
ま
ず
「
宗
教
学
」
と
い
う
言
葉
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
 

初
見
は
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
の
も
っ
と
も
古
い
新
聞
に
 

属
し
ま
す
 門
 
七
一
難
 

ナ、 @  ， Ⅰ に 座 元 と 重 の 
い と 日 は 創 五 も 妄 誕 日 

と に 本 、 設 六 分 な 生 木   
ま ま ぎ で 年 月 な 会 迎 学 
す す ま 述 を 刊 こ が え 会 
0 前 し べ 記 の と あ た が 

にてる余日ぼり 、 最 こし 宗ふまと ， - 一 ヰ 

    
日本家 葉と、 年 - コ   五月 とみな わしく なりま に掲載 したら それら   

口 い だ さ さ   
宗 氏 。 い す し 

の 一 

はじ 八九 
鈴 

（明治一 つぎ ま 

も 
範   

  
そす 

二 五 
お そ   つ O 
き め 判 議 一 夕 の 年 

(573) 

ル
ル
 
柄
牧
め
ホ
払
 

私
学
会
か
ら
日
本
家
 払
秋
秋
必
す
ム
哀
へ
 

へ
 

  



よ
う
 で
す
。
 

そ
れ
か
ら
五
年
後
の
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
 年
 六
月
 に
な
り
ま
し
て
、
石
川
舞
台
 が
 、
日
教
学
論
集
 口
 の
な
か
 で
、
世
の
宗
教
を
観
 

察
す
る
に
あ
た
り
「
 余
ハ
 真
宗
 ノ
 教
徒
ナ
ン
ト
 キ
仮
ニ
 真
宗
教
徒
 ノ
 区
域
 ヲ
出
テ
 「
 ス
 シ
ヤ
ン
 ス
デ
レ
り
ジ
 ，
ン
 」
宗
教
学
 ノ
 地
位
 

ニ
眼
晴
ヲ
定
メ
 」
云
々
、
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
宗
教
を
 み
る
の
に
単
に
真
宗
の
立
場
で
み
る
の
で
は
な
い
と
 語
 っ
て
い
る
こ
と
と
、
 片
 

仮
名
で
書
い
て
は
お
り
ま
す
が
フ
ラ
ン
ス
語
の
「
 ス
シ
 ヤ
シ
 ス
 
デ
レ
り
 ジ
ョ
ン
」
の
言
葉
を
「
宗
教
学
」
の
 言
葉
と
同
格
に
用
い
て
 

い
る
こ
と
よ
り
み
ま
し
て
、
こ
れ
ほ
明
ら
か
に
今
日
の
め
 
示
教
学
と
同
じ
意
味
で
使
っ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
ま
 す
 。
石
川
 舞
 台
 は
、
一
 

八
七
二
（
明
治
し
年
に
、
東
本
願
寺
の
現
 
如
 に
し
た
 が
っ
て
海
外
観
察
に
出
か
け
た
一
人
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
 当
然
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
 学
 

問
 事
情
に
も
通
じ
て
い
て
、
宗
教
学
の
こ
と
は
あ
る
 種
 度
 知
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
 0
 こ
の
一
八
八
四
 年
の
用
例
を
も
ち
ま
し
 

て
 、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
仮
に
最
初
の
「
古
本
教
学
」
の
 
用
例
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
 

明
治
の
初
期
は
 、
 言
 う
 ま
で
も
な
く
啓
蒙
時
代
で
あ
り
 ま
し
て
、
宗
教
と
い
う
と
、
と
か
く
時
代
遅
れ
と
み
な
さ
 ね
 、
軽
視
さ
れ
た
 時
 

で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、
当
時
書
か
れ
た
福
沢
 諭
 吉
の
「
文
明
論
之
概
略
 ヒ
 な
ど
に
も
 よ
く
 表
さ
れ
て
い
 ま
す
。
そ
れ
が
明
治
 一
 

0
 年
代
に
な
り
ま
す
と
、
少
し
変
り
、
植
村
正
久
の
「
 真
理
一
斑
」
や
小
崎
弘
道
の
「
政
教
新
論
 ヒ
が
 出
て
 、
そ
 こ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
 

ほ
 と
ど
ま
ら
ず
宗
教
そ
の
も
の
の
ま
き
返
し
が
み
ら
れ
ま
 す
 。
明
治
二
 0
 年
代
に
入
り
ま
す
と
、
の
ち
に
述
べ
ま
 す
 よ
 う
 に
、
に
わ
か
に
 

隷
 し
の
一
八
 セ
九
 （
明
治
一
二
）
年
三
月
二
八
日
号
に
 

あ
り
ま
す
 0
 そ
れ
に
書
か
れ
た
小
崎
弘
道
の
「
河
津
先
生
 

ノ
 演
説
 ヲ
 読
 ん
 」
と
い
 

う
 一
文
に
出
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
こ
で
小
崎
は
、
「
 

報
 知
 新
聞
 L
 の
記
事
を
批
判
し
て
「
論
理
 
ノ
 不
穏
ナ
ル
事
実
 
ヲ
 引
証
ス
ル
ノ
不
当
 
ナ
 

ル
 少
ク
宗
教
学
二
通
ス
ル
モ
ノ
、
容
易
 
ク
 同
意
 シ
能
ハ
ザ
 
ル
 モ
ノ
ア
ル
ガ
 
如
シ
 」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
 
私
の
見
ま
し
た
と
こ
ろ
 

で
は
も
っ
と
も
早
い
用
例
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。
し
か
 

し
こ
こ
で
は
、
言
葉
こ
そ
「
宗
教
学
」
で
あ
り
ま
す
が
、
 

意
味
は
、
キ
リ
ス
ト
教
 

と
い
う
宗
教
に
つ
い
て
の
学
問
、
と
い
う
ほ
ど
の
内
容
 

で
 用
い
ら
れ
て
い
ま
し
て
、
今
日
い
 

う
 宗
教
学
と
同
じ
と
 
み
る
の
は
や
や
無
理
の
 (574)  2 



宗
教
の
こ
と
が
表
面
に
浮
ん
で
論
ぜ
ら
れ
る
時
代
に
な
 

り
ま
す
。
 

そ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
宗
教
学
と
い
う
講
義
が
 

、
方
 
々
の
学
校
で
教
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
な
 

か
の
主
だ
っ
た
も
の
 

を
と
り
あ
げ
ま
す
と
、
一
八
八
七
（
明
治
二
 

0
 ）
年
の
 同
志
社
英
学
校
お
よ
び
井
上
円
了
の
哲
学
館
を
は
じ
め
と
 

し
ま
し
て
、
 二
 0
 年
代
 

の
 前
半
に
は
、
帝
国
大
学
、
明
治
女
学
校
、
普
及
福
音
 

数
 会
の
新
教
神
学
校
、
聖
公
会
の
東
京
三
一
神
学
校
な
ど
 

の
 カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
 
、
 

そ
の
名
が
見
出
さ
れ
ま
す
。
そ
の
 
ょ
う
 な
学
校
で
、
 
宗
 教
学
が
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
 
上
 だ
け
で
な
く
実
際
に
も
教
え
ら
 
ね
 た
か
と
い
う
点
と
、
 

そ
の
場
合
も
内
容
が
は
た
し
て
宗
教
学
の
名
に
ふ
さ
わ
 

し
い
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
で
、
若
干
疑
問
の
残
 

る
 学
校
も
あ
り
ま
す
 

が
 、
こ
の
明
治
二
 
0
 年
代
の
前
半
を
も
っ
て
、
宗
教
学
 
の
 講
義
が
 、
数
 こ
そ
と
く
に
多
い
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
 

、
一
斉
に
開
講
さ
れ
 
始
 

め
た
と
み
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 

こ
う
し
て
明
治
二
 
0
 年
代
の
最
後
の
年
で
あ
り
ま
す
一
八
 

九
六
（
明
治
二
九
）
年
に
、
比
較
宗
教
学
会
の
発
足
を
 

迎
え
る
わ
け
で
あ
り
 

ま
す
。
そ
れ
に
 
い
 た
る
の
に
は
多
様
な
理
由
が
あ
げ
ら
 

れ
ま
す
が
、
私
は
 
、
大
 ぎ
く
み
て
三
つ
の
流
れ
が
あ
っ
た
 

よ
う
 に
思
わ
れ
ま
す
。
 

そ
の
第
一
は
 
、
い
 わ
か
る
「
自
由
主
義
神
学
」
の
影
響
 

で
あ
り
ま
す
。
「
自
由
主
義
神
学
」
は
、
一
八
八
五
（
 

明
 浩
一
八
）
年
の
 ド
イ
 

へ
 

鞍
ツ
 普
及
福
音
教
会
の
ス
ピ
ン
ナ
ー
（
 
日
 巨
の
宙
の
 
で
 田
 
コ
目
）
）
の
来
日
を
は
じ
め
と
し
ま
し
て
、
一
八
八
 

七
 （
明
治
二
 
0
 ）
年
の
 ユ
ニ
テ
 

）
、
宗
助
（
の
の
 

鰍
リ
 ア
ン
の
ナ
ッ
プ
（
 

0
 
（
帆
の
Ⅰ
・
 

ロ
 0
 
ユ
 
臣
 
コ
 「
 
）
の
来
日
に
よ
り
、
諸
方
 

叶
ゴ
仁
 

Ⅰ
 目
韓
ぺ
パ
コ
の
 

で
 つ
 

 
 

  

ら
 

餌
く
 見
ま
す
と
実
は
そ
れ
ぞ
れ
相
当
に
他
 

と
異
る
要
 
素
を
所
有
し
て
い
る
の
で
す
が
、
聖
書
に
対
す
る
「
歴
史
 

的
 批
判
」
と
い
う
近
代
的
、
 

鮮
 
学
問
的
立
場
を
と
る
こ
と
と
、
他
の
宗
教
を
積
極
 

的
に
理
解
し
ょ
う
と
す
る
姿
勢
と
に
お
い
て
共
通
性
を
も
 

っ
て
い
ま
し
た
 
0
 そ
れ
に
よ
 

 
 

リ
ア
ン
の
東
京
自
由
神
学
校
（
の
ち
の
先
進
学
院
）
な
ど
 

で
、
宗
教
学
ま
た
は
比
較
 
ゐ
不
 

@
 
J
 

教
の
講
義
が
開
講
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
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第
二
は
、
井
上
哲
次
郎
に
よ
っ
て
一
八
九
二
（
明
治
二
 五
）
年
の
暮
か
ら
翌
年
に
か
け
ま
し
て
問
題
が
起
さ
れ
、
 大
反
響
を
招
ぎ
ま
し
 

た
と
こ
ろ
の
「
教
育
宗
教
衝
突
論
争
」
で
あ
り
ま
す
。
 ，
 
」
れ
は
、
従
来
、
と
か
く
日
本
の
国
体
と
キ
リ
ス
ト
教
の
 衝
突
と
い
う
面
の
み
が
 

強
く
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
私
は
、
そ
の
一
方
 で
は
、
こ
れ
は
宗
教
と
倫
理
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
一
大
 論
争
で
も
あ
っ
た
と
み
 

て
よ
い
と
思
っ
て
い
ま
す
 0
 こ
の
論
争
を
通
じ
て
、
宗
教
 と
 倫
理
と
の
相
違
が
ょ
り
明
ら
か
に
さ
れ
、
宗
教
独
自
 0
 世
界
が
姿
を
は
っ
 
ぎ
 

り
と
 現
 わ
す
こ
と
に
な
っ
た
と
み
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
 そ
の
こ
と
は
、
宗
教
学
が
、
そ
の
対
象
を
把
握
し
や
す
 
く
し
た
と
甘
口
え
る
ハ
り
で
 

す
 0
 ま
た
、
こ
れ
が
大
論
争
と
な
り
ま
し
た
こ
と
自
体
 が
 、
一
般
の
人
々
の
宗
教
へ
の
関
心
を
昂
め
も
し
ま
し
た
  
 

第
三
は
、
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
に
シ
カ
ゴ
で
 開
 催
さ
れ
ま
し
た
コ
ロ
ン
ブ
ス
記
念
万
国
博
覧
会
に
関
連
し
 て
 開
か
れ
ま
し
た
 方
 

国
宗
教
大
会
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
は
日
本
か
ら
も
、
 神
 道
 、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
の
各
代
表
が
参
加
し
ま
し
た
 。
こ
と
に
神
道
や
仏
教
 

0
 代
表
者
た
ち
は
、
当
初
、
自
已
の
宗
教
の
宣
伝
の
つ
も
 り
で
参
り
ま
し
た
が
、
参
加
の
結
果
、
諸
宗
教
相
互
の
 理
解
と
協
調
の
必
要
に
 

つ
き
、
逆
に
多
く
を
学
ん
で
帰
国
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
 。
こ
の
影
響
で
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
に
な
り
ま
 し
て
、
日
本
で
最
初
の
 

諸
宗
教
の
会
合
と
も
み
な
さ
れ
ま
す
宗
教
家
懇
談
会
が
 開
催
さ
れ
ま
し
た
。
 

こ
れ
ら
の
、
 
一
 
「
自
由
主
義
神
学
」
、
 二
 
「
教
育
宗
教
 衝
突
論
争
」
、
三
万
国
宗
教
大
会
、
と
い
う
三
つ
の
 
大
 ぎ
な
流
れ
の
な
か
か
 

ら
 、
比
較
宗
教
学
会
が
生
じ
た
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
 り
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
、
万
国
宗
教
大
会
の
刺
戟
に
ょ
り
 日
本
の
宗
教
家
懇
談
会
 

が
 、
一
八
九
六
年
九
月
二
六
日
に
開
か
れ
ま
し
た
が
、
 そ
 

要
 な
流
れ
と
は
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
  
 0

 席
上
で
、
参
加
者
の
岸
本
能
武
人
 と
 姉
崎
正
治
と
の
 二
人
に
よ
っ
て
、
比
較
 

宗
教
学
会
の
設
立
が
は
じ
め
て
議
さ
れ
た
こ
と
で
も
わ
 か
る
の
で
あ
り
ま
す
 0
 な
お
、
岸
本
能
武
人
は
 、
ュ
ニ
テ
 
リ
ア
ン
で
あ
っ
て
万
国
 

宗
教
大
会
に
功
田
 単
先
の
 
ア
メ
リ
カ
か
ら
参
加
し
ま
し
た
。
 

姉
崎
正
治
は
、
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
に
帝
国
大
 単
 に
人
学
し
井
上
哲
次
 

郎
の
指
導
を
受
け
る
が
、
こ
の
年
は
井
上
の
「
教
育
み
 
不
 教
 衝
突
論
争
」
の
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。
二
人
と
も
、
今
 述
べ
ま
し
た
三
つ
の
 宝
 

(576)  4 



上ヒ較 宗教学会から 

く員 稲 の 高直 （ 前 
分 目 一 に 

さ で   八 も 

れ 眺 九   
、 め 大 姉 

つ い ら午時 れ一が 
で、 る 一 言 己   
ら に 日 し 
の な よ て 

罪雀と這 
的 す で め 

なデ がもて 、 み か 
l 方 ら ま 

タ 法 れ し 
な は る た 
も 似 も 雑 
と て の 誌 

にいで しまあ ヲ 太 
ま す り 陽 
し o  ま L@ 

て 、 一すの っ 。 「 

宗教」 その人 それが の テ ー 

間 マ 比 欄 
生 を 較 に 
活 め 宗 お 
に ぐ 教 き 

お っ 単 ま 

げ て 会 す 
る 、 で、 「     

の諸 考案大毅 一木 
禁 教 の 断 
も や 目 汁 
な 諸 で 」 
さ 地 な と 

れ 万 く い 
ま の 複 ぅ 

す 例 数 通 

た広会記 。 がの 載 

5  (577) 

隷
 
々
」
と
か
「
マ
ジ
 

ナ
ヒ
 」
と
い
う
テ
ー
マ
が
扱
わ
 

れ
ま
し
た
。
 

琳
 

こ
の
よ
う
に
、
身
近
の
宗
教
的
な
題
材
を
 

テ
｜
 マ
 とし
て
、
そ
れ
を
比
較
宗
教
的
に
論
ず
る
方
法
は
 

、
比
 較
 宗
教
学
会
が
設
立
さ
れ
る
 

宗
教
家
懇
談
会
の
あ
と
、
岸
本
と
姉
崎
と
は
、
同
年
一
一
 

月
一
日
と
七
日
と
の
二
回
に
わ
た
り
、
さ
ら
に
会
合
を
 

重
ね
ま
し
て
、
い
よ
 

い
よ
一
一
月
一
四
日
に
、
神
田
の
キ
リ
ス
ト
教
青
年
 

ム
 
百
館
 
を
会
場
と
し
て
、
第
一
回
の
比
較
宗
教
学
会
の
会
合
が
 

も
た
れ
ま
し
た
 
0
 第
一
 

回
 目
の
会
合
に
集
ま
り
ま
し
た
の
は
八
人
で
、
姉
崎
 

と
 同
じ
帝
国
大
学
哲
学
科
の
先
輩
や
後
輩
、
そ
れ
に
岸
本
が
 

教
鞭
を
と
っ
て
い
た
 

先
 

進
学
院
の
教
え
子
た
ち
で
あ
り
ま
し
た
 

0
 第
一
回
会
合
 
の
 テ
ー
マ
は
「
毒
蛇
崇
拝
」
と
「
護
摩
」
で
あ
り
ま
し
て
 

、
 い
ろ
い
ろ
な
譜
例
 

あ
 

げ
て
比
較
し
、
そ
の
実
態
を
究
め
よ
う
と
い
 

5
 態
度
が
 
み
ら
れ
ま
す
。
 

こ
の
後
、
会
合
は
、
毎
月
第
二
土
曜
日
を
原
則
と
し
て
 

開
 催
さ
れ
、
会
員
は
二
 

0
 名
を
越
え
な
い
と
の
条
件
を
付
 

し
て
継
続
さ
れ
ま
し
 

た
 。
会
合
の
記
録
は
、
当
時
岸
本
ら
の
編
集
に
従
事
し
 

て
い
ま
し
た
雑
誌
「
宗
教
」
 

や
 エ
ハ
 
合
雑
 ま
ぬ
し
な
ど
に
 

は
 と
ん
ど
洩
れ
な
く
掲
載
 

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
記
事
を
ま
と
め
て
み
ま
す
 

と
 、
比
較
宗
教
学
会
は
、
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
 

年
一
 一
月
ま
で
の
約
三
年
間
 

に
 二
二
回
に
わ
た
っ
て
開
か
れ
て
い
ま
す
 

0
 出
席
者
数
は
 
、
い
ず
れ
も
数
人
か
ら
約
二
 

0
 人
 ま
で
の
間
で
す
。
 
テ
 １
％
 は
 、
第
二
回
目
が
 

「
 
数
 」
、
第
三
回
目
が
「
 

淫
慾
 」
、
第
四
回
第
五
回
目
が
「
 

物
忌
み
、
絶
ち
 
物
 」
、
第
六
回
目
が
「
神
と
動
物
」
、
第
七
 

目
 「
供
物
」
、
第
八
回
 

訟
 

き
へ
目
 

こ
れ
は
当
然
一
年
た
つ
と
一
周
り
し
て
種
が
尽
 

「
祭
礼
」
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
あ
と
翌
年
一
 

 
 

 
 



だ
し
結
論
を
導
く
に
は
な
か
な
か
慎
重
さ
が
み
ら
れ
ま
 す
 。
 

そ
れ
と
と
も
に
、
比
較
宗
教
学
会
に
お
い
て
と
く
に
 顕
 著
 な
こ
と
と
し
て
、
私
は
、
当
時
と
か
く
学
問
の
対
象
と
 す
る
こ
と
に
は
遠
慮
 

が
ち
で
あ
り
ま
し
た
二
つ
の
タ
ブ
ー
 祝
 さ
れ
た
問
題
を
 

こ
の
ほ
か
、
祭
礼
に
お
け
る
、
今
日
い
分
と
こ
ろ
の
「
 

も
、
 ・
積
極
的
に
と
り
あ
げ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
た
い
と
 
思
 

聖
犯
 」
や
「
象
徴
」
、
「
宗
教
的
人
格
」
と
か
、
宗
教
と
文
 

い
ま
す
。
す
な
 ね
 ち
、
 

化
と
の
問
題
な
ど
も
 

そ
の
一
 つ
は
 日
本
の
古
典
に
お
け
る
神
道
の
問
題
で
あ
 り
、
 他
の
一
つ
は
セ
ッ
ク
ス
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
 

久
米
邦
武
の
一
八
九
二
（
明
治
二
五
）
年
の
「
神
道
 ハ
 祭
天
 ノ
 古
俗
」
事
件
以
後
、
い
ま
だ
数
年
も
へ
て
い
な
い
 の
で
あ
り
ま
す
が
、
 

こ
の
比
較
宗
教
学
会
の
記
録
を
み
ま
す
と
、
第
二
回
に
 は
 「
三
種
の
神
器
」
が
 、
 聖
な
る
数
「
 三
 二
と
の
関
連
で
「
 一
一
一
室
」
や
「
三
番
 

豊
 」
、
 

「
三
々
九
度
」
と
ま
っ
た
く
同
列
に
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。
 第
三
回
で
は
古
事
記
中
の
「
淫
欲
的
分
子
」
な
ど
が
 話
 題
 に
な
り
、
第
八
回
に
 

は
 「
天
照
大
神
は
果
し
て
河
神
を
祭
り
し
や
」
と
の
疑
問
 が
 出
さ
れ
、
第
一
八
回
の
太
陽
崇
拝
に
関
し
ま
し
て
は
 、
太
陽
と
「
天
照
大
神
 

と
 称
せ
ら
れ
る
女
傑
と
同
化
」
と
言
 う
 よ
う
な
、
 ぎ
わ
 め
て
 つ
 ぎ
放
し
た
表
現
や
扱
い
方
が
み
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
 で
は
少
し
の
タ
ブ
ー
 視
 

も
な
け
れ
ば
特
別
視
も
な
く
、
そ
れ
を
比
較
宗
教
上
の
 ケ
ー
ス
と
し
淡
々
と
議
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 

「
 淫
慾
 」
に
関
し
ま
し
て
も
「
五
口
人
は
決
し
て
好
ん
で
 
淫
 慾
 に
関
す
る
の
談
話
を
為
す
も
の
に
は
あ
ら
ず
」
と
 記
 し
 、
学
者
が
集
っ
て
 、
 

な
に
も
 隈
 談
を
楽
し
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
と
こ
と
わ
 り
 、
積
極
的
に
、
宗
教
的
儀
式
習
慣
の
な
か
に
あ
り
ま
す
 
「
淫
欲
」
の
問
題
に
と
 

9
 組
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
宗
教
的
「
 淫
慾
 」
を
 学
 間
の
対
象
と
し
た
、
お
そ
ら
く
日
本
で
は
最
初
の
会
合
で
 は
な
い
か
と
思
い
ま
 

す
 。
 

論
ぜ
ら
れ
て
い
ま
し
て
、
私
ど
も
が
、
今
日
は
じ
め
て
 話
題
に
し
た
と
思
い
込
ん
で
い
ま
す
こ
と
が
、
実
は
早
く
 も
こ
の
時
期
に
顔
を
の
 

ぞ
か
せ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
せ
ら
れ
ま
す
 0
 こ
の
 意
 味
 で
私
ど
も
は
、
学
問
的
に
新
し
い
と
は
い
か
な
る
こ
と
 か
 、
学
会
で
発
表
す
る
 

と
ほ
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
な
ど
の
反
省
も
さ
せ
ら
 れ
る
の
で
あ
り
ま
す
 0
 比
較
宗
教
学
会
が
、
も
し
も
今
日
 ま
で
継
続
さ
れ
て
い
た
 

 
 

 
  

 

 
  

 



し
た
 0
 

比
較
宗
教
学
会
の
終
っ
た
年
の
理
一
九
 0
0
 
 

（
明
治
三
 

二
）
 
年
 五
月
よ
り
、
姉
崎
が
ド
イ
ッ
に
留
学
に
伺
っ
て
 い
 古
 
ま
す
の
で
、
半
ム
 
ム
 の 

解
散
は
そ
れ
と
無
縁
で
は
な
さ
そ
う
に
思
え
ま
す
。
 姉
 崎
は
 、
三
年
後
の
一
九
 0
 三
年
に
帰
国
し
、
そ
れ
に
 ょ
 り
 一
九
 0
 五
 
（
明
治
三
 

八
）
年
に
、
東
京
帝
国
大
学
で
は
じ
め
て
宗
教
学
の
講
 座
 が
開
設
さ
れ
ま
す
。
宗
教
学
の
講
義
自
体
は
、
そ
の
 前
 か
ら
姉
崎
に
よ
っ
て
な
 

さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
講
座
と
し
て
は
こ
れ
が
最
初
で
、
 こ
の
こ
と
は
、
宗
教
学
と
い
う
学
問
の
日
本
社
会
で
の
 定
着
を
意
味
す
る
も
の
 

で
あ
り
ま
す
。
 

こ
の
時
よ
り
数
え
ま
し
て
今
年
（
一
九
八
 0
 午
 ）
は
ち
ょ
 う
 ど
 セ
 五
年
に
あ
た
り
ま
す
の
で
、
東
京
大
学
の
方
で
 も
 記
念
の
行
事
が
あ
 

る
 よ
 う
 で
あ
り
ま
す
。
実
は
、
こ
の
東
京
大
学
の
方
の
 講
座
開
設
二
五
周
年
の
記
念
行
事
と
関
連
し
て
、
一
九
三
 0
 
 （
昭
和
五
）
年
に
日
 

木
 宗
教
学
会
が
生
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
日
本
ゐ
 
不
教
学
会
と
し
ま
し
て
も
、
一
九
 0
 五
年
に
お
け
る
東
京
 大
学
の
宗
教
学
講
座
 開
 

設
は
、
か
な
り
縁
の
深
い
出
来
事
な
の
で
あ
り
ま
す
。
 

 
 

の
間
の
大
き
な
出
来
事
と
し
て
は
、
こ
の
東
京
大
学
に
お
 げ
る
宗
教
学
講
座
開
設
の
あ
 

趨
と
 、
一
九
一
六
年
（
大
正
五
）
年
に
成
立
し
ま
し
 た
 宗
教
研
究
会
と
い
う
学
会
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
お
 も
に
東
京
大
学
と
京
都
大
学
 

琳
が
 中
心
と
な
っ
て
作
り
ま
し
た
の
で
、
そ
の
両
天
 単
 に
お
け
る
宗
教
研
究
会
ま
で
の
学
会
の
歩
み
も
簡
単
に
 み
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
 

ら
 

鮮
 
錘
す
 ま
ず
、
京
都
に
も
帝
国
大
学
が
設
け
れ
ま
し
た
 

。
 

の
は
一
八
九
七
（
明
治
三
 0
 ）
年
で
あ
り
ま
し
た
が
、
 は
 じ
め
は
理
工
科
だ
け
で
、
 文
 

鋳
科
 大
学
が
お
か
れ
て
哲
学
科
の
設
置
さ
れ
ま
し
た
 の
は
一
九
 0
 六
 
（
明
治
三
九
）
 
年
 九
月
の
こ
と
で
あ
り
ま
 す
 。
そ
し
て
、
こ
の
京
都
大
 

@
 

レ
ト
 学

の
方
で
一
九
①
 八
 
（
明
治
四
一
）
 
年
 二
月
に
印
度
 学
 会
 、
続
い
て
三
月
に
宗
教
学
会
が
設
げ
ら
れ
ま
す
。
 

7 (579) 

ら
 ど
 う
 だ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
、
な
ど
と
成
果
が
期
待
さ
 れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
、
こ
れ
は
三
年
ほ
 ど
で
終
っ
て
し
ま
い
ま
 



号
 
（
一
九
 0
 九
年
二
月
）
に
は
、
そ
の
こ
と
が
次
の
 ょ
 9
 に
報
ぜ
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

知
探
鞘
飴
 創
立
。
東
京
文
科
大
学
哲
学
科
 中
 印
度
哲
学
友
 び
 宗
教
学
両
科
に
関
係
あ
る
教
授
、
高
楠
博
士
（
姉
崎
 博
士
は
欠
席
）
 、
講
 

師
 村
上
博
士
、
常
盤
学
士
、
（
前
田
博
士
及
び
加
藤
波
多
 野 画
学
士
欠
席
）
及
び
大
学
院
学
生
諸
氏
十
数
名
は
 、
 去
月
十
六
日
（
第
三
十
 

曜
日
）
午
后
五
時
よ
り
大
学
第
二
学
生
控
所
に
会
し
、
 両
 学
科
に
関
す
る
学
会
創
立
の
件
に
就
 て
 協
議
し
た
り
。
 
今
 当
夜
議
決
し
た
る
 

条
項
を
挙
ぐ
れ
ば
左
の
如
し
。
 

一
 、
名
称
。
印
度
学
会
、
宗
教
学
会
と
並
び
称
す
る
こ
と
  
 

二
 、
目
的
。
印
度
学
及
び
宗
教
学
に
関
す
る
研
究
。
 

三
 、
範
囲
。
印
度
哲
学
及
び
宗
教
学
の
教
授
、
助
教
授
、
 講
師
、
大
学
院
学
生
、
研
究
科
学
生
、
卒
業
生
及
び
 会
 @
 二
名
の
紹
介
に
 
依
 

る
も
の
。
 

四
 、
会
期
。
毎
月
一
回
（
第
四
土
曜
日
）
。
 

但
し
七
、
八
両
 月
は
 休
 ん
本
 
、
一
、
九
面
月
は
懇
話
会
と
 す
 。
 

五
 、
役
員
。
幹
事
二
名
。
任
期
半
年
（
一
月
及
び
六
月
 交
替
）
。
 

印
度
哲
学
及
び
宗
教
学
両
科
は
大
学
学
制
の
上
に
て
は
 列
立
す
る
も
、
実
際
に
於
て
は
 殆
 ん
ど
同
一
に
し
て
、
 
随
 
っ
て
之
に
関
す
 

る
 学
会
の
如
ぎ
も
 、
 
一
に
す
る
を
便
宜
と
考
へ
た
れ
ど
も
 、
二
者
の
内
容
を
包
括
し
得
べ
 き
 名
称
な
ぎ
に
苦
み
、
 

遂
に
上
の
如
く
 

印
度
学
会
宗
教
学
会
 ど
井
 称
す
る
こ
と
に
し
た
る
な
り
。
 

毎
月
例
会
の
講
演
者
は
一
名
に
し
て
幹
事
の
指
名
に
 ょ
 り
て
之
を
決
 

大
学
で
も
、
 
翌
 一
九
 0
 
九
年
一
月
に
印
度
学
会
宗
教
学
 会
 が
作
ら
れ
ま
す
。
た
だ
東
京
大
学
の
方
で
興
味
の
あ
り
 ま
す
の
は
、
印
度
学
会
）
 

 
 

 
 
 
 

宗
教
学
 ム
 立
と
い
い
ま
し
て
も
両
者
は
別
の
学
会
で
は
な
 く ：
単
一
の
学
会
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
 
日
 哲
学
雑
誌
」
二
六
四
 

大
学
内
部
の
学
会
と
し
ま
し
て
は
、
こ
の
よ
う
に
京
都
 

大
学
の
方
が
東
京
大
学
よ
り
一
年
早
く
、
そ
れ
に
刺
戟
を
 

受
け
た
の
か
、
東
京
 



し
 、
研
究
及
び
読
書
の
結
果
を
発
表
す
る
こ
と
と
せ
り
。
 

因
に
云
ふ
 当
期
の
幹
事
は
吉
田
修
実
鈴
木
家
英
二
氏
に
 

し
て
、
本
月
 の
 

度
 宗
教
学
会
」
と
な
り
、
さ
ら
に
「
 

印
哲
 宗
教
学
会
」
と
 

講
演
者
は
椎
 尾
弁
匡
氏
 な
り
（
幹
事
後
）
。
 

表
記
さ
れ
る
 よ
 う
に
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
 

両
者
は
学
科
の
上
で
は
 

当
時
宗
教
学
の
方
に
は
、
姉
崎
正
治
教
授
の
ほ
か
、
 

講
 師
 と
し
て
加
藤
衣
 
智
と
 波
多
野
精
一
と
が
在
任
し
て
い
ま
 

し
た
。
右
の
記
録
に
 

よ
 り
ま
す
と
、
こ
の
三
名
が
い
ず
れ
も
欠
席
し
た
こ
と
 

に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
後
の
印
度
学
会
宗
教
学
会
に
 

は
 時
々
顔
を
出
し
て
い
 

ま
す
の
で
、
欠
席
は
た
ま
た
ま
そ
う
な
っ
た
と
み
て
 

よ
 い
で
あ
り
ま
し
ょ
 
5
 。
「
哲
学
雑
誌
 
ヒ
 に
は
そ
の
後
の
会
 
4
 
ロ
の
記
録
が
掲
載
さ
れ
 

て
い
ま
す
 
0
 そ
の
記
録
で
興
味
深
い
の
は
、
は
じ
め
は
 

 
 

印
刷
が
な
さ
れ
て
い
ま
 

す
 。
と
こ
ろ
が
、
や
が
て
「
印
度
、
宗
教
学
会
」
と
 

縦
 に
一
列
と
な
り
、
暫
く
し
ま
す
と
、
こ
の
間
に
あ
り
ま
し
 

た
 「
 
、
 」
も
消
え
て
「
 
印
 

別
 で
あ
っ
て
も
実
質
は
一
体
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
 

記
録
の
 う
 え
か
ら
も
読
み
と
ら
れ
ま
す
。
 

一
方
、
京
都
の
方
も
、
今
度
は
東
京
大
学
に
刺
戟
を
さ
れ
 

た
の
か
、
一
九
 
0
 九
 （
明
治
四
二
）
 
年
 九
月
に
印
度
 学
 会
 と
宗
教
学
会
と
が
 

合
併
し
て
印
度
宗
教
学
会
を
作
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
ち
 

ら
の
方
で
も
、
の
ち
の
哲
学
科
の
機
関
誌
の
哲
学
研
究
に
 

 
 

 
 

掲
載
さ
れ
て
い
る
の
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
京
都
の
 

方
で
も
両
者
が
一
体
的
な
性
 

学
 

謹
 
格
を
右
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
 

ま
す
。
 

め
 

一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
を
例
に
し
て
東
京
大
 

学
の
方
の
「
印
度
哲
学
宗
教
学
会
」
の
活
動
を
み
ま
す
と
 
一
月
二
八
日
に
は
高
楠
 
順
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

治
 「
米
国
の
宗
教
思
想
に
就
 

て
 」
が
報
告
さ
れ
て
い
る
の
 
み
で
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
㏄
 

 
 

比
約
十
数
人
の
参
加
者
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
 
 
 



こ
の
東
京
大
学
と
京
都
大
学
の
両
大
学
に
お
い
て
 

投
 げ
ら
 れ
て
い
ま
し
た
「
印
度
学
会
宗
教
学
会
」
を
母
胎
に
し
 

ま
し
て
一
九
一
六
 

（
大
正
五
）
年
に
宗
教
研
究
会
が
結
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
 

り
ま
す
。
両
者
が
共
に
宗
教
研
究
会
を
組
織
す
る
に
い
 

た
っ
た
の
は
、
東
京
大
 

学
の
宗
教
学
科
を
卒
業
し
た
宇
野
円
空
が
、
郷
里
の
京
 

都
 に
帰
り
、
京
都
大
学
の
大
学
院
に
在
籍
し
て
い
た
こ
と
 

に
も
負
 う
 て
い
ま
す
。
 

こ
の
間
の
事
情
を
羽
 
洪
了
 諦
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
 
す
 。
 

多
分
大
正
四
年
五
月
に
開
か
れ
た
印
度
、
宗
教
学
会
の
 

席
上
で
あ
っ
た
と
記
憶
す
る
が
、
赤
松
君
か
ら
わ
れ
わ
れ
 

の
 研
究
業
績
を
発
 

表
す
る
機
関
誌
を
出
版
し
ょ
う
で
は
な
い
か
と
提
案
さ
 

れ
た
と
こ
ろ
、
会
員
こ
ぞ
っ
て
賛
成
し
た
の
で
あ
る
が
、
 

な
お
そ
の
具
体
案
に
 

つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
を
赤
松
・
宇
野
面
 

君
 と
私
と
の
一
一
 

一
人
に
委
託
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
後
三
人
 

が
 屡
々
会
合
し
て
 
協
 

議
を
重
ね
て
い
る
間
に
 
、
 私
は
京
大
側
の
み
で
機
関
誌
 
を
 発
行
す
る
よ
り
も
東
大
側
と
提
携
し
た
方
が
む
し
ろ
 

ょ
 り
 多
く
意
義
が
あ
り
 

権
威
が
あ
る
と
思
い
 
つ
 い
た
の
で
、
こ
の
意
見
を
開
陳
 

す
る
と
、
南
君
と
も
心
か
ら
賛
同
し
、
宇
野
君
か
ら
は
 

矢
 吹
 慶
輝
 氏
 へ
、
私
か
 

ら
は
木
村
泰
賢
 
氏
へ
 連
絡
を
取
っ
て
交
渉
す
る
こ
と
に
 
決
め
た
。
早
速
交
渉
を
試
み
た
と
こ
ろ
、
木
村
氏
も
矢
吹
 

氏
も
折
り
返
え
し
て
 

共
に
賛
意
を
表
し
て
こ
ら
れ
た
の
で
、
そ
の
後
数
度
の
 

書
簡
の
往
復
に
 
よ
 る
協
議
の
結
果
、
会
名
は
「
宗
教
研
究
 

会
 」
と
し
、
詩
名
は
 

「
宗
教
研
究
」
と
し
て
月
刊
と
す
る
こ
と
、
東
大
の
姉
崎
 

正
治
・
高
楠
順
次
郎
 
両
 教
授
と
京
大
の
松
本
文
三
郎
・
 
榊
亮
 三
郎
 両
 教
授
と
 

も
会
の
顧
問
と
し
て
 
推
 載
す
る
こ
と
、
な
お
出
版
 
所
の
 物
色
は
東
京
側
で
引
き
受
け
 
ろ
 こ
と
に
ま
と
ま
っ
た
。
 
と
 こ
ろ
が
、
こ
の
出
版
 

所
を
見
出
す
こ
と
は
何
分
経
済
問
題
を
伴
 

う
た
為
 容
易
 で
な
か
っ
た
ら
し
い
 
0
 し
か
し
、
晩
秋
に
及
ん
で
東
京
 
側
 の
 努
力
が
効
を
奏
し
 

て
 、
い
よ
い
よ
太
監
 
館
 と
の
出
版
契
約
が
成
立
す
る
運
び
 

と
な
り
、
最
後
の
打
ち
合
せ
会
を
上
野
公
園
の
某
料
亭
 

で
 開
催
す
る
か
ら
、
 

京
都
側
の
代
表
者
も
列
席
し
て
も
ら
い
た
い
と
の
要
請
 

が
あ
っ
た
の
で
、
私
が
選
ば
れ
て
東
上
出
席
し
た
の
で
あ
 

る
 0
 京
都
側
は
私
 一
 

人
の
出
席
で
あ
っ
た
が
、
東
京
側
は
姉
崎
・
高
楠
 

両
教
 授
を
始
め
と
し
て
、
木
村
泰
賢
・
矢
吹
慶
輝
，
長
井
直
 

琴
 
石
橋
 智
信
 ・
干
潟
 

竜
祥
 ・
浜
田
本
 
悠
 ・
赤
松
秀
景
の
諸
氏
及
び
太
監
館
代
 

表
 者
と
し
て
高
橋
 
季
 古
風
ら
が
列
席
さ
れ
た
と
記
憶
す
る
 

0
 こ
の
席
上
で
 
木
 会
の
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比較宗教学会から 

第 第 
五 
条 四条 

太 一 一 木 
ム百 ムム 

二 毎 毎 / 

生 年 年 事 
ノ 一 四 案 
役 回 回 生 ソ 貝ヲ ロ 大ムム口 雑誌 女 

オ フ 「 シ 

宗教闘キ   
時 究 

ヲ 小会 」 
7 発 
催 刊 
ス 、 ン 

之 
  
ム本 

員     

頒 
布 
  

。 日本宗教学会   

窮策第     
一一 条条条 
本 本 本 
全 会 会   
宗教 会員 宗教 

プ ノ 研 
分 研 究 
チ 党 会 
テ フ ト 

特 以 称 
男 Ⅱ テ ス 

目的 会員 

正 ト 

会員 
    
  
種 
  
  

  

規
約
が
制
定
さ
れ
、
来
春
四
月
そ
の
機
関
誌
「
宗
教
研
 究
 」
の
創
刊
号
を
発
行
す
る
こ
と
、
そ
し
て
赤
松
秀
貴
 氏
 が
そ
の
編
輯
の
任
に
当
 

る
こ
と
を
取
り
決
め
た
の
で
あ
る
（
「
赤
松
哲
成
博
士
を
 
悼
む
」
、
「
宗
教
研
究
」
一
六
三
、
一
九
六
 
0
 年
三
月
）
。
 

こ
れ
で
み
る
と
宗
教
研
究
会
は
、
一
九
一
五
（
大
正
四
）
 年
 の
う
ち
に
発
足
の
運
び
に
ま
で
い
た
っ
た
よ
う
で
あ
 り
ま
す
。
し
か
し
 

「
哲
学
雑
誌
」
や
「
人
文
」
な
ど
に
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
 一
九
一
六
年
四
月
発
行
 
号
 に
お
い
て
、
前
者
は
「
宗
教
 研
究
会
の
成
立
」
、
 後
 

者
 は
「
宗
教
研
究
会
創
立
」
を
報
じ
て
い
ま
す
の
で
、
 

機
 関
誌
 
「
宗
教
研
究
」
の
創
刊
号
の
刊
行
さ
れ
た
こ
の
年
 四
月
を
も
っ
て
、
そ
の
 

発
足
と
み
て
よ
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 

宗
教
研
究
会
は
、
東
京
大
学
と
京
都
大
学
の
「
印
度
 哲
 学
 宗
教
学
会
」
が
中
心
と
は
な
り
ま
し
た
が
、
会
員
の
紹
 介
さ
え
あ
れ
ば
、
 
一
 

般
 に
も
広
く
開
放
さ
れ
た
研
究
会
で
あ
り
ま
し
て
、
 

姉
 崎
 た
ち
の
作
っ
て
い
ま
し
た
雑
誌
コ
人
文
仁
に
は
、
そ
の
 研
究
会
に
「
世
の
好
学
 

者
の
入
会
を
大
に
歓
迎
」
す
る
広
告
的
な
記
事
も
掲
載
 さ
れ
て
い
ま
す
。
念
の
た
め
「
宗
教
研
究
 ヒ
 第
一
号
に
記
 さ
れ
て
い
ま
す
「
 会
 

則
 」
を
示
し
て
お
き
ま
す
。
 

ム
 ム
別
 

11@ (583) 



て ・ 

十 講 会 こ 

戦 局 演 宗 場 5 
第 第 第 
十 九 八 

闘 士 主 教 は し 
約 八 の 研 東 て 

条 条 条 第六条 第セ条 

宗田畑 致 究西 景 
本 本 木 仁 一 一 全 額 一 一 
全 会 会 シ   員 問 

  二 ノ ノ 学 正 時 ノ " 委 顧 

全 学 宗 心 金 事 生 
午 

別 会 委 員 問 
に 教 要 員 務 二 会 会 費 員 

後   余 命 研 ナ タ 所 限 員 員 ヲ 会 
則 れ 究 ル ラ ハ り 友 ニ 若 君 

時 第 て 会 細 ン コ 年 年 年 / 於 千 千 
四 い の 則 ト レ 額 額 額 二 テ 名 名 

於ハ （ 条 ま 大 ハ ス フ 弐 

東 
種 時 

別 ル 束 円 武 王 ト 別 
一尺 ニ モ 西 ト 円 円 ス 会 

法 会は、 第二項 した。   員 
之ノ両ス五 ヲ " 京 拾 中 

九 定 食 人 銭   
大学 文学博 に依 科   

束 9 
  ム 員 学 

士 第 一   八年 

ノ 文 
西 紹 科 

り推 

如 一 十   
薦 

両 介 大   

二教 時正 

大 O 
学 月 め小 ヲ以 学 委 

治 室 ケ @ ヒ テ 教 
員 

に開 

  
氏 ） 於 全 学 

催 
会 

て 

さ 
費 研 

講 
員 

学 究   
演 れ 

ま 
年 室 選 

会 
を し 

分 内 
ヲ - 一 

挙 
    

開 ナ， Ⅰ 添 設   

き 、 
ヘ ク ノン 

ナ - Ⅰ T 
有 力 " Ⅰ 本 
士 l ヒハ し 

会 
員 次 

ム 下ょ 事 

の い @ し 

務 
所 

晩 み へ 
餐 ら 以 
ム云 れ 上 

申 
込 

を る   
開 よ べ 
{ @   

ヰ @ し 

時   
日 日 

及 
び 

違 
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神
話
改
宗
教
に
於
け
る
想
像
の
心
理
文
学
士
 

桑
 日
方
 
蔵
氏
 

文
学
士
・
鈴
木
家
恩
 

氏
 

宗
教
研
究
の
根
拠
と
 

其
 区
分
 

十
一
月
十
九
日
（
日
）
午
後
一
時
（
 

於
 京
都
文
科
大
学
 

第
セ
 
教
室
）
 

文
学
博
士
松
本
文
三
郎
氏
 

仏
教
に
於
け
る
 

法
 仏
の
思
想
 

日
野
真
澄
 

氏
 

宗
教
の
真
髄
 

文
学
士
 羽
蹊
了
 
諸
氏
 

印
度
に
於
け
る
新
宗
教
運
動
 文

学
士
赤
松
 智
城
氏
 

神
聖
観
念
 

（
「
 

ゐ
 
示
教
研
究
 

口
一
ノ
三
 

、
一
九
二
八
年
一
一
月
）
 

な
お
、
東
京
の
方
の
晩
餐
会
は
、
「
哲
学
雑
誌
」
三
一
七
 

号
 ）
に
 
よ
 る
と
大
学
内
の
山
上
御
殿
で
開
か
れ
て
い
ま
 

す
 。
 

宗
教
研
究
会
は
、
こ
の
 

ょ
う
 
に
会
員
の
紹
介
さ
え
あ
れ
 

ぱ
 広
く
一
般
に
も
開
か
れ
た
研
究
会
で
あ
る
こ
と
、
年
四
 

日
 機
関
誌
「
宗
教
研
 

隷
 
￥
 

呼
へ
究
 

教
 
「
本
金
」
と
い
う
と
き
に
は
両
者
を
混
同
し
て
 

」
を
発
行
し
て
い
る
こ
と
、
年
一
回
の
大
会
を
 
研
究
会
を
も
っ
て
日
本
宗
教
学
会
の
前
身
と
み
 

 
 

別
掲
の
 

ト
と
 

文
ネ
し
り
、
こ
ハ
リ
 

Ⅰ
Ⅵ
 
う
 
古
木
 

会
 

眈
と
 、
こ
の
宗
教
研
究
会
の
崇
 

教
 研
究
」
が
含
ま
 

れ
て
い
ま
す
 

0
 ほ
ん
と
 
う
 は
、
日
本
宗
教
学
会
が
出
来
 

さ
 し
て
も
宗
教
研
究
会
は
そ
の
 

 
 

ま
す
の
は
一
九
三
九
（
昭
和
一
四
）
年
か
ら
と
い
う
こ
 

と
に
な
り
ま
す
（
「
 

日
ゐ
 

示
教
研
  

 
 
 
 
 

鯨
 
お
究
 日
本
宗
教
学
会
に
至
る
ま
で
の
、
比
較
宗
教
学
 
巨
編
集
の
想
 

い
 出
」
、
景
致
研
究
 

ヒ
二
 
0
0
 、
 

 
 

 
 

 
 

上
 
@
 

と
い
う
三
つ
の
大
き
な
出
来
事
を
み
て
き
ま
し
た
が
、
 

，
 
」
 
ね
 ち
に
共
通
な
こ
と
を
た
ず
ね
て
み
ま
す
と
、
一
八
九
 

六
 （
明
治
二
九
）
年
の
 



比
較
宗
教
学
会
に
は
、
そ
の
前
に
日
清
戦
争
が
あ
り
ま
 

す
ひ
 一
九
 
0
 五
 （
明
治
二
瓦
）
年
の
東
京
大
学
に
お
け
る
 

講
座
開
設
に
は
日
露
戦
 

手
 が
あ
り
ま
す
。
ま
た
一
九
一
ム
ハ
（
大
正
五
）
年
の
宗
 

教
 研
究
会
に
は
一
九
一
四
年
の
第
一
次
世
界
大
戦
が
あ
り
 

ま
す
。
い
ず
れ
も
、
 

戦
 

 
 

 
 

二
時
の
打
つ
時
」
、
日
人
 

だ
が
、
こ
の
三
者
の
い
ず
れ
に
も
中
心
的
存
在
と
し
て
 

関
わ
り
ま
し
た
姉
崎
の
書
い
た
も
の
な
ど
を
み
ま
す
と
、
 

姉
崎
は
決
し
て
反
体
 

制
 で
こ
そ
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
国
家
主
義
、
軍
国
 

主
義
、
帝
国
主
義
と
い
っ
た
も
の
に
は
、
は
 

げ
 し
い
 
嫌
 悪
 感
を
抱
い
て
い
ま
し
 

た
 。
た
と
え
ば
、
日
露
戦
争
に
お
ぎ
ま
し
て
は
、
戦
勝
 

気
運
に
乗
じ
た
領
土
拡
張
論
に
は
「
戦
勝
 

よ
 り
生
ず
る
 

自
 負
侶
傲
と
 
共
に
恐
る
べ
 

ぎ
 国
民
の
憂
」
（
「
領
土
の
拡
張
」
、
「
国
運
と
信
仰
 

ヒ
、
弘
 
道
 館
、
一
九
 
0
 六
）
を
み
、
「
ト
ル
ス
ト
イ
の
大
警
告
 

」
（
同
上
）
を
は
じ
め
と
 

し
て
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
思
想
の
鼓
吹
に
つ
と
め
て
い
ま
 

す
 。
第
一
次
世
界
大
戦
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
「
利
権
の
 

拡
張
」
、
「
帝
国
主
義
」
、
 

文
ヒ
 一
六
、
一
九
一
 

セ
年
 
四
月
Ⅰ
こ
の
こ
と
か
ら
み
ま
 

し
て
も
、
そ
れ
ら
の
出
来
事
が
直
接
戦
争
体
制
に
結
合
 

す
る
も
の
で
な
か
っ
た
 

こ
と
は
わ
か
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
む
し
ろ
戦
争
と
い
う
 

も
の
を
介
し
ま
し
て
、
物
質
文
明
の
も
た
ら
す
危
機
を
体
 

験
し
、
精
神
文
化
へ
の
 

関
心
を
昂
め
た
こ
と
が
背
景
に
強
く
存
在
し
た
と
み
て
 

よ
い
で
し
ょ
う
。
 

比
較
宗
教
学
会
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
こ
と
と
同
じ
に
な
 

り
ま
す
が
、
宗
教
研
究
会
の
方
で
も
、
時
の
問
題
は
あ
く
 

ま
で
学
問
的
に
冷
静
 

に
愛
げ
と
め
て
い
た
 

よ
う
 
で
あ
り
ま
す
 

0
 た
と
え
ば
 
ヨ
 示
教
研
究
」
の
第
二
号
（
一
九
二
八
年
七
月
）
に
は
、
 

加
 藤
 支
管
 
の
 「
我
が
神
祇
 

に
関
す
る
考
察
の
不
徹
底
」
と
い
う
論
文
が
収
め
ら
れ
て
 

い
ま
す
。
こ
の
人
の
後
年
の
思
想
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
 

り
ま
せ
ん
が
、
当
時
 

神
 

社
は
宗
教
で
あ
る
か
な
い
か
と
の
論
が
起
り
、
日
本
の
 

神
々
は
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
の
で
神
社
は
宗
教
で
は
な
い
と
 

の
 主
張
が
あ
る
の
に
 

対
 

し
 、
こ
れ
は
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
加
藤
は
 

、
そ
 
の
な
か
で
、
終
始
比
較
宗
教
の
立
場
よ
り
日
本
の
神
々
 

が
さ
ほ
ど
独
自
の
も
の
 

で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
、
次
の
よ
う
な
舌
口
 

薬
 で
結
ん
で
 
い
ま
す
。
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比較宗教学会から 日本宗教学会へ 

し の か ら る 一 こ 創 学 と た 今日 て 来るべてま @ 、 私 は 、 私は 、 ぬ寄与 冷静な 化でこ の間に Ⅱ（一 千 講座 開 先ほど を見逃 だ神道 このよ 批点 て 論を能 日本 

こ き よ あ を 研 と 一 九 穀 述 す の 5 か く の 世 
の べ " み に ら 見 神 間   

  の   渚 知 
ろ 教 で そ て 識 
ょ 所 な れ そ に 
り 究 い は の 顧 
生 』 と 到 上 意   じ に 論 底 で せ   起す 思い と題す きな課 ろであ と あぅ 自身 あり て、 干 （ ｜ 態 の ま 桂 一 と で ま ら た 理 唯 

る 題 り ま 度 日 せ 金 九 は は し う ぬ 山 自 

本 に ま す が 薄 ん 的 0 は 
が な し が あ へ が 、 四 回 
出 る ょ " 分 なく、た限り 勝手 とする ことで の下に 

る こ う こ 比 で   の あ   ヤ @ ヒ 

ょ と 。 れ 時に丁 ったよ の傾倒 、比較 実践的 年二月 較 む t ll ま る 日 ネ 申 

ぅ で ま が 
  

で あ た そ 懇   
す り 、 の 

受 註 
的 静 労 ふ 神 念 

の ま そ 後 
視 野処 。 にで あ こ と一極 はを 

ですれの 。 を 日 

そ 目 今 木 

宗教 ちら 宗 水 後清 

に 教 か 学 と の な る の " 
ら で け に 数 両 

ま 全 か に 

か 創 設 ど して ありえ る れば ほ賭 ふる 

せ 設 す の   立 ま な し 押 文 
し 以 か ょ 始 
た 後 と う 最も 場か す。 らな ア し ょ、 違 と 

い の い に わ い の ふ 独 
と こ う 受   生 め 。 で と 断 

居 、 と こ げ 双 約 一 斑 『 ま じ 冷 あ い 的 
い に と 継 て 静 
ま つ は が い さ   
す き 、 れ す 。京 方に少 視野に 般 化、 究 とし 人文」 る が   従 な を 
0 ま 次 た か ょ 画 て を 教   っ 議 以 
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光   

（日本 良 B 、 
出 京 
丸 教 
徳 学 
善 会 
両 五 
氏 十 
執 周 

皇葺 の言 Ⅰ 与 - 己 

「 念 
国 事 
本 業 
宗 委 
教 員 
学 会 

全 編 
五 『 
十 日 

  年 木 
の 宗 
泰 教 

蛍，ム五 」 み 

を 五 
参 十 
照 、 年 
さ 史 
ね 』 
た は 
Ⅴ "  一 " 
じ 九 

八 
O 
年 
れ @ し 

Ⅰ 干 

行 
さ 

れ 

    

と 

ヶ @ し 

司書 

の 

後 
藤 
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神
道
は
わ
が
 国
 固
有
の
民
族
信
仰
で
あ
る
。
こ
れ
を
 学
 問
 的
に
研
究
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
「
神
道
」
と
い
う
 包
 指
 名
辞
に
よ
っ
て
 捉
 

え
ら
れ
る
総
て
の
現
象
を
、
そ
の
個
々
そ
れ
ぞ
れ
が
 示
 す
 特
性
を
基
準
に
し
て
、
分
類
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
 い
 0
 と
こ
ろ
が
、
今
日
 

こ
の
第
一
作
業
段
階
に
お
い
て
さ
え
、
研
究
者
の
間
に
 、
 必
ず
し
も
意
見
の
一
致
を
見
出
し
た
な
い
の
が
、
神
道
 研
究
の
現
状
で
あ
る
 ょ
 

う
に
思
わ
れ
る
。
筆
者
は
い
ま
仮
に
 、
 次
の
よ
う
な
形
 で
そ
の
内
容
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。
 

ま
ず
第
一
が
神
社
神
道
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
神
社
と
呼
 ば
れ
る
宗
教
施
設
を
中
心
に
営
ま
れ
て
来
た
活
動
の
す
べ
 て
を
包
含
す
る
 
0
 神
 

道
 と
呼
ば
れ
る
全
現
象
の
中
核
で
あ
る
こ
と
は
、
言
 う
 ま
で
も
な
い
。
研
究
者
の
中
に
は
、
天
皇
家
（
皇
室
）
に
 伝
承
さ
れ
た
諸
祭
儀
 及
 

び
 行
事
を
、
独
立
の
単
位
と
し
て
取
扱
お
 う
 と
す
る
 者
，
 

こ
ム
で
問
題
と
し
て
残
さ
れ
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
国
家
神
道
を
 

ぇ
 方
も
あ
る
が
、
こ
れ
が
神
社
祭
祀
一
般
と
同
じ
信
仰
 母
 

ど
う
取
扱
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
名
辞
は
、
わ
が
国
の
 

胎
か
ら
発
し
、
精
神
 

被
 占
領
時
代
、
連
合
軍
 

的
 
・
制
度
的
な
面
、
か
つ
儀
礼
の
形
態
か
ら
見
て
も
、
 

相
 互
 不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
は
疑
え
な
い
。
従
っ
て
 、
伊
勢
の
神
宮
祭
祀
 と
 

同
様
、
こ
の
 
節
 時
に
お
い
て
取
扱
わ
れ
る
べ
憶
で
、
 

敢
 ，
 
え
 て
そ
の
特
殊
性
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
神
社
 神
道
に
包
摂
さ
れ
る
 副
 

次
 類
型
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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第
三
は
民
俗
神
道
で
あ
る
。
こ
の
領
域
も
固
定
し
た
 用
丑
 頭
 が
な
く
、
表
現
は
研
究
者
の
任
意
で
あ
る
の
が
実
情
だ
 と
 言
っ
て
良
い
だ
 る
 

ぅ
 。
 こ
ュ
 で
は
一
応
、
制
度
的
性
格
を
持
つ
こ
と
な
く
、
 

広
く
民
衆
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
、
か
つ
展
開
さ
れ
て
 来
 た
 信
仰
習
俗
の
う
ち
、
 

特
に
民
族
固
有
の
思
惟
・
感
情
に
根
差
す
営
み
の
総
て
 が
 包
含
さ
れ
る
と
だ
 け
 述
べ
て
お
ぎ
た
い
。
 

第
四
に
、
理
論
神
道
の
領
域
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
も
 筆
者
の
用
語
に
過
ぎ
な
い
が
、
単
な
る
観
念
体
系
と
し
て
 の
神
道
理
論
を
意
味
 

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
歴
史
的
に
教
団
と
し
て
の
形
 態
 を
こ
そ
と
り
は
し
な
か
っ
た
が
、
個
人
を
超
え
た
恵
和
 心
 
運
動
と
し
て
、
社
会
的
 

に
 大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
信
仰
に
根
差
す
営
み
の
総
体
 を
 包
含
し
て
い
る
。
宗
教
学
の
立
場
か
ら
は
、
恐
ら
く
 偽
似
 宗
教
と
の
区
別
が
 

相
等
に
困
難
な
作
業
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
 民
 族
 宗
教
・
自
然
宗
教
と
し
て
の
神
道
に
と
っ
て
 、
 取
り
こ
 ぼ
 し
の
許
さ
れ
な
い
 
現
 

家
領
域
だ
と
思
わ
れ
る
。
 

難 て 圭旨 

いい 。 る 導第 者二   
不 教よ にに 」」 " 

的 っ 教 
な て 派 
営 、 神 
み 神 道 
の 道 を 
総 帥 挙 
称 広 げ 
で   統 な 

あ に げ 
る 則 れ 
0 っ @ ま 

も た な 
ち - ら 

ろ 定 な 
ん の い 

、 教   

字義 問、 こ れ 
伯れフ 不言 @ ョ二 

明治 厳 に 条 、 
密 若 以 

なし 概く 降 " 
念 は 教 
ぽ 。 美 田 
定 修 と 

は な し 
ま 、 て 
だ 信 の 

試 仰 組 
み 基 織 
ら 準 を 
れ と 持   
と 年 数 
が え 祖 
な ら 若   
瞬 昧 こは とそ 
性 で れ 
Ⅰ ま 成 ケこ 

武 士 代 
い し る 

指
令
部
に
よ
っ
て
、
神
社
神
道
な
る
名
辞
と
共
に
、
は
じ
め
て
 用
い
ら
れ
た
。
原
義
は
、
政
府
及
び
官
吏
に
 よ
 る
神
道
的
敬
礼
 行
為
を
示
す
も
の
で
あ
 

 
 

 
 

っ
た
 。
（
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
神
道
指
令
中
に
見
ら
れ
る
英
文
 の
 定
義
は
、
国
家
神
道
・
神
社
神
道
の
用
語
が
、
日
本
語
と
し
 て
す
で
に
常
用
さ
れ
て
 

い
た
か
の
如
 き
 混
乱
を
示
し
て
お
り
、
か
つ
極
め
て
 暖
 味
な
も
 の
で
あ
る
。
）
従
っ
て
 
、
 
少
く
と
も
法
的
に
ほ
、
戦
後
消
滅
し
 

 
 

な
い
。
と
こ
ろ
が
、
歴
史
的
に
は
、
神
道
が
国
家
儀
礼
と
不
可
 公
 で
あ
っ
た
こ
と
は
、
疑
問
の
余
地
が
な
い
事
実
で
あ
り
、
 そ
 こ
に
神
道
の
本
質
が
あ
 

る
と
の
見
解
も
あ
っ
て
、
こ
の
概
念
は
、
神
道
界
の
内
外
で
今
 な
お
生
き
た
用
語
と
し
て
の
性
格
を
失
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
 し
 筆
者
は
、
国
家
仏
教
 

な
る
名
辞
と
の
関
係
を
考
慮
し
、
こ
れ
を
現
象
分
類
の
用
語
と
 し
て
用
い
る
の
は
不
適
当
だ
と
考
え
て
い
る
。
恐
ら
く
こ
二
で
 は
 、
神
社
神
道
の
社
会
 

的
な
一
形
態
を
示
す
用
語
だ
と
し
て
お
く
の
が
、
最
も
妥
当
な
 判
断
で
あ
る
だ
ろ
う
。
 



神道研究と 

す 
る 

と 
    

ろ 

にあ 

る 
の 

で， 

あ 
る 

19  (591) 

さ
て
、
筆
者
が
日
本
宗
教
学
会
創
立
五
十
周
年
の
記
念
 

講
演
に
（
本
稿
は
そ
の
草
稿
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
）
 

、
敢
 え
て
表
記
の
題
目
を
 

選
ん
だ
の
は
、
本
学
会
の
標
 
傍
 す
る
宗
教
学
が
 
、
 右
に
 分
 練
を
試
み
た
神
道
の
各
現
象
分
野
の
研
究
に
 

、
 果
し
て
 ど
れ
程
の
影
響
を
与
 

え
 、
か
っ
ど
の
よ
う
な
成
果
を
挙
げ
て
来
た
の
か
、
 

そ
 れ
を
 傭
敵
 的
に
反
省
し
て
み
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
 

ま
 た
そ
れ
が
、
本
学
会
 
執
 

行
 部
の
、
筆
者
に
講
演
を
指
名
さ
れ
た
意
図
の
一
つ
で
 

も
あ
ろ
う
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。
 

こ
れ
は
、
宗
教
学
が
、
そ
の
学
問
と
し
て
の
性
格
上
、
宗
教
 

規
 象
 で
あ
る
神
道
を
、
当
然
そ
の
研
究
対
象
と
し
て
の
領
域
に
含
 

め
て
考
え
て
い
な
け
れ
 

ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
見
方
か
ら
す
れ
 

ば
、
 極
め
て
奇
妙
な
発
 

言
 だ
と
も
考
え
ら
れ
よ
 

う
 。
筆
者
は
も
ち
ろ
ん
、
明
治
以
降
 

昭
 和
士
年
に
至
る
ま
で
、
 

一
部
神
社
が
行
政
上
宗
教
と
し
て
の
取
扱
い
を
 

受
 げ
な
か
っ
た
 
と
ぃ
 5
 最
近
の
歴
史
的
事
情
、
或
は
神
道
を
宗
教
に
非
ず
と
 

す
 る
 見
解
が
、
今
日
な
お
 

根
強
く
存
続
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
、
考
慮
し
て
い
る
の
で
 

は
な
い
。
そ
も
そ
も
宗
教
学
は
、
広
狭
そ
の
何
れ
を
採
っ
た
 

と
 し
て
も
、
我
が
国
に
 

於
 

げ
る
歴
史
は
 
、
 極
め
て
浅
い
学
問
で
あ
る
。
こ
れ
 

仁
 対
し
て
、
 
神
道
の
学
問
的
な
自
己
認
識
の
営
み
は
、
た
と
え
西
洋
近
代
の
 

そ
れ
と
性
格
を
異
 

に
す
 

る
も
の
で
あ
っ
た
と
は
言
え
、
遥
か
に
歴
史
も
永
く
、
問
題
 

理
 解
の
程
度
も
深
い
と
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
両
者
の
 

間
に
 、
単
純
な
合
同
、
 

乃
至
は
相
互
の
包
摂
・
 

被
 包
摂
の
関
係
が
発
生
し
え
な
い
と
し
 

て
も
、
決
し
て
正
当
な
理
由
の
な
い
こ
と
し
ば
か
り
は
考
え
 

も
 れ
な
い
の
で
あ
る
。
 

具
体
的
 丘
 @
 
ロ
 え
ば
、
現
在
、
神
道
研
究
を
目
的
と
す
る
 

公
私
大
小
の
学
会
 
申
 、
そ
の
代
表
格
と
も
 
見
敵
 し
 ぅ
る
 の
 は
 、
神
道
宗
教
学
会
 

と
神
道
史
学
会
と
で
あ
る
。
こ
の
 
雨
 学
会
を
含
む
そ
れ
 
ら
 諸
学
会
が
 、
 個
々
に
志
向
す
る
神
道
研
究
の
性
格
を
 

、
 今
 も
し
包
括
す
る
学
問
 

体
系
の
呼
称
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
恐
ら
く
、
 

神
 道
学
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
筆
者
が
問
 

お
 う
 と
す
る
問
題
は
 
、
 

な
ぜ
宗
教
学
に
包
摂
さ
れ
る
べ
 
き
 神
道
研
究
の
他
に
 
、
神
 道
学
と
呼
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
学
問
体
系
を
求
め
る
必
要
 

が
あ
る
の
か
、
逆
か
ら
 

離
 

㌶
 絆
鰯
 ㍑
Ⅰ
㌔
㈱
㍑
㌶
 窩
 

 
 

  



 
 

  

 
 

課
題
の
検
討
を
推
進
す
る
た
め
に
、
次
に
は
、
神
道
学
 を
 呼
称
す
る
学
問
の
研
究
（
対
象
）
分
野
、
及
び
こ
の
 学
 問
を
構
成
す
る
単
位
 

領
域
に
つ
い
て
、
考
察
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

ま
ず
対
象
分
野
の
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
「
神
道
吉
 
典
 」
で
あ
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
呼
称
は
 、
神
 道
 研
究
の
立
場
か
ら
 

の
み
意
味
を
持
っ
用
語
で
、
客
観
的
に
も
明
か
な
形
、
即
 ち
 一
般
的
に
承
認
さ
れ
た
独
立
の
典
籍
が
あ
る
わ
け
で
 は
な
 い
 0
 む
し
ろ
そ
れ
 

ら
の
多
く
は
、
文
学
・
歴
史
の
書
物
と
し
て
、
広
く
認
 蔑
 さ
れ
、
伝
来
し
た
も
の
に
体
な
ら
な
い
。
し
か
し
民
族
 宗
教
と
し
て
の
神
道
に
 

と
っ
て
は
、
我
が
国
の
歴
史
、
国
民
の
文
学
活
動
そ
の
 も
の
が
、
信
仰
的
営
み
の
発
現
形
態
で
あ
る
と
い
う
一
面
 を
 持
っ
て
い
る
 0
 特
に
 

そ
の
原
初
形
態
、
信
仰
の
本
源
を
明
か
に
な
し
 ぅ
る
伝
 承
 と
し
て
、
神
祇
に
関
す
る
記
録
を
含
む
古
事
記
、
日
本
 書
紀
、
万
葉
集
、
古
語
 

拾
遺
、
風
土
記
、
延
喜
式
、
続
日
本
紀
等
々
は
、
神
典
 と
し
て
の
意
識
，
態
度
で
取
扱
わ
れ
て
来
た
歴
史
が
あ
る
 。
そ
こ
に
は
、
も
ち
 ろ
 

ん
 、
明
確
な
形
で
の
教
義
・
 教
説
 が
説
か
れ
て
い
る
わ
 け
 で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
典
籍
の
一
部
が
、
キ
リ
ス
 ト
 教
に
お
け
る
 新
 
・
 旧
 

約
 書
、
仏
教
に
お
け
る
経
典
に
比
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
 敢
え
て
不
思
議
と
す
る
に
は
 肖
 ら
な
い
事
情
の
あ
る
こ
 と
も
事
実
で
あ
る
。
 

も
ち
ろ
ん
神
道
古
典
に
は
、
広
義
に
解
釈
し
た
場
合
、
右
 に
 列
挙
し
た
詔
書
の
外
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
 成
 立
し
た
思
想
関
係
の
 

諸
典
籍
も
加
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
対
象
文
献
の
範
囲
 は
 、
量
的
に
も
膨
大
な
も
の
に
な
る
と
言
わ
 ほ
 げ
れ
ば
な
 ら
な
い
。
 

第
二
の
領
域
は
「
祭
祀
」
で
あ
る
 0
 こ
れ
に
は
、
三
つ
 
0
 局
面
が
あ
る
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
即
ち
 、
 神
に
対
 

す
る
奉
仕
と
し
て
の
 

祭
儀
、
祀
り
手
の
側
の
奉
祝
と
し
て
の
祝
祭
、
そ
し
て
 両
者
の
靭
帯
と
し
て
の
性
格
を
持
ち
、
そ
れ
自
体
独
特
の
 信
仰
的
意
味
に
充
た
さ
 

れ
た
直
会
で
あ
る
。
神
道
は
、
歴
史
的
に
繰
返
し
、
 教
 ，
 
え
を
持
た
ぬ
宗
教
、
祭
り
の
宗
教
だ
と
強
調
さ
れ
て
来
た
 0
 従
っ
て
 、
 ・
こ
の
領
域
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矛
盾
面
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
 

ュ
 で
 は
、
 
主
と
し
て
史
料
（
資
料
）
分
野
 

教
 
と
し
て
の
対
象
領
域
に
、
視
点
を
据
え
た
整
理
で
あ
 

る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

吉
所
 

 
 

中
平
 
が
 ）
、
特
殊
分
野
を
構
成
す
る
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
 

が
 持
っ
研
究
上
の
重
要
性
は
、
古
典
の
そ
れ
と
比
較
し
 て
 、
優
劣
を
つ
げ
難
い
 0
 （
と
こ
ろ
が
近
年
、
こ
の
領
域
の
研
 
究
 が
広
く
学
界
の
関
心
を
 

集
め
、
盛
行
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
て
 、
 恰
も
こ
の
領
域
だ
 け
 が
 ，
神
道
研
究
に
お
け
る
唯
一
正
統
な
領
域
で
で
も
あ
る
か
の
 如
 き
 理
解
と
主
張
と
が
 聞
 

か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
い
か
に
も
近
視
眼
的
で
、
危
険
 な
 考
え
方
だ
と
評
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
 は
、
 後
に
論
議
す
る
こ
と
 

に
な
ろ
 う
 。
）
 

こ
の
第
二
領
域
に
は
、
天
皇
の
祭
祀
を
は
じ
め
と
す
る
 歴
 史
的
に
公
的
な
意
味
を
持
っ
た
祭
儀
か
ら
、
地
方
諸
社
 の
 特
殊
神
事
、
更
に
 

は
 民
間
で
の
祭
祀
儀
礼
、
習
俗
・
慣
行
に
至
る
ま
で
、
 広
 汎
な
 営
み
が
含
ま
れ
て
お
り
、
当
然
、
祝
詞
や
有
識
な
 ど
を
も
含
め
た
系
統
 

的
 
・
体
系
的
な
研
究
が
必
須
で
あ
る
。
 

第
三
の
領
域
は
「
神
社
」
で
あ
る
。
 

こ
ム
 に
は
、
施
設
 と
し
て
の
建
造
物
、
そ
の
構
造
・
配
置
・
様
式
に
 直
 る
 問
 題
か
ら
、
立
地
 条
 

代
 
成
立
・
鎮
座
の
由
来
、
御
神
徳
に
至
る
ま
で
、
 

各
 種
 の
問
題
が
含
ま
れ
て
お
り
、
か
つ
そ
れ
ら
の
す
べ
て
が
 、
そ
の
根
底
に
あ
る
 信
 

仰
 心
意
と
不
可
分
な
関
係
で
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
 な
い
か
ら
、
研
究
者
に
は
幅
広
い
問
題
関
心
と
深
い
課
題
 意
識
と
が
要
求
さ
れ
 

る
 0
 特
に
、
仏
教
の
寺
院
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
と
は
 異
な
り
、
多
神
教
と
し
て
の
神
道
で
は
、
神
社
の
持
つ
 個
 別
 性
格
が
強
く
、
そ
の
 

特
性
に
注
意
を
喚
起
す
る
必
要
が
認
め
ら
れ
る
。
 

以
上
三
つ
の
領
域
が
、
い
わ
ゆ
る
神
道
学
に
お
け
る
伝
統
的
か
 つ
 正
統
な
研
究
対
象
分
野
だ
と
考
え
ら
れ
よ
 う
 。
も
ち
ろ
ん
 厳
 密
に
 舌
口
，
 

え
，
は
 

、
第
一
の
 

古
典
と
、
第
二
・
第
三
の
祭
祀
・
神
社
の
領
域
と
の
間
に
は
、
 質
的
に
異
な
る
性
格
が
あ
り
、
ま
た
第
二
・
第
三
領
域
の
関
係
 も
、
 殆
ど
相
互
不
可
分
 



次
に
少
し
角
度
を
変
え
て
、
神
道
学
を
構
成
す
る
単
位
 分
野
、
即
ち
方
法
論
的
自
覚
に
基
づ
い
た
研
究
領
域
に
っ
 い
て
、
考
察
し
て
お
 

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
が
対
象
領
域
 と
し
て
の
分
類
と
形
式
的
に
重
複
す
る
こ
と
の
あ
る
の
 は
、
 已
む
を
え
な
い
。
 

こ
ュ
 で
は
、
第
一
に
「
神
道
 史
 」
が
挙
げ
ら
れ
よ
 う
 。
 し
 ・
 
か
し
こ
の
単
位
は
、
宗
教
学
に
於
け
る
一
般
宗
教
史
 と
 同
様
、
極
め
て
多
岐
 

に
 一
日
一
 

る
 複
雑
な
問
題
領
域
を
含
む
た
め
、
そ
の
理
念
型
を
 求
め
る
こ
と
は
出
来
る
と
し
て
も
、
現
実
に
は
極
め
て
 政
行
的
な
内
容
の
も
の
 

と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
多
く
の
場
合
そ
れ
は
、
神
祇
 制
度
史
を
中
心
と
し
、
神
道
考
古
学
・
神
道
思
想
史
な
ど
 が
 加
味
せ
ら
れ
た
も
の
 

で
あ
る
、
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
 

第
二
は
、
「
神
社
史
・
祭
祀
 
学
 」
の
領
域
で
あ
る
。
 
こ
ュ
 で
は
、
個
別
神
社
の
研
究
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
展
開
 を
迩
 づ
け
る
こ
と
、
 

ゑ
び
 中
央
（
宮
廷
・
天
皇
祭
祀
）
・
地
方
の
信
仰
的
相
関
性
 
を
 、
そ
の
祭
祀
の
意
味
、
構
造
の
分
析
か
ら
帰
納
す
る
 @
 
」
と
が
求
め
ら
れ
て
い
 

る
 。
第
三
に
「
神
道
文
献
学
」
が
挙
げ
ら
れ
よ
 う
 。
こ
れ
 は
 第
一
・
第
二
の
領
域
と
、
質
的
に
多
少
異
な
っ
た
 神
 道
学
の
構
成
要
素
で
あ
 

る
 。
む
し
ろ
基
礎
 学
 と
し
て
の
性
格
 づ
 げ
を
し
た
方
が
 ょ
 り
 正
当
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
即
ち
こ
の
領
域
で
 は
 、
神
道
研
究
の
全
 分
 

野
 に
活
用
さ
れ
る
べ
 
き
 文
献
史
料
（
資
料
）
を
選
別
考
証
 

し
て
、
そ
の
特
性
を
明
か
に
す
る
と
い
う
目
的
が
課
せ
 ら
れ
て
い
る
の
で
あ
 

る
 。
 

第
四
に
は
、
「
民
間
信
仰
」
の
領
域
が
考
え
ら
れ
る
。
 

こ
 れ
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
特
別
の
解
説
を
必
要
と
は
し
 な
い
で
あ
ろ
う
。
 敢
 

え
て
言
え
ば
、
何
を
神
道
的
信
仰
 実
 修
の
基
準
と
す
る
 か
と
い
う
こ
と
、
及
び
そ
の
歴
史
的
伝
承
性
の
基
準
を
何
 に
 求
め
る
の
か
と
い
う
 

点
が
、
方
法
的
に
困
難
な
問
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
 点
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
に
多
少
触
れ
た
け
れ
 ば
な
 ・
う
な
い
 
0
 そ
し
て
 

第
五
の
領
域
が
「
教
派
研
究
」
で
あ
る
。
こ
の
分
野
は
 、
 以
上
回
っ
の
領
域
と
異
な
り
（
一
部
に
は
重
複
す
る
面
も
 

考
え
ら
れ
は
す
る
が
）
 、
特
 

に
 教
祖
研
究
・
教
団
組
織
論
な
ど
方
法
的
に
も
特
殊
な
配
 慮
を
必
要
と
す
る
問
題
を
含
ん
で
お
り
、
や
は
り
独
立
 性
を
尊
重
し
て
、
神
道
 

学
 の
一
領
域
た
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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学
 と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
即
ち
、
第
六
が
「
 

神
学
」
、
第
七
が
「
教
化
学
」
と
さ
れ
る
領
域
で
あ
る
。
 

も
ち
ろ
ん
、
観
念
的
 

図
式
的
に
は
、
更
に
多
く
の
研
究
領
域
・
学
問
分
野
を
 

列
挙
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
的
に
ほ
 

。
そ
の
成
立
を
完
了
 

し
 、
か
つ
研
究
業
績
を
持
つ
領
域
は
 

、
 凡
そ
以
上
に
尽
 
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
大
過
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
 

右
の
如
 
き
 神
道
学
の
体
系
的
分
析
の
試
み
 

ほ
 、
神
道
研
究
に
携
 

わ
る
す
べ
て
の
研
究
者
が
、
関
心
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
 

な
 い
 は
ず
の
課
題
で
あ
 

 
 

 
 

 
 

「
神
道
の
基
礎
知
識
と
基
礎
問
題
 

ヒ
 （
昭
和
九
八
年
・
神
社
新
報
 

社
 ）
が
、
適
当
だ
と
思
わ
れ
る
。
 

さ
て
、
宗
教
学
が
神
道
研
究
（
神
道
学
）
に
一
体
ど
の
よ
 

う
 な
影
響
を
与
え
、
か
つ
ど
の
よ
う
な
成
果
を
挙
げ
て
 

来
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
 

と
い
分
課
題
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
手
続
上
、
次
に
 

ゐ
 
不
教
学
の
学
問
的
性
格
に
つ
い
て
も
、
一
応
の
考
察
を
試
 

み
て
お
か
な
け
れ
ば
な
 

う
な
い
 0
 し
か
し
、
こ
の
課
題
は
 
、
 先
の
木
 学
ム
 
ム
々
 
長
 岸
本
英
夫
が
 、
 少
く
と
も
半
生
の
努
力
を
傾
注
し
た
課
題
 

の
 一
つ
で
あ
り
、
真
正
 

面
か
ら
取
組
め
ば
、
決
し
て
容
易
で
な
い
こ
と
も
ま
た
 

明
か
で
あ
る
。
従
っ
て
 
こ
ム
 で
は
、
当
面
必
要
な
論
点
に
 
の
み
絞
っ
て
触
れ
る
こ
 

と
を
、
予
め
制
約
と
し
て
お
き
た
い
。
 

ま
ず
、
あ
ら
ゆ
る
学
問
は
、
そ
れ
が
研
究
し
ょ
う
と
す
 

る
 「
対
象
」
に
よ
っ
て
第
一
義
的
に
規
定
さ
れ
る
 

0
 こ
の
 観
点
か
ら
す
れ
ば
、
 

宗
教
学
は
宗
教
現
象
を
研
究
す
る
学
問
で
あ
る
、
と
い
 

ぅ
 こ
と
に
な
ろ
 
う
 。
神
道
学
も
当
然
、
神
道
現
象
を
研
究
 

す
る
学
問
で
あ
る
、
 
と
 

規
定
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
宗
教
学
と
神
道
学
と
の
関
係
 

は
 一
体
ど
う
理
解
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
が
こ
 

ム
 で
の
根
本
 課
題
な
の
で
あ
る
 
0
 こ
 

す
べ
て
の
現
象
を
そ
の
対
象
と
す
る
学
問
に
体
な
ら
 

一
だ
ろ
う
。
そ
の
根
拠
は
、
神
道
学
が
神
道
と
い
 

5
 一
み
 

0
 間
題
を
解
く
恐
ら
く
最
も
単
純
な
処
理
の
方
法
は
 

、
神
道
学
を
宗
教
学
の
一
分
科
と
し
て
、
そ
の
中
に
包
 

な
い
か
ら
と
い
う
所
に
置
か
れ
る
 

0
 し
か
し
、
こ
の
よ
 
う
 

示
教
を
対
象
と
す
る
学
問
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
宗
教
 

摂
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
 

学
が
 凡
そ
宗
教
と
呼
ば
れ
る
 

な
 問
題
処
理
の
方
法
が
極
 23  (595) 

次
に
挙
げ
ら
れ
る
二
つ
の
領
域
は
、
神
道
学
に
と
っ
て
 

最
も
新
し
い
研
究
分
野
で
あ
り
、
前
出
の
諸
領
域
と
は
 

異
 質
の
ヱ
思
味
 

で
、
 綜
 ム
口
 



め
て
危
険
な
幻
想
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
、
学
問
成
立
の
第
 二
 要
件
、
即
ち
「
方
法
」
の
問
題
を
考
慮
す
る
と
 き
 、
 直
ち
に
明
か
と
な
ろ
 

う
 。
何
故
な
ら
、
あ
る
一
つ
の
宗
教
、
例
え
ば
キ
 リ
ス
 ト
 教
を
研
究
す
る
の
に
適
切
な
方
法
で
、
他
の
宗
教
、
例
 え
ば
神
道
を
研
究
す
る
 

義
の
場
合
に
含
ま
れ
る
神
道
神
学
・
神
道
哲
学
・
神
道
 

こ
と
が
、
い
か
に
不
都
合
な
結
果
を
生
ず
る
か
、
そ
れ
は
 

史
学
の
他
に
、
神
道
現
象
学
と
し
て
の
狭
義
の
神
道
学
が
 

宗
教
学
が
現
実
に
辿
っ
て
来
た
道
筋
で
は
あ
る
け
れ
ど
 も
 、
多
少
の
理
解
を
神
 

立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
 

道
 に
対
し
て
持
っ
研
究
者
で
あ
れ
ば
、
疑
問
の
余
地
も
 な
い
明
白
な
事
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
 

そ
こ
で
第
二
の
可
能
性
と
し
て
考
え
ら
れ
る
問
題
処
理
 の
方
法
は
、
両
者
（
宗
教
学
と
神
道
学
）
を
、
単
純
な
包
摂
 

被
 包
摂
の
関
係
で
 

は
な
く
、
相
対
的
に
独
立
さ
せ
、
岸
本
の
い
う
広
義
の
 み
 示
教
学
に
示
め
さ
れ
た
方
法
論
的
分
科
の
図
式
を
、
神
道
 単
 に
も
適
用
し
、
こ
の
 

学
問
を
体
系
的
に
理
解
し
ょ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
 即
 ち
 こ
の
方
法
に
 
ょ
 れ
ば
、
神
道
学
も
ま
た
広
狭
 二
 義
に
 よ
っ
て
理
解
さ
れ
、
 
広
 

る
 0
 こ
の
こ
と
の
限
り
に
お
い
て
、
恐
ら
く
不
都
合
の
 唱
え
ら
れ
る
特
別
な
理
由
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
 し
 か
し
、
本
稿
で
の
課
題
 

に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
処
理
も
、
や
は
り
何
の
 解
決
を
も
与
え
て
く
れ
は
し
な
い
。
何
故
な
ら
、
そ
こ
 に
は
依
然
と
し
て
、
 
狭
 

義
の
宗
教
学
と
狭
義
の
神
道
学
と
の
関
係
如
何
と
い
う
 問
題
が
、
未
解
決
の
ま
生
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

筆
者
は
こ
 
ム
 で
、
一
つ
の
提
案
を
試
み
た
い
。
そ
れ
は
 個
別
宗
教
を
研
究
す
る
学
と
宗
教
学
と
の
根
本
的
な
相
違
 は
 、
後
者
が
「
比
較
 

法
 」
を
そ
の
 
学
 成
立
の
根
本
条
件
と
す
る
、
と
い
う
 理
 解
 で
あ
る
。
こ
れ
は
余
り
に
も
単
純
明
白
な
原
理
で
あ
り
 、
今
更
提
案
と
し
て
の
 

意
味
を
持
ち
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
 し
か
し
、
岸
本
理
論
を
念
頭
に
置
く
限
り
、
問
題
は
決
し
 て
 、
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
 

ほ
 な
い
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
岸
本
は
そ
の
広
義
の
 々
 
不
教
学
に
神
学
を
も
含
め
て
い
る
 
0
 そ
し
て
神
学
は
 、
一
 
つ
の
特
定
信
仰
に
 
立
 

ち
 、
そ
の
信
仰
を
弁
証
す
る
 護
 教
の
 学
 、
客
観
的
・
 
価
 個
中
立
的
に
は
な
り
え
な
い
規
範
の
学
だ
と
、
解
釈
さ
れ
 て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

当
然
神
学
に
は
、
宗
教
学
が
基
本
的
な
方
法
と
す
る
「
 比
較
 法
 」
の
入
り
う
る
余
地
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
 ろ
う
。
筆
者
の
提
案
を
 

受
 け
 容
れ
 ュ
は
 、
こ
の
理
解
、
従
っ
て
そ
の
体
系
も
ま
 た
、
 崩
れ
る
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
 0
 そ
の
 意
味
で
、
こ
れ
は
決
し
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わ は ケ @ し 

な   学 神道典侍ればした は 、ま ま、 。 ん ろ るた 

  

神 な 

そ 成   
  
    

  の   
を 育 て     Ⅴ こ 題 

25  (597) 

  
一 

て
 、
安
易
な
提
案
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

敢
え
て
補
足
す
れ
ば
、
筆
者
は
、
神
学
に
も
、
比
較
 法
 の
 導
入
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
 

意
味
で
、
主
観
的
信
仰
の
学
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
 む
 し
ろ
こ
の
学
問
は
、
信
仰
に
根
差
す
故
に
こ
 

間
 で
さ
え
あ
る
。
何
故
な
ら
、
神
学
者
は
、
そ
の
信
仰
 の
 故
に
、
 他
 信
仰
と
の
出
合
い
を
経
験
し
、
 

場
 、
そ
の
在
り
ょ
 ぅ
 へ
の
道
が
見
え
て
来
る
か
ら
で
あ
 る
 。
 

要
す
る
に
宗
教
学
と
個
別
宗
教
研
究
の
学
、
例
え
ば
 神
 道
学
と
の
相
違
は
、
前
者
が
「
比
較
 法
 」
 

と
い
う
所
に
求
め
ら
れ
よ
 う
 。
そ
れ
が
筆
者
の
、
本
稿
 に
お
け
る
主
張
で
あ
り
、
立
脚
点
で
あ
る
と
 

述
も
 、
こ
の
視
点
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
 と
を
指
摘
し
て
お
ぎ
た
い
。
 

で
あ
る
 0
 神
学
は
決
し
て
、
単
純
な
 

そ
、
あ
る
意
味
で
真
に
客
観
的
な
学
 

い
 わ
ゆ
る
客
観
的
な
第
三
者
の
立
 

を
そ
の
成
立
根
拠
に
持
っ
て
い
る
、
 

言
っ
て
良
い
 0
 従
っ
て
、
以
下
の
論
 



視
野
に
置
い
た
比
較
研
究
、
宗
教
学
的
人
間
理
解
の
態
 度
 が
入
り
込
む
余
地
も
、
研
究
者
の
心
意
に
は
残
さ
れ
て
 い
な
い
の
で
あ
る
 0
 こ
 

れ
は
神
道
の
信
仰
が
、
歴
史
的
過
去
に
そ
の
存
立
の
根
 拠
を
求
め
、
従
っ
て
信
仰
の
原
型
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
 、
 学
の
目
的
で
あ
り
、
 

責
任
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
 る
 ：
し
か
し
や
 又
 詳
細
に
観
察
す
れ
ば
、
こ
の
分
野
個
々
 の
 領
域
に
、
変
化
の
兆
 

が
 認
め
ら
れ
な
い
わ
げ
で
は
な
い
。
次
に
は
一
歩
踏
み
 込
ん
で
、
 一
 ・
 ニ 0
 分
野
に
関
す
る
考
察
を
試
み
て
み
 よ
 づ
 
@
 
・
 
@
@
 

。
 

ま
ず
神
道
史
の
分
野
で
、
最
も
明
確
な
自
覚
の
上
に
立
 っ
た
 宗
教
学
的
視
座
か
ら
の
研
究
を
試
み
た
の
は
、
加
藤
 支
管
 が
 最
初
で
あ
 

り
 、
か
つ
殆
ど
唯
一
の
人
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
 神
 道
の
宗
教
学
的
新
研
究
 ヒ
 （
大
正
十
一
年
）
 

、
 及
び
「
神
道
 の
 宗
教
発
達
史
的
研
究
 ヒ
 

（
昭
和
十
年
）
が
そ
の
代
表
的
著
作
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
 
学
 史
的
意
義
は
 、
 恐
ら
く
将
来
二
日
一
っ
て
否
定
さ
れ
る
 
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
 

ぅ
 0
 し
か
し
そ
の
方
法
は
、
西
洋
に
成
立
し
た
宗
教
学
 上
 の
諸
概
念
、
及
び
発
達
史
観
を
 、
 殆
ど
無
批
判
に
適
用
 し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
 

巨
 
一
方
で
は
神
道
の
個
別
特
性
を
説
明
す
る
た
め
の
 極
め
て
生
硬
か
っ
難
解
な
用
語
を
多
用
し
、
他
方
で
は
 生
 ぎ
た
 複
 ム
ロ
 
的
 信
仰
の
現
 

美
を
、
観
念
的
に
割
り
切
り
、
歴
史
的
評
価
を
加
え
て
 位
置
づ
け
る
と
い
う
強
引
さ
を
印
象
づ
 け
た
 （
詳
し
く
は
 
拙
稿
「
神
道
研
究
の
方
法
」
 

「
神
道
研
究
紀
要
」
三
所
収
・
加
藤
衣
香
 

伝
上
 記
念
学
会
・
昭
和
 
五
十
三
年
を
参
照
）
に
留
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
 
純
粋
に
神
道
学
の
畑
に
 

あ
り
乍
ら
、
宗
教
史
学
の
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
 人
 に
 、
折
口
信
夫
を
挙
げ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 折
 口
の
用
い
た
宗
教
学
上
 

の
 霊
魂
観
念
は
、
厳
密
な
比
較
検
討
の
手
続
ぎ
を
経
て
い
 な
い
に
も
 拘
 わ
ら
ず
、
広
く
神
道
研
究
者
の
間
に
慣
用
 さ
れ
る
ほ
ど
強
い
影
響
 

力
 を
残
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
く
神
社
神
道
の
 原
型
を
課
題
と
す
る
研
究
者
で
、
宗
教
学
的
な
視
座
を
そ
 の
 根
底
に
置
く
業
績
を
 

成
し
た
人
と
し
て
、
原
田
敏
明
を
忘
れ
る
こ
と
は
出
来
 な
い
（
「
日
本
古
代
宗
教
 
し
 中
央
公
論
社
・
昭
和
四
十
五
年
な
ど
 

多
数
）
。
ま
た
、
民
俗
 

学
を
主
た
る
デ
ィ
ス
プ
リ
ン
と
し
な
が
ら
も
、
明
か
に
 ゐ
 
示
教
学
的
教
養
を
基
礎
の
一
つ
と
し
て
持
っ
た
研
究
者
 
に
 、
柳
田
国
男
、
堀
 一
 

郎
 、
桜
井
徳
太
郎
ら
の
人
々
が
あ
る
。
こ
う
し
た
研
究
 者
た
ち
は
、
自
か
ら
神
道
の
通
史
を
編
述
す
る
こ
と
は
し
 て
い
な
い
が
、
そ
の
 業
 

績
 に
よ
っ
て
、
神
道
が
独
自
の
史
的
性
格
を
失
 う
 こ
と
 な
く
、
世
界
宗
教
史
の
一
劃
を
占
め
、
他
宗
教
を
比
較
の
 視
野
に
置
い
た
研
究
へ
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宗教学 

の
道
を
切
り
開
い
た
の
で
あ
る
。
 

恐
ら
く
宗
教
学
の
視
点
か
ら
、
近
年
最
も
顕
著
な
展
開
 を
 見
せ
て
い
る
の
は
、
祭
祀
研
究
の
分
野
で
あ
る
と
言
っ
 て
 良
い
だ
ろ
う
 0
 そ
 

れ
が
人
類
学
、
社
会
学
、
民
俗
学
、
神
話
学
な
ど
、
 周
 ぬ
 諸
科
学
の
進
展
に
刺
戟
さ
れ
、
そ
れ
ら
と
の
連
帯
関
係
 で
 進
め
ら
れ
て
い
る
 事
 

実
も
否
定
し
得
な
い
 0
 し
か
し
、
こ
う
し
た
諸
分
野
に
 お
け
る
業
績
を
ま
で
視
野
に
入
れ
て
論
ず
る
こ
と
は
、
 完
 全
 に
筆
者
の
能
力
を
超
 

え
て
い
る
し
、
ま
た
本
稿
の
目
的
と
も
考
え
ら
れ
な
い
 か
ら
、
 こ
ュ
 で
は
宗
教
学
に
帰
属
す
る
柳
川
啓
一
、
薗
田
 稔
ら
の
業
績
を
中
心
に
 

述
べ
る
こ
と
 ム
 し
た
い
。
 

柳
川
は
「
祭
の
神
学
と
祭
の
科
学
」
（
「
思
想
」
十
一
月
号
 
昭
和
四
十
六
年
）
以
来
、
学
的
努
力
を
日
本
の
祭
研
究
 に
 集
中
し
て
い
る
が
、
 

当
初
か
ら
西
洋
に
お
け
る
条
理
論
の
紹
介
に
注
意
を
払
 い
、
そ
れ
が
日
本
の
研
究
者
に
与
え
た
影
響
を
も
指
摘
 
（
「
祭
に
ひ
そ
む
二
つ
の
 

原
 

理
 」
・
「
公
評
」
九
月
号
所
収
・
昭
和
四
十
八
年
、
「
祭
の
宗
教
 

学
 」
・
「
現
代
宗
教
」
 

一
ノ
 二
所
収
・
昭
和
五
十
年
）
し
な
が
ら
 
、
な
お
一
貫
し
て
、
祝
祭
 

と
し
て
の
祭
に
、
従
前
日
本
の
研
究
で
は
見
落
さ
れ
て
 い
た
社
会
的
要
因
、
即
ち
 卑
隈
 ・
滑
稽
牲
の
解
放
、
及
び
 親
和
の
対
極
と
し
て
の
 

暴
力
・
混
乱
の
事
実
が
あ
る
こ
と
を
強
調
、
通
宗
教
的
 な
 一
般
法
則
の
発
見
・
展
開
に
努
め
て
い
る
 0
 （
柳
川
は
 
@
 
」
の
点
在
関
連
し
て
、
柳
田
 

の
 楽
観
、
そ
の
薬
理
解
を
批
判
し
て
い
る
が
、
折
口
信
夫
・
 

西
 角
井
正
慶
ら
が
、
日
本
文
学
の
領
域
か
ら
出
発
し
た
せ
い
か
、
 

祭
の
伝
統
に
見
ら
れ
る
こ
 

れ
る
の
要
素
に
早
く
か
ら
注
目
し
、
そ
の
宗
教
的
な
意
味
を
強
 

謝
 し
て
い
た
事
実
に
つ
い
て
は
見
落
し
て
い
る
。
）
概
括
的
に
 

言
え
ば
、
薗
田
の
場
合
 

も
 、
ま
ず
西
洋
の
理
論
に
学
び
、
柳
川
の
影
響
を
受
け
 た
か
ら
で
も
あ
る
だ
ろ
う
、
祭
の
構
造
 中
 、
祝
祭
部
分
に
 研
究
の
主
力
を
注
い
で
 

い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
恐
ら
く
は
そ
の
方
向
が
 、
人
 間
の
営
み
と
し
て
の
宗
教
を
捉
え
よ
う
と
す
る
宗
教
学
 当
然
の
方
法
で
あ
り
、
 



学
の
立
場
か
ら
は
評
価
さ
れ
る
 0
 

柳
川
の
神
道
理
解
に
寄
与
し
た
点
の
一
つ
は
、
神
道
 研
 免
者
に
神
道
の
近
代
化
問
題
・
外
国
人
に
 よ
 る
神
道
研
究
 を
 通
じ
て
の
研
究
 態
 

れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
 、
 更
め
て
指
摘
し
た
（
「
宗
教
 

度
 導
し
た
の
反
省
を
指
岸
本
英
夫
が
、
す
で
に
気
付
い
 て
い
た
こ
と
（
岸
本
は
神
道
を
「
つ
な
が
り
の
宗
教
」
と
呼
ん
 

集
団
の
人
間
関
係
」
・
「
日
本
人
の
人
間
関
係
事
典
し
所
収
・
 
講
 で

い
 た
）
で
は
あ
る
が
、
 

談
社
 ・
昭
和
五
十
五
年
）
 

日
本
の
宗
教
が
個
人
よ
り
も
人
間
関
係
の
上
に
成
立
し
 て
お
り
、
村
落
共
同
体
内
部
で
の
家
と
家
と
の
横
関
係
は
 、
神
社
に
よ
っ
て
司
ら
 

点
 に
あ
る
。
そ
の
発
想
が
、
基
本
的
に
は
社
会
学
指
導
 型
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
社
会
構
造
が
神
道
存
立
の
基
本
 妻
 国
 と
し
て
捉
え
ら
れ
る
 

と
し
て
も
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
自
体
を
批
判
の
対
象
と
は
 な
し
難
い
 0
 し
か
し
そ
の
故
に
、
も
し
、
祭
の
中
で
人
間
 の
 意
識
と
行
動
を
機
制
 

す
る
「
歴
史
」
要
因
が
無
視
さ
れ
て
し
ま
う
の
な
ら
、
 神
 道
学
の
立
場
か
ら
見
て
疑
問
と
不
満
感
の
残
さ
れ
る
の
 は
 、
こ
れ
ま
た
避
 け
難
 

い
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
 0
 こ
れ
に
対
し
て
、
薗
田
の
祭
 論
は
 、
古
典
神
話
の
伝
承
に
ま
で
意
味
的
連
関
が
摸
索
 さ
れ
（
「
残
響
の
彼
方
」
 

講
座
宗
教
学
第
四
巻
所
収
・
東
大
出
版
昭
和
五
十
二
年
）
 、
最
 近
 で
は
現
象
学
理
論
に
 よ
 る
方
法
論
的
反
省
を
経
て
（
「
 
宗
教
学
と
現
象
学
」
・
講
座
 

現
象
学
第
四
巻
所
収
・
弘
文
学
・
昭
和
五
十
五
年
）
、
よ
り
 人
 開
学
的
な
視
点
へ
の
展
開
を
示
し
、
神
道
研
究
に
新
鮮
な
 活
力
を
も
た
ら
し
て
い
 

る
 。
し
か
し
そ
の
結
果
提
示
さ
れ
た
祭
り
Ⅱ
遊
び
論
は
 、
 
一
つ
の
試
論
に
留
ま
る
も
の
と
は
い
え
、
や
は
り
西
欧
 型
 発
想
に
誘
引
さ
れ
 

す
ぎ
た
ぎ
ら
い
が
あ
り
、
か
つ
調
査
実
証
主
義
の
陥
入
 り
が
ち
な
祭
の
現
在
 態
 に
意
味
を
求
め
す
ぎ
る
傾
向
を
示
 し
て
、
宗
教
を
拐
㌔
 

0
 世
界
に
追
放
し
た
か
の
感
が
あ
る
り
筆
者
は
む
し
ろ
、
 神
道
に
お
け
る
日
常
生
活
が
持
つ
意
味
の
比
重
に
留
意
 し
 、
薗
田
が
自
か
ら
 強
 

詣
 す
る
日
本
人
の
信
仰
心
意
、
即
ち
信
頼
の
心
を
 よ
 り
 慎
重
に
評
価
す
る
な
ら
、
「
 神
 み
そ
な
わ
 す
 」
と
い
う
 心
 な
く
し
て
（
そ
れ
が
一
般
 

的
 意
識
と
し
て
顕
著
で
な
い
の
は
、
日
本
人
の
歴
史
感
覚
、
神
 観
念
の
性
格
に
由
来
し
て
い
る
Ⅹ
年
毎
の
集
団
パ
ラ
 

ノ
イ
 ァ
が
 反
復
さ
れ
る
可
能
 

性
な
ど
あ
り
は
し
な
い
こ
と
に
気
付
く
だ
ろ
う
と
思
っ
 て
い
る
。
（
こ
の
日
本
人
に
見
ら
れ
る
感
覚
は
、
 神
 観
念
の
相
 違
 に
よ
り
、
意
識
さ
れ
る
か
 

ど
う
か
の
相
異
を
も
生
ん
で
い
る
が
、
 南
ョ
一
 p
 ッ
パ
 ・
カ
ト
 リ
ッ
ク
圏
の
民
衆
に
見
ら
れ
る
も
の
と
、
類
似
し
て
は
い
な
い
 だ
ろ
う
か
。
）
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論
的
 体
系
化
に
先
鞭
を
つ
け
た
。
そ
の
著
作
は
「
神
道
 神
学
入
門
ヒ
（
昭
和
二
十
六
年
）
、
「
神
道
序
説
 

ヒ
 （
昭
和
四
十
 
一
年
）
、
 
円
 
神
道
の
展
望
 

及
び
分
析
 口
 （
昭
和
四
十
四
年
）
な
ど
多
岐
二
見
る
が
、
 
一
 
方
で
西
洋
分
析
哲
学
，
論
理
学
の
教
養
を
駆
使
し
 、
他
 方
 、
仏
・
甚
雨
教
と
の
 

鮮
比
 絞
を
念
頭
に
置
い
て
、
神
道
の
宗
教
的
特
色
を
 強

調
、
ま
こ
と
神
学
と
呼
ば
れ
る
体
系
を
立
て
 ュ
 い
る
。
 次
に
安
洋
泰
彦
 は
、
 自
か
ら
 

亡
卒
 

矩
 
神
学
を
称
し
て
は
い
な
い
も
の
 ュ
 、
一
方
で
キ
リ
 ス
ト
 教
 と
の
対
決
的
比
較
を
軸
と
し
て
神
道
の
多
神
信
仰
 か
ら
来
る
発
想
上
の
特
性
を
 

獅
 
強
調
、
他
方
、
仏
教
の
他
界
志
向
に
対
す
る
神
道
 の
 現
世
志
向
を
中
心
に
、
日
本
仏
教
の
成
立
に
与
え
た
 神
 道
の
役
割
に
も
説
き
及
ん
で
 

?
 
 

申
 
い
る
（
 弓
 
日
本
人
の
宗
教
心
意
 
 
昭
和
四
十
年
、
「
神
道
 

思
 想

史
 」
昭
和
二
十
六
年
、
「
神
道
思
想
論
叢
」
昭
和
四
十
 

セ
年
 、
「
異
邦
人
の
神
道
観
 
ヒ
 昭
和
四
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を
 発
想
し
現
実
化
す
る
た
め
に
は
、
配
慮
し
な
け
れ
ば
 な
ら
な
い
分
野
と
史
料
が
 、
 余
り
に
も
巨
大
に
過
ぎ
る
か
 ら
で
あ
る
。
 
こ
ュ
 

は
 、
宗
教
学
的
比
較
の
視
点
に
関
心
を
示
し
、
か
つ
 神
 単
 に
業
績
を
持
っ
 一
 ・
 ニ
の
 研
究
者
に
つ
い
て
の
み
触
れ
 て
お
こ
う
 0
 

第
一
に
は
小
野
 祖
 教
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 小
 野
は
敗
戦
後
の
神
社
本
庁
に
あ
っ
て
、
教
学
部
門
の
責
任
 者
 と
な
り
神
道
の
 理 で ・ 

残
さ
れ
た
諸
領
域
の
う
ち
、
筆
者
が
帰
属
す
る
神
学
に
 つ
い
て
の
み
多
少
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
の
分
野
で
も
、
 神
道
学
で
は
、
歴
史
 

的
な
理
論
枠
組
の
影
響
が
強
く
、
国
体
論
 
囲
 え
ば
河
野
 省
三
「
国
体
観
念
の
史
的
研
究
 

b
 昭
和
 士
セ
年
 、
小
野
 祖
教
 「
 
象
徴
天
皇
 し
 電
通
出
版
 

昭
和
四
十
九
年
な
ど
）
を
除
い
て
、
そ
の
理
論
の
神
学
的
 

組
織
化
・
体
系
化
が
極
め
て
稀
 弱
 で
あ
る
。
思
想
史
研
究
 の
形
で
な
さ
れ
て
来
た
 

展
開
も
断
片
的
で
、
歴
史
神
学
を
基
礎
と
す
る
神
学
史
 の
 試
み
も
未
だ
成
さ
れ
て
い
な
い
。
民
族
信
仰
と
し
て
の
 神
道
に
と
っ
て
、
そ
れ
 

薗
田
も
認
め
る
 よ
う
 に
、
神
道
学
に
お
け
る
祭
祀
研
究
 こ
ま
、
 

ナ
 @
 

れ
る
か
、
歴
史
解
か
ら
現
在
形
に
下
降
し
て
そ
の
接
合
 を
 試
み
る
 

し
ょ
う
と
す
る
柳
田
、
坪
井
洋
文
な
ど
、
各
種
の
研
究
が
 配
慮
 さ
 

ア
ジ
ア
へ
の
人
類
学
的
知
見
に
立
つ
古
野
清
人
、
伊
藤
 幹
 治
ら
の
 

究
も
新
し
い
局
面
へ
の
示
唆
を
含
む
と
言
え
そ
う
で
あ
 る
 。
 

歴
史
的
研
究
が
必
須
で
あ
る
。
そ
れ
が
現
在
形
と
ど
の
 よ
う
に
接
合
さ
 

折
口
、
西
角
井
、
倉
林
正
次
な
ど
、
ま
た
現
在
形
か
ら
 歴
史
形
に
遡
行
 

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
比
較
と
い
う
 点
で
は
、
東
南
 

稲
木
儀
礼
研
究
、
村
落
社
会
構
造
論
、
倉
林
の
道
教
、
仏
 教
 儀
礼
の
研
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に
 本
質
的
に
影
響
す
る
」
（
同
前
，
 
一
 
0
 頁
 ）
こ
と
を
認
め
 て
い
る
 0
 柳
川
も
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
同
様
の
確
報
 ぬ
 
を
 持
っ
て
お
り
、
「
 ど
 

こ
ま
で
が
科
学
で
あ
り
、
ど
こ
か
ら
は
神
学
で
あ
る
か
と
 い
ぢ
 区
分
を
常
に
意
識
し
、
自
覚
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
 こ
と
、
諸
神
学
学
説
が
 

あ
れ
ば
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
科
学
的
分
析
も
ま
た
諸
方
 向
 に
あ
る
だ
ろ
う
と
予
想
し
て
い
る
」
（
「
祭
の
神
学
と
祭
の
 

科
学
」
前
出
・
五
八
頁
）
 

と
さ
え
述
べ
て
い
る
 0
 従
っ
て
筆
者
が
 、
 更
に
こ
の
点
 を
 繰
返
す
愚
は
犯
し
た
く
な
い
 0
 し
か
し
こ
の
問
題
は
 、
 だ
か
ら
と
舌
口
っ
て
 
、
解
 

決
済
み
だ
と
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
 う
 。
む
し
 ろ
 逆
に
今
後
も
強
調
さ
れ
続
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
と
い
う
 の
が
、
筆
者
の
敢
え
て
 

第
一
に
取
上
げ
た
理
由
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
柳
川
 自
 身
 、
祭
に
お
け
る
人
間
関
係
を
解
説
し
て
、
そ
の
祭
儀
部
 分
 に
は
、
「
神
職
、
氏
 

子
 総
代
、
長
老
、
地
域
の
代
表
な
ど
、
そ
の
土
地
の
権
 力
 、
権
威
構
造
が
反
映
し
て
い
る
」
の
に
対
し
て
、
祝
祭
 0
 部
分
で
は
、
上
下
関
 

係
 が
逆
転
し
て
お
り
、
そ
れ
は
「
祭
り
の
 反
 構
造
性
、
 ま
 た
 、
 無
 構
造
性
」
が
「
こ
れ
を
示
し
て
い
る
」
（
 ヱ
 示
教
 
集
団
の
人
間
関
係
」
前
出
 

二
四
 セ
頁
 ）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
見
、
客
観
的
な
 説
明
だ
と
舌
口
 
え
よ
う
 0
 し
か
し
、
祭
り
全
体
の
構
造
か
 ら
 言
え
ば
、
祭
儀
 と
祝
 

祭
は
 不
分
離
で
あ
っ
て
、
祭
儀
部
分
に
一
般
氏
子
が
直
 接
 参
加
し
て
い
な
い
か
ら
関
係
が
な
い
、
或
い
は
参
与
し
 て
い
な
い
と
か
、
祝
祭
 

部
分
に
神
職
や
村
役
が
企
画
立
案
、
実
行
々
為
の
面
で
 積
極
的
な
役
割
を
果
し
て
い
な
い
故
に
参
与
し
て
い
な
い
 と
 考
え
る
の
は
、
明
か
 

に
 間
違
っ
て
い
る
。
柳
川
が
そ
う
い
う
考
え
方
を
し
て
い
 る
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
そ
 う
 読
め
る
解
説
が
客
観
 性
の
名
に
よ
っ
て
 呼
 。
 
は
 

れ
る
こ
と
に
は
、
問
題
の
残
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
 は
 出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
柳
川
流
に
言
え
ば
、
 こ
れ
も
神
学
の
相
違
 だ
 

と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
 0
 し
か
し
、
 神
学
に
は
正
し
い
神
学
と
誤
っ
た
神
学
が
あ
る
こ
と
を
 忘
れ
て
は
な
ら
な
い
、
 

%
 
 と
筆
者
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
様
な
危
惧
 は
、
 祭
の
調
査
研
究
に
見
ら
れ
る
傾
向
性
に
現
わ
れ
て
お
 り
 、
凡
百
の
平
凡
な
祭
が
無
 

%
 
 祝
 さ
れ
、
研
究
者
の
個
人
嗜
好
や
特
殊
課
題
意
識
 で
 対
象
選
択
が
行
わ
れ
て
い
る
事
実
に
、
筆
者
は
そ
の
 影
 を
 見
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

向
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
宗
教
学
が
元
 々
、
西
洋
か
ら
の
輸
入
学
で
 

本
 
よ
 
4
 

Ⅲ
 
丁
 
@
 

あ
り
、
今
日
に
お
い
て
も
な
お
、
理
論
的
展
開
、
仮
説
 的
 試
み
が
、
西
洋
に
お
い
て
よ
り
盛
ん
で
あ
る
と
い
う
 事
 清
 に
左
右
さ
れ
て
い
る
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の
か
も
知
れ
な
い
 

0
 し
か
し
、
柳
川
が
ハ
ー
ベ
イ
・
コ
ッ
 

ク
ス
や
 
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ス
レ
ー
タ
の
条
理
論
に
触
れ
 

乍
 ら
 、
「
祭
に
犠
牲
、
 

サ
 

デ
ィ
ズ
ム
、
 
死
 、
悲
し
み
、
個
人
が
呑
み
込
ま
れ
る
 

恐
 怖
を
連
想
す
る
欧
米
人
は
、
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
と
異
な
っ
 

て
い
る
 
0
 か
れ
ら
の
 
理
 

論
 を
ま
と
も
に
受
け
て
日
本
の
祭
も
ふ
く
め
た
一
般
 

理
 論
を
作
る
こ
と
は
、
差
し
控
え
て
ほ
し
い
」
（
「
精
神
の
掠
 

奪
 」
・
「
 

現
 奔
出
不
 

教
 」
 一
ノ
 

三
 ・
昭
和
五
十
年
・
一
七
六
頁
）
と
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
 

、
十
二
分
の
警
戒
が
必
要
な
筈
で
あ
る
。
か
つ
て
近
代
 

化
 論
や
世
俗
化
論
が
盛
 

付
 し
た
時
に
も
、
筆
者
は
そ
の
感
を
深
く
し
た
が
、
 

田
 丸
 が
指
摘
し
て
い
る
よ
 

う
 に
、
近
代
宗
教
学
成
立
の
背
 

旦
 
ホ
 に
は
「
諸
宗
教
の
根
本
 

的
 同
一
性
」
（
「
宗
教
学
と
神
学
」
 

白
 宗
教
と
歴
史
 

ヒ
 山
本
書
 
店
 ・
昭
和
五
十
二
年
・
一
四
二
頁
）
と
い
う
予
断
さ
え
あ
っ
 

た
の
で
あ
る
 

0
 田
丸
は
 

こ
れ
を
「
神
学
に
近
い
信
念
」
と
だ
 

け
 評
し
て
い
る
が
、
 

そ
の
根
底
に
ほ
す
べ
て
の
学
問
が
「
根
源
的
に
人
間
の
 

問
い
で
あ
る
」
（
同
前
 

一
四
四
頁
）
と
い
う
ょ
り
深
い
信
念
が
隠
さ
れ
て
あ
る
か
 

ら
で
あ
ろ
う
 

0
 し
か
し
、
こ
の
信
念
も
ま
た
、
普
遍
主
義
 

宗
教
か
ら
出
た
価
値
 

 
 

 
 

 
 

ば
 エ
リ
ア
ー
デ
の
い
わ
ゆ
る
永
遠
回
帰
の
理
論
を
考
え
 

て
み
よ
う
。
筆
者
は
直
ち
に
、
復
古
神
道
論
と
呼
ば
れ
た
 

幕
末
維
新
の
運
動
を
連
 

恕
 す
る
。
そ
の
精
神
は
、
復
古
則
維
新
に
あ
っ
た
。
 

と
 @
 
」
ろ
が
一
般
に
は
、
そ
れ
が
文
字
通
り
歴
史
的
古
代
を
再
 

現
す
る
た
め
の
運
動
だ
 

っ
 た
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
 

0
 同
様
 に
 、
回
復
さ
れ
た
神
聖
な
過
去
、
原
初
の
時
へ
の
回
帰
 

が
 祭
の
精
神
で
あ
り
、
 

祭
の
目
的
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
、
神
道
の
祭
に
も
 

適
 用
 す
る
こ
と
は
、
筆
者
に
は
疑
問
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
 

。
何
故
な
ら
、
祭
に
 

ょ
 

る
 生
命
力
の
更
新
は
 

、
 決
し
て
原
初
へ
の
回
帰
で
は
な
 

い
か
ら
で
あ
る
。
 

以
上
の
三
点
を
通
じ
て
筆
者
が
述
べ
た
い
こ
と
は
、
 

宗
 教
学
が
、
一
般
原
則
、
普
遍
原
理
を
そ
の
追
求
目
的
と
し
 

て
い
る
と
い
う
 現
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状
 、
そ
れ
に
反
省
を
加
え
て
み
る
必
要
は
な
 

い
 の
か
、
 と
 
ぅ
 点
に
あ
る
 0
 ゴ
ル
ド
ン
・
オ
ル
ポ
ー
ト
は
、
従
前
 

の
 心
理
学
が
、
科
学
の
 

名
 に
お
い
て
普
遍
法
則
だ
け
を
追
っ
て
来
た
事
実
、
 

そ
 れ
を
厳
し
く
批
判
し
た
。
共
通
性
は
何
一
つ
具
体
を
真
に
 

説
明
す
る
こ
と
が
出
来
 

な
い
か
ら
で
あ
る
：
宗
教
学
も
ま
た
、
具
体
的
な
宗
教
 

を
 、
そ
の
個
別
の
相
に
お
い
て
説
明
し
 

ぅ
る
 学
問
に
な
ら
 
な
い
限
り
、
新
し
い
 
成
 

長
を
期
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

そ
れ
が
筆
者
の
、
方
法
に
関
す
る
第
一
の
疑
問
点
で
あ
 

る
 。
 

次
に
第
二
の
根
本
的
な
疑
問
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
 

そ
 れ
は
宗
教
学
の
方
法
論
的
自
律
性
、
即
ち
宗
教
学
の
ア
イ
 

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
 

関
す
る
問
題
で
あ
る
。
 

薗
田
 稔
は
 、
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ー
ラ
ー
に
よ
っ
て
提
唱
 

さ
れ
た
宗
教
学
が
 
、
 「
そ
の
成
立
の
当
初
か
ら
学
的
同
一
 

性
 に
欠
け
る
も
の
で
 

あ
っ
た
」
（
「
宗
教
学
と
現
象
学
」
前
出
・
二
八
八
頁
）
と
述
 

べ
て
い
る
。
岸
本
英
夫
が
仮
設
す
る
 

最
 狭
義
の
宗
教
学
に
 
お
い
て
、
こ
の
傾
向
は
 

最
も
顕
著
で
あ
り
、
宗
教
学
と
は
 

@
 う
も
の
 ュ
 、
そ
の
 実
は
、
社
会
学
、
心
理
学
、
人
類
学
な
ど
、
単
に
方
法
を
 

地
学
 に
 借
り
る
と
い
う
 

だ
け
で
は
な
く
、
研
究
者
自
身
の
帰
属
も
ま
た
、
そ
 

う
 し
た
語
学
に
属
す
る
人
々
が
、
宗
教
を
対
象
と
す
る
形
で
 

そ
の
研
究
を
進
め
て
い
 

る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
が
、
今
日
宗
教
学
の
姿
で
あ
 

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

と
こ
ろ
が
、
田
丸
 
徳
善
 は
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
純
粋
 

か
つ
唯
一
的
に
宗
教
的
な
現
象
な
ど
何
処
に
も
存
在
し
な
 

い
と
い
う
エ
リ
ア
ー
 

デ
の
 言
葉
に
言
及
し
な
が
ら
、
「
今
日
、
宗
教
学
を
他
の
 

語
学
か
ら
ま
っ
た
く
切
り
離
さ
れ
た
も
の
と
し
て
取
り
 

扱
う
こ
と
が
、
は
た
し
 

て
 可
能
で
あ
ろ
う
か
 
0
 こ
の
立
場
の
論
者
は
、
宗
教
学
の
 

独
立
を
救
お
 う
 と
す
る
に
急
な
あ
ま
り
、
宗
教
を
恰
も
 

不
変
の
実
体
の
ご
と
く
 

%
 
 み
な
し
、
宗
教
学
を
一
種
の
護
教
論
に
逆
転
さ
せ
る
 

の
み
で
な
く
、
そ
れ
を
不
毛
な
孤
立
と
、
や
が
て
は
 

窒
 息
 と
に
追
い
こ
む
危
険
を
犯
 

井
迅
 

示
 
%
 
 

あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
そ
れ
が
持
つ
社
会
的
な
意
味
と
 
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
」
（
「
宗
教
学
の
歴
史
と
課
題
 

し
 説
明
す
る
こ
と
に
何
の
異
論
が
あ
り
え
 

よ
う
 筈
も
な
い
 

 
 

。
し
か
し
問
題
は
、
そ
れ
で
宗
教
現
象
を
記
述
し
説
明
 

  

し
た
こ
と
に
な
る
の
で
 

子
中
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あ
ろ
う
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
エ
リ
ア
ー
デ
を
も
 ぢ
 っ
て
言
行
な
ら
、
宗
教
的
要
因
を
持
た
な
い
宗
教
的
現
象
 に
な
い
筈
で
あ
る
。
 
そ
 

の
 要
因
を
無
視
し
、
社
会
的
要
因
だ
け
で
宗
教
的
要
因
と
 社
会
的
要
因
と
の
関
係
、
或
は
宗
教
的
要
因
の
社
会
的
 形
態
の
問
題
な
ど
を
 捨
 

象
 し
て
、
宗
教
現
象
を
記
述
し
た
と
こ
ろ
で
、
果
し
て
 そ
れ
が
宗
教
学
の
業
績
だ
と
舌
ロ
い
 
う
 る
で
あ
ろ
う
か
。
 
そ
 れ
こ
そ
が
 
こ
ム
 で
の
 問
 

題
 な
の
で
あ
る
。
田
丸
は
ま
た
、
「
宗
教
学
を
宗
教
学
 た ら
し
め
る
も
の
は
、
根
源
的
に
は
 
"
 宗
教
と
は
な
に
か
 "
 と
い
う
問
い
で
あ
っ
 

て
 、
そ
の
具
体
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
い
」
（
同
前
）
 

と
も
述
べ
て
い
る
 0
 こ
の
発
言
 ロ
は
 、
一
見
、
事
の
真
実
 
を
 伝
え
て
い
る
よ
り
に
 

も
 思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
宗
教
と
は
何
か
と
い
う
問
い
 は
 、
宗
教
を
宗
教
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
に
 向
 げ
ら
れ
た
 
方
法
な
し
に
、
 
他
 現
象
 

を
 解
析
す
る
と
同
じ
方
法
で
取
扱
わ
れ
る
こ
と
を
果
し
 て
 許
す
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
そ
こ
に
、
例
え
ば
社
会
学
 者
と
し
て
宗
教
を
そ
の
 

課
題
対
象
に
選
ん
だ
に
過
ぎ
な
い
森
岡
清
美
と
同
じ
（
 ゐ
 
示
教
を
中
心
に
考
え
れ
ば
、
結
果
と
し
て
そ
れ
の
還
元
主
義
的
 説
 明
る
し
か
も
た
ら
す
こ
と
 

が
 出
来
な
い
と
い
う
）
危
険
を
感
ぜ
ず
に
は
お
れ
な
い
。
 

森
 岡
は
 、
社
会
学
内
に
お
け
る
宗
教
社
会
学
の
消
滅
を
予
 青
 し
て
い
る
（
西
山
茂
 の
 

柏
木
Ⅰ
に
よ
る
。
Ⅰ
 

幼
 

ド
づ
 
㏄
 コ
 0
 の
の
Ⅰ
 
0
 目
 ㍉
 
コ
ニ
 o
h
 
刃
 臼
田
 @
0
 
Ⅰ
の
の
（
 

仁
建
ざ
 
の
せ
 0
-
.
 

ゴ
之
 0
.
 
㌣
 3
,
1
 
お
 O
.
b
.
 
お
と
の
だ
が
、
田
丸
の
 
発
想
は
、
そ
れ
よ
り
も
 

早
く
、
宗
教
学
の
消
滅
を
招
く
こ
と
で
は
な
い
の
だ
 る
 ぅ
か
 。
筆
者
に
は
疑
問
と
し
て
残
さ
れ
る
 0
 

問
題
の
根
本
は
恐
ら
く
、
宗
教
が
果
し
て
そ
の
内
実
に
 、
 他
の
現
象
と
異
な
る
特
性
・
特
質
を
持
っ
て
い
る
の
か
 ど
う
か
に
か
 
ュ
 っ
て
 

い
る
。
と
こ
ろ
が
宗
教
学
は
、
価
値
中
立
を
建
前
に
し
、
 観
察
を
主
と
し
た
調
査
研
究
が
主
流
だ
と
考
え
ら
れ
て
 い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
 

多
く
の
場
合
、
信
仰
者
の
価
値
的
態
度
を
捨
象
し
て
 記
 述
 す
る
こ
と
が
、
そ
の
学
的
性
格
を
守
る
こ
と
だ
と
錯
覚
 さ
れ
、
最
も
肝
心
な
要
 

因
 を
抜
ぎ
に
し
て
宗
教
を
捉
え
る
可
能
性
を
持
っ
て
 い
 る
の
で
あ
る
 
0
 こ
の
よ
う
な
一
般
傾
向
に
対
し
て
、
筆
者
 は
 、
宗
教
現
象
の
特
 

性
 
・
特
質
を
捉
え
る
独
自
な
方
法
が
、
神
学
で
あ
る
と
 考
え
て
い
る
 0
 し
か
し
残
念
な
こ
と
に
は
、
宗
教
学
が
 西
 洋
 に
成
立
し
た
時
、
 
そ
 

れ
は
 キ
リ
ス
ト
教
神
学
か
ら
の
解
放
を
主
導
力
と
し
、
 

根
 本
目
的
の
一
つ
と
し
て
い
た
 0
 そ
の
た
め
に
、
今
日
に
 至
る
ま
で
、
神
学
は
 キ
 

リ
ス
ト
 教
 神
学
を
典
型
と
し
、
そ
の
故
に
多
く
の
誤
解
 に
 取
巻
か
れ
た
ま
し
、
宗
教
学
に
無
縁
と
言
う
よ
り
は
、
 む
し
ろ
積
極
的
に
障
碍
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と
し
て
さ
え
認
識
さ
れ
、
宗
教
学
（
狭
義
）
の
研
究
者
か
 ら
取
捨
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
田
丸
は
神
学
を
規
 定
 し
て
、
「
そ
の
認
識
 



た
 単
な
る
思
弁
と
し
て
存
立
し
え
な
い
と
い
う
 事
青
 の
あ
 る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
如
何
 な
る
宗
教
の
神
学
に
も
 

当
て
は
ま
る
原
則
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
 0
 筆
者
は
先
に
 引
用
し
た
田
丸
の
神
学
理
解
が
 、
 余
り
に
も
キ
リ
ス
ト
教
 中
心
で
あ
る
こ
と
、
 
そ
 

し
て
ス
テ
ロ
タ
イ
プ
化
さ
れ
て
普
及
し
て
い
る
こ
と
に
 驚
 か
さ
れ
て
い
る
 0
 何
故
な
ら
、
筆
者
に
と
っ
て
神
学
は
 、
 決
し
て
事
実
を
無
視
 

し
た
空
論
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
 0
 も
し
そ
の
よ
 
う
 な
誤
解
が
あ
る
の
な
ら
、
こ
れ
を
宗
教
学
の
理
解
か
 ら
 追
放
す
る
こ
と
こ
 

そ
 、
む
し
ろ
宗
教
学
に
と
っ
て
緊
急
の
課
題
で
あ
る
と
 さ
え
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
筆
者
は
宗
教
学
が
護
教
学
に
 な
る
こ
と
を
恐
れ
る
 ょ
 

り
も
、
む
し
ろ
宗
教
否
定
の
道
具
と
な
る
こ
と
に
、
 

こ
 の
 学
問
の
未
来
に
お
け
る
衰
滅
を
予
見
す
る
か
ら
で
あ
る
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周
知
の
よ
う
に
、
仏
教
の
学
問
的
研
究
は
、
明
治
以
降
、
 西
欧
の
学
問
と
そ
の
方
法
の
受
容
に
よ
っ
て
長
足
の
進
 歩
を
遂
げ
た
。
と
く
 

に
 ギ
リ
シ
ャ
・
ラ
テ
ン
の
古
典
研
究
を
め
ぐ
っ
て
発
展
し
 た
 文
献
学
に
方
法
論
的
に
基
礎
つ
げ
ら
れ
た
サ
ン
ス
 グ
 り
ソ
 上
語
・
チ
ベ
ッ
ト
 

語
 ・
パ
ー
リ
語
に
よ
る
仏
典
の
研
究
は
、
そ
れ
以
前
の
 漢
訳
経
典
を
中
心
と
す
る
仏
教
理
解
を
大
き
く
転
じ
、
 ま
 さ
に
仏
教
研
究
に
新
し
 

い
 時
期
を
画
し
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
研
究
は
今
日
も
続
 い
て
お
り
、
多
く
の
業
績
が
挙
げ
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
 人
 文
科
学
の
一
分
野
と
し
 

て
の
文
献
学
は
、
客
観
的
・
実
証
的
な
学
問
で
あ
り
、
 仏
 教
 研
究
は
、
そ
れ
を
基
礎
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
 て
 近
代
的
な
学
問
と
な
 

っ
 た
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
古
典
文
献
学
の
一
分
野
と
し
て
の
仏
教
研
 究
は
 、
現
在
、
主
と
し
て
国
立
の
大
学
に
お
い
て
進
め
ら
 れ
て
い
る
が
、
そ
の
 

%
 響
は
所
謂
宗
門
系
の
大
学
や
研
究
所
に
も
及
び
、
 広
 く
 仏
教
研
究
の
主
流
と
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
 は
な
 い
 0
 例
え
ば
、
 龍
 

谷
 大
学
に
お
い
て
も
、
仏
教
学
科
仏
教
学
専
攻
の
講
義
 
研
究
・
講
読
・
演
習
に
は
 梵
 ・
 蔵
 ・
巴
の
仏
典
を
取
扱
 ぅ
 こ
と
が
多
く
 、
申
 

国
 ，
日
本
の
仏
教
文
献
は
、
以
前
に
比
べ
て
必
ず
し
も
 多
い
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
点
、
八
宗
綱
要
式
の
研
究
 分
 野
 に
よ
っ
て
講
義
研
究
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か
 行
な
わ
れ
て
い
た
時
代
と
大
ぎ
く
変
化
し
て
い
る
と
 甘
 ロ
え
 よ
 う
 。
 

仏
教
学
が
学
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
イ
ン
 ド
 学
の
一
分
野
と
し
て
出
発
す
べ
ぎ
で
あ
り
、
「
仏
教
と
 は
 何
か
」
と
い
う
 問
 

い
 口
答
え
る
た
め
に
は
、
さ
し
あ
た
り
イ
ン
ド
仏
教
そ
の
 も
 ・
の
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
問
題
が
確
立
 

し
な
い
以
上
は
、
中
国
 

や
 日
本
に
お
け
る
仏
教
を
考
究
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
 

と
す
る
の
が
渡
辺
 照
宏
 氏
の
意
見
で
あ
る
が
、
（
 

l
 ）
 

ム
フ
 
日
の
 わ

が
国
に
お
け
る
仏
教
 

の
 研
究
は
、
だ
い
た
い
こ
の
見
解
に
沿
っ
て
進
展
し
て
い
 る
と
舌
口
っ
て
よ
Ⅰ
 
リ
ハ
 
り
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

渡
辺
氏
は
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
意
味
で
の
仏
教
研
究
に
 お
い
て
問
題
に
な
る
の
は
、
イ
ン
ド
の
仏
教
が
い
か
な
る
 も
の
で
あ
っ
た
か
と
 

い
 う
 歴
史
的
考
察
で
あ
り
、
こ
の
基
本
的
考
察
が
な
け
れ
 ば
 、
イ
ン
ド
以
外
の
土
地
、
例
え
ば
中
国
や
日
本
に
お
 げ
る
仏
教
の
意
義
を
理
 

解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
従
っ
て
、
現
在
の
わ
れ
 わ
れ
が
仏
教
か
ら
何
を
学
び
と
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
 ぃ
 ぅ
 問
い
に
も
十
分
答
え
 

る
こ
と
は
で
き
な
い
、
 
と
 言
 う
 。
仏
教
研
究
の
基
礎
を
 、
 あ
く
ま
で
イ
ン
ド
仏
教
の
原
典
研
究
に
置
こ
ち
と
す
る
 の
で
あ
る
 0
 そ
の
主
張
 

は
 当
然
で
あ
り
、
ま
た
説
得
的
で
あ
る
。
二
千
五
百
年
一
 
別
に
イ
ン
ド
に
出
現
し
た
釈
尊
の
教
え
に
端
を
発
す
る
 仏
 教
を
研
究
す
る
以
上
、
 

そ
の
当
初
の
教
え
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
 仏
教
を
語
れ
ぬ
こ
と
は
言
 う
 ま
で
も
な
い
。
 

し
か
し
他
面
、
仏
教
は
釈
尊
以
来
二
千
五
百
年
の
間
、
教
 理
 
・
教
義
が
全
く
固
定
し
て
中
国
や
朝
鮮
・
日
本
に
伝
 来
し
た
の
で
は
な
 

い
 。
ひ
と
つ
の
生
き
た
宗
教
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
 と
 社
会
の
間
 い
 か
げ
に
答
え
、
多
様
な
変
容
を
遂
げ
て
 今
日
に
至
っ
た
の
で
あ
 

る
 。
言
わ
ば
仏
教
は
、
二
千
五
百
年
の
間
に
大
き
く
 成
 長
し
発
展
し
て
い
る
の
で
あ
る
 0
 中
国
の
仏
典
や
日
本
の
 仏
教
文
献
は
そ
れ
に
 大
 

ぎ
な
役
割
り
を
果
た
し
て
い
る
 0
 そ
の
こ
と
を
無
視
し
 て
 、
 端
初
 の
も
の
だ
け
を
取
上
げ
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
 仏
教
で
は
な
い
と
言
 う
 

な
ら
ば
、
こ
れ
も
偏
っ
た
理
解
に
な
る
で
あ
ろ
う
 0
 

一
般
に
世
界
宗
教
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
人
間
生
活
の
あ
 ら
ゆ
る
領
域
に
か
か
わ
る
 0
 そ
し
て
そ
の
か
か
わ
り
の
 中
で
、
宗
教
自
身
も
 

変
容
 し
 、
内
容
を
豊
か
に
し
て
ゆ
く
。
わ
れ
わ
れ
は
 今
 日
 、
そ
の
成
立
か
ら
展
開
の
全
体
に
つ
い
て
「
仏
教
」
と
 呼
ぶ
の
で
あ
っ
て
 、
そ
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そ
う
い
う
観
点
か
ら
現
在
の
仏
教
研
究
を
見
る
と
 き
 、
 そ
 こ
に
新
た
な
一
課
題
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
の
 で
あ
る
 0
 即
ち
 、
古
 

異
文
献
学
的
研
究
に
よ
っ
て
、
イ
ン
ド
仏
教
の
当
初
の
 在
り
方
や
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
そ
の
成
長
発
展
を
理
解
す
 る
と
共
に
、
そ
の
イ
ン
 

ド
 仏
教
が
 、
い
 か
な
る
意
味
で
中
国
や
日
本
の
仏
教
と
 つ
な
が
る
の
か
、
そ
の
生
き
た
宗
教
と
し
て
の
一
貫
性
 
連
続
性
は
ど
こ
に
あ
る
 

の
か
を
あ
ら
た
め
て
学
問
的
に
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
 課
 題
 で
あ
る
。
 

そ
れ
は
単
に
所
与
と
し
て
の
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
の
 仏
教
 史
 の
 辻
棲
 を
あ
わ
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
 0
 そ
の
 よ
う
な
歴
史
的
展
開
 

が
 成
立
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
何
等
か
の
必
然
 性
 が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
思
惟
方
法
や
発
想
 の
 仕
方
が
全
く
異
な
る
 

か
ら
、
例
え
ば
中
国
仏
教
は
イ
ン
ド
仏
教
の
経
典
を
素
 材
 と
し
て
用
い
た
だ
け
で
あ
っ
て
そ
の
連
続
性
は
認
め
ら
 れ
な
い
、
と
す
る
の
 

は
 、
か
え
っ
て
非
歴
史
的
な
理
解
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
 。
自
然
環
境
や
社
会
的
条
件
が
変
化
す
れ
ば
、
受
容
さ
 れ
た
思
想
や
文
化
が
変
 

容
 す
る
の
は
当
然
で
あ
る
 0
 し
か
も
宗
教
に
は
、
そ
の
 変
容
と
共
に
ま
た
一
貫
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
あ
り
、
 そ
こ
に
こ
の
場
合
な
 

ら
 、
仏
教
典
と
し
て
成
立
す
る
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 も
し
思
惟
方
法
や
発
想
の
仕
方
が
異
な
る
場
合
に
は
 真
 の
 理
解
が
成
立
し
な
い
 

と
す
る
な
ら
、
現
在
に
お
け
る
古
典
文
献
の
理
解
そ
の
 も
の
も
成
立
せ
ず
、
そ
の
努
力
も
無
意
味
に
な
っ
て
し
ま
 ぅ
 の
で
は
な
い
で
あ
ろ
 

ぅ
か
 。
中
国
人
や
日
本
人
は
確
か
に
独
特
の
仏
教
理
解
 を
 試
み
た
が
、
そ
れ
は
そ
れ
で
や
は
り
・
あ
く
ま
で
仏
教
で
 
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
 そ
 

れ
を
否
定
す
る
な
ら
ば
、
お
 ょ
そ
 宗
教
の
伝
播
・
伝
達
 と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
く
な
る
。
 

こ
の
問
題
は
、
仏
教
の
歴
史
的
展
開
を
ど
 う
 考
え
る
か
と
 い
 う
 問
題
で
あ
る
と
同
時
に
 、
 実
は
現
代
の
哲
学
の
重
 要
 な
問
題
で
あ
る
 解
 

釈
学
 の
問
題
に
つ
な
が
っ
て
い
る
 0
 即
ち
、
宗
教
的
立
 献
の
理
解
と
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
西
欧
、
こ
と
に
キ
 リ
ス
 ト
教
 神
学
界
に
非
神
話
 

化
の
問
題
が
生
じ
、
そ
れ
と
文
献
解
釈
一
般
の
問
題
と
 が
 結
び
つ
い
て
、
今
日
多
く
の
研
究
者
の
関
心
が
解
釈
学
 に
集
 申
し
て
い
る
が
、
 

そ
の
こ
と
に
こ
の
問
題
も
直
ち
に
つ
た
が
る
の
で
あ
る
。
 以
下
そ
れ
に
つ
い
て
若
干
立
入
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
 

39  (611) 



ハ
つ
 

4
 
）
 

現
代
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
は
、
「
 諸
 解
釈
間
の
葛
藤
」
と
い
う
論
文
で
次
の
よ
う
な
こ
と
を
 問
題
に
し
て
い
る
 0
 

現
代
は
言
語
が
二
つ
の
可
能
性
に
分
裂
し
て
い
る
危
機
 的
な
状
況
に
あ
る
。
二
つ
の
可
能
性
と
は
、
一
つ
は
 言
ま
 
柏
を
幻
想
や
偶
像
か
ら
 

解
放
す
る
と
い
う
方
向
で
あ
り
、
他
の
一
つ
堅
ニ
 ロ
ま
 
叩
に
 お
い
て
語
り
か
け
ら
れ
る
意
味
を
回
復
す
る
と
い
う
方
向
 で
あ
る
 0
 前
者
は
言
語
 

に
 対
す
る
厳
密
さ
の
要
求
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
解
釈
 単
 に
お
い
て
非
神
秘
化
（
 し
 0
 目
 せ
の
（
 

田
ぎ
簿
 
（
 
p
o
 
コ
 ）
 と
し
 て
達
成
さ
れ
る
。
後
者
は
 

言
語
に
対
す
る
従
順
な
態
度
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
 解
釈
学
に
お
い
て
こ
と
に
象
徴
に
か
か
わ
り
、
意
味
の
 
目
復
 
（
 
オ
の
 
n
o
p
p
 

の
の
 

ヱ
 0
 コ
 

o
h
 

日
の
 

p
 コ
ビ
叱
 
）
に
あ
ず
か
る
。
 

非
神
秘
化
の
解
釈
は
、
舌
口
わ
ば
懐
疑
の
遂
行
と
し
て
の
 
解
釈
で
あ
り
、
言
語
に
入
り
こ
む
偶
像
や
幻
想
を
破
壊
し
 解
体
す
る
こ
と
に
 ょ
 

っ
て
言
語
を
純
化
し
、
事
物
の
正
し
い
関
係
を
表
現
す
る
 も
の
た
ら
し
め
よ
う
ど
す
る
試
み
で
あ
る
 0
 リ
ク
ー
ル
 は
 、
そ
う
し
た
解
釈
の
 

遂
行
者
と
し
て
、
マ
ル
ク
ス
、
ニ
ー
チ
ェ
、
フ
ロ
イ
ト
 の
 三
人
を
挙
げ
、
彼
等
を
め
ぐ
っ
て
、
実
際
の
文
献
解
釈
 0
 間
 題
 と
い
う
よ
り
、
 

現
代
の
哲
学
的
な
問
題
連
関
を
考
え
て
い
る
。
し
か
し
 当
面
の
問
題
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
解
釈
の
立
場
は
 、
古
典
文
献
学
が
基
本
 

的
に
試
み
る
解
釈
の
立
場
で
あ
り
、
仏
教
に
つ
い
て
舌
ロ
 
，
 
ぇ
ば
 、
 梵
 ・
 蔵
 ・
巴
の
仏
典
理
解
を
推
進
す
る
基
本
的
立
 場
は
 、
非
神
秘
化
と
い
 

ぅ
 動
機
に
発
し
て
い
る
と
舌
ロ
 
い
 得
る
で
あ
ろ
う
。
 

こ
れ
に
対
し
て
、
意
味
回
復
の
解
釈
は
、
言
語
に
対
す
る
 深
い
信
頼
に
 基
 つ
い
て
い
る
 0
 リ
ク
ー
ル
の
言
う
よ
 う
 に
 、
象
徴
の
担
い
手
 

と
し
て
の
舌
口
語
は
、
人
間
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
と
い
う
 
ょ
 り
、
む
し
ろ
人
間
へ
と
語
り
か
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
 い
 う
 信
仰
、
言
い
か
え
 

れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
を
照
ら
す
 p
 ゴ
ス
 の
光
の
中
へ
 人
間
は
生
ま
れ
て
い
る
と
い
う
信
仰
が
基
礎
と
な
っ
て
 い
 る
 0
 リ
ク
ー
ル
は
 、
そ
 

一
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%
 
 に
 解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
し
た
点
を
評
 

価
す
る
が
、
そ
の
主
張
が
信
仰
の
領
域
に
ま
で
及
ば
ぬ
 

，
 
」
と
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
 

0
 
 ）
 

獅
 
リ
ク
ー
ル
は
、
フ
ル
ト
マ
ン
の
言
う
非
神
話
化
 

は
 、
神
話
に
つ
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
信
仰
の
象
徴
的
弓
 

一
 

 
 

払
底
し
な
い
と
考
え
る
。
そ
こ
に
宗
教
的
象
徴
の
解
 

釈
 と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
意
味
 

回
 復
の
解
釈
で
あ
る
こ
と
は
 

言
 

し
た
が
、
信
仰
の
ミ
ニ
 

曇
帥
は
 
つ
い
て
は
検
討
し
て
い
な
い
 

点
を
指
摘
す
る
。
即
ち
ブ
ル
ト
マ
ン
が
、
神
話
は
本
来
客
 

観
 的
な
世
界
像
を
与
 
え
 

嘩
 
る
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
の
世
 

界
 内
に
お
け
る
自
己
理
解
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
、
 

そ
 れ
 故
に
、
神
話
を
実
存
論
的
 

い
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
そ
れ
 を
さ
ら
に
批
判
し
、
ブ
ル
ト
マ
ン
が
こ
の
場
合
、
神
話
の
 甘
ロ
五
明
 

に
 つ
い
て
は
検
討
 

と
の
解
釈
、
さ
ら
に
は
、
福
音
書
に
示
さ
れ
た
原
始
 教
 団
の
宣
教
の
解
釈
を
問
題
に
し
、
そ
こ
に
所
謂
実
存
論
的
 解
釈
学
の
立
場
を
ひ
ら
 

フ
ル
ト
マ
ン
は
そ
れ
に
つ
い
て
、
イ
ェ
ス
の
キ
リ
ス
ト
 像
 を
 明
ら
か
に
す
る
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
言
葉
と
 し
て
伝
え
ら
れ
た
こ
 

そ
こ
に
集
中
し
た
の
で
あ
る
。
 

た
 。
ブ
ル
ト
マ
ン
の
非
神
話
化
の
問
題
は
そ
れ
に
結
び
 つ
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
現
代
の
キ
リ
 ス
ト
 教
 神
学
の
関
心
が
 

胎
教
団
の
信
仰
告
白
と
い
う
も
の
を
ど
の
程
度
ま
で
 確
 か
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
聖
書
研
究
の
 中
心
的
課
題
 ゼ
 あ
っ
 

音
書
の
文
献
学
的
研
究
に
よ
っ
て
、
ナ
ザ
レ
の
イ
ェ
ス
 の
 歴
史
 像
 を
ど
の
程
度
ま
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
 る
か
、
あ
る
い
は
、
 原
 

で
あ
り
、
後
者
は
神
話
の
象
徴
的
木
質
を
解
明
す
る
こ
と
 と
 考
え
る
の
で
あ
る
。
 

新
約
聖
書
神
学
の
元
来
の
課
題
は
、
史
的
 イ
ヱ
ス
 と
肩
 仲
 の
キ
リ
ス
ト
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
 0
 即
ち
、
新
約
聖
 書
 、
と
く
に
 共
観
福
 

化
と
非
神
話
論
化
と
に
区
別
し
、
そ
れ
を
先
に
 @
 っ
た
 一
 ら
の
解
釈
と
し
て
論
じ
た
の
で
あ
る
 0
 そ
し
て
前
者
は
 神
話
を
放
棄
す
る
こ
と
 

宗
教
的
文
献
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
と
に
こ
の
 意
 味
 回
復
の
解
釈
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
 0
 リ
ク
ー
ル
 の
 主
張
は
、
ブ
ル
ト
 

マ
ン
の
非
神
話
化
の
問
題
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
は
手
一
 

 
 

二
 つ
 に
め
げ
、
非
神
秘
 

う
い
う
信
仰
を
宗
教
現
象
学
に
お
い
て
見
出
し
、
そ
こ
 で
 為
さ
れ
る
解
釈
が
、
意
味
回
復
の
解
釈
に
ほ
か
な
ら
ぬ
 と
 考
え
る
 ハ
リ
 
で
 
卜
 
あ
る
 0
 



宗
教
現
象
学
に
お
い
て
は
、
象
徴
に
お
い
て
示
さ
れ
て
 い
る
対
象
を
、
原
因
や
発
生
、
機
能
等
に
よ
っ
て
説
明
し
 よ
 う
 と
は
せ
ず
、
 
従
 

っ
て
、
還
元
を
試
み
な
い
で
、
そ
の
ま
ま
記
述
し
よ
う
と
 す
る
 0
 そ
の
場
合
重
要
な
の
は
、
そ
の
象
徴
に
よ
っ
て
 何
が
意
味
さ
れ
て
い
る
 

か
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
 0
 リ
ク
ー
ル
は
、
宗
教
現
象
 学
の
課
題
は
、
儀
礼
や
神
話
、
信
仰
や
宗
教
的
感
情
等
 の
 象
徴
行
為
・
象
徴
 @
 

語
 に
お
い
て
め
ざ
さ
れ
て
い
る
も
の
を
、
そ
の
行
為
 や
 表
現
の
多
様
な
意
図
か
ら
解
放
す
る
こ
と
に
あ
る
と
言
 う
 。
そ
の
め
ざ
さ
れ
て
い
 

る
も
の
を
、
ル
ド
ル
フ
・
オ
ッ
ト
ー
は
「
 ヌ
 ミ
ノ
ー
ゼ
 的
 な
 畏
怖
す
べ
 
き
 も
の
」
と
呼
び
、
 
ヴ
 ア
ン
・
デ
ル
・
 
レ
 ｜
ヴ
は
 
「
 力
 
強
き
も
 

の
 」
と
呼
び
、
エ
リ
ア
ー
デ
は
「
根
源
的
時
間
」
と
呼
ぶ
 が
 、
リ
ク
ー
ル
は
「
聖
な
る
も
の
」
と
呼
び
、
宗
教
規
 家
学
は
そ
の
「
聖
な
る
 

も
の
」
の
現
象
学
で
あ
る
と
言
 う
 の
で
あ
る
。
 

リ
ク
ー
ル
は
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
「
聖
な
る
も
の
」
が
 私
に
語
り
か
け
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
私
が
期
待
し
な
い
 な
ら
、
私
は
そ
れ
に
 

関
心
を
も
つ
こ
と
は
な
い
、
 

と
 言
 う
 。
そ
し
て
そ
の
 期
 待
の
中
に
か
く
れ
て
い
る
も
の
こ
そ
、
言
語
へ
の
信
頼
で
 あ
る
と
言
 う
 
の
で
あ
 

る
 0
 こ
の
信
頼
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
象
徴
の
研
究
が
意
 味
 を
も
つ
と
言
え
よ
う
。
リ
ク
ー
ル
は
そ
こ
に
象
徴
の
解
 釈
 学
の
基
礎
を
見
出
そ
 

ぅ
 と
す
る
。
 

し
か
し
ま
さ
に
こ
り
し
た
解
釈
の
立
場
に
対
し
て
反
対
 を
 表
明
す
る
の
が
、
先
后
 @
 っ
た
非
神
秘
化
の
解
釈
で
あ
 り
 、
懐
疑
の
遂
行
と
 

し
て
の
解
釈
で
あ
る
 0
 即
ち
、
こ
の
解
釈
の
立
場
は
 、
 「
 聖
な
る
も
の
」
と
い
っ
た
対
象
の
存
在
 や
 、
そ
の
対
象
 
に
か
か
わ
る
象
徴
的
 表
 

現
 を
疑
 う
 こ
と
か
ら
出
発
し
、
そ
の
仮
面
を
剥
奪
 し
、
偽
 装
を
解
体
し
ょ
う
と
す
る
。
こ
う
し
た
今
日
の
解
釈
の
 立
場
の
対
立
を
明
ら
か
 

に
し
、
そ
れ
を
哲
学
的
に
さ
ら
に
深
く
解
明
し
ょ
う
と
す
 る
の
が
「
諸
解
釈
間
の
葛
藤
」
に
お
け
る
リ
ク
ー
ル
の
 意
図
で
あ
る
が
、
こ
こ
 

で
 提
起
さ
れ
た
問
題
は
、
当
面
の
仏
教
研
究
に
お
け
る
 新
た
な
課
題
を
考
え
る
場
合
に
 、
 多
く
の
示
唆
を
与
え
る
 の
で
あ
る
。
 

先
に
も
述
べ
た
よ
 う
 に
、
今
日
展
開
し
て
い
る
仏
典
の
 文
献
学
的
研
究
は
、
こ
こ
に
言
う
非
神
秘
化
の
解
釈
と
い
 う
 立
場
に
立
つ
も
の
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例
え
ば
、
㍉
大
乗
荘
厳
経
論
怯
 め
 「
こ
の
大
乗
と
い
う
 出
 ボ
一
 

Ⅰ
 
日
 な
教
え
を
、
仏
陀
で
な
く
て
だ
れ
が
い
っ
た
い
説
 き
 え
よ
う
か
」
と
い
う
 

阿
 
0
@
 
 基
本
的
に
つ
た
が
る
も
の
で
あ
る
。
 

っ
て
開
示
さ
れ
た
聖
な
る
境
地
を
、
象
徴
的
に
表
 現

し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
事
情
は
、
大
乗
経
典
の
形
成
や
 、
漢
訳
仏
典
成
立
の
事
情
と
 

  

 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
 

し
か
し
、
リ
ク
ー
ル
の
所
論
を
め
ぐ
っ
て
考
え
て
き
た
 よ
 う
 に
、
宗
教
的
文
献
は
象
徴
的
表
現
に
 よ
 る
も
の
で
あ
 る
 。
歴
史
的
資
料
の
 

よ
 う
 に
 、
 単
に
事
実
に
つ
い
て
、
事
実
に
即
し
て
記
し
 て
い
る
も
の
で
は
な
い
 0
 そ
こ
に
は
象
徴
的
表
現
に
よ
っ
 て
 語
ら
れ
て
い
る
「
 あ
 

る
も
の
」
が
あ
り
、
そ
れ
な
し
に
は
宗
教
的
文
献
は
成
上
 
せ
し
な
い
。
そ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
 

梵
 
・
 蔵
 ，
巴
の
仏
典
 も
 、
漢
訳
仏
典
も
同
じ
 

位
置
に
立
っ
と
言
わ
ぬ
 ぱ
 な
ら
な
い
。
 

謹
 

の
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
教
え
に
関
す
る
表
現
は
象
 

と
が
確
か
め
ら
れ
、
従
っ
て
、
新
約
聖
書
の
理
解
と
は
、
 

よ
っ
て
、
そ
の
成
立
の
 プ
 p
 セ
ス
 が
解
明
さ
れ
、
そ
こ
 

な
っ
た
の
と
同
様
に
、
仏
典
の
理
解
に
関
し
て
も
、
舌
口
 

わ
 

福
音
書
に
関
し
て
、
当
初
は
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
 イ
ヱ
ス
 

釈
尊
の
教
え
が
、
単
な
る
生
活
の
仕
方
（
老
ば
 
o
h
 巨
 

徴
的
 表
現
で
あ
る
。
原
始
教
団
の
仏
教
徒
た
ち
は
、
経
典
 

に
 原
始
教
団
の
信
仰
告
白
、
言
 い
 か
え
れ
ば
ひ
と
っ
の
 解
 

ば
 同
じ
解
釈
学
的
状
況
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 

そ
の
原
始
教
団
の
信
仰
告
白
の
解
読
に
ほ
か
な
ら
な
い
 

の
 言
行
を
記
し
た
も
の
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
が
、
文
献
 

0
 ）
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
何
等
か
の
超
越
の
 

結
集
に
際
し
て
、
釈
尊
に
 ょ
 

釈
 が
示
さ
れ
て
い
る
こ
 

と
 考
え
ら
れ
る
 よ
う
 に
 

学
的
研
究
の
進
展
に
 

次
元
を
開
示
す
る
も
 

小
 
4
@
 

め
て
仏
教
に
出
会
っ
た
、
と
も
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

と
 言
え
よ
う
。
イ
ン
ド
学
の
一
領
域
と
し
て
、
全
く
価
 値
 中
立
的
に
仏
典
の
文
献
学
的
研
究
に
従
事
す
る
 

漢
訳
仏
典
に
よ
っ
て
仏
教
に
親
し
ん
で
き
た
日
本
人
は
 、
 い
ま
あ
ら
た
め
て
 
梵
 
・
 蔵 
・
巴
の
仏
典
に
接
し
 

さ
れ
た
中
国
的
潤
色
 ｜
 そ
れ
は
過
誤
と
し
て
と
ら
え
ら
 れ
る
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ
る
が
 ｜
を
 除
去
し
、
 

に
し
ょ
う
と
試
み
て
い
る
。
そ
の
成
果
を
今
日
多
く
手
に
 す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
 欧

米
の
研
究
者
は
さ
て
お
 き
、
 

て
 、
漢
訳
仏
典
に
お
い
て
付
加
 

原
初
の
簡
明
な
教
説
を
明
ら
か
 

日
本
人
は
現
代
に
お
い
て
は
じ
 



(616) 44 

の る 象 し 域 
機 宗 こ 。 徴 も は 象 
全 教 こ 

  
に 的 で ， ン、ド 広汎とな一致 徴に とく 

論 集 は る し で つ に   
じ 徴 し 

      
て な か 中国 が力しょ、 あり いて 宗教 

そ 。 、 は 的   か るく。 め し、 
が つ そ 

の 象 そ 、 象 日 

は 徴 れ 今 散 木 
、 て ぅ た な を 日 の に 

そ 的 し ら 記 め 多 聞 わ 
の 確 た ぎ 苛 ぐ く 題 た 
代 な 議 に と る の が る 
表 理 論 関 区 見 機 密 仏 
的 解 に し 別 解 合 接 教 
な な は て す も に に の 

も 示 立 、 る 多 多 閲 歴 
の し ち 他 場 様 く 保 史 
は て 入 老 台 で の し 的 
" い ら に ち る 人 て 展 

あ あ る び く 開 

、と 「信仰 ず るのは とが 論 意味 な 8 り、図 その o る 
と 

の 

を 別 所 じ よ 

伍 し 完 て @ 
達 な 分 か Ⅱ @ し 

す い 野 ろ 

8 場 に 。 
把 
，え 

も 合 よ 哲 る 
の も っ 学 か 

" あ て   と る し 一一一一口   
な 。 何 語 （ @ ノ 

ぃ 昔 を 学 

で ・ 。 千 も声象 、 散大 
問題 

を 
考 
え , 

さ よ 

    ま 行 か 文 ，りソ 

そ ヒ み ざ 為 に 学 と 

す 
ま等つ等 たょ " い " る う こでテ 象徴 よ 。 は 場 あ て そ 場 

ィ ケこ 
合 ら も の ム 

リ つ 
  

ッ い 
ヒ て 

象   徴 
は 多 の 

@ 得 が ず 領 月月 

と し 食 言 
言 泉 た を 葉貧 
え 徴 漢 示 は ） 

ょ 的 訳 す   

う 表 仕 も 大 
。 現 典 の 乗 

に の に 経 
か 訳 ほ 典 
か 者 か に 

わ た な お 
る ち ち い 
こ も な て 
の い い 象 

よ ナ i  。 徴 

う い そ 的 
た て し に 

問 い て 表 
題 た 同 現 
を の 様 さ 

ど で の れ 
の は 信 て 
よ な 念 い 

う い   を る 
に で 、 事 

考 あ そ 柄 
え る の が 
る う 発 " 
か か 想 釈 
と 。 や 尊 
  表 の 
あノ 現 宗 
    の 教 

と 性 的 
Ⅴ @ し 万 目 

に 覚 
今 お と 

日 い ひ 

の て と 

  企 つ 
教 く で， 
研 異 あ 
究 な る 
  る と 

ひ 
    一 ー ロ リ ト 

と 圧 口口 う 

つ へ 大 
  
課 

の 乗 
観 仏 

題 訳 教 

が に 徒 

あ 苦 め 
る 心 情 



仏教研究の 一 課題 

-
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0
 

）
 

象
徴
の
一
般
的
特
徴
に
つ
い
て
、
ま
ず
次
の
よ
う
に
 @
 @
O
 

象
徴
に
は
記
号
と
共
通
な
面
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
 自
身
の
外
に
あ
る
も
の
を
示
す
と
い
う
点
で
あ
る
。
 例
え
 ぱ
 交
通
標
識
が
そ
れ
 

自
身
と
何
の
関
係
も
な
い
あ
る
指
示
を
与
え
る
よ
 う
 に
 、
 文
字
や
数
も
昔
や
意
味
を
示
す
。
し
か
し
同
時
に
象
徴
 は
 記
号
と
ち
が
っ
て
 、
 

そ
れ
が
示
し
て
い
る
も
の
ど
深
く
関
わ
り
を
も
つ
。
 従
 っ
て
象
徴
は
自
由
に
と
り
か
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

例
 え
ば
国
旗
は
、
そ
れ
が
 

代
表
し
て
い
る
民
族
の
 力
と
 威
信
に
関
係
し
て
い
る
か
 ら
 、
そ
の
民
族
が
歴
史
的
に
崩
壊
し
な
い
限
り
、
そ
れ
を
 と
り
か
え
る
こ
と
は
で
 

き
な
い
。
さ
ら
に
象
徴
は
、
そ
れ
な
し
に
は
理
解
で
き
 な
 い
 現
実
の
特
質
を
示
す
。
即
ち
 、
 目
に
見
え
な
い
理
念
 的
な
も
の
、
超
越
的
な
 

も
の
が
象
徴
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
 士
 下
術
作
品
は
客
観
的
に
は
 
把
え
 得
な
い
あ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
 を
 表
現
す
る
。
ま
た
 象
 

徴
は
 、
現
実
の
次
元
や
構
造
に
対
応
す
る
心
の
次
元
や
 構
造
を
開
示
す
る
。
例
え
ば
ド
ラ
マ
や
音
楽
は
、
わ
れ
わ
 れ
 自
身
の
存
在
の
か
く
 

れ
た
深
み
を
あ
ら
わ
に
す
る
 0
 こ
の
 ょ
う
 な
意
味
で
の
 
象
徴
は
、
勝
手
に
考
案
さ
れ
た
り
創
作
さ
れ
た
り
す
る
も
 の
で
は
な
く
、
個
人
 

的
 、
あ
る
い
は
集
合
的
無
意
識
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
。
 そ
し
て
象
徴
と
し
て
の
形
成
は
、
社
会
的
に
為
さ
れ
、
 社
会
的
に
支
持
さ
れ
 

る
 0
 舌
口
わ
ば
社
会
的
行
為
と
し
て
、
時
が
満
ち
て
形
成
さ
 

ね
 、
時
が
尽
き
て
死
滅
す
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
 ょ
う
 に
象
徴
一
般
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
 

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
さ
ら
に
宗
教
的
象
徴
に
つ
い
て
次
の
よ
 3
 に
 @
 う
。
宗
教
的
 

象
徴
は
、
人
間
が
究
極
的
に
か
か
わ
る
次
元
を
開
示
す
 る
 。
そ
れ
は
人
間
の
心
に
究
極
的
な
次
元
の
経
験
を
可
能
 に
す
る
の
で
あ
り
、
 
そ
 

0
 機
能
を
失
 う
 な
ら
ば
、
そ
の
象
徴
は
死
滅
す
る
。
宗
教
 的
 象
徴
は
 、
 聖
な
る
も
の
の
聖
な
る
在
り
方
に
参
与
し
 て
い
る
 0
 し
か
し
参
与
 

と
い
う
こ
と
は
同
一
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
 家
 徴
 自
身
が
聖
な
る
も
の
で
は
な
い
 0
 究
極
的
な
も
の
、
 
軸
 @
 
制
約
的
に
超
越
し
て
い
 

る
も
の
は
、
そ
れ
自
身
の
あ
ら
ゆ
る
象
徴
を
超
越
し
て
 い
る
の
で
あ
る
 
0
 

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
こ
の
よ
う
な
象
徴
の
理
解
を
基
礎
と
し
て
 考
え
る
と
 き
 、
そ
こ
に
宗
教
的
象
徴
の
形
成
と
伝
達
、
 

さ
ら
に
そ
の
解
釈
 と
 

い
 う
 問
題
が
出
て
く
る
。
 

-
7
@
 
 

そ
れ
を
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
 る
 重
要
な
象
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
十
字
架
に
つ
い
て
 考
 え
て
み
よ
う
。
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イ
ェ
ス
の
刑
死
後
、
そ
の
弟
子
の
ひ
と
り
が
十
字
架
を
 見
て
、
イ
ェ
ス
の
言
葉
と
行
為
を
想
起
し
、
そ
の
死
の
意
 味
 を
父
な
る
神
の
人
 

類
 救
済
の
音
生
心
の
実
現
と
し
て
理
解
し
た
と
し
ょ
う
。
 
そ
 の
時
、
そ
の
弟
子
に
お
い
て
、
十
字
架
は
ひ
と
つ
の
 象
 徴
 と
な
っ
た
と
舌
口
っ
て
 

よ
い
で
あ
ろ
う
 0
 し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
、
そ
れ
は
ま
 だ
 キ
リ
ス
ト
教
団
に
お
け
る
宗
教
的
象
徴
と
し
て
は
形
成
 さ
れ
て
は
い
な
い
 0
 そ
 

の
場
合
、
神
に
よ
る
罪
と
死
か
ら
の
人
間
の
救
済
と
い
う
 こ
と
に
つ
い
て
の
共
通
の
理
解
が
あ
り
、
そ
れ
が
 ィ
エ
 ス
の
 十
字
架
上
の
死
 と
 

い
 う
 事
実
と
結
合
す
る
必
然
性
が
あ
る
と
き
、
は
じ
め
て
 十
字
架
は
原
始
キ
リ
ス
ト
教
団
の
宗
教
的
象
徴
の
ひ
と
 つ
 と
し
て
成
立
す
る
。
 

宗
教
的
象
徴
は
 、
 個
々
の
人
間
の
実
存
に
深
く
か
か
わ
 る
と
こ
ろ
で
形
成
さ
れ
る
が
、
同
時
に
社
会
的
に
成
立
す
 る
 可
能
性
を
も
っ
て
 

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
宗
教
的
象
徴
の
形
 成
な
う
 な
が
す
個
々
の
人
間
の
実
存
的
関
心
は
、
人
間
 存
在
と
し
て
の
普
遍
的
 

な
 問
題
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
 0
 そ
の
点
に
 ゐ
 
ホ
教
 的
 象
徴
の
特
色
が
あ
る
。
 

こ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
宗
教
的
象
徴
の
伝
達
と
い
う
問
題
 が
 生
ず
る
。
宗
教
的
象
徴
は
、
そ
れ
を
承
認
し
支
持
す
 
 
 

達
さ
れ
て
ゆ
く
。
し
か
し
そ
の
伝
達
は
、
集
団
の
 ノ
 ン
 ハ
 ー
に
よ
っ
て
単
に
伝
承
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
は
 な
く
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
 

の
 一
人
ひ
と
り
に
よ
っ
て
そ
の
つ
ど
あ
ら
た
め
て
形
成
さ
 れ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
 は
 、
宗
教
的
象
徴
と
い
 

う
も
の
が
、
究
極
的
な
存
在
の
次
元
に
か
か
わ
り
、
 個
 々
の
人
間
に
そ
の
存
在
の
次
元
の
経
験
を
可
能
に
す
る
も
 の
と
し
て
あ
る
か
ら
で
 

あ
る
。
そ
う
い
う
は
た
ら
ぎ
を
失
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
 は
 単
な
る
標
識
と
し
て
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
 

例
え
ば
十
字
架
が
、
イ
エ
ス
の
受
難
と
復
活
を
あ
ら
れ
 す
も
の
と
し
て
、
人
び
と
を
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
 宗
 教
的
生
 に
参
与
さ
せ
 

得
る
限
り
、
そ
れ
は
宗
教
的
象
徴
と
し
て
の
意
味
を
も
 つ
が
、
そ
の
は
た
ら
ぎ
を
失
っ
た
な
ら
ば
、
教
会
な
ど
の
 所
在
を
示
す
標
識
に
す
 

ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
 A
f
,
 

。
 

こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
宗
教
的
象
徴
の
伝
達
が
、
宗
教
案
 回
 に
お
け
る
個
々
の
メ
ン
バ
ー
の
宗
教
経
験
に
ほ
か
な
 ら
な
い
。
即
ち
宗
教
 

経
験
と
は
、
伝
承
さ
れ
た
宗
教
的
象
徴
が
、
一
人
ひ
と
 り
の
 メ
ン
バ
ー
の
宗
教
的
要
求
を
満
た
す
も
の
と
し
て
 彼
 自
身
に
お
い
て
形
成
さ
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あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
象
徴
の
形
成
・
伝
達
，
解
釈
 

人
間
が
究
極
的
に
か
か
わ
る
次
元
を
開
示
す
る
。
そ
し
 

を
 通
し
て
、
宗
教
は
歴
史
と
社
会
の
中
で
自
ら
を
つ
ね
に
 

て
ま
た
、
人
間
が
究
極
的
に
 

あ
ら
た
に
表
現
す
る
の
 

 
 

6
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鋤
か
か
わ
る
次
元
は
象
徴
的
に
し
か
表
現
し
得
な
い
 

。
そ
の
意
味
で
、
象
徴
は
宗
教
が
そ
れ
自
身
を
直
接
的
に
 

 
 

 
 

 
 

  

に
す
る
場
で
生
き
続
け
る
ご
と
は
で
き
な
い
。
象
徴
は
 、
 そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
け
る
解
釈
を
媒
介
と
し
て
、
 個
 々

の
人
間
の
宗
教
的
 生
 

の
 確
立
を
 う
 な
が
し
、
そ
こ
で
彼
に
お
い
て
生
き
た
象
徴
 と
な
り
、
さ
ら
に
あ
ら
た
な
解
釈
を
生
む
。
そ
の
点
 か
 ら
 言
え
ば
、
象
徴
の
存
 

熟
続
は
 、
解
釈
に
深
く
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

象
徴
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
前
提
な
の
で
 あ
る
。
そ
の
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
宗
教
的
象
徴
は
、
歴
史
 的
 
・
社
会
的
条
件
を
異
 

宗
教
的
象
徴
の
解
釈
は
、
そ
の
象
徴
を
生
き
た
も
の
と
 し
て
伝
達
す
る
こ
と
の
基
礎
と
な
る
。
即
ち
 、
 新
た
に
 個
 々

の
人
間
に
お
い
て
 

れ
ば
、
十
字
架
は
宗
教
的
象
徴
と
し
て
の
意
味
を
喪
失
 す
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
 

い
る
。
そ
う
し
た
現
代
の
世
界
像
を
背
景
と
し
て
、
十
字
 架
 と
い
う
象
徴
の
意
味
の
解
釈
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
 ね
 。
そ
の
試
み
が
な
 げ
 

そ
の
背
景
に
は
、
天
国
や
こ
の
世
に
つ
い
て
の
古
代
人
 0
 表
象
が
あ
る
。
そ
の
世
界
像
は
、
現
代
の
自
然
科
学
的
 世
界
像
と
は
異
な
っ
て
 

で
あ
る
。
彼
は
変
化
す
る
現
実
の
中
で
、
そ
の
問
い
 

を
 直
接
受
け
て
い
る
。
そ
れ
に
対
す
る
答
え
を
、
象
徴
 の
 解
釈
を
通
し
て
果
さ
 

ね
ば
な
ら
ぬ
。
 

例
え
ば
十
字
架
は
イ
ェ
ス
の
 生
 と
死
を
象
徴
す
る
と
 同
 時
に
 、
 神
の
意
志
が
垂
直
に
地
上
に
表
明
さ
れ
た
と
い
う
 こ
と
も
意
味
す
る
。
 

現
実
は
つ
ね
に
変
化
す
る
。
宗
教
的
象
徴
そ
の
も
の
は
 規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
意
味
の
理
解
や
解
釈
は
 、
変
 化
す
る
現
実
か
ら
の
間
 

い
か
け
に
応
じ
て
多
様
に
試
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 そ
 れ
を
試
み
る
の
は
、
宗
教
的
象
徴
を
自
ら
に
お
い
て
あ
 ら
た
め
て
形
成
し
た
者
 

宗
教
的
象
徴
が
こ
の
よ
う
に
し
て
伝
達
さ
れ
る
と
 き
 、
 そ
 こ
に
新
た
な
解
釈
の
可
能
性
が
生
ず
る
。
と
い
う
の
は
 、
歴
史
的
・
社
会
的
 

れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
時
、
彼
は
そ
の
集
団
に
お
 け
 る
 宗
教
的
象
徴
の
原
初
の
形
成
を
反
復
し
て
い
る
の
で
あ
 る
 。
 



あ
る
と
い
う
 

釈
尊
は
立
 

れ
て
い
る
。
 

と
言
え
よ
う
 

く
知
ら
れ
た
 

し
は
な
い
」
 

を
 依
所
 と
し
 

地
を
伝
達
し
 

四
諦
八
王
 こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
 
0
 ま
さ
に
そ
こ
に
、
宗
教
的
象
徴
 の
 成
立
す
る
所
以
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 

っ
て
説
法
を
始
め
る
。
そ
の
場
合
に
、
基
礎
的
な
概
念
と
 し
て
「
 法
 」
や
「
縁
起
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
た
 と
 考
え
 ろ
 

と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
表
現
は
 、
 人
び
と
を
釈
尊
 と
 同
じ
さ
と
り
へ
導
く
た
め
の
宗
教
的
象
徴
に
ほ
か
な
ら
 な
か
っ
た
 

。
そ
れ
に
よ
っ
て
釈
尊
は
人
び
と
を
導
こ
 う
 と
し
た
の
 
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
に
別
の
方
法
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
 な
い
 0
 ょ
 

「
わ
た
し
に
よ
っ
て
法
は
内
外
の
区
別
な
く
説
か
れ
た
。
 

ア
一
ナ
ン
 ダ
よ
 、
如
来
の
法
に
は
、
教
師
の
秘
密
の
に
 ぎ
り
こ
ぶ
 

と
か
、
「
ア
ー
ナ
ン
ダ
 
よ
 、
こ
こ
に
自
己
を
灯
明
と
し
、
 

自
己
を
依
 所
 と
し
て
、
他
を
依
 所
 と
せ
ず
、
法
を
灯
明
 と
し
、
 法
 

@
9
-
 

て
、
 他
を
依
 所
 と
せ
ず
し
て
住
せ
よ
」
と
い
っ
た
言
葉
 は
 、
「
 法
 」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
、
釈
尊
が
自
ら
の
さ
 と
り
の
 境
 

よ
 う
 と
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 

道
 と
い
っ
た
原
始
仏
教
の
基
礎
概
念
も
、
宗
教
的
象
徴
 と
い
う
意
味
を
有
す
る
こ
と
は
言
 う
 ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
 ぅ
 。
 苦
 

ハ
 
0
0
 

）
 

語
 」
に
対
す
る
 人
 ぎ
な
疑
惑
・
不
信
が
あ
る
と
言
わ
れ
 る
 。
そ
れ
は
、
宗
教
的
覚
醒
が
 言
 亡
虜
 絶
 の
こ
と
で
あ
り
 、
冷
暖
自
知
の
こ
と
で
 

以
上
に
お
い
て
、
宗
教
的
象
徴
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
 理
解
を
述
べ
た
が
、
仏
教
に
つ
い
て
そ
れ
を
考
え
る
な
ら
 。
は
次
の
よ
 

こ
と
が
で
き
よ
う
 0
 

釈
尊
は
世
の
老
病
死
を
観
じ
て
出
家
し
、
六
年
の
長
い
 苦
行
の
後
、
菩
提
樹
下
に
端
坐
し
て
禅
定
に
入
り
大
悟
 徹
 度
 し
た
。
 

と
り
を
開
い
た
釈
尊
は
、
そ
の
ま
ま
直
ち
に
衆
生
済
度
 の
 活
動
を
せ
ず
、
沈
思
黙
考
し
て
、
 労
 多
く
し
て
得
る
と
 こ
ろ
の
少
な
 

す
る
よ
り
も
む
し
ろ
 浬
架
 に
人
ろ
う
と
考
え
た
が
、
 梵
 天
の
勧
請
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
伝
道
を
決
意
し
た
と
さ
 れ
る
。
こ
こ
 う

 に
言
 う
 

し
か
し
さ
 

い
説
法
を
 

に
は
「
舌
口
  

  
 

 
  

 

四
 

であ 

る 
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て
の
機
能
の
喪
失
を
見
得
る
で
あ
ろ
う
。
 

大
乗
仏
教
は
、
宗
教
的
象
徴
の
再
形
成
と
い
う
意
味
を
 

も
つ
。
大
乗
仏
教
徒
は
 
、
 先
に
も
言
っ
た
よ
う
に
、
釈
尊
 
の
 宗
教
的
自
覚
と
ひ
 

と
つ
で
あ
る
と
い
う
確
信
に
従
っ
て
経
典
の
編
集
を
試
 

み
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
ら
た
に
形
成
さ
れ
た
象
徴
 

群
 は
 、
歴
史
と
社
会
の
問
 

い
か
げ
に
応
じ
た
仏
教
徒
の
新
し
い
答
え
に
ほ
か
な
ら
な
 

か
っ
た
の
で
あ
る
。
中
観
や
唯
識
の
学
派
の
成
立
は
 

、
 あ
ら
た
な
象
徴
 
群
 に
対
 

す
る
解
釈
の
試
み
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
学
派
が
そ
れ
ぞ
 

れ
 理
論
的
研
究
と
同
時
に
、
組
織
的
な
修
行
方
法
を
も
っ
 

て
い
た
と
い
う
こ
と
 

は
 、
こ
う
し
た
宗
教
的
象
徴
の
伝
達
と
解
釈
の
在
り
方
を
 

具
体
的
に
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。
即
ち
そ
れ
ら
の
 

学
 派
 で
は
、
大
乗
の
経
典
 

ぬ
 
に
お
け
る
諸
象
徴
が
、
釈
尊
の
宗
教
的
自
覚
を
表
 

現
す
る
の
に
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
と
と
も
 

に
 、
他
方
で
は
そ
の
象
徴
の
 

ゆ
 
主
体
的
な
再
形
成
を
実
践
的
に
行
な
 

い
 、
さ
ら
に
 そ
の
解
釈
を
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
ら
た
な
可
能
性
を
 

追
求
し
た
の
で
あ
る
。
 

鋤
 

中
国
に
お
け
る
仏
教
の
受
容
と
発
展
も
、
宗
教
 

的
 象
徴
の
伝
達
と
解
釈
の
展
開
と
し
て
理
解
し
得
る
で
あ
 

ろ
う
。
多
く
の
経
典
に
よ
っ
 

伝
 
て
伝
え
ら
れ
た
宗
教
的
象
徴
 
群
 に
よ
っ
て
、
中
国
 0
 人
び
と
は
釈
尊
の
宗
教
的
自
覚
に
参
与
す
る
チ
ャ
ン
ス
 

を
 得
た
の
で
あ
る
。
こ
と
に
 49  (621) 

宗
教
的
自
覚
を
表
現
す
る
象
徴
と
し
て
で
は
な
く
、
 そ
 れ
 自
身
絶
対
化
さ
れ
る
と
き
、
も
は
や
象
徴
は
宗
教
的
 象
 徴
 と
し
て
の
は
た
ら
き
 

を
夫
 ぅ
 。
部
派
仏
教
に
お
い
て
「
 法
 」
の
概
念
が
限
り
 な
く
細
か
く
分
析
さ
れ
る
と
い
う
事
態
の
う
ち
に
、
そ
 う
 し
た
宗
教
的
象
徴
と
し
 

徴
 が
固
定
さ
れ
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
釈
尊
の
宗
教
的
 

主
 に
参
与
し
得
る
か
ぎ
り
、
そ
の
象
徴
は
生
き
て
い
る
。
 

し
か
し
象
徴
が
釈
尊
の
 

成
立
し
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
 

釈
尊
の
入
滅
後
、
当
然
そ
れ
ら
の
言
葉
は
、
象
徴
と
し
 て
 固
定
さ
れ
る
。
そ
れ
が
経
典
結
集
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
 ぅ
 。
そ
の
場
合
、
象
 

り
に
導
か
な
い
の
な
ら
、
そ
れ
は
生
き
た
言
葉
と
は
 言
，
 
ぇ
 な
い
。
少
な
く
と
も
原
始
仏
教
教
団
の
人
た
ち
は
、
 釈
 尊
 に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
 

そ
れ
ら
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
そ
の
宗
教
的
 生
 に
直
接
 参
 与
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
成
立
し
得
 は
 げ
れ
 ぱ
 、
教
団
そ
の
も
の
が
 

集
 ・
 滅
 ・
適
や
、
正
見
，
 正
 思
惟
等
の
一
々
の
言
葉
が
 、
 釈
尊
の
宗
教
的
自
覚
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
 @
@
 

ロ
 
葉
が
、
 人
び
と
を
さ
と
 



び
と
に
仏
に
 よ
 る
救
済
と
い
う
究
極
的
な
次
元
と
の
か
 か
わ
り
を
実
現
し
ょ
う
と
す
る
。
称
名
と
い
う
行
も
 、
名
 号
 と
い
う
宗
教
的
象
徴
 

を
 一
人
ひ
と
り
が
自
ら
に
お
い
て
生
き
た
象
徴
と
し
て
 形
成
す
る
た
め
の
宗
教
的
実
践
で
あ
る
。
 

宗
教
的
象
徴
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
言
う
よ
う
に
、
 聖
な
 る
も
の
・
究
極
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
に
参
与
し
て
い
る
が
、
 聖
な
る
も
の
そ
の
も
 

の
で
は
な
い
 0
 し
か
し
人
間
は
そ
れ
を
同
一
視
し
、
絶
対
 化
す
る
。
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
は
、
象
徴
の
形
成
そ
 の
も
の
を
否
定
す
る
 以
 

外
に
は
な
い
。
禅
は
基
本
的
に
そ
う
い
う
態
度
を
と
る
 上
 
工
場
で
あ
ろ
う
。
 

例
え
ば
「
臨
済
録
」
の
「
 殺
 仏
殿
 祖
 」
と
い
う
語
は
 、
単
 に
 対
象
的
に
出
会
う
も
の
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
だ
 げ
で
は
な
く
、
出
会
 

ぅ
 こ
と
そ
の
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
 0
 し
か
し
そ
れ
に
 よ
っ
て
宗
教
的
象
徴
と
い
う
も
の
が
す
べ
て
否
定
さ
れ
る
 の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
 

る
 事
物
が
そ
の
 っ
ど
 個
々
の
時
と
所
に
お
い
て
宗
教
的
 象
徴
と
し
て
形
成
さ
れ
得
る
。
も
と
よ
り
そ
の
象
徴
の
形
 成
は
 
一
回
き
り
で
反
復
 

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
そ
の
か
わ
り
そ
の
出
来
事
自
 身
 が
ひ
と
つ
の
象
徴
的
事
件
と
し
て
伝
承
さ
れ
、
あ
ら
た
 な
 宗
教
的
覚
醒
を
 う
 な
 

然
の
教
え
に
お
い
て
、
阿
弥
陀
仏
の
救
済
と
い
う
究
極
 

が
す
も
の
と
な
る
。
禅
の
公
案
や
故
事
な
ど
は
そ
 う
い
 的

な
リ
ア
 
り
 テ
ィ
に
ふ
れ
た
の
で
あ
る
 0
 

5
 意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

日
本
仏
教
の
独
自
な
発
展
も
、
宗
教
的
象
徴
が
伝
達
さ
 ね
 、
あ
ら
た
な
解
釈
を
生
ん
で
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
と
考
え
る
 こ
と
が
で
き
る
 
0
 例
 

え
ば
、
法
然
や
親
鸞
に
お
け
る
浄
土
教
に
お
い
て
は
、
 
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
名
号
と
い
う
言
語
的
象
徴
が
決
定
 的
な
意
味
を
も
っ
て
 い
 

る
 。
法
然
は
、
善
導
の
日
観
経
 疏
ヒ
の
 
一
文
を
読
ん
で
 浄
 土
門
に
帰
し
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
そ
こ
で
名
号
が
 彼
自
身
に
お
い
て
生
 き
 

る
 象
徴
と
し
て
形
成
さ
れ
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
 ま
 た
 親
鸞
は
 、
 「
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
 
す
 げ
ら
れ
ま
い
 
ら
す
べ
し
」
と
い
う
 法
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

例
え
ば
、
浄
土
教
は
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
中
心
と
す
る
 象
徴
 群
 で
あ
る
。
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
言
語
的
 象
 徴
 が
核
と
な
っ
て
 人
 

浄
土
教
や
禅
は
、
中
国
 的
 発
想
や
思
惟
方
法
を
背
景
と
 し
つ
つ
仏
教
を
受
容
し
ょ
う
と
す
る
試
み
に
ほ
か
な
ら
な
 か
っ
た
と
考
え
ら
れ
 

5
0
 



仏教研究の - 課題 

道
元
は
入
宋
し
て
天
童
如
浄
に
接
し
、
宗
教
的
覚
醒
に
 導
か
れ
た
が
、
こ
の
場
合
は
 @
 語
的
象
徴
に
よ
る
も
の
で
 は
な
い
 0
 む
し
ろ
 師
 

如
浄
の
「
端
坐
参
禅
」
と
い
う
純
一
の
行
業
が
、
行
為
的
 象
徴
と
し
て
道
元
に
迫
っ
た
の
で
あ
る
 0
 彼
は
㍉
弁
道
 諸
口
に
 、
 「
も
し
人
、
一
 

時
 な
り
と
い
ふ
と
も
、
三
業
に
仏
印
を
標
し
、
三
昧
に
 端
坐
す
る
と
 き
 、
通
法
界
み
な
仏
印
と
な
り
、
 

尽
 虚
空
こ
 
と
ご
と
く
さ
と
り
と
な
 

る
 」
と
舌
口
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
坐
禅
と
い
う
行
為
 

が
 宗
教
的
象
徴
と
し
て
 抱
 え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
 0
 

日
本
仏
教
は
、
中
国
仏
教
の
決
定
的
な
影
響
を
受
け
て
い
 る
が
、
中
国
仏
教
が
そ
の
ま
ま
移
植
さ
れ
た
の
で
は
な
 く
 、
そ
こ
に
日
本
仏
 

教
 と
し
て
独
自
の
発
展
を
見
た
の
は
、
そ
の
伝
来
が
 、
ゐ
 示
教
的
象
徴
の
伝
達
、
解
釈
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
 か
ら
で
あ
る
 0
 法
然
、
 

親
鸞
、
道
元
、
日
蓮
と
い
っ
た
い
わ
か
る
鎌
倉
仏
教
の
 祖
師
た
ち
は
、
い
ず
れ
も
そ
う
し
た
意
味
で
の
す
ぐ
れ
た
 解
釈
者
で
あ
っ
た
と
い
 

ぅ
 こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
 

以
上
、
宗
教
的
象
徴
の
形
成
・
伝
達
・
解
釈
の
展
開
と
 し
て
仏
教
の
歴
史
的
連
関
を
考
え
て
み
た
が
、
そ
う
し
た
 理
解
が
成
立
す
る
か
 

ど
う
か
は
、
さ
ら
に
具
体
的
な
検
討
を
必
要
と
す
る
で
 あ
ろ
う
 0
 こ
こ
で
は
ひ
と
つ
の
視
点
と
し
て
、
そ
の
概
観
 を
 試
み
た
に
す
ぎ
た
 

 
 

 
 冒

 さ
ま
で
も
な
く
、
仏
教
は
釈
尊
の
宗
教
的
覚
醒
（
 さ
 と
り
）
に
端
を
発
し
、
そ
れ
を
万
人
の
歩
む
べ
き
 道
 と
し
 て
 教
示
す
る
教
え
で
 

あ
る
。
そ
こ
に
ひ
ら
か
れ
た
究
極
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
 表
現
す
る
も
の
と
し
て
宗
教
的
象
徴
が
形
成
さ
れ
、
伝
達
 さ
れ
る
。
そ
し
て
歴
史
 

的
 社
会
的
状
況
の
中
で
、
そ
の
象
徴
の
解
釈
は
多
様
に
 展
開
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
展
開
の
全
体
が
 仏
 教
 で
あ
る
こ
と
を
、
 
単
 

に
 主
観
的
な
信
念
と
し
て
で
は
な
く
、
客
観
的
な
事
実
と
 し
て
解
明
す
る
の
が
仏
教
の
学
問
的
研
究
の
目
的
で
は
 な
い
だ
ろ
う
か
。
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以
上
わ
れ
わ
れ
 

開
を
学
問
的
に
ど
 

と
こ
ろ
を
述
べ
た
 

し
、
そ
れ
に
よ
っ
 

現
代
の
学
問
的
 

ム
 教
の
間
 題
 に
つ
 

宗
教
哲
学
で
な
げ
 

集
積
に
終
る
こ
と
 

す
る
。
そ
れ
が
 同
 

た
 努
力
を
な
す
こ
 

言
う
ま
で
も
な
 

究
の
意
義
と
価
値
 

る
 0
 も
と
よ
り
そ
 

究
 さ
れ
て
い
る
の
 

を
 今
更
舌
口
 
ぅ
 こ
と
 は

 、
わ
が
国
に
お
け
る
仏
教
研
究
の
現
状
を
顧
み
、
 そ
，
 」
に
生
じ
て
い
る
ひ
と
つ
の
課
題
と
し
て
、
仏
教
の
歴
史
 的
展
 

5
 把
え
 ろ
 か
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
に
つ
い
 て
 宗
教
的
象
徴
を
め
ぐ
る
理
解
を
背
景
と
し
て
、
若
干
 考
 え
る
 

。
そ
れ
は
他
面
で
は
、
現
代
の
宗
教
学
、
宗
教
哲
学
の
 
分
野
に
お
け
る
問
題
を
積
極
的
に
仏
教
研
究
の
領
域
に
 導
入
 

て
 新
た
な
角
度
か
ら
の
仏
教
理
解
の
可
能
性
を
ひ
ら
こ
 う
 と
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 

研
究
は
普
遍
的
な
意
味
を
も
つ
。
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
 お
け
る
独
自
の
問
題
も
、
学
問
的
レ
ベ
ル
で
は
仏
教
や
 イ
 ス
ラ
 

な
が
る
も
の
を
も
ち
得
る
 0
 そ
う
し
た
視
点
を
立
て
、
 

そ
 こ
に
共
通
の
場
を
ひ
ら
こ
う
と
す
る
の
が
宗
教
学
で
あ
 り
、
 

れ
ば
な
ら
な
い
 0
 そ
の
試
み
を
為
す
こ
と
が
な
い
な
ら
 ば
 、
宗
教
の
学
問
的
研
究
は
 、
 単
に
諸
宗
教
の
個
々
の
 研
 究
 め
 

に
な
ろ
 う
 。
宗
教
学
や
宗
教
哲
学
は
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
に
 関
心
を
も
ち
、
そ
の
共
通
の
構
造
や
本
質
を
解
明
し
ょ
 ぅ
と
 

時
に
 、
 個
々
の
宗
教
を
真
に
理
解
し
ょ
う
と
す
る
こ
と
 に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
 0
 仏
教
に
つ
い
て
も
、
 
そ
 ぅ
し
 

と
な
し
に
は
、
そ
の
理
解
が
普
遍
的
な
意
味
を
も
ち
 得
 な
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 

く
 、
こ
こ
に
述
べ
た
こ
と
は
、
今
日
多
く
の
研
究
者
た
 ち
の
地
道
な
努
力
が
 費
 さ
れ
て
い
る
仏
教
の
古
典
文
献
学
 的
所
 

を
財
 め
る
も
の
で
は
な
い
 
0
 む
し
ろ
そ
れ
を
前
提
と
し
、
 

そ
の
上
に
立
っ
て
問
題
の
提
起
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
 で
あ
 

ぅ
 し
た
問
題
は
、
今
あ
ら
た
め
て
論
ず
る
ま
で
も
な
く
、
 文
献
学
的
研
究
の
出
発
の
当
初
か
ら
、
研
究
者
に
よ
っ
 て
迫
 

で
あ
り
、
例
え
ば
「
大
乗
非
仏
説
論
争
」
な
ど
に
間
接
 的
に
で
は
あ
る
が
表
明
さ
れ
い
る
と
も
言
え
る
。
従
っ
て
 そ
れ
 

は
 、
迂
遠
の
そ
し
り
を
ま
め
が
れ
ぬ
が
、
欧
米
に
お
け
る
 解
釈
学
の
問
題
と
の
連
関
に
お
い
て
、
あ
え
て
こ
こ
に
 取
り
 

五
 



仏教研究の一課題 
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版
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Ⅱ
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）
長
谷
正
当
 

訳
 「
諸
解
釈
間
の
 

葛
藤
」
 宍
 解
釈
学
の
根
木
問
題
」
 晃
 洋
書
房
刊
所
収
）
 

久
米
 博
著
 
同
象
徴
の
解
釈
学
 
ヒ
 二
五
頁
、
一
四
八
頁
。
 

長
尾
雅
人
「
仏
教
の
思
想
と
歴
史
」
（
世
界
の
名
著
日
大
乗
仏
典
 
b
 中
央
公
論
社
刊
所
収
）
六
五
頁
。
 

岡
君
三
四
頁
 "
 

巾
が
 
㌍
）
 
づ
 -
 
）
 
コ
い
 
す
 @
 ミ
 @
e
 
の
。
 
コ
岸
さ
隼
呂
 
@
 
曲
コ
年
 

e
 ）
 年
 。
の
の
Ⅰ
 

ぃ
帝
す
め
コ
 

の
（
 
の
 e
s
a
 

ヨ
日
色
（
の
 

ミ
 の
 r
 
村
の
口
中
せ
ま
 
ど
 

拙
論
「
宗
教
的
象
徴
 仁
 つ
い
て
」
 盆
 東
洋
学
術
研
究
  
第
十
九
 巻
 第
一
号
参
照
。
）
 

先
掲
 長
尾
論
文
一
七
頁
。
 

前
田
恵
 学
著
 
「
釈
尊
」
（
山
高
扇
仏
書
林
 
刊
 ）
七
二
一
頁
、
 
セ
 五
頁
  
 

上
げ
た
の
で
あ
る
 0
 
こ
う
し
た
問
題
提
起
が
、
わ
が
 国
 

い
で
あ
る
。
 

に
お
け
る
仏
教
研
究
、
仏
教
理
解
の
一
層
の
発
展
に
資
す
 

 
 

る
と
こ
 

（
 ，
 」
の
小
論
は
、
日
本
宗
教
学
会
創
立
五
十
周
年
記
念
 公 開
講
演
会
の
講
演
原
稿
に
若
干
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

ろ
が
あ
れ
ば
 幸
 

53  (625) 



 
 

即
を
考
慮
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
 
発
展
そ
の
も
の
を
た
ど
る
こ
と
を
せ
ず
、
市
神
学
と
か
か
 わ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
と
り
 

 
 

 
 
 
 
 
 

和
上
げ
て
み
た
い
。
 

 
 

 
 

 
 

し
か
し
「
歴
史
神
学
と
組
織
神
学
」
と
い
う
表
現
も
 、
表
 題
 と
し
て
の
 対
 概
念
に
選
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
 

そ
の
内
容
を
限
定
す
 
5
 

 
 

」
 

川
 

主
治
 

 
 

日
本
宗
教
学
 ム
 百
五
十
周
年
を
記
念
し
て
、
日
本
に
お
け
る
 宗
教
学
の
展
開
を
、
キ
リ
ス
ト
教
研
究
を
中
心
に
回
顧
 し
 展
望
す
る
と
い
う
 

課
題
を
与
え
ら
れ
た
。
し
か
し
 一
 0
0
 
年
に
近
い
多
彩
 で
 広
汎
な
研
究
史
の
全
体
を
概
観
す
る
こ
と
は
、
時
間
と
 力
量
の
制
限
か
ら
不
可
 

能
 で
あ
る
 0
 し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
一
つ
の
問
題
意
 誠
 に
も
と
つ
い
て
、
そ
の
視
点
か
ら
の
問
題
史
的
設
定
の
 中
で
日
本
に
お
け
る
 キ
 

リ
ス
ト
教
学
の
展
開
を
考
え
て
み
た
い
 0
 そ
の
た
め
に
、
 
問
題
を
明
治
以
降
の
日
本
の
 プ
 p
 ス
タ
ン
ト
に
お
け
る
 キ
リ
ス
ト
教
研
究
に
限
 

開
 

 
 

公
会
な
ど
に
も
独
自
の
研
究
 史
 が
あ
り
、
あ
る
程
度
重
ね
 て
 考
え
う
る
点
も
あ
る
が
、
 

%
 
 こ
こ
で
は
考
慮
の
外
に
お
ぎ
た
い
。
さ
ら
に
問
題
 領
域
を
限
定
す
る
た
め
に
、
考
察
の
対
象
と
す
る
学
問
領
 域
を
 、
副
題
に
示
し
た
よ
 う
 

 
 

話
に
お
ぎ
た
い
。
最
近
目
ざ
ま
し
い
発
展
を
と
げ
つ
つ
 あ
る
聖
書
手
研
究
は
、
両
者
 

 
 

キ
 

に
か
か
わ
り
な
が
ら
独
自
な
展
開
を
示
し
て
い
る
。
 

歴
史
神
学
と
組
織
神
学
の
問
題
を
考
え
る
場
合
、
そ
の
 背
景
と
し
て
聖
書
学
の
発
展
 

日 

本 
ⅠⅠ 

お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
学
の
展
開
 

歴
史
神
学
と
組
織
神
学
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上 流 し   
て な の 成 田 

み 彫 テ 立 木 
た 成 l し の 
い し ゼ た キ 

      代 
表 周 
的 知 

」 

研 の   
究 事 @% @ 
老 実 
と て   そ 敦史 

学   
- フ が 、 発 

と 

  ， 点 、 
し 

ァ わ か 
て 

ヱ れ 
か わ 

  れ   
フ の 的 
オ 問 ヤ @ し 

・ ノ 題 キ を   
ケ 考   
l え   
べ ろ 教 
ル 際   史 

学、 
彼 所 
多 提 と 

野 と   
清 し 沖 @ し 
一 て   
事 

石 突 
不胡篠 

史 
原 関 学 

派 係 謙 を 、   
有 権 ユー 工 

誌 し 賀鉄 

場 
ヤ @ し 

てお 太郎 

立 
  

め ぎ ナ - @ 
四 た 歴 

大 を。 い 
史 
中 ネ 

と ， し 学   と 

話 合 と ッ 究 ガ 六 る 
と で し し パ ま に ル 竿 泌 、 

  
ナ ・ @ 一 要 六ヵも があ 、 っ こ： て起っ におげ 「組 た 中心的 テンや A. に   
か 限 り 義 光   学 心 で ヴ ろ ぅ なら イ 日 定 スト 学の 世紀 」と を お 。 W は ア まず「 復権の教研究本におしでは 歴 の 「 は、 キ くキ り ， ノ ・ ・。 ツァー 

け 用 に 運 史 リ ス ネ が 歴 
る い お 動 神 ス ト ン 『 史 神学」 られなキリス げる「 のこと 学」の 教の ト 教の学 ・ペルク イエス 

ト い 歴 を は 教 問 の 伝 は 
教 。 支 考 な 理 的 神 所   
学 そ 学 え ば や 研 学 究 歴 
め れ と て な 信 究 に 更 更 
展 ゆ 教 お し 仰 を 対 』 哲 
聞 え 義 き い 円 さ し で   学 
の に 学 た 展 容 す て E に 

」 い 開 の も 用   対 と     の体のい ト応 
を 史 し あ 系 と ら レ し 
た 神 た と 約 し れ め て   づ をう く 認識 て者 る 。 チ の 

て 組 よ け む え し 神 ら 

み 織 り て い た か 学 れ 
た 神 道 、 う い し に た   
い 。 字句 」で の 。 こ 対 比 

こ し 較 
で   て 的 あっ い と         は は 新 

う た 、 じ し 

- - ； @   も め い 

つ も ヰ @ し @ '@ つ て 概 
の 知 カ こ と 月 食 
立 れ l で 幅 い で 

場 な か は       主   
エ父 ， く と 意 そ ィ   味 の ツ 

錯し " ； Ⅹ ト て で 後 で 
対 し ら 、 F は 

を ョ 歴 ・ 一 
上 Ⅳ "  ， " の 」 中 l 史 ゴ 九 
対 揚 l む、   研 l O 



日本におけるキリスト 教学の展開 

九 一 る ト の / と 

月 光 。 教 最 ザ 波 書 
か 0 お 史 切 所 多 い 
ら 五 そ 研 の 究 野 て 
原 牛 ら 究 弟 - し の い 

く が 壬巴荻東る 

始 大存 キリ （明治 留学 本格 と 立） 

ス 四 中 的 し 

ト 数年・ 0 ににて   
た 教 思 

は 治 っ 

治 

督 " 研 
教 に 究 
  

で ・   
九 
      

「   
学 て 。 お ス 来 ピ 

57  (629) 

ケ
ー
ベ
ル
が
波
多
野
の
キ
リ
ス
ト
教
典
研
究
に
ど
れ
だ
け
 直
接
の
影
響
を
与
え
た
か
は
、
今
日
の
こ
っ
て
い
る
 資
 料
か
ら
は
明
ら
か
で
 

な
い
 0
 ケ
ー
ベ
ル
が
東
京
大
学
に
着
任
し
た
の
は
一
八
 九
三
年
（
明
治
二
六
年
）
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
来
 っ
 づ
 け
 て
 ぎ
た
哲
学
史
の
講
義
 

の
 英
文
講
義
 案
 Ⅰ
の
 
c
 （
 
宙
 r
e
s
 
o
 

口
目
 降
 。
 せ
 
o
h
 
 

市
田
）
 

0
 の
。
 
ユ
屯
お
日
 
（
明
治
三
四
年
）
で
は
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
 は
 古
代
で
は
な
く
、
 中
 

世
 哲
学
史
の
序
論
と
し
て
短
く
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
 に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
内
容
は
古
代
の
教
父
や
ト
マ
ス
な
ど
 が
中
心
で
あ
る
 0
 こ
の
 

構
成
は
、
大
西
祝
が
ち
ょ
う
ど
そ
の
前
後
に
口
述
筆
記
 さ
せ
た
「
西
洋
哲
学
史
」
 や
 、
波
多
野
「
西
洋
哲
学
史
要
 」
（
同
じ
く
一
九
 0
 一
 

年
 ）
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
 

し
か
し
波
多
野
は
「
ケ
ー
ベ
ル
先
生
追
懐
」
 宍
 思
想
ヒ
大
 五
十
二
年
、
一
九
二
二
年
、
八
月
号
、
「
ケ
 
l
 ペ
ル
先
生
 追
悼
 号
 」
）
で
は
、
 
ケ
 

｜
 ベ
ル
の
深
く
高
貴
な
学
問
性
を
支
え
て
い
た
も
の
は
 「
先
生
の
基
督
教
的
信
念
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
 さ
 ら
に
「
自
由
を
尊
ば
れ
 

た
 先
生
は
も
と
よ
り
ド
グ
マ
や
儀
式
に
は
 重
 ぎ
を
措
か
 れ
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
 教
 よ
り
は
 カ
 

ッ
ク
 教
に
傾
か
れ
 

（
 
l
l
 

）
 

た
 ㌔
「
私
達
が
先
生
の
門
に
出
入
し
た
頃
に
は
、
ギ
リ
 シ
 フ
 の
教
父
 達
 
（
休
ギ
 
の
汀
目
 注
目
）
を
特
に
重
ん
ぜ
 ら
 ね
 、
愛
せ
ら
れ
て
い
た
」
 





批
判
し
つ
つ
形
成
さ
れ
た
人
格
主
義
は
、
 

F
.
E
.
D
.
 

シ
 ュ
 ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
い
ら
い
の
宗
教
史
学
派
の
宗
教
 

哲
 学
 で
あ
る
こ
と
も
明
ら
 

か
で
あ
る
 
0
 そ
の
 人
 ぎ
な
枠
内
に
と
ど
ま
り
つ
つ
、
そ
の
 

欠
点
を
批
判
し
て
そ
れ
を
越
え
る
方
向
を
摸
索
し
た
点
 

で
、
晩
年
の
 

E
.
 

ト
レ
ル
 

チ
の
歴
史
主
義
に
対
す
る
自
己
批
判
 

や
 、
と
く
に
 

H
.
 

コ
 Ⅰ
 エ
ン
 の
晩
年
の
宗
教
哲
学
（
た
と
え
ば
，
 

オ
の
ヰ
性
 

月
毎
 の
 
Ⅱ
七
の
Ⅱ
二
 

%
 コ
円
 
（
 
"
f
"
 

ト
の
 
-
 
の
 -
 

お
 ㏄
 
培
 ）
に
対
比
し
 ぅ
 る
で
あ
ろ
う
 
0
 し
か
し
波
多
野
の
 
視
野
に
は
理
性
主
義
と
実
証
主
義
ま
で
は
入
っ
て
い
る
 

が
 唯
物
弁
証
法
と
 ニ
ヒ
 

リ
ズ
ム
は
問
題
と
は
な
っ
て
い
な
い
 

0
 そ
の
点
で
波
多
 
野
 宗
教
哲
学
は
、
近
代
主
義
原
理
（
私
の
表
現
で
い
え
ば
 

近
代
主
観
主
義
）
の
 
枠
 

を
 越
え
出
て
い
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
そ
な
い
。
 

日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
学
が
ケ
ー
ベ
ル
か
ら
出
発
す
る
と
 

い
う
こ
と
を
直
接
内
容
的
に
示
す
の
は
、
彼
と
石
原
謙
 

と
 の
 関
係
で
あ
る
 
0
 石
 

原
の
回
顧
 文
 「
学
究
生
活
五
十
年
」
な
ど
に
 

ょ
 れ
ば
、
 石
 原
 が
東
大
史
学
科
に
入
学
し
た
の
は
、
波
多
野
が
 

ケ
｜
 ヘ
ル
に
学
位
論
文
を
提
 

出
し
て
ド
イ
ッ
留
学
に
出
発
し
た
一
九
 

0
 四
年
（
 明
蛍
 二
七
年
）
で
あ
る
。
入
学
後
ケ
ー
ベ
ル
の
「
低
木
高
な
風
格
 

と
 徳
望
に
引
か
れ
て
」
 

次
の
年
に
哲
学
科
に
転
科
す
る
。
（
 

7
 ）
ケ
ー
ベ
ル
の
指
導
の
 下
 に
書
い
た
卒
業
論
文
の
題
目
は
「
紀
元
前
後
に
 

於
 6
 ロ
 コ
ス
思
想
 
及
 神
子
化
現
 

の
 信
仰
」
一
九
 
0
 七
年
）
で
あ
る
。
翌
年
「
紀
元
前
後
 
に
 於
け
る
救
済
問
題
反
ロ
。
コ
ス
 

論
 」
と
改
題
、
加
筆
さ
 
れ
て
「
哲
学
雑
誌
」
（
 
一
 

 
 

冬
 野
の
 門
 
基
督
教
の
起
源
 
ロ
 の
出
版
と
同
年
で
あ
る
 
0
,
 
」
の
論
文
の
内
容
は
、
す
で
に
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

キ
西
 、
波
多
野
の
哲
学
史
が
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
を
 

中
世
哲
学
史
の
序
論
と
し
て
扱
っ
た
の
と
く
ら
べ
る
と
 

格
 段
の
違
い
で
あ
る
 
0
 つ
ま
り
 

 
 

、
キ
珪
 

む
 
こ
こ
で
は
 ケ
一
 ベ
ル
は
、
ヨ
ハ
ネ
伝
の
ロ
ゴ
ス
 
リ
ス
ト
論
の
形
成
を
と
り
扱
っ
た
卒
論
を
指
導
し
た
の
 

で
あ
る
 0
 ケ
ー
ベ
ル
の
こ
の
 

 
 

柱
面
に
つ
い
て
、
石
原
の
回
顧
 文
 「
ケ
ー
ベ
ル
先
生
 
調
和
あ
る
教
養
を
」
で
は
、
波
多
野
よ
り
は
っ
 ぎ
り
と
次
の
よ
う
に
述
べ
て
 

 
 

い
る
。
「
先
生
は
」
ド
イ
ッ
人
で
あ
っ
た
が
、
父
君
が
口
 

シ
 フ
 政
府
の
官
吏
を
勤
め
て
い
た
の
で
「
出
生
も
国
籍
 

も
 ロ
シ
ア
で
」
あ
り
、
 59 (63t) 



自
主
義
神
学
の
流
れ
に
立
っ
歴
史
神
学
が
そ
の
最
後
の
 時
期
を
迎
え
た
と
ぎ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
石
原
キ
リ
ス
 ト
 敦
史
学
の
中
に
は
、
 

そ
こ
か
ら
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
学
が
出
発
し
た
と
い
え
 る
で
あ
ろ
う
。
 

石
原
謙
は
、
そ
の
後
も
一
貫
し
て
、
晩
年
の
 ロ
 キリ
ス
 ト
 教
の
源
流
 L
 と
 
同
展
開
 L
 に
至
る
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
典
 の
 研
究
に
そ
の
生
涯
 

を
 捧
げ
た
。
こ
の
石
原
の
キ
リ
ス
ト
教
史
学
の
立
場
も
 、
 波
多
野
の
線
を
つ
ぐ
も
の
で
あ
る
。
石
原
の
ド
イ
ツ
 及
 び
 ス
イ
ス
の
留
学
は
 

一
 

九
二
一
二
一
年
（
大
正
一
 
0
 
 

二
年
）
で
あ
る
。
 
ハ
 イ
デ
ル
ベ
ル
グ
で
は
、
 
H
.
 

リ
ッ
ケ
ル
ト
、
 

H
.
 

マ
イ
 

ヤ
 ー
な
ど
 新
 カ
ン
ト
派
 

西
南
ド
イ
ッ
派
の
伝
統
を
つ
ぐ
哲
学
者
、
 

M
.
 

デ
ィ
ベ
 

リ
 ウ
ス
、
 

H
.
 

フ
オ
ン
・
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
、
 

G
.
 ヴ
オ
ッ
 
ハ
 !
 、
、
ン
 

な
ど
宗
教
史
 

学
派
の
伝
統
を
つ
ぐ
神
学
者
に
接
し
た
。
バ
ー
ゼ
ル
で
 は
 、
哲
学
史
家
 K
.
 ョ
 エ
ー
ル
 や
 新
約
 学
 と
古
代
教
会
 史
 の
 P
.
 

ヴ
ェ
ル
ソ
ン
に
 

@
 
は
 -
 

接
し
て
い
る
 0
 す
で
に
留
学
前
に
石
原
が
、
ケ
ー
 べ
 

波
多
野
ら
の
指
導
の
下
で
、
シ
ュ
ラ
イ
ニ
ル
マ
，
 

を
は
じ
め
と
し
て
、
 
そ
 

の
 著
書
に
目
を
通
し
て
い
た
学
者
と
そ
の
弟
子
に
接
し
た
 わ
 げ
で
あ
る
。
し
か
し
波
多
野
の
留
学
か
ら
す
で
に
 十
 五
年
を
へ
て
お
り
、
 
自
 

ハ
 
0
 
l
 ）
 

る
よ
う
な
家
族
的
交
際
を
続
け
た
」
 
0
 
こ
の
よ
う
に
、
 
ケ
 

波
多
野
石
原
と
い
い
 5
 結
び
つ
ぎ
は
 密
接
な
も
の
が
あ
り
、
 

 
 

義
 を
も
深
く
理
解
し
た
」
と
い
う
。
ド
イ
ツ
に
学
生
と
し
て
 

留
 っ
て
い
た
頃
、
内
的
生
活
の
親
 

近
さ
の
故
に
カ
ト
リ
ッ
 

ハ
ハ
り
 

）
 

石
原
は
卒
業
後
も
大
学
院
で
ケ
ー
ベ
ル
に
師
事
し
 

、
そ
 の
 研
究
テ
ー
マ
は
「
中
世
教
父
哲
学
」
と
し
よ
う
と
し
た
 

が
 、
実
際
は
事
務
長
 

に
 注
意
さ
れ
て
「
基
督
教
の
哲
学
的
基
礎
」
と
し
た
と
い
 

ぅ
 0
 そ
の
年
に
、
前
述
の
と
お
り
波
多
野
が
ド
イ
ツ
 

留
 学
か
ら
帰
国
し
て
、
 
新
 

し
い
問
題
意
識
に
立
っ
て
「
原
始
キ
リ
ス
ト
教
」
の
 

講
 義
 を
は
じ
め
た
。
石
原
は
「
そ
れ
に
は
私
自
身
最
も
熱
心
 

な
 聴
講
者
と
な
っ
た
の
 

は
 勿
論
で
、
始
め
て
新
約
聖
書
の
新
し
い
解
釈
の
眼
を
開
 

か
れ
た
思
い
に
充
た
さ
れ
た
」
と
書
い
て
い
る
。
そ
れ
 

と
 平
行
し
て
、
二
人
が
 

共
に
所
属
し
て
い
た
植
村
正
久
の
主
管
す
る
富
士
見
町
 

教
会
で
、
波
多
野
は
「
丁
度
そ
の
頃
日
曜
日
朝
早
く
青
年
 

の
た
め
に
 口
マ
書
 
講
義
 

を
 試
み
て
い
た
」
が
、
石
原
は
そ
れ
に
も
出
席
し
て
い
 

る
 0
 ま
た
す
で
に
述
べ
た
 
よ
う
 に
波
多
野
夫
妻
の
媒
酌
で
 
結
婚
し
、
「
親
戚
に
 
代
 

(632)  60 



キ
が
 

リ
 
検
討
さ
れ
る
。
神
学
と
は
、
石
原
に
 

ょ
 れ
ば
、
 
「
 
人
間
自
然
の
理
性
的
要
求
を
無
視
し
て
事
実
及
び
生
活
 

と
し
て
の
、
即
ち
積
極
的
の
 

@
 
に
 
Ⅱ
）
 

 
 

的
 真
理
と
一
般
文
化
と
の
調
停
者
と
し
て
の
任
務
」
を
 

負
 う
こ
と
に
な
る
 

0
 し
か
し
 

神
 

和
学
は
、
宗
教
哲
学
の
概
念
な
ど
の
協
力
を
え
て
，
 

合
 し
を
た
ど
 

@
7
 

和
 
）
 （
以
上
第
二
章
）
。
そ
の
解
決
の
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スト教学の展開 

消
極
的
姿
勢
な
ど
、
や
は
り
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
 

は
 下
の
十
九
世
紀
の
 ょ
ぎ
 自
由
主
義
神
学
時
代
の
歴
史
 神
 学
 で
あ
る
。
 

石
原
に
も
ケ
 l
 ベ
ル
、
波
多
野
を
通
じ
て
の
哲
学
的
背
 旦
 
示
 が
あ
り
、
体
系
的
著
述
へ
の
関
心
が
な
か
っ
た
わ
け
で
 は
な
い
。
一
九
一
六
 

年
 
（
大
正
五
年
）
の
 コ
 示
教
哲
学
 口
は
 、
留
学
以
前
の
 も
の
で
あ
り
、
石
原
も
不
満
で
絶
版
に
し
た
も
の
で
あ
る
 。
「
失
敗
作
で
、
 漸
塊
 

に
沖
一
 
，
 
え
 な
し
」
 

ハ
 
4
 
）
Ⅱ
と
い
う
書
物
を
と
り
上
げ
る
の
は
著
者
の
 意
志
に
反
す
る
か
と
も
思
 う
が
 、
す
で
に
単
行
本
と
し
 て
 二
五
版
を
重
ね
た
 書
 

物
で
あ
り
、
石
原
の
基
本
的
関
心
と
そ
の
波
多
野
と
の
 関
係
が
非
常
に
は
っ
き
り
す
る
の
で
、
あ
え
て
考
察
の
対
 象
 と
し
て
み
た
い
。
 

こ
の
書
物
で
は
「
文
化
生
活
に
お
け
る
事
実
」
と
し
て
の
 宗
教
が
対
象
と
な
る
。
第
一
編
で
は
ま
ず
「
宗
教
の
哲
 学
的
基
礎
」
と
し
 

て
 、
宗
教
哲
学
学
説
 史
が
 、
一
般
の
哲
学
史
の
順
序
で
 ギ
 リ
シ
ア
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
と
く
に
近
世
以
降
に
力
点
 を
お
い
て
た
ど
ら
れ
 

る
 。
こ
れ
は
、
ケ
ー
ベ
ル
、
波
多
野
い
ら
い
の
哲
学
史
 の
 叙
述
の
順
序
で
あ
る
。
体
系
的
叙
述
に
お
い
て
も
、
 石
 原
は
歴
史
家
と
し
て
の
 

視
点
に
立
っ
て
い
る
 0
 し
か
し
こ
こ
に
た
ど
ら
れ
た
 哲
 学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
宗
教
は
消
極
 的
に
し
か
と
ら
え
ら
れ
 

な
い
と
い
う
（
以
上
第
一
章
Ⅰ
そ
こ
で
第
二
章
で
は
、
 
積
極
的
宗
教
に
基
づ
く
神
学
と
し
て
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
 マ
ッ
ハ
１
以
下
の
神
学
 

そ
の
手
堅
い
歴
史
学
的
方
法
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
ん
 な
る
宗
教
史
学
派
の
枠
に
お
さ
ま
ら
な
い
大
胆
な
解
釈
が
 現
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
 

と
い
い
た
く
な
る
よ
う
な
も
の
さ
え
見
ら
れ
る
 0
 し
か
 

ト
レ
ル
チ
の
 ロ
 
キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対
性
ロ
を
読
ん
で
「
 少
 

し
、
 彼
の
キ
リ
ス
ト
教
典
全
体
に
対
す
る
見
方
は
、
た
と
 

な
力
 
@
 
-
 
-
@
2
@
l
 
 

ら
ぬ
衝
撃
を
 3
 け
た
」
 

と
い
う
よ
う
な
場
合
で
あ
 

え
ば
終
末
論
に
対
す
る
 

る
 。
波
多
野
の
批
判
的
 

修
正
と
い
う
枠
を
さ
ら
に
一
歩
越
え
て
い
る
。
と
く
に
 晩
年
の
日
本
キ
リ
ス
ト
教
典
に
つ
い
て
の
主
張
の
中
に
は
 、
ハ
ラ
デ
ィ
 ヵ
か
 な
 V
 

（
Ⅱ
）
 



そ
れ
以
上
の
読
書
は
困
難
で
あ
っ
た
」
と
述
懐
し
て
い
 る
 0
 し
か
し
彼
の
目
に
つ
い
た
新
刊
書
と
し
て
紹
介
の
手
 紙

を
日
本
に
書
き
送
っ
 

（
㎎
 
-
 

た
の
は
、
ヒ
ル
テ
ィ
コ
眠
ら
れ
ぬ
夜
の
た
め
に
 L
 第
二
部
 、

シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
㍉
 水
 と
原
生
林
の
間
に
て
 ヒ
 で
 あ
っ
た
。
石
原
が
見
た
 

も
の
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
前
ま
で
の
、
 

ょ
き
 美
し
 き
 ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
問
で
あ
っ
た
。
 

原
の
視
野
に
は
、
ま
だ
こ
の
よ
う
な
新
し
い
動
ぎ
は
 入
 っ

て
い
な
い
 0
 
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
お
い
て
も
「
新
聞
を
 読

む
の
が
精
一
杯
で
、
 

フ
ェ
ン
ヴ
ィ
ル
か
ら
ド
イ
ツ
の
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
に
改
革
 派
 教
義
学
の
寄
付
講
座
の
教
授
と
し
て
 招
鵬
 さ
れ
て
い
 
る
 0
 し
か
し
当
時
の
石
 

は
 、
神
学
誌
上
で
の
対
論
も
行
な
わ
れ
て
い
る
 0
 そ
し
て
 

こ
の
一
九
一
三
年
と
い
う
年
に
は
、
バ
ル
ト
は
石
原
と
 は
 逆
に
ス
イ
ス
の
 ザ
｜
 

。
ヘ
ル
 
グ
 か
ら
バ
ー
ゼ
ル
に
移
っ
た
一
九
二
二
年
と
い
う
 午

は
 、
前
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
に
出
た
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
 

了
 １
％
 書
 」
第
二
版
 

が
 神
学
界
に
セ
ン
セ
ー
シ
。
 ン
を
 巻
き
起
し
た
午
で
あ
 る
 。
す
で
に
一
九
一
九
年
に
は
、
石
原
が
接
し
た
 ヴ
ヱ
ル
 

ン
レ
と
 バ
ル
ト
の
間
に
 

ば
 、
ま
さ
に
自
由
主
義
神
学
か
ら
弁
証
法
神
学
へ
の
 危
 機

約
 転
回
点
を
迎
え
た
時
期
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
 る
 0
 石
原
が
ハ
イ
 
ヂ
ル
 

こ
こ
で
と
く
に
注
意
し
て
お
ぎ
た
い
の
は
、
石
原
の
 ド
ィ
 ツ
 及
び
ス
イ
ス
の
留
学
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
神
学
史
の
 流

れ
の
中
で
い
え
 

キ
リ
ス
ト
教
研
究
を
行
い
、
そ
の
体
系
的
叙
述
を
、
組
織
 神

学
（
教
義
学
）
と
し
て
で
は
な
く
、
宗
教
哲
学
と
し
 て
 行
っ
た
の
で
あ
る
。
 

、
ソ
 な
ど
を
手
が
か
り
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
 そ
 し

て
結
局
の
と
こ
 

（
 
竹
 
㏄
）
 

ぎ
笘
賈
倖
け
 （
 曲
 ）
～
の
 

日
拐
 ）
が
本
書
の
立
場
だ
と
さ
れ
る
。
 

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
に
の
ち
の
波
多
野
宗
教
哲
学
三
部
 作
 の
 荒
 け
ず
り
な
 

的
な
宗
教
史
学
派
の
宗
教
哲
学
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
 波

多
野
石
原
 ろ

 、
ト
レ
ル
チ
の
「
包
有
的
超
自
然
主
義
」
公
害
 

ぎ
 c
 ～
仁
の
 

ド
づ
 
の
 

を
 見
る
思
い
が
す
る
。
し
た
が
っ
て
本
書
は
 、
典
 型
 

は
 、
自
由
主
義
神
学
の
立
場
に
立
っ
た
歴
史
神
学
の
方
法
 で
，
 

第
二
編
（
承
前
の
第
四
章
と
な
る
）
で
は
、
こ
の
よ
 う
 な

あ
る
べ
き
宗
教
哲
学
の
姿
が
、
ト
レ
ル
チ
、
リ
ッ
チ
 ュ
 ル
学
派
、
ヴ
ォ
 
，
 

を
ど
う
し
て
も
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
 0
 こ
こ
に
 あ

る
べ
き
宗
教
哲
学
の
学
と
し
て
の
成
立
が
要
求
さ
れ
る
 
（
以
上
第
三
章
）
。
 

景
 と
し
て
、
こ
の
問
題
の
答
え
を
見
出
そ
う
と
す
る
 0
 し
 か

し
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
現
象
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
 「
真
理
価
値
」
の
問
題
 

(634)  62 



ロ本におけ 

設
置
 へ
 動
ぎ
は
じ
め
た
問
題
の
年
で
あ
る
。
有
賀
は
 

、
シ
 カ
ゴ
 か
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ユ
ニ
オ
ン
神
学
に
移
り
、
 

一
九
二
四
年
に
同
校
に
 

 
 

 
 

  

展
 

 
 

タ
ン
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
後
期
の
宗
教
史
学
派
の
教
義
学
 

へ
の
 
関
 、
心
が
つ
つ
い
て
い
 

 
 

キ
る
 。
 

 
 

有
賀
が
ア
ノ
リ
 
カ
 に
お
い
て
主
と
し
て
師
事
し
た
の
は
、
 

A
.
C
.
 
マ
 "
 ギ
 フ
ァ
ー
 
ト
 で
あ
る
。
彼
は
組
合
派
 

教
 ロ
 
ム
の
出
身
で
、
フ
ラ
 

ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
な
ど
に
留
学
し
、
マ
ー
ル
 

フ
ル
ク
で
学
位
を
と
っ
た
が
（
一
八
八
八
年
Ⅰ
 

主
 と
し
 て
 師
事
し
た
の
は
ハ
ル
 

ナ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
有
賀
は
彼
を
通
じ
て
ハ
ル
ナ
ッ
ク
 

、
 ゼ
 ー
ベ
ル
ク
、
ト
レ
ル
チ
な
ど
ド
イ
ッ
の
歴
史
神
学
の
 

理
解
を
深
め
た
の
で
あ
 
63  (635) 

有
賀
鉄
太
郎
は
、
一
八
九
九
年
（
明
治
二
三
年
）
生
れ
 で
、
波
多
野
よ
り
一
二
一
才
、
石
原
よ
り
十
七
才
若
い
。
 
有
 賀
は
 、
東
京
府
立
一
 

中
を
浅
野
順
一
ら
と
同
期
に
卒
業
し
た
が
、
一
高
、
東
 大
 と
い
う
道
を
歩
ま
ず
、
「
山
に
で
も
入
っ
た
よ
う
な
 気
 持
し
で
京
都
の
同
志
社
 

大
学
神
学
部
に
入
っ
た
。
そ
の
背
後
に
は
、
宗
教
的
、
主
 
体
的
 決
断
が
あ
っ
た
。
し
か
し
有
賀
は
、
そ
れ
を
短
く
抽
象
 
的
に
し
か
書
い
て
い
な
 

い
 。
「
歩
み
は
光
の
う
ち
に
」
に
収
め
ら
れ
た
短
文
「
 道
 」
に
あ
る
記
述
と
十
六
才
の
と
き
の
 画
 「
暗
黒
の
中
に
 
我
は
道
を
失
え
り
」
 
が
 

 
 

も
 含
め
て
自
分
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
も
の
が
き
わ
め
て
 歩
 い
 0
 石
原
の
場
ム
ロ
 
と
 

非
常
に
対
照
的
で
あ
る
。
 

有
賀
が
一
九
二
二
年
（
大
正
十
一
年
）
に
同
志
社
の
神
 学
科
に
提
出
し
た
卒
業
論
文
は
「
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
 
１
 の
宗
教
本
質
論
」
 

（
の
の
す
目
の
 

ト
 
の
Ⅰ
日
が
。
す
の
 

r
.
 

の
 目
 
ロ
ブ
の
 

0
 Ⅱ
 
せ
 0
 円
円
す
の
の
の
の
の
 

コ
 の
の
。
 
ヰ
 Ⅱ
 
臼
卜
雙
 
0
 コ
 ）
で
あ
 ス
り
 
0
 つ
 せ
 
よ
り
シ
ュ
ラ
 メ
 
Ⅱ
 ヱ
 ル
マ
，
 ハ
 ｜
が
 彼
の
研
究
の
出
発
 

点
な
の
で
あ
る
 0
 そ
し
て
そ
の
年
に
ア
メ
リ
カ
留
学
に
 出
発
す
る
。
石
原
が
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
か
ら
バ
ー
ゼ
ル
に
 移
り
、
バ
ル
ト
が
 ゲ
ッ
 

テ
イ
ン
ゲ
ン
に
 招
増
 さ
れ
、
京
都
大
学
で
は
渡
辺
 荘
 の
 寄
 付
の
正
式
 中
 出
を
 ぅ
 け
て
西
田
幾
多
郎
と
波
多
野
が
 キ
 リ
ス
ト
教
学
専
攻
講
座
 



し 研 克 れ 社 ス 系 史 招 ス て   
九 頁 八 の 文 あ な り 学 ス ニ は 的 に コ 

法 学 六 哲 

研 若お年部 
佐 渡 和 格 

    
  と は で 九 

  
ョ せ 

  
ぬ 

で， へ   ト ツ に そ 長 
接 ブ 三 九 で の は こ 崎 
し め 銭 二 あ 官 歴 に 書 

な た 書 せ 七 る 由 典 は 店 
の L の 

  
は の 編   

、 執 集 三 は 神 的 ん   
老 筆 者 八 ス 学 研 な シ   暗 者 で   午 コ の 究 る ュ 

の と ．あ に ッ 歴 で 客 う       ツ 当 " ア ン 学 。 歴 め 
省 明 り と 時 当 メ ド に 史 マ 

」 ら ゲ イ の 時 り の 主 叙 ・ ソ 

ぽ か ネ   ギ 英 の ヵ グ と 述 
立 に ス 村 さ 志 り 米 歴 に う し を l 

(636) 

る
 0
 

一
度
帰
国
し
て
二
度
目
の
留
学
の
際
、
一
九
二
夫
 年
に
 ュ
ニ
 
ナ
ン
神
学
校
に
博
士
論
文
と
し
て
提
出
し
た
「
 オ
リ
ゲ
ネ
ス
研
究
 ヒ
 

 
  

 



同本に おけらキリスト 教学の展開 

 
 

開
 、
さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
教
系
大
学
に
お
け
る
独
自
の
発
 展
 が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
い
ま
は
省
略
せ
ざ
る
を
 

 
 

 
 

 
  

 

ち
な
が
ら
「
根
源
に
還
る
」
こ
と
を
目
ざ
し
、
「
歴
史
 
以
 上
 の
も
の
」
を
指
し
示
す
の
だ
と
い
う
。
 

ハ
り
 

@
 
）
 

歴
史
に
よ
っ
て
歴
史
を
超
克
す
る
」
方
法
な
の
で
あ
 る
 。
す
な
わ
ち
有
賀
は
 、
 彼
の
解
釈
学
 

る
 新
し
い
方
法
と
し
て
設
定
し
た
の
で
あ
る
 0
 す
で
に
 述
 べ
た
よ
う
に
、
波
多
野
と
石
原
に
も
、
 

と
を
せ
ず
、
そ
の
欠
点
を
批
判
し
つ
つ
受
容
す
る
と
い
 ぅ
 姿
勢
が
見
ら
れ
た
。
し
か
し
有
賀
に
お
 

す
め
て
、
主
体
的
、
実
存
的
理
解
を
も
可
能
に
す
る
 新
 し
 い
 方
法
論
を
求
め
る
試
み
が
見
ら
れ
る
 

そ
の
後
、
彼
が
研
究
に
専
心
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
た
 一
 
宗
 大
時
代
の
研
究
を
ま
と
め
た
 
司
 キ
 リ
 

題
 」
二
九
六
九
年
）
が
出
版
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
 オ
リ
ゲ
不
ス
 研
究
 L
 に
お
い
て
認
め
ら
れ
 

き
た
統
一
が
 、
 ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ア
と
オ
ン
ト
ロ
ギ
ア
 と
い
 9
 組
織
神
学
的
概
念
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
 

か
す
結
合
点
に
、
「
歴
史
の
う
ち
に
働
き
、
ま
た
歴
史
 な
 形
成
し
つ
つ
展
開
し
た
論
理
」
と
し
て
 

そ
し
て
こ
こ
に
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
ま
た
は
教
理
史
 の
 成
立
す
る
内
的
必
然
性
が
あ
る
と
考
え
 

ス
ト
敦
史
学
の
確
立
が
目
ざ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
ケ
ー
ベ
ル
波
多
野
 

石
原
有
賀
と
い
う
日
本
に
お
 

的
に
十
九
世
紀
的
な
歴
史
神
学
の
立
場
を
基
礎
と
し
て
 成
立
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
批
判
的
に
 

と
こ
ろ
歴
史
神
学
の
確
立
を
目
ざ
し
た
と
い
え
る
で
あ
 い
，
っ
 

-
 
。
 

こ
こ
で
は
、
主
と
し
て
東
大
か
ら
京
大
へ
と
い
う
線
の
み
 が
た
ど
ら
れ
た
が
、
同
じ
や
り
方
で
 

  
つ
ま
り
「
伝
統
に
よ
っ
て
伝
統
に
死
 

を
 、
た
ん
な
る
歴
史
神
学
の
枠
を
越
え
 

た
ん
に
歴
史
神
学
の
枠
に
と
ど
ま
る
こ
 

い
て
は
、
そ
れ
を
さ
ら
に
一
歩
押
し
す
 

ス
ト
 教
 思
想
に
お
け
る
存
在
論
の
間
 

た
へ
 
ブ
ラ
イ
ズ
ム
 
と
へ
 
レ
ニ
ズ
ム
の
 生
 

る
 0
 そ
し
て
こ
の
両
者
を
積
極
的
に
生
 

（
 
り
何
 
）
 

の
 
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ア
の
 
力
動
 性
が
あ
る
。
 

（
㌍
）
 

ら
れ
る
。
つ
ま
り
究
極
的
に
は
、
キ
リ
 

け
る
 キ
リ
ス
ト
教
学
の
主
流
が
、
圧
倒
 

越
え
る
姿
勢
を
示
し
な
が
ら
、
結
局
の
 

、
東
北
大
、
九
大
、
北
大
な
ど
へ
の
 展
 



の
 対
象
と
な
っ
た
が
、
キ
リ
ス
ト
の
ペ
ル
ソ
ナ
を
め
ぐ
る
 と
い
う
点
で
は
、
広
い
意
味
で
組
織
神
学
上
の
論
争
で
 あ
っ
た
と
い
え
る
。
 

さ
ら
に
明
治
二
 0
 年
代
後
半
の
「
新
神
学
」
を
め
ぐ
る
 論
争
と
、
そ
れ
の
発
展
と
し
て
一
九
 
0
 
一
年
（
明
治
三
四
年
 ）
の
「
二
十
世
紀
人
 

@
 
わ
 @
 

単
伝
道
」
の
問
題
を
き
っ
か
け
と
し
て
植
村
正
久
 と
海
 老
老
弾
正
と
の
間
で
展
開
さ
れ
た
基
督
論
論
争
も
、
教
理
 定
理
解
の
問
題
も
議
論
 

ん ヱ 論 紹 論 文 ァ 校 学 
問
的
 批
判
と
対
決
は
、
か
な
ら
ず
し
も
明
確
に
貫
徹
さ
 れ
な
か
っ
た
Ⅴ
。
 

日
本
に
お
け
る
組
織
神
学
の
受
容
と
形
成
は
、
教
会
の
神
 

は
 、
一
八
七
七
年
（
明
治
 一
 
0
 年
 ）
に
東
京
築
地
に
開
 か
れ
た
一
致
神
学
校
で
あ
る
。
そ
こ
 て
 組
織
神
学
を
担
当
 

学
校
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。
日
本
に
お
け
る
最
初
の
プ
ロ
 テ
ス
タ
ン
ト
の
神
学
 

し
た
の
は
 
J
 

｜
 メ
ル
マ
ン
で
あ
っ
た
 0
 彼
は
、
ア
メ
リ
カ
改
革
派
の
占
 
五
教
師
で
、
こ
の
神
学
校
の
講
義
美
と
し
て
準
備
し
た
 テ
 キ
ス
ト
を
、
井
深
 梶
 

助
の
翻
訳
で
っ
ぎ
つ
ぎ
に
刊
行
し
た
。
「
有
神
論
」
「
 

教
 令
政
治
」
「
人
性
論
 
ヒ
 つ
神
の
属
性
と
三
位
一
体
読
 
ヒ
 「
 
神
 の
 律
令
口
口
宇
宙
創
造
 

ヒ
 「
 
救
 極
論
」
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
が
日
本
に
お
け
る
 最
 ゆ
の
組
織
神
学
上
の
出
版
物
で
あ
る
。
 

こ
の
一
致
神
学
校
の
第
一
期
生
で
あ
っ
た
植
村
正
久
の
 「
真
理
一
斑
 ヒ
 （
一
八
八
四
年
）
は
、
明
治
啓
蒙
 
期
 を
代
 表
す
る
キ
リ
ス
ト
教
 

八
介
ハ
室
日
の
一
つ
で
あ
る
。
 

-
5
 

2
 
 

）
 
こ
の
書
物
の
中
心
的
な
課
題
の
 一
つ
は
、
当
時
移
入
さ
れ
は
じ
め
た
進
化
論
に
よ
る
キ
 リ
 ス
ト
 教
 批
判
、
無
神
 

を
 反
論
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
各
章
の
表
題
 は
 、
「
宗
教
の
総
説
」
「
宗
教
の
真
理
」
「
神
の
存
在
」
「
 神
と
人
の
関
係
」
「
 
イ
 

ス
 ・
キ
リ
ス
ト
論
」
な
ど
と
な
っ
て
お
り
、
次
の
年
に
出
 仮 さ
れ
た
「
福
音
道
志
浦
部
」
が
救
済
論
を
中
心
に
論
 じ
て
い
る
の
と
な
ら
 

で
、
こ
の
二
冊
は
日
本
人
の
手
に
な
る
最
初
の
組
織
 神
 掌
上
の
著
作
の
試
み
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

 
 

三
組
織
神
学
の
形
成
 

 
  

 

 
 

八
日
本
に
お
け
る
組
織
神
学
の
受
容
は
 、 
主
と
し
て
 教
 会
 と
神
学
校
を
中
心
に
は
じ
ま
っ
た
が
、
十
九
世
紀
的
な
 歴
史
神
学
に
対
す
る
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0
 世
代
で
あ
る
 0
 
彼
の
イ
ギ
リ
ス
留
学
（
一
九
二
一
 

二
四
年
）
は
、
石
原
、
有
賀
の
留
学
期
と
重
な
っ
て
 お
 り
 、
植
村
正
久
の
旅
行
 

し
か
し
そ
の
後
の
キ
リ
ス
ト
教
史
の
展
開
の
中
で
は
、
 組
 織
 神
学
に
対
す
る
関
心
は
明
確
に
は
現
わ
れ
て
こ
な
か
 っ
た
 0
 各
神
学
校
で
 

は
 科
目
と
し
て
組
織
神
学
の
講
義
は
行
な
わ
れ
て
い
た
が
 学
生
た
ち
の
興
味
を
ひ
き
つ
げ
な
か
っ
た
。
有
賀
の
思
 い
 出
話
に
よ
る
と
、
 
彼
 

の
 学
生
時
代
に
同
志
社
で
組
織
神
学
を
担
当
し
て
い
た
、
 S
.
L
.
 

ギ
ュ
 リ
ッ
ク
も
「
の
 礒
 年
日
 注
ざ
円
 二
の
 
0
 ～
 
0
 幅
せ
 は
 、
す
す
 け
ち
 ま
っ
た
 

神
学
に
な
っ
た
」
と
冗
談
を
い
っ
て
い
た
と
い
う
。
 改
 革
派
 正
統
主
義
神
学
の
教
義
学
を
簡
略
化
し
た
ア
ー
メ
ル
 マ
ン
ら
の
組
織
神
学
 

は
 、
さ
き
に
述
べ
た
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
１
以
下
の
新
 し
 い
 歴
史
神
学
と
、
そ
れ
に
 裏
づ
 げ
ら
れ
た
宗
教
哲
学
 に
 圧
倒
さ
れ
て
し
ま
っ
 

た
の
で
あ
る
 
0
 

熊
野
義
孝
が
、
「
日
本
の
諸
教
会
の
中
か
ら
、
歴
史
を
も
 つ
 学
術
と
し
て
の
神
学
（
組
織
神
学
、
教
義
学
）
が
 特
 色
 あ
る
姿
を
も
っ
て
 

（
四
）
 

立
ち
現
わ
れ
な
か
っ
た
」
と
い
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
 う
 な
 状
況
を
ふ
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。
組
織
神
学
（
教
義
 神
学
、
教
義
学
）
の
 一
 

般
約
 定
義
は
、
「
教
会
が
そ
の
置
か
れ
た
状
況
内
に
お
い
 
て
 行
な
 う
 自
覚
ま
た
は
自
己
省
察
」
だ
と
い
う
。
そ
 う
 だ
と
す
れ
ば
、
教
会
が
 

そ
の
置
か
れ
た
共
同
体
内
に
根
を
下
し
て
形
成
さ
れ
な
 い
か
ぎ
り
、
状
況
内
に
お
け
る
自
覚
と
し
て
の
固
有
な
組
 職
神
学
は
成
り
立
た
な
 

い
 0
 そ
の
意
味
で
は
熊
野
の
テ
ー
ゼ
は
正
し
い
の
で
あ
る
 が
 、
し
か
し
社
会
の
片
隅
に
存
立
す
る
小
数
者
の
教
会
 で
も
、
そ
れ
な
り
に
 自
 

已
の
置
か
れ
た
状
況
と
そ
の
中
で
与
え
ら
れ
る
課
題
に
 つ
い
て
の
反
省
が
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
 て
こ
の
よ
う
な
自
覚
の
 

試
み
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
 ね
 げ
で
は
な
い
。
こ
の
よ
 5
 な
 教
会
の
自
己
批
判
的
自
覚
の
試
み
の
一
つ
は
、
植
村
 正
久
の
実
質
的
な
後
継
 

者
 と
見
ら
れ
た
高
倉
徳
太
郎
に
お
い
て
現
わ
れ
る
。
 

（
㌍
 
-
 

高
倉
は
、
一
八
八
五
年
（
明
治
十
八
年
）
生
れ
で
、
 石
 原
 よ
り
三
才
若
く
、
有
賀
よ
り
十
四
才
年
長
で
あ
る
。
 金
 沢
 の
 四
 高
を
出
て
 
、
 

東
大
法
科
大
学
に
入
学
、
そ
の
年
に
植
村
に
よ
っ
て
 受
 洗
 、
翌
年
東
大
を
中
退
、
一
致
神
学
校
か
ら
発
展
し
た
 東
 京
 神
学
社
に
入
っ
て
 牧
 

師
へ
の
道
を
歩
ん
だ
。
彼
の
信
仰
と
神
学
の
出
発
点
に
 は
 自
我
の
問
題
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
く
る
「
煩
悶
」
を
 背
 負
っ
て
い
た
。
藤
村
 操
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0
 案
内
を
し
て
、
ハ
イ
 ヂ
 ル
ベ
ル
ク
に
石
原
を
訪
ね
て
 
る
 。
彼
は
留
学
以
前
は
、
や
は
り
 新
 カ
ン
ト
派
的
な
人
 格
 主
義
、
文
化
主
義
に
 

立
ち
、
 

A
.
 

リ
ッ
チ
ュ
ル
の
影
響
下
で
贈
 罪
 と
神
の
国
 の

一
 

神
学
社
の
卒
業
論
文
も
「
 シ
 ュ
 ラ
イ
ニ
 か
て
ツ
 
ヘ
ル
 

の
 八
宗
教
論
Ⅴ
に
つ
い
て
」
（
一
九
一
 
0
 年
 ）
で
あ
っ
た
 

こ
こ
ま
で
は
、
石
原
や
有
賀
と
ほ
 ば
 同
じ
道
を
た
ど
 っ
て
い
た
と
い
え
る
。
 

し
か
し
留
学
中
に
、
ま
ず
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
在
荷
 き
 、
 ェ
 ソ
ン
・
パ
ラ
の
ニ
ュ
ー
カ
レ
ッ
ジ
に
籍
を
お
 

き
 、
 H
.
 R
.
 

マ
ツ
キ
ン
ト
ッ
シ
 

ュ
 、
 J
.
 パ
タ
ソ
ン
 
ら
の
指
導
を
う
け
、
 
力
ル
ヴ
 ア
ン
 主
 義
の
強
烈
な
影
響
を
 3
 け
た
。
マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
シ
ュ
の
 幅
広
い
視
野
に
導
か
れ
 

つ
つ
ト
レ
ル
チ
に
も
ふ
れ
た
が
、
彼
が
も
っ
と
も
集
中
し
 て
 学
ん
だ
の
は
 P
.
T
,
 
フ
ォ
ー
サ
イ
ス
で
あ
る
 0
 「
 ハ
ル
ト
以
前
の
バ
ル
ト
」
 

（
四
）
 

と
も
い
わ
れ
る
フ
ォ
ー
サ
イ
ス
の
神
学
を
通
じ
て
、
一
口
 
日
 倉
は
自
由
主
義
神
学
か
ら
の
脱
出
の
手
が
か
り
を
え
た
の
 で
あ
る
 0
 こ
の
点
が
石
 

原
 、
有
賀
ら
と
違
 う
 高
倉
の
新
し
い
視
点
で
あ
る
 0
 

帰
朝
後
刊
行
し
た
「
福
音
的
基
督
教
」
（
一
九
二
七
年
）
 

は
 ・
学
生
の
夏
期
修
養
 余
 で
の
講
演
に
手
を
入
れ
る
 形
 で
 一
気
に
書
き
上
げ
 

た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
学
問
的
な
組
織
神
学
の
書
と
は
い
 え
な
い
。
し
か
し
留
学
中
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
神
学
か
 ら
 学
ん
だ
「
 力
 ル
ヴ
ィ
 

ニ
ス
 二
ノ
イ
ソ
ウ
ノ
 
・
エ
ヴ
ァ
ン
 ジ
ヱ
リ
 ヰ
円
 
リ
ず
 
ハ
ム
」
す
な
わ
 
ち
 彼
の
い
 う
 
「
福
音
主
義
」
の
立
場
は
鮮
明
に
表
明
さ
 

れ
て
い
る
。
 

高
倉
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
は
ほ
と
ん
ど
注
目
し
な
か
っ
 た
が
、
そ
の
生
き
方
と
信
仰
に
は
実
存
的
な
も
の
が
あ
り
 
ハ
ル
ト
に
も
ほ
と
 

ん
ど
積
極
的
な
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
が
、
 

司
 福
音
的
 基
 督
教
ヒ
 
に
お
け
る
主
観
主
義
、
敬
虔
主
義
、
神
秘
主
義
 に
 対
す
る
厳
し
い
批
判
 

憶
 
バ
ル
ト
の
近
代
神
学
批
判
に
つ
な
が
る
も
の
が
あ
っ
 た
 0
 当
時
の
日
本
の
神
学
界
は
、
ま
だ
バ
ル
ト
を
読
む
 と
い
う
姿
勢
も
準
備
も
 

と
と
の
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
 0
 高
倉
は
、
む
し
 ろ
 E
.
 

ブ
ル
ン
ナ
ー
に
言
及
し
て
い
る
。
 

高
倉
の
神
学
の
中
に
は
、
こ
の
よ
 5
 な
新
し
い
視
野
 へ
 の
手
が
か
り
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
が
、
 

高
倉
は
、
あ
ま
り
の
 

多
忙
の
中
で
、
そ
の
神
学
思
想
も
未
完
成
の
ま
ま
で
 挫
 抗
 し
て
し
ま
っ
た
 0
 し
た
が
っ
て
彼
の
の
こ
し
た
説
教
や
 著
作
の
か
ぎ
り
で
は
、
 

近
代
主
義
神
学
と
の
対
決
も
非
徹
底
で
あ
り
、
そ
の
中
 で
 歴
史
神
学
を
ど
の
よ
う
に
批
判
し
、
ま
た
位
置
づ
け
る
 か
も
不
明
の
ま
ま
で
あ
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キ
ハ
 

-
@
O
 

こ
 @
 
」
で
は
、
こ
れ
ら
の
多
様
な
バ
ル
ト
受
容
史
を
立
入
 っ
 て
 分
析
し
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
研
究
者
た
ち
の
業
績
を
 位
置
づ
け
る
こ
と
は
 

で
き
な
い
。
北
森
 嘉
 蔵
の
「
神
の
痛
み
の
神
学
」
の
位
置
 
つ
 け
を
含
め
て
、
こ
れ
ら
の
現
存
の
神
学
者
、
思
想
家
に
 は
こ
こ
で
は
論
及
し
な
 

い
こ
と
と
す
る
 0
 し
か
し
次
の
よ
う
な
問
題
点
だ
け
は
 指
 摘
 し
て
お
ぎ
た
い
 0
 す
な
わ
ち
バ
ル
ト
神
学
は
、
十
九
 世
紀
の
歴
史
神
学
を
軸
 

 
 

状
況
の
中
に
埋
没
し
て
、
そ
の
 潤
活
油
 と
は
な
り
え
て
も
 、
近
代
社
会
そ
の
も
の
の
 底
 

鮮
 
に
ひ
そ
む
矛
盾
を
告
発
し
、
そ
の
誤
り
を
批
判
す
 る
こ
と
も
、
そ
れ
に
対
す
る
救
い
を
語
る
こ
と
も
で
 き
な
 く
な
っ
た
と
い
う
現
実
か
ら
 

 
 

し
た
「
弁
証
法
神
学
」
の
運
動
に
は
、
た
ん
に
歴
史
神
学
 に
 対
す
る
組
織
神
学
の
復
権
 

 
 

単
 に
お
け
る
近
代
主
観
主
義
そ
の
も
の
を
批
判
的
に
 克
 服
す
る
と
い
う
深
 い
 動
機
が
 

卸
 
秘
め
ら
れ
て
い
た
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
問
わ
な
 げ
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
日
本
に
お
け
る
バ
ル
ト
神
学
の
 受
容
が
、
こ
の
よ
う
な
内
的
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

和
 
動
機
を
深
く
 ぅ
 け
と
め
、
近
代
主
義
と
そ
れ
に
も
 と
づ
く
歴
史
神
学
の
問
題
性
を
、
は
た
し
て
根
本
的
に
批
 制
 し
克
服
し
え
た
の
か
と
い
 

 
 

 
 

ぅ
 こ
と
で
あ
る
 0
 た
し
か
に
す
で
に
述
べ
た
 5
3
 に
 、
日
 
本
に
お
け
る
歴
史
神
学
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
十
九
世
紀
 神
 学
 に
見
ら
れ
る
よ
う
な
 

お
り
、
問
題
は
把
握
さ
れ
た
が
、
一
切
は
未
解
決
の
ま
 ま
の
こ
さ
れ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
 

し
か
し
こ
の
高
倉
の
門
下
生
の
中
か
ら
、
熊
野
義
孝
、
 赤
 岩
栄
 
（
前
期
の
）
、
福
田
正
俊
、
山
本
和
、
さ
ら
に
は
 
井
上
良
雄
と
い
っ
た
 

（
 
0
 
3
 
う
 
）
 

人
た
ち
に
よ
る
バ
ル
ト
神
学
の
受
容
が
は
じ
ま
っ
た
。
 ま
 た
 京
大
系
で
は
、
波
多
野
に
 よ
 る
「
 謹
 ま
れ
る
宗
教
 哲
 学
 」
だ
と
す
る
バ
ル
ト
 

批
判
を
ふ
ま
え
た
上
で
は
あ
る
が
、
萱
門
首
、
片
 m
 正
 直
 、
松
村
克
己
、
武
藤
一
雄
と
い
っ
た
人
た
ち
に
よ
る
 紹
 介
や
研
究
が
行
な
わ
れ
 

た
 。
さ
ら
に
同
志
社
で
も
大
塚
 節
 治
、
魚
 水
 忠
一
、
芦
 田
 慶
治
ら
の
バ
ル
ト
研
究
が
は
じ
ま
っ
た
。
ま
た
西
田
幾
 夕
郎
 は
 、
波
多
野
と
は
 

対
照
的
に
バ
ル
ト
に
対
す
る
積
極
的
な
関
心
を
示
し
、
 そ
 こ
か
ら
は
九
大
の
滝
沢
克
已
を
中
心
と
し
た
独
自
の
 バ
 ル
ト
理
解
も
生
れ
て
 き
 

り
 、
教
義
学
の
復
権
と
い
っ
た
神
学
的
志
向
も
遂
行
さ
れ
 

な
い
ま
ま
で
お
わ
っ
た
。
そ
こ
に
は
バ
ル
ト
神
学
と
の
 

異
質
体
も
の
こ
さ
れ
て
 



直
線
的
な
歴
史
主
義
で
は
な
く
、
そ
の
欠
点
を
見
ぎ
わ
 ぬ
 、
限
界
を
越
え
よ
う
と
 

れ
に
対
す
る
批
判
と
対
決
も
、
そ
れ
ほ
ど
す
っ
き
り
と
 直
 線
的
に
は
行
き
に
く
い
 

十
九
世
紀
的
歴
史
神
学
の
立
場
と
連
続
し
て
い
る
キ
リ
 ス
ト
敦
史
研
究
と
、
た
だ
 

教
義
学
の
立
場
と
い
う
も
の
は
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
る
 0
 
ハ
ル
ト
が
告
発
し
た
よ
 

批
判
し
た
上
で
、
そ
の
学
問
的
成
果
を
受
容
 し
 、
評
価
 す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
 

義
学
復
権
の
動
き
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
神
学
の
問
題
 を
 十
分
明
確
に
批
判
し
、
 

ぎ
 え
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
 ょ
 3
 な
問
題
点
を
晩
年
の
 ト
レ
ル
チ
な
ど
を
手
が
か
 

研
究
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
 0
 し
か
し
む
し
ろ
こ
の
点
 で
は
、
原
理
的
に
は
近
代
 

ン
 の
神
学
の
影
響
下
で
生
ま
れ
て
ぎ
た
新
し
い
聖
書
 学
の
 方
が
、
十
九
世
紀
的
な
 

る
 。
し
か
も
、
こ
の
新
し
い
聖
書
 学
が
 、
近
代
主
観
主
義
 を
 突
破
す
る
新
し
い
 神
 

ほ
 つ
い
て
も
確
か
な
見
通
し
は
立
っ
て
い
な
い
。
 

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
高
倉
徳
太
郎
の
問
題
提
起
 む
う
け
 、
バ
ル
ト
を
 

新
し
い
教
義
学
の
復
権
の
動
ぎ
は
、
日
本
に
お
け
る
 キ
 リ
ス
ト
教
学
の
圧
倒
的
な
 

ひ
そ
む
近
代
主
義
原
理
（
歴
史
主
義
、
文
化
主
義
、
主
 観
 主
義
）
に
対
す
る
学
問
 

し
え
な
か
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

の
 意
図
を
内
に
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
 そ
 

こ
と
も
理
解
し
 ぅ
る
 。
し
か
し
、
そ
の
根
木
に
お
い
て
 

人
間
関
係
だ
け
で
結
び
つ
い
て
い
る
新
し
い
バ
ル
ト
的
 

う
 な
近
代
主
義
原
理
の
問
題
性
を
明
確
に
と
り
出
し
、
 

な
い
 0
 バ
ル
ト
研
究
で
は
じ
ま
っ
た
日
本
に
お
け
る
 教
 

原
理
的
に
こ
れ
を
越
え
う
る
よ
う
な
強
固
な
地
盤
を
築
 

り
と
し
て
整
理
し
、
克
服
の
道
を
提
示
し
ょ
う
と
し
た
 

主
観
主
義
へ
の
傾
斜
を
の
こ
し
て
い
る
 R
.
 ブ
ル
ト
マ
 

歴
史
学
の
批
判
と
し
て
は
有
効
で
あ
っ
た
と
さ
え
見
え
 

学
の
立
場
と
方
法
を
確
立
し
 ぅ
 る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
 

中
心
と
し
た
弁
証
法
神
学
に
学
び
っ
 っ
 は
じ
め
ら
れ
た
 

主
流
で
あ
る
歴
史
神
学
（
キ
リ
ス
ト
教
史
学
）
の
中
に
 

的
 批
判
と
対
決
を
、
ま
だ
か
な
ら
ず
し
も
明
確
に
貫
徹
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し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
 

0
 

四
 
今
日
の
問
題
 

日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
学
の
展
開
を
、
歴
史
神
学
と
 

組
織
神
学
と
い
う
二
つ
の
大
き
な
流
れ
を
中
心
に
概
観
 

し
て
き
た
の
で
あ
る
 

 
 

 
 

 
 

（
一
八
五
九
年
）
後
、
ほ
と
ん
ど
た
だ
ち
に
は
じ
ま
っ
た
 

聖
書
翻
訳
へ
の
協
力
と
、
や
が
て
日
本
人
の
主
導
の
下
 

で
 
進
め
ら
れ
た
翻
訳
の
 

仕
事
を
源
流
と
し
、
内
村
鑑
三
の
聖
書
研
究
の
主
導
的
 

な
 
影
響
の
下
で
、
石
橋
 

智
 
信
か
ら
大
畠
 

清
 
・
関
根
正
雄
に
 

至
る
旧
約
 

学
と
 

、
山
谷
 

省
吾
か
ら
前
田
 

護
郎
 

、
そ
し
て
荒
井
 

敵
 
に
至
る
新
約
 

学
 
と
が
、
相
互
に
関
連
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
発
展
 

を
と
げ
 

て
 
ぎ
た
 

0
 
は
じ
 



こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
に
、
一
九
五
 0
 年
代
か
ら
ブ
ル
ト
 マ
ン
の
「
実
存
論
的
釈
義
」
が
も
て
は
や
さ
れ
る
 よ
う
 に
な
っ
た
 0
 こ
の
 ブ
 

ル
ト
マ
ン
神
学
は
、
自
由
主
義
神
学
の
素
朴
な
歴
史
主
義
 を
 越
え
る
が
、
同
時
に
バ
ル
ト
神
学
の
超
自
然
主
義
を
 も
 克
服
し
て
、
「
主
観
 

Ⅱ
客
観
図
式
」
の
枠
を
脱
し
た
新
し
い
神
学
認
識
論
を
確
 立
 す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
実
存
論
的
解
釈
学
 」
と
い
う
だ
け
な
ら
 

ぱ
 、
す
で
に
有
賀
の
研
究
方
法
論
に
お
い
て
見
た
 よ
う
 

理
か
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
批
判
と
設
問
が
な
さ
れ
る
べ
き
 

悟
 「
神
学
的
解
釈
学
」
と
い
う
形
で
、
ほ
と
ん
ど
そ
れ
 

で
あ
る
か
が
、
今
日
の
神
学
の
課
題
だ
と
い
え
る
で
あ
 に

 近
い
も
の
が
考
え
 も
 

ろ
 う
 。
 

れ
て
い
た
。
ま
た
自
由
主
義
神
学
と
バ
ル
ト
神
学
の
対
 立
を
越
え
る
と
い
う
北
森
神
学
に
近
い
神
学
史
的
構
図
の
 中
か
ら
は
、
な
ん
ら
 新
 

し
い
教
義
学
原
理
も
生
み
出
さ
れ
な
い
ま
ま
お
わ
ろ
 う
と
 し
て
い
る
。
 

む
し
ろ
新
約
学
者
ブ
ル
ト
マ
ン
の
様
式
 史
 研
究
法
か
ら
 は
 、
「
実
存
論
的
釈
義
」
と
か
ら
み
合
い
な
が
ら
で
は
あ
 る
が
、
伝
承
 史
 研
究
 

法
 が
生
ま
れ
、
編
集
 史
 研
究
 法
 を
へ
て
、
今
日
の
文
学
 社
会
学
的
研
究
 法
 へ
と
目
ざ
ま
し
い
発
展
が
見
ら
れ
た
こ
 と
は
周
知
の
と
お
り
で
 

あ
る
 0
 こ
の
よ
う
な
新
し
い
聖
書
学
の
方
法
と
成
果
に
 対
し
て
、
バ
ル
ト
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
神
学
に
お
 け
 る
 近
代
主
義
批
判
の
原
 

い
ま
こ
こ
で
、
こ
の
課
題
に
対
し
て
全
面
的
な
解
答
を
提
 示
す
る
用
意
は
私
に
は
な
い
 0
 し
か
し
、
Ⅰ
 
ニ
 0
 間
 題
 点
を
整
理
し
て
 明
 

日
へ
の
展
望
に
か
え
た
い
 0
 

ま
ず
文
学
社
会
学
的
方
法
が
、
聖
書
本
文
の
成
立
か
ら
 そ
の
本
文
の
担
い
手
の
社
会
学
的
、
歴
史
的
解
明
を
へ
て
 、
イ
ェ
ス
そ
の
も
の
 

の
 語
っ
た
言
葉
と
彼
の
振
舞
い
の
析
出
を
試
み
て
ぎ
た
わ
 げ
で
あ
る
が
、
こ
の
研
究
方
法
は
、
ど
こ
ま
で
も
厳
格
 に
 歴
史
学
の
方
法
の
枠
 

内
で
遂
行
さ
れ
て
い
る
 0
 こ
の
よ
う
な
イ
ェ
ス
を
め
ぐ
 る
 記
録
に
つ
い
て
の
厳
密
な
歴
史
的
研
究
が
、
な
ん
ら
 非
 連
続
性
な
し
に
イ
エ
ス
 

を
め
ぐ
る
神
学
的
主
張
に
発
展
し
て
行
く
な
ら
ば
、
 

そ
 @
 
」
に
は
教
義
学
上
の
重
大
な
誤
り
が
生
じ
る
。
今
日
の
文
 学 社
会
的
研
究
法
は
 、
 

P
.
 

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
 

ヰ
リ
 
で
に
 接
 言
上
ロ
し
て
い
る
よ
う
な
「
 イ
エ
ス
中
心
的
宗
教
ま
た
は
神
学
」
（
 
p
 
4
 

の
の
 

括
 ，
 
n
 の
 コ
 田
の
 
Ⅱ
の
 
宙
 Ⅱ
の
立
浪
～
 

0
 コ
 
曲
コ
 
隼
 

 
 

リ
ス
ト
論
な
し
で
の
イ
ェ
ス
識
神
学
と
い
う
も
の
が
 試
 み
ら
れ
る
な
ら
ば
、
 
そ
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輌
を
神
の
言
と
し
て
読
む
た
め
の
方
法
論
的
反
省
に
 

他
な
ら
な
い
。
 

封
 

こ
の
 ょ
う
 な
問
題
点
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
 ，
 」
れ
ま
で
の
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
学
の
展
開
が
「
 歴
史
神
学
と
組
織
神
学
」
の
 

 
 

交
錯
、
対
立
、
対
話
に
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら
と
ら
え
 て
き
た
本
論
文
の
視
座
か
ら
す
れ
ば
、
あ
の
不
明
確
な
ま
 ま
 、
課
題
と
し
て
の
こ
 
73  (645) 

 
 

能
 性
が
あ
る
。
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
「
教
会
教
義
学
」
 

全
 巻
は
 、
こ
の
よ
う
な
、
聖
書
 

リスト教学の 展 訳 

れ
は
結
局
人
間
の
歴
史
的
理
性
に
も
と
づ
く
 形
 面
上
 半
 的
 思
弁
に
お
わ
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
文
学
社
会
学
的
 研
究
 法
に
よ
 る
聖
書
 学
 

が
 、
イ
エ
ス
 
論
 神
学
の
樹
立
を
目
ざ
す
も
の
で
は
な
い
 と
い
う
認
識
が
、
こ
の
新
し
い
聖
書
手
に
対
す
る
保
守
的
 陣
営
か
ら
の
批
判
に
欠
 

け
て
い
る
場
合
が
多
い
。
 

し
か
し
、
第
二
に
 、
 新
し
い
聖
書
 学
 の
精
微
な
文
献
学
 的
 、
歴
史
的
研
究
を
全
面
的
に
承
認
し
た
上
で
、
そ
れ
で
 は
 、
聖
書
本
文
を
信
 

仲
酌
、
神
学
的
に
正
し
く
読
み
、
事
態
に
即
し
て
理
解
 す
る
の
に
は
ど
 う
 す
る
か
。
こ
の
 ょ
う
 な
解
釈
の
方
法
に
 関
し
て
は
厳
密
な
方
法
 

論
 的
自
己
検
討
を
必
要
と
し
な
い
の
か
。
歴
史
学
の
領
 域
 だ
け
は
、
い
や
が
上
に
も
厳
密
か
つ
正
確
に
研
究
し
て
 も
 、
信
仰
的
、
神
学
的
 

領
域
で
は
、
た
だ
お
祈
り
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
 も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
文
学
社
会
学
的
研
究
の
成
果
を
ふ
 ま
え
た
上
で
、
聖
書
本
 

文
を
信
仰
的
、
神
学
的
に
読
む
こ
と
が
可
能
な
の
か
 不
 可
能
な
の
か
、
可
能
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
厳
密
な
方
 法
論
的
反
省
が
必
要
で
 

は
な
い
の
か
 
0
 こ
れ
ら
の
問
い
に
対
し
て
は
、
新
し
い
 聖
 書
 学
の
周
辺
か
ら
は
、
か
な
ら
ず
し
も
明
確
な
見
通
し
 は
 提
出
さ
れ
て
い
な
い
 

と
 思
 う
 。
 

他
方
第
三
に
、
組
織
神
学
と
い
え
ど
も
、
そ
の
中
心
に
 あ
る
キ
リ
ス
ト
啓
示
に
関
す
る
唯
一
の
貸
料
は
新
約
聖
皇
 目で
あ
る
。
新
約
聖
書
 

0
 本
文
が
ど
の
 ょ
 5
 に
し
て
成
立
し
、
そ
の
本
文
が
な
に
 を
 意
味
す
る
か
と
い
う
基
礎
的
研
究
な
し
に
、
抽
象
的
 中
空
に
ア
ル
キ
メ
デ
ス
 

の
 一
点
を
設
定
し
て
組
織
神
学
を
構
築
す
る
と
い
う
こ
と
 は
あ
り
え
な
い
。
そ
の
上
に
立
っ
て
、
聖
書
を
聖
書
と
 し
て
、
つ
ま
り
信
仰
的
 

神
学
的
に
読
む
場
合
の
厳
密
な
方
法
論
的
反
省
が
必
要
 と
な
る
。
そ
れ
な
し
に
は
、
い
つ
の
ま
に
か
、
人
間
的
意
 識
や
人
間
的
知
恵
が
 聖
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「
波
多
野
精
一
全
集
 ヒ
 、
岩
波
書
店
、
一
九
四
九
年
、
第
五
巻
、
 四
三
三
ぺ
ー
ジ
以
下
。
 

石
原
謙
「
波
多
野
精
一
先
生
そ
の
生
涯
と
学
業
１
１
」
、
「
 
宗
教
と
哲
学
の
根
本
に
あ
る
も
の
波
多
野
精
一
博
士
の
学
 
業
 に
つ
い
て
 

」
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
年
所
収
、
「
石
原
謙
著
作
集
 
ヒ
 第
十
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
、
三
セ
四
ぺ
ー
ジ
。
 

前
掲
 書
 、
二
二
八
九
ぺ
ー
ジ
参
照
。
波
多
野
は
、
自
伝
的
文
書
を
 
ほ
と
ん
ど
の
こ
さ
な
か
っ
た
。
著
書
の
序
文
な
ど
に
い
く
ら
か
 述
べ
ら
れ
て
い
 

る
だ
け
で
あ
る
。
 

「
基
督
教
の
起
源
 ヒ
の
 初
版
の
「
は
し
が
 ぎ
 」
に
、
「
今
日
基
督
教
 
を
 学
ば
む
と
す
る
者
は
独
逸
の
学
会
に
弟
子
入
り
せ
ざ
る
可
か
 ら
ず
」
と
い
っ
 

て
 ハ
ル
ナ
ッ
ク
以
下
十
三
人
の
ド
イ
ツ
の
学
者
の
名
を
上
げ
て
 い
る
 宍
 全
集
 ヒ
 第
五
巻
、
四
五
 セ
 ペ
ー
ジ
以
下
）
。
な
お
石
原
一
 
別
掲
論
文
、
二
一
 

セ
 五
ぺ
ー
ジ
参
照
。
 

山
谷
省
吾
「
渓
流
 1
,
 激
動
期
の
わ
が
半
生
 L
 、
日
本
基
督
教
団
 出
版
局
、
一
九
八
 0
 年
 、
一
二
九
ぺ
ー
ジ
以
下
。
 

石
原
前
掲
論
文
、
三
七
七
ぺ
ー
ジ
。
お
よ
び
 
コ
 
基
督
教
の
起
源
 」
「
割
元
文
庫
」
坂
巻
末
解
説
（
山
谷
 省
五
 
e
 
参
照
。
 

「
学
究
生
活
五
十
年
」
、
「
石
原
謙
著
作
集
ヒ
第
十
一
巻
、
五
 

ぺ
｜
 /
O
 

「
石
原
謙
著
作
集
ヒ
第
一
巻
、
一
ぺ
ー
ジ
以
下
。
 

一
九
五
七
年
三
月
東
京
女
子
大
学
コ
学
報
 ヒ
 所
収
。
「
著
作
集
」
 第
十
一
巻
、
三
三
三
ぺ
ー
ジ
以
下
。
な
お
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
 学
の
歴
史
に
 

お
け
ら
ケ
ー
ベ
ル
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
石
原
の
講
演
「
明
治
 
大
正
期
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
学
の
歴
史
に
つ
い
て
 円
 
「
 日
 本
の
神
学
二
十
 

-
 
ハ
 号
 、
日
本
基
督
学
会
刊
、
一
九
セ
セ
 年
 、
二
三
ぺ
ー
ジ
以
下
 参
照
。
 

さ
れ
た
問
題
は
、
今
日
で
は
、
め
ざ
ま
し
い
成
果
を
上
 げ
つ
 
つ
あ
る
新
し
い
聖
書
学
と
、
本
来
の
、
固
有
な
視
 占
 小
 に
立
ち
帰
っ
て
 
、
 真
の
 

 
 

 
 

意
味
で
復
権
を
な
し
と
げ
た
教
義
学
と
の
、
開
か
れ
た
、
 生
産
的
な
対
論
を
い
か
に
し
て
進
め
る
か
と
い
う
形
を
 と
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
 前
 

）
 

 
 

 
 

 
 

に
置
か
れ
て
い
る
と
い
い
 う
 る
で
あ
ろ
う
。
 

広
い
意
味
で
、
こ
の
よ
う
な
問
題
設
定
に
立
っ
た
研
究
 や
 対
論
も
行
な
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
い
ま
こ
こ
で
 、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
 

て
の
課
題
が
な
ん
で
あ
る
か
を
確
認
し
、
本
格
的
な
対
 論
の
発
展
を
期
待
す
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
無
駄
で
は
な
 い
と
考
え
た
次
第
で
あ
 

る
 。
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半
ヒ
一
四
号
、
日
本
基
督
教
学
会
刊
、
一
九
七
五
年
、
一
七
八
 へ
｜
ジ
 以
下
参
照
。
 

（
㏄
）
「
宗
教
哲
学
序
論
 
卜
 
「
全
集
 ヒ
 第
三
巻
、
二
九
九
ぺ
 

ー
 ジ
 以
下
。
 

（
 
紬
 ）
 
戸
づ
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-
@
e
 

ア
 -
 い
 せ
の
 
厨
ヨ
ぃ
ヱ
ぃ
円
オ
の
 

0
 ）
 
0
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せ
、
 
せ
 0
 デ
 Ⅰ
の
す
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0
 
が
 帆
 
0
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 Ⅰ
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叩
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-
 Ⅰ
・
 
ト
 
㏄
 
ト
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こ
こ
に
、
「
現
代
宗
教
の
明
暗
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
掲
げ
 
た
が
、
し
か
し
そ
も
そ
も
「
現
代
宗
教
」
と
は
何
か
。
 
そ
れ
を
明
確
に
規
定
 

す
る
こ
と
が
で
ぎ
そ
う
に
な
い
の
が
、
残
念
な
が
ら
 私
 の
 最
初
の
つ
ま
ず
ぎ
の
石
で
あ
る
。
 

そ
こ
で
さ
し
あ
た
り
私
は
、
こ
の
「
現
代
宗
教
」
な
る
 も
の
の
内
容
を
 、
 全
く
便
宜
的
に
、
現
代
日
本
の
社
会
や
 民
衆
に
様
 衣
 な
形
で
 

衝
撃
を
与
え
、
か
っ
深
い
影
響
を
与
え
て
い
る
新
宗
教
 を
 中
心
に
考
え
、
あ
わ
せ
て
そ
れ
ら
新
宗
教
教
団
の
周
辺
 部
分
に
 、
 様
々
な
形
で
 

発
生
し
つ
つ
あ
る
小
集
団
単
位
の
宗
教
運
動
、
も
し
く
 は
 カ
ル
ト
的
な
運
動
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
を
も
そ
こ
に
 含
め
て
お
こ
う
と
 
思
 

 
 

念
 の
な
か
か
ら
、
既
成
諸
教
団
に
か
か
わ
る
一
切
の
運
動
 を
 排
除
す
べ
き
で
あ
る
 

と
 考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
既
成
語
数
 団
の
内
部
に
も
種
々
の
変
動
要
因
が
み
と
め
ら
れ
、
い
ま
 た
だ
漠
然
と
の
べ
て
き
 

た
 
「
現
代
宗
教
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
な
か
に
も
 
含
 め
う
る
よ
う
な
動
き
が
み
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
 る
 0
 し
か
し
強
い
て
 
肝
 

心
 の
と
こ
ろ
だ
け
を
い
え
ば
、
い
ま
指
摘
し
た
よ
う
な
 観
点
に
立
っ
て
考
え
て
み
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

次
に
私
に
と
っ
て
の
第
二
の
つ
ま
 づ
 ぎ
の
石
は
、
「
現
代
 宗
教
の
明
暗
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
う
ち
「
明
暗
」
と
い
 
ぅ
 部
分
に
か
か
わ
る
 

問
題
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
「
現
代
宗
教
 0
 社
会
的
役
割
」
と
か
、
あ
る
い
は
「
現
代
宗
教
の
日
本
 的
 性
格
」
と
か
あ
る
 種
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の
 程
度
の
評
価
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
 ま
ず
驚
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

同
調
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
国
際
社
会
の
視
 野
 の
も
と
に
日
本
を
見
直
そ
う
と
す
る
と
 き
 、
仏
教
を
含
 め
て
日
本
の
宗
教
が
そ
 

い
う
こ
と
で
あ
る
 
0
 な
ぜ
な
ら
、
日
本
で
は
い
ま
や
宗
教
 は
 周
辺
的
な
地
位
を
占
め
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
仏
教
の
 影
響
も
、
三
世
紀
に
わ
 

（
 
4
 
丹
 
）
 

た
る
世
俗
化
を
経
た
今
日
、
そ
う
残
っ
て
は
い
な
い
、
 

と
 氏
は
指
摘
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
 0
 私
は
右
の
二
氏
の
 見
方
に
か
な
ら
ず
し
も
 

木
人
論
」
の
方
で
は
、
さ
す
が
に
「
宗
教
」
の
項
に
一
節
 が
ふ
り
 あ
て
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
評
価
は
あ
 つ
け
な
い
ほ
ど
低
い
と
 

に
 位
置
す
る
と
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
少
々
土
星
 

景
の
狂
騒
曲
が
奏
で
ら
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
か
っ
 た
の
で
あ
る
が
、
私
が
 

そ
れ
を
読
ん
で
い
て
面
白
い
と
思
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
 次
の
点
で
あ
っ
た
。
 

す
な
わ
ち
右
の
二
 箸
 で
は
、
日
本
人
や
日
本
社
会
の
活
 力
や
 可
能
性
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
 し
 ヴ
ォ
ー
ゲ
ル
氏
の
 

「
日
本
論
」
に
は
、
日
本
の
宗
教
に
か
ん
す
る
こ
と
が
 一
 言
 半
句
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
 ぅ
 イ
シ
ャ
ワ
ー
氏
の
「
 日
 

近
年
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
氏
の
コ
ザ
・
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
」
と
 、
ヴ
ォ
ー
ゲ
ル
氏
の
コ
ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ズ
・
ナ
ン
バ
ー
 ワ
 ン
」
が
世
間
の
話
 

う
黛
 
3
 
）
 

題
 を
さ
ら
い
、
種
々
論
議
の
対
象
に
さ
れ
て
い
る
の
は
 周
知
の
通
り
で
あ
る
。
日
本
の
役
割
と
日
本
人
の
仕
事
が
 世
界
の
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
 

か
じ
め
ご
了
解
い
た
だ
ぎ
た
い
。
 

か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
改
め
 

り
、
そ
の
性
格
も
多
様
で
、
 

一
 

ぎ
 あ
げ
て
い
る
活
火
山
の
ご
と
 

の
 明
暗
」
と
い
う
不
得
要
領
の
 

不
確
か
さ
を
示
す
と
同
時
に
 、
 て

顧
 る
ま
で
も
な
く
、
一
口
に
「
現
代
宗
教
」
と
は
い
っ
 

て
も
そ
の
現
実
の
流
派
や
運
動
は
多
岐
に
わ
た
 

 
 

る
 力
が
私
に
は
全
く
な
い
。
あ
え
て
「
現
代
宗
教
 

義
 的
な
概
括
を
許
さ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
い
っ
 

て
み
れ
ば
現
代
宗
教
は
無
数
の
熔
岩
と
噴
煙
を
ふ
 

テ
ー
マ
を
か
か
げ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
 

0
 こ
の
場
合
「
明
暗
 
」
と
は
、
対
象
と
し
て
の
現
代
宗
教
の
輪
郭
の
 

そ
の
対
象
に
向
 
ぅ
 私
自
身
の
方
法
の
不
確
か
さ
と
不
透
 

明
 を
も
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
あ
ら
 

度
 輪
郭
の
は
っ
き
り
し
た
テ
ー
マ
を
掲
げ
る
の
が
無
難
 な
行
き
方
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
 う
 す
る
こ
と
が
で
き
な
い
 事
情
が
私
の
側
に
あ
る
 

  

(650)  78 



簗
 
現
代
宗
教
の
多
く
は
明
ら
か
に
そ
の
よ
う
な
過
去
 

の
 経
験
へ
の
反
発
と
抵
抗
を
示
し
、
一
面
で
明
治
国
家
 

成
 立
 以
前
の
宗
教
伝
統
へ
の
 
復
 

館
 
帰
を
志
向
し
て
い
る
、
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
 

胡
 。
 

こ
こ
で
、
あ
え
て
誇
張
を
お
そ
れ
ず
に
い
え
ば
、
明
治
国
 

家
の
成
立
か
ら
昭
和
二
 
0
 年
の
敗
戦
に
い
た
る
ま
で
の
 
約
八
 0
 年
間
は
 、
わ
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暗
 

離
の
政
策
を
受
け
入
れ
、
そ
の
軌
道
の
上
を
半
ば
 強
制
さ
れ
た
形
で
進
ま
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
 、
そ
れ
に
た
い
し
て
今
日
の
 

目
ハ
 

一
 

い
ま
、
私
は
「
現
代
宗
教
」
を
考
え
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
 近
代
日
本
の
わ
れ
わ
れ
自
身
に
お
け
る
自
己
認
識
の
間
 題
を
考
え
る
こ
と
に
 

か
か
わ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
の
べ
た
の
で
 あ
る
が
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
三
つ
の
観
点
を
提
出
 し
て
当
面
の
課
題
に
応
 

え
る
手
が
か
り
に
し
て
み
よ
う
。
 

そ
の
第
一
の
観
点
と
は
こ
う
で
あ
る
 0
 す
な
わ
ち
日
本
 近
代
の
宗
教
教
団
も
し
く
は
宗
教
運
動
は
 、
 総
じ
て
明
治
 国
家
に
よ
る
神
仏
 分
 

て
み
よ
う
と
思
 う
 。
 

思
え
ば
、
日
本
の
宗
教
は
近
代
日
本
の
社
会
や
文
化
の
 形
成
に
た
い
し
て
い
っ
た
い
い
か
な
る
貢
献
を
は
た
し
て
 き
た
の
か
、
と
い
う
 

問
題
は
、
日
本
の
宗
教
学
五
 0
 年
の
学
説
史
的
伝
統
の
 そ
れ
を
も
ふ
く
め
て
、
古
く
て
新
し
い
問
題
で
あ
っ
た
。
 換
言
す
れ
ば
、
日
本
の
 

宗
教
は
近
代
日
本
人
に
お
け
る
自
己
認
識
の
形
成
に
た
 い
し
て
い
か
な
る
役
割
を
は
た
し
て
ぎ
た
の
か
、
と
い
う
 自
己
反
省
の
問
題
で
も
 

ラ
イ
シ
ャ
 ヮ
上
 氏
と
ヴ
ォ
ー
 ゲ
 と
民
 0
 日
本
論
お
よ
び
日
本
人
論
は
、
は
か
ら
ず
も
そ
の
 よ
う
 な
 問
題
の
所
在
を
私
に
 

つ
 ぎ
つ
け
た
と
い
う
点
で
、
は
な
は
だ
興
味
あ
る
「
社
会
 師
事
件
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、
 い
 ま
の
 べ
て
き
た
よ
う
な
 

問
題
意
識
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
「
現
代
宗
教
」
と
い
う
 ム
 「
 回
 私
に
与
え
ら
れ
た
課
題
に
つ
い
て
日
頃
考
え
て
い
 る
 反
省
の
一
端
を
の
 べ
 



 
 

 
 

 
 

伝
統
教
団
や
新
宗
教
教
団
は
、
神
仏
分
離
の
強
制
と
そ
 

れ
に
も
と
づ
く
国
家
神
道
の
成
立
に
と
も
な
い
、
神
仏
 

信
 仰
の
相
互
連
関
性
を
 

、
 

教
義
の
面
だ
け
で
な
く
組
織
や
運
動
の
面
で
も
徹
底
的
 

に
 分
離
切
断
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
 

、
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
 

よ
う
な
こ
と
が
一
貫
し
て
強
行
さ
れ
た
の
は
わ
が
宗
教
 

史
の
上
で
は
こ
の
時
期
を
お
い
て
ほ
か
仁
は
全
く
見
出
さ
 

れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 

に
し
だ
い
に
調
和
さ
せ
る
方
向
に
む
か
っ
た
の
だ
と
い
う
 

こ
と
を
力
説
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
氏
の
壮
大
な
「
 

日
 本
仏
教
典
」
と
い
う
 

仕
 

（
 
G
-
 

事
の
全
体
を
つ
ら
ぬ
く
重
要
な
タ
テ
糸
で
も
あ
っ
た
。
 

ま
 た
 氏
は
師
の
村
上
専
精
お
よ
び
僚
友
鷲
尾
頓
敵
と
と
も
 

に
 、
大
正
十
五
年
か
ら
 

昭
和
二
年
に
か
け
て
「
明
治
維
新
・
神
仏
分
離
史
料
」
 

上
 中
丁
三
巻
を
刊
行
し
た
が
、
そ
の
仕
事
の
本
来
の
目
的
 

が
 、
神
仏
分
離
政
策
に
 

よ
っ
て
混
乱
し
た
宗
教
界
の
情
況
を
、
分
離
以
前
の
状
態
 

即
ち
神
と
何
と
が
調
和
、
統
合
さ
れ
て
い
た
状
態
 

へ
と
復
元
し
ょ
う
と
す
 

（
Ⅰ
 

1
 
）
 

る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
ぎ
で
あ
る
。
こ
う
 

し
て
も
は
や
明
ら
か
な
こ
と
だ
が
、
辻
善
之
助
に
よ
る
「
 

日
本
仏
教
典
」
の
試
み
 

と
「
神
仏
分
離
史
料
」
の
作
成
と
い
う
仕
事
は
、
近
代
 

日
本
が
そ
の
政
治
的
自
立
の
た
め
に
支
払
っ
た
試
行
錯
誤
 

（
神
仏
分
離
・
 

排
仏
般
 

釈
 ・
国
家
神
道
）
に
た
い
す
る
内
在
的
な
批
判
、
そ
し
 

て
そ
の
錯
誤
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
た
感
情
の
代
償
行
為
、
 

と
い
う
性
格
を
も
っ
て
 

（
 
8
 
）
 

い
た
の
で
あ
る
。
 

し
か
る
に
、
右
の
辻
善
之
助
の
情
熱
的
な
応
答
に
も
か
 

か
わ
ら
ず
、
明
治
以
降
の
学
問
の
現
実
の
趨
勢
は
、
日
本
 

宗
教
史
上
の
最
大
の
 

テ
ー
マ
で
あ
っ
た
仏
教
と
神
道
の
研
究
を
、
一
方
の
仏
教
 

学
 な
い
し
印
度
 
学
 、
そ
し
て
他
方
の
神
道
学
な
い
し
 

国
 学
 と
い
う
学
問
上
の
二
 

大
力
テ
ゴ
リ
ー
の
な
か
へ
と
分
断
し
、
か
く
し
て
そ
れ
 

ぞ
れ
に
引
き
離
さ
れ
た
研
究
領
域
と
学
問
方
法
を
排
他
的
 

に
 純
粋
培
養
さ
せ
る
 

方
 

向
 に
す
す
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
 

で
は
、
明
治
の
神
仏
分
離
政
策
お
よ
び
国
家
神
道
の
成
立
 

と
い
う
事
態
に
対
応
す
 

（
 
几
り
 

）
 

る
と
こ
ろ
の
、
学
問
世
界
に
お
け
る
神
仏
分
離
体
制
で
 

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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胡
 

分
離
以
前
の
状
態
へ
の
復
帰
、
す
な
わ
ち
神
仏
の
調
和
 と
 統
合
へ
の
志
向
性
を
こ
そ
濃
厚
生
 ホ
 し
て
い
る
と
私
に
 は
 思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
 

 
 

  代 宗教の月 

で
は
な
い
と
私
は
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
現
代
宗
教
は
 、
そ
 の
 現
実
の
運
動
を
観
察
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
多
く
の
部
 分
は
 カ
ミ
信
仰
 と
ホ
ト
 

に
 信
仰
と
の
い
ち
じ
る
し
い
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
、
も
し
 く
は
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
 し
た
が
っ
て
ま
た
神
仏
 

,1  (653) 

ぼ
の
性
格
を
解
明
す
る
上
で
、
は
た
し
て
有
効
な
方
 
法
 で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
 0
 そ
れ
は
 も
は
や
十
分
に
有
効
な
方
法
 

月
月
 

そ
し
て
私
は
こ
の
方
面
で
の
代
表
的
な
 

善
之
助
氏
に
 よ
 れ
ば
、
神
と
仏
は
日
本
の
 

の
 学
問
的
出
発
点
は
 、
 神
と
仏
の
接
触
を
 

あ
と
を
検
証
し
ょ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
お
 

化
や
思
想
と
、
日
本
の
そ
れ
と
を
原
理
的
 

本
来
調
和
し
な
い
も
の
が
同
居
と
い
う
 パ
 

ま
さ
に
、
学
問
的
世
界
に
お
け
る
、
典
型
 

た
 津
田
左
右
吉
の
方
法
は
、
研
究
領
域
と
 

共
通
す
る
性
格
を
も
っ
て
い
た
と
私
は
考
 

仰
と
 外
来
宗
教
と
し
て
の
仏
教
信
仰
と
を
 

の
こ
と
を
も
 う
 一
度
く
り
返
し
て
い
え
ば
 

津
田
左
右
吉
の
歴
史
学
的
方
法
は
柳
田
、
 

真
 同
 5
 か
ら
対
立
す
る
方
法
で
あ
っ
た
 と
 

さ
て
も
し
も
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
 仕

事
と
し
て
、
は
し
な
く
も
津
田
左
右
吉
 氏
 に
よ
る
一
連
 の
 研
究
を
想
い
お
こ
す
 0
 さ
ぎ
の
 辻
 

思
想
的
土
壌
の
上
に
「
調
和
」
の
実
を
結
ん
た
と
さ
れ
 た
が
、
こ
れ
に
た
い
し
て
津
田
左
右
吉
 

人
工
的
作
為
に
よ
る
接
合
に
も
と
づ
く
も
の
だ
と
診
断
 し
 、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
人
工
的
な
移
植
の
 

か
れ
て
い
た
と
い
っ
て
い
い
 0
 氏
の
歴
史
学
的
方
法
の
 特
徴
が
、
中
国
お
よ
び
イ
ン
ド
の
 
文
 

に
 区
別
し
ょ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
の
結
果
、
 わ
 が
国
に
お
け
る
神
と
仏
の
交
渉
は
 

，
，
 

-
 
-
l
 

。
 "
 
 
、
 

タ
ー
ン
を
強
制
さ
れ
た
と
き
に
生
ず
る
接
触
の
型
を
示
 す
 、
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
 

的
な
神
仏
分
離
理
論
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
 い
か
 0
 そ
し
て
実
を
い
え
ば
、
こ
う
し
 

問
題
関
心
を
異
に
し
つ
つ
も
、
基
本
的
に
は
柳
田
国
男
 や
 折
口
信
夫
に
お
け
る
学
問
の
方
法
と
 

え
る
。
な
ぜ
な
ら
柳
田
氏
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
日
本
 民
俗
学
の
伝
統
は
、
日
本
人
の
固
有
情
 

@
 
Ⅱ
 @
 

あ
ら
か
じ
め
区
別
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
の
方
法
的
 一
 
朋
提
 と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
 0
 以
上
 

、
す
く
な
く
と
も
日
本
人
に
お
け
る
伝
統
的
な
神
仏
 信
 仰
 と
い
う
テ
ー
マ
を
軸
に
し
た
場
合
、
 

折
口
の
民
俗
学
的
方
法
と
共
通
性
を
示
し
つ
つ
、
 さ
ぎ
 の
 辻
善
之
助
の
仏
教
史
学
的
方
法
と
は
 

い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

ば
 、
津
田
左
右
吉
や
柳
田
国
男
な
ど
の
方
法
は
、
今
日
 問
題
と
さ
れ
て
い
る
わ
が
国
現
代
宗
教
 



一
 

次
に
第
二
の
観
点
は
、
現
代
宗
教
が
強
力
な
社
会
的
 勢
 力
 と
し
て
民
衆
の
支
持
を
つ
け
て
い
る
の
は
、
ま
ず
も
 
っ
て
そ
れ
が
民
衆
の
 

「
病
気
直
し
」
の
願
望
と
、
不
平
等
と
不
幸
に
み
た
さ
れ
 た
 社
会
の
建
て
替
え
建
て
直
し
を
要
求
す
る
「
世
直
し
 」
の
願
望
と
を
、
そ
の
 

（
㍑
 
@
 

運
動
の
最
大
の
ェ
子
ル
ギ
ー
 源
 と
し
て
い
る
か
ら
で
は
 な
い
か
、
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
一
方
に
、
自
己
の
病
め
 る
 心
身
の
治
癒
お
よ
び
 

肉
体
の
蘇
生
と
い
う
個
体
的
な
課
題
、
そ
し
て
他
方
に
 堕
落
と
崩
壊
の
兆
を
示
す
社
会
の
革
新
も
し
く
は
変
革
と
 い
 う
 共
同
体
的
な
課
題
 

を
か
か
げ
、
こ
の
「
病
気
直
し
」
と
「
世
直
し
」
と
い
 ぅ
 二
つ
の
課
題
を
同
時
的
に
解
決
し
ょ
う
と
す
る
志
向
性
 を
 、
程
度
の
差
こ
そ
あ
 

る
 
。
 

と
こ
ろ
で
し
か
し
、
私
は
こ
こ
で
、
津
田
左
右
吉
の
歴
 

史
学
や
柳
田
国
男
の
民
俗
学
に
た
い
し
て
辻
善
之
助
の
仏
 

敦
史
学
 

 
 

 
 

 
 

る
 一
種
の
神
仏
 

統
 
ム
ロ
論
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
 

現
代
宗
教
の
構
造
と
機
能
を
客
観
的
に
把
握
す
る
方
法
 

と
し
て
な
 

@
 
は
 
@
 

あ
る
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

と
す
る
な
ら
ば
最
後
に
、
問
題
が
一
つ
残
さ
れ
る
こ
と
 

に
な
る
の
で
は
な
い
か
 

0
 
す
た
 
ね
ち
、
今
日
そ
の
学
会
 

創
 
五
五
の
 

わ
が
 
「
宗
教
学
会
」
の
宗
教
学
的
方
法
が
、
津
田
左
右
田
 

口
や
柳
田
国
男
に
お
け
る
ご
と
ぎ
方
法
と
し
て
の
神
仏
 

分
 
離
 
理
論
と
 

に
お
け
る
ご
と
き
方
法
と
し
て
の
神
仏
統
合
理
論
と
を
、
 

さ
ら
に
一
段
と
高
い
理
論
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
上
場
す
 

る
こ
と
が
 

か
け
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 

れ で 、 周 お 中 の 
に き 近 年 下 心 優 

鋭 ． る 善 を 十 軸 位 
く か 之 祝 分 と 性 
問 ど 助 ぅ で す を 

(654)@ 82 



現代宗教の明暗 

根 れ て 般 
元 た の の 

的 の 悪 民 
な で 霊 泉 

病 あ が に 
愚 る そ と 

や 。 こ っ 
苦 し に て 
悩 か 恩 情 

を し 着 神 
洗 や し l 
ぃ が て 身 
流 て い 体 

しこる てれかの 上 
世 ら ら 病 
界 の で 患、 
を 教 あ こ 

立 祖 る そ 
て た と は 
直 ち さ 人 

生駒苦 世 す 「 糠依 に れ こ 、 
直 す の 悩 
し る よ の 

」 神 ぅ 最 
の ほ な た 
神 " 悪 る 

も 

（ ま 宇霊 宙をの 
た の 除 で 

ある は祖 最高 去す 

神神るが ）の 力、 
と 地 が そ 
さ 位 教 の 
れ に 祖 場 
る ま に 合 
ょ で 恩 苦 

ぅ 高 依 悩 
に め し の 

な ら た 原 
囚   

病 舎 で 病 
気 や あ 源 
直 人 る 体 
し 問 と と 

の の さ し 

83  (655) 

 
 

自
己
に
 恩
休
 し
た
「
 神
 」
の
力
を
か
り
て
人
々
の
病
気
 直
し
に
い
ち
じ
る
し
い
効
果
を
あ
げ
て
い
る
 0
 
財
力
と
権
 力
 を
奪
わ
れ
て
い
る
 一
 

こ
れ
ら
幕
末
維
新
潮
に
お
け
る
創
唱
宗
教
の
教
祖
た
ち
は
 、
い
ず
れ
も
そ
の
 開
 教
の
当
初
に
お
い
て
は
 げ
 し
 い
神
 が
か
り
を
経
験
し
、
 

課
題
を
同
時
的
に
解
決
し
ょ
う
と
す
る
意
欲
を
強
烈
 冬
 ホ
 し
て
い
る
点
で
、
現
代
宗
教
は
ほ
。
共
通
の
問
題
意
識
 に
 立
っ
て
い
る
と
い
う
 

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
 0
 

と
こ
ろ
で
い
 
う
 ま
で
も
な
 
い
 こ
と
だ
が
、
病
気
直
し
と
 世
直
し
と
を
論
理
的
に
直
結
さ
せ
る
と
い
う
こ
の
現
代
案
 教
の
特
徴
は
、
そ
の
 

原
型
な
い
し
は
源
泉
を
す
で
に
幕
末
維
新
潮
に
発
生
を
 み
た
代
表
的
な
民
衆
宗
教
に
負
 う
 て
い
る
。
 

願
 す
る
「
病
気
直
し
」
と
、
社
会
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
の
 ぞ
 も
 
「
世
直
し
」
と
い
う
二
つ
の
テ
ー
マ
を
す
る
ど
く
 直 給
 さ
せ
、
そ
の
二
つ
の
 

変
動
期
や
転
換
期
に
そ
の
独
自
の
形
成
が
発
展
し
た
こ
 と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
 0
 し
か
し
な
が
ら
概
し
 

頻
発
す
る
「
病
気
直
し
」
の
現
象
は
か
な
ら
ず
し
も
「
 世
直
し
」
の
 社
ム
下
 
連
動
と
結
合
し
て
い
た
わ
 け
 で
 

し
 」
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
志
向
も
、
そ
の
運
動
の
内
部
に
か
 な
ら
ず
し
も
「
病
気
直
し
」
の
契
機
を
含
む
も
の
 

注
目
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
い
ま
こ
の
問
題
を
 詳
述
し
て
い
る
余
裕
は
な
い
が
、
と
も
か
く
も
こ
 て

い
う
な
ら
ば
、
宗
教
史
上
に
 

（
 
4
 ）
 

は
な
く
、
ま
た
同
時
に
「
仕
置
 

@
 
巧
 -
 

で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
 

0
 個
体
的
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
 祈
 

で
あ
ろ
う
。
日
本
の
宗
教
史
を
通
観
し
て
み
て
も
、
そ
れ
 が
 古
い
時
代
以
来
し
ば
し
ば
発
現
を
み
た
宗
教
現
象
で
 あ
り
、
と
く
に
社
会
の
 

も
ち
ろ
ん
「
病
気
直
し
」
と
「
世
直
し
」
と
い
う
二
つ
の
 契
機
は
、
現
代
宗
教
に
の
み
固
有
の
特
徴
で
あ
る
と
い
 ぅ
 こ
と
は
で
き
な
い
 

れ
 何
ら
か
の
形
で
も
っ
て
い
る
点
で
、
現
代
宗
教
は
他
 の
 既
成
教
団
に
は
み
ら
れ
な
い
現
実
性
と
活
力
を
有
し
て
 い
る
と
私
は
考
え
る
。
 



る
 危
機
と
社
会
的
統
合
の
問
題
と
し
て
、
そ
し
て
最
後
 

に
治
療
論
が
一
般
に
儀
礼
や
象
徴
に
か
か
わ
る
独
自
の
行
 

為
体
系
と
し
て
と
り
あ
 

げ
ら
れ
、
広
く
心
理
学
や
社
会
学
、
精
神
医
学
や
人
類
 

学
な
ど
の
立
場
か
ら
分
析
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
 

知
ら
れ
て
い
る
 0
 し
 

る
 「
病
気
直
し
」
の
機
能
と
社
会
的
苦
悩
を
除
 赦
 す
る
 「
世
直
し
」
の
機
能
を
重
層
的
に
内
在
さ
せ
て
い
た
の
で
 あ
る
が
、
こ
の
構
造
的
 

な
 特
徴
こ
そ
は
、
実
は
形
と
と
こ
ろ
を
変
え
て
、
現
代
 &
 
本
数
の
 内
 ぶ
と
こ
ろ
深
く
脈
々
と
 う
げ
 つ
が
れ
て
ぎ
た
 当
 の
も
の
で
あ
っ
た
と
 私
 

は
 考
え
る
。
 

し
か
し
同
時
に
わ
れ
わ
れ
が
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 い
の
は
、
こ
れ
ら
幕
末
維
新
期
の
創
唱
宗
教
の
場
合
と
現
 代
 宗
教
の
場
合
と
に
 

は
、
 
一
 つ
 だ
 け
 区
別
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 問
 題
 が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
そ
の
多
く
に
 ふ
 れ
て
い
る
余
裕
は
な
い
 

が
 、
端
的
に
い
っ
て
、
創
唱
宗
教
の
教
祖
た
ち
に
 愚
依
 し
た
「
 神
 」
は
も
と
も
と
は
神
仏
習
合
的
な
性
格
を
濃
厚
 に
 示
し
て
い
た
が
、
 し
 

か
し
や
が
て
明
治
国
家
に
 よ
 る
神
仏
分
離
お
よ
び
国
家
 神
 道
の
強
化
と
い
う
政
策
に
対
応
し
っ
 っ
 、
み
ず
か
ら
の
 教
義
体
系
に
改
変
を
加
 

え
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
と
り
わ
け
民
俗
的
な
 仏
 教
 信
仰
の
要
素
を
排
除
す
る
こ
と
に
最
大
の
関
心
を
は
ら
 わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
 

た
と
し
 
、
 ぅ
 こ
と
で
あ
る
 

。
 
0
-
7
-
@
 
 

て
み
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
 民
衆
宗
教
が
維
新
潮
以
降
の
明
治
近
代
の
暗
い
谷
間
の
 時
代
を
生
き
抜
く
た
め
 

に
は
、
方
法
と
し
て
の
神
仏
分
離
理
論
を
採
用
せ
ざ
る
を
 え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 0
 そ
こ
が
現
代
宗
教
 と
 一
線
を
画
し
て
い
る
 

点
で
あ
り
、
こ
れ
は
す
で
に
第
一
の
観
点
で
の
べ
た
こ
 と
に
対
応
す
る
問
題
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
現
代
宗
教
を
特
色
づ
け
る
右
の
二
つ
の
契
機
 の
う
ち
、
「
病
気
直
し
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
原
理
的
 に
い
っ
て
、
病
源
 体
 

と
し
て
の
 逮
 霊
の
社
会
・
心
理
的
性
格
を
め
ぐ
る
病
因
 論
の
立
場
、
お
よ
び
そ
の
呪
術
・
宗
教
的
な
作
用
を
探
索
 す
る
診
断
論
の
立
場
、
 

そ
し
て
最
後
に
こ
の
よ
う
な
病
気
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
一
挙
 に
 解
除
す
る
治
療
論
の
立
場
、
と
い
う
三
つ
の
局
面
か
 ら
の
方
法
的
接
近
が
可
 

能
 で
あ
る
と
え
る
で
あ
ろ
う
 

@
 
 
-
8
@
 

ー
ま
た
病
因
論
が
一
般
 

。
 

に
 ル
サ
ン
チ
マ
ン
や
葉
り
の
問
題
と
し
て
、
診
断
論
が
人
 間
の
人
生
周
期
に
お
 け
 

(656) 

-
 
照
 @
 

カ
ミ
 
（
 逮
依
霊
 ）
は
世
直
し
の
最
高
神
へ
と
上
昇
し
た
の
 で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
の
時
期
の
民
衆
宗
教
は
、
人
間
 ぬ
 苦
悩
を
祓
い
き
ょ
 め
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世 「 
  
し 
」 

の   
  
つ 

の契 

機 
を 
統 
合 
的 
に - 
と 

ら 

え 
る 

観 
    
@ よ 

欠 
か 

せ 

な 
  
も 

の 
で， 

あ 
る 

と 

私 

は考 

え 
る 

か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
病
因
論
、
診
断
論
、
治
療
論
 

の
 三
つ
の
研
究
領
域
を
全
体
的
か
つ
統
一
的
に
と
ら
え
る
 

方
法
的
視
点
は
、
い
ま
 

だ
わ
れ
わ
れ
の
共
有
財
産
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
 

る
 。
そ
し
て
こ
れ
と
同
じ
こ
と
は
、
も
う
一
つ
の
「
 

世
直
 し
 」
の
研
究
領
域
に
つ
 

い
て
も
い
え
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
社
会
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
 

運
動
と
し
て
の
「
世
直
し
」
運
動
の
諸
形
式
は
、
一
般
 

に
 教
祖
論
、
運
動
論
、
 

組
織
論
と
い
う
三
つ
の
軸
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
て
 

き
て
 い
る
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
研
究
は
い
ま
の
 

べ
 て
 き
た
 「
 
病
気
直
し
」
と
し
て
の
 

個
体
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
運
動
の
諸
形
式
と
の
内
的
連
関
を
 

さ
ら
に
い
っ
そ
う
深
く
つ
ぎ
と
め
る
方
向
で
再
検
討
さ
れ
 

る
 必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
 

 
 

間
 改
造
論
が
生
み
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
他
方
こ
れ
に
 

た
い
し
て
、
世
直
し
的
 

と
こ
ろ
で
私
は
、
こ
れ
ま
で
に
現
代
宗
教
の
重
要
な
特
 

色
 の
一
つ
が
「
病
気
直
し
」
と
 

一
 
，
世
直
し
」
の
契
機
を
論
 

理
 的
に
一
貫
さ
せ
る
 

と
こ
ろ
に
あ
る
と
の
 

べ
て
 ぎ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
 

現
実
の
問
題
と
し
て
そ
の
両
者
の
契
機
は
、
い
ず
れ
か
 

一
 
方
を
強
調
す
る
，
」
と
に
 

よ
っ
て
、
と
き
に
分
極
化
の
傾
向
を
示
す
と
い
う
こ
と
 

を
 考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
心
身
に
か
か
わ
 

る
 病
気
直
し
的
な
契
機
 

が
と
く
に
強
調
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
、
わ
れ
わ
れ
の
 

周
 辺
 に
数
多
く
見
出
せ
る
よ
 

う
 に
な
っ
た
様
々
な
 

オ
 カ
ル
ト
 
的
な
カ
ル
ト
集
団
が
形
 

契
機
が
前
面
に
押
し
だ
さ
れ
る
場
合
に
は
、
特
定
の
信
 

合
体
系
に
も
と
づ
く
政
治
、
社
会
運
動
が
組
織
さ
れ
、
 

し
 は
し
ば
華
々
し
い
大
衆
 

宣
伝
と
大
規
模
な
宗
教
教
育
運
動
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
 

は
 周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
今
日
の
現
代
宗
教
の
動
向
を
 

う
 ら
 な
い
、
そ
の
運
動
の
性
格
を
客
観
的
に
見
定
め
る
上
で
 

も
 、
「
病
気
直
し
」
と
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た
 神
霊
や
精
霊
の
恩
 依
 と
い
う
現
象
を
中
心
に
考
察
す
る
 方
法
な
い
し
立
場
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 一
般
に
ア
ニ
ミ
ズ
ム
 論
 
-
 

三
つ
の
理
論
的
関
心
の
い
ず
れ
か
の
立
場
を
強
く
意
識
 す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
論
理
の
展
開
を
は
か
っ
て
 き
 た
 、
と
い
う
こ
と
を
こ
 

こ
で
は
い
っ
て
お
ぎ
た
い
の
で
あ
る
。
 

ま
ず
は
じ
め
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
論
の
立
場
で
あ
る
が
、
 

そ
 れ
は
基
本
的
に
は
、
教
祖
の
超
自
然
的
な
神
が
か
り
体
験
 を
 、
さ
き
に
も
ふ
れ
 

の
す
べ
て
を
何
ら
か
の
形
で
含
ん
で
い
る
と
い
え
る
が
、
 

し
か
し
あ
え
て
類
型
化
し
て
い
え
ば
、
こ
れ
ま
で
の
 多
 く
の
教
祖
論
は
 、
 右
の
 

そ
れ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
厳
密
に
い
え
ば
現
代
宗
教
 に
か
か
わ
る
教
祖
論
は
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
右
に
あ
げ
 た
 三
つ
の
理
論
的
関
心
 

る
 0
 す
な
わ
ち
第
一
に
 ア
ニ
，
、
 
ズ
ム
 論
 、
第
二
に
カ
 リ
 ス
マ
 論
 、
そ
し
て
第
三
に
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
論
、
と
い
う
 三
 っ
の
 理
論
的
な
関
心
が
 

四
 

最
後
に
第
三
の
観
点
で
あ
る
が
、
現
代
宗
教
は
 

｜
ジ
 に
よ
っ
て
教
団
メ
ン
。
ハ
ー
の
連
帯
と
結
束
を
 

教
 の
諸
教
団
の
最
高
指
導
者
は
、
既
成
諸
教
団
の
 

あ
る
。
た
と
い
初
代
の
教
祖
が
す
で
に
世
を
去
っ
 

生
前
の
教
祖
の
言
行
は
古
参
信
者
の
口
を
通
し
て
 

味
 で
は
、
教
祖
の
問
題
を
抜
ぎ
に
し
て
、
そ
も
そ
 

と
こ
ろ
で
 
い
 わ
ゆ
る
教
祖
論
が
現
代
宗
教
論
の
 

な
 視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
研
究
さ
れ
て
ぎ
た
の
で
あ
 そ

の
教
団
と
運
動
の
原
点
に
つ
ね
に
教
祖
的
人
間
を
位
 置
 づ
け
、
教
祖
の
強
烈
な
 イ
メ
 

は
か
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
 う
な
い
 0
 な
ぜ
な
ら
現
代
案
 

そ
れ
に
く
ら
べ
て
は
る
か
に
教
祖
的
性
格
を
濃
厚
に
示
 し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
 

て
い
る
よ
う
な
場
合
で
も
、
そ
の
教
祖
の
イ
メ
ー
ジ
は
 現
 在
 も
な
お
強
く
記
憶
さ
れ
、
 

不
断
に
伝
承
さ
れ
更
新
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
を
忘
れ
 て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
 意
 

も
 
「
現
代
宗
教
」
に
か
ん
す
る
議
論
は
成
り
立
た
な
い
 とさ
え
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
 

中
心
的
な
課
題
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
こ
 れ
ま
で
に
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
 

ろ
 う
か
 0
 概
括
的
に
い
っ
て
私
は
、
そ
こ
に
三
つ
の
理
論
 的
な
視
点
が
あ
っ
た
と
考
え
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の
 立
場
は
、
タ
イ
ラ
ー
以
来
の
長
い
学
説
史
の
伝
統
を
も
 っ
て
お
り
、
人
間
界
と
自
然
界
と
の
あ
い
だ
に
生
ず
る
 神
霊
や
精
霊
の
空
間
 移
 

動
 に
か
ん
す
る
信
念
体
系
を
想
定
す
る
こ
と
に
立
脚
し
 て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
妻
 ェ 魂
に
た
い
す
る
感
覚
や
 

観
念
は
、
タ
マ
 
シ
ヒ
 が
か
ら
だ
か
ら
遊
離
す
る
の
と
 同
 時
に
そ
こ
に
 想
 着
す
る
、
と
い
う
 働
 ぎ
を
信
ず
る
こ
と
に
 も
と
づ
い
て
い
る
 0
 い
 

わ
ば
霊
魂
の
分
離
、
結
合
の
原
理
が
そ
こ
で
は
意
識
さ
 れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
こ
の
原
理
は
わ
 が
 国
の
歴
史
に
お
い
て
 

（
 
博
 -
 

は
 時
代
や
地
域
を
越
え
、
文
化
や
階
層
を
こ
え
て
広
く
 信
 じ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
 0
 そ
し
て
こ
の
よ
う
な
 原
 理
や
観
念
は
死
霊
信
仰
 

や
 精
霊
信
仰
を
媒
介
に
し
て
し
だ
い
に
祖
先
崇
拝
へ
と
 洗
練
さ
れ
体
系
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
 0
 今
日
わ
が
 国
の
現
代
宗
教
の
多
く
 

に
お
い
て
祖
先
崇
拝
が
根
強
く
温
存
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
 な
く
、
そ
れ
が
既
成
教
団
の
場
 ム
ロ
 
と
は
異
な
っ
て
む
し
 ろ
 積
極
的
に
主
張
さ
れ
 

教
団
発
展
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
と
く
に
 注
 目
 す
べ
ぎ
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
の
霊
魂
 0
 分
離
 ｜
 結
合
の
メ
カ
 

二
ズ
ム
 は
、
日
本
人
の
自
然
に
た
い
す
る
感
見
に
独
特
の
 彩
り
を
そ
え
て
ぎ
た
。
 
山
 や
川
や
樹
木
な
ど
の
自
然
に
 こ
も
る
神
霊
や
精
霊
 や
 

祖
霊
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
意
識
よ
り
は
る
か
に
強
靱
 な
も
の
と
観
念
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
 む
 や
タ
マ
シ
ヒ
 
も
 、
 時
に
 

応
じ
処
に
応
じ
て
自
然
の
ふ
と
こ
ろ
の
中
へ
と
流
出
し
 て
い
く
、
と
い
う
感
覚
が
長
い
歴
史
の
時
間
を
へ
て
醸
成
 さ
れ
て
き
た
の
で
あ
 

る
 0
 以
上
こ
う
し
て
 ア
ニ
、
、
、
 

ズ
ム
論
の
立
場
か
ら
す
る
 教
 祖
論
は
 、
一
方
で
教
祖
の
神
が
か
り
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
 着
目
す
る
と
と
も
に
、
 

他
方
そ
の
教
祖
を
中
心
と
す
る
教
団
形
成
が
わ
が
国
に
 固
有
の
祖
先
崇
拝
と
自
然
観
を
巧
み
に
と
り
入
れ
て
い
っ
 た
と
い
う
側
面
に
研
究
 

の
 照
準
を
合
せ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
  
 

暗
 

次
に
第
二
の
理
論
的
関
心
は
カ
リ
ス
マ
論
の
立
 場
か
ら
す
る
教
祖
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
マ
ッ
ク
ス
・
 ゥ
 エ
 ー
バ
ー
の
理
論
に
み
ち
び
 

明
 

簗
 

か
れ
て
 き
 た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
 う
 ま
で
も
な
 
ぃ
 。
そ
れ
は
一
般
に
、
教
祖
に
お
け
る
苦
難
の
人
生
体
験
 と
そ
れ
か
ら
の
救
済
 ｜
 再
生
 

桟
 

と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
着
目
し
、
同
時
に
い
わ
ゆ
る
 教
祖
の
人
格
に
ひ
そ
む
 ヵ
リ
 ス
マ
 的
 資
質
な
る
も
の
が
 信
 音
大
衆
に
い
か
な
る
影
響
を
 

現
 

与
え
、
か
っ
教
団
形
成
に
そ
れ
が
 い
 か
な
る
刺
激
 

を
 与
え
た
の
か
、
と
い
う
問
題
の
究
明
を
め
ざ
す
も
の
で
 あ
っ
た
と
い
え
 よ
う
 。
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と
，
 」
ろ
で
教
祖
が
そ
の
カ
リ
ス
マ
酌
人
格
を
形
成
す
る
 過
程
で
、
独
自
の
禁
欲
と
宣
 箱
心
 を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
が
 知
ら
れ
て
い
る
が
、
 

こ
の
禁
欲
 と
宜
箱
ゅ
の
 修
行
体
系
は
、
わ
が
国
の
神
仏
習
合
 的
な
宗
教
風
土
に
お
い
て
は
教
祖
自
体
を
一
種
の
神
的
 存
在
へ
と
高
め
る
た
め
 

の
手
段
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
と
思
う
 0
 ウ
ヱ
｜
 
ハ
 ー
の
表
現
で
い
え
ば
教
祖
の
自
己
神
化
（
 ゼ
ル
 フ
ス
 ト
 ・
フ
ェ
ア
ゴ
ッ
ト
 
ウ
 

ン
ク
イ
す
な
わ
ち
み
ず
か
ら
を
神
に
す
る
こ
と
を
そ
れ
は
 意
味
し
て
し
る
わ
け
て
あ
る
 

ヵ
、
 

。
。
 
@
0
-
2
 
 

，
、
 こ
の
教
祖
の
自
己
 神
 化

の
問
題
こ
そ
は
、
 
わ
 

が
 現
代
宗
教
に
お
い
て
は
教
祖
を
生
き
神
と
と
ら
え
る
 独
自
の
観
念
を
説
明
す
る
作
業
仮
説
で
あ
っ
た
と
い
う
，
 」
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
 

て
こ
の
教
祖
Ⅱ
生
き
神
論
が
、
さ
き
に
の
べ
た
 ァ
二
 =
 、
 ズ
ム
 諭
 す
な
わ
ち
霊
魂
の
転
変
説
と
結
び
つ
く
こ
と
に
 ょ
 
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
 
天
 

真
信
仰
」
の
内
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
説
明
す
る
概
念
枠
組
 と
さ
れ
て
 き
た
 こ
と
よ
知
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
も
 

、
 

（
 
2
 
l
 ）
 

さ
て
歴
史
的
に
い
っ
て
、
民
衆
に
よ
る
生
き
神
信
仰
が
 し
ば
し
ば
時
代
の
転
換
期
や
変
動
期
に
急
激
な
高
ま
り
を
 み
せ
た
と
い
う
点
は
 

印
象
的
で
あ
る
。
と
り
わ
け
さ
き
に
も
ふ
れ
た
幕
末
維
 新
期
 に
創
唱
さ
れ
た
民
衆
宗
教
、
そ
し
て
第
二
次
世
界
大
 戦
後
に
族
生
し
た
民
衆
 

宗
教
が
、
そ
の
教
祖
を
生
き
神
と
し
て
祀
り
あ
げ
、
 信
 音
大
衆
の
病
気
直
し
と
世
直
し
の
願
望
に
ダ
イ
ナ
ミ
 "
 ク
 な
 方
向
性
を
与
え
た
こ
 

と
は
け
っ
し
て
偶
然
の
符
合
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 も
っ
と
も
、
今
日
み
ら
れ
る
現
代
宗
教
は
、
あ
る
 場
ム
 ロ
は
 初
代
に
た
い
し
て
 抱
 

い
て
い
た
よ
う
な
生
き
神
信
仰
を
し
だ
い
に
希
薄
化
し
、
 

い
わ
ゆ
る
カ
リ
ス
マ
の
日
常
化
の
過
程
に
あ
る
で
あ
ろ
 ぅ
 0
 あ
る
い
は
ま
た
、
 

新
た
に
分
離
も
し
く
は
独
立
し
た
新
教
団
と
し
て
、
 活
 性
 化
さ
れ
た
カ
リ
ス
マ
Ⅱ
生
き
神
信
仰
を
保
持
し
て
い
る
 場
合
も
あ
ろ
う
。
そ
の
 

よ
 う
 に
現
代
宗
教
の
諸
教
派
に
は
様
々
な
レ
ベ
ル
の
 相
 違
 が
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
現
代
宗
教
が
 社
会
の
変
動
や
時
代
の
 

危
機
を
鋭
く
反
映
す
る
 働
 ぎ
を
示
し
つ
づ
け
る
か
ぎ
り
、
 

カ
ゾ
 ス
マ
 論
 的
地
平
か
ら
な
さ
れ
る
教
祖
論
は
な
お
 有
 効
 な
方
法
的
視
点
で
あ
 

る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

最
後
に
、
第
三
の
方
法
的
立
場
が
い
わ
ゆ
る
シ
ャ
 
マ
二
 ス
ム
 論
的
 観
点
か
ら
す
る
教
祖
論
で
あ
る
。
シ
ャ
 
マ
二
 ズ
ム
の
方
法
的
観
点
 

が
 、
い
ま
の
べ
た
ア
ニ
ミ
ズ
ム
論
と
カ
リ
ス
マ
論
を
あ
 ら
か
じ
め
予
想
し
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
発
想
さ
れ
た
も
 の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
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こ
の
よ
う
な
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
論
 

憶
 
一
方
で
、
教
祖
 

や
シ
 セ
 マ
ン
に
お
け
る
人
格
の
再
生
と
い
う
テ
ー
マ
を
含
む
 

と
 同
時
に
、
そ
の
よ
 

9
 な
体
験
が
社
会
関
係
の
緊
張
の
な
か
で
疎
外
さ
れ
た
 

り
 承
認
さ
れ
た
り
し
て
い
く
社
会
化
の
プ
ロ
セ
ス
、
即
ち
 

社
会
的
 
再
 統
合
の
 テ
｜
 

マ
 を
も
同
時
的
に
含
ん
で
い
る
。
い
き
お
い
社
会
・
心
理
 

的
な
コ
ン
テ
キ
ス
ト
と
と
も
に
政
治
、
経
済
的
な
要
因
 

が
そ
こ
に
予
想
さ
れ
る
 

わ
 げ
で
あ
っ
て
、
近
年
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
に
か
ん
す
る
さ
 

ま
ざ
ま
な
作
業
仮
説
や
理
論
が
、
宗
教
学
の
分
野
の
み
 

な
ら
ず
人
類
学
や
民
族
 

学
 、
社
会
学
や
心
理
学
、
そ
し
て
と
り
わ
け
精
神
病
理
 

学
や
精
神
医
学
な
ど
の
立
場
か
ら
提
出
さ
れ
論
じ
ら
れ
て
 

い
る
の
え
ん
が
そ
こ
に
 

あ
る
。
 

ソ
ャ
 マ
ニ
ズ
ム
の
問
題
の
根
幹
に
、
い
わ
ゆ
る
 

逮
霊
と
脱
 
魂
 と
い
う
二
つ
の
「
現
象
」
が
あ
る
こ
と
は
 

よ
 く
知
ら
 
れ
て
い
る
 
0
 そ
し
て
 

ぼ
 
そ
れ
が
、
さ
き
に
も
ふ
れ
た
生
き
神
信
仰
の
現
象
 

と
と
も
に
、
現
代
宗
教
に
お
け
る
教
祖
の
人
格
形
成
と
か
 

れ
ら
の
存
在
の
社
会
化
過
程
 

 
 

教
明
朋
 

列
島
の
周
辺
部
と
沖
縄
地
域
に
か
ぎ
ら
れ
て
伝
承
の
を
分
析
す
る
た
め
の
「
 

鍵
 概
念
」
と
も
さ
れ
て
い
 

 
 

 
 

現
 

究
 課
題
と
さ
れ
て
い
る
が
、
一
般
的
に
い
っ
て
現
代
 

宗
 教
の
代
表
的
な
教
祖
た
ち
は
、
い
わ
ば
日
本
の
社
会
や
文
 

化
の
周
辺
地
域
に
お
い
 
89  (661) 

意
識
の
深
層
部
を
、
信
徒
集
団
の
信
念
体
系
や
感
情
 表
 出
 の
諸
様
式
、
お
よ
び
共
同
体
の
評
価
や
慣
習
な
ど
の
 社
 会
 、
心
理
的
コ
ン
テ
キ
 

@
 
㌍
 @
 

ス
ト
の
な
か
で
解
読
し
ょ
う
と
す
る
の
が
、
そ
の
特
徴
で
 あ
る
と
い
え
 よ
う
 。
 

ま
で
も
な
い
。
と
り
わ
け
教
祖
を
シ
ャ
マ
ン
と
し
て
と
 ら
え
、
そ
の
神
が
か
り
体
験
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
い
わ
ば
 霊
 魂
の
幾
何
学
と
し
て
 追
 

跡
 せ
ん
と
す
る
方
法
は
、
あ
る
面
で
は
 ァ
ニ
、
、
、
ズ
ム
 

の
 方
法
的
立
場
と
ほ
と
ん
ど
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
 さ
え
い
え
る
で
あ
ろ
 

づ
ノ
 

@
 @
 
。
 

し
か
し
な
が
ら
同
時
に
、
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
論
が
い
分
と
 @
 
」
 らめ
 ア
ニ
ミ
ズ
ム
論
と
一
線
を
画
す
る
の
は
、
教
祖
に
 お
け
る
神
が
か
り
 即
 

ち
想
霊
 現
象
を
、
と
り
わ
け
一
種
の
社
会
生
理
的
現
象
 も
し
く
は
社
会
病
理
的
現
象
と
考
え
、
シ
ャ
マ
 ン
 Ⅱ
教
祖
 に
お
け
る
人
格
変
換
の
 



体 で る （ 
的 は 以 o ） 

ュ な 士 

l い 私   
ピ か 、 

ア と 現 代 十本 （ 病 Ⅰリ ラ 

気 こ 裁   
し を 問 
） 提 題   
全 て え 
酌 み て 

ュ l たい 。 く 

ト す 場 

ピな合 ァわ " 

（ 世 ち 第っ 三 
直 一 の 
し に 観 
） " 占   
同 法 い 

時 と う 

的 し か 
に て 思 

実 の 考 
現 神 枠 
し 仏 に 

ょ 分 そ 
う 離 つ 

と 的 て 
す 理 そ 
る 論 う 

民 へ す 
衆 の る 

  
望 と が 
の 批 さ 

しあ 半、構 U 、 
造 第 た 
と 二 り 

機 に 便 
能 個 利 

う
 宗
教
学
上
の
三
つ
の
研
究
テ
ー
マ
は
、
現
代
宗
教
に
 か
か
わ
る
教
祖
論
と
い
分
課
題
を
媒
介
に
し
て
、
は
か
ら
 ず
も
日
本
宗
教
学
史
の
 

 
 

歴
史
的
展
開
の
あ
る
側
面
を
、
独
自
の
方
法
と
形
式
に
 お
い
て
あ
ら
わ
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
印
象
 を
 禁
じ
え
た
い
の
で
あ
 

て
そ
の
原
初
的
な
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
体
験
の
洗
礼
を
受
け
、
 

そ
の
こ
と
を
跳
躍
 台
 と
し
て
し
だ
い
に
中
央
や
都
市
を
 中
心
と
す
る
教
団
形
成
 

に
成
功
す
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
側
面
を
忘
れ
て
は
 な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
も
し
も
そ
う
で
あ
る
と
 す
る
な
ら
ば
、
現
代
案
 

教
 の
 一
 教
祖
の
個
人
史
（
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
）
 は
 、
は
る
か
古
代
以
来
の
日
本
宗
教
史
の
系
統
的
な
発
 展
 を
い
わ
ば
凝
縮
し
た
 

形
で
映
し
出
す
鏡
で
も
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
あ
 る
 。
 

は
上
 私
は
、
現
代
宗
教
を
吟
味
し
考
察
す
る
場
合
の
第
一
 

二
の
思
考
枠
と
し
て
教
祖
論
の
間
 題
 を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
 に
 三
種
の
理
論
的
立
 

場
 が
あ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
の
 べ
て
 ぎ
た
の
で
 
あ
る
が
、
こ
こ
で
あ
え
て
大
づ
か
み
な
概
括
を
試
み
る
と
 す
れ
ば
、
こ
の
三
種
の
 

理
論
的
立
場
の
う
ち
、
第
一
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
論
的
な
問
 題
意
識
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
戦
前
ま
で
の
宗
教
研
究
 の
 一
つ
の
特
色
を
な
し
 

て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
に
た
い
し
て
、
第
二
の
カ
リ
ス
マ
 論
 的
な
関
心
は
と
り
わ
け
敗
戦
後
に
な
っ
て
「
神
々
の
 ラ
ッ
シ
ュ
」
時
代
の
到
 

来
 と
い
わ
れ
た
変
動
期
に
お
い
て
と
く
に
採
用
さ
れ
た
 考
え
方
で
あ
り
、
そ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
な
展
開
を
み
て
今
日
 に
 及
ん
で
い
る
の
で
は
 

な
い
か
と
思
 う
 0
 そ
し
て
こ
れ
に
た
い
し
て
第
三
の
 、
シ
 
ャ
 マ
ニ
ズ
ム
 論
 的
な
水
準
か
ら
す
る
問
題
意
識
は
 、
と
 
く
に
こ
こ
十
数
年
ほ
ど
 

の
間
に
急
速
な
高
ま
り
を
み
せ
て
き
た
と
い
う
状
況
が
あ
 る
 0
 そ
う
い
う
意
味
で
は
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
、
カ
リ
ス
マ
 
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
 
と
い
 

(662)  90 



現 f 七宗教の明暗 

注
 

（
 
1
 ）
「
現
代
宗
教
」
の
諸
流
派
と
そ
れ
ぞ
れ
の
教
義
内
容
や
特
 

徴
 に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
梅
原
正
紀
・
清
水
雅
人
・
 

小
 野
 泰
博
等
の
諸
氏
 
仁
よ
 

る
 「
新
宗
教
の
世
界
」
 
I
5
V
 、
大
蔵
出
版
、
昭
和
五
十
三
 
@
 四
年
、
が
参
考
に
な
る
。
 

（
 
2
 ）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
若
木
 
貢
 ・
 島
薗
進
 「
新
興
宗
 
教
 研
究
 史
 ノ
ー
ト
」
 盆
 歴
史
公
論
 ヒ
 一
九
 セ
 九
年
、
七
月
号
 所
 収
、
 
）
に
よ
っ
て
詳
し
 

く
 知
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

91 (663) 

の
あ
り
か
を
抽
出
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
第
三
に
 、
 三
つ
の
理
論
的
水
準
に
よ
っ
て
重
層
的
に
構
成
さ
れ
る
 で
あ
ろ
 

（
 
笘
 ）
 

検
討
、
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
 

し
か
し
な
が
ら
実
の
と
こ
ろ
を
い
え
ば
、
現
実
の
、
わ
れ
 

 
 わ

れ
の
眼
前
に
横
た
わ
っ
て
い
る
現
代
宗
教
の
巨
大
な
 実
体
 

よ
う
な
感
想
め
い
た
思
案
な
ど
を
は
る
か
に
超
え
て
、
 透
 祝
 し
が
た
い
深
淵
を
か
い
ま
み
せ
、
不
気
味
な
鳴
動
を
 と
ど
 ら
 

う
 に
み
え
る
の
で
あ
る
 
0
 か
つ
て
夏
目
漱
石
は
、
明
治
 の
 近
代
を
血
み
ど
ろ
に
な
っ
て
生
き
抜
き
、
つ
い
に
晩
年
 に
い
た
 

と
い
う
未
完
の
傑
作
を
書
き
残
し
た
が
、
い
ま
わ
れ
わ
 れ
に
と
っ
て
の
現
代
宗
教
も
ま
た
、
明
治
百
年
と
い
う
 苫
 難
 の
 墜
 

け
て
、
今
な
お
薄
明
と
暗
転
の
彼
方
に
、
そ
の
本
来
の
 姿
を
か
く
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
現
代
宗
教
と
 い
う
 私
 

象
 が
つ
い
に
明
確
な
像
を
結
ば
ず
、
そ
れ
に
近
づ
 ，
 
」
 ぅ
 と
す
る
私
の
方
法
も
ま
た
明
断
な
形
を
と
る
に
い
た
ら
な
 か
っ
た
 

は
 現
代
宗
教
が
も
っ
て
い
る
、
い
わ
ば
民
族
的
な
魔
 力
と
 で
も
い
 う
 べ
 き
 も
の
の
秘
密
を
 、
 私
が
つ
い
に
解
 き
明
 か
し
 え
 

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
 

漱
石
の
「
明
暗
」
と
は
全
く
正
反
対
の
文
脈
に
お
い
て
 で
は
あ
る
が
、
今
日
「
現
代
宗
教
の
明
暗
」
と
い
う
ま
こ
 と
に
 

１
 で
 き
 掲
げ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
 0
 そ
し
 て
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
私
の
非
力
と
未
熟
を
お
 許
し
い
 

さ
さ
か
 漸
 塊
の
念
を
責
め
ら
れ
な
が
ら
、
こ
の
話
に
 ピ
 リ
オ
ド
を
打
ち
た
い
と
思
う
。
 

ぅ
 教
祖
論
の
再
 

は
 、
 私
の
こ
の
 

か
せ
て
い
る
よ
 

っ
て
「
明
暗
」
 

道
を
く
ぐ
り
抜
 

に
と
っ
て
の
対
 

の
も
、
あ
る
い
 

な
か
っ
た
か
ら
 

不
得
要
領
の
 
テ
 

た
 ・
だ
い
て
、
 い
 



（
 
3
 ）
エ
ド
ウ
ィ
 
ソ
 ・
 0
.
 

ラ
イ
シ
ャ
ワ
Ⅰ
者
、
国
弘
正
雄
訳
 

「
 ザ
 ・
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
」
、
文
芸
春
秋
社
、
昭
和
五
十
四
年
。
 ェ
 ズ
ラ
・
 

F
.
 

ヴ
オ
｜
 

 
 
 
 

ゲ
ル
著
、
広
中
和
歌
子
・
木
本
影
子
訳
「
ジ
ャ
パ
ン
ア
ズ
ナ
ン
 ハ
ー
フ
Ⅰ
 ，
 ア
メ
リ
カ
へ
の
教
訓
 ｜
 」
、
 

T
B
S
 

ブ
リ
タ
ニ
カ
、
 

昭
和
五
十
四
 

 
 

 
 

￥
文
学
部
研
究
年
報
 ヒ
 第
二
十
九
号
、
昭
和
五
十
五
年
三
月
 、
八
四
 ｜
 九
頁
。
 

6
6
4
 

 
 

（
 4
 ）
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
コ
ザ
・
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
六
二
一
九
 
@
 一
 三
九
頁
。
 

（
 
5
 ）
し
か
し
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
こ
の
課
題
に
つ
い
て
 
正
 面
か
ら
論
ず
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
 。
そ
の
わ
ず
か
な
例
外
 

の
 一
つ
と
し
て
、
今
か
ら
二
十
七
年
前
に
刊
行
さ
れ
た
小
口
 偉
 一
 「
口
木
宗
教
の
社
会
的
性
格
」
、
東
大
出
版
会
、
昭
和
二
十
八
 
年
 が
あ
る
。
 

（
 
6
 ）
辻
善
之
助
「
日
本
仏
教
典
」
第
一
巻
、
上
世
篇
、
岩
波
 
書
店
、
昭
和
十
九
年
。
 

（
 7
 ）
村
上
専
精
、
辻
善
之
助
、
鷲
尾
頓
敵
共
編
「
明
治
維
新
 
、
神
仏
分
離
史
料
 ヒ
 上
中
下
、
東
北
書
院
、
大
正
十
五
年
 @
 階
 和
 二
年
。
 

（
 
9
 ）
わ
が
国
近
代
の
学
問
世
界
に
お
け
る
「
神
仏
分
離
体
制
 
」
に
た
い
し
て
、
戦
前
戦
後
の
わ
が
「
宗
教
学
界
」
が
い
か
な
 る
 挑
戦
、
批
判
、
屈
服
 

の
型
を
示
し
た
か
、
そ
れ
を
検
討
す
る
仕
事
は
今
後
に
残
さ
れ
 て
い
る
。
 

（
 
托
 ）
津
田
左
右
吉
「
日
本
の
神
道
 
ヒ
尖
 全
集
」
第
九
巻
、
岩
 波
 書
店
）
一
）
 三
 、
二
夫
１
ハ
、
五
八
頁
。
 
同
 
㍉
日
本
古
典
の
 研
究
」
下
呂
全
集
」
 

第
二
巻
）
八
六
 @
 一
 0
 四
頁
。
 同
 「
文
学
に
現
は
れ
た
る
国
民
 思
想
の
研
究
」
第
一
巻
（
「
全
集
目
第
四
生
 
き
 
一
セ
四
頁
。
 

（
Ⅱ
）
拙
稿
「
柳
田
国
男
１
日
本
型
仏
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
 捉
 殺
者
｜
 」
（
拙
著
 ロ
 ア
ジ
ア
イ
デ
オ
 p
 ギ
 ー
の
発
掘
 ヒ
 、
 動
 草
書
 男
 、
昭
和
四
十
三
年
、
 

所
収
）
を
参
照
。
 

（
は
）
前
掲
拙
稿
「
古
代
日
本
に
お
け
る
神
と
仏
の
関
係
」
、
 一
 一
五
 @
 一
一
七
頁
。
 

（
㎎
）
「
新
興
宗
教
」
も
し
く
は
「
現
代
宗
教
」
に
お
け
る
「
 世
直
し
」
と
「
病
気
直
し
」
に
か
ん
す
る
研
究
状
況
に
つ
い
て
 は
 、
幸
木
・
 島
薗
 
「
 前
 

掲
 論
文
」
を
参
照
，
 

れ
 ）
部
分
的
に
は
、
拙
稿
「
 
恩
霊
と
除
祓
 」
（
拙
著
「
日
本
人
 の
 霊
魂
 観
 」
、
河
 田
 書
房
新
社
、
昭
和
五
十
一
年
、
所
収
）
に
 掲
げ
た
語
例
を
参
照
。
 

（
 
騰
 ）
た
と
え
ば
宮
田
豊
口
、
 
ク
コ
 信
仰
の
研
究
 L
 、
未
来
社
、
 昭
和
四
十
五
年
を
参
照
。
 

缶
 ）
（
Ⅱ
）
拙
稿
「
明
治
国
家
形
成
 期
 に
お
け
る
民
衆
宗
教
」
（
 
「
歴
史
公
論
」
一
九
 セ
 九
年
 セ
万
 号
、
所
収
）
を
参
照
。
 

（
 
M
 ）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
拙
稿
「
霊
魂
論
 
｜
 
「
 タ
タ
リ
 」
か
ら
「
 崇
り
 」
 へ
｜
 」
（
五
来
・
桜
井
・
大
島
・
 宮
 田
偏
「
日
本
の
民
俗
 宗
 

教
 」
第
 3
 巻
、
弘
文
 堂
 、
昭
和
五
十
四
年
、
所
収
）
に
論
じ
た
 こ
と
が
あ
る
。
な
お
同
論
文
の
注
（
 然
 ）
に
お
い
て
、
近
年
、
「
 治
療
人
類
学
」
 

（
ま
の
 
目
 c
a
-
 
レ
コ
 
（
 
す
 （
 
0
 づ
 0
 ）
 
0
 轄
 ）
と
い
う
研
究
領
域
に
お
い
て
、
 い
わ
ゆ
る
「
病
気
直
し
」
に
つ
い
て
の
道
文
化
的
な
比
較
研
究
 が
 行
な
わ
れ
る
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現代宗教の明暗 

こ
れ
に
た
い
し
て
後
者
の
「
一
元
論
的
運
動
」
は
、
倫
理
、
道
 徳
 の
問
題
を
相
対
主
義
的
か
つ
主
観
主
義
的
な
観
点
か
ら
意
味
 つ
け
、
政
治
 

や
 社
会
の
諸
状
況
に
た
い
し
て
自
由
主
義
的
か
つ
ラ
デ
ィ
カ
ル
 な
 反
応
を
示
す
の
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
こ
の
運
動
の
主
た
る
 
 
 

部
 に
潜
在
し
て
い
る
全
体
的
な
「
自
己
」
と
の
実
験
的
な
 コ
、
、
、
 

力
 に
お
け
る
「
東
洋
の
神
秘
主
義
グ
ル
ー
プ
」
を
代
表
し
、
「
 
疑
 ュ

 ニ
ケ
ー
シ
，
 ン
を
 可
能
に
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
。
い
っ
て
 み
 

似
的
 、
一
元
論
的
な
治
療
運
動
」
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
 場
合
「
一
元
論
 

れ
ば
宗
教
と
精
 

的
 」
と
い
う
の
は
形
而
上
学
的
な
「
一
者
」
と
の
同
一
化
、
 す
 な
わ
ち
究
極
的
な
統
合
を
実
現
し
て
価
値
や
概
念
の
両
極
性
を
 の
り
こ
え
よ
う
 

と
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
現
実
の
物
質
世
界
は
究
極
的
に
は
「
 幻
 」
（
 
日
ゅ
 
）
ど
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
こ
の
運
動
を
方
向
 づ
 げ
て
い
る
の
 

は
、
 主
と
し
て
 ヒ
ソ
 ド
ゥ
ー
 教
 的
お
よ
び
仏
教
的
な
文
脈
に
お
 げ
る
「
再
生
」
（
（
の
 

@
n
c
a
r
n
a
t
@
o
 

コ
 ）
の
教
義
で
あ
り
、
最
後
的
 に
は
人
間
の
内
 

神
治
療
を
提
携
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
 と
い
え
る
が
、
そ
の
担
い
手
は
都
市
出
身
者
が
多
く
、
一
般
的
 
に
 教
育
が
あ
 

り
 、
文
化
的
に
も
洗
練
さ
れ
て
い
る
（
こ
の
流
派
に
属
す
る
 運
 動
 に
つ
い
て
は
後
述
）
。
 

つ
い
で
第
二
に
・
共
同
執
筆
者
た
ち
は
、
現
代
ア
メ
リ
カ
に
お
 
け
 る
 「
新
宗
教
」
を
考
え
る
場
合
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
「
二
元
論
 型
 」
よ
り
も
 

「
一
元
論
型
）
の
方
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
「
一
元
論
型
 」
の
諸
集
団
を
そ
の
運
動
や
教
義
の
特
色
に
応
じ
て
細
か
に
 分
 類
し
、
そ
れ
 

ぞ
れ
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
 む
 ち
 ア
 ソ
 ソ
ニ
ー
と
ロ
ビ
ン
 ズ
 は
、
こ
の
「
一
元
論
的
」
運
動
集
団
 
を
 「
技
術
型
」
 

（
（
 

n
n
 

オ
コ
ぢ
注
 
）
と
「
カ
リ
ス
マ
型
」
（
 
ぃ
鼠
 q
@
 

の
ヨ
 
㏄
（
 
@
 
こ
に
分
類
し
 、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
場
ム
ロ
に
「
急
進
レ
ベ
ル
型
」
（
 
0
 お
 ・
 
ピ
 そ
の
こ
と
「
 
@
 

進
 レ
ベ
ル
型
」
 宙
ミ
 0
.
 

）
の
 

せ
 の
）
）
の
別
が
あ
る
こ
と
を
提
案
し
た
 

。
ま
ず
「
技
術
型
」
で
あ
る
が
、
文
字
通
り
一
元
論
的
な
価
値
 の
方
向
づ
け
を
 

行
 な
 う
場
 ム
ロ
 
、
 た
え
ず
反
覆
さ
れ
る
標
準
化
さ
れ
た
「
技
術
」
 を
 使
用
す
る
集
団
を
指
す
。
一
般
的
に
は
技
術
管
理
社
会
の
価
 恒
藤
に
対
応
 

し
 、
経
験
的
で
実
用
主
義
的
、
そ
し
て
と
き
に
「
科
学
的
」
 
な
 手
段
 仁
 よ
っ
て
信
徒
を
誘
導
し
教
化
す
る
。
こ
の
流
派
に
属
 す
る
も
の
と
し
 

て
 、
た
と
え
ば
 T
M
 
（
超
越
冥
想
）
、
 
E
S
T
 

三
 ア
ハ
ー
ト
 
セ
ミ
ナ
ー
・
ト
レ
ー
ニ
 ソ
グ
 ）
、
日
蓮
正
宗
、
ハ
レ
・
ク
リ
 シ
 ュ
ナ
 運
動
、
 な
 

ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
「
カ
リ
ス
マ
 型
 」
は
 、
 模
範
的
な
指
導
者
を
尊
敬
し
模
倣
す
る
こ
と
を
通
し
て
一
元
論
 的
な
価
値
を
方
 

向
 づ
け
る
集
団
で
あ
る
。
こ
の
場
合
「
 師
 」
に
た
い
す
る
個
人
 的
な
献
身
関
係
が
標
準
化
さ
れ
た
技
術
の
実
践
よ
り
も
は
る
か
 に
 精
神
的
活
力
 

に
 富
む
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
流
派
に
属
す
る
も
 の
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
 メ
ハ
 ー
・
 バ
バ
 や
バ
 バ
 ・
 ム
 ク
タ
ー
 ナ
ソ
ダ
、
グ
 

ル
 ・
マ
ハ
ー
ラ
ー
ジ
ャ
 や
チ
 ヤ
ー
ル
ズ
・
マ
ン
ソ
ン
を
中
心
と
 す
る
運
動
、
お
よ
び
ア
ラ
ン
・
ヌ
ー
ナ
ン
が
指
導
す
る
「
 
メ
シ
 て
 世
界
十
字
 

 
  

 
 
 

軍
 」
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

つ
ぎ
に
第
二
の
分
類
基
準
の
問
題
で
あ
る
が
、
は
じ
め
の
「
 急
 進
 レ
ベ
ル
型
」
と
い
 ニ
 の
は
、
急
速
な
「
悟
り
」
す
な
わ
ち
 二
 万
論
 的
な
 叡
 

 
 

智
を
迅
速
に
実
現
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
の
で
あ
り
、
仏
教
の
伝
 統
的
 術
語
を
用
い
れ
ば
「
頓
悟
型
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
 ，
 
」
れ
に
属
す
る
 



流
派
と
し
て
は
、
「
技
術
型
」
に
 

T
M
 、
 E
S
T
 

、
日
蓮
正
宗
 

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
、
「
 

ヵ
 リ
ス
マ
 型
 」
に
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
 
マ
ソ
 ソ
ソ
や
ア
ラ
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

的
 段
階
を
へ
て
、
し
だ
い
に
高
い
覚
醒
の
状
態
す
な
わ
ち
「
 

開
 悟
口
 （
ぎ
日
 

三
コ
ぃ
 
（
 
ざ
 こ
の
状
態
へ
と
 み
 
@
1
 

ち
び
く
こ
と
を
目
標
に
 

ャ
 
l
 

す
る
。
こ
の
 

類
型
は
主
と
し
て
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
仏
教
に
よ
っ
て
移
植
さ
れ
 

た
も
の
で
あ
る
が
、
現
実
の
人
間
は
「
 
幻
口
 に
閉
じ
こ
め
ら
 
ね
 、
善
悪
、
 快
 

苦
の
欲
求
不
満
や
葛
藤
の
な
か
に
落
ち
込
ん
で
い
る
と
解
釈
す
 

る
 集
団
で
あ
る
。
こ
れ
に
属
す
る
流
派
と
し
て
は
、
「
技
術
型
」
 

@
 

こ
 

リ
シ
ュ
ナ
運
動
、
ナ
ー
ロ
ー
 
パ
 協
会
や
ダ
ル
マ
 
ダ
ッ
タ
 の
ご
と
 
ぎ
 チ
ベ
ッ
ト
仏
教
集
団
や
さ
ま
ざ
ま
な
 

禅
 グ
ル
ー
プ
、
ま
た
は
 
統
一
ヨ
ー
ガ
 
運
 

動
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
、
「
カ
リ
ス
マ
型
」
に
 

メ
ハ
 ー
・
バ
バ
 や
 ハ
バ
 ・
 ム
 ク
タ
ー
ナ
 ソ
ダ
や
 マ
ハ
ラ
ー
ン
 
ャ
 ジ
ー
な
ど
の
カ
リ
ス
 
て
な
 中
心
と
 

し
た
運
動
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
 



書評と 紹介 

書
評
と
紹
介
 

小
笠
原
春
夫
 著
 

「
神
道
信
仰
の
系
譜
 口
 

ヘ
リ
 カ
ソ
社
 

昭
和
五
五
年
一
月
 

四
 -
 
ハ
 
判
 三
三
四
頁
二
三
 0
0
 円
 

安
蒜
 谷
 

正
彦
 

と
い
う
自
覚
を
持
つ
日
本
人
は
 、
 稀
で
あ
 る
 。
 同
 

時
に
、
神
道
と
の
関
わ
り
を
、
拒
絶
す
る
人
も
少
な
い
、
 と
思
 わ
れ
る
。
 

今
年
、
神
社
へ
 
初
 詣
し
た
人
々
の
数
は
、
数
千
万
人
と
も
言
わ
 れ
る
。
 東
 

京
の
例
で
言
え
ば
、
明
治
神
宮
に
初
詣
に
出
か
け
た
人
は
 、
三
 日
間
で
三
 

百
九
十
万
 と
 報
道
さ
れ
た
。
そ
の
他
の
神
社
へ
 初
 詣
し
た
人
々
 
の
数
を
見
 

込
む
と
、
六
・
七
割
の
日
本
人
が
神
社
に
詣
で
て
い
る
と
推
測
 さ
れ
る
。
 

 
 

こ
の
 ょ
う
 な
現
象
を
、
神
道
信
仰
の
次
元
で
は
、
肥
え
ら
れ
な
 い
こ
と
 

は
、
 言
 う
 ま
で
も
な
か
ろ
う
。
正
月
だ
か
ら
、
な
ん
と
な
く
 神
 社
 に
も
 初
 

諸
 に
行
こ
う
、
と
い
う
無
意
識
的
行
為
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
 意
味
で
 

は
 、
無
自
覚
的
な
習
俗
行
為
で
あ
る
、
と
も
断
定
で
き
る
。
が
 、
逆
説
的
 

に
 言
え
ば
、
日
本
人
の
蛆
意
識
的
世
界
に
ま
で
浸
透
し
た
強
烈
 な
宗
教
 行
 

為
 と
も
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
 

神
道
に
こ
れ
だ
け
多
数
の
日
本
人
が
関
わ
る
現
象
が
永
遠
に
続
 
く
の
 

か
ど
う
か
は
、
何
人
も
予
測
で
き
な
い
。
 

た
 。
新
聞
な
ど
の
 
報
 道
 に
よ
る
 

と
 、
今
年
は
た
ま
た
ま
天
候
に
恵
ま
れ
、
初
詣
の
人
出
は
増
加
 し
た
が
、
 

年
々
減
少
し
つ
 ム
 あ
る
と
い
う
悲
観
的
な
見
方
も
あ
る
。
し
か
 も
 無
意
識
 

的
な
習
俗
行
為
は
、
言
葉
で
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
な
 い
 た
め
に
 、
ひ
と
た
 

び
 生
活
環
境
の
変
化
に
よ
っ
て
、
行
事
そ
の
も
の
が
形
骸
化
す
 る
と
、
 簡
 

単
に
捨
て
さ
ら
れ
る
運
命
に
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
 た
 と
え
ば
、
 

正
月
に
ち
な
む
行
事
の
衰
退
は
 、
こ
 ム
ニ
・
三
十
年
の
間
に
著
 し
い
も
の
 

が
あ
る
。
筆
者
の
田
舎
（
栃
木
県
安
蘇
郡
田
沼
町
）
で
、
父
が
 奉
職
す
る
 

神
社
の
氏
子
数
は
千
戸
ほ
ど
あ
る
が
、
正
月
の
歳
神
様
を
迎
え
 る
た
め
の
 

吊
棚
を
設
け
る
家
が
一
軒
も
な
く
な
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
 カ
マ
ド
の
 

神
や
井
戸
神
様
に
あ
げ
る
幣
束
の
数
が
年
々
減
少
し
て
い
る
等
 、
枚
挙
に
 

違
 が
な
い
。
 

こ
の
よ
う
に
眺
め
て
み
る
と
、
習
俗
と
し
て
の
神
道
行
事
は
 、
 た
と
え
 

そ
れ
が
現
在
盛
ん
で
あ
っ
て
も
、
行
為
そ
の
も
の
の
意
味
づ
け
 が
 無
げ
れ
 

ぱ
 、
生
活
環
境
の
変
化
に
よ
っ
て
形
骸
化
し
、
衰
退
す
る
恐
れ
 が
 十
分
に
 

あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
特
に
現
代
の
よ
う
な
産
業
構
造
の
 変
化
し
易
 

い
 時
代
に
あ
っ
て
は
、
神
道
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
お
い
て
、
 体
 系
 的
な
意
 

味
づ
 げ
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
四
・
五
年
前
、
「
神
社
神
道
 の
 根
本
 

問
題
」
 弓
 神
道
宗
教
 口
 第
八
四
・
八
五
号
所
収
）
と
題
し
て
、
 現
代
社
会
 

に
お
け
る
神
社
神
道
の
役
割
を
言
葉
化
す
る
必
要
性
を
論
じ
た
 @
 
」
と
が
あ
 

る
 。
そ
の
場
合
に
、
重
要
な
素
材
と
な
る
の
が
、
神
道
発
生
以
 来
 中
心
を
 

な
す
祭
や
神
々
崇
拝
の
伝
統
、
あ
る
い
は
神
道
古
典
と
呼
ば
れ
 る
も
の
が
 

あ
る
。
特
に
神
道
思
想
家
達
の
業
績
が
、
重
要
な
素
材
と
な
ろ
 ラ
 。
な
ぜ
 

な
ら
、
ま
さ
に
彼
等
が
日
本
の
神
々
を
崇
拝
す
る
と
い
う
神
道
 現
象
の
展
⑥
 

開
の
中
で
、
そ
の
内
実
を
言
葉
化
す
る
営
み
を
行
な
っ
た
人
々
 だ
か
ら
で
 

9
7
 

あ
る
。
 



第
一
部
「
中
世
・
度
会
神
道
に
つ
い
て
」
。
前
半
は
「
心
法
的
 
追
  
 

神
道
五
部
書
の
一
面
」
と
題
し
て
、
神
道
家
が
初
め
て
神
道
信
 仰
の
内
実
 

著
者
小
笠
原
春
夫
 氏
は
 、
東
京
農
業
大
学
教
授
で
あ
り
。
国
学
 院
 大
学
 

で
 神
道
思
想
史
の
講
座
を
担
当
し
て
い
る
。
本
書
は
、
神
道
志
 想
 史
上
著
 

名
な
 、
度
会
行
忠
、
家
行
、
常
員
、
慈
遍
、
北
畠
親
房
、
吉
田
 兼
倶
 、
 林
 

羅
出
 、
度
会
延
佳
、
吉
川
惟
足
、
山
崎
闇
斎
、
賀
茂
真
淵
、
 本
 居
官
 長
、
 

藤
井
高
尚
、
橘
守
部
等
を
対
象
と
し
、
「
会
読
」
に
「
慈
円
の
 新
仏
 観
 」
、
 

「
矢
野
文
道
の
幽
冥
 観
 」
を
論
じ
て
い
る
。
い
わ
ば
神
道
思
想
史
 の
上
で
、
 

触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
主
要
な
諸
家
を
網
羅
し
て
い
る
と
い
 っ
て
も
 過
 

言
 で
は
な
い
。
 

以
上
の
よ
う
な
思
想
家
を
対
象
に
、
著
者
の
主
眼
は
、
奈
辺
に
 あ
っ
た
 

か
 、
「
序
し
の
中
で
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
 
る
 。
著
者
 

の
 関
心
は
「
一
体
何
が
諸
家
を
し
て
そ
の
諸
説
を
唱
え
さ
せ
た
 の
か
、
 諸
 

家
を
駆
り
た
て
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
し
を
問
う
こ
と
に
あ
 っ
た
 。
 そ
 

の
よ
う
な
設
問
に
対
す
る
解
答
は
、
第
一
に
、
仏
教
の
伝
来
に
 遡
る
と
 =
=
 

ロ
 

い
、
「
 ぃ
は
 。
こ
の
 ョ
 地
神
口
と
わ
が
㍉
 国
神
 L
 と
の
混
交
を
 眼
前
に
し
 

て
 、
こ
れ
を
ど
 う
 す
る
か
に
当
面
し
た
の
が
」
神
道
思
想
家
で
 あ
っ
た
 と
 

規
定
す
る
。
第
二
に
彼
等
は
 、
 「
 よ
 り
根
源
に
歩
を
進
め
、
 神
 道
 自
体
の
 

本
来
の
相
を
把
へ
よ
う
と
し
た
」
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
 に
 、
い
わ
 

ゆ
る
 
。
神
典
。
を
「
 
基
 と
し
、
そ
こ
か
ら
神
や
神
道
の
本
来
同
 た
る
か
を
 

導
き
出
す
こ
と
」
を
主
た
る
目
標
に
し
た
、
と
解
説
し
て
い
る
。
 そ
こ
で
、
 

著
者
の
言
 う
 、
本
書
の
主
調
音
と
も
 称
 す
べ
 き
 、
神
道
と
 儒
 
仏
 と
の
 対
 

立
と
い
う
視
点
か
ら
、
本
論
の
大
略
を
ま
と
め
、
紹
介
し
て
み
 十
八
 

-
 
Ⅰ
 @
 
@
 
Ⅴ
 
。
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「
 
序
 」
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
本
書
執
筆
の
動
機
に
も
と
づ
い
て
、
 

一
応
 

の
あ
ら
す
じ
を
眺
め
て
み
た
。
仏
教
を
は
じ
め
と
す
る
「
地
神
 

」
と
わ
が
 

「
 
国
神
 」
と
の
対
立
の
中
に
、
神
道
の
優
位
性
を
主
張
し
た
人
 

々
 と
し
 

分
 
て
、
諸
家
の
神
道
説
を
位
置
づ
げ
よ
う
と
す
る
視
点
 

は
、
 拙
劣
な
が
ら
 
跡
 

辮
づ
 げ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
 

ょ
う
 な
雑
駁
な
 
要
約
で
は
、
本
書
 

 
 

 
 

は
、
 。
神
代
の
お
の
 
づ
 か
ら
の
道
 "
 を
 見
出
し
た
も
の
と
把
握
 し
 、
結
論
 

的
に
は
、
古
代
に
目
覚
め
、
「
い
に
し
へ
に
 か
 へ
れ
」
と
提
唱
し
 た
 ・
 
と
論
 

じ
て
い
る
。
次
に
宣
長
の
「
神
の
道
と
信
仰
」
を
主
体
に
述
べ
 る
 。
貫
長
 

の
 根
本
的
な
立
場
は
、
 真
 渕
を
継
承
し
た
と
み
な
し
、
や
は
り
 、
仏
教
 儒
 

数
 に
対
す
る
神
道
の
優
越
性
、
な
ら
び
に
古
代
を
究
極
的
な
 拠
 り
ど
こ
ろ
 

に
し
て
い
る
、
と
説
く
。
そ
の
後
室
長
の
主
張
す
る
神
道
の
定
 義
 、
新
観
 

念
の
特
色
を
追
求
し
、
彼
が
抱
え
た
人
間
観
や
救
 い
 の
あ
り
方
 を
 論
述
し
 

て
い
る
。
終
り
に
、
室
長
の
弟
子
，
藤
井
高
尚
の
「
神
の
道
と
 教
へ
」
を
 

論
じ
、
「
 い
ひ
 も
て
行
け
ば
、
儒
教
も
仏
教
も
、
わ
が
神
の
教
 
に
ほ
か
な
 

ら
ず
」
と
い
う
高
尚
の
主
張
に
よ
っ
て
 、
 彼
の
神
道
論
も
 、
中
 世
 神
道
 以
 

来
、
神
道
が
 諸
 教
の
根
本
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
明
白
と
結
ぶ
 。
文
摘
 守
 

部
の
神
道
論
も
、
そ
の
内
実
は
「
天
皇
間
着
天
津
 神
ノ
道
 」
と
 一
 
言
 う
 も
の
 

で
、
わ
が
国
の
道
は
、
「
 
神
ノ
道
 」
し
か
あ
り
得
ず
、
儒
教
や
 
仏
教
が
 

「
 道
 」
と
称
す
る
の
は
、
誤
り
で
あ
る
。
儒
仏
を
排
斥
し
、
神
道
 を
 根
本
 

と
す
る
国
学
に
一
貫
し
た
立
場
を
守
部
が
持
し
て
い
た
こ
と
を
 強
調
し
て
 

い
る
。
 

 
 

ら
わ
れ
て
 

い
る
 神
 観
念
、
人
間
観
、
世
界
観
、
及
び
救
い
の
方
法
や
生
き
 方
等
に
つ
 

い
て
、
丁
寧
に
掬
い
あ
げ
て
い
る
点
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 そ
 の
 意
味
で
 

は
 、
著
者
小
笠
原
氏
が
本
書
を
手
が
け
た
本
当
の
理
由
は
 、
次
 
の
よ
う
な
 

言
葉
に
吐
露
さ
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
 

こ
の
際
、
敢
 て
 考
察
を
重
ね
よ
う
と
す
る
所
以
の
一
つ
は
、
 

自
 ら
 

が
 外
な
ら
ぬ
神
道
の
徒
で
あ
る
と
い
ふ
自
覚
の
上
に
立
ち
、
で
 き
る
 

限
り
こ
の
先
達
の
身
近
に
歩
み
寄
っ
て
み
た
い
、
そ
し
て
な
し
 得
わ
 

 
 

ば
そ
の
信
仰
の
心
の
声
を
聞
き
取
り
た
 い
と
ぃ
ふ
 、
ひ
そ
か
な
 る
願
 

ひ
を
 不
遜
に
も
 運
 し
く
す
る
か
ら
で
あ
る
。
（
「
中
世
度
会
神
道
 

に
つ
 

い
て
」
、
傍
点
は
引
用
者
）
 

つ
ま
り
、
著
者
は
神
道
の
学
徒
と
し
て
、
神
道
諸
家
が
、
如
何
 な
る
 神
 

道
を
信
じ
て
い
た
か
、
素
直
に
聴
き
た
い
、
と
い
う
思
い
で
 一
 杯
 で
あ
っ
 

た
 。
そ
れ
を
自
分
な
り
に
理
解
す
る
た
め
に
本
書
を
執
筆
し
た
 し
こ
甘
口
，
（
：
の
 

が
 ホ
ン
ネ
の
よ
う
で
あ
る
。
更
に
こ
の
言
葉
を
私
な
り
に
解
釈
 す
れ
 ば
、
 

先
達
の
業
績
を
自
分
な
り
に
理
解
す
る
こ
と
は
、
至
難
の
業
で
 あ
る
、
 と
 

言
い
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
 ノ
 
Ⅰ
が
神
道
の
意
味
づ
 
け
 
と
い
ら
 現
 

在
 神
道
界
に
お
い
て
、
急
務
な
な
任
務
に
あ
た
る
と
す
れ
ば
、
 木
室
目
で
 扱
 

わ
れ
た
代
表
的
思
想
家
の
諸
説
を
正
し
く
理
解
し
、
現
代
に
 蘇
 生
さ
せ
る
 

こ
と
が
、
基
礎
的
な
重
要
な
作
業
の
 一
 っ
と
思
わ
れ
る
。
本
書
 は
 。
も
ち
 

ろ
ん
小
笠
原
氏
の
真
摯
な
努
力
の
結
晶
で
あ
る
が
、
同
時
に
氏
 0
 個
性
が
 

理
解
さ
せ
た
成
果
で
あ
る
。
結
局
は
一
人
々
々
が
原
典
に
あ
た
 っ
て
 、
 自
の
 

 
 
 
 

分
の
言
葉
で
、
そ
れ
ら
を
理
解
す
る
努
力
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
 も
 当
然
で
 

 
 

 
 

あ
る
が
、
本
書
は
そ
の
た
め
の
格
好
の
手
引
書
に
な
る
で
あ
ろ
 （
 
@
@
 

ノ
 
0
 



お
よ
そ
世
に
実
行
の
人
は
と
ら
え
に
く
い
。
こ
れ
ま
で
ド
ク
ト
 

ル
 
渡
辺
 

 
 

 
 

究
が
 
皆
無
で
あ
っ
た
理
由
の
一
つ
は
、
こ
こ
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
 

か
ろ
う
。
 

こ
の
た
び
著
者
芹
川
博
通
氏
に
よ
っ
て
そ
れ
が
与
え
ら
れ
た
こ
 

と
は
、
 

こ
 

0
 
人
物
な
ら
び
に
そ
れ
を
め
ぐ
る
周
辺
の
テ
ー
マ
 

仁
 
関
心
あ
る
 

人
々
の
 

大
 

い
な
る
喜
び
で
あ
る
と
 

い
 
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

本
書
は
五
章
か
ら
な
る
が
、
こ
の
五
区
分
は
そ
の
ま
ま
海
 

胆
の
 
活
動
範
 

囲
を
示
し
て
い
る
。
す
な
 

ね
 
ち
、
宗
教
思
想
、
仏
教
社
会
事
業
 

、
仏
教
研
 

究
 
、
仏
教
界
、
仏
教
教
育
で
あ
る
。
著
者
は
、
豊
富
な
資
料
を
 

も
と
に
、
 

こ
の
分
類
に
従
っ
て
叙
述
を
す
す
め
て
い
る
。
お
そ
ら
く
海
胆
 

の
 
活
動
は
 

五
分
野
に
わ
た
り
、
こ
の
五
分
野
と
い
う
形
で
と
ら
え
ら
れ
る
 

の
が
、
 

も
 

せ
ら
れ
て
い
る
の
も
、
本
書
の
特
色
の
一
つ
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
以
下
に
お
い
て
、
そ
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
、
 

あ
 る
 
程
度
 

立
ち
入
っ
た
内
容
紹
介
を
試
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
第
一
章
「
 

渡
辺
海
胆
 

の
 
宗
教
思
想
」
は
、
そ
の
副
題
が
示
す
 

よ
う
 
に
、
「
大
乗
 

仏
 
教
の
精
神
」
 

峰 

島 

旭 

  

門
渡
辺
海
 胆
 研
究
そ
の
思
想
と
行
動
ヒ
 

大
東
出
版
社
、
昭
和
五
三
年
 

A
5
 二
八
二
頁
 

芹
川
博
通
 著
 

を
 中
心
と
し
て
論
述
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
第
一
章
第
 三
節
の
 
テ
 

0
0
 

１
 7
 が
そ
れ
で
あ
り
、
そ
こ
の
副
題
は
「
宗
教
思
想
の
特
徴
」
 と
な
っ
て
 

1
 

い
る
。
 海
 旭
の
属
し
た
浄
土
宗
、
浄
土
門
の
主
張
が
「
兜
煮
 大
 乗
 
浄
土
つ
 

 
 
 
 

門
 」
で
あ
る
よ
う
に
、
海
胆
に
と
っ
て
、
宗
教
は
い
わ
ば
「
 究
 意
 大
乗
 仏
 

教
 精
神
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
著
者
の
論
述
に
従
っ
て
こ
れ
 を
 簡
略
に
 

述
べ
る
と
、
 
海
 旭
の
大
乗
仏
教
精
神
は
ほ
 ば
 四
つ
の
視
点
か
ら
 整
理
す
る
 

こ
と
が
で
き
る
。
第
一
 

は
 、
上
求
菩
提
・
下
化
衆
生
の
精
神
で
 あ
り
、
 
こ
 

れ
に
よ
っ
て
 浄
 仏
国
土
・
成
就
衆
生
の
理
想
の
実
現
に
向
 5
 と
 い
 う
 の
で
 

あ
る
。
第
二
は
、
利
他
主
義
、
寛
容
主
義
、
な
ら
び
に
形
式
主
 義
 打
破
に
 

よ
 る
精
神
主
義
で
あ
る
。
第
三
は
、
仏
教
の
根
本
原
理
で
あ
る
 一
 
三
 法
印
を
 

基
本
理
念
と
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
あ
ら
た
に
、
平
等
主
義
の
無
 我
 、
発
展
 

主
義
の
無
常
、
平
和
主
義
の
浬
 繋
 と
い
う
よ
う
に
あ
ら
わ
し
て
 い
る
。
 第
 

四
は
 、
法
然
浄
土
教
に
お
け
る
「
選
択
」
の
思
想
か
ら
た
ち
か
，
 
え
っ
て
 釈
 

尊
 め
 
「
選
択
」
を
大
乗
仏
教
の
立
場
か
ら
浮
彫
り
に
し
て
、
 

こ
 れ
を
解
脱
 

の
 平
等
、
煩
悩
即
菩
提
、
形
式
主
義
の
撤
廃
、
仏
教
の
真
実
が
 仏
陀
の
自
 

覚
 に
負
 う
 べ
 き
 こ
と
と
い
う
四
つ
の
特
色
に
分
け
て
述
べ
て
い
 る
 。
 

こ
れ
ら
の
特
色
を
見
る
と
、
そ
こ
に
い
く
つ
か
の
注
目
す
べ
 き
 点
が
浮
 

か
び
上
が
っ
て
く
る
。
一
つ
は
小
乗
仏
教
に
対
す
る
大
乗
仏
教
 の
 顕
彰
で
 

あ
り
、
ま
た
、
と
り
わ
け
意
識
さ
れ
な
い
と
し
て
も
海
胆
自
身
 の
 体
質
か
 

ら
す
る
仏
教
思
想
の
現
代
化
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
具
体
的
に
 は
 、
国
家
 

社
会
、
マ
ル
ク
ス
主
義
、
労
働
問
題
等
と
の
関
連
と
い
う
こ
と
 で
あ
る
。
 

た
と
え
ば
、
第
一
匹
挙
げ
ら
れ
た
上
求
菩
提
・
下
化
衆
生
、
 そ
 れ
に
基
づ
 

く
浄
 仏
国
士
・
成
就
衆
生
の
理
想
を
説
く
さ
い
に
、
海
胆
 は
 
「
 世
 の
一
切
 

の
 政
治
も
、
教
育
も
、
経
済
も
、
そ
の
根
底
に
 、
 此
の
理
想
 信
 柳
を
 以
っ
 



書評と紹介 

て
 行
う
処
に
第
一
義
の
改
造
の
樹
立
が
あ
る
。
」
と
い
う
 よう
 に
 述
べ
、
 大
 

乗
 仏
教
精
神
を
非
常
に
具
体
的
な
と
こ
ろ
で
と
ら
え
て
い
る
の
 で
あ
る
。
 

第
二
に
挙
げ
ら
れ
た
利
他
主
義
に
関
し
て
ほ
、
「
大
乗
仏
教
に
 は
 労
働
 問
 

題
も
 、
社
会
問
題
も
あ
る
。
 

皆
世
 を
救
 ひ
 人
を
利
す
る
も
の
は
 皆
 仏
教
で
 

あ
る
。
 
ハ
ソ
マ
 ー
の
音
、
シ
ャ
ベ
ル
の
響
き
、
 

油
 じ
み
た
労
働
 服
の
働
き
 

の
中
に
も
、
大
乗
仏
教
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
」
と
い
い
、
 

寛
容
主
義
 

に
 関
し
て
は
、
「
仏
教
は
、
日
本
の
神
道
も
包
容
 し
 、
支
那
の
 儒
教
も
 、
 

印
度
の
波
羅
門
教
も
包
容
す
る
可
能
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
 

る
で
あ
ら
 
ふ
 。
日
本
人
に
今
少
し
包
容
の
精
神
が
あ
る
な
ら
ば
  

 、
支
那
に
 

ル
ク
ス
の
前
に
我
を
忘
れ
て
ぬ
か
づ
く
態
度
と
は
同
一
な
る
も
 の
で
は
な
 

 
 

日
本
人
が
仝
少
し
寛
容
的
で
あ
る
な
ら
ば
日
米
親
善
も
徹
 底
す
 

 
 

於
け
る
排
日
思
想
も
撲
滅
す
る
で
あ
ら
 ふ
 。
」
と
い
い
、
形
式
 

主
義
打
破
 

に
よ
 る
精
神
主
義
に
関
し
て
は
、
「
労
働
者
が
其
の
立
場
に
 囚
 
は
れ
、
 資
 

本
家
が
自
己
の
名
に
 囚
は
 れ
る
。
 
此
れ
 形
式
主
義
で
あ
る
。
」
 
と
い
っ
て
 

い
る
。
海
 胆
 の
こ
れ
ら
の
言
説
が
す
べ
て
、
大
乗
仏
教
精
神
を
 、
非
常
に
 

具
体
的
か
つ
現
代
的
な
場
面
に
お
い
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
は
 、
あ
ら
た
 

め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
第
一
章
「
渡
辺
海
旭
の
宗
教
思
想
」
を
 論
ず
る
 

中
に
、
た
だ
ち
に
「
宗
教
と
国
家
・
社
会
」
や
「
社
会
問
題
と
 
宗
教
 思
 

想
 」
の
節
が
見
ら
れ
る
の
も
、
と
り
た
て
て
事
と
す
る
に
足
ら
 な
い
の
で
 

あ
る
。
ま
た
、
第
二
章
「
渡
辺
海
 旭
と
 仏
教
社
会
事
業
」
、
 
第
 四
章
「
 渡
 

辺
海
 胆
と
 仏
教
界
」
、
第
五
章
「
渡
辺
海
埴
と
仏
教
教
育
」
の
 話
 &
 
早
へ
の
 

関
連
な
い
し
展
開
も
ま
た
、
一
つ
の
必
然
で
あ
る
こ
と
が
理
解
 さ
れ
る
の
 

で
あ
る
。
 

第
二
章
で
は
、
「
社
会
事
業
」
と
い
 
5
 表
現
を
少
く
と
も
公
的
に
 最

初
 

に
 用
い
た
人
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
一
般
に
普
及
す
る
 ぅ
 え
で
の
 推
進
力
に
 

な
っ
た
人
が
海
 胆
 で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
仏
教
の
「
随
喜
 」
や
「
 回
 

 
 

向
 」
の
思
想
が
社
会
事
業
の
精
神
の
も
と
に
あ
る
こ
と
の
発
掘
 、
 在
 独
特
 

代
 に
関
心
を
寄
せ
た
ド
イ
ツ
的
な
セ
ッ
ト
ル
 メ
ソ
ト
 か
ら
発
想
 を
 得
た
 浄
 

十
宗
労
働
共
済
会
の
設
立
な
ど
が
、
海
 胆
 に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
 こ
と
も
、
 

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
第
四
章
で
は
、
 海
 旭
を
語
る
と
き
逸
す
る
 こ
と
の
で
 

き
な
い
「
新
仏
教
徒
同
志
 会
 」
と
の
か
か
わ
り
、
「
新
仏
教
」
の
 刊
行
な
 

ど
 、
ま
た
 海
 旭
の
新
戒
律
主
義
（
一
生
不
犯
の
独
身
主
義
）
 と
 と
も
に
 里
 

衣
 主
義
の
提
唱
（
一
日
の
黒
衣
主
義
１
１
海
胆
役
し
て
四
十
余
 午
後
の
今
 

日
 、
こ
の
主
義
の
復
活
を
見
る
）
、
相
馬
黒
光
の
帰
依
等
が
説
述
 さ
れ
て
 

い
る
。
第
五
章
で
は
、
四
つ
の
 L
 、
 Ⅰ
 俺
ま
、
 Ⅰ
 0
 せ
辞
 Ⅰ
 @
h
 

の
 ，
 Ⅰ
 @
 
ヴ
 
0
%
 吋
で
 

説
明
す
る
千
字
教
育
論
、
遵
法
自
治
の
芝
中
学
精
神
、
新
戒
律
 主
義
が
も
 

と
と
な
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
西
光
寺
の
国
際
的
 な
 梁
山
泊
 

化
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

本
書
は
 、
 右
に
述
べ
た
ご
と
く
、
 海
 旭
の
五
つ
の
活
動
分
野
に
 
ね
 た
 

り
 、
豊
富
な
貸
料
を
も
と
に
、
く
り
か
え
し
一
つ
の
海
胆
 像
を
 追
求
・
 構
 

成
し
ょ
う
と
す
る
堅
実
な
研
究
で
あ
る
が
、
い
く
ぶ
ん
批
評
を
 ま
じ
え
 る
 

こ
の
紹
介
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
弁
別
を
お
こ
な
 う
 必
要
 が
あ
る
と
 

考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
海
胆
自
身
が
述
べ
て
い
る
こ
と
に
つ
 い
て
の
 紹
 

介
 な
ら
び
に
批
評
と
、
本
書
の
著
者
が
述
べ
て
い
る
こ
と
に
つ
 い
て
の
 紹
 

介
 な
ら
び
に
批
評
と
の
弁
別
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
 海
 旭
 自
身
の
 

述
べ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ふ
た
た
び
第
三
 車
 「
宗
教
 思
 想
 」
の
中
 

の
 第
一
節
「
宗
教
と
哲
学
」
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
 は
 、
哲
学
 
101@ (673) 



と
 宗
教
と
が
対
照
的
に
、
哲
学
一
、
根
本
原
理
の
思
想
 
攻
 究
、
ニ
、
 

人
性
宇
宙
の
統
一
解
決
、
二
一
、
人
性
の
満
足
と
安
定
、
宗
教
 
｜
一
 、
至
上
 至
 

高
の
対
象
の
確
立
、
 

ニ
 ・
人
類
の
至
上
者
と
し
て
の
霊
的
結
合
、
 

三
 、
信
念
 

悟
 境
の
精
神
生
活
、
と
表
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
れ
に
 説
 明
拭
 加
え
 

ら
れ
、
こ
れ
ら
 三
 要
素
の
対
に
た
い
し
て
、
理
智
的
と
情
意
的
 、
論
理
と
 

実
行
、
静
的
と
動
的
と
い
う
対
照
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
 、
第
三
章
 

「
仏
教
研
究
」
に
お
い
て
は
、
近
代
仏
教
学
の
先
駆
者
と
し
て
の
 海
胆
 を
 

浮
彫
り
に
し
、
研
究
 歴
 第
一
期
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
研
究
、
第
 二
期
、
顕
 

密
 二
教
と
古
梵
文
の
研
究
、
第
二
一
期
、
「
普
賢
行
頭
 

讃
 」
の
 研
 究
 と
「
 欧
 

米
の
仏
教
 ヒ
 、
第
四
期
、
原
始
密
教
学
の
提
唱
、
に
分
け
て
 
説
 述
 が
な
さ
 

れ
て
い
る
。
 

こ
れ
ら
の
海
胆
そ
の
人
の
思
想
な
い
し
業
績
に
対
す
る
著
者
の
 取
り
扱
 

い
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
述
べ
た
哲
学
と
宗
教
の
三
要
素
 に
 関
連
し
 

て
 、
海
 胆
 は
さ
ら
に
宗
教
の
超
越
 牲
 
・
倫
理
性
・
証
悟
性
の
三
 
特
性
を
挙
 

げ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
も
研
究
の
余
 地
を
残
し
 

て
い
る
。
」
と
著
者
が
述
べ
て
い
る
よ
 

う
 に
、
こ
の
こ
と
は
、
 

，
 
」
の
場
合
 

の
 思
想
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
海
胆
の
恵
和
 螢
般
 に
も
妥
当
 

す
る
も
の
 

で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
海
胆
自
身
、
こ
の
よ
 う
 な
図
式
 

的
な
対
照
に
は
な
お
考
究
の
余
地
の
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
 。
そ
も
そ
 

も
海
 旭
の
思
想
自
体
に
そ
の
 ょ
 5
 な
「
余
地
」
が
た
え
ず
纏
綿
 し
て
い
る
 

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
き
ほ
ど
か
ら
指
摘
し
て
い
る
よ
う
な
 海
胆
の
古
本
 

教
 思
想
の
具
体
性
・
現
代
性
は
 、
 逆
に
、
思
想
そ
の
も
の
の
 理
 論
 的
迫
 究
 

の
 貫
徹
性
を
さ
ま
た
げ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
点
が
あ
 る
の
で
あ
 

る
 。
い
わ
ば
、
具
体
性
・
現
代
性
が
勝
っ
て
、
思
想
の
の
）
 
き
 o
n
 
ぃ
ヱ
 
0
 コ
に
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本
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 0
 円
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口
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オ
 ト
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め
 之
，
ト
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Ⅱ
の
。
 
ト
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X
 ㎏
 P
 O
n
 
日
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せ
 つ
 

パ
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@
 

ま
 十
）
の
 
N
 。
 喘
ト
 P
 切
 O
0
.
 

オ
帝
梵
 本
は
 、
 例
え
ば
、
 褐
碩
 に
お
け
る
韻
律
の
影
響
な
ど
、
 仏
教
梵
語
 

（
 
頭
 ど
の
特
殊
性
へ
の
配
慮
に
乏
し
く
、
加
え
て
、
原
典
校
訂
 
に
お
け
る
 

厳
密
性
を
し
ば
し
 ぱ
 欠
く
な
ど
、
必
ず
し
も
学
術
的
要
求
を
満
 足
さ
せ
る
 

 
 

周
到
な
 準
 

備
 備
の
下
に
 巾
ゴ
 
・
 
ロ
 ・
論
文
と
し
て
こ
れ
を
校
訂
し
・
詳
細
な
文
 
就
 学
的
 注
 

解
を
添
え
て
出
版
し
た
こ
と
は
、
例
え
ば
、
の
 ゴ
 。
 
ガ
 0
 ミ
リ
 （
 
ぃ
コ
り
 

サ
の
 
@
 い
い
隼
 

隼
甘
 
a
r
 
ヨ
る
 年
中
口
 

a
r
 

日
 P
 旨
い
コ
 
絹
の
目
 
る
蹉
 h
o
 

仁
ヰ
 

ヰ
 ぎ
の
二
 %
 （
・
 
ヰ
 .
 
り
 づ
 0
 ガ
甘
 
。
 

円
 寺
方
の
ぞ
 廷
 オ
田
田
き
の
ご
と
く
、
近
年
と
み
に
活
況
を
皇
 
し
て
き
た
 

中
央
ア
ジ
ア
出
土
援
の
文
献
の
批
判
的
出
版
と
研
究
に
、
錦
上
 花
を
添
え
 

た
と
い
う
こ
と
が
で
さ
る
。
 

本
書
は
、
同
一
校
訂
者
の
「
 蔵
訳
 室
屋
陀
羅
尼
経
ヒ
（
京
都
、
平
 染
 寺
 

書
店
一
九
七
九
年
）
と
共
に
 、
プ
ミ
 ・
 鰍
 ）
 
0
 品
 教
授
の
懇
切
 な
 指
導
の
 

下
 に
完
成
さ
れ
た
も
の
で
、
十
四
の
小
節
か
ら
な
る
簡
潔
な
 序
 文
 
（
 
つ
つ
 

@
7
%
 づ
 ）
 と
由
三
 @
o
9
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い
つ
ゴ
 

可
住
 
之
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 （
の
の
 
ぢ
ワ
パ
 千
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辻
出
）
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 Q
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目
 

日
 い
付
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弓
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 Ⅹ
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@
 
）
 、
 ロ
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ヰ
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ロ
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Ⅰ
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が
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に
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い
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、
ロ
ー
マ
字
表
記
に
よ
る
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オ
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梵
文
テ
キ
ス
ト
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つ
つ
 

ト
ム
 
お
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補
遺
と
し
て
、
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 サ
ソ
ス
ク
り
ッ
ト
語
、
コ
｜
 タ
ソ
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に
 

よ
る
爾
余
の
大
集
経
テ
キ
ス
ト
」
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 毛
 ・
ま
 で
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㏄
 
っ
 ）
と
、
 オ
ォ
 中
に
見
出
 

さ
れ
る
「
主
要
 田
 語
彙
 集
 」
 6
 ゃ
 お
で
こ
ど
を
巻
末
に
添
え
 て
い
る
。
 

今
、
久
留
官
民
校
訂
の
再
 才
梵
本
は
、
し
仁
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し
た
と
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写
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目
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が
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 Ⅱ
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 Ⅰ
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し
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O
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に
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当
す
る
）
と
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同
写
本
中
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口
け
 
（
（
の
未
使
用
分
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コ
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 の
・
 
コ
き
 １
コ
 お
 
及
び
コ
 0
 の
・
 
%
 安
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 お
 目
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本
書
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G
9
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b
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の
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.
 ㌣
 肚
 や
に
の
に
当
た
 る
 ）
 と
を
 

基
に
、
 
更
に
、
三
本
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
断
簡
の
ほ
か
、
 パ
 ㏄
 且
 目
木
 筆
 

四
種
類
の
チ
ベ
ッ
ト
 調
と
 、
漢
訳
一
本
を
使
用
し
て
お
り
（
 
せ
 授
メ
 セ
ー
が
Ⅹ
 

バ
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@
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）
、
写
本
の
散
逸
し
た
第
七
 
｜
 九
章
と
、
写
本
の
著
し
い
 破
 損
等
 の
た
 

め
 テ
キ
ス
ト
が
再
建
不
可
能
な
部
分
と
を
除
く
、
 

刃
 才
の
第
一
 
｜
 -
 
ハ
 @ 及
 

び
 第
一
 0
 ｜
一
 三
章
の
可
成
り
の
部
分
を
含
ん
で
い
る
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カ
ガ
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 本
は
散
文
と
韻
文
か
ら
成
っ
て
お
り
、
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内
、
散
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部
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ハ
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で
は
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所
謂
い
の
語
彙
の
頻
繁
な
使
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を
認
め
う
る
も
の
の
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音
韻
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語
形
態
は
ほ
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 正
常
な
 
サ
ソ
 ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
用
法
を
示
し
て
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る
。
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に
対
し
て
、
 

偶
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で
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え
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す
る
な
ど
、
中
期
イ
ン
ド
・
ア
ー
リ
ア
語
の
特
徴
が
な
お
顕
著
 に
 認
め
ら
 

れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
本
書
中
、
校
訂
者
自
身
明
言
し
 て
い
な
い
 

と
は
い
え
、
 
刃
ヰ
の
 梵
文
テ
キ
ス
ト
は
Ⅱ
・
 

め
 巨
益
ユ
 0
 コ
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 所
 謂
 
。
第
二
 

類
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す
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o
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o
 
巨
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と
に
配
当
し
う
る
と
し
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よ
い
で
あ
 
ろ
う
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念
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屈
 ま
の
さ
 ト
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 お
が
 公
 

刊
さ
れ
て
以
来
、
 
ロ
 の
文
献
の
研
究
者
の
間
に
は
、
テ
キ
ス
ト
 
の
も
つ
 文
 

法
 上
の
特
殊
性
を
十
分
考
慮
せ
ず
、
む
し
ろ
、
 

ロ
 の
文
法
に
過
 度
の
柔
軟
 

桂
を
許
そ
う
と
す
る
傾
向
が
存
し
て
い
た
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
 
研
究
者
た
 

ち
は
し
ば
し
ば
写
本
を
全
く
誤
り
な
い
も
の
と
考
え
、
写
本
に
 め
げ
る
 文
 

法
 上
の
誤
記
や
異
常
を
訂
正
す
る
ど
こ
ろ
か
、
最
も
変
則
的
な
 読
み
を
さ
 

え
 採
用
し
、
 
し
宙
堺
耳
 0
 コ
 0
%
 
由
 の
の
に
徴
し
て
そ
れ
を
正
当
化
 

し
よ
う
と
 

し
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

癖
 、
例
え
 
ぱ
、
 a
 
つ
い
 
の
（
 
い
 
す
が
の
省
略
 
や
 、
子
音
の
直
前
の
 
n
n
 
オ
 、
ま
た
、
 

（
（
 

@
 
。
に
代
わ
る
 
宙
 。
な
ど
を
知
悉
す
べ
き
こ
と
は
言
 

う
 ま
で
も
 な
い
（
 
目
 

や
綴
 土
色
。
ま
た
、
テ
キ
ス
ト
の
訂
正
を
最
小
限
に
止
む
べ
き
 

と
は
い
え
、
 

正
す
べ
き
で
あ
る
（
㌔
・
 

セ
 ・
 
x
%
 
パ
 
@
 
パ
 ）
。
書
写
生
が
甚
だ
不
完
全
 

な
サ
ソ
ス
 

ク
リ
ッ
ト
語
の
知
識
し
か
持
た
ず
、
そ
の
た
め
、
語
の
文
法
的
 

機
能
、
例
 

え
ば
、
数
、
格
な
ど
の
表
示
に
つ
い
て
、
混
乱
や
誤
用
が
し
ば
 

し
ば
 趣
 こ
 

り
 え
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
際
、
テ
キ
ス
ト
の
い
ず
れ
 

を
 保
存
 

し
 、
い
ず
れ
を
訂
正
す
る
か
は
、
研
究
者
が
テ
キ
ス
ト
の
文
法
 

上
の
特
殊
 

性
を
十
分
考
慮
し
う
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
 

巨
益
 笘
 0
 
コ
 の
け
二
の
の
に
基
づ
き
つ
つ
、
か
つ
は
そ
の
追
補
 

た
る
こ
 

と
を
目
指
す
本
書
の
 

Q
h
p
 

ヨ
ヨ
が
 

宙
 n
p
 
）
 之
 0
 
（
の
の
は
、
そ
の
記
事
 

が
い
き
お
 

い
 音
韻
と
語
形
態
上
の
間
頭
に
限
ら
れ
、
構
文
 

や
 、
 侶
頚
 に
お
 け
る
韻
律
 

の
 特
徴
等
の
間
題
は
将
来
の
研
究
に
任
せ
ら
れ
て
い
る
（
 

目
 侍
 
Ⅱ
 
0
 
ら
 ・
の
・
 

や
ガ
 ）
と
は
い
え
、
差
し
当
た
り
所
期
の
目
的
に
は
極
め
て
 

有
効
で
あ
 

小
 
4
 ）
 

る
 。
ま
た
、
散
逸
若
し
く
は
破
損
し
た
写
本
中
の
テ
キ
ス
ト
の
 

再
建
に
 
、
 

チ
ベ
ッ
ト
 
訳
 、
時
に
漢
訳
が
し
ば
し
ば
有
力
な
手
掛
り
を
与
え
 

る
の
は
 
周
 

知
の
事
実
で
あ
る
が
、
兜
木
と
同
訳
文
中
の
然
る
べ
き
相
応
 

箇
 所
に
よ
り
 

十
分
の
支
持
が
え
ら
れ
な
い
場
合
、
た
と
え
チ
ベ
ッ
ト
訳
が
 

明
 快
 で
あ
ろ
 

う
と
も
、
テ
キ
ス
ト
に
訂
正
あ
る
い
は
加
筆
を
施
さ
な
い
（
㌔
 

で
 ・
パ
パ
 

パ
 
@
 
）
 

と
す
る
 
現
 校
訂
者
の
態
度
は
 

、
 け
だ
し
妥
当
で
あ
ろ
う
。
 

人
畜
官
民
校
訂
の
刃
 

ガ
梵
本
は
、
し
 

E
 
臣
 校
訂
の
そ
れ
に
比
べ
、
 

生
田
。
 

笘
ぎ
 
c
 
の
 
セ
 
の
に
お
い
て
格
段
の
進
歩
を
示
し
、
こ
こ
に
極
め
て
 

適
 正
な
 オ
村
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信幸茸 半とホ缶ナ、 

註
 

（
ー
）
 し
 u
t
t
 

、
 ほ
 明
白
に
い
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
も
 、
サ
ン
ス
 

ク
リ
ッ
ト
語
の
正
規
形
に
よ
る
訂
正
を
行
っ
て
い
る
。
（
 ぺ
｜
 
ゾ
 及
び
 

脚
註
の
番
号
は
久
留
官
民
校
訂
の
 
オ
村
 楚
水
 仁
 よ
る
。
）
ワ
コ
  
 

し
て
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
 

究
 が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
か
っ
た
事
情
に
触
れ
、
恐
ら
く
は
、
 ギ
 ル
ギ
ッ
 

 
 

お
 庁
は
思
想
的
に
第
一
級
の
内
容
を
も
つ
大
乗
経
典
で
は
な
い
 が
、
校
 

 
 

の
 説
く
法
 

 
 

る
扇
 
O
 

人
智
 宮
 氏
は
序
文
（
（
 
口
侍
ィ
 

0
&
.
 

の
 、
ロ
 
・
が
 
@
 
）
の
中
で
、
こ
れ
ま
で
 勾
 ォ
の
研
 

ト
 写
本
の
発
見
と
出
版
以
前
、
利
用
に
耐
え
る
楚
水
が
存
在
し
 な
か
っ
た
 

か
ら
と
し
、
わ
が
国
の
研
究
者
が
 綴
住
 w
m
p
 

コ
已
づ
津
舘
 
目
口
 に
 関
税
す
る
 

際
 、
専
ら
漢
訳
の
み
を
頼
り
と
し
て
い
た
事
実
を
指
摘
し
て
い
 る
 。
本
書
 

の
 出
版
が
 又
 、
こ
れ
ま
で
学
界
で
し
ば
し
ば
話
題
と
な
っ
て
 き
 た
 大
集
経
 

成
立
の
問
題
に
新
た
な
局
面
を
開
く
き
っ
か
け
と
な
る
こ
と
を
 期
待
し
た
 

@
7
7
 

）
 

 
 

 
 最

後
に
、
本
書
に
は
五
ぺ
ー
ジ
余
に
及
ぶ
正
誤
表
（
の
（
 

ぺ
 
が
 
神
曲
 
0
 
田
 

a
d
d
 

の
 壮
 じ
が
添
え
ら
れ
て
お
り
、
校
訂
者
の
校
正
に
お
け
る
 
労
 少
な
し
 

と
し
な
い
。
と
は
い
え
、
本
書
中
に
は
な
お
誤
植
が
散
見
す
る
 。
 本
 出
版
 

の
 性
質
上
、
校
訂
者
が
再
度
入
念
な
誤
植
訂
正
の
上
、
再
版
に
 臨
ま
れ
る
 

こ
と
を
こ
こ
に
切
望
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

梵
 本
の
再
建
仁
成
功
し
て
い
る
。
 
い
の
文
献
の
批
判
的
出
版
と
研
究
に
関
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ト
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に
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る
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と
が
で
き
よ
う
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 Ⅰ
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仁
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㌔
 0
 ヴ
ア
ひ
 
四
 %
 ヨ
 
い
す
 
甘
せ
 
a
 コ
浅
 
ヰ
年
 
ぃ
 （
 
、
 
）
べ
円
・
 

お
 @
 目
 
父
ひ
 
Ⅰ
 ト
ベ
 
㏄
 

Ⅰ
㏄
１
ト
 

り
 ）
 @
 ゆ
 ず
ゴ
リ
 
の
り
ー
 
ハ
ト
オ
 
ゆ
目
ゆ
り
ゆ
 
ず
す
リ
 
の
 リ
ヨ
蝉
的
 
い
り
 
り
ゴ
 
の
 へ
 ㏄
 臣
 
、
ト
ト
 
㏄
 

か
 一
幅
 
り
ユ
 ー
の
 n
 月
ま
日
い
ま
㏄
曲
目
㌧
Ⅱ
 

叢
サ
 ゴ
 ひ
コ
 
㏄
 オ
が
絹
 
い
の
 
-
 
せ
ひ
臣
こ
ト
ぺ
 

の
 
り
 １
 0
@
 

田
ニ
 
１
 
%
n
 口
蝦
 ユ
ヨ
 ，
 7
 ～
・
の
（
 

セ
 s
.
 
）
 @
 （
 
口
ゆ
甘
 1
 

（
 
口
め
甘
ち
サ
 
ア
自
円
 

ひ
す
 
，
 

の
肚
，
ひ
一
 
ら
す
 
い
 Ⅱ
 

ト
 い
り
・
の
（
Ⅱ
 

0
 Ⅱ
Ⅰ
い
の
・
の
）
一
ヰ
Ⅰ
 

ち
 Ⅰ
の
 
由
 ド
ガ
空
中
 
@
 
オ
 ハ
円
ヰ
 
ゆ
｜
 

Ⅰ
 
ト
 ㏄
・
の
（
 ぃ
 h
.
 ら
オ
ひ
 
Ⅰ
 ヨ
 ハ
い
Ⅱ
卸
せ
 

麓
づ
 
@
 
村
 と
一
コ
 0
 円
 
ユ
 

ヨ
い
 い
Ⅰ
 
ぃ
セ
 
が
 コ
 -
 
オ
ぃ
｜
 

1
@
 
巨
ゴ
い
 
Ⅱ
～
コ
 

ル
コ
 
0
 け
 
ユ
，
 ㏄
㏄
・
 
ト
 ㏄
（
セ
リ
ン
ト
 
か
 ㏄
・
Ⅱ
の
り
 
由
 ：
の
 い
 Ⅰ
 年
オ
 芭
 Ⅰ
Ⅱ
 

臣
 ㏄
 

コ
の
由
 

r
@
 ト
 ト
 Ⅱ
・
日
ト
 

の
 e
 由
 ・
 @
 口
 曲
ユ
コ
隼
ゆ
 

@
 ユ
 1
.
 宮
仁
り
 
目
ゆ
オ
い
 

@
 

n
@
 

（
 
ヨ
 斜
 Ⅱ
 
ゆ
 
ひ
ゴ
 が
の
 
ヰ
 
0
 

サ
ゴ
ロ
 
せ
あ
 （
す
時
 
ゥ
 「
 
麓
ヨ
 
@
 
ヨ
 ㌣
～
）
の
り
Ⅰ
 
隼
ゴ
の
 
「
 
ヨ
ぃ
コ
 
の
（
 
ヱ
日
 

仁
田
 ゆ
円
 
す
 い
せ
 
の
 

つ
い
ぺ
 
@
 
コ
 ら
ゆ
 
ヨ
 ㏄
 プ
の
ド
 Ⅱ
く
曲
の
が
 

叶
侍
へ
 

が
つ
り
 
ヱ
 で
 卸
吋
ひ
ト
侍
す
ハ
ち
 

・
ト
仁
 
ぺ
 ・
ロ
戸
 一
 ㌧
Ⅱ
 
い
 Ⅰ
 
@
 

由
 0
 か
 
申
せ
が
 
由
 1
,
 せ
 Ⅱ
 ハ
 （
 
@
 
Ⅰ
り
い
 
曲
ぺ
ひ
 
@
*
 

）
 
@
 ㏄
 肚
 ・
 ト
の
 
（
 
セ
の
 
・
）
 
@
 づ
 Ⅰ
 い
ユ
 
ヨ
セ
 卸
 Ⅱ
が
せ
 

p
 由
 @
 ｜
 

 
 

セ
レ
鯨
 

け
リ
 コ
 p
 

Ⅰ
 ゆ
寸
ひ
 
Ⅰ
 づ
ベ
 
ハ
 %
 三
せ
 ゆ
 Ⅰ
 曲
 Ⅱ
 ひ
ヨ
 ニ
ト
の
 

q
.
 

ト
 Ⅱ
 @
 づ
 Ⅱ
㏄
 
-
 
宙
 -
 
せ
肢
ま
 1
1
 

 
 

ガ
の
 
-
 
づ
 Ⅱ
り
 
ゴ
 
@
 @
 
甘
ひ
 
せ
が
も
の
い
 
宙
 Ⅰ
 ゴ
い
 
㍉
Ⅰ
口
が
す
つ
Ⅰ
が
）
三
日
り
叶
い
 

コ
ゆ
 
コ
叶
の
Ⅰ
 

隼
ゴ
 
卸
せ
の
 
け
ド
 
・
 

円
ト
 

d
.
 

ト
の
 
１
ト
 
か
 @
 オ
炒
ゴ
 
@
1
 

サ
 ハ
す
 
@
 Ⅱ
ど
が
 
的
 Ⅱ
 ア
い
 
の
 セ
 曲
 @
 り
 す
い
 
コ
曲
 
㏄
 曲
 h
p
 
の
 
せ
ダ
 

㏄
 

 
 

の
 ・
 円
収
 
１
ト
 
の
 @
 ヴ
卸
 
ト
リ
オ
 

p
l
,
 
オ
の
 
c
@
 
隼
ヴ
ひ
 
）
 
囲
ゴ
 
ひ
い
づ
曲
Ⅰ
 

里
ぃ
そ
 
e
 ゅ
 p
 ち
、
 ㏄
 つ
 ・
㏄
１
 
0
@
 



せ
 い
巾
 
Ⅱ
 曲
田
コ
目
ヨ
が
｜
 
ト
 Ⅱ
 白
 ・
 円
 ㏄
 @
 せ
 ひ
 侍
ゴ
 
卸
コ
 W
@
 

コ
い
 （
Ⅱ
の
 

い
曲
 Ⅱ
曲
中
 
ア
曲
 
㌧
 @
 

弘
ヨ
ド
レ
ー
㏄
の
・
の
 @
 百
ヨ
 り
 
1
1
 せ
ひ
ヨ
革
セ
 

の
 り
曲
 
ち
の
 0
.
 目
 @
 せ
曲
 

曲
ま
洩
 
E
 申
曲
セ
 
掠
が
 
隼
ぃ
旧
 
・
～
Ⅱ
 

（
Ⅱ
 0
 セ
 ル
 ）
１
１
旬
・
 
ト
 ト
一
セ
速
が
山
ロ
ー
 
｜
 

音
 3
 （
 
0
 日
 生
む
日
 
あ
ヨ
戟
ふ
メ
 @
@
n
@
 

目
～
る
せ
・
 

簿
 @
 

ド
ト
 
（
 
べ
の
 
・
）
 
@
 セ
 @
 
ゴ
 0
%
 

す
が
せ
の
 

丑
 @
 
｜
｜
 

ヒ
ふ
 
～
）
 

@
 
@
 
（
 ）
の
曲
）
の
 

年
イ
、
 
@
 
（
 
@
q
p
 

）
 
O
b
p
 

）
「
の
 

ロ
 -
 ）
か
つ
 デ
 ）
 O
 （
 
h
O
 

「
）
 

ト
ト
 
.
 の
 １
ト
 
0
 ）
 @
 

セ
が
 
@
 
せ
卸
 
Ⅰ
が
 
叶
セ
ゆ
ヴ
す
 

@
 

せ
 @
 
ゴ
 ㏄
 ド
す
ひ
 １
ト
 ト
 ㏄
・
 ト
 ㏄
の
 

0
p
.
 

ぺ
曲
 

@
 
日
囲
つ
い
ヰ
セ
ド
｜
 

せ
屈
牙
 
（
 
ゆ
コ
卸
旧
 
。
 ト
ト
 
の
・
）
 

（
 3
 ）
 毘
甲
 ⑦
・
 お
 ・
 ま
 ・
）
 

0
.
 

他
 @
 ま
 ・
 ヨ
 ，
 村
他
 @
 ぎ
 ・
）
 
ひ
 ・
 申
 ・
 ト
つ
 

（
 
4
 ）
の
 奉
 5
 日
 ぃ
 （
 
@
n
 
日
文
 0
 目
の
の
中
、
 

Ⅰ
 ト
セ
片
 o
n
 づ
 で
は
、
動
詞
前
綴
り
 
セ
 甲
の
 ぃ
コ
 由
ヨ
 ま
ヰ
 
Ⅱ
韻
学
 二
曲
 づ
ゆ
｜
 

へ
の
示
唆
も
有
効
で
あ
ろ
う
（
㌔
・
 

づ
 ・
 ミ
 ・
 力
 ぽ
 %
 
ヨ
ま
 d
a
 已
毛
 

の
 忘
ヰ
 e
,
 づ
 甘
の
㌧
 づ
の
，
の
 
㌧
 目
 @
,
 

巴
コ
魑
 ㌃
 ゴ
し
 ぼ
由
 0
 コ
ぃ
 
～
 ゼ
 ・
の
 田
 つ
り
ヰ
 

の
が
 
年
 

ト
の
 
い
の
。
 
レ
 せ
 い
 。
 8
@
 
ぺ
 
の
曲
 
パ
 ）
の
 頃
 ）
一
の
・
Ⅱ
の
の
の
。
 

コ
年
り
 
Ⅱ
 せ
 の
り
 
已
つ
 
年
三
  
 

害
 ）
 0
 尾
 寄
せ
は
、
ま
た
 ド
 
の
㊥
の
 例
 と
解
す
こ
と
も
で
き
よ
 ス
ノ
 
（
 
0
 ヰ
 

㏄
 コ
 の
の
円
ト
 つ
 0
 ）
 一
ゴ
 ㍉
 下
 c
c
.
m
 

や
ヨ
曲
の
り
・
 

｜
づ
円
 

・
 ｜
ゅ
 O
-
 ぎ
 l
 
㏄
日
ど
 

円
 
i
 
か
 

に
つ
い
て
は
、
テ
キ
ス
ト
を
訂
正
し
な
い
方
が
よ
い
。
 
-
 
ぎ
津
 コ
ノ
ぃ
 

-
 
・
・
 

が
 
｜
ゴ
 

（
目
の
及
び
し
 建
 （
 
侍
 
）
 ほ
 、
こ
こ
で
 
せ
 0
0
.
 
ユ
 ・
 ヨ
の
 の
 c
.
 

で
あ
り
、
の
 

屈
 す
 サ
ロ
 
曲
 

に
 対
す
る
 

銭
ゴ
 0
 コ
 0
 ～
 @
 
（
 
@
c
 
 

づ
ざ
 ～
 
a
@
 
 
の
形
だ
か
ら
で
あ
る
（
 ぃ
 片
田
 

弓
年
 
の
の
 
耳
 0
 こ
 
，
 
之
 0
 娃
コ
 
m
o
 片
 ヰ
す
の
 ザ
リ
 R
 オ
コ
 旺
 0
 コ
 @
 コ
ロ
 由
け
 "
 ま
ロ
 
か
 の
 

せ
 0
 デ
ゲ
ト
 の
㏄
の
 

口
、
づ
ぺ
 0
 ）
。
な
お
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
は
こ
の
五
明
 

を
卜
 n
n
 

（
或
い
は
Ⅰ
 o
n
.
 

）
に
解
し
、
漢
訳
で
ほ
誤
訳
も
甚
し
 

い
 @
 き
 ・
 ぜ
 コ
 0
 つ
い
 
-
 
の
 

o
h
 づ
 の
手
 め
 
0
 「
日
の
中
、
 E
 せ
が
 
毬
 ヨ
オ
 ハ
リ
 
ヨ
三
車
行
 母
巨
 。
）
に
 関
 達
 し
て
、
 

口
甘
 の
の
 籠
 ・
の
へ
の
参
照
が
望
ま
し
い
。
ま
た
、
 

ゑ
 旧
 い
ぢ
岳
 
（
の
 
@
 
り
。
）
 

及
び
㌔
す
ぎ
の
冶
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
 
し
コ
 の
の
 健
 ・
 の
 の
 及
び
 

ま
 ・
 ト
 の
へ
の
参
照
が
望
ま
し
い
。
 

  

 
  

 
 
 

（
 氏
し
 
）
 オ
り
 
Ⅱ
 ヨ
リ
 ガ
 -
 
の
か
麓
の
 

ぃ
ゴ
 
の
Ⅰ
 
E
 寸
ゆ
 Ⅱ
 ぃ
 コ
 ル
 せ
 い
岳
 ）
 
0
 村
が
で
Ⅱ
 
い
つ
 
Ⅱ
 侍
 （
 P
 
何
日
の
 芹
 す
 l
 
㏄
 

 
  

 

オ
 ㏄
 目
ゴ
い
ヰ
 
-
 
の
ム
い
コ
 

@
 
く
 Ⅱ
（
 
ヱ
寸
ゆ
 
Ⅰ
 り
 七
目
口
㏄
 づ
 @
 づ
 Ⅱ
 0
 せ
 叫
い
り
曲
の
旧
 コ
ゆ
せ
帥
オ
り
 

一
 

 
 

 
 

 
 

セ
ド
 
の
 自
ド
 
-
 コ
耶
 コ
ヨ
 ど
ぃ
 Ⅱ
 ひ
セ
も
 り
 侍
 （
 -
 
目
 せ
 い
蕉
ぃ
弓
 

う
ら
 仁
ゴ
オ
ゴ
レ
 
目
ヰ
 コ
い
 の
㏄
二
 
%
 ㏄
 円
 ゴ
ル
 
ヰ
 の
 

ヰ
 ㏄
も
 

ヨ
 0
 オ
ゆ
 
が
で
Ⅰ
の
 

セ
ド
 
Ⅱ
が
～
～
）
の
 

い
 
せ
ひ
 
し
 @
 
せ
ハ
ゆ
 
が
す
 
甘
 0
-
 
由
囲
任
セ
ひ
 の
 づ
 申
せ
が
 
弓
 

芽
ゆ
め
ハ
 
（
 具
 
（
 
D
u
 （
（
 本
、
や
 
ド
デ
ザ
 デ
 
の
 他
 ）
人
智
官
民
校
訂
 0
 
%
 オ
 

兜
 木
は
 、
 し
耳
 侍
本
 の
春
初
の
数
集
と
も
ど
も
、
こ
の
目
を
欠
 い
て
い
 

る
 。
 

（
 
6
 
）
の
 ひ
ユ
づ
岸
円
 
Ⅰ
 p
.
 

ワ
ミ
が
 

プ
 リ
ヨ
 ぃ
岸
 
Ⅰ
 む
い
 
～
 
や
ゆ
せ
ゅ
コ
ダ
 
㌧
 由
 Ⅱ
 セ
の
ヨ
 が
 ぎ
 Ⅱ
 卸
日
ぃ
 
づ
 @
 
づ
 仁
井
Ⅱ
 

p
.
 

の
臣
 す
ァ
 ロ
 （
 @
 （
 口
 ・
 健
 、
 ゲ
 
且
も
・
 

ご
 ・
 プ
の
 ）
。
ま
た
、
久
留
 宮
 氏
は
、
 

あ
ぢ
 浅
 き
 
へ
の
こ
れ
ら
四
大
声
聞
の
入
城
 順
 に
つ
い
て
、
 

オ
鮪
 
Q
n
o
 
仁
 ㌧
 

）
に
属
す
る
チ
ベ
ッ
ト
 調
 、
漢
訳
が
苗
ょ
 東
 @
 
北
山
西
の
方
位
 順
 に
従
 

い
 、
こ
の
四
方
位
に
そ
れ
ぞ
れ
上
記
の
四
大
声
聞
を
配
す
る
の
 に
 対
し
 

て
、
の
 r
o
 毛
 ㏄
に
属
す
る
チ
ベ
ッ
ト
 調
 、
更
に
大
集
経
 宝
瞳
分
 中
の
記
 

事
は
東
上
南
山
西
土
北
の
方
位
順
を
採
用
し
て
い
る
点
に
注
目
 し
て
い
 

る
 。
 

（
 
7
 
）
 久
留
 官
民
 は
 、
漢
訳
「
定
星
陀
羅
尼
 経
 」
の
 
異
訳
 「
 大
 集
 経
堂
 瞳
 

分
 L
 
に
つ
い
て
、
 
カ
ガ
 と
は
別
行
の
官
 コ
オ
コ
 
0
 毛
コ
 ）
の
 

a
n
s
 

オ
 ～
 用
 Ⅰ
の
り
 
の
コ
 
の
 -
0
 
コ
 

の
 存
在
を
想
定
し
て
い
る
（
㌧
 
q
o
H
p
 

お
 @
 目
甘
 。
 田
甲
 
Ⅹ
）
。
 



議
題
 

Ⅰ
新
入
会
員
の
件
に
つ
い
て
 

別
記
一
八
名
が
新
た
に
本
学
会
員
と
し
て
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
第
四
 
0
 同
学
術
大
会
に
つ
い
て
 

開
催
予
定
校
の
筑
波
大
学
を
代
表
し
て
、
 

井
門
 理
事
の
開
催
 時
 

期
 、
開
催
方
法
に
つ
い
て
の
説
明
及
び
提
案
が
あ
っ
た
。
 

許
 し
  
 

日
程
は
未
定
で
あ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
本
年
一
 

0
 月
 九
日
 ;
 一
  
 

日
の
三
日
間
、
筑
波
大
学
の
 
キ
ャ
ソ
 パ
ス
に
お
い
て
行
な
 
う
予
 定
 

の
 言
説
明
が
な
さ
れ
た
、
ま
た
、
学
会
発
表
の
方
法
 

仁
 つ
い
て
 
瀞
己
 

要
号
 の
あ
り
方
な
ど
も
含
め
て
筑
波
大
学
側
か
ら
改
革
案
が
提
 

出
 

さ
れ
た
が
、
理
事
会
と
し
て
は
基
本
的
に
は
改
革
の
必
要
性
を
 

感
 

じ
る
が
、
具
体
的
方
策
に
つ
い
て
は
今
後
も
 

う
 少
し
検
討
を
続
 
げ
 

0
 理
事
会
 

日
時
昭
和
五
一
八
年
一
月
二
四
日
（
土
）
午
後
五
時
半
 

場
所
私
学
会
館
 四
 0
 五
号
 室
 

出
席
者
安
斎
 伸
 、
石
田
慶
和
、
井
市
富
二
夫
、
植
田
重
雄
、
 

小
川
圭
 

治
 、
窪
 徳
忠
 、
小
山
雷
丸
、
小
池
良
之
、
桜
井
徳
太
郎
、
桜
 

井
秀
雄
、
佳
木
秋
夫
、
竹
中
信
 

常
 、
田
島
信
之
、
玉
城
 

康
 四
 

郎
、
田
九
徳
 
善
 、
中
川
秀
 
恭
 、
 仁
 戸
田
一
八
三
郎
、
橋
本
芳
契
、
 

藤
田
富
雄
。
松
本
渡
、
宮
家
 

準
 、
柳
川
啓
一
、
脇
本
平
出
 

ム下 

幸枝 

る
 必
要
が
あ
る
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。
 

た
だ
し
、
大
会
時
に
レ
ジ
ュ
メ
を
提
出
さ
せ
る
等
の
点
に
つ
い
 

て
は
、
開
催
 校
 仁
一
任
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
 

0
 宗
教
研
究
編
集
委
員
会
 

日
時
昭
利
五
一
八
年
二
月
二
一
日
（
土
）
六
時
 

場
所
本
郷
三
丁
目
い
ろ
は
 
鮨
 

出
席
者
 
洗
建
 、
金
井
新
 三
 、
芹
川
博
通
、
中
村
恭
子
、
保
坂
 幸
博
 、
 

前
田
専
 学
 、
山
折
哲
雄
 

議
題
 

一
 、
宗
教
研
究
 誌
 に
お
け
る
「
訂
正
」
記
事
掲
載
に
つ
い
て
 

一
 、
「
書
評
と
紹
介
」
の
対
象
お
よ
び
執
筆
者
に
つ
い
て
 

0
 新
入
会
員
（
一
月
二
四
日
承
認
）
 

飯
田
光
男
日
本
大
学
・
副
手
〒
 鵜
一
 p
 田
面
高
沢
 一
｜
 四
三
 ｜
 

九
 

志
津
姦
智
行
成
城
大
学
・
大
学
院
〒
 樺
 

調
布
市
人
問
一
 
｜
 三
九
 

第
一
月
 兎
荘
 六
号
 

大
塚
 

憲
 
駒
沢
大
学
・
大
学
院
〒
 狙
 

横
浜
市
旭
区
西
 川
島
町
 

八
二
ー
 三
 

大
沢
 
聖
 寛
大
正
大
学
・
講
師
〒
 瑚 
杉
並
区
阿
佐
谷
北
 一
｜
 一
一
 

-
 
、
 
ノ
 
1
.
 
一
一
 

 
 

桂
 

紹
隆
広
島
大
学
・
助
教
授
〒
 
鴨
 

広
島
市
中
区
千
 田
町
二
 

 
 

 
  
 

１
玉
１
匹
 セ
 

蒲
原
大
作
駒
沢
大
学
・
大
学
院
〒
 襯 
川
口
市
上
青
木
 函
工
ー
㎝
 

 
 

一
一
１
元
 ｜
 三
一
二
 

Kenta
長方形



鎧 官 長 沼 
坂 谷 

  
宥 義 

淳 洪 彰 昭 

金 l 名 l 日 l 五日 
沢口占一本三正市 町 深沢 大学・ 尾大学 ハセ 大学・ 一｜ 四 大学・ 

数   人 0 教三 

    
武       足 
蔵 千 丈 
野 飼 葉 区 
市 各 市 東 

綾瀬三 吉祥寺 市末 町 園生町 

本 二 四 l 
町 l 六 一 
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Three Perspectives on "The Modern 
Religions" in Japan 

Tetsuo YAMAORI 

First of all, what is in fact "the modern religions" in Japan? I 
would like to roughly regard the modern religions as the new religions 

that have had a great impact on the society and public of modern 

Japan, and also the smaller groups of religious movements and cults 

that have been splitted from and arisen around the new religions. 

Of course we can not define onesidedly the modern religions, because 

they have been divided into many sects and trends, and shown 

various charactcristcs. Here I propose three theoretical perspectives 

to make clear the present situation of them. 

The first perspective to be noted is that although the religious orders 

and movements of Japan irrespective of newer or older date have been 

forced to accept, from the time of Meiji Restoration, the governmental 

policy that Kami-worship (Shinto) and Hotoke-worship (Bnddhism) 

should be separarated, many of modern religions incline to adopt 

the syncretism of Kami-Hotoke worship. In other words, they are 

returning to the religious tradition established already prior to the 

Restoration of Meiji. 

The second perspective is found in the fact that the energetic 

activities of the modern religions have had a powerful influence among 

the people by bringing into union their two earnest needs: namely, 

the recovering our body and mind from the sickness (byoki-naoshi) 

and the recovering our society from inequality and injustice 
(yo-naoshi) . 

It goes without saying that the two elements of "byoki-naoshi" and 
"yo-naoshi" are not the sole characteristics of the modern religions, 
but have been always observed in our history of religion, particularly 
a t  times of social unrest or anomie. However, the modern religions 
have shown their prominent originality never surpassed by any other 
religious movements in former times in that they are trying to 
positively combine those two elements in strong ties. 



The third perspective should be the problem of the so-called 
"founder" (kyoso) , because the modern religions generally place the 

founder of a sect or order as a symbolic axis and manage to fasten 

their solidarity by enhancing the supernatural personality of the 

founder without exception. 

If the "kyoso" is a central topic in referring to the modern relig- 

ions, from what point of view should the problem be discussed and 

analyzed? I think there are a t  least three theoretical points of view 

to clarify the characteristics of "kyoso", e. g. animistic, charismatic, 

and shamanistic. 
Primarily the animisic point of view is nothing more than an 

attempt to explain the inspired and supernatural experience of a 

founder (kyoso) through the function of anima or the possession of 

spirit. This theory, which derives from E. B. Tyler (Primitive 
Culture, 1871), presupposes the belief that many spirits and. deities 

move freely between the universe and the human beings. And from 

ancient times, the Japanese also have shown sensitive and acute 

responses to the various activities of anima or spirit, which comes 

down from heaven and is separate from the body of the people. This 

concept of spirit had developed and been refined to the ancestor (-spirit) 

worship through the folk belief toward the ghosts or minor deities. 

Such being the case, it is to be noted in particular that the ancestor 

worship has not only survived persistently but remained to be 

supported among many sects of the modern religions. 

Next, the charismatic point of view derives, as well known, from the 

typological theory of M. Weber's Religionssoziologie, which focuses 

on the sufferings of human life and the process of emancipation and 

rebirth from the. miseries, and makes clear how the charismatic 

character inherent in the personality of a "kyoso" has a great 

influence upon the people, then giving an impetus to the formation 
of an order. 

Lastly the shamanistic point of view is partially similar to the 

animistic point of view as far as the possessed experience of "ky~so" 



is concerned. However, the proper orientation of this shamanistic 

approach, which firstly regards the possession mechanism as a kind of 

socio-pathological phenomena, should be found in the fact that it 

attempts to explain the process of personal change of. a possessed 

"kyoso" (=shaman), the implicit involvement of his super-conscious- 

ness, and then the belief system and various emotional responses 

among the adherents in the socio-psychological context referring to 

the evaluation and customs of a given community. 

Generally speaking, many kyijsos who stand as the representative 

of our modern religions were no doubt firstly baptized with the archetypic 

experiense of shamainsm or possession in the rural regions secluded 

and isolated from the cultural centers and societies of Japan, and then 

have successfully established a great sect or order in cities with many 

bureaucratic organizations through a bitter experience of Exodus from 

the underdeveloped lands or desert. Therefore it is not too mach to 

say that to trace the personal history of a ky6so who also is a founder 

means to survey the whole history of Japanese religion from the 

most ancient times up to our ages in a condensed form. 

The modern religions present us a kind of mirror which reflects 

directly the basic identity of Japanese culture and of ourselves as well. 



Die Entwicklung der Christentums- 
forschung in Japan 

-Die historische und die systematische Theologie- 

Keiji OGAWA 

( I  ) Die hier vor uns aufgestellte Aufgabe ist, die Entstehung 

und Entwicklung der Christentumsforschung in Japan zu uberblicken. 

Es ist aber nicht moglich, in diesem kleinen Aufsatz die ganze En- 

twicklungsgeschte ausfiihrlich darzustellen. So mochten wir unsere 

Aufgabe auf den protestantischen Bereich beschranken und aus dem 

Gesichtspunkt der Beziehung zwischen der historischen und der 

systematischen Theologie behandeln. 

(11) Die Christentumsforshung in Japan ist in ihrer fruhesten Zeit 

hauptsachlich als eine historische Theologie nach dem Modell. der 

Religionsgeschichtlichen Schule entstanden. Es waren die friihesten 

Fuhrer, wie R.von Kober, S. Hatano, K. Ishiwara und T. Ariga. 

Von Kober ist einer der fruhesten westlichen Gastprofessoren an der 

Universitat Tokyo. E r  lehrte dort hauptsachlich die Geschichte der 

europaischrn Philosophie und hatte einen betrachtlichen Einfluss auf die 

japanischen Studenten ausgeubt. Er was andererseits ein Katholik 

und fuhrte zwei hervorragende Studenten, Hatano und Ishiwara in 

die Theologieforschung ein. 
Hatano studierte 1896-9 auf der Universitat Tokyo die Geschichte 

der europaischen Philosophie. Wahrend seines Studiumsaufenthaltes 

in Europa 1904-6 hat er  die wesentliche Wichtigkeit der Christentums- 

forschung fur das Verstandnis der europaischen Kultur bemerkt. 1907 

hat er  auf der Universitat Tokyo eine Vorlesung uber den "Ursprung 

des Christentums" gehalten, als die erste uber das Christentum in der 
staatlichen Universitat in Japan. Im folgenden Jahr hat er  sie als das 

erste theologische Buch in Japan veroffentlicht. Er hatte in 

Deutschland Harnack, 0. Pfleiderer, Windelband, J. Weiss, Troeltsch, 
Deissmann u. a. gehort, namlich die Philosophie der Neukantianer 

und die Theologie der Religionsgeschichtlichen Schule. Sein Hauptwerk 



ist aber eine Trilogie uber Religionsphilosophie, deren Grundgedanke 

nicht so verschieden ist von der der Religionsgeschtlichen Schule. 

Weil e r  aber dort den Spatherbst dieser Schule erfahren hat, distan- 

ziert e r  sich von ihr. In diesem Sinne steht seine Religionsphilosophie 

der von H. Cohen naher. 

Ishiwara studierte auch auf der Universitat Tokyo etwas spater 1904 

-7. Seine Dissertation bei Prof. von Kober war uber die Logos-Christ- 

ologie in dem Johannes-Evangelium. Weiter studierte er 1921-3 in  

Europa, namlch in Heidelberg und Basel, und hat dort Rickert, H. 

Meyer, M. Dibelius, von Schubert, Wobbermin, Joel, P. Wernle u. a. 

gehort. Es war die letzte Zeit der Religionsgeschichtlichen Schule und 

zugleich die Zeit der Wendung zur Dialektischen Theologie. Obwohl 

Ishiwara nichts von dieser neuen Richtung bemerkt hatte, sah er die 

Grenzen der Religionsgeschichtlichen Schule noch klarer als Hatano. 

Trotzdem blieb er bis zum Ende seines Lebens ein guter Kirchenhis- 

toriker im Sinne des neunzehnten Jahrhunderts. 

Ariga studierte 1917-22 im Theologischen Seminar der Universitat 

Doshishya in Kyoto. Das Thema seiner Dissertation war uber "Die 

Theorie vom Wesen der Religion bei Schleiermacher". Er  studierte 

weiter im Union Seminary in New York und hatte 1936 den Grad von 

PhD mit einer Dissertation iiber Origenes erworben. Seine Lehrer 

dort waren A. C. McGiffert und J. Moffat. Durch diese Theologen hat e r  

dort die besten Fruchte der europaischen Theologie, besonders die 

Methode der Religionsgeschichtlichen Schule grundlich gelernt. Nach 

dem Ende des letzten Weltkrieges hat er den Lehrstuhl von Hatano 

fur die Christentumsforschung an der Universitat Kyoto ubergenommen. 

Durch diese drei Professoren ist die Christiertumsforschung in Japan 

als eine historische Theologie nach dem Model1 der Religionsgeschich- 

tlichen Schule entstanden. 

(111) Die Forschung der systematischen Theologie in Japan setzte in 

den theologischen Seminaren als den Privatschulen ausserhalb der 

staatlichen Universitat an. Nach der Bekanntmachung der alten Dog- 
matik begann die Aufnahme der Dialektischen Theologie, aber die 



Auseinandersetzung mit der historischen Theologie der religionsg- 

eschichtlichen Schule wurde in Japan nicht so entscheidend durch- 

gefuhrt. 

Das erste theologische Seminar in Japan ist das Union Seminar, 
Ichi Shingakko, das in Tsukiji, Tokyo 1877 gegrundet wurde. Der Pro- 

fessor fur die systematische Theologie dort war J. C. Amerman, ein 

reformierter Missionar aus Amerika. Er  hat kleine Buchlein iiber 

jede Loci der Dogmatik nach dem alten Model1 der reformierten 
Dogmatik durch die japanische Uebersetzung von K. Ibuka verijffent- 

licht. Der Graduierte der ersten Klasse in diesem Seminar, Pfarrer 

M. Uemura hat 1884 ein Buch iiber "Eine Spur der Wahrheit" (Shinri 

Ippan) und 1885 noch eines iiber "Die Einfiihrung in das Evange- 

lium" veroffentlicht. Beide sind das Produkt der Meidi-Aufklarungszeit, 

aber man kann sie zugleich den ersten Entwurf der systematischen 

Theologie durch Japaner nennen. In der folgenden Periode ist kein 

Beitrag im Bereich der systematischen Theologie erschienen. Prof. Y. 
Kumano hat in seinem Buch uber "Die Geschichte des Christlich- 

theologischen Gedankens in Japan" (19%) gesagt : "In der hundert- 

jahrigen Kirchengeschichte in Japan ist kein einheimisches Werk im 
Rahmen der wissenschaftlichen systematischen Theologie erschienen." 

Diese Feststellung bezeichnet sicher eine Seite der Wirklichkeit. Die 

systematische Theologie heisst aber im allgemeinen die methodisch 

unternommene Selbstbesinnung der Kirche in ihrer Situation. Die 

kritische Selbstbesinnung der Kirche in Japan, die durch Pfarrer T.  

Takakura entworfen war, bedeutet den Anfang der eigentlichen dogma- 

tirchen Besinnung in Japan. Takakura studierte 1921-4 in Scotland 

Theologie bei Prof. H.R. Mackintosh und Prof. J. Paterson. Er studierte 

dort die Theologie von P. T.  Forsyth. griindlich und wurde von 

ihr tief beeinflusst. Dieser sogenannte "Barth vor Barth" hat Takakura 
die Richtung der kritischen Au~einandersetzun~ mit der liberalen 

Theologie gezeigt. Das Buch Takakuras "Das Evangelische 
Christenturn", das aus einem Vortrag fur Studententagung entstanden 
ist, ist kein Werk der wissenchaftlichen Dogmatik im engeren Sinne. 



In diesem Buch ist aber seine Stellung der evangelisch-calvinistischen 
Theologie und seine kritische Haltung gegen den Subjektivismus, 

Pietismus, Mystizismus und Liberalismus klar ausgedruckt. So kann 

man es mit Recht einen Erfolg der systematischen Theologie in Japan 

nennen. 

Durch die Schuler Takakuras setzte das Studium und die weitere 

Aufnahme der Theologie Barths in Japan an. Es ist aber besonders 

merkwiirdig, dass diese Barthianer in Japan die kritische Auseinand- 

ersetzung oder Ueberwindung der historischen Theologie nicht 

griindlich durchgefuhrt haben. 

(IV) Die historische Theologie in Japan hat inzwischen im Bereich 

der Bibelwissenschaft eine Entwicklung durchgemacht von der formg- 

eschichtlichen Methode, iiber die traditionsgeschichtliche und die 

verfassungsgeschichtliche, bis zur literatursoziologischen. So besteht 

unsere heutige Aufgabe eben darin, eine erfolgreiche Auseinanderse- 

tzung zwischen der so weit sich entwickelnden Bibelwissenschaft und 

der noch nicht ganz sicher entstandenen Dogmatik durchzufiihren. 



A Problem in the Study of Buddhism 
-On the Religious Symbol- 

Yoshikazu ISHIDA 

I. A problem on the study of Buddhism 

The study of Buddhism has made great progress since the Meiji era 

by accepting the European learnings and their ways. Especially the 

studies of Sanskrit, Tibetan and Pali scriptures which are based on 

the philology under the influence of the study of Greek and Roman 

classics have changed the understandings of Buddhism in Chinese 

scriptures and made a new epoch in the studies of Buddhism. 
Today it is not too much to say that the study of Buddhism as a 

sphere of the classical philology is the main current. Prof. Shoko 

Watanabe says the learnings of Buddhism should make a point of 

starting as a field of Indian learnings and that apart from Indian 

Buddhism we are unable to study Chinese or Japanese Buddhism. 

It is needless to say that we can't talk about Buddhism without 

understanding the teachings a t  the time of the Buddha. But Buddhism, 

as a living religion on the other hand, has changed its doctorine to 

respond to the questions of each generation and society. 

From this point of view we notice that a new problem has come 

about in today's study of Buddhism, that is, to understand Indian 

Buddhism through the classical philology and trace the consistency 

o r  the continuance between Indian Buddhism and Chinese and Japanese 

Buddhism. 

In the development of Buddhism in India, China, and Japan there is 

some inevitability. For all the differences among their ways of thou- 
ghts  and conceptions there is some coherence in the history of 
Buddhism. This question is concerned not only with the study of 
Buddhism but the interpretational science, an important theme of 
modern philosophy. 
2. A theme of how to interprete the literature 

Contemporary French philosopher, Paul Recoeur says as follows : 
the present age is in a critical situation, because the language is 



divided into two possibilities. One is to set free the language from 

illusions and images. This strictness to the language brings demysti- 

fication in the interpretational science. The other is to recover the 

meaning which is asked by the medium of the language. This submis- 

siveness to the language takes part in the interpretational science. 

Today's philological study about the scriptures surely takes a posi- 

tion on the interpretation that demystification has brought forth. 

But the religious literature is always a symbolical expression. There 

is something that is expressed symbolically. From this point of view 

it must be said that both the Sanscrit, Tibetan, and Pali scriptures 

and the Chinese scriptures have the same meanings. 

Now that the teachings of the Buddha simply doesn't give how to live 

but reveals something transcendent, the expressions about the teachings 

take symbolical expressions. To try to understand such symbolical 

expressions means the recovery of the meaning of the language. 

Here is a strong reliance on the language to represent a symbol, 

namely, the language is supposed to talk to the people rather than 

to be spoken by the people, 

3. On the religious symbol 

P. Tillich thinks the religious symbol reveals an absolute reality with 

which the human being is concerned ultimately. The religious symbol 

suggests what sacredness is and what sacredness should be. This reli- 

gious symbol is communicated by a grodp who recognizes and maintains 

it. Moreover, the communication is not a mere tradition but means 

that a symbol is a t  all times built up in each member's mind of the 

group. For example, when in Buddhism such expressions as dharma 

and pratitya-samutpada can lead the people to the devine enlighten- 

ment Buddha once had, they have effective function as the symbolical 

languages. In this way the formation of the symbolical languages 
and the symbolical expressions will naturally be needed. 

To  have organized the Mahayana Sutras and the schools of 6unya- 
tavada and vijiiaptimatrata, above all, that these schools had both theory 

and practice concretely shows how to build up and communicate the 



religious symbols. 

The Zen sect and the Pure Land Buddhist School in China also have 

something to do with the religious symbols. Buddha's devine 

enlightenment under a Bo-tree is a starting point of the formation 

of the various symbols. Buddhists in India,China, and Japan joined in 
Buddha'sgreat wisdom through a symbol. There they communicated 

i t  truly and at times built up a new symbol. 

Not only the formers of the Mahayana Sutras but the learned priests 

of the Zen sect or the Pure Land School were fully convinced that 

their attained situation was the very same absolute wisdom Buddha had 

attained. This fact explains that they stood on the common ground 

on how to build up and communicate the religious symbols. 

When we see the development of Buddhism in this way, we may, 
for the first time, find the consistency or the continuance as a living 

religion. 

4. Conclusion 

As mentioned above, I tried to make sure of what meaning the 

religious symbol has concerning a problem in the study of Buddhism. 

It doesn't take away the signification and the value about the resear- 
ches of the classical philology. This theme having been studied from 

the beginning of the bibliographical researches, I dare take it up in 

reference to the symbols and the interpretational science in Europe. 

I wish this question would be helpful to the further studies of 

Buddhism. 



Studies of Shinto and the Science of Religion 
(Shiikyi5gaku) in Japan 

Kenji UEDA 

This paper tries to assess the influences studies of Shinto have sofar 

received from the Science of Religion. At' the same time, it raises a 

question regarding the methodological aspect of Science of Religion. 
The contents of the paper are as follows; 

Introduction: For a better understanding of the present state of 

the studies of Shinto, I distingushed four phenomenological areas as  

a working frame. Shrine Shinto, Sectarian Shinto, Theoretical Shinto 

and Folk-way Shinto. 

Section I :  In order to proceed the main task, I first attempted to  

classify the fields of studies in consideration;of the internal divisions 

of the Science of Religion. In due course I discussed the diffierence 

between so-called Shinto Studies (Shintogaku) and the Science of 

Religion in terms of their methods. That] is to say, though it may 

seemingly be very simple, the only one characteristic with which 

Science of Religion can be differenciated from each in dividual study 

of individual religions is its method of comparison. Accordingly, I 
advocated the possibility to establish the field of Comparative Theo- 

logy in the wider sense of Science of Religion which had been 

proposed by Hideo Kishimoto. 

Section 11: In this section I gave a bird's-eye view over the studies 

of Shinto which include both those studies done from the standpoint 

of Science of Religion and those done under its influence to the 

various extents. As an example of the former case, I refered to the 

study of Genchi Kato and criticised his attitude of applying western 
category and developmental view of religion directly to Shinto. One 
of the most popular subject of study on Shinto in the Science of 
Religion is the field of matsuri. Here, I estimated highly those studies 
by Keiichi Yanagawa and Minoru Sonoda under the condition that 
they have to give much more serious considerations to the aspect 
of rite in order to see each matsuri as a whole and also to their 



transmitted historical meanings. As examples of the latter case I 
mentioned those names like K. Yanagita, S. Orikuchi, T. Harada and 

others who contributed to the better understanding of Shinto in 

comparison with the world religions although each of them can not 

be  estimated equally. As an especially developed field of study, I added 

Shinto theology and mentioned the works of S. Ono, M. Anzu, N. 
Nishida and myself. In this field, I think, we can observe both 

beneficial and inmature aspects of influences. 

Section 111: Here I ventured to propose a re-evaluation of theology 

as a method with which we can keep the identity of the Science of 

Religion in its wider sense as  a discipline among many other 

approaches to religious phenomena. I recognized, of course, the 

danger of making Science of Religion regress to its former stage of 

development before it arose as  a science. In this respect, I argued 

against the position of Noriyoshi Tamaru who defended its relative 

independence even though it did not have uniqueness in method, 

and insisted also the nature of theology which does not overlook 

phenomenological actuality of religion. The most important thing is 

to  keep our eyes on the elements or factors which make religion a 

unique and genuine phenomenon among others. In this regard I men- 

tioned and appreciated some other types of attempts proposed by 
Kahjirb Nakamura, and M. Sonoda and others. 



From The Society of Comparative Religion to The 
Japanese Association for Religious Studies 

Norihisa SUZUKI 

This paper presents a brief review of the development of religious 

studies in Japan prior to the founding of the Japanese Association for 

Religious Studies in 1930. 

The earliest use of the sh.iiky6gaku ("religious studies") correspond- 

ing to present-day usage goes back to 1884. From about 1890, one can 

observe an increasing interest in religion and in religious studies. 

Three influences contributed to this growing interest. 

The first influence was that of liberal theology. Liberal Protestant 

Christianity reached Japan in three waves: in 1885 with the arrival 

of Der allgemeine evangelisch-protestantische Missionsverein, in 1887 

with the arrival of the Unitarians, and in 1890 with the arrival of the 

Universalists. These three groups had one thing in common : a desire 

to understand religions other than Christianity. At their theological 

schools they gave courses on religious studies and comparative religion. 

The second influence came in 1892-93 with the outbreak of a debate 

over the relationship between public education and Christianity. This 

debate led both to a sharp distinction between religion and ethics and 

to interest in religion among the public. 

The third influence can be traced to the Parliament of World Religi- 

ons held in Chicago in 1893. From Japan, Shinto, Buddhist, and Chri- 

stian representatives participated. They brought back the lesson of 

the importance of interreligious understanding and cooperation. In- 

formal discussions between leaders of the several religions, held for 
the first time in Japan in 1896, were a direct result of this Parliament. 

Among the participants in these discussions were two scholars of 
religion : Nobuta Kishimoto and Masaharu Anesaki. At their initiative 
the first Japanese body for the scientific study of religion, the Society 
of Comparative Religion, was instituted in November 1896. This society 
met monthly for three years. Taking up such generally tabooed 
subjects as Shinto, the relationship between religion and sex, etc., it 



sought to consider them in comparative perspective, employing an 

approach a t  once scholarly and value-neutral. 
Before and after 1890, lectures on religious studies mushroomed at 

Tokyo Imperial University and several other universities. In 1905 a 

chair of religious studies was established a t  Tokyo Imperial University. 

This step has great significance in that it gave the discipline of 

religious studies a recognized place in Japanese society. 

Subsequently, Tokyo and Kyoto Imperial Universities began to hold 

regular meetings that brought together scholars of religious studies 

(popular religion) and scholars of Indian thought (classical Buddhist 

studies). This resulted, in 1915, in the formation of a nationwide 

Association for the Study of Religion. This body published ShiikyO 

KenkyiZ, the journal that since 1939 has been the organ of the Japanese 

Association for Religious Studies. One may properly consider the 

Japanese Association for Religious Studies, therefore, as a continuation 

of the Association for the Study of Religion. 

In the Association for the Study [of Religion there were voices 

that called for recognition of Shinto as  something that transcended 

religion, but the association maintained that so far as its work was 

concerned, Shinto should be treated as  one religion among others. 

When one looks back over the path of religious studies in Japan 

prior to 1930, it is interesting to note that establishment of the Society 

of Comparative Religion was preceded by the Sino-Japanese War, 

establishment of the chair of religious studies a t  Tokyo Imperial 

University by the Russo-Japanese War, and establ-ishment of the Associa- 

tion for the Study of Religion by World War I. In each case a new 

institutional development was connected with a war. 

The growth of the Association for the Study of Religion, however, 

can be attributed to its emphasis on spiritual culture in opposition to 

the materialistic culture associated with war. Religious studies in 

Japan developed in correlation with crises in the spiritual life. As 

over against the trends of the times, it upheld scholarly detachment 

as  intrinsic to the comparative study of religion. 




