
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

 
 
 
 

本
論
の
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
は
、
従
来
所
謂
「
ア
リ
 

 
 

ト
テ
レ
ス
の
概
念
・
㈲
 

 
 

論
理
を
援
用
し
「
合
理
的
な
も
の
」
と
「
非
合
理
的
な
 も
の
」
を
綜
合
す
る
哲
学
的
体
系
を
成
し
遂
げ
た
と
評
さ
 れ
て
い
る
し
、
彼
の
 

@
l
@
 

宗
教
に
於
け
る
「
合
理
的
な
む
の
」
と
「
非
合
理
的
な
 も
の
」
と
の
関
係
・
対
立
は
、
オ
ッ
ト
ー
が
そ
の
著
「
 聖
 な
る
も
の
 ヒ
 の
冒
頭
 

に
も
言
 う
 如
く
広
く
宗
教
一
般
に
共
通
す
る
問
題
の
一
 つ
 で
あ
る
。
確
か
に
、
あ
る
宗
教
が
明
断
判
明
な
概
念
を
 お
ち
、
信
仰
内
容
を
概
 

金
的
に
言
い
表
わ
し
て
い
る
こ
と
は
、
発
達
の
高
度
性
 
ま
す
の
 揖
 注を
示
す
も
の
で
あ
ろ
ち
が
、
「
救
い
」
と
 い
う
宗
教
性
の
観
点
か
 

ら
は
、
そ
れ
が
優
越
性
 己
ヴ
の
 
「
）
の
的
の
已
あ
ぎ
の
基
準
た
り
 

得
る
か
ど
う
か
に
は
な
お
疑
義
の
生
じ
る
余
地
が
あ
る
 と
 思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
 

「
言
い
表
わ
し
得
ぬ
も
の
」
ぎ
の
曲
 

簿
呂
 
こ
の
概
念
化
は
右
 神
 論
の
み
な
ら
ず
広
く
宗
教
の
本
質
的
側
面
に
関
わ
る
 も
の
で
あ
り
、
そ
の
 眼
 

り
で
宗
教
哲
学
的
問
題
の
一
つ
で
あ
る
，
」
と
に
は
異
論
 
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
就
中
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
 、
神
 の
 超
自
然
的
啓
示
に
発
 

し
 、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
の
対
決
・
受
容
の
中
で
形
成
さ
 れ
た
が
故
に
、
相
対
的
で
は
あ
る
が
、
他
の
諸
宗
教
に
比
 し
て
も
、
こ
の
問
題
が
 

顕
在
的
で
あ
り
、
中
世
に
於
け
る
神
学
と
哲
学
、
信
仰
 と
 理
性
、
総
 逗
 の
ま
 寸
 
と
お
 ざ
耳
ぎ
 等
の
関
係
に
関
す
 る
 論
点
は
 よ
 く
知
ら
れ
 

  ト
マ
ス
に
於
け
る
の
の
の
の
の
宗
教
的
 意
味
に
つ
い
て
 

一
夫
 

岩
本
 

 
 



  

例
え
ば
ト
マ
ス
は
、
小
論
文
「
 有
 と
本
質
に
つ
い
て
」
 し
 の
の
 コ
 （
の
の
叶
の
の
の
の
さ
（
守
に
 

於
 い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
 ぬ
 概
念
と
方
法
を
 

の
 出
発
点
と
し
な
が
ら
、
存
在
原
因
の
撲
の
 p
 の
の
の
の
 

コ
臼
 に
 関
し
て
は
、
形
相
で
も
質
料
で
も
な
い
、
言
わ
ば
 実
 体
 概
念
を
超
え
た
の
の
 

る
 s
u
 

日
が
第
一
原
因
で
あ
り
、
こ
れ
が
神
で
あ
る
と
の
 

概
念
規
定
に
達
し
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
の
お
 0
 る
 ま
 日
は
 ア
リ
ス
ト
テ
レ
 

の
神
で
あ
る
所
謂
単
純
実
体
を
超
え
て
、
よ
り
徹
底
し
た
 単
純
性
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
向
自
然
的
理
性
 に
よ
る
探
究
の
帰
結
 

し
て
の
一
つ
の
概
念
態
で
あ
る
と
舌
口
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
 
然
る
に
、
小
論
文
の
末
尾
に
到
り
、
こ
の
第
一
原
因
に
 
関
し
て
、
 
n
 Ⅹ
の
の
で
 

づ
ぺ
 
ヰ
目
 
0
 ㌧
ユ
コ
 
住
 つ
 い
 
0
 由
仁
 
0
 Ⅰ
の
の
 
田
ぃ
コ
ひ
コ
ぎ
 

が
の
組
目
で
 
コ
れ
ざ
 
が
笘
 
9
 
の
 目
ト
コ
 
0
 コ
の
 
0
 目
 せ
の
）
 

コ
目
 
Ⅱ
が
ま
 

0
 幅
の
 
コ
 0
 二
の
せ
の
）
の
 

で
 の
の
）
の
 

-
,
0
 
億
 づ
の
 
Ⅱ
の
。
 

 
 

の
の
白
目
の
 

コ
 の
 コ
 の
の
 隼
 0
 か
コ
ぎ
 
-
O
 
で
Ⅰ
 
0
 つ
ヰ
 
の
Ⅰ
の
二
 

%
 亡
コ
の
コ
コ
 

づ
目
の
 
岸
 舛
田
 
の
 さ
 
Ⅰ
 @
 ）
 
コ
 自
由
 
0
 の
黒
め
 
コ
 あ
の
田
の
 
0
 コ
の
仁
 

～
～
）
 

臣
ノ
簿
由
 

0
 は
け
 
用
 
戸
田
の
の
の
Ⅰ
Ⅰ
 

コ
 0
 Ⅰ
 
ツ
 
）
の
 ノ
し
 

@
 

っ
て
い
る
。
こ
こ
に
言
う
単
純
性
と
は
第
一
義
的
に
は
 形
 相
も
質
料
も
含
ま
な
い
し
、
従
っ
て
形
相
質
料
に
由
来
 す
る
類
・
種
の
概
念
 も 言 甲 ざ と ス お そ 

-
5
 ）
 

に
す
る
と
明
言
 ロ
 し
て
Ⅰ
 りる
 
ハ
 ツ
 で
あ
る
。
 

レ
ス
哲
学
の
超
克
は
ト
マ
ス
の
一
つ
の
課
題
で
あ
っ
た
。
 「
 
対
 異
教
徒
大
全
 L
 ぎ
ヨ
ヨ
 が
（
 0
 里
示
 
㏄
の
 
コ
 （
汗
の
に
 も
言
う
如
く
、
旧
約
聖
 

書
を
認
め
新
約
聖
書
を
認
め
な
い
異
教
徒
並
び
に
市
聖
宝
 串に
 基
づ
き
な
が
ら
見
解
を
異
に
す
る
異
端
者
に
対
し
て
 は
 聖
典
を
典
拠
に
論
駁
 

可
能
で
あ
る
が
、
市
聖
書
共
に
認
め
な
い
も
の
は
、
「
 
全
 て
の
人
が
認
め
ざ
る
を
得
な
い
自
然
的
理
性
に
立
ち
か
 
え
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

@
4
@
 

い
 。
」
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
所
謂
自
然
的
理
性
 

コ
笘
仁
 
r
a
 
二
の
Ⅰ
Ⅰ
が
 

ヱ
 0
 に
よ
る
神
の
探
究
は
そ
れ
自
体
一
つ
の
論
 理
的
 思
索
の
必
然
的
 帰
 

結
 と
し
て
哲
学
的
概
念
規
定
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
 し
 か
し
な
が
ら
、
人
間
の
救
済
を
目
的
と
し
神
の
超
自
然
的
 啓
示
に
基
づ
く
キ
リ
ス
 

ト
 敬
神
学
に
あ
っ
て
は
、
神
の
概
念
規
定
は
単
な
る
概
念
 態
 原
理
 態
 に
止
ま
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
故
に
 ト
 マ
ス
は
日
神
学
大
全
し
 

ぎ
日
日
が
臼
の
 0
 ト
 
。
 雙
 お
の
巻
頭
で
、
哲
学
的
語
学
の
ほ
 
か
に
「
人
間
救
済
の
た
め
に
」
が
年
す
 
ヒ
ヨ
 が
 コ
 が
 ヨ
 
の
 
田
痒
 0
 日
は
神
の
啓
示
に
基
 

づ
く
「
聖
な
る
教
え
」
の
 
p
n
 

「
が
ら
 

o
n
 

（
Ⅱ
 
ぃ
コ
ド
 
が
必
要
で
あ
 り
、
 従
っ
て
、
こ
の
教
え
は
「
哲
学
の
一
部
門
」
と
し
 て
の
神
学
と
は
類
を
異
 

(516) 

（
 
ク
 
U
 
）
 

の
隊
の
が
そ
の
存
在
論
的
展
開
と
し
て
重
要
な
も
の
で
あ
 る
こ
と
は
研
究
者
の
等
し
く
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 確
か
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
 

 
 

  



 
 

ら
 、
形
相
の
み
の
現
実
態
で
あ
る
所
謂
「
第
一
の
不
動
 の
 勘
者
」
 じ
村
ち
目
 
q
Q
 

で
も
～
 

ヒ
っ
甲
ふ
 
（
 ざ
構
 0
 
ヒ
を
 超
え
て
、
存
在
 原
因
 

c
a
 

二
の
 

p
 の
幼
の
コ
日
 3
 

ャ
こ
 

 
 
 
 

 
 

在
 論
的
構
造
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
方
法
と
同
じ
く
 9
 

の
を
そ
の
出
発
点
と
し
な
が
㎝
 

 
 

 
   ける 

    

ess;e の宗教的意味について 

定
義
も
妥
当
し
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
 眼
 り
で
自
然
的
理
性
に
よ
る
概
念
化
・
体
系
化
を
超
え
る
も
 の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
 

す
る
も
の
と
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
 

し
か
し
、
 

e
s
 

の
の
ぢ
組
 

目
 
は
や
は
り
一
つ
の
概
念
で
あ
り
 原
理
或
は
根
源
 弔
 ぎ
の
 
ぢ
ぎ
 日
で
あ
る
。
そ
の
概
念
が
 
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
 

論
理
学
的
形
而
上
学
的
領
域
を
超
え
た
超
越
概
念
で
あ
 る
と
し
て
も
、
な
お
同
時
に
キ
リ
ス
ト
教
の
救
済
に
関
わ
 る
 謂
わ
ば
霊
的
領
域
を
 

開
示
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
 即
 ち
 、
キ
リ
ス
ト
教
に
於
け
る
救
済
は
 、
 一
つ
の
本
質
、
 一
つ
の
存
在
で
あ
る
 神
 

の
 内
に
父
と
子
と
聖
霊
と
い
ら
三
つ
の
 ぺ
 ル
ソ
ナ
の
実
在
 的
 関
係
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
る
も
の
で
あ
 る
 。
従
っ
て
、
も
し
 

の
の
の
の
 

ぢ
 望
日
が
神
の
 一
 性
を
指
す
も
の
と
し
て
自
然
 神
学
の
領
域
に
の
み
止
ま
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
 宗
教
性
の
希
薄
化
は
免
 

れ
 得
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
も
し
そ
れ
が
神
の
ぺ
 ル
 ソ
ナ
 の
領
域
を
開
示
す
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
「
ど
の
 ょ
 う
に
」
、
 
又
 「
如
何
な
る
 

範
囲
で
」
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
  
 

か
か
る
問
題
意
識
は
ト
マ
ス
に
内
在
的
立
場
か
ら
は
無
意
 味
 か
も
し
れ
な
い
し
、
ト
マ
ス
の
体
系
の
哲
学
的
整
合
 性
 を
問
 う
 立
場
か
ら
 

は
 批
判
の
多
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
 0
 し
か
し
、
広
く
 宗
 我
一
般
に
見
ら
れ
る
「
合
理
性
と
非
合
理
性
」
、
或
は
「
 概
念
化
と
非
概
念
化
」
 

と
い
う
宗
教
哲
学
的
問
題
意
識
か
ら
は
、
ト
マ
ス
の
 括
 の
の
が
そ
の
一
つ
の
局
面
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
 思
 わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 そ
 

こ
で
、
ト
マ
ス
の
の
の
お
の
め
ホ
教
的
意
味
を
 
ぺ
 ル
ソ
ナ
 と
 の
 関
係
に
放
い
て
考
え
て
み
た
い
。
 



体
ぎ
 （
の
 
コ
 あ
の
ま
ぎ
と
し
て
、
 
づ
痒
ゑ
簗
帳
 0
 圭
 0
 隼
ぎ
 硅
の
二
）
㏄
の
 

コ
 主
簿
の
の
 
ヰ
円
 
O
r
 
コ
 
（
 p
,
 の
田
の
の
の
の
 

"
 の
神
戸
 
仁
 0
 年
の
の
の
 
の
オ
 が
 
ヴ
 の
曲
侍
 
り
づ
 Ⅱ
目
口
。
 

（
 
ス
 
U
 
）
 

の
の
の
の
 

由
 Ⅰ
 0
 年
の
の
再
の
の
の
の
神
曲
コ
田
Ⅰ
（
Ⅰ
）
 

一
 0
 仔
け
 0
 の
の
㏄
 
ヰ
づ
 Ⅱ
 
ミ
コ
 
が
の
 笘
由
の
 

a
 。
 由
 u
P
 

の
り
 

e
u
s
e
s
 

（
・
 
と
 甘
ロ
っ
て
い
る
。
 

こ
の
存
在
論
的
構
造
に
つ
い
て
は
研
究
家
の
評
価
は
一
定
 し
て
い
る
が
、
ト
マ
ス
が
の
お
の
に
到
る
発
想
の
根
源
 に
 関
し
て
は
、
従
来
 

の
 ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
起
原
説
の
ほ
か
に
、
 

E
.
 ジ
ル
ソ
ソ
 
の
如
く
（
 

9
 ）
「
 出
 エ
ジ
プ
ト
記
 し
 第
三
章
十
四
節
の
内
の
。
 
当
日
 彊
ド
き
ヨ
 ・
に
 見
 

 
 

口
 テ
ィ
ノ
 ス
 に
到
る
 新
 プ
ラ
ト
ン
主
義
哲
学
に
由
来
す
る
 と
見
倣
 す
も
の
等
一
定
 

し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
さ
て
措
き
、
の
の
の
の
理
解
の
内
容
 
に
 関
し
て
は
種
々
の
立
場
が
あ
る
が
、
そ
の
 殆
 ん
ど
が
 
の
 
き
の
 富
 Ⅱ
の
と
解
し
て
い
 

る
 。
 

山
田
日
明
氏
は
そ
の
著
 
司
 ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
の
八
エ
 ッ
セ
 Ⅴ
研
究
 口
に
掩
 い
て
 カ
 プ
レ
オ
ル
ス
 円
 
。
 す
ひ
コ
コ
 

の
の
の
 
が
 つ
 Ⅱ
の
 
0
 ご
 
し
の
、
シ
ル
 ギ
ソ
 

エ
ス
テ
ル
の
ご
 つ
 の
の
田
の
Ⅱ
、
カ
エ
タ
ー
 

ヌ
ス
 
の
曲
 
ざ
付
曲
コ
 
二
の
 以
来
の
ニ
ッ
セ
解
釈
の
歴
史
を
ジ
ル
ソ
ン
、
 

ド
 ・
フ
ィ
 ナ
ン
ス
、
フ
ァ
ブ
 ロ
、
 

更
に
へ
 ギ
イ
、
 
ケ
ラ
ー
等
の
研
究
を
通
し
て
辿
り
、
窃
の
 

の
を
 
の
 
バ
 ）
の
（
の
 

耳
 あ
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
の
お
 忘
 却
の
歴
史
を
跡
付
け
て
 

い
る
。
更
に
 
、
 窃
の
の
を
の
 甑
 組
目
の
と
い
う
動
詞
に
よ
 っ
て
表
出
さ
れ
る
「
働
 き
 」
 お
 宮
の
を
重
視
す
る
 ジ
ル
 ソ
ン
や
 
マ
リ
タ
ン
等
の
 

解
釈
を
検
討
す
べ
く
、
 
e
 の
の
の
と
の
 
甑
降
の
 r
e
 

の
用
例
を
 

ト
マ
ス
の
ほ
ぼ
全
著
作
に
渡
っ
て
詳
細
綿
密
に
当
っ
た
 結
果
、
 

e
s
 

お
な
 単
に
そ
 

（
 
n
@
-
 

の
 存
在
論
的
構
造
か
ら
「
が
あ
る
存
在
」
の
 
准
 海
の
お
と
 の
み
解
す
る
べ
ぎ
で
は
な
く
、
「
神
と
の
関
係
の
場
」
 

か
 ら
 考
察
す
べ
 
き
 も
の
で
 

あ
る
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。
そ
の
論
証
は
誠
に
精
密
 を
 極
め
、
ジ
ル
ソ
ン
 や
ド
 
・
フ
ィ
ナ
 ソ
ス
や
 フ
ァ
 プ
 ロ
が
 発
見
し
た
以
上
の
も
の
 

（
 
り
と
 

l
l
 

）
 

を
 、
こ
れ
迄
の
方
法
に
よ
っ
て
は
発
見
で
き
な
い
が
 故
 に
 、
ト
マ
ス
の
 ヱ
ッ
セ
 の
研
究
が
一
つ
の
終
り
に
達
し
た
 と
見
敬
 し
て
い
る
。
 
そ
 

く
 知
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
ト
マ
ス
に
於
け
る
現
実
 態
 
a
c
 （
申
の
と
可
能
態
 
で
 。
 汀
 ま
ず
の
関
係
に
は
形
相
と
 
質
料
よ
り
成
る
も
の
と
⑧
 

 
 
 
 

-
7
7
 

）
 

、
こ
の
両
者
か
ら
成
る
本
質
の
の
の
の
き
ざ
と
の
二
重
の
 

構
造
に
な
っ
て
お
り
、
所
謂
形
相
の
み
の
単
純
実
体
は
 ト
 
マ
ス
の
体
系
で
は
知
性
 

の
 観
点
か
ら
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
神
が
尚
可
能
態
で
あ
 る
と
し
て
の
拐
の
る
き
日
と
し
て
の
神
を
第
一
原
因
 
と
し
て
い
る
こ
と
は
よ
 

 
 



トマスに於ける esse の 宗教的意味につ し て 

 
 

で
あ
る
以
上
、
更
に
そ
の
内
に
「
 学
 」
と
、
謂
わ
ば
「
 ゐ
 示
教
性
」
と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
 

と
 い
 う
 の
が
本
稿
に
言
 う
 

 
  
 

宗
教
哲
学
的
立
場
で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
二
つ
の
視
点
 も
の
の
の
の
研
究
の
方
向
に
加
味
す
る
な
ら
ば
、
ト
マ
ス
 

の
 体
系
に
於
け
る
の
の
の
の
は
  

 

の
 重
要
性
と
意
味
は
自
ら
異
な
っ
て
く
る
も
の
と
考
え
 ろ
 れ
る
の
で
あ
る
。
 

し
て
、
次
な
る
研
究
と
し
て
「
お
そ
ら
く
ト
マ
ス
の
 体
 系
 の
あ
ら
ゆ
る
部
分
に
 ェ
ッ
セ
 は
浸
透
し
て
い
る
で
あ
ろ
 う
が
、
単
に
狭
義
の
哲
 

学
の
諸
問
題
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
特
に
創
造
論
、
一
 
二
位
一
体
読
、
魂
の
不
死
論
、
キ
リ
ス
ト
論
、
秘
跡
論
に
 お
い
て
、
ト
マ
ス
の
 ェ
 

@
 
は
 @
 

ッ
セ
 は
そ
の
真
の
力
を
発
揮
す
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
予
測
 し
て
い
る
。
 

こ
の
予
測
は
、
綿
密
な
る
論
証
 と
相
侯
 っ
て
今
後
の
ト
マ
 ス
に
 於
け
る
の
お
の
研
究
の
方
向
と
し
て
誰
に
も
異
存
 の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
 

る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
方
向
に
は
 顧
 慮
 さ
る
べ
 き
 視
角
が
二
 つ
 欠
落
し
て
い
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
 る
の
で
あ
る
。
そ
の
 一
 

つ
は
 ト
マ
ス
が
の
の
の
の
に
よ
っ
て
体
系
化
を
成
し
遂
げ
る
 
際
の
外
的
契
機
で
あ
る
。
近
世
デ
カ
ル
ト
哲
学
以
来
、
 自
己
の
内
的
問
題
意
識
 

に
 発
す
る
必
然
的
思
索
が
一
つ
の
哲
学
的
体
系
を
形
成
し
 た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
 於
 い
て
は
、
か
か
 る
 契
機
の
み
な
ら
ず
、
 

あ
る
一
定
の
目
的
を
目
ざ
し
た
 ポ
レ
ミ
 "
 ク
な
意
図
が
 よ
り
重
要
な
契
機
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
 0
 こ
の
こ
と
は
ト
マ
ス
 

の
場
合
に
は
、
既
に
の
旦
日
 
ヨ
が
 n
o
 
耳
あ
幅
臼
 （
二
の
の
 

と
 い
 う
 表
題
に
窺
え
る
の
み
な
ら
ず
、
「
神
学
大
全
 ロ
 の
方
 此
 い
で
あ
る
の
の
 
隼
 n
o
 
コ
 （
「
 
a
 

に
も
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
性
格
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
先
 に
 引
用
し
た
如
く
「
全
て
の
人
が
認
め
ざ
る
を
得
な
い
 自
然
的
理
性
」
に
立
ち
 

戻
ら
ね
ば
な
ら
な
い
必
要
性
が
あ
る
と
言
い
得
る
。
 こ
 の
点
は
の
拐
の
研
究
に
於
け
る
重
要
な
要
因
の
一
つ
で
あ
 る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
 

る
 。
 

こ
れ
と
密
接
に
関
連
す
る
も
う
一
つ
の
点
は
、
本
稿
の
問
 題
意
識
に
発
す
る
「
宗
教
性
」
或
は
「
宗
教
的
な
も
の
 」
の
視
角
で
あ
る
。
 

確
か
に
創
造
論
、
三
位
一
体
読
、
魂
の
不
死
論
以
下
の
 問
題
は
神
学
上
の
間
 題
 で
あ
っ
て
、
「
狭
義
の
哲
学
」
の
 
問
題
で
は
な
い
。
そ
の
 

意
味
で
も
中
世
に
於
け
る
哲
学
と
神
学
に
関
す
る
問
題
 の
 一
つ
の
断
面
が
こ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
 が
ら
、
神
学
も
「
 学
 」
 



例
え
ば
、
ト
マ
ス
は
「
神
学
大
全
山
第
一
部
第
三
十
二
間
 第
一
項
に
放
い
て
、
人
間
の
自
然
的
理
性
に
よ
っ
て
は
 神
の
ペ
ル
ソ
ナ
の
 三
 

佳
一
体
性
 
ゴ
ヨ
岸
 P
 の
 隼
 毛
ヨ
 P
 目
ヨ
づ
 簗
の
 
0
 壷
き
ヨ
 
の
 認
識
に
達
す
る
こ
と
は
で
ぎ
ず
、
 男
 よ
り
因
の
認
識
に
 進
む
以
外
に
方
法
を
も
 

た
な
い
自
然
的
理
性
が
神
に
つ
い
て
認
識
し
得
る
の
は
 「
万
有
の
根
源
」
 
0
 ヨ
田
主
日
の
ま
 
ぎ
 日
月
 ぎ
 文
官
年
日
 で
 あ
る
限
り
に
 於
 い
て
 神
 

に
 必
然
的
に
適
 0
 ロ
す
べ
 き
 事
柄
だ
け
で
あ
る
と
述
べ
、
 そ
 の
例
と
し
て
第
二
間
か
ら
第
二
十
六
間
に
至
る
神
に
 於
 
げ
る
の
の
の
の
と
本
質
 

の
の
の
の
ま
守
の
同
一
性
、
単
純
性
、
完
全
性
、
善
 

性
 、
無
 限
性
 等
々
に
関
す
る
考
察
 
n
o
 

宇
田
 

蒋
曲
 （
～
 

0
 し
 由
を
挙
 げ
、
 更
に
神
の
創
造
 カ
 

も
 「
全
三
位
」
（
 
0
 審
ゴ
 田
守
の
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
 る
故
 、
「
神
の
本
質
の
一
体
性
」
年
三
（
の
の
の
の
の
の
 

コ
 （
 
i
P
 
の
 に
 属
す
る
こ
と
で
あ
る
 

と
 言
っ
て
い
る
。
 

こ
こ
に
言
う
「
根
源
」
 隅
ぎ
ゎ
 
ち
ぎ
日
は
先
に
引
い
た
㍉
 有
 と
本
質
に
つ
い
て
し
の
末
尾
の
の
お
 毬
仔
 
。
 づ
 二
日
。
 ㌧
 由
 二
の
い
で
 

p
o
 

由
 E
o
 
年
 

の
 ㌔
 ぎ
か
三
 
（
が
の
 
乱
 ヨ
ロ
 円
臼
 
（
 
倖
 （
 
ず
 。
に
照
応
す
る
も
の
で
 あ
り
、
自
然
的
理
性
に
 よ
 る
哲
学
的
探
究
の
帰
結
は
あ
く
 ま
で
も
一
つ
の
概
念
 態
 

で
あ
り
、
原
理
態
で
あ
る
こ
と
を
含
意
す
る
も
の
で
は
 な

い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
哲
学
的
探
究
に
 よ
る
「
根
源
」
へ
の
道
 

を
仮
 り
に
往
の
相
と
見
 倣
 す
な
ら
ば
、
人
間
の
救
済
の
た
 め
の
三
位
一
体
の
啓
示
は
、
還
相
で
あ
り
、
そ
れ
を
ま
 っ
て
初
め
て
宗
教
と
な
 

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
ト
マ
 ス
は
 同
箇
所
で
、
神
の
ぺ
ル
ソ
ナ
の
啓
示
の
必
要
性
を
 二
 つ
 挙
げ
て
第
三
異
論
 

に
 答
え
て
い
る
 0
 そ
の
一
つ
は
、
「
諸
々
の
事
物
の
創
 造
 に
つ
い
て
正
し
く
考
え
る
た
め
」
 き
 「
の
 
c
 （
の
の
の
三
市
 

コ
 年
け
 
ヨ
ロ
 の
の
Ⅱ
 
0
 曲
目
 
0
 目
 0
 

Ⅱ
の
「
旦
ヨ
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
こ
れ
よ
り
主
要
な
こ
と
 

と
し
て
、
「
受
肉
し
た
子
と
聖
霊
の
賜
物
に
よ
っ
て
成
就
 さ
れ
る
人
類
の
救
済
に
 

つ
い
て
正
し
く
考
え
る
た
め
」
 り
ヰ
 r
e
n
 

零
の
の
 

コ
 （
 
い
 
の
二
色
 

珪
 日

隼
 の
の
 
P
 ）
仁
田
の
む
の
 

コ
 の
 コ
 の
 オ
 主
ヨ
 
舵
コ
ゲ
自
偉
い
の
 

㌧
 0
 Ⅰ
 
力
 9
 件
 
仁
 Ⅱ
で
 e
 Ⅰ
Ⅱ
二
才
 
レ
 づ
ぎ
，
 

Ⅱ
 

の
曲
㍉
 

コ
ひ
ヰ
 

二
ヨ
 
-
 の
 田
で
の
Ⅱ
 
隼
 0
 コ
仁
ヨ
い
つ
邑
ぎ
け
 

の
の
曲
 
コ
 の
ま
・
で
 
あ
る
と
言
 う
 。
と
す
れ
ば
、
往
相
還
相
と
も
言
 う
 べ
き
 か
か
る
「
宗
教
性
」
の
 

視
角
に
の
拐
の
を
置
く
な
ら
ば
、
よ
り
原
理
的
な
も
の
 と
 考
え
ら
れ
て
い
る
の
の
お
も
原
理
態
と
し
て
自
然
的
理
 性
の
探
究
可
能
性
の
限
 

界
を
示
す
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
救
済
に
関
わ
る
キ
リ
 ス
ト
 教
 独
自
な
霊
的
領
域
を
開
示
、
或
い
は
示
唆
す
る
も
 の
で
ほ
げ
れ
ば
な
ら
な
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トマス 

（
㎎
 

-
 

朋
嶌
枕
ミ
ち
ヨ
と
 

言
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

る esse の宗教的意味について 

目 何則 る で 
ト き る す（ 

のコ 

な 根 8 じ 

  
のの 

  

る 0  が ぎ   

ケ @ - 
@ ま 

ル 或 

ス 

  

遷 る そ ら 解   

確
か
に
の
の
の
の
に
は
「
完
全
な
仕
方
で
は
概
念
さ
れ
な
 

：
 
」
、
Ⅰ
Ⅱ
 

片
仙
仙
 

り
も
の
 
ハ
 
力
 
Ⅱ
 "
 が
 含
ま
れ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
如
く
あ
 
る
 「
働
 
き
 」
 0
 陣
 乙
 

い
と
言
い
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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一 "   一 

  

 
 

・
 ロ
 0
 年
の
の
の
 

キ
 ）
 
で
の
 
白
日
の
の
の
の
で
の
Ⅱ
の
の
の
 

億
ヴ
 
維
の
 
ヰ
 
。
 コ
の
 
Ⅰ
 し
の
二
の
の
の
（
の
け
 

屈
 ゴ
 
Ⅰ
 

（
何
り
）
 

（
 
羽
 ）
 

9
 お
 ・
等
々
は
 、
 何
よ
り
も
ま
ず
神
の
本
質
の
一
体
栓
を
 意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
の
お
の
 も
と
ヨ
 
を
「
 全
て
の
存
在
者
」
 
0
 ヨ
 ・
 

三
の
の
 
口
 （
ざ
の
根
源
と
す
る
依
存
関
係
は
「
所
有
」
 す
 P
F
 
0
 
お
 、
 或
は
「
分
有
」
Ⅰ
が
（
（
 

ざ
ぢ
は
 の
を
用
い
て
表
わ
さ
 ね
 、
例
え
ば
次
の
如
く
 

述
べ
て
い
る
っ
 

0
 （
～
）
 

コ
 -
 
㏄
Ⅰ
 
0
 の
の
の
 
キ
づ
 
e
 Ⅱ
 す
 0
 の
 曲
仁
 
0
 ら
ゴ
 が
す
の
 

田
 0
 ㏄
の
の
・
 

之
 ド
 二
曲
）
 
幅
ぎ
け
 
Ⅱ
Ⅱ
の
の
 
0
 由
 ）
目
の
の
の
の
の
 

コ
オ
 
の
 コ
 0
 目
の
の
珪
の
佳
 

仁
 コ
ノ
 
の
の
の
の
 

"
 の
の
 
田
づ
の
 
Ⅰ
 

か
 の
の
の
 

コ
ま
蛛
日
 
の
 
屈
 P
 （
～
）
・
の
の
 

色
 や
の
Ⅱ
 

ま
 c
 ）
 
で
 が
ま
。
 
コ
の
 が
 コ
 の
 隼
 （
Ⅰ
 

  

こ
の
存
在
論
的
構
造
が
神
の
絶
え
ざ
る
創
造
を
説
明
す
る
 も
の
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
 っ
 十
し
 
、
 C
 Ⅱ
の
の
 

ヱ
 O
p
 コ
 

0
 Ⅰ
の
の
田
口
Ⅰ
曲
目
 

0
 コ
の
ぎ
コ
あ
 
）
Ⅰ
 

O
w
 

ド
オ
 

0
 由
蛋
 
が
の
 
隼
ゅ
 
Ⅱ
）
が
ら
の
Ⅰ
 

 
 

。
 n
q
e
p
r
 

の
を
 

c
a
 

拐
 ㏄
 へ
 
③
 

の
才
の
 
で
 q
o
 
Ⅰ
 C
c
 
の
「
の
の
の
の
八
 

%
 目
日
 
と
考
え
る
ト
マ
ス
は
 、
「
被
造
物
に
於
け
る
創
造
」
は
自
己
の
の
の
の
の
の
根
源
 

と
し
て
の
創
造
主
に
対
 

す
る
あ
る
種
の
関
係
と
し
て
「
根
源
」
 穏
ぎ
 。
 ぢ
ぎ
 日
を
 用
い
て
い
る
。
他
方
、
神
自
身
に
於
け
る
 o
r
e
p
 

お
は
や
 は
り
「
神
の
窃
お
に
 

即
し
て
」
の
 

e
c
u
 

口
耳
年
日
 

の
 
u
u
 
ヨ
 の
の
の
の
考
察
さ
る
べ
き
も
 
の
で
あ
る
が
、
そ
の
の
隊
の
は
三
つ
の
 ぺ
 ル
ソ
ナ
に
 共
 通
 な
も
の
で
あ
る
限
り
 

で
、
ペ
ル
ソ
ナ
と
の
関
係
が
問
わ
れ
て
い
る
。
何
故
な
ら
 、
ロ
 の
仁
の
弔
が
 

ヰ
 
0
 Ⅱ
 O
 づ
 e
 Ⅰ
が
片
岸
の
の
の
曲
の
Ⅰ
の
曲
 

ヰ
由
 
Ⅱ
 
曲
廿
 
目
 で
の
 
Ⅰ
 の
 u
u
 
ヨ
イ
 e
r
 
ヴ
 旦
日
・
 
毛
 0
 隼
 

の
の
 
圧
弓
岸
ト
 

且
の
 
@
0
%
 
 

づ
の
 
Ⅱ
の
仁
志
 

日
曲
 ヰ
 
Ⅱ
 0
 Ⅰ
の
 
ヨ
 -
 由
六
 
二
の
の
円
の
 

 
 

0
 剤
別
注
 

坦
は
づ
 
の
 ぺ
 曲
目
 
0
 日
 

0
 ヨ
三
 P
 守
 c
 （
の
の
 
佳
ま
 ・
で
あ
り
、
聖
霊
の
そ
れ
は
、
 由
 0
 口
ご
む
 
が
 コ
由
 
0
 、
 波
佳
ヴ
 
0
 Ⅰ
 
コ
 の
田
の
（
 
セ
ノ
セ
ト
 

め
の
の
億
戸
主
 

P
 の
の
 
廷
 コ
ド
 0
 Ⅱ
の
曲
 

侍
 
の
 欝
 ㌧
が
 
ヰ
 
Ⅱ
の
 づ
 e
 Ⅱ
 

弓
ヨ
け
ヨ
 で
あ
る
と
言
う
。
従
っ
て
、
創
造
と
い
う
こ
と
 に
放
 い
て
最
高
度
に
発
揮
さ
れ
る
能
力
づ
。
 宕
用
 ぎ
は
 父
 に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
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も
の
で
あ
る
が
故
に
、
 

漢
乙
の
 
0
 注
宙
ぎ
三
 
（
 
臣
ぺ
 
局
が
（
（
 

@
 

 
 

即
ち
 、
 神
の
本
質
の
 
一
 

体
性
に
属
す
る
の
の
の
の
も
、
問
題
の
局
面
に
よ
っ
て
は
一
一
 

一
つ
の
ペ
ル
ソ
ナ
の
内
の
一
つ
と
よ
り
深
く
関
わ
る
も
の
 

と
 解
さ
れ
る
て
い
る
。
 

と
す
れ
ば
、
人
間
の
救
済
が
成
就
さ
れ
る
受
肉
し
た
 

子
 と
 聖
霊
の
賜
物
に
は
如
何
な
る
局
面
に
 

於
 い
て
関
わ
る
の
 

か
が
問
題
と
な
る
。
 

ズ
 な
る
 ぺ
 ル
ソ
ナ
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
創
造
の
働
き
は
、
 

被
造
物
に
あ
っ
て
は
創
造
主
に
対
す
る
一
つ
の
関
係
と
 

し
て
す
が
 

ヴ
 の
（
 
e
 
の
 
お
、
 

或
は
 づ
 
砂
田
 
0
 
る
の
曲
 

0
 る
の
三
の
の
お
の
で
表
わ
さ
れ
て
い
 

る
 。
「
分
有
」
或
は
「
関
与
」
の
概
念
は
言
 

う
 迄
も
な
く
 
フ
ラ
ト
ン
に
発
す
る
 

中
 

世
 の
 期
 プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
伝
統
に
連
ら
な
る
も
の
で
あ
 

り
 、
ト
マ
ス
の
体
系
に
於
け
る
 

新
 フ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
起
原
 

と
 し
て
 
様
表
 な
角
度
か
ら
 

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
先
に
も
触
れ
た
所
で
あ
 

る
 。
然
る
に
、
 

オ
 
の
 
す
 
阻
の
の
の
の
と
い
う
表
現
は
枚
挙
に
 

暇
 な
き
 
程
 多
用
さ
れ
て
 
ぃ
 

る
が
、
単
に
自
動
詞
「
が
あ
る
」
 

窃
 （
を
意
味
す
る
と
 

見
 徴
 さ
れ
る
か
、
或
は
「
分
有
」
 

罵
耳
ざ
ぢ
緊
 

p
o
 

と
等
価
 

的
に
置
換
さ
れ
得
る
も
 

て
 
の
と
し
て
看
過
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
 

@
 
」
の
表
現
は
、
被
造
物
一
般
の
の
お
 

0
 に
関
し
て
は
そ
れ
 

が
 自
ら
の
木
質
に
由
来
す
る
 

刊
 も
の
で
は
な
く
、
根
源
と
し
て
の
神
の
の
お
の
に
 

依
 存
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
従
っ
て
 

、
ご
く
僅
か
の
例
を
除
い
て
 

畑
 
神
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ト
マ
ス
自
身
に
 

も
の
隊
の
と
の
関
係
に
於
け
る
す
の
 

す
 
の
「
の
の
説
明
を
見
出
 

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

吾
ゅ
 

 
 

し
か
し
な
が
ら
私
見
に
よ
れ
。
は
 

、
す
 
の
 
す
 
温
の
の
の
の
は
 

単
 な
る
存
在
論
的
構
造
と
し
て
の
「
分
有
」
と
は
異
な
る
系
 

譜
に
 
属
す
る
表
現
で
 

 
 

な
 救
済
の
問
題
に
関
わ
る
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
 

る
の
例
え
ば
、
 や
 

古
木
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（
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り
 
7
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Ⅰ
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



在
の
位
階
 ま
 e
r
 

曲
お
 

田
ド
に
於
 
い
て
「
所
有
」
が
よ
り
 根
 源
 的
に
問
題
に
な
る
の
は
、
「
音
字
 
ど
づ
 0
 ぎ
コ
 （
笘
の
を
 
有
 す
る
「
理
性
的
被
造
物
」
 

の
 
（
の
㏄
（
 

臣
 q
p
 
 
口
曲
 
（
 
@
o
 
コ
 p
p
 
い
 
の
以
上
の
存
在
者
で
あ
る
こ
と
 立
 
息
抹
 し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
救
済
と
い
う
こ
と
 が
 、
全
被
造
物
に
及
ぶ
 

の
で
は
な
く
、
「
人
間
と
い
う
類
」
㏄
の
 コ
 の
の
 
牡
 年
日
 a
 コ
 E
 日
 
の
 救
済
で
あ
る
こ
と
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
 思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

実
際
ト
マ
ス
は
、
「
神
学
大
全
し
の
中
で
、
人
間
の
救
済
 
が
 成
就
さ
れ
る
た
め
の
神
の
ぺ
ル
ソ
ナ
に
関
す
る
諸
般
 の
事
柄
を
論
じ
て
い
 

る
が
、
そ
の
中
で
聖
霊
を
論
じ
て
い
る
第
一
部
第
三
十
八
 間
口
 0
 コ
 0
 ヨ
 ）
 
コ
 の
の
 で
憶
岸
隼
 
ひ
の
が
 
コ
 0
%
 

、
戸
口
 

O
 隼
 e
 の
 
目
隼
 0
 コ
偉
 日
の
第
一
項
 
C
 巨
仁
ヨ
 

宙
 0
 目
ヨ
の
 w
d
 
 

コ
 o
 目
籠
憶
お
 0
 コ
 巴
の
で
次
の
如
く
 ゴ
 の
 
す
 の
 
「
の
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

巾
 e
 Ⅱ
の
 
0
 コ
 曲
が
け
 ヰ
 
の
日
ロ
 ト
セ
ノ
コ
 

が
 隼
 （
の
ぎ
 

仁
 
Ⅱ
。
の
の
の
 
い
 
ま
の
 
二
 ）
仁
の
・
 

セ
 e
 ）
の
の
の
 
し
コ
 
Ⅰ
年
日
 0
 コ
ぬ
 （
 
コ
 0
 日
 
串
 0
 け
任
づ
 二
）
 
由
 り
 0
 の
 
田
 ㌧
沖
ヰ
 
曲
 9
 
 Ⅱ
の
）
比
コ
・
 

由
臣
が
コ
 

（
佳
日
 の
オ
 伸
二
戸
 

E
o
 
 

す
 か
す
の
（
 

屈
 「
・
 
叫
申
 す
の
「
 

e
 
a
u
 

（
の
 
ヨ
 
年
 -
 
の
 
目
口
口
Ⅱ
（
Ⅰ
 

牟
由
 
0
 
 
由
ヴ
の
 
Ⅱ
の
 
つ
 0
 の
の
口
目
 

ノ
 
仁
の
仁
田
 
ぺ
 0
 ）
 ヰ
 
Ⅱ
 
由
 ロ
 岸
田
 
づ
 0
 ～
Ⅰ
（
（
）
 

ロ
い
お
ヰ
 

づ
の
 
Ⅰ
す
ヒ
 コ
 の
 日
 0
 年
け
Ⅱ
）
 

宙
ヰ
づ
 

ト
コ
 
曲
つ
め
 Ⅰ
の
 
0
 目
が
 コ
 0
 コ
で
 O
 （
 
e
 の
 
日
ゴ
い
 
す
 0
 ニ
コ
 抗
 （
が
Ⅱ
 
ひ
曲
 
0
 コ
リ
コ
 
C
 Ⅱ
の
が
Ⅰ
 

け
 Ⅰ
の
し
の
 
0
 の
 
0
 コ
 ）
 
け
コ
 ゑ
 p
.
 
下
 ～
 
尽
 m
P
 

年
額
 

日
 

C
 Ⅱ
の
の
 

任
由
 
Ⅰ
の
の
 
コ
ノ
 
0
 く
の
 
コ
 %
 仁
 ）
Ⅰ
の
 

ハ
ノ
づ
 
0
 の
の
目
ロ
 

ヰ
 が
 年
 -
 
ぺ
 ）
 
コ
の
 で
 の
Ⅱ
の
 

0
 コ
い
 
、
 コ
 0
 コ
 圧
が
（
（
）
 

e
 コ
 雀
の
自
主
 
0
 隼
 ）
 
コ
づ
 0
 田
の
の
田
付
 

旺
の
 の
 
P
 Ⅱ
Ⅰ
日
色
ト
 官
 Ⅰ
 
こ
コ
 

づ
の
 
Ⅱ
の
 
0
 コ
の
隼
 ）
 
ヰ
 ）
 
目
曲
 
の
 
珪
け
 廿
の
眈
の
の
円
仁
四
 

%
 の
 

神
の
ぺ
ル
ソ
ナ
の
「
所
有
」
と
い
う
こ
と
は
、
二
つ
の
 側
面
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
起
源
に
 則
 し
た
意
味
で
は
父
と
 

子
の
関
係
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
側
面
は
、
人
間
と
神
 と
の
関
係
に
於
け
る
「
所
有
」
で
あ
る
。
人
間
救
済
の
 一
 つ
の
条
件
で
あ
る
神
の
 

賜
物
 
&
0
 
日
日
と
し
て
の
聖
霊
の
「
所
有
」
は
、
「
 自
 白
 な
意
志
」
で
用
い
享
受
す
る
こ
と
の
で
き
る
「
理
性
的
 被
造
物
」
の
み
に
可
能
 

で
あ
り
、
他
の
被
造
物
は
そ
れ
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
だ
 げ
 だ
と
言
 う
 。
た
だ
し
、
「
理
性
的
被
造
物
」
の
 
ぺ
ル
 
ソ
ナ
 所
有
に
は
一
一
つ
の
 

条
件
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
神
を
真
に
認
識
 
し
 正
し
く
愛
す
る
こ
と
が
自
由
に
で
き
る
程
、
神
の
御
 一
 
日
 と
発
す
る
 愛
 と
に
 関
 

@
 
㏄
 -
 

与
 
Ⅰ
 a
r
 
（
 
ざ
 の
で
の
し
て
い
る
」
限
り
で
の
「
理
性
的
被
 

吐
 
ほ
物
」
で
あ
る
こ
と
、
即
ち
「
神
に
結
び
付
い
て
い
る
」
 

こ
と
と
、
も
う
一
つ
 

は
 、
そ
の
 
ょ
う
 に
神
を
所
有
す
る
こ
と
は
、
「
理
性
的
被
 

造
物
」
の
固
有
の
能
力
に
依
る
も
の
で
は
な
く
神
よ
り
 与
え
ら
れ
た
力
に
 よ
 る
 

(524) 10 



雛
抹
 し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
 、
，
 」
こ
に
 @
 
ミ
ロ
 

う
 
「
理
性
的
被
造
物
」
は
、
「
理
性
的
被
造
物
 
」
で
あ
る
限
り
で
の
「
理
性
 

る
的
 被
造
物
」
で
は
な
く
、
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
 た
ぺ
 ル
ソ
ナ
に
よ
っ
て
神
の
ぺ
ル
ソ
ナ
を
所
有
す
る
限
り
 で
の
「
理
性
的
被
造
物
」
で
 

け
 

胡
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
与
え
ら
れ
る
」
 

隼
 P
 ユ
こ
 と
が
即
ち
「
所
有
す
る
」
二
の
す
の
Ⅰ
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
 
ヘ
ル
ソ
ナ
に
於
け
る
相
即
の
 

 
 

が
 
論
理
が
 、
 先
に
引
用
し
た
人
間
救
済
の
成
就
の
た
 め
の
二
つ
の
条
件
「
受
肉
し
た
子
と
聖
霊
の
賜
物
」
の
 内
 、
聖
霊
の
賜
物
に
適
合
す
る
 

 
 

も
の
で
あ
る
。
 

Ⅰ 1 (525) 

の宗 

さ
曲
曲
 
0
 目
の
目
の
つ
 

0
 ヰ
 
の
の
Ⅰ
 
甘
沖
 
す
の
㍉
 

e
 仁
田
 
せ
 ）
 
コ
の
日
つ
め
 
Ⅱ
の
 
0
 コ
レ
 
Ⅱ
 ノ
 は
 、
毛
人
間
的
 L
 な
 関
心
の
領
域
」
に
と
ど
ま
っ
て
 は
な
ら
な
い
こ
と
を
 意
 

教 的意味に 

る
 
（
 
3
 
3
 
 

。
」
 と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
も
し
、
こ
の
批
判
 が
 キ
リ
ス
ト
教
の
ペ
ル
ソ
ナ
に
も
 向
 げ
ら
れ
た
も
の
だ
と
 す
れ
ば
、
そ
れ
ほ
「
 人
 

格
 」
と
い
う
言
葉
に
囚
わ
れ
過
ぎ
て
い
る
し
、
む
し
ろ
 事
 態
は
逆
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
先
の
二
つ
の
条
件
下
に
 於
け
る
の
 0
 守
 簗
の
曲
（
 

E
 「
 
の
 

刊
 
救
い
に
係
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
救
い
の
考
え
 も
 れ
る
地
盤
が
「
人
間
的
目
な
関
心
の
領
域
に
と
ど
ま
る
 と
い
う
こ
と
と
は
別
で
あ
 

 
 

一
つ
の
条
件
の
下
に
、
端
的
に
 C
 コ
 Ⅰ
の
の
 
o
 ）
 
P
 い
 r
e
 

が
ヰ
主
「
 

麓
 Ⅱ
 
曲
ま
 
0
 コ
ル
笘
の
 
で
 
0
 叶
 
0
 の
 
田
 

ゴ
 P
 汀
お
年
才
 ぎ
の
 
目
で
の
助
 
0
 日
日
・
と
言
わ
れ
て
い
る
の
 で
あ
る
。
 

中
世
神
学
に
於
け
る
 ぺ
 ル
ソ
ナ
と
い
う
言
葉
は
、
「
人
格
 
」
と
い
う
訳
語
で
理
解
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
 ま
 ず
何
 よ
り
も
キ
 リ
ス
 

ト
教
 特
有
の
救
済
の
神
、
即
ち
神
に
於
け
る
ペ
ル
ソ
ナ
の
 三
一
性
の
玄
義
に
関
わ
る
神
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
 こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
 

こ
と
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
「
理
性
的
被
造
物
し
が
 
ぺ
ル
 ソ
ナ
と
 呼
ば
れ
る
の
は
、
先
の
一
一
条
件
、
神
の
力
に
依
 
っ
て
 、
 神
に
結
び
・
付
い
 

て
い
る
限
り
に
 放
 い
て
で
あ
る
。
こ
の
点
に
 於
 い
て
、
 ，
 
」
の
土
壌
に
発
す
る
と
は
 言
，
ぇ
 
、
近
世
以
降
の
哲
学
が
主
 体
 的
人
間
能
力
に
立
脚
 

し
て
問
題
に
す
る
 ぺ
 ル
ソ
ナ
と
は
自
ら
異
な
る
も
の
で
 あ
る
。
ま
た
、
西
谷
 啓
 治
が
宗
教
に
お
け
る
人
格
性
と
非
 人
格
性
を
論
じ
て
「
 従
 

来
、
大
抵
の
宗
教
は
 、
 専
ら
人
間
に
於
け
る
い
ろ
い
ろ
 の
司
 人
間
的
 ヒ
 関
心
に
動
機
 づ
 げ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
 他
 盤
は
、
い
は
ば
 日
人
間
 

て
的
 、
余
り
に
人
間
的
 ヒ
 で
あ
っ
た
。
宗
教
は
人
間
 の
 救
い
に
係
る
事
柄
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
も
当
然
と
も
 考
 え
ら
れ
る
が
、
併
し
人
間
の
 



ア
ウ
グ
ス
 チ
ヌ
ス
 が
 
日
 0
 コ
の
に
於
け
る
記
憶
日
の
 
目
 。
 ふ
 円
 
知
解
 日
 （
の
 

F
F
 

の
 む
 の
 コ
か
 
母
、
愛
と
し
て
の
意
志
 ぺ
 。
ざ
 %
 仔
い
 
の
 

の
 三
一
性
の
仏
像
と
認
め
る
の
は
、
神
を
記
憶
し
知
解
し
 希
求
す
る
と
い
う
「
 神
へ
 」
生
口
 紐
日
 
と
い
う
方
向
 に
於
い
 

の
方
向
に
於
け
る
限
り
で
、
 

ヨ
 目
の
の
持
つ
知
恵
 
終
宮
 の
 巨
守
は
「
自
己
の
光
」
 き
ド
 ）
お
の
に
依
る
の
で
は
な
 
く
 
「
 至
 

 
 

依
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
、
人
間
の
知
恵
者
 
で
 0
 コ
 ヱ
 が
 

の
 三
一
性
が
神
 

て
で
あ
る
 0
 そ
 

一
局
の
あ
の
光
の
 

は
 同
時
に
神
の
 

（
 
4
 
コ
 
汁
 
U
 
）
 

㏄
の
の
年
年
 

ロ
 二
日
の
 

0
p
 

の
日
日
の
コ
田
の
 

ヨ
ト
 日
が
幅
。
Ⅰ
 臼
隼
さ
 ざ
 目
 Ⅱ
 Ⅰ
 コ
簿
づ
 e
 Ⅱ
の
 
O
 コ
 P
 の
の
 
仔
 0
 侍
 i
i
 

コ
の
幅
 
0
 
の
の
 
任
旺
 r
i
 
目
岸
曲
 
（
 ノ
の
 ）
 
コ
 
ヨ
 0
 コ
 汀
 

れ
る
も
の
で
あ
る
。
 
よ
 く
知
ら
れ
て
い
る
如
く
 、
 彼
は
 
孝
三
位
一
体
読
し
で
神
に
於
け
る
一
つ
の
木
質
、
三
つ
の
 ヘ
ル
ソ
ナ
を
論
じ
、
 
そ
 

れ
が
人
間
理
性
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
故
に
そ
の
表
出
 の
 困
難
さ
に
到
る
所
で
苦
吟
を
表
明
し
て
い
る
。
三
位
一
 体
の
玄
義
は
本
来
「
 敬
 

虔
な
 信
仰
或
は
あ
る
種
の
知
解
 力
 に
よ
っ
て
」
の
ぎ
の
 憶
 Ⅰ
 づ
 ）
 
欝
 目
口
四
 の
 コ
臼
ぺ
 

Ⅰ
 

0
 
 
つ
の
Ⅰ
 
由
岸
が
 
F
o
 

日
の
け
 

日
 p
 年
の
Ⅰ
 
コ
 こ
の
）
 

す
 的
の
 
コ
 （
～
 
P
 日
 
把
握
さ
る
 

べ
 き
 も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
語
ら
れ
る
の
は
異
教
・
 異
 

ア
ウ
グ
ス
 チ
ヌ
ス
 が
、
神
性
の
超
越
性
が
人
間
の
言
語
 使
 

端
の
論
駁
の
た
め
に
「
 旺
叩
る
 
必
要
性
」
）
 0
 由
仁
の
コ
臼
コ
の
 

用
 能
力
を
超
え
る
も
の
ぎ
の
曲
が
 
6
 目
 0
 
で
あ
る
故
に
 、
 

n
m
 
の
 往
 （
 
P
 汀
が
生
じ
た
 

三
位
一
体
の
似
顔
 を
 

（
㌍
）
 

た
め
だ
と
言
う
。
 
づ
 %
 
台
 P
 庁
ヨ
 田
島
七
の
ぎ
（
の
～
 
ド
の
潟
コ
 
（
 
ざ
 日
は
、
そ
れ
に
続
く
文
で
日
当
の
を
用
い
て
 

ワ
 の
 の
 Ⅱ
の
ら
の
 

コ
 年
け
 
コ
プ
 の
の
 
拝
 0
 亜
 

が
 り
つ
 
の
の
 
田
 Ⅰ
ヨ
 0
 コ
曲
の
）
 
コ
 Ⅰ
 年
 す
ぎ
 燵
任
曲
 
で
の
Ⅱ
の
の
 

で
ま
 0
 臣
の
 で
 の
Ⅰ
の
 

巨
ぎ
 笹
目
（
と
言
い
変
え
ら
れ
て
い
る
。
 

ヨ
 目
の
の
自
己
内
省
に
求
め
る
こ
と
で
そ
れ
を
知
解
せ
 ん
と
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
の
 
ヨ
 結
の
は
、
人
間
で
あ
 

る
 限
り
の
人
間
が
持
っ
て
い
る
「
精
神
」
を
意
味
す
る
 も
の
で
は
な
く
、
人
間
の
霊
的
部
分
を
指
す
も
の
で
あ
り
 、
端
的
に
俺
の
の
日
当
 
の
 

 
 

あ
る
。
人
間
の
魂
 ゅ
三
 ミ
リ
の
卓
越
し
た
部
分
と
し
て
の
 宮
ユ
 庄
の
と
呼
ば
れ
る
 

ヨ
の
コ
 
の
の
働
き
に
よ
っ
て
人
間
は
神
の
似
 顔
 で
あ
る
し
、
 
ヘ
ル
ソ
ナ
 と
 呼
ば
れ
る
と
し
て
次
の
如
く
明
言
し
て
い
 る
 。
 

0
%
 

ひ
で
Ⅱ
 

0
 づ
由
 
e
 Ⅰ
雀
口
内
廷
）
仁
の
由
佳
 

あ
 4
 年
 の
ゴ
 0
 日
 0
 
4
%
 

）
 臣
 0
 コ
 の
の
の
ロ
ロ
 

隼
由
 
Ⅱ
）
 
0
 ヨ
目
 （
 
帥
由
 由
が
の
が
 
隼
コ
曲
ト
目
ヘ
 

曲
目
㌧
の
Ⅱ
 
エ
 コ
 0
 目
汁
 の
ト
 
由
の
の
の
 
隼
 

(526) 

こ
の
論
理
は
一
人
ト
マ
ス
の
み
な
ら
ず
キ
リ
ス
ト
教
に
 於
 げ
る
信
仰
の
根
底
を
成
す
も
の
で
、
例
え
ば
 ァ
タ
 グ
 ス
 チ
フ
ス
に
も
認
め
ら
 

1
2
 



 
 

 
 

建
 （
～
）
 

曲
 Ⅰ
曲
の
の
の
 

コ
 の
目
口
 
ゲ
 
出
ロ
 
ト
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
の
神
 
づ
コ
 コ
ミ
 づ
 が
 コ
 の
叫
の
 
ヰ
 
二
の
か
Ⅰ
の
）
。
の
の
任
が
し
の
 

0
*
 コ
 圧
の
「
 

卍
 
こ
の
日
。
 
せ
 0
 コ
田
の
弓
の
Ⅰ
㏄
Ⅱ
 

P
 ヱ
が
ヨ
 ・
 

  

こ 万全ける ( 

こ
の
キ
リ
ス
ト
教
に
於
け
る
信
仰
の
論
理
構
造
を
、
伝
統
 

に
 則
し
て
ト
マ
ス
は
次
の
如
く
確
認
し
て
い
る
。
 

O
E
 
日
甘
 0
 日
 0
 の
 の
の
の
 

コ
ヱ
 
の
 
コ
 Ⅰ
 0
 す
ト
 
の
 曲
仁
 
が
の
の
目
コ
 

任
か
 
宙
の
）
 

"
 e
l
 

の
せ
の
仲
弓
Ⅰ
の
 

仁
づ
の
 

㍉
さ
が
 
田
け
 
Ⅱ
 
P
 
i
 
（
 ）
の
口
笛
Ⅱ
）
 

一
 0
 づ
 0
 
Ⅱ
侍
の
神
戸
 

由
 
0
 宙
す
 
0
 
の
Ⅰ
臣
の
）
田
の
 

ロ
 ）
 

 
 

:sse の宗教的意味について 

知恵 即性宮 のと でそ 

生肉 、 まて い遠 氷 る 。 

で き は ら ス 飛 

、 身 換 

を は の 

  

  
ョれ 戸 " 「は 与 " 

  巨 そ え そ 

つめ 目方」 るの 力 

を     
来する （ 曲 （の 日 び か け する」 

か る の 限   ま も 相 り 
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の Ⅰ の 曲 の い に る 
コの 

  

の の 

    

    

井目Ⅱ 年日 のⅡの 帥 

  
。 コト ヴ Ⅰ   
拝 曲 ヰ 曲 p 

    
  臼 蓬 ろ @ 

  は 言 

で 三で被 
㏄ のの け の 田ヨ ，   

@ 

    
な る   

  

コお 日が 芹 的の ので） 億 コ 

お 富 ヨ   

己 な 
は い そ 
之 の （ れ 
に か 巴故 

四 

  
鸞 て が   

支 い た 

  
な い鰭リ @ で 宮 キ 

の   
自 ぺ ち， 

  
自 っ て 

己 な 

  
聖 げる も oo に l 

霊 が ; 

Ⅱ 自 

温ま 分 の 

隠ぅ おち 。 
「に の さし 宿 
で、 っ   
あ て 
つ い 
て る 
端 こ 

的 と 

な な 
る 知 
自 ら 



る
 
構
造
に
包
含
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
 

る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

仮
 り
に
も
し
、
の
の
の
の
 

も
 き
日
が
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
の
 

コ
 の
の
根
源
と
し
て
三
位
の
内
の
創
造
主
と
し
て
の
父
に
 

よ
り
深
く
関
わ
る
も
 

esse の宗教的意味に で 、人間 Ⅰ ま 所有 0 

  
ヴの よ （ 

欠 

ら 

は か 

    
  
  

と 理 

  

  
ぅ る れ を 

（
 
化
 ）
 

0
%
 
o
w
 

コ
ロ
の
 

日
 。
Ⅰ
の
曲
田
口
Ⅰ
 

P
 
し
目
 

言
う
迄
も
な
く
、
の
の
の
の
に
依
る
ト
マ
ス
の
体
系
は
最
も
 

包
括
的
で
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ト
マ
ス
 

の
 生
き
た
時
代
的
要
 

詣
 で
あ
っ
た
 
0
 ア
リ
ス
ト
テ
リ
ズ
ム
を
超
克
し
、
ラ
テ
 

ン
 ・
 ァ
 ヴ
ェ
ロ
 エ
 ス
ト
 や
 イ
ム
ラ
ム
 
教
 ユ
ダ
ヤ
教
導
の
 

異
 教
 異
端
に
対
す
る
 
ヵ
ト
 

り
 シ
ズ
ム
の
普
遍
性
を
主
張
す
る
一
つ
の
解
答
で
あ
る
だ
 

げ
で
は
な
く
、
存
在
論
の
内
的
構
造
と
し
て
も
被
造
物
 

の
神
の
依
存
や
創
造
を
 

説
明
す
る
も
の
と
し
て
、
ト
マ
ス
の
独
創
性
を
示
す
も
 

然
を
破
壊
せ
ず
か
え
っ
て
こ
れ
を
完
成
す
る
。
」
を
例
証
 

の
で
あ
る
 
0
 謂
わ
ば
の
の
の
の
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
公
理
と
も
 

す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
何
故
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
 

被
造
 物
の
完
全
 
牲
 と
は
「
 あ
 

言
う
べ
き
「
恩
寵
は
自
 

（
 
巧
 @
 

 
 

 
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

な
く
そ
の
宗
教
的
意
味
を
問
 

う
 視
点
か
ら
は
、
「
の
お
の
を
 

所
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
 



の
で
あ
り
、
 す
 の
 す
 簿
の
の
お
の
の
お
の
が
「
賜
物
」
と
 
し
て
の
聖
霊
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
 、
す
曲
ヴ
の
 

（
の
の
の
の
の
 

主
 

詰
 は
、
ペ
ル
ソ
ナ
と
し
て
の
子
、
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
と
 考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
 あ
る
。
 

ト
マ
ス
 は
 「
神
学
大
全
 b
 の
第
三
部
で
、
救
世
主
に
し
て
 
主
な
る
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
が
～
 

ぺ
注
 o
H
 
 

コ
 o
 の
（
の
Ⅰ
 

し
 0
 ヨ
 ヨ
岸
の
㌔
の
の
け
の
の
 

甘
臣
 
・
 

の
 
（
二
の
に
関
す
る
諸
般
の
事
柄
を
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
 
第
十
七
間
に
 掩
 い
て
キ
リ
ス
ト
に
於
け
る
一
体
性
に
属
 す
る
問
題
と
し
て
の
次
の
 

を
 取
り
上
げ
、
そ
の
第
二
項
で
「
キ
リ
ス
ト
に
は
唯
一
 つ
 の
の
の
の
の
が
あ
る
の
か
。
」
 

C
 宙
 二
日
ぎ
の
 ゴ
 ふ
 %
0
 ゑ
 （
 付
 
曲
コ
円
仁
 

コ
ノ
仁
コ
 

亡
臣
 
ノ
 の
の
の
の
 

を
 論
じ
て
い
る
 0
 そ
の
申
で
、
キ
リ
ス
ト
の
本
性
局
 笘
仁
 Ⅰ
が
が
二
つ
で
 ぺ
 ル
ソ
ナ
或
は
 ヒ
 ポ
ス
タ
シ
ス
 甘
 せ
 つ
 0
 降
 窃
 ず
が
一
 つ
 で
あ
る
か
 

ら
と
言
っ
て
二
つ
の
の
の
の
の
が
帰
結
さ
れ
な
い
理
由
と
 
し
て
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
 

い
の
の
の
曲
目
 

ヰ
 
0
 日
で
の
Ⅱ
 
ヱ
臣
 
0
 ヰ
 0
%
 

が
色
コ
 

P
 ヰ
け
 
Ⅰ
が
 
日
戸
 0
%
 
の
 巨
 ゴ
 せ
 つ
 0
 紅
の
の
 
ぃ
ヨ
 
一
リ
 宙
す
 せ
 つ
 0
 の
 
守
 全
日
向
田
 &
 の
 ～
）
）
。
 

組
 n
E
 
ヰ
い
 年
下
由
由
 /
0
 
隼
 

ゴ
曲
 
サ
 の
田
の
の
の
の
一
曲
 

隼
臣
 P
 田
口
Ⅱ
が
日
が
 

仁
ヰ
 
。
 コ
ゲ
 紹
の
仁
田
 
笘
 山
田
 
隼
 由
臣
 
0
 
 
ゆ
 二
戸
Ⅰ
 
ぃ
隼
ゴ
ド
 

す
の
田
の
の
の
の
 

キ
リ
ス
ト
に
於
け
る
二
つ
の
本
性
に
関
す
る
神
学
上
の
問
 題
は
扱
 措
 き
 、
キ
リ
ス
ト
に
於
け
る
 ゴ
 の
 ヴ
 の
（
 

e
s
 

お
の
 主
語
ボ
ス
ル
ソ
ナ
で
 

あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
 ほ
 第
一
異
論
に
対
す
る
反
論
で
も
の
 s
s
e
c
o
 

口
の
の
山
田
ぎ
 

r
 目
付
 
仔
廷
 
Ⅰ
 
麓
再
ゲ
コ
 

0
 コ
臼
れ
 
仁
田
 

ゴ
リ
 
す
 の
コ
田
の
日
の
の
の
の
 

"
 の
の
 
隼
簗
 の
 
目
由
 
戸
口
 
が
 ・
 
p
 二
戸
 
偉
ト
 
年
の
の
曲
一
 

つ
 の
 Ⅰ
の
 
0
 臣
の
Ⅱ
）
 

舵
仁
侍
 

0
 コ
 ゲ
 の
）
 
べ
 0
 オ
 せ
 で
 0
 の
日
が
の
は
 

コ
わ
 0
 わ
 の
の
 
q
 け
ご
 
岸
 Ⅱ
 "
 維
の
仁
田
 

ゴ
か
す
 

の
コ
田
 

e
 日
 

の
の
の
の
・
 

と
再
 記
さ
れ
、
日
日
さ
 p
 目
 q
u
 
ぎ
す
 ㏄
 サ
 の
任
の
の
の
の
 

が
由
 二
 %
 帥
 二
戸
口
 
ぎ
 e
 降
で
あ
る
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
の
 。
ヘ
ル
ソ
ナ
は
け
 
リ
ヴ
 
の
 コ
 の
 

の
お
の
で
あ
る
と
し
て
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
 る
 。
 

こ
こ
に
言
う
の
拐
の
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
べ
き
で
 あ
ろ
う
か
。
も
し
、
こ
れ
ま
で
に
見
て
来
た
よ
う
に
の
 の
の
の
に
微
妙
な
含
み
 

を
 認
め
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
単
に
 イ
ヱ
ス
 ・
キ
リ
ス
ト
に
 於
け
る
神
性
と
人
性
の
一
体
性
の
問
題
に
の
み
限
定
す
 る
こ
と
は
で
き
な
い
 よ
 

う
 に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
そ
 う
 解
す
る
 時
は
じ
め
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
於
け
る
人
間
救
済
と
霊
的
 世
界
の
 も
万
姑
柚
肛
仕
が
 

帰
結
 

す
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
根
源
た
る
の
お
の
 ぢ
 き
日
 
と
し
て
の
父
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
賜
物
」
と
し
て
の
の
 の
の
の
に
よ
っ
て
神
の
創
 (530)  16 
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ら ス に 体 よ もし 葉の加死の姉部分を とこ トマ の ト とっ 系が って 

未 き ケ ろ ス 栄 て イ キ ト   に於 ま 、 であ 前こ ケ 目 この 系に 明ら 明白 ，キ ト教 

残 る ; の 旅 か な り の げ 
ス 本 る   

る る ぜ 示 を 
    で 否 

従 愛 宕   
つ げ し で、 の 

て た た   
" も と ろ 到 る ま 

  

  

  
があば自第二   

つ え る 分の書 誌 の 。 そ   
よ ス ら に 的   " よ 棚   

め が ば 自 り 間 合 は 

17 (531) 

五 

造
 と
思
 寵
 に
年
か
る
被
造
物
の
主
は
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
 ト
 だ
か
ら
で
あ
る
 0
 例
え
ば
、
ヨ
ハ
ネ
伝
に
は
「
父
は
御
 子
を
愛
し
て
、
万
物
を
 

そ
の
手
に
与
え
ら
れ
た
。
御
子
を
信
じ
る
者
は
永
遠
の
 命
を
虹
が
 ピ
 
と
あ
る
。
こ
の
「
父
と
子
と
信
じ
る
者
」
 の
 関
係
が
謂
わ
ば
、
 

 
 

中
に
込
め
ら
れ
て
い
る
と
解
し
得
る
と
す
る
な
ら
ば
、
 ト
 マ
ス
の
の
の
の
の
に
依
る
 

体
系
は
、
受
肉
し
た
子
と
聖
霊
の
賜
物
に
よ
っ
て
成
就
 さ
れ
る
人
間
の
救
済
の
た
め
の
霊
的
領
域
を
示
唆
す
る
も
 の
で
あ
る
と
言
い
得
る
 

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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創
唱
神
話
と
は
、
た
と
え
ば
天
理
教
の
泥
海
古
記
の
 

（
 
2
 ）
 ょ
 う

な
、
創
唱
宗
教
の
開
祖
な
ど
が
語
り
出
し
た
神
話
で
あ
 る
 。
ど
ん
な
神
話
で
 

（
 
l
l
 

）
 

も
 、
そ
の
始
め
に
は
誰
か
が
語
り
出
し
た
の
に
違
い
な
 い
か
ら
、
元
々
 は
 創
唱
神
話
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
 

起
源
な
ど
に
つ
い
て
の
物
語
が
出
て
く
る
。
 

実
際
に
、
直
接
創
唱
者
を
尋
ね
、
何
人
か
か
ら
聴
取
し
 

る
 。
人
間
の
意
識
は
、
そ
の
身
体
的
な
も
の
に
よ
る
の
と
 

こ
の
辺
の
こ
と
を
、
近
年
翻
訳
の
出
た
ニ
ン
グ
自
伝
の
中
 

「
人
の
起
源
は
単
な
る
過
去
で
は
な
い
。
そ
れ
は
人
間
の
 

ま
と
め
、
そ
の
働
き
を
神
話
の
助
げ
を
か
り
て
記
述
す
る
 

。
彼
岸
 "
 か
ら
の
神
意
の
啓
示
、
あ
る
い
は
 イ
 ソ
ス
ピ
レ
 

こ
れ
ら
の
事
実
が
、
人
間
を
内
か
ら
も
外
か
ら
も
圧
倒
的
 

て
き
た
と
こ
ろ
で
は
、
充
実
し
た
創
唱
神
話
に
は
、
宇
宙
 

存
在
の
常
に
下
層
を
な
す
も
の
と
し
て
、
彼
と
共
に
生
 

同
様
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
 形
 づ
く
ら
れ
て
ぎ
た
の
で
 

 
 

。
そ
し
て
、
そ
の
神
話
を
 
"
 
神
の
言
葉
 "
 と
し
て
解
釈
 

｜
 シ
ョ
ン
と
し
て
解
釈
す
る
の
で
あ
る
」
と
。
 

な
 力
を
も
っ
て
攻
め
た
て
る
。
人
は
そ
れ
ら
を
 神
 な
る
 

て
い
る
 0
 す
な
ね
 ち
、
 

あ
る
。
 

き
て
 き
 た
も
の
で
あ
 

の
 始
ま
り
、
人
類
の
 

す
る
。
つ
ま
り
 

観
念
に
よ
っ
て
 

人
間
の
存
在
の
下
層
を
な
す
も
の
が
、
ど
の
よ
う
に
た
 ど
っ
て
今
日
へ
と
連
が
っ
て
き
た
の
か
は
、
ま
だ
明
ら
か
 で
 忙
な
い
が
、
大
筋
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し
が
き
 

創
唱
神
話
と
そ
の
系
譜
 

田
中
 

實
 



さ
て
、
筆
者
が
 、
 一
つ
の
創
唱
宗
教
を
そ
の
全
体
と
し
 て
 で
は
な
く
、
そ
の
部
分
で
あ
る
創
唱
神
話
だ
け
を
、
 特
 に
 取
り
出
し
て
扱
 う
 

の
は
、
創
唱
神
話
は
、
そ
れ
を
創
唱
し
た
創
唱
者
の
創
出
 す
る
創
唱
宗
教
で
、
重
要
な
役
割
を
占
め
て
い
る
か
ら
 で
あ
る
。
 

ま
た
創
唱
神
話
は
、
そ
れ
自
体
で
も
十
分
研
究
に
値
す
る
 存
在
価
値
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
 え
ば
、
大
乗
仏
教
に
 

例
 を
と
る
と
、
法
華
経
 ｜
 大
乗
経
典
は
、
そ
の
本
来
は
 創
唱
神
話
と
考
え
ら
れ
る
 ｜
 な
ど
は
、
そ
れ
を
生
み
出
し
 た
 無
名
の
天
才
も
 、
当
 

時
法
華
経
を
奉
持
し
て
い
た
教
団
も
、
歴
史
の
中
に
消
 ，
 
ぇ
 去
り
、
名
前
さ
え
も
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
法
華
 経
 自
体
は
経
典
と
し
て
 

独
自
の
歴
史
を
た
ど
り
、
遥
か
後
に
な
っ
て
新
し
い
 法
 華
経
奉
 持
の
教
団
が
生
ま
れ
て
い
る
。
 

更
に
、
実
際
に
当
っ
て
み
る
と
、
創
唱
神
話
の
中
に
は
、
 系
譜
的
に
連
が
り
、
年
代
に
従
っ
て
深
化
発
展
の
関
係
 に
あ
る
も
の
も
あ
る
 

こ
と
な
ど
も
分
か
っ
て
き
た
。
 

と
こ
ろ
で
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
、
創
唱
神
話
に
関
す
る
 調
査
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
、
ま
ず
 未
 紹
介
の
神
話
 の
報
告
に
力
点
を
（
 

A
 5
 ）
 

こ
の
創
唱
者
達
の
歩
み
の
中
に
、
 

島
薗
 氏
も
指
摘
し
て
お
 ら
れ
る
よ
う
な
、
新
宗
教
発
生
の
基
盤
が
あ
り
、
 

（
 
4
 ）
 

宗
教
が
成
立
し
て
ゆ
く
過
程
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
 

民
間
信
仰
の
中
か
ら
救
済
 

に
お
い
て
ユ
ン
グ
の
指
摘
は
首
肯
で
き
る
か
と
思
わ
れ
る
 。
し
か
し
実
際
の
創
唱
神
話
は
、
概
括
的
な
ユ
ン
グ
の
 捉
え
よ
り
も
、
遥
か
に
 

具
体
的
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
創
唱
宗
教
は
、
そ
の
独
自
性
か
ら
し
て
も
、
 既
 成
の
宗
教
か
ら
引
続
い
た
形
で
派
生
す
る
こ
と
は
な
い
 。
江
戸
時
代
か
ら
 今
 

日
 ま
で
の
私
の
知
っ
て
い
る
範
囲
の
創
唱
宗
教
の
創
唱
 者
達
は
、
表
面
的
に
は
民
間
信
仰
に
覆
わ
れ
た
社
会
の
中
 で
、
自
ら
の
宿
命
的
な
 

重
荷
を
背
負
い
、
底
知
れ
ぬ
よ
う
な
生
活
の
深
み
に
 心
 身
を
没
し
、
 長
 ぃ
生
活
歴
を
経
て
、
下
図
触
れ
た
民
間
信
 仰
な
ど
を
契
機
に
 、
俄
 

か
に
自
ら
の
本
性
を
現
わ
し
て
い
る
。
 

こ
の
時
、
彼
等
は
新
し
い
独
自
な
神
話
を
語
り
出
し
、
 新
 し
い
行
き
方
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
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創唱神話とその 系譜 

地 と @ ま と た み を 一 た お     
0 元 A   

く 話 
て A 
  が @ 

そ 独 
れ 立 
ぞ に 

      豆 田 
6 人 こ に く 受   、 意 の に さ 
  別 にとわな げ A 昭教 不ど語成 がり 果研 講中 
唱 遊 も た っ た が 和 清 肝 出 の 究 的 に 語れ り 、 

豊富な 出され 

- 一 口 - - 己         
録 今 A 的 な 
は 日 の 的 ある 十三年 三十一 に名前 である 触れ に が ぅ 、 なので むこと ゆきた れ 、再 に も 

  、 死 ま 年 を が た そ 、 な い 生 ぃ 光 っ 

筆 当 後 で の 付 " い れ こ " 。 産 は 行 て 
着 時 二 に 七 げ 比 。 ら の 待 ま さ 媒 し い 
自 の 年 、 月 た 較 は 神 ち た れ 介 た る 
身 建 は A で の 的 
が 物 ど 

本 語 望 で 、 物 金 と 

の あ は 長 光 い 

直 の 経 詐 っ 昭 い 神 う 

接 一 つ に た 和 修 ｜ 論に譲むものについ 書籍 きれば さらに 話 だ 
割 っ た き り て で 多 深 な   げ 

P 昌 も @ 昭 て 、 理 あ く 化 ど 大 で 

者 な 和 九 代 こ 解 る の 発 l 本 は 
A い 四 信者 ュ を 。 所 属 を 神 な 
か 。 十 の   で ・ 深 究 し 経 
ら 五 形   は め 者 て て   
聞 年 を A る が い の 

の に 
後 独 

  の   と と 昭   
  

を 立 
え， し     し 和 社 は 
  月 ナ， し 会   のも京 方の以 来に 諸士 
の 末 の 釣 木 面 の 外 酌 ま 

を Ⅴ @ し 活 人 は あ に に れ 
主 

  
動 A 力 る   承 な 

軸     を 冬 の の を 車 多 げ が， 
と 

し 教 ユ ら も 注案 ぎ」 に 分 ン て Ⅰ 、 
団 八十 る 孤 

そ の   でへ あ の 脇柱 グ   こ 立 

れ 土 族 の っ っ 歩 力 目 の と し 
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A
 の
主
要
な
素
質
と
い
う
か
、
性
格
は
、
実
母
の
系
統
を
 
を
 

の
大
聖
寺
 辺
 に
住
ん
で
い
た
と
い
う
 o
A
 
の
語
っ
た
神
話
に
 7
@
 

し
 

国
 、
今
日
の
福
井
、
石
川
両
県
の
辺
に
住
み
つ
い
て
い
 十
八
 

-
 
し
 
。
 

拠
 と
し
て
更
に
各
地
へ
と
広
が
っ
て
行
っ
た
と
い
う
。
 

出
雲
の
霊
統
か
ら
出
た
と
自
認
し
て
い
た
 A
 の
背
景
は
 、
 ひ

い
て
い
た
よ
 う
 で
あ
る
。
 A
 の
母
方
の
先
祖
は
 、
 遥
か
 な
 昔
か
ら
福
井
県
 

よ
れ
 ば
 、
出
雲
族
の
先
祖
は
、
七
千
年
の
昔
大
陸
か
ら
 渡
 来
し
、
古
の
越
の
 

五
千
年
前
に
出
雲
族
の
多
く
は
、
今
日
の
出
雲
地
方
に
移
 住
し
、
そ
こ
を
 本
 

こ
の
母
方
の
先
祖
と
切
離
し
得
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
 と
 も
か
く
母
方
の
祖
 

に
 関
係
者
か
ら
の
聞
書
を
補
足
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
聴
取
し
た
の
は
、
神
話
が
最
初
に
語
り
出
さ
 れ
た
時
か
ら
は
何
年
も
経
っ
て
い
た
が
、
 

A
 は
話
の
佳
境
 に
人
る
と
真
に
追
 ま
 

る
と
い
分
か
、
一
種
高
揚
し
た
状
況
に
な
り
、
対
話
の
状
 況
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
の
で
、
聞
書
は
難
し
か
っ
た
。
 

そ
れ
に
神
話
は
、
創
唱
者
の
内
面
の
た
ど
り
に
応
じ
、
 折
 
々
に
語
り
出
さ
れ
る
と
い
っ
た
傾
向
に
あ
る
の
で
、
 

全
 体
を
聞
き
ま
と
め
る
 

に
は
相
当
な
年
月
が
か
 ム
る
 。
 

筆
者
が
最
初
に
 A
 を
訪
ね
た
の
は
、
昭
和
二
十
九
年
の
 一
 
二
月
末
だ
っ
た
が
、
初
め
て
 
A
 が
神
話
を
語
り
出
し
た
と
 い
 う
 昭
和
二
十
二
一
年
 

の
 七
月
十
九
日
か
ら
は
六
年
近
く
経
っ
て
い
た
。
こ
の
時
 は
 、
三
日
間
ほ
ど
滞
在
し
て
聞
い
た
。
 

次
い
で
同
年
 セ
月
 二
十
四
日
か
ら
八
月
二
日
ま
で
の
 十
 日
間
滞
在
し
て
聞
い
た
。
そ
の
後
何
回
か
断
片
的
に
聞
く
 機
会
が
あ
っ
た
が
、
 

比
較
的
ま
と
め
て
聞
い
た
の
は
、
昭
和
三
十
一
年
一
月
 か
ら
二
月
に
か
け
て
の
約
一
 

ケ
月
 、
毎
夜
の
よ
う
に
訪
問
 し
て
聞
い
た
。
 

こ
の
後
は
 、
 折
々
 、
 聞
く
機
会
を
得
た
時
に
聞
 き
 重
ね
、
 
昭
和
四
十
年
頃
ま
で
そ
う
し
た
状
況
で
あ
っ
た
。
関
係
 者
に
は
、
 
A
 の
死
後
 

聞
い
た
こ
と
も
あ
る
。
 

A
 の
素
描
 

先
祖
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ズ
 0 代
に
な
っ
て
、
明
治
を
迎
え
る
と
、
祖
父
は
先
祖
の
 

地
を
離
れ
、
大
阪
へ
出
て
商
売
を
し
て
い
た
。
更
に
日
 

木
 が
ム
ロ
湾
を
領
有
し
た
 

機
を
利
用
し
て
、
台
湾
に
進
出
し
た
。
 

A
 の
実
母
は
、
 

女
 姉
妹
の
長
女
で
、
祖
父
が
ム
ロ
湾
で
 

裕
 
福
 に
暮
し
て
い
た
頃
、
婿
養
子
縁
組
の
失
敗
か
ら
、
 

A
 を
 私
生
子
と
し
て
産
む
 

羽
目
と
な
っ
た
。
世
間
の
眼
も
あ
っ
て
か
、
実
母
は
裡
 

戸
 
に
い
た
叔
母
を
頼
っ
て
 

来
押
 
し
、
ひ
そ
か
に
神
戸
で
 

A
 を
 産
ん
だ
。
明
治
四
十
 

年
 十
二
月
六
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
 

生
涯
 

当
時
の
世
間
の
情
況
で
は
、
私
生
子
を
育
て
る
の
は
 

伺
 か
と
難
し
い
の
で
、
叔
母
の
世
話
で
 

A
 は
里
子
に
出
さ
れ
 

た
 。
間
も
な
く
養
父
 

母
は
 
、
 A を
連
れ
て
兵
庫
県
の
上
郡
の
田
舎
へ
戻
っ
た
。
 

そ
れ
で
 

A
 は
学
齢
前
ま
で
は
、
田
舎
の
農
家
の
大
家
族
 

の
中
で
育
っ
た
。
そ
れ
 

か
ら
再
び
養
父
母
共
に
神
戸
へ
出
て
き
た
。
 

や
が
て
義
理
の
弟
妹
も
次
々
と
生
ま
れ
た
が
、
養
父
母
 

は
 
A
 を
大
事
に
育
て
 

ュ
 
く
れ
た
。
し
か
し
家
計
の
苦
し
い
 

こ
と
も
あ
っ
て
 

、
 A 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
る
損
 

（
 
6
0
 

）
 

日
 に
ロ
が
切
れ
た
（
神
話
を
語
り
出
し
た
㌔
一
緒
に
通
 

っ
て
い
た
女
中
が
お
代
に
な
り
、
そ
れ
か
ら
は
、
 

A
 の
 
自
 宅
で
二
人
し
て
問
答
に
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明
け
暮
れ
、
商
売
は
あ
が
っ
た
り
と
な
り
、
暮
し
は
ど
ん
 底
 へ
と
 陥
 込
ん
だ
。
 

宗
教
活
動
 

口
 が
切
れ
て
か
ら
一
年
七
 ケ
月
 位
し
て
、
前
々
か
ら
遊
び
 に
 来
て
い
た
若
者
の
眼
を
治
し
た
の
を
手
始
め
に
、
 人
 伝
て
に
尋
ね
て
来
る
 

人
々
の
難
儀
を
救
い
始
め
た
 0
 こ
れ
が
 A
 の
古
本
教
活
動
 の
 始
ま
り
で
あ
っ
た
 0
 

だ
が
 A
 は
、
な
ぜ
か
長
 い
間
 オ
ー
プ
ン
に
世
に
知
ら
れ
 る
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
折
々
に
激
す
る
こ
と
も
 あ
っ
て
か
、
出
入
り
 

す
る
人
は
少
な
か
っ
た
。
 

や
ュ
 順
調
に
見
え
て
き
た
 頃
 に
は
、
 A
 の
 ヵ
 リ
ス
マ
的
な
力
は
衰
え
、
結
局
世
の
人
に
 余
り
知
ら
れ
る
こ
と
な
 

く
 、
昭
和
四
十
三
年
春
に
亡
く
な
っ
た
。
 

創
唱
の
な
り
ゆ
 き
 

先
駆
体
験
 

A
 の
聞
き
覚
え
で
は
、
小
さ
い
頃
に
は
夢
遊
病
的
な
傾
向
 が
あ
っ
た
ら
し
い
。
ま
た
心
な
い
大
人
か
ら
貰
わ
れ
 子
 と
 聞
か
さ
れ
、
更
に
 

後
に
は
私
生
子
で
あ
る
と
知
っ
て
か
ら
か
、
 

A
 は
何
処
 に
も
持
っ
て
い
き
よ
う
も
な
い
淋
し
さ
、
孤
独
さ
を
、
 

心
 中
 深
く
抱
く
 よ
う
 に
 な
 

っ
た
 。
何
時
の
頃
よ
り
何
か
手
に
余
る
こ
と
に
ぶ
つ
か
る
 と
、
 心
の
中
で
「
 0
0
 

の
ご
先
祖
 

様
 」
 1
0
0
 と
は
 A
 0
 名
前
１
 と
 念
じ
て
い
 

十
八
 

-
 
ヒ
 。
 

三
人
の
子
供
を
阿
蘇
の
婚
家
に
お
い
て
家
出
し
て
き
た
 A
 は
、
神
戸
で
独
り
暮
ら
し
を
し
て
い
た
。
大
阪
神
戸
に
 は
 生
家
の
関
係
の
人
 

が
 何
人
も
い
た
関
係
か
ら
、
何
時
か
消
息
が
伝
わ
り
、
 関
 係
 者
は
、
 A
 の
こ
と
を
ず
 ラ
 ー
と
心
配
し
て
い
た
生
家
 の
 祖
父
と
、
 
A
 と
を
 会
 

わ
そ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
 

ナ
ガ
 

と
こ
ろ
が
そ
の
下
相
談
の
使
い
に
来
る
の
が
、
 

昔
 A
 を
 里
子
に
出
し
た
叔
母
 ｜
 正
確
に
は
実
母
の
叔
母
 ｜
と
 伝
え
 聞
い
た
 0
 こ
の
長
の
 

長
年
ま
こ
と
に
 辛
 ら
い
思
い
を
し
て
き
た
の
は
、
た
だ
 私
生
子
だ
っ
た
ば
か
り
と
思
 う
と
、
 A
 の
心
は
ど
 う
 に
も
 収
ま
ら
ず
、
赦
せ
な
か
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創唱神話 

創
唱
の
歩
み
 

ロ
 0
 切
れ
た
七
月
十
九
日
は
暑
い
日
だ
っ
た
。
 A
 を
含
め
 

て
一
行
三
、
四
人
は
、
そ
の
暑
さ
の
中
を
 

K
 さ
ん
宅
へ
 た
ど
り
着
い
た
。
 中
 

に
女
中
の
 Y
 も
い
た
。
 

その系譜 

 
 

た
 時
、
 
A
 が
日
蓮
の
一
部
経
を
読
も
 

う
 と
す
る
と
、
「
 

行
 な
 う
 こ
と
、
行
な
う
こ
 

さ
り
と
て
、
長
年
 

心
 に
求
め
た
母
や
祖
父
に
会
 

い
 た
い
 
思
い
は
胸
に
こ
も
り
、
そ
の
切
な
さ
に
一
言
も
口
を
利
け
 

な
か
っ
た
。
食
事
も
 

操
 ら
ず
、
自
室
に
と
 

ぢ
 こ
も
り
、
叔
母
が
訪
ね
て
く
る
 

と
い
ら
一
週
間
ほ
ど
は
、
独
り
苦
悶
し
て
い
た
。
友
達
が
 

心
配
し
て
何
か
尋
ね
て
 

く
れ
て
も
、
た
だ
涙
を
落
と
す
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
 

い
よ
い
よ
叔
母
が
来
る
と
い
う
日
の
前
の
夕
暮
、
決
着
を
 

迫
 ま
ら
れ
る
気
持
の
中
で
、
叔
母
の
し
た
こ
と
は
な
ん
 

と
し
て
も
赦
せ
ん
 

が
 、
さ
り
と
て
今
更
ど
 

う
 に
も
な
ら
ぬ
こ
と
と
、
よ
う
や
 

く
 胸
の
苦
悶
が
緩
ん
だ
。
す
る
と
、
我
知
ら
ず
「
嘉
仁
 

報
い
る
に
善
を
も
っ
て
 

せ
よ
」
と
口
走
っ
た
。
 

続
い
て
ま
た
自
動
的
に
「
悪
に
報
い
る
に
善
を
も
っ
て
 

せ
よ
」
と
、
絢
一
杯
の
息
を
こ
め
、
大
声
を
発
し
て
二
回
 

、
三
回
と
叫
ん
だ
。
 

や
が
て
声
が
低
く
な
る
と
共
に
、
次
第
に
心
が
鎮
ま
っ
た
 

 
 

と
、
 
行
な
う
こ
っ
ち
ゃ
」
と
口
走
り
、
経
本
を
も
っ
た
 

手
が
バ
タ
リ
 

と
 落
ち
、
本
を
取
り
落
し
た
。
何
度
読
も
う
 

と
し
て
も
同
じ
こ
と
 

で
、
つ
い
に
経
本
が
読
め
ず
、
霊
友
会
を
や
め
て
し
ま
っ
 

こ
 
十
八
 

。
 

前
 彼
体
験
 

昭
和
二
十
三
年
の
春
か
ら
、
商
売
も
多
少
 

暇
 だ
っ
た
の
 

で
、
 
A
 は
誘
わ
れ
る
ま
 

ふ
 尼
崎
の
 
K
 さ
ん
宅
へ
通
っ
て
 

い
 た
 。
そ
の
 
ロ
 が
切
れ
 

た
 七
月
十
九
日
の
 

ニ
 、
二
一
目
前
、
「
踏
ま
れ
て
育
つ
 

麦
 の
穂
の
 
、
 踏
ま
れ
て
育
つ
麦
の
穂
の
し
と
口
走
っ
た
。
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最
初
は
誘
わ
れ
る
ま
又
と
い
っ
た
程
度
だ
っ
た
が
、
 何
 事
 も
や
り
出
し
た
ら
主
導
性
を
発
揮
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
 A
 の
強
い
性
格
か
ら
 

か
 、
ま
た
は
信
心
へ
の
目
覚
め
の
た
め
か
、
こ
の
し
ば
ら
 く
 前
か
ら
、
 
A
 は
一
行
の
リ
ー
ダ
ー
 格
 と
な
っ
て
い
た
  
 

さ
て
 K
 さ
ん
宅
へ
着
い
た
も
の
の
、
余
り
の
暑
さ
に
、
 

皆
 や
れ
や
れ
と
く
つ
 
ろ
 い
で
い
る
と
、
出
し
抜
げ
に
、
「
 さ
よ
う
な
お
ん
こ
と
 

と
は
 露
 知
ら
ず
、
平
に
ご
容
赦
、
八
幡
大
菩
薩
、
厄
神
 太
白
玉
」
と
 A
 の
声
が
響
い
た
。
傍
の
人
が
驚
い
て
み
る
と
 、
 A
 は
誰
か
に
あ
や
ま
 

る
か
の
よ
う
に
双
手
を
畳
に
突
い
て
頭
を
下
げ
て
い
た
。
 そ
の
様
子
は
 、
 霊
が
 A
 の
身
で
喋
っ
た
り
振
舞
っ
た
り
 し
て
い
る
の
か
、
あ
る
 

い
は
 A
 自
身
が
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
の
か
、
分
か
り
 か
ね
た
。
す
る
と
、
「
…
…
心
配
い
た
す
で
な
い
、
 

出
 雲
 大
神
、
出
雲
大
神
、
 

出
雲
大
神
」
と
周
り
の
人
々
に
話
し
か
け
、
や
が
て
「
 皆
の
者
つ
い
て
こ
い
…
」
と
、
 
K
 さ
ん
宅
か
ら
一
足
 離
 れ
た
処
に
あ
る
八
幡
 社
 

0
 本
殿
へ
出
向
い
た
。
す
る
と
ひ
と
り
芝
居
に
 、
 

「
 姫
か
、
姫
か
 」
。
「
観
音
菩
薩
さ
ま
、
観
音
菩
薩
さ
ま
、
 

「
有
難
 う
 ご
ざ
い
ま
し
た
」
 

「
立
ち
ま
せ
い
、
 開
 げ
ま
せ
い
…
…
」
（
自
分
で
喋
り
な
 

（
こ
れ
は
 A
 の
内
な
る
思
い
と
し
て
、
観
音
菩
薩
と
感
じ
 姫

 が
き
や
っ
た
か
、
長
 う
 会
わ
な
か
っ
た
」
 

が
ら
本
殿
の
扉
を
開
 け
 ）
 

ら
れ
る
何
か
が
、
 
A
 の
 ロ
 で
喋
っ
た
感
じ
を
捉
え
た
も
 の
 。
以
下
同
様
）
 

（
 
鮪
肌
 
土
日
笠
同
一
庭
）
 

（
大
国
主
命
）
 

と
 自
分
で
喋
り
な
が
ら
、
自
分
の
身
体
を
自
分
の
手
で
 撫
で
さ
す
り
、
「
…
…
大
き
 5
 な
っ
た
」
と
口
に
し
て
い
 た
 。
ま
た
周
囲
の
人
達
 

に
 伺
っ
て
 、
 

「
 年
 二
歳
 よ
 り
神
の
子
で
あ
る
ぞ
、
神
の
子
で
あ
る
ぞ
、
 

神
の
子
で
あ
る
 ぞ
 …
…
」
 

と
 話
し
か
け
た
。
続
い
て
、
 

「
出
雲
・
・
・
・
・
・
と
聞
く
故
に
致
し
方
も
な
く
出
向
い
た
の
 

じ
 ゃ
 、
心
配
 い
 た
す
で
な
 
い
ぞ
 。
救
い
っ
か
わ
す
 ぞ
、
や
 か
た
 
（
 A
 の
 佳
 い
）
 

（
天
照
大
神
）
 

ほ
 つ
い
て
来
る
が
 
よ
 い
ぞ
」
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創唱神話とその 系譜 

（
 
注
 、
楠
木
 奴
 と
は
楠
木
正
成
の
こ
と
）
 

（
大
国
、
王
命
）
 

「
そ
な
た
楠
木
 か
、
姿
 み
る
も
 声
 き
く
も
初
め
て
じ
ゃ
 

楠
木
、
楠
木
、
楠
木
、
あ
ち
ら
に
阪
本
殿
…
…
」
 

「
出
雲
大
神
さ
ま
と
お
約
束
・
・
・
…
出
雲
大
神
さ
ま
ょ
り
 戴
 き
 し
こ
の
や
か
た
、
何
ぞ
離
れ
て
…
…
焼
野
 
ケ
原
、
 
焼
野
 ケ
 原
に
な
り
い
 

（
楠
木
）
 

れ
ど
も
わ
れ
は
こ
の
屋
に
お
り
 つ ら
ん
」
 

 
 
 
 

（
 注
 、
湊
川
神
社
は
戦
災
に
あ
い
、
当
時
板
本
殿
が
建
て
 ら
れ
て
い
た
。
）
 

 
 
 
 
 
 

（
出
雲
大
神
）
 

「
ど
こ
に
お
る
か
」
 

（
楠
木
）
 

3
 

 
 

る
 。
一
匹
は
志
本
来
、
一
匹
は
は
一
族
共
々
に
」
 

と
 呼
び
か
け
た
。
皆
が
不
審
に
思
っ
て
見
て
い
る
と
、
 

「
二
十
数
余
年
ム
ム
 八
 
（
 K
 の
 名
 ）
に
付
い
て
い
た
。
 そ
 な
た
達
は
不
 欄
 …
・
・
・
 

、
 ム
ム
 ム
 は
チ
ャ
ン
ト
知
り
お
る
 め
 じ
や
し
と
、
 

や
が
イ
 
Ⅰ
 A は
独
り
舌
口
の
よ
 
う
卜
し
 
、
 

（
 
ぬ
観
 
土
日
笠
 

目
一
陸
 

）
 

「
出
雲
 殿
 帰
ろ
 う
 で
は
な
い
か
、
姫
の
身
体
は
大
切
」
 

「
 ぅ
 か
つ
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
立
ち
去
ろ
う
ぞ
、
観
音
菩
 薩
 共
々
に
・
・
・
・
・
・
Ⅴ
Ⅴ
Ⅴ
 

、
 ロ
ロ
（
同
行
者
の
名
）
件
数
 す
が
よ
 い
ぞ
」
 

（
大
国
主
命
）
 

と
 促
が
し
、
皆
を
連
れ
て
帰
途
に
就
い
た
。
 

さ
て
尼
崎
か
ら
 亙
 p
 生
民
 る
 途
中
、
電
車
に
乗
っ
て
 い
 る
 間
に
 A
 の
 現
 界
は
暗
く
ふ
さ
が
り
、
 Y
 に
腕
を
取
っ
て
 貰
っ
て
家
路
を
た
ど
 

っ
た
 。
電
車
を
降
り
て
自
宅
の
近
く
に
来
る
と
、
「
 

文
箱
を
買
 う
が
よ
 い
・
・
・
…
」
と
 

Y
 に
文
箱
を
買
わ
し
た
 。
次
に
 、
 

「
こ
れ
は
、
こ
れ
は
、
出
雲
大
神
さ
ま
、
よ
 う
 お
出
で
下
 さ
い
ま
し
た
。
楠
木
 奴
 に
ご
ざ
り
ま
す
る
。
楠
木
 奴
に
ゾ
 し
 ざ
り
ま
す
る
。
」
 

（
楠
木
）
 



  

「
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
も
分
か
ら
ん
ぞ
」
 

「
今
し
ば
ら
く
お
待
ち
下
さ
れ
、
入
眼
に
も
付
く
故
に
」
 

「
や
か
た
に
 
姫
 共
々
に
帰
ろ
 5
 ぞ
 」
 

「
お
 
供
 つ
か
ま
つ
り
ま
す
し
 

と
 A
 の
口
で
独
り
語
り
を
し
た
。
こ
ム
に
い
う
 

姫
 と
は
 A
 の
魂
を
指
す
。
 

さ
て
自
宅
に
戻
る
と
、
 
A
 は
先
に
求
め
さ
せ
た
半
紙
に
歌
 
を
 書
き
ま
く
っ
た
。
そ
の
折
の
 
一
 
首
か
 、
 

汲
め
ど
も
 尺
 ぎ
ぬ
深
水
の
 

え
 に
し
の
仏
の
尊
か
り
げ
 
ろ
 

と
こ
ろ
で
 A
 の
一
行
が
帰
っ
た
後
へ
、
所
用
か
ら
戻
っ
 

た
 K
 さ
ん
は
、
留
守
の
間
に
 
A
 の
一
行
が
き
て
、
大
騒
が
 
せ
 を
や
っ
た
上
に
 
、
 

開
け
ず
の
本
殿
の
扉
ま
で
も
、
勝
手
に
開
け
た
こ
と
に
 

腹
を
立
て
、
一
体
ど
う
な
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
か
と
、
 

わ
 ざ
わ
ざ
電
車
に
乗
っ
 

て
、
 A
 の
宅
を
訪
れ
た
。
 

み
る
と
、
 A
 は
 ェ
 ラ
イ
勢
で
、
 
K
 さ
ん
の
信
仰
へ
の
 
導
 き
の
親
で
も
あ
り
、
ま
た
こ
の
頃
で
は
親
し
く
し
て
い
た
 

例
の
叔
母
に
、
「
 
家
 

に
連
が
る
先
の
一
行
は
、
ま
だ
 

屋
敷
を
明
け
渡
せ
」
と
か
い
っ
た
要
求
 

皆
 そ
の
場
に
居
 ム
ロ
 
せ
た
が
、
余
り
に
性
 

l
A
 

 
 

 
 

り
そ
う
で
、
 
皆
 弱
り
切
り
、
た
だ
、
「
ヘ
ッ
Ⅱ
 ヘ
ッ
｜
 
ヘ
ツ
 ー
」
と
這
い
つ
く
ば
り
、
ハ
ラ
ハ
ラ
、
オ
ロ
オ
 

ロ
 L
 
し
て
か
み
に
。
（
こ
の
辺
 

は
 K
 さ
ん
か
ら
聴
取
）
 

見
か
ね
た
 K
 さ
ん
が
、
「
 ド
 狸
で
も
付
い
て
い
る
ん
だ
。
 
サ
ア
皆
 放
っ
て
お
い
て
帰
ろ
う
」
と
い
う
と
、
 

「
出
雲
大
神
、
出
雲
大
神
じ
ゃ
、
そ
な
た
こ
の
姿
分
か
ら
 

ぬ
か
。
人
は
変
わ
れ
ど
も
出
雲
は
そ
の
ま
 

ュ
 じ
ゃ
。
 わ
 し
の
姫
で
あ
る
ぞ
。
 

（
出
雲
大
神
）
 

（
楠
木
）
 

（
出
雲
大
神
）
 

（
楠
木
）
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本
欄
の
 者
ぞ
 の
 う
 。
分
か
れ
ば
結
構
だ
が
の
 う
 。
致
し
方
 が
な
い
。
致
し
方
も
な
い
の
 う
 。
深
い
わ
 け
 あ
っ
て
 不
 欄
 の
 奴
 じ
や
の
う
 

フ
 ・
・
・
・
・
・
」
 

（
山
妻
末
大
神
）
 

と
 喋
り
了
え
 、
 A
 が
 K
 さ
ん
に
息
を
吹
き
か
け
る
と
、
 

K
 さ
ん
は
飛
ん
で
い
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
。
 

皆
が
帰
っ
て
し
ま
い
、
 
Y
 
一
人
だ
け
が
居
残
る
と
、
 

「
Ⅴ
Ⅴ
Ⅴ
（
 Y
 の
 名
 ）
よ
く
ぞ
残
っ
た
。
そ
な
た
 ア
 "
 パ
 レ
 じ
ゃ
。
辛
抱
い
た
す
が
 よ
 い
ぞ
。
続
け
よ
う
ぞ
」
 

と
 A
 は
 Y
 に
語
り
か
け
た
。
 

こ
の
後
は
二
人
だ
け
で
、
「
 誌
 そ
れ
出
ま
せ
い
」
と
神
や
 菩
薩
の
名
を
呼
ぶ
と
、
そ
の
霊
が
 Y
 ま
た
は
 A
 の
身
に
 現
わ
れ
、
そ
の
思
 い
 

を
 語
り
、
仕
草
を
演
じ
、
振
舞
っ
た
。
 

こ
ム
 で
 Y
 は
 世
 間
で
い
う
お
代
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
沢
山
な
霊
が
身
に
現
わ
れ
て
み
て
、
こ
の
日
 、
 自
宅
へ
の
帰
路
で
 A
 の
眼
が
見
え
な
く
な
っ
た
の
は
、
 

ま
だ
人
間
の
身
に
生
 

ぎ
返
 え
っ
て
眼
の
見
え
る
域
に
達
し
て
い
な
い
霊
の
せ
 い
だ
と
分
か
つ
た
。
も
っ
と
も
 A
 の
体
験
で
は
、
 
A
 の
 芽
 に
 現
わ
れ
て
最
初
か
ら
 

眼
 明
き
だ
っ
た
の
は
、
観
音
菩
薩
（
天
照
大
神
）
と
天
 国
主
命
の
お
二
方
だ
け
だ
っ
た
。
 

こ
の
お
二
方
の
 
5
 ち
、
天
照
大
神
は
 A
 を
指
導
す
る
役
、
 
ま
た
大
国
主
命
は
 、
 A
 の
 又
 と
し
て
宝
合
と
な
る
た
め
 に
、
 A
 が
こ
 う
 な
る
 

前
に
 、
 他
の
人
の
身
で
よ
み
が
え
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
 

譜
 

こ
れ
は
日
蓮
の
開
目
砂
上
に
出
て
く
る
文
章
、
 

 
 

（
 
7
 ）
 

の
 

「
総
じ
て
華
厳
会
座
の
大
菩
薩
天
竜
等
は
、
釈
尊
 
己
 前
に
 不
思
議
解
脱
に
任
せ
る
大
菩
薩
 也
 」
 

そ
 

記
 

に
対
応
す
る
こ
と
だ
ろ
う
か
。
 

中
部
そ
の
翌
日
か
ら
、
五
穀
の
神
 に
よ
 る
穀
断
ち
の
 

修
行
が
始
ま
っ
た
。
 
A
 に
は
思
い
も
 
よ
 ら
ぬ
修
行
に
耐
え
 ら
れ
ず
、
空
腹
の
余
り
に
 ソ
 

 
 

 
 

ッ
 ト
内
緒
に
砂
糖
水
を
一
口
飲
む
と
、
た
ち
ま
ち
七
転
八
 倒
の
苦
し
み
と
な
っ
た
。
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す
る
と
何
方
か
が
、
 A
 の
口
で
、
 

「
土
神
の
修
行
に
は
嶋
や
 誤
 魔
化
し
は
な
い
」
 

と
 厳
し
く
 訓
 さ
れ
た
。
 

ま
た
最
初
の
日
 か
、
 次
の
日
に
、
あ
る
先
祖
が
 、
 

「
済
ま
ぬ
が
日
蓮
に
書
か
し
た
一
部
 経
が
 0
0
0
 
 

（
叔
母
 

の
宅
 ）
に
あ
る
。
悪
魔
が
嗅
ぎ
付
け
る
と
大
変
な
こ
と
 に
な
る
か
ら
取
っ
て
 

き
て
く
れ
」
 

と
い
わ
れ
、
翌
日
 Y
 に
取
り
に
行
っ
て
貰
っ
た
。
 

ま
た
あ
る
夜
、
 A
 の
夢
に
身
体
の
い
か
つ
い
坊
さ
ん
が
 現
わ
れ
、
し
き
り
と
、
「
 姫
 、
 戯
 悔
の
経
を
読
ん
で
下
さ
 ね
 、
 俄
 悔
の
経
を
読
 

ん
で
下
さ
れ
」
と
頼
む
の
で
、
こ
の
坊
さ
ん
の
唱
導
で
 夢
 の
中
で
 俄
 悔
の
経
を
読
ん
だ
。
後
に
身
延
の
山
で
見
た
 日
蓮
の
像
が
、
こ
の
時
 

の
 坊
さ
ん
と
そ
っ
く
り
だ
っ
た
。
 

尚
 こ
の
頃
観
音
菩
薩
の
詠
ま
れ
た
と
い
う
敏
一
 百
 

神
を
知
り
仏
を
知
り
て
思
 う
 一
つ
だ
に
 

身
は
振
り
分
け
の
 悲
 し
な
る
か
な
 

や
が
て
二
十
日
日
、
宇
宙
自
然
の
神
か
ら
出
雲
大
神
に
 頼
ん
で
く
れ
て
、
や
っ
と
二
十
日
ぶ
り
に
 A
 の
眼
が
開
か
 れ
た
。
 

「
出
雲
よ
く
ぞ
辛
抱
致
し
た
。
 よ
ぎ
 姫
を
も
っ
て
結
構
。
 宇
宙
の
神
、
宇
宙
の
神
、
宇
宙
の
神
、
 息
 じ
ゃ
、
 息
じ
 ゃ
、
息
 じ
や
」
 

（
自
然
の
神
）
 

（
出
雲
大
神
）
 

「
そ
れ
で
は
お
認
め
下
さ
い
ま
し
た
か
」
 

（
自
然
の
神
）
 

「
立
派
じ
ゃ
、
立
派
じ
ゃ
、
立
派
じ
ゃ
、
立
派
な
も
の
じ
 や
 」
 

(548)  34 

 
 



右 Ⅱ @ 旦 女山号 壬シム / 
ル
の
 身
に
 ょ
 み
が
え
り
、
 

昔
 生
き
て
お
ら
れ
た
時
の
そ
 の
ま
 ュ
 
を
 、
 
A
 
の
身
で
現
わ
し
、
思
い
を
胸
に
湧
か
せ
 

目
 
で
語
り
な
が
ら
、
 
一
 

 
 

 
 

 
  
 

Ⅲ
 
句
 、
一
句
、
ま
た
一
行
、
一
行
と
指
で
押
え
な
が
ら
 読
み
進
ま
れ
た
。
 

 
 

 
 

 
 

菩
薩
は
ご
自
分
が
云
い
伝
え
ら
れ
た
箇
所
で
は
動
作
も
 大
き
く
、
声
も
高
ら
か
に
読
み
、
解
説
を
 A
 
の
心
に
浮
 は
 
せ
、
 

人
が
付
け
加
え
 

前
 に
 坐
り
、
そ
の
斜
め
後
に
は
、
用
事
が
あ
れ
ば
 一
切
を
引
受
け
 ろ
 べ
く
、
お
代
の
 Y
 が
坐
っ
て
控
え
、
 頭
 を
 下
げ
て
い
た
。
 

系
 の

さ
て
 A
 が
一
部
経
の
閲
読
を
始
め
る
と
、
そ
の
 ぉ
 
日
 釈
尊
の
身
に
宿
っ
て
法
華
経
の
内
容
を
釈
尊
の
口
で
語
 ら
れ
た
菩
薩
が
、
今
度
は
 A
 

す
べ
て
が
終
っ
て
み
る
と
、
周
囲
は
全
く
元
の
ま
 

ま
だ
日
蓮
の
一
部
経
の
閲
読
が
残
っ
て
い
た
。
 A
 

味
い
 」
と
、
弟
子
の
日
新
日
朗
を
両
袖
の
下
に
覆
う
 

と
 、
部
屋
に
目
張
り
し
て
、
閉
め
切
っ
た
部
屋
の
中
 

部
屋
の
中
央
に
は
坐
り
机
を
一
つ
お
 き
 、
そ
の
机
 ム

 で
、
 A
 は
机
の
前
に
坐
っ
て
い
た
。
 

の
話
だ
と
、
一
部
経
は
昔
日
蓮
が
佐
渡
で
ま
と
め
た
時
も
 

「
悪
魔
が
妨
げ
た
ら
 不
 

て
 、
口
述
筆
記
さ
せ
た
の
だ
と
い
う
。
今
度
の
閲
読
も
亜
 心
魔
 に
知
ら
れ
た
ら
不
味
い
 

で
 行
な
っ
た
。
 

の
 四
隅
に
は
大
 き
 目
の
ロ
ー
ソ
ク
四
本
を
立
て
 ム
 明
か
り
 と
し
た
。
 A
 は
こ
の
机
の
 

す
る
と
何
方
か
が
、
 
A
 
の
口
で
、
 

 
 

「
五
十
六
億
七
千
万
年
関
 
ず
 」
と
結
ば
れ
た
。
 

次
に
月
が
近
付
い
て
き
て
、
右
の
眼
に
ス
ッ
ポ
り
と
 入
 っ
た
 0
 続
い
て
頭
上
を
覆
っ
た
無
数
の
星
が
 A
 の
身
を
完
 
全
 に
包
み
込
み
、
刺
す
 

（
 
8
 ）
 

よ
う
な
痛
み
と
共
に
 、
 A
 の
身
に
は
い
り
込
ん
だ
。
 

「
姫
を
お
認
め
な
さ
い
ま
し
た
か
、
有
難
 
き
 幸
せ
に
 ご
ざ
 り
ま
す
る
。
国
は
万
々
歳
々
。
 

姫
 そ
な
た
立
派
に
な
っ
 
た
 。
そ
な
た
生
き
な
 

が
ら
の
神
じ
ゃ
」
 

（
天
照
大
神
）
 

や
が
て
 A
 は
光
に
包
ま
れ
た
感
じ
に
埋
ま
っ
た
。
 

翌
 二
十
一
日
目
、
昼
日
中
 A
 が
自
宅
の
部
屋
に
坐
っ
て
 い
る
と
、
ま
ず
大
き
な
太
陽
が
近
付
き
、
 
A
 の
左
の
眼
に
 
ス
 ッ
 ポ
リ
と
入
っ
た
。
 



た
 箇
所
で
は
、
そ
こ
を
指
し
示
し
な
が
ら
静
か
に
 A
 と
 共
に
読
み
進
ま
れ
た
。
何
千
と
も
知
れ
な
い
沢
山
な
数
の
 菩
薩
が
 、
 入
れ
替
わ
り
 

立
ち
替
わ
り
現
わ
れ
た
。
 

と
も
か
く
、
こ
う
し
て
何
日
も
何
日
も
か
 ュ
 っ
て
 、
ず
 ラ
 ー
と
以
前
に
は
手
が
落
ち
て
読
む
こ
と
も
叶
わ
な
か
っ
 た
 一
部
 経
を
 、
や
っ
 

と
 読
み
了
え
た
。
 

更
に
、
「
皆
さ
ま
、
ま
こ
と
に
 ご
 ざ
り
ま
す
る
か
」
、
「
 ま
こ
と
に
 
ご
 ざ
り
ま
す
る
」
と
駄
目
押
し
が
あ
っ
て
 、
 
「
 も
う
よ
い
の
じ
 ゃ
 」
 

と
 
一
部
経
は
閉
じ
ら
れ
た
。
 

こ
の
後
解
説
が
一
日
あ
っ
た
。
経
本
の
最
後
の
註
釈
の
部
 分
 で
は
、
た
だ
「
 ゥ
ン
 、
ウ
ン
」
と
う
め
ぎ
な
が
ら
、
 

文
字
の
上
を
力
を
こ
 

め
て
押
え
、
押
え
、
た
ど
り
、
 

ニ
 、
三
日
で
終
了
し
た
。
 

全
部
が
終
る
と
、
「
日
蓮
 
ご
 苦
労
で
あ
っ
た
」
と
、
 
日
 蓮
の
苦
労
を
ね
ぎ
ら
い
、
 

大
菩
薩
の
名
号
が
贈
ら
れ
た
。
 

さ
て
、
 A
 が
尼
崎
の
 
K
 さ
ん
宅
で
口
を
切
っ
て
か
ら
一
年
 セ
ケ
 月
程
経
つ
と
、
神
々
や
仏
菩
薩
ま
た
勇
士
の
面
々
 １
国
の
た
め
、
皇
室
 

の
た
め
に
一
身
を
捧
げ
た
人
々
の
 霊
｜
を
 
一
丸
と
し
た
、
 A
 の
法
を
代
表
す
る
名
号
が
、
確
立
さ
れ
る
秋
が
来
た
  
 

A
 が
独
自
に
確
立
し
た
神
々
の
こ
の
体
系
は
、
水
戸
学
 や
 後
期
国
学
に
由
来
す
る
国
体
神
学
が
描
き
出
し
た
神
々
 の
 イ
メ
ー
ジ
ー
神
話
 

的
に
も
歴
史
的
に
も
皇
統
と
国
家
の
功
臣
と
を
神
と
す
 6
 １
 と
、
 奇
し
く
も
一
致
し
て
㌧
 
、
 祈
 
（
 
0
 O
 
）
 

あ
る
晩
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
神
々
や
仏
菩
薩
の
話
合
い
 が
 詰
め
と
な
る
と
、
 

出
雲
先
祖
は
 A
 の
右
の
手
に
 
、
 

皇
室
先
祖
は
 A
 の
左
の
手
に
 
、
 

と
 分
か
れ
、
 
A
 の
身
の
右
の
手
と
左
の
手
と
か
ら
互
い
 に
 話
し
合
い
、
新
し
い
 A
 の
行
き
方
 ｜
 A
 の
 法
｜
 に
つ
い
 
て
 ム
ロ
土
日
 

ゅ
に
吐
杜
 

立
し
た
。
 そ
 

の
 結
果
、
皇
室
を
表
に
立
て
二
行
く
こ
と
に
な
り
、
 A
 の
 手
は
 ッ
ト
 伸
び
て
、
机
の
上
に
「
 0
0
 

ム
ム
 

ム
 」
と
 書
 サ
ハ
Ⅹ
 

し
 -
 
Ⅰ
。
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創唱神話とその 系譜 

数 し た 中 
全 天 て 。 が   
にはじのし 、 に子く 
や い 封 孫 な 
が る じ で   づ 

て い ら あ た 
後 ろ れうる   
の な ㌧こ そ 
世 こ 年 の の   
雲 お 歳 、 大 
の 考 で   も 国 
霊 え 身 し 主 
統 に を そ 命 
か な か の の 

ら づ く ま 姫 
法 て さ 二 神 
の 、 れ 大 は 

追 出 た き   
い 雲 。 く 後 

手 に 今 な の 
を 悪 か っ 世 
出 悲 ら た に 
す 重 三 ら 生 
と れ 千 世 ま 

ぃ 給 九 の れ   
来 今 前 い た 

事 l の よ と き武 がを 定 A こと い よ 

め ロ で 胎 内 
給 を あ ま 宿 
う 切 っ 9 % 
た っ た ん と 

。 た 。 と 呼 
年 い ば 
  う れ 
を 
去 
る 

，た しし と 人 

  で ・ に 
  養 
千   
/ ヘ 

姫 育 
やま さ 

百 悪 れ 
五 神 て 
十 と か 

37  (551) 

と
こ
ろ
で
天
照
大
神
が
亡
く
な
ら
れ
て
年
月
が
経
っ
と
、
 

「
わ
し
は
神
じ
ゃ
、
わ
し
は
偉
い
」
と
い
う
者
が
次
々
と
 
出
て
き
て
、
世
の
 

は
 、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
の
生
ま
れ
替
わ
り
で
、
 

A
 は
大
国
主
 
命
の
姫
神
の
生
ま
れ
替
わ
り
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
 

こ
 の
 姫
神
 津
 を
二
 
%
 と
い
 

 
 

た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

れ し で、 

ナ， Ⅰ て 
述 

    べ 

れ 
ら 宇 
の 宙 
姫 の 

神 ムロ 女 

の 
ま 

内 
@ 
の 

実 物 

舌五 

=tfc 
と   

  

天   
隠 剣 へ 唱 A あ が ご 初 
大 唱 の 神 の り 念 異 の 
神 神 造 詣 創 ま を 存 0 
と 話 化 A 唱 せ 押 あ 0 
須 A 物 で の ん さ り は 
佐 れ ま 宇 
野 諸あ 、 るみとる 歩 」 せ宙 
男 
ム   自然 先史 が の大 応え と、 んか 

と 竹 杖 筋 ら 
語 数 で れ 

」 を 

大 キ ヒ 日 

国 な 制 あ た し 

主 ど 限 る   
ム   は が 。 後 
と 互三睾 Ⅱ あ   の 
は 愛 る ム 

し の ム 
そ た で ム 
れ   tt 
ぞ A 皇 
れ の 室 

百日 神 先 
分 学 

の 
祖 

の を 

後 中 立 
を 核 て 

継 を   

{ な 
べ 

呼 
す ん 

き 神 古， し 

姫 話 部 
神 を 分 
を 中 
産 @ む @ つ 
ま と lV 



こ
の
た
め
に
天
照
大
神
が
ご
在
世
の
時
に
は
、
大
神
の
身
 に
 集
ま
っ
て
、
人
類
の
内
面
進
化
と
い
う
歴
史
的
役
割
 を
 果
た
さ
れ
た
神
々
 

の
 霊
は
、
釈
尊
の
許
へ
赴
か
れ
た
。
す
る
と
日
本
が
空
屋
 同
然
と
な
る
の
で
、
神
武
天
皇
を
立
て
二
国
の
長
と
し
 、
 神
々
は
遠
く
イ
ン
ド
 

か
ら
見
守
ら
れ
た
。
金
の
ト
ビ
の
光
は
、
神
霊
の
放
た
れ
 た
光
 だ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

釈
尊
の
身
に
集
ま
ら
れ
た
神
々
の
霊
は
、
仏
法
を
成
就
 さ
れ
、
人
々
の
拠
る
べ
 き
 道
を
示
し
お
か
れ
た
。
や
が
て
 釈
尊
が
亡
く
な
ら
れ
 

る
と
、
神
々
や
仏
菩
薩
の
霊
は
 、
 生
き
物
の
身
体
を
借
ら
 ね
 、
次
々
と
日
本
に
戻
ら
れ
た
。
中
国
か
ら
渡
っ
て
 来
 ら
れ
る
時
、
小
 蛇
に
身
 

体
を
借
り
、
日
本
に
渡
る
船
の
帆
柱
に
巻
き
付
い
て
い
 る
と
こ
ろ
を
船
頭
に
見
付
げ
ら
れ
た
が
、
そ
の
 折
 船
頭
に
 視
覚
を
与
え
て
大
き
な
 

姿
 に
見
せ
ら
れ
た
。
そ
の
眼
に
映
っ
た
姿
か
ら
、
仏
教
 に
い
う
「
白
竜
王
」
の
名
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
出
雲
の
族
長
大
国
主
命
は
 、
 国
を
譲
ら
れ
て
 か
ら
海
岸
伝
い
に
中
国
に
渡
り
、
薬
の
研
究
を
さ
れ
、
 彼
 の
 地
で
百
二
十
歳
で
 

（
Ⅱ
 

円
 
）
 

亡
く
な
ら
れ
た
。
神
々
の
霊
は
、
天
照
大
神
が
亡
く
な
ら
 れ
て
か
ら
 皆
 イ
ン
ド
に
赴
か
れ
た
が
、
ひ
と
り
大
国
主
 命
の
霊
の
み
は
、
そ
の
 

ま
 人
中
国
に
留
ま
っ
て
い
た
。
 

こ
の
度
、
神
仏
の
霊
が
中
国
を
通
っ
て
来
る
時
、
そ
れ
ま
 で
 中
国
に
留
ま
っ
て
い
た
大
国
主
命
の
霊
も
一
緒
に
伴
 
っ
て
帰
ら
れ
、
鹿
児
 

島
か
ら
内
地
へ
入
ら
れ
た
。
初
め
難
波
の
浜
に
上
ら
れ
 る
は
ず
だ
っ
た
が
、
高
砂
の
浜
に
上
ら
れ
、
そ
こ
に
留
ま
 っ
て
お
ら
れ
た
。
大
本
 

の
 な
お
の
お
筆
先
に
、
高
砂
の
松
の
岩
根
に
宝
が
埋
ま
っ
 て
 1
 
@
 
@
 
 

Ⅰ
る
と
由
里
 

串
 L
 て
士
 
か
り
る
の
は
 

（
 
5
 
l
 
 

）
 

、
 宝
が
埋
ま
っ
て
い
る
の
 で

は
な
く
、
神
仏
の
霊
 

が
 留
ま
っ
て
お
ら
れ
た
こ
と
を
、
宝
に
た
と
え
た
も
の
で
 

三
方
か
ら
内
地
に
上
っ
た
。
大
凡
千
五
百
年
か
ら
二
千
 年
 程
前
の
こ
と
で
あ
る
 0
 そ
の
次
の
グ
ル
ー
フ
は
 、
五
ケ
 

あ
る
。
更
に
後
を
追
っ
て
家
来
筋
の
霊
が
渡
来
し
、
 東
 海
 、
南
九
州
、
山
陰
の
 

処
か
ら
内
地
へ
上
っ
 

定
め
ら
れ
る
一
方
で
、
（
 

3
 
l
 
 

）
 

そ
の
時
が
来
る
ま
で
、
 

霊
と
人
 
と
が
守
る
べ
 
き
 仏
法
を
お
く
た
め
に
、
イ
ン
ド
に
釈
尊
を
 

出
さ
れ
る
運
び
を
進
め
 

ら
れ
た
。
 

(552)       

い
 う
 ま
で
も
な
い
が
、
天
の
神
 ｜
 宇
宙
自
然
の
神
１
 0
%
 

計
ら
い
は
ま
こ
と
に
周
到
で
、
出
雲
に
慈
悲
垂
れ
 給
ぅ
 
て
 
後
の
世
の
大
本
を
 

 
  
 



 
  
 

止
 

め
か
り
の
身
延
に
集
ま
っ
て
い
た
。
も
っ
と
も
 道
 九
の
霊
は
、
水
平
寺
の
協
に
い
た
と
い
っ
た
よ
う
な
例
も
 歩
 く
な
い
が
、
と
も
か
く
 日
 

 
 
 
 

 
 

榊
向
 と身
延
は
諸
国
の
霊
場
の
代
表
で
あ
っ
た
。
 

 
 

 
  

 

 
 

と
こ
ろ
で
仁
徳
 と
後
 醍
醐
の
お
二
方
に
は
、
印
象
的
な
 話
 が
あ
る
。
お
二
方
は
 A 
の
身
で
 ょ
 み
が
え
る
と
き
、
今
 の
 天
皇
家
は
自
分
の
 

経
 め
ぐ
り
、
再
び
霊
を
霊
場
に
鎮
め
お
い
た
。
 

 
 

世
か
 、
皇
室
先
祖
の
故
地
日
向
へ
と
集
ま
っ
て
い
た
。
 

ま
 た
 仏
法
宿
縁
の
霊
は
、
日
蓮
 

そ
 

た
 。
ま
た
他
に
、
新
 

と
こ
ろ
で
先
に
、
 

で
、
皇
室
先
祖
八
代
 

大
神
は
別
格
と
し
、
 

我
尊
、
聖
徳
太
子
が
 

そ
し
て
皇
室
先
祖
 

レ
 
1
 
@
 
-
 

十
ハ
 

Ⅰ
。
 

こ
の
皇
室
先
祖
、
 

の
た
め
に
身
を
捧
げ
 

法
と
 A
 の
指
導
は
 

蓮
を
継
承
し
て
い
た
 

さ
て
内
地
に
入
っ
 

て
 鎮
ま
っ
て
い
た
が
 た

な
法
が
日
本
に
出
る
こ
と
を
知
っ
て
 、
 人
の
身
体
を
 借
り
大
陸
か
ら
渡
来
し
た
霊
も
あ
っ
た
。
 

A
 の
身
に
成
就
し
た
 法
｜
 A
 の
身
に
結
集
し
た
神
仏
の
蕾
 
正
 の
 法
１
 で
は
、
出
雲
先
祖
（
代
表
大
国
主
命
）
が
 裏
  
 

表
明
治
天
皇
）
を
表
に
立
て
二
行
く
こ
と
に
決
ま
っ
た
 、
 と
 述
べ
た
が
、
そ
の
皇
室
先
祖
の
中
核
の
方
々
は
 、
天
 照
 

神
武
天
皇
、
神
功
皇
后
、
応
神
天
皇
、
仁
徳
天
皇
、
光
 明
皇
后
、
後
醍
醐
天
皇
、
明
治
天
皇
の
八
代
で
、
後
で
日
 本
 

加
わ
っ
た
。
そ
の
代
表
が
明
治
天
皇
で
あ
っ
た
。
 

に
 直
接
 通
 が
る
家
来
 筋
 の
 霊
 、
並
び
に
国
家
に
勲
功
の
あ
 っ
た
 人
々
を
勇
モ
 0
 面
々
（
代
表
楠
木
正
成
）
と
呼
ん
 て
，
 

出
雲
先
祖
、
勇
士
の
面
々
が
 A
 の
法
を
担
 う
 中
核
の
方
 々
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
古
い
神
々
や
仏
菩
薩
、
世
の
た
め
 人
 

ら
れ
た
方
々
が
加
わ
っ
て
い
た
。
弘
法
や
親
鸞
、
日
蓮
 な
ど
も
、
そ
の
中
に
入
っ
て
い
た
。
 

、
天
照
大
神
の
役
で
、
真
の
主
役
は
、
出
雲
先
祖
に
 連
 が
る
宇
宙
自
然
の
神
で
あ
っ
た
。
仏
法
と
し
て
は
、
 A
 は
 日
 

た
 霊
は
 、
 新
し
い
法
成
就
の
時
節
の
熟
す
る
ま
で
、
 釈
 尊
の
仏
法
 ｜
 十
二
支
に
 当
る
 動
物
の
身
に
宿
っ
て
 ・
 を
守
  
 

、
 中
に
は
人
に
付
い
て
災
い
と
な
る
も
の
も
出
て
き
た
。
 そ
こ
で
弘
法
大
師
や
 、
 後
の
熊
谷
直
実
な
ど
は
、
諸
国
 を
 



子
孫
で
ほ
な
い
、
今
更
よ
み
が
え
っ
て
な
ん
と
し
よ
う
 と
、
 駄
々
を
こ
ね
ら
れ
た
 0
 そ
れ
を
傍
で
（
 A
 の
身
内
で
 ）
聞
い
て
い
た
楠
木
 

が
 、
そ
ん
な
民
子
孫
の
こ
と
を
思
わ
な
い
天
皇
の
た
め
 

さ
て
、
時
節
が
近
付
い
た
の
で
、
三
百
年
ほ
ど
前
よ
り
 帝
 

に
、
 命
を
捨
て
た
か
と
思
 う
と
 悔
し
い
と
責
め
る
と
、
 
天
 

ぬ
は
人
間
に
付
き
、
付
か
れ
た
人
と
一
緒
に
暮
し
て
よ
い
 

皇
は
深
く
自
分
の
そ
の
 

こ
と
に
な
っ
て
仝
 日
 

心
を
恥
じ
ら
れ
、
悔
い
改
め
ら
れ
た
。
そ
の
時
に
仁
徳
 天
皇
の
お
詠
み
に
な
っ
た
 歌
 

わ
が
言
の
葉
に
、
わ
が
身
を
責
む
る
 

わ
が
方
な
る
か
や
 

ま
た
後
醍
醐
天
皇
が
臣
下
の
誠
忠
を
詠
ま
れ
た
 歌
 

袖
に
 露
の
た
ま
る
と
き
 

ま
こ
と
の
 
む
ぞ
 嬉
し
な
る
ら
む
 

（
 
6
 
l
l
 

）
 

へ
の
準
備
に
入
っ
た
。
そ
し
て
人
と
な
り
に
な
っ
た
霊
は
 、
何
時
か
 A
 の
身
に
結
果
す
る
段
取
り
に
な
っ
て
い
た
  
 

黒
住
・
天
理
，
金
光
・
大
本
と
い
っ
た
教
祖
も
、
そ
う
 し
た
歴
史
的
約
束
事
に
沿
っ
て
出
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
 こ
 二
三
百
年
こ
の
方
 

（
 
7
 
l
 ）
 

に
 、
世
界
各
地
に
出
た
予
舌
口
者
も
、
そ
う
し
た
一
環
で
あ
 

る
 。
日
本
で
は
天
理
教
の
お
み
き
と
大
本
教
の
お
な
お
 が
、
 法
の
こ
と
を
ヰ
旦
 @
 

し
て
い
る
。
特
に
大
本
教
の
お
な
お
は
、
最
後
の
予
言
 者
で
、
直
接
こ
の
法
の
こ
と
を
、
一
番
詳
し
く
 予
 舌
口
し
た
 
（
お
筆
先
、
火
の
巻
）
。
 

一
方
学
問
的
な
立
場
か
ら
は
、
西
欧
の
学
者
達
が
、
こ
の
 
法
 に
つ
い
て
詳
し
く
解
明
し
て
い
る
。
中
で
も
詳
し
く
 書
き
遺
し
た
の
は
 ス
 

ウ
ェ
 l
 ヂ
 ン
ボ
ル
 グ
 で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
マ
ソ
な
ど
も
そ
う
 し
た
一
人
で
あ
る
。
 

エ
ピ
ソ
ー
ド
 

A
 の
 ロ
 が
切
れ
て
間
も
な
い
頃
、
あ
る
日
 A
 が
 グ
チ
と
い
 ぅ
 魚
を
料
理
し
て
い
る
と
、
猿
田
彦
 命
が
 A
 の
身
に
現
 わ
れ
、
そ
の
料
理
し
 

か
げ
の
生
の
 
グ
チ
 を
手
掴
み
で
ム
シ
ャ
ム
シ
ャ
と
食
べ
 始
 め
 、
お
い
し
い
の
 う
 昔
は
 よ
 く
こ
れ
を
食
べ
た
と
か
、
 
A
 の
 ロ
 で
喋
っ
た
。
 
気
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眉 町口昌平中言舌 と 

と 

「 金るさ あ 労 
光 。 し 
澱 ま て 
の た 出   

、 治 も   
ま Ⅰ 2  な 
で， 月   

わ Ⅱ こ 

、 日 の 
結 ） こ 

構 と 

であ 

  
ほ成 

就 
す， Ⅰ い 
が 力， し 

さ 

世 ん 

の ぞ 
立 よ 

替 」 

と 

な 
る 

か 

ら、 

    

れ 
か 

ら 

わ 

き 
び 
し 

{ 
な 
る 

ぞ 
よ 

本 
わ 

    

41@ (555) 

その系譜 

が
 付
い
て
み
る
と
全
部
 平
 げ
て
い
た
。
 

そ
の
 折
 、
猿
田
 彦
は
 A
 に
視
覚
を
与
え
、
何
千
年
も
の
 せ
 
日
 、
猿
田
彦
 達
 が
九
州
の
青
島
付
近
に
住
ん
で
い
た
頃
の
 様
子
を
見
せ
た
。
 初
 

め
は
缶
な
ど
は
生
の
ま
二
食
べ
て
い
た
が
、
後
に
ほ
石
を
 凹
ま
し
、
そ
の
凹
み
に
 魚
と
 海
水
を
入
れ
、
煮
て
食
べ
 て
い
た
。
後
に
 A
 は
猿
 

田
 彦
の
案
内
で
青
島
付
近
を
訪
れ
た
時
、
昔
使
わ
れ
て
 い
 た
よ
う
な
凹
ん
だ
石
を
見
て
驚
い
た
。
 

こ
の
付
近
に
い
た
グ
ル
ー
プ
も
や
が
て
内
地
深
く
移
っ
て
 い
っ
た
 0
 そ
れ
で
後
の
世
に
、
こ
の
青
島
付
近
は
日
本
 人
の
故
地
と
思
わ
れ
 

る
よ
う
に
な
り
、
神
々
に
と
っ
て
思
い
出
の
土
地
と
な
っ
 キ
ハ
 

-
 
Ⅰ
。
 

金
光
・
大
本
神
話
 

金
光
教
は
明
治
維
新
 よ
 り
僅
か
九
年
前
に
、
教
祖
川
手
 文
治
郎
に
よ
っ
て
創
唱
さ
れ
た
。
そ
の
主
神
は
民
間
信
仰
 に
 埋
れ
て
い
た
金
神
 

で
あ
っ
た
。
金
神
は
、
金
光
教
が
表
に
掲
げ
る
ま
で
は
 世
 間
で
権
威
を
も
っ
た
神
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
金
神
が
 教
祖
共
々
に
存
在
を
確
 

立
し
て
い
っ
た
の
が
、
金
光
教
の
重
要
な
一
面
で
あ
っ
 た
 。
や
が
て
金
神
は
、
天
地
金
力
神
と
名
乗
る
宇
宙
神
と
 も
な
っ
た
。
悪
神
、
 邪
 

神
と
も
言
い
伝
え
ら
れ
た
金
神
が
 、
 幸
い
の
神
、
福
の
 神
と
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
金
光
教
で
崇
敬
す
べ
 き
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
 

れ
て
い
る
の
は
、
 神
 、
皇
上
、
祖
考
で
あ
る
。
 

さ
て
文
治
郎
に
金
神
が
現
わ
れ
て
数
十
年
後
、
亡
く
な
 っ
て
か
ら
十
年
近
く
経
っ
て
、
直
接
関
係
の
な
か
っ
た
 出
 口
 な
お
に
「
艮
の
金
 

神
 」
が
名
乗
り
出
た
。
そ
の
い
き
さ
つ
を
お
筆
先
に
は
 
（
年
月
不
詳
）
 

「
金
光
ど
の
で
表
に
出
か
け
た
な
れ
ど
、
ち
ょ
っ
と
の
 と
 こ
ろ
が
成
就
せ
ず
、
表
に
な
り
て
お
ら
ん
か
ら
、
因
縁
 の
あ
る
出
口
直
に
苦
 



 
 

舌
口
す
る
予
言
宗
教
で
あ
っ
た
が
、
王
仁
三
郎
の
時
か
に
し
て
い
る
。
 

を
予
 

@
s
-
1
 

代
 に
な
る
と
、
大
本
が
 

世
 を
担
 う
 宗
教
だ
と
い
う
自
覚
へ
と
進
ん
で
い
る
。
 す
 な
わ
ち
 予
 毛
足
下
教
か
ら
救
済
宗
教
へ
と
変
貌
 
せ
 ふ
と
し
た
 。
そ
の
裏
付
が
霊
界
 物
 

語
 と
解
さ
れ
る
。
 こ
ュ
 の
と
こ
ろ
を
お
筆
先
で
は
、
（
 明
治
 銘
年
 同
 7
 月
 1
 日
）
 

「
 
貝
 金
神
大
国
常
土
左
 尊
が
 、
神
功
皇
后
ど
の
と
出
て
ま
 い
る
時
節
が
ち
か
よ
り
て
 き
た
 ぞ
 よ
 」
 

と
あ
り
、
 こ
ュ
 に
ぎ
て
大
本
も
金
光
の
到
達
し
た
結
論
 「
神
と
皇
上
」
に
逢
着
し
て
い
る
。
 

 
 

更
に
王
仁
三
郎
の
「
太
古
の
神
の
因
縁
」
に
は
、
 

「
元
来
、
撞
の
大
神
は
造
化
の
大
元
 霊
 に
し
て
、
天
に
属
 し
 、
者
系
 に
 坐
し
ま
す
 也
 。
国
常
立
文
尊
は
地
に
属
し
 て
 、
直
系
 に
 坐
し
ま
 

せ
共
 、
撞
の
大
神
は
世
界
の
為
に
位
地
を
捨
て
臣
位
に
降
 り
て
、
 

現
し
、
二
度
目
の
天
 

の
山
但
 
p
 を
開
き
 給
 5
 事
に
成
り
ぬ
」
、
と
あ
る
。
 

こ
ュ
 に
き
て
大
本
の
神
話
構
想
は
骨
組
を
得
た
と
い
う
べ
 き
か
。
し
か
し
今
日
ま
で
の
歴
史
的
現
実
か
ら
見
れ
ば
 、
開
祖
な
お
が
王
仁
 

三
郎
に
期
待
し
た
「
世
の
立
 替
 」
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
 

こ
ム
 に
 A
 が
大
本
と
は
独
立
に
現
わ
れ
、
し
か
も
大
本
の
 流
 も
受
け
て
い
る
と
語
っ
て
い
た
歴
史
的
要
因
が
あ
る
 の
 だ
ろ
う
か
。
 

と
こ
ろ
で
金
光
・
大
本
神
話
を
総
括
的
に
見
て
み
る
と
、
 金
光
神
話
は
ま
だ
歴
史
と
は
ほ
と
ん
ど
か
 ュ
 わ
り
が
な
 か
っ
た
の
に
、
大
本
 

神
話
に
な
る
と
記
紀
神
話
と
少
か
ら
ず
関
連
を
現
わ
し
 歴
 史
性
 が
豊
か
に
な
っ
て
い
る
。
更
に
神
話
 A
 と
な
る
と
 、
大
本
神
話
も
記
紀
 神
 

話
 を
も
乗
り
越
え
、
独
自
に
現
実
の
歴
史
と
具
体
的
な
 か
又
 わ
り
を
深
め
て
い
る
。
 

一
口
に
い
え
ば
、
三
神
話
は
、
金
光
・
大
本
・
更
に
神
話
 A
 と
進
み
、
史
実
と
の
関
連
を
深
め
て
い
る
。
す
な
わ
 ち
 二
神
話
は
、
年
代
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ち
ら
も
、
一
 
つ
神
 じ
ゃ
ぞ
 よ
 」
 

4
2
 



創唱神話と 

う
 神
々
の
陣
容
は
、
 

地
 

天
 

 
 

国
常
立
尊
１
国
武
彦
 命
 

撞
の
大
神
１
口
 
一
 
姫
神
 

 
 

神
 ・
全
勝
栗
神
な
ど
が
現
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
二
度
目
の
 

天
の
岩
戸
開
き
を
す
る
と
い
 

国
常
立
尊
 

議
日
 

@
@
 

口
 

を
道
 ぃ
 系
譜
を
踏
ん
で
展
開
し
て
き
た
面
が
見
ら
れ
る
。
 そ
れ
を
主
と
し
て
神
名
に
着
目
し
て
比
較
し
て
み
た
い
  
 

三
神
話
の
比
較
 

金
光
、
大
本
の
面
神
話
を
一
貫
す
る
艮
の
金
神
こ
そ
、
 糸
 譜
的
 展
開
を
示
す
眼
目
の
神
名
だ
が
、
 

A
 も
ス
タ
ー
ト
 し
て
 一
 

に
は
、
大
国
常
正
之
 尊
 と
い
う
神
名
を
出
し
て
い
た
ら
し
 い
 。
そ
れ
が
表
面
的
に
は
、
名
無
し
の
形
の
「
私
こ
と
 ほ
 秋
収
」
 

は
語
っ
て
い
た
。
と
も
か
く
系
譜
的
認
識
に
は
、
名
前
 そ
 の
も
の
よ
り
も
、
中
味
の
一
貫
性
に
主
眼
を
お
い
た
。
 

さ
て
ま
ず
、
金
光
、
大
本
の
面
神
話
の
主
軸
を
、
神
名
 の
 顕
現
の
次
第
で
捉
え
て
み
る
と
、
 

。
金
光
教
の
場
合
 

金
神
上
金
力
押
上
天
地
の
神
Ⅰ
天
地
金
力
 神
 

主
な
神
名
 

日
天
 四
 、
月
天
国
、
丑
寅
未
申
鬼
門
金
力
 神
 

大
股
皇
大
神
 

。
大
本
教
の
場
合
 

一
 
、
三
年
の
頃
 

と
の
み
後
に
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8 と 

  

別
称
 

天
の
み
ろ
く
 様
 

貝
金
神
君
姫
君
命
 

 
 

天
の
御
先
祖
 様
 

変
性
男
子
、
出
口
直
 

し
ぐ
み
 

天
の
御
三
体
様
 

（
上
替
の
 
経
倫
 担
当
）
 

イ
ザ
 

ナ
ギ
 

日
の
神
 

坤
の
金
神
１
畳
 雲
 野
合
 

 
 

 
 

月
の
神
 

変
性
女
子
・
王
仁
三
郎
 

大
隠
皇
大
神
 

（
立
直
し
の
筆
先
担
当
）
 

（
・
 

@
 
2
 ）
 

竜
宮
の
 Z
 姫
 、
全
勝
 要
 神
な
ど
 

@
 っ
て
い
る
。
こ
 う
 見
て
く
る
と
、
大
本
神
話
は
金
光
 神
話
と
照
応
し
な
が
ら
展
開
を
深
め
て
お
る
こ
と
が
、
 

 
 

主
役
の
神
々
 

口
切
り
応
神
天
皇
・
八
幡
大
菩
薩
 

玉
台
 後
 

出
雲
大
神
（
大
国
主
命
）
 

宇
宙
自
然
の
神
 ｜
 大
国
主
命
 

主
神
 

皇
室
先
祖
 ｜
 皇
室
八
代
、
代
表
明
治
 

表
使
 

 
 

天
照
 、
神
武
、
神
功
、
応
 神
 、
仁
徳
、
光
明
、
後
醍
醐
、
 明
治
 

出
雲
先
祖
 ｜
 出
雲
 セ
代
 、
代
表
大
国
主
 

裏
役
 

｜ 半 

  
ぎ 
  
と   
田可 

み 
取 
れ 
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創唱神話とその 系譜 

較 類 の 
次 叔 脇 脇   

  0 代代 古 

神 
余臭 乃 神 ）神話 
力太 A 

比 縦 し た 結 ・ 釈 A 皇 る 

表 
  お 

国夫 撞 大 
セま 

十ま   常 無 " の 本 

王   の り か 初 ナ 

立人大神 へ 易 ら め   
と い も て 

尊神神 話     名号が 系譜的 宇宙 創 察せら 

展 成 れ 成 
開 の る 立 

山犬手 押   と 物 。 し 

宙 な っ 話そて を ね い 
雲照 

自 る 神 て、し 展開 に 。 
大大熱 話 る し 話 こ 

  。 て A の 

そ い は 名 
神神神 A の る 具 号 

関 。 休 戚 
係 的 立 
を で， の 兄 易 歴 "  立 義 ，ロ " 
@ 史 の 
す 性 深 
る に さ 
ナ， し 

め   
Ⅴ ァ し   部 

比 大 藩 

家
来
往
 

勇
士
の
面
々
 ｜
 白
玉
 
統
 と
国
家
へ
の
功
臣
、
世
の
た
め
に
 身
命
を
捧
げ
た
方
々
、
弘
法
親
鸞
な
ど
、
代
表
楠
木
工
 成
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A
 は
自
ら
の
法
の
核
心
を
、
「
拝
み
も
祀
り
も
せ
 

後
半
に
現
わ
れ
、
 A
 の
末
期
に
、
 A
 の
神
話
に
対
し
 

捉
え
な
が
ら
も
、
 A
 の
本
来
の
役
割
と
い
う
「
霊
の
 

ど
う
や
ら
金
光
教
に
お
い
て
自
立
型
、
大
本
教
に
 

か
に
思
わ
れ
る
。
 

創
唱
宗
教
の
開
祖
達
は
、
そ
の
一
人
の
生
涯
に
お
 

を
 遂
げ
救
済
宗
教
へ
と
た
ど
る
が
、
 こ
ム
 で
扱
っ
た
 

か
 だ
け
で
な
く
、
民
族
な
ど
の
共
通
文
化
の
中
で
、
 ず

 、
た
だ
、
す
が
り
来
る
先
祖
の
霊
の
み
を
救
 う
 」
と
 五
 胆
 っ
て
い
た
。
 A
 の
活
動
の
 

批
判
の
神
話
を
語
り
出
し
た
 B
 は
 、
 A
 は
肝
心
の
修
行
 に
 挫
折
し
て
抹
殺
さ
れ
た
と
 

救
い
」
な
る
も
の
を
肯
定
し
て
い
た
。
 

お
い
て
 予
 舌
口
型
と
き
て
、
 
A
 に
お
い
て
「
霊
の
救
い
」
と
 展
開
さ
れ
よ
 う
 と
あ
っ
た
 

い
て
も
、
接
触
し
た
民
間
信
仰
へ
の
傾
倒
を
契
機
と
し
て
 、
宗
教
的
飛
躍
 ｜
 覚
醒
 ｜
 

三
神
話
の
系
譜
的
発
展
か
ら
見
と
れ
る
よ
 う
 に
、
宗
教
的
 発
展
は
 、
 単
に
個
人
レ
ベ
 

ま
ず
自
立
型
つ
い
で
予
言
型
、
救
済
型
へ
と
充
実
発
展
 し
 、
や
が
て
人
類
全
体
を
覆
 

と
な
り
、
極
め
て
明
瞭
な
対
応
が
見
ら
れ
る
。
 

尚
 A
 は
、
自
分
の
霊
牲
を
月
の
神
、
水
の
神
と
語
っ
て
 

い
た
が
、
大
本
の
お
筆
先
に
は
、
変
性
女
子
の
霊
魂
は
月
 

 
 

 
 

と
 王
仁
了
一
郎
の
霊
的
同
質
性
の
指
摘
が
あ
る
。
 

王 備考承継 仏教 祖 祖 祝詞 皇金 
@ と と 

会 心 
神 経 

同格 が共々   
に 扱     

1892  金 仏 先 
（ 神 

艮 

    
の後も 

を 含 
皇 金 

承 二ロ） @@   神   
1948 蓮法 一 先 皇 私 

      と   
法 案 
は 私   

(560)  46 
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う
 方
向
へ
と
同
 
9
 か
に
思
わ
れ
る
。
 

大
乗
仏
教
が
二
千
年
に
わ
た
り
、
民
族
や
文
化
の
壁
を
 

越
え
て
世
界
宗
教
と
成
長
し
て
来
た
の
も
、
そ
う
し
た
 

歩
 み
を
示
す
も
の
と
 
考
 

え
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
、
大
乗
経
典
が
創
唱
神
話
に
 

該
 

 
 

構
を
考
え
る
と
、
創
唱
 

神
話
を
語
り
出
し
た
創
唱
者
の
、
仏
教
で
Ⅰ
 

蔵
、
口
 

う
 女
夫
 （
 
5
2
 

が
 開
顕
さ
れ
る
に
応
じ
て
、
神
話
が
語
ら
れ
る
と
い
う
 

見
 方
が
開
け
る
。
 

世
間
で
は
、
新
宗
教
は
社
会
変
動
期
の
付
随
現
象
と
 

捉
，
 
ぇ
る
 向
き
が
 歩
 く
な
い
が
、
筆
者
は
む
し
ろ
社
会
の
変
動
 

と
 新
宗
教
の
胎
 頭
は
 

相
伴
的
と
考
え
た
い
。
 

ま
た
創
唱
者
の
口
を
借
り
て
語
っ
た
神
々
は
、
創
唱
者
 

の
多
面
化
し
た
自
己
と
も
捉
え
ら
れ
、
今
後
人
間
の
内
面
 

-
6
 
）
 

を
 明
ら
か
に
す
る
 
人
 

切
 な
方
向
で
あ
ろ
う
。
 

（
 
尚
 、
本
研
究
に
は
 
主
 資
料
の
他
に
も
多
く
の
補
助
資
料
 

が
 入
用
で
、
資
料
収
集
に
は
長
期
を
要
し
た
。
 

駒
 ・
 8
 ・
 ハ
 
Ⅱ
 
U
 
工
 

）
 



（
 
7
 ）
柴
田
一
能
旭
ョ
日
蓮
宗
聖
典
し
、
平
楽
手
書
店
、
昭
和
 一
 -
 
ハ
年
、
四
三
五
 ｜
 四
三
上
 
ハ
 。
 
へ
｜
ジ
 。
 

（
 
8
 ）
 倉
 辞
意
 司
 他
校
注
口
古
事
記
祝
詞
、
日
本
古
典
文
学
大
 系
ヒ
 ・
岩
波
書
店
、
昭
和
四
四
年
、
上
巻
、
 
畝
 祓
の
神
々
の
化
 生
 、
七
一
。
 
へ
｜
 ：
 
ソ
 「
 旦
疋
 4
8
 

に
 左
の
御
目
を
洗
ひ
た
 ま
ふ
 時
に
 、
 成
れ
る
神
の
名
は
、
 天
照
 

建
速
 須
佐
之
男
命
。
」
ま
た
渡
会
 
浩
訳
 
日
天
界
と
 
%
 獄
｜
 ス
ウ
ェ
ー
 

鰻
 

 
 

（
㎎
）
出
口
王
仁
三
郎
日
出
口
王
仁
三
郎
著
作
集
、
第
一
巻
 口
丑
 

デ
 ン
ボ
ル
グ
 著
 」
。
第
十
四
章
天
界
の
太
陽
、
百
十
八
、
四
九
 
｜
 

班
売
 新
聞
社
、
昭
和
四
七
年
参
照
。
 

五
 0
 ぺ
 ー
 ジ
に
詳
し
い
。
 

（
 
9
 ）
こ
の
年
数
は
、
大
本
教
の
、
た
と
え
ば
出
口
王
仁
三
郎
 

「
神
と
人
間
」
（
「
出
口
王
仁
三
郎
著
作
集
、
第
一
巻
 円
丑
塑
 %
 新
聞
社
、
昭
和
四
七
 

年
 ）
、
安
息
日
の
項
三
五
八
 べ
｜
ジ
の
 記
事
に
照
応
。
 

（
㏄
）
 安
丸
 良
夫
「
神
々
の
明
治
維
新
 ヒ
 岩
波
書
店
、
昭
和
五
 四
 ・
な
一
丁
、
七
 

｜
ハ
 。
 
へ
｜
 ド
ン
。
 

（
Ⅱ
）
 註
 ㈹
の
古
事
記
上
巻
七
七
、
七
九
ぺ
ー
ジ
。
 

（
 
乾
 ）
大
本
教
の
お
筆
先
、
明
治
三
三
年
一
二
月
一
一
日
の
記
 
事
 、
な
ど
と
照
応
。
 

（
㎎
）
田
中
貫
「
仏
教
の
東
漸
秘
密
」
（
口
中
外
日
報
」
昭
和
 四
八
年
二
月
二
四
、
二
五
、
二
七
、
三
月
一
、
二
日
）
参
照
。
 

（
Ⅱ
）
玉
光
「
論
衡
」
・
大
滝
一
雄
訳
、
東
洋
文
庫
 
弼
 、
平
凡
社
 、
昭
和
四
 0
 年
 、
異
腹
 篇
七
 0
 ぺ
ー
ジ
。
 

（
 
比
 ）
出
ロ
ナ
オ
日
大
本
 
神
 論
人
の
 巻
 」
村
上
重
度
校
注
、
東
 洋
文
庫
 鮒
 、
一
九
七
九
年
、
二
五
三
ぺ
ー
ジ
。
 

（
 
騰
 ）
 
G
L
A
 

の
亡
く
な
っ
た
高
橋
信
次
民
も
、
講
演
会
で
こ
 

ぅ
 し
た
年
代
に
触
れ
て
い
た
。
 

（
Ⅳ
）
 バ
 ハ
イ
教
の
。
 
ハ
 ハ
ウ
ラ
、
神
秘
思
想
家
の
べ
 ｜
メ
、
ス
 ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
 グ
、
 エ
マ
ー
ソ
ン
な
ど
。
 

（
 
毬
 ）
 
注
騰
の
 
「
大
本
 神
諭
 、
天
の
巻
、
火
の
巻
」
 

（
 
釦
 ）
坂
本
太
郎
佃
編
日
日
本
書
紀
上
」
、
日
本
古
典
文
学
大
系
 、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
二
年
、
巻
第
三
、
二
 0
 七
 、
二
 0
 八
 。
 
へ
 ｜
ジ
 

（
 
幻
 ）
 
注
花
 ）
、
大
木
 神
 論
人
の
 巻
 。
 

お
 ）
田
中
貫
「
神
話
の
研
究
要
約
」
（
「
中
外
日
報
」
）
 
昭
 相
互
 0
 年
 九
月
一
三
、
一
七
、
一
八
日
。
 

冤
 ）
 注
 （
 
鵡
 ）
、
大
木
 神
諭
 天
の
巻
、
四
五
ぺ
ー
ジ
。
 

（
 
射
 ）
山
口
盃
 編
日
 仏
教
聖
典
 ヒ
平
 楽
手
書
店
、
昭
和
四
九
年
 、
三
七
セ
ー
三
七
九
ぺ
ー
ジ
。
 

（
 
あ
 ）
高
崎
直
道
諦
「
大
乗
仏
典
に
如
来
蔵
経
典
」
中
央
公
論
 
社
 、
昭
和
五
 0
 年
 、
不
 増
 不
滅
 経
 五
六
 ｜
 五
九
ぺ
ー
ジ
。
解
説
 四
一
七
 ｜
 四
二
六
。
 
へ
｜
 

シ
 。
ま
た
高
崎
直
道
 
日
 
如
来
蔵
思
想
の
形
成
 ヒ
 春
秋
社
、
昭
和
 五
 0
 年
 。
 

（
 
笏
 ）
 ま
 「
 
ぎ
ぎ
ヨ
す
ヨ
 の
の
一
句
「
ご
と
 

ぢ
 す
の
 

o
h
 

弓
の
 

セ
 。
 
ゴ
 。
 @
 幅
お
 之
 の
妄
ぺ
 
0
 「
 
オ
 -
 ニ
 0
 
コ
 へ
 
せ
 宙
 0
 ご
 ・
 ド
 ㏄
 
つ
 0
 
。
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考
文
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 V
 

佐
々
木
安
静
「
シ
ヤ
ー
マ
ン
」
（
田
丸
、
村
岡
、
官
田
編
ヨ
 日
 本
人
の
宗
教
第
二
巻
儀
礼
の
構
造
 ヒ
佼
放
 出
版
社
、
一
九
七
二
 年
 。
）
 

官
田
 登
 
同
生
き
神
信
仰
」
 塙
 書
房
、
一
九
七
 0
 年
 

村
上
重
 良
 、
安
 丸
 良
夫
 
円
 民
衆
宗
教
の
思
想
」
、
日
本
思
想
 大
 糸
田
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
。
 

深
 浦
正
文
日
唯
識
 学
 研
究
上
巻
、
下
巻
」
大
田
文
日
日
 
堂
 、
昭
和
 口
 三
年
。
 

目
申
 
@
-
l
 

田
ヨ
ヒ
 リ
ヨ
の
 
ダ
ぺ
 の
コ
 
%
5
 の
。
Ⅱ
 
勾
臼
 -
 
召
 0
 申
の
目
Ⅹ
ち
の
け
 

あ
コ
 
の
 
の
 
・
之
の
毛
 
ぺ
 。
 卸
 ・
Ⅰ
。
品
ヨ
 
蚤
 、
お
。
が
比
屋
根
安
定
訳
円
宗
教
 経
験
の
諸
相
」
誠
信
 

書
房
、
昭
和
四
八
年
。
 

の
 @
 
ゆ
 う
 E
 コ
宙
 Ⅱ
Ⅱ
 
0
%
d
-
 

し
い
 
の
む
 ゴ
由
 二
口
目
 
の
 の
已
の
 
@
 し
 a
m
 
む
オ
 
。
 さ
 。
 コ
ゴ
 
の
 
り
す
 
の
㌧
Ⅰ
 
0
 す
 -
0
@
 
年
の
の
 
ヴ
 円
い
 
り
 
0
 い
す
 
-
m
 
ヨ
 目
の
 
@
 し
の
Ⅱ
 
C
 コ
 丑
の
Ⅱ
㎎
 

い
コ
 
取
口
の
の
 
0
 Ⅰ
七
月
 
の
｜
 

締
 0
 ヨ
 Ⅰ
 こ
 Ⅹ
の
の
、
の
の
の
 

い
ヨ
ヨ
臼
 
牙
虫
片
ヰ
 ダ
 Ⅰ
 0
 コ
隼
 
。
 月
 Ⅰ
 
ヨ
ぃ
 
㎎
 0
 市
 年
 匡
 ガ
三
品
 9
.
 ま
丹
・
）
 
ぎ
 田
井
村
恒
郎
池
編
集
ョ
フ
ロ
イ
ト
 著
作
集
 6
 」
人
文
書
 

院
 、
一
九
七
六
年
。
 

昌
已
 由
 P
 宙
の
 
-
 ヨ
 l
P
 
ヰ
か
缶
 
・
 
%
@
 け
 
0
@
 の
缶
の
の
力
の
二
 

巴
 0
 コ
の
 
・
㌧
 り
ユ
 
タ
オ
 お
 。
 ヰ
已
壷
 。
久
米
博
也
課
口
リ
ア
ー
 ヂ
 著
作
集
、
 せ
 り
か
書
房
、
一
九
七
 

五
年
。
 

坂
本
太
郎
他
校
注
口
日
本
書
紀
上
」
日
本
古
典
文
学
大
系
 卸
 、
 岩
波
書
店
、
昭
和
四
二
年
。
 

列
子
、
巻
 こ
 、
黄
帝
の
項
。
 

ほ
約
 聖
書
、
創
世
記
、
第
一
章
 他
 。
 

（
付
記
本
稿
を
ま
と
め
る
た
め
の
研
究
活
動
の
一
部
は
、
文
部
 省
か
ら
の
研
究
助
成
金
に
拠
っ
た
。
）
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一
般
の
常
識
で
は
、
時
間
と
存
在
と
を
は
っ
き
り
区
別
し
 、
 時
は
形
の
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
自
身
、
絶
 対
 性
を
有
し
て
一
瞬
 
5
 

  

め 65) 

お お 道 わ げ が るいて 元祖 とこ ところ し、教 るなら 範因縁 

持 重 が る に は そ 多 国   の生 で、 必ず 日 、 のも 著 ぃ 

味 る 坐 こ 熱 雷 の 作 ん 
を 意 即 こ 脱 茶 に の だ   
て も 」、 わ が 一 な に 時   
う な 」 」 い 尽 う し 道 
。 げ を と て す 。 ・ た 元 

れ 心 い い べ さ 時 （ 
ば 随 う る き る の 一 言 な と 。 で に 考 二 

ら な 葉 あ 、 察 0 
な す が る 仏 を 0 
い 点 " 。 佳 辰 l 

。 か 彼 わ 現 開 一 

本 ら の れ 所 し 二 
読 み 著 ね め て 五 l いる では ね 。は （ れの作に 時節 

    お 身 は 畔は 
か こ い も 既 道   
か め て 心 に 元 そ 

も 至 は の 
剃 っ 、 主 

用いら 熟 る「 言葉の 那 て 「 著 
脱 表 れ 
の わ て 

茅 
時 す い 悉有 に生滅 「正法 おり、 ほ 
」 と る し わ 仏 眼 
を こ 例 
手 ろ は てれ性蔵 無ね 」』 原 
が は 極 常 れ で の 
か 、 め 

り 道 て 
と 元 夕 「有時 あり、 ではあ が真に 

し の な る 生 そ 」 
て 居、 いぢ が き の 巻 
  想     、 る 仏 を 

正 

し 修 道 性 は 
行 を と じ 
す 求 は め   る む 時 と 

道
元
 神
 に
お
け
る
 熟
 脱
の
時
 



と
は
、
単
に
固
定
せ
る
有
無
を
否
定
す
る
の
み
で
は
な
 く
、
 常
に
新
し
き
着
と
し
て
自
己
を
現
成
せ
し
む
る
 、
肯
 定
 的
な
は
た
ら
き
を
も
 

同
時
に
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
 

生
じ
、
あ
る
時
の
間
そ
こ
に
留
ま
り
、
時
の
経
過
と
共
 に
 消
滅
し
て
ゆ
く
、
と
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
然
る
 に
 、
道
元
は
 、
 
「
 い
は
 

ゆ
る
有
時
は
 、
 時
す
で
に
こ
れ
 有
 な
り
、
有
は
み
な
 時
 な
り
」
（
「
有
時
」
）
と
い
っ
て
、
常
識
が
区
別
し
て
と
ら
 

え
る
存
在
と
時
と
を
、
 

直
ち
に
「
有
時
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
「
有
時
」
巻
の
 
、
 「
 尽
時
 を
尽
 有
と
究
 尽
す
る
の
み
、
さ
ら
に
剣
法
な
し
。
 

」
と
い
う
言
葉
は
 
、
存
 

在
 と
時
と
が
 
有
 即
時
、
時
郎
 有
 と
し
て
相
即
 相
 入
す
る
 
ナ
 
」
と
を
よ
り
強
く
説
い
た
も
の
と
い
え
よ
 

う
 。
道
元
に
よ
 れ
ば
、
「
 悉
 有
は
仏
性
」
 

（
「
仏
性
」
）
で
あ
り
、
「
 
い
 は
ゆ
る
仏
性
を
し
ら
ん
と
お
も
 は
ば
、
 し
る
べ
し
、
時
節
因
縁
こ
れ
な
り
 ピ
 
（
「
仏
性
 」
）
と
い
わ
れ
る
こ
と
 

か
ら
、
仏
性
と
は
時
節
因
縁
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
 か
る
。
す
な
 ね
 ち
、
有
と
時
と
仏
性
と
は
不
一
小
異
な
 る
 関
係
で
現
成
し
て
い
 

る
の
で
あ
り
、
「
有
時
」
と
は
正
に
こ
の
事
実
を
意
味
す
 る
も
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
「
有
は
み
な
時
な
り
」
、
「
 
悉
 有
は
仏
性
な
 り
 」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
性
と
何
と
が
形
式
論
理
的
に
 同
一
で
あ
る
と
い
う
 

こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
 0
 ま
た
、
「
 有
 」
と
い
い
 

「
 悉
有
 」
と
い
う
の
も
、
所
謂
の
「
 無
 」
に
対
す
る
 固
定
し
た
る
「
 有
 」
で
 

@
4
 

付
 
）
 

@
 
Ⅰ
 
0
 
）
 

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
「
仏
性
」
巻
に
は
、
 偽
 凹
め
 
「
一
切
衆
生
 無
 仏
性
」
の
語
が
引
用
さ
れ
、
仏
性
 の
無
 な
る
こ
と
が
説
か
 

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
い
わ
れ
る
「
 無
 」
 も
 

「
 有
 」
に
対
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
 は
 存
在
の
単
な
る
否
定
 

 
 

で
あ
り
、
一
切
を
現
成
せ
し
む
る
根
源
的
な
ち
か
ら
と
し
 て
の
仏
性
を
意
味
す
る
こ
と
な
き
、
単
な
る
虚
無
に
す
 ぎ
な
く
な
る
で
あ
ろ
 

ぅ
 。
道
元
が
「
 悉
 有
は
仏
性
な
り
」
と
い
い
な
が
ら
、
 

一
 方
で
、
仏
性
は
無
な
り
と
す
る
の
は
、
「
空
な
る
の
 ゑ
 に
空
と
い
は
ず
、
 
無
な
 

る
ゆ
ゑ
 に
 無
 と
い
は
ず
、
仏
性
空
な
る
の
 ゑ
 に
 無
 と
い
ふ
 。
」
（
「
仏
性
」
）
、
す
な
 

ね
 ち
、
仏
性
の
無
自
性
空
な
る
 が
た
め
で
あ
っ
た
。
 ま
 

た
 、
無
自
性
空
な
れ
ば
こ
そ
、
仏
性
が
有
に
非
ず
し
て
 虹
 @
 
あ
ら
ず
、
有
に
し
て
同
時
に
無
な
り
、
と
も
い
え
る
 の
で
あ
る
。
「
仏
性
空
」
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も
 止
ま
る
こ
と
な
く
、
常
に
等
し
い
速
さ
を
も
っ
て
 永
 仝
 迷
 に
流
れ
て
ゆ
く
。
ま
た
、
総
て
の
存
在
は
、
こ
の
永
遠
 な
る
時
の
流
れ
の
中
に
 

 
  

 



道元 禅 におけ 6% 脱の時 

 
 存

在
す
る
も
の
（
 悉
有
 ）
は
、
た
だ
現
在
の
一
瞬
に
お
 い
 て
存
在
す
る
。
（
 

5
 ）
時
と
は
刹
那
に
生
滅
す
る
存
在
そ
の
 

も
の
（
仏
性
）
で
あ
 

  
    

  
性 
空、 

一
切
が
空
な
る
仏
性
の
現
成
で
あ
り
、
刹
那
に
生
じ
刹
那
 

に
 滅
し
て
無
常
 不
停
 、
無
所
 往
 な
る
こ
と
を
意
味
す
る
 
の
で
あ
っ
 

先
に
わ
れ
わ
れ
は
、
有
と
時
と
仏
性
と
が
不
一
下
異
な
 

る
 関
係
で
あ
る
こ
と
を
み
た
の
で
あ
る
が
、
結
局
そ
れ
は
 

、
 右
も
仏
性
空
、
 
時
 

  
一 

か
か
る
、
有
無
を
超
え
て
仏
性
の
現
成
す
る
道
理
は
 、
 「
 
現
成
公
案
」
の
巻
頭
に
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
 先
 ず
は
じ
め
に
、
 

諸
法
の
仏
法
な
る
時
節
、
す
な
は
ち
迷
悟
あ
り
、
修
行
 あ
り
、
 生
 あ
り
 死
 あ
り
、
諸
仏
あ
り
衆
生
あ
り
。
 

と
い
う
の
は
、
古
仏
性
な
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
 、
 次
に
は
、
 

万
法
と
も
に
わ
れ
に
あ
ら
ざ
る
時
節
、
 ま
ど
ひ
 な
く
さ
 と
り
な
く
、
諸
仏
な
く
衆
生
な
く
、
生
な
く
 滅
 な
し
。
 

と
い
っ
て
、
 無
 仏
性
な
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
さ
ら
 Ⅱ
 
@
 
し
、
 

仏
道
も
と
よ
り
 豊
倹
よ
 り
 跳
 出
せ
る
の
 ゑ
 に
、
生
滅
 あ
 り
 、
迷
悟
あ
り
、
生
仏
あ
り
。
 

と
い
う
の
は
、
仏
性
空
な
る
が
こ
そ
、
総
て
が
現
成
し
 来
た
る
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
道
元
は
 こ
れ
だ
げ
に
と
ど
ま
 

ず
 、
な
お
も
 、
 

し
か
も
か
く
の
ご
と
く
な
り
と
い
 へ
 ど
も
、
華
は
愛
惜
 に
ち
り
 、
 州
は
棄
 嫌
 に
お
ふ
る
の
み
な
り
。
 

と
い
っ
て
、
仏
性
の
無
常
な
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
 あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
無
自
性
空
な
る
仏
性
は
固
定
的
な
 る
も
の
で
は
な
く
、
 

々
と
新
し
き
 有
 と
し
て
自
己
を
脱
落
現
成
す
る
、
無
常
 仏
 性
 な
の
で
あ
る
。
 

  ら 
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り
 、
只
今
の
瞬
間
に
刻
々
と
起
こ
り
、
消
え
て
ゆ
く
無
常
 仏
性
で
あ
る
。
時
は
永
遠
に
、
た
だ
現
在
の
一
瞬
一
瞬
 と
し
て
あ
る
、
と
い
う
 

よ
り
ほ
か
に
あ
り
得
な
い
 0
 し
か
も
、
こ
の
現
在
の
一
瞬
 は
 永
劫
に
わ
た
る
過
現
未
の
三
時
を
貫
く
瞬
間
で
あ
り
 、
わ
れ
わ
れ
が
過
去
と
 

い
い
、
未
来
と
い
う
も
、
そ
れ
は
、
只
今
の
一
瞬
に
存
在
 す
る
も
の
の
存
在
の
仕
方
の
相
違
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 こ
の
瞬
間
に
存
在
す
る
 

も
の
も
直
ち
に
否
定
さ
れ
、
無
に
帰
す
る
の
で
あ
り
、
 存
 在
 者
が
真
に
存
在
し
 ぅ
 る
の
は
た
だ
現
在
の
瞬
間
に
お
 い
て
の
み
で
あ
る
。
 
従
 

っ
て
、
存
在
す
る
も
の
は
悉
く
永
遠
の
現
在
に
お
け
る
 絶
 待
在
 と
な
る
。
こ
の
、
前
後
 際
断
 し
な
が
ら
三
世
を
貫
 く
 
「
い
ま
」
が
、
ま
さ
 

に
 
「
有
時
の
而
 今
 」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
過
去
に
対
す
る
 今
で
も
な
く
、
未
来
を
待
つ
仝
で
も
な
い
。
独
立
無
 伴
 、
絶
待
の
現
在
で
あ
 

る
 。
常
識
的
に
、
現
在
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て
区
別
さ
 れ
る
過
去
お
よ
び
未
来
は
 、
 実
は
只
こ
の
現
在
の
一
瞬
 に
 総
て
内
包
さ
れ
て
い
 

る
 、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
の
生
き
る
 世
 弄
 は
、
か
く
の
如
 き
 現
在
の
瞬
間
を
お
い
て
外
に
は
な
 い
 の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
 

れ
が
真
に
生
き
る
こ
と
を
求
む
る
な
ら
ば
、
「
い
ま
，
 ナ
 
」
 こ
 」
に
全
力
を
尽
し
て
生
き
る
べ
き
で
あ
る
。
此
の
現
 在
 を
す
て
て
徒
に
未
来
 

（
 
6
 ）
 

を
 待
っ
も
の
は
、
真
に
生
き
る
こ
と
を
 識
 ら
ぬ
凡
夫
の
あ
 り
 方
な
の
で
あ
る
。
 

存
在
す
る
も
の
は
、
只
今
の
一
瞬
に
於
て
 よ
り
 外
に
あ
 り
 得
ぬ
と
す
る
道
元
の
思
想
か
ら
し
て
、
実
践
も
ま
た
 現
 在
 の
一
瞬
に
於
て
よ
 

り
 外
に
起
り
得
な
い
。
そ
れ
故
、
人
は
日
常
茶
飯
中
に
 真
の
生
を
生
き
る
 べ
 ぎ
で
あ
る
 
0
 
 「
い
ま
・
こ
こ
」
に
 存
 す
る
「
わ
れ
」
の
実
践
 

は
 、
世
界
と
共
に
仏
事
を
行
ず
る
「
わ
れ
の
世
界
 円
 
「
 わ
 れ
の
時
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
仏
と
と
も
に
同
生
同
死
す
 る
 事
で
あ
る
。
 

「
 悉
 有
は
仏
性
な
り
」
と
い
わ
れ
る
如
く
、
刹
那
生
滅
し
 て
 無
常
に
存
す
る
も
の
は
、
悉
く
仏
性
の
自
現
に
体
な
 ら
な
い
。
従
っ
て
 、
 

 
 

ハ
 
7
 ）
 

仏
は
 、
い
ま
こ
の
現
在
に
で
は
な
く
、
未
来
に
於
て
 初
 め
て
実
現
す
る
と
い
う
見
解
は
、
道
元
禅
の
立
場
と
全
く
 異
な
る
こ
と
に
な
る
。
 

仏
性
は
 、
 未
だ
来
た
ら
ぬ
何
時
の
時
で
は
な
く
、
日
常
 茶
飯
の
現
在
の
一
行
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
 道
元
は
説
く
。
こ
の
、
 

日
常
茶
飯
の
「
 今
 」
と
い
う
こ
と
は
、
常
識
的
な
見
解
 に
よ
っ
て
「
過
去
」
及
び
「
未
来
」
と
区
別
さ
れ
た
「
 現
 在
 」
を
行
ず
る
だ
け
の
 

 
 

刹
那
主
義
で
は
な
く
し
て
、
「
わ
が
い
ま
」
を
尽
力
 現
 成
す
る
不
断
の
今
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
 正
 に
 
「
つ
ら
な
り
な
が
ら
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か
く
し
て
み
る
と
、
「
有
は
み
な
時
な
り
」
と
い
わ
れ
る
 

場
合
の
有
と
か
時
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
普
通
 に
 考
え
る
と
こ
ろ
の
、
 

生
死
的
な
自
己
の
存
在
と
か
時
間
を
単
に
意
味
す
る
の
で
 は

な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
道
元
が
い
分
と
こ
ろ
 の
 
「
 
有
 」
と
か
「
 時
 」
 

と
い
う
こ
と
は
、
仏
法
の
上
で
の
 有
 と
か
時
と
い
う
こ
 と

で
あ
り
、
生
死
を
脱
落
し
た
有
と
か
時
と
い
ら
こ
と
で
 も

あ
る
。
ま
た
、
仏
法
 

の
上
で
の
有
で
あ
り
、
時
で
あ
る
が
故
に
 、
 有
と
時
と
は
 相

即
相
人
 し
 、
端
的
に
「
有
時
」
と
表
わ
さ
れ
る
の
で
 あ

る
。
従
っ
て
、
「
 有
 

時
 」
と
は
、
単
に
自
己
の
生
死
的
な
立
場
か
ら
み
た
「
 存
 在

 と
時
間
」
、
あ
る
い
は
一
存
在
即
時
間
」
と
い
う
こ
と
 で

は
な
い
。
 

「
有
は
み
た
時
な
り
」
と
い
う
言
葉
の
背
後
に
は
、
生
死
 的

な
有
が
悦
生
死
的
な
有
に
、
生
死
的
な
時
が
脱
生
死
 的

な
時
に
転
換
さ
れ
 

る
 、
と
い
う
関
係
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
「
 有

 は
み
な
時
な
り
」
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
「
生
死
的
 な
 有
は
み
な
生
死
的
な
 

時
 で
あ
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
の
み
で
な
く
、
さ
ら
に
、
 

「
悦
生
死
的
な
有
は
み
な
悦
生
死
的
な
時
で
あ
る
」
 

こ
 と

を
同
時
に
意
味
す
 

      

ま
こ
の
一
瞬
に
お
け
る
実
践
は
 、
 決
し
て
未
来
に
悟
り
を
 得

る
た
め
の
手
段
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
が
絶
待
的
な
 意

味
を
も
っ
必
然
的
な
 

 
 

 
 

る
 自
由
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 
 
 

真
に
存
在
す
る
屯
の
は
、
た
だ
永
遠
の
今
と
も
い
 う
 べ
き
 現

在
の
瞬
間
に
存
在
す
る
。
し
か
も
、
眼
前
の
瞬
間
 瞬
 間

は
脱
落
の
時
で
あ
 

り
 、
わ
れ
は
、
い
ま
こ
の
と
き
に
、
前
後
を
待
た
ぬ
 、
皿
 明

後
に
対
せ
ぬ
絶
待
現
前
の
脱
落
の
行
を
不
断
に
実
践
す
 る

の
み
で
あ
る
 0
 か
か
 

る
 、
前
後
 際
断
 し
て
絶
待
現
在
な
る
今
を
只
管
に
行
ず
る
 わ

れ
は
、
そ
の
ま
ま
同
時
に
仏
で
あ
り
、
も
は
や
遠
 き
 彼

方
に
仏
を
求
む
る
 必
 

要
 は
な
い
ん
「
 打
坐
 印
仏
法
」
と
い
い
、
「
研
修
の
功
徳
、
 

か
な
ら
ず
 熟
脱
 の
と
き
あ
り
」
と
い
う
の
も
、
正
に
こ
 の

道
理
を
説
か
ん
と
す
 

る
も
の
で
あ
っ
た
。
 



る
 、
と
解
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
 

0
 そ
れ
は
ま
た
、
「
身
心
 

脱
落
」
の
有
は
み
な
「
脱
落
身
心
」
の
積
極
的
な
時
で
 

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
 

を
も
意
味
す
る
。
然
ら
ば
、
か
か
る
、
生
死
的
な
有
時
 

か
ら
悦
生
死
的
な
有
時
へ
の
転
換
、
す
な
わ
ち
逸
脱
 

は
如
 何
に
し
て
な
さ
れ
る
の
 

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ほ
、
思
量
を
も
っ
て
、
自
己
の
有
を
 

時
の
外
に
、
生
死
の
外
に
観
ず
る
こ
と
で
は
な
く
、
 

こ
 の
 現
実
の
生
死
そ
の
も
 

の
に
悦
生
死
の
時
あ
る
こ
と
を
、
行
に
よ
っ
て
体
得
す
る
 

こ
と
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
、
「
生
死
を
生
死
に
ま
か
せ
て
」
（
 

8
 ）
自
己
を
行
 ず
る
時
は
、
「
生
死
の
な
か
に
 

仏
 あ
れ
ば
、
生
死
な
し
 

。
」
（
「
生
死
」
）
 

と
い
 

 
 

 
 

 
 

初
物
の
 
相
 擬
せ
ざ
る
は
 
、
 

時
時
の
相
擬
せ
ざ
る
が
ご
と
し
。
 

こ
の
 の
ゑ
 に
 

同
時
発
心
あ
り
、
 

同
心
 発
 時
あ
り
。
 

お
よ
び
修
行
成
道
も
か
く
の
ご
と
し
。
 

穏
 
持
駒
と
説
か
れ
る
自
己
 

と
し
て
の
「
わ
れ
」
は
、
尽
大
地
、
尽
虚
空
の
み
 

逸
 脱
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
 

 
 

 
 

 
 

な
ら
な
い
。
有
時
の
物
 

幼
 時
時
は
相
対
で
は
な
く
、
そ
れ
 

ぞ
れ
全
機
現
に
し
て
 

相
睾
擬
 

（
 
0
 
l
 
）
 

 
 

 
 
 
 

お
 
一
 

 
 
 
 

 
 

 
 

趙
 
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
 

0
 故
に
道
元
は
 
、
 

 
 
 
 

道
 

そ
れ
 尽
界
 を
も
て
 
尽
界
 を
空
尽
す
る
と
は
い
 

ふ
 な
り
。
 



あ
り
、
然
も
、
そ
の
 一
 が
そ
の
ま
ま
同
時
に
多
で
あ
 

 
 

現
成
す
る
は
た
ら
き
を
い
 う
 の
で
あ
る
。
然
る
に
こ
 

自
性
空
な
る
は
た
ら
き
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 従
 

他
を
 睾
 擬
し
て
封
地
関
係
に
あ
る
弁
証
法
的
な
統
一
 る

よ
う
な
、
 回
 左
下
日
互
の
関
係
で
あ
り
、
有
時
の
而
 今
に
 己
 れ
を
脱
落
し
、
全
機
 

の
 逸
脱
 は
 、
相
対
す
る
自
他
の
対
地
的
な
作
用
で
は
な
く
 、
 自
が
自
を
否
定
す
る
 無
 

っ
て
、
有
時
の
回
瓦
木
日
工
 は
、
 未
だ
な
お
 肯
 ・
否
の
相
 対
 性
な
め
こ
し
、
相
互
に
 

の
 論
理
で
は
な
い
。
有
時
の
而
今
に
脱
落
現
成
す
る
「
 呑
 却
 吐
却
」
の
道
理
は
 、
単
 

@
@
 

Ⅱ
）
 

こ
の
 
透
脱
 全
機
現
の
道
理
を
あ
ら
わ
す
も
の
が
「
呑
却
 吐
 却
 」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
 

多
 な
る
物
物
 時
々
が
同
時
に
一
で
 

自
ら
を
 里
 擬
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
を
透
 脱
 、
脱
 落
す
る
こ
と
で
あ
り
、
自
己
を
否
定
す
 

「
ほ
と
げ
に
擬
せ
ら
る
る
」
（
「
行
伍
威
儀
」
）
こ
と
に
ほ
 
か
な
ら
ぬ
。
 

「
全
機
」
の
巻
に
 、
 

そ
の
 透
脱
 と
い
ふ
は
、
あ
る
ひ
は
生
も
生
を
透
脱
し
、
 死
 も
 死
を
透
脱
す
る
な
り
。
 

こ
の
 の
ゑ
 に
 、
 

出
生
死
あ
り
、
人
生
死
あ
り
、
と
も
に
 究
 尽
の
大
道
な
  
 

浩
生
死
あ
り
、
 度
 生
死
あ
り
、
と
も
に
 究
 尽
の
大
道
な
 @
0
 

と
い
わ
れ
る
ご
と
く
、
生
の
透
脱
は
相
対
す
る
死
に
 ょ
 る
の
で
は
な
く
、
死
の
透
脱
も
相
対
の
生
 

の
、
死
 そ
の
も
の
の
自
己
否
定
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
 自
 己
 な
透
 脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
 

を
透
 脱
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
生
も
生
を
 逸
脱
し
、
死
も
死
に
人
出
し
て
、
生
死
 る

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
 

に
 よ
 る
の
で
は
な
い
。
生
そ
の
も
の
 

に
 生
死
の
時
は
生
死
に
人
出
し
、
自
己
 

は
 生
死
を
透
脱
す
る
の
で
あ
る
。
 

す
な
 は
ち
 有
 な
り
、
時
な
り
。
 

（
「
右
 
@
 
時
 」
）
 

と
い
っ
て
、
有
時
の
睾
 擬
が
他
睾
擬
 で
は
な
く
、
白
墨
 擬
 な
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
 

丈
六
全
身
を
も
て
丈
六
全
身
す
る
を
、
発
心
・
修
行
・
 監
 ロ
提
 ・
 浬
繋
と
 現
成
す
る
、
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（
円
 
@
 
）
 

異
に
し
て
通
時
間
的
な
る
関
係
な
の
で
あ
る
。
 

「
全
機
」
の
巻
に
 、
 

生
は
死
を
睾
擬
せ
ず
、
死
は
生
を
呈
擬
せ
ざ
る
な
り
。
 

尽
大
地
・
 
尽
 虚
空
、
と
も
に
生
に
も
あ
り
、
死
に
も
あ
  
 

し
か
あ
れ
ど
も
一
枚
の
尽
大
地
、
一
枚
の
尽
虚
空
を
 、
生
 に
も
全
機
 し
、
 
死
に
も
全
機
す
る
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
  
 

一
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
異
に
あ
ら
ず
、
 

異
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
即
に
あ
ら
ず
、
 

即
 に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
多
に
あ
ら
ず
。
 

こ
の
 の
ゑ
仁
、
 

生
 に
も
全
機
 現
 の
家
法
あ
り
、
 

死
に
も
全
機
 現
 の
求
法
あ
り
、
 

主
 に
あ
ら
ず
死
に
あ
ら
ざ
る
に
も
全
機
 現
 あ
り
。
 

時
 

の
 

全
機
現
に
 、
生
 あ
り
 死
 あ
り
。
 

熟
脱
 

 
 

と
い
う
の
は
、
有
時
の
而
今
に
「
呑
却
吐
却
」
す
る
 物
 幼
 時
時
が
、
不
一
下
異
本
即
不
多
に
し
て
無
自
性
空
な
る
 が
 こ
そ
、
民
有
 尽
 時
の
 

ナ
 
 
 

 
 
 
 

お
全
機
現
成
が
あ
る
道
理
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

て
 他
に
対
せ
ず
、
 
相
睾
 擬
す
る
こ
と
が
な
い
 自
睾
擬
 の
 透
 脱
 で
あ
る
。
そ
れ
は
、
 

5
9
 

潜
 心
王
 

擬
は
擬
を
さ
 へ
 擬
を
み
る
。
 

に
 肯
定
を
否
定
す
る
の
み
で
な
く
、
 肯
 ・
否
を
と
も
に
 否
 走
 す
る
が
故
に
、
同
時
に
、
肯
定
で
も
あ
り
、
否
定
で
 も
あ
り
う
る
、
不
一
下
 



な こ な が で 

か 然 
あ 仏 

と る 擬 あ 失 っ と 

た し 魚 で ら を る に た 同 
だ か の 択 ば 

用 あ 水 の   
太 れ を ょ か 四 
の ど 行 う か 

て る無 とき 魚 も ⅤⅠ Ⅰ "  V 地 " ァ し 木 

は 鳥 ゆ べ 擬   
便 、 げ て 自 
大 い ど い 在 

打 ず 

な ま も る な る 
り だ 水 。 る の 

" も の 絶 み 
裏 か き 待 
りへ し も よ 現 
の よ な 在 

であ 

の   
世 く、鳥 ときは りみ，つ 界 

使 そ そ と 「身心 に生き ・・・これである じて 自 

@ 「 

もま 

プ 二口 

か わ ら 。 持 弓 る 脱 吐 
な な を エ Ⅱ 外 

り は と 何 白け なり 」 透 脱 人は 落の キハ 中 r 
。 な ぶ な 」 

し 、 有 と 

れ に る と う い は もよ 

ず   道 い る ま み と 処 ね 、 こ な ま 

ぶ 
であ 

れ と こ 脱 さ 
と る 同 に 落 v@ ヒ 

  る 身 只、 
へ の 維持「 待に自 心 

か 
管 

ど 現 。 " 己 の   ケナ し 

も 在 こ を 時 
そ     的 の 忘 で 

打 

ら れ 
坐 

に 身 れ あ す 
の 沖 @ し し む て る る 

き 関 て 脱 」 」 入 
むま し 同 藩 只 と 息 
な て 時 し 管 い 
し 

出 

  息 
  的 、 てに 前行 ち ょ F@ 目 

万 積 今 ず ぅ セま 

も よ 極 は ろ に か 

現 「 
的 全 こ 解 な 
な 機 と せ ら 

成 時 現 に ら 

公 
案 」   
の る空瞬 「 ぎ で ・ 

と 

表 
ね こ 擬 
さ れ は 
れ 時 擬 
る な を 
" 9 % 

本 。 す 
質 る 

的 な 
な   

時 「 
口 

の （ 

「有時」 はたらぎ功 @ で 

あ ） 

り、 

居、 
且 且 
分 
別 
を 
  
  
て 

観 
ず 
る 

と 
    

ろ 
で ・ 

レま 

な 
  
  

わ 
れ 
わ 
れ 
も よ 

時、 

す 
な 
わ 
ち 
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か
く
の
ご
と
く
し
て
、
 

頭
頭
に
辺
際
を
つ
く
さ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
く
、
処
処
に
 踏
 翻
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
と
い
 へ
 ど
も
、
 

鳥
 も
し
そ
ら
を
 い
 づ
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
に
死
す
 、
 魚
も
 し
 水
を
 ぃ
 づ
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
に
死
す
。
 

以
 。
水
薦
。
 
令
 し
り
ぬ
べ
し
、
 
以
 。
 空
為
 。
 
令
 し
り
ぬ
べ
し
、
 

以
 烏
焉
 命
 あ
り
、
 
以
魚
 為
合
あ
り
、
 

以
 食
薦
 鳥
 な
る
べ
し
、
 
以
 食
薦
 急
 な
る
べ
し
。
 

こ
の
ほ
か
さ
ら
に
進
歩
あ
る
べ
し
、
 

修
証
 あ
り
、
そ
の
 -
 
毒
舌
念
者
あ
る
こ
と
か
く
の
ご
と
し
。
 

し
か
あ
る
を
 、
 水
を
ぎ
は
め
、
そ
ら
を
 ぎ
 は
め
て
の
ち
、
 
水
 そ
ら
を
 ゆ
 か
ん
と
擬
す
る
 鳥
魚
 あ
ら
ん
は
、
 

水
 に
も
、
そ
ら
に
も
、
 
み
ち
 を
 ぅ
 べ
か
ら
ず
、
と
こ
ろ
 な
う
 べ
か
ら
ず
。
 

こ
の
と
こ
ろ
を
 う
 れ
ば
、
こ
の
行
李
し
た
が
ひ
て
現
成
分
 案
す
 。
 

こ
の
み
ち
を
 
う
 れ
ば
、
こ
の
行
事
し
た
が
ひ
て
現
成
公
案
 な
り
。
 

こ
の
み
ち
、
こ
の
と
こ
ろ
、
大
に
あ
ら
ず
小
に
あ
ら
ず
、
 

自
 に
あ
ら
ず
佗
に
あ
ら
ず
、
 

さ
 き
ょ
り
あ
る
に
あ
ら
ず
、
い
ま
現
ず
る
に
あ
ら
ざ
る
が
 ゆ
ゑ
 に
、
か
く
の
ご
と
く
あ
る
な
り
。
 

時
 

膝
 

す
な
 ね
 ち
、
自
由
 無
擬
 に
し
て
絶
待
現
在
な
る
 「
こ
の
み
ち
、
こ
の
と
こ
ろ
」
と
は
、
「
大
小
に
あ
ら
ず
 

、
 自
佗
 に
あ
ら
ず
、
先
後
に
 

熟
る
あ
ら
ざ
る
が
ゆ
 ゑ
 に
、
か
く
の
ご
と
く
あ
る
」
と
 ナ
 

」
ろ
の
、
 い
 ま
こ
の
眼
の
前
に
現
前
す
る
、
自
己
 透
 脱
会
 機
 現
の
必
然
的
自
由
な
る
 世
 

ヰ
ノ
 

 
 曲

界
 を
お
い
て
ほ
か
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ず
 、
未
来
の
行
く
手
に
も
ま
た
得
る
べ
き
道
な
く
、
あ
る
 の
は
た
だ
現
在
に
飛
ぶ
鳥
の
 

道
 

み
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
不
断
に
飛
び
な
が
ら
、
而
も
前
 俊
傑
 断
 す
る
 
一
 
，
 
今
 」
の
連
続
で
あ
り
、
行
持
現
成
す
る
 有
 時
の
而
今
で
あ
る
。
 
水
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括 が と 禅 と い ち は れ る の で の 

 
 

現
成
で
あ
り
、
い
ま
こ
の
水
生
に
同
参
す
る
魚
鳥
は
 

、
，
 
」
の
水
牢
に
お
い
て
、
自
己
を
透
 

脱
 、
一
法
 

究
 尽
し
、
 

随
 行
得
処
に
 

飛
翔
遊
泳
 

き
る
の
で
あ
る
。
水
牢
 

を
以
 
っ
て
命
と
な
し
、
魚
の
水
 

な
 行
く
 
、
 鳥
の
空
を
飛
ぶ
、
と
い
う
の
は
、
仏
道
の
真
の
 

あ
り
方
を
表
わ
す
も
 

で
あ
る
。
 

こ
こ
に
、
 

水
 ・
 
空
 ・
 
命
 と
い
う
の
は
仏
性
空
、
証
を
表
わ
 

し
 、
角
行
、
鳥
 

飛
 と
は
、
人
々
の
行
を
表
わ
し
た
も
の
 

と
み
る
こ
と
が
で
き
 

。
天
地
底
 

界
 に
透
脱
す
る
 

水
 空
は
際
涯
が
な
い
。
「
 

魚
 鳥
 、
い
ま
だ
む
か
し
ょ
り
 

み
づ
 
そ
ら
を
は
な
れ
ず
。
」
と
 

あ
る
如
く
、
わ
れ
わ
 

の
 
、
こ
の
み
ち
、
こ
の
と
こ
ろ
に
お
け
る
不
断
の
限
り
な
 

き
 実
践
は
 

、
 つ
ね
に
仏
性
と
の
同
生
同
参
で
あ
り
、
 

修
 行
 、
す
な
わ
ち
坐
禅
 

 
 

 
 

 
 

に
 
死
す
 
ピ
 ご
と
く
、
人
が
不
断
に
行
ず
る
こ
と
を
忘
れ
 

、
 打
 坐
を
忘
れ
、
仏
道
を
は
な
れ
る
な
ら
ば
、
も
は
や
 

真
の
生
は
あ
り
得
な
 

の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
 

以
鳥
 
為
合
あ
り
、
 

以
魚
 
為
合
 
あ
 り
 、
収
合
 
為
鳥
 
な
る
べ
し
、
 

以
命
為
急
 

な
る
べ
し
」
と
 

い
う
の
は
、
修
と
 

証
 

か
回
 
五
一
体
な
る
こ
と
を
表
わ
す
と
と
も
に
、
 

悉
右
 
の
 
仏
 性
 な
る
こ
と
、
あ
る
い
 

は
 、
「
坐
禅
の
功
徳
、
か
の
 

魚
 行
 の
ご
と
し
、
」
（
「
 

坐
 

飯
 」
）
と
述
べ
ら
れ
る
よ
 

う
 に
、
 
打
坐
即
 

仏
法
な
る
こ
と
 

を
 表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

を
 示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ま
、
論
理
の
展
開
か
ら
 

そ
れ
を
推
察
す
る
と
、
魚
に
つ
い
て
は
「
城
水
薦
 

水
 」
、
 
「
 
以
 無
為
 
魚
 」
の
 
境
 

、
 鳥
に
つ
い
て
は
「
 

以
空
 
鶉
杢
」
、
「
 

以
 烏
焉
 
鳥
 」
の
 
境
 が
 不
日
互
の
局
面
と
な
り
、
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
 

回
 瓦
木
日
 
互
の
境
を
包
摂
、
 

統
 

し
た
境
が
、
「
 

以
毒
 
為
書
」
、
「
収
合
為
合
」
と
な
る
。
 

て は も 
自 、 空 
己 遂 も 

な に 用 
脱 そ 大 
落 の ィ吏   
と を 要   
に こ 小 

、 と で、 

却 が あ 
つ 出 り 

て 来   
方 な 魚 
法 い 鳥 
Ⅲ こ 0  レま 

通 万 水 
じ 法 空 

" な と 

ィム 究 と 

と め も 

の 尽 に 

同 さ あ 
生 ん る 
同 と 。 
参 せ 水   
覚 （ 究 
す 万 め 
る 洗 っ 

このく となし 
が か た 
て "  て "  る 

き し 後 
る 自 に 

。 巨 水 
尽 を 室 
昇 志 を 

  
こ 法 と 

懇 義す 
る 

五苦 魚 

性 れ ，鳥 
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道元 禅 における 熟 脱の時 

師 て 

より 名か 一； 局、 
の い る 

ち 人生魚 「「 五 
十 禅 行 
全 域 水 
年 」 」、 

なが「 りあ 鳥 
。 る 飛 

か 。 空 
」 と の坐 道元 

禅 は い 

域 こ う 

を 0 表 
み 巻 現 
て で を   
こ 宏 っ 

0 坐禅、 管 て 
禅 師 打 
絃 の 坐 
を 生 即 
探 梅 仏 

す ピを、 儀法 
と 称 修 
い 賛 証 

つ し 一 
て " 等 
目 許 な 
ら 細 る 
も な 脱 
坐 評 落 

禅 釈 の 
篇 を 道 
を 加 理 
撰 え を 
し た 説 

、 る く 

最後も 後、 の 

名 宏 に「 に 「いま 、 
智 宏 文 

智禅 禅師 とし 

63  (577) 

時
 」
の
巻
に
お
い
て
み
ら
れ
る
 ょ
 5
 な
、
 五
位
の
論
理
（
 

，
 
i
 

）
 を
以
 っ
て
「
呑
却
吐
却
」
を
説
く
、
脱
落
の
論
理
で
あ
る
  
 

先
の
命
題
に
こ
れ
ら
を
補
い
、
排
列
し
な
お
し
て
表
わ
 

す
と
、
 

修
と
託
 

と
の
関
係
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
 

 
 

 
 

 
 

地
 
る
 
の
 
の
 

 
 

け
以
魚
 

為
合
、
以
鳥
潟
 

命
 

㈲
 以
命
為
魚
 

、
以
 

命
為
鳥
 

㈱
臥
木
為
 

永
 
、
以
 

空
為
空
 

⑳
 以
魚
為
魚
 

、
以
鳥
潟
 

鳥
 

㊦
 以
 
詩
篇
 

語
 
、
以
 

命
 
為
合
 

下
国
互
の
局
面
を
表
わ
 

を
意
味
す
る
。
こ
こ
に
 

み
で
な
く
、
同
時
に
 、
 

。
そ
れ
は
、
正
に
「
 有
 



水
漬
徹
底
今
、
魚
荷
遅
遅
。
 

 
 

空
閲
 
真
陸
今
、
鳥
戒
香
香
。
 

宏
智
 、
道
元
 
両
 禅
師
の
坐
禅
哉
を
列
記
す
る
と
、
「
 

仏
 仏
要
機
 
、
祖
 祖
機
要
 
」
 

法
 」
の
仏
法
の
局
面
が
、
他
方
で
は
 

打
 坐
の
局
面
が
 
、
そ
 れ
ぞ
れ
に
強
調
さ
れ
、
 

水
漬
 徹
地
 今
、
魚
荷
 似
魚
 。
 

空
 闇
 通
夫
今
、
 
鳥
飛
 加
島
。
 

の
 句
は
双
方
に
み
ら
れ
る
が
、
一
方
で
は
 
一
 
，
 
打
坐
即
仏
 

意
味
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
」
か
る
。
 

秋
 重
義
治
博
士
 

  

曾
 無
分
別
 左
 思
、
英
知
 無
偶
而
奇
 。
 

曾
虹
宜
 @
 
宅
忽
之
兆
 、
英
照
熊
取
両
下
。
 

英
 知
白
散
、
 

曾
 無
分
別
左
思
。
 

英
照
白
妙
、
 

曾
無
亮
忽
之
兆
 。
 

不
触
 車
両
 知
 、
 
其
 丸
目
敏
、
 

小
樹
緑
雨
 照
 、
英
照
白
妙
。
 

仏
体
 要
機
 、
不
敵
車
両
 知
 、
 

祖
祖
機
要
 、
不
 封 緑
雨
 照
 。
 

宏
智
 禅
師
坐
禅
 頴
 

曾
無
 染
汚
亡
親
、
英
親
無
妻
 而
 脱
落
。
 

皆
無
玉
偏
左
証
、
 
某
証
無
 図
面
功
夫
。
 

英
親
由
規
、
 

曾
無
 染
汚
。
 

兵
威
自
証
、
 

曾
無
 正
編
。
 

不
思
量
面
魂
、
具
現
由
規
。
 

不
同
互
市
 成
 、
 
某
成
 自
証
。
 

仏
伝
 要
機
 、
不
思
量
 而
現
 、
 

祖
祖
機
要
 、
不
同
工
面
 成
 。
 

道
元
禅
師
坐
禅
 絨
 

の - の 

5 大 卒 
5 車 禅 紋 にな なり 、 
り と そ 

、 参 れ 
対 学 道 
匂 す 未 

、 べ 是 

対 し に 
偶 、 あ 

をこら もれ ざ 
っ 単 れ 
て 伝 ど   

整正 " のも " 
然 印 さ 

と な ら 
五 り に 
句 ピ か 
に と く 

横 縞 の 
成 ん ご 
さ で と 

れ い く 取 Ⅰ 道 て、 る。 
るしい す 
こ ま べ 

と " ぎ 
が 宏 な 

    
に 万 は   

。 師 伝 
の 祖 
生 め 
祥 月 

  
並 か 
べ な 

て も 
示 ず 
す 坐 
と 禅 
次 を 
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道元 禅 における 熟 脱の時 

第一図 表 智 禅師坐禅 簾 

仏 伝 英 機 知 尹 :-  矢口 白 布 敬 

柚 柑 機 要 照 田 :  照 :  自 攻少 

角、 ィテ 遅 j 星 

  弓 飛 杏 杏 

令無 @J, 則之 思 共知無隅而奇 

令無若                             英照熊取面工 

第二図 道元禅師坐禅 筋 

仁 。 仁 、 要 機 現 真 -  親 日 親 

祖 禍 機 要 成 真 -  成 白 縫 

魚 、 行 仮 免、 

鳥 飛 加 島 

禽 無 染 汚 無 妻 而 脱 落 

  合 無 上 編 l   無 図面工夫   
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は
 、
 宏
智
 、
道
元
岡
禅
師
の
坐
禅
篇
を
脱
落
の
論
理
に
 よ
っ
て
図
示
し
、
「
二
つ
の
坐
禅
級
は
二
つ
並
べ
て
見
る
 と
 異
な
っ
て
い
る
が
、
 

こ
れ
を
表
、
裏
に
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
両
者
は
ぴ
っ
た
 り
と
合
致
し
て
表
裏
一
体
と
な
り
、
い
さ
さ
か
の
相
異
も
 見
ら
れ
な
い
。
」
と
 
述
 

二
つ
の
坐
禅
 歳
が
 、
ち
ょ
う
ど
鏡
に
映
っ
た
自
分
の
像
を
 み
る
と
き
の
よ
う
に
、
鏡
像
と
実
像
と
の
対
称
的
な
関
 係
 に
あ
る
こ
と
を
説
い
 

（
 
巧
 ）
 

底
 修
の
境
地
が
出
現
す
る
。
こ
の
第
二
百
と
第
四
句
に
 

べ
 、
て
い
る
。
 

お
い
て
は
、
第
一
句
、
第
二
旬
に
お
い
て
み
ら
れ
る
 よ
う
 ね
 、
 修
 
・
証
が
相
互
に
 

こ
の
よ
う
に
、
 
宏
智
 、
道
元
の
坐
禅
 俄
は
 、
と
も
に
 塞
 異
 一
体
の
悟
り
の
世
界
の
真
実
の
相
を
、
あ
る
い
は
表
か
 ら
 説
 き
 、
あ
る
い
は
 

裏
か
ら
説
く
も
の
で
あ
る
が
、
も
と
よ
り
、
両
者
の
坐
 禅
 嚴
を
比
較
考
察
す
る
の
が
目
的
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
 、
道
元
の
坐
禅
 哉
 に
お
 

げ
る
、
「
水
漬
 徹
 。
 地
 今
、
魚
符
 似
 。
 魚
 。
宝
閣
 透
 。
天
分
 、
 鳥
飛
如
 。
 鳥
ピ
の
 語
句
が
如
何
な
る
意
味
を
も
っ
の
 か
 、
と
い
う
こ
と
を
 考
 

察
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
 

道
元
の
坐
禅
 散
 に
お
い
て
、
第
一
句
の
「
仏
伝
 要
機
 、
祖
 祖
 概
要
」
は
、
こ
こ
で
は
証
を
表
わ
し
て
お
り
、
証
が
 不
思
量
、
不
同
瓦
庇
 

の
 坐
禅
に
現
成
し
、
 
託
 と
 修
 と
が
一
つ
に
な
る
こ
と
を
い
 ハ
 
@
 ツ
 。
 

第
二
旬
 は
 、
第
一
句
と
逆
に
、
不
思
量
、
不
同
互
に
し
 て
 現
成
し
て
い
る
 打
 坐
の
非
思
量
底
こ
そ
、
証
で
あ
り
、
 

親
 で
あ
る
と
さ
れ
 

る
 。
す
な
 ね
 ち
、
こ
こ
で
は
修
の
証
な
る
こ
と
が
説
か
れ
 て
い
る
。
こ
の
第
一
句
と
第
二
旬
 は
逆
 変
換
さ
れ
て
お
 り
、
修
 ：
三
証
と
は
、
 相
 

互
に
必
要
不
可
欠
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
 傍
証
は
回
 互
 し
て
一
等
な
る
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
  
 

第
三
旬
 は
 、
 打
生
め
ぅ
 え
に
現
成
し
て
い
る
証
に
は
、
 

正
 偏
 、
迷
悟
と
い
 5
 ／
 5
 な
相
対
す
る
染
汚
の
跡
が
全
く
 な
く
、
徹
底
 証
 で
あ
 

る
こ
と
を
い
う
。
 

第
四
句
は
、
第
三
旬
と
は
逆
に
、
染
汚
、
正
編
な
き
 徹
 底
 証
の
境
地
が
脱
落
し
て
、
代
わ
り
に
、
証
に
内
蔵
さ
れ
 た
 工
夫
専
一
の
 
、
徹
 

目
互
 す
る
関
係
が
否
定
さ
れ
、
下
国
互
の
関
係
に
な
っ
て
 い
る
。
ま
た
、
第
三
旬
 と
 第
四
句
と
の
間
に
も
逆
の
変
 換
 関
係
が
あ
る
。
す
な
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二
見
が
総
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。
道
元
は
、
「
 鳥
飛
 加
島
 」
と
表
現
す
る
突
貫
 地
 に
つ
い
て
、
 

鳥
 も
し
こ
の
空
を
と
 ぶ
 は
、
茂
生
の
一
法
な
り
。
 飛
空
 0
 行
履
は
か
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。
 

茂
生
 は
尽
界
 な
り
、
 尽
 果
無
空
な
る
が
ゆ
え
に
。
 

空
の
飛
去
す
る
と
 き
 、
鳥
も
飛
去
す
る
な
り
。
鳥
の
飛
 表
 す
る
に
、
空
も
飛
去
す
る
な
り
。
 

（
「
坐
禅
 
歳
 」
）
 

飛
去
を
参
究
す
る
 道
取
 に
い
は
 く
 、
貝
柱
 者
裏
 な
り
。
 

時
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
「
 鳥
飛
 」
と
い
う
 ナ
 
」
と
は
、
鳥
と
空
と
が
能
所
二
分
の
関
係
に
あ
る
の
で
は
 な
く
、
 鳥
 聖
一
体
な
る
こ
と
 

 
 

腕
 
を
普
 鎌
 す
る
。
従
っ
て
、
「
 鳥
飛
如
鳥
 」
の
脱
落
 の
 完
売
地
 は
 、
も
は
や
鳥
が
空
を
飛
ぶ
の
で
は
な
い
。
 そ
 れ
は
、
単
に
修
が
否
定
さ
れ
 

（
 
6
 
l
 ）
 

磁
 
る
の
み
で
な
く
、
修
に
対
す
る
証
も
ま
た
否
定
さ
 れ

る
徹
底
脱
落
の
境
で
あ
り
、
順
逆
縦
横
、
無
量
無
尽
の
 、
理
事
無
 擬
 、
事
事
無
 擬
の
 

ゆ
世
界
で
あ
る
。
 

 
 

こ
の
と
こ
ろ
」
と
は
、
か
く
の
ご
と
く
、
差
別
、
対
立
 の
 な
き
平
等
不
変
な
る
道
辺
 

週
 
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
は
る
か
彼
方
の
何
か
特
別
な
 る
も
の
で
は
な
く
、
眼
前
に
 悉
有
透
 脱
す
る
絶
待
現
在
 的
な
世
界
、
す
な
 ね
 ち
、
 行
 
67  (581) 

ね
 ち
、
第
三
旬
に
お
い
て
は
、
証
が
全
力
し
て
、
修
は
 そ
の
な
か
に
 蔵
易
 し
、
第
四
句
に
お
い
て
は
、
修
が
全
力
 し
 

が
蔵
易
 さ
れ
て
い
る
。
 

第
五
旬
 は
 、
思
量
・
不
思
量
、
回
 互
 
・
下
国
 互
 、
 修
 
・
 証
 、
 正
 ・
偏
な
ど
を
一
切
脱
落
し
た
世
界
で
あ
る
。
 

す
 な
 

今
、
魚
符
 似
魚
 」
の
境
地
は
 、
 先
に
考
察
し
た
「
現
成
 公
案
」
巻
の
、
「
 以
水
 為
永
」
、
「
 以
魚
為
魚
 」
、
「
 
以
魚
為
 命
 

包
括
し
た
「
 以
詩
 為
書
」
の
境
地
に
対
応
す
る
。
ま
た
 

「
宝
閣
通
天
今
、
鳥
無
知
 
鳥
 」
の
境
地
は
、
「
 以
空
 為
 

「
 以
 烏
焉
 命
 」
、
「
 
以
命
為
鳥
 」
の
四
句
を
包
括
す
る
「
 以
 命
 為
合
」
の
境
地
に
対
応
し
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
な
究
極
の
境
地
に
お
い
て
は
、
水
に
対
す
る
 魚
 、
 空
に
対
す
る
 鳥
 、
証
に
対
す
る
 修
 と
い
う
よ
う
な
、
 

て
 、
そ
の
な
か
に
 証
 

ね
 ち
、
「
水
漬
 徹
地
 

」
、
「
 
以
 介
馬
魚
」
を
 

空
 」
・
「
風
鳥
 為
鳥
 」
、
 

一
切
の
相
対
立
す
る
 



（
・
 

上
 ）
 

（
 
2
 ）
 

（
 
3
 ）
 

ハ
ア
サ
 

）
 拙

稿
、
「
道
元
 禅
 に
お
け
る
行
と
時
」
、
「
駒
沢
社
会
学
研
究
」
 
第
 
一
 三
号
、
昭
和
五
六
年
、
参
照
。
 

加
藤
家
属
 編
 、
「
正
法
眠
蔵
 
妄
 語
索
引
」
（
上
下
二
巻
、
昭
和
三
 セ
 、
三
八
年
、
理
想
 社
 ）
に
 よ
 れ
ば
、
「
 
熟
脱
 」
の
語
が
門
正
 法
眼
蔵
し
に
用
 

い
ら
れ
て
い
る
例
は
、
「
袈
裟
功
徳
」
巻
の
一
箇
所
の
み
で
あ
る
 。
ま
た
、
「
水
平
底
 
録
 L
 に
お
い
て
は
、
第
十
の
材
 頚
に
 、
「
 
熟
 脱
 一
心
中
」
 

第
二
の
上
堂
に
、
「
時
時
 熟
 」
の
使
用
例
が
あ
る
。
 

「
正
法
眼
蔵
 円
 「
仏
性
」
巻
に
 
、
 「
し
る
べ
し
、
い
ま
仏
性
に
 悉
 有
せ
ら
る
る
有
は
、
有
無
の
有
に
あ
ら
ず
。
 悉
 有
は
仏
語
な
り
 、
低
音
な
り
、
 

仏
祖
 眼
清
 な
り
、
 柄
僧
 鼻
孔
な
り
。
 悉
右
 の
 言
 、
さ
ら
に
 始
有
 に
あ
ら
ず
、
本
有
に
あ
ら
ず
、
 妙
有
 等
に
あ
ら
ず
、
 ぃ
 は
ん
や
 縁
有
 ・
 妄
有
 な
 

ら
ん
や
、
心
境
・
性
相
等
に
か
か
は
れ
ず
。
」
と
あ
る
。
 

コ
聯
燈
会
要
 」
 巻
七
 、
「
 鴻
 山
草
」
 尖
 続
成
ロ
三
石
・
九
・
三
 
一
丁
 
つ
 一
丁
）
 

持
 現
成
す
る
「
有
時
の
而
 今
 」
で
あ
る
。
縦
横
無
尽
に
 過
去
し
、
現
在
し
、
未
来
し
、
時
間
し
、
 無
 時
間
す
る
 而
 今
で
あ
る
。
ひ
と
は
、
 

過
去
に
囚
わ
れ
ず
、
未
来
に
も
 心
 奪
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
 た
だ
「
行
持
現
成
す
る
い
ま
」
を
尽
力
し
て
最
善
に
生
 き
る
べ
き
で
あ
る
、
 と
 

道
元
は
説
く
。
（
 

7
 
1
 
 

）
 

と
ら
わ
れ
の
自
己
を
脱
落
し
、
日
常
の
 行

住
坐
臥
を
不
断
に
、
只
管
に
行
ず
る
そ
の
と
き
は
、
 何
 物
 に
も
拘
束
さ
れ
ぬ
 無
 

擬
 自
在
の
時
で
あ
り
、
仏
を
行
ず
る
時
で
あ
る
。
そ
れ
 は
、
 「
ほ
と
げ
の
ほ
と
げ
を
み
る
、
こ
の
時
節
な
り
、
 こ
 れ
 衆
生
成
仏
の
正
当
 急
 

旗
持
」
（
「
 
二
 一
味
圭
三
味
」
）
で
あ
り
、
仏
性
を
当
 
観
 す
る
 こ
と
に
体
な
ら
ぬ
。
「
有
時
の
而
 
今
 」
と
は
、
か
か
る
、
 仏
性
の
「
わ
が
い
ま
 尺
 

 
 

力
 現
成
」
す
る
行
持
の
い
ま
を
い
う
の
で
あ
っ
た
。
 

結
局
、
わ
れ
わ
れ
が
初
め
に
手
が
か
り
と
し
た
、
「
 熟
脱
 」
と
い
う
言
葉
は
 、
 単
に
、
種
子
が
熟
し
て
結
果
す
る
 如
く
、
修
行
を
重
ね
、
 

時
を
経
た
る
後
に
は
じ
め
て
迷
い
を
脱
し
、
仏
と
な
っ
て
 安
ら
か
な
境
地
に
至
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
 で
は
な
い
 0
 道
元
 神
 に
 

お
い
て
、
仏
性
の
脱
落
現
成
す
る
時
は
、
い
つ
も
、
 す
 で
に
、
「
い
ま
・
こ
こ
」
に
到
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 種
子
の
時
、
葉
の
開
く
 

時
 、
華
の
開
く
時
、
実
を
結
ぶ
 時
 、
そ
の
時
々
が
諸
仏
 同
時
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
花
の
咲
く
こ
と
も
、
果
の
実
 る
こ
と
も
、
そ
の
時
節
 

と
と
も
に
生
死
す
る
、
同
事
・
同
時
の
真
理
の
現
成
な
 の
で
あ
る
。
 

』
 
主
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道元祖における 熟 脱の時 

（ （ （ （ （     
Ⅰ 2 Ⅰ 1 10 9 ） ） ） ） 

        6  5   
                                        るんかいの五仏 い末 ばし 

せえ 他に・ 凝る 仁義 昼 るこ さハ ・ 光 お時修 

も 存せ   る 時は朱 れは 棲 。 
の 有時 

超え 呑 を 時を 時の而 

即今 て 
も得 ざ 第六 門随聞 （ とが数 

せな 同 

  
ざらん 時 的、 時 り 。 
  
壮夫 的 
去 Ⅰ来で・ 心 つ 唯 のいを ら 
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（
付
記
 
本
稿
に
お
い
て
数
多
く
引
用
し
た
日
正
法
眼
蔵
円
目
正
法
眼
蔵
 随
 闇
討
」
等
の
原
文
は
、
岩
波
文
庫
本
に
よ
っ
た
。
）
 

（ ノ牡 （ l 山 つ l Ⅰ （ 上 ム u （ l 山 スし ⅠⅠ 

    13   

の に 

宕は 

  

@% 

い ず ま     と行 い 侍 らず、 のな 関 わ 界を 説に 五位 禅 に て、 にあ 
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あ 面 当 作 
ろ土持 業 そが、 たえのし 方か 昭 

    のわ側 よめの 二 暗 % いが敏一 底 るの て界 は 的 ｜ ま し うなて 叶 土 論 嘗 教徒 ては 研究 姓資 本釣 衝撃 な 名 

き 

0 行 た か 合 か の     
な 開 と 明 つ 料 大 系 的 が 
が し の ら い も し 的 で   出 

らつ " つ 教 学に現今。 かて " たなあ 方っさ 版   
教 そ が か 集 一 氏 へ そ 以 
と の い つ し 度 の と の 来     
衆 付 し の の る 偲 、 現 の 世     
仏 の   と を く く 手 は し 
敦 夫 推 の 収 無 偏 に 飛 て 
を 通 棚 比 実 意 世 と 躍 い   
の か で て 理 。   
行 っ あ み 分 
儀 た る た 析 
文 の 。 い す   
に て   表 0 る し ふ 究 た 
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敦
煤
 出
土
 セ
階
 仏
名
経
に
つ
い
て
 

三
階
教
と
浄
土
教
と
の
交
渉
 

廣
川
 
尭
敏
 



①
 
観
 
薬
王
葵
上
菩
薩
縫
仏
名
一
巻
三
一
紙
（
入
集
 

録
郎
 

目
 
一
巻
）
 

②
庄
七
階
仏
名
一
巻
 

三
 
0
 
紙
 （
 
龍
各
 

大
学
所
蔵
 

卓
 
万
 
新
定
釈
教
目
録
養
三
 

0
 
）
 

 
 

 
 

薬
 
と
 
王
 
は
 

し
か
も
紙
数
の
点
か
ら
も
北
、
宇
 

托
は
 

③
の
「
 

略
 
七
階
 

仏
名
」
と
一
致
す
る
。
し
た
が
っ
て
「
 

広
セ
階
 

仏
名
」
と
 

題
す
る
、
 

儀
支
 

は
一
点
も
現
存
し
な
い
。
④
も
現
存
し
な
い
。
⑤
 

に
 
類
似
す
る
行
儀
 

丈
 
に
北
、
重
㌶
 

ぬ
 （
入
集
録
 

依
 
諸
大
乗
 

籠
中
略
 

発
 

る
 
。
 

以
上
緒
 

録
 
に
掲
載
す
る
①
 

i
 
⑤
の
う
ち
、
現
存
す
る
 

三
 
階
 
教
の
行
儀
文
は
 

略
 
七
階
仏
名
一
巻
（
五
紙
）
 

と
略
 

発
願
 

浩
一
巻
 

葵
上
 二
 菩
薩
 

な
か
ろ
う
 

上
二
菩
薩
 経
 

標
題
す
る
。
 

三
十
組
の
 行
 

 
 

願
法
 ）
が
 あ
 

ヱ
ハ
 紙
 り
の
 

@
l
@
 

残
存
す
る
三
階
教
軽
銀
 に
ょ
 れ
ば
、
行
儀
 文
 と
し
て
、
 

つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
 

ニ
、
セ
階
 仏
名
経
の
諸
異
本
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敦煤 出土七階仏名経について 

う
 。
 

 
 

I
 右
題
 

 
 ㈹

仏
説
 観
 薬
王
葵
上
 二
 菩
薩
降
等
 略
礼
 七
階
 仏
礼
俄
侮
 浩
 一
巻
 

北
 、
宇
 騰
 

㈲
仏
説
 セ
階
礼
 仏
名
経
 

北
 、
 閏
 ㎎
 

㈲
七
階
仏
名
経
 

S
 二
三
六
 0
 、
 S
 エ
 
八
八
八
 0
 

㈹
七
階
仏
名
（
一
巻
）
 
北
 、
宇
㏄
 、
玉
 ㎝
 、
号
 ㎎
 、
河
 %
 、
字
 ㏄
、
 S
 五
九
 

㈲
七
階
 礼
北
 、日
㌍
 

㈲
仏
名
一
巻
 

北
 、
 麗
 ㏄
 

㈲
 礼
仏
俄
悔
 文
一
巻
 

S
 二
五
 セ
四
 

㈹
 礼
 戯
文
（
一
本
）
書
道
博
物
館
 本 、
 S
 二
三
六
、
 S
 五
 上
八
二
三
一
 

㈲
 礼
俄
 一
本
 

S
 五
六
五
一
、
 S
 五
五
六
二
 

㈹
黄
昏
ロ
持
 礼
繊
 一
本
 

S
 四
二
九
三
 

㎝
黄
昏
乱
戦
（
一
本
）
 

S
 五
四
九
 0
 、
 S
 五
六
二
 

 
 

㎝
黄
昏
乱
 

北
 、
雲
 臆
 ㍗
、
八
皿
 

㈱
 寅
 朝
礼
戯
文
一
巻
 

P
 二
六
九
二
Ⅲ
 

み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 

と
こ
ろ
が
、
 敦
煙
 文
献
を
探
索
し
た
と
こ
ろ
、
右
の
一
事
 串
と
 
標
題
を
異
に
す
る
行
儀
 立
 ち
見
 ぃ
 出
す
こ
と
が
で
き
 た
 。
ま
た
そ
の
写
本
 

の
 総
数
は
、
標
題
を
欠
い
た
写
本
を
も
含
め
る
と
、
一
一
 一
七
点
に
も
達
す
る
。
こ
れ
ら
の
行
儀
 
支
 は
お
お
よ
そ
 次
 の
よ
う
に
分
類
で
き
よ
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62 

調 
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㈲
 礼
 戯
文
士
 
寅
 朝
礼
戯
文
系
統
 

北
 、
文
 毬
 、
 皇
れ
 、
 収
 ㏄
、
 翅
蝸
 、
 S
 一
 
0
 八
四
、
 S
 一
九
三
一
 
R
 、
 S
 一
四
七
三
 
V
 、
 S
 五
五
五
二
、
 S
 六
二
 0
 六
 、
 P
 二
八
七
 

三
 、
 P
 三
 O
 三
八
 R
 、
 P
 三
八
四
二
 

㈲
 寅
 朝
礼
戯
文
系
統
 

S
 一
二
 
0
 六
円
、
 S
 四
 セ
八
一
、
 S
 五
六
四
五
Ⅲ
、
 
P
 一
 
一
九
九
一
 
R
 、
 P
 三
一
 杢
ハ
 、
 P
 二
九
一
一
Ⅲ
、
北
、
李
 
蛆
 、
宮
村
、
 菖
鍍
 

右
の
一
覧
表
に
 ょ
 れ
ば
、
三
階
教
の
行
儀
文
の
標
題
が
 
一
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
現
存
す
る
 

一
 
二
セ
 点
の
行
儀
 文
を
 

て
 

か
そ
の
内
容
か
ら
分
類
す
る
と
、
七
階
諸
仏
を
一
々
 
別
 喝
 す
る
「
七
階
仏
名
経
」
型
、
七
階
諸
仏
を
総
 

喝
 す
る
 「
 
礼
 戯
文
」
型
、
そ
れ
に
 

緋
 

「
 
寅
 朝
礼
戯
文
」
型
の
三
種
に
類
別
整
理
す
る
こ
 

と
が
で
き
る
。
ほ
か
は
右
の
三
種
の
組
み
合
わ
せ
か
、
 

あ
 る
い
は
そ
の
変
形
に
す
ぎ
た
 

僻
い
 。
行
儀
 文
 の
全
写
本
リ
ス
ト
は
小
論
末
尾
に
 

附
 表
 と
し
て
掲
載
し
た
。
 

階
 セ

注
 

 
 

龍
緑
内
 
無
名
 籠
而
 沖
し
（
 
P
 二
三
 0
 二
）
、
 

龍
 大
本
「
貞
元
新
定
 

釈
教
目
録
 
b
 巻
 三
十
な
ど
が
現
存
 

敦
煤
 

す
る
（
「
三
階
教
の
研
究
一
別
館
 

三
 一
九
頁
以
下
）
。
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R ユ 

P   
  
九   
  
R.2 

P   
  
九   
  
R ぷ 

露
羽
 
、
重
雄
、
 

師
 ㎎
 、
李
 
㏄
、
 
P
 二
八
六
九
 

㈲
七
階
仏
名
 

経
十
寅
 朝
礼
織
文
系
統
 

北
 、
日
㌍
、
 

帝
 ㎝
、
 
調
名
 
、
張
 
即
 、
 絨
 M
 Ⅲ
、
 
号
酩
 
、
 字
 %
 、
 S
 四
九
 
0
 九
 

㈲
 北
 
礼
 、
崔
㏄
Ⅱ
、
 
戯
文
（
七
階
諸
仏
を
総
 

S
R
 

李
乾
 
R
 、
 李
乾
 

唱
 ）
系
統
 

V
 、
 冬
 %
 、
 始
 ㏄
、
 三

三
二
、
 

S
 一
九
三
一
 

V
 、
 
S
 四
五
一
四
、
 S
 六
五
五
七
 V
 、
 P
 二
セ
 一
二
一
 



度
重
な
る
弾
圧
の
嵐
の
中
で
、
か
ろ
う
じ
て
現
代
に
ま
 で
 伝
え
ら
れ
た
藪
畑
本
行
儀
 支
 は
、
は
た
し
て
教
祖
信
行
 の
 撰
述
に
よ
る
も
の
 

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
少
く
と
も
そ
の
成
立
年
代
は
 、
ど
 @
 
」
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
 
き
 得
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
 ぅ
か
 。
 

S
 二
五
 セ
四
 
（
尾
題
「
 礼
仏
戦
悔
 文
一
巻
」
）
巻
末
の
信
 
行
 禅
師
 撰
 「
昼
夜
六
時
発
願
 法
 」
に
 ょ
 れ
ば
、
 S
 本
の
 行
儀
の
大
綱
は
故
 信
 

行
 禅
師
が
定
め
ら
れ
た
 礼
 仏
儀
式
に
の
っ
と
っ
て
は
い
 る
が
、
正
文
と
し
て
信
行
以
来
流
伝
し
て
き
た
も
の
で
は
 な
か
っ
た
よ
 う
 
で
あ
 

-
1
-
 

る
 。
そ
こ
で
、
 
，
 
」
れ
ら
 敦
煙
 写
本
の
紀
年
を
調
べ
て
み
 る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
 

六
六
六
Ⅰ
 ハ
上
 
八
八
年
（
転
封
ロ
午
）
 

北
 、
崔
㏄
 田
 
（
七
階
仏
名
一
巻
）
 

六
七
六
ま
た
は
七
六
二
年
（
上
元
三
年
）
 

北
 、
崔
㏄
 
盆
礼
戯
文
 ピ
 
七
五
仏
名
札
、
十
方
 礼
 、
 セ
仏
礼
 、
十
二
 洗
礼
）
 

ま
二
 0
 年
 
（
開
元
十
八
年
）
 集
 諸
経
 礼
繊
 蟻
巻
上
（
 口
七
 階
 仏
名
経
ピ
ロ
変
形
 礼
 戯
文
 U
 、
十
方
仏
名
経
一
巻
、
 

n
 
寅
 朝
礼
織
文
 ご
 

九
三
八
年
（
天
福
三
年
）
 

S
 一
九
三
一
 R
 
（
円
札
戯
文
 
キ
 
ロ
 寅
 朝
礼
戯
文
 ご
 

九
四
 0
 年
 
（
天
福
五
年
）
 

p
 二
六
九
二
（
黄
昏
乱
 戯
 、
 寅
 朝
礼
織
文
一
巻
）
 

九
五
五
年
（
 顕
 徳
二
年
）
書
道
博
物
館
 本
 
（
 
礼
 織
文
 一
幸
 
杏
 ）
 

九
六
五
年
（
乾
徳
三
年
）
 

北
 、
冬
 袖
 
（
ハ
札
戯
文
 
ご
 

九
七
六
年
（
開
室
九
年
）
 

S
 五
六
五
一
（
 礼
俄
 一
本
）
 

九
八
 0
 
 （
太
平
興
国
五
年
）
 

S
 五
五
六
二
（
 礼
俄
一
 キ
小
）
 

九
八
二
年
（
太
平
興
国
七
年
）
 

S
 一
四
七
三
 V
 
 （
 口
礼
 戯
文
 こ
 

      
  

七 

階仏 

名 
経 
の 

成 
立 
年 
代 
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乱 胎中中Ⅰ 唯ガ ・ 皮了 私注Ⅲ 工 Ⅱ。 ，月 

に た 

類 よ 正 
別 ぅ 文 
整 に が 

ょ、 三階理す 力ヵ 

る 教 っ 
こ 一 行 " ナ こ 

と 儀 と 

が 支 い 

で の わ 
き 写 れ 

  
  
階礼 ら 、 行 儀 
戯 け 文 
文 「 の 
」 七 具 
は 階 体 
け 仏 的 
0 名 な   
はど 仏を 型 、 
ま ㈲ )  の 

と「よ め 礼ぅ 
て 俄 な 

総立ち 唱 」 の 

であ 
も ㈱ づ   

、 朝 で 

胡 乱 る 
ら 戯 る 

か支う に 」 か 
け 型   
の の 前 

述し 抄出 三種 

77@ (591 

ついて 

  
    

四   
す写河無 

七 

階仏 

。研二 る文が 依 」とあ 訪 書 の 

名 
経 

拠二 五行、 はき 乾 る。 風 
別封 わ 

か 々 は め 
に人 て 

ら礼 

書六稚 

俄 
早大勢 

文 さ れ六 @ であ 

へ て 六 つ 

い八 る年、 て 
。 の 宮 

延享 三年 

開経 

で " " の よ 

乾 ぅ 

な 謹厳 封三年 

は さ 
山 / Ⅰ セ " @ 
六 は 
ハ，遠 
年 く 

に及 
あ ば 
たな 

るい 

その 紙背 

に奥 
十善 
方に 
仏 「 
が乾 
八対 
行参 
と年 
( ム四 
0 月 一 功 
徳七 
を 日 

主
 
j
 

（
 1
 ）
 

 
 

「
上
乗
布
置
花
仙
綱
紀
次
第
多
少
、
忍
足
政
信
行
禅
師
 依 。
 経
自
 行
 、
 此
 法
敵
。
合
従
泉
布
宮
相
続
俊
行
木
。
 
絶
 、
 但
以
 ，
 現
 袖
ゴ
 正
 文
 -
 流
伝
思
欲
 

右
の
一
覧
表
に
 ょ
 れ
ば
、
最
古
の
三
階
教
行
儀
 
支
 は
 、
豊
 
ロ
豊
五
十
五
才
に
あ
た
る
転
封
三
年
（
大
上
八
八
）
 

か
、
あ
 る
い
は
そ
の
Ⅰ
 二
 

年
前
に
書
写
さ
れ
た
「
 
セ
階
 仏
名
一
巻
」
（
 
北
 、
河
 訪
 ）
 で
あ
る
。
故
に
「
七
階
仏
名
」
が
現
存
す
る
三
階
教
 

行
 韻
文
中
最
古
の
標
題
と
 

 
 

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
七
階
仏
名
 

」
の
成
立
年
代
は
善
導
の
壮
年
時
代
以
前
と
推
定
で
き
 

よ
う
 。
ま
た
七
階
諸
仏
 

を
総
喝
 す
る
「
 礼
 戯
文
」
、
お
よ
び
「
 

寅
 朝
礼
戯
文
」
も
 
、
善
導
六
十
三
才
の
上
元
三
年
（
六
七
六
）
以
前
、
 

あ
 る
い
は
遅
く
と
も
開
元
 

十
八
年
（
七
三
 
0
 ）
以
前
に
は
成
立
し
て
い
た
と
推
定
 

さ
れ
る
。
以
上
、
写
本
の
書
写
の
年
時
か
ら
推
定
す
る
と
 

、
二
一
階
教
の
諸
行
儀
 

文
 

が
 善
導
の
 ョ
 
往
生
礼
讃
し
成
立
よ
り
も
先
行
す
る
可
能
 

性
 が
強
い
、
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 



@
4
 
丹
 
）
 

願
法
 し
の
写
本
六
点
、
お
よ
び
「
仏
説
 観
 薬
王
葵
上
一
玉
 由
薩
 降
等
 略
礼
 七
階
 仏
俄
 海
法
」
（
 北
 、
宇
 騰
 ）
に
も
と
 づ
き
「
七
階
仏
名
経
」
の
 

よ
り
素
朴
な
形
態
を
推
定
す
る
と
、
 

四
 歎
仏
功
徳
 

㈲
梵
唄
 文
 
（
清
浄
 
梵
 ）
 

 
 

び
 法
華
三
昧
 蛾
儀
 第
三
明
行
者
修
三
業
供
養
法
に
類
似
 

㈲
南
無
七
階
 仏
 

観
 薬
王
葵
上
 二
 菩
薩
 経
 
（
大
正
⑳
六
六
四
 b
2
 １
 5
 ）
 

0
 十
方
伯
（
 絶
 唱
）
 

観
 薬
王
葵
上
 二
 菩
薩
 経
 
（
大
正
⑳
大
士
八
二
 

a
 ）
 

②
過
去
セ
仏
（
 総
唱
 ）
 

③
五
十
三
仏
（
 別
唱
 ）
  

 

百
 仏
名
立
雄
 仏
 同
号
（
大
正
⑳
一
四
四
六
 c
l
 

一
四
 

の
 一
切
諸
仏
（
 総
唱
 ）
 

国
清
 官
銀
敬
礼
法
第
二
の
敬
礼
十
方
 仏
か
 、
あ
る
い
は
法
華
 三
 昧
俄
儀
 第
六
班
 礼
 仙
方
法
の
敬
礼
十
方
伯
 か
 

の
 賢
劫
千
仏
（
 総
唱
 ）
 

賢
劫
 経
 千
仏
名
号
 品
 
（
大
正
⑭
四
五
 b
t
 五
 O
b
 

）
、
現
在
賢
劫
 

千
仏
名
経
（
大
正
⑭
 三
セ
六
 a
@
 

三
八
三
 

b
 ）
 

⑥
三
十
五
仏
（
 別
唱
 ）
  

 

文
 
（
大
正
⑫
四
二
 c
l
 

四
三
 

a
 ）
、
現
在
十
方
千
五
百
 

の
 何
 %
 如
来
 

㈹
南
無
二
十
五
仏
（
 別
唱
 ）
十
二
巻
本
仏
名
経
第
八
巻
（
 大
 正
 ⑭
）
 

㈹
南
無
二
仏
（
 別
唱
 ）
 

十
二
仏
名
神
 呪
 較
量
功
徳
 除
 滅
罪
 経
 
（
大
正
⑳
）
 

㈹
 俄
 梅
友
 

㈹
回
向
文
 

㈲
歎
仏
功
徳
 

ぱ
梵
呪
 

  来 附 本 
  緩ヒ 表 と 

の 参 い 

有 題 照え ㌔ る 

の 写 「。 七一 
太 階 方   
点 （ 経 朝 

中る」 "  の 礼俄 
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緋
階
仏
 

）
と
、
六
階
 

仏
 
を
そ
れ
ぞ
れ
経
文
に
即
し
て
 

推
定
し
た
後
、
第
七
階
 

仏
は
 
つ
い
て
「
今
明
文
を
趺
く
が
 

故
に
 
旦
 
ら
く
疑
を
存
す
る
 

 
 

る
 
。
と
こ
ろ
が
、
「
 

略
 
七
階
仏
名
経
」
と
兵
略
の
関
係
に
 

あ
る
「
 

礼
 
戯
文
」
で
は
第
七
。
（
 

@
 
l
 

）
 

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
 

 
 

の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
っ
 
の
前
で
は
な
く
、
直
後
に
書
写
 

氏
 
が
底
本
と
し
た
 

S
 
五
九
 
以
 7
 
(
 

階
 

ついて 

で
は
そ
の
七
階
 
仏
 と
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
仏
名
 

を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
矢
吹
氏
は
七
階
 

仏
 に
つ
い
て
、
 十
方
伯
（
第
一
階
 

仏
 ）
、
過
去
 
セ
仏
 （
第
二
階
 
仏
 ）
、
五
十
三
仏
（
第
三
階
 

仏
 ）
、
一
切
諸
仏
（
第
四
階
 

仏
 ）
、
賢
劫
千
仏
（
第
五
階
 
仏
 ）
、
三
十
五
仏
（
第
六
 

悪
尽
 
、
 六
 修
一
切
書
尺
、
 

七
 永
一
 
研
 一
叢
 

目
知
臨
誠
 

尺
一
」
（
 

@
 
）
の
お
 
日
 仏
礼
 
戯
の
思
想
に
も
と
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 

「
 
セ
階
 仏
名
」
、
あ
る
い
は
「
七
階
仏
名
経
」
・
と
ょ
ば
れ
 

て
い
た
よ
 
う
 で
あ
る
。
こ
の
「
七
階
仏
名
経
」
の
七
階
 

仏
 と
は
す
で
に
指
摘
さ
 

れ
て
 嫉
犯
よ
う
 
に
第
三
階
の
七
株
、
す
な
わ
ち
「
一
橋
 

「
 跡
 仲
 良
 、
 三
 帰
一
切
法
 
尽
 、
三
帰
一
切
倍
尺
、
四
度
一
 

切
 衆
生
反
、
五
胡
一
切
 

海
法
一
巻
、
㈱
仏
説
七
階
 
礼
 仏
名
経
、
㈱
七
階
仏
名
経
 
一
巻
、
四
七
階
仏
名
（
一
巻
）
の
四
種
が
あ
り
、
㈲
が
 

そ
 0
 具
名
で
、
一
般
に
は
 

も
 %
 解
す
る
。
こ
れ
ら
「
 
略
 七
階
仏
名
経
」
型
行
儀
 
文
 に
 属
す
る
写
本
の
標
題
に
は
、
㈲
仏
説
餌
薬
王
葵
上
一
 

%
 ロ
産
経
 
等
略
礼
 七
階
 礼
械
 

㈱
梵
唄
 文
 

閨
侶
訴
 文
（
 説
 偶
発
願
）
 

国
情
百
錬
敬
礼
法
第
二
お
よ
び
法
華
三
昧
 俄
儀
 第
八
班
行
道
法
 の
 三
帰
依
 立
 と
一
致
 

㈱
三
帰
依
 文
 

㈲
七
仏
道
諦
 偶
 

㈹
諸
行
無
常
 偶
 

㈲
昼
夜
六
時
発
願
 法
 

信
行
禅
師
 撰
 

（
 
巳
 
Ⅰ
 
-
 

と
な
る
。
右
が
 セ
階
 仏
名
経
の
原
型
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
 

広
 ・
略
の
う
ち
「
 略
 七
階
仏
名
一
巻
五
紙
」
に
 相 達
 し
、
 

ハ
 
6
-
 

矢
吹
氏
の
疑
問
 



け
 一
切
恭
敬
敬
礼
常
住
三
宝
 

略
セ
階
 仏
名
経
と
一
致
 

㈲
香
華
供
養
 

略
 七
階
仏
名
経
と
一
致
 

㈱
梵
唄
 文
 
（
清
浄
 梵
 ）
 

略
 七
階
仏
名
経
と
一
致
 

四
 歎
仏
功
徳
 

し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
黄
昏
乱
戦
（
文
ピ
の
中
に
「
 

寅
 朝
礼
戦
友
」
を
含
め
る
こ
と
は
お
か
し
い
し
、
 

速
 写
 の
 場
合
前
文
と
区
別
し
て
 

わ
ざ
ノ
 Ⅱ
「
 寅
 朝
礼
 俄
 （
文
ヱ
 と
 明
記
し
て
い
る
等
 
か
 ら
 「
 
寅
 朝
礼
戯
文
」
を
切
り
離
し
て
そ
の
原
型
を
推
定
 

す
る
と
、
 

ヘ
 
1
 
9
"
 

て
 、
二
十
五
仏
の
こ
と
で
は
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
  
 

は
 上
、
礼
拝
の
対
象
は
十
方
 仏
 ・
過
去
七
仏
・
五
十
三
 仏
 ・
一
切
諸
仏
・
賢
劫
千
仏
・
三
十
五
仏
・
何
 %
 如
来
の
 セ
階
仏
 、
そ
れ
に
 二
 

十
五
仏
と
二
仏
の
九
種
で
あ
っ
て
、
七
階
 仏
 以
外
の
仏
 名
は
絶
対
に
唱
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
 る
 。
七
階
仏
の
唱
え
方
 

に
つ
い
て
も
「
昼
夜
六
時
発
願
 法
 」
で
は
、
一
々
の
仏
名
 を
別
揖
 す
る
の
は
五
十
三
仏
（
 寅
朝
 と
午
時
）
と
三
十
 五
仏
（
黄
昏
と
初
夜
）
 

と
 二
十
五
仏
（
中
夜
と
後
夜
）
の
み
で
他
は
総
 唱
と
定
 め
ら
れ
て
し
る
が
、
 

、
、
 

（
 
3
-
1
 
 

@
 
し
か
し
現
存
す
る
「
午
時
仏
名
（
 礼
 ）

」
・
「
日
 

@
 
 （
 
@
 ）
」
 

「
中
夜
（
 礼
ピ
 
（
 
北
 、
 麗
 ㏄
）
、
「
黄
昏
乱
 
1
 
一
 ・
「
初
夜
 
礼
 」
 （
 
北
 、
雲
 防
 ）
に
 よ
 る
と
、
必
ず
し
も
一
定
し
て
は
 い
な
 

 
 

現
存
す
る
「
七
階
仏
名
経
」
が
「
 略
セ
階
 仏
名
」
に
 相
 当
 す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
「
庄
七
階
仏
名
三
十
 
紙
 」
と
 は
 、
七
階
 仏
 と
の
か
 

（
 
巧
 @
 

か
わ
り
か
ら
、
賢
劫
千
仏
系
の
仏
名
経
典
と
の
関
連
性
が
 想
定
で
ぎ
そ
う
で
あ
る
。
 

な
お
、
「
 
略
 七
階
仏
名
経
」
の
組
織
は
天
ム
ロ
 
智
 頃
の
「
 法
 幸
三
昧
 戯
儀
円
 
「
 
国
清
 官
銀
ト
敬
礼
法
と
よ
く
類
似
し
  
 

2
 

次
に
「
 礼
 戯
文
」
と
標
題
す
る
一
群
の
写
本
が
現
存
す
 る
 
（
他
の
礼
戯
文
と
区
別
す
る
た
め
便
宜
上
、
「
七
 
%
 礼
 戯
文
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
 

す
る
）
。
こ
の
「
七
階
 礼
 戯
文
」
型
行
儀
 丈
 に
属
す
る
 写
 本
の
標
題
に
は
、
 礼
 戯
文
、
礼
 俄
 一
本
、
黄
昏
乱
 繊
 
（
 一
本
）
、
黄
昏
ロ
持
 
礼
戯
 

一
本
、
十
方
仏
名
経
一
巻
、
七
階
礼
の
六
種
が
あ
り
、
 一
 

 
 

寅
 朝
礼
戯
文
」
と
 速
 写
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    埋出   

（
 
初
 ）
 

い
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
原
型
を
推
定
し
て
み
る
と
、
 

七七 

ほ
ぼ
一
定
し
て
い
る
 
0
 他
の
多
く
の
写
本
で
は
標
題
を
 

欠
 き
 、
「
 
略
 七
階
仏
名
経
」
、
あ
る
い
は
「
七
階
 

礼
 戯
文
」
 と
と
も
に
速
写
さ
れ
て
 

名
 ㍼

最
後
に
「
 寅 朝
礼
織
文
」
理
行
儀
 丈
 に
属
す
る
 写
本
の
標
題
に
は
、
 
寅
邨
礼
戯
 、
 寅
 朝
礼
戯
文
、
 
寅
 朝
礼
 、
十
方
礼
の
四
種
が
あ
り
、
 

 
 

  

一
路
七
階
仏
名
経
と
一
致
 

㈲
諸
行
無
常
 偶
 

て
と
な
る
。
右
の
一
覧
表
に
よ
る
と
、
「
七
階
 
礼
 戯
文
 」
と
は
七
階
 仏
 の
一
々
の
仏
名
を
省
略
し
た
、
「
 
略
 七
階
 仏
名
経
」
か
ら
の
抄
出
水
 で
 

刊
 

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
 智
頃
 の
同
法
 幸
三
味
 俄
儀
 し
と
め
類
似
点
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
  
 

 
 

 
 

3
 

経
 
・
 

㈹
初
夜
無
常
 掲
 

「
煩
悩
 深
 無
風
・
・
」
 

㈲
絶
唱
 セ
階
 諸
仏
 

い
給
 唱
 二
十
五
仏
 

㈹
南
無
二
仏
（
 別
唱
 ）
 

㈹
回
向
文
 

㈹
至
心
 俄
悔
 六
根
 罪
 

㈲
至
心
発
願
 

Ⅲ
梵
唄
文
 

目
 説
 偶
発
願
 

㈲
三
帰
依
 文
 

㈲
七
仏
道
諦
 偶
 

㈲
黄
昏
無
常
 偶
 

「
西
方
 日
已
暮
 …
」
 

北
 、
張
 鵜
 、
 冬
 

s
 
 
一
九
三
一
、
 

八
四
、
 S
 五
五
 

北
 、
号
 比
 、
玉
 

花
 、
 翅
蝸
 、
 S
 

九
三
、
 S
 四
七
 

巳
し
 
上
八
一
一
 

0
-
 

ハ
 、
  

 

 
 

 
 

 
 

略
セ
階
 仏
名
経
と
一
致
 

略
 七
階
仏
名
経
と
一
致
 

略
 七
階
仏
名
経
と
一
致
 

略
 七
階
仏
名
経
と
一
致
 

略
 七
階
仏
名
経
と
一
致
 

略
 七
階
仏
名
経
と
一
致
 

略
 七
階
仏
名
 
粍
と
 一
致
 

法
華
三
昧
 
蛾
儀
 第
七
 明
俄
悔
 
六
根
 及
 勧
請
随
喜
廻
向
発
願
 

方
 法
 に
類
似
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㈱
 -
 
ハ
 
念
 

回
信
西
 録
 敬
礼
法
第
二
の
三
帰
依
 
文
 と
ほ
 ば
 一
致
 

㈲
三
帰
依
 文
 

と
な
る
。
右
の
一
覧
表
に
よ
る
と
、
仏
名
の
み
「
七
階
 仏
名
経
」
の
 セ
階
 仏
の
第
四
階
 仏
 
（
一
切
諸
仏
）
に
よ
っ
 

ん
ど
「
 国
清
 官
銀
」
敬
礼
法
、
「
法
華
三
昧
 峨
儀
 」
と
 一
 致
す
る
。
 

4
 

は
 上
、
三
階
教
の
行
儀
 支
 は
 広
 ・
略
の
「
七
階
仏
名
経
」
 か
ら
「
七
階
 礼
 戯
文
」
と
「
 寅
 朝
礼
戯
文
」
の
二
種
 

聞
 し
た
こ
と
を
述
べ
て
ぎ
た
が
、
さ
ら
に
こ
の
二
種
の
 乱
戦
文
を
母
体
と
し
て
多
く
の
行
儀
 文
 が
製
作
さ
れ
た
。
 

ま
ず
三
階
教
の
礼
儀
 文
 と
し
て
 

-
1
,
-
 

2
z
 

て
い
る
が
、
他
は
ほ
と
 

の
礼
 戯
文
が
成
立
し
 展
 

㈱
 寅
朝
 清
浄
 耐
 

騰
初
 

北
 、
 、
毘
 

閏
 ㎎
、
与
田
、
玉
 

<
6
i
 

、
 字
托
 、
 日
為
 

臼
 R
l
 
、
 翔
蝸
 

、
正
目
 
、
 S
 
R
3
 

五
九
、
 

、
 雲
 S
 
あ
、
字
㏄
、
 

一
 
三
 O
 六
 R
2
 

日
 ㌍
、
 

、
 S
 
帝
 一
四
七
三
、
張
 

㎝
、
 
調
材
 、
 S
 一
 
輔
 0
 
、
手
羽
、
 

八
四
、
文
 

S
 一
九
三
一
、
 

毬
 、
 収
 ㏄
、
 

S
 二
三
五
四
、
 
S
 四
二
九
三
、
 S
 四
六
八
 0
 、
 S
 四
九
 0
 九
 、
 S
 五
五
六
二
、
 
S
 五
五
五
二
、
 
S
 五
六
四
五
、
 
S
 五
六
 

二
 O
 、
 S
 六
八
八
 O
 、
 P
 二
六
九
二
 

R
4
 

、
 P
 二
八
七
三
、
 
P
 二
九
九
一
、
 
P
 二
六
九
二
、
 
P
 二
九
一
一
 

R
l
 

、
 P
 三
 

八
四
二
、
 P
 三
 O
 三
八
、
 P
 三
一
六
六
 

㈹
回
向
文
 

㈹
至
心
 俄
悔
 

㈹
至
心
勧
請
 

㈹
至
心
随
喜
 

㈲
 心
 回
向
 

Ⅲ
至
心
発
願
 

㈲
一
切
恭
敬
敬
礼
常
住
二
重
 

㈲
香
華
供
養
 

㈱
梵
唄
 文
 
（
清
浄
 
梵
 ）
 

⑳
歎
仏
功
徳
 

㊦
敬
礼
十
方
（
一
切
）
諸
仏
 

    

 
 

仏
名
か
明
和
仏
方
法
の
仏
名
と
一
致
 

国
 情
 百
 錬
 敬
礼
法
第
二
の
回
向
文
と
類
似
 

国
情
官
銀
敬
礼
法
第
二
の
五
悔
と
全
く
一
致
 

略
セ
階
 仏
名
経
、
 礼
 戯
文
と
一
致
 

略
 七
階
仏
名
経
、
 礼
 戯
文
と
一
致
 

略
 七
階
仏
名
経
、
 礼
 戯
文
と
一
致
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敦煤 出土七階仏名経について 

㈱
七
階
 礼
 戯
文
系
統
 

日
暮
（
 礼
 ）
 
北
 、
 麗
 ㏄
 R
3
 

中
夜
（
 礼
 ）
 
北
 、
 麗
 ㏄
 R
4
 

ハ
 
金
剛
五
礼
 U
 
P
 
二
九
一
一
 R
3
 

セ
階
礼
北
 、
日
お
 

㈲
 寅
 朝
礼
戯
文
系
統
 

セ
仏
礼
北
 、
 嶌
 ㏄
 R
4
 

午
時
仏
名
（
 礼
 ）
 
北
 、
 麗
 ㏄
 R
2
 

黄
昏
乱
 
北
 、
雲
 訪
 R
2
 

宥
 @
 
所
 観
 社
ロ
 
北
 、
毘
㏄
 R
6
 、
 李
杓
 R
l
 、
 騰
托
 

が
あ
り
、
次
に
浄
土
教
の
礼
戦
友
（
七
階
 礼
 戯
文
系
統
 

十
二
光
 礼
北
 、
日
 然
 R
2
 、
 覚
 ㏄
 R
5
 、
 宇
乃
 、
 騰
 

）
と
し
て
 

m
 、
 P
 二
九
一
 

同
十
二
仏
 
礼
 u
 
P
 

三
 O
 三
八
、
 P
 二
七
一
二
一
 
R
l
 、
 P
 二
六
九
二
 

十
二
光
 礼
 戯
文
 
P
 二
七
二
二
 R
3
 

が
あ
り
、
さ
ら
に
他
の
礼
戯
文
と
し
て
 

け
セ
階
礼
 戯
文
系
統
 

講
社
地
蔵
菩
薩
 俄
悔
 発
願
 法
北
 、
重
㌍
 

上
生
 礼
 
（
弥
勒
 
礼
 ）
 
S
 五
四
三
三
 R
3
 、
 S
 四
四
五
  
 

R
3
 

一
 R
2
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文名 
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な な 
主挙 

      
4 ま ケこ 

神 『 
呪已 
か上 
将士   

  
摺仏 た二 

菩依 戯文」 長きに一名親 教目録 六時無 五七四 略 七階 王明 R 
苓 

      

」 既に 第 - 
七 と 

階あ 
仏 る 

  
ぃ経   
ふ文 」 

を並   釜鷺   = 連 
字る 。 

て 七     
と 名 
菩中 
薩に   
と 季 
め く     五紙   
敦 る "@  一 - と 珪 @  。 一 " 一       
れ所 四注   

    

など にし 礼讃 

た 掲 を 

降生花 成 」が あげる 帰命 礼 

ヒ、 立したことが （観音 ゴ 

生あ こと で き ） ネ し 

に る R   
せ 上 生 
ね 0  25 
@ ま よ R 
な う 3 
ら な 

朝咄 生 力 Ⅱ ". よ 接咄 、。 @ 
諸 教 
宗 の 
諸 行 

教 儀 
そ 文 

  
れ 惰 
の か 

行 ら 
儀 唐 
丈 に 
の か 

げて 詳細 

に 人 
つ 流 
か ァ一 行 
て す 
@ る 
次 な 
立 早 ； ' 

以降 で、 
で ・ 豊 口 

述 導 
べ の 

る こ 日 往 
と 生 

㈱
 寅
 朝
礼
戯
文
系
統
 

8
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儂出 士セ階 仏名経について 

（ 12 
ハ ハ （ （ ハ （ （ （ （ ハ （ 

  i 2l ） ） 0 ） g ） Ⅰ l8 ） 7 ） l 6 ） l Ⅰ 巳 J ） I1 4 ） 3 ） l 上 2 Ⅰ） 1 l 0 

北 、 S S 一 書 北井午后 @  - に 「 集 r 共 S S  別を 

ィム 一 今 

-,  目 @ @       
  

ある 余階 る でぎ 八四二 な 五九、 。 
い 、 S 初 一 

。 圭 一 -   館   
本 S 

するも 他の 一 、 通三 
の 丘     
六 五 
,,@ 占 """ / ト     並列 円規 夜 礼 ）」   

O   
  五   
四、 /¥¥¥ 一 

  
    O 、 

    
九一             

/ Ⅱ   
  

  
九一   

    
  「黄昏礼 一 五五 一五七 @ 四 

七 七 」 四、   
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総
唱
 二
十
五
仏
南
無
薬
師
瑠
璃
南
無
薬
師
瑠
 

璃
光
仏
 

先
仏
 

  

南
無
二
仏
南
無
二
仏
南
無
二
仏
 

南
無
主
大
祥
 菩
 南
無
 妙
 吉
祥
菩
 

薩
 

薩
 

南
無
普
賢
菩
薩
南
無
お
日
 
醸
ロ
 

（
 
主
自
 
位
 
@
 性
 

南
無
薬
王
菩
薩
南
無
薬
王
菩
薩
 

南
無
葵
上
菩
薩
南
無
葵
上
菩
薩
 

楠
 無
勢
至
菩
薩
 

百
 無
勢
至
善
麿
 

南
無
十
方
 
（
一
部
）
観
音
菩
薩
南
無
観
音
菩
薩
 

仏
南
亜
 

-
 同
上
 

同
上
 
南
無
勢
至
菩
薩
南
無
勢
至
菩
薩
 

南
無
諸
尊
菩
薩
南
無
諸
尊
菩
薩
 

  
南 

無観     
革 
薩 
南 

無観     
生口 

薩 

一
切
恭
敬
敬
礼
 

欠
 

常
住
 二
 一
室
 

O
 

香
華
供
養
 

O
 

梵
唄
 文
 

O
 

歎
仏
功
徳
 

絶
唱
七
階
諸
仏
南
無
十
方
 仏
 

O
 

欠
 

欠
 

欠
 

欠
 

欠
 

O
 

欠
 

欠
 

欠
 

欠
 

欠
 

欠
 

 
 

欠
 

O
 

欠
 

欠
 

 
 

 
 

欠
 

欠
 

欠
 

欠
 

南
無
十
方
 仏
 再
伸
仏
 

@
 
十
一
一
光
南
無
十
二
光
 
仏
 南
無
十
一
一
光
 仏
南
仏
 

 
 

南
無
阿
弥
陀
仏
 

南
虹
 
阿
弥
陀
仏
 

O
 

欠
 

O
 

欠
 

欠
 

O
 

O
 

O
 

光
 十
二
光
 仏
讃
侶
 弥
陀
礼
讃
 侵
 

前述 五山 ハ が四種七階 S 礼   
五 徴 士 し 
一文 一 @ た 

""@ 占 @  よ 

    
八 R   教   

  二 系 を 組 

  
共士 翌月 

    
員 一 光   
96  ネ し 

  
七 

  卜皆 

2 化土 、 一 
仏 
か 

阿弥 日㌍ R 一光社 ら 
陀 p 一一 一十 ロ 仏 
へ 

  
一光初ロ 九一 と 政 R 

め 

拍、 Ⅰ   
六二 俄 土 

教 

    戯   十ス」 

五
 、
浄
土
教
系
「
 礼
 撰
文
」
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重
複
し
て
い
る
こ
と
も
、
 

両
 系
統
の
礼
 
戯
 文
を
も
と
に
 
編
 纂
 さ
れ
た
仏
名
で
あ
る
こ
と
 

87 

埋 出土七階 

ひよ 

「 右 

  
礼 写 
域 本 

文の 」 内 

の 容 
敬 は 
ネロ ナま 

土 ば 

一致 方諸 

伍 し 
と て 
「 い - 
七 る ④ 

階   

  
南 俄文 の 」 

怒 と 

  

  
の 
一 す   

  
え ・ 

て そ 
い の 

る 仏 名 
  (601) 

と
な
る
。
右
の
十
一
点
の
礼
 俄
 文
の
成
立
午
時
は
明
ら
 か
で
は
な
い
が
、
礼
拝
対
象
の
仏
名
の
変
化
に
よ
っ
て
 お
 お
ょ
 そ
の
前
後
関
係
を
 

想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
 ね
 ち
、
ま
ず
 総
唱
セ
 階
 諸
仏
を
弥
陀
礼
を
含
ん
だ
南
無
十
方
 仏
 に
改
め
、
次
に
 専
ら
弥
陀
十
二
光
 低
さ
 

ぱ
 
中
心
と
し
、
さ
ら
に
十
二
光
礼
一
々
に
礼
讃
喝
 せ
 加
え
、
次
第
に
三
階
教
の
礼
戯
文
か
ら
浄
土
教
の
礼
讃
 文
 へ
と
展
開
し
て
い
る
と
い
え
 

つ
 

縦
る
 。
そ
こ
で
以
上
の
順
序
に
従
い
、
一
々
の
写
本
 ほ
 つ
い
て
次
に
検
討
し
て
み
た
い
。
 

名
 

仏
 

い
ハ
 浄
土
教
系
 礼
 戯
文
 

U
 
P
 

二
六
九
二
 

R
3
 

、
 P
 二
 セ
 三
三
 

R
l
 

、
 D
,
 
三
 0
 三
八
 

R
l
 

、
 

至
心
発
願
 

梵
唄
 文
 

説
侵
 発
願
 

三
帰
依
文
 

七
仏
道
 誠
喝
 

黄
昏
無
常
 褐
 

初
夜
無
常
 侵
 

諸
行
無
常
 喝
 

O
 

O
 

O
 

O
 

此
時
 無
常
 褐
 」
 

  
罪至 

，む 

i 銭 

侮   

ハ % 

O
 

  
回 
向 
文 

  

O 

O
 

O
 

O
 

O
 

O
 

O
 

O
 

い
 し
」
 

 
 

0
 
.
.
 
一
 

O
 

O
 
,
 一
 

      
身 

礼 0  0O 

O
 

O
 

O
 

」
 

O
 

O
 

O
 

O
 

辰
明
清
浄
偏
 

人
命
 O

 

三
帰
依
 文
 

歎
仏
相
好
 

歎
仏
功
徳
 

 
 

O
 

 
 

O
 

（
 
略
 -
 
）
 

O
 

い
し
 

い
し
」
 

O
 

O
 

作
梵
 （
略
）
 

O
 

O
 

ぬ
柱
巾
掲
 
（
日
没
）
 

発
願
文
」
 



至
心
 繊
悔
 一
切
業
障
海
音
 
従
妄
 相
生
苦
欲
求
 
除
 城
端
坐
観
賞
 
相
 衆
罪
 如
 霜
露
慧
日
 能
 消
除
 是
 

放
心
至
心
 勲
戯
 六
根
 罪
俄
悔
已
川
 
至
心
 1
 
帰
命
 礼
 西
方
阿
弥
 
阿
仏
  
 

至
心
発
願
 願
臨
 命
終
 時
 見
元
重
詩
仙
 

1
1
 元
湧
 
１
 
功
徳
 身
 

(
I
i
l
.
 

我
見
板
仏
 己
 

 
 

発
願
 

阿
弥
陀
仏
１
１
１
１
 

至
心
帰
命
 

已
 

礼
 

P
 二
九
二
 

R
2
 

、
（
）
内
は
北
、
 

嶌
 ㏄
 R
5
 、
 騰
托
で
 補
 う
 

雨
天
諸
菩
薩
摩
 詞
薩
 清
浄
智
慧
 海
願
共
 諸
衆
生
成
帰
命
 故
我
頂
 初
生
 

拉
｜
 

彼
 国
音
 
為
網
梵
 四
王
 

太
八
部
 帝
 主
人
王
師
僧
父
母
信
施
檀
越
下
文
九
 %
 法
界
衆
生
新
 除
 三
障
岡
見
往
生
阿
弥
陀
仏
 

回
 帰
命
 戯
悔
 

（
相
待
）
 

善
導
「
日
没
礼
讃
」
（
 
浄
全
 ④
三
五
九
 a
 
 ）
 

  

 
 

善
導
「
日
没
礼
讃
」
（
 

善
導
「
日
没
礼
讃
」
（
 
浄
全
 ④
三
五
九
 b
 ）
 

善
導
「
日
没
礼
讃
」
 

説
 偶
発
願
（
 浄
全
 ④
三
五
九
 b
 ）
 

弥
陀
の
浄
土
へ
の
願
主
思
想
が
よ
り
強
い
。
す
な
 ね
 ち
、
 

を
 物
語
っ
て
い
る
。
 

㈲
Ⅱ
十
二
光
 匹
北
 、 騰
 ⑳
 R
3
 

 
 

北
 、
 騰
 初
は
三
階
の
行
儀
文
集
で
、
十
二
光
礼
は
二
十
 

 
 

名
は
「
 寅
 朝
礼
 繊
 

文
 」
の
敬
礼
十
方
諸
仏
を
べ
 ー
 ス
に
、
そ
の
十
方
諸
仏
 （
敬
礼
東
方
喜
徳
仏
か
ら
敬
礼
下
方
明
徳
 
仇
 ま
で
）
の
 代
 り
に
十
二
光
仏
を
入
れ
 

替
え
て
い
る
。
至
心
 俄
 悔
の
文
も
「
七
階
礼
儀
 文
 」
と
 は
 一
致
し
な
い
。
 

㊧
 
ロ
 
十
二
光
社
ロ
 
北
 、
宇
㏄
 

（
 
5
 
り
 
@
 

北
 、
宇
㏄
も
三
階
教
の
行
儀
文
集
で
、
「
 寅
 朝
礼
戯
文
」
 0
 次
に
連
写
さ
れ
て
い
る
 0
 こ
の
十
二
光
礼
の
仏
名
は
 ま
ず
十
二
光
 仏
 、
次
 

に
尽
 虚
空
通
法
界
微
塵
刹
土
中
一
切
諸
仏
、
さ
ら
に
闘
士
 日
 ・
勢
至
・
空
大
祥
・
普
賢
・
薬
王
・
葵
上
の
六
菩
薩
 と
 な
っ
て
い
る
 0
 こ
の
 仏
 

名
は
十
二
光
礼
の
仏
名
と
し
て
は
一
番
多
い
。
 

四
 
%
 
二
九
匹
 

P
 二
九
一
一
 R
2
 、
北
、
日
㌶
 R
 2
 、
 毘
 ㏄
 R
5
 、
 

右
の
三
写
本
は
前
述
の
士
（
 

6
@
 
 

一
光
 
礼
 は
く
ら
べ
て
浄
土
教
 的
 色
彩
が
よ
り
強
く
な
っ
て
い
る
。
，
仏
名
は
北
、
宇
 
托
と
 全
く
一
致
す
る
が
、
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に
 

  

北
 
、
秋
 
囲
 （
十
二
光
 

仏
 
）
、
 

P
 
四
五
九
七
 

R
 
綴
 （
十
二
光
 

礼
 
）
 の
 
二
点
が
あ
る
が
、
と
も
に
仏
名
 

  

  

 
 

 
 
 
 

煤
 

敦
 

ついて 

と
あ
る
 
よ
う
 に
善
導
の
日
往
生
礼
讃
 

ロ
と
 一
致
す
る
 

語
 句
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
（
 

7
 
）
し
か
し
、
こ
の
「
十
二
 

洗
礼
」
は
三
階
教
徒
が
 

依
用
 し
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
専
ら
浄
土
教
徒
が
依
 

用
 し
た
も
の
か
明
確
に
し
得
な
い
。
た
だ
そ
の
多
く
は
三
階
 

教
の
行
儀
 
文
 と
と
も
に
 

@
8
@
 

速
写
さ
れ
て
い
る
。
 

㈲
十
二
光
 
礼
 戯
文
 P
 二
七
二
二
 
R
3
 、
 S
 二
六
五
九
 
V
3
 

 
 

 
 

 
 

の
 「
礼
讃
 
文
 」
に
近
い
。
十
二
光
佑
一
々
に
は
 

セ
 喜
三
旬
 
、
 後
の
四
社
（
弥
陀
，
観
音
・
勢
至
・
諸
菩
薩
）
に
は
 

五
 @
 四
句
 
づ
っ
 の
讃
歎
 

文
を
付
加
し
た
礼
文
で
、
三
階
教
で
は
他
に
あ
ま
り
 

例
 を
 見
な
い
。
仏
名
も
㈲
の
「
十
二
光
 

礼
 」
に
み
ら
れ
る
 

六
 菩
 転
を
簡
略
化
し
、
 

浄
 

主
教
に
直
接
関
係
の
な
い
 

妙
 吉
祥
・
普
賢
・
薬
王
・
 

薬
 上
の
四
菩
薩
を
削
っ
て
、
弥
陀
中
心
に
観
音
・
勢
至
の
二
 

菩
薩
の
み
に
し
ぼ
っ
て
 

い
る
。
 

以
上
、
「
七
階
 

礼
 戯
文
」
か
ら
浄
土
教
系
「
 

礼
 織
文
」
 
へ
 の
 展
開
に
つ
い
て
述
べ
て
ぎ
た
が
、
こ
の
 

ょ
う
 
な
展
開
 
は
 浄
土
教
系
「
乱
戦
 

文
 」
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
 

0
 他
の
諸
宗
 
諸
数
 に
お
い
 
て
も
そ
の
宗
派
独
自
の
「
 

礼
 戯
文
」
が
製
作
さ
れ
大
い
に
 

流
行
し
た
。
 

次
 章
で
は
 

他
宗
派
に
お
け
る
「
 

礼
 戯
文
」
の
展
開
に
つ
い
て
考
え
 

て
み
た
い
。
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角 穴 

      に 

  

    
糸花 R 、 
4  惟時 

ナこ 甘二 "." 
    

  に 匹 R2 重朗 寅   R  朝 
5  ネ し 面 に大 0 十二 

ケこ l 銭 

ロ 十 v 
方 に   仏名ネ L 口 

卜皆 1   し 巻第 」 など ネ 
礼 に 最 Ⅱ 疏 」 

や 
と 十 三 
こ 方 階 
ろ 仁 、 教 は がに対 別   
敦 す 仏 / Ⅹ 

他   文 勧説す に三階 一仏） 
教 る の 
行 を み 
儀 常 へ 
文 と の 
の し 礼 
組 て 拝 
織 い 戯 
  る Ⅱ 毎 

        を 
序 否 
V@ し 定 
よ し 

@ 
準 立た 

  
し 

日仏 

思 
つ 想 
つ、 ヶ @ ヒ 

立 
か 
つ 

  
す 

芳吋 る 

仏 ナ - Ⅰ 

へ 
め、 

ネ のし そ 
戯 の 

を ，一 行 

勧 儀 
め 

る 
文 
で ・ 

，一 打 @% 
儀 必 
文 ず 

（ 九 
七 
階 

古ハ 諸 
） 

仏 



敦煙 出土七階仏名経について 

梵
唄
 文
 

説
 偶
発
願
 

三
帰
依
文
 

七
仏
道
 誠
侮
 

黄
昏
無
常
 喝
 

初
夜
無
常
 褐
 

諸
行
無
常
 掲
 

香
華
供
養
 

梵
唄
 文
 
（
清
浄
 
梵
 ）
 

歎
仏
功
徳
 

総
唱
セ
階
 諸
仏
 

絶
唱
二
十
五
仏
 

南
無
二
仏
 

回
向
文
 

至
心
 俄
悔
 六
根
 罪
 

至
心
発
願
 

七
階
礼
儀
文
 

一
切
恭
毅
 礼
 敬
礼
常
住
 

三
宝
 

  
後中 
夜夜 
虹虹 
常常 
褐侶 

  

  
諸 

一 打 ノ 

佃 

学侶 

至至 
l む @ l 亡 @ 
発繊 
願悔欠 

  

火
 

矢
 

大
 

ぬ
蔵
 菩
薩
礼
讃
 喝
 （
 円
 ）
 

地
蔵
 礼
 
（
㏄
）
 

至
心
 蛾
悔
 

至
心
発
願
 

初
夜
無
常
 侭
 

  

欠
 

失
 

釈
迦
礼
讃
 褐
 
（
 
3
 ）
 

般
若
波
羅
蜜
多
甚
深
法
蔵
 

れ
讃
褐
 
（
 
2
 ）
 

日
向
 文
 

欠 

  

香
華
供
養
（
略
）
 

清
浄
 梵
 
（
略
）
 

歎
仏
功
徳
、
 梵
呪
 

弥
勒
 礼
 
（
 
9
 ）
 

回
向
文
、
死
児
 

至
心
 繊
悔
 

至
心
発
頭
 

梵
呪
 

梵
唄
 文
 

説
 偶
発
願
 

三
帰
依
 文
 

慈
氏
上
生
 渇
 

欠 

  
法 、重 発願 北 

22 
R. 3 

  
@@ i 

生 
25 
  
  

し
な
が
ら
、
 

 
 

一
々
の
 礼
 戯
文
の
特
色
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
 

一
 講
社
地
蔵
菩
薩
慢
侮
 一
 降
生
花
 

欠 

P 一 n 会 

剛 五 一九一 

コネ l L 
  
  

  

欠 

仮
令
 礼
 

北
 、
生
 篆
 R
3
 

 
 

 
 

が
 現
存
す
る
の
を
発
見
し
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
代
表
的
 な
 五
点
の
行
儀
 文
 と
三
階
教
の
行
儀
 文
 と
の
対
照
表
を
か
 か
げ
、
そ
れ
を
参
考
に
 

91 (605) 



日
午
無
常
 喝
 

寅
 朝
礼
戯
文
 

欠
 

欠
 

一
切
恭
敬
敬
礼
常
住
三
宝
 

欠
 

（
略
）
 

香
華
供
養
 

欠
 

（
略
）
 

梵
唄
 文
 

欠
 

（
 
略
 -
 
）
 

歎
仏
功
徳
 

観
自
在
菩
薩
礼
讃
 褐
 （
 8
 ）
 

釈
迦
八
相
礼
讃
 褐
 （
Ⅳ
）
 

敬
礼
十
方
一
切
諸
仏
 

（
略
）
 

（
略
）
 

目
 同
文
 

至
心
 俄
悔
 

至
心
 俄
侮
 

至
心
 俄
悔
 

勧
請
 

勧
請
 

至
心
勧
請
 

随
喜
 

随
喜
 

至
心
随
喜
 

回
向
 

回
向
 

至
心
回
向
 

発
願
 

発
願
 

至
心
発
願
 

掲
諦
 吉
祥
 褐
 

釈
迦
如
来
 褐
 

寅
朝
 清
浄
 褐
 

清
浄
 梵
 
（
略
）
 

清
浄
 梵
 

山
 
ハ
み
 
小
 

三
帰
依
 文
 
（
略
）
 

三
帰
依
 文
 

三
帰
依
 文
 

和
南
衆
聖
 尊
 
（
略
）
 

和
南
衆
聖
 尊
 

円
地
蔵
菩
薩
の
礼
儀
 文
 

 
 

%
 蔵
 菩
薩
の
礼
儀
 文
 で
、
現
存
す
る
唯
一
の
行
儀
 文
は
 
「
講
社
地
蔵
菩
薩
 戯
悔
 発
願
 法
 」
（
 北
 、
重
花
田
）
で
あ
 る
 。
こ
の
「
発
願
 法
 」
 

は
 三
階
教
の
行
儀
 文
 、
す
な
わ
ち
月
七
階
仏
名
 経
 ・
 人
 集
録
 依
 諸
大
乗
経
中
略
発
願
 法
 と
と
も
に
 連
 写
さ
れ
て
 い
る
。
三
階
教
の
教
祖
 

信
行
が
地
蔵
信
仰
を
説
く
目
地
蔵
 十
輪
 経
口
を
重
視
し
 た
こ
と
は
そ
の
著
述
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
り
、
 @
l
 
）
か
つ
悪
因
 ゅ
 0
 日
西
方
 要
 浜
口
に
は
 

初
唐
の
三
階
教
が
地
蔵
 礼
 俄
を
勧
説
し
て
い
た
こ
と
を
 
伝
え
て
い
る
。
 

-
2
 
）
し
か
し
、
残
存
す
る
三
階
教
 経
録
 に
は
そ
 
0
 名
が
見
え
な
い
。
 
こ
 

の
 
「
発
願
 法
 」
は
「
七
階
 礼
 戯
文
」
型
の
行
儀
 文
 で
、
 そ
 の
 内
容
は
地
蔵
菩
薩
礼
讃
 掲
 
（
 皿
 ）
・
地
蔵
 礼
 
（
 托
 ）
 
至
心
 俄
悔
 ・
至
心
発
願
 

(606) 92 



敦煤 出土七階 仏街 

㈲
口
金
剛
五
四
 P
 二
九
一
一
郎
 

 
 

芭
 ・
 
n
 
国
朝
礼
 

U
.
 

秀
 禅
師
七
社
を
連
写
し
て
お
り
、
 

一
 
種
の
行
儀
文
集
と
い
え
る
。
 

 
 

剛
砒
盧
 
遮
那
」
か
ら
と
っ
た
標
題
で
、
「
七
階
 

礼
 戯
文
」
 
型
の
行
儀
 
文
 で
あ
る
。
そ
の
 

内
容
は
釈
迦
礼
讃
 
掲
 （
 
3
 ）
・
般
若
波
羅
蜜
多
甚
深
法
蔵
 

礼
讃
 侮
 （
 
2
 ）
・
回
向
文
・
至
心
 

俄
悔
 ・
至
心
発
願
・
 

初
 夜
 無
常
 渇
 ・
中
夜
無
常
 

侮
 ・
後
夜
無
常
 
掲
 ・
日
午
無
常
侮
か
ら
成
り
立
っ
て
 

い
 る
 。
「
七
階
 
礼
戯
 文
」
と
対
照
す
る
と
、
敬
礼
七
階
諸
仏
 

を
 釈
迦
礼
讃
 
渇
 ・
般
若
 

波
羅
蜜
多
甚
深
法
蔵
礼
讃
 

侮
に
 置
き
か
え
、
さ
ら
に
 

次
 の
ょ
 5
 に
至
心
 
繊
悔
 ・
至
心
発
願
を
浄
土
教
的
に
書
 

き
改
 め
て
い
る
。
 

93 く 607) 

合
札
」
を
く
り
か
え
し
て
お
り
、
善
導
の
日
往
生
礼
讃
 

L
 に
よ
く
類
似
し
て
い
る
。
 

コ
 
釈
迦
 仏
 の
 礼
 戯
文
 

 
 ㈲

降
生
花
 
北
 、
生
わ
 皿
 

（
 
3
3
3
 

）
 

北
 、
生
お
に
は
他
に
掲
荷
札
・
仮
令
 礼
 ・
観
音
 礼
 を
連
 写
し
て
お
り
、
多
く
の
行
儀
文
を
集
め
た
写
本
と
い
え
る
 。
降
生
 礼
 と
は
第
六
 

渇
の
 「
第
二
周
 口
 降
生
相
し
か
ら
と
っ
た
標
題
で
、
「
 寅
 朝
礼
戯
文
」
型
の
行
儀
 文
 で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
釈
迦
 八
相
礼
讃
 促
 
（
Ⅱ
）
・
 
廻
 

ね
文
 
（
省
略
）
・
至
心
 
俄
悔
 ・
勧
請
・
随
喜
・
廻
向
・
 発
 願
 ・
釈
迦
如
来
 掲
 ・
清
浄
 梵
 
（
省
略
）
・
三
帰
依
 
文
か
 ら
 成
り
立
っ
て
い
る
。
 

「
 
寅
 朝
礼
織
文
」
と
対
照
す
る
と
、
敬
礼
十
方
一
切
諸
仏
 を
 釈
迦
八
相
礼
讃
 渇
に
 、
 寅
朝
 清
浄
侮
を
釈
迦
如
来
 偶
 に
 書
き
改
め
て
い
る
。
 五
 

悔
の
内
容
も
一
致
し
な
い
。
と
く
に
釈
迦
八
相
礼
讃
 掲
 の
 第
五
 ｜
 第
十
二
 喝
は
喝
頭
 ・
 喝
 天
に
「
至
心
坂
倉
 礼
 」
 
、
「
 
願
共
 諸
衆
生
一
心
敬
 

離
苦
 得
 解
脱
」
を
く
り
か
え
し
て
お
り
、
善
導
 
向
 
往
生
 礼
讃
 口
 に
よ
く
類
似
し
て
い
る
。
 

等
 よ
り
成
り
立
っ
て
い
る
。
「
七
階
 

礼
 戯
文
」
と
対
照
 
す
る
と
、
敬
礼
七
階
諸
仏
を
地
蔵
菩
薩
礼
讃
 

掲
 ・
地
蔵
 
礼
 に
置
き
か
え
て
お
り
、
 

至
心
 俄
悔
 ・
至
心
発
願
も
一
致
し
な
い
。
と
く
に
礼
讃
 

掲
 の
 喝
頭
 、
 喝
末
に
 「
至
心
帰
命
稽
首
札
」
（
第
一
喝
 

の
 み
 ）
、
「
頓
教
諸
衆
生
 



礼
讃
 掲
 
（
 
8
 ）
・
廷
内
文
 

和
南
衆
聖
 尊
 
（
省
略
）
 （

省
略
）
・
至
心
 
繊
悔
 ・
勧
請
・
随
喜
・
廻
向
・
発
願
・
 掲
 諦
 吉
祥
 掲
 ・
清
浄
 梵
 
（
省
略
）
・
三
帰
依
 
文
 
（
省
略
）
 

か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
「
七
階
 
礼
 戯
文
」
と
対
照
す
る
 と
 、
敬
礼
七
階
諸
仏
を
観
自
在
菩
薩
礼
讃
 褐
に
、
寅
 

㈹
八
相
 礼
 

S
 五
四
三
三
Ⅲ
 

S
 五
四
三
三
に
は
他
に
仏
説
延
寿
命
 経
 
・
仏
説
父
母
 恩
 重
経
 ・
上
生
花
を
連
写
し
て
い
る
。
八
相
 礼
 と
は
お
そ
ら
 く
 釈
尊
の
八
相
成
道
 

を
 讃
歎
し
た
礼
文
と
推
定
さ
れ
る
が
、
わ
ず
か
七
行
の
 断
片
で
あ
る
た
め
そ
の
内
容
を
詳
ら
か
に
し
得
な
い
。
 

 
 三

観
世
音
菩
薩
の
礼
戯
文
 

 
 ㈹

 掲
 常
礼
 
北
 、
生
あ
 M
 

わ
ず
十
一
行
の
観
音
 礼
 で
、
 奏
 請
文
と
観
音
礼
讃
 侮
 
（
 1
 ）
と
か
ら
な
る
。
標
題
の
下
に
「
法
事
 如
常
 」
と
記
し
 、
 他
の
行
儀
 文
を
省
 

略
し
て
い
る
。
 

㈲
仮
令
 礼
北
 、
生
花
心
 

 
 

坂
倉
 礼
 と
は
 各
喝
末
の
 
「
同
心
仮
令
 礼
 」
か
ら
と
っ
た
 標
題
で
、
「
 寅
 朝
礼
戯
文
」
型
の
行
儀
 文
 で
あ
る
。
そ
の
 
内
容
は
観
自
在
菩
薩
 

p
 二
九
一
一
 

R
3
 

、
 S
 二
三
五
四
 

 
 

重
罪
 如
霜
 

至
心
 繊
悔
眼
為
見
口
 鶉
茸
 為
配
聲
口
鼻
為
香
未
濁
 古
満
吉
適
度
 甘
柏
雙
拳
 

9
 

縁
身
房
 六
賊
虎
穴
ロ
ロ
大
斤
衆
目
 懐
冊
顛
凝
 鴻
大
 迷
 令
達
 師
覚
   

露
 慧
日
 能
 消
防
是
政
 底
 至
心
 勲
俄
 六
根
 罪
俄
悔
已
 帰
命
礼
三
 %
 

 
 
 
 

根
罪
 遠
見
弥
陀
仏
儀
 悔
已
 至
心
帰
命
 礼
 阿
弥
陀
仏
 

@
 

至
心
発
願
 願
 我
等
生
々
 
是
 諸
仏
世
々
垣
間
解
脱
 昔
 弘
誓
平
等
度
 衆
生
 畢
寛
 

至
心
発
願
 願
我
眼
根
 常
見
仏
願
 耳
恒
 Ⅲ
説
法
 聲
願
 鼻
 不
休
 
一
 余
香
 願
 日
常
 

諦
 波
羅
蜜
 願
身
 不
染
 諸
 邦
境
願
意
小
辛
有
相
 縁
願
心
能
除
 煩
悩
 賊
願
我
恒
 

速
成
天
上
通
発
願
 已
 帰
命
礼
三
 賓
 

到
 淫
薬
 城
我
願
 六
道
泰
無
韻
 我
 顕
二
晩
 無
 
一
人
我
 願
 衆
生
反
 成
 仏
教
 願
普
 

澄
 淫
薬
日
 已
此
 発
願
諸
善
根
 唯
願
遠
 見
弥
陀
仏
発
願
 已
 至
心
 帰
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五 て に 

  
俄 

四 地文   
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  各 仏 
願 願 
立文 の 一   

時 称 く 発 の 初口 め弥 
  勒 一 顧 内 に 勒 

L ネ礼拝 ロ 容は香 仏道し こ、ネヶ 致する ・三帰 文 かも 

「 連     至 写 
，む さ 
帰 れ 
令 て   
勒 る 
世     尊 札 
願 弥 
法 動 
界 願 
宋 文 
生 は   
十二 託生 

兜 の 
率 願 
直 文 
奉 の 
慈 み 
尊 で 
」     が そ 

文   
  

か 後   え の 

95  (609) 

朝
 清
浄
 褐
を
掲
諦
祥
褐
 に
置
き
か
え
、
五
悔
の
文
も
 一
 
致
し
な
い
。
内
容
は
異
に
す
る
が
、
行
儀
の
綱
格
は
前
述
 し
た
降
生
花
と
全
く
一
 

致
す
る
。
ま
た
観
自
在
菩
薩
礼
讃
 喝
 の
 各
掲
末
 に
必
 ら
 ず
 
「
 願
共
 諸
衆
生
同
心
坂
倉
 礼
 」
 な
 く
り
か
え
し
て
い
る
  
 

㈹
観
音
礼
文
 
化
 、
生
 お
 Ⅲ
 

観
音
礼
文
は
観
自
在
菩
薩
を
讃
歎
し
た
七
言
 百
句
 の
 喝
 文
 の
み
で
あ
っ
て
、
礼
拝
 支
 お
よ
び
そ
の
前
後
の
行
儀
 文
 は
 一
切
省
略
さ
れ
て
 



一
切
業
障
海
曹
 従
聖
 相
生
苦
 欲
俄
悔
以
 舌
端
坐
 観
 実
 

相
重
罪
 如
 霜
露
慧
日
 能
 消
除
 是
故
応
 至
心
 勲
俄
 六
 

根
 罪
繊
悔
以
 帰
命
礼
三
宝
 

至
心
発
願
 願
 我
等
生
生
起
諸
仏
世
世
垣
間
解
脱
 

昔
 弘
誓
平
等
度
衆
生
路
 覚
 速
成
兄
上
 道
 発
願
 已
 

帰
命
礼
三
宝
 

敬
礼
 聲
聞
 縁
覚
一
切
賢
聖
 

普
 馬
上
界
天
光
 龍
梵
 八
部
荷
主
人
王
師
僧
父
母
十
方
施
主
政
 以
 逼
 法
界
 衆
 

生
悪
願
所
持
 知
障
 帰
命
 戯
悔
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圓蓮 生理瞠目仙一千仏等量一 等 
活花元日 香端 切仏等 一仏均一 
土壁陣貝 最正 諸等 一 切箸 諸切 
方如 開元上 功 仙一切 話 一仏詣 
赦令王明香 穂 切 諸仏 切 仏 

  
  諸仏 諸仏 仏 

忠
心
 餓
悔
 所
有
四
生
三
悪
非
心
 奴
 初
日
照
 膿
霜
罪
染
 不
住
等
虚
 

空
三
業
万
類
 皆
 清
浄
 普
 令
法
界
諸
有
情
遠
征
内
宮
永
安
楽
 俄
侮
 

已
 忠
心
帰
命
頂
礼
大
悲
弥
勒
 尊
仏
 

忠
心
発
願
 願
 我
等
 従
 今
日
乃
至
 証
 菩
提
 願
随
我
 大
師
慈
氏
 好
 

来
駕
 花
初
曾
得
 黄
道
 記
 発
願
 已
 忠
心
帰
命
頂
礼
大
悲
弥
勒
 

等
 
l
 
l
 

仏
念
 慈
氏
菩
薩
摩
 詞
薩
 四
口
 

南
 元
兜
率
天
宮
慈
氏
如
来
店
五
等
覚
教
令
敬
礼
 砒
盧
 遮
那
 

真
如
清
浄
名
 法
 仏
世
界
法
性
性
平
等
真
如
清
浄
即
世
界
法
界
 即
 

如
来
 願
度
 壁
砂
家
札
足
一
 
%
 
惣
 土
兵
車
 

１
１
面
元
兜
率
天
宮
 

１
１
１
１
・
 

苦
氏
 如
来
心
王
等
覚
 

1
 

我
今
 敬
礼
 血
 舎
那
 

市
座
蓮
華
岡
西
 億
順
劫
 偶
成
元
嗣
 智
 万
徳
 圓
満
名
 報
身
 普
 

勧
 勤
惰
六
度
行
 仙
花
初
舎
証
 光
生
初
口
前
 

元
兜
率
天
官
牡
瓦
如
来
店
五
等
覚
 

南
 

)
 
l
l
l
 

我
今
 敬
礼
釈
迦
文
丈
六
化
 身
 

紫
金
色
 頂
凧
 國
光
岡
巨
億
八
十
種
好
 相
 荘
厳
 普
勧
 同
生
悪
 
氏
 

國
龍
花
 三
倉
三
朗
 口
 Ⅱ
 冊
 

 
 

南
 元
兜
率
天
宮
 怒
氏
 如
来
 店
正
 等
覚
 願
 和
仏
弟
子
 ロ
某
甲
 

等
 友
一
切
衆
生
冊
命
㌍
 時
 身
心
安
楽
一
念
 之
項
 聖
衆
現
前
高
低
 本
 

願
 往
生
天
官
 

1
1
@
 

｜
 怒
 
・
・
 

山
 里
 若
敵
白
尾
 光
滅
 似
絵
禎
三
毒
悪
綱
火
開
敷
 

車
内
心
 佳
 具
申
菩
薩
 臼
 元
応
 時
 摂
受
諾
 根
 清
浄
 速
証
 光
生
教
化
 

  

高
士
 普
礼
誌
 十
方
空
界
礼
一
切
諸
仏
 

南
 %
 台
杣
形
像
元
重
 賓
塔
 

南
 五
十
二
部
草
径
甚
深
法
蔵
 

南
尤
 諸
尊
 菩
此
坤
 Ⅱ
 匝
衆
 

南
 元
声
聞
縁
覚
礼
一
切
賢
聖
僧
 

普
為
 四
恩
三
有
 政
 法
界
衆
生
益
 願
断
障
 往
生
弥
勒
内
院
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P 五生害 階 
三礼 25 大数 
七 に の 四 の 

所所 九二の 裏面に は、 た L O 頁 。 
八 だ ほ 五 

九三頁 礼文の点現存 Ⅶ 普 門 

以下。 す フつ 。 Ⅴ うの写 て L ロ ロロ 、 
本天 
も 乗 
含浄 
め土 
て讃 

他 V.3 
に仏 

鳥 
  
4 2 9 臼 ） V@, ェ ・ 

衣穏 
37  讃 

乃 V.5 

  
菩薩 鳥羽 

、 経 

十斎日、 四七 S   
一 V. 6 
て太 

    

  
P 連 

。 写   
四 

97@ (611) 

は
な
く
、
惰
か
ら
唐
に
か
け
て
の
当
時
の
仏
教
界
諸
宗
 の
 一
般
的
傾
向
を
示
し
て
い
る
と
い
え
 よ
う
 。
 

そ
れ
ぞ
れ
の
成
立
年
時
を
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
は
困
難
 で
あ
る
が
、
こ
の
 
ょ
う
 な
行
儀
文
を
必
要
と
し
た
の
は
ひ
 と
り
三
階
教
徒
だ
け
で
 

以
上
、
九
点
の
礼
戯
文
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
行
儀
の
綱
 格
 が
三
階
教
の
礼
戯
文
と
き
わ
め
て
よ
く
類
似
し
て
い
る
 こ
と
を
指
摘
し
た
。
 

と
あ
る
 よ
う
 に
 、
 「
 セ
階
礼
 戯
文
」
と
「
上
生
 礼
 」
は
 ぎ
 ね
 め
て
よ
く
対
応
し
て
い
る
。
 

徒 労 白 元忠 無 一昔 説 
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勧死昏 依依依   功徳 話 行 時 至常 走 僧法仏 雪占当 
道相隔 願願願 普 
泉君西 衆 衆衆 及 於 一切 敷 学至 不久居 方 日已 生観利 生保人 生 聴 学 
無念 暮 大経大 我 
会下塵 衆蔵 追 尊 

@ 崔 一管楽 為 
口 切 衆 

生 

願
以
此
功
徳
普
及
 於
 一
切
我
等
冥
衆
生
迂
生
肉
院
中
 究
 尭
成
 

仏
道
 

稽
首
帰
依
仏
天
宮
 坐
費
 含
有
情
 皆
 渇
仰
 果
願
 下
生
来
 

願
女
諸
衆
生
稽
首
帰
依
法
六
事
彙
 堪
 修
得
 生
 弥
勒
 
院
 大
下
 

値
漂
流
同
前
口
稽
首
帰
依
僧
三
期
 
具
 六
口
籠
 花
希
 授
 

記
三
会
頭
捻
 逢
 同
前
ロ
 

自
乗
 等
 臆
説
慈
氏
上
生
沼
真
日
閻
浮
田
 

憂
悲
暁
｜
 

i
 

口
前
愛
河
 長
 没
溺
欲
火
 鎮
 暁
日
 費
殿
花
 単
発
慈
尊
 
法
 

正
賞
 勧
 諸
修
道
者
同
縞
上
生
口
 



い
る
の
で
、
 

そ
こ
で
、
 

そ
の
成
立
は
八
世
紀
初
頭
以
前
と
推
定
さ
れ
る
。
 

そ
の
内
容
を
検
討
す
る
と
、
 

論
じ
直
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
 

と
こ
ろ
が
、
 
敦
婬
 文
献
調
査
中
、
は
か
ら
ず
も
現
行
「
 往
 坐
礼
讃
喝
 し
 と
は
 異
 っ
た
標
題
・
組
織
・
順
序
に
よ
る
 二
種
の
礼
讃
 文
 を
発
 

 
 

見
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
二
種
と
は
 

け
 往
生
礼
讃
文
一
巻
比
丘
善
導
顔
往
生
礼
文
七
二
坪
 
十
六
観
 作
 
P
 二
七
二
二
 R
2
 
、
 S
 二
六
五
九
 V
2
 
、
 集
 諸
経
 礼
繊
 俵
巻
上
 

（
大
正
⑳
 四
 上
 
ハ
 
O
b
@
 
匹
上
八
二
 
a
 ）
 

目
礼
阿
弥
陀
仏
文
 
龍
樹
 菩
薩
 撰
闇
那
堀
多
 三
蔵
田
 口
ロ
 

S
 五
二
二
 セ
 

で
あ
る
。
 1

 

@
5
@
 

@
4
@
 

ま
ず
前
者
の
比
丘
善
導
 作
 「
往
生
礼
讃
 文
 」
か
ら
考
察
し
 て
み
た
い
。
 
S
 本
は
十
世
紀
前
半
の
写
本
、
 

P
 本
は
九
世
 紀
の
写
本
と
推
定
さ
 

ね
 、
写
本
そ
の
も
の
は
そ
 う
 古
い
も
の
で
は
な
い
。
 
幸
 い
に
 智
昇
撰
 「
 集
 諸
経
礼
儀
 儀
 」
（
 皿
セ
三
 0
 年
 以
前
の
 成
立
）
に
引
用
さ
れ
て
 

@
2
@
 

@
l
l
 

）
 

を
 付
し
て
明
ら
か
に
著
述
と
し
て
編
纂
 し
 直
し
た
も
の
で
 あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
「
往
生
礼
讃
 

掲
 」
の
成
立
 問
 題
も
新
し
い
視
点
か
ら
 

セ
 、
 此
 正
善
導
 作
 
「
往
生
礼
讃
 文
 」
と
 龍
樹
 菩
薩
 撰
 
「
 礼
 阿
弥
陀
仏
文
」
の
成
立
 

現
行
の
「
往
生
礼
讃
 喝
 口
は
善
導
自
ら
が
実
際
に
長
安
 の
 光
明
寺
等
で
礼
讃
行
道
し
た
行
儀
 文
 そ
の
ま
ま
で
は
な
 く
て
、
前
拝
・
後
序
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円
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宝
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供
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㈱
梵
唄
 文
 

四
 歎
仏
功
徳
 

㊦
 礼
仏
 

①
 総
唱
 七
階
 

七
階
 礼
 戯
文
 

S
 五
六
五
 

三
階
教
 礼
戯
 文
 と
 
（
 S
 五
六
五
一
）
と
金
 同
 

欠
 

円
 一
切
恭
敬
敬
礼
常
住
三
宝
 

三
階
教
 礼
 戯
文
と
（
 S
 五
六
五
一
）
と
金
岡
 

欠
 

㈲
香
華
供
養
 

観
経
歎
仏
 頚
 

欠
 

㈲
歎
仏
功
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⑳
 礼
仏
 

 
 

R
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 と
 一
部
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釈
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十
方
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往
生
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P
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セ
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二
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五
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英
慈
の
掲
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部
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2
 

次
に
後
者
の
「
 礼
 阿
弥
陀
仏
文
」
は
そ
の
作
者
を
龍
 樹
 と
し
て
い
る
が
、
 龍
樹
撰
 
「
十
二
礼
し
を
中
心
と
し
て
 編
 纂
 さ
れ
た
浄
土
教
の
 

礼
讃
 文
 で
あ
っ
て
、
そ
の
編
者
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
 る
に
善
導
の
「
中
夜
礼
讃
」
と
対
照
す
る
と
、
欠
け
て
 ぃ
 る
 部
分
も
あ
る
が
、
 ほ
 

ほ
 全
面
的
に
一
こ
の
「
 礼
 阿
弥
陀
仏
文
」
と
 類
 似
す
る
組
織
を
も
っ
行
儀
文
を
対
照
す
る
と
、
 

Ⅰ
 
8
 ㌧
 

わ
儀
 文
の
影
響
の
も
と
に
成
立
し
、
善
導
の
「
往
生
花
 讃
喝
ヒ
 
と
き
わ
め
て
密
接
な
関
係
が
あ
る
文
献
で
あ
る
と
 い
え
よ
う
。
 

以
上
、
「
往
生
礼
讃
 文
 」
 ほ
 そ
の
成
立
年
時
（
と
く
に
 善
 尊
め
 
「
往
生
礼
讃
 喝
 L
 
と
の
成
立
前
後
）
が
明
確
で
は
 な
い
が
、
三
階
教
系
 

 
 

渇
が
 付
加
さ
れ
て
い
る
が
、
悉
く
三
階
教
行
儀
 丈
 に
お
 い
て
流
行
し
た
 掲
文
 ば
か
り
で
、
善
導
の
独
創
に
な
る
も
 の
は
一
つ
も
な
い
。
 

も
と
づ
い
て
い
る
、
と
い
え
る
。
因
み
に
現
行
「
往
生
 れ
讃
喝
二
 
に
は
発
願
文
の
後
に
初
夜
、
中
夜
、
後
夜
、
平
 旦
 、
日
中
の
五
時
無
常
 

 
 

と
な
る
 0
 右
の
一
覧
表
に
よ
る
と
、
「
往
生
礼
讃
 文
 」
の
 蓋
 叩
 
句
は
現
行
、
善
導
「
日
没
礼
讃
」
・
「
日
中
礼
讃
」
と
全
く
 

一
致
す
る
が
、
た
だ
そ
 

の
 順
序
は
一
致
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
な
組
織
に
な
っ
て
 い
 る
 よ
う
 で
あ
る
。
一
方
三
階
教
の
行
儀
 文
 と
対
照
 す
 る
と
、
「
七
階
 
礼
戯
 文
」
 

0
 組
織
に
な
ら
っ
て
製
作
さ
れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
 す
な
ね
 ち
、
最
初
の
一
切
恭
敬
敬
礼
三
宝
・
香
華
供
養
 は
 「
七
階
 礼
 戯
文
」
と
 

全
く
同
じ
で
、
回
向
文
・
至
心
 俄
悔
 ・
 
説
 偶
発
願
・
 三
 帰
礼
 に
も
浄
土
教
系
乱
戦
文
の
影
響
を
指
摘
す
る
こ
と
が
 で
き
る
。
ま
た
無
常
 喝
 

 
 

（
日
没
）
も
三
階
教
行
儀
 
文
 で
は
き
わ
め
て
 よ
く
 用
い
ら
 れ
た
 掲
文
 で
、
四
十
五
例
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 し
た
が
っ
て
、
 一
 
・
往
生
 

礼
讃
 文
 」
 中
 、
善
導
の
創
作
は
わ
ず
か
わ
日
中
礼
讃
 喝
 十
八
 %
 と
 発
願
文
の
み
で
あ
っ
て
 、
 他
は
す
べ
て
当
時
流
 付
 し
て
い
た
行
儀
 丈
 に
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観れ 自   経て作 
疏 い の 

渇、 
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浄   て ぞ 
渇、   い れ 

五 る の 
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と 

い 

，え 
よ 

らノ 

で
は
な
い
が
、
三
階
教
系
行
儀
文
の
影
響
の
も
と
に
 

成
 立
し
、
善
導
の
「
中
夜
礼
讃
」
と
き
わ
め
て
密
接
な
関
係
 

に
あ
る
文
献
で
あ
る
、
 

し
た
が
っ
て
、
「
 
礼
 阿
弥
陀
仏
文
」
は
そ
の
作
者
、
そ
の
 

成
立
年
時
（
と
く
に
善
導
の
「
中
夜
礼
讃
」
と
の
戎
姿
 

明
後
）
と
も
に
明
確
 

の
 「
 
寅
 朝
礼
儀
 文
 」
理
行
儀
 丈
 に
一
致
し
、
末
尾
の
無
常
 喝
 ・
三
帰
依
文
を
省
略
し
た
形
と
い
え
る
。
し
か
も
 五
 悔
の
文
は
「
 寅
 朝
礼
 俄
 

文
 」
と
は
一
致
し
な
い
が
、
そ
の
変
形
と
み
ら
れ
る
 文
 殊
師
利
 礼
法
身
仏
文
、
金
剛
五
ネ
な
と
の
中
に
 

｜
し
 
@
l
 

1
 
 

）
 。
 

一
致
す
る
 語
句
を
見
い
出
す
こ
と
 

@
 
托
 -
 

（
 
勺
 
l
 
z
 
）
 

が
で
き
る
。
 

と 

な 
る 
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表 セ 
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明 
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誠 
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よ 
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ケ @ - 
「 詰 牢 
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文 で を 階 推 
は あ 化 教 定 以 

もる較のし上 と。 す礼 " " 
づ し る 戯 冬 二   結 
階 " 成 語 め よ 

礼 こ 立 教 相 び 
戯 の は の 互 そ 

ミ三 
ⅡⅠ れ以 文 」 七階 セ階 礼儀 関係 

型 礼 仏 文 を 外 
の 戯 名 と 明 の 
諸 文 隆 の ら 行 
教 が の 成 か 儀 
の 他 方 立 に 文   
成 行 七 す に を 
上 儀 階 る 努 収 
し 立 礼 断 め 集 
た の 戦 定 た し と 旦ク 示ノ 立 的 
考 響 は な そ そ 
え の セ 結 れ こ 
る も 階 論 ぞ に 

方 と 仏 は れ 三 
が に 名 出 の 種 

よ 、 経 し 礼 の 
り 後 の 得 俄 行 
自 に 影 な 文 儀 
然 成 響 か の の 
で 立 の っ 五 型 
あ し も た 確 を 
ろ た と 0 な 見 
ぅ と に セ 成 い     
生 、 こ 階 な れ 
礼 も と 礼 た の 

原型を 譲文」 階礼俄 は明白 戯文と め、 三 



敦埋 出土七階仏名経について 

の
方
が
司
往
生
礼
讃
 
掲
口
 よ
り
も
先
と
仮
定
す
れ
ば
、
 
豊
 自
尊
 
め
 「
往
生
礼
讃
渇
し
成
立
に
い
た
る
道
程
と
し
て
、
 

セ
階
 仏
名
経
１
丁
七
階
 

礼
 織
文
 1
 Ⅰ
浄
土
教
系
 
礼
 戯
文
（
十
二
光
 
礼
 ）
 

往
 坐
礼
讃
 文
｜
 
Ⅰ
往
生
礼
讃
 
褐
 と
い
う
道
筋
が
想
定
で
き
る
 
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
三
階
教
の
行
儀
 

文
と
 浄
土
 教
の
行
儀
 文
 と
は
想
像
以
上
に
き
わ
め
て
密
接
な
関
係
 

に
あ
る
の
で
あ
っ
 

て
 、
両
教
徒
間
の
教
義
上
の
批
難
応
酬
と
は
別
に
、
実
践
 

行
儀
の
面
か
ら
の
比
較
研
究
を
さ
ら
に
展
開
さ
せ
る
 

必
 要
 性
を
痛
感
す
る
。
   



一
般
に
、
制
度
的
権
威
よ
り
も
個
人
の
内
的
信
仰
体
験
の
 重
視
か
ら
出
発
す
る
ゼ
ク
テ
 的
 運
動
が
、
一
定
の
権
利
 と
 義
務
を
伴
 う
 地
位
 

と
役
割
と
か
ら
な
る
安
定
し
た
組
織
へ
と
成
長
す
る
に
 際
し
て
、
当
該
集
団
内
に
生
ず
る
様
々
な
葛
藤
は
多
く
の
 研
究
者
の
関
心
を
集
め
 

て
き
た
。
 

@
l
 
）
 

宗
教
集
団
の
か
か
る
制
度
化
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
一
八
 世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
英
国
メ
ソ
デ
ィ
 ス
ト
運
動
の
展
開
通
 

程
に
も
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
際
、
そ
の
 焦
 点
は
何
処
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
 

メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 ム
 は
、
創
設
者
で
あ
る
ウ
ェ
ス
レ
ー
生
存
 中
 に
、
 既
に
彼
自
身
の
手
に
な
る
全
国
的
規
模
の
組
織
の
 不
ッ
 ト
ワ
ー
ク
 と
そ
 

れ
を
運
営
す
る
職
階
を
保
持
し
て
い
た
。
し
か
も
そ
れ
ら
 職
階
の
権
威
関
係
は
 、
 彼
を
頂
点
と
す
る
絶
対
的
服
従
 に
 定
位
さ
れ
て
い
た
。
 

と
こ
ろ
が
職
階
を
支
え
る
権
威
の
性
格
は
 、
 彼
が
自
己
 の
 連
動
を
聖
公
会
内
部
に
限
定
し
ょ
う
と
し
た
た
め
十
分
 に
 構
造
化
さ
れ
て
い
な
 

か
っ
た
。
そ
れ
は
彼
個
人
の
カ
リ
ス
マ
的
権
威
と
と
も
に
 、
当
該
役
職
者
の
内
的
な
宗
教
的
資
質
に
依
存
す
る
と
 い
 う
 側
面
を
複
合
さ
せ
 

た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
か
か
る
職
階
の
権
威
の
 性
格
は
 、
メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 ム
 が
個
人
の
古
本
教
体
験
を
重
視
 
す
る
「
聖
化
運
動
」
で
 

あ
る
以
上
当
然
な
こ
と
と
い
え
る
。
（
 

2
 ）
し
か
し
ウ
ェ
ス
 レ
 １
 0
 死
と
 聖
公
会
か
ら
の
離
脱
は
、
そ
の
全
国
的
組
織
を
 維
持
す
る
た
め
に
彼
の
 

107 (621) 

ま ｜ 

じ 

め 

1 甲 

メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 
ム
 に
お
け
る
制
度
化
と
 分
離
 

中
 

山
 

弘 



聖
公
会
司
祭
、
 

家
 J
.
 バ
ン
テ
ィ
 

も
な
く
し
て
起
っ
 

二
七
九
七
年
）
 

多
く
の
教
派
が
母
 

か
か
る
展
開
過
 

て
詳
細
に
検
討
す
 

ら
は
大
き
く
二
つ
 

て
 理
解
し
ょ
う
 と
 

メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 ム
 の
 J

.
 

ウ
ェ
ス
レ
ー
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
 

メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 ム
は
、
 彼
の
死
後
、
 メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 ム
 の
 法
 白
玉
と
呼
ば
れ
た
 
敏
腕
 

ン
グ
 （
㏄
二
三
 
ぎ
幅
 ）
の
死
に
到
る
ま
で
、
た
び
重
な
る
 抗
 争
 と
分
裂
を
経
験
し
た
。
す
な
わ
ち
 ゥ
ヱ
 ス
レ
ー
の
 死
 後
 ま
 

た
 巡
回
説
教
者
 A
.
 

キ
ラ
ム
（
 

餐
巨
牙
が
日
 

）
の
追
放
と
 彼
 に
よ
る
 メ
 ソ
デ
ィ
ス
ト
・
ニ
ュ
ー
・
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
の
 成
立
 

に
 端
を
発
し
て
、
そ
れ
以
降
 ュ
 ナ
イ
テ
ッ
ド
・
メ
ソ
デ
ィ
 ス
ト
・
フ
リ
ー
・
チ
ャ
ー
チ
の
形
成
（
一
八
五
六
年
）
 ま
で
 

胎
 組
織
か
ら
分
離
、
独
立
し
て
い
る
。
 

程
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
主
に
欧
米
の
研
究
者
の
手
に
 な
る
分
析
が
提
出
さ
れ
て
ぎ
て
い
る
。
そ
れ
は
す
べ
て
に
 つ
、
し
 

る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
筆
者
の
能
力
を
は
る
か
に
超
え
 て
い
る
。
し
か
し
極
め
て
概
括
的
に
整
理
す
る
な
ら
ば
、
 そ
れ
 

の
 視
点
に
分
類
で
き
る
 0
 第
一
の
視
点
は
、
こ
の
過
程
を
 一
九
世
紀
英
国
の
政
治
・
社
会
史
の
文
脈
の
中
に
引
き
 つ
 げ
 

い
う
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
 E
.
 

ア
レ
ヴ
ィ
ー
は
当
時
の
 

英
国
に
お
け
る
自
由
主
義
の
前
進
を
念
頭
に
置
き
な
が
 ら
、
 

抗
争
が
組
織
運
営
に
お
け
る
民
主
化
の
要
求
に
あ
っ
た
 と
し
て
、
こ
の
過
程
を
ト
ー
リ
ー
的
保
守
主
義
に
対
す
る
 自
由
 

 
 

Ⅰ
 
メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 ム
 に
お
け
る
抗
争
と
問
題
の
所
 在
 

カ
リ
ス
マ
的
権
威
と
そ
の
職
階
の
制
度
化
を
要
請
す
る
。
 そ
の
た
め
役
職
の
権
威
の
制
度
化
は
各
役
職
の
権
威
と
 そ
れ
に
相
応
す
る
当
該
 

役
職
者
の
宗
教
的
資
質
と
の
乖
離
を
生
む
。
か
か
る
 乖
 離
は
 ゼ
ク
テ
 的
 体
質
を
も
つ
こ
の
運
動
の
内
部
に
鋭
い
緊
 張
 を
も
た
ら
す
の
で
あ
 

る
 。
こ
の
意
味
か
ら
、
そ
の
制
度
化
問
題
の
焦
点
は
職
 階
の
制
度
化
（
キ
ル
ヘ
 化
 ）
に
伴
う
組
織
内
の
ゼ
ク
テ
 的
 体
質
の
拮
抗
に
あ
る
と
 

い
え
よ
う
。
以
下
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
 ウ
ヱ
ス
レ
 
｜
 以
降
の
 
メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 
ム
 の
抗
争
と
分
離
過
程
を
眺
め
 る
こ
と
に
よ
っ
て
 
、
そ
 

0
 間
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
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メ ソ チノズム @   

メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 
ム
 は
個
人
の
内
的
宗
教
体
験
を
中
心
に
し
て
 形
成
さ
れ
た
運
動
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
宗
教
的
営
為
 は
 聖
公
会
の
宗
教
的
 

権
威
に
依
存
し
つ
つ
も
、
ウ
ェ
ス
レ
ー
及
び
彼
が
任
命
 し
た
役
職
者
に
よ
る
独
自
の
権
威
関
係
に
も
と
づ
く
監
督
 形
態
を
と
っ
て
い
た
。
 

め
 

 
 
 
 
 
 

問
題
は
か
か
る
役
職
者
の
権
威
の
性
格
で
あ
る
。
そ
れ
 ほ
 
一
方
で
、
個
人
の
内
的
体
験
の
重
視
を
基
礎
と
し
た
 一
 般
 信
徒
に
よ
る
 ビ
ュ
ウ
 

 
 

ロ
ク
ラ
ー
ト
 的
 性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
 

他
 方
 、
ウ
ェ
ス
レ
ー
の
カ
リ
ス
マ
 的
 権
威
の
下
に
無
条
件
 

 
 

る
 

け
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

お
 

 
 鵬

論
 的に
云
え
ば
、
そ
れ
は
 メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 
ム
 の
宗
教
 的
 権
威
の
暖
 味
 さ
に
も
と
づ
く
組
織
内
の
上
位
役
職
者
層
 の
 権
威
と
権
限
の
不
明
瞭
 さ
 

要
因
と
り
わ
け
組
織
内
の
複
数
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
 対
 立
か
ら
記
述
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
も
の
が
第
二
の
視
点
で
 あ
る
。
例
え
ば
 R
.
 ヵ
 

リ
ー
は
 、
メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 
ム
 か
ら
分
裂
し
た
教
派
を
そ
の
分
 離
 原
因
に
も
と
づ
い
て
派
生
（
 o
h
h
 

の
す
 
0
0
 
あ
 ）
と
脱
退
（
 の
の
の
の
の
 

四
 。
二
の
）
の
一
一
 

妬
媒
 

（
 
5
 ）
 

型
に
分
け
、
前
者
を
平
信
徒
運
動
、
後
者
を
平
信
徒
役
 職
者
の
運
動
と
規
定
し
て
い
る
。
 

し
か
し
こ
の
過
程
を
ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
分
析
す
る
 に
し
て
も
、
そ
の
抗
争
、
分
裂
の
特
徴
に
つ
い
て
次
の
二
 点
 に
お
い
て
は
共
通
 

の
 認
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
そ
の
抗
争
が
わ
 ず
か
な
例
外
を
除
い
て
教
義
上
の
間
頭
で
は
な
く
、
 主
 仁
 会
の
規
則
や
そ
の
 運
 

（
 
二
 
u
 
）
 

州
よ
 い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 

止
し
か
し
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
何
故
、
 ゥ
 

営
 と
い
っ
た
組
織
上
の
間
 題
 を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
 

点
か
ら
、
ひ
と
ま
ず
そ
の
抗
争
の
焦
点
が
、
組
織
内
の
 ゐ
 

0
 対
立
で
あ
っ
て
、
そ
の
争
点
は
両
者
の
組
織
内
に
お
 け
 

エ
 ス
レ
ー
の
死
が
直
ち
に
か
か
る
対
立
を
惹
起
し
た
の
か
 

と
い
う
こ
と
。
第
二
に
、
そ
れ
が
聖
職
者
（
 ア
 e
p
c
 
下
の
Ⅰ
）
 

示
教
的
営
為
や
運
営
に
関
す
る
聖
職
者
と
平
信
徒
と
の
 対 

る
 権
限
の
解
釈
問
題
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 

結
 

立
 に
あ
っ
た
と
考
え
て
 

と
平
信
徒
（
Ⅰ
田
田
）
 と
 

し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
 

主
義
の
挑
戦
と
勝
利
と
 

の
 置
か
れ
て
い
た
政
治
 

（
Ⅰ
 
U
@
 

し
て
記
述
し
て
い
る
。
ま
た
 W
.
 

ワ
ー
ド
も
ア
 
ン
 ヴ
ィ
 

・
社
会
状
況
と
そ
の
展
開
と
の
密
接
な
関
連
を
指
摘
し
 ｜

 ほ
ど
価
値
評
価
的
で
な
い
に
し
て
も
、
 

ハ
 
4
 
丼
レ
 

て
い
る
。
こ
う
し
た
視
点
に
対
し
て
、
 

こ
 

メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 
ム
 

の
 過
程
を
内
的
 



地
位
の
正
当
化
を
め
ぐ
る
他
の
一
般
信
徒
と
の
衝
突
と
 解
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
観
点
か
ら
す
る
な
ら
 ば
、
メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 ム
 の
 

展
開
過
程
は
、
ウ
ェ
ス
レ
ー
と
い
う
カ
リ
ス
マ
 的
 指
導
 者
を
中
心
に
し
て
形
成
さ
れ
た
ゼ
ク
テ
 的
 運
動
が
継
続
的
 で
 安
定
し
た
組
織
に
成
 

長
し
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
、
教
団
創
設
者
の
も
 つ
 カ
リ
ス
マ
の
組
織
内
で
の
継
承
と
制
度
化
の
問
題
と
し
 て
 考
察
す
る
こ
と
が
で
 

き
る
。
 

周
知
の
よ
う
に
 M
.
 ウ
ェ
ー
バ
ー
は
 、
コ
 支
配
の
社
会
 学
口
 に
お
い
て
支
配
の
類
型
の
一
つ
と
し
て
カ
リ
ス
マ
の
 問
題
を
と
り
あ
げ
、
 

そ
の
継
承
と
制
度
化
を
カ
リ
ス
マ
の
日
常
化
と
し
て
 考
 

 
 

。
は
、
ウ
ェ
ス
レ
ー
以
降
 

の
メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 ム
 の
展
開
は
 、
 彼
の
カ
リ
ス
マ
の
 没
 主
観
 化
と
官
職
カ
リ
ス
マ
 化
 、
す
な
わ
ち
キ
ル
ヘ
化
へ
の
方
 向
 と
い
う
こ
と
が
で
 き
 

よ
う
。
し
か
し
、
ウ
ェ
ス
レ
ー
的
権
威
の
官
職
カ
リ
ス
マ
 へ
の
転
化
は
、
反
面
、
組
織
内
の
中
核
に
存
在
す
る
 純
 個
人
的
に
カ
リ
ス
マ
 的
 

資
格
を
有
す
る
人
々
の
共
同
体
と
い
う
ゼ
ク
テ
 的
 原
理
 と
拮
抗
す
る
要
因
を
持
ち
込
む
こ
と
に
な
る
。
（
 

，
 ）
カ
リ
ス
マ
 的
 権
威
の
制
度
的
継
承
 

は
 、
同
時
に
そ
の
権
威
の
変
質
と
思
考
さ
れ
、
組
織
内
 に
 メ
ン
バ
ー
個
々
の
主
観
的
カ
リ
ス
マ
を
擁
護
す
る
集
団
 の
 自
己
主
張
を
よ
り
 一
 

層
 明
確
な
も
の
と
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
 

し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
観
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
ウ
ェ
ス
 レ
 ー
の
死
か
ら
バ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
死
ま
で
の
 メ
 ソ
デ
ィ
 ズ
ム
 の
抗
争
の
中
、
心
 

問
題
は
、
ウ
ェ
ス
レ
ー
の
カ
リ
ス
マ
継
承
と
制
度
化
に
 際
し
て
の
組
織
内
の
キ
ル
ヘ
 的
 原
理
と
ゼ
ク
テ
 的
 原
理
と
 の
 拮
抗
に
あ
っ
た
と
い
 

え
る
。
も
ち
ろ
ん
か
か
る
市
原
理
の
対
立
は
 、
ウ
 ニ
ス
 レ
 ー
の
死
後
直
ち
に
明
ら
か
と
な
っ
た
 ね
 げ
で
は
な
い
。
 そ
の
明
確
化
は
、
一
八
 

三
 0
 年
代
に
到
っ
て
か
ら
で
あ
る
 0
 し
か
し
か
か
る
 対
 立
の
根
本
的
原
因
は
 、
メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 ム
 が
ウ
ェ
ス
レ
ー
 生
 百
中
に
お
け
る
そ
の
 権
 

ィ書 さ 威 
往 な な 
の 残 も 

中 し つ 
か た ヒ 

ら ま ェ 
止 ま う 
昇 で ル 

し あ ヒ 

え っ @ 

た た と 

上 。 い     
層 仮 有 
が の し 

、 死 て 
そ 後 い 

惹起 の地 た 
位 す ゥ 

な る ェ 

固 組 ス 
定 職 レ   
し の の 

自 対 生 
ら 上 梓 
が は 中 
新   Ⅲ @ し 

し も お 
い っ い 
聖 は て 
織 ら   
老 僧 そ 
層 々 の 
へ の 職 
と 宗 @ 
転 教 の 
じ 的 権 
て 賛 成 
ゆ 質 の 
く に 性 
過 よ 格 
程 っ は 
で て か 

の の か 

彼 み る 
ら 一 瞬 
の 般 味 

(624)@ 110 



メ
ソ
曲
 

6
 
け
ウ
ェ
ス
レ
ー
は
、
そ
の
自
意
識
に
お
い
て
 

書
簡
の
中
に
多
く
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
彼
は
 

 
 

 
 

 
 

ち
が
聖
公
会
か
ら
離
れ
る
べ
 

き
 で
な
い
こ
と
を
確
信
し
ま
 

す
 。
私
は
、
こ
の
こ
と
よ
り
 

 
 

 
 

が
 罪
が
少
な
い
と
判
断
し
て
い
ま
す
。
」
（
 

9
 ）
 

 
 

 
 

彼
の
か
か
る
自
意
識
は
、
当
然
、
組
織
内
の
宗
教
的
 

営
 為
に
お
い
て
も
最
後
ま
で
貫
徹
さ
れ
た
。
聖
公
会
権
威
と
 

正
面
か
ら
衝
突
す
る
 

Ill (625) 

巳
 
雑
 後
年
の
抗
争
を
惹
起
す
る
の
で
あ
る
。
 
組
織
内
の
権
威
構
造
の
矛
盾
を
生
み
だ
す
こ
と
に
 

こ
 
5
 
し
た
 

 
 

 
 

胆
 め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。
 

し ； 適 宜 の 威 
つ メ リ 程 の 宗 構 
つ ソ ス を 淵 教 造 

マ ク 源 的 内 
も " ァ ‥ 紙 ェ は 権 の 

万、ムま @ 
他ズ C2) 承ス、 とレ 彼の盾 威矛 

制 l の 暖 を   
  

0 年 と と に 
聞 か そ 彼 解 
題 も の の 決 ズム レーの & 本数 的 の ザ 権 死 し   成 俊 え 

力 り 権 威 に お 端 フ 継 直 な 
ス に を ォ 承 ち か 
7 % 
的 い 

権 て   と 立 の あ 
に 性 に デ に 権 る 
独 格 あ ィ ま 威 。 
白 を る ス で 継 そ 
な 保 。 プ 遡 承 れ 
組 持 
織 し リ ンで不、 及の故 
を て の ぎ 徹 そ 
形 い 成 る 底 の 
威 た 立 の さ 対 
し 。 （ で の 立 
た そ 一 あ 中 の 

。 れ 七 る に 萌 
"5  万て @ ま 九 。 既 芽 
毅 一 八 本 に は 

竹 刀 
権 で 年稿 ）の胎ウ 胚 、 
威   ま 目 と 耳 

に 聖 で 約 し ス 

% 分 の は て レ 

け 合 時 、 い l 

る " の 士 期 メ た 晩 

し う ホ 教 
に ソ と 年 
限 デ い の 

し 的 定 ィ え メ 

た 権 し ズ る ソ 

竣 成 
味 な 
さ 尊 

てム 、 め そ 。 デ 々 

そ 抗 の ズ 
は 重 0 手 付 ム 



こ
の
よ
う
に
 彼
 

（
聖
公
会
組
織
の
 

と
こ
ろ
が
一
七
 

を
授
け
る
。
こ
こ
 は

 、
自
身
の
聖
職
按
手
権
の
行
使
の
正
当
性
を
弁
証
し
、
 同
時
に
、
そ
の
行
使
が
ア
メ
リ
カ
と
英
国
と
の
事
情
の
 相
違
 

不
備
）
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
 、
 何
ら
聖
公
会
秩
序
 か
ら
の
逸
脱
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
  
 

八
八
年
、
巡
回
説
教
者
 A
.
 
マ
ザ
ー
（
 富
斗
汗
 こ
に
 対
 し
て
、
ウ
ェ
ス
レ
ー
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
本
国
の
た
め
に
 聖
職
 

に
 到
っ
て
 、
 彼
の
聖
公
会
権
威
か
ら
の
逸
脱
は
明
白
な
も
 の
と
な
る
。
本
来
、
主
教
と
司
祭
が
同
じ
く
聖
職
を
授
 げ
 ろ
 

舎
内
役
職
者
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
執
行
及
び
聖
公
会
宗
務
 時
宿
 さ
れ
た
目
し
、
 

内
の
ネ
拝
式
は
禁
止
な
し
し
著
し
く
 

、
、
け
 
柑
限
 

。
（
 

o
 
l
 

）
 

こ
の
よ
う
に
晩
年
に
お
 

い
て
も
、
ウ
ェ
ス
レ
ー
は
聖
公
ム
 
ム
 の
宗
教
的
権
威
と
の
 
抵
 触
を
極
力
避
 け
 、
会
内
役
職
者
と
そ
の
活
動
が
あ
く
ま
 で
も
聖
公
会
を
補
 う
二
 

次
 的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。
そ
し
て
 ロ
ン
 ド
ン
、
ブ
リ
ス
ト
ル
等
の
一
部
の
地
域
で
は
、
 

メ
ソ
デ
 ィ
 ス
ト
た
ち
は
聖
公
会
 

司
祭
と
の
 
っ
 な
が
り
の
中
で
信
仰
生
活
を
持
続
し
た
の
で
 あ
る
。
 

し
か
し
、
そ
の
反
面
、
 

メ
 ソ
デ
ィ
ス
ズ
ム
が
聖
公
会
か
ら
 離
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
彼
の
再
三
に
わ
た
る
 表
 明
は
 、
そ
れ
が
 
聖
公
 

ム
ム
 
か
ら
次
第
に
離
脱
し
て
い
っ
た
こ
と
を
逆
説
的
に
物
 旺
 ㌍
て
い
る
。
と
り
わ
け
一
七
八
四
年
以
降
の
ウ
ェ
ス
 
レ
 ｜
 に
よ
る
聖
職
按
手
 

は
 、
こ
う
し
た
傾
向
を
端
的
に
示
す
も
の
と
い
え
る
。
 一
 七
八
四
年
九
月
、
彼
は
ア
メ
リ
カ
の
 メ
 ソ
デ
ィ
ス
ト
の
 
た
め
に
、
「
主
教
と
司
 

祭
 
（
で
「
の
の
 

ヴ
 五
銭
③
は
同
一
階
級
で
あ
る
」
と
い
う
 自
 意
識
に
も
と
づ
 き
 、
聖
公
会
の
主
教
が
握
る
聖
職
按
手
種
 を
 T
.
 

コ
ー
ク
（
の
 

0
 ガ
 0
 ）
 

等
 、
四
名
の
巡
回
説
教
者
に
行
使
し
た
。
彼
は
一
七
八
 四
年
の
書
簡
の
中
で
、
そ
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
 て
い
る
。
 

「
 2
 、
キ
ン
グ
卿
の
「
原
始
教
会
 者
 」
に
よ
っ
て
 、
 私
は
 か
つ
て
主
教
と
司
祭
が
同
一
階
級
で
あ
り
、
結
果
的
に
 聖
職
を
授
け
る
同
様
 

な
 権
利
を
も
っ
て
い
る
と
確
信
し
て
い
ま
し
た
 0
 長
い
間
 、
 私
は
何
度
も
、
巡
回
説
教
者
の
一
部
に
聖
職
を
授
 け
 る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
こ
 

の
 権
利
を
行
使
す
る
 よ
う
 に
求
め
ら
れ
て
ぎ
ま
し
た
。
 

し
 か
し
私
は
平
和
の
た
め
ば
か
り
か
、
私
が
属
し
て
い
る
 聖
公
会
の
既
存
の
秩
序
 

を
 可
能
な
限
り
侵
犯
し
な
い
こ
と
を
決
心
し
て
ぎ
た
た
 め
 、
そ
れ
を
拒
否
し
て
き
ま
し
た
。
 

3
 、
し
か
し
、
英
国
 と
 ア
メ
リ
カ
と
で
は
 
全
 

（
。
 

1
 
，
 
）
 

く
 事
情
を
異
に
し
て
い
ま
す
。
」
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メ ソディズ ム における 帝り度イヒ と 分離 

仕
方
で
関
係
を
も
っ
て
い
た
か
で
あ
ろ
う
。
云
 う
 ま
で
 も
な
く
、
 両
 権
威
は
同
一
の
比
重
で
並
存
し
て
い
た
わ
 け
 で
は
な
い
 0
 救
済
 財
の
 

 
 

身 
し の 
か ヵ 

し り 

こ ス 

こマ で 的 

問 権 
題 威 
と の 
な 丁 
る がこ 

の あ 
は っ 

  択 - Ⅰ 

聖 こ 

公 と 

会 を 
権 示 
威 し 

と て 
ウ い 

ヱ る 
ス   
  
  
の 

  
  
ス 
マ 
的 
権 
威 
と 

  
（ ノ @ 
両 
権 
威 
が 
  
  
デ   
  

ズ   
  
と 

攻 
何 
な 
る 

.13  (627) 

権
利
を
も
っ
と
い
う
彼
の
確
信
は
、
権
威
が
制
度
的
な
 職
階
に
客
観
的
に
賦
与
さ
れ
て
い
る
と
す
る
キ
ル
ヘ
的
な
 ま
公
会
秩
序
と
は
決
定
 

的
に
異
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
そ
れ
は
、
ウ
ェ
ス
レ
ー
 に
お
い
て
、
神
が
彼
に
だ
け
委
託
し
た
使
命
遂
行
の
た
め
 の
神
に
よ
る
カ
リ
ス
マ
 

の
 保
持
と
い
う
内
的
な
召
ム
聖
日
 ゅ
 識
の
深
化
に
由
来
す
る
も
 の
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
は
組
織
内
に
お
け
る
自
己
の
権
 力
 
（
 口
 0
 圭
の
 Ⅰ
）
に
三
口
 
及
 

し
て
次
の
よ
う
に
云
っ
て
い
る
。
 

「
私
は
、
如
何
な
る
時
に
お
い
て
も
、
上
述
の
如
何
な
る
 権
力
も
奪
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
神
の
摂
理
が
 、
 私
の
意
向
や
選
択
 

（
 
リ
 
@
 
）
 

に
か
か
わ
り
な
く
私
に
課
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
 

神
が
 ウ
ェ
ス
レ
ー
の
「
意
向
」
に
か
か
わ
ら
ず
彼
に
課
 し
た
権
力
と
い
う
こ
の
自
意
識
は
、
司
祭
も
聖
職
按
手
 権
 を
 保
持
し
 ぅ
 る
と
い
 

ぅ
 彼
の
確
信
と
同
質
の
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
確
信
が
 彼
に
聖
公
会
秩
序
か
ら
の
逸
脱
で
あ
る
聖
職
按
手
を
可
能
 と
し
た
と
考
え
ら
れ
 

る
 。
も
ち
ろ
ん
彼
の
か
か
る
自
意
識
は
 、
 必
ず
し
も
 聖
公
 会
 秩
序
の
自
覚
的
否
定
と
は
な
ら
ず
、
そ
の
ハ
イ
・
 チ
 サ
ー
チ
 的
 信
念
に
包
ま
 

れ
て
い
た
と
も
い
え
る
 0
 そ
し
て
、
ウ
ェ
ス
レ
ー
自
身
 の
 思
惟
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
は
議
論
の
わ
か
れ
 る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
 

し
か
し
そ
の
自
意
識
と
は
別
に
 、
 彼
の
聖
職
按
手
は
 、
メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 
ム
 の
宗
教
的
権
威
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
 意
味
を
も
っ
て
い
た
。
 

そ
れ
は
単
に
 
、
 彼
の
聖
公
会
権
威
か
ら
の
逸
脱
を
意
味
 し
て
い
た
ば
か
り
で
は
な
い
。
聖
職
按
手
を
特
定
の
人
物
 に
 対
す
る
儀
礼
を
介
し
 

た
 宗
教
的
権
威
の
制
度
的
賦
与
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
 彼
の
カ
リ
ス
マ
が
、
聖
公
会
の
権
威
と
そ
れ
に
も
と
づ
 く
 人
的
関
係
を
再
編
 す
 

る
 新
し
い
宗
教
的
権
威
と
し
て
客
観
化
さ
れ
た
こ
と
 室
 小
 唆
す
る
も
の
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
意
味
か
ら
、
彼
の
 強
烈
な
召
ム
 里
息
識
 と
そ
 

れ
に
も
と
づ
く
聖
職
按
手
は
 、
メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 
ム
 が
 聖
公
 全
権
威
と
複
雑
に
結
び
つ
ぎ
つ
つ
も
、
そ
の
権
威
と
対
置
 さ
れ
る
ウ
ェ
ス
レ
ー
 自
 



メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 ム
 の
組
織
形
態
の
特
性
と
は
、
ま
さ
に
か
か
 る
諸
会
 （
の
 
o
n
@
 

の
 
（
 
@
 
の
 巴
を
彼
の
も
と
に
集
中
化
し
た
点
 
に
あ
る
。
地
域
ご
と
 

に
 分
散
し
て
存
在
す
る
 諸
 会
は
独
立
し
た
自
治
を
許
さ
れ
 て
お
ら
ず
、
巡
回
 区
 （
 
ま
き
三
 こ
と
呼
ば
れ
る
上
位
の
 組
織
単
位
を
通
じ
て
 ゥ
 

つ
げ
、
統
括
し
て
い
た
の
が
ウ
ェ
ス
レ
ー
で
あ
っ
た
の
 で
あ
る
。
 

は
、
メ
 ソ
デ
ィ
ズ
ム
固
有
の
組
織
と
活
動
に
あ
っ
た
。
 そ
 し
て
信
仰
生
活
の
基
盤
で
あ
る
、
か
か
る
組
織
空
間
（
 地
域
的
講
会
）
を
秩
序
 

の
場
合
、
 

ソ
デ
ィ
ス
 

そ
れ
は
聖
公
会
の
教
区
教
会
で
も
聖
職
者
で
も
な
い
。
 教
 区
 教
会
の
絶
対
数
の
不
足
や
聖
職
者
の
彼
ら
に
対
す
る
 嫌
疑
は
 、
メ
 

ト
 た
ち
が
教
区
組
織
内
で
信
仰
生
活
を
続
け
る
現
実
的
 障
 害
 で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
実
質
的
な
彼
ら
の
宗
教
的
 
営
為
の
基
盤
 

も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
の
は
、
彼
ら
が
日
常
の
信
仰
 生
 活
 を
続
け
て
い
る
空
間
で
あ
り
、
そ
こ
に
登
場
す
る
他
者
 で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
 

自
立
的
な
宗
教
的
営
為
を
行
な
 う
 こ
と
を
一
定
程
度
 可
 能
 と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
 

こ
れ
に
対
し
て
ウ
ェ
ス
レ
ー
の
権
威
は
 、
メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 ム
 内
に
圧
倒
的
な
比
重
を
占
め
て
い
た
。
彼
の
権
威
は
 、
 P
.
 バ
ー
ガ
ー
に
 習
 

（
 
二
 
l
@
 

Ⅰ
）
 

っ
て
云
え
ば
、
そ
れ
を
支
え
る
確
固
と
し
た
「
 信
編
 構
造
 」
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
一
般
に
、
当
該
信
仰
者
に
 と
こ
っ
て
日
取
ら
リ
ア
ル
 

@
 

イ
 よ
に
 

怯
 

も
 見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
サ
ク
ラ
メ
 ン
ト
執
行
権
を
持
っ
て
い
る
彼
ら
の
存
在
は
 、
メ
 ソ
デ
ィ
 ス
ト
た
ち
が
組
織
内
で
 

指
導
力
に
あ
っ
た
こ
と
は
云
 う
 ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
 

こ
れ
に
加
え
て
、
ウ
ェ
ス
レ
ー
を
含
む
組
織
内
の
少
数
 の
 聖
公
会
司
祭
の
存
在
 

そ
の
関
係
は
、
救
済
財
を
独
占
す
る
聖
職
者
集
団
と
そ
 の
 権
威
を
必
要
と
す
る
平
信
徒
集
団
と
の
相
互
「
共
棲
的
 」
な
も
の
で
は
な
か
っ
 

 
 

か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
聖
公
会
の
権
威
内
に
留
り
え
た
の
は
 ウ
ェ
ス
レ
ー
の
強
力
な
 

一
部
で
あ
る
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
執
行
を
聖
公
会
聖
職
者
に
依
 存

し
て
い
る
点
で
、
そ
れ
は
聖
公
会
の
宗
教
的
権
威
 下
 に
あ
っ
た
。
し
か
し
 ウ
 

Ⅰ
 
4
 

 
 

エ
 ス
レ
ー
晩
年
に
お
け
る
聖
公
会
か
ら
の
離
脱
傾
向
に
示
 さ

れ
る
 よ
う
 に
、
現
実
の
両
者
の
関
係
は
、
少
数
の
例
 外
を
除
い
て
消
極
的
で
 

 
 
 
 

 
 

あ
っ
た
と
い
え
る
。
聖
公
会
聖
職
者
の
 メ
 
ソ
デ
ィ
ス
ト
 に
 
対
す
る
嫌
疑
と
迫
害
、
あ
る
い
は
ウ
ェ
ス
レ
ー
の
意
向
 を
 無
視
し
た
会
内
役
職
㏄
 

（
Ⅰ
 

l
l
 

り
 
）
 

者
に
よ
る
聖
公
会
聖
職
者
の
排
除
と
い
う
事
実
は
 、
む
 し

ろ
両
者
が
相
互
に
反
発
し
る
う
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
 示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
 



メ ソディズ ム における 制度化と分離 

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

そ
の
職
階
と
は
、
世
俗
的
職
務
を
お
こ
な
 う
 役
職
者
を
 除
け
ば
、
ア
シ
ス
タ
ン
ト
（
 臣
隊
あ
 虹
二
 %
 ｜
 ヘ
ル
パ
ー
 父
の
 ～
口
の
「
）
）
地
方
 

説
教
者
（
Ⅰ
 

o
n
 

主
で
 （
の
 

a
c
 

下
の
Ⅱ
）
Ⅰ
ク
ラ
ス
 

（
の
「
 

ド
 の
の
）
 

e
p
 

汁
 「
）
Ⅰ
一
般
信
徒
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
 組
織
下
位
者
は
上
位
者
 

 
 

に
 対
し
て
絶
対
的
服
従
を
要
求
さ
れ
た
。
 

か
か
る
職
階
に
お
い
て
最
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
 の
が
、
ア
シ
ス
タ
ン
ト
 と
へ
 ル
バ
ー
の
総
称
で
あ
る
 巡
 目
 説
教
者
（
 ヰ
 日
の
（
・
 

宙
か
屈
 S
 安
宅
）
で
あ
る
。
彼
ら
は
他
の
役
職
者
と
違
 っ
て
専
従
で
あ
り
、
そ
の
職
務
も
著
し
く
異
な
っ
て
 い
 た
 。
つ
ま
り
、
他
の
役
 

115 (629) 

エ
 ス
レ
ー
の
も
と
に
統
括
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
彼
を
 中
心
と
し
た
話
会
の
連
合
体
（
 n
o
 

目
の
甑
 

0
 コ
の
 
「
～
の
 

ヨ
 ）
 が
 
メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 ム
 に
 他
 

な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
 、
 彼
の
権
威
の
現
実
的
基
盤
 は
 、
そ
の
実
質
的
な
宗
教
的
営
為
が
彼
を
頂
点
と
し
た
 ゥ
 エ
 ス
レ
ー
固
有
の
権
威
 

と
 権
限
の
体
系
の
も
と
に
編
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
 る
 0
 そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
現
実
の
 メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 ム
 が
 ウ
 エ
 ス
レ
ー
を
媒
介
と
し
 

て
 聖
公
会
の
宗
教
的
権
威
と
結
び
つ
き
つ
つ
も
、
 彼
固
 有
の
権
威
と
権
限
に
も
と
づ
く
運
動
で
あ
っ
た
こ
と
を
 意
 抹
 し
て
い
る
。
既
述
し
 

た
そ
の
宗
教
的
権
威
の
二
重
性
と
は
、
聖
公
会
司
祭
で
あ
 り
 同
時
に
こ
の
運
動
の
指
導
者
で
あ
る
と
い
う
ウ
ェ
ス
 レ
 ー
の
二
重
性
と
も
 解
 

せ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
実
の
宗
教
的
営
為
に
 際
し
て
そ
れ
を
秩
序
づ
け
る
権
威
の
体
系
は
、
聖
公
会
 組
織
と
異
な
る
組
織
内
 

の
 権
威
構
造
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
意
味
か
ら
、
 以
 下
 、
組
織
内
の
職
階
を
手
が
か
り
に
し
て
、
そ
の
権
威
 構
造
と
そ
の
性
格
を
考
 

察
し
て
み
た
い
。
 

さ
て
 メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 ム
 の
宗
教
的
営
為
は
、
既
述
し
た
 ょ
 う
に
、
す
べ
て
ウ
ェ
ス
レ
ー
に
よ
る
監
督
と
メ
ン
バ
ー
の
 服
従
と
い
う
関
係
に
 

定
位
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
か
か
る
関
係
に
も
と
づ
 く
 信
仰
活
動
は
 、
 彼
の
晩
年
に
お
い
て
、
集
権
的
組
織
と
 そ
れ
に
付
随
す
る
職
階
 

を
 介
し
た
彼
の
間
接
的
監
督
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
 い
 た
 。
逆
に
い
え
ば
、
彼
に
 よ
 る
す
べ
て
の
宗
教
的
営
為
の
 監
督
と
い
う
形
態
を
維
 

持
す
る
た
め
に
、
 メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 ム
 は
、
ウ
ェ
ス
レ
ー
を
 頂
点
と
し
て
一
定
程
度
構
造
化
さ
れ
た
特
定
の
権
威
と
権
 限
を
持
っ
職
階
を
保
持
 



  

こ
の
よ
う
に
彼
ら
の
上
述
の
職
務
は
、
ウ
ェ
ス
レ
ー
に
 代
 っ
て
実
質
的
に
講
会
と
す
べ
て
の
役
職
者
に
対
し
て
、
 彼
の
握
る
権
限
を
直
 

接
 的
に
代
行
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
 彼
ら
の
保
持
す
る
か
か
る
権
威
と
権
限
こ
そ
、
 メ
 ソ
デ
ィ
 ズ
ム
 の
権
威
構
造
に
と
 

っ
て
、
ウ
ェ
ス
レ
ー
の
カ
リ
ス
マ
的
権
威
を
構
造
化
す
る
 ヘ
ク
ト
ル
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

こ
れ
に
対
し
て
、
地
方
説
教
者
以
下
の
役
職
者
は
、
世
俗
 的
 職
業
に
従
事
し
な
が
ら
も
会
の
運
営
に
携
わ
る
弁
事
 従
者
で
あ
っ
た
。
 ウ
 

エ
 ス
レ
ー
が
規
定
し
た
そ
の
職
務
内
容
は
 、
 彼
ら
が
 諸
会
 に
お
け
る
宗
教
的
営
為
の
実
質
的
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
 こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 

し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
職
務
内
容
の
詳
細
 よ
り
も
、
彼
ら
が
属
し
て
い
る
 諸
 会
の
性
格
と
そ
の
中
 で
 活
動
し
て
い
る
彼
ら
 

の
 権
威
の
性
格
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
 こ
と
で
あ
る
。
 

本
来
、
諸
会
は
ウ
ェ
ス
レ
ー
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
 役
 職
者
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
つ
つ
も
、
彼
ら
の
権
威
が
役
職
 自
体
に
客
観
化
さ
れ
 

て
い
る
キ
ル
ヘ
 的
組
識
 と
は
異
な
る
ゼ
ク
テ
 的
 性
格
を
強
 く
 持
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
厳
格
な
規
則
に
 則
 っ
て
 、
 様
々
な
出
自
の
 

も
の
が
相
互
的
な
信
仰
の
検
証
を
通
じ
て
「
完
全
」
を
 追
求
す
べ
く
組
織
さ
れ
た
共
同
体
で
あ
っ
た
。
会
は
少
人
 数
 
（
 
騰
 名
前
後
）
で
 構
 

（
 
7
 
@
@
 

）
 

香
会
の
 聖
 俗
に
わ
た
る
状
態
を
熱
心
に
調
査
す
る
。
」
 

職
者
が
地
域
的
 話
 会
に
属
し
、
そ
こ
で
の
活
動
の
現
実
 的
 リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
の
に
比
し
て
、
彼
ら
は
講
会
の
上
 %
 組
織
で
あ
る
巡
回
 区
 

に
 属
し
、
そ
れ
ら
を
定
期
的
に
移
動
し
な
が
ら
 諸
会
 を
監
 督
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
 0
 な
か
で
も
 ァ
 シ
ス
タ
ン
 ト
は
 、
 諸
 会
の
監
督
は
 

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
巡
回
 区
 に
所
属
す
る
 へ
 ル
パ
ー
の
 監
督
を
も
そ
の
職
務
と
し
て
い
た
。
ウ
ェ
ス
レ
ー
が
与
え
 た
そ
の
職
務
内
容
を
若
 

干
 紹
介
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。
 

「
（
 
1
 ）
そ
の
巡
回
区
の
他
の
説
教
者
（
 中
 「
の
 

a
c
 

オ
の
 
Ⅱ
の
）
が
 
作
法
ど
お
り
振
舞
い
、
何
も
の
を
も
望
ん
で
い
な
い
こ
 と
に
意
を
く
ば
る
。
 

（
 2
 ）
 ニ
 ケ
月
に
一
度
、
ク
ラ
ス
を
訪
れ
、
バ
ン
ド
を
 統
 制
し
チ
ケ
ッ
ト
を
配
布
す
る
 0
 （
 3
 ）
会
及
び
バ
ン
ド
（
 に
 参
加
す
る
こ
と
を
）
 

許
可
、
あ
る
い
は
追
放
す
る
こ
と
。
 @
 …
（
 5
 ）
 ク
ゥ
 オ
ー
タ
リ
ィ
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
（
 0
 目
角
Ⅰ
 

ヰ
の
ユ
せ
 
日
の
の
 
ヱ
コ
 
の
 ）
を
召
集
し
、
そ
こ
で
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い
 う
 も
の
で
あ
っ
た
。
か
か
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
彼
ら
 の
上
昇
を
可
能
と
し
た
も
の
は
、
ウ
ェ
ス
レ
ー
の
信
任
 と
と
も
に
、
当
該
個
人
 

分
 
離
 び
つ
い
て
お
り
、
そ
れ
故
、
そ
の
権
威
は
成
員
の
 

相
互
的
了
解
を
媒
介
と
し
た
当
該
個
人
の
主
観
的
カ
リ
ス
 

マ
の
 
保
持
に
そ
の
基
礎
を
持
 

仕
 つ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

披
 し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
巡
回
説
教
者
の
保
持
す
 

る
 
権
威
と
の
質
的
差
違
を
直
ち
に
意
味
す
る
も
の
で
は
な
 

い
 
。
む
し
ろ
か
か
る
権
威
の
 

  

、
 
げ
 関
係
の
中
で
生
ず
る
自
然
な
リ
ー
ダ
ー
シ
 

"
 
プ
 
を
趣
 

よ
れ
ば
、
彼
ら
の
役
職
任
命
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
実
質
的
に
た
と
い
ら
。
つ
ま
り
そ
の
任
命
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
ク
ラ
ス
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
上
位
役
職
者
も
諸
 

（
 
9
 
l
 
）
 

会
 で
の
宗
教
的
 

キ
 

点
と
し
て
、
下
位
の
役
職
を
経
験
し
つ
つ
 

徐
 々
に
上
位
 

 
 役

職
へ
と
上
昇
し
て
ゆ
く
と
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成
さ
れ
る
ク
ラ
ス
、
 
バ
ソ
ド
 に
分
割
さ
れ
て
い
た
。
 
そ
ナ
 」
で
行
な
わ
れ
る
活
動
の
一
端
は
、
ウ
ェ
ス
レ
ー
に
よ
れ
 
ば
 以
下
の
通
り
で
あ
 

る
 。
 「

（
 
3
 ）
讃
美
歌
な
い
し
祈
り
で
始
ま
る
。
 

ハ
 
4
 ）
先
週
の
 会
合
以
来
感
じ
た
誘
惑
や
頭
、
言
葉
、
行
為
の
中
で
犯
 し
た
罪
を
と
も
な
 う
 

魂
の
真
の
状
態
を
、
自
由
に
あ
り
の
ま
ま
に
、
順
番
に
 お
互
い
に
語
る
。
（
 
5
 ）
我
々
の
間
で
、
ま
ず
誰
か
が
 最
 初
に
自
分
自
身
の
状
態
 

を
語
る
こ
と
を
望
む
（
そ
れ
 故
 リ
ー
ダ
ー
と
呼
ば
れ
る
。
 
）
、
そ
し
て
残
り
が
、
順
番
に
、
そ
の
状
態
や
罪
や
誘
惑
 に
関
す
る
、
で
き
る
 限
 

（
 
E
 
l
l
 

）
 

り
 多
く
か
つ
隅
々
に
わ
た
る
質
問
を
受
け
る
。
」
 

か
か
る
宗
教
的
空
間
に
お
い
て
、
メ
ン
バ
ー
の
役
職
者
 へ
の
服
従
は
、
役
職
自
身
の
も
つ
制
度
的
な
権
威
よ
り
も
 、
対
面
状
況
下
で
く
 

り
 返
し
確
認
さ
れ
る
当
該
役
職
者
自
身
の
カ
リ
ス
マ
か
ら
 引
 ぎ
だ
さ
れ
た
と
い
え
 よ
う
 。
逆
に
云
え
。
は
 、
 「
そ
れ
 故
 リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
」
 

と
い
う
ウ
ェ
ス
レ
ー
の
言
葉
に
示
さ
れ
る
よ
 う
 に
 、
そ
 の
 宗
教
的
営
為
に
際
し
て
明
ら
か
と
な
る
当
該
個
人
の
力
 リ
 ス
で
の
保
持
が
 
り
｜
 

ダ
 ー
で
あ
る
た
め
の
実
質
的
資
格
で
あ
っ
た
。
し
た
が
 っ
て
地
域
的
詩
会
に
お
い
て
、
そ
の
役
職
は
当
該
役
職
者
 の
 人
格
と
不
可
分
に
結
 



の
 優
れ
た
宗
教
的
資
質
と
そ
れ
を
認
知
す
る
メ
ン
バ
ー
の
 了
解
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
舎
内
役
職
者
は
、
か
か
る
 成
員
の
相
互
的
了
解
の
 

中
か
ら
自
然
に
選
択
さ
れ
つ
り
、
そ
の
宗
教
的
資
質
と
 ウ
ェ
ス
レ
ー
の
信
任
に
よ
っ
て
、
よ
り
高
い
地
位
へ
と
 上
 弄
 し
た
の
で
あ
る
。
 
し
 

た
が
っ
て
彼
ら
の
権
威
の
性
格
は
、
ウ
ェ
ス
レ
ー
の
 権
 威
 と
と
も
に
、
当
該
役
職
者
の
個
人
的
カ
リ
ス
マ
と
そ
れ
 を
 認
知
す
る
一
般
成
員
 

と
の
人
格
的
紐
帯
に
基
礎
を
置
く
も
の
で
あ
っ
た
の
で
 あ
る
。
 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
職
階
の
権
威
の
性
格
は
上
述
 の
 共
通
性
を
も
ち
な
が
ら
も
、
同
時
に
相
互
に
対
立
し
 あ
ぅ
二
 側
面
を
潜
在
 

的
に
も
っ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
一
方
で
、
 信
 仰
の
模
範
者
が
下
か
ら
上
へ
と
自
然
に
役
職
者
へ
と
上
昇
 し
て
ゆ
く
と
い
う
 ゼ
ク
 

テ
的
 性
格
を
持
ち
つ
つ
、
他
方
、
ウ
ェ
ス
レ
ー
の
権
威
を
 頂
点
と
し
た
上
か
ら
下
へ
の
権
威
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
 的
 性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
 

っ
 た
か
ら
で
あ
る
。
よ
り
端
的
に
云
え
ば
、
講
会
で
の
 下
 か
ら
の
「
自
然
的
選
択
」
と
ウ
ェ
ス
レ
ー
の
上
か
ら
の
 任
命
と
い
う
両
面
で
あ
 

る
 。
そ
し
て
こ
の
両
面
は
、
役
職
者
の
権
限
と
活
動
 基
 盤
の
相
違
に
よ
っ
て
、
 
諸
 会
の
役
職
者
と
巡
回
説
教
者
の
 そ
れ
ぞ
れ
の
権
威
の
性
 

格
 に
親
和
性
を
持
つ
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
も
ち
 ろ
ん
、
か
か
る
職
階
の
権
威
の
性
格
の
二
側
面
は
 、
メ
ソ
 
デ
ィ
ズ
 ム
 が
聖
公
会
の
 

宗
教
的
権
威
に
依
存
し
て
い
た
こ
と
や
ウ
ェ
ス
レ
ー
 と
 い
 う
 具
体
的
人
格
の
存
在
、
さ
ら
に
は
組
織
自
体
が
比
較
 的
 小
規
模
で
あ
っ
た
こ
 

と
に
よ
っ
て
、
権
威
関
係
の
構
造
化
が
十
分
に
行
な
わ
 れ
ず
、
結
果
と
し
て
、
そ
れ
ら
は
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
を
 保
 っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
 

る
 。
つ
ま
り
、
そ
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
 的
 性
格
は
背
景
に
し
 り
 ぞ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
メ
ン
バ
ー
の
著
し
い
増
加
は
、
 

諸
会
 を
一
つ
の
 組
 織
体
 に
ま
と
め
あ
げ
る
た
め
に
巡
回
説
教
者
の
権
限
を
 徐
 々

に
強
化
す
る
こ
 

と
に
な
る
。
（
囚
に
一
七
五
八
年
ま
で
一
三
で
あ
っ
た
 
巡
 同
区
 が
、
ゥ
 
，
ス
レ
ー
の
死
ぬ
一
七
九
一
年
に
は
ア
イ
 ル
ラ
ン
ド
を
含
む
ブ
 リ
 

（
㏄
）
 

テ
ン
島
で
一
一
四
と
な
っ
た
。
）
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
 

巡
回
 区
と
 巡
回
説
教
者
の
地
位
と
機
能
が
ま
す
ま
す
 重
 要
 と
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
 

を
 意
味
し
て
い
る
。
七
四
年
以
降
の
一
部
巡
回
説
教
者
 に
 対
す
る
彼
の
聖
職
按
手
は
 、
 明
ら
か
に
こ
の
文
脈
に
お
 い
て
で
あ
る
 0
 し
た
が
 

っ
て
組
織
の
構
造
化
と
上
位
役
職
者
の
権
威
の
強
化
傾
向
 は
 、
聖
公
会
の
宗
教
的
権
威
か
ら
の
離
脱
化
に
拍
車
を
 か
け
る
と
伴
に
、
次
第
 

(632)  118 



メソヂ イズムにおける 制度化と分離 

諾 約 い レ 

" を 継 ス 

ぅ の 死 

ス と は と っ 

っ ち 
は に     
の の 

  問 深 
題 刻 

観 已 に   

， 点 の   
遺 題 
し に 

は な の   
被 す 

口ナ ， 。の ヒ る 

の 導 第 
よ に 運   l 圭 - 一 
る 引 営 は は 

そ き に 主   

誰が 依 に 

存 ウ 

し ュ   て ス 

119  (633) 

）
 

3
 
 

カ
リ
ス
マ
の
継
承
を
め
く
る
対
立
。
 

 
 

に
、
 先
に
指
摘
し
た
職
階
の
二
側
面
の
バ
ラ
ン
ス
を
 危
ぅ
 い
も
の
に
し
て
ゆ
く
。
こ
う
し
た
中
で
、
聖
公
会
権
威
 の
媒
介
者
で
あ
り
、
 そ
 

の
 バ
ラ
ン
ス
を
支
え
る
も
う
一
つ
の
支
柱
で
あ
る
 ゥ
ヱ
ス
 レ
 ー
も
こ
の
世
を
去
る
の
で
あ
る
。
 



要
 な
機
能
で
あ
る
職
階
の
秩
序
づ
 け
 と
そ
れ
と
表
裏
の
 関
係
に
あ
る
そ
の
 

手
 の
も
つ
意
味
が
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
て
受
 け
 と
ら
れ
た
の
も
、
 

し
た
が
っ
て
 、
 彼
の
晩
年
に
お
い
て
、
年
会
が
彼
の
死
後
 、
そ
の
地
位
に
 

継
承
の
重
要
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
職
階
の
権
威
の
性
 格
の
明
確
化
と
い
 

0
 合
意
が
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 

彼
の
死
か
ら
一
七
九
四
年
ま
で
の
年
会
に
お
い
て
、
 ゥ
 エ
 ス
レ
ー
の
 カ
 

述
 す
る
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
執
行
問
題
を
背
景
に
し
て
、
 そ
 の
 統
治
形
態
を
め
 宗

教
的
権
威
の
暖
 昧
 さ
は
解
決
さ
れ
て
お
ら
ず
、
彼
の
 聖
職
 按
 

か
か
る
不
明
確
さ
と
結
び
つ
い
て
い
た
か
ら
に
体
な
ら
な
 Ⅹ
。
 

@
@
V
 

つ
く
こ
と
で
一
応
の
承
認
が
な
さ
れ
つ
つ
も
、
彼
の
カ
リ
 ス
マ
 

ぅ
 、
い
わ
ば
組
織
の
統
治
形
態
に
関
し
て
は
依
然
と
し
て
 何
ら
 

リ
ス
マ
継
承
の
か
か
る
 暖
味
 さ
は
、
年
会
参
加
者
の
間
に
 、
後
 

ぐ
っ
て
鋭
い
対
立
を
惹
起
し
た
。
年
会
内
の
か
か
る
 対
 立
は
、
 

る
 。
事
実
、
彼
に
よ
っ
 

な
わ
れ
た
年
会
で
「
 ゥ
 

（
 
4
 
2
 ）
 

こ
と
で
あ
っ
た
 
ピ
と
語
 て

 イ
ン
グ
ラ
ン
・
 
ド
の
 監
督
（
の
偉
で
の
「
 

ぎ
ヰ
 
の
 コ
ロ
 
の
 
コ
 （
）
に
 
任
 介
 さ
れ
た
マ
ザ
ー
は
、
ウ
ェ
ス
レ
ー
の
死
後
最
初
に
行
 

エ
 ス
レ
ー
の
計
画
は
、
監
督
が
他
の
人
々
に
聖
職
を
授
 け
 、
英
国
の
 メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 ム
 を
監
督
 制
 的
基
盤
に
据
え
る
 

っ
 た
と
い
う
。
マ
ザ
ー
の
か
か
る
発
言
に
示
さ
れ
よ
う
に
 、
八
日
喜
吉
重
日
Ⅴ
で
は
、
ウ
ェ
ス
レ
ー
の
権
威
の
日
取
ら
 

重
 

に
よ
っ
て
「
そ
の
担
い
手
か
ら
別
の
人
に
譲
 

」
す
る
，
（
 

溜
 
3
 ）
 

」
と
で
、
職
階
の
権
威
関
係
を
基
礎
づ
 

け
よ
う
 と
し
た
と
 も
 解
せ
る
か
ら
で
あ
 

0
 年
会
へ
の
継
承
と
い
う
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
カ
リ
ス
マ
継
承
 に
 際
し
て
類
型
化
し
た
「
カ
リ
ス
マ
の
従
来
の
担
い
手
 に
 よ
 る
後
継
者
増
 

」
（
 

患
 
2
 

）
 

と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
 

し
か
し
、
か
か
る
決
定
は
、
そ
の
細
部
に
お
い
て
多
く
の
 暖
味
 さ
を
残
し
て
い
た
。
と
り
わ
げ
そ
れ
は
、
ウ
エ
ス
 レ
 ー
が
あ
く
ま
で
も
 

聖
公
会
内
の
 メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 ム
 と
い
う
信
念
を
保
持
し
た
 ケ
 
」
と
と
関
っ
て
、
そ
の
集
権
的
組
織
の
維
持
に
不
可
欠
で
 あ
る
年
会
を
頂
点
と
す
 

る
 職
階
の
権
威
関
係
を
基
礎
づ
け
る
権
威
の
制
度
的
 配
 分
 と
い
っ
た
問
題
に
何
ら
舌
口
 
及
 せ
ず
に
終
っ
て
い
る
の
で
 あ
る
。
し
か
も
入
出
 
皇
旨
 

書
 Ⅴ
の
か
か
る
 暖
味
 さ
は
、
同
年
九
月
以
降
 数
 回
行
な
 わ
れ
た
リ
ー
ガ
ル
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
内
の
一
部
巡
回
説
教
 者
へ
の
聖
職
按
手
に
よ
 

っ
て
一
層
複
雑
な
も
の
と
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
の
か
 か
る
行
為
は
 、
八
 &
 
皇
 青
書
Ⅴ
と
は
別
に
、
そ
の
カ
リ
ス
 て
な
 「
秘
儀
的
手
段
」
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@
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）
 

案
の
詳
細
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
が
、
そ
の
統
治
形
態
 に
関
す
る
部
分
の
骨
子
は
次
の
二
点
に
要
約
さ
れ
る
。
 第
 一
は
 、
全
組
織
を
 セ
｜
 

八
の
区
（
 臼
丘
 の
ざ
 
コ
 
）
に
分
割
し
、
各
区
に
年
会
に
よ
っ
 て
 任
命
さ
れ
た
監
督
を
配
置
し
 、
 彼
ら
は
次
の
年
会
ま
 で
、
そ
の
地
域
に
お
 け
 

る
 全
権
を
も
つ
。
第
二
点
は
、
聖
職
按
手
を
媒
介
と
し
て
 、
年
会
 ｜
 監
督
 ｜
 執
事
（
 ロ
の
お
 
0
 コ
 ）
と
い
う
権
威
関
係
 を
 確
定
す
る
。
こ
の
 

よ
う
に
リ
ッ
チ
フ
ィ
ー
ル
ド
・
プ
ラ
ン
は
、
少
数
の
監
 督
 に
権
限
を
集
中
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
巡
回
区
の
上
部
 組
織
の
機
能
を
強
化
す
 

る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
対
応
す
る
職
階
を
、
聖
職
按
手
を
 媒
介
に
す
る
こ
と
で
、
権
威
関
係
の
 ヒ
ヱ
 ラ
ル
ヒ
ー
 と
 し
て
制
度
化
す
る
こ
と
 

を
 目
的
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
 先
に
指
摘
し
た
職
階
の
権
威
の
矛
盾
を
是
正
す
る
こ
と
 に
よ
っ
て
、
ウ
エ
ス
 レ
 

１
 0
 ヵ
リ
 ス
マ
 的
 権
威
継
承
に
お
け
る
酸
味
さ
の
克
服
を
 意
図
し
て
い
た
と
い
え
る
。
 

し
か
し
、
年
会
は
こ
の
提
案
を
否
決
し
、
あ
わ
せ
て
組
織
 内
の
聖
職
按
手
を
禁
止
し
た
。
そ
の
原
因
に
つ
い
て
 確
 実
な
証
拠
は
存
在
し
 

な
い
が
、
 

J
.
C
.
 

バ
 ウ
 7
 １
 が
 指
摘
す
る
 よ
う
 に
 、
そ
 れ
が
説
教
者
間
の
平
等
主
義
を
主
張
す
る
年
会
内
の
多
 教
 派
の
反
発
と
か
か
わ
 

-
 
あ
 -
 

 
 

は
 、
こ
の
運
動
の
今
後
に
と
っ
て
少
な
く
と
も
二
つ
の
 重
 要
 な
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
 

 
 

糖
 

い
え
る
。
笠
は
 、
 こ
 れ
 に
よ
っ
て
聖
職
を
授
け
 ら
れ
た
説
教
者
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
の
差
別
が
否
定
さ
 ね
 、
年
会
に
お
け
る
説
教
者
 

ね
 
間
の
平
等
と
い
う
原
則
が
確
定
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
 そ
れ
は
 ゥ
ヱ
 ス
レ
ー
の
生
前
に
行
な
わ
れ
た
特
定
の
説
 教
 者
へ
の
聖
職
按
手
の
も
つ
 

お
に
意
味
を
否
定
し
、
あ
く
ま
で
も
彼
の
カ
リ
ス
マ
が
 八
も
旦
日
 
害
 Ⅴ
の
線
に
沿
っ
て
、
同
等
の
資
格
を
も
つ
 
り
 ｜
 ガ
ル
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
で
 

 
 

ズ
 
構
成
さ
れ
た
年
会
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
 た

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
第
二
に
、
こ
の
決
定
 は
、
 先
に
指
摘
し
た
人
め
旦
日
 

 
 

げ
書
 

り
、
 

Ⅴ
の
 暖
味
 さ
を
何
ら
解
決
せ
ず
に
放
置
し
た
。
 
，
チ
 フ
ィ
ー
ル
ド
・
プ
ラ
ン
の
意
図
が
、
説
教
者
す
べ
 て
に
聖
職
を
授
け
る
こ
と
に
 

よ
っ
て
、
そ
の
職
階
を
年
会
を
頂
点
と
し
た
 ヒ
ェ
 ラ
ル
ヒ
 ｜
 と
し
て
制
度
化
し
よ
 う
 と
し
た
試
み
で
あ
る
と
す
る
 な
ら
ば
、
そ
の
提
案
の
 
121 (635) 

九
四
年
の
ブ
リ
ス
ト
ル
の
年
会
に
お
け
る
一
つ
の
提
案
 に
よ
っ
て
頂
点
に
達
し
た
 0
 リ
ッ
チ
フ
ィ
ー
ル
ド
・
プ
ラ
 ン
と
 呼
ば
れ
る
こ
の
 提
 



否
決
は
 、
 次
の
年
会
ま
で
の
組
織
内
の
現
実
的
実
権
を
 、
 各
巡
回
区
の
主
席
説
教
者
で
あ
る
ア
シ
ス
タ
ン
ト
（
 あ
 る
い
は
監
督
）
が
握
る
 

と
い
う
形
態
を
維
持
し
つ
つ
も
、
先
に
指
摘
し
た
金
織
 階
の
権
威
の
性
格
の
暖
 昧
 さ
を
何
ら
解
決
し
な
か
っ
た
こ
 と
を
示
し
て
い
る
。
 つ
 

ま
り
、
そ
れ
は
説
教
者
間
の
平
等
と
い
う
い
わ
ば
 ゼ
仁
 ア
的
 原
理
を
年
会
内
に
貫
徹
し
な
が
ら
も
、
組
織
全
体
と
 し
て
は
巡
回
 区
が
諸
ム
ム
 

を
 監
督
す
る
と
い
う
形
態
を
維
持
す
る
こ
と
を
意
味
し
 た
の
で
あ
る
。
 

年
会
へ
の
参
加
が
上
位
役
職
者
に
だ
 け
 限
定
さ
れ
て
い
 た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
年
会
の
か
か
る
決
定
は
、
あ
る
 意
 味
 で
、
そ
の
組
織
が
 

依
然
と
し
て
ゼ
ク
テ
 的
 性
格
を
強
く
保
持
す
る
も
の
で
 あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
 メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 ム
 が
 巡
回
図
１
 話
会
 と
い
 

ぅ
 権
威
関
係
を
維
持
す
る
以
上
、
組
織
の
大
規
模
化
と
 聖
公
会
権
威
か
ら
の
離
脱
、
さ
ら
に
は
世
代
交
替
に
と
も
 な
 う
 上
位
役
職
者
の
意
 

識
の
変
化
は
、
か
か
る
決
定
の
も
つ
矛
盾
を
除
々
に
 明
 ら
か
に
し
て
か
く
の
で
あ
る
。
 

さ
て
、
ウ
ェ
ス
レ
ー
死
後
の
 メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 ム
 が
直
面
し
 た
い
ま
一
つ
の
問
題
は
、
聖
公
会
と
の
関
係
を
ど
の
よ
 う
 に
す
る
か
と
い
う
こ
 

と
で
あ
っ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
彼
の
 ヵ
リ
 ス
マ
 的
 権
威
が
年
会
に
継
承
さ
れ
る
に
際
し
て
、
そ
の
 宗
 教
的
 権
威
の
明
確
化
に
 

関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
 

既
述
し
た
よ
う
に
 メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 ム
 は
、
ウ
ェ
ス
レ
ー
の
 下
に
、
 彼
の
カ
リ
ス
マ
的
権
威
と
聖
公
会
権
威
と
い
う
 二
 重
の
権
威
を
保
持
し
 

て
い
た
。
し
か
し
彼
の
晩
年
に
お
い
て
、
そ
れ
は
、
彼
の
 自
意
識
に
反
し
て
後
者
か
ら
の
自
立
傾
向
を
強
め
て
い
 た
 。
し
た
が
っ
て
 ゥ
ェ
 

ス
レ
ー
の
死
は
 、
 直
ち
に
組
織
内
に
、
聖
公
ム
 耳
 と
の
関
係
 の
 要
で
あ
る
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
執
行
に
関
し
て
二
つ
の
 対
 立
 す
る
立
場
を
明
確
化
 

す
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
の
立
場
は
、
巡
回
説
教
者
が
 サ
ク
ラ
メ
ン
ト
を
執
行
す
る
こ
と
を
全
面
的
に
禁
ず
る
も
 の
で
、
そ
れ
は
主
に
説
 

数
所
を
管
理
す
る
裕
福
な
管
財
人
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
 い
た
。
第
二
は
、
そ
れ
と
は
反
対
に
、
説
教
者
に
よ
る
 サ
 ク
ラ
メ
ン
ト
執
行
を
正
 

式
 に
認
め
る
べ
き
だ
と
い
う
立
場
で
あ
っ
た
。
こ
の
 上
 場
は
多
く
の
地
域
的
 諸
 会
の
欲
求
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
 っ
 た
と
い
え
る
。
こ
れ
 

ら
 二
つ
の
立
場
の
う
ち
、
云
う
ま
で
も
な
く
、
前
者
は
聖
 な
会
の
宗
教
的
権
威
だ
け
を
認
め
る
立
場
で
あ
り
、
後
 者
は
 メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 ム
 の
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ズ
八
 和解
の
計
画
Ⅴ
の
持
つ
か
か
る
矛
盾
は
 

、
直
 ち
に
 ゼ
ク
テ
 的
 原
理
の
徹
底
を
主
張
す
る
 
A
,
 キ
ラ
ム
の
 
攻
撃
に
晒
さ
れ
る
。
彼
は
 
、
の
 

 
 

 
 
 
 

げ
 
い
わ
ば
ウ
ェ
ス
レ
ー
的
権
威
の
官
職
カ
リ
ス
マ
化
で
 

あ
る
年
会
の
権
威
と
ゼ
ク
テ
 
的
 原
理
の
両
立
の
矛
盾
を
 
い
ち
早
く
察
知
し
 
、
 ゼ
ク
テ
 

 
 

的
 原
理
か
ら
導
出
さ
れ
る
平
等
主
義
を
基
底
と
す
る
 

平
 信
徒
の
年
会
参
加
を
要
求
し
て
、
組
織
内
に
お
け
る
 

ゼ
ク
 テ
的
 原
理
の
徹
底
を
主
上
 

独
自
な
宗
教
的
権
威
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
 考
，
 
ぇ
 ら
れ
る
。
 

組
織
内
部
の
か
か
る
二
つ
の
立
場
の
挟
撃
に
悩
ま
さ
れ
 な
が
ら
、
一
七
九
五
年
の
年
会
は
、
 
八
 和
解
の
計
画
 Ⅴ
（
 づ
汀
中
 （
 
ド
コ
 o
h
 

（
 
コ
 ）
 

下
ユ
 ト
ざ
弾
ざ
コ
 

）
と
呼
ば
れ
る
妥
協
案
を
承
認
す
る
。
 こ
 れ
は
聖
公
会
の
宗
教
的
権
威
の
尊
重
を
調
い
な
が
ら
も
 
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
執
行
 

を
年
会
の
承
認
を
前
提
と
し
て
、
 諸
会
 に
属
す
る
 り
｜
 ダ
 ー
と
説
教
所
を
管
理
す
る
管
財
人
の
双
方
の
同
意
に
も
 と
づ
い
て
許
可
す
る
と
 

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
先
の
二
つ
の
 立
 場
 双
方
を
一
程
程
度
認
め
つ
つ
、
年
会
の
権
威
を
確
定
 し
ょ
う
と
し
た
と
考
え
 

ら
れ
る
。
 

サ
ク
ラ
メ
ン
ト
執
行
の
最
終
的
条
件
を
年
会
の
承
認
と
し
 た
八
 和
解
の
計
画
Ⅴ
の
内
容
は
、
聖
公
会
の
宗
教
的
 権
 威
を
顧
慮
し
っ
 っ
 

も
 、
そ
れ
と
は
異
な
る
 メ
 ソ
デ
ィ
ズ
ム
独
自
の
宗
教
的
 権
威
の
確
定
へ
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
 、
そ
れ
は
、
原
理
的
に
 

は
そ
の
独
自
の
宗
教
的
権
威
を
認
め
る
と
い
う
昔
ゅ
味
で
、
 
先
の
二
つ
の
立
場
の
う
ち
の
後
者
に
近
い
判
断
を
示
し
 た
 。
し
か
し
、
後
者
の
 

立
場
は
必
ず
し
も
制
度
的
な
年
会
の
権
威
を
認
め
る
こ
と
 と
 同
等
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
か
ら
聖
公
会
 権
 威
 に
代
わ
る
も
の
と
し
 

ゲ
 
艦
て
 、
そ
の
権
威
を
、
巡
回
説
教
者
だ
け
で
構
成
さ
 れ
る
年
金
で
は
な
く
、
信
仰
義
認
的
な
平
等
な
個
々
人
の
 主
観
的
カ
リ
ス
マ
に
基
礎
 づ
 

㌍
げ
る
こ
と
も
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
 
諸
会
 に
よ
 る
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
執
行
要
求
は
、
聖
公
会
聖
職
者
が
 お
こ
な
 う
 サ
ク
ラ
メ
ン
ト
 ヘ
 

 
 

る
 ゼ
ク
テ
 的
 原
理
の
表
出
で
あ
っ
た
と
も
解
せ
る
の
で
あ
 る
 。
し
た
が
っ
て
大
和
解
の
 

 
 

承
認
し
つ
つ
も
、
年
会
の
権
威
を
制
度
的
に
確
定
し
よ
う
 と
す
る
矛
盾
を
含
ん
で
い
た
 

ナ
 

上
ま
 、 

に
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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し の 及 も 督 確 こ フ 
か 力 び っ フ を 定 の ォ ウ 

し り そ て オ 列 。 規 l ェ   
内 オ l 結 

び 

（ に が 第 も 

4 2 純 一   

  

ム 

  " 一 

ォ｜ 七九 

  
つ と い 握 

織 定 う い つ 

内 し に た の 

    

に は に ら 張 
な " " か し 

6 年 り に た 
の 会 ッ     

で の チ 牛 し 
あ 権 フ 会 か 
る 威 4 l し 

  と @  五巡   
ゼ ル 同 年 

ク ド 区 会 

テ ・ @  クま 

的 プ 諸 役 
原 う 会 の 

理 ン と か 

と の い か 

の 否 ぅ る 
矛 快 絶 要 
盾 に 織 求 
を よ 内 に 

阿 っ 0 対   
次 年 関   

し会 たがをの 孫枝 
こ 職 権 組 
と 巨皆 高恩 織 
に の す か ら 権威なら の 意 る 

ず 関 味 追 
、 係 を 放 

か の も を 
え 基 っ も 

っ礎て っ 
て づ い て 

組 げ た 答 
織 を と え 
内 瞬 い た 
に 昧 え   
か は る こ 

か し 。 の 

る た し キ 
牙 城 か ぅ 

肩上し を " " ム   
る の た は 
こ 道 よ " 

と 故 う 明 



か
る
関
係
を
基
礎
づ
け
る
職
階
の
権
威
の
 

ヒ
ヱ
 ラ
ル
ヒ
ー
 
化
 せ
畦
昧
 に
し
た
ま
ま
、
 
諸
会
の
 ゼ
ク
テ
 
的
 原
理
と
の
 
妥
協
の
上
に
成
り
立
っ
 

て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
か
ら
、
フ
ォ
ー
ム
は
 

先
 の
 入
 和
解
の
計
画
Ⅴ
の
か
か
え
て
い
た
根
本
的
矛
盾
 

を
 何
ら
解
決
し
な
い
ま
 

ま
 終
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

し
た
が
っ
て
、
か
か
る
矛
盾
を
含
む
 

メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 
ム
 の
 新
 し
い
権
威
形
成
の
方
向
は
、
そ
の
権
威
の
徹
底
に
際
し
 

て
 必
然
的
に
重
大
な
 

障
害
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
 

メ
 ソ
デ
ィ
 
ズ
ム
 は
、
そ
れ
を
支
え
る
社
会
階
層
の
変
化
と
組
織
の
大
 

規
模
化
、
さ
ら
に
成
員
 

0
 世
代
交
替
と
い
っ
た
内
的
・
外
的
要
因
を
背
景
に
し
て
 

、
組
織
内
に
、
巡
回
説
教
者
に
よ
る
ウ
ェ
ス
レ
ー
的
 

権
 威
の
 キ
ル
ヘ
化
と
そ
れ
 

に
 拮
抗
す
る
地
域
的
講
会
の
り
ー
ダ
ー
を
中
心
と
す
る
 

ゼ
 ク
テ
的
 
原
理
と
の
本
格
的
抗
争
の
時
期
に
は
い
っ
て
 

ゆ
 く
の
で
あ
る
。
 

ス
 
エ
 

（
 
1
 ）
例
え
ば
 毛
 @
0
 
丑
ダ
，
 目
の
㌧
の
 

耳
 R
o
 

の
寸
口
 

降
呂
ぎ
 
@
 
の
 
（
の
 

h
@
 
勾
 O
P
 

の
の
 

0
 
コ
オ
 
@
 
の
 
（
 ぃ
コ
 
年
の
 
0
 
コ
 
（
Ⅱ
が
 

巨
 
@
n
 

（
 
@
0
 

コ
の
 
O
h
 
の
 
荻
 ヰ
 
臣
の
。
・
・
 

@
 
屯
歴
ド
 

@
.
 
 

（
て
も
・
）
 

㌧
 Q
 
よ
 ㏄
「
 

べ
 
の
ら
Ⅰ
め
馬
 

ぃ
 
@
 
Ⅰ
 
ド
 
@
 
さ
ミ
 
@
 
リ
 
ヨ
 ・
 い
 0
 
コ
由
 
0
 
コ
 
・
 ト
 
の
の
 

メ
 づ
つ
・
Ⅰ
の
㏄
 

１
ト
 
り
づ
 

斜
 

（
 
2
 ）
拙
稿
「
 
メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 
ム
 に
お
け
る
宗
教
体
験
 

と
 社
会
」
、
宗
教
社
会
学
研
究
会
編
「
宗
教
の
意
味
世
界
 

ヒ
 雄
山
 
閣
 、
一
九
八
 

0
 年
 、
一
六
九
頁
。
 

 
 

 
 

り
卜
 

Ⅰ
 、
 
切
り
 

串
巾
 

（
 
5
 ）
 ハ
 
Ⅱ
 
ぃ
 
Ⅱ
「
 

@
 
の
 
・
 力
 ・
 寒
め
 
～
 
キ
 
。
も
Ⅰ
 

い
 
き
 む
 @
e
@
 

良
心
 

R
.
 

目
じ
 

0
 
コ
年
 
0
 
口
 
。
 ト
 
の
の
 

㏄
・
 
づ
 
Ⅰ
・
 
印
ト
 

@
@
 

り
り
 

る
 

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

え
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

一
九
七
九
年
、
四
五
五
 

｜
 四
五
六
頁
。
）
 

125 (639) 

理
 と
の
妥
協
に
お
い
て
な
さ
れ
た
。
こ
の
 ょ
う
 に
 、
そ
 れ
は
年
会
 ｜
 巡
回
図
１
話
 会
 と
い
 5
 権
威
関
係
を
明
確
に
 し
つ
つ
も
、
他
方
、
 か
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甘
ど
 ）
日
の
 Z
 簿
カ
リ
日
仁
 

Ⅰ
㏄
 

Ⅱ
 之
し
 Ⅱ
 巨
之
し
己
 口
口
下
吊
目
，
卜
の
己
 オ
せ
芭
ぺ
毛
 Ⅰ
円
目
 

因
由
Ⅰ
Ⅰ
 0
 の
 ん
 下
づ
 ヱ
 Ⅰ
の
 
下
 Ⅰ
 Z
0
 円
円
 い
 

（
Ⅰ
 
コ
 田
の
Ⅰ
 

コ
ド
 
Ⅰ
 
-
o
 
目
ド
 
（
勾
の
㏄
の
 

ド
 へ
り
 
ゴ
 Ⅰ
 
コ
の
侍
ざ
 

E
 ヰ
 
の
 ヲ
口
 
0
 コ
 0
 
㏄
Ⅱ
い
で
ア
リ
 

4
0
.
 

の
 
り
ト
 
）
・
 

木
ロ
 ロ
 の
 づ
由
ヴ
目
 

n
p
 
（
 
@
0
 
三
 %
T
p
 
寸
 ㏄
（
 

p
.
O
m
p
 

オ
 p
.
P
 

の
㏄
。
 

セ
 @
+
 
ト
り
の
 
つ
つ
 

化
 ㌍
。
 

0
0
o
 

商
略
直
道
 

文
献
学
と
い
う
の
は
手
間
 ひ
ま
 の
か
か
る
学
問
で
あ
る
。
仏
教
  
 

そ
の
す
べ
て
が
文
献
学
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
近
代
 ョ
｜
  
 

お
い
て
発
生
し
た
イ
ソ
 ド
 学
の
一
環
と
し
て
の
イ
ソ
 ド
 仏
教
研
 究
は
基
本
 

的
に
文
献
学
で
あ
る
。
明
治
初
年
、
そ
の
イ
ソ
 ド
 学
的
仏
教
研
 究
 が
南
条
 

文
雄
に
よ
っ
て
我
が
国
に
導
入
さ
れ
て
以
来
、
す
で
に
百
年
を
 越
 す
歴
史
 

を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
間
に
な
さ
れ
た
研
究
資
料
、
研
究
文
献
 の
 数
は
ま
 

こ
と
に
ル
大
な
量
に
の
ば
る
。
 イ
 ソ
 ド
 仏
教
の
研
究
に
従
事
す
 
る
も
の
 

は
 、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
け
る
研
究
 更
 に
注
意
す
る
こ
と
か
 ら
 、
そ
の
 

仕
事
を
は
じ
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
過
去
の
研
究
の
集
積
の
 み
で
は
な
 

い
 。
現
に
世
界
の
各
国
で
多
数
の
文
献
が
生
み
出
さ
れ
っ
つ
 る
 る
 。
そ
の
 

す
べ
て
を
知
悉
し
、
処
理
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
 
こ
こ
に
 

研
究
の
手
引
と
な
る
よ
う
な
研
究
文
献
史
の
出
現
が
要
望
さ
れ
 る
こ
と
に
 

な
る
。
 

書
評
と
紹
介
 

中
村
元
博
士
の
今
回
の
出
版
は
、
学
界
の
か
か
る
要
望
に
答
 
え
る
も
 

の
 、
し
か
も
余
人
に
は
及
び
難
い
大
事
業
で
あ
る
。
 

序
文
に
よ
れ
ば
、
著
者
は
、
は
じ
め
、
日
本
で
発
表
さ
れ
た
 ィ
  
 

教
 研
究
の
成
果
を
外
国
に
知
ら
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
 こ
 の
種
の
書
 

物
の
執
筆
を
思
い
立
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
の
学
者
の
成
果
は
  
 

同
じ
分
野
に
お
け
る
外
国
の
学
者
の
研
究
と
関
連
し
て
い
る
し
 、
そ
の
 評
 

価
 に
は
当
然
、
世
界
中
の
学
者
の
仕
事
と
の
比
較
が
要
求
さ
れ
 る
 。
そ
こ
 

で
、
結
局
、
文
字
通
り
 グ
 p
l
 ヴ
ァ
ル
な
イ
ソ
 
ド
 仏
教
研
究
 文
 献
 史
の
形
 

を
と
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
い
う
，
し
か
し
こ
れ
は
結
局
 、
士
人
 
ゲ
 
重
目
 
の
 

価
値
を
数
倍
も
高
め
る
こ
と
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
 

さ
ら
に
特
記
す
べ
き
こ
と
は
、
著
者
が
本
書
の
出
版
ま
で
に
 二
 十
全
 午
 

を
賀
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
長
期
 計
画
と
い
 

-
 

 
 

 
 

学
会
誌
 等
 

に
 寄
稿
し
て
発
表
す
る
と
い
う
形
で
世
に
問
い
つ
つ
、
そ
の
間
 絶
え
ず
 新
 

ら
し
い
研
究
 枯
 報
を
加
え
、
改
訂
を
施
し
て
来
た
。
そ
れ
が
 今
  
 

版
の
機
会
に
恵
ま
れ
て
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
 あ
る
。
 
こ
 

0
 面
倒
な
仕
事
を
研
究
の
合
間
に
果
た
さ
れ
た
に
つ
い
て
は
、
 ひ
と
え
に
 

学
界
後
進
に
対
す
る
著
者
の
暖
 い
 心
の
現
わ
れ
と
し
て
、
感
謝
 か
 
り
念
を
林
下
 

じ
 そ
な
い
。
 

本
書
は
イ
ン
ド
仏
教
発
達
の
歴
史
的
順
序
に
従
っ
て
概
観
す
る
 
本
文
 

と
 、
そ
の
裏
付
け
と
し
て
研
究
文
献
を
列
挙
す
る
脚
注
と
 よ
り
 成
る
。
 脚
 

 
 

注
 と
い
っ
て
も
、
そ
こ
に
研
究
文
献
 史
 が
自
ら
述
べ
ら
れ
る
わ
 
け
で
、
 分
 

㈹
 

量
的
に
も
本
文
よ
り
多
く
、
事
実
上
、
本
書
の
主
体
と
な
っ
て
   

合
 に
よ
っ
て
は
、
本
文
は
研
究
文
献
配
列
の
た
め
の
枠
組
に
す
 ぎな
い
。
 

1
 



こ
の
体
裁
は
か
つ
て
ヴ
ィ
ン
テ
ル
ニ
ッ
ツ
に
よ
っ
て
 著
 お
さ
れ
 
た
 名
著
 

門
 
イ
ン
ド
十
人
 敵
 出
丸
 
L
 （
の
の
の
。
 

ゴ
あ
ゴ
 
（
の
年
の
Ⅱ
ヨ
 

%
 あ
 。
 す
ひ
コ
 
Ⅰ
 -
 
け
の
 
Ⅱ
 
ゅ
叶
 
E
 Ⅱ
・
月
の
。
㏄
Ⅰ
）
 

に
 則
る
も
の
で
、
仏
教
学
の
條
 域
 に
お
け
る
同
書
の
後
継
者
と
 
呼
ん
で
 

も
 差
支
え
な
か
ろ
う
。
 

宍
 イ
ン
ド
文
献
 史
 」
は
現
在
、
高
野
山
 
大
学
で
 

和
訳
さ
れ
、
脚
注
に
そ
の
後
の
研
究
を
増
補
し
、
こ
と
に
日
本
 人
の
手
に
 

な
る
文
献
を
加
え
て
、
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
）
ま
た
、
イ
ン
ド
 

文
 献
史
 の
 現
 

代
飯
と
い
う
べ
き
も
の
が
、
オ
ラ
ン
ダ
の
 ゴ
 ン
ダ
教
授
編
修
の
 
不
に
 、
各
 

分
野
別
に
専
門
家
を
す
ぐ
っ
て
執
筆
、
刊
行
さ
れ
つ
つ
あ
る
（
 

下
 
由
 @
 
の
時
 

0
 （
 
せ
 

0
 ヰ
 Ⅰ
コ
年
 

厨
コ
 Ⅰ
岸
の
Ⅰ
㏄
 

庁
由
 
Ⅱ
辞
の
 

Q
.
 

ヴ
ペ
 
Ⅰ
 ぃ
コ
 
の
 0
 下
目
 
a
 。
 0 侍
 
8
 目
 曲
 Ⅱ
Ⅱ
 
ぃ
 の
の
 
0
 毛
 @
 
叶
い
 
"
 

毛
 @
 
の
の
 
ヴ
 
p
&
 
の
戸
 ト
 の
べ
 
肖
 ）
が
仏
教
学
に
関
し
て
は
未
刊
で
あ
る
。
 
そ
の
 意
 

味
 で
も
、
本
書
は
世
界
的
に
有
益
な
、
時
宜
を
得
た
出
版
で
あ
 る
 。
 

本
書
の
全
体
は
六
章
、
二
六
節
に
分
か
れ
る
。
第
一
章
は
「
 仏
 教
 の
 概
 

観
 」
（
の
の
 
コ
 の
 
q
p
-
 
ぎ
ミ
 俄
 0
h
 ぎ
ま
ォ
ず
ヨ
 ）
と
題
さ
れ
、
仏
教
 入
門
や
 

概
説
の
類
い
、
イ
ン
ド
仏
教
典
、
辞
典
そ
の
他
の
参
考
書
類
、
 お
よ
び
、
 

因
果
や
業
、
慈
悲
、
禅
定
、
戒
律
な
ど
、
仏
教
典
全
般
に
通
じ
 る
 主
題
に
 

関
す
る
研
究
文
献
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
（
全
一
一
頁
、
 

う
 ち
 本
 文
一
一
 

@
 ）
 

第
二
章
は
「
初
期
仏
教
」
（
口
印
与
田
堅
三
の
 
ヨ
 ）
の
題
の
下
 に
、
仏
 

教
 興
起
の
背
景
を
は
じ
め
と
す
る
八
節
を
含
む
 八
 0
 頁
 。
著
者
 は
こ
の
中
 

で
 
"
O
q
 
品
ぎ
 住
田
口
音
 ガ
ヨ
，
と
、
 -
 
め
ド
ユ
せ
 ㏄
口
口
音
 
ぢ
ヨ
，
を
 
区
別
し
て
 

い
る
が
、
前
者
は
可
 ス
ッ
タ
 
・
 ニ
 パ
ー
タ
ロ
の
 
諸
偶
 そ
の
他
の
 
 
 

聖
典
中
の
古
層
に
属
す
る
部
分
に
表
わ
れ
て
い
る
仏
教
を
さ
す
 
。
（
著
者
 

0
 日
本
語
の
論
文
で
は
「
最
初
期
の
仏
教
」
と
よ
ん
で
い
る
じ
 そ
の
基
準
 

は
も
と
も
と
著
者
自
身
の
研
究
で
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
 そ
れ
に
 ょ
 

る
と
、
㈲
そ
こ
で
は
仏
教
の
術
語
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
 ぃ
   

 
 

１
ヵ
碑
文
は
 

に
 示
さ
れ
た
よ
う
な
、
ア
ー
ジ
ー
ヴ
ィ
 カ
 数
や
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
 教

え
と
ょ
物
 

 
 

く
 似
て
い
る
。
㈲
仏
教
の
修
行
者
た
ち
は
人
里
離
れ
て
個
別
的
 に
 生
活
し
 

て
い
た
。
㈲
そ
の
生
活
は
叙
事
詩
の
物
語
る
隠
者
た
ち
の
そ
れ
 に
 近
い
。
 

㈲
最
初
期
に
は
比
丘
尼
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
㈹
 戒
本
 
（
 
波
羅
 提
 本
文
）
 

は
 極
め
て
簡
単
で
、
基
本
的
に
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
及
び
ジ
ャ
イ
 ナ
教
 ハ
リ
 
林
示
 

威
に
近
い
。
㈹
ゴ
ー
タ
マ
，
ブ
ッ
ダ
は
並
は
ず
れ
た
佳
人
と
し
 て
 尊
敬
さ
 

れ
た
が
、
神
格
化
さ
れ
て
は
い
な
い
。
か
れ
以
外
に
も
多
く
の
 フ
ッ
ダ
 が
 

認
め
ら
れ
て
い
た
、
と
な
る
。
（
五
七
１
人
 

0
 頁
 ）
。
こ
の
 
一
段
は
著
 

者
の
独
壇
場
と
い
う
べ
く
、
他
の
音
節
 と
昇
 
っ
て
 、
 他
の
研
究
 論
文
へ
の
 

言
及
は
全
く
な
い
。
 

第
三
章
は
「
保
守
的
仏
教
と
大
乗
へ
の
移
行
」
（
 n
o
 

巳
の
べ
つ
 

ハ
 （
 
@
 
づ
 
0
%
 自
 

き
三
の
 ヨ
 
が
コ
年
ヨ
 

r
a
 

コ
ム
 

目
 0
 コ
ヰ
 0
 目
い
 す
 ゆ
 ）
 ゆ
コ
ゅ
 

）
の
題
で
、
 
主
 に
ァ
ビ
ダ
 

め
て
 の
仏
教
を
取
扱
う
。
年
代
上
は
マ
ウ
リ
ヤ
朝
以
降
で
、
本
土
 
早
 冒
頭
は
 

マ
ウ
リ
ヤ
朝
年
代
論
を
扱
う
が
、
こ
れ
も
著
者
の
か
っ
て
の
 研
 尭
成
果
に
 

多
く
を
負
 う
 て
い
る
。
な
お
、
本
章
で
「
大
乗
へ
の
移
行
」
と
 い
う
の
は
 

仏
伝
 と
ァ
ヴ
ア
ダ
 
ー
 ナ
 
（
 
讐
倫
 文
学
）
の
発
達
、
な
ら
び
に
 ア
 シ
ュ
ヴ
ア
 

コ
 ー
シ
ャ
（
馬
鳴
）
等
の
文
学
作
品
を
さ
す
。
そ
れ
が
大
乗
 仏
 ゑ
 へ
の
道
 

を
つ
け
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
 

第
四
章
は
大
乗
仏
教
を
取
扱
い
、
年
代
的
に
は
ク
シ
ャ
ー
ナ
朝
 の
は
じ
 

め
か
ら
グ
プ
タ
朝
の
成
立
ま
で
を
含
む
。
本
章
は
一
五
 0
 真
似
 上
に
わ
た
 

る
が
、
こ
れ
は
主
に
日
本
人
に
よ
る
研
究
が
数
多
く
こ
の
時
期
 と
分
野
に
 

集
中
し
て
い
る
こ
と
に
依
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
特
 
に
司
法
華
 



経
 L
 や
浄
土
教
の
研
究
に
著
る
し
い
。
大
乗
仏
典
は
こ
の
二
項
 を
 含
む
十
 

日
頃
に
分
け
て
論
ぜ
ら
れ
る
。
そ
の
区
分
け
は
 
コ
 大
正
大
蔵
経
 ロ
の
 用
い
 

る
 部
別
の
ほ
か
に
、
 業
 ・
輪
廻
・
縁
起
に
関
す
る
も
の
と
か
 
、
禅
定
 経
 

典
 、
在
家
仏
教
、
あ
る
い
は
如
来
蔵
経
典
な
ど
が
加
味
さ
れ
て
  
 

こ
の
章
の
後
半
は
大
乗
の
哲
学
体
系
を
 A
 、
初
期
中
観
派
、
（
 竜
樹
、
 

提
婆
等
）
 B
 、
初
期
 楡
 加
行
 旅
 
（
弥
勒
、
無
著
、
世
親
）
、
 
C
 、
 後
代
の
 

哲
学
者
た
ち
の
三
節
に
分
け
て
叙
述
す
る
。
中
観
派
の
空
の
哲
 学
は
 つ
い
 

て
は
記
号
論
理
学
を
用
い
て
解
説
し
て
い
る
。
（
二
四
九
 
｜
 二
五
 O
 頁
 ）
 

こ
れ
と
は
別
に
、
仏
教
論
理
学
（
因
明
）
は
第
五
章
で
独
立
に
 論
ぜ
ら
 

れ
る
。
（
「
論
理
学
者
た
ち
」
 
こ
 0
%
 ゑ
 P
 
巳
 ）
そ
の
理
由
は
因
明
が
 大
乗
 内
 

部
の
学
派
相
互
、
大
乗
と
小
乗
、
仏
教
と
外
教
の
間
の
論
争
に
 お
 げ
る
 共
 

通
の
広
場
と
し
て
発
達
し
た
も
の
だ
か
ら
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
 分
野
の
研
 

究
は
戦
後
こ
と
に
発
達
し
た
。
 

第
六
章
は
イ
ン
ド
仏
教
の
最
終
段
階
と
し
て
密
教
を
扱
う
。
（
 
ロ
の
 
0
 ヰ
の
 
Ⅱ
 -
0
 

口
 Ⅰ
 q
&
 
三
の
㊥
こ
の
分
野
は
そ
の
後
代
、
諸
外
国
へ
の
影
響
の
 重
大
さ
に
 

も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
だ
研
究
は
ほ
ん
の
糸
ロ
と
い
う
印
象
を
 ぅ
 け
る
。
 

最
後
に
附
録
と
し
て
補
遺
、
略
号
な
ら
び
に
定
期
刊
行
 誌
名
 、
 件
名
乗
 

引
を
載
せ
て
い
る
。
 

以
上
概
観
し
た
よ
う
に
、
イ
ン
ド
仏
教
典
全
体
に
わ
た
る
研
究
 史
は
、
 

ま
さ
に
著
者
な
ら
で
は
の
綿
密
な
解
説
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
 ，
 
」
の
勝
れ
 

分
 

た
書
物
に
も
全
く
欠
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
一
例
を
 評
者
の
身
近
な
 

珊
 

領
域
と
し
て
大
乗
仏
教
に
限
っ
て
挙
げ
て
み
る
と
、
先
ず
 
、
大
乗
仏
典
の
 

 
 

 
 

り
、
 時
に
は
矛
盾
す
る
叙
述
と
な
っ
て
い
た
り
す
る
，
（
 た
と
 
ぇ
 。
は
 ヨ
大
 

法
鼓
 経
ヒ
 

一
九
二
頁
と
二
三
 
0
 頁
 ）
如
来
蔵
糸
経
論
に
つ
い
 て
も
、
 
枠
 

組
 と
さ
れ
る
本
文
は
旧
稿
の
ま
ま
で
注
記
だ
 け
増
 広
さ
れ
た
 
観
 が
あ
り
、
 

最
近
の
研
究
は
方
々
に
ち
 ろ
 ぼ
っ
て
言
及
さ
れ
て
い
る
に
と
ど
 さ
っ
て
 
い
 

る
 。
唯
識
思
想
の
場
合
も
、
弥
勒
以
下
著
者
別
に
文
献
が
配
列
 さ
れ
て
 
ぃ
 

る
の
は
、
重
複
を
さ
げ
る
点
で
む
し
ろ
よ
い
と
し
て
も
、
そ
れ
 だ
け
で
は
 

思
想
史
展
開
の
あ
と
は
つ
か
み
に
く
い
。
し
か
し
、
ど
ん
な
 分
 節
も
完
全
 

と
は
な
る
ま
い
し
、
こ
れ
は
望
蜀
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

若
干
の
誤
記
に
つ
い
て
。
 

円
 般
若
経
類
の
中
で
、
梵
文
出
版
の
 あ
る
も
 

の
と
し
て
、
本
文
中
に
三
万
八
千
 
頚
 般
若
」
を
附
け
加
え
る
 べ
き
で
あ
 

る
 。
二
六
一
頁
。
 注
 れ
で
日
八
千
 頚
 般
若
」
と
並
べ
て
舌
口
 及
さ
 れ
て
ぃ
 

る
 。
）
ま
た
、
 円
 八
千
 煩
 し
に
関
す
る
注
記
は
脱
落
が
あ
る
と
 思
 わ
れ
る
。
 

（
コ
ン
 ゼ
 の
業
績
Ⅰ
カ
ル
カ
ッ
タ
、
一
九
五
八
年
 ロ
は
 校
訂
で
な
 く
、
英
 

訳
 。
肝
心
の
 
、
、
 

、
ト
ラ
校
訂
本
な
ど
に
つ
い
て
言
及
を
欠
く
。
）
㈱
 

円
 中
辺
 分
 

別
論
 」
に
つ
い
て
、
本
文
中
で
「
部
分
的
な
梵
文
写
本
が
現
存
 」
と
あ
る
 

（
二
五
九
頁
）
が
 注
 乾
に
あ
る
 よ
う
 に
近
年
、
完
全
な
兜
木
が
出
 叛
 さ
れ
 

て
い
る
。
「
 法
 法
性
分
別
論
」
に
つ
い
て
は
、
（
二
六
一
頁
）
 
レ
 ヴ
ィ
 校
 

訂
の
日
大
乗
荘
厳
経
論
」
の
末
尾
に
附
録
と
し
て
梵
文
断
片
が
 載
っ
て
 
い
 

て
、
河
 ム
ロ
英
一
に
よ
っ
て
同
定
さ
れ
た
。
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巨 の コ ・い も 

の てイい 0 6- - 侍 

ダ，下 

      
の ⅠのⅡの @0 へヰ べ   

の
簿
コ
 

毒
牙
Ⅰ
の
の
 

仁
 ㌧
 田
 
p
,
 
し
ぢ
オ
ざ
コ
出
 
0
 の
コ
 
g
 
 
円
 e
 佳
臣
 Q
 。
 仁
 隼
 昌
ゆ
 
り
コ
 
@
 

ン
 ド
ゥ
ー
 教
 

と
り
わ
け
 南
 イ
ン
ド
に
お
い
て
に
お
 
け
 る
 宗
教
的
 
0
 

 
 

実
践
を
規
定
す
る
最
も
重
要
な
要
素
の
一
つ
と
し
て
の
タ
ン
ト
 リ
ズ
ム
 研
 

1
 

 
  
 

究
の
必
要
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

第
二
次
大
戦
後
早
く
か
ら
こ
の
必
要
性
は
認
め
ら
れ
て
い
た
に
 も
か
か
 

わ
ら
ず
、
一
つ
に
は
対
象
と
な
る
文
献
資
料
の
彪
 太
 さ
、
ま
た
 
一
つ
に
は
 

そ
の
う
ち
で
刊
行
さ
れ
た
資
料
の
少
な
さ
（
特
に
 ク
り
 テ
ィ
カ
 ル
 ・
 ェ
デ
 

ィ
 シ
ョ
ン
は
 殆
 ん
ど
な
い
）
の
た
め
に
、
未
だ
に
タ
ン
ト
リ
・
 

ズ
 ム
 研
究
は
 

そ
の
入
口
に
立
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
し
た
状
況
の
中
 で
、
最
初
 

の
ヒ
 
ン
ド
ウ
ー
・
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
に
関
す
る
概
説
書
と
し
て
 本
 書
 が
著
 わ
 

さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
も
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
 
と
で
あ
 

り
 、
こ
の
困
難
な
仕
事
に
取
り
く
ん
だ
著
者
達
の
勇
気
に
敬
服
 せ
ざ
る
を
 

得
な
い
。
 

著
者
達
は
 、
 ユ
ト
レ
ヒ
ト
大
学
に
所
属
す
る
三
人
の
研
究
者
達
 
で
あ
 

り
 、
三
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
こ
と
か
ら
本
書
は
や
や
統
一
を
 欠
い
た
 き
 

ら
ぃ
 が
あ
る
が
、
対
象
の
広
大
さ
か
ら
す
れ
ば
、
分
担
 制
 を
取
 
っ
 た
こ
と
 

は
や
む
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

本
垂
 百
は
、
 弓
の
佳
 コ
 0
0
 口
口
 
ユ
 い
い
 
コ
 に
よ
る
第
一
部
（
Ⅱ
 コ （
（
 
0
 年
年
 
0
 由
 
-
0
 
コ
 "
 

由
ぢ
ざ
 屯
の
 コ
 ト
ロ
 日
 -
0
 
の
 
0
 Ⅰ
 ォ
せ
 
）
 、
 ロ
オ
 オ
 
Ⅰ
 ぃ
コ
目
 0
 の
 コ
 の
に
よ
 る
 第
二
部
 

（
 
円
 （
の
 
コ
 の
 
日
 @
 
拐
 @
0
 
コ
ド
 コ
年
Ⅱ
 隼
コ
年
ぃ
ヨ
 
の
 コ
 （仁
の
 0
 コ
 品目
口
の
さ
 疽
 o
h
d
 下
 0
 づ
 h
p
 

陣
汀
 0
 ）
 
、
い
か
コ
甘
ガ
 
（
が
の
年
豆
 ゆ
 に
よ
る
第
三
部
（
 
牙
 す
ロ
の
の
 
o
h
 韻
 o
q
 落
ち
 

日
色
目
の
 d
@
 
（
が
（
 

@
o
 
コ
 ）
の
三
部
か
ら
な
っ
て
い
る
。
 

第
一
部
の
最
初
の
部
分
は
Ⅰ
コ
億
「
 o
 年
 
E
n
 （
 
@
0
 
二
で
、
タ
ン
ト
リ
 ズ
 
ム
 研
究
 

の
 現
状
、
 

タ
ソ
ト
 リ
ズ
ム
の
定
義
、
資
料
に
つ
い
て
 簡
敵
 に
 朋
 介
さ
れ
て
 

い
る
。
現
状
に
関
し
て
は
、
各
テ
キ
ス
ト
の
年
代
論
的
研
究
と
 口
承
伝
統
 



書評と紹介 

  
の
 四
節
（
伝
説
上
の
起
源
、
タ
ン
ト
ラ
と
ヴ
ェ
ー
ダ
、
起
源
と
 初
期
の
歴
 

史
 、
そ
の
後
の
歴
史
）
に
お
い
て
ハ
ウ
ド
リ
ア
ー
ン
は
、
タ
ン
 ト
リ
ス
ム
 

の
 起
源
と
歴
史
に
関
し
て
、
従
来
の
諸
説
を
総
合
し
つ
つ
、
 極
 め
て
節
度
 

あ
る
納
得
の
い
く
記
述
を
行
っ
て
い
る
。
 ヒ
ソ
ド
ウ
｜
 教
の
伝
 説
を
ヴ
ェ
 

｜
ダ
 的
と
タ
ン
ト
ラ
的
の
二
つ
に
帰
す
こ
と
が
で
き
る
（
 
p
 巧
 ）
 と
い
 

ぅ
 よ
う
な
や
や
性
急
な
記
述
も
あ
る
が
（
こ
こ
に
は
 タ
ソ
ト
リ
 ス
ム
 の
 水
 

質
 を
非
 ァ
 ー
リ
ア
的
な
土
着
の
伝
統
と
す
る
暗
黙
の
仮
定
が
あ
 る
よ
う
に
 

思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
正
し
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
学
問
的
に
は
 や
や
性
急
 

な
 言
明
で
あ
ろ
う
）
、
最
終
的
に
は
南
伝
統
の
相
互
作
用
を
強
調
 し
て
い
 

る
 。
 

第
五
節
 
乞
ヴ
ヱ
仁
 ㌧
。
色
目
 
0
 コ
 o
h
 
（
 
ア
 の
り
㏄
 
コ
仔
 
q
@
n
 

の
 @
 
コ
 %
 ぢ
 （
。
 
Ⅱ
 
セ
 ）
 ネ
 
Ⅰ
 

は
 、
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
を
既
成
宗
教
体
系
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
た
 民
衆
の
革
 

新
 約
 運
動
と
す
る
見
方
を
否
定
し
て
、
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
が
個
人
 的
 救
済
を
 

中
心
と
し
て
、
主
に
知
識
人
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
て
き
た
点
を
 指
摘
し
て
 

い
る
。
文
献
貸
料
に
よ
る
か
ぎ
り
、
こ
の
指
摘
は
正
し
い
が
、
 著
者
が
 タ
 

ン
ト
リ
ズ
ム
の
担
い
手
と
し
て
挙
げ
る
（
 W
 羽
 ?
 紐
 ）
①
寺
院
 僧
を
中
心
 

と
す
る
 巨
珪
ぎ
 Ⅱ
 リ
 セ
の
 

d
a
 

。
 
ヴ
母
 二
日
 ヨ
、
 ②
 マ
タ
 に
属
す
る
と
。
 目
 ぺ
 
十
片
ア
 

り
 Ⅱ
 
づ
 ・
 

餓
の
 d
a
 
。
 
b
 「
生
日
 
ぎ
、
 ③
遊
行
す
る
 
ぺ
 0
 の
ぎ
、
の
三
者
の
う
ち
 真
 に
 知
識
 

人
 と
呼
べ
る
の
は
⑦
だ
け
で
あ
り
、
①
と
③
は
民
衆
と
知
識
人
 の
間
の
中
 

間
 的
、
境
界
的
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
シ
ャ
ー
ク
タ
 派
 文
献
に
 

中
心
を
置
い
た
こ
と
に
よ
る
こ
う
し
た
個
人
性
の
強
調
は
い
さ
 さ
か
危
険
 

 
 

や
 タ
ン
ト
 

鯛
 

リ
ズ
ム
に
お
け
る
バ
ク
テ
ィ
の
重
要
性
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
 る
 Ⅰ
 寺
 ，
 
院
 

3
 
Ⅰ
 

僧
 の
よ
う
な
境
界
的
存
在
に
つ
い
て
の
社
会
史
的
研
究
が
将
来
 こ
の
問
題
 
1
 



に
 光
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
 い
 。
 

第
六
節
で
は
、
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
の
地
理
的
様
相
に
つ
い
て
扱
い
 、
第
七
 

節
 で
は
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
の
諸
派
の
伝
統
的
分
類
を
論
じ
て
い
る
 が
 、
こ
れ
 

は
 問
題
の
教
義
論
的
性
格
か
ら
、
一
般
読
者
に
は
や
や
解
り
に
 く
い
だ
 る
 

ぅ
 が
や
む
を
得
な
い
と
言
え
よ
う
。
 

第
二
章
（
 づ
 下
の
四
 

p
n
 

の
 o
H
 

づ
匙
 

巨
ぢ
ヨ
ぎ
ま
 田
印
 口
勾
臼
 -
 
的
 -
0
 
目
の
 

辞
あ
 n
E
 

）
が
 

ヰ
 @
0
 
コ
 ）
で
は
、
 
タ
ソ
ト
 リ
ズ
ム
の
哲
学
に
つ
い
て
、
 

簡
 潔
 で
は
あ
 

る
 が
そ
の
大
要
が
１
１
神
の
本
性
、
神
性
の
顕
現
、
流
出
的
 創
 造
 、
束
縛
 

の
 原
因
、
シ
ャ
グ
テ
ィ
と
そ
の
様
相
、
マ
ク
 p
 コ
ス
モ
ス
と
、
 、
、
 
ク
ロ
コ
ス
 

モ
ス
、
解
脱
へ
の
道
、
解
脱
、
神
 界
 、
 等
 1
.
 
紹
介
さ
れ
て
い
 る
 。
短
い
 

紙
数
の
中
で
 よ
 く
ま
と
め
ら
れ
た
記
述
で
あ
る
が
、
欲
を
言
え
 ば
 、
タ
ン
 

ト
 リ
ズ
ム
の
種
々
の
旅
の
特
殊
性
に
つ
い
て
も
う
少
し
触
れ
て
 も
よ
か
っ
 

た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
バ
ク
テ
ィ
に
つ
い
て
 、
そ
の
 重
 

要
 性
を
指
摘
す
る
の
み
で
（
 p
 塊
 ）
、
ほ
と
ん
ど
説
明
さ
れ
て
 

い
な
い
の
 

も
 惜
し
ま
れ
る
。
 

デ
ィ
ル
ク
・
ヤ
ン
・
フ
ー
ン
ス
に
よ
る
第
二
部
は
、
 筆
 三
草
（
 い
つ
 
い
目
 Ⅰ
 

ざ
づ
 l
p
 
コ
の
 
ヨ
ガ
ム
 0
 コ
 ）
と
第
四
章
（
 呂
ギ
ヰ
 ハ
銭
口
 0
 妥
 ま
 
い
 。
 コ
の
叶
 

-
 
白
目
 
の
 

コ
 か
の
音
り
ギ
 ヰ
ざ
 
㌧
（
 

p
n
 

か
 @
n
 
の
）
の
二
つ
の
章
か
ら
な
っ
て
い
る
 

 
 

第
三
章
は
 、
し
 Ⅰ
 
俺
ゅ
 
（
イ
ニ
シ
ェ
イ
 シ
 。
 ソ
 ）
の
問
題
に
一
 
土
 
早
 全
体
 

ハ
 ㎎
 頁
 ）
を
当
て
、
種
々
の
し
 
@
 
宙
ゅ
 
ゆ
の
様
相
を
記
述
し
て
い
 
る
が
、
 

一
般
の
読
者
は
技
術
的
な
細
部
の
描
写
に
困
惑
す
る
だ
げ
に
 と
 ど
ま
る
の
 

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
最
初
の
）
 臣
 （
（
 
0
 Ⅰ
 由
 c
 か
ざ
づ
 の
所
で
 ブ
ユ
 ｜
ダ
の
ウ
 

ハ
ナ
マ
 ナ
な
ど
と
比
較
し
て
い
る
よ
う
に
、
著
者
の
関
心
は
 ヴ
 ヱ
 ー
 ダ
期
 

の
り
守
田
ゅ
と
の
連
続
性
の
方
に
あ
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
、
タ
ン
 
 
 

ム
 に
お
け
る
し
 守
ゅ
ゅ
 
の
独
自
の
本
質
と
そ
の
重
要
性
を
強
調
 し
て
い
 

 
 

 
 

な
い
。
 
し
 @
k
 
ゅ
ゅ
 が
浄
化
と
神
性
と
の
接
触
の
二
側
面
を
持
つ
 と
 
言
う
 

1
 

（
 p
 花
 ）
の
は
誤
り
で
は
な
い
が
、
 

タ
ソ
ト
 
リ
ズ
ム
の
し
 目
ゅ
 ゅ
 
0
 本
㈱
 

 
 

質
は
、
 
シ
ヴ
ァ
を
最
初
の
師
（
 グ
ル
 ）
と
す
る
師
資
相
承
を
通
 じ
て
伝
え
 

ら
れ
た
神
の
恩
恵
の
 力
 に
よ
っ
て
神
と
の
一
体
化
を
達
成
す
る
 力
 を
得
た
 

グ
め
 が
 、
 自
ら
神
と
一
体
化
し
た
状
態
で
、
そ
の
神
的
 力
 の
 恩
 恵
 に
よ
っ
 

て
 、
通
常
の
人
に
は
一
人
で
は
不
可
能
な
神
と
の
ム
ロ
一
を
弟
子
 

に
体
験
さ
 

せ
 、
段
階
的
な
し
 @
 
村
礒
ゅ
 に
よ
っ
て
最
終
的
に
は
一
人
で
神
と
 ム
ロ
一
で
 

き
る
 よ
う
 に
さ
せ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
本
質
的
な
 点
を
無
視
 

（
 
3
.
0
 

）
 

し
て
い
る
た
め
か
、
細
部
の
記
述
に
も
誤
り
が
多
い
。
 

第
四
章
は
、
マ
ン
ト
ラ
を
中
心
と
し
て
（
 然
 真
中
㌶
 頁
 ）
 ヤ
ソ
 ト
ラ
、
 

ム
ド
ラ
ー
等
を
扱
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
章
の
構
成
自
体
が
 中
途
半
端
 

な
 感
を
与
え
る
。
ヤ
ン
ト
ラ
等
に
つ
い
て
は
第
三
部
で
扱
う
の
 が
 自
然
と
 

思
わ
れ
る
し
、
マ
ン
ト
ラ
に
つ
い
て
は
言
葉
の
哲
学
の
一
環
と
 し
て
第
一
 

部
 と
密
接
に
関
係
さ
せ
て
論
じ
る
べ
ぎ
で
あ
っ
た
ろ
う
。
 マ
ソ
 ト
ラ
 の
 実
 

浅
酌
側
面
に
つ
い
て
多
く
の
事
実
が
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
 儀
 礼
 全
体
の
 

コ
ン
テ
キ
ス
ト
か
ら
も
、
理
論
的
枠
組
か
ら
も
切
り
離
さ
れ
た
 形
で
述
べ
 

ら
れ
て
お
り
、
理
解
し
や
す
い
と
は
言
え
な
い
。
 

グ
プ
タ
女
史
に
よ
る
第
三
部
は
 、
タ
ソ
ト
ラ
 の
サ
ー
 ダ
ナ
 ー
の
 二
つ
の
 

中
心
的
内
行
法
、
プ
ー
ジ
ャ
ー
 と
ヨ
 ー
ガ
を
扱
っ
て
い
る
。
 

第
五
章
（
ゴ
ロ
 ヰ
 
「
 @
c
 
 

の
 ゅ
年
甘
ミ
う
 
@
 苦
樹
 ）
の
中
心
は
 、
 主
に
 
卜
 Ⅰ
Ⅱ
 
さ
 ㏄
 

だ
 「
 田
き
て
ふ
 
a
-
p
a
 

。
 蓬
ぎ
 俺
に
従
っ
て
 、
ニ
ト
ヤ
 
・
プ
ー
ジ
ャ
ー
の
 
様
相
を
 、
 

具
体
的
か
つ
詳
細
に
 -
 
記
述
し
て
い
る
。
現
在
の
シ
ャ
ー
ク
タ
派
  
 

ス
ム
の
実
践
に
つ
い
て
深
い
造
詣
を
有
す
る
女
史
に
よ
る
こ
 う
 し
た
記
述
 



書評と紹介 

は
 極
め
て
興
味
深
く
参
考
に
な
る
。
添
え
ら
れ
て
い
る
八
葉
の
 写
真
も
大
 

変
 あ
り
が
た
い
。
紙
数
の
関
係
上
や
む
を
得
な
い
こ
と
だ
が
、
 ナ
 イ
ミ
ッ
 

テ
ィ
カ
，
ブ
ー
ジ
ャ
ー
と
カ
ー
 ム
ヤ
 ・
プ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
 
の
 記
述
を
 

-
 

も
 う
 少
し
多
く
す
れ
ば
、
人
類
学
者
達
し
大
変
参
考
に
な
っ
た
 で
あ
ろ
う
 

に
と
、
 清
 し
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
ヨ
ー
ガ
 と
 関
連
さ
せ
 て
 内
的
 プ
 

｜
 ジ
ャ
ー
の
様
相
に
つ
い
て
も
う
少
し
論
じ
て
も
良
か
っ
た
で
 あ
ろ
う
。
 

第
 上
金
車
（
円
の
ま
 
H
@
n
 
 

期
年
 ぎ
コ
 w
@
 ぺ
 0
%
 
じ
は
、
 
タ
ソ
 ト
ラ
 的
 ヨ
 ー
ガ
 

を
 扱
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
心
を
占
め
る
ラ
 
サ
 
（
ク
ソ
ダ
リ
 
-
 
一
１
 ）
・
 ヨ
 

｜
ガ
 に
つ
い
て
の
記
述
（
 膵
 ㎝
 @
 Ⅶ
）
は
一
応
充
分
に
ま
と
 
さ
っ
て
 
い
 

る
 。
し
か
し
、
 
タ
ソ
 ト
ラ
 的
 ヨ
ー
ガ
の
も
う
一
つ
の
中
心
で
あ
 る
 マ
ン
ト
 

ラ
 ・
ヨ
ー
ガ
に
つ
い
て
（
 
叫
 ㎝
 S
 ℡
）
は
 、
 常
に
他
の
 
ヨ
 ー
ガ
 
と
 密
接
 

に
 結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
充
分
明
確
で
な
く
や
 や
 簡
略
に
 

す
ぎ
る
よ
う
に
思
え
る
。
タ
ン
ト
ラ
的
ヨ
ー
ガ
の
中
心
を
占
め
 る
も
の
で
 

は
な
い
と
は
い
え
、
ハ
タ
・
ヨ
ー
ガ
に
関
す
る
記
述
は
不
正
確
 で
あ
る
。
 

浄
化
の
六
作
法
は
、
健
康
の
た
め
の
純
生
理
的
な
も
の
で
あ
る
 
（
 p
 瑚
 ）
 

と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
浄
化
法
は
プ
ラ
ー
ナ
ー
ヤ
ー
 マ
 の
 一
部
で
あ
 

る
か
ら
で
あ
る
（
 Q
 由
ミ
い
 お
 
も
 め
 ・
 
の
 
さ
 ぎ @
 
き
 
@
@
N
 
ぺ
 ・
の
の
 

?
 ～
・
参
照
）
。
 
ま
た
第
百
 

節
 
（
 
叩
 ㎝
）
 期
 ）
の
マ
ン
ト
ラ
・
ヨ
ー
ガ
 と
 ハ
タ
・
ヨ
ー
ガ
の
 
ぬ
 
遅
い
に
つ
 

い
て
の
記
述
も
、
出
典
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ハ
タ
・
 ョ
 
 
 

析
 自
体
に
よ
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
一
派
の
タ
ー
ン
 ト
 リ
カ
 に
 よ
 

る
 一
方
的
な
非
難
に
従
っ
て
い
る
だ
け
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 

ヨ
 ー
ガ
の
 

支
分
に
関
し
て
、
マ
イ
ト
ラ
ー
 ヤ
 ニ
ー
ヤ
・
ア
ー
ラ
ー
ニ
 
ャ
カ
 に
 見
ら
れ
 

る
よ
う
な
 
六
 支
の
区
分
が
最
古
の
形
で
あ
る
と
す
る
主
張
（
 p
 ㏄
）
 

l
@
 ま
、
 

名
目
的
な
面
は
と
も
か
く
、
実
践
面
か
ら
考
え
る
と
、
ど
れ
ほ
 ど
 意
味
を
 

的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
 

末
尾
の
ビ
ブ
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
と
イ
ソ
デ
ッ
ク
 ス
 は
、
ほ
ぼ
 充
 分
か
っ
 

適
切
な
も
の
で
、
有
用
で
あ
る
。
 

以
上
、
書
評
者
の
関
心
に
従
っ
て
紹
介
批
評
し
て
き
た
が
、
 た
 と
え
 問
 

題
 と
な
る
点
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
研
究
の
現
 状
か
ら
す
 

れ
ば
や
む
を
え
た
い
も
の
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
 本
 書
は
非
常
 

に
 良
く
で
き
た
 ヒ
ソ
ド
 ウ
ー
・
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
の
概
論
で
あ
り
 、
今
後
の
 

研
究
の
出
発
点
と
も
な
る
べ
き
有
用
な
書
で
あ
る
。
タ
ン
ト
 り
 ズ
ム
に
 関
 

す
る
偏
っ
た
書
物
の
多
い
昨
今
、
ぜ
ひ
多
く
の
読
者
の
一
読
を
 
薦
め
た
 

 
  

 な
お
、
大
里
 申
は
 つ
い
て
は
、
 や
コ
缶
 
Ⅱ
 ひ
 ㌧
戸
ロ
 
0
 目
 Ⅹ
（
Ⅱ
 0
 ミ
ャ
 
ぉ
ミ
 も
 り
 -
 
Ⅰ
 @
@
 

凸
ま
 
馬
 Ⅰ
の
㏄
 

0
 、
つ
つ
 
・
 
P
 ㏄
 O
?
 ト
 ㏄
 い
 ）
 L
 し
 %
 ひ
鯨
コ
 
の
め
刃
口
 乞
之
 
内
力
（
Ⅰ
 
ミ
 も
っ
 ヒ
ト
 
ロ
 ミ
 @
 
ぬ
養
 

Ⅰ
も
 
ま
ャ
お
さ
 

～
 ヰ
 0
@
 

㏄
の
 

之
 0
 め
レ
 も
 q
@
 
）
 ト
の
 
㏄
 P
,
 
㌧
も
・
）
㏄
㏄
 

1
@
 
卍
 Ⅰ
の
）
に
 よ
る
書
評
 

が
あ
る
。
と
り
わ
け
㏄
 目
コ
コ
 
の
（
女
史
の
も
の
は
 
為
頁
 以
上
の
 詳
細
な
も
 

 
 

本
書
の
多
 

く
の
不
備
を
補
っ
て
い
る
。
 

 
 
 
 

（
 エ
 ）
田
田
 ひ
 Ⅰ
 
か
コ
 
の
Ⅰ
 
り
巳
コ
コ
 
の
Ⅱ
大
日
日
せ
 

0
 Ⅱ
侍
が
 

コ
 0
 。
年
の
）
 
曲
 p
P
 
ヰ
侍
 
ひ
Ⅰ
ド
田
 

目
 Ⅱ
 

 
 

紳
岸
の
 
。
。
 

、
 Ⅰ
 ミ
も
 
0
1
0
 

吋
 ～
（
 
さ
づ
さ
ニ
 
ャ
～
 
お
め
お
 
め
～
 
a
 、
 絹
 0
-
 
。
 串
 ・
（
 
宅
，
ト
の
 
Ⅱ
 偶
 
?
  
 

 
 

づ
セ
レ
 

を
参
照
。
 

持
っ
か
は
疑
問
で
あ
る
。
こ
れ
は
と
り
わ
け
 
ヲ
キ
 P
 を
 ョ
｜
 

と
し
て
あ
げ
る
 点
 
（
 p
 珊
 ）
に
つ
い
て
そ
う
で
あ
る
。
 

p
 甜
ふ
 

ハ
 タ
ン
ジ
ャ
リ
の
八
女
ヨ
ー
ガ
に
従
う
 ヨ
 シ
ャ
ー
ラ
ダ
ー
・
 
テ
 ガ

の
 支
分
 

Ⅲ
で
は
、
 

ノ
 ラ
 カ
 b
 

に
 依
っ
て
 
タ
ソ
ト
ラ
 
が
生
理
的
技
法
よ
り
 ヤ
て
 や
 
二
 ヤ
マ
 と
い
 ぅ
 倫
理
的
 

手
法
を
重
視
す
る
と
す
る
が
、
テ
キ
ス
ト
の
こ
う
し
た
記
述
 自
 体
 が
名
目
 



（
 2
 ）
 
い
 @
 
甘
 い
コ
 の
 @
-
 
す
偉
 
Ⅰ
 コ
 ・
 卜
俺
す
 
汗
も
下
 

@
@
 

、
㌧
 

年
サ
 
-
 
日
 ド
 ニ
 0
 コ
 の
年
の
 -
 
。
Ⅰ
 
コ
の
ヰ
 
@
 
ヰ
仁
侍
 

Ⅰ
の
の
 -
 
セ
目
 -
 
の
ハ
ヱ
 
0
 コ
 
Ⅱ
 
コ
隼
 
-
e
 
コ
コ
 
㏄
 -
 の
 O
 Ⅱ
 -
e
-
 
コ
 ・
㏄
 
0
 Ⅱ
 い
 の
り
 

-
C
U
-
 

の
 
ト
の
 
・
 

め
 臼
 （
 ざ
コ
音
口
毬
 g
q
&
.
 
）
 0
 求
 ・
の
序
文
を
参
照
。
 

（
 3
 ）
 
目
 ビ
 ヤ
 き
山
影
 コ
 コ
ミ
の
書
評
に
よ
る
。
 

（
 4
 ）
 
し
 r
u
 
コ
コ
 
の
「
女
史
の
書
評
が
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
で
 
き
 
る
だ
け
 

細
部
に
立
ち
入
る
の
を
避
け
た
が
他
に
気
の
つ
い
た
点
を
挙
げ
る
。
 

る
 。
 

p
 Ⅲ
Ⅰ
別
か
ら
 P
 Ⅲ
 l
 釦
 ま
で
は
、
 
p
 Ⅲ
 l
9
 の
後
に
入
る
べ
 
ぎ
 も
の
 

で
あ
ろ
う
。
 
p
 Ⅲ
 i
8
@
 

托
の
出
典
は
 
、
笘
ぬ
 @
 
「
 心
づ
さ
 さ
 @
 
へ
 ぬ
 
Ⅵ
 、
 ㌍
㏄
 

）
協
で
あ
る
。
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猟
 吟
味
し
て
、
少
く
と
も
法
蔵
部
・
大
衆
部
・
有
部
等
を
含
む
 

諸
部
 沢
に
 

属
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
法
句
経
が
か
っ
て
は
存
在
し
た
事
を
論
証
 

す
る
。
 次
 

い
で
次
の
様
な
六
 
@
 語
に
わ
た
る
現
存
法
句
経
 
填
 テ
キ
ス
ト
 
十
 一
種
の
特
 

色
 、
研
究
 史
 、
ビ
ブ
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
等
を
詳
し
く
論
述
し
て
 

い
ろ
。
 け
 

円
ゴ
 
の
の
 ゆ
 
さ
Ⅰ
 
す
 ゆ
ヱ
し
 す
ヰ
 
「
 
日
 り
づ
 
ぃ
ぬ
り
圭
 
ご
す
 P
 
コ
 Ⅱ
 
ま
 q
0
 

ロ
ロ
 

目
 

，
｜
リ
 
法
句
経
、
南
方
上
座
部
所
属
 
3
 目
 ぞ
偉
 O
Q
p
 
ぎ
ョ
き
 の
 ド
 

-
o
 

コ
い
コ
 
Ⅰ
 

目
燵
 
、
 0
 
俺
 

づ
ゴ
 
の
り
二
曲
ヨ
ヨ
省
 

臣
 p
 
、
 之
 e
 
由
 円
仁
 
コ
 ・
 巾
円
ぴ
お
蛋
 括
弧
内
 は
 標
準
版
 テ
 

キ
ス
ト
、
以
下
同
様
）
翻
訳
に
は
ラ
テ
ン
 
訳
 、
独
 訳
 （
約
十
 
種
 ）
、
英
訳
 

（
十
数
種
）
、
仏
訳
（
二
種
 

ぺ
 露
訳
（
二
種
Ⅱ
 
伊
訳
 、
和
訳
二
八
種
 
）
等
が
 

あ
る
。
㈲
ガ
ン
ダ
ー
ラ
語
法
句
経
、
有
部
所
属
（
）
 

0
 ぎ
卑
 0
 
口
 
幅
オ
 
・
の
 
宙
 

n
o
 
ヨ
 m
 の
 
コ
 （
が
 
ミ
 ・
Ⅰ
。
 

ま
 0
 
口
 Ⅰ
ま
 
い
 
）
㈱
仏
教
梵
語
法
句
経
（
 
崔
 r
p
 
づ
 ㎏
 い
 0
 
ゴ
 
Ⅱ
 

下
ぃ
Ⅱ
 

オ
 ・
の
 
隼
 ・
 @
C
 
年
ゆ
 
コ
リ
 
セ
 り
 
Ⅰ
 
油
 p
 
、
 し
 リ
コ
 
年
 と
の
び
 
け
ヱ
さ
 

幅
の
 
コ
ド
 
0
 
の
㏄
）
 
四
 漢
訳
 法
 

の
経
 四
種
（
共
に
大
正
第
四
巻
所
収
）
㈹
法
句
経
二
巻
、
貝
葉
 

武
三
年
 

公
二
 一
四
）
縦
帆
雑
筆
調
。
㈹
法
句
 

警
愉
径
 四
巻
、
西
晋
恵
 
市
 代
 C
 元
 

0
 １
羽
 0
 六
）
 法
炬
 ・
 法
立
 共
訳
。
 水
 経
に
は
英
訳
あ
り
。
㈲
 
出
曜
 経
王
 

0
 巻
 、
挑
 秦
 建
元
六
年
（
三
九
九
、
本
書
三
五
九
頁
）
生
仏
 

念
 訳
 。
⑪
 法
 

集
要
頚
径
 四
巻
、
 宋
 太
平
興
国
 七
 １
 %
 煕
 一
年
（
九
八
二
 
｜
八
 四
 、
本
書
 

四
八
 0
 頁
 ）
太
息
災
 訳
 。
 水
 経
に
も
英
訳
あ
り
。
㈲
チ
ベ
ッ
ト
 

語
訳
法
句
 

隆
三
種
㈹
し
ぎ
 目
 。
 
ヰ
弾
 p
@
 
の
オ
 
の
 
ロ
 ・
 
音
 サ
ユ
 
注
 ・
 
つ
い
ゴ
 

@
h
 
の
 
ゴ
 0
 ヨ
の
 （
目
口
 

の
コ
い
 

セ
 ル
 
Ⅰ
㏄
が
）
・
 

せ
 （
 
隼
 
Ⅱ
竹
村
 

笘
 
Ⅰ
の
Ⅰ
Ⅰ
 

り
 
サ
ブ
 
ダ
わ
 @
 
さ
 ・
の
す
り
口
目
り
す
 

0
 
叫
 。
へ
の
す
。
 

の
 
・
の
 

ガ
セ
 
0
 
サ
 ）
 

分
課
（
 宙
 三
目
縫
部
、
東
北
目
録
 三
 二
六
番
、
大
谷
目
録
 
九
九
二
番
）
 
侮
 

辮
頒
 の
み
。
英
訳
と
英
訳
か
ら
の
 
独
訳
 、
和
訳
（
部
分
課
）
 
が
あ
る
。
⑧
 撰
 

 
 

 
 

原
本
の
出
版
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
る
。
 巴
隼
ゅ
コ
 

が
 ヰ
 が
 冊
 P
,
 
由
 @
 
コ
 の
の
が
ヨ
ヨ
 

-
 
ヒ
 コ
崎
ヴ
臣
Ⅰ
年
ゴ
田
ヱ
 

の
 
n
 
ゴ
 ㏄
Ⅰ
の
 
で
 Ⅱ
 ヰ
 0
 
オ
 0p
 ヰ
円
 
@
 
ゴ
 ㏄
 
ヰ
 
@
 
の
り
 
廿
り
 
Ⅱ
の
 
せ
 Ⅱ
 
り
 
0
 
オ
 
P
 
之
 p
n
 
チ
 

由
 の
さ
木
ぃ
 
巨
モ
 
Ⅰ
 臣
コ
年
り
 
八
ロ
 
毒
 Ⅱ
 ヨ
 目
下
ヲ
日
の
Ⅰ
 

ガ
 口
目
 
匝
 の
 
戸
す
 Ⅱ
の
的
 
ヰ
 0
 コ
 吊
目
 
の
 Ⅱ
 

5
 曲
目
い
 円
寄
 -
 ロ
 0
 
日
コ
ト
 串
ト
 ㈲
ウ
ダ
ー
ナ
品
の
註
訳
書
、
 
い
 り
の
・
Ⅰ
 

ハ
サ
 

の
 o
.
n
 

け
 り
（
㌧
む
田
ミ
ミ
 
2
 ロ
 コ
 大
行
）
 @
0
 ゴ
陛
 ・
 
律
ヴ
ニ
 0
&
.
 

口
告
 @
 打
オ
 
0
 ヨ
の
 

ガ
さ
 「
 
コ
 り
ョ
。
 

づ
ゅ
 
（
 ゴ
の
 
「
 
住
 ・
 
っ
曲
 （
 
己
年
ゆ
ロ
ぃ
ぺ
曲
 

（
 
ゆ
 p
.
 
セ
 @
 
セ
 p
q
p
 

セ
と
 ・
）
 
ぃ
 コ
ル
ト
 

目
 レ
コ
 
い
 

（
 
甘
コ
ハ
巨
ゴ
ぃ
 

コ
リ
東
北
）
 
、
か
岡
オ
 
q
p
 
 

目
 o
.
m
 

（
 
o
 の
 訳
径
の
コ
 @
E
l
.
 

東
 北
 四
一
 

0
0
 番
 、
大
谷
 五
 @
 
ハ
 
0
 
一
番
）
㈹
仏
教
雑
種
梵
語
法
句
経
 ヨ
 の
 ・
の
 
ゴ
屈
 

ガ
 ）
 
a
.
 

の
ら
・
 

@
 ヨ
す
 
の
い
け
口
仁
 

す
 @
m
 
井
出
せ
 ヴ
 （
 @
 
年
の
 ぃ
コ
 
の
 
オ
 「
 
@
 
侍
し
 オ
ド
 
Ⅱ
 
ヨ
 い
つ
り
 

宙
ぃ
 
"
 

㌧
 P
 ヰ
臣
り
ト
 

の
 づ
 
の
）
 

「
第
二
章
法
句
経
対
照
表
」
。
パ
ー
 

り
 法
句
経
二
六
品
四
二
三
 偲
を
 中
心
 

と
し
て
、
漢
訳
四
種
、
ウ
ダ
ー
ナ
 品
 、
ガ
ン
 井
｜
ラ
 法
句
経
を
 対
照
表
示
 

し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上
こ
こ
に
は
三
蔵
等
の
パ
ー
 り
 文
献
 、
 種
々
 な
 

る
 漢
訳
経
論
、
目
 牛
ゆ
ぺ
 
P
 の
甘
口
等
の
梵
語
文
献
、
仏
教
雑
種
 
梵
 語
法
句
 

経
、
時
に
は
外
教
文
献
を
も
加
え
た
多
く
の
文
献
中
に
見
出
さ
 れ
る
同
一
 

ま
た
は
類
似
の
偶
も
可
能
な
限
り
言
及
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
 こ
 れ
は
従
来
 

の
 数
点
の
研
究
を
参
照
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
二
倍
以
上
に
も
 相
 ヨ
 す
る
数
 

の
事
例
を
新
た
に
集
め
て
、
こ
の
種
の
対
照
表
を
集
大
成
し
た
 も
の
で
あ
 

る
 。
但
し
著
者
自
身
も
断
っ
て
い
る
如
く
、
パ
ー
リ
の
ア
ッ
タ
 タ
カ
タ
ー
 

及
び
テ
ィ
ー
カ
ー
類
の
渉
 典
 、
並
び
に
チ
ベ
ッ
ト
訳
の
検
討
に
 は
 若
干
 不
 

 
 

十
分
な
点
が
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
は
今
後
に
残
さ
れ
た
 課
 席
題
 
と
 @
@
@
 

う
 

 
 
 
 
 
 
 
 

べ
 ぎ
で
あ
ろ
う
。
 

「
第
四
章
 洩
 礼
法
句
経
の
翻
訳
成
立
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
は
、
 水
 経
箱
 

の
 訳
者
の
一
人
、
支
 謙
 自
身
の
作
と
考
え
ら
れ
る
「
法
句
経
 序
 」
に
述
べ
 
1
 



ら
れ
て
い
る
三
種
の
原
本
、
即
ち
五
百
 侮
本
 、
九
百
幅
木
、
七
 百
優
木
 が
 

そ
れ
ぞ
れ
パ
ー
リ
法
句
経
、
有
部
の
 ゥ
ダ
 ー
ナ
 品
 、
所
属
部
派
 不
明
の
 
一
 

法
句
経
（
 0
,
 
）
に
相
当
す
る
点
を
先
ず
論
ず
る
。
そ
し
て
現
在
 
0
 本
 経
 

は
 、
「
最
初
に
五
百
 偶
本
 二
六
品
を
翻
訳
不
能
な
部
分
を
残
し
て
 可
能
な
 

限
り
訳
出
、
次
い
で
後
よ
り
将
来
さ
れ
た
九
百
 褐
本
 、
並
び
に
 支
謙
 以
前
 

よ
り
不
完
訳
の
ま
ま
伝
わ
っ
て
い
た
七
百
 偶
 本
の
二
本
に
よ
っ
 

て
 五
百
 褐
 

本
 訳
の
欠
落
部
分
を
補
足
し
て
一
三
品
と
な
し
、
ム
ロ
せ
て
三
九
 

品
 七
五
二
 

掲
 と
し
て
成
立
し
た
」
と
い
う
そ
の
翻
訳
事
情
を
詳
細
に
論
究
 
し
て
い
 

る
 。
即
ち
水
経
第
九
双
 要
 品
か
ら
第
三
五
梵
志
 品
 に
至
る
二
六
 
品
 
（
但
し
 

第
三
三
利
養
品
を
除
く
）
は
パ
ー
リ
法
句
経
（
五
百
渇
水
）
 を
 中
心
と
し
 

て
 訳
出
さ
れ
、
残
り
の
 一
 三
品
 中
 、
第
一
、
四
、
五
、
六
、
八
 、
二
一
一
二
、
 

三
六
の
前
半
の
六
品
 半
 が
主
と
し
て
 ラ
 ダ
ー
ナ
品
に
由
来
し
、
 

そ
れ
以
外
 

の
 六
品
 半
 
（
第
二
、
三
、
七
、
三
六
の
後
半
、
三
七
、
三
八
、
一
 

二
九
品
）
 

が
 主
と
し
て
所
属
不
明
の
一
法
句
経
（
七
百
 褐
本
 ）
に
基
づ
い
 
て
 記
入
さ
 

れ
た
も
の
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
 

「
第
五
章
漢
訳
法
句
 
讐
愉
 経
に
つ
い
て
」
は
、
法
句
経
中
の
褐
が
  
 

な
る
場
合
に
如
何
な
る
因
縁
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
か
を
述
べ
た
 初
五
町
の
 葉
 

成
 で
あ
る
法
句
 警
倫
 経
の
翻
訳
事
情
や
文
献
的
特
性
を
考
察
し
 た
 章
で
あ
 

る
 。
即
ち
著
者
に
よ
る
と
、
あ
る
系
統
の
法
句
 警
倫
 経
の
原
本
 を
 漢
訳
者
 

達
は
一
応
訳
出
し
、
他
方
で
は
 洪
調
 法
句
経
三
九
品
七
五
六
 褐
 の
 各
号
 よ
 

り
数
褐
 ず
つ
、
ム
ロ
計
二
八
七
喝
を
選
び
出
し
、
こ
れ
ら
に
対
し
 

て
 右
の
翻
 

訳
 中
ょ
り
 セ
 五
の
因
縁
物
語
を
適
当
に
配
分
し
て
構
成
し
た
も
 の
が
水
経
 

で
あ
る
。
但
し
そ
の
場
合
，
時
に
は
原
本
の
物
語
を
適
宜
改
変
  
 

原
本
仁
な
か
っ
た
物
語
を
創
作
付
加
し
た
 場
 ム
ロ
も
か
な
り
あ
っ
 た
 様
で
、
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書評と紹介 

を
 与
え
て
い
る
か
ら
、
右
の
 一
 三
例
と
併
せ
て
、
水
経
は
直
接
 的
 間
接
的
 

に
 法
句
経
の
影
響
も
出
 曜
 経
の
次
に
受
け
て
い
る
と
言
え
よ
う
 。
㈲
「
 本
 

来
の
ゥ
ダ
 ー
ナ
 褐
 」
と
見
ら
れ
な
い
約
五
 0
 隔
は
 、
 ㈹
田
瞳
 経
 の
 註
釈
部
 

分
よ
 り
採
用
さ
れ
た
一
五
 %
 、
㈲
梵
文
等
に
対
応
が
な
 い
 た
め
 本
来
の
 ウ
 

ダ
 ー
ナ
 隔
 と
は
 看
 敬
し
難
い
が
、
 出
曜
経
 自
身
が
 ゥ
ダ
 ー
ナ
 喝
 と
し
て
い
 

る
の
で
、
そ
れ
を
そ
の
ま
 文
 継
承
し
て
い
る
六
 %
 
 （
但
し
内
 
四
 喝
は
チ
 ・
 
べ
 

ッ
ト
訳
 と
の
相
応
が
見
ら
れ
る
 ぺ
 ㈲
梵
文
や
出
 曜
経
の
 ウ
ダ
ー
 ナ
彊
と
対
 

広
 し
な
い
二
四
幅
、
と
に
 分
 げ
ら
れ
る
。
㈹
水
経
三
三
品
の
内
 、
最
初
の
 

三
品
に
は
水
経
独
自
の
訳
 偶
が
 比
較
的
多
く
 、
 残
り
の
 三
 0
 品
 に
は
田
瞳
 

経
の
影
響
が
圧
倒
的
に
大
き
い
。
㈲
一
般
に
本
経
独
自
の
訳
出
 は
 拙
劣
で
 

錯
誤
が
多
く
、
訳
者
の
語
学
力
を
疑
わ
し
め
る
も
の
が
あ
る
。
 訳
者
は
最
 

初
の
三
品
に
お
い
て
独
自
の
訳
出
を
試
み
た
が
、
力
及
ば
ず
、
 出
曜
 降
等
 

に
 全
面
的
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

以
上
が
本
書
の
概
要
で
あ
る
が
、
さ
て
法
句
経
研
究
の
残
さ
れ
 た
 目
下
 

0
 課
題
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
言
 う
 迄
も
な
く
、
主
と
し
 て
 新
出
版
 

の
 仏
教
雑
種
梵
語
法
句
経
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
 親
資
 料
 に
つ
い
 

て
は
既
に
若
干
の
若
い
研
究
者
に
よ
っ
て
研
究
の
一
端
が
発
表
 さ
れ
て
お
 

り
 、
今
後
も
陸
続
と
な
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
一
方
、
著
者
 自
身
は
右
 

に
 紹
介
し
た
如
く
 、
本
 テ
キ
ス
ト
の
入
手
と
同
曲
に
こ
れ
に
つ
 い
て
の
 大
 

体
の
考
察
を
な
し
、
そ
の
成
果
は
本
書
に
も
収
容
さ
れ
て
い
る
 。
し
か
し
 

著
者
が
本
テ
キ
ス
ト
を
入
手
し
得
た
の
は
、
本
書
の
印
刷
校
正
 0
 段
階
に
 

お
い
て
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
考
察
は
 未
 だ
十
分
で
は
な
か
っ
 た
 。
何
 ょ
 

り
も
そ
の
段
階
で
著
者
が
閲
読
し
得
た
の
は
、
シ
ク
ラ
の
 版
だ
 け
で
あ
っ
 

た
の
で
、
著
者
は
そ
の
後
に
入
手
し
た
ロ
ー
ト
の
 版
 
6
 百
の
（
 

り
 
セ
日
れ
 
0
 片
オ
 

二
 
%
 り
 Ⅰ
 巨
 り
け
 
-
 
曲
 Ⅱ
お
の
 
ぃ
日
 Ⅱ
の
の
 
0
 Ⅱ
 百
甘
の
 
Ⅰ
 リ
コ
 
㎎
 由
 り
㎎
の
の
 
0
 Ⅰ
 円
 
す
の
く
 
戸
パ
 

Ⅱ
 ぃ
 早
ミ
 
が
オ
倒
 

の
い
お
幅
ゴ
 

-
 
村
曲
 
。
Ⅰ
 
0
 ガ
 0
 口
い
Ⅰ
の
 

づ
卸
宙
 
-
 
コ
の
い
コ
ら
田
 

す
の
 
-
 
Ⅱ
 H
@
 
ロ
づ
 
0
 ㍉
曲
 
り
コ
 
り
の
 味
 
の
ぺ
 
め
が
 
宙
 Ⅱ
 

民
ヒ
 
4
 年
 す
 @
 
の
 市
日
 イ
 い
ら
 
@
 
ヰ
 @
0
 
コ
 ・
 
，
目
り
 
@
 
心
の
ち
Ⅱ
 
隣
 0
 オ
夷
も
㏄
Ⅱ
 
鮨
 二
心
的
～
 

宙
ぶ
 す
 ご
 も
氏
浮
 
@
 
め
 @
@
 

い
 い
 き
 ㏄
 ミ
目
ひ
 ㏄
「
 

-
@
 

め
ト
ぃ
 
Ⅱ
㌣
 
ミ
 ㎏
・
宙
の
Ⅰ
 

ル
ロ
 
の
 ぬ
 の
幅
の
 
サ
 の
 コ
セ
 0
 コ
ロ
の
 ト
コ
い
 
巾
 。
の
下
の
 

1
*
,
 

ま
 １
お
ど
を
も
比
較
検
討
し
て
、
新
た
に
四
百
 

の
ひ
け
ヱ
コ
 

沌
の
 
コ
ト
 の
㏄
 

0
.
 

の
 

字
 諸
用
紙
百
枚
以
上
の
論
文
を
完
成
さ
れ
た
。
こ
れ
が
㍉
仏
教
 研
究
口
笛
 

十
一
号
（
国
際
仏
教
徒
協
会
刊
）
所
載
の
「
梵
語
法
句
経
（
の
 し
オ
で
）
の
 

研
究
」
と
い
 
5
 
一
篇
で
あ
る
。
本
誌
は
目
下
印
刷
中
で
あ
っ
て
 、
 -
 
し
の
 土
 
三
目
 

評
の
上
梓
と
相
前
後
し
て
本
年
三
月
頃
に
発
刊
の
手
筈
で
あ
る
 。
し
か
も
 

著
者
は
右
の
論
文
の
続
篇
も
準
備
中
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
右
の
 施
秤
丑
 

恥
の
沸
い
 

号
 
（
第
十
二
号
）
に
寄
稿
の
予
定
で
あ
る
（
評
者
は
た
ま
た
ま
 
中
今
 
卦
睡
 
の
 編
 

集
 実
務
を
担
当
し
て
い
る
）
。
そ
し
て
将
来
、
本
書
の
改
訂
に
 

際
 し
て
は
、
 

右
の
二
篇
を
そ
の
第
八
・
九
章
と
し
て
増
補
す
る
と
い
う
構
想
 を
 著
者
は
 

既
に
持
っ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
様
に
法
句
経
研
究
の
研
究
 史
は
 、
今
な
お
 

著
者
自
身
に
よ
っ
て
意
欲
的
に
書
き
改
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
わ
 
け
 
で
あ
っ
 

て
、
 既
に
傘
寿
を
迎
え
ら
れ
た
著
者
の
こ
の
精
進
は
脱
帽
の
外
 は
な
い
。
 

と
ま
れ
本
書
は
、
多
年
に
わ
た
る
内
外
の
法
句
経
研
究
の
白
眉
 で
あ
り
、
 

今
後
は
本
書
を
看
過
し
て
は
何
人
た
り
と
も
本
経
研
究
を
な
し
 得
な
い
で
 

あ
ろ
う
。
と
同
時
に
、
元
来
、
 

梵
パ
 漢
の
諸
文
献
、
特
に
 漢
パ
 の
 比
較
 研
 

究
 （
例
え
ば
解
脱
遁
 論
 
・
書
見
 律
毘
婆
沙
 ・
 那
 光
比
丘
 経
 
・
 義
 足
 降
等
）
 

を
 主
要
な
る
研
究
テ
ー
マ
の
一
つ
と
し
て
来
ら
れ
た
著
者
に
と
 っ
て
 、
 今
 
+
 

  

 
 

書
 は
こ
の
分
野
で
の
金
字
塔
的
成
果
で
も
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
 で
あ
ろ
 
韻
 

 
 

ハ
 
@
 ツ
 
@
 
。
 

 
 l

 
Ⅰ
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刊
 初
期
中
国
華
厳
思
想
の
研
究
」
 

春
秋
社
昭
和
五
二
年
一
 
0
 月
刊
 

B
5
 

判
上
八
一
五
十
三
二
一
頁
 

八
 、
五
 

0
0
 

円
 

柏
木
弘
 雄
 

本
書
は
、
第
一
篇
「
華
厳
的
思
惟
の
形
成
」
と
第
二
篇
「
 智
嚴
 と
そ
の
 

思
想
」
の
 
二
篇
 よ
り
成
る
。
初
唐
 代
 に
法
蔵
（
六
四
三
ー
七
一
 

二
）
に
 よ
 

っ
て
華
厳
教
学
が
大
成
さ
れ
る
以
前
の
華
厳
思
想
に
焦
点
を
合
 
わ
せ
、
 

「
華
厳
経
」
の
部
分
的
な
翻
訳
・
紹
介
に
は
じ
ま
る
思
想
史
的
展
 開
 の
 軌
 

跡
 を
た
ど
り
、
そ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
、
と
く
に
 智
嚴
 
（
 -
 
ハ
 0
 一
一
１
 
%
 
ハ
 

六
八
）
の
仏
教
思
想
史
上
の
意
義
を
鮮
明
な
ら
し
め
る
こ
と
を
 ね
ら
っ
た
 

労
作
で
あ
る
。
こ
の
著
者
の
業
績
に
た
い
し
て
は
、
す
で
に
 華
 厳
教
学
の
 

専
門
家
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
 よ
 り
精
密
な
書
評
・
紹
介
 
二
 色
 順
応
 氏
 

「
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
ヒ
第
二
七
号
、
一
九
七
八
年
五
月
、
吉
 澤
 宜
英
氏
 

円
 駒
沢
大
学
仏
教
学
部
論
集
」
第
九
号
、
一
九
七
八
年
十
一
月
）
 が
 出
さ
 

れ
て
お
り
、
ま
た
昭
和
五
十
四
年
度
日
本
宗
教
学
会
賞
が
与
え
 ら
れ
る
な
 

ど
 、
す
で
に
そ
の
高
い
評
価
は
定
着
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
が
 、
 @
 
」
 @
 
」
に
 

も
 若
干
の
私
見
に
 よ
 る
蛇
足
を
加
え
て
、
内
容
の
あ
ら
筋
を
紹
 介
さ
せ
て
 

い
た
だ
く
こ
と
に
し
よ
う
。
 

表
題
中
の
「
華
厳
思
想
」
な
る
も
の
に
つ
い
て
、
著
者
は
こ
れ
 を
 
「
 華
 

敢
 経
に
も
と
づ
 い
 て
（
中
国
に
お
い
て
）
形
成
さ
れ
た
思
想
 一
 般
 」
の
 意
 

味
 に
用
い
る
と
し
、
そ
れ
を
日
華
厳
経
」
自
体
の
思
想
、
な
ら
 び
に
後
代
 

木
村
清
孝
 著
 

に
 形
成
さ
れ
た
華
厳
教
学
と
い
う
概
念
か
ら
明
確
に
区
別
し
て
 い
る
。
 著
 

 
 

者
 自
身
が
序
文
の
冒
頭
で
そ
の
こ
と
を
と
く
に
と
り
上
げ
て
い
  

 

は
 、
本
書
の
論
述
始
終
生
貝
 る
 着
眼
の
一
所
在
を
示
す
と
考
え
 ら
れ
る
だ
②
 

 
 
 
 

け
で
な
く
、
結
果
的
に
も
、
従
来
の
華
厳
 学
 研
究
に
対
比
し
た
 さ
い
の
 本
 

書
 の
ぎ
 わ
由
 
っ
た
特
色
と
な
っ
て
い
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
 
そ
 こ
で
は
、
 

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
「
華
厳
経
」
自
身
の
立
場
を
超
え
た
独
自
 の
中
国
 

的
な
解
釈
の
展
開
に
注
目
し
、
同
時
に
、
従
来
の
華
厳
教
学
の
 射
程
範
囲
 

に
 比
し
て
よ
り
広
範
な
領
域
へ
の
考
察
を
目
論
む
こ
と
に
よ
っ
 て
 、
木
室
 申
 

の
 全
体
が
、
中
国
に
お
け
る
仏
教
思
想
全
般
と
の
 溥
 然
の
状
況
 と
 、
中
国
 

仏
教
思
想
に
と
っ
て
の
共
通
的
課
題
の
一
端
と
し
て
の
華
厳
 思
 想
の
木
質
 

を
 導
き
出
す
こ
と
を
目
指
し
、
そ
れ
ら
の
諸
性
格
に
関
連
す
る
 と
 見
ら
れ
 

る
 個
々
の
言
及
資
料
を
あ
た
 う
 か
ぎ
り
実
証
し
ょ
う
と
す
る
 試
 み
が
随
所
 

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
従
来
の
華
厳
教
学
に
た
 い
 す
る
 学
 

的
 成
果
に
比
し
て
、
全
体
の
構
想
は
 よ
 り
多
方
面
に
拡
大
さ
れ
 た
か
た
ち
 

で
 提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
 こ
 の
 著
者
の
 

華
厳
思
想
研
究
に
お
け
る
基
本
的
な
姿
勢
と
直
接
に
関
連
す
る
 問
題
で
あ
 

る
 。
 

全
 休
二
 篇
 十
四
章
の
構
成
は
、
第
一
篇
「
華
厳
的
思
惟
の
形
成
 」
 廣
卜
づ
ノ
 

い
て
、
第
一
章
「
華
厳
経
の
伝
記
」
第
二
章
「
華
厳
経
研
究
 史
 概
説
」
 
第
 

三
章
「
華
厳
経
学
習
者
の
実
践
的
立
場
」
第
四
章
「
華
厳
経
 観
 の
 展
開
」
 

第
五
章
「
偽
経
と
華
厳
経
」
 

第
 上
ハ
章
「
華
厳
経
思
想
の
受
容
」
 

第
七
章
 

「
華
厳
教
学
へ
の
道
」
に
分
け
ら
れ
、
第
二
篇
「
 智
嚴
 と
そ
の
 思
 焔
心
」
に
 

つ
い
て
、
第
一
章
「
 杜
 順
か
ら
 智
嚴
へ
 
」
第
二
章
「
 智
嚴
広
め
 
解
明
」
 第
 

二
章
「
華
厳
経
観
の
特
質
」
第
四
章
「
二
種
土
仏
説
の
成
立
 
」
第
五
章
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「
海
印
三
昧
」
 
め
空
 
ハ
章
「
法
界
縁
起
説
の
原
型
」
第
七
章
「
成
仏
 

道
 の
 実
 

践
 」
に
 分
 げ
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
一
々
が
細
分
さ
れ
た
 

節
 
頃
 を
有
 

し
 、
各
章
に
は
す
べ
て
 
序
と
 結
語
が
あ
っ
て
 
、
 個
々
の
章
節
に
 
お
い
て
 著
 

者
が
表
明
し
よ
う
と
し
た
趣
旨
の
鮮
明
を
期
し
て
い
る
。
 

第
一
篇
の
第
一
章
「
華
厳
経
の
伝
記
」
は
、
三
八
十
巻
華
厳
経
」
 

の
訳
 

由
以
前
に
お
け
る
同
類
経
典
の
部
分
訳
の
状
況
を
、
法
蔵
の
日
 

華
厳
経
伝
 

記
 口
の
資
料
に
し
た
が
っ
て
整
理
し
て
、
そ
の
傾
向
を
探
り
、
 

つ
ぎ
に
 
佛
 

駄
蹴
陀
 雑
訴
三
八
十
巻
華
厳
 
経
ヒ
 訳
出
の
事
情
を
記
す
。
第
一
 
節
 第
二
項
 

に
お
い
て
、
竺
法
護
訳
の
華
厳
経
典
で
あ
る
ョ
等
 

目
 菩
薩
 経
 」
「
 
度
 佳
品
 

経
ヒ
 の
訳
側
な
 
、
中
国
仏
教
に
お
け
る
 
木
無
義
 成
立
の
背
景
と
 
し
て
と
り
 

上
げ
、
そ
こ
に
中
国
的
な
本
無
の
思
想
と
仏
教
経
典
に
お
け
る
 

法
界
の
五
 
%
 

義
 と
の
接
触
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
 

第
二
章
「
華
厳
経
研
究
 
史
 概
説
」
は
、
「
六
十
巻
華
厳
経
 

L
 訳
 世
 -
M
 
後
 

か
ら
靖
代
ま
で
の
水
経
研
究
の
状
況
を
概
説
す
る
。
北
朝
に
お
 

い
て
は
 勒
 

邪
魔
 提
 ・
 慧
 光
の
門
流
に
連
な
る
地
論
宗
帝
道
 

派
 が
本
経
研
究
 の
 主
流
で
 

あ
り
、
南
朝
に
お
い
て
は
三
論
の
学
 

糸
が
 主
流
で
あ
っ
た
が
、
 
北
周
廃
仏
 

を
 契
機
と
す
る
北
方
地
誌
 
学
と
 南
方
 摂
 講
学
の
交
渉
に
も
注
目
 
し
、
皐
ヌ
遷
 

（
五
四
二
１
人
 
0
 七
）
を
は
じ
め
と
す
る
 
摂
 講
学
の
研
究
成
果
が
 
ぽ
廠
 

法
蔵
の
華
厳
教
学
に
結
実
し
て
ゆ
く
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
 

個
々
の
 状
 

況
は
 、
「
高
僧
伝
 
口
 「
 
続
 高
僧
伝
し
が
言
及
す
る
経
論
講
説
の
記
 

載
を
抽
出
 

ガ
 
，
 
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

言
 
だ
ひ
と
び
と
の
信
仰
と
具
体
的
実
践
の
様
相
を
、
「
 

続
 高
僧
 伝
ヒ
 「
華
厳
経
 

伝
記
ヒ
の
記
載
事
項
を
摘
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
華
厳
経
学
 習
 者
に
お
 

げ
る
実
践
的
立
場
の
多
様
性
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
 論
述
に
使
 

用
 さ
れ
た
資
料
の
性
格
か
ら
見
て
も
、
前
章
と
同
様
に
、
華
厳
 思
想
の
内
 

実
に
迫
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
本
書
の
阻
い
と
す
る
問
題
 の
 外
枠
に
 

属
す
る
こ
と
が
ら
で
あ
り
、
本
書
に
お
け
る
華
厳
経
観
、
中
国
 仏
教
に
お
 

け
る
日
華
厳
経
」
の
位
置
づ
げ
を
考
え
る
伏
線
と
見
ら
れ
る
。
 

出
そ
う
と
し
た
か
を
、
中
国
仏
教
学
特
有
の
教
相
判
釈
と
家
 趣
 

的
に
 
ョ
 
華
厳
経
」
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
、
そ
の
本
質
を
ど
 

が
 、
そ
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
 浄
影
 慧
遠
が
、
大
乗
の
諸
 

二
億
第
七
章
へ
の
関
連
を
見
通
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
 

ち
を
通
じ
て
概
観
し
、
そ
の
傾
向
を
手
際
 よ
 く
整
理
す
る
。
 教
 

と
 呼
称
さ
れ
位
置
づ
け
ら
れ
た
さ
い
の
意
味
を
尋
ね
て
い
る
の
 

で
は
、
華
厳
が
頓
教
・
寓
宗
・
仮
相
 宗
 ・
 顕
 実
 家
 ・
法
界
 宗
 ・
 

第
四
章
「
華
厳
経
観
の
展
開
」
は
、
靖
代
ま
で
の
中
国
仏
教
者
 

ま
た
、
 第
 

論
 の
か
た
 

判
の
分
野
 

経
典
は
本
 

円
教
な
ど
 

で
あ
る
 

こ
に
 見
 

が
 一
般
 

質
的
に
は
す
べ
て
法
界
縁
起
の
法
門
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
 あ
る
と
 ぃ
 

ぅ
 根
拠
か
ら
大
乗
諸
経
典
の
同
質
性
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
 、
む
し
ろ
 

教
判
否
定
の
方
向
に
つ
な
が
る
と
推
定
し
て
い
る
こ
と
と
、
 慧
 光
 に
お
 け
 

る
 頓
教
に
た
い
す
る
見
解
が
、
 智
嚴
 0
 
ョ
 
捜
 支
証
」
が
華
厳
を
 頓
円
 二
教
 

に
 摂
す
る
見
解
に
つ
た
が
る
と
い
う
見
方
を
示
唆
し
て
い
る
こ
 
と
で
あ
 

る
 。
つ
ぎ
に
、
本
経
の
究
極
目
標
を
ど
 う
 見
る
か
と
い
う
 宗
趣
 諭
は
、
法
 

蔵
 め
ョ
 擦
文
詞
 ヒ
 、
 彗
笘
 
舛
の
日
刊
 定
記
口
 、
櫛
 観
 0
%
 華
厳
 経
疏
 」
が
紹
介
 

し
た
前
代
の
諸
 師
 の
 宗
趣
 論
を
整
理
し
て
、
そ
の
発
展
過
程
を
 
概
説
す
 

る
 。
そ
こ
で
明
る
み
に
さ
れ
た
各
師
の
京
極
論
が
示
す
 ヴ
ア
ラ
 エ
テ
ィ
 l
 

そ
の
も
の
は
、
さ
き
の
教
判
論
の
場
合
と
同
様
に
、
華
厳
思
想
 が
 後
代
の
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華
厳
教
学
さ
し
当
っ
て
 智
 嚴
の
場
合
 1
.
 に
お
け
る
主
体
 的
 ・
実
践
 

的
な
と
り
組
み
に
連
結
す
る
こ
と
を
果
た
し
た
い
と
い
う
構
想
 に
 根
ざ
し
 

て
い
る
よ
 う
 に
推
察
さ
れ
る
。
た
だ
、
そ
れ
ら
は
、
資
料
の
性
 格
 上
、
 類
 

型
 的
な
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
課
題
は
、
後
章
に
 お
 げ
る
 論
 

述
 と
の
よ
り
緊
密
な
関
連
づ
け
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
て
ゆ
く
 必
 要
 が
あ
ろ
 

5
 。
し
か
し
、
こ
の
分
野
に
関
す
る
先
人
の
成
果
を
手
際
よ
く
 整
理
し
て
 

問
題
の
所
在
を
明
確
に
さ
れ
た
意
義
を
評
価
し
た
 い
 。
 

さ
て
、
中
国
仏
教
と
日
華
厳
経
ら
と
の
交
渉
に
関
す
る
如
上
の
 種
々
の
 

視
点
を
確
認
し
た
著
者
は
、
そ
こ
で
日
華
厳
経
」
の
内
容
と
中
 国
 仏
教
 思
 

想
の
直
接
の
論
述
資
料
に
入
っ
て
い
く
わ
げ
で
あ
る
が
、
第
五
 章
 
「
偽
経
 

と
 華
厳
経
」
で
も
、
中
国
仏
教
の
特
徴
を
発
揮
す
る
諸
種
の
偽
 経
の
成
立
 

と
 同
華
厳
経
し
と
の
関
連
に
注
目
し
て
、
偽
経
に
た
い
す
る
 日
 
華
厳
経
」
 

の
 影
響
の
仕
方
を
記
述
し
整
理
す
る
。
 一
 、
「
華
厳
経
」
の
名
を
 借
り
て
 

権
威
づ
け
た
も
の
 
宅
 華
厳
十
悪
品
 経
ヒ
、
ニ
 、
水
経
の
形
式
・
 片
店
竹
柏
 

小
 ハ
リ
 

み
を
採
用
し
た
も
の
 
尖
 梵
網
経
し
）
、
三
、
思
想
内
容
を
受
容
 
し
 た
も
の
 

（
Ⅰ
像
法
快
捷
径
 
J
 「
先
覚
大
悲
 経
こ
 コ
法
王
 経
 」
「
菩
薩
 
櫻
 略
本
 業
 経
き
 

の
 三
つ
の
型
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
華
厳
経
 ヒ
 と
の
 接
占
 が
 述
べ
 ろ
 

れ
る
。
そ
れ
は
最
近
に
お
け
る
中
国
仏
教
思
想
史
研
究
の
動
向
 に
も
添
っ
 

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
個
々
の
記
述
を
通
じ
て
、
日
華
厳
経
 ヒ
と
 と
も
に
、
 

む
し
ろ
同
法
華
 ヒ
門
浬
繋
 
」
「
維
摩
 ヒ
 と
い
っ
た
中
国
仏
教
が
 長
   

で
き
た
諸
経
説
が
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
中
に
、
著
者
の
着
眼
 が
あ
っ
た
 

の
で
は
な
い
か
と
思
 う
 。
そ
こ
に
は
、
か
か
る
諸
経
典
と
偽
経
 %
 と
の
 総
 

合
 的
な
考
察
を
通
じ
て
中
国
仏
教
思
想
の
木
質
に
接
近
す
る
 道
 が
 開
拓
 さ
 

れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
こ
と
は
本
書
の
研
究
姿
勢
の
延
長
線
 上
に
感
じ
 

ら
れ
る
一
個
の
可
能
態
で
あ
る
。
 

第
六
章
「
華
厳
経
思
想
の
受
容
」
は
、
曇
鸞
・
 慧
影
 ・
 琶
速
 
な
顎
 

  

吉
蔵
の
五
人
が
、
い
か
に
「
華
厳
経
」
と
関
わ
り
、
そ
の
経
説
 を
 自
ら
の
 

思
想
形
成
の
貸
料
と
し
た
か
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
り
、
各
人
 0
 個
性
的
 

な
 対
応
の
仕
方
が
、
「
華
厳
経
」
本
文
と
の
個
々
の
対
比
を
通
し
 て
 入
念
 

に
 示
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
後
の
三
者
に
つ
い
て
詳
し
い
。
 仏
 鼻
輪
・
 実
 

践
論
 に
つ
い
て
は
、
彼
ら
の
思
想
の
い
ず
れ
も
が
日
華
厳
経
」
 に
た
い
す
 

る
 理
解
・
読
み
込
み
・
依
存
を
抜
き
に
し
て
は
成
立
し
な
か
っ
 た
で
あ
・
 
ろ
 

う
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
問
題
は
 、
 各
々
の
思
想
・
教
学
に
 た
い
す
る
 

総
合
的
研
究
に
と
り
入
れ
ら
れ
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 よ
り
大
き
 

な
 説
得
力
を
も
ち
得
る
性
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

第
七
章
「
華
厳
教
学
へ
の
道
」
は
、
 

智
嚴
 以
前
に
お
け
る
中
国
 仏
教
の
 

な
か
に
華
厳
教
学
的
思
惟
の
萌
芽
と
華
厳
教
学
形
成
の
思
想
的
 基
盤
を
探
 

ろ
 う
 と
し
た
も
の
で
、
こ
こ
で
は
、
北
魏
・
雲
井
（
四
七
七
 ｜
 五
一
一
一
一
）
 

0
 
日
華
厳
経
論
」
の
中
に
華
厳
教
学
に
お
け
る
無
尽
縁
起
思
想
 の
 先
駆
 

を
 、
 仙
城
 慧
命
（
五
三
一
 
｜
 六
八
）
の
「
詩
文
 賦
 」
が
仏
教
 思
 想
 と
中
国
 

的
 思
想
と
の
 
混
 清
の
中
に
理
・
喜
雨
概
念
の
対
応
関
係
、
理
の
 上
に
展
開
 

す
る
事
の
範
 鴫
が
 華
厳
教
学
の
無
尽
縁
起
の
思
想
に
近
い
も
の
 で
あ
る
こ
 

と
 、
 曇
遷
 の
同
仁
是
非
論
」
が
示
す
実
践
の
方
向
と
そ
の
果
て
 に
 実
現
さ
 

れ
る
世
界
が
 智
 嚴
の
性
起
思
想
に
連
な
る
こ
と
、
第
四
に
 、
地
 論
宗
帝
道
 

派
 、
法
上
・
慧
遠
の
教
学
の
中
に
、
華
厳
教
学
の
基
本
的
立
場
 で
あ
る
 法
 

界
 縁
起
説
の
胎
動
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
前
章
ま
で
の
論
述
 
が
 、
「
 華
 

蔵
経
」
の
立
場
か
ら
中
国
仏
教
一
般
へ
の
拡
散
の
実
態
に
向
け
 ら
れ
て
 
ぃ
 

た
の
に
た
い
し
て
、
本
章
は
智
 嚴
 ・
法
蔵
の
華
厳
教
学
と
い
う
 

固
定
点
に
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書評とがは っ 「 

立蓋 っ   
厳
に
は
天
台
の
智
顎
や
三
論
宗
の
吉
蔵
と
一
つ
の
中
国
仏
教
的
 な
 思
想
を
 

共
有
す
る
一
面
の
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
著
作
に
つ
 い
て
は
、
 

諸
目
録
や
新
羅
 糸
 資
料
を
使
っ
て
精
密
な
考
証
を
な
し
た
う
え
 、
「
 捜
玄
 

記
 」
五
巻
・
「
五
十
 
要
 問
答
 ヒ
 二
巻
・
「
乳
口
車
」
四
巻
・
三
乗
 十
玄
門
口
 

一
巻
・
「
金
剛
般
若
経
略
 
疏
 」
二
巻
・
「
無
性
 釈
摂
論
疏
 」
 四
 Ⅱ
 
巻
 
「
供
養
 

土
門
儀
式
」
一
巻
の
七
書
を
真
 撲
 と
認
め
て
、
そ
れ
ら
の
撰
述
 年
代
を
推
 

定
 し
て
い
る
。
 

第
三
章
「
華
厳
経
観
の
特
質
」
は
第
一
篇
第
四
章
と
関
連
し
て
 お
り
、
 

智
厳
 に
お
け
る
華
厳
経
観
の
特
質
を
、
一
、
教
判
に
お
け
る
 弓
 
華
厳
経
 し
 

0
 位
置
づ
け
、
 ニ
 、
水
経
と
そ
の
姉
妹
経
典
と
し
て
の
 
日
 
菩
薩
 櫻
 略
本
業
 

経
 J
 「
梵
網
経
」
と
の
比
較
、
三
、
大
方
広
広
華
厳
経
と
い
う
 経
 名
 解
釈
、
 

四
 、
宗
趣
の
把
捉
の
仕
方
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
と
く
に
、
 智
 臓
の
採
用
 

し
た
諸
教
判
の
タ
イ
プ
に
た
い
す
る
考
え
方
が
流
動
的
で
あ
る
 こ
と
が
 概
 

観
 さ
れ
て
い
る
。
 

第
四
章
「
二
種
土
仏
説
の
成
立
」
は
、
 智
 厳
に
 よ
 る
華
厳
教
学
 特
有
の
 

仏
身
 観
 成
立
の
背
景
と
し
て
、
ま
ず
年
子
の
円
理
惑
論
」
・
文
道
 
孫
紳
 

家
柄
な
ど
に
み
ら
れ
る
道
徳
的
仏
身
節
 と
 、
そ
れ
を
止
揚
す
る
 も
の
と
し
 

て
の
盧
山
慧
遠
と
僧
肇
の
仏
教
学
に
お
け
る
主
体
性
格
を
眺
望
 
し
た
あ
 

と
 、
 智
 厳
の
仏
身
 観
 が
口
五
十
 要
 問
答
し
の
 行
境
 の
土
仏
か
ら
 
「
礼
場
 

章
 甲
の
二
種
土
仏
説
の
確
立
に
至
る
過
程
は
、
 智
厳
 自
身
の
実
 浅
酌
 面
へ
 

 
 

の
 関
心
が
 惹
ぎ
 起
こ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
推
定
し
て
い
る
  
 

 
 

第
五
章
「
海
印
三
昧
」
は
、
ま
ず
諸
経
典
に
お
け
る
海
印
三
昧
 の
 意
味
⑥
 

も
 た
ず
ね
、
つ
ぎ
に
、
海
印
三
昧
は
、
 智
 嚴
の
三
乗
十
玄
門
 L
 に
お
い
Ⅱ
 

 
 

て
弓
 華
厳
経
」
に
お
け
る
根
本
三
味
で
あ
る
こ
と
が
確
定
す
る
 と
い
う
。
 



し
か
も
、
こ
の
三
昧
が
「
五
十
 要
 問
答
」
「
乳
口
重
ヒ
に
か
け
て
 

、
次
第
 

に
 端
的
な
も
の
、
根
元
的
世
界
と
し
て
の
一
元
 性
 が
顕
わ
に
な
 り
 、
そ
れ
 

が
 法
蔵
に
承
げ
継
が
れ
て
い
く
と
い
う
。
さ
ら
に
、
海
東
華
厳
 義
湘
の
門
 

流
 に
智
 巌
 の
 説
 と
し
て
伝
え
ら
れ
た
五
悔
 印
 説
を
紹
介
し
、
 
そ
 れ
が
 智
嚴
 

の
 立
場
と
少
な
か
ら
ぬ
関
連
を
有
す
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
を
 指
 摘
 す
る
。
 

第
六
章
「
法
界
縁
起
説
の
原
型
」
は
、
第
一
篇
第
七
章
第
四
節
 を
 承
け
 

て
 、
 智
厳
 に
お
い
て
体
系
化
さ
れ
た
法
界
縁
起
説
の
内
容
と
、
 

そ
れ
が
も
 

つ
 意
味
を
考
察
す
る
。
資
料
は
主
と
し
て
ヨ
授
文
詞
 L
 
と
二
 乗
 十
玄
 

門
 」
で
あ
る
。
ま
ず
口
授
文
詞
」
の
法
界
縁
起
 説
は
 、
水
経
 十
 地
 一
コ
 

叩
め
弔
 
-
 
ハ
 

地
の
注
釈
中
の
菩
提
 浄
分
 ・
凡
夫
染
法
が
と
り
上
げ
ら
れ
、
 

部
 公
 的
な
構
 

想
が
 浮
影
慧
遠
の
縁
起
訪
や
「
大
乗
起
信
論
し
に
負
っ
て
い
る
 こ
と
が
 指
 

捕
 さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
法
界
縁
起
を
統
ム
ロ
す
る
 

証
 境
の
理
解
 が
、
 彼
の
 

仏
身
観
の
確
立
と
関
連
す
る
と
の
指
摘
は
興
味
深
い
。
問
題
と
 し
て
は
さ
 

ら
に
掘
り
さ
げ
て
み
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
回
教
的
な
法
 界
 縁
起
 説
 

に
た
い
し
て
三
乗
十
玄
門
」
の
そ
れ
は
、
縁
起
の
真
相
を
直
 
接
 に
提
示
 

す
る
一
乗
の
縁
起
、
自
体
す
な
わ
ち
真
実
そ
の
も
の
の
縁
起
と
 い
う
意
味
 

を
も
つ
と
言
い
、
「
十
玄
門
」
に
た
い
す
る
入
念
な
考
究
の
結
果
 は
、
そ
 

こ
で
究
極
的
な
縁
起
の
様
態
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
の
 法
界
縁
起
 

説
が
 、
大
乗
諸
経
論
の
思
想
と
地
輪
 学
 等
の
成
果
を
選
択
的
に
 摂
取
し
つ
 

っ
 形
成
さ
れ
た
、
す
ぐ
れ
た
体
系
を
有
す
る
 教
説
 で
あ
る
こ
と
 が
 明
ら
か
 

に
な
る
、
 
と
 言
 う
 。
 

最
後
の
第
七
章
「
成
仏
道
の
実
践
」
は
、
 

智
嚴
 に
お
け
る
実
践
 0
 間
 題
 

を
 扱
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
成
仏
説
 1
@
 華
厳
一
乗
 の
 立
場
に
お
 

い
て
成
仏
と
い
う
こ
と
を
い
か
に
捉
え
る
か
と
、
そ
の
 

成
 仏
へ
の
 実
   道程の があっ 入れヨ八十 り 説 より 資料的 いるの 問題の 究は 成 の整理 んでみ 。つ る 捉 して 問題の あたら らびに 一篇の れない はある 上 つ 、 いる。   具体的 体の構的思惟たのでること 示しな その点 語学 の ， 思 う 。 捌 ぎは である る諸問 たいと らため てゆく 響力が くとも は著者 解 不足 鼻 意 の     

な想 ま っ 果係資で諸投 う煎 れ 域学 ．かも さ 
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書評 戸 紹介 

日
 旧
約
聖
書
文
学
史
口
上
・
 
下
 

岩
波
書
店
、
全
書
 

正
一
九
七
八
年
二
月
刊
、
一
九
八
一
年
五
月
 

（
第
二
別
）
二
九
四
頁
十
一
六
頁
（
文
献
）
 

、
 

一
四
 

0
0
 

円
 

了
一
九
八
 0
 年
 二
判
月
三
 
0
 八
頁
十
四
二
頁
 

（
索
引
、
文
献
）
一
五
 
0
0
 円
 

同
本
昭
男
 

（
 
l
l
 

）
 

一
 
、
方
法
と
前
提
 

旧
約
聖
書
（
以
下
旧
約
）
の
総
合
・
概
括
的
研
究
は
、
欧
米
に
 

於
 い
て
は
 

「
旧
約
神
学
」
及
び
「
旧
約
緒
論
」
の
二
つ
の
形
で
な
さ
れ
る
の
 

が
 普
通
 

で
あ
る
。
し
か
し
著
者
は
つ
と
に
「
神
学
」
で
は
な
く
「
旧
約
（
 

古
代
イ
ス
 

ラ
エ
 ル
）
思
想
史
」
を
 
｜
 少
く
と
も
現
在
ま
で
方
法
論
的
に
 提
唱
さ
 

 
 

さ
れ
た
。
 

 
 

 
 

 
 

そ
し
て
「
文
学
史
」
と
な
る
の
は
、
従
来
い
わ
れ
て
ぎ
た
、
 

旧
約
諸
文
書
 

一
間
に
横
た
わ
る
時
間
的
間
隙
と
い
う
、
旧
約
文
書
を
そ
の
 

成
 立
年
代
に
沿
 

っ
て
組
み
た
て
る
文
学
史
の
困
難
さ
を
「
（
文
学
）
社
会
学
 

的
な
観
点
を
 

 
 導

入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
・
・
・
…
乗
り
越
え
」
（
五
四
頁
）
 

よ
 ぅ
 と
す
る
 

関
根
正
雄
 著
 

か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
本
書
の
基
本
的
方
法
論
は
最
近
の
「
 文
 芸
 学
的
研
 

究
 」
と
「
文
学
社
会
学
」
の
二
つ
で
あ
る
。
 

 
 

-
j
@
 

「
文
芸
学
的
研
究
」
と
は
、
韻
律
や
対
句
法
（
本
書
で
は
平
行
法
 
）
 等
へ
 

フ
ラ
イ
 語
 修
辞
法
の
舌
口
語
学
的
研
究
と
「
イ
メ
ー
ジ
と
メ
タ
フ
 

ア
 ー
（
 比
 

楡
 ）
」
に
代
表
さ
れ
る
文
学
 
=
=
 

ロ
ま
幅
の
研
究
の
他
、
イ
ン
ク
ル
 ジ
オ
 
シ
シ
メ
 

ト
リ
 Ⅰ
集
中
構
造
（
 n
o
 
コ
 c
 の
 目
げ
 
㌔
 巨
 。
 日
 「
の
評
者
）
等
の
 
文
体
及
び
 

文
学
構
造
の
分
析
的
研
究
で
あ
る
。
本
書
に
放
い
て
は
、
最
近
 の
 文
芸
学
 

的
 研
究
成
果
が
旧
約
各
文
書
の
分
析
に
随
時
紹
介
さ
れ
る
。
 し
 か
し
、
 著
 

 
 

者
の
関
心
は
旧
約
文
学
の
文
芸
学
的
形
態
や
構
造
そ
れ
自
体
に
 あ
る
の
で
 

は
な
い
。
む
し
ろ
形
態
を
生
み
出
す
論
理
に
 、
 更
に
は
文
学
 構
 吐
旭
 
の
 北
月
仏
吹
 

に
 横
た
わ
る
思
想
に
あ
る
（
例
え
ば
 了
 
一
三
二
頁
以
下
の
申
 
命
 記
の
分
析
 

論
述
を
参
照
）
。
こ
の
点
で
、
本
書
を
通
じ
て
文
芸
学
的
諸
前
提
 

に
 勝
っ
て
 

重
要
な
の
は
、
旧
約
の
論
理
（
的
前
提
及
び
結
論
）
と
し
て
の
 ア
ナ
 

p
.
 

ギ
 

ア
と
 パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
「
協
同
」
（
 上
 七
八
 ｜
八
 0
 頁
 ）
及
び
 
旧
約
 @
 ロ
ま
 
幅
 

の
 特
質
と
し
て
の
メ
タ
ス
 タ
 シ
ス
（
神
の
現
実
と
人
間
の
現
実
 と
の
「
 二
 

重
 写
し
」
）
（
七
一
 0
 
一
｜
 八
頁
）
で
あ
る
。
 
人
 と
神
と
の
 
関
わ
 り
の
旧
約
 

的
 把
握
の
し
 方
 
（
論
理
）
が
前
者
で
、
そ
の
言
語
表
現
の
特
質
 が
 後
者
で
 

あ
る
、
と
著
者
は
考
え
る
 
0
 こ
の
う
ち
後
者
の
メ
タ
ス
 タ
 シ
ス
が
 本
書
の
前
 

 
 

面
 に
出
る
の
は
、
「
文
学
史
」
と
し
て
の
性
格
か
ら
み
て
当
然
 
だ
ろ
う
。
 

 
 

そ
し
て
こ
こ
に
本
書
の
「
文
学
史
」
と
し
て
の
独
自
性
が
あ
る
 だ
ろ
う
。
 

「
文
学
社
会
学
」
的
方
法
は
、
 
M
.
 ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
多
く
を
 依
 
る
 
（
 上
 

 
 

九
三
頁
以
下
）
。
即
ち
、
各
時
代
は
そ
の
時
代
の
共
同
体
や
社
会
 

層
 を
担
 手
 
⑥
 

と
す
る
一
定
の
エ
ー
ト
ス
を
文
学
化
す
る
か
ら
、
旧
約
各
文
書
 に
拙
机
 
み
と
 

穏
 

 
 

ら
れ
る
エ
ー
ト
ス
か
ら
逆
に
各
文
書
の
担
 手
 と
し
て
の
社
会
層
 、
 更
に
そ
 



の
 文
学
の
成
立
の
時
代
が
想
定
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 著
 者
は
こ
の
 

エ
ー
ト
ス
を
文
学
の
問
題
に
移
し
て
情
調
と
呼
び
、
そ
の
総
括
 
概
念
に
 

「
気
分
」
（
折
口
信
夫
）
を
用
い
る
。
こ
う
し
て
旧
約
各
文
書
の
 具
体
的
 

考
察
に
放
い
て
は
、
文
芸
学
的
分
所
に
加
え
、
各
文
書
の
も
つ
 文
学
的
情
 

調
が
 探
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

基
本
的
に
は
以
上
「
文
芸
学
の
成
果
」
、
メ
タ
ス
 タ
 シ
ス
、
「
 
文
 ￥
 社
ム
ム
 

学
 」
、
「
文
学
的
情
調
」
が
折
り
な
さ
れ
て
、
旧
約
文
学
史
が
組
 み
た
て
ら
 

れ
て
ゆ
く
の
だ
が
、
著
者
は
こ
こ
に
更
に
ひ
と
つ
の
仮
定
を
た
 

て
る
。
 

即
非
 い
 ）
「
旧
約
文
学
の
場
合
に
そ
の
背
景
と
な
る
宗
教
と
文
化
の
 
統
一
性
 

の
 故
に
そ
の
文
学
的
テ
ー
マ
は
長
い
時
代
を
通
じ
根
本
的
に
は
 
一
つ
の
も
 

の
 を
め
ぐ
っ
て
い
る
と
仮
定
し
得
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
 
」
（
七
八
 

四
頁
）
、
と
。
こ
の
「
根
木
テ
ー
マ
」
（
ト
ポ
ス
）
を
著
者
は
「
 

神
 の
 -
 
別
で
の
 

生
 と
死
の
問
題
」
と
 押
 え
、
「
祝
福
と
呪
い
」
、
「
救
済
と
 

審
ぎ
 」
 等
に
そ
の
 

典
型
を
み
る
。
そ
し
て
こ
の
「
生
死
の
問
題
」
（
「
危
機
」
）
に
 

直
 面
し
て
 働
 

か
せ
る
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
人
の
美
意
識
を
「
危
機
 美
 」
と
名
づ
 げ
 、
こ
の
 

「
危
機
 
美
 」
が
旧
約
文
学
に
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
、
と
著
者
は
 考
え
る
。
 

二
 、
構
成
と
各
論
点
 

「
旧
約
文
学
史
」
の
構
成
は
、
古
代
イ
ス
ラ
 ヱ
ル
 の
歴
史
の
流
れ
 
に
治
 

っ
て
な
さ
れ
は
す
る
が
、
各
時
代
は
そ
の
文
学
の
担
 手
 と
し
て
 の
 共
同
体
 

の
あ
り
方
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
る
。
即
ち
 

旧
約
聖
書
文
学
の
発
生
（
第
四
章
）
 

家
族
共
同
体
の
文
学
（
第
五
章
）
 

部
族
共
同
体
の
文
学
 円
 、
㈲
（
第
六
、
 セ
章
 ）
 

部
族
 連
 ム
口
共
同
体
の
文
学
（
第
八
章
）
 

国
家
共
同
体
の
文
学
㈲
 ｜
 ⑳
（
第
九
 ｜
 一
二
章
、
第
十
章
か
ら
 
不
浄
 @
 
）
 

 
  

 
 
 

宗
教
共
同
体
の
文
学
㈱
 、
 ㈲
（
第
一
三
、
一
四
章
）
 

各
時
代
（
共
同
体
）
の
文
学
は
 、
 各
々
の
文
書
の
最
近
の
諸
 所
 究
 が
ひ
ろ
⑧
 

 
  
 

く
 渉
猟
、
参
看
さ
れ
つ
 ム
 ー
こ
の
点
で
も
本
書
は
研
究
者
を
稗
 益
す
る
こ
 

と
 大
で
あ
る
 
｜
 そ
の
文
芸
学
的
特
質
、
文
学
的
情
調
、
担
 手
 、
 
メ
タ
ス
 タ
 

シ
ス
、
「
危
機
 美
 」
の
あ
ら
わ
れ
方
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゆ
 く
 。
 文
 

書
 に
よ
っ
て
幾
分
こ
れ
ら
の
詳
論
白
に
お
け
る
重
点
の
偏
り
が
 あ
る
が
、
 

文
書
の
各
々
 
異
る
 性
格
上
や
む
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

旧
約
文
学
の
発
生
。
旧
約
最
古
の
伝
承
と
み
な
さ
れ
る
幾
つ
か
 
の
歌
 

 
 

約
文
学
 

0
 発
生
を
み
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
遊
牧
か
ら
定
住
へ
と
移
行
す
 る
 民
の
生
 

死
の
主
題
と
「
危
機
 美
 」
が
読
み
と
ら
れ
る
。
 

家
族
共
同
体
の
文
学
。
い
わ
ゆ
る
族
長
物
語
は
、
 半
 遊
牧
的
 小
 家
畜
 飼
 

育
の
家
父
 長
的
 家
族
共
同
体
が
そ
の
諸
伝
承
の
担
手
で
あ
り
、
 

個
々
の
 
物
 

語
の
主
題
は
生
死
も
し
く
は
「
 死
 と
誕
生
」
で
あ
り
、
他
方
 

「
甘
え
」
 

（
 ピ
ェ
 テ
ー
ト
、
 

M
.
 

ヴ
ヱ
 ー
バ
ー
）
の
気
分
が
認
め
ら
れ
る
。
 

部
族
共
同
体
の
文
学
 け
、
 ㈲
。
 ヵ
 ナ
ン
の
 地
 定
住
以
前
の
 ィ
ス
 
ラ
エ
ル
 

各
部
族
の
伝
承
文
学
（
「
田
ヱ
ジ
プ
ト
」
な
ど
）
は
「
各
部
族
の
 生
存
の
 

ぎ
 び
し
さ
」
を
示
す
。
文
学
的
情
調
と
し
て
は
「
甘
さ
」
か
ら
 
「
 ぎ
 び
し
 

さ
 」
 へ
 。
物
語
伝
承
の
他
に
、
こ
の
時
代
に
は
「
祝
福
と
呪
い
 」
と
い
 5
 

主
題
の
下
、
「
共
同
体
の
規
整
」
と
し
て
「
 
法
 」
が
成
立
し
た
。
 

部
族
連
合
共
同
体
の
文
学
。
一
般
に
士
師
時
代
と
呼
ば
れ
る
 時
 代
 の
 文
 

学
 の
う
ち
、
詳
し
く
論
じ
ら
れ
る
の
は
「
契
約
の
書
」
と
デ
 ポ
 
う
の
歌
 

（
士
師
 記
 五
章
）
で
あ
る
。
結
論
的
に
前
者
を
「
部
族
連
合
イ
ス
 ラ
ヱ
ル
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抱
 え
、
後
者
は
前
の
時
代
と
比
べ
て
「
全
体
と
し
て
非
常
に
明
 
る
い
」
 

（
七
二
四
一
頁
）
気
分
を
も
つ
こ
の
時
代
の
文
学
の
代
表
と
み
る
 。
主
題
 

は
こ
こ
で
も
祝
福
と
呪
い
で
あ
る
。
 

国
家
共
同
体
の
文
学
㈲
。
王
国
成
立
に
伴
っ
て
非
権
力
化
さ
れ
 た
 知
識
 

層
 が
生
れ
る
。
野
情
性
を
折
り
込
み
つ
つ
、
人
間
中
心
に
し
か
 も
そ
こ
に
 

「
神
の
必
然
を
二
重
写
し
」
に
し
て
描
き
出
す
歴
史
叙
述
「
ダ
ビ
 デ
 王
位
 

継
承
 史
 」
の
著
者
、
「
祝
福
と
呪
い
」
と
い
う
主
題
の
下
に
創
世
 時
代
か
 

ら
 イ
ス
ラ
エ
ル
の
 カ
ナ
ソ
 土
地
白
散
ま
で
を
「
救
済
 史
 」
と
し
 て
叙
 べ
る
 

著
作
家
 サ
 ハ
ウ
ィ
ス
ト
が
こ
れ
に
属
す
る
。
 

歌
 
交
流
を
促
進
さ
せ
た
。
地
中
海
世
界
と
の
接
触
か
ら
愛
の
野
情
 

」
）
が
生
れ
、
エ
ジ
プ
ト
の
影
響
な
ど
も
あ
っ
て
、
ソ
ロ
モ
ン
。
・
・
 

、
 （
）
：
 

7
 

国
家
共
同
体
の
文
学
㈲
。
王
国
成
立
は
ま
た
、
周
辺
諸
地
域
と
 詩

 
朝
の
 （
「
 

「
 
雅
 
知
 

の
 文
化
 

恵
の
学
校
」
を
中
心
に
 蔵
 言
の
蒐
集
も
な
さ
れ
た
（
「
 
撰
 @
=
 

ロ
 
」
）
。
 

こ
れ
ら
に
 

は
 「
明
る
い
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
」
が
文
学
的
情
調
と
し
て
流
れ
 て
い
る
。
 

国
家
共
同
体
の
文
学
㈱
。
社
会
分
化
の
進
む
南
北
王
朝
潮
に
成
 立
し
た
 

預
言
者
 伝
 
（
 ヱ
 リ
ヤ
 、
ヱ
 リ
シ
ア
）
は
「
そ
の
（
預
言
者
の
）
 行
動
の
記
 

録
 に
神
と
民
な
い
し
人
が
二
重
写
し
に
な
っ
た
文
学
で
あ
り
、
 そ
の
文
学
 

的
 主
題
は
危
機
に
瀕
し
た
民
を
神
に
あ
っ
て
生
か
そ
う
と
し
た
 
も
の
」
 

（
 
下
 四
四
頁
）
で
、
そ
の
た
め
に
生
と
死
の
狭
間
に
立
た
さ
 る
 を
 得
な
い
 

預
言
者
を
描
ぎ
だ
す
。
 ヱ
 リ
ヤ
伝
の
著
者
は
小
家
畜
飼
育
者
層
 の
 知
識
人
 

（
 
反
 バ
ア
ル
主
義
）
 、
ヱ
 リ
シ
ャ
（
「
 
伝
 」
の
著
者
も
 ?
 ）
は
零
落
 し
た
 農
 

民
層
 の
 出
 
（
 
親
 バ
ア
ル
主
義
）
で
あ
る
。
前
者
の
影
響
に
た
 り
 救
済
史
家
 

ヱ
ロ
 ヒ
ス
ト
は
「
緊
迫
性
」
に
富
む
歴
史
叙
述
を
残
す
。
 

の
 虚
構
的
、
あ
え
て
い
え
ば
 

ニ
 ー
ト
ピ
 
ア
約
 
文
書
」
（
 

6
 ）
（
七
二
一
一
 

頁
 ）
 と
 

国
家
共
同
体
の
文
学
四
。
ア
モ
ス
か
ら
 ェ
レ
、
、
、
ヤ
に
 

至
る
預
言
 書
が
、
 

主
と
し
て
文
体
の
特
質
か
ら
分
析
的
に
 叙
 べ
ら
れ
る
。
た
ど
し
 文
体
論
 か
 

ら
み
た
預
言
書
間
の
性
格
的
差
異
に
も
拘
ら
ず
、
各
預
言
書
に
 共
通
す
る
 

の
は
「
危
機
 美
 」
で
あ
る
。
「
（
神
の
）
審
判
の
危
機
 美
 」
（
 ァ
 モ
ス
 、
イ
 

ザ
ヤ
 ）
、
「
独
得
の
危
機
 
美
 」
（
ホ
セ
ア
）
・
「
暗
い
危
機
 

美
 」
（
 ェ
 レ
 ミ
 ャ
 ）
。
 

イ
ン
ク
ル
ジ
オ
修
辞
法
が
多
用
さ
れ
る
 申
命
記
は
 
「
王
国
末
期
 の
 歴
史
的
 

危
機
を
神
の
側
か
ら
統
一
化
、
合
理
化
、
楽
観
化
し
た
虚
構
の
 
文
学
」
 

（
了
一
四
八
頁
）
で
あ
り
、
 
申
命
記
的
 歴
史
叙
述
に
繰
り
返
さ
れ
 る
 神
の
 

審
判
と
そ
の
審
判
の
頚
 栄
は
 
「
危
機
 美
 」
の
逆
説
を
湛
え
る
。
 

宗
教
共
同
体
の
文
学
 円
 。
 バ
ビ
 p
 ン
 構
図
期
及
び
解
放
直
後
の
 イ
ス
ラ
 

エ
 ル
文
学
は
ま
ず
 ェ
ゼ
キ
 ェ
ル
、
第
二
イ
ザ
ヤ
等
の
後
期
預
 @
 文
学
で
あ
 

る
 。
そ
の
文
学
的
特
質
は
復
ム
ロ
 
性
 と
「
あ
い
ま
 い
牲
 」
に
あ
る
 。
こ
れ
に
 

続
い
て
第
三
イ
ザ
ヤ
か
ら
ダ
ニ
エ
ル
書
に
至
る
一
連
の
黙
示
 文
 学
 。
そ
の
 

特
色
は
神
の
言
葉
の
再
解
釈
に
甚
く
 、
 神
の
奇
蹟
的
介
入
に
 ょ
 る
 救
済
の
 

終
末
的
待
望
で
あ
る
。
更
に
祭
司
文
学
と
し
て
、
歴
史
を
創
造
 の
 秩
序
の
 

反
復
と
 担
 え
、
こ
の
歴
史
に
神
の
現
実
を
二
重
写
し
さ
せ
る
 祭
 日
文
書
、
 

こ
の
二
重
写
し
が
稀
薄
化
し
漠
然
た
る
期
待
を
情
調
と
す
る
 歴
 代
志
 、
 自
 

己
の
功
績
の
栄
光
化
と
祈
り
と
い
う
相
異
 る
 性
格
を
ム
ロ
 
せ
 持
つ
 ヱ
ズ
ラ
、
 

不
ヘ
 ミ
ヤ
回
顧
録
な
ど
が
あ
る
。
 

ア
 
『
モ
ス
 

宗
教
共
同
体
の
文
学
㈲
。
 捕
 四
期
以
後
生
じ
る
都
市
大
衆
を
担
 手
 と
す
 

る
 詩
篇
の
基
本
的
性
格
は
「
歎
き
」
と
「
た
た
え
」
で
あ
る
。
 そ
し
て
 両
 

 
 

者
の
木
質
は
人
間
の
側
か
ら
す
る
神
へ
の
応
答
、
そ
の
美
は
「
 危
機
 美
 」
、
⑥
 

 
 

 
 



他
方
紀
元
前
三
世
紀
中
葉
、
富
裕
な
「
市
民
」
社
会
の
平
穏
な
 
生
活
の
 

「
空
し
さ
」
を
文
学
化
す
る
知
性
（
「
伝
道
の
書
」
）
が
あ
る
。
 

何
 じ
知
恵
 

の
 伝
統
に
立
ち
つ
つ
も
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
間
で
生
れ
た
物
語
 文
学
、
 ヨ
 

セ
フ
物
語
（
 ヱ
ジ
 ア
ト
）
、
ダ
ニ
 
ヱ
ル
 及
び
エ
ス
テ
ル
物
語
（
 ぺ
 ル
シ
ア
）
 
、
 

帰
還
民
の
間
で
生
れ
た
 か
ッ
 の
物
語
な
ど
は
、
困
難
な
状
況
の
 中
で
民
族
 

の
 生
死
を
神
と
の
関
わ
り
か
ら
文
学
化
す
る
。
こ
れ
に
対
し
 ョ
 ナ
 書
は
 ア
 

イ
口
 ニ
 ソ
ク
・
ヒ
ュ
 一
 マ
ー
を
も
っ
た
傍
観
者
の
物
語
で
あ
る
  
 

三
 、
意
義
 

本
書
の
特
色
は
ま
ず
文
学
史
に
文
芸
学
的
方
法
並
び
に
文
学
社
 全
学
を
 

取
り
入
れ
た
点
に
あ
る
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
本
書
の
 委
 ね
た
 独
 

創
 性
が
あ
る
。
し
か
し
独
創
は
一
方
で
そ
れ
独
自
の
問
題
を
か
 か
え
こ
む
 

 
 

 
 

こ
と
に
も
な
る
。
基
本
的
に
通
時
的
な
文
学
史
が
共
 時
 的
な
分
 析
 手
法
 

 
 

（
「
文
芸
学
」
）
及
び
時
間
的
契
機
を
捨
象
し
て
成
立
す
る
類
型
 
論
 
（
「
 
文
 

学
 社
会
学
」
）
を
も
っ
て
組
み
た
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
 点
に
於
 

い
て
で
あ
る
。
 

こ
の
問
題
の
解
決
を
本
書
は
第
一
に
、
各
時
代
を
貫
く
旧
約
文
 
 
 

開
 の
あ
と
づ
け
が
稀
薄
で
あ
る
た
め
に
、
頻
繁
に
言
及
さ
れ
 乍
 

捧
 
（
「
神
の
前
で
の
生
死
」
）
の
導
入
に
求
め
る
。
た
ど
し
、
 

こ
 ら

も
全
体
 

の
 主
題
は
 

 
 

 
 

ら
れ
た
「
危
機
 美
 」
は
、
各
時
代
の
文
学
に
様
々
な
形
で
読
み
 と
ら
れ
は
 

 
 

す
る
が
、
そ
の
内
容
の
、
つ
ま
り
各
時
代
の
「
 死
 」
の
把
握
の
 歴
史
的
展
 

と
し
て
何
か
浮
き
上
が
っ
た
印
象
を
与
え
は
し
な
い
か
、
 と
評
 者
は
お
そ
 

れ
る
。
 

問
題
解
決
の
第
二
は
、
社
会
学
的
に
み
た
共
同
体
の
諸
類
型
を
 歴
史
の
 

6
 

 
 

流
れ
に
お
 き
 か
え
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
お
き
か
 え
は
著
者
Ⅰ
 

の
委
 ね
た
着
想
で
あ
り
、
概
ね
成
功
し
て
い
る
。
し
か
し
問
題
 が
な
 い
訳
 

⑩
 

 
 

 
 

で
は
な
い
。
例
え
ば
、
家
族
共
同
体
は
古
代
イ
ス
ラ
 ヱ
ル
 の
 全
 歴
史
を
通
 

じ
て
存
続
し
た
血
縁
共
同
体
の
基
本
単
位
で
あ
っ
て
、
家
族
 共
 同
体
を
背
 

景
 と
し
た
文
学
は
必
ず
し
も
文
学
史
的
な
一
時
期
（
族
長
時
代
 ）
に
限
定
 

さ
れ
な
い
（
例
え
ば
「
ル
ッ
 記
 」
）
。
あ
る
い
は
古
代
ィ
ス
 ラ
ヱ
ル
 は
 当
初
 

か
ら
何
ら
か
に
宗
教
共
同
体
的
性
格
を
有
し
て
い
た
筈
で
あ
り
 （
部
族
 共
 

同
体
も
し
く
は
部
族
連
合
共
同
体
と
「
契
約
共
同
体
」
（
 上
一
 六
九
頁
）
 

の
 二
重
性
）
 、
 例
え
ば
「
君
は
わ
た
し
以
外
の
神
を
も
っ
 な
 」
で
 は
じ
ま
る
 

 
 

十
 誠
な
ど
は
（
正
一
八
四
 ｜
 八
頁
）
部
族
共
同
体
時
代
の
文
学
 で
は
あ
っ
 

て
も
、
部
族
共
同
体
の
文
学
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
 

本
書
は
「
旧
約
聖
書
文
学
史
」
で
あ
っ
て
、
「
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
 文
学
 

史
 」
で
は
な
い
。
こ
れ
も
本
書
の
特
色
の
一
つ
だ
ろ
う
。
も
し
 後
者
で
あ
 

れ
ば
 、
「
古
代
 々
ス
ラ
ヱ
ル
 
」
の
歴
史
的
、
地
理
的
 枠
づ
 げ
と
い
 ぅ
 
難
問
 

が
 当
然
生
じ
る
だ
ろ
う
し
、
旧
約
以
外
に
も
、
例
え
ば
王
国
持
 代
 の
へ
 フ
 

ラ
 イ
 語
の
書
簡
や
碑
文
、
時
代
を
下
れ
ば
旧
約
外
典
を
は
じ
め
 ユ
ダ
ヤ
教
 

諸
文
書
を
文
学
史
の
流
れ
に
沿
っ
た
考
察
の
対
象
に
す
る
必
要
 が
 生
じ
る
 

だ
ろ
う
。
し
か
し
本
書
は
敢
え
て
考
察
の
対
象
を
旧
約
に
限
定
 す
る
。
 

こ
の
限
定
は
ま
た
、
本
書
に
 於
 い
て
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
文
学
と
 の
 比
較
 

が
 極
め
て
稀
に
し
か
な
さ
れ
な
い
と
い
う
点
に
も
窺
え
る
。
 歴
 史
 と
風
土
 

が
叙
 べ
ら
れ
る
に
も
拘
ら
ず
（
第
三
章
）
、
古
代
 

ィ
ス
ラ
エ
 
ル
人
 が
ェ
 ジ
 ブ
 

ト
、
 メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
等
の
周
辺
文
明
地
域
か
ら
 1
,
 文
化
史
的
 に
は
 イ
ス
 

 
 

ラ
エ
 ル
の
方
こ
そ
辺
境
に
位
置
し
て
い
た
 1
,
 
思
想
な
り
宗
教
 な
り
を
 文
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学
 と
し
て
ど
こ
ま
で
受
容
 し
 、
あ
る
い
は
拒
否
し
、
真
仁
 は
周
 囲
 
に
対
 

し
 、
そ
れ
を
ど
こ
ま
で
独
自
に
発
展
せ
し
め
た
の
か
、
と
い
う
 観
点
を
本
 

書
は
 多
く
の
場
合
採
用
し
な
い
。
 

n
 因
み
に
本
書
と
相
前
後
し
て
 出
版
さ
 

れ
た
加
藤
周
一
円
日
本
文
学
史
序
説
 ヒ
 上
下
（
筑
摩
書
房
）
は
 、
文
学
の
 

把
手
の
社
会
階
層
と
そ
の
精
神
性
の
把
握
（
「
社
会
的
背
景
」
）
 

及
び
外
来
 

思
想
の
土
着
的
世
界
観
に
よ
る
受
容
と
変
容
（
「
世
界
観
的
背
景
 と
と
 ぃ
 

う
 二
つ
の
視
点
か
ら
日
本
文
学
史
を
思
想
史
と
し
て
組
み
た
て
 
る
 。
 尤
 

も
 、
古
代
イ
ス
ラ
 ヱ
 ル
文
学
史
に
日
本
文
学
史
を
対
比
さ
せ
る
 こ
と
は
 歴
 

史
的
に
も
資
料
的
に
も
適
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
但
し
古
代
 ィ
 ス
ラ
エ
ル
 

も
 古
代
日
本
も
文
化
的
辺
境
性
と
い
う
意
味
で
或
る
文
化
史
的
 類
似
性
を
 

も
つ
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
じ
し
か
し
事
実
問
題
と
し
て
、
 
旧
 約
文
学
の
 

ジ
ャ
ン
ル
 や
 モ
チ
 一
フ
で
 例
え
ば
 喫
 彩
文
書
に
な
い
も
の
は
ま
 ず
 な
 い
、
 

と
 言
っ
て
よ
い
。
神
話
か
ら
、
歴
史
叙
述
、
法
、
預
言
、
讃
歌
 
や
敷
 き
 

の
 詩
篇
、
知
恵
文
学
、
黙
示
文
学
に
至
る
ま
で
を
、
古
代
イ
ス
 
ラ
エ
ル
 

人
は
あ
く
ま
で
周
辺
地
域
と
の
文
化
的
接
触
、
交
流
の
中
で
生
 み
 出
し
、
 

か
つ
彼
ら
自
身
の
文
学
と
し
て
 昇
 化
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
 。
尤
も
局
 

近
世
界
か
ら
直
接
受
容
し
た
も
の
（
例
え
ば
「
洪
水
物
ま
 胆
 
」
）
 
と
 、
む
し
 

ろ
 古
代
オ
リ
 ヱ
 ン
ト
共
通
の
精
神
的
基
盤
に
発
す
る
も
の
（
 例
 え
ぼ
 
「
 
嗣
 

子
 願
望
」
モ
チ
 一
フ
 ）
と
、
イ
ス
ラ
エ
ル
独
自
な
展
開
を
み
せ
 
る
も
の
 

（
 
例
え
ぼ
 「
ダ
ビ
デ
 拾
 頭
皮
」
や
「
ダ
ビ
デ
王
位
継
承
 史
 」
な
ど
 の
 歴
史
 叙
 

そ
れ
で
も
 例
 え
ぽ
、
ダ
 

ビ
デ
 と
ヨ
 ナ
タ
ン
の
友
情
物
語
の
作
者
ほ
お
そ
ら
く
 ギ
ル
ガ
メ
 
シ
ュ
と
ヱ
 

ソ
キ
ド
ゥ
 
の
友
情
物
語
を
知
っ
て
い
た
だ
ろ
う
し
、
祭
司
文
書
 の
 著
者
ら
 

は
バ
ビ
煙
ニ
ア
 の
年
代
記
や
創
造
神
話
を
知
っ
て
い
た
だ
ろ
う
  
 

し
か
し
本
書
は
、
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
文
学
と
の
接
触
の
問
題
に
 は
 多
く
 

の
場
合
敢
え
て
学
問
的
に
禁
欲
し
、
独
自
の
立
場
と
方
法
を
も
 っ
て
旧
約
 

に
 沈
潜
し
て
い
る
よ
 う
 に
み
え
る
。
評
者
は
こ
こ
に
、
本
書
の
 は
 ば
の
 狭
 

さ
 る
 で
な
く
、
む
し
ろ
旧
約
に
対
す
る
本
書
の
研
究
密
度
の
濃
 さ
と
理
解
 

の
 深
さ
を
み
た
い
。
 

最
後
に
、
狭
義
の
旧
約
学
の
文
献
学
的
方
法
で
あ
る
「
伝
承
 史
 」
及
び
 

「
編
集
 史
 」
と
「
文
学
史
し
と
の
関
係
に
つ
い
て
。
本
書
で
は
 

「
伝
承
 

史
 」
や
「
編
集
 史
 」
的
研
究
の
成
果
は
各
文
書
の
緒
論
的
前
提
 と
し
て
 十
 

 
 

全
 に
用
い
ら
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
族
長
物
語
は
嗣
 子
 願
望
を
 

  

モ
チ
 一
フ
 と
す
る
家
族
共
同
体
の
伝
承
か
ら
、
子
孫
増
加
・
 土
 %
 授
与
 と
 

モ
チ
ー
フ
的
拡
大
を
受
け
て
部
族
連
合
共
同
体
の
伝
承
に
 、
更
 に
は
族
長
 

  

に
よ
る
 他
 民
族
へ
の
祝
福
と
呪
い
（
 創
 十
二
章
二
ー
三
節
）
 
と
 い
っ
た
 王
 

国
の
伝
承
へ
と
発
展
す
る
。
そ
 う
 い
っ
た
伝
承
史
的
展
開
あ
る
 い
は
編
集
 

 
 

史
的
過
程
そ
れ
自
体
を
文
学
史
に
組
み
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
 の
 だ
ろ
う
 

か
 。
後
学
に
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
ろ
う
か
。
 

本
書
は
今
後
長
く
、
と
く
に
研
究
者
に
、
参
照
さ
れ
る
で
あ
ろ
 ぅ
 。
 そ
 

れ
は
本
書
の
も
つ
独
創
性
に
 よ
 る
ば
か
り
で
な
く
、
旧
約
脊
丈
 書
 に
関
す
 

る
 最
近
の
代
表
的
研
究
 殆
 ん
ど
が
遺
漏
な
く
批
判
的
に
言
及
さ
 れ
て
い
る
 

か
ら
で
も
あ
る
。
評
者
は
著
者
の
他
の
業
績
と
並
び
本
書
に
学
 ぶ
 一
人
で
 

あ
り
、
本
書
を
公
に
さ
れ
た
著
者
の
労
性
感
謝
を
捧
げ
た
い
。
 

フ
主
 

 
 
 
 

（
Ⅰ
）
著
者
は
本
書
と
は
別
に
旧
約
文
学
史
の
方
法
に
関
し
て
 略
 々

同
じ
⑥
 

内
容
の
二
つ
の
論
文
を
公
に
さ
れ
て
い
る
。
両
論
文
と
も
に
 現
 在

仰
 

刊
行
中
「
関
根
正
雄
著
作
集
」
（
新
地
書
房
）
 

第
セ
巻
 
二
九
 八
 

Ⅰ
 



（
 ワ
 
1
 ）
 

（
 3
 ）
 

（
 ノ
廿
 
）
 

（
 二
し
 
）
 

（
 
ム
し
 
）
 

（
 
0
 乙
 ）
 

0
 
年
 ）
に
再
録
。
 

「
関
根
正
雄
著
作
集
ヒ
第
六
巻
二
九
八
 
0
 ）
巻
頭
に
再
録
さ
 
れ
 

た
 三
論
文
参
照
。
 

こ
れ
に
つ
い
て
は
本
書
上
巻
刊
行
後
、
野
本
真
也
「
旧
約
 単
 に
 お
 

け
る
文
芸
学
的
方
法
の
位
置
」
、
「
基
督
教
研
究
口
四
二
巻
（
 

一
 九
 

七
八
年
）
 、
一
｜
 
三
五
頁
が
公
に
さ
れ
て
い
る
。
 

こ
の
点
に
つ
い
て
ほ
し
か
し
 R
.
 
ア
ル
ベ
ル
 
ツ
 な
ど
の
主
張
す
  
 

イ
ス
ラ
エ
ル
宗
教
内
部
の
多
元
性
父
の
二
色
 0 コ
の
 
@
 
コ
ヰ
 
の
目
の
Ⅰ
 コ
  
 

q
p
 
ロ
 
@
 
の
ヨ
 仁
の
）
を
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
 勾
下
 子
の
ぺ
 守
 ・
 

点
 を
み
て
い
る
。
 

㏄
 ヰ
 
仁
田
田
 

幅
曲
 
Ⅱ
 
ヰ
ト
 の
Ⅱ
㏄
 

弓
の
 Ⅱ
の
の
 

コ
巳
 0
 ず
つ
円
 Ⅰ
む
ヨ
 甘
臣
 
㏄
 ガ
 0
%
 
偉
 コ
口
 o
 ヨ
 N
 は
 二
の
刃
の
目
的
 @
0
 

こ
の
点
著
者
は
折
口
信
夫
の
日
本
文
学
発
生
論
な
ど
に
あ
る
 共
 

シ
ネ
 
ー
 せ
 通

 
 
 

「
契
約
の
書
」
を
現
行
法
と
し
て
で
は
な
く
、
「
宗
教
的
訓
話
」
 

と
 

み
る
の
は
 
M
.
 
ヴ
ヱ
 
ー
バ
ー
で
あ
る
。
し
か
し
田
ヱ
ジ
プ
ト
 -
 
記
 一
 

一
二
 早
 二
五
 ｜
 七
の
規
定
な
ど
は
 メ
ッ
ア
 ド
・
 
ハ
 シ
ャ
 
ヴ
サ
ブ
｜
 
の
 

オ
ス
ト
ラ
コ
ン
 
之
 0
.
 
）
・
に
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
の
で
 
 
 

「
契
約
の
書
」
全
体
を
虚
構
的
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
と
言
え
る
か
 ど
 

う
か
は
も
う
か
し
い
。
当
該
オ
ス
ト
ラ
コ
ン
の
最
近
の
研
究
 
@
 
ま
 

く
月
 
，
ト
 
の
日
 い
 -
 
「
の
 
、
 ）
 
コ
 の
り
「
 

-
p
 
侍
 
0
 コ
 の
 ト
山
ひ
 

ゴ
 Ⅱ
 い
 ～
曲
目
の
の
・
 

円
 
0
@
 リ
 
の
 P
.
 リ
ル
 Ⅱ
  
 

ピ
の
 
Ⅱ
Ⅰ
 
，
づ
 ・
㏄
の
 

印
 

サ
ム
ソ
ン
物
証
胆
を
含
め
て
（
正
二
二
三
頁
）
、
著
者
は
「
恋
愛
」
 

の
 

文
学
に
ギ
リ
シ
ャ
的
・
地
中
海
的
世
界
の
影
響
を
み
る
。
し
か
  
 

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
に
も
）
 0 づ
 0%
 
（
ざ
は
知
ら
れ
て
い
た
し
（
 

毛
 の
 

Ⅰ
 リ
 ヨ
 サ
ミ
 （
・
 り
オ
 の
 市
 q
0
 
白
 0
5
0
h
 

（
二
の
Ⅰ
 

0
 つ
め
 Ⅰ
 せ
 Ⅱ
 ぢ
 9
%
@
 
叫
  
 
 
 

1
4
 

の
 0
 の
Ⅰ
 
-
 
の
左
の
Ⅰ
）
・
）
・
ワ
ミ
 

冴
 0
 サ
の
 
Ⅱ
亜
の
（
の
 

宙
じ
 ・
 C
 コ
ざ
 せ
 い
 づ
ら
し
 デ
ペ
 
e
 Ⅱ
の
 
-
 壬
 Ⅱ
 

め
ぃ
 ）
 
ヰ
 @
o
q
e
/
P
o
 
巨
 o
p
 お
甜
 ・
・
 
毛
 ，
 寮
 １
 %
9
 

、
「
女
性
を
愛
す
 る
 

②
 

 
 
 
 

人
は
悲
し
み
も
怖
れ
も
忘
れ
る
」
と
か
逆
に
「
女
性
は
落
し
穴
 」
 

な
ど
の
諺
も
残
る
（
 ミ
 ・
の
Ⅰ
 坤
通
 す
の
鼻
い
 ゅ
ヴ
 
）
）
 
っ
コ
ぎ
 コ
ミ
 ぢ
口
 。
 コ
ヲ
 

い
 @
 
由
の
Ⅰ
が
 

自
偉
 
Ⅰ
の
・
 
0
 Ⅹ
 ヰ
 
0
 Ⅱ
Ⅰ
 ト
 の
の
 

0
.
 

㌧
 ，
ト
ト
 
Ⅱ
）
 
っ
 

（
 8
 ）
個
人
の
死
、
家
の
断
絶
、
部
族
の
崩
壊
、
国
家
の
滅
亡
 、
 （
神
の
）
 

民
の
審
判
等
、
全
て
を
「
 死
 」
も
し
く
は
「
危
機
」
と
し
て
 一
 つ
 

 
 

の
 文
学
的
主
題
の
も
と
に
総
括
す
る
に
は
、
死
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
  
 

と
で
も
呼
べ
る
よ
う
な
シ
ン
ボ
ル
論
的
位
相
を
更
に
設
定
す
る
 必
 

妻
 は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

ナ
ヲ
 
テ
 ィ
ノ
 

（
 9
 ）
「
ダ
ビ
デ
 拾
 頭
皮
」
に
於
け
る
 ヨ
 ナ
タ
ン
の
役
割
が
物
 五
 
a
 、
神
学
、
 

物
語
の
深
層
構
造
と
い
う
 呉
 る
三
水
準
い
づ
れ
に
 於
 い
て
も
 如
 何
 

に
 重
要
で
あ
る
か
は
、
グ
レ
マ
ス
の
行
為
体
理
論
を
用
い
た
し
 
 
 

ロ
 0
 圧
ぎ
 Ⅰ
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
 
ロ
 ・
）
 
0
 ま
ぎ
田
ビ
 
ち
の
の
 コ
 の
の
 o
 片
 

援
 @
 
ヴ
 甘
の
い
Ⅰ
 リ
 田
の
Ⅱ
Ⅰ
が
 

由
づ
の
 
-
@
@
 
け
Ⅱ
の
の
の
神
Ⅱ
 

目
 0
 田
田
 
ペ
ハ
 
）
ト
コ
 ヰ
 Ⅰ
 
セ
 の
の
の
 -
  
 

（
 オ
の
 0
 づ
 ・
㏄
 け
 0
 ヨ
の
）
Ⅰ
日
の
㍉
㏄
 

付
記
著
者
関
根
正
雄
氏
の
長
年
 
蜂
旦
る
 広
範
な
旧
約
研
究
の
 全
貌
は
 、
 

旧
約
諸
論
文
を
収
め
る
前
述
（
 

註
 1
 ）
 呵
 著
作
集
 ヒ
 第
五
 ｜
 七
巻
（
 
 
 

九
七
九
１
人
 0 
）
に
対
す
る
西
村
俊
昭
氏
の
論
評
（
「
日
本
の
 神
 

学
し
二
一
号
、
一
九
八
二
年
、
九
 

｜
 一
七
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
 
 
 



0
 理
事
会
 

日
時
昭
和
五
六
年
一
二
月
九
日
（
水
）
午
後
五
時
半
 

場
所
本
郷
学
士
会
館
七
号
 室
 

出
席
者
安
斎
 伸
 、
安
洋
泰
彦
、
植
田
重
雄
、
小
口
健
一
、
窪
 

徳
忠
 、
 

小
池
長
文
、
後
藤
光
一
郎
、
小
山
 

宙
丸
 、
佐
 木
 秋
夫
、
桜
井
 

秀
雄
、
竹
中
信
 
常
 、
田
丸
 
徳
善
 、
中
村
離
陸
、
藤
井
正
雄
、
 

藤
田
富
雄
、
堀
越
知
己
、
松
本
 

滋
 、
松
木
 
皓
一
 、
宮
家
 
準
 、
 

柳
川
啓
一
、
井
上
順
孝
（
書
記
）
 

議
題
 

一
 、
昭
和
五
六
年
度
常
務
理
事
の
互
選
 

別
記
 三
 一
名
を
常
務
理
事
と
し
て
選
出
し
た
。
 

一
 、
第
四
一
回
学
術
大
会
に
つ
い
て
 

昭
和
五
七
年
一
 

0
 月
一
日
 
ト
 三
日
、
九
州
大
学
に
お
い
て
開
催
 

す
 

る
 予
定
の
旨
が
柳
川
会
長
ょ
 

り
 報
告
さ
れ
、
了
承
さ
れ
た
。
 

一
 、
新
入
会
員
に
つ
い
て
 

別
記
一
四
名
を
一
括
承
認
し
た
。
 

 
 

合
わ
せ
た
。
 

会
員
資
格
は
従
来
会
費
未
納
五
年
以
内
ま
で
と
さ
れ
て
い
た
が
 

 
 

報
 

五
七
年
度
よ
り
、
三
年
以
内
と
す
る
こ
と
に
申
し
合
わ
せ
た
。
 

会
誌
 発
送
は
従
来
、
会
費
未
納
二
年
以
内
の
人
に
対
し
て
行
な
 

 
 

会
 

何
 

巾
 %
 

圭
十
 

会
 

た
だ
し
、
五
七
年
度
は
準
備
期
間
と
し
て
従
来
通
り
と
し
、
 こ
 の
 

間
に
 、
新
方
針
を
会
員
に
理
解
し
て
も
ら
っ
た
上
で
五
八
年
度
 か
 

ら
 実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 

一
 、
宗
教
研
究
紀
要
 号
 に
つ
い
て
 

従
来
紀
要
言
は
そ
の
年
の
第
三
号
目
を
あ
て
て
い
た
が
、
五
七
 年
 

度
か
ら
第
四
号
目
但
し
た
い
と
い
う
編
集
委
員
会
か
ら
の
要
望
 )
 
が
 

伝
え
ら
れ
、
了
承
さ
れ
た
。
 

0
 編
集
委
員
会
 

日
時
昭
和
五
七
年
二
月
二
 
0
 日
 （
土
）
六
時
 

場
所
本
郷
学
士
会
館
二
号
室
 

出
席
者
金
井
新
 三
 、
 J
.
 

ス
パ
ン
ゲ
ド
ー
、
芹
川
博
通
、
月
 

本
 昭
男
 

保
坂
 幸
博
 、
前
田
専
掌
 

議
題
 

一
 、
宗
教
研
究
二
五
二
号
、
二
五
三
号
の
編
集
方
針
 

一
 、
そ
の
他
、
特
に
書
評
の
充
実
に
関
し
て
 

0
 昭
和
五
六
年
度
日
本
宗
教
学
会
常
務
理
事
 

安
斉
 
伸
 

石
田
慶
和
植
田
重
雄
上
田
 閑
照
 

宇
野
光
雄
大
畠
 
清
 

小
口
俸
一
穂
 
正
 
弘
 

後
藤
光
一
郎
桜
井
秀
雄
高
崎
直
道
竹
中
 
信
博
 

玉
城
 康
 四
郎
田
丸
 
徳
 書
中
川
秀
添
野
村
 暢
清
 

早
 亀
鏡
正
平
井
直
属
藤
田
富
雄
 
増
谷
 

文
雄
）
 

 
 

 
 

脇
本
手
 也
 

4
9
 

0
 新
入
会
員
（
一
二
月
九
日
承
認
 分
 ）
 

 
 

赤
尾
 栄
 慶
大
谷
大
学
，
大
学
院
 
僻
 京
都
市
北
区
紫
竹
上
本
 町
 四
三
 

Kenta
長方形
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On the Process of Institutionalization and 
Separation in Methodism 

Hiroshi Yamanaka 

In this paper I will discuss conflicts within Methodism, beginning 

with the death of Wesley to 1795, from the viewpoint of the problem 

concerning the succession of Wesley's charisma in its institutional- 

ization. 

Methodism was a religious movement in which the individual's inward 

experience of faith was combined with outward acts of goodness under 

the absolute authority of Wesley. So, on the one hand, Methodism 

had its own hierachy of authority to oversee the religious lives of 

Methodists, which was different from the Church of England, though 

Wesley insisted that Methodism was a part of the Church of England. 

But on the other hand, Methodism had sect-like organizations called 

societies in which the individual believer gathered in the fellowship 

of the Christian community. 

The death of Wesley in 1791 drove Methodism to constitute its own 

authority apart from the Church of England in order to resolve the 

problem of the administration of sacraments and to maintain the 

centralized form of organization called 'connexionalism' by which 

each local society was connected with one another. After much debate 

and struggle, Methodism adopted an act called the Form of Discipline 
in 1797. By this act, the 'Conference' was recognized to be the insti- 

tutionalized successor of Wesley's charisma and its supremacy was 

established. But a t  the same time, this act included the fundamental 

contradiction of hierachy in Methodism because of concession to 

lay demands based on the local societies. Therefore, the more the  
Conference tried to constitute its rigid hierarchy, the more the con- 

tradiction was obvious and a s  a result the revolt against the Conference 

among the laity intensified. 



Sur le Ch'i Kiai Fo Ming King exhum& a Touen-Houang 

Takatoshi Hirokawa 

Dans la vie pratique de bouddhistes au convent, on accorde de 

l'importance, de m&me qu'aux livres sacrCs, aux livres de pratique 

(Hsing I Wen fig*), selon lesquels on adore Bouddha et confesse 

ses pCch6s. Dans cette Ctude nous avons trait6 la genese et le dCvel- 

oppement de Hsing I Wen qu'ont Ccrits les nouvelles sectes bouddhistes 

pendant les h e s  de Sui 2 T' ang de la Chine, surtout sur les axes du 

Sun Kiai Chiao zFg@ et du ching T'n Chiao $$+&@, I1 y avait, entre 

ces deux sectes, des d6bats orageux sur les doctrines, mais la resse- 

mblance Ctait grande sur les vies pratiques. FondCs sur les 127 nouveaux 

documents exhum6s 2 Touenhouang, nous avons class6 le Hsing I Wen 

du Sun Kiai Chiso en trois types, dont nous avons induit chaque 

archCtype. Par la comparaison de ces trois archetypes, nous avons 

CtudiCs comment se sont fait le Hsing I Wen du Ching T'u Chiao, e t  

avons vCrifi6 la resemblance des deux sectes. 



Time of Juku-Datsu in  Dogen's Zen 

Tadashi Chihara 

Zen Master DBgen (1200-1253) says in his main work ShGbGgenz6 

that our body and mind suffer change a t  every moment and all things 

are transitory, but the time of Juku-datsu (Ripe-liberation) necessarily 
comes to us if we keep striving through the practice of Zen. 

Then, what kind of time does DiSgen mean when he says the "time 

of Juku-datsu?" It is the time when one sees by abandoning his ego 

and by devoting himself to the practice that all the ephemeral phe- 

nomena are conditioned by the relation of time, or the function of 
Buddha-nature itself, and therefore the dual opposition of self-others 

or subject-object does not exist. In this way, the time when the self as  

such negates its fixed nature constantly and frees itself completely is 

the time when it lives and dies with Buddha ; it is also the time when 

the practice itself is enlightenment. Enlightenment does not stand far 

away from the self, Buddha is realized all the time. 

Juku-datsu does not merely mean that we are able to detatch our- 

selves from the world of illusion to the awakened state when the time 

is ripe after going through a long period of practice. As "fish swim 

in the water" and "birds fly in the sky", one ought to free his own 
self constantly practicing "this way-right here" that is realizing the 

Buddha-nature in front of him. 

That is to say, "now" is the very time for juku-datsu, "now-here" 

is the ultimately free world that the essence of things (that is, Buddha- 

nature) becomes revealable without being obstructed by anything. 



A Mythology creatively told by a certain Person 
and its Genealogy 

Minoru Tanaka 

An adovocator of a new generated religion differs from a believer 

in folkbelief or a religionist of an organized religion in role. He plays 

definitly an important part in a matter of its religion. His taking a 

step forward for a new religion is based on his mythology creatively 

told by him. 

Now, we drive our conceptions from our lineage, our family and our 
times or environment in which we were born and grew up. Then, in 

my paper I sketched of A's lineage and family, and refer to A's steps 

of originated talking of her mythology. And I wrote fairly detailed 

the unfolding-aspects of her mythology by reason of significance for 

reseach data. 

The gods of mythology A were mainly composed of Izumo's ance- 

stors (Japanese ancient tribe) being like a stagehand, Kbshitsu's an- 
cestors (Japanese Emperor's family) coming to the fore, and the spirits 

of many persons who did much for KBshitsu or our country. It  is a 

wonder that these members of the gods coincided almost with the 

gods who were set forth in Kokugaku (Japanese classical literature) 
of the latter term. 

And I pointed out that Konko's, omoto's mythology and mythology 

A, though they were born independently with the passage of time, 

developed in order by use of my materials. 



The Meaning of "esse" in Thomism 
especially in relation to Trinity 

Kazuo Iwamoto 

The concept of "esse", a s  generally admitted, plays so important a 

part in Thomism that there are too many ontological studies to men- 
tion. But a s  Christianity is  a religion which aims a t  the salvation of 

the human race, it follows that "esse" is bound to have a close con- 

nection to Trinity, by which the salvation is achieved. 

The concept is first of all considered as  one which expresses the 

dependence of all the creatures upon God who is defined as "esse 

ipsum" no other than his "essentia", while "Creator" is said to be 

attributed principally to Father and the modus essendi of all the crea- 
tures is expressed a s  "habet esse". But "esse" in this expression can 
be shown to have a parallel relation, in so far as rational creatures 

are concerned, to donum Spiritus sancti. And further if the text S. T., 

111, XVII, 2 allows us to interpret that the subject of "habet esse" is 
the "persona" of Jesus Christ, then "esse" seems to indicate the spir- 

itual domain of "tres personae" in which the salvation of human be- 

ings can be accomplished. It seems consequently to me that Thomas 
makes great efforts to express the sacredness of Trinity in God by 

the use of "esse", which is above all the ontological or metaphysical 

concept. 




