
 
 

明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
 c 

組
て
 、
当
該
社
会
に
複
数
の
宗
教
が
同
時
に
存
立
し
 ぅ
る
 根
拠
と
、
諸
宗
教
が
複
雑
に
交
錯
す
る
シ
ン
ク
レ
 テ
 イ
ズ
ム
の
ダ
イ
ナ
，
 、
ズ
ム
 が
 

大
 

  Ⅰ 5   

」 最乗手 における 

著 者 が 
目 な 、 

とり 中心し、 
主 に わ 
に 清 け 
兵 力 哉 
時 的 が 
的 に 国 
視 な と 

点 さ 同 
か れ じ 
も て 仏 
両 き 教 
者 た 圏 
の   化 @ し 

構 そ 属 
造 こ す 
  に 南 

機 お   

能 け 東 
的 る 南 
関 近 ア 

係 年 ジ 
を の ァ 

開 成 に 
ら 果 お 
か は い 

に 、 て 

し 仏 @ 
よ 教   
う と こ 

と 土 の 
す 着 シ 

る の ン 

も 宗 ク 

の 教 レ 

で   と テ 

あ の 々 

っ （ 二 ズ 
たこ つ ム 

o の の 
こ 完 美 
九 教 証 

  
に 閨 米 
よ 係 の 
っ に 学 

:359) 

は
じ
め
に
 

外
来
宗
教
で
あ
る
仏
教
が
 

、
 我
が
国
の
社
会
に
土
着
化
 

す
る
に
際
し
て
、
我
が
国
固
有
の
信
仰
と
の
様
々
な
 

融
ム
ロ
 

・
混
交
の
過
程
を
経
 

て
い
る
こ
と
は
既
に
周
知
の
事
実
で
あ
る
 

0
 

て
 

 
 

 
 

 
 

 
 

が
 国
に
限
っ
た
現
象
で
は
な
く
、
全
世
界
に
共
通
し
て
 

見
 ら
れ
る
普
遍
的
現
象
で
あ
る
 

大
雄
山
彙
来
手
に
お
け
る
仏
教
的
 複
 今
に
 つ
い
て
 

山
岡
隆
男
 



衆
 、
即
ち
マ
ス
レ
ベ
ル
の
志
向
す
る
と
こ
ろ
と
い
え
よ
 う
 。
 

仏
教
本
来
の
立
場
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
仏
教
徒
は
こ
と
 ダ
 」
と
く
安
心
解
脱
を
志
向
し
、
寺
院
は
そ
の
た
め
の
修
行
 道
場
で
な
け
れ
ば
な
 

ら
な
い
 0
 し
か
し
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
仏
教
 0
 本
来
的
機
能
を
果
す
寺
院
は
ご
く
限
ら
れ
て
お
り
、
 現
存
す
る
我
が
国
の
仏
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ぞ 安 こ て ・ の 的 て 院 
更 れ 心 と 佐 あ 仏 仏 榎 君 門 本 

台 十 蔀 橋 
に い 良恵 衆向指 な 々 木 る 。 教教 寺は と の に は 

う の に 嫡 家 現 院 我 ょ 考 見 方 
  ぶ 祭 ら 法 が なら 国 宗教 対し した 幹氏 在 す は役 

ぱ 的 て が屯は る 割 へ 

大 
こ と加 な れき る的 命 

  二 @ よ     我   の に え 諸 に 
  す ょ 要 は 

船 l ズ 修こ 行れ本国館通 日が機長 雄 山 ろ う 素 そ 

の   と 
す 詰 ら 
る 原 の   

構 
も 理 中 

志 た 葬 志 へ 院 の   
造 

の の の 
同 形 奈 何 の は 三 民 

と 
で 柏 君 

の で 志 は 志 " つ 衆 
肋 D 

あ 五 千 
レ 投 荷 、 向 概 に の る 関 の 
べ 割 に そ 性 ね 大 様 藍 。 係 成 
      対 の に こ 別 々 こ " 果 

こ 及 に は 少能 機しまつれさな てまいられ 欲 配置 で び 依 
数 を は 先 て の う 求 は 士 拠 
の 果 回 に 安 い る に 横 着 し 

応， 宗教述べ岡寺して @ ん l, 心志 ずれ こと 三 な ょ 九ヵ信仰々 
的 い 院 た 向 か と る 
ェ る が 寺 、 ヮこ な べ ら 諸 要素 的 、 

  要 考   尿 素 察 
ト あ し 能 志 し 。 本 理 と の 
め る て の 向 て そ 的 を 0 対 
志 。 現 三 、 い れ 変 含 関 家 
向 仕 っ 現 る は 容 む 係 を 
す テ戸 U  の 世 と 修 七ま て 仏 に 我 
る 教 っ が 

と とげ 益志 分類 利益 、え し、 行幸 的 い 国 
    何 に 忘 る 焼 る 信 て の 

ろ に 対 向     ンこ   
て， 対 応 の 回 至 店 則 仏 
あ し す 三 向 つ 

寺 た 
動 ち 教 

  て る つ 

は と の 院 が 
他 折 い レ   寺院 え @ 幅 

体 裁 に 
の   祈 そ を 酌 限 
  手 よ ル - 幅 幸 の 

院 ぅ が 
  優一定 

つ 
が 。 存 

手 結 
@ ま 
  仮令こし り」 、 

に に 仏 
般   払 っ 教 
大 ね 、 る つ 日 教 い 寺 



悦
 
蔀
の
在
家
信
者
に
代
表
さ
れ
る
宗
教
的
 

ェ
り
｜
 
ト
に
 
限
ら
れ
て
い
る
。
 

最
寺
乗
 

お
こ
 
と
し
て
実
現
す
る
初
稿
 

一
方
、
大
半
の
在
家
信
者
に
と
っ
て
は
、
大
雄
 

寺
 と
し
て
強
く
印
象
づ
け
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 
 
 

即
ル
に
お
い
て
否
定
さ
れ
た
世
俗
的
な
価
値
観
や
自
 

己
の
欲
求
の
追
求
は
、
む
し
ろ
積
極
的
に
肯
定
さ
れ
る
こ
 

と
に
な
る
。
き
わ
め
て
現
実
 

 
 

・
自
己
肯
定
的
な
対
応
が
こ
こ
で
は
な
さ
れ
る
 

。
つ
ま
り
、
自
己
の
向
上
発
展
を
求
め
、
理
想
の
実
現
を
 

は
か
る
と
い
う
よ
り
も
、
 

現
 

 
 

 
 

 
 

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
事
例
と
し
て
紹
介
す
る
曹
洞
宗
 

制
さ
れ
、
以
後
多
数
の
名
僧
知
識
を
輩
出
す
る
こ
と
に
 

し
て
発
展
し
た
。
 

し
か
し
、
同
時
に
守
護
神
道
下
草
（
道
下
大
 

庭
唾
 ）
 

ん
 」
と
し
て
庶
民
の
篤
い
信
仰
を
受
げ
析
 

禧
寺
 と
し
て
 

し
て
の
機
能
の
二
つ
の
機
能
を
同
時
に
合
わ
せ
も
つ
と
 

そ
れ
ぞ
れ
の
志
向
性
を
ま
っ
た
く
異
に
し
て
い
る
。
 

0
 名
刹
大
雄
山
 景
乗
幸
 は
、
応
、
 
巷
 万
年
（
 一
 三
九
四
年
）
 工
商
憲
明
に
よ
っ
て
 開
 

よ
っ
て
末
寺
四
千
 ケ
 寺
を
有
し
、
曹
洞
宗
を
代
表
す
る
 事
 間
道
場
（
修
行
守
）
 と
 

を
 祀
る
 祈
 庸
幸
と
し
て
も
知
ら
れ
、
む
し
ろ
世
間
的
に
 
は
 「
小
田
原
の
道
了
さ
 

著
名
で
あ
る
。
即
ち
、
大
雄
山
景
 乗
弄
 は
、
修
行
幸
 と
 し
て
の
機
能
と
祈
 禧
寺
と
 

い
 分
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
 修
行
幸
と
祈
 禧
手
 で
は
 

教
 寺
院
の
大
部
分
は
、
た
て
前
は
仏
教
の
教
義
や
宗
祖
 の
 宗
旨
に
基
づ
き
安
心
解
脱
を
志
向
（
修
行
寺
院
）
し
な
 が
ら
、
実
際
は
回
向
 寺
 

院
 と
し
て
、
あ
る
い
は
 祈
而
 寺
院
と
し
て
い
ず
れ
か
一
方
 を
 事
実
上
の
存
在
意
義
と
し
て
も
っ
て
い
る
に
体
な
ら
 ヰ
・
 

レ
よ
、
 

ん
 1
 0
 



    

( 黒塗りの建物について 本稿で言及した ) 

図 1 . 大雄山山内一覧 図 ( 註 5) 

  
  
  

実
に
直
面
す
る
危
機
的
状
況
の
回
避
及
び
現
状
の
永
続
 的
な
存
続
 

が
 現
世
に
お
い
て
志
向
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

以
上
の
よ
う
に
、
安
心
志
向
の
レ
ベ
ル
と
現
世
利
益
 志
 向
の
レ
 

反
対
の
原
理
・
価
値
観
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
 

ヘ
ル
と
で
は
そ
の
方
向
を
ま
っ
た
く
異
に
し
、
両
者
は
い
 と

す
る
 

わ
ぱ
正
 

な
ら
ば
、
両
者
を
包
含
す
る
大
雄
山
 に
 お
い
て
は
、
 
両
 者
の
相
互
 

関
係
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 ま
 た
、
土
 

着
の
諸
要
素
と
の
関
係
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
 に
お
い
て
 

は
 右
の
点
に
つ
い
て
主
に
考
察
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
 ま
 ず
は
 大
 

雄
山
の
伽
藍
配
置
（
空
間
構
造
）
を
中
心
 仁
 見
て
み
た
 
ぃ
 0
 げ
だ
 

し
、
 右
の
点
は
大
雄
山
の
伽
藍
配
置
に
最
も
端
的
に
表
わ
 れ
て
ぃ
 

る
と
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
 0
 

目
 Ⅰ
は
大
雄
山
彙
 乗
 寺
の
略
図
で
あ
る
。
古
来
禅
院
に
お
 い
て
 

は
 、
七
堂
伽
藍
 と
 呼
ば
れ
る
七
つ
の
建
物
が
伽
藍
の
根
幹
 と
さ
れ
 

て
い
る
 0
 し
か
し
、
こ
れ
ら
は
禅
院
と
し
て
の
基
準
を
一
 

小
 し
た
も
 

の
で
、
実
際
に
ほ
各
寺
院
に
よ
っ
て
か
な
り
の
ヴ
ァ
リ
 ェ
 ー
  
 
@
 
/
 ョ
 

ン
 が
あ
る
 0
 

大
雄
山
の
伽
藍
は
、
こ
れ
を
役
割
・
機
能
上
か
ら
見
る
と
 、
安
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多
く
の
石
段
を
登
り
更
に
進
む
と
、
そ
れ
ま
で
の
趣
き
と
 

は
 異
質
の
景
観
が
我
々
の
眼
 

大
 
を
お
お
り
。
そ
こ
に
は
、
大
雄
山
の
も
つ
も
 

う
一
 つ
め
 聖
な
る
空
間
が
あ
る
。
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手 にお 

祈
禧
 寺
院
で
も
あ
る
大
雄
山
に
は
、
一
般
の
禅
宗
寺
院
 に
は
 見
ら
れ
な
い
い
く
つ
か
の
伽
藍
と
そ
れ
ら
の
た
め
の
 空
間
を
有
し
て
い
 

  ける仏教的複合について 

心
志
向
に
関
す
る
も
の
、
現
世
利
益
志
向
に
関
す
る
も
の
 、
 及
び
両
者
に
共
通
す
る
も
の
の
三
 つ
に
 分
類
す
る
こ
 と
が
可
能
で
あ
る
 0
 こ
 

ね
 ち
に
つ
い
て
概
観
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
 

㈲
安
心
志
向
に
関
す
る
伽
藍
 

修
行
守
と
し
て
安
心
志
向
に
第
一
に
必
要
な
も
の
と
さ
 れ
て
い
る
の
は
僧
堂
（
坐
禅
堂
）
で
あ
る
。
禅
宗
寺
院
と
 し
て
の
大
雄
山
の
修
 

行
の
中
心
が
、
な
ん
と
い
っ
て
も
坐
禅
で
あ
る
こ
と
に
 は
 異
論
が
な
か
ろ
 5
 。
事
実
、
修
行
僧
の
朝
の
坐
禅
（
 暁
 大
卒
）
に
始
ま
っ
て
 夜
 

の
 坐
禅
（
夜
坐
）
に
終
る
毎
日
の
修
行
生
活
は
、
僧
堂
を
 中
心
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
 0
 こ
の
僧
堂
の
存
在
 こ
 そ
が
、
大
雄
山
が
修
行
 

寺
院
で
あ
る
こ
と
の
何
よ
り
の
証
し
と
な
る
。
僧
堂
の
中
 央
 に
は
文
殊
菩
薩
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
文
殊
菩
薩
は
 智
慧
第
一
と
称
さ
れ
て
 

い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
修
行
僧
の
亀
鑑
と
さ
れ
て
い
る
の
で
 あ
る
。
即
ち
、
文
殊
菩
薩
は
大
雄
山
の
修
行
道
場
と
し
 て
の
 シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
 

の
で
あ
る
。
 

僧
堂
の
す
ぐ
左
横
に
位
置
す
る
の
が
衆
寮
で
あ
る
。
 坐
 禅
 や
そ
の
他
の
行
事
以
外
の
修
行
僧
の
生
活
、
た
と
え
ば
 、
仏
典
、
祖
 録
 の
 素
 

読
 や
暗
唱
な
ど
修
行
生
活
全
般
に
必
要
な
学
習
、
及
び
 多
少
の
プ
ラ
イ
ベ
 一
ト
な
 時
間
は
、
こ
こ
で
 質
 さ
れ
る
こ
 と
に
な
る
。
 

こ
れ
ら
僧
堂
、
衆
寮
は
修
行
僧
の
み
に
使
用
さ
れ
一
般
の
 信
者
に
は
無
縁
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
大
雄
山
の
修
行
 寺
 と
し
て
の
機
能
を
 

代
表
す
る
伽
藍
で
あ
る
と
 い
 え
 よ
う
 。
い
ず
れ
に
し
て
 も
 、
こ
こ
に
は
大
雄
山
の
修
行
 幸
 と
し
て
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
 ク
ス
 な
顔
が
あ
る
 0
 

②
現
世
利
益
志
向
に
関
す
る
伽
藍
 



連
 を
も
ち
な
が
ら
た
て
に
通
っ
て
位
置
し
て
い
る
。
 就
 中
 、
最
も
規
模
が
大
ぎ
く
、
ま
た
、
機
能
上
最
も
重
要
な
 働
き
を
し
て
い
る
の
が
 

御
真
殿
 で
あ
る
。
 御
真
 殿
は
大
雄
山
の
守
護
神
道
下
天
 薩
 睡
を
安
置
す
る
建
物
で
あ
る
が
、
こ
の
 御
真
殿
 こ
そ
は
 大
雄
山
の
祈
 禧
寺
 と
し
 

て
の
伽
藍
の
中
心
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
僧
侶
に
よ
る
 御
 祈
 禧
な
ど
の
現
世
利
益
的
儀
礼
は
こ
こ
で
行
な
わ
れ
る
 。
 御
真
殿
 に
安
置
さ
れ
 

た
道
下
大
 庭
睡
は
、
 人
々
の
現
世
利
益
的
志
向
の
シ
ン
ボ
 ル
 で
あ
り
、
ま
た
信
仰
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
も
あ
る
。
 

御
真
殿
 よ
り
上
方
に
三
百
三
十
段
に
も
わ
た
る
急
な
石
 段
を
登
り
つ
め
る
と
、
そ
こ
に
は
十
一
面
観
音
が
安
置
さ
 れ
た
奥
の
院
が
あ
 

る
 。
こ
の
十
一
面
観
音
は
、
道
下
尊
の
本
地
仏
と
し
て
の
 役
割
を
果
し
て
い
る
。
 

御
真
 殿
の
下
に
は
三
面
大
黒
 殿
 が
あ
る
。
こ
こ
に
安
置
 さ
れ
た
三
面
大
黒
天
も
一
般
の
そ
れ
と
同
じ
く
人
々
の
 現
 世
 利
益
的
信
仰
の
対
 

家
 で
は
あ
る
が
、
大
雄
 m
 の
大
黒
天
は
、
三
面
の
そ
れ
 ぞ
れ
に
矢
倉
沢
明
神
、
飯
沢
明
神
、
箱
根
権
現
の
土
着
の
 神
々
を
象
徴
し
て
い
る
 

と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
 

更
に
信
徒
会
館
の
背
後
に
あ
る
 慧
春
尼
 火
定
地
は
 、
開
 m
 了
庵
 憲
明
の
妹
で
あ
る
豊
春
 尼
が
 、
火
定
三
昧
に
入
っ
 て
 入
滅
し
た
と
さ
れ
 

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
近
年
「
お
た
す
 け
 地
蔵
」
と
 称
さ
れ
て
、
と
く
に
多
く
の
女
性
の
信
仰
を
あ
つ
め
て
 い
る
。
 

以
上
は
い
ず
れ
も
現
世
利
益
的
伽
藍
及
び
空
間
と
し
て
、
 大
雄
山
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

③
 両
 志
向
に
共
通
す
る
伽
藍
 

今
ま
で
大
雄
山
の
伽
藍
に
つ
い
て
、
安
心
志
向
に
関
す
 る
も
の
、
現
世
利
益
志
向
に
関
す
る
も
の
の
そ
れ
ぞ
れ
に
 つ
い
て
簡
単
に
概
観
 

し
た
が
、
最
後
に
、
両
者
に
共
通
し
て
用
い
ら
れ
る
伽
藍
 の
 存
在
を
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宗
教
 的
 レ
ベ
ル
に
お
い
て
 最
 

  
結 、 御 
赤 門 供 
門 の 橋 
の 内 を 
内 と 渡 
部 外 る 
ほ で と 

ほ は 正 
、 明 荷 

上 ら に 
か か は 

ら に 結 
夷 則 男 と 院 門 の のカェ 

（ 慈 間称 、 さ 

雲 別 れ 
閣 の る 
Ⅰ 世 荘 

  
  

、 る 像 

三のを 面で 携 
大 あ え 
黒 る て 
殿 。 存 
の       

在 

つ 
す 
る 

の 

建 結 
物 
が 

界 
Ⅱ 日ト @ 巨 @ 
と 

そ   
れ ハ @@ @@ 

ぞ 名 

れ   称 
が @ 

ゑ味 

  
刀て 

的 す 
関 通 
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大雄山 景 東寺における 

き が 

た 似 、 さ   
犬 羊 こ 

(4) 雄 尼 の 
Ⅱ 肋 山 低 木 
藍 の と 堂 
配 生 し の 
置 な て 中 
  竹ロ ィき づき 

見 藍 仰 正 
ら に 崇 面 
れ 

る   つ いの 梓沢 市 - 二 巳 

  て 対 ら 
つ 簡 象 れ 
の 単 と た 

特徴 

に 化 仏 
概 し 像 
観 、 は 

し 大   
た 雄 仏 
が 山 教 
" の の 

沈 水 教 
に 尊 祖 

、 と た 

そ し る 
れ て 釈 
ら 女 迦 
伽 置 牟 
藍 さ 尼 
配 れ 世 
置 て 尊 
に い そ 

見 る の 
ら の 人 
れ で で   
る あ あ 
主 る る 
な 。   

特 半 
徴 @% 
V@ し 

つ 
神 
格 

  
て 

@ イ 

さ 

述 
べ 

れ 
ナ， @ 

て 

お 釈尊 
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も く 信 建 び も 

、 な 者 物 月 水 量 
ま ど の で 令 堂 要 
た 、 出 も の は で 
" 信 人 あ 儀 " あ 

現 者 が る 礼 碧 る 
世 の 常 。 一 落 と 

利 例 時 し 舷 門 考 
益 に 許 か は を え 
志 と さ し ほ 通 ら 
向 つ れ 、 と っ れ 

を て る 前 ん て る 
め も と 述 ど 正 の 
ざ 重 と の こ 面 @ 
す 要 も 僧 こ       
借 物 な 衆 心 伽 殿 
者 と し 寮 と 藍   
に な ろ が し の 通 
と っ   、 て 中 称 

本 
って信一行 てい 者般 なに 心 堂 
も る は 信 わ 位 と 

、 の 朝 者 れ 置 ょ 

と で 課 の る し ば 
も あ な ほ 。 て れ 
ほ ろ ど と 従 い て 
関 。 の ん つ る い   る に 写 そ 打 物 
重 木 は す れ 僧 で 
要 堂 必 る は た ち 
な は ず こ 、 ち る 

建 、 参 と 修 の   
幼 女 列 の 行 朝   
ね め そ あ こ あ 
む ま さ     こ る と る 

、 す で の の 朝 

儀 修 出 に で 課 
犬 行 主 対 ぎ な 
と 僧 の し な ど 
説 に 説   
法 と 法 木 重 日 

の っ を 重 要 中 
中 て き は な 及 

仏教的複合について 

め 位 点、 l 巴 @ 
て い 置 に こ と 

重 ず す 位 の な 
要 れ る 置 よ る 
な に 本 し ぅ 伽 
煮 し 堂 て に 藍 
味 て は い 本 ・ 

を も 、 る 堂 空 
も 、 や と は 間 
っ 修 は 考 、 で 

て 行 り え 人 あ 
い 寺 安 ら 的 る 
る と ら れ 交   
と 研 志 る 流   
ら と 領 し ，む 
れ の 域 か に 

る 両 に し 、 

が ; 方 屋 、 役 
、 の す 余 割 

そ 綴 る 体   
れ 能 も と 機 
ら を の し 能 
0 合 と て 上 
点 わ 孝 太 ょ 

に せ え 雄 り 

っ も な 出 勤 
い っ け の 的 
て 夫 れ 伽 に 
は 雄 は 藍 な 
後 山 な の が ; 
述 に ら 本 め 
す お な 来 る 
る い い の と 

こ て 。 煮 、 と 味 安 
に 両 か 心 

す 者 
る を ら士 考 l @ じ 、 
  つ え と 

な る 現 
  時 世 
場 Ⅱ 禾 

と 七 益 
し 
て 志向 堂伽 

本 藍 が 
堂 の 文 
@ よ 中 錯 
き 心 す 
わ ほ ろ 



（
 
6
0
-
 

「
大
雄
山
 誌
口
 
に
よ
る
と
、
概
略
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
 

本
堂
の
よ
う
に
安
ら
志
向
と
現
世
利
益
志
向
を
つ
な
ぐ
 も
の
と
考
え
ら
れ
る
 伽
 曲
も
去
る
が
、
こ
れ
も
本
来
の
意
 味
か
ら
一
応
安
心
志
 

向
 に
属
す
る
も
の
と
す
る
と
、
大
雄
山
の
伽
藍
は
 、
結
 界
 門
を
境
界
と
し
て
二
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
 、
 大
雄
山
に
お
い
て
は
、
 

安
心
志
向
に
関
す
る
伽
藍
・
空
間
と
現
世
利
益
志
向
に
 関
す
る
伽
藍
・
空
間
が
意
識
的
に
分
離
さ
れ
て
い
る
の
で
 あ
る
。
こ
れ
が
第
一
の
 

特
徴
で
あ
る
。
 

第
二
に
、
両
者
を
大
雄
山
の
空
間
構
造
全
体
の
中
で
な
 が
め
る
と
、
中
央
に
位
置
す
る
の
は
安
心
志
向
に
関
す
 
る
 伽
藍
・
空
間
で
あ
 

り
 、
そ
の
周
辺
に
位
置
す
る
の
が
現
世
利
益
志
向
に
関
す
 る
 伽
藍
・
空
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 

こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
安
心
志
向
と
現
世
利
益
志
向
の
大
雄
 山
内
部
に
お
け
る
両
者
の
力
関
係
を
我
々
に
示
唆
し
て
 い
る
と
い
え
よ
 
う
 。
 

結
論
を
先
に
い
 う
と
 、
大
雄
山
に
お
け
る
伽
藍
配
置
は
 、
 概
ね
安
心
志
向
に
関
す
る
も
の
を
優
位
に
行
な
わ
れ
て
 い
る
の
で
あ
る
。
 

大
雄
山
は
、
曹
洞
宗
の
専
門
僧
堂
 最
乗
音
 と
し
て
よ
り
 も
 
「
 道
 了
さ
ん
」
と
し
て
知
ら
れ
、
現
世
利
益
を
得
ら
れ
 る
祈
 庸
幸
と
し
て
 一
 

般
 に
は
認
知
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
 伽
 藍
 配
置
か
ら
見
る
限
り
、
世
間
の
認
識
と
は
逆
の
結
果
 と
な
っ
て
い
る
。
あ
く
 

ま
で
も
専
門
僧
堂
 最
乗
寺
 と
し
て
の
顔
が
強
調
せ
ら
れ
て
 い
る
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
伽
藍
配
置
の
優
劣
は
、
究
極
的
に
は
、
そ
れ
 ぞ
れ
の
伽
藍
に
安
置
さ
れ
た
信
仰
対
象
の
優
劣
を
意
味
 し
て
い
る
と
考
え
 ろ
 

れ
る
の
で
あ
る
 0
 
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
更
に
別
の
角
 度
か
ら
の
説
明
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
 
簡
単
に
触
れ
て
お
ぎ
た
 

 
 

 
 こ

の
点
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
 

何
故
大
雄
山
景
 乗
手
 が
初
鷹
 寺
 と
し
て
成
立
し
た
か
。
 
換
言
す
れ
ば
、
元
来
 

仏
教
や
禅
の
教
義
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
そ
れ
ら
と
は
 ま
っ
た
く
異
質
の
存
在
で
あ
る
道
下
草
 が
 、
い
か
な
る
 形
 で
最
乗
寺
 と
結
び
つ
い
 

た
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
に
も
な
る
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大雄山鼠 乗寺 における 

て だ 消 こ 

前 事 、 し さ 

述 は そ 去 れ 
の い の っ て いる 空間力 ひ 、こ 形態 て、 Ⅰ 

構 冬 は る が 
造 く 本 と   
に の 地 は 元 
お 信 垂 い 来 
げ 著 述 え は 
る の 説 な 土 
安 信 に い 着 
，ら 柳 代 。 の 

志 を 表 し 信 
向 あ さ か 仰 
優 っ れ し   
住 め る 、 基 
の よ よ と 層 
伽 う う も 信 
藍 と に か 仰 のに 配も 置 " あ " も く 

は 大 く 土 お 
、 雄 ま 着 い 

ま 山 で   の の 

さ の も 神 韻 
に 守 仏 々 い 

こ 護 数 は も 

の 神 優 、 の 
よ と 位 大 で・ 

ら し の 雄 あ 

なて 仏の               
教 地 に 信 現 
と 位 お 仰 在 
基 な い 形 に 

層 起 て 憩 室 
信 え で の っ 

仰 る あ 中 て 
と こ り で も 

の と 、 意 決 
優 は そ 抹 し 
男 で の づ て 

の ぎ 意 げ そ 
関 な 味 が れ 
係 い に な ら 
を 0 お さ の 

「 中 
か れ に 

て た お 
柱 )   
と 道 た な 
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と
な
っ
て
い
る
道
下
尊
及
び
三
面
大
黒
天
も
、
い
ず
れ
も
 一
様
に
仏
教
的
色
彩
が
ほ
ど
 

当
山
の
開
山
で
あ
る
 了
 掩
蓋
 明
 が
こ
こ
を
開
く
に
際
し
 て
 、
 了
庵
を
 助
 け
 超
人
的
な
 働
 ぎ
を
し
た
の
が
 も
 と
三
井
 寺
の
修
験
者
追
丁
 で
 

あ
っ
た
。
 道
 了
は
当
寺
の
完
成
後
も
監
寺
と
し
て
そ
の
 経
営
に
尽
力
し
た
が
、
 了
庵
が
 遷
化
す
る
に
お
 ょ
 ん
で
、
 五
つ
の
誓
願
を
残
し
て
 

忽
然
と
姿
を
消
し
た
。
そ
の
時
の
姿
が
天
狗
で
あ
っ
た
。
 

こ
の
伝
承
に
従
っ
て
、
爾
来
道
下
 は
最
乗
 寺
の
守
護
神
道
 了
 大
権
現
と
し
て
祀
ら
れ
、
更
に
、
明
治
に
な
っ
て
 道
 了
 大
 鐘
睡
 と
し
て
 仏
 

教
の
菩
薩
の
地
位
を
与
え
ら
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
 の
で
あ
る
。
因
に
、
本
地
仏
は
奥
の
院
に
安
置
さ
れ
た
 十
 一
面
観
音
で
あ
る
と
さ
 

れ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
追
丁
 尊
は
 、
神
仏
習
合
に
と
 も
な
 5
 本
地
 垂
 班
の
原
理
に
基
づ
い
て
仏
教
的
体
系
の
中
 ぽ
 と
り
こ
ま
れ
、
そ
の
 

中
で
位
置
づ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
 

同
様
に
、
伝
承
に
 よ
 る
と
、
開
創
 寺
 に
は
大
山
明
神
、
 矢
 倉
沢
明
神
、
飯
沢
明
神
、
箱
根
権
現
等
の
こ
の
地
方
に
 土
着
の
神
々
も
樵
夫
 

あ
る
い
は
老
翁
と
化
し
て
 了
庵
憲
 明
の
前
に
出
現
し
、
 種
 々
に
協
力
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
伝
承
に
基
づ
い
 て
 矢
倉
沢
、
飯
沢
の
各
 

ぃ
 
明
神
、
箱
根
権
現
の
三
神
を
三
面
大
黒
天
の
三
面
 を
そ
れ
ぞ
れ
象
徴
す
る
存
在
と
し
て
祀
っ
て
い
る
の
で
あ
 る
 。
勿
論
、
こ
れ
ら
の
伝
承
 

が
は
史
実
に
基
づ
く
も
の
と
は
い
え
た
い
が
、
我
々
 
は
こ
こ
に
大
雄
山
開
創
以
来
の
神
仏
習
合
の
プ
ロ
セ
ス
を
 看
取
す
る
こ
と
が
で
き
よ
 



二 は   が 美 童 間 

日 午 禅 ら 大 以 多 し が は 
中 宗 は 雄 上 い 、 そ 分 

夜 行 幸 大 山 
  

の 。 儀 れ 離 
間 車 院 き に   安 そ 礼 で せ 

心 れ や あ ら 
志 5 法 る れ 

と 通 が 本 ぃ   山 現 し 行 堂 る 
九 一 礼 と 弾 帯 の 世 て な に の 

儀 利 相 わ お で ある 月二十 持 月二十 は、年 しての 宝寺院 さま ネ ｜ト 益志 反す れる て し 、 
九 六 中 儀 と さ   向 る が は 0 
日 日 行 礼 し ま と づ @ じ、 " し 

事 て な の 向 と 先 か 
面 高 や の 儀 関 な り に し 
祖 袖 戸 儀 礼 係 匂 わ 述   
忌 隆 介   を 含 げ べ 二 

と 條 、 す m た っ 

初 荷 更 る 主 よ の 
行事の 、十月 誕 会 、 禧 の に 大 の ら 志 
五 二 よ 幸 一 大 雄 浩 に 向 

雄 山 話 、 を   山 は の そ 統 
連 丘 あ   の 、 中 れ 合 
唐 目 ら て て 儀 全 に ぞ す 
己心 か の   

、 釈 じ 
礼 体 は れ る 

儀 あ を と 、 の 舞 
十 尊 め ネ し る 通 し 両 点 カ 
月 浬 期   し て 志 向 と 

大 は て 諸 向 を そ 
両 別 宿 宥 和 を 代 の 薬会、口や持院 し 者 え が 統 麦 湯 
忌 四 間 え の て 保 合 す も 

  肩 が る 求 み た す る 設 
独 人 定   め た れ る 憎 げ 
佳 日 め れ @ Ⅰ い て 工 侶 ら 
、 七 己 ら 応 。 ぃ 夫 と れ     る や 信 て 
十 尊 て て の 竪 者 い 
一 陣 い ， 行 - で 力 の る 

な あ が い の 

わ る た ず で 
るもの 月二十 誕会 、   0 さ れ あ 
一 七 が て れ も る 
日 月 参   て が 。 

    る い こ 前 

大 日         場 に の 

陸 士 え そ 合 絹 本 

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
、
大
雄
山
に
お
い
て
は
安
心
志
向
 優
位
の
伽
藍
配
置
が
な
さ
れ
、
ま
た
、
安
心
志
向
と
現
 世
 利
益
志
向
と
の
 空
 

ばに な従辺 周 
ら 属 」 
な す と   

。 形 ぅ 

て ・ 空 罰 位 は 

置 的 
づ 関 

げ 係 
も は 
れ 畳 
て き 

い 換 
る え 
の た 

て ・ も 

あ の 
る と   
少 え 

な ょ 

く う と 
も 月日 ち 
大   

雄 視 
m 世 
金 利 
体 益 

  の 京 、 

空 向 
間 に 

横 関 
遣 す 
な る 
晃 生 
る 間 
限 は   
こ 安 
の ，む、 

よ士 5@  @@ 向 Ⅰ、 
ナ @ し ン @ Ⅰ 

い 関 
わ す 
な る 
け 空 
れ 間 
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繍
 
こ
れ
ら
 

祈
禧
 
寺
院
と
し
て
の
儀
礼
の
中
心
を
な
 

し
て
い
る
の
は
、
道
下
尊
の
安
置
さ
れ
た
御
真
 

殿
 に
お
い
 

て
 行
な
わ
れ
る
抑
折
 

禧
と
、
 

講
中
の
求
め
に
応
じ
て
深
夜
、
御
供
橋
の
前
で
行
大
行
な
わ
れ
る
場
合
の
他
に
も
、
信
者
の
要
請
が
あ
 

捌
 

 
 

ら
の
儀
礼
は
先
の
定
期
的
に
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守
 
り
、
更
に
、
毎
月
の
二
十
七
・
二
十
八
日
に
は
 例
 祭
が
 催
さ
れ
る
。
 

 
 
 
 

講
会
、
十
二
月
一
日
 り
 八
日
 

臓
八
 摂
心
金
、
十
二
月
 -
 
八
日
釈
尊
成
道
会
な
ど
が
あ
る
。
 

更
に
月
分
行
事
は
、
一
日
祝
 禧
 訳
経
・
鎮
守
 弧
 経
、
 
二
日
章
駅
夫
 楓
 経
、
四
日
妙
高
慮
開
基
逮
夜
、
五
日
 

妙
高
開
基
月
忌
、
 

十
三
日
大
慈
 院
 開
基
逮
夜
、
十
四
日
大
慈
 院
 開
基
 月
忌
・
 略
 布
薩
、
十
五
日
祝
情
調
 経
 
・
鎮
守
 調
 経
、
 十
 八
日
清
滝
，
天
祐
 不
 

動
 再
調
 経
 
・
報
恩
院
開
基
逮
夜
、
十
九
日
報
恩
院
 
開
己
 心
月
忌
、
二
十
一
日
御
供
米
作
務
、
二
十
六
日
当
寺
 

開
山
逮
夜
、
二
十
 セ
日
 

当
寺
開
山
月
忌
・
例
祭
・
御
供
 式
 ・
二
十
八
口
例
祭
 ・
鎮
守
訳
経
、
三
十
一
日
 

路
 布
薩
な
ど
と
な
っ
て
い
る
  
 

一
見
し
て
わ
か
る
よ
さ
に
、
こ
れ
ら
の
儀
礼
の
大
半
は
 一
 般
の
宗
門
寺
院
に
お
い
て
も
類
似
の
儀
礼
が
行
な
わ
れ
 て
お
り
、
基
本
的
に
 

は
そ
れ
ら
と
ほ
と
ん
ど
異
な
る
こ
と
は
な
い
。
即
ち
 、
右
 の
 儀
礼
は
宗
門
の
伝
統
的
な
規
範
（
曹
洞
宗
行
持
規
範
 ）
に
基
づ
い
て
行
な
わ
 

れ
る
も
の
で
，
曹
洞
宗
寺
院
に
共
通
す
る
儀
礼
と
い
え
 る
 。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
も
の
の
大
部
分
が
本
堂
に
お
い
 て
 行
な
わ
れ
る
と
い
う
 

特
徴
を
も
つ
。
こ
こ
に
は
、
大
雄
山
の
き
わ
め
て
 オ
｜
 ソ
ド
ッ
ク
 
ス
 な
禅
宗
寺
院
と
し
て
の
 顕
 し
か
見
る
こ
と
が
 で
き
な
い
 0
 

て
 

纏
日
 に
定
期
的
に
行
な
わ
れ
る
も
の
と
、
信
者
の
要
 

㈲
祈
雨
寺
院
と
し
て
の
儀
礼
 

請
 に
応
じ
て
臨
時
に
行
な
わ
れ
る
も
の
と
が
あ
る
。
定
期
 的
に
行
な
わ
れ
る
年
中
行
事
 

 
 

 
 

て
の
儀
礼
も
頻
繁
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
は
 年
 中
行
事
の
よ
う
に
一
定
の
期
 

ム
口
 

 
 

十
七
日
・
二
十
八
日
大
祭
（
御
供
 
式
 ）
、
二
月
節
分
 
豆
撤
祭
 、
五
月
二
十
 セ
日
 
・
 

ね
 

二
十
八
日
大
祭
（
御
供
 式
 ）
、
九
月
二
十
 セ
 
・
 二
 
十
八
日
大
祭
（
御
供
 式
 ）
、
十
一
月
二
十
七
日
清
浄
 鎮
火
祭
な
ど
と
な
っ
て
 
お
 



夜
 八
時
半
、
深
い
静
寂
を
破
る
け
た
た
ま
し
い
振
鈴
の
立
 
日
 と
と
も
に
そ
の
儀
礼
は
始
ま
っ
た
。
御
供
橋
の
前
に
は
 特
別
の
祭
壇
が
設
 け
 

筆
者
が
見
聞
し
た
御
供
式
は
次
の
如
く
で
あ
っ
た
。
 

御
 初
禧
 に
つ
い
て
は
、
参
籠
者
に
対
し
て
早
朝
本
堂
に
 お
 げ
る
 朝
課
 に
引
き
続
い
て
行
な
わ
れ
る
も
の
と
、
日
中
 随
時
 行
 な
わ
れ
る
も
 

の
と
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
、
総
受
付
に
お
い
て
「
家
内
 安
全
」
「
身
体
健
全
」
「
商
売
繁
盛
」
「
 

当
病
 平
癒
」
な
ど
 、
祈
願
の
内
容
を
提
 

示
し
て
御
初
禧
の
中
し
込
み
を
す
る
と
、
御
真
 殿
 に
お
 い
て
御
祝
 禧
を
 受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

こ
こ
で
の
御
初
禧
の
内
容
は
、
法
螺
貝
の
先
導
に
よ
っ
て
 大
衆
及
び
導
師
が
 御
真
殿
 内
陣
に
入
場
し
た
後
、
僧
侶
 た
ち
に
よ
っ
て
「
 般
 

苦
心
経
」
「
普
門
品
」
「
 
消
災
妙
 吉
祥
陀
羅
尼
」
「
仏
頂
尊
 
勝
 陀
羅
尼
」
「
 随
願
速
得
 陀
羅
尼
」
な
ど
の
陀
羅
尼
を
中
 心
と
し
た
経
典
が
 、
ド
 

ン
ド
ン
ド
 ソ
 …
：
と
い
う
猛
烈
な
ス
ピ
ー
ド
で
連
打
さ
れ
 る
 一
対
の
太
鼓
に
 ム
ロ
 
わ
せ
て
読
話
さ
れ
る
と
い
う
も
の
 で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
 

護
摩
を
焚
く
な
ど
の
密
教
寺
院
一
般
に
見
ら
れ
る
 祈
禧
 の
 技
法
は
、
こ
こ
に
は
見
ら
れ
な
い
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
信
者
に
と
っ
て
は
、
御
祝
禧
の
内
容
そ
 の
も
の
よ
り
も
、
御
真
 殿
 に
お
い
て
こ
の
儀
礼
が
行
な
 わ
れ
る
と
い
う
こ
と
 

に
こ
そ
意
味
が
あ
る
。
即
ち
、
願
主
で
あ
る
信
者
に
と
っ
 て
 、
僧
侶
た
ち
の
読
経
を
通
し
て
個
々
の
祈
願
の
成
就
 が
 道
下
等
 に
 対
し
て
 希
 

求
 せ
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
結
果
、
道
下
等
ょ
り
 の
 御
利
益
が
確
実
に
得
ら
れ
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
 か
ら
で
あ
る
。
 

（
 
7
7
 

）
 

御
初
 禧
 終
了
後
、
各
自
は
道
下
算
の
 印
徴
 で
あ
る
と
さ
 れ
る
「
お
金
印
」
の
印
紙
が
入
っ
た
新
禧
 札
 を
受
け
取
る
 こ
と
に
な
る
が
、
 

わ
ば
、
御
祝
 禧
 に
よ
る
祈
願
は
祈
 禧
札
に
 シ
ン
ボ
ル
化
せ
 ら
れ
、
各
自
が
そ
れ
を
持
ち
帰
る
こ
と
に
よ
っ
て
祈
願
 の
 永
続
化
が
は
か
ら
れ
 

る
と
と
も
に
、
 祈
禧
礼
 は
道
下
尊
の
分
身
と
見
な
さ
れ
て
 家
に
安
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

次
に
、
当
山
独
特
の
儀
礼
で
あ
る
御
供
 式
は
 、
本
来
は
 道
下
尊
の
大
祭
で
あ
る
正
月
、
五
月
、
九
月
の
二
十
七
日
 、
 及
び
例
祭
で
あ
る
 

上
記
以
外
の
月
の
二
十
七
日
の
い
ず
れ
も
夜
に
厳
修
さ
れ
 る
の
で
あ
る
が
、
講
中
の
要
望
が
あ
れ
ば
、
前
記
の
日
 以
外
に
も
臨
時
に
こ
れ
 

な
 行
な
 う
 の
を
常
と
し
て
い
る
。
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ら
れ
、
そ
の
空
間
は
竹
と
し
め
縄
で
結
界
さ
れ
て
い
る
。
 

そ
こ
が
聖
域
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

か
が
り
火
と
提
 
燈
 に
よ
 

ろ
う
す
 
明
り
の
中
で
、
先
達
、
講
元
を
初
め
と
す
る
請
ロ
 

貝
は
僧
侶
の
到
着
を
待
つ
。
や
が
て
、
法
螺
貝
に
先
導
 

さ
れ
た
僧
侶
達
と
導
師
 

（
山
主
）
が
入
場
し
、
そ
し
て
静
か
に
読
経
が
始
ま
る
。
 

読
経
は
「
普
門
品
」
「
般
若
心
経
」
「
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
」
 

と
 続
く
。
 
時
 お
り
 鳴
 

ら
さ
れ
る
法
螺
貝
の
響
ぎ
と
と
も
に
式
は
い
よ
い
よ
 

佳
 境
 に
入
る
。
と
、
突
然
、
暗
闇
の
中
か
ら
全
身
を
白
衣
に
 

被
わ
れ
た
御
供
僧
が
 

、
 

頭
上
に
御
供
（
赤
飯
）
を
入
れ
た
櫃
を
捧
げ
て
導
師
前
 

に
 現
わ
れ
る
。
そ
の
姿
は
な
ん
と
も
神
秘
的
で
あ
る
。
 

白
 衣
 ・
 白
 覆
面
・
素
足
に
 

草
履
。
典
座
役
の
僧
に
つ
ぎ
そ
わ
れ
て
は
 

い
 る
も
の
の
、
 
御
供
僧
の
顔
面
は
覆
面
で
被
わ
れ
前
方
が
見
え
な
い
は
 

ず
 に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 

。
て
の
身
の
こ
な
し
は
い
か
に
も
軽
い
 

0
 御
供
僧
は
導
師
 
の
 前
に
進
入
導
師
か
ら
金
剛
太
の
 

を
受
け
る
と
、
（
 

8
@
 
 

酒
水
 

結
 界
 門
を
開
け
石
垣
を
か
 

け
 上
り
、
や
が
て
そ
の
姿
は
暗
闇
の
む
こ
 

う
 に
あ
る
 
御
真
 殿
 へ
と
消
え
て
い
く
。
続
い
て
二
人
目
、
三
人
目
と
計
 

三
人
の
御
供
僧
が
 

、
同
 

様
に
 御
真
 殿
の
道
下
大
庭
 
埴
に
 御
供
を
献
上
す
る
。
 

献
 上
 が
終
っ
た
御
供
僧
が
再
び
御
供
 

橋
 前
に
帰
り
、
人
々
の
 

前
に
姿
を
現
わ
す
と
、
 

ぱ
 
裏
に
合
掌
し
て
こ
れ
を
迎
え
る
。
人
々
の
感
動
 

は
 頂
点
に
達
し
て
い
る
。
御
供
僧
の
姿
が
見
え
な
く
な
る
 

と
 、
議
員
は
先
を
争
っ
て
 

結
 

つ
御
供
 

合
に
界
を
つ
く
っ
て
い
た
 

橋
 の
 苛
 て
の
式
が
終
っ
た
後
、
講
 

竹
 や
し
め
縄
を
 
う
 ば
い
 員
は
 

お
 5
 

 
 

 
 

 
 は

 
御
供
式
は
終
了
す
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

の
 禅
宗
寺
院
と
し
て
の
儀
礼
の
他
に
、
 

祈
禧
 寺
院
と
し
て
 
、
信
者
の
求
め
に
応
じ
て
 

随
 

 
 

 
 

利
益
的
欲
求
を
充
足
さ
せ
る
 

に
 基
づ
い
て
修
行
の
一
環
と
 

 
 
 
 

 
 

㍼
こ
と
を
目
的
と
す
る
と
い
う
よ
 

う
 に
、
両
者
は
大
 
き
 く
そ
の
方
向
を
異
に
す
る
。
大
雄
山
に
お
い
て
は
、
 

こ
 れ
ら
両
方
の
儀
礼
に
僧
侶
が
 

 
 
 
 

大
関
与
す
る
と
と
も
に
、
両
者
が
ほ
と
ん
ど
矛
盾
を
 

感
じ
さ
せ
る
こ
と
な
く
円
滑
に
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
 

る
 。
 



㈹
二
種
の
倣
礼
の
相
互
依
存
関
係
 

檀
家
組
織
を
も
た
な
い
大
雄
山
に
と
っ
て
、
自
己
を
存
 続
し
ぅ
る
 経
済
的
基
盤
は
、
ひ
と
え
に
信
者
の
側
に
依
存
 し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

い
が
、
そ
れ
ら
信
者
を
大
雄
山
に
ひ
き
つ
け
、
信
者
の
欲
 求
を
充
足
さ
せ
る
儀
礼
こ
そ
が
御
礼
 席
 、
御
供
式
な
ど
 の
 現
世
利
益
的
儀
礼
で
 

あ
る
と
い
え
る
。
従
っ
て
、
大
雄
山
に
と
っ
て
こ
れ
ら
の
 儀
礼
は
、
大
雄
山
の
存
在
を
左
右
す
る
重
要
な
儀
礼
で
 あ
る
と
 い
 わ
 ほ
 げ
れ
ば
 

な
ら
な
い
 0
 

と
こ
ろ
で
、
現
世
利
益
的
儀
礼
は
 、
 単
に
経
済
的
基
盤
 の
 確
保
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
民
衆
の
救
済
と
い
う
仏
教
 の
 救
済
宗
教
と
し
て
 

の
役
割
・
機
能
の
一
環
を
担
 う
 も
の
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
 ら
 現
世
利
益
的
儀
礼
に
よ
っ
て
、
信
者
の
危
機
的
状
況
 0
 回
復
や
現
状
の
安
全
 

の
 確
保
が
は
か
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
民
衆
の
 救
済
と
い
ら
仏
教
の
も
つ
本
来
的
な
目
的
に
合
致
す
る
 も
の
に
体
な
ら
な
い
か
 

ら
で
あ
る
。
 

以
上
の
よ
う
に
、
信
者
に
対
し
て
な
さ
れ
る
現
世
利
益
 的
 儀
礼
は
、
大
雄
山
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
単
に
経
済
的
基
 盤
の
確
保
に
つ
な
が
 

る
ば
か
り
で
な
く
、
民
衆
の
救
済
即
ち
、
下
化
衆
生
の
 一
 役
 を
担
 う
 も
の
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
 の
で
あ
る
。
他
方
、
僧
 

偶
 に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
安
心
志
向
レ
ベ
ル
の
儀
礼
は
 、
 上
求
菩
提
の
た
め
の
も
の
と
し
て
の
位
置
づ
げ
が
可
能
 で
あ
ろ
う
。
か
く
し
 

て
 、
一
見
矛
盾
す
る
か
に
見
え
る
 禅
 修
行
と
祈
 禧
 と
い
う
 大
雄
山
の
二
重
の
儀
礼
は
、
上
求
菩
提
と
下
化
衆
生
と
 い
 5
 大
乗
仏
教
の
原
理
 

に
よ
っ
て
現
実
的
に
結
び
つ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
 あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
山
主
の
法
話
に
お
い
て
 も
 同
様
に
い
え
る
。
 信
 

者
の
現
世
利
益
的
志
向
を
肯
定
し
つ
つ
、
更
に
仏
教
徒
 と
し
て
の
生
き
る
べ
 き
 指
針
を
与
え
る
と
い
う
き
わ
め
て
 現
実
的
な
対
応
が
な
さ
 

面 る 
か 0 し 

ら こ か 

た の し 
が ， 点 、   

め に そ 
て つ の 
み ぃ 背 

よ て 景 

ぅ 0 安に 心は 
廿プ     
同 相 
の 子 
レ 盾 
べ す   
を 両 
代 方 
表 の 
す レ 
る べ 

Ⅰ 曽 ル 
侶 が 
の 互   
と @ こ   
現 存 
世 す 
禾リ る 
益 関 
恵 ィ 系 

向 に 

0 あ る - 
べ と     
子犬 前 
表 提 
す 条 
る ィ牛 

があ 信者       
一 -- ケ @ @ 
つ 居、 

の わ   
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さ
て
、
一
方
信
者
の
側
に
と
っ
て
、
御
初
禧
及
び
御
供
 

式
な
ど
の
儀
礼
は
、
自
己
の
欲
求
・
願
望
を
道
下
等
 

に
希
 
求
 す
る
最
も
重
要
な
 

儀
礼
と
な
る
。
そ
れ
ら
の
儀
礼
を
通
し
て
 

道
 工
専
 
よ
 り
 の
 御
利
益
を
獲
得
し
、
危
機
的
状
況
か
ら
の
打
開
が
は
か
 

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

大
 

雄
山
の
熱
心
な
信
者
は
、
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
 

自
 己
の
救
済
体
験
が
信
仰
の
裏
付
け
と
な
っ
て
い
る
と
い
っ
 

て
よ
い
 
0
 道
下
尊
へ
の
 

信
仰
は
、
こ
の
御
利
益
獲
得
に
よ
る
救
済
体
験
に
よ
っ
 

て
 ょ
り
強
固
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
 

0
 そ
し
て
、
こ
の
 

救
済
体
験
は
そ
の
お
礼
 

と
し
て
の
大
雄
山
へ
の
寄
進
へ
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
今
 

日
 ま
で
大
雄
山
を
経
済
的
に
支
え
て
い
た
の
は
、
信
者
 

た
ち
の
か
か
る
寄
進
に
 

の
る
と
い
っ
て
Ⅰ
 

本
 

り
咀
廻
言
 

目
で
は
 
七
什
 

い
い
。
（
Ⅰ
 

コ
 
）
 

以
上
の
よ
う
に
、
一
般
の
信
者
に
と
っ
て
は
現
世
利
益
，
 

」
そ
が
第
一
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
僧
侶
 

た
 ち
に
対
し
て
ほ
厳
し
 

い
 修
行
生
活
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
 

僧
 侶
 た
ち
が
世
俗
的
欲
求
・
 

願
 

陸
自
我
肯
定
的
 

向
 

ぱ
 望
を
断
ち
、
精
進
潔
斎
 

し
 、
坐
禅
修
行
に
励
む
こ
 

と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
彼
ら
が
行
な
う
 志

向
 属
 現
実
主
義
的
 

 
 

な
 御
利
益
が
保
障
さ
れ
る
と
信
者
に
 

撰
隷
 
現
世
 
利
 

（
宗
教
的
マ
ス
）
信
者
 

 
 

鯉
 
的
 
複
 生
活
は
自
己
の
安
心
解
説
を
目
的
と
す
る
も
の
で
 
よ
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
 

0
 つ
ま
り
 

 
 

 
 

保
毬
 

援
 れ
は
現
世
利
益
的
儀
礼
の
効
果
を
高
め
る
た
め
の
 

ュ
 

 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 

 
  
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 

倒
木
 

吐
 
 
 
御
 

 
 

 
 

 
 

二
周
 

陸
自
我
否
定
的
 

麟
 
以
上
の
よ
う
に
、
大
雄
山
に
お
け
る
安
心
志
向
 

と
 現
世
利
益
志
向
の
両
レ
ベ
ル
は
 

、
 

属
 理
想
主
義
的
 

り
 
二
十
 
尤
 

 
 

寺
 （
古
本
教
的
ユ
リ
ー
ト
 

 
 

釦
 相
反
す
る
方
向
を
志
向
し
っ
 

っ
 も
相
互
に
依
存
す
 

 
 

 
 

侶
 

太
 
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
道
下
尊
の
現
世
利
益
的
 

な
 魅
力
に
よ
っ
て
こ
そ
大
雄
山
は
多
 

129 (373) 

れ
て
い
る
点
も
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
 



大
雄
 m
 の
信
者
は
、
信
者
組
織
で
あ
る
講
を
単
位
と
し
 て
 、
集
団
で
信
仰
活
動
を
行
な
 う
場
 ム
ロ
が
多
い
。
個
人
で
 
大
雄
山
の
信
仰
に
 入
 

る
 者
も
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
一
時
的
な
信
者
で
あ
る
 場
合
が
多
い
。
勿
論
こ
う
し
た
一
時
的
な
信
者
も
 、
そ
 の
 信
仰
が
深
ま
る
に
つ
 

れ
て
い
ず
れ
か
の
既
成
の
講
に
加
入
す
る
か
、
新
た
に
 回
信
の
者
を
募
っ
て
講
を
新
し
く
結
成
す
る
に
至
る
。
 い
 ず
れ
に
し
て
も
、
講
は
 

任
意
の
同
信
者
集
団
で
あ
る
が
故
に
離
合
集
散
が
激
し
 く
 、
流
動
的
で
、
そ
の
正
確
な
数
を
把
握
す
る
こ
と
は
き
 ね
 め
て
む
ず
か
し
い
と
 

さ
れ
て
い
る
 D
 議
 そ
の
も
の
は
、
既
に
江
戸
時
代
の
後
 期
 に
か
な
り
の
数
が
結
成
き
れ
て
い
た
と
予
想
さ
れ
る
が
 、
今
日
大
雄
山
 仁
 登
録
 

さ
れ
実
際
の
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
講
は
、
三
七
 0
@
 
二
八
ハ
 
レ
八
 
Ⅰ
 ス
レ
 
い
で
去
の
る
と
さ
れ
て
い
る
。
 

講
の
分
布
は
東
京
、
神
奈
川
を
中
心
に
ほ
 ば
 関
東
一
円
 に
わ
た
り
、
遠
く
は
静
岡
、
愛
知
な
ど
東
海
、
中
部
地
 方
 に
ま
で
及
ん
で
い
 

(374) Ⅰ 30 

に な 雄 る め く 

民 つ く 山 さ 。 実 の 
間 
  
へ       
/ レ   
民間 にお 

し 雄 と 天 付 つ 
け て 四 儀 雄 げ け 
る レ お を 乱 山   

べ ぎ 離 に 最 
た れ っ 乗 

そそ 
信仰 Ⅰ レ が め 

活 い て い 寺 
。 民 て が 

間 な 修 
  
の サこ におけ 動は 、 レ が 行 呪 よ 

べ め 寺 的 つ 

め て 院   効 て 
に き と 果 経 

L@ し ，舌 お た 祈 を 済 
は 一 動 い 0 億 
講じ 

高 約 
て し 寺 め に 

と も か 院 、 存 
  信 立 
Ⅰ・ @ ト @ と 行なし、 い 者 し 

司 ｜ 
わ 遭 う の う 

れ 了 三 現 る 
信者 世 基 
集 
団 

て尊 いにの つ 利雄 
る 対 機 益 を 

V@ Ⅰ 。 す 能 的 確 
よ 最 る を 欲 立 
  後 信 吉 求 し 
て に 仰 す め て 

行 " 活 8    案 ぎ 
な 現 た 
わ そ う 動こ は と を 。 
れ し 単 に 保 と 

て た に 着 障 同 
  良 大 目 す 時 
る 間 雄 し る けこ 

  
レ 山   と 
べ 両 両 老 僧 
ル 部 者 え 7 目 

に は の 

お 密 関 
げ ま 條 

ら れ の 厳 
て し 

る る を い い 

信 も 中 る 安 
仰 の ，む の ，む 
活 で に で 志 、 

勤 は 大   あ 向 



大雄山鼠 乗ミ 

て 数 つ 
い は こ 

る釜著 と 

と ） し   

こ く そ 
ろ 減 し 
か 少 て 

ら し " 
、 た 大 

そ が 雄 
の 、 山 
他 我 で 
0 所 受 
先 に 戒 
達 は 得 
を 大 度 
加 推 せ 
え 山 @ 
る 先 げ 
と 連 る 
か 会 こ 

な が と 

9 束 と 

の 京 い 

数 の う 

0 元 三 
先 達 つ 

達 を の 
が 中 条 
大 石 件 
雄 に を 
LLr  結 満 
に 成 し 
関 さ て   
て 、 な 

清 多 け 
動 か れ 
を 時 は 
続 で な 
げ 五 ら 
て 十 な   
た ち   

と の 戦 
考 先 後 

え達こ らがれ 
れ 名 ら 

る を 先 
。 連 連 

ね め 

131@ (375) 

 
 

 
 

 
 

し
か
し
な
が
ら
、
大
雄
山
の
先
達
と
し
て
活
動
す
る
た
め
 に
は
、
最
小
限
、
先
達
自
身
が
道
下
草
 に
 救
わ
れ
た
と
 い
 う
 信
仰
体
験
を
も
 

ヒ
す
 

る
ひ
 

講
の
構
成
は
先
達
、
講
元
、
世
話
人
、
一
般
議
員
か
ら
 な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
各
誌
に
よ
っ
て
か
な
り
の
 ヴ
ァ
 り
エ
 ー
 シ
 。
 ン
が
見
 

ら
れ
、
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
た
 い
 。
講
の
成
立
・
 展
 開
 に
と
も
な
う
種
々
の
事
情
や
大
小
の
規
模
に
よ
っ
て
 、
 講
の
構
成
メ
ン
バ
ー
を
 

異
に
す
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
と
り
わ
け
講
の
宗
教
活
動
に
と
っ
て
重
要
な
役
 割
を
演
じ
て
い
る
の
が
先
達
の
存
在
で
あ
る
 0
 先
達
の
 存
在
の
有
無
は
 、
あ
 

る
 意
味
で
講
の
宗
教
活
動
そ
の
も
の
を
規
定
す
る
も
の
と
 な
っ
て
い
る
 0
 即
ち
、
一
般
的
に
い
っ
て
先
達
の
存
在
 を
 欠
く
講
の
宗
教
的
 活
 

動
は
不
活
発
で
あ
り
、
逆
に
先
達
を
有
す
る
講
の
宗
教
 的
 活
動
は
活
発
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
 

講
の
主
な
活
動
は
 、
 年
に
何
回
か
大
雄
山
に
登
拝
す
る
，
 」
と
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
も
 講
 独
自
の
祭
礼
や
日
常
的
 な
 活
動
が
執
り
行
な
 

わ
れ
、
そ
れ
ら
は
大
雄
山
を
離
れ
て
民
間
レ
ベ
ル
で
執
り
 行
 な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
民
間
レ
ベ
ル
に
お
 げ
る
諸
儀
礼
を
管
掌
 す
 

て
 

い
 
る
宗
教
的
職
能
者
が
先
達
に
体
な
ら
な
い
。
 

舘
 大
雄
山
に
お
け
る
先
達
の
出
自
は
必
ず
し
も
一
つ
口
 

の
 系
譜
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
修
験
の
系
譜
 を
ふ
む
者
、
御
嶽
行
者
の
系
 

捧
譜
 を
ふ
む
者
な
ど
を
そ
こ
に
看
取
す
る
こ
と
が
で
 き
 る
 。
即
ち
、
大
雄
山
の
先
達
は
い
く
 っ
 か
の
系
譜
を
異
 に
す
る
民
間
職
能
者
の
流
れ
 

磁
 
さ
く
む
存
在
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
 先
達
の
中
に
、
女
性
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
 も
 、
大
雄
山
の
先
達
の
特
徴
 

 
 

げ
 
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 



家
で
 祈
禧
な
 行
な
 う
 な
ど
、
先
達
の
活
動
は
か
な
り
 
ヴ
 ブ
リ
ュ
ー
シ
ョ
 
ソ
 に
吉
日
ん
だ
広
い
範
囲
で
行
な
わ
れ
て
い
 

る
 。
と
り
わ
け
、
信
者
 

行
事
の
他
に
毎
月
の
例
祭
を
主
催
す
る
。
更
に
家
 

祈
禧
 と
 称
し
て
、
地
鎮
祭
、
上
棟
式
そ
の
他
の
時
に
は
信
者
の
 

求
め
に
応
じ
て
信
者
の
 

先
達
の
本
来
の
役
割
は
、
文
字
通
り
大
雄
山
登
 

拝
 
に
際
 

し
て
講
中
を
統
轄
 

し
 
先
導
す
る
こ
と
に
あ
る
。
大
雄
山
に
 

参
籠
す
る
講
中
の
大
 

半
は
 

、
当
夜
御
供
 

式
 
を
受
け
、
翌
朝
本
堂
に
お
け
る
 

朝
 
課
 
に
参
列
し
た
後
、
御
真
 

殿
 
に
お
い
て
御
祝
 

禧
を
 

受
 
け
 
る
こ
と
を
常
と
し
て
い
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

先
達
は
信
仰
の
対
象
と
な
る
道
下
尊
を
大
雄
山
よ
り
 

勧
 
詣
 
し
、
自
宅
や
新
た
に
建
立
し
た
お
堂
に
安
置
す
る
こ
と
 

に
ょ
り
、
そ
こ
を
 

拠
 

点
 
に
講
の
宗
教
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
 

講
 
に
よ
っ
て
独
自
に
定
め
た
 

星
 
ま
つ
り
や
 

豆
撤
 

式
及
び
 

道
下
薬
と
い
っ
た
年
中
 

る
 。
 

㈲
大
雄
山
山
内
に
お
け
る
儀
礼
 

(376) 

先
達
の
行
な
 
う
 儀
礼
の
こ
と
ご
と
く
は
現
世
利
益
的
な
 

儀
礼
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
職
能
者
と
し
て
概
ね
次
の
 

ょ
 う
 な
儀
礼
を
管
掌
 

す
 
2
 



 
 

 
 

 
 

 
 

ホ
教
的
 

職
能
者
を
相
互
補
完
的
関
係
に
お
い
て
容
認
 

す
る
大
き
な
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
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ね
 
儀
礼
を
行
な
 う
 先
達
の
技
法
は
、
先
達
が
追
丁
 
尊
 と
 直
接
的
な
交
流
の
結
果
、
そ
の
解
答
を
得
る
と
い
う
「
 

お
う
か
が
い
し
や
、
追
丁
 
尊
 

暉
 
用
い
て
、
信
者
の
欲
求
の
実
現
を
一
方
的
に
道
下
 

尊
に
 希
求
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
僧
侶
を
媒
介
 

と
 す
る
信
者
と
追
丁
尊
の
関
係
 

は
は
常
に
間
接
的
で
あ
る
。
更
に
、
信
者
の
祈
願
の
 

内
容
も
一
般
的
な
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
 

て
、
 同
じ
く
現
世
利
益
的
な
 

 
 

し
て
い
る
。
そ
れ
は
両
者
の
性
格
の
違
い
に
起
因
 
す
 る
と
思
わ
れ
る
。
 

紋
 
口
 

僧
侶
も
先
達
も
と
も
に
信
者
の
求
め
に
応
じ
て
 

現
世
利
益
的
な
儀
礼
を
行
な
 
う
 が
、
僧
侶
の
そ
れ
は
、
 
陀
 羅
尼
 の
 読
 諦
な
ど
の
技
法
を
 

し
か
し
そ
れ
は
 僧
 と
し
て
は
最
低
の
上
座
の
地
位
に
留
 さ
っ
て
お
り
、
先
達
は
立
場
上
は
僧
侶
 と
 
一
般
信
者
と
の
 中
間
に
位
置
す
る
存
在
 

@
 
リ
リ
 

）
 

と
見
な
さ
れ
て
い
る
 0
 し
か
し
、
一
般
信
者
に
と
っ
て
は
 、
先
達
は
僧
侶
以
上
に
身
近
で
か
つ
 聖
 牲
を
帯
び
た
 ヵ
 リ
ス
マ
 
的
 存
在
と
さ
れ
 

限
り
先
達
は
大
雄
山
で
形
式
的
に
得
度
を
受
け
る
こ
と
を
 半
ば
義
務
づ
げ
ら
れ
て
お
り
、
 

一
応
大
雄
山
の
僧
と
し
て
の
資
格
を
も
つ
が
、
 

関
係
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
 0
 我
々
は
こ
こ
に
も
 大
 雄
山
の
二
重
構
造
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 

と
こ
ろ
で
、
大
雄
山
に
お
け
る
僧
侶
と
先
達
の
関
係
は
 、
 立
場
上
僧
侶
の
方
が
常
に
優
位
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
 大
 雄
山
の
先
達
で
あ
る
 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
大
雄
山
に
は
僧
侶
と
先
達
と
い
う
 性
 格
の
異
な
る
職
能
者
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
形
で
道
下
 尊
 に
 関
与
し
、
信
者
と
 

 
 

 
 

 
 

が
い
」
の
た
め
に
先
達
の
も
と
を
訪
れ
る
人
々
は
 

、
単
 

な
る
講
の
組
織
を
超
え
て
今
日
で
も
か
な
り
多
い
。
 



表 Ⅰ 大雄山における 仏教的複合 
  

 
 

 
 

 
 

者
格
 

 
 

 
 

 
 

龍
佳
 

 
 

職
の
 

 
 

 
 

口
口
 

 
 

的
者
 

達
 

教
能
 

 
 

 
 

 
 

坐
且
 

 
 

 
 

尊
 

了
 

道
 

 
 

 
 

堂
 

了
 

拙
僧
 本
 

 
 

 
 

 
 

Ⅱ
 
禾
 

世
 

 
 

山
 の
 め
 

『
 
目
し
 
/
 

 
 

稚
内
 べ
 

 
 

大
山
 レ
 

民
レ
 

優
位
・
劣
位
 

ま
と
め
 

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
 、
 我
々
は
大
雄
山
 景
乗
寺
 と
い
う
 曹
洞
 寺
 の
 一
 寺
院
が
、
曹
洞
宗
と
 

い
 う
 宗
派
の
枠
を
超
え
て
外
に
多
数
の
信
者
を
獲
得
し
、
 更
に
 、
 内
に
様
々
な
原
理
・
要
素
を
 

包
含
 し
、
 種
々
の
機
能
を
果
し
て
い
る
こ
と
を
概
観
し
 十
八
 

-
 
し
 
。
 

そ
れ
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
表
 1
 の
よ
う
に
な
る
。
 

大
雄
山
彙
 乗
寺
 が
単
な
る
修
行
守
で
あ
る
に
留
ま
ら
ず
、
 

祈
 庸
幸
と
し
て
そ
の
現
世
利
益
的
 

役
割
を
果
す
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
 

道
 工
専
と
い
 
5
 ぎ
 ね
 め
て
土
着
宗
教
的
要
素
の
強
い
存
在
 

と
 習
合
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
大
雄
山
に
は
 安
心
志
向
と
現
世
利
益
志
向
の
両
 レ
 

ヘ
ル
を
充
足
す
る
伽
藍
・
空
間
や
儀
礼
が
存
在
し
、
更
に
 、
現
世
利
益
志
向
を
代
表
す
る
道
 下
 

尊
 に
関
す
る
信
仰
活
動
は
 、
 シ
ヤ
ー
マ
ニ
ッ
ク
な
民
間
 職
能
者
で
あ
る
先
達
の
介
入
に
よ
っ
 

て
 、
大
雄
 m
 山
内
の
範
囲
を
超
え
て
民
間
レ
ベ
ル
に
 ま
 で
 波
及
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
 

る
 。
 

大
雄
山
の
側
に
と
っ
て
も
、
先
達
は
信
者
を
道
下
草
 の
 
信
仰
へ
と
強
く
結
び
つ
げ
、
ま
た
そ
 

 
 1

3
 

の
 
信
仰
を
更
に
増
幅
さ
せ
て
く
れ
る
重
要
な
存
在
な
の
で
 あ
る
 0
 
か
か
る
先
達
の
大
雄
山
へ
の
 

 
  
 

介
入
を
 、
 
我
々
は
仏
教
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
 習
 ム
ロ
 と
 し
て
考
え
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
㎝
 

ヘ
ノ
 

@
 @
 
。
 



の
、
 常
に
相
互
依
存
・
相
互
補
完
の
関
係
に
あ
る
こ
と
も
 

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

更
に
、
大
雄
山
が
い
か
に
仏
教
本
来
の
も
の
と
は
異
質
 

な
 土
着
宗
教
的
要
素
を
内
に
含
み
、
ま
た
そ
れ
が
い
か
に
 

ソ
サ
 
ー
マ
ニ
ッ
ク
な
 

職
能
者
の
介
入
に
よ
っ
て
大
雄
山
の
枠
を
超
え
て
民
間
 

レ
ベ
ル
に
ま
で
波
及
し
ょ
う
と
も
、
大
雄
山
に
関
係
を
も
 

つ
 限
り
に
お
い
て
は
、
 

そ
れ
ら
は
仏
教
寺
院
と
し
て
の
大
雄
山
の
信
仰
の
全
体
 

と
し
て
考
え
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

本
稿
に
お
い
て
は
、
以
上
の
仏
教
寺
院
と
し
て
の
大
雄
 

m
 の
信
仰
活
動
の
全
体
を
「
仏
教
的
 

複
 ム
二
の
 一
 
形
態
と
 
し
て
と
ら
え
、
そ
の
 

内
容
に
つ
い
て
若
干
の
分
析
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ぱ
 
比
較
に
よ
っ
て
、
日
本
的
特
徴
が
 

よ
 り
一
層
明
確
 

は
、
 我
が
国
の
仏
教
信
仰
の
全
体
像
を
理
解
す
る
一
助
と
 

本
稿
は
あ
く
ま
で
も
一
仏
教
寺
院
に
限
定
し
た
が
、
 

更
 

 
 

に
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
 

0
 そ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
 

「
宗
教
的
複
合
」
な
る
語
を
参
考
に
、
仏
教
的
体
系
の
全
体
を
一
 

な
る
に
ち
が
い
な
い
。
ま
た
、
同
じ
仏
教
圏
で
あ
る
 

ァ
 

に
 他
の
多
数
の
仏
教
寺
院
に
ま
で
考
察
の
輪
を
広
げ
る
こ
 

下
 す
用
語
と
し
て
用
い
た
。
 

佐
 々
 

セ
 九
年
）
に
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
 

0
 課
題
と
し
た
い
。
 

ノ
 ア
の
他
の
国
々
と
 

0
 

と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
 

こ
つ
 

 
 

ム
口
 

複
 

げ
 

お
 

乗
 

 
 

 
 

 
 

（
 
6
 ）
大
雄
山
彙
 
乗
寺
 
、
昭
和
三
十
六
年
発
行
。
な
お
、
大
雄
 

山
の
歴
史
、
年
中
行
事
な
ど
に
つ
い
て
は
「
宗
教
と
現
代
ヒ
 

十
 一
月
号
、
一
九
八
二
年
、
 

135 (379) 

ま
た
、
安
心
志
向
と
現
世
利
益
志
向
及
び
僧
侶
と
先
達
 の
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
は
、
原
則
と
し
て
前
者
が
優
位
に
あ
 る
と
は
い
 
う
 も
の
 



参
照
の
こ
と
。
 

 
 

 
 

 
 

（
 7
 ）
お
金
印
は
大
雄
山
の
重
宝
と
さ
れ
て
お
り
、
病
気
の
と
 
き
な
ど
こ
の
印
紙
を
細
か
く
し
て
飲
む
と
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
  
 

 
 
 
 

（
 8
 ）
金
剛
太
も
 呪
的
 意
味
を
も
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
飲
む
と
 病
気
に
ょ
い
と
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 
 
 
 
 

（
 9
 ）
大
雄
山
の
山
道
に
は
寄
進
 
碑
が
 林
立
し
て
い
る
。
 

（
 薦
 ）
大
雄
山
の
講
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
大
雄
山
に
お
け
る
 
先
 達
 と
講
の
実
態
」
 
宙
 曹
洞
宗
研
究
生
研
究
員
研
究
紀
要
」
 第
 Ⅱ
 ぢ
 、
昭
和
五
十
 セ
年
 ）
 参
 

照
 。
 

（
 皿
 ）
㍉
大
雄
新
聞
 ヒ
 昭
和
十
年
一
月
一
日
号
、
大
雄
山
発
行
。
 

（
は
）
筆
者
も
い
く
つ
か
の
講
の
儀
礼
を
見
聞
し
た
。
な
お
 渡
 部
 正
英
「
禅
宗
寺
院
と
民
衆
に
つ
い
て
」
（
「
曹
洞
宗
研
究
員
 研
究
生
研
究
紀
要
」
 
第
 H
 

号
 、
昭
和
五
十
六
年
）
に
も
こ
れ
ら
の
儀
礼
に
つ
い
て
記
述
さ
 れ
て
い
る
。
 

（
は
）
御
嶽
 山
 の
お
 座
 た
て
の
よ
う
に
グ
ル
ー
プ
で
行
な
 う
 の
 
で
は
な
く
、
一
人
で
行
な
 う
 独
座
の
形
式
を
と
る
。
 

（
Ⅱ
）
戦
後
の
先
達
の
後
継
者
の
中
に
は
、
追
丁
堂
を
寺
院
に
 昇
格
さ
せ
、
自
ら
も
正
式
の
僧
侶
と
な
っ
た
者
も
い
る
。
 

（
 騰
 ）
僧
侶
と
先
達
の
性
格
・
役
割
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
 
プ
 
リ
ー
ス
ト
と
シ
ャ
ー
マ
ン
の
そ
れ
が
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
 。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
 佐
 

々
本
家
 幹
 ㍉
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
 
ヒ
 （
中
分
新
書
、
一
九
八
 
0
 年
 ）
 同
 
「
寒
雲
 と
 シ
ャ
ー
マ
ン
」
（
東
大
出
版
、
一
九
八
三
年
）
 

な
 ど
 参
照
の
こ
と
。
 

（
 巧
 ）
大
雄
山
の
先
達
が
シ
ャ
ー
マ
ン
で
あ
る
か
否
か
ほ
つ
い
 
て
は
、
今
後
の
研
究
に
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
 と
り
あ
え
ず
シ
ャ
ー
マ
ン
 

的
 性
格
を
有
す
る
人
物
と
す
る
に
と
ど
め
る
。
 



教 費 調菜と に先と八部 = に切 ま 

出
村
み
や
子
 

私
と
ギ
リ
シ
ア
哲
学
を
専
攻
す
る
夫
は
、
こ
の
秋
九
月
五
日
か
 ら
 十
日
 

で
 英
国
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
開
催
さ
れ
た
第
九
回
国
際
 教
父
学
 

究
 集
会
（
Ⅱ
 コ
 （
 
目
 コ
ミ
 @
0
 
コ
 
凹
の
。
 目
浅
 呂
お
 
0
 コ
よ
 （
「
 
@
 
の
 
（
 
@
n
 
 

留
 年
年
 
T
 の
）
 

参
加
し
た
。
八
年
前
の
第
七
回
集
会
に
つ
い
て
は
、
本
誌
 三
 一
 一九
号
 

九
七
六
年
九
月
）
の
展
望
 
欄
 に
荒
井
 献
 先
生
（
東
大
）
の
 グ
ノ
｜
 
シ
ス
 

門
を
中
心
と
し
た
詳
細
な
報
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
第
七
 回
、
第
 

回
の
集
会
に
参
加
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
荒
井
先
生
が
 目
下
の
 

こ
ろ
眼
病
の
た
め
に
海
外
に
出
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
、
 
え
に
、
 

生
の
推
薦
を
え
て
、
い
わ
ば
先
生
に
 伐
 っ
て
 、
 私
の
 オ
リ
ゲ
不
 
ス
 研
究
 

関
す
る
短
い
 ぺ
｜
 パ
ー
を
読
み
、
更
に
は
教
父
学
研
究
に
携
わ
 る
 人
々
 

広
く
情
報
を
交
換
す
る
た
め
の
集
会
参
加
で
あ
っ
た
。
幸
い
に
 し
て
、
 

大
か
ら
こ
の
夏
よ
り
実
施
さ
れ
た
、
大
学
院
生
の
海
外
に
お
 け
 る
 学
術
 

査
や
国
際
会
議
参
加
の
た
め
の
学
術
奨
励
金
を
得
る
こ
と
が
で
 き
、
 旅
 

の
 一
部
を
援
助
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 

こ
の
集
会
は
一
九
五
一
年
に
、
今
は
亡
き
 F
.
L
.
 

ク
ロ
ス
（
 

の
 「
 
0
 の
の
）
 

授
の
主
唱
に
よ
り
第
一
回
集
会
が
も
た
れ
て
以
来
、
四
年
毎
に
 オ
ッ
ク
 

望
 

展
 第

九
回
国
際
教
 

集
会
に
出
席
し
 文

学
研
究
 

て
 

ス
フ
ォ
ー
ド
で
開
催
さ
れ
て
お
り
、
今
回
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
 ド
 大
の
 

M
.
F
.
 

ワ
イ
ル
ズ
（
 

韻
臣
 8
 ）
教
授
（
こ
の
夏
に
著
書
が
三
介
 田
 敏
雄
 

訳
ロ
 キ
リ
ス
ト
教
教
理
の
形
成
し
と
し
て
日
本
に
紹
介
さ
れ
た
 ）
、
ケ
ン
 

ブ
リ
ッ
ジ
大
の
 
G
.
c
.
 

ス
テ
ッ
ド
（
の
（
の
 

肢
由
 
）
教
授
、
同
じ
 く
ケ
シ
 フ
 

リ
ッ
ジ
大
の
 
H
.
 

チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
（
の
 

ゴ
 が
年
老
 
日
ガ
 ）
教
授
（
 オ
リ
ゲ
不
 

ス
 
ロ
ケ
 ル
ソ
ス
 駁
論
口
の
英
訳
、
田
鰻
 0
 ぜ
 
Ⅰ
 さ
 も
 
つ
キ
っ
 
悪
因
 
下
 ～
 も
 
Ⅰ
 
ト
か
俺
 

由
 Ⅰ
「
～
）
の
か
「
～
 

め
 ～
㍗
 
薫
ミ
ト
ま
 N
.
 ㏄
 っ
め
 
～
～
ま
 

り
 Ⅰ
の
の
Ⅰ
な
ど
の
著
作
 で
 知
ら
れ
 

る
 ）
の
も
と
に
企
画
・
招
集
さ
れ
、
事
務
の
一
切
は
オ
ッ
ク
 ス
 フ
オ
 

の
 E
.
 

リ
ヴ
ィ
 

ソ
 グ
ス
ト
ン
（
Ⅰ
 ぎ
ぎ
 内
海
。
 
コ
の
 
）
女
史
が
執
り
 行
っ
て
 い
 

る
 。
彼
女
は
ク
ロ
ス
教
授
と
共
同
で
円
 

汗
ミ
 
。
 轟
む
オ
潮
 。
 さ
さ
っ
）
 

@
 も
 
㍉
 

～
 
こ
め
ど
す
 ～
 
め
 ～
～
 

a
n
c
 

下
 ミ
ャ
 
ミ
 
を
編
集
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
 る
が
、
 こ
 

れ
だ
け
の
集
会
を
、
四
年
に
一
度
と
は
い
え
、
長
年
に
わ
た
っ
 て
 成
功
さ
 

せ
て
き
た
の
は
、
ひ
と
え
に
彼
女
の
献
身
的
な
尽
力
に
よ
る
と
 こ
ろ
が
 大
 

き
い
。
参
加
者
も
、
 

英
 ・
 米
 ・
 ヵ
ナ
ダ
 
を
は
じ
め
、
 
独
 
・
 仏
 ・
ベ
ル
ギ
 

｜
 ・
オ
ラ
 ソ
ダ
 
・
イ
タ
リ
ア
そ
の
他
の
各
国
に
及
び
、
全
部
で
 六
七
 0
 名
 

が
 出
席
し
、
そ
の
う
ち
の
約
二
八
 0
 名
が
勾
の
せ
・
 や
 
の
 @
 
の
 （
の
（
 
の
 尊
称
を
 

付
さ
れ
た
聖
職
者
（
英
国
教
会
、
ロ
ー
マ
ン
ク
、
 

新
 教
 諸
派
、
 

ギ
リ
シ
ア
正
教
会
そ
の
他
）
で
あ
り
、
発
表
者
は
延
べ
四
六
 0
 名
 に
及
ん
 

だ
。
集
会
の
性
格
上
、
東
洋
か
ら
の
参
加
者
は
ご
く
少
数
で
あ
 り
 、
日
本
 

か
ら
の
参
加
者
は
私
共
の
他
に
、
関
西
学
院
大
の
宮
谷
官
吏
党
 生
 、
東
海
 

大
の
三
小
田
敏
雄
先
生
と
松
木
富
士
 男
 先
生
、
テ
ュ
ー
 ビ
ソ
ゲ
 

ン
 大
に
留
）
  

 

学
 中
の
掛
川
 富
康
 氏
の
四
人
で
あ
っ
た
。
 

 
 

集
会
は
ま
ず
、
五
日
の
午
後
に
セ
ン
ト
・
 ェ
ド
 ム
ン
ト
ホ
ー
ル
 
の
中
庭
㌍
 

で
 テ
ィ
ー
バ
ー
テ
ィ
ー
が
催
さ
れ
て
、
人
々
の
交
流
の
幕
が
切
 っ
て
落
と
 



さ
れ
た
。
英
国
は
こ
の
夏
、
近
年
に
な
い
よ
 い
 天
気
が
続
い
た
 と
い
う
こ
 

と
で
、
こ
の
日
も
快
晴
で
あ
っ
た
。
私
達
が
ま
ず
最
初
に
歓
待
 を
 受
け
た
 

の
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
父
の
方
々
で
あ
り
、
カ
ト
リ
ッ
・
 
ク
の
  
 

｜
ク
の
 大
き
さ
を
感
じ
た
。
ま
た
私
達
は
荒
井
先
生
か
ら
の
 挨
 拶
を
近
況
 

に
 添
え
て
、
 B
.
 ア
ー
ラ
ン
ト
（
 臣
 ニ
コ
 
宙
 ）
女
史
、
 K
.
 
コ
 シ
ョ
ル
 ケ
 

（
 
本
 0
 の
り
 
オ
 0
 「
 ぎ
 ）
 氏
 、
 G
 
.
 

ク
ィ
ス
ペ
ル
（
の
三
の
罵
）
）
教
授
ら
に
 

伝
え
た
。
 

集
会
は
公
式
に
は
同
日
の
夕
食
後
、
シ
ェ
ル
ド
ニ
ア
ン
・
 

シ
 ア
タ
ー
 

（
大
学
の
公
式
行
事
な
ど
が
行
わ
れ
る
劇
場
 風
 の
円
形
の
建
物
）
 で
 壮
麗
 

に
、
ヱ
 ル
ラ
ン
ゲ
 ソ
 大
の
東
方
キ
リ
ス
ト
教
典
教
授
の
 F
.
 フ
  
 

リ
エ
ン
フ
ェ
ル
ト
（
Ⅰ
 @
-
@
 

の
コ
田
の
）
 

d
 ）
女
史
に
よ
る
開
会
講
演
 
め
 ア
 z
@
o
.
 

オ
づ
 
0
 の
（
 
-
 
の
ぃ
乱
 1
-
-
U
 

ヨ
 @
 
母
 （
 
0
 「
 O
f
 

の
の
 

0
 「
の
 

@
a
.
 

を
も
っ
て
開
始
 

さ
れ
た
。
 

彼
女
は
四
世
紀
に
お
け
る
 ジ
，
｜
ジ
ァ
 教
会
の
設
立
者
で
あ
っ
 た
 女
奴
隷
 

出
身
の
聖
 二
ノ
の
 布
教
活
動
や
霊
的
指
導
力
に
関
す
る
綿
密
な
 研
究
を
発
 

表
 、
先
程
の
リ
ヴ
ィ
ン
グ
ス
ト
 ソ
 女
史
と
い
い
、
当
初
か
ら
 女
 性
の
活
躍
 

が
 際
立
っ
て
い
た
。
 

一
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
 大
 ぎ
く
四
つ
に
分
か
れ
て
い
た
ゆ
え
、
 順
を
 

追
っ
て
説
明
し
た
い
。
第
一
に
の
 0
 日
ヨ
 E
 コ
 @
c
a
t
@
o
n
 

の
と
呼
ば
 

れ
る
午
前
 

中
の
研
究
発
表
と
質
 議
 、
一
時
間
に
三
人
、
一
日
に
八
人
の
発
 表
 が
各
々
 

A
 か
ら
 L
 ま
で
の
十
二
の
部
屋
に
分
か
れ
て
行
わ
れ
た
。
一
人
 に
 つ
ぎ
 発
 

表
 に
十
二
分
、
質
 議
 に
六
分
が
当
て
ら
れ
た
。
こ
こ
で
と
り
 上
 げ
ら
れ
る
 

主
題
は
教
父
学
と
そ
の
周
辺
に
関
わ
る
多
様
な
も
の
で
、
全
体
 の
 動
向
を
 

追
 う
 こ
と
は
で
き
な
い
。
初
日
（
六
日
）
に
私
達
が
聞
い
た
の
 は
、
 私
の
 

発
表
を
含
め
て
次
の
六
つ
で
あ
っ
た
。
 

O
.
n
 

斤
目
元
 

ダ
押
ヲ
自
 
-
 づ
け
の
の
 
0
 呂
 ぎ
の
 鮫
ヨ
の
コ
 

（
 ぃ
コ
由
 
0
 「
 
寅
 の
コ
 

円
 0
 Ⅰ
 
ぃ
オ
プ
い
 

・
 り
乙
 
・
Ⅰ
 @
 の
曲
 
ま
 0
 こ
セ
が
 コ
 Ⅰ
 ヰ
ゴ
 
の
 づ
 の
 
目
 
0
 ヰ
の
っ
仁
 -
 
㏄
 @
 
コ
 0
 ユ
 ㏄
の
 
コ
げ
 

 
  

 
 
 

し
め
セ
ャ
 ～
 
さ
 （
～
も
～
～
 

め
 

り
 e
 ヨ
緯
 Ⅰ
 り
 ・
ソ
ミ
 
@
 
セ
 o 寸
 0@
 円
ゴ
 e
 Ⅱ
 
e
 の
 
E
 Ⅰ
Ⅰ
 
0
 い
缶
 0
 コ
 0
 ト
圧
 二
の
す
 0
 由
せ
 り
 
 
 

 
 
 
 

ぎ
 
0
 二
幅
 の
コ
 
・
の
 
0
 。
 さ
 ～「
い
の
 雨
 ～
 
め
 
悪
ま
 

パ
の
コ
コ
 
の
）
・
 
日
 ㌧
 
@
 ヲ
 
自
由
 年
 ド
リ
 -
a
 
（
 
o
 三
の
ヨ
足
コ
年
 
技
 の
田
打
（
 づ
 オ
の
 
0
 ）
 
0
 Ⅰ
 せ
 

ヨ
屯
笘
ゅ
巳
、
ぺ
 

-
0
 コ
 （
 
ぽ
 
0
 ョ
の
 ぃ
コ
 
@
 
コ
的
 o
h
 ま
夫
ま
 0
 ャ
 ～
Ⅰ
 ぎ
 
（
 
ゴ
 の
 Q
 つ
さ
 
Ⅰ
 も
 

め
 
め
ぎ
さ
 り
 0
 （
の
（
・
 
レ
 目
的
由
の
曲
 

コ
の
 

ぺ
 0
 仁
コ
油
 
・
 目
 ・
 0
.
@
 目
 し
 ㏄
 
ま
コ
 ・
の
 0
 の
Ⅰ
 
曲
ド
の
 
ダ
リ
 コ
ら
 片
オ
 
め
ヲ
 
三
年
 隼
 -
 
の
 ㌧
 す
 （
。
 

臣
 -
 
㏄
圧
の
 

な
お
、
 
三
 小
田
氏
は
八
日
に
 、
 田
ミ
 甘
お
 0
 コ
 り
の
 
口
 （
 ぎ
の
 a
r
 
）
 
せ
 田
注
 二
の
お
・
 

と
い
う
題
で
、
殉
教
者
の
問
題
を
ギ
リ
シ
ア
の
魂
の
不
滅
の
間
 題
 と
の
 対
 

比
で
 扱
っ
た
。
初
日
に
見
る
限
り
、
オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
 魂
観
 と
申
 期
 フ
ラ
ト
 

ン
 主
義
の
問
題
に
集
中
し
て
い
る
が
、
こ
の
二
つ
の
主
題
は
特
 に
オ
 リ
ゲ
 

子
ス
 
研
究
者
の
関
心
を
集
め
て
い
た
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
そ
の
 
せ
、
、
、
 

Ⅰ
 ヵ
 

私
の
発
表
は
多
く
の
聴
衆
に
恵
ま
れ
た
。
私
の
発
表
の
趣
旨
は
 、
オ
リ
 
ゲ
 

不
ス
の
 論
敵
で
あ
る
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
ケ
ル
 ソ
ス
 
の
復
活
論
 批
 判
は
、
朽
 

ち
 る
も
の
（
身
体
）
と
朽
ち
な
い
も
の
（
 魂
 ）
の
二
元
論
的
 分
 難
 に
基
づ
 

く
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
オ
リ
ゲ
ネ
ス
は
復
活
を
朽
ち
 る
も
の
が
 

朽
ち
な
い
も
の
へ
と
変
え
ら
れ
る
「
よ
り
善
き
も
の
へ
の
変
化
 」
と
規
定
 

し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
質
的
変
化
や
一
元
論
的
人
間
観
 に
 基
づ
く
 

有
力
な
反
論
を
行
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
 

の
 。
 ヨ
 通
年
ま
 

o
p
 

ヱ
 。
 ヲ
 
の
間
の
四
十
分
間
に
、
 
H
 已
 （
 
r
u
 ヨ
 0
 コ
（
が
 
い
 任
岸
 
Ⅰ
 @
o
 

き
ョ
と
 呼
ば
れ
る
研
究
上
の
資
料
（
学
会
報
告
や
テ
キ
ス
ト
の
 刊
行
 そ
 

の
他
 ）
に
関
す
る
報
告
が
、
責
任
者
よ
り
な
さ
れ
た
。
 



第
二
に
午
後
四
時
十
五
分
か
ら
行
わ
れ
る
ヨ
曲
の
（
の
（
 

ビ
 
5
 ョ
の
 の
と
 
呼
 

ば
れ
る
一
時
間
半
程
の
主
題
講
演
と
討
論
 -
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a
f
 

（
・
 

O
f
 

（
す
の
 

C
 コ
守
円
 
色
目
 
せ
 O
h
 

本
田
 

 
 

、
の
円
曲
 

（
 
-
 
の
曲
の
 

0
 ゴ
 0
 目
い
す
 
田
す
 
0
 岸
の
Ⅰ
口
ヰ
 

0
 Ⅱ
の
 
由
 0
 ゴ
ロ
 
コ
軸
 
e
 コ
 ・
 

い
く
つ
か
の
講
演
の
う
ち
で
も
特
に
印
象
深
い
の
が
、
六
日
の
 
A
 の
 

F
.
X
.
 

マ
ー
フ
ィ
ー
（
 

紺
仁
 る
す
 せ
 ）
教
授
の
講
演
で
あ
っ
た
 。
彼
は
 一
 

年
前
の
第
三
回
オ
リ
ゲ
ネ
ス
研
究
会
 
G
0
 年
 借
ぎ
ヨ
 
0
 （
 
俺
 ⑬
 守
二
月
目
 

ノ
 
）
 

で
も
活
躍
し
た
オ
 リ
 ゲ
ネ
ス
学
者
で
も
あ
り
、
今
回
の
発
表
で
 は
 広
く
 教
 

父
 に
お
け
る
終
末
理
解
の
展
開
を
た
ど
っ
て
い
る
。
そ
し
て
へ
 レ
ニ
 。
ス
ム
 

諸
思
想
に
お
い
て
は
運
命
論
的
・
悲
観
主
義
的
な
世
の
終
り
と
 破
滅
の
観
 

念
 が
支
配
的
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
教
父
に
お
い
て
は
世
の
終
 り
が
積
極
 

的
に
「
よ
り
善
き
方
向
へ
の
変
化
」
と
い
う
思
想
と
し
て
形
成
 さ
れ
て
い
 

っ
 た
こ
と
を
強
調
、
こ
の
思
想
の
完
成
者
と
し
て
 オ
リ
ゲ
子
ス
 を
 挙
げ
て
 

望
 

い
る
。
こ
の
テ
ー
ゼ
は
期
せ
ず
し
て
、
私
の
テ
ー
ゼ
 と
一
 致
し
て
お
り
、
 

オ
 リ
 ゲ
ネ
ス
に
お
け
る
「
変
化
」
の
概
念
の
重
要
性
が
高
確
認
 さ
れ
た
。
 

第
四
に
夕
食
後
八
時
半
か
ら
行
わ
れ
る
一
日
一
つ
の
講
演
は
ま
 た
、
シ
 

展
ヱ
ル
 ド
ニ
ア
ン
・
シ
ア
タ
ー
に
参
加
者
が
一
同
に
会
す
る
 目
的
を
併
せ
持
 

ゆ
 山
 

ン
 ・
 
円
 二
の
 オ
 の
 ぺ
 ・
 し
コ
 
二
の
 コ
 「
せ
 り
ゴ
 の
 印
 ま
ざ
 ダ
 
㌧
 笘
 @
 ロ
 ㌧
 q
o
 
漱
 ㏄
の
 
0
 Ⅰ
 

0
h
 し
 @
 
そ
 @
 片
せ
口
目
 0
 ヱ
 （
目
の
 0
 Ⅱ
（
 甘
 e
C
 
口
 @
 の
 （
 臼
 （
 せ
 
0
 片
の
 レ
日
 ・
 

コ
ト
 

ヨ
 。
 田

 p
h
o
@
 
コ
ざ
ホ
 
0
 二
ロ
 
0
0
 プ
の
い
 
の
注
目
（
中
年
内
耳
外
 

ぎ
，
 

の
ロ
 

リ
ト
ナ
 
㌧
江
東
 り
 鰻
の
方
土
 @
 
コ
帆
 ㌧
（
 
o
 円
 
e
s
 
の
 
o
 「
 o
h
 日
え
 0
 「
 田
笘
ぺ
 の
ト
 
0
 

目
三
セ
の
お
ぢ
 
Ⅱ
 

・
之
の
ミ
ヨ
 

曲
 コ
リ
 づ
 年
上
す
の
 
甲
注
ゴ
 0
 あ
・
 円
 す
の
 つ
 ぎ
 臼
 c
a
 
ユ
 o
 口
 o
f
 
づ
 （
  
 

由
ぢ
 @
o
 
臣
 ，
 

最
終
日
の
 J
.
 
ぺ
り
カ
ソ
 
（
 づ
 0
 ）
 
@
 
オ
リ
コ
）
教
授
の
講
演
、
そ
れ
 に
 引
 き
 

続
い
て
の
 
H
.
 
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
教
授
の
閉
会
の
辞
と
、
集
会
 の
 功
労
者
 

で
あ
る
リ
ヴ
ィ
ン
グ
ス
ト
ン
女
史
へ
の
花
束
の
贈
呈
に
よ
っ
て
 （
彼
女
は
 

143  (387) 

ば
日
 ～
・
 

Ⅱ
 ロ
 

づ
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刃
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Ⅰ
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 e Ⅰ
色
音
 
0
 片
の
Ⅰ
 0
 コ
 @
 
コ
め
 
の
 コ
 @
 

-
 
ト
目
の
の
 

ヰ
 0
 Ⅱ
ン
コ
 侍
 
P
0
 
ぃ
ゴ
 
・
 日
り
 

o
 Ⅰ
 
c
e
 の
の
戸
ロ
の
 丑
 
Ⅱ
 目
 り
田
 
E
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Ⅰ
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づ
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の
せ
・
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「
・
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ロ
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0
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o
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㌧
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 ユ
 %
i
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の
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C
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0
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つ
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い
る
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円
 二
の
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ミ
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 口
 コ
ミ
・
Ⅱ
・
セ
コ
 す
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オ
 0
 旧
ビ
 の
 ㌧
（
 
0
 片
の
の
の
 

0
 「
 0
 Ⅰ
 白
 @
 
ヰ
 



こ
の
集
会
の
大
き
な
利
点
は
、
発
表
を
聞
く
こ
と
の
み
な
ら
ず
 、
発
表
 

の
あ
い
ま
、
と
り
分
 け
 ク
ラ
イ
ス
ト
・
チ
ャ
ー
チ
学
寮
の
伝
統
 と
 格
式
の
 

あ
る
 
巴
 @
 
コ
 @
 
コ
軸
ヱ
曲
 
（
 
-
 で
と
っ
た
朝
、
昼
、
 
タ
 0
 食
事
の
際
の
 、
各
国
の
 

研
究
者
と
の
内
容
豊
か
な
歓
談
と
交
流
に
あ
る
。
ま
た
廊
下
で
 も
 、
中
庭
 

で
も
、
至
る
所
で
活
発
な
議
論
の
輪
が
展
開
さ
れ
、
彼
ら
の
 疲
 れ
 知
ら
ず
 

の
 愛
知
精
神
に
大
い
に
触
発
さ
れ
た
。
私
達
は
多
く
の
人
々
の
 親
切
で
 
オ
 

｜
フ
 ン
な
態
度
に
励
ま
さ
れ
て
、
ハ
ー
ド
で
は
あ
っ
た
が
大
変
 に
 充
実
し
 

た
 日
々
を
送
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
 

付
記
ご
く
最
近
、
 
H
.
 

チ
ャ
ド
ウ
ィ
 

，
ク
 教
授
の
著
書
が
中
 村
垣
、
 井
 

谷
 嘉
男
 訳
コ
 初
期
キ
リ
ス
ト
教
と
ギ
リ
シ
ア
思
想
 L
 と
い
う
 題
 で
、
日
本
 

基
督
教
団
出
版
 肩
 よ
り
出
版
さ
れ
た
。
 

ュ
 ス
テ
ィ
ノ
ス
、
ク
レ
 

メ
ン
ス
、
 

オ
リ
ゲ
ネ
ス
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
 と
 ギ
リ
シ
ア
古
典
の
遺
産
 の
 関
係
を
 

論
じ
た
興
味
深
い
研
究
で
あ
る
。
 

近
 年
 健
康
を
損
ね
て
い
る
ら
し
い
）
、
集
会
は
成
功
の
う
ち
に
 閉
じ
ら
れ
 

た
の
で
あ
っ
た
。
 

ヘ
リ
カ
ン
教
授
の
講
演
が
し
め
く
く
り
に
置
か
れ
た
意
味
も
非
 常
に
大
 

き
い
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
ア
リ
ア
ニ
ズ
ム
へ
の
関
心
の
 
高
ま
り
 

（
主
題
講
演
の
第
三
に
一
つ
の
部
門
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
 る
ば
か
 

り
か
、
四
人
の
講
演
者
の
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
た
）
も
今
回
の
 特
徴
で
あ
 

り
 、
そ
の
し
め
く
く
り
と
し
て
従
来
無
視
さ
れ
て
き
た
 H
.
 
二
 ユ
 ー
マ
ン
 

（
之
の
ミ
ヨ
の
 

コ
 ）
卿
の
初
期
の
著
作
Ⅰ
 番
ぬ
ム
ミ
 Ⅰ
さ
め
 思
 ～
悪
馬
ト
 
ち
ま
 
ミ
オ
 0
 も
 ま
 

～
 
悪
 「
 ゼ
の
 評
価
が
提
唱
さ
れ
、
多
く
の
賛
同
を
得
た
か
ら
で
あ
る
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重
大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
構
成
は
、
大
別
す
る
と
、
大
会
参
 

加
 者
全
員
に
よ
 

っ
て
討
議
さ
れ
る
総
合
テ
ー
マ
を
論
議
す
る
全
体
会
議
（
㌧
）
の
 

コ
 ㏄
Ⅰ
 

せ
 の
の
の
 

 
 

 
 

国
際
宗
教
社
会
学
会
（
 C
l
S
R
 
）
 

第
十
七
回
大
会
参
加
報
告
 

中
野
 

毅
 

本
年
八
月
二
七
日
か
ら
九
月
一
日
に
か
け
て
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
 ヘ
ド
ト
フ
 

7
 

オ
ー
ド
・
カ
レ
ッ
ジ
に
て
第
十
七
回
国
際
宗
教
社
会
学
会
（
の
。
 
さ
 Ⅰ
臥
へ
の
さ
り
の
 

Ⅰ
 
コ
ト
 
0
 Ⅱ
 
コ
い
ヱ
 
0
 コ
リ
ー
 

e
 隼
 ひ
の
 
0
9
0
 
）
 
0
 ゆ
 6 
年
め
の
方
の
目
㏄
 

-
0
 
ロ
の
 
）
、
ロ
ン
 ド
ン
大
会
 

が
 開
か
れ
、
日
本
か
ら
は
（
敬
称
略
）
、
阿
部
美
哉
、
安
斎
 伸
 、
 

し
て
、
今
回
は
南
北
ア
メ
リ
カ
 や
 ア
フ
リ
力
代
表
が
目
立
っ
た
 反
面
、
 ア
 

植
田
重
 

雄
 、
岡
野
正
純
、
岡
安
博
司
、
デ
ヴ
ィ
 ド
 ・
リ
ー
ド
、
中
野
 毅
 、
萩
本
直
 

樹
、
ヤ
ソ
 ・
 ス
イ
 ン
 ゲ
 ド
ー
、
柳
川
啓
一
の
十
名
が
参
加
し
た
 。
参
加
者
 

の
 大
部
分
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
な
の
は
こ
の
学
会
の
性
格
上
当
然
 の
こ
と
と
 

ノ
ア
 か
ら
の
参
加
者
は
日
本
か
ら
の
大
世
帯
以
外
に
は
見
当
た
 ら
な
か
っ
 

た
こ
と
が
寂
し
い
点
で
あ
っ
た
。
 

以
下
、
今
回
の
大
会
で
論
議
さ
れ
た
内
容
の
一
部
を
紹
介
す
る
 こ
と
で
 

参
加
報
告
に
か
え
さ
せ
て
い
た
だ
ぎ
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、
 ま
ず
は
 プ
 

ロ
グ
ラ
ム
の
概
略
を
紹
介
す
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
 

宗
教
と
公
的
領
域
 

特
定
の
 
テ
 @
 
マ
 ま
た
は
特
定
の
地
域
に
つ
い
て
の
研
究
・
調
査
 を
 発
表
す
 

る
 部
会
（
捷
の
の
の
 
ジ
 （
 c
 甘
の
「
 

o
E
 

閲
 ）
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
 加
え
て
、
 

今
回
は
主
催
国
イ
ギ
リ
ス
の
宗
教
 事
 清
に
つ
い
て
の
特
別
 パ
 ・
 
子
 め
 が
設
け
 

ら
れ
た
。
 

今
回
の
総
ム
ロ
テ
ー
マ
は
「
宗
教
と
公
的
領
域
」
で
あ
り
、
そ
の
 

下
 に
以
 

下
の
四
部
会
が
組
織
さ
れ
て
い
た
。
 

の
の
 
コ
 の
「
 
巴
円
ゴ
の
ヨ
 0
 
ヰ
し
 Ⅰ
Ⅱ
の
 
H
O
z
 レ
 z
 り
 ㌧
白
い
Ⅰ
Ⅱ
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し
 0
 ヲ
田
 
下
 H
 
之
 

ト
 の
円
の
り
の
の
 

@
0
 
コ
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 づ
オ
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の
 田
 
ハ
ド
の
 ド
 コ
リ
 田
下
の
 Ⅰ
Ⅳ
の
Ⅰ
 

硅
 ）
の
 
片
 @
0
 
コ
 
0
 ヰ
 

オ
 0
 目
ゆ
 
@
0
 
コ
 

い
コ
 
ら
の
 0
 の
の
 
p
o
 
コ
 @
 刃
の
由
 
幅
 -
0
 
由
の
Ⅰ
 
コ
巨
仁
 
の
 臣
ぃ
ひ
 
-
 
目
の
 0
 下
円
 
0
 ヨ
 づ
 0
 Ⅱ
 
斡
 Ⅰ
 せ
 

㌧
 0
 臣
 （
 @
n
 
の
 

㏄
Ⅱ
由
の
り
の
 

臼
 0
 コ
の
蕎
 ハ
ト
の
 

，
の
 0
 コ
 の
り
 
-
0
 
コ
り
 
0
"
 刃
 0
 目
 幅
 -
0
 
コ
 

肚
円
 
す
の
 0
 の
 臼
 0
 コ
 @
 お
 の
 目
 ㏄
 @
o
 
コ
 ・
 由
 0
 が
 年
す
 ・
の
 拝
ぃ
圧
 

。
 

各
 セ
ッ
シ
 
，
ソ
 0
 発
表
と
論
議
の
大
綱
の
み
を
紹
介
す
る
と
、
 

@
 
め
 が
一
 セ
ッ
 

シ
ョ
ソ
 で
 は
 、
憲
法
等
に
規
定
さ
れ
た
国
家
と
宗
教
と
の
関
係
 が
 、
現
実
 

0
 社
会
関
係
の
構
造
に
お
い
て
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
 ま
 た
、
 ど
 う
 

変
化
し
つ
つ
あ
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
 力
 、
北
 ア
 

フ
リ
カ
、
日
本
、
イ
ギ
リ
ス
等
の
事
例
が
発
表
さ
れ
た
。
第
二
 セ
ッ
シ
 
ョ
 

ン
 で
は
、
イ
ス
ラ
ム
諸
派
の
政
治
的
対
応
、
イ
タ
リ
ア
や
そ
の
 他
の
ョ
｜
 

ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
政
治
行
動
や
政
党
 と
の
関
係
 

ほ
 つ
い
て
の
パ
タ
ー
ン
が
各
国
の
文
化
史
の
相
違
と
の
関
連
で
 分
析
し
た
 

 
 

発
表
が
な
さ
れ
た
。
第
三
セ
ッ
シ
 ，
ン
 で
は
、
宗
教
的
少
数
派
 に
 対
す
る
㈹
 

社
会
や
政
府
の
対
応
が
テ
ー
マ
と
な
っ
た
。
こ
の
場
ム
ロ
の
少
数
 

派
 と
は
、
 

巧
 

 
 

政
治
的
 ヱ
 リ
ー
ト
 層
 と
緊
張
関
係
に
あ
る
宗
教
者
ま
た
は
そ
の
 集
団
の
場
 



ま
ず
、
今
回
の
大
会
の
基
調
と
な
っ
た
テ
ー
マ
は
、
 1
9
6
0
 年
代
か
 

合
と
 、
西
欧
諸
国
に
進
出
し
て
ぎ
た
非
西
欧
的
起
源
の
少
数
 宗
 数
 集
団
を
 

さ
す
場
合
と
に
二
分
で
き
る
。
第
四
セ
ッ
シ
 "
 ソ
は
 信
仰
治
療
 の
 問
題
 が
 

と
り
上
げ
ら
れ
た
。
古
く
か
ら
瞑
想
、
感
受
性
の
統
御
、
信
仰
 に
よ
る
 病
 

気
 癒
し
な
ど
は
教
会
や
修
道
院
な
ど
で
行
な
わ
れ
て
き
た
が
、
 現
在
の
様
 

々
 な
 新
宗
教
の
中
に
も
精
神
療
法
を
強
調
す
る
運
動
が
種
々
 あ
 り
 、
政
府
 

の
 医
療
政
策
や
近
代
科
学
そ
の
も
の
と
の
確
執
が
論
議
さ
れ
た
  
 

他
の
部
門
で
も
、
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
の
宗
教
事
情
に
つ
い
て
 の
 パ
不
 

ル
 で
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
教
授
が
十
九
世
紀
以
降
の
セ
ク
ト
の
 発
 土
や
 ア
メ
 

リ
ヵ
 、
ア
ジ
ア
な
ど
で
生
ま
れ
た
カ
ル
ト
や
新
宗
教
の
イ
ギ
リ
 ス
 へ
の
 浸
 

透
 等
の
記
述
的
説
明
を
通
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
宗
教
的
 フ
ル
ー
ラ
 

リ
ズ
ム
と
多
様
性
の
増
大
の
結
果
、
も
は
や
文
化
的
に
意
味
の
 あ
る
統
合
 

的
 宗
教
性
は
存
在
し
な
い
と
論
じ
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
 
タ
 ウ
ラ
ー
 氏
 

が
 、
教
会
は
確
か
に
社
会
の
主
要
な
制
度
と
し
て
の
 力
 は
喪
失
 

力
を
越
え
た
作
業
で
あ
る
の
で
、
以
下
、
今
回
の
総
合
テ
ー
マ
 し

 （
 
ノ
 （
 
ノ
あ
 

0
 基
調
と
 

る
と
し
た
も
の
の
、
 
n
o
 
コ
セ
 
の
 コ
 （
 
ざ
コ
巳
 「
の
 
-
 
田
 @
0
 
且
 
2
 と
（
 
0
 ヨ
銭
ド
 Ⅰ
の
二
 

%
-
0
 

コ
 ・
 

n
o
 

目
ヨ
 

0
 コ
お
コ
性
 0
 コ
穴
 。
 
守
 
Ⅰ
 
匹
挿
ざ
コ
 ）
の
 三
 概
念
を
展
開
し
 つ
つ
宗
教
 

そ
の
も
の
は
衰
え
て
い
な
い
と
論
ず
る
な
ど
、
興
味
深
い
発
表
 は
い
く
つ
 

か
あ
っ
た
。
 

し
か
し
、
本
稿
で
大
会
の
論
議
の
内
容
を
網
羅
的
に
紹
介
す
る
 の
は
 能
 

な
っ
た
最
も
包
括
的
な
課
題
を
め
ぐ
る
発
表
と
議
論
を
 、
各
セ
 
ッ
 シ
ョ
ン
 

を
 横
断
的
に
眺
め
な
が
ら
私
な
り
に
ま
と
め
、
報
告
に
か
え
た
 
い
と
 思
 

と
ノ
 
。
 

ら
 7
0
 年
代
に
か
け
て
の
世
俗
化
社
会
に
お
け
る
宗
教
変
化
に
 関
す
る
 現
 

6
 

実
理
解
お
よ
び
理
論
構
成
を
再
検
討
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
 っ
た
 。
 こ
 

Ⅱ
 

こ
十
数
年
来
の
宗
教
社
会
学
に
お
け
る
論
議
の
大
勢
は
 

、
市
 氏
宗
教
⑥
 

 
 

宕
ぎ
ぎ
 お
二
色
 0
 コ
 ）
論
争
と
い
う
例
外
も
あ
っ
た
が
、
社
会
の
 
世
俗
化
 

（
 
ぉ
 n
E
-
p
 

ニ
 N
p
 
（
 
ざ
コ
 
）
お
よ
び
宗
教
の
私
事
化
（
官
寺
 注
 @
N
p
 

（
 
ざ
コ
 
）
と
い
う
 

問
題
に
集
中
し
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
の
論
議
の
過
程
で
広
く
 共
有
さ
れ
 

た
 認
識
は
、
公
的
な
分
野
に
お
い
て
は
制
度
と
し
て
の
宗
教
は
 そ
の
存
在
 

土
日
 

ゅ
 
義
を
失
い
つ
つ
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ
っ
た
。
他
方
、
制
度
 化
さ
れ
た
 

宗
教
（
教
会
や
既
成
教
団
）
へ
の
帰
依
者
の
減
少
（
例
え
ば
 教
 会
 出
席
者
 

数
の
減
少
）
と
裏
腹
に
 、
 極
め
て
多
様
な
新
宗
教
や
疑
似
宗
教
 
が
 発
生
 

し
、
 人
々
は
こ
れ
ら
の
多
種
多
様
な
崇
拝
形
態
の
中
か
ら
、
 自
 分
の
好
み
 

に
 応
じ
て
選
択
す
る
時
代
に
な
っ
て
ぎ
た
と
考
え
ら
れ
た
の
で
 あ
る
。
 こ
 

う
し
た
理
解
の
背
景
に
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
 や
デ
ュ
 ル
ケ
ー
ム
 以
 来
の
、
合
 

理
化
さ
れ
た
近
代
社
会
に
あ
っ
て
は
宗
教
は
事
実
上
消
滅
す
る
 か
 、
知
的
 

な
 代
替
物
に
取
っ
て
か
わ
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
前
提
認
識
が
 流
れ
て
 ぃ
 

た
と
い
え
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
前
提
を
離
れ
て
、
現
在
の
諸
宗
 数
集
団
 

や
 宗
教
的
活
動
を
公
正
に
概
観
し
て
み
る
と
、
依
然
と
し
て
 宗
 教
が
 国
家
 

と
の
関
係
の
み
な
ら
ず
、
公
的
な
関
心
の
も
と
に
あ
る
 巾
 広
い
 領
域
に
お
 

い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
 目
 ほ
 つ
く
 顕
 

著
 な
例
の
み
を
挙
げ
て
み
て
も
、
イ
ラ
ン
 や
ヱ
 ジ
プ
ト
、
そ
の
 他
の
中
東
 

諸
国
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
教
の
影
響
力
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
 や
ポ
 
ラ
ン
、
 
ド
 

の
 政
治
的
 力
 、
ま
た
同
教
会
が
今
だ
に
 堅
持
し
て
 

い
 る
受
胎
調
節
や
堕
胎
、
離
婚
の
禁
止
な
ど
も
大
き
な
倫
理
的
 社
会
的
影
 



望 展     
ン
の
 各
発
表
に
共
通
し
た
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
セ
ッ
シ
 ，
ン
 で
は
、
 ま
 

ず
 ア
ン
デ
ス
大
学
の
 
マ
ド
ゥ
 p
 教
授
に
よ
っ
て
ラ
テ
ン
・
ア
メ
 リ
カ
 の
 カ
 

ト
リ
ッ
ク
教
会
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。
彼
は
「
国
家
」
 一
 
・
教
会
」
 「
大
衆
運
 

動
 」
を
一
つ
の
社
会
的
支
配
構
造
の
内
部
で
の
「
覇
権
を
握
ろ
 ぅ
 と
す
る
 

過
程
の
産
物
」
と
し
て
見
て
い
こ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
 観
 点
か
ら
 見
 

た
 三
者
関
係
の
中
で
は
、
教
会
権
力
は
、
既
存
の
国
家
構
造
を
 強
化
し
、
 

 
 

メ
ン
ト
を
 

聖
化
す
る
方
向
で
働
く
か
、
ま
た
は
、
支
配
階
級
の
利
益
に
反
 対
し
て
 抑
 

圧
さ
れ
た
集
団
に
力
を
与
え
、
大
衆
組
織
を
支
援
し
、
大
衆
 連
 動
を
正
当
 

化
す
る
方
向
に
働
く
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
マ
ド
ク
ロ
 
氏
 は
 、
ラ
テ
 

ン
 ・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
教
会
権
力
は
一
九
六
 0 
年
代
を
境
に
 、
ま
さ
に
 

前
者
か
ら
後
者
へ
と
転
換
し
た
と
指
摘
し
た
。
 

こ
の
転
換
を
引
 き
 起
こ
し
た
要
因
と
し
て
は
、
ま
ず
教
会
自
身
 が
 第
二
 

チ
カ
ソ
 公
会
議
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
て
、
民
衆
の
権
利
 や
 要
求
に
対
 

す
る
新
し
い
カ
ト
リ
ッ
ク
的
解
釈
を
求
め
始
め
た
。
そ
の
結
果
 、
 多
く
の
 

聖
職
者
が
抑
圧
さ
れ
た
人
々
の
解
放
に
関
与
し
始
め
た
点
が
挙
 
げ
ら
れ
 

る
 。
さ
ら
に
 ラ
テ
ソ
 
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
主
に
合
衆
国
に
依
存
 し
た
貸
本
 

主
義
経
済
が
危
機
的
状
況
に
陥
り
、
そ
の
危
機
救
済
の
手
段
と
 し
て
資
本
 

の
 保
護
と
生
産
力
の
増
強
、
賃
金
の
凍
結
と
労
働
者
の
集
会
 
結
社
の
禁
 

止
 、
さ
ら
に
軍
政
に
よ
る
取
締
り
強
化
と
い
う
、
デ
モ
ク
ラ
シ
   

を
 基
盤
と
し
た
国
家
安
全
保
障
体
制
へ
の
国
家
権
力
の
変
貌
、
 そ
し
て
そ
 

 
 

れ
に
抵
抗
す
る
労
働
者
に
よ
る
強
力
な
大
衆
運
動
の
発
生
と
い
 
5
 
、
社
会
㈹
  

 

的
 支
配
構
造
の
権
力
関
係
の
変
化
が
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

そ
の
過
程
で
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
史
上
始
め
て
、
支
配
者
層
 が
 教
会
 



の
 活
動
や
聖
職
者
を
組
織
的
に
抑
圧
し
、
逆
に
、
抑
圧
さ
れ
た
 人
々
の
声
 

が
 教
会
の
声
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
彼
ら
自
身
の
物
 ぬ
 ・
象
徴
 

曲
解
放
に
向
け
て
の
自
己
主
張
と
組
織
化
、
連
帯
の
場
を
教
会
 に
 始
め
て
 

見
ぃ
 出
し
た
の
で
あ
る
。
 

マ
 ド
ゥ
円
教
授
は
、
こ
の
よ
う
な
主
張
を
展
開
し
た
上
で
、
 す
 べ
て
が
 

急
激
に
変
化
し
て
い
る
 ラ
テ
ソ
 ・
ア
メ
リ
カ
の
状
況
は
宗
教
の
 社
会
的
役
 

割
に
・
つ
い
て
の
再
考
を
促
し
て
い
る
と
結
ん
だ
。
こ
の
発
表
に
 
関
す
る
 質
 

疑
の
中
で
、
単
に
一
つ
の
社
会
的
支
配
構
造
の
内
部
で
の
権
力
 関
係
の
変
 

化
と
い
う
視
点
の
み
か
ら
で
な
く
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
よ
う
 な
 国
際
的
 

組
織
を
も
つ
宗
教
が
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
等
の
発
達
に
よ
っ
て
 各
地
域
 ご
 

と
に
異
な
っ
た
政
策
を
と
る
こ
と
が
で
ぎ
な
く
な
っ
た
と
い
う
 、
教
会
内
 

構
造
の
問
題
も
さ
ら
に
検
討
す
べ
 き
 だ
と
い
う
指
摘
も
あ
っ
た
 が
 、
と
も
 

あ
れ
、
こ
の
事
例
は
制
度
宗
教
と
し
て
の
カ
ト
リ
ッ
グ
教
会
の
 社
会
的
機
 

能
の
活
性
化
を
明
解
に
分
析
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
 

こ
の
指
摘
と
や
や
関
連
し
て
、
イ
タ
リ
ア
・
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
が
 位
階
制
 

的
で
強
力
な
集
権
体
制
か
ら
、
分
権
的
で
複
数
中
心
的
構
造
へ
 と
 変
化
し
 

た
と
い
う
分
析
が
、
第
二
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
の
 キ
 フ
リ
ア
ー
ノ
 教
 授
 に
よ
 つ
 

て
な
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
彼
の
強
調
点
は
教
会
宗
教
と
し
て
の
 カ
ト
り
シ
 

ズ
ム
 に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
の
連
続
性
の
上
に
 、
人
 権
 や
自
 

由
 、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
な
ど
へ
の
よ
り
開
放
さ
れ
た
規
範
を
包
摂
 し
た
「
 拡
 

敬
 し
た
宗
教
」
と
も
い
う
べ
 き
 宗
教
的
文
化
が
イ
タ
リ
ア
に
 形
 成
さ
れ
て
 

い
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
現
在
の
法
王
の
政
治
的
 態
度
は
 、
 

こ
の
「
拡
散
し
た
宗
教
」
に
依
拠
 し
 、
か
っ
そ
れ
を
強
化
す
る
 も
の
で
あ
 

り
 、
そ
の
た
め
教
会
の
枠
を
越
え
た
広
い
承
認
を
得
る
こ
と
が
 で
き
、
 強
 

力
 な
政
治
的
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
発
揮
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
 
も
な
さ
 

 
 

ね
 、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
政
治
的
影
響
力
行
使
の
新
し
い
側
面
と
 し
て
興
味
Ⅱ
 

 
 
 
 

深
い
発
表
で
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

そ
の
他
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
社
会
を
支
え
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
文
化
と
 教
会
制
 

度
の
役
割
に
つ
い
て
の
発
表
も
あ
り
、
総
じ
て
こ
こ
十
数
年
間
 の
 政
治
的
 

社
会
的
変
化
（
不
安
定
化
 ?
.
 
）
の
中
で
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
 影
響
力
の
 

増
大
が
様
々
な
点
で
再
評
価
さ
れ
た
と
い
え
る
。
 

ッ
ク
 教
会
を
制
度
宗
教
の
一
つ
の
典
型
と
す
る
と
、
も
 5
 一
つ
 

0
 例
が
英
国
教
会
で
あ
る
。
 

p
 ン
ド
ン
大
学
の
デ
ヴ
ィ
 
ド
，
マ
 ｜
 チ
ン
 教
 

授
が
 、
こ
の
二
十
年
間
に
徐
々
に
進
行
し
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
 下
で
顕
在
 

化
し
た
英
国
教
会
の
自
立
化
の
動
向
を
発
表
し
た
。
宗
教
的
 権
 威
 と
市
民
 

的
 権
威
と
は
一
つ
の
政
治
的
コ
イ
ン
の
 二
 側
面
で
あ
る
と
い
う
 理
念
が
 産
 

業
 社
会
の
イ
ギ
リ
ス
で
四
百
年
近
く
も
君
臨
し
て
い
た
が
、
 教
 金
側
は
移
 

民
の
増
加
が
も
た
ら
し
た
宗
教
的
文
化
的
多
様
化
と
議
会
に
占
 め
る
国
教
 

徒
の
少
数
派
化
な
ど
を
理
由
に
、
聖
職
者
任
命
 権
 や
祈
肩
書
 の
 変
更
な
ど
 

の
 典
礼
や
儀
式
に
関
す
る
決
定
に
つ
い
て
国
家
か
ら
の
自
立
性
 を
 獲
得
し
 

よ
う
と
 努
め
て
き
た
。
さ
ら
に
最
近
は
、
国
家
の
教
育
、
経
済
 、
軍
事
等
 

々
の
政
策
に
対
し
て
も
、
本
来
の
「
予
言
者
的
使
命
」
に
基
づ
 い
て
独
自
 

の
 論
評
を
な
す
こ
と
を
義
務
と
す
る
態
度
へ
と
発
展
し
た
。
 そ
 れ
を
明
ら
 

か
に
示
す
最
近
の
例
は
、
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
紛
争
に
対
し
て
 教
 会
 が
と
っ
 

た
 態
度
で
あ
っ
た
。
伝
統
に
従
え
ば
、
国
家
が
戦
争
を
始
め
た
 時
に
は
そ
 

の
 遂
行
を
神
の
名
の
も
と
に
聖
化
し
、
兵
士
を
鼓
舞
す
る
祈
り
 を
 捧
げ
る
 

は
ず
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
セ
ン
ト
・
ポ
ー
ル
寺
院
で
行
な
 わ
れ
た
 礼
 

拝
で
 表
明
さ
れ
た
見
解
は
 "
 憂
慮
と
和
解
 "
 で
あ
っ
た
。
 
サ
，
 チ
ャ
ー
 首
 



相
は
激
怒
し
、
マ
ス
コ
ミ
は
政
府
と
教
会
の
衝
突
と
報
じ
た
の
 で
あ
る
。
 

マ
ー
チ
ン
教
授
は
こ
う
し
た
動
向
を
、
英
国
教
会
を
完
全
に
非
 国
教
化
 

し
ょ
う
と
い
う
意
見
は
教
会
の
内
外
を
問
わ
ず
ま
だ
少
数
で
あ
 る
が
、
 
一
 

種
の
圧
力
団
体
と
し
て
国
家
か
ら
の
自
立
性
を
強
化
す
る
こ
と
 で
、
 教
ム
ム
 

の
力
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
き
た
と
分
析
し
 て
い
る
。
 

教
会
は
、
か
つ
て
非
国
教
徒
が
と
っ
て
い
た
「
批
判
的
役
割
 モ
 デ
ル
」
 を
 

採
用
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
は
教
会
を
「
国
家
の
制
度
 」
で
は
な
 

く
 
「
信
者
の
私
的
な
結
合
体
」
と
見
な
す
新
た
な
教
会
 
観
が
、
 
英
国
教
 ム
ム
 

内
部
で
生
じ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

第
二
は
 
、
 様
々
な
新
宗
教
運
動
の
浸
透
が
西
洋
社
会
に
も
た
ら
 し
て
い
 

る
 イ
ン
パ
ク
ト
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
運
動
に
対
す
る
国
家
機
関
 に
よ
る
 統
 

制
 が
意
味
す
る
問
題
で
あ
る
。
今
回
の
大
会
で
は
新
宗
教
運
動
 に
関
す
る
 

発
表
は
比
較
的
少
な
く
、
全
体
会
議
で
も
ダ
ー
ラ
ム
大
学
の
べ
 ツ
 ク
フ
ォ
 

｜
ド
 教
授
が
そ
れ
を
中
心
に
論
じ
た
ほ
か
は
、
第
四
セ
ッ
シ
。
 ン
 の
中
で
 

い
く
つ
か
論
及
さ
れ
た
位
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
必
ず
し
も
大
会
 で
の
中
心
 

約
論
点
と
な
っ
た
 ね
 げ
で
は
な
い
が
、
最
近
、
様
々
な
目
の
政
 府
や
機
関
 

の
 助
成
を
受
け
て
西
洋
社
会
に
お
け
る
新
宗
教
運
動
の
 イ
 ン
 パ
 ク
ト
 に
 関
 

す
る
研
究
が
多
く
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
 問
題
が
依
 

然
 と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
の
・
 
べ
 ツ
ク
フ
オ
 

｜
ド
 氏
の
発
表
も
、
こ
の
問
題
が
西
洋
社
会
の
形
成
原
理
と
本
 質
的
に
関
 

聖
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
参
加
者
か
ら
 
 
 

心
を
呼
ん
だ
の
は
事
実
で
あ
り
、
こ
こ
で
そ
の
内
容
を
紹
介
す
 る
の
も
 有
 

益
 で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
 

展
 

彼
は
政
府
に
よ
る
新
宗
教
運
動
へ
の
直
接
的
な
介
入
の
例
と
し
 て
、
六
 

0
 
年
代
に
ア
ノ
リ
カ
 合
 Ⅲ
国
の
食
糧
・
医
薬
管
理
局
が
サ
イ
 五
 ン
ト
ロ
ジ
 

１
 の
 E
l
 
メ
ー
タ
ー
の
使
用
を
禁
止
し
よ
う
と
し
、
ま
た
カ
リ
 フ
ォ
ル
 
二
 

ア
 州
の
検
察
庁
が
 シ
 ナ
ノ
ン
や
チ
ャ
ー
チ
・
オ
フ
・
ゴ
ッ
ド
の
 活
動
に
 干
 

歩
 し
た
 件
 。
一
九
六
八
年
、
イ
ギ
リ
ス
の
健
康
衛
生
省
が
 サ
イ
 
エ
ン
ト
ロ
 

ジ
ー
を
学
ぶ
目
的
の
外
国
人
の
入
国
を
禁
止
し
た
 件
 。
さ
ら
に
 
、
統
一
教
 

会
 に
関
す
る
最
近
の
問
題
と
し
て
、
慈
善
団
体
と
し
て
の
資
格
 を
 取
り
消
 

さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
事
例
、
文
鮮
明
氏
の
入
国
を
 拒
否
す
る
 

方
針
を
出
し
た
西
独
の
例
の
ほ
か
、
一
九
八
二
年
六
月
、
統
一
 数
ム
 ム
 の
事
 

務
 所
を
警
察
が
通
告
な
し
に
捜
索
し
た
フ
ラ
ン
ス
で
の
事
例
等
 
を
 挙
げ
 

た
 。
こ
れ
ら
は
政
府
が
公
式
的
に
は
ア
ン
チ
・
カ
ル
ト
的
政
策
 を
と
ら
な
 

い
と
言
明
し
て
い
る
反
面
、
関
係
各
省
庁
の
行
政
判
断
に
も
と
 づ
い
て
と
 

ら
れ
た
直
接
的
か
つ
、
あ
る
意
味
で
挑
発
的
な
行
動
で
あ
っ
た
  
 

次
に
間
接
的
な
対
応
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、
 七
 0
 年
代
に
 増
加
し
 

た
 、
政
府
に
 
よ
 る
調
査
委
員
会
の
設
置
や
公
聴
会
の
実
施
、
 

ま
 た
 社
会
科
 

学
的
調
査
へ
の
積
極
的
な
助
成
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
 南
ア
フ
リ
 

力
 、
イ
ギ
リ
ス
、
ム
ロ
兼
国
、
カ
ナ
ダ
、
 
西
 ド
イ
ツ
等
で
の
例
が
 取
り
上
げ
 

ら
れ
た
。
 

西
洋
諸
国
の
政
府
の
こ
の
 ょ
う
 な
動
向
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
 

新
宗
教
 

運
動
に
対
す
る
明
確
な
政
策
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
た
の
で
は
 な
く
、
 ま
 

た
そ
の
統
制
を
目
的
と
し
た
法
律
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
は
西
欧
 
で
は
な
 

ぃ
 。
全
体
と
し
て
、
国
家
に
 よ
 る
統
制
の
様
式
は
間
接
的
で
断
 片
 的
で
 穏
 

)
 

 
 

や
か
な
も
の
で
あ
り
、
主
に
各
省
庁
の
行
政
的
判
断
の
も
と
に
 な
さ
れ
て
㈹
 

い
る
関
係
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
政
府
が
積
極
的
に
新
 ゐ
 下
敷
の
 統
鵠
 

 
 

制
 に
乗
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
と
判
断
す
る
の
は
早
計
で
あ
り
 、
む
し
ろ
 



宗
教
団
体
で
あ
る
と
 否
 と
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
任
意
団
体
へ
  
 

管
理
の
一
環
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
新
宗
教
が
 引
き
お
こ
 

し
て
い
る
波
紋
は
選
挙
民
の
圧
力
に
よ
る
議
員
の
働
き
や
マ
ス
 

、
の
 

セ
ン
セ
ー
シ
，
 
テ
 ル
 な
 報
道
が
問
題
を
押
し
あ
げ
て
い
る
と
 見
 な
す
べ
 き
 

で
あ
る
。
し
か
し
、
明
確
な
政
策
の
欠
如
は
行
政
判
断
に
よ
る
 任
意
な
取
 

締
り
を
生
む
結
果
と
も
な
り
、
大
衆
の
不
信
や
パ
ラ
ノ
イ
 ア
 を
 増
長
し
て
 

い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
 

し
か
し
問
題
は
、
こ
う
し
た
政
府
と
新
宗
教
運
動
の
表
面
的
な
 対
立
に
 

あ
る
の
で
は
な
い
。
よ
り
根
本
的
な
、
西
洋
社
会
を
形
成
す
る
 基
本
的
価
 

値
 と
の
対
立
が
そ
こ
に
あ
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
 め
 が
 べ
ッ
 

ク
フ
ォ
ー
ド
氏
の
主
張
で
あ
っ
た
。
西
洋
の
資
本
主
義
社
会
を
 基
礎
づ
 け
 

て
い
る
価
値
は
、
「
個
人
の
自
由
と
平
等
」
で
あ
り
、
換
言
す
れ
 
ば
 自
由
 

主
義
と
功
利
的
個
人
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。
宗
教
も
 、
そ
こ
に
 

お
い
て
は
自
己
実
現
の
た
め
の
根
本
的
に
個
人
的
（
 憶
お
 。
 コ
巴
 ）
領
域
の
 

問
題
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
他
の
社
会
的
諸
領
域
か
ら
 
分
離
さ
 

ね
 、
区
画
さ
れ
て
し
ま
う
傾
向
に
あ
る
。
 

そ
れ
に
対
し
て
、
新
宗
教
運
動
は
必
ず
し
も
こ
の
 ょ
う
 な
 イ
デ
 オ
ロ
ギ
 

｜
と
 両
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
既
存
の
立
場
か
ら
は
権
威
 主
 義
 的
で
不
 

ム
ロ
 
理
 な
集
団
主
義
と
見
な
し
 ぅ
る
 価
値
を
強
調
す
る
。
そ
れ
は
 彼
ら
が
 信
 

仰
を
 
コ
ミ
ュ
 ナ
ル
 な
も
の
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
 

従
つ
 て
ふ
 Ⅰ
の
古
本
 

教
生
活
は
私
的
な
領
域
に
と
ど
ま
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
新
家
 
教
 運
動
 

は
 、
既
成
の
秩
序
へ
の
挑
戦
、
新
た
な
政
治
的
社
会
的
行
動
へ
 0
 発
展
、
 

新
し
い
宗
教
的
文
化
の
創
出
等
の
要
素
を
多
分
に
も
っ
て
い
る
 が
 故
に
 、
 

一
般
市
民
は
そ
れ
ら
の
新
し
い
価
値
に
当
惑
し
、
資
本
主
義
 社
 会
の
管
理
 

者
と
し
て
の
政
府
の
反
応
は
、
既
成
の
秩
序
か
ら
の
逸
脱
を
抑
 制
し
よ
う
 

と
す
る
行
動
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 

は
 上
の
指
摘
は
、
新
宗
教
運
動
に
対
す
る
政
府
の
統
制
の
社
会
 学
的
 メ
 

カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
ら
の
運
動
が
西
洋
社
会
に
も
 た
ら
し
た
 

衝
撃
を
理
解
す
る
上
で
、
有
意
義
で
あ
っ
た
。
現
実
的
な
イ
ソ
  
 

ま
だ
部
分
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
近
年
の
西
洋
社
会
の
不
安
定
 化
の
中
で
 

宗
教
的
文
化
的
多
様
化
を
促
進
す
る
要
因
で
あ
る
こ
と
は
確
か
 な
 よ
 う
 で
 

あ
る
。
 

紙
面
の
余
裕
が
な
く
な
っ
て
ぎ
た
が
、
第
三
は
イ
ス
ラ
ム
教
が
 も
た
ら
 

し
て
い
る
政
治
的
、
社
会
的
イ
ン
パ
ク
ト
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ム
 に
つ
い
て
 

ほ
 第
二
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
フ
ラ
ン
ス
の
カ
レ
教
授
か
ら
、
今
日
の
 世
界
各
地
 

で
お
こ
っ
て
い
る
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
よ
る
政
治
運
動
・
抵
抗
 運
 動
の
思
想
 

的
 系
譜
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
運
動
が
基
本
的
に
は
国
家
の
不
当
 な
 暴
力
に
 

対
す
る
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
こ
と
を
エ
ジ
プ
ト
の
ナ
セ
ル
 時
 代
の
抗
争
 

か
ら
分
析
す
る
発
表
な
ど
が
あ
っ
た
。
紙
幅
の
関
係
で
細
か
な
 紹
介
は
省
 

か
せ
て
い
た
だ
く
が
、
一
緒
に
参
加
し
た
 ス
イ
 ン
 ゲ
ド
｜
 教
授
 の
 印
象
で
 

は
 、
イ
ス
ラ
ム
の
進
出
、
特
に
 ョ
 ー
 p
 ッ
パ
 各
地
へ
の
浸
透
に
 、
出
席
し
 

て
い
た
欧
米
の
学
者
た
ち
が
強
い
関
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
 論
議
の
中
 

で
 感
じ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ブ
リ
ュ
ッ
 セ
 ル
 の
あ
る
 

公
立
小
学
校
で
は
生
徒
の
 3
 分
の
 1
 が
イ
ス
ラ
ム
教
徒
、
す
な
 ね
 ち
 ア
ラ
 

フ
人
で
あ
っ
た
こ
と
に
 

ス
イ
 ソ
 ゲ
ド
｜
氏
 自
身
も
衝
撃
を
受
け
 た
と
い
う
 

こ
と
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ム
浸
透
に
よ
つ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
 歴
 史
上
初
め
 

て
 真
の
意
味
で
の
プ
ル
ー
ラ
リ
ズ
ム
を
経
験
し
始
め
た
と
い
え
 る
の
で
は
 

な
い
だ
ろ
う
か
。
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以
上
の
よ
 5
 に
、
包
括
的
課
題
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
こ
十
数
年
来
 の
 変
化
 

を
 マ
ク
ロ
な
観
点
か
ら
捉
え
る
試
み
と
視
座
が
い
く
つ
か
提
示
 さ
れ
た
。
 

そ
れ
自
体
で
十
分
有
意
義
な
会
議
で
あ
っ
た
が
、
た
だ
公
的
 領
 域
の
定
義
 

に
し
て
も
あ
い
ま
い
な
ま
ま
残
さ
れ
て
お
り
、
つ
っ
こ
ん
だ
 理
 論
的
 検
討
 

は
 今
後
の
課
題
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
日
本
 か
ら
の
 発
 

表
は
理
論
的
問
題
提
起
を
明
確
に
し
た
数
少
 ぃ
 一
 つ
 で
あ
る
の
 で
、
最
後
 

に
 触
れ
て
お
き
た
い
。
発
表
と
し
て
は
二
つ
あ
り
全
体
会
議
の
 第
一
 セ
，
 

シ
ョ
ン
で
柳
川
・
阿
部
両
氏
に
よ
る
日
本
人
の
宗
教
意
識
の
変
 化
と
世
俗
 

比
論
と
の
関
係
を
扱
っ
た
も
の
と
、
個
別
発
表
の
部
で
赤
池
 

ス
イ
 ソ
 ゲ
 

望
 

超
越
性
を
内
包
す
る
新
宗
教
も
出
現
し
、
さ
ら
に
、
住
民
 

ド
｜
 両
氏
に
よ
る
沖
縄
の
宗
教
変
動
を
 ユ
 タ
 や
ソ
 ロ
と
の
関
連
 

の
 訴
え
に
よ
っ
 

で
 論
じ
た
 

発
表
と
が
な
さ
れ
た
，
前
者
は
こ
れ
ま
で
の
世
俗
化
理
論
が
 超
 越
｜
 内
在
 

と
い
う
二
極
性
と
個
人
主
義
的
信
仰
と
の
 二
 要
素
に
よ
っ
て
 特
 徴
づ
 げ
ら
 

れ
る
宗
教
観
を
前
提
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
内
在
性
が
 一
方
的
に
 

優
越
し
、
か
つ
個
人
よ
り
も
共
同
体
の
祭
祀
と
し
て
理
解
で
ぎ
 る
 日
本
的
 

宗
教
伝
統
の
文
脈
に
は
適
応
で
き
な
い
と
い
う
問
題
提
起
を
し
 た
 発
表
で
 

あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
本
年
三
月
に
大
阪
地
裁
で
違
憲
判
決
 の
 出
た
 忠
 

魂
碑
 訴
訟
を
事
例
に
と
り
な
が
ら
、
日
本
の
宗
教
的
伝
統
は
「
 共
同
体
の
 

宗
教
」
と
い
う
性
格
に
あ
り
、
国
、
県
、
町
や
 村
 、
家
の
各
 レ
 ヘ
ル
に
 そ
 

の
 共
同
体
祭
祀
と
し
て
の
社
や
慰
霊
牌
等
の
施
設
が
、
そ
し
て
 儀
礼
が
あ
 

っ
た
 。
し
か
し
、
幕
末
以
降
の
近
代
化
の
過
程
で
個
人
の
信
仰
 を
 強
調
し
 

て
お
こ
さ
れ
た
最
近
の
津
地
鎮
祭
訴
訟
や
今
回
の
ケ
ー
ス
が
 示
 す
よ
う
 

に
 、
国
民
が
共
同
体
的
宗
教
意
識
を
否
定
し
始
め
た
。
こ
の
 変
 化
が
日
本
 

展
 

に
お
け
る
世
俗
化
過
程
と
す
る
と
、
あ
る
意
味
で
欧
米
と
逆
の
 方
向
性
を
 

も
っ
た
過
程
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
主
旨
の
発
表
で
 あ
っ
た
 と
 

考
え
ら
れ
る
。
 

後
者
の
発
表
も
、
欧
米
の
学
者
に
は
全
く
未
知
の
宗
教
的
風
景
 を
 提
示
 

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
類
似
の
問
題
提
起
を
な
し
た
も
の
と
い
，
 
て
 る
。
 そ
 

の
 意
味
で
、
こ
の
二
つ
の
発
表
は
総
ム
ロ
テ
ー
マ
に
対
し
て
異
な
 

っ
た
 宗
教
 

的
伝
統
か
ら
従
来
の
世
俗
化
理
論
の
文
化
的
偏
向
を
指
摘
し
た
 も
の
と
し
 

て
 関
心
を
集
め
た
。
特
に
柳
川
・
阿
部
発
表
は
総
合
テ
ー
マ
を
 め
ぐ
る
 理
 

論
 的
論
議
が
全
体
と
し
て
少
な
い
中
で
、
異
な
っ
た
世
俗
化
の
 文
脈
を
提
 

示
し
た
こ
と
は
一
つ
の
貢
献
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
 質
疑
の
中
 

で
、
超
越
的
 ｜
 内
在
的
と
い
う
 軸
と
 、
 私
化
｜
 共
同
体
化
と
い
 ぅ
 軸
は
ど
 

の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
不
明
確
で
あ
る
等
の
指
摘
も
あ
り
 、
今
後
の
 

よ
り
ち
密
な
理
論
化
が
必
要
で
あ
る
と
 い
 え
 よ
う
 。
 

以
上
、
今
回
の
大
会
で
の
 総
 ム
ロ
テ
ー
マ
を
め
ぐ
る
論
議
の
中
で
 
、
 主
に
 

政
治
的
領
域
に
お
け
る
宗
教
の
役
割
や
影
響
の
増
大
が
ど
の
 ょ
 う
 に
論
じ
 

ら
れ
た
か
、
そ
し
て
そ
の
論
議
が
従
来
の
世
俗
化
理
論
に
 い
か
 な
る
問
題
 

を
 投
げ
か
け
た
か
と
い
う
点
を
中
心
に
興
味
深
い
発
表
を
紹
介
 し
た
。
 議
 

論
 の
一
つ
の
方
向
性
を
了
解
し
て
い
た
だ
げ
れ
ば
幸
 い
 で
あ
る
  
 

な
お
、
次
の
大
会
は
一
九
八
五
年
に
べ
ル
ギ
ー
の
ル
ー
ベ
ン
 大
 学
 で
開
 

催
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
今
年
度
中
に
は
 役
 員
の
改
選
 

が
 行
な
わ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
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に
こ
の
両
者
は
、
一
人
の
真
理
を
め
ぐ
っ
て
の
恋
敵
の
よ
う
に
 ま
こ
と
に
 

の
よ
う
な
力
と
な
り
、
役
割
を
果
た
す
の
か
と
い
う
点
に
か
ね
 が
ね
深
く
 

興
味
を
抱
い
て
ぎ
た
。
一
方
で
は
、
調
査
・
観
察
・
採
集
を
旨
 
と
す
る
 

「
実
証
」
的
学
風
が
肩
を
饗
や
か
し
、
統
計
・
数
理
処
理
を
加
 え
て
「
 客
 

観
 」
風
を
装
っ
て
い
た
。
他
方
で
は
、
論
者
の
見
据
え
て
い
る
 ヴ
ィ
ジ
 ョ
 

ン
が
 一
点
の
光
源
と
な
っ
て
、
「
実
証
」
的
な
叙
述
で
は
な
い
に
 
も
か
か
 

わ
ら
ず
、
 強
列
 な
吸
引
力
が
は
た
ら
い
て
、
論
者
と
と
も
に
わ
 れ
 仁
 
@
 り
れ
 
吐
 
-
m
 

者
が
そ
の
渦
中
に
投
げ
出
さ
れ
、
ヴ
ィ
ジ
 ，
ン
を
共
現
 し
な
が
 ら
 問
題
の
 

波
 に
洗
わ
れ
る
と
い
っ
た
風
な
、
い
わ
ゆ
る
「
主
観
」
的
な
 、
 あ
る
い
は
 

「
文
学
」
的
な
学
風
が
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
対
極
は
、
換
 @
 す
れ
ば
、
 

ロ
ジ
ッ
ク
 と
ポ
ヱ
 ジ
ー
と
い
っ
 

幸
 な
こ
と
 

山
折
哲
雄
 著
 

日
本
宗
教
文
化
の
構
造
と
祖
型
 

東
京
大
学
出
版
会
昭
和
五
五
年
八
月
刊
 

A
5
 判
三
四
三
頁
三
八
 0
0
 円
 

鎌
田
東
 二
 

 
 

人
文
科
学
や
社
会
科
学
の
分
野
で
、
研
究
者
の
想
像
力
が
い
っ
 た
い
ど
 

書
評
と
紹
介
 

相
性
が
悪
い
の
で
あ
る
。
 

民
俗
学
の
分
野
で
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
柳
田
国
男
は
前
 者
の
総
持
 
2
 

帥
 の
よ
う
に
 @
 わ
れ
、
折
口
信
夫
は
後
者
の
導
師
の
如
く
見
な
 さ
れ
て
 き
 

⑥
 

 
 
 
 

た
 。
も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
は
、
柳
田
国
男
の
学
問
に
 ロ
ジ
 

の
 糸
を
紡
 

ぎ
 出
す
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
と
し
て
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
 や
 イ
マ
ジ
ネ
ー
 
シ
ョ
ン
が
 

存
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
ま
た
折
口
信
夫
 に
す
る
ど
 

ハ
 ロ
ジ
ッ
ク
の
展
開
が
欠
け
て
い
る
と
舌
口
う
の
で
は
さ
ら
さ
ら
 

よ
、
ふ
 

力
 Ⅰ
 ，
つ
 
,
 

 
 

両
者
を
対
極
の
如
く
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
位
置
 

を
 確
定
せ
 

ん
と
す
る
研
究
者
の
態
度
や
想
像
力
の
あ
り
方
に
 、
 何
か
 偏
椅
 な
る
も
の
 

を
感
じ
た
こ
と
も
偽
ら
ざ
る
事
実
で
あ
る
。
 

い
っ
た
い
両
者
の
歩
み
寄
り
は
不
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
 p
 ジ
 
ッ
ク
と
 

ポ
エ
 ジ
ー
と
は
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ツ
な
敵
対
者
に
終
る
も
の
な
の
 
だ
ろ
う
 

か
 。
暖
か
な
握
手
と
魂
の
昂
揚
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
も
は
や
あ
 り
え
な
い
 

 
 

の
 だ
ろ
う
か
。
 
p
 ジ
ッ
ク
に
血
が
通
う
こ
と
は
な
く
、
想
像
力
 は
 単
な
る
 

自
己
増
殖
的
な
閉
鎖
系
を
紡
ぐ
こ
と
で
そ
の
命
数
を
終
え
て
し
 ま
う
 ば
 か
 

り
な
の
だ
ろ
う
か
。
 

山
折
哲
雄
氏
の
い
く
つ
か
の
論
文
を
読
ん
で
、
ま
ず
何
よ
り
も
 印
象
づ
 

け
ら
れ
る
こ
と
は
、
氏
が
ロ
ジ
ッ
ク
 と
ポ
ヱ
 
ジ
ー
と
の
両
極
を
 か
な
り
昔
ゅ
 

図
 的
に
往
来
し
ょ
う
と
努
力
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
 氏
 が
 従
前
 ょ
 

り
 、
「
身
体
」
や
「
感
覚
」
の
問
題
に
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
寄
 せ
 、
ま
た
 

本
書
中
で
も
、
「
 涙
 」
や
「
断
食
」
や
「
 月
 」
を
め
ぐ
る
論
考
を
 展
開
し
 

て
い
る
の
は
、
そ
の
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
 う
 
し
た
 着
 

眼
 、
発
想
、
想
像
力
の
構
造
化
さ
れ
た
論
理
的
開
陳
に
、
読
者
 で
あ
る
わ
 

れ
わ
れ
は
あ
る
種
の
 ヱ
 ロ
チ
シ
ス
 
ム
 を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
と
い
 っ
て
も
 過
 



第
二
古
代
密
教
の
目
木
類
型
１
１
構
造
と
形
態
 

第
三
死
の
た
め
の
団
体
形
成
源
信
と
そ
の
同
志
た
ち
 
 
 

第
四
身
体
の
時
空
１
１
道
元
と
仏
々
 
祖
 々

 

第
五
ド
グ
マ
と
セ
ク
ト
一
休
 宗
 純
の
虚
実
 

第
 -
 八
宗
教
経
験
と
し
て
の
断
食
１
１
禁
欲
の
日
本
類
型
 

第
七
宗
教
経
験
と
し
て
の
 涙
 

ロ
ヨ
ラ
・
善
導
・
 
親
如
  
 

第
八
マ
ン
ダ
ラ
の
構
造
 ｜
 現図
 量
茶
羅
 

第
九
山
越
え
の
象
徴
１
１
春
日
量
 
茶
羅
 

第
十
月
イ
メ
ー
ジ
の
変
貌
山
越
阿
弥
陀
 
図
 

以
上
十
篇
の
論
文
と
、
そ
こ
で
触
れ
ら
れ
た
論
点
と
密
接
に
関
 わ
る
書
評
 

二
篇
 
「
ゴ
ヤ
 
ポ
子
 シ
ア
 白
 研
究
の
た
め
に
桜
井
徳
太
郎
日
日
 
本
の
 シ
 

ャ
 マ
ニ
ズ
ム
」
」
「
顕
教
的
思
惟
に
た
い
す
る
密
教
的
 

思
 

惟
里
 

田
 俊
雄
「
日
本
中
世
の
国
家
と
宗
教
」
」
が
竹
簾
と
し
て
 
配
置
さ
れ
 

て
い
る
。
 

「
序
論
」
の
冒
頭
で
、
著
者
は
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
モ
ー
ゼ
 像
 に
み
 

ら
れ
る
 郭
 め
い
だ
「
憤
怒
と
苦
痛
と
軽
蔑
」
の
意
味
す
る
と
こ
 ろ
を
プ
 
ロ
 

イ
ト
 が
解
釈
し
た
と
き
に
、
そ
の
像
の
細
部
に
注
意
し
た
と
い
 ぅ
 点
を
重
 

祝
 す
る
，
そ
し
て
み
ず
か
ら
細
部
へ
の
方
法
的
接
近
を
試
み
る
 際
に
 、
方
 

青
 で
は
な
い
。
 

と
も
あ
れ
、
以
下
、
氏
の
「
構
造
化
さ
れ
た
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
」
 の
 内
実
 

を
少
し
見
つ
め
て
み
よ
う
。
 

本
書
は
 、
 長
い
自
注
的
な
「
序
論
」
に
続
い
て
、
 

第
一
古
代
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
の
習
合
類
型
八
幡
神
と
不
動
 
明
王
 

法
を
水
底
深
く
沈
澱
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
生
そ
の
 も
の
へ
の
 

洞
察
を
よ
り
豊
か
な
も
の
に
し
ょ
う
と
し
て
い
る
。
「
方
法
意
識
 の 過
剰
 

に
よ
り
反
っ
て
実
証
内
容
の
貧
血
状
態
と
い
う
思
わ
ぬ
果
実
を
 
拾
う
」
 

（
二
六
頁
）
こ
と
を
何
よ
り
も
回
避
し
た
い
が
た
め
で
あ
る
。
 

-
 
」
 ぅ
し
た
 

著
者
の
態
度
は
、
従
来
の
い
び
り
に
硬
い
両
極
的
な
学
風
か
ら
 自
由
に
な
 

り
 、
 柔
 軽
さ
と
軽
や
か
さ
と
透
明
さ
と
を
も
っ
て
事
象
に
触
れ
 に
い
こ
，
 
つ
 

と
す
る
独
得
の
ま
な
ざ
し
と
触
覚
的
な
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
を
生
ん
 で
い
る
。
 

著
者
み
ず
か
ら
収
録
論
文
を
四
群
に
分
け
て
い
る
が
、
ま
ず
 第
 一
群
の
 

第
一
論
文
と
第
二
論
文
と
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
如
実
に
も
の
 が
た
っ
て
 

い
る
よ
う
に
、
神
道
と
仏
教
と
の
「
習
合
」
の
問
題
に
焦
点
を
 当
て
て
い
 

る
 。
最
初
に
、
著
者
は
僧
形
八
幡
神
像
の
異
様
さ
に
打
た
れ
、
 そ
の
異
様
 

さ
が
、
不
動
明
王
の
も
っ
降
魔
的
な
 盆
怒
相
 と
柔
和
な
 
童
児
相
 0
 双
方
を
 

包
み
込
ん
で
 い
 る
形
姿
と
共
通
す
る
点
に
由
来
す
る
、
と
い
う
 疑
問
を
学
 

読
 史
的
に
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
こ
 う
 と
す
る
。
中
野
 幡
能
氏
に
ょ
 れ
ば
、
 八
 

幡
 神
の
性
格
に
は
、
仏
教
的
な
神
、
母
子
 神
 、
鍛
治
神
の
三
類
型
 
が
あ
る
。
 

こ
の
う
ち
著
者
は
、
仏
教
的
な
神
の
類
型
に
着
目
す
る
。
小
野
 玄
妙
 氏
に
 

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
、
大
分
石
仏
 群
 に
不
動
明
王
を
中
心
と
す
 る
 密
教
 像
 

の
 圧
倒
的
な
多
さ
、
八
幡
大
神
の
託
宣
方
式
が
不
動
明
王
の
修
 法
 と
酷
似
 

し
て
い
る
点
。
ま
た
、
松
本
栄
一
氏
に
よ
る
 凡
 流
の
 幡
と
 密
教
 の
 不
動
法
 

 
 

儀
礼
と
を
結
び
つ
け
、
「
八
幡
」
が
不
動
安
鎮
法
に
由
来
す
る
と
 の
論
な
 

ど
を
再
評
価
し
つ
つ
、
不
動
法
 ｜
 凡
流
の
 旗
｜
 幡
蓋
が
古
代
日
 本

の
シ
ャ
 

つ
 

マ
ニ
ズ
ム
文
化
な
い
し
密
教
 ｜
 シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
的
な
複
合
体
系
 に
お
い
て
㏄
 

 
  

 

緊
密
に
結
合
し
た
こ
と
を
推
論
し
て
い
る
。
 

 
 

次
に
、
第
二
論
文
で
は
、
左
右
の
非
対
称
シ
ン
ポ
リ
ズ
ム
、
 イ
 ン
ド
 密
 



教
の
左
道
的
方
法
に
お
け
る
禁
欲
の
拒
否
に
 よ
 る
価
値
の
顛
倒
 、
密
教
の
 

三
密
修
行
に
よ
る
身
体
解
放
性
Ⅱ
変
身
性
、
最
泣
の
顕
教
 佳
と
 空
海
の
 密
 

教
 佳
の
差
異
な
ど
を
論
じ
つ
つ
、
そ
こ
に
「
身
体
の
不
浄
性
 か
 ら
の
治
癒
 

を
め
ざ
す
禁
欲
の
方
法
」
（
七
五
頁
）
の
存
す
る
こ
と
を
浮
か
び
 あ
が
ら
 

せ
る
。
と
り
わ
け
、
「
肉
体
の
腐
 

燗
 化
と
白
骨
化
を
み
つ
め
る
 空
 海
の
眼
 

差
し
の
う
ち
に
は
、
滅
び
 ゃ
 く
肉
体
へ
の
美
的
な
感
傷
が
宿
り
 

ェ
ロ
 テ
 

ィ
 シ
ズ
ム
に
た
い
す
る
緩
や
か
な
武
装
解
除
の
ぎ
ざ
し
が
ほ
の
 み
え
て
 
ぃ
 

る
 。
最
澄
は
身
体
に
お
け
る
肉
感
性
を
死
の
象
徴
と
し
て
 掘
殺
 し
た
が
、
 

空
海
は
こ
れ
に
、
死
か
ら
の
治
癒
の
標
職
と
し
て
心
を
こ
め
て
 荘
厳
を
ほ
 

ど
こ
す
。
最
澄
の
無
常
観
に
は
哲
学
が
横
溢
し
て
い
る
が
、
 空
 海
の
そ
れ
 

に
は
詩
が
息
づ
 
い
 て
い
る
」
（
七
四
頁
）
と
の
対
比
は
、
見
事
に
 

両
極
の
 

険
易
 を
 描
き
出
し
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
が
先
に
見
た
ロ
ジ
ッ
ク
 Ⅰ
 ポ
ェ
ジ
 

１
 0
 両
極
的
学
風
が
予
想
外
に
根
の
深
い
歴
史
過
程
を
も
っ
て
 い
る
こ
と
 

を
 考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
著
者
が
密
教
を
と
 り
あ
げ
よ
 

ぅ
 と
す
る
意
図
が
奈
辺
に
あ
る
か
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
 な
く
問
わ
 

ず
 語
り
 竺
 詰
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

次
の
第
二
群
の
三
つ
の
論
文
は
、
著
者
み
ず
か
ら
が
「
序
論
」
 で
 自
解
 

し
て
い
る
 
よ
う
 に
、
中
性
的
精
神
の
前
提
な
い
し
骨
格
と
し
て
 の
死
 、
、
 
水
 

遠
 、
批
評
に
つ
い
て
再
検
討
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
第
三
論
 文
 で
は
、
 

源
信
の
 
ョ
 往
生
要
集
」
、
慶
滋
保
胤
と
源
信
の
 

ヨ
 一
十
五
三
昧
 起
 詣
 し
・
 念
 

仏
 結
社
に
よ
る
 
ヨ
 一
十
五
三
昧
過
去
帳
 ヒ
 と
い
う
、
源
信
を
指
 導
者
と
す
 

る
 念
仏
結
社
の
三
つ
の
記
録
の
継
起
的
な
制
作
過
程
の
中
に
 、
 機
死
 と
陣
 

死
の
イ
メ
ー
ジ
の
緊
張
、
鎮
魂
 鎮
 送
の
儀
礼
に
よ
る
屍
体
（
 廟
 所
 ）
 と
尊
 

霊
 
（
浄
土
）
へ
の
分
解
、
生
者
と
死
者
を
二
極
限
と
す
る
神
話
 
的
 共
同
体
 

の
形
成
へ
と
む
か
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
見
事
に
 析
 出
し
て
い
る
 。
第
四
論
 

文
 で
は
、
道
元
に
お
け
る
 父
 探
し
Ⅱ
古
仏
の
探
索
 行
 に
み
ら
れ
  

 

的
な
遁
世
的
神
秘
主
義
の
あ
り
様
を
検
討
し
て
い
る
。
第
五
論
 文
 で
は
、
 

 
 
 
 

養
 史
の
五
種
行
の
正
統
的
ド
グ
マ
に
対
し
て
み
ず
か
ら
の
逆
説
 的
な
五
種
 

行
を
提
示
し
た
一
休
に
お
け
る
、
自
由
を
希
求
し
た
「
出
家
の
 不
自
由
」
 

と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
、
「
狂
雲
集
」
と
 ヨ
 自
戒
集
ヒ
 
と
 の
 間
の
奇
妙
 

な
ズ
レ
 
の
分
析
を
通
し
て
、
ド
グ
マ
な
 ぎ
 セ
ク
ト
の
総
帥
の
姿
 の
 微
妙
な
 

ゆ
れ
 動
き
の
中
に
見
定
め
て
い
る
。
 

第
三
群
の
二
論
文
と
第
四
群
の
三
論
文
と
は
、
細
部
へ
の
方
法
 的
 接
近
 

と
い
う
著
者
の
意
図
が
も
っ
と
も
よ
く
発
揮
さ
れ
た
論
文
で
あ
 る
が
、
 ま
 

ず
 第
三
群
で
は
著
者
は
、
宗
教
的
経
験
に
む
か
う
禁
欲
手
段
と
 
し
て
の
 

「
断
食
」
と
身
体
外
排
泄
物
と
し
て
の
「
 涙 」
の
宗
教
意
識
論
を
 展
開
す
 

る
 。
第
六
論
文
で
は
、
釈
迦
、
密
教
者
、
空
也
、
文
覚
、
修
 
験
者
、
日
 

蔵
 、
禅
室
、
性
空
、
 
証
如
 、
 峰
 延
ら
の
木
食
 ｜
 断
食
 行
 に
み
ら
 れ
る
 苦
修
 

練
行
的
な
禁
欲
的
生
体
処
理
が
、
「
肉
体
の
生
理
機
能
に
暴
力
的
 な
 禁
止
 

規
定
を
あ
て
は
め
」
（
一
七
八
頁
）
、
生
命
と
し
て
の
肉
体
を
 

ゼ
 口
度
に
舌
よ
 

で
 低
下
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
生
命
体
を
非
日
常
的
な
聖
 
な
 
る
境
位
 

に
 高
め
」
（
 同
頁
 ）
、
す
な
わ
ち
自
己
の
 
ヵ
 リ
マ
ス
性
を
高
め
、
 
聖
な
る
 呪
 

力
や
 霊
力
を
獲
得
し
て
 い
 く
過
程
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
 。
続
く
第
 

七
 論
文
で
は
、
イ
グ
ナ
テ
ィ
ウ
ス
・
 デ
 ・
ロ
ヨ
ラ
、
善
導
、
親
 
鸞
 に
み
ら
 

れ
る
「
流
涙
」
体
験
と
そ
の
意
味
づ
け
の
考
察
を
通
し
て
、
 流
 
涙
 現
象
 

が
 、
「
現
実
の
視
覚
的
世
界
を
流
涙
の
膜
に
よ
っ
て
覆
い
か
く
 し
 、
そ
し
 

て
 拒
絶
す
る
が
、
そ
 う
 す
る
こ
と
を
通
し
て
、
同
時
に
全
く
別
 箇
の
想
像
 

上
の
体
験
も
し
く
は
世
界
を
そ
こ
に
現
出
し
ょ
う
と
す
る
主
体
 
的
な
行
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ぐ
 架
橋
と
し
て
の
中
世
に
照
準
を
あ
わ
せ
な
が
ら
、
「
祖
型
 と
 
睦
 
偶
性
 
辿
 」
 の
 

 
 

生
成
な
い
し
変
成
過
程
の
形
姿
を
で
き
う
る
限
り
明
澄
に
見
つ
 め
よ
う
と
 

し
た
、
そ
の
ま
な
ざ
し
の
あ
り
様
に
も
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
 が
 、
最
後
 

ま
で
私
に
は
「
祖
型
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
つ
か
め
な
か
っ
た
の
で
 
あ
る
。
 

「
祖
型
」
と
は
わ
れ
わ
れ
の
仮
構
も
し
く
は
要
請
に
す
ぎ
ぬ
も
の
 な
の
で
 

あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
神
仏
乖
離
の
側
面
と
ど
の
よ
う
に
 関
 わ
る
の
 

か
 。
と
ま
れ
、
本
書
が
、
細
部
へ
の
 愛
 と
注
視
と
洞
察
と
に
 基
 つ
い
た
、
 

香
り
高
く
も
刺
戟
的
な
一
書
で
あ
る
こ
と
に
は
疑
い
を
容
れ
た
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教め急 いよ 諸 
    最末   

つ周 教主調 い古 
の辺 と 題み く 今 十人学に 子 著 き ょ 

特 をはのでこ の 
徴歩関解 あ と 日 

み 

が 見でりに。 んわ明るに本 よの 
ら 

れ 
る 文学作 られるいると のない 取組ん 長年、 って、   

でぅ はあ がき本本の 、 た人人中 
な り 実著 ののに 三 略 

  
い 方は者家宝 あ 和 五 二 O   一四 

月刊 O 三   
設宗求 なと しの 子 

産
 し
、
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
文
学
の
中
に
、
そ
の
よ
 う
 な
宗
教
 

6
 

意
識
を
跡
 づ
 げ
よ
う
と
す
る
。
著
者
自
身
も
述
べ
て
い
る
よ
 う
 
 
 

人
の
宗
教
意
識
・
宗
教
思
想
を
扱
っ
た
従
来
の
研
究
の
多
く
に
 
お
い
て
㈹
 

 
 
 
 

は
 、
文
学
作
品
を
研
究
対
象
と
す
る
も
の
は
き
わ
め
て
少
な
か
 っ
 た
と
 =
=
 

ロ
 

え
る
。
 又
 、
国
文
学
研
究
の
分
野
に
お
い
て
は
、
生
死
 観
や
無
 
常
 観
な
ど
 

の
 宗
教
思
想
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
作
品
研
究
は
少
な
く
な
い
が
 、
著
者
が
 

立
脚
し
て
い
る
よ
う
な
広
遠
な
視
点
、
す
な
 む
 ち
、
時
代
を
通
 貫
 す
る
 日
 

本
人
の
宗
教
意
識
の
解
明
を
目
指
す
と
い
う
視
座
を
基
盤
と
し
 
た
 研
究
 

は
、
稀
と
 
舌
口
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
以
上
の
点
か
ら
、
本
書
は
 

、
 従
来
の
国
 

文
学
研
究
と
宗
教
研
究
の
い
ず
れ
か
ら
も
見
落
と
さ
れ
て
い
た
 分
野
を
取
 

り
 上
げ
た
野
心
 作
 と
言
 う
 こ
と
が
で
き
る
。
本
書
の
最
大
の
特
 徴
 は
こ
こ
 

卜
卜
 
あ
る
と
ミ
ロ
っ
て
も
よ
ト
 
バ
 だ
ろ
う
。
 

さ
ら
に
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
特
徴
は
、
著
者
の
狙
 い
が
、
 
い
 わ
 ゆ
 

る
 成
立
宗
教
及
び
そ
の
周
囲
に
集
ま
っ
た
人
々
の
宗
教
意
識
の
 解
明
に
あ
 

る
の
で
は
な
く
、
一
見
宗
教
と
は
疎
遠
な
一
般
の
日
本
人
、
特
 に
 従
来
往
 

目
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
知
識
人
階
層
の
「
宗
教
的
」
 &
 
田
 
ゅ
 識
 乃
至
 態
 

度
の
探
究
に
向
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
序
章
 
日
本
人
 

の
 宗
教
意
識
の
と
ら
え
 方
 」
で
明
確
に
示
き
れ
て
い
る
。
そ
こ
 で
は
、
 著
 

者
が
本
書
に
お
い
て
依
拠
す
る
「
宗
教
」
の
定
義
が
掲
げ
ら
れ
 て
お
り
、
 

以
下
の
先
学
の
見
解
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
 挙
げ
ら
れ
 

て
い
る
の
は
、
ジ
ョ
ン
・
テ
ュ
ー
 イ
 の
宗
教
の
定
義
で
あ
る
。
 

成
立
宗
教
 

よ
り
も
広
義
の
「
宗
教
的
な
る
も
の
」
に
注
目
す
る
デ
ュ
ー
イ
 
の
 立
場
 

は
 、
古
来
か
ら
宗
教
 茄
暖
 味
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
日
本
の
状
 況
 に
よ
く
 

適
合
し
、
又
、
特
に
文
化
人
に
と
っ
て
の
宗
教
を
み
て
い
く
 号
 廿
 に
も
 有
 



効
 で
は
な
い
か
と
著
者
は
考
え
る
，
第
二
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
  
 

は
 、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ス
の
宗
教
的
態
度
に
つ
い
て
の
 理
論
で
あ
 

る
 。
「
健
や
か
な
 む
 」
の
宗
教
と
「
病
め
る
 魂
 」
的
宗
教
と
を
 立
 て
る
 そ
 

の
 理
論
も
、
日
本
人
の
宗
教
意
識
を
探
る
上
で
参
考
に
な
る
と
 し
 、
 第
 ・
 
-
 
ハ
 

章
の
正
岡
子
規
論
に
お
い
て
そ
れ
を
適
用
し
て
い
る
，
そ
し
て
 元
一
二
に
 

地
 

、
 

岸
本
英
夫
の
宗
教
理
論
、
す
な
 ね
 ち
、
人
間
の
宗
教
的
態
度
と
 し
イ
 
Ⅰ
、
 珪
謂
 

願
態
 ・
希
求
 態
 ・
融
合
焦
・
諸
住
 態
 の
四
つ
 む
 区
別
す
る
理
論
 が
 掲
げ
ら
 

れ
て
い
る
。
 

日
本
人
の
宗
教
意
識
を
探
る
上
で
の
三
つ
の
軸
と
し
て
、
著
者
 ま
 
@
 一
、
 

知
的
経
験
と
し
て
の
宗
教
、
 ニ
 、
心
的
体
験
と
し
て
の
宗
教
、
一
 
二
 、
慣
習
 

的
 行
動
と
し
て
の
宗
教
を
挙
げ
、
以
上
一
ろ
の
宗
教
形
態
の
い
 ず
れ
と
も
 

少
し
ず
つ
関
わ
り
の
あ
る
知
的
分
野
の
人
の
宗
教
に
特
に
注
目
 
す
る
。
 

又
 、
日
本
人
の
宗
教
及
び
宗
教
意
識
の
形
態
と
し
て
次
の
 よ
う
 な
 分
類
も
 

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
 一
 、
仏
教
・
神
道
・
キ
リ
ス
ト
教
，
新
京
 
教
な
ど
 

の
 、
教
団
組
織
と
体
系
的
教
義
と
固
定
し
た
信
者
を
も
つ
宗
教
 、
ニ
、
民
 

俗
神
道
・
民
間
信
仰
に
属
す
る
宗
教
、
三
、
「
心
の
宗
教
」
と
で
 も
 言
う
 

べ
 き
 も
の
（
ル
ッ
ク
マ
ン
の
「
見
え
な
い
宗
教
」
に
該
当
）
。
 そ
 し
て
 特
 

に
日
本
人
の
宗
教
の
特
質
的
あ
り
方
は
三
に
あ
る
と
し
、
そ
れ
 は
 、
人
間
 

存
在
の
原
点
に
宗
教
的
な
も
の
を
持
ち
な
が
ら
、
既
存
宗
教
に
 そ
れ
を
 見
 

出
し
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
知
識
人
に
多
く
見
ら
れ
る
形
態
で
 あ
る
と
 ぃ
 

介
う
 。 

蠕
 

以
上
、
序
章
を
中
心
に
し
て
明
確
に
さ
れ
た
著
者
の
間
 題
意
識
と
方
法
 

 
 

 
 

た
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
他
の
五
章
は
既
に
発
表
 さ
れ
た
 論
 

文
を
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
書
 は
七
 篇
の
論
文
 を
 集
め
て
 

一
冊
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
 故
 個
々
の
論
文
の
間
に
重
複
 す
る
部
分
 

も
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
反
復
の
煩
わ
し
さ
と
は
な
 っ
て
お
ら
 

ず
 、
か
え
っ
て
著
者
の
立
場
を
よ
り
鮮
明
に
す
る
の
に
役
立
っ
 て
い
る
よ
 

う
に
 庫
 わ
れ
る
。
以
下
、
章
を
追
っ
て
そ
の
内
容
を
概
 述
 し
て
 み
よ
う
。
 

第
一
章
古
代
人
の
生
死
 闘
 １
１
万
葉
集
挽
歌
で
は
、
 
万
 葉
 集
を
 

取
り
上
げ
、
そ
こ
に
現
れ
た
古
代
人
の
生
死
観
を
追
究
す
る
。
 第
一
節
で
 

生
死
観
に
つ
い
て
の
理
論
的
整
理
を
行
い
、
岸
本
英
夫
の
生
死
 観
 を
め
ぐ
 

る
 理
論
と
、
加
藤
周
一
、
ラ
イ
シ
ュ
、
リ
フ
ト
ン
に
よ
る
生
死
 観
 を
五
 つ
 

の
 態
様
に
分
類
し
た
理
論
と
を
挙
げ
る
。
そ
れ
ら
の
理
論
を
根
 底
 に
し
て
 

捉
え
ら
れ
た
万
葉
歌
人
の
死
に
対
す
る
態
度
は
 、
 死
を
現
世
の
 
延
長
上
に
 

考
え
る
態
度
で
あ
り
、
死
に
対
す
る
意
外
に
客
観
的
で
割
り
切
 っ
た
 対
応
 

の
 仕
方
で
あ
る
。
 

第
二
章
無
常
の
世
に
㈲
 ｜
 古今
集
は
、
信
仰
を
も
た
 
ぬ
人
々
 

の
 宗
教
意
識
を
古
今
集
の
和
歌
の
中
に
探
っ
た
論
文
で
あ
る
。
 特
に
無
常
 

意
識
に
焦
点
を
絞
り
、
そ
れ
が
仏
教
と
は
無
関
係
に
日
本
人
が
 自
ら
人
間
 

曲
直
観
に
よ
っ
て
見
出
し
た
意
識
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
 そ
れ
は
 自
 

然
の
中
に
移
ろ
い
ゆ
く
美
を
見
出
す
「
は
か
な
し
」
の
心
と
も
 舌
ロ
 
い
換
 ヰ
ん
 

ら
れ
、
四
季
と
共
に
移
ろ
う
 常
 な
き
自
然
の
中
に
人
間
の
実
存
 の
場
を
見
 

出
し
、
求
め
て
い
る
点
に
古
今
集
歌
人
の
宗
教
的
心
性
の
特
徴
 を
 認
め
て
）
 

 
 

い
る
。
そ
し
て
、
桜
へ
の
想
い
が
一
つ
の
重
要
な
特
色
で
あ
る
 と 指
摘
す
㈹
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

第
三
章
無
常
の
世
に
㈲
新
古
今
集
１
１
 
は
 、
第
二
章
 と
 同
様
、
 



古
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
常
に
日
本
人
の
中
に
あ
っ
て
そ
の
 精
神
生
活
 

を
 支
え
て
き
た
和
歌
を
取
り
上
げ
て
、
日
本
人
の
特
に
知
識
 階
 級
の
宗
教
 

的
 希
求
を
探
る
試
み
で
あ
る
。
新
古
今
集
に
は
、
浄
土
教
の
顕
 著
 な
影
響
 

に
よ
 る
「
無
常
観
」
の
定
着
が
見
ら
れ
、
そ
れ
は
、
古
今
集
に
 見
ら
れ
た
 

「
は
か
な
し
」
の
感
性
（
無
常
意
識
）
の
思
想
的
深
化
で
あ
っ
 た
 。
そ
し
 

て
 、
無
常
観
か
ら
二
方
向
の
行
動
様
式
、
す
な
 ね
 ち
、
浄
土
 
志
 向
 と
山
里
 

志
向
と
が
生
じ
た
。
こ
の
う
ち
特
に
著
者
が
注
目
す
る
の
は
後
 
者
で
あ
 

り
 、
そ
こ
に
、
自
然
を
前
に
し
て
人
間
の
弱
さ
を
認
め
、
自
然
 の
中
に
没
 

入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
憂
苦
を
忘
れ
よ
う
と
し
た
新
古
今
の
作
 者
達
の
独
 

持
た
 宗
教
意
識
を
見
出
し
て
い
る
。
 

第
四
章
夢
の
警
告
 ｜
 更級
日
記
で
は
、
菅
原
孝
標
女
 と
い
う
 

王
朝
時
代
を
生
き
た
一
人
の
女
性
に
焦
点
を
紋
 り
 、
宮
廷
文
化
 人
の
中
に
 

現
れ
た
宗
教
意
識
の
一
例
を
見
事
に
描
き
出
し
て
い
る
。
生
涯
 に
 直
っ
て
 

見
ら
れ
る
十
一
の
夢
の
話
、
と
り
わ
け
宗
教
的
色
彩
を
帯
び
た
 九
つ
の
夢
 

に
 注
目
し
、
そ
れ
ら
の
夢
を
一
つ
一
つ
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
 て
 、
 孝
標
 

な
の
宗
教
意
識
の
変
遷
を
浮
 き
 彫
り
に
す
る
。
結
局
、
彼
女
の
 場
合
、
最
 

後
に
見
た
阿
弥
陀
仏
の
夢
に
救
い
へ
の
入
口
に
到
達
し
た
徴
が
 認
め
ら
れ
 

る
も
の
の
、
最
期
ま
で
物
語
文
学
へ
の
 憧
惧
と
 心
底
深
く
潜
在
 し
て
い
る
 

宗
教
意
識
と
が
 混
然
 と
し
た
ま
ま
で
、
文
学
則
宗
教
と
い
う
 境
 地
 に
は
 至
 

ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
 

第
五
章
西
行
の
宗
教
的
希
求
は
、
歌
人
西
行
の
俗
人
的
生
き
 
方
の
中
 

 
 

か
ら
人
間
西
行
の
真
の
姿
と
そ
の
求
め
た
宗
教
を
明
ら
か
に
し
 よ
う
と
し
 

た
 考
察
で
あ
る
。
西
行
を
取
り
巻
く
人
間
関
係
を
明
ら
か
に
す
 る
こ
と
に
 

よ
っ
て
、
自
歌
合
を
作
っ
た
晩
年
に
至
る
ま
で
西
行
の
心
中
に
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た
と
見
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
境
地
こ
そ
彼
に
と
っ
て
の
宗
教
 

的
 境
地
で
 

あ
っ
た
と
解
釈
す
る
。
 

以
上
、
き
わ
め
て
大
雑
把
で
あ
る
が
、
各
章
の
要
約
を
試
み
た
 

。
日
本
 

人
の
宗
教
意
識
の
解
明
に
関
し
て
は
、
宗
教
学
ば
か
り
で
な
く
 

、
深
層
 心
 

理
学
や
歴
史
心
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
な
ど
に
よ
り
、
近
年
多
く
 

の
 研
究
成
 

果
 が
挙
げ
ら
れ
て
ぎ
て
い
る
。
 
又
 、
生
死
 観
 の
問
題
に
つ
い
て
 
も
 、
科
学
 

の
 急
速
な
発
展
に
伴
い
、
複
雑
な
問
題
が
新
た
に
生
じ
て
き
た
 

の
に
対
し
 

て
 、
医
学
、
特
に
精
神
医
学
や
深
層
心
理
学
等
々
の
分
野
か
ら
 

興
味
深
い
 

考
察
が
加
え
ら
れ
つ
っ
あ
る
。
そ
の
 

ょ
う
 な
状
況
の
中
で
、
 
文
 単
 作
品
に
 

照
準
を
合
わ
せ
、
又
、
方
法
論
と
し
て
、
デ
ュ
ー
イ
、
ジ
ュ
イ
 

ム
ズ
、
 岸
 

本
の
宗
教
理
論
を
摘
用
 
し
 、
宗
教
を
広
義
に
捉
え
て
、
柔
軟
な
 

姿
勢
で
個
 

個
の
対
象
と
取
組
ん
だ
木
室
 

日
は
 
、
宗
教
学
か
ら
の
ア
フ
ロ
ー
チ
 

レ
 
Ⅰ
 
L
 し
て
生
貝
 

重
 な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
冷
徹
に
、
そ
し
て
、
総
じ
て
き
め
 

細
や
か
な
 

ま
な
ざ
し
を
も
っ
て
対
象
を
見
詰
め
る
著
者
の
姿
勢
に
よ
っ
て
 

、
多
様
な
 

時
代
に
生
き
た
多
彩
な
人
物
た
ち
の
個
性
的
な
相
貌
が
、
こ
こ
 

に
新
た
に
 

彫
り
刻
ま
れ
た
と
言
え
よ
う
。
 

民
衆
へ
の
関
心
が
大
き
な
流
れ
を
形
成
し
て
い
る
現
在
に
お
い
 

て
、
本
 

嘗
 め
よ
う
に
、
専
門
宗
教
家
で
も
、
民
間
信
仰
に
生
き
る
人
々
 

で
も
な
い
 

知
識
人
屑
に
焦
点
を
絞
る
と
い
う
着
眼
の
仕
方
は
 

、
 一
つ
の
 
卓
 見
 と
も
 考
 

え
ら
れ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
一
つ
望
ま
れ
る
の
は
、
一
般
民
衆
 

と
 知
識
人
 

介
 
と
の
関
係
を
、
日
本
人
の
宗
教
意
識
の
探
究
と
い
う
問
題
 

枠
組
の
中
で
ど
 

蠕
う
 考
え
て
お
ら
れ
る
の
か
、
 
立
 つ
明
示
し
て
ほ
し
か
っ
 
た
と
い
う
こ
と
 

 
 

 
 

識
 と
ど
 う
 異
な
り
、
ど
う
重
な
る
の
か
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
 っ
て
 、
知
 

誠
人
の
宗
教
意
識
が
「
日
本
人
」
の
宗
教
意
識
と
い
う
広
い
概
 念
の
中
で
 

占
め
る
位
置
が
よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
 
か
ろ
う
 

カ
 又

 、
著
者
は
あ
と
が
き
で
、
こ
れ
ま
で
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
 時
  
 

え
ば
中
世
に
つ
い
て
も
今
後
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
記
し
て
お
 ら
れ
る
 

が
 、
日
本
人
の
宗
教
意
識
の
流
れ
に
お
い
て
大
き
な
転
換
点
を
 成
す
と
 考
 

え
ら
れ
る
中
世
で
あ
る
だ
け
に
、
ど
の
よ
う
な
人
物
が
選
ば
れ
 る
の
か
、
 

又
 、
著
者
一
流
の
方
法
論
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
鮮
や
か
な
 分
 祈
 が
な
さ
 

れ
る
の
か
、
興
味
の
尽
き
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

さ
ら
に
、
本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
人
物
は
、
孝
標
女
を
除
き
 す
べ
て
 

男
性
で
あ
る
が
、
男
女
の
性
差
を
視
座
し
取
り
込
む
こ
と
に
よ
 っ
て
さ
ら
 

に
 見
え
て
く
る
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
方
 向
へ
の
 研
 

究
の
展
開
も
期
待
し
た
い
。
と
も
あ
れ
、
日
本
人
の
宗
教
意
識
 を
め
ぐ
る
 

ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
と
し
て
本
書
か
ら
示
唆
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
 多
大
で
あ
 

る
 。
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本
書
は
「
宗
教
社
会
学
研
究
会
」
が
世
に
問
う
、
研
究
成
果
の
 第
三
弾
 

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
昭
和
五
十
三
年
の
「
現
代
宗
教
へ
の
視
角
 」
お
よ
び
 

昭
和
五
十
五
年
の
日
宗
教
の
意
味
世
界
」
に
つ
づ
く
第
三
論
文
 実
 で
あ
る
 

か
ら
、
当
初
か
ら
ほ
ど
四
年
の
歳
月
が
経
過
し
て
い
る
。
も
っ
 と
も
「
 研
 

兜
金
」
そ
の
も
の
の
発
足
は
昭
和
五
十
年
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
 と
き
か
ら
 

数
え
れ
ば
す
で
に
八
年
の
積
み
重
ね
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
 な
る
だ
 る
 

（
 
@
 ノ
つ
 

そ
の
時
間
幅
は
見
方
に
も
 よ
 る
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
短
か
い
 と
い
え
 

ば
い
か
に
も
短
か
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
も
か
く
も
研
究
会
 活
動
と
出
 

版
 活
動
と
い
う
二
本
立
て
の
馬
車
を
駆
っ
て
き
た
の
で
あ
る
か
 ら
、
 そ
 う
 

い
う
 観
点
か
ら
す
れ
ば
、
結
構
そ
れ
は
長
期
に
わ
た
る
風
雪
の
 旅
 で
あ
っ
 

た
と
い
う
感
慨
が
当
事
者
に
は
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
 と
も
、
 
こ
 

こ
で
短
か
か
っ
た
か
長
か
っ
た
か
に
あ
え
て
こ
だ
わ
る
必
要
は
 な
い
よ
う
 

な
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
反
面
で
、
そ
の
ど
ち
ら
と
も
日
く
 い
い
難
い
 

よ
う
な
と
こ
ろ
に
「
研
究
会
」
が
さ
し
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
 こ
と
も
、
 

否
定
し
が
た
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
か
ど
う
か
 、
運
動
体
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書評と紹介     
い 末す本もあ っいてて一辺 開信適 時の既しの、     

正
期
に
お
け
る
時
代
と
の
対
応
の
な
か
で
展
開
し
て
い
っ
た
 皇
 清
埋
 
弘
通
の
土
日
 

@
 

味
を
分
析
し
、
あ
わ
せ
て
そ
れ
が
大
本
教
本
来
の
世
直
し
Ⅱ
 救
 済
の
思
想
 

と
ど
の
よ
う
な
連
関
を
示
し
た
か
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
 天
 白
 王
制
 卜
卜
た
 

い
 す
る
対
抗
と
親
和
と
い
う
図
式
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
 で
あ
る
。
 

つ
い
で
第
二
の
、
白
水
寛
子
氏
に
 よ
 る
「
新
宗
教
信
者
の
宗
教
 
経
験
」
 

は
 、
霊
友
会
系
の
分
派
の
一
つ
で
あ
る
 K
 会
を
例
に
と
り
、
 
教
 会
の
制
度
 

化
の
度
合
い
と
信
者
の
宗
教
意
識
が
ど
の
よ
う
な
対
応
を
示
す
 か
を
分
析
 

し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
論
は
一
般
の
通
説
に
反
し
て
、
 制
 度
 化
が
た
 

と
え
進
展
し
な
く
と
も
、
信
者
の
宗
教
経
験
は
希
薄
化
の
傾
向
 を
 示
す
と
 

い
 う
 も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
宗
教
に
お
け
る
世
俗
化
と
い
う
 こ
と
の
 今
 

目
的
状
況
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。
 

最
後
に
の
こ
ろ
「
神
道
」
を
扱
っ
た
 一
 論
文
が
、
桜
井
治
男
氏
 の
 
「
 神
 

社
 整
理
と
神
社
復
配
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
末
期
に
お
け
る
 国
家
の
神
 

社
 整
理
政
策
と
、
そ
れ
に
対
応
し
て
お
こ
さ
れ
た
住
民
側
の
神
 道
 復
配
 と
 

い
 う
 行
動
を
、
社
会
情
勢
と
の
相
関
の
も
と
に
論
じ
た
も
の
で
 あ
る
。
 換
 

冒
 す
れ
ば
、
神
社
祭
祀
を
め
ぐ
っ
て
提
起
さ
れ
た
、
国
家
の
意
 志
と
 共
同
 

体
の
抵
抗
と
い
う
テ
ー
マ
が
下
敷
ぎ
に
な
っ
て
お
り
、
い
う
と
 こ
ろ
の
 共
 

同
体
論
の
素
材
を
な
す
も
の
と
い
っ
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
 

以
上
み
て
ぎ
た
通
り
、
右
に
紹
介
し
た
七
つ
の
論
文
は
、
正
統
 的
 あ
る
 

い
は
狭
い
意
味
で
の
宗
教
社
会
学
の
方
法
に
も
と
づ
い
て
、
 発
 恕
 さ
れ
 記
 

述
 さ
れ
て
い
る
。
宗
教
社
会
学
の
概
念
や
定
義
と
い
う
こ
と
に
 な
れ
ば
面
 

 
 

倒
な
 議
論
が
生
じ
て
く
る
が
、
そ
れ
は
当
面
棚
上
げ
す
る
と
し
 て
、
 右
に
㈹
 

あ
げ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
に
は
、
と
も
か
く
も
「
宗
教
」
と
「
 社
会
」
と
㎝
 

 
 

い
う
 二
つ
の
極
が
い
わ
ば
不
動
の
前
提
と
し
て
意
識
さ
れ
設
定
 さ
れ
て
 
ぃ
 



も
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
の
宗
教
社
会
学
的
な
方
法
に
も
と
づ
く
一
群
 の
 論
文
 

に
た
い
し
て
、
こ
れ
か
ら
紹
介
し
ょ
う
と
す
る
五
つ
の
論
文
は
 、
さ
き
に
 

分
類
不
能
と
記
し
た
よ
う
こ
、
 

、
、
 、
、
 
言
 

@
 
 方
法
上
の
い
く
つ
か
 轟
と
そ
 れ
に
応
じ
 

た
 発
想
上
の
表
情
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
 一
 つ
に
く
く
 

る
こ
と
は
と
て
も
で
ぎ
そ
う
に
な
い
。
こ
の
場
合
、
そ
の
方
法
 七
 の
 顔
と
 

い
 う
 の
は
、
人
類
学
や
民
俗
学
の
そ
れ
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
 は
 記
号
論
 

や
 現
象
学
の
そ
れ
で
あ
っ
た
り
す
る
。
そ
の
「
 顔
 」
や
「
表
情
 」
の
一
つ
 

ひ
と
つ
に
つ
き
合
っ
て
み
る
や
り
方
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
と
 う
な
い
。
 

こ
こ
で
は
や
は
り
さ
き
の
例
に
な
ら
っ
て
、
主
題
そ
の
も
の
を
 浮
き
あ
が
 

ら
せ
る
こ
と
を
第
一
義
に
考
え
、
そ
れ
ら
の
論
文
の
方
法
上
の
 粉
飾
に
は
 

目
を
覆
う
こ
と
に
し
よ
う
。
 

ま
ず
荒
井
苦
瓜
氏
の
「
民
衆
 暦
 と
日
常
生
活
の
生
成
」
で
あ
 
る
が
、
 

「
 暦
 」
と
い
う
も
の
が
た
ん
に
占
星
術
や
年
中
行
事
の
集
成
に
と
 ど
ま
ら
 

ず
 、
民
衆
の
智
恵
を
凝
縮
し
た
「
 諺
 」
の
 豊
庫
 で
も
あ
っ
た
こ
 と
を
と
り
 

あ
げ
、
そ
の
情
報
誌
と
し
て
の
性
格
を
多
面
的
に
考
察
し
て
い
 る
 。
聖
書
 

的
な
黄
金
律
に
た
い
し
て
実
用
的
な
通
俗
知
の
有
効
性
に
注
意
 を
 喚
起
し
 

た
も
の
と
 い
 え
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ぎ
の
市
川
裕
氏
の
「
 時
 間
的
 里
佳
 

の
 創
出
」
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
安
息
日
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
発
生
 論
 的
な
意
 

味
を
吟
味
し
た
も
の
で
あ
る
。
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
後
の
ユ
ダ
ヤ
人
 は
 、
そ
の
 

と
き
ま
で
空
間
的
に
聖
別
さ
れ
て
い
た
イ
ス
ラ
 ニ
ル
 の
地
を
逐
 わ
れ
る
こ
 

と
に
な
っ
た
が
、
そ
う
し
た
な
か
で
新
た
に
選
び
と
ら
れ
た
の
 が
 時
間
的
 

な
 聖
別
を
意
味
す
る
「
安
息
日
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
塑
性
 を
   

た
 時
空
間
認
識
の
転
換
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
と
 
い
っ
て
 い
  
 

、
そ
の
 語
 

法
 が
難
解
で
概
括
す
る
の
に
骨
が
折
れ
る
１
１
あ
る
い
は
誤
読
  

 

が
 、
あ
え
て
一
点
集
中
的
に
い
え
ば
、
 家
 空
間
に
出
入
 す
る
も
の
㈱
 

 
 

の
 儀
礼
身
分
に
は
祭
祀
的
身
体
、
系
譜
的
身
体
、
禁
忌
的
身
体
 と
い
う
 分
 

節
 体
系
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
「
 家
 」
と
 

が
く
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
宗
教
 @
=
 

ロ
ま
咀
は
「
記
号
の
記
号
」
で
 

と
の
離
反
、
親
和
の
関
係
を
主
題
化
し
た
も
の
か
。
 

さ
ら
に
視
点
が
移
っ
て
、
鎌
田
東
 二
 氏
の
「
宗
教
言
語
と
日
常
 

あ
る
と
す
 

「
身
体
」
 

@
 
一
戸
垂
 

叩
 
」
 

る
 立
場
か
ら
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
「
律
法
的
 @
 
ロ
語
 
録
 」
 に
た
い
し
 

て
 、
神
道
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
を
折
口
信
夫
に
し
た
が
っ
て
「
 八
木
日
 

ゅ
仏
 

W
 町
与
 

三
口
 

語
観
 」
と
呼
び
、
そ
の
一
類
型
を
大
本
教
の
事
例
も
と
づ
い
て
 考
察
し
た
 

も
の
で
あ
る
。
一
口
に
い
え
ば
、
宗
教
言
語
の
呪
的
構
造
つ
い
 て
の
再
検
 

討
と
い
う
仕
事
で
あ
る
。
最
後
に
、
望
月
哲
也
氏
の
「
里
俗
世
 界
へ
の
 解
 

釈
 視
角
」
は
、
宗
教
的
世
界
を
も
っ
ぱ
ら
「
 聖
 」
の
領
域
の
み
 0
 間
頭
 と
 

し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
「
 里
 俗
的
世
界
」
の
パ
ー
ス
ペ
ク
 -
 
ア
イ
 ブ
 の
 

な
か
に
位
置
づ
け
、
そ
の
多
元
的
全
体
を
回
復
す
る
た
め
の
方
 法
的
試
論
 

を
 展
開
し
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
や
シ
ュ
ッ
ツ
の
理
論
を
批
判
 的
に
摂
取
 

し
 、
こ
れ
ま
で
の
里
俗
理
論
に
み
ら
れ
た
欠
陥
を
洗
い
出
し
て
 い
る
の
で
 

あ
る
。
 

以
上
、
主
と
し
て
宗
教
社
会
学
的
な
方
法
に
も
と
づ
い
て
執
筆
 さ
れ
た
 

七
 篇
の
論
文
と
、
そ
の
隣
接
語
学
の
万
法
に
も
と
づ
い
て
執
筆
 さ
れ
た
類
 

別
化
 不
能
の
五
篇
の
論
文
を
、
彼
此
対
照
さ
せ
る
よ
う
な
形
で
 そ
の
骨
格
 

の
み
を
紹
介
し
て
み
た
。
こ
の
場
合
、
骨
格
と
い
う
の
は
、
 あ
 く
ま
で
も
 

そ
こ
に
展
開
さ
れ
て
い
る
主
題
も
し
く
は
そ
こ
に
潜
在
的
に
意
 誌
 さ
れ
て
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い
る
主
題
の
骨
格
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
主
題
を
 摘
出
し
た
 

り
 提
示
し
た
り
し
て
い
る
万
法
の
適
・
不
適
の
問
題
に
は
も
ち
 ろ
ん
 か
か
 

わ
ら
な
い
。
す
な
 ね
 ち
、
こ
こ
で
は
是
々
非
々
の
論
評
方
式
は
 あ
え
て
 
と
 

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
一
部
の
美
点
 を
 称
揚
 し
 

つ
ム
、
 返
す
刀
で
他
の
欠
陥
部
分
を
断
罪
す
る
と
い
っ
た
 、
バ
 
-
 
フ
ン
ス
・
 

オ
ヴ
 
・
パ
ワ
ー
式
の
論
評
が
、
し
ば
し
ば
漂
白
さ
れ
た
平
均
感
 覚
 る
 露
呈
 

す
る
だ
け
に
終
る
こ
と
は
、
な
に
よ
り
も
各
論
文
執
筆
者
の
諸
 氏
 が
と
く
 

と
ご
存
知
の
は
ず
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

さ
て
本
論
文
集
は
 、
 み
ら
れ
る
通
り
「
宗
教
社
会
学
研
究
会
」
 に
よ
る
 

共
同
の
産
物
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
宗
教
社
会
学
と
は
 何
ぞ
や
 、
 

と
い
う
 ヤ
ボ
 と
い
え
ば
い
か
に
も
 ヤ
ボ
 な
原
則
論
が
こ
れ
ま
で
 た
た
か
わ
 

さ
れ
て
き
た
の
か
と
い
え
ば
、
ど
う
も
そ
う
い
う
気
配
は
 、
 

文
集
そ
の
 

も
の
か
ら
は
立
ち
の
ば
っ
て
こ
な
い
。
善
意
に
解
釈
す
れ
ば
、
 ヤ
ボ
 な
 原
 

則
論
 を
た
 ュ
 か
わ
す
こ
と
の
実
り
の
薄
さ
が
自
覚
さ
れ
て
い
た
 か
ら
で
あ
 

る
と
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
さ
き
の
宗
教
 社
会
学
系
 

列
の
研
究
に
、
分
類
不
能
系
列
の
研
究
が
そ
れ
こ
そ
無
原
則
的
 に
 割
り
込
 

ん
だ
り
積
み
重
な
っ
た
り
す
る
状
況
が
自
然
に
つ
く
り
あ
げ
ら
 
れ
て
ぃ
 

る
 。
そ
れ
が
す
な
わ
ち
運
動
と
い
う
も
の
の
そ
も
そ
も
の
運
命
 な
の
で
あ
 

ろ
 う
 。
だ
が
も
し
も
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
 ょ
ぅ
 な
 重
な
り
 

合
い
や
割
り
込
み
を
ど
の
よ
う
に
処
理
し
方
向
 づ
 げ
て
い
く
か
 が
 、
今
後
 

の
 研
究
会
が
活
性
化
の
道
を
た
ど
る
か
、
あ
る
い
は
衰
退
の
道
 に
向
ぅ
か
 

の
岐
 れ
目
と
な
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
と
思
 う
 こ
と
が
な
い
わ
ば
で
は
な
い
 。
す
な
 

ね
 ち
、
本
書
の
大
部
分
の
論
文
に
共
通
し
て
流
れ
て
い
る
、
 方
 法
的
志
向
 

の
 画
一
性
と
い
っ
た
問
題
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
言
に
 
し
て
い
え
 

を
 吟
味
し
、
そ
し
て
終
り
に
最
低
限
い
い
 う
 る
こ
と
を
つ
け
 加
 

ば
、
 当
の
主
題
に
か
か
わ
る
内
外
の
理
論
を
は
じ
め
に
提
示
し
 、
つ
い
で
 

え
る
、
 と
 

各
自
の
収
集
し
た
デ
ー
タ
を
選
択
的
に
配
置
し
て
前
記
理
論
と
 の
整
 ム
ロ
 
性
 

い
っ
た
そ
の
記
述
の
画
一
性
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
 う
 い
っ
 た
か
ら
と
 

い
っ
て
も
、
む
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
理
論
と
実
証
の
方
法
的
志
向
 性
 そ
の
も
 

の
に
疑
義
が
あ
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
問
題
な
の
は
 、
理
論
 選
 

択
 に
お
け
る
恐
竜
性
と
、
実
証
デ
ー
タ
に
お
け
る
単
純
な
同
質
 性
 、
と
い
 

っ
た
 事
柄
に
つ
い
て
の
反
省
や
目
覚
が
意
外
と
希
薄
で
あ
る
よ
 う
 に
み
え
 

る
と
い
う
点
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
理
論
と
は
つ
ね
に
 ァ
ヵ
 @
 
 
 

な
 流
行
と
精
神
的
な
風
俗
を
映
し
出
す
鏡
で
あ
る
と
い
う
こ
と
 で
あ
り
、
 

フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
に
よ
る
調
査
デ
ー
タ
と
い
う
も
の
は
つ
 ね
に
人
間
 

の
 デ
ー
モ
ン
を
そ
の
網
の
目
か
ら
と
り
こ
 は
 し
て
し
ま
う
も
の
 
だ
と
い
 

う
 、
ご
く
当
り
前
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
 て
 、
そ
の
 

上
 で
、
宗
教
を
研
究
す
る
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
 か
 、
さ
ら
 

に
そ
の
上
で
、
宗
教
的
人
間
の
運
動
や
存
在
理
由
を
問
 う
と
 は
  
 

ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
、
そ
の
辺
の
こ
と
が
ら
が
 
本
 書
 に
お
さ
 

め
ら
れ
て
い
る
論
文
か
ら
は
一
向
に
み
え
て
は
こ
な
い
の
で
あ
 る
 。
 

さ
き
に
紹
介
し
た
 よ
う
 に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
に
お
い
て
提
示
 さ
れ
て
 

い
る
数
々
の
主
題
辞
 が
 、
い
ず
れ
も
重
要
な
主
題
ば
か
り
で
あ
 る
こ
と
は
 

い
 う
 ま
で
も
な
い
。
ま
さ
に
研
究
に
値
す
る
主
題
で
あ
る
と
い
 っ
て
い
い
 

 
 

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
う
で
は
あ
る
の
だ
が
、
 

た
ビ
 残
念
な
こ
 と
に
そ
れ
㈹
 

 
 

 
 



書評と紹介 

る
か
 否
 

で
は
、
そ
れ
ら
の
主
題
も
 

様
、
流
行
の
匂
い
と
風
俗
 

で
あ
る
。
と
い
う
の
も
そ
 

訳
 さ
れ
提
示
さ
れ
て
は
い
 

る
論
文
執
筆
者
た
ち
と
の
 

匿
さ
れ
て
い
る
か
に
み
え
 

は
た
し
て
そ
う
で
あ
る
 

捨
て
て
ひ
と
り
歩
き
す
る
 

あ
ろ
う
か
。
解
答
は
お
そ
 

さ
し
あ
た
り
主
題
の
主
顔
 

か
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
 

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
の
 

ヤ
ポ
 と
い
え
ば
こ
れ
 似
 

よ
う
な
望
蜀
、
の
 評
 舌
ロ
な
 

社
会
学
研
究
会
」
と
い
う
 

は
終
焉
を
迎
え
る
こ
と
が
 

 
 

題
 化
の
た
め
の
知
的
腕
力
 

か
に
か
か
っ
て
 
い
 ま

た
さ
き
に
の
 

の
華
美
を
身
に
 

れ
る
の
主
題
は
 

る
け
れ
ど
も
、
 

内
的
連
関
の
内
 

る
か
ら
で
あ
る
 

な
ら
ば
、
主
題
 

た
め
に
は
、
 
い
 

-
 
ら
く
多
岐
に
わ
 

花
 と
い
う
作
業
 

た
い
。
す
な
わ
 

主
題
へ
の
出
発
 

-
 
上
 な
 い
サ
 ボ
、
 

重
目
き
つ
ら
れ
て
 

，
研
究
者
集
団
が
 

で
き
る
か
ど
う
 

を
 、
今
後
ど
の
 

る
よ
う
 に
 私
に
   

の
 理
論
の
場
合
と
同
 

る
と
い
っ
て
い
い
の
 

に
そ
こ
に
お
い
て
選
 

れ
を
選
び
と
っ
て
い
 

そ
こ
で
は
慎
重
に
秘
 

風
俗
の
衣
裳
を
脱
ぎ
 

ぅ
 し
た
ら
い
い
の
で
 

ろ
 う
 が
、
こ
こ
で
は
 

要
の
課
題
で
は
な
い
 

化
さ
れ
た
主
題
か
ら
 

と
が
そ
れ
で
あ
る
。
 

え
ば
こ
れ
以
上
な
い
 

が
、
し
か
し
「
宗
教
 

味
 あ
る
発
展
も
し
く
 

、
 、
、
 

の
よ
う
な
主
題
の
主
 

つ
け
る
こ
と
が
で
 
き
 

る
の
で
あ
る
。
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0
 第
四
二
回
学
術
大
会
開
催
 

日
本
宗
教
学
会
第
四
二
回
学
術
大
会
は
 一
 
0
 月
 八
日
（
土
）
 @
 
一
 
O
 

日
 （
月
）
に
か
け
て
大
正
大
学
に
お
い
て
以
下
の
日
程
で
開
催
 さ
れ
、
 

二
八
八
人
の
参
加
者
、
二
一
七
人
の
研
究
発
表
者
が
あ
っ
た
（
 な
お
、
 

な
 開
講
演
、
研
究
発
表
は
本
誌
次
号
大
会
紀
要
号
に
掲
載
さ
れ
 る
 ）
。
 

一
 0 月
 八
日
（
土
）
 

学
会
賞
選
考
委
員
会
一
二
時
 ｜
 一
四
時
 

な
 開
講
演
会
 

研
究
発
表
九
時
二
 0
 分
｜
 一
二
時
、
一
三
時
 ｜
 一
五
時
 

脇
本
手
 也
氏
 
（
駒
沢
大
学
教
授
）
・
「
日
本
に
お
け
る
比
較
宗
教
 

の
 伝
統
」
 

竹
中
信
常
民
（
大
正
大
学
教
授
）
「
日
本
宗
教
学
の
軌
跡
」
 

理
事
会
一
七
時
二
 0
 分
｜
二
 0
 時
 

一
 0 月
 九
日
（
日
）
 

開
会
式
九
時
 ｜
 九
時
二
 0
 分
 

評
議
員
選
考
委
員
会
一
 
0
 時
 

評
議
員
会
一
二
時
 ｜
一
 三
時
 

記
念
撮
影
一
五
時
 

総
会
一
山
八
時
 

懇
親
会
一
八
時
 ｜
二
 0
 時
 

一
 0 月
一
 0
 日
 （
月
）
 

幸
艮
 

ム
下
 

研
究
発
表
九
時
 ｜
 一
二
時
、
一
三
時
 ｜
 一
七
時
 

編
集
委
員
会
一
二
時
 ｜
二
 二
時
 

閉
会
式
一
五
時
 

0
 学
会
賞
選
考
委
員
会
 

日
時
昭
和
五
八
年
一
 
0
 月
 八
日
（
土
）
正
午
 

場
所
大
正
大
学
第
二
会
議
室
 

出
席
者
小
川
圭
 治
 、
小
野
泰
博
、
佐
々
木
 宏
幹
 、
田
中
英
二
一
 
、
平
井
 

直
属
、
堀
越
知
日
 

議
題
 

一
 、
候
補
作
品
の
審
査
 

審
査
の
結
果
、
本
年
度
の
日
本
宗
教
学
会
賞
（
第
十
八
回
）
 候
 

補
 と
し
て
次
の
も
の
を
推
薦
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
 

水
蕗
 武
氏
 
（
信
州
 豊
南
 な
子
短
期
大
学
助
教
授
）
 

ョ
 
文
学
と
日
本
的
感
性
 ｜
 近代
作
家
と
聖
な
る
も
の
」
（
 ，
へ
 

り
か
ん
 社
 、
昭
和
五
八
年
三
月
）
 

「
遠
藤
周
作
・
信
仰
と
文
学
の
は
ざ
ま
で
一
日
本
カ
ト
リ
 

"
 ク
 作
家
の
誕
生
」
（
戸
田
義
雄
編
同
日
本
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
 と
 

文
学
」
所
収
、
大
明
堂
、
昭
和
五
七
年
五
月
）
 

（
選
考
理
由
）
 

水
蕨
 武
氏
は
 、
こ
の
十
数
年
来
一
貫
し
て
、
日
本
人
の
価
値
 体
 

制
の
根
幹
を
な
す
と
み
ら
れ
る
宗
教
的
感
性
の
在
り
方
を
追
 
 
 

し
 、
そ
れ
が
端
的
に
表
出
さ
れ
た
一
事
例
と
し
て
、
文
学
と
く
 

に
 

近
代
文
学
を
素
材
と
し
て
分
析
し
て
ぎ
た
。
著
書
同
文
学
と
日
  
 

的
 感
性
 ヒ
は
 、
こ
の
間
、
諸
種
の
学
術
 誌
 に
掲
載
さ
れ
た
論
文
 十
 



三
 篇
を
収
め
、
田
山
花
袋
、
森
鴎
外
、
中
原
中
也
、
小
林
秀
雄
  
 

太
宰
治
等
、
十
数
人
の
作
家
を
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
 作
 家
 

そ
の
人
と
文
学
作
品
に
密
着
し
な
が
ら
、
意
識
の
深
層
に
分
け
 入
 

っ
て
、
文
学
の
背
後
に
あ
る
「
日
本
的
感
性
」
を
摘
出
し
、
 

そ
  
 

を
 、
特
定
の
宗
教
、
宗
派
を
越
え
た
「
人
間
の
生
と
い
の
ち
の
 昔
ゅ
 

味
 追
求
お
よ
び
実
現
に
根
源
的
に
か
か
わ
る
営
み
と
し
て
の
 め
示
 
教
 

性
 」
の
次
元
に
お
い
て
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
 
文
 

「
遠
藤
周
作
・
信
仰
と
文
学
の
は
ざ
ま
で
」
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
 作
 

家
の
周
到
な
作
品
分
析
を
通
し
て
、
日
本
人
が
異
質
の
宗
教
に
  
 

フ
ロ
ー
チ
 し
 、
こ
れ
を
理
解
し
、
信
仰
す
る
に
い
た
る
内
的
過
 

究
 に
一
つ
の
新
し
い
視
野
を
拓
 く
 試
み
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
 

程
 

そ
 

に
 見
ら
れ
る
諸
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
遠
藤
が
「
 母
な
  
 

も
の
」
の
イ
デ
オ
グ
ラ
ム
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
し
て
異
質
の
宗
教
 の
 

根
底
を
捉
え
る
に
 い
 た
っ
た
点
に
「
日
本
人
的
な
性
格
」
を
 見
  
 

だ
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
「
宗
教
的
変
容
の
内
的
 理
 

解
 」
の
問
題
に
対
し
て
、
見
事
な
一
例
を
示
し
て
い
る
。
 

こ
れ
ら
の
業
績
は
「
宗
教
と
文
学
」
と
い
う
二
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
 

の
 微
妙
な
接
点
に
立
っ
て
、
日
本
的
宗
教
意
識
の
基
本
構
造
の
  
 

れ
は
新
し
い
研
究
分
野
で
あ
る
だ
け
に
、
例
え
ば
「
日
本
的
 
感
 

性
 」
あ
る
い
は
「
特
定
宗
教
を
こ
え
た
宗
教
性
」
等
の
概
念
は
 か
 

な
ら
ず
し
も
明
確
に
は
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
方
法
論
的
に
は
 未
 

確
定
の
部
分
を
残
し
て
い
る
。
し
か
し
、
異
質
の
ん
本
数
文
化
の
 

接
 

触
 ・
受
容
・
変
容
に
関
す
る
研
究
に
独
自
の
視
点
を
用
い
、
 

社
 会
 

学
 、
人
類
学
の
方
法
と
は
異
な
る
「
内
的
過
程
」
の
把
握
に
 成
 功
 

し
て
い
る
。
文
学
が
 、
 例
え
ば
宗
教
思
想
と
比
べ
て
、
よ
り
 直
 接
 

的
に
民
族
の
宗
教
心
意
を
表
出
し
 ぅ
 る
と
す
れ
ば
、
宗
教
学
の
 5
 

1
6
6
 

ち
に
宗
教
文
学
史
と
い
う
一
部
門
も
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 ，
 
 
 

 
 

の
よ
う
な
角
度
か
ら
見
る
な
ら
、
こ
の
業
績
は
、
記
述
的
、
体
 糸
 

（
 

的
な
研
究
よ
り
む
し
ろ
よ
り
直
接
的
に
、
文
芸
作
品
と
い
う
 宗
 教
 

竹
 素
材
を
鋭
利
に
分
析
、
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
の
 所
 

在
を
鮮
明
に
し
て
い
る
と
い
え
る
。
 

よ
っ
て
、
昭
和
五
十
八
年
度
日
本
宗
教
学
会
賞
に
ふ
さ
わ
し
い
 

業
績
と
し
て
推
薦
す
る
。
 

（
審
査
委
員
）
小
川
圭
 治
 、
小
野
泰
博
、
雲
井
階
 善
 、
佐
々
木
 

宏
幹
 、
田
中
英
三
、
平
井
直
属
、
堀
越
知
己
 

0
 理
事
会
 

日
時
昭
和
五
八
年
一
 
0
 尺
八
日
（
土
）
午
後
五
時
二
 0
 分
 

場
所
大
正
大
学
第
一
会
議
室
 

出
席
者
赤
池
憲
昭
、
安
斉
 伸
 、
池
田
末
利
、
植
田
重
雄
、
 
上
田
 閑
 

照
 、
宇
野
光
雄
、
雲
 藤
 義
道
、
岡
田
重
晴
、
小
川
圭
 治
 、
小
 

口
 健
一
、
小
野
泰
博
、
鎌
田
純
一
、
補
正
弘
、
建
徳
 忠
 、
小
 

池
 良
之
、
後
藤
光
一
郎
、
小
山
雷
丸
、
佐
 木
 秋
夫
、
桜
井
 徳
 

太
郎
、
高
崎
直
道
、
竹
中
信
 常
 、
田
中
英
三
、
田
丸
 徳
善
 、
 

中
川
秀
 穂
 、
平
井
直
属
、
藤
井
正
雄
、
藤
田
富
雄
、
堀
越
 知
 

巳
 、
校
長
石
 慶
 、
松
本
 皓
一
 、
宮
家
 準
 、
柳
川
啓
一
、
山
折
 

哲
雄
、
脇
本
平
他
 

議
題
 

一
 、
庶
務
報
告
田
丸
常
務
理
事
よ
り
昭
和
五
七
年
度
の
庶
務
 
%
 と
 口
 



が
な
さ
れ
、
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
会
計
報
告
田
丸
常
務
理
事
よ
り
昭
和
五
七
年
度
の
収
支
 
決
算
 

報
告
と
昭
和
五
八
年
度
予
算
が
提
出
さ
れ
、
承
認
さ
れ
た
。
（
  
 

記
 参
照
）
 

一
 、
評
議
員
選
考
委
員
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
 

平
井
直
属
選
挙
管
理
委
員
長
よ
り
、
選
挙
の
経
過
な
ら
び
に
 結
 

果
は
 つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
賞
に
つ
い
て
 

堀
越
知
己
氏
ょ
 9
 審
査
委
員
を
代
表
し
て
審
査
結
果
の
報
告
が
 

な
さ
れ
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
新
入
会
員
に
つ
い
て
 

別
記
十
三
名
が
新
た
に
入
会
を
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
名
誉
会
員
推
薦
の
件
に
つ
い
て
 

本
年
度
は
、
九
州
 亡
 夫
、
道
端
 良
秀
 、
結
城
令
聞
の
三
氏
を
名
 

誉
 会
員
と
し
て
推
薦
決
定
し
た
。
 

一
 、
次
年
度
学
術
大
会
開
催
地
 は
 つ
い
て
 

近
畿
地
区
（
皇
学
館
大
学
）
に
お
い
て
行
な
 
う
 こ
と
に
な
っ
た
。
 

岡
田
重
情
理
事
 よ
 り
そ
の
準
備
の
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。
 

一
 、
編
集
委
員
の
改
選
に
つ
い
て
 

井
上
順
孝
、
今
西
 順
吉
 、
岡
部
和
雄
、
笠
井
正
弘
、
 山
ノ
 弁
天
 

治
 の
 五
氏
 が
新
編
集
委
員
に
任
命
さ
れ
た
。
 

一
 、
 C
I
S
R
 

会
議
報
告
 

植
田
重
雄
常
務
理
事
 ょ
 9
 本
年
度
八
月
末
か
ら
九
月
初
め
に
、
 

ロ
ン
ド
ン
で
開
か
れ
た
国
際
宗
教
社
会
学
会
議
（
 C
I
S
R
 ）
 ケ
 
@
 
@
 

つ
い
て
、
報
告
が
な
さ
れ
た
。
 

Ⅰ
 
C
I
S
H
A
A
N
 
に
つ
い
て
 

高
崎
直
道
常
務
理
事
 ょ
 り
、
本
年
八
月
末
か
ら
九
月
初
め
に
、
 

東
京
、
京
都
で
開
か
れ
た
第
三
一
回
国
際
ア
ジ
ア
・
 北
 ア
フ
リ
 
 
 

人
文
科
学
会
議
（
 C
I
S
H
A
A
N
 
）
に
つ
い
て
、
報
告
が
な
 さ
 

れ
た
。
 

0
 理
事
会
 

日
時
昭
和
五
八
年
一
二
月
三
日
（
土
）
午
後
六
時
 

場
所
神
田
学
士
会
館
 
三
 0
 七
号
 室
 

出
席
者
共
 門
富
 二
夫
、
植
田
重
雄
、
大
屋
憲
一
、
小
野
泰
博
 、
補
正
 

弘
 、
建
徳
 忠
 、
後
藤
光
一
郎
、
小
山
雷
丸
、
佐
 木
 秋
夫
、
桜
 

井
 秀
雄
、
高
崎
直
道
、
田
丸
 徳
善
 、
野
村
 陽
清
 、
藤
井
正
雄
、
 

堀
越
知
己
、
松
木
晒
一
、
宮
家
宰
、
柳
川
啓
一
、
脇
本
手
 也
 

議
題
 

一
 、
昭
和
五
八
年
度
常
務
理
事
の
互
選
 

別
記
 二
 0
 名
を
常
務
理
事
と
し
て
選
出
し
た
。
 

一
 、
新
入
会
員
に
つ
い
て
 

別
記
一
四
名
を
一
括
承
認
し
た
。
 

一
 、
第
四
三
回
学
術
大
会
に
つ
い
て
 

昭
和
五
九
年
九
月
一
四
日
 @
 
一
六
日
、
皇
学
館
大
学
に
お
い
て
 

開
催
す
る
予
定
の
旨
が
脇
本
会
長
 2
9
 
報
告
さ
れ
、
了
承
さ
 
れ
 

）
 

 
 

 
 

た
 

6
7
 

0
 日
本
宗
教
学
会
役
員
名
簿
（
昭
和
五
八
年
一
二
月
現
在
）
 

 
 

入
会
長
 V 
 脇
本
手
 也
 



八
 常
務
理
事
 V
 
 安
斎
 

伸
 

植
田
重
雄
 

小
口
 
偉
一
 

桜
井
秀
雄
 

玉
城
濠
四
郎
 

野
村
暢
 清
 

前
田
専
 学
 

八
 理
事
 V 
 赤
池
憲
昭
 

安
洋
泰
彦
 

石
田
充
 之
 

雲
藤
 
義
道
 

岡
田
重
晴
 

海
辺
忠
治
 

鎌
田
純
一
 

小
池
良
之
 

坂
本
 

弘
 

佐
々
木
 宏
幹
 

田
島
信
之
 

田
村
芳
朗
 

中
島
秀
夫
 

長
尾
雅
人
 

早
 鳥
銃
 正
 

藤
田
宏
遠
 

堀
越
知
日
 

井
門
富
 二
夫
 

上
田
 

閑
照
 

楠
 

正
弘
 

高
崎
直
道
 

田
丸
 

徳
善
 

 
 柳

川
啓
一
 

元
司
道
雄
 

池
田
昭
 

伊
藤
 
幹
治
 

大
室
 

顕
 

小
川
圭
 治
 

葛
西
夷
 

建
徳
 忠 

小
山
 
宙
丸
 

佳
木
秋
夫
 

武
内
緒
 晃
 

額
殿
 道 

塚
本
啓
 祥
 

中
村
康
治
郎
 

橋
本
芳
契
 

平
川
 

彰
 

藤
吉
 
慈
海
 

前
田
恵
 学
 

荒
井
 

献
 

池
田
末
利
 

伊
原
 
照
蓮
 

大
屋
憲
一
 

小
野
泰
博
 

金
岡
秀
友
 

雲
井
 
昭
善
 

三
枝
 
充
恵
 

桜
井
徳
太
郎
 

武
内
義
範
 

田
中
英
三
 

土
屋
 

博
 

中
村
離
陸
 

華
園
聴
麿
 

藤
井
正
雄
 

J
.
v
.
 

フ
ラ
フ
ト
 

松
 長
石
 慶
 

石
田
慶
和
 

宇
野
光
雄
 

後
藤
光
一
郎
 

竹
中
信
営
 

中
川
秀
 恭
 

藤
田
富
雄
 

松
本
時
一
 

宮
家
 

準
 

山
折
哲
雄
 

幸
 
日
出
男
 

入
 監
事
 V 
 中
村
元
 

八
 評
議
員
 V
 
 青
山
女
 

阿
部
美
哉
 

荒
木
美
智
雄
 

伊
藤
 
唯
真
 

稲
葉
 

稔
 

上
田
賢
治
 

江
島
 
恵
教
 

小
笠
原
春
夫
 

小
川
英
雄
 

笠
井
 

貞
 

勝
又
 
俊
教
 

鎌
田
茂
雄
 

楠
山
春
樹
 

神
原
和
子
 

佐
々
木
 倫
生
 

塩
入
 
良
道
 

清
水
 

澄
 

菅
沼
 

晃
 

鈴
木
康
治
 

古
田
溜
飲
 

秋
元
 

徹
 

新
井
昭
 廣
 

池
上
長
 正
 

伊
藤
芳
枝
 

今
西
頓
首
 

上
田
嘉
 成
 

大
垣
豊
 隆
 

小
笠
原
政
敏
 

小
野
 
祖
教
 

片
山
正
直
 

加
藤
章
一
 

北
森
 
嘉
蔵
 

倉
沢
 
行
洋
 

小
林
信
雄
 

佐
藤
 
祖
哲
 

柴
田
道
 賢
 

J
.
 ス
イ
 ン
 ゲ
ド
 

鈴
木
哲
雄
 

関
口
音
六
大
 

阿
部
正
雄
 

洗
建
 

石
川
耕
一
郎
 

稲
垣
不
二
 麿
 

岩
本
表
 波
 

瓜
生
 津
隆
真
 

小
笠
原
 宣
秀
 

岡
村
圭
 真
 

加
賀
谷
 
寛
 

月
光
善
弘
 

加
藤
智
見
 

橘
堂
 
正
弘
 

沈
地
英
学
 

坂
井
信
士
 

佐
藤
信
行
 

島
本
清
 

 
 鈴

木
艶
人
 

芹
川
博
通
 

松
本
渡
 

武
藤
一
雄
 

ぬ
 彰
孝
夫
 

水
垣
 

渉
 

森
岡
清
美
 

山
本
 

試
 作
 

て 412) 168 



薗
田
 

坦
 

薗
田
 

稔
 

平
良
信
勝
 

高
木
き
よ
子
高
橋
 

壮
 

高
橋
 

渉
 

立
川
武
蔵
田
辺
正
英
谷
口
茂
 

谷
口
龍
舅
氏
 秋 寛
太
郎
田
村
晃
 祐
 

坪
井
洋
文
寺
川
俊
昭
 
H
.
 

デ
ュ
 

モ
リ
ソ
 

土
居
真
像
戸
田
義
雄
 
中
祖
 

一
誠
 

中
野
 
幡
 籠
中
村
恭
子
中
村
康
隆
 

奈
良
弥
元
奈
良
康
明
西
村
志
信
 

西
村
浩
太
郎
長
谷
正
当
羽
田
野
 伯
猶
 

早
坂
 

博
 

原
 

案
 

平
野
孝
 國
 

深
川
但
書
藤
田
雅
 延
 

星
野
英
紀
 

星
野
元
亀
堀
尾
 
孟
 

前
田
毅
 

松
塚
豊
茂
 

松
野
純
孝
松
前
 
健
 

松
山
康
国
真
野
 
龍
 海
水
谷
幸
正
 

三
谷
好
意
蜂
鳥
 
旭
雄
 

宮
坂
 
宥
勝
 

宮
田
 

登
 

宮
田
元
村
上
重
度
 

村
上
真
先
春
本
離
山
口
恵
 照
 

山
崎
 

亨
山
ノ
井
 大
治
山
本
和
 

渡
辺
 
宝
陽
 

渡
辺
善
勝
 

昭
和
五
七
年
度
日
本
宗
教
学
会
収
支
決
算
報
告
 

八
 収
入
 V
 

五
 、
八
一
五
、
一
 0
0
 

費
 

会
 

九
七
 0
 、
 0
0
O
 

賛
助
会
費
 

セ
四
 、
九
二
 0
 

会
話
売
上
金
 

八
 0
0
 、
 0
0
O
 

第
四
一
回
大
会
参
加
費
 

一
 、
 0
 九
 0
 、
 0
0
O
 

低
版
 
助
成
金
 

一
一
四
、
八
三
一
 

  

一
一
八
、
三
五
八
 

預
金
利
子
 

五
 、
七
九
 セ
 、
三
八
六
 

年
前
庭
繰
越
金
 

計
 

一
四
、
七
八
 0
 、
五
九
五
 

八
 支
出
 V
 

四
 、
四
一
七
、
七
一
六
 

余
話
直
接
刊
行
 費
 

四
五
一
、
四
八
 0
 

会
誌
 
発
送
 
費
 

一
 三
六
、
五
五
五
 

編
集
諸
費
 

八
 0
0
 、
 0
0
O
 

第
四
一
回
大
会
費
用
 

一
 0
0
 、
 0
0
O
 

日
本
宗
教
学
 ム
至
員
 々
 金
 

三
セ
 、
七
一
四
 

学
会
賞
諸
費
 

一
八
八
、
四
六
八
 

選
挙
関
係
費
 

二
六
二
、
三
 セ
五
 

会
 

ム
ロ
 

費
 

五
九
二
、
九
三
 0
 

通
信
連
絡
 費
 

一
セ
五
 、
一
四
 0
 

事
務
用
品
 費
 

 
  
 

三
六
七
、
七
四
 0
 

品
ル
費
 

@
 
ヰ
 

一
 、
五
五
五
、
九
 セ
 0
 

本
部
 
費
 

一
一
五
、
五
五
九
 

関
係
学
会
費
 

四
二
、
二
八
五
 

国
有
財
産
借
料
 

イ
キ
 

止
、
イ
 

@
 Ⅱ
一
一
一
山
 

ハ
、
 Ⅰ
ハ
ム
八
一
 

-
 
一
 

次
年
度
繰
越
金
 

一
四
、
七
八
 0
 、
五
九
五
 

計
 

昭
和
五
八
年
度
日
本
宗
教
学
会
予
算
案
 

169@ (413) 



    

出 
係 務 宿季余宗 木四 救国巣 二誌 直 V     

同功               

ム五   
費賃 貸費 費費費 費金用賀 費費   

一
 00
 、
 0
0
O
 

五
 0
 、
 0
0
O
 

二
五
 0
 、
 0
0
O
 

三
 0
0
 、
 0
0
O
 

六
二
 0
 、
 0
0
O
 

一
 、
七
 0
0
 、
 0
0
O
 

一
 、
一
 0
0
 、
 0
0
O
 

一
 、
六
二
 0
 、
 0
0
O
 

一
二
 0
 、
 0
0
O
 

四
 、
六
 0
0
 、
 0
0
O
 

五
 0
0
 、
 0
0
O
 

一
五
 0
 、
 0
0
O
 

八
 0
0
 、
 0
0
O
 

六
 、
二
 

0
0
 

、
 0
0
O
 

一
 、
 0
0
0
 、
 0
0
O
 

八
 0
 、
 0
0
O
 

八
七
 0
 、
 0
0
O
 

一
 、
一
二
 0
 、
 0
0
O
 

一
一
七
、
 

0
0
O
 

一
 0
0
 、
 0
0
O
 

五
 、
五
二
一
エ
 

ハ
、
上
 
ハ
 %
 
八
二
一
 

一
五
、
ハ
ワ
一
二
二
、
 

エ
 
ハ
 %
 
八
二
一
 

三
 0
 、
 0
0
O
 

国
有
財
産
借
料
 

 
 

三
 、
 0
 八
三
、
六
丁
八
三
 W
 

費
 

予
 

一
五
、
 0 一
二
一
一
、
上
ハ
 

%
 
八
一
一
一
④
 

汁
 

 
 

0
 常
務
理
事
会
 

日
時
昭
和
五
八
年
一
 
0
 月
 八
日
（
土
）
午
後
 セ
 時
半
 

場
所
大
正
大
学
第
一
会
議
室
 

出
席
者
安
斉
 伸
 、
植
田
重
雄
、
上
田
 
閑
照
 、
宇
野
光
雄
、
 小
口
 偉
 

一
 、
 楠
 正
弘
、
後
藤
光
一
郎
、
高
崎
直
道
、
竹
中
信
 常
 、
田
 

九
徳
 善
 、
平
井
直
属
、
藤
田
富
雄
、
柳
川
啓
一
、
脇
本
手
 也
 

議
題
科
研
 費
 補
助
金
配
分
審
査
委
員
の
候
補
に
つ
い
て
 

小
野
泰
博
、
後
藤
光
一
郎
、
桜
井
徳
太
郎
の
三
氏
を
推
薦
し
た
  
 

0
 評
議
員
会
 

日
時
昭
和
五
八
年
一
 
0
 月
 九
日
八
日
）
正
午
 

場
所
大
正
大
学
第
一
会
議
室
 

出
席
者
七
三
名
 

議
題
 

一
 、
庶
務
報
告
（
田
丸
常
務
理
事
）
 

一
 、
会
計
報
告
（
田
丸
常
務
理
事
）
 

一
 、
評
議
員
選
考
委
員
選
挙
結
果
報
告
（
平
井
選
挙
管
理
委
員
 長
 ）
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
賞
ほ
つ
い
て
（
堀
越
審
査
委
員
長
）
 

一
 、
次
年
度
学
術
大
会
開
催
地
 は
 つ
い
て
（
脇
本
会
長
）
 

O
 総
会
 

日
時
昭
和
五
八
年
一
 
0
 月
 九
日
（
日
）
午
後
四
時
 

場
所
大
正
大
学
新
館
 一
 0 三
号
室
 



定
足
数
大
会
参
加
者
は
二
八
八
名
、
定
足
数
九
六
名
、
出
席
 
若
一
四
 

0
 名
 、
よ
っ
て
総
会
は
成
立
し
た
。
 

議
題
 

一
 、
議
長
選
出
竹
中
信
 常
 氏
を
選
出
 

一
 、
庶
務
報
告
（
田
丸
常
務
理
事
）
 

一
 
、
会
計
報
告
（
田
丸
常
務
理
事
）
 

一
 、
評
議
員
選
考
委
員
選
挙
結
果
報
告
（
平
井
選
挙
管
理
委
員
 長
 ）
 

一
 、
評
議
員
選
考
結
果
報
告
 

選
考
委
員
を
代
表
し
て
田
丸
常
務
理
事
 よ
 り
一
九
六
名
の
前
 評
 

議
員
の
紹
介
が
あ
り
、
承
認
さ
れ
た
。
（
こ
の
直
後
、
新
評
議
 @
 
貝
 

会
 が
別
室
に
て
行
な
わ
れ
、
新
理
事
八
一
名
、
監
事
二
名
を
互
 選
 

し
た
。
別
記
参
照
）
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
 賀
 授
与
 

堀
越
審
査
委
員
長
の
説
明
の
あ
と
、
 

永
藤
武
氏
 に
対
す
る
第
一
 

八
回
学
会
賞
の
授
与
が
会
長
に
よ
り
な
さ
れ
た
。
 

一
 、
名
誉
会
員
の
推
薦
決
定
に
つ
い
て
 

九
州
亡
夫
、
道
端
 良
秀
 、
結
城
令
聞
の
三
氏
を
新
た
に
名
誉
会
 

具
 に
推
薦
決
定
し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。
 

一
 、
次
年
度
学
術
大
会
開
催
地
に
つ
い
て
 

近
畿
地
区
（
皇
学
館
大
学
）
で
行
な
 う
 予
定
で
あ
る
こ
と
が
 報
 

告
 さ
れ
た
。
 

一
 、
 C
I
S
H
A
A
N
 
に
つ
い
て
、
高
崎
常
務
理
事
よ
り
 報
 上
口
 
が
 る
 

つ
 @
 
ヰ
ハ
 
。
 

0
 編
集
委
員
会
 

日
時
昭
和
五
八
年
一
 
0
 月
一
 0
 日
 
（
月
）
正
午
 

場
所
大
正
大
学
第
二
会
議
室
 

出
席
者
井
上
順
孝
、
 
洗
建
 、
岡
部
和
雄
、
笠
井
正
弘
、
金
井
 

坂
井
信
 生
 、
 J
.
 

ス
パ
ン
 

ケ
ト
｜
 

新
 三
 、
 

、
芹
川
博
通
、
薗
田
 稔
 、
 

月
水
昭
男
、
土
屋
 博
 、
中
村
恭
子
、
長
谷
正
当
、
華
 
園
聴
 

麿
 、
保
坂
 幸
博
 、
山
折
哲
雄
、
山
 ノ
井
 大
治
、
脇
本
手
 也
 

議
題
 

一
 、
昭
和
五
九
年
編
集
委
員
会
日
程
 

一
 、
第
二
六
 0
 号
 編
集
方
針
 

一
 、
旧
新
編
集
委
員
の
交
代
 

洗
建
 、
坂
井
信
士
、
芹
川
博
通
、
薗
田
 稔
 、
土
屋
 博
 各
委
員
に
 

伐
 っ
て
、
井
上
順
孝
、
今
西
願
書
、
岡
部
和
雄
、
笠
井
正
弘
、
 

 
 

の
井
 大
治
の
各
氏
が
新
た
に
編
集
委
員
と
な
ら
れ
た
。
 

0
 新
人
会
員
（
 +
.
 
月
 八
日
承
認
 分
 ）
 

小
野
墓
筑
波
大
学
大
学
院
Ⅸ
横
浜
市
磯
子
区
 
磯
子
 合
一
八
 

｜
 一
一
一
 

小
野
寺
 
功
 
清
泉
な
子
大
学
教
授
 
抽
 

横
浜
車
 p
 塚
 図
中
 田
町
 三
 

一
一
一
一
一
一
一
 

木
村
秀
明
ゲ
ン
ト
大
学
学
生
 

捌
 

浦
和
市
仲
町
 ニ
ー
 
一
一
 
一
一
 

｜
 一
一
 

二
玉
 蔵
院
 

斎
藤
敬
東
方
研
究
会
専
任
研
究
員
朋
世
田
谷
区
 松
 康
一
 １
 

）
 

 
 

 
 

二
八
 ｜
三
 

佐
藤
真
人
国
学
院
大
学
大
学
院
 
恩
 

杉
並
区
浜
田
山
三
 
 
 

三
 
一
桑
島
 方
 

Kenta
長方形



沢
田
愛
子
三
重
県
立
看
護
短
期
大
学
助
教
授
 
出
 

津
市
 允
之
 内
 

養
正
 町
 一
九
 ｜
 一
四
県
公
舎
 塔
 世
一
二
号
 

塩
竃
 
義
弘
京
都
文
教
短
期
大
学
教
授
㎜
京
都
市
下
京
 
区
 富
小
 

路
通
五
条
 下
ル
 

苫
米
地
誠
一
川
崎
大
師
教
学
研
究
所
研
究
員
℡
大
田
区
 田
園
調
 

柿
本
町
一
二
 ｜
 一
八
束
事
案
 

中
西
 
智
 海
相
愛
女
子
短
期
大
学
教
授
㎝
宇
治
市
広
野
 
打
突
 出
 

ニ
ー
 八
五
 

保
呂
 
篤
彦
 
筑
波
大
学
大
学
院
 
鵬
 

茨
城
県
筑
波
郡
溶
出
 部
町
春
 

日
 工
 ー
 三
 
一
 ｜
 三
大
野
ハ
イ
ッ
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The Religious Complex of Saij6 Temple a t  Mount Daiyii 

Takaaki YAMAOKA 

Buddhism, a religion introduced from abroad, has in establishing 

itself in the Japanese society undergone various processes of fusion 

with religion native to Japan. The complex structure of Buddhism and 

native religion is called syncretism. There has already been much 

research done on this theme with emphasis mainly on its process. 

It goes without saying, that syncretism is not a phenomenon sin- 

gular to Japan, but is a universal phenomenon found all over the world. 
Actual experimental studies on syncretism in the Southeast Asian 

regions have energetically been taken up chiefly by European and 

American scholors. There studies focus on the overall relationship 

between the two religious systems, Buddhism and native religion, and 

furthermore tries to clarify their structural and functional relationship. 

This paper, while making references to such studies, has dealt with 

the Buddhist Temple as  object of its study. It will give some analysis 

of the interrelationship of Buddhism and native religion that exists 
in the Buddhist Temple. 

The example introduced here is Saijo Temple of Mount Daiyu in 

Odawara-city, Kanagawa prefecture. Saijo Temple performs two func- 

tions, one as a training ground and second as a place of worship. Func- 

tions of training ground are purely Buddhism. But, functions of worship 

are deep related to native religion in Japan. These functions are 

fundamentally different in view of their goals or purposes. The former 

aims for self-discipline, and the latter for self-interests. Saijo Temple 

is unique in that opposing principles and functions exist side by side. 

This temple with its two function also provides two different types 
of systems for religious space, ceremony and worshippers. 

The important point is that all of these are interdependent. The 

funcion of training place is sustained by the function of worship and 

vice versa. Thus, in conclusion, the state found in Saijo Temple demon- 

strates the complex of two different functions working interdependently. 



New Possibilities in the Theory about Sacred Books 
----In Relation to the Transition of Method in the Biblical Studies- 

Hiroshi TSUCHIYA 

In the former theories of the science of religion, sacred books have 

not occupied the important position, in comparison with the other reli- 

gious elements, e s .  rites, communities etc. The study of sacred books 

was primarily given into the hands of theology. It cannot be denied that 

the pressure of detailed studies within each religion prevented many 

scholars from observing a common problem behind them. Especially 

in the Christianity, this tendency is obvious. Thus the theory about 

sacred books was often connected with the doctrine, though the 

doctrine is nothing but an element which constructs the religious 

phenomenon. 

But, recently, such a situation is changing according to transition 

of method in the biblical studies. So-called historical-critical 

method, which has developed since the beginning of this century, 

pointed out the relativity of the canon and broke the closed character 

of the Old and New Testament studies. And now some questions 

arise concerning the historical-critical method itself. If the funda- 

mentalism, which reverses the process and adheres to the canon as the 

word of God, cannot be accepted, new possibilities must be searched 

beyond the historical-critical method. At present, those possibilites 

appear in two directions, i.e. literary trend and sociological trend, 

which are related to each other. 

The viewpoint, which comes up through the transition of method 

of method in the biblical studies, is to consider sacred books as a kind 

of literature. And, a t  the same, such a literature is dealt with in its 

social situation. Among the modern theories about literature, "reader- 

response criticism" may correspond to this viewpoint. The study 

of sacred books must inquire not only their original circumstances, 

but also the ways of accepting them by readers. Some sacred books 

have already become cultural inheritances of mankind and are 



regarded as general reading matters by many people. In keeping 
with individualization of religion in the modern society, this tenden- 

cy seems to be advanced. 



Analogie, chose, espace  

-De Durkheim ?i Maurice Halbwachs- 

Kazutoshi SEKI 

Dans une Ctude consacrCe aux "Drames sociaux et mbtaphores rituel- 
les", V. Turner signale la portCe de la mCthode analogique dans le 
domaine des sciences humaines : certaines analogies ou m&taphores, 
correspondantes B la problematique de chaque Cpoque peuvent frayer 
de nouvelles voies en ce domaine, bien qu'elles aient un penchant % se 
tourner 3 une m6taphysique absolue A fur et % mesure de Ieur influ- 
ence. C'est dans cette perspective que se situe cet article, qui cherche 
% vbrifier I'ambivalence du procCd6 analogique de Durkheim. 

L'article se divise en trois parties. 
La premi2re porte sur 1'CpistCmologie durkheimienne qui sous-tend 

la formation d'une nouvelle science sociologique. L'analogie du faint 
social avec le faint physique ou chimque conduit le sociologue au 
soi-disant r6ductionnisme social sans lui donner un moyen de s'en 
affranchir. 

La deuxihme est constitube d'une critique de "l'effervescence collec- 
tive". L'analogie physique telle que l'effervescence, la force ou 1'Cner- 
gie aboutit B avoir pour fonction de voiler les dCfauts du raisonnement 
Cvolutionniste peu fond6 

La troisiGme, par contre, concerne le cat6 positif de la sociologie 
durkheimienne: le dCcodage des choses e t  des espaces sociales en tant 
que le corollaire de la rGgle fondamentale ("traiter les faits sociaux 
comme des choses") se d2veloppe par M. Halbwachs, qui aborde le 
deplacement de la problCmatique durkheimienne en substituant l'analo- 
gie A une autre ("la memoire collective"). 

L'article suggere, 21 travers ces analyses, l'ambivalence du proct5dC 
analogique, d'une part, e t  une voie que devront s'orienter les Ctudes 
?i venir sur l'espace social ou religieux, de l'autre. 



The Problem of Religion and State in Modern  

Japan-With Special Reference to the Ministry of Religion 

and Learning (KyGbushG), the Legislature Sain and the 
ShinshQ Sect 

Koremaru SAKAMOTO 

This paper examines how the change occurred from a policy of 
unity of religion and state (seikyb itchi) to a separation of the two 
(seikyd bunri) in the early Meiji period. 

In 1872, the Meiji Restoration Government abolished the Ministry of 
Shinto Affairs (Jingish6) and instead established the Ministry of 

Religion and Learning. It  meant a change in the Government's reli- 

gious policy; since, the Government moved from a rejection to an 
incorporation of Buddhism. However, such a new policy was only a- 
dopted within the scheme of making Shinto the national religion. The 

Government's giving priority to Shinto was not changed a t  all. 

Shimaji Mokurai keenly recognized this fact. Therefore, he considered 

that the new policy was nothing but seiky6 itchi and it also was a 
transformation of Shintoization practiced by the Jingishd. Shimaji 

started a movement to abolish the policy and requested the Gover- 
nment to separate Buddhism from the Great Institute for Religion and 
Learning (DaikyGin). After all, his goal was realized in May 1875. 

At the same time, the Sain conceived that a policy of seiky6 bunri 
should be adopted to build a nation-state in Japan. This plan of 

the Sain, named "plan of disposition of Kybbusha", was presented 

to Seiin (the executive committee of the Meiji Government). This 
plan contained the principle of seiky6 bunri and separation of Shinto 

priests and Shinto lecturers (shinkan ky8dGshoku bunri). 

The purpose of this paper is to examine the activities of the Sain in 

this regard. It also considers the views of Yasumaru Yoshio regarding 

this "Japanese Style of separation of religion and state" and the 
process through which this came about. 



The Problem of Anthropomorphism and 

Agnosticism in Hume 

Sayaka SAKAI 

Hume makes a distinction between impressions and ideas in percep- 

tions. But we cannot find an immediate persuasion in this theory so 
strong as  we might find the law of contradiction or the law of the 
excluded middle. 

I think that this dichotomy theory has its origin in some philoso- 

phical-religious conviction of the author, and that the "idea of God" 

has little to do with the "God Himself", though Hume does not use 
such a term. 

Then I consider that in Hume's teaching, 1) the ideas as  images or 
copies of original impressions are by no means the personal impres- 
sions themselves, and then 2) if there be some genuinely religious expe- 

rience in impressions' level, we have no method to treat it scientifi- 
cally in ideas' and words' level, so 3) philosophy conducted by mere 
natural reason has no authority over any really religious phenomena, 

and 4) if we pursue "God" by means of mere philosophy, there come 
out various types of impious anthropomorphism. 

I think these attitude of Hume toward philosophy might be called 

agnosticism, but this agnosticism might be said to open a space for 

genuinely religious personal experiences. 



Ibn 'Arabi's dhikv Meditation 

Shigeru KAMADA 

Ibn 'Arabi (d. 638 AH/1240 CE), whose thought is known as the 
"transcendental unity of existence" (wahdat al-wujiid), is probably 

the most influential thinker in Islamic mysticism. In the present 
paper I have examined his interpretations of dhikr (remembrance of 
God) which are found in several passages of his two major works, 
namely, The Meccan Revelations (al-FutGhcit al-Makkiyah) and The Bezels 
of Wisdom (FUSU; al-Wkam). 

His understanding of the inner meaning of dhikr as  well as  of similar 

practices such as  the reading of the Fatihuh and the recitation of the 
shahadah is based on the idea of the divine self -manifestation (tajalli) . 
The Absolute (al-haqq) as  such is unknown and unknowable. Man 

knows only a manifest form of the Absolute as  his Lord (rabb) in 

the creaturely world. By his remembering God, His servant ('abd) 
gives a locus of manifestation (ma+ar) to his Lord. On the other 

hand, the Absolute, which is the pure existence (wujiid), realizes an 
existence suitable to that particular locus by the way of God's remem- 

bering His servant. The Absolute cannot manifest itself except in 

a locus of manifestation given to it. Thus, the servant and his Lord 
reciprocally realize one another. Although they are phenomenally 

one, they are not to be confused on the level of the reality, since 

the servant is essentially sheer noting ('adam) and 'exists' insofar 
as  the Absolute manifests itself through him. 




