
神
｜
 キ
リ
ス
 ー
 聖
霊
（
父
と
子
と
聖
霊
）
の
三
位
一
体
の
 教
義
を
形
成
し
た
キ
リ
ス
ト
教
は
と
く
に
、
「
父
と
子
」
 
（
 
神
 ・
キ
リ
ス
ト
）
 

の
 論
議
に
集
中
す
る
傾
向
が
あ
り
、
こ
こ
だ
げ
に
重
点
を
 置
い
て
他
を
省
み
な
い
教
派
も
あ
る
位
で
あ
る
。
た
し
か
 に
 聖
霊
論
は
難
解
で
 

荘
漠
 と
し
て
お
り
、
把
捉
し
が
た
い
性
格
を
持
っ
て
い
る
 。
し
か
し
こ
の
問
題
を
除
外
し
た
り
、
触
れ
ず
に
い
る
 ナ
 
」
と
は
、
や
は
り
宗
教
 

的
な
核
心
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
ろ
 う
 。
こ
こ
で
は
き
わ
 め
て
論
旨
を
単
純
な
形
に
還
元
し
て
取
り
上
げ
て
み
た
 ぃ
 。
聖
霊
 は
 あ
ま
ね
く
 
1@ (1) 

は
じ
め
に
 

八
 論
文
 要
 年
日
 
V
 
 本
稿
に
お
い
て
は
、
 

ョ
一
 ロ
ッ
パ
の
守
護
 
聖
 者
の
中
で
と
く
に
庶
民
に
親
し
ま
れ
て
ぎ
た
 聖
 ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
 
ス
が
 宗
教
の
歴
史
 

の
中
で
ど
の
よ
う
な
変
化
を
遂
げ
て
ぎ
た
か
、
主
と
し
て
「
伝
説
 
」
（
 鰍
堺
コ
守
 ）
と
呼
ば
れ
る
面
に
焦
点
を
あ
て
 ム
 考
察
す
る
。
 
と
く
に
パ
レ
ス
 

チ
ナ
 か
ら
ア
ル
プ
ス
を
越
え
て
 ョ
 ー
 p
 ッ
パ
 に
は
い
っ
た
と
き
、
 
ゲ
ル
マ
ン
的
要
素
を
包
摂
し
な
が
ら
新
し
い
聖
者
像
を
形
成
し
 て
い
っ
た
過
程
 

を
た
ど
っ
て
み
る
。
父
と
子
と
聖
霊
の
三
位
一
体
の
中
の
聖
霊
 0
 具
現
者
は
聖
者
で
あ
り
、
申
 せ
の
 キ
リ
ス
ト
教
の
桂
格
を
示
す
 も
の
で
あ
る
。
 

聖
者
崇
拝
は
芸
術
家
の
表
現
に
委
ね
ら
れ
て
庶
民
に
親
し
ま
れ
、
 

新
し
い
伝
説
を
生
み
出
し
、
聖
者
像
の
展
開
の
問
題
を
こ
こ
で
 取
り
上
げ
、
 
図
 

像
の
特
質
を
検
討
す
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ト
 
V
 
 守
護
聖
者
、
伝
承
、
宗
教
の
綜
合
性
、
異
 貫
文
化
の
変
容
、
図
像
と
崇
拝
短
か
い
祈
り
の
形
式
、
凝
視
、
 

瞑
 想
 

守
護
聖
者
と
図
像
の
展
 レ
 
朝
川
口
 

植
田
重
雄
 



聖
 ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
 

ス
 を
見
つ
め
る
人
は
決
し
て
不
意
の
 

災
い
に
会
う
こ
と
は
な
い
。
（
 

2
-
 

あ
る
い
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
言
葉
を
彫
っ
て
い
る
も
の
も
 可
 成
り
多
い
。
 

-
1
-
 

そ
の
日
い
か
な
る
悪
い
死
に
も
出
会
わ
な
い
、
 

綿 昆 も は 約 は が 人 
聖 に 中 に 、 聖 れ て 間 
  広 壮 、 ま 書 観 客 に 
  
ス 

く 後 
流 期 

  
  

  
  
  

こ 規 は た 代 い 
ノン 

ス 

を 純 彫   
見 な ら 
つ 回 れ は な し の 
め 像 た 
る て， 聖 
人 
やま 

  ス     げ 活   
ス 

ノ し @ ・ @ 
の フ 

画 才 

像 ル 
に ス 

は （ 

っ 宰 
ぎ 。 - の   
の さ れセ 、 フ 

0 わ 堅 吝 （ よ 口甘 5 0   
め て 守 と の 
念 居 し 護 し 他 

屈の OF 甘口薬 ズか 。 （ 願 仰 か 聖 て   

一し キリ 表 が のさ し聖 者の 崇拝 

よ 目 
Ⅰ こ ク   
彫 り 

ら ス 

れ ト と 同時 れてい 諸 まな を宿す 聖霊の た こ 。 
る 形 拝 具 こ 代 

てフ Ⅰ） @ 。 態 柱 体 で の 

る の 
。 護 が と 的 は 使 

符 
表 し な 持 律 
現 て 現 に た 

  さ の わ 広 ち 

ぬ 0 片   れ 人 れ く に 

    て 間 を 民 現 
い へ 見 衆 わ 

6% ね ると 的に 信 。の る 、 
民 と 伸 旧 業 や 
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守護聖者と図像の 展開 

「
悪
い
死
」
（
 
ヨ
 0
 ぺ
 
（
の
 
ヨ
 の
 こ
 ）
、
不
意
の
災
い
（
 -
a
 
コ
 
%
 。
 
3
 ）
 い
ず
れ
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
不
意
の
災
 い
の
 最
大
 な
も
の
は
、
突
然
 

襲
 う
 死
で
あ
り
、
悪
い
死
で
あ
る
。
 

生
 あ
る
も
の
の
死
は
 避
 げ
が
た
い
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
 ョ
 ー
ロ
ッ
 

人
は
繊
 悔
 告
解
が
で
 き
 

サ
ク
ラ
メ
 

ソ
 @
 

ず
 、
秘
蹟
を
受
げ
ら
れ
な
い
状
態
を
極
度
に
嫌
悪
し
 
、
 死
に
あ
た
り
心
の
準
備
を
願
い
、
頓
死
す
る
こ
と
を
 願
 れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
 

突
然
の
不
幸
の
死
を
悪
し
き
死
と
呼
ん
で
い
る
。
 

聖
 ク
リ
 ス
ト
フ
ォ
ル
 
ス
 の
伝
説
に
よ
れ
ば
、
 
サ
 モ
ス
島
で
殉
教
 
の
死
を
遂
げ
る
に
際
し
 

て
 
「
も
し
わ
た
し
を
見
つ
め
る
者
、
神
に
信
頼
を
置
く
者
 

で
あ
れ
ば
 火
 、
 嵐
 、
洪
水
、
地
震
、
飢
餓
の
災
い
か
ら
 救
わ
れ
よ
」
と
い
う
 誓
 

い
を
立
て
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
発
展
し
て
、
死
の
 不
安
、
さ
ま
ざ
ま
の
危
険
や
災
い
を
感
ず
る
と
き
に
は
、
 

こ
の
聖
者
を
思
い
浮
 

べ
る
と
、
す
べ
て
が
消
滅
す
る
と
い
う
民
間
信
仰
が
広
ま
 っ
て
い
っ
た
。
 
イ
ヱ
ス
 
・
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
に
つ
い
て
 

マ
タ
イ
、
マ
ル
コ
、
 
ル
 

力
 、
ヨ
ハ
ネ
等
々
伝
記
の
記
録
者
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
 の
に
対
し
、
中
世
の
聖
者
の
記
録
者
 は
 あ
ま
り
明
か
で
 
な
い
。
「
黄
金
伝
説
」
 

の
 
（
Ⅰ
の
の
の
 

口
 守
戸
毎
の
り
）
ヤ
コ
ブ
ス
・
フ
ォ
ラ
ギ
 
不
は
 有
名
 で
あ
る
が
、
彼
は
伝
説
記
録
の
集
大
成
者
で
あ
る
。
 

こ
 の
 問
題
に
つ
い
て
今
は
 

触
れ
な
い
。
聖
者
の
伝
説
が
い
い
ろ
ろ
な
形
を
と
り
、
 

変
 容
 し
な
が
ら
 伝
撫
 し
て
い
っ
た
。
 
聖
 ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
 
ス
は
 広
く
民
衆
の
中
で
 

迎
え
入
れ
ら
れ
た
聖
な
る
伝
承
の
一
 

つ
 で
あ
る
。
 

ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
 
ス
 の
図
像
は
、
教
会
の
内
部
の
壁
面
、
 

外
部
の
壁
、
城
門
、
橋
、
等
々
人
通
り
の
多
い
と
こ
ろ
 に
で
き
る
限
り
大
き
 

く
 、
目
立
っ
 よ
う
 に
画
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
 俄
悔
 も
せ
 ず
 、
秘
蹟
も
授
げ
ら
れ
ぬ
ま
ま
、
突
如
と
し
て
死
に
襲
 わ
れ
た
者
を
守
る
救
難
 

聖
者
と
し
て
崇
拝
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
 べ
き
こ
と
は
、
こ
の
聖
者
を
「
見
つ
め
る
こ
と
」
で
あ
 
る
 。
「
見
つ
め
る
こ
 

と
 」
、
「
見
る
こ
と
」
が
救
い
に
預
か
る
こ
と
と
な
る
。
 

む
 ろ
ん
見
る
こ
と
は
た
ん
な
る
視
覚
的
な
問
題
で
は
な
く
 
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
 
ス
 

を
 一
瞬
心
の
中
に
想
い
 
浮
 べ
る
こ
と
、
「
念
ず
る
こ
と
」
 
に
 通
ず
る
の
で
あ
る
。
民
俗
的
に
単
純
化
さ
れ
て
、
 

た
 と
え
 ど
の
よ
う
な
生
活
 

な
し
て
 い
 よ
 う
 と
も
、
こ
の
聖
者
を
見
つ
め
る
な
ら
ば
、
 

悪
い
こ
と
に
出
合
わ
ず
悪
い
死
に
会
わ
な
い
こ
と
が
 強
 謁
 さ
れ
る
の
で
あ
る
。
㈹
 

-
3
@
 

 
 

こ
こ
に
掲
げ
た
 
ブ
 "
 ク
ス
 ハ
イ
ム
の
木
版
画
は
一
四
三
一
 
一
年
頃
の
代
表
的
な
 ツ
ェ
ソ
 テ
ル
で
あ
る
。
（
第
一
軍
 
素
 衣
 を
ま
と
っ
た
ク
リ
ス
 



を
対
照
さ
せ
て
い
る
と
解
さ
れ
よ
う
。
 

か
せ
、
実
を
結
ぶ
で
あ
ろ
う
と
幼
児
 キ
 

て
 周
知
の
聖
者
伝
説
で
あ
り
、
表
現
に
 

像
で
あ
る
。
 

幼
児
キ
リ
ス
ト
を
背
負
う
 聖
 ク
リ
ス
 

@
4
-
 

っ
た
 。
聖
母
マ
リ
ア
が
幼
児
 ィ
ヱ
ス
 を
 

る
 像
を
祭
壇
彫
刻
、
祭
壇
画
な
ど
に
よ
 

い
る
と
も
い
え
る
し
、
ま
た
マ
リ
ア
が
 

と
し
て
尊
ば
れ
た
と
も
い
え
 よ
う
 。
 

ミ
ュ
ン
 ヘ
ソ
 か
ら
北
東
オ
ー
バ
 

椋
栴
に
 実
が
つ
い
て
い
る
の
は
、
聖
者
が
杖
に
し
た
こ
の
 椋
椙
が
 一
夜
に
し
て
芽
を
吹
き
花
を
咲
 

リ
ス
ト
か
ら
予
言
さ
れ
た
そ
の
成
就
を
示
し
て
い
る
。
 す
 べ
て
こ
の
よ
う
な
図
像
は
民
衆
に
と
っ
 

つ
い
て
は
多
少
ヴ
ァ
リ
ニ
ー
シ
ョ
 ソ
 は
あ
る
に
せ
よ
、
 聖
 ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
ス
像
の
典
型
的
な
 図
 

ト
フ
ォ
ル
ス
像
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
背
負
う
 ョ
 ー
ロ
ッ
 
人
の
信
仰
の
象
徴
的
表
現
と
な
っ
て
 い
 

膝
に
 抱
い
て
い
る
造
型
と
な
ら
ん
で
、
 聖
 ク
リ
ス
ト
フ
ォ
 ル
ス
 が
幼
児
を
肩
に
乗
せ
て
立
っ
て
 い
 

く
 見
か
け
 ろ
 こ
と
が
あ
る
。
彼
は
キ
リ
ス
ト
の
養
父
 聖
ョ
 セ
 ブ
 の
地
位
に
匹
敵
す
る
場
に
立
っ
て
 

母
性
的
愛
の
象
徴
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
 ス
は
 父
性
乃
至
は
男
性
的
な
愛
の
象
徴
 

ィ
ヱ
 ル
ン
地
方
の
 ヱ
 l
 ベ
ル
ス
ベ
ル
ク
（
 付
 す
の
 
づ
 
の
 
汀
冊
 ）
 村
 に
聖
 ク
リ
ス
ト
フ
（
 陛
，
の
甘
ヱ
降
 

。
 
吝
 ）
 教
 

ト
フ
ォ
ル
 ス
 は
 椋
 椙
の
大
木
を
杖
と
し
て
激
流
の
河
を
渡
 っ
て
ゆ
く
。
 

背
中
に
は
幼
児
キ
リ
ス
ト
を
背
負
っ
て
い
る
。
河
岸
に
は
 水
車
小
屋
が
 

あ
り
、
製
粉
を
終
え
た
男
が
袋
を
か
つ
い
で
、
家
に
帰
っ
 て
ゆ
く
。
 も
 

図
ぅ
 一
人
の
男
は
賦
 罵
に
 乗
せ
て
い
た
袋
を
お
ろ
し
て
 こ
れ
か
ら
麦
を
掲
 

 
 

休
み
し
て
い
る
。
 

こ
れ
に
た
い
し
彼
岸
に
は
僧
庵
に
い
る
修
道
 僧
 が
目
印
と
 な
る
よ
う
に
 

暗
夜
の
河
を
渡
る
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
 ス
 に
 ラ
ソ
プ
 を
掲
げ
 て
見
守
っ
て
 

い
る
。
穴
か
ら
兎
が
半
身
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。
彼
岸
 と
 此
岸
、
聖
 俗
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守護聖者と 図像の展開 

第二図 

に
 出
合
え
る
の
か
、
キ
リ
ス
ト
に
仕
え
る
こ
と
が
で
き
る
 の
か
を
 

苦
行
し
て
い
る
修
道
 僧
に
 教
え
を
乞
 う
 。
す
る
と
修
道
 僧
 ほ
い
ろ
 

い
ろ
な
道
を
教
え
る
が
結
局
彼
に
適
わ
し
い
の
は
、
力
持
 ち
で
あ
 

る
か
ら
、
河
の
渡
守
り
と
な
っ
て
人
々
を
対
岸
に
渡
す
 仕
 事
 を
す
 

る
が
よ
い
と
い
わ
れ
、
多
く
の
人
々
を
肩
に
乗
せ
た
り
、
 荷
物
を
 

運
ん
だ
り
し
た
。
あ
る
 彼
 河
岸
で
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
 ス
 を
 呼
ぶ
 声
 

が
す
る
。
見
る
と
、
幼
児
が
向
 う
 岸
ま
で
渡
し
て
ほ
し
 い
と
い
 

ぅ
 。
い
と
も
た
や
す
い
こ
と
二
子
供
を
肩
に
乗
せ
中
程
 ま
 で
ゆ
く
 

-
5
-
 

会
 が
あ
る
。
そ
の
名
の
如
く
こ
こ
は
 

聖
 ク
ジ
ス
ト
フ
ォ
ル
 

ス
の
 
守
護
を
仰
ぎ
、
祭
壇
に
こ
の
聖
者
を
祀
っ
て
い
る
 

。
（
第
二
図
）
特
筆
す
べ
 

き
は
こ
こ
に
は
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
 

ス
 の
生
涯
を
画
い
た
 

沢
 ぬ
め
 
画
像
を
掲
げ
て
お
り
、
聖
者
に
奉
納
さ
れ
た
奉
納
 

 
 

る
 。
さ
ら
に
七
月
二
十
五
日
の
聖
者
の
祭
の
日
に
は
、
 

乗
 物
や
家
畜
の
潔
め
の
儀
式
が
お
こ
た
わ
れ
て
い
る
。
 

こ
ナ
 
」
で
画
像
に
 

塞
 い
て
 
伝
 

承
 の
こ
の
聖
者
の
生
涯
を
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
 

ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
 

ス
 は
 カ
 ナ
ー
ン
（
パ
レ
ス
チ
ナ
）
 

出
 身
の
巨
人
で
強
い
 

腕
 

力
 、
体
力
の
持
主
で
あ
っ
た
。
は
じ
め
「
レ
プ
 

p
 
ブ
ス
」
 
（
 
オ
 
の
 
で
 
「
 
0
 
ヴ
 
珪
の
）
 

、
 呪
わ
れ
た
者
、
罰
を
う
げ
た
者
と
呼
ば
れ
 

て
い
た
が
、
の
ち
に
 

キ
リ
ス
ト
教
に
帰
依
 

し
 、
洗
礼
を
受
け
て
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
 

ル
ス
 
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 

レ
 プ
ロ
ブ
ス
 

は
自
 
已
め
力
 
に
自
信
を
持
つ
 

 
 

 
 

 
 

王
 で
さ
え
お
そ
れ
る
存
在
を
知
る
。
そ
れ
は
闇
の
世
界
を
 

支
配
す
る
悪
魔
で
あ
る
。
彼
は
大
主
の
許
を
去
り
、
 

旅
 に
 出
、
荒
野
で
悪
魔
の
 

一
行
と
出
合
う
。
こ
こ
で
し
ば
ら
く
悪
魔
に
仕
え
る
が
、
 

悪
魔
が
あ
る
と
き
、
十
字
架
の
立
っ
て
い
る
の
を
見
て
 

、
 お
そ
れ
、
わ
ざ
わ
ざ
 

  



と
流
れ
は
激
し
く
、
子
供
は
大
変
重
く
な
り
、
辛
う
じ
て
 岸
 に
着
い
た
。
わ
た
し
は
今
迄
多
く
の
人
を
運
ん
だ
が
 、
こ
の
子
供
の
よ
う
に
 

重
い
も
の
は
は
 ビ
 め
て
で
あ
る
と
告
げ
る
。
す
る
と
子
供
 は
 、
自
分
は
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
証
拠
に
 ク
 リ
ス
ト
フ
ォ
ル
 
ス
 が
 杖
 

に
し
た
そ
の
 椋
栴
は
 
一
夜
に
し
て
芽
を
吹
 
き
 花
を
咲
か
せ
 、
 実
を
結
ぶ
で
あ
ろ
う
と
告
げ
、
そ
の
通
り
に
な
っ
た
 の
で
、
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
 

ル
ス
 は
キ
リ
ス
ト
に
 
出
 ム
ロ
い
を
遂
げ
た
こ
と
を
ほ
じ
め
て
 知
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
に
帰
依
し
て
の
ち
は
、
彼
は
他
の
 聖
者
と
同
じ
よ
う
に
 福
 

昔
を
説
い
て
 
歩
 き
、
つ
い
に
ほ
異
教
の
主
に
よ
っ
て
捕
え
 ら
れ
、
炉
の
中
で
熱
く
 灼
 い
た
兜
を
頭
に
か
ぶ
せ
ら
れ
 た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
 拷
 

問
 を
受
け
る
が
、
神
の
恵
み
に
 ょ
 り
、
 傷
 ひ
と
っ
 受
 げ
な
 い
 。
王
は
牢
獄
に
閉
じ
こ
め
た
聖
者
の
も
と
へ
、
二
人
 の
 娼
婦
を
つ
か
わ
し
、
 

誘
惑
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
逆
に
彼
は
こ
の
二
人
を
蛾
 悔
 さ
せ
、
入
信
さ
せ
た
。
さ
ま
ざ
ま
の
拷
問
を
受
け
た
の
 ち
 、
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
 

ス
は
 斬
首
さ
れ
、
殉
教
を
遂
げ
る
。
殉
教
を
遂
げ
る
に
あ
 た
り
、
さ
ぎ
の
木
版
画
で
の
べ
た
よ
う
な
誓
い
を
立
て
 た
 。
こ
の
誓
い
が
危
急
 

の
花
や
災
い
に
際
し
て
一
般
信
仰
者
の
代
願
者
と
な
る
。
 

ほ
と
ん
ど
の
宗
教
に
神
と
人
間
の
間
に
仲
介
者
が
い
る
、
 

キ
リ
ス
ト
も
は
じ
め
 

治
癒
神
駒
性
格
を
持
っ
 
て
 現
わ
れ
る
。
 

-
6
-
 
の
ち
に
は
十
字
架
 

の
死
 、
血
を
流
す
 婿
 い
に
よ
っ
て
も
ろ
も
ろ
の
罪
を
き
 よ
め
る
存
在
と
な
り
、
 

神
の
子
と
な
り
、
父
と
子
一
体
の
位
格
へ
と
高
ま
る
。
 

キ
 リ
ス
ト
が
始
め
に
行
っ
て
い
た
こ
と
を
、
か
わ
っ
て
 、
 聖
母
マ
リ
ア
、
守
護
 聖
 

者
た
ち
が
治
癒
神
の
役
目
を
果
し
、
キ
リ
ス
ト
へ
の
取
り
 な
し
、
代
願
の
働
き
を
示
す
 よ
う
 に
な
る
。
ク
リ
ス
ト
 
フ
ォ
ル
 ス
 も
苦
難
、
災
 

害
 に
出
 0
 ロ
 ぅ
 人
間
た
ち
の
た
め
に
そ
の
願
い
を
満
す
力
強
 い
 守
護
聖
者
と
な
る
。
 

さ
き
に
挙
げ
た
 よ
う
 に
無
限
に
 、
 力
に
憧
れ
る
存
在
は
現
 世
の
最
高
の
力
の
存
在
へ
と
近
付
く
。
し
か
し
最
後
に
 は
 見
え
ざ
る
聖
な
る
 

も
の
こ
そ
最
高
の
 カ
と
 働
き
が
あ
る
こ
と
に
気
付
か
せ
ら
 れ
て
ゆ
く
。
こ
の
過
程
は
宗
教
性
の
間
 題
 と
し
て
人
間
 の
中
で
反
覆
 繰
 返
さ
れ
 

る
 出
来
事
で
あ
り
、
原
型
 宮
 r
e
 
す
の
 
（
ゼ
ロ
の
）
で
あ
る
。
ク
リ
 
ス
ト
フ
ォ
ル
ス
伝
説
は
民
衆
に
 、
 広
く
受
け
入
れ
ら
れ
、
 
親
し
み
や
す
い
内
容
 

で
あ
る
。
救
難
の
守
護
聖
者
と
な
り
な
が
ら
も
、
巨
体
の
 肩
に
幼
児
キ
リ
ス
ト
を
背
負
う
図
像
が
も
っ
と
も
 ポ
ピ
 
ュ
ラ
 一
な
聖
者
像
と
な
 

り
 、
地
域
や
時
代
を
問
わ
ず
広
く
崇
拝
さ
れ
る
 よ
う
 に
 な
 っ
た
 。
彼
は
キ
リ
ス
ト
を
「
背
負
う
者
」
（
 
0
 ～
～
の
「
 

0
 の
）
 
と
 呼
ば
れ
て
い
る
 ょ
 5
 に
 

(6)  6 



守護聖者と図像の 展開 

キ
リ
ス
ト
教
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
 伝
撤
 し
て
新
し
い
展
開
を
 見
せ
る
以
前
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
 @
 プ
ル
を
中
心
と
 す
る
東
方
教
会
に
お
 

い
て
 聖
ク
ソ
 
ス
ト
フ
ォ
ル
 
ス
 の
崇
拝
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
 

た
か
。
イ
コ
ン
の
中
に
は
、
犬
の
頭
を
し
、
鎧
を
身
に
 着
け
た
戦
士
の
姿
で
表
 

し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
幼
児
キ
リ
ス
ト
を
肩
に
乗
せ
る
 こ
と
も
な
く
、
 
椋
椙
を
杖
 と
も
し
て
い
な
い
。
そ
の
 代
 り
に
 楯
 と
槍
を
た
ず
さ
 

え
て
い
る
 
ィ
 コ
ソ
で
あ
る
。
こ
の
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
 

ス
 は
 「
大
頭
の
 民
 」
 宋
遇
 o
k
 
の
 
口
ま
 -
 
の
 
コ
 
）
の
伝
説
に
基
く
も
の
 で
あ
る
。
神
の
罰
を
 ぅ
 

げ
 犬
に
変
え
ら
れ
た
部
族
が
あ
っ
た
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
 。
し
か
し
信
仰
の
上
口
 白
 を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
戦
士
 ク
 リ
ス
ト
フ
ォ
ル
 
ス
 は
 、
 

大
頭
 で
 象
徴
す
る
獣
性
が
変
容
し
て
、
た
ち
ま
ち
立
派
な
 武
人
と
な
る
主
題
が
画
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
 い
は
十
字
架
を
手
に
し
 

て
 神
の
言
葉
（
天
使
の
告
知
）
に
聴
き
入
っ
て
い
る
人
頭
 の
 聖
者
の
姿
も
ギ
リ
シ
ャ
正
教
の
図
像
の
中
に
あ
る
。
（
 

第
六
図
）
ヨ
ー
ロ
ッ
 

キ
リ
ス
ト
教
か
ら
見
る
と
、
い
か
に
も
異
様
な
形
態
で
あ
 る
 。
 ヱ
 ジ
プ
ト
に
お
い
て
は
動
物
神
が
崇
拝
さ
れ
て
お
 り
 、
す
ぐ
に
想
い
 浮
べ
 

ら
れ
る
の
は
、
パ
ピ
ル
ス
な
ど
に
よ
く
 画
 れ
て
い
る
犬
の
 神
ア
ヌ
 ビ
ス
（
ト
コ
 由
荘
 
も
で
あ
る
 0
 
 
ア
ヌ
 ビ
ス
は
死
者
 を
 地
下
の
世
界
へ
導
く
 

案
内
の
神
、
墓
所
の
守
り
神
と
し
て
崇
拝
さ
れ
て
い
た
。
 

エ
ジ
プ
ト
の
宗
教
が
ロ
ー
マ
帝
国
の
中
に
は
い
り
、
 

次
 第
に
 ロ
ー
マ
化
さ
れ
た
 

造
型
は
、
ま
さ
に
イ
コ
ン
に
画
か
れ
て
い
る
ク
リ
ス
ト
フ
 ォ
 ル
ス
像
の
手
本
と
な
っ
た
と
推
定
さ
れ
得
る
も
の
で
 あ
る
。
（
第
五
図
）
 ク
リ
 

7  (7) 

㈲
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
 
ス
 の
先
行
形
態
 

ョ
 ー
 p
 ッ
パ
 に
は
元
々
そ
れ
ぞ
れ
民
族
固
有
の
古
い
宗
教
 、
習
俗
を
持
っ
て
い
る
と
こ
 

よ
っ
て
 、
ョ
 ー
コ
ッ
 パ
 キ
リ
ス
ト
教
と
も
い
う
べ
き
新
た
 な
 宗
教
形
態
が
誕
生
し
た
。
 

負
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
的
心
情
、
道
徳
、
社
会
的
 規
 範
 、
習
俗
は
ま
さ
に
キ
リ
ス
 

て
い
っ
た
。
 

ろ
へ
新
た
に
キ
リ
ス
ト
教
が
布
教
さ
れ
る
こ
と
に
 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
キ
リ
ス
ト
を
受
け
入
れ
、
「
 
背
 

ト
教
 的
な
刻
印
を
持
つ
も
の
を
示
す
よ
う
に
な
っ
 



ス
ト
フ
ォ
ル
 
ス
 の
原
型
は
こ
の
 
ア
ヌ
 ビ
ス
像
で
あ
る
と
 断
 甘
口
し
て
 

c
O
 

も
よ
い
程
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
証
拠
づ
け
る
資
料
的
 な
も
の
㏄
 

は
 何
一
つ
な
い
。
と
こ
ろ
が
 ヱ
 ジ
プ
ト
の
宗
教
に
は
 ク
リ
 ス
ト
フ
 

ォ
ル
ス
 に
近
い
宗
教
的
表
象
を
持
っ
て
い
る
も
の
が
も
う
 一
 つ
あ
 

る
 。
そ
れ
ほ
 
ア
ヌ
 ビ
ス
が
オ
シ
リ
ス
、
 
ィ
 シ
ス
の
子
で
あ
 
る
 太
陽
 

神
木
 ル
ス
 
（
 
口
 0
 
Ⅰ
 
臣
 ）
を
背
負
っ
て
ナ
イ
ル
河
を
渡
る
説
 
き
で
あ
 

る
 。
七
月
下
句
シ
リ
ウ
ス
星
が
夜
明
け
の
ナ
イ
ル
河
に
昇
 る
 太
陽
 

を
先
導
す
る
の
を
見
て
 、
ヱ
 ジ
プ
ト
の
神
官
（
天
文
学
者
 ）
。
、
一
力
 

年
間
の
太
陽
の
軌
道
を
知
り
、
い
わ
ゆ
る
シ
リ
ウ
ス
 暦
、
 太
陽
暦
 

を
 発
見
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
夙
に
知
ら
れ
て
い
る
 ナ
 
」
と
で
あ
 

る
 。
シ
リ
ウ
ス
の
鋭
い
光
 苦
む
、
 犬
や
狼
の
眼
に
た
と
え
 、
 犬
の
 

星
 と
呼
ん
で
い
る
。
神
の
子
ホ
ル
ス
を
 ア
ヌ
 ビ
ス
が
背
負
 っ
て
 川
 

を
 渡
る
表
象
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
い
つ
頃
 ョ
 l
p
 ッ
 パ
の
ク
 

リ
ス
ト
フ
ォ
ル
 
ス
 が
幼
児
キ
リ
ス
ト
を
背
負
う
こ
と
と
 関
 達
 し
て
 

い
っ
た
か
は
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
 

大
頭
 の
 ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
 
ス
 が
な
ぜ
東
方
教
会
で
、
表
現
 さ
る
 

ト
 
よ
う
に
な
っ
た
の
 ネ
し
 
あ
ム
Ⅰ
 
う
人
 T
 。
い
か
そ
ら
く
 エ
い
ン
イ
ア
 

ト
に
 お
が
る
 

キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
伝
道
に
あ
た
り
、
コ
プ
ト
派
は
積
極
 的
に
 
ヱ
 

第四図 第三図 



よ
っ
て
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
ス
教
会
の
潔
め
の
式
典
が
お
こ
 

な
わ
れ
た
 

麟
 
世
紀
の
終
り
 
頃
ガ
ヲ
 テ
 フ
 の
 テ
オ
 ド
ル
ス
ス
 
コ
テ
 ス
 （
 
円
オ
の
 

0
 
由
 
Ⅰ
由
の
 

簗
ル
ス
 を
女
子
修
道
院
の
守
護
聖
者
と
し
て
祀
る
よ
う
 

懇
願
し
て
い
る
 

図
 

翻
て
 ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
 
ス
 を
祀
ろ
う
と
し
た
と
伝
え
る
 
。
六
八
七
年
、
 

鰹
の
中
に
は
こ
の
聖
者
の
名
を
刻
ん
だ
と
い
わ
れ
て
お
 

り
、
 下
っ
て
 十
 

守
 
崇
拝
が
組
み
込
ま
れ
、
祭
の
日
も
定
ま
っ
た
よ
 

う
 で
 あ

る
。
現
在
は
 

と
い
う
 ビ
テ
ュ
 

ぎ
 0
0
 

（
の
の
）
の
 

伝
 

ま
た
五
九
八
 

六
八
八
年
、
 
"
 

二
世
紀
に
は
い
 

聖
 ヤ
コ
ブ
の
 祭
 る

と
、
 
p
 ー
 マ
 の
暦
の
中
に
、
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
 

ス
 

(
9
)
 

 
 

の
日
の
七
月
二
十
五
日
か
、
そ
の
前
日
に
行
わ
れ
て
 

ニ
ィ
ニ
ソ
 （
 
毘
円
す
ロ
 

@
 
の
コ
 
）
の
碑
文
が
残
っ
て
お
り
、
木
 

記
の
中
で
悪
霊
を
追
い
出
す
た
め
に
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
 

年
 タ
オ
ル
ミ
ナ
の
教
区
の
修
道
院
は
 パ
ト
 p
 ン
と
し
 

１
％
に
お
い
て
は
 聖
 ア
ナ
ス
タ
シ
ア
教
会
の
墓
碑
銘
 

的
 情
熱
を
持
っ
て
い
る
。
す
で
に
東
方
教
会
に
お
い
て
 四
 五
 0
 年
頃
力
 め
ケ
 ド
ン
の
 ニ
 コ
メ
デ
ィ
ア
で
は
司
教
 ュ
 ウ
 ラ
リ
ア
毎
日
 ぃ
ぎ
 
）
に
 

ジ
プ
ト
の
 ア
ヌ
 ビ
ス
信
仰
に
対
抗
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
 タ
イ
プ
の
信
仰
を
示
す
大
頭
の
人
間
乃
至
は
戦
士
 像
 
（
 の
ち
に
は
聖
者
）
を
 造
 

堕
 し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
わ
た
し
 ほ
 推
定
し
て
い
る
 
コ
プ
ト
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
の
母
マ
リ
ア
も
強
く
 聖
 化
さ
れ
た
。
そ
れ
ほ
 ヱ
 

ジ
プ
ト
の
太
陽
神
木
 ル
ス
 を
抱
く
 ィ
 シ
ス
母
神
の
信
仰
 と
 対
抗
す
る
た
め
に
、
 否
 、
こ
れ
を
自
己
の
中
に
積
極
的
 に
 摂
取
す
る
こ
と
に
 ょ
 

っ
て
エ
ジ
プ
ト
に
 教
 勢
を
拡
大
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
り
 、
ま
た
 ヱ
 ジ
プ
ト
人
の
宗
教
的
傾
向
に
は
根
強
い
母
神
 
（
女
神
）
崇
拝
が
あ
 

り
 、
こ
れ
を
無
視
し
て
キ
リ
ス
ト
教
は
発
展
し
得
な
か
っ
 た
 。
む
ろ
ん
 聖
 マ
リ
ア
に
つ
い
て
の
歴
史
的
な
展
開
の
 ぬ
 程
に
は
ロ
ー
マ
帝
国
 

内
の
へ
レ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
母
神
（
女
神
）
と
の
接
触
変
 容
 同
化
の
問
題
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
主
題
で
は
な
い
 の
で
取
り
上
げ
な
い
。
 

キ
リ
ス
ト
教
の
発
展
に
伴
い
、
最
大
の
教
 敵
 と
な
っ
た
の
 は
、
 ミ
ト
ラ
教
で
あ
る
が
、
そ
の
敵
対
者
で
あ
る
太
陽
 神
 ミ
ト
ラ
す
ら
キ
リ
ス
 

ト
 教
は
自
己
の
中
に
取
り
込
ん
で
い
る
こ
と
に
つ
い
て
ほ
 

 
 

な
ら
ば
 p
 一
 ％
の
 軍
人
 

た
ち
の
熱
狂
的
な
信
仰
を
得
た
 、
、
 

、
ト
ラ
の
武
人
的
性
格
を
 
、
キ
リ
ス
ト
教
 は
聖
 ゲ
オ
ル
ク
の
守
護
聖
者
の
中
に
取
 り
 込
ん
で
し
ま
い
、
 そ
 

れ
に
よ
っ
て
対
抗
し
克
服
を
は
か
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
 う
に
し
て
キ
リ
ス
ト
教
は
現
に
存
在
す
る
他
の
宗
教
と
 そ
の
文
化
の
内
容
を
自
 

己
の
中
に
取
り
入
れ
、
同
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
 す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
独
特
の
解
釈
と
意
味
付
与
 な
 行
お
 う
 と
す
る
宗
教
 



教
的
 布
教
伝
道
の
聖
職
者
た
ち
で
あ
る
。
ス
イ
ス
山
中
の
 村
落
に
ほ
じ
つ
に
 聖
 ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
 

い
 巨
人
が
幼
児
キ
リ
ス
ト
を
背
負
っ
て
い
る
姿
で
あ
る
。
 こ
こ
で
は
河
を
渡
る
主
題
よ
り
も
が
 つ
 

が
あ
る
。
こ
こ
に
掲
げ
た
図
は
チ
ロ
ー
ル
地
方
の
プ
ス
タ
 l
 タ
 l
 ル
の
教
会
の
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
 

イ
 ソ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
山
地
に
あ
る
都
市
や
村
落
に
は
 濃
い
髭
を
生
や
し
、
右
手
に
梶
棒
（
 又
 ス

の
 像
が
多
い
。
し
か
も
力
強
く
退
し
 

ち
り
道
を
歩
く
歩
き
方
に
ア
ク
セ
ン
ト
 

ス
 像
で
あ
る
。
（
第
三
図
）
ス
イ
ス
、
 
ド
 

は
 樹
の
幹
）
を
持
ち
乱
れ
た
頭
髪
、
 

乃
 

よ
い
よ
巨
人
像
の
明
確
な
特
色
を
示
す
に
至
っ
た
。
文
物
 を
 運
ぶ
担
い
手
と
は
、
山
で
働
く
荷
役
の
人
々
、
旅
行
 者
、
商
人
、
そ
し
て
 宗
 

と
こ
ろ
で
 p
 ー
て
か
ら
ミ
ラ
ノ
 ヘ
 向
い
、
ア
ル
プ
ス
の
 山
 々
を
越
え
て
中
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
 ヘ
 キ
リ
ス
ト
教
が
伝
道
 さ
れ
る
に
 つ
 れ
 、
い
 

ど
を
背
景
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

サ
ム
ソ
ン
伝
説
に
つ
な
が
り
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
側
か
ら
い
 え
ば
、
 へ
 ラ
ク
レ
ス
の
よ
う
な
力
を
持
つ
英
雄
、
オ
リ
 オ
ン
の
よ
う
な
巨
人
な
 

あ
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
 ア
ヌ
 ビ
ス
型
伝
説
は
 消
え
、
 ヵ
 ナ
ン
出
の
人
間
で
あ
る
と
そ
の
出
自
の
場
所
 ま
で
明
ら
か
に
し
て
い
 

る
 。
 ヵ
 ナ
ン
の
出
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
聖
者
が
旧
約
 新
 約
 聖
書
を
舞
台
に
し
て
お
り
、
し
か
も
巨
人
で
あ
る
と
 す
れ
ば
、
旧
約
聖
書
の
 

ほ
 東
方
教
会
ギ
リ
シ
ア
・
 p
 シ
ア
正
教
会
全
般
に
広
ま
っ
 て
い
っ
た
が
、
ロ
ー
マ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
に
お
い
て
は
一
部
 分
 で
は
 ア
ヌ
 ビ
ス
型
 

が
 受
け
入
れ
ら
れ
は
し
た
も
の
の
そ
の
後
全
く
 興
 っ
た
 発
 想
 と
発
展
を
遂
げ
て
い
っ
た
。
図
像
と
宗
教
的
意
味
 内
 容
は
不
即
不
離
の
も
の
 

で
あ
る
。
新
し
い
図
像
か
ら
新
し
い
解
釈
が
生
れ
 、
 新
し
 い
 解
釈
か
ら
芸
術
的
表
現
の
新
し
い
発
想
が
湧
き
出
て
 、
 た
え
ず
一
つ
の
連
鎖
 

的
な
過
程
を
た
ど
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
反
対
に
宗
教
的
 な
 要
因
が
新
し
い
図
像
を
造
り
出
し
て
ゆ
く
場
合
は
当
 然
 あ
る
。
双
方
は
っ
 ね
 

に
 刺
戟
 し
 合
う
関
係
に
あ
る
。
さ
き
に
あ
げ
た
フ
ォ
ラ
 ギ
 ネ
の
 「
黄
金
伝
説
」
（
 

鰍
お
コ
 
d
a
 
巨
仁
 
r
e
 

し
で
は
、
ク
リ
ス
 

ト
フ
ォ
ル
 ス
 は
巨
人
で
 

い 
  る 
  
  
  
フ 巨 
才 人 
/ レ 伝 ム 

ス 承 
と と 

い 表 
ぅ， 象 
聖 
者 
像 
十ま 

さ 
ま 

ざ 
ま 
の 

風 
貌 
を 
持 
  
て 
歴 
史 

中 の 
@@ ヒ 

展 
開 
す 
る 

ヱ 
  
プ 
  

  
プ 
  
の 

  
  
  
ス 

型 
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く
 走
る
と
 

し
い
。
山
 

は
、
ほ
し
 

ク
リ
ス
ト
 

ト
フ
ォ
レ
 

野
性
 人
 は
 

れ
て
い
っ
 

と
変
容
し
 

た
 結
果
、
 

の
で
あ
ろ
 

 
 

い
い
、
四
つ
の
手
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
 猿
と
人
 間
の
混
合
し
た
空
想
的
な
も
の
と
し
て
表
象
す
る
場
合
 も
あ
っ
た
ら
 

岳
が
 取
り
巻
く
大
自
然
に
あ
っ
て
 は
 畏
敬
感
を
も
っ
て
 接
 す
べ
 き
 精
霊
が
生
き
て
い
る
。
中
高
ド
イ
ッ
語
の
ヴ
ィ
 ル
ト
 （
 
毛
 二
年
）
 

い
ま
ま
に
ふ
る
ま
 ぅ
 と
か
、
衝
動
的
自
然
性
、
力
強
さ
 荒
 々
し
さ
を
意
味
す
る
。
ス
イ
ス
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
）
人
は
 、
 お
そ
ら
く
 

フ
ォ
ル
 ス
 を
自
分
達
の
生
活
の
根
に
あ
る
野
性
人
の
表
象
 で
 受
け
入
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
き
に
述
べ
た
 チ
 p
 ｜
 か
め
 ク
リ
ス
 

ス
 像
は
 、
キ
ソ
 ス
ト
教
の
何
で
あ
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
 に
よ
っ
て
生
れ
た
の
で
は
な
く
、
自
分
達
が
つ
 れ
 日
頃
 抱
い
て
い
る
 

似
て
い
る
。
あ
る
い
は
わ
れ
ら
の
山
男
（
山
霊
）
と
類
似
 の
 存
在
で
あ
る
と
い
う
親
近
感
か
ら
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
 ス
 を
黄
げ
入
 

た
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
 ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
ス
像
も
ス
イ
ス
の
野
性
 人
 ・
山
男
に
 近
い
も
の
へ
 

て
い
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
 聖
 ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
 ス
 

 
 

的
に
調
査
し
 

ミ
ラ
ノ
地
方
の
文
化
的
影
響
下
に
あ
る
南
ア
ル
プ
ス
地
方
 に
お
い
て
、
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
 ス
 の
新
し
い
図
像
の
表
 現
 が
生
れ
た
 

ぅ
と
 推
定
し
て
い
る
。
こ
の
推
定
は
妥
当
性
が
多
い
。
 た
 だ
 南
ア
ル
プ
ス
 と
 限
定
せ
ず
と
も
、
広
く
ス
イ
ス
全
体
 が
 新
し
い
 ョ
 

の
 ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
ス
像
の
揺
藍
の
地
で
あ
っ
た
と
考
え
 て
 よ
 い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
兎
に
角
四
千
メ
ー
ト
 

三
千
 メ
｜
 

至
は
髪
を
長
く
垂
ら
し
、
毛
皮
を
身
に
ま
と
い
体
格
の
 大
き
い
男
性
像
を
造
型
し
て
い
る
の
を
よ
く
見
か
け
 ろ
 。
 い
う
ま
で
も
な
く
 ョ
 

｜
 ロ
ッ
パ
の
山
岳
地
帯
、
森
林
に
出
没
し
て
い
た
「
 野
 仕
人
」
（
 
旧
 二
色
の
目
銭
こ
で
あ
る
。
仝
日
の
ス
イ
ス
人
は
 
ナ
 
」
の
ヴ
ィ
ル
デ
マ
 ソ
 の
 

子
孫
で
あ
る
こ
と
を
誇
り
に
し
て
い
る
。
ス
イ
ス
の
 伝
 説
の
申
に
は
、
山
に
は
い
っ
て
こ
の
「
野
性
 人
 」
、
あ
る
 い
は
、
「
山
男
（
山
の
 

精
霊
）
」
（
 
蒋
お
 言
目
）
に
出
合
っ
た
話
が
各
地
に
残
っ
て
 い
る
。
ス
イ
ス
の
 シ
ュ
 ヴ
ィ
ー
ツ
出
身
の
司
祭
，
 ト
 ｜
 マ
ス
、
イ
ソ
モ
 l
 ス
 

（
 
ゴ
 。
ョ
器
三
目
 

0
0
 

の
）
氏
は
野
性
人
は
ス
イ
ス
の
自
然
 

そ
 の
も
の
で
あ
る
と
は
っ
き
り
断
言
し
て
お
ら
れ
る
。
 自
 %
 を
人
間
化
す
れ
ば
 山
 

の
 精
霊
と
な
る
。
と
き
に
怪
異
な
存
在
で
あ
っ
た
り
強
い
 力
 め
 持
主
で
あ
っ
た
り
、
人
間
を
助
け
る
す
る
が
、
一
旦
 怒
ら
せ
る
と
お
そ
ろ
 

カ
キ
 

し
い
 カ
 を
発
揮
す
る
不
気
味
な
存
在
で
も
あ
る
。
普
通
の
 人
々
は
滅
多
に
出
合
わ
な
い
が
、
手
指
、
足
指
は
鉤
爪
 の
よ
う
な
っ
て
い
て
 早
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ト
ル
の
山
岳
を
越
え
重
い
荷
駄
を
負
っ
て
南
北
の
交
流
 

、
流
通
に
務
め
た
山
の
労
働
に
た
 
づ
 さ
わ
っ
た
人
々
の
 
守
 護
 聖
者
と
な
っ
た
 
と
 

き
 、
 聖
 ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
ス
像
は
、
山
男
の
姿
に
限
り
な
 

く
 近
付
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
こ
の
聖
者
は
 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
 
p
 一
 

マ
ヘ
 p
 ー
て
か
ら
北
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
と
巡
礼
す
る
巡
礼
 

者
た
ち
の
守
護
聖
者
と
も
な
っ
て
い
た
こ
と
も
当
然
の
成
 

9
 行
ぎ
で
あ
る
。
 

二
月
頃
に
各
地
の
町
や
村
で
お
こ
た
わ
れ
る
 

冬
 送
り
 夏
迎
 え
の
 フ
ァ
ス
ナ
ッ
ト
（
 
憶
 傍
目
 
ひ
 
（
 
-
 Ⅱ
の
の
（
 

コ
お
 
三
）
の
行
事
に
 
ほ
 、
毛
皮
を
か
む
 
る
 

か
毛
 む
く
じ
や
ら
の
扮
装
を
し
て
棒
を
持
っ
 

聯
侶
 ん
が
 踊
 る
 。
こ
の
野
性
人
は
女
の
野
性
 
人
 、
ヴ
ィ
ル
デ
フ
ラ
ウ
（
 
旧
 乙
の
目
さ
し
 
と
ぺ
ア
 

に
な
っ
て
踊
る
。
夏
の
自
然
の
精
霊
を
呼
び
 

醒
 す
た
め
に
 、
人
間
の
自
然
の
元
の
姿
と
も
い
 

う
 べ
 き
 野
性
 人
 に
戻
 っ
て
奇
声
を
あ
げ
、
 
狂
 

喜
 乱
舞
 し
 歌
 う
 。
こ
の
 ょ
う
 な
野
性
人
は
の
ち
に
は
文
明
 
化
さ
れ
た
人
間
の
社
会
か
ら
逸
脱
し
た
存
在
と
し
て
 

理
 悪
化
さ
れ
る
。
そ
し
て
 

極
限
に
お
い
て
聖
者
像
へ
近
付
い
て
ゆ
く
。
聖
者
た
ち
は
 

荒
野
や
森
へ
赴
い
て
祈
り
瞑
想
 
し
、
 神
の
声
を
聴
く
。
 
そ
の
典
型
の
一
つ
ほ
 
聖
 

マ
グ
ダ
レ
ー
ナ
像
で
あ
る
。
聖
書
の
マ
グ
ダ
 

ラ
 の
マ
リ
ア
 
像
は
苦
行
者
の
 ヱ
 ジ
プ
ト
の
マ
リ
ア
と
同
一
視
さ
れ
、
 

伝
 承
の
上
で
は
荒
野
で
 

苦
行
し
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
場
 

ム
ロ
 

、
毛
皮
で
身
を
お
お
 
い
、
手
を
合
せ
 
、
 神
の
声
を
聴
こ
 
う
 と
す
る
。
こ
れ
を
 
天
使
た
ち
が
支
え
扶
 
け
 

て
 天
上
へ
と
引
き
上
げ
て
ゆ
く
。
そ
の
時
の
姿
は
ま
さ
に
 

こ
の
ウ
ィ
ル
デ
マ
ン
や
ウ
ィ
ル
デ
フ
ラ
ウ
と
同
じ
で
あ
 

る
 。
し
か
し
精
神
内
容
 

は
 全
く
ち
が
っ
て
あ
く
ま
で
、
聖
な
る
崇
高
な
る
も
の
へ
 

向
う
 苦
行
の
聖
者
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
掲
げ
た
 

彫
 刻
は
中
世
後
期
の
 
ヴ
ュ
 

ル
ッ
 ブ
ル
ク
市
で
生
涯
を
終
え
た
テ
ィ
ル
マ
ン
・
リ
ー
メ
 

ン
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
の
「
 
聖
 マ
グ
ダ
レ
ー
ナ
 
像
 」
で
あ
る
。
 （
第
七
図
）
こ
の
像
は
 

の
 
麟
 
ま
じ
め
、
 

f
 
 
、
 
、
ス
ン
ナ
ー
ン
 

、
 ユ
 タ
ッ
ト
市
の
こ
の
聖
女
の
 

祭
壇
の
た
め
に
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
 

造
型
が
完
成
し
た
頃
に
は
、
 

幽
 
聖
女
が
ま
と
っ
て
い
る
の
は
毛
皮
で
ほ
な
く
、
裸
身
 

の
姿
を
あ
わ
れ
ん
で
全
身
を
髪
 

宅
 で
お
お
り
た
と
か
、
 
は
 じ
め
動
物
の
ご
と
く
毛
で
 

鰻
 

は
駝
油
 

荻
 。
こ
の
よ
う
な
女
性
像
に
比
肩
し
得
る
男
性
像
 
㌔
わ
れ
て
い
た
が
、
信
仰
が
深
ま
る
に
 

つ
 れ
て
大
 

 
 

 
 

守
 
（
尽
の
宙
 

日
 。
 
ゼ
ぎ
努
 ）
し
て
戦
士
へ
と
な
っ
て
ゆ
く
 
ヱ
 ジ

プ
ト
・
コ
プ
ト
の
宗
教
的
心
意
は
か
す
か
な
が
ら
 

ョ
一
 ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
残
っ
 13@ (13) 



獣
性
の
犬
で
表
象
す
る
「
 呪
 

ス
ト
フ
ォ
ル
ス
像
は
 
、
ュ
 ジ
 ブ
 

Ⅰ
り
の
で
あ
る
。
 ヰ
ミ
ク
つ
 

に
 ョ
 ー
 口
 

発
展
を
遂
げ
た
も
の
と
見
る
こ
 わ

れ
た
る
者
」
が
信
仰
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 真
の
人
 間
 と
な
っ
て
ゆ
く
と
い
う
東
方
教
会
の
聖
ク
リ
 

ト
の
フ
ス
 ビ
ス
的
存
在
に
た
い
し
新
し
い
解
釈
を
加
え
る
 こ
と
に
よ
っ
て
 、
 別
な
展
開
を
な
す
に
至
っ
た
 

で
の
幼
児
 キ
ソ
 ス
ト
を
背
負
う
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
 ス
 像
は
 、
次
元
的
に
も
さ
ら
に
新
し
い
飛
躍
的
な
 

と
が
で
き
る
。
 

㈲ 

ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
 ス
 の
銘
文
と
図
像
の
意
義
 

て
い
る
。
巨
人
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
 

ス
 は
、
巨
人
的
表
象
 以
 外
に
野
性
人
的
表
象
が
加
わ
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
こ
と
は
 先
 行
の
 ゲ
ル
マ
ン
宗
教
 

と
の
関
係
も
無
視
で
き
な
い
。
雷
神
ド
ナ
ー
ル
（
 
0
o
,
a
r
 

）
 も
 巨
人
と
し
て
表
象
さ
れ
、
赤
い
髪
を
し
、
強
い
 腕
や
 足
 で
人
間
や
神
々
を
 
楽
 

楽
 と
運
ぶ
 力
 を
持
っ
て
い
る
神
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ー
ダ
ン
（
 
旧
 0
 ロ
ぃ
ロ
 

・
北
欧
の
オ
ー
 ヂ
イ
 ン
 と
 同
じ
主
神
）
と
な
ら
ん
 で
 ド
ナ
ー
ル
は
農
耕
、
 

狩
猟
の
神
と
し
て
崇
拝
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
神
の
祭
儀
 か
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
守
護
聖
者
の
祭
へ
移
行
は
ぎ
わ
 め
 て
 自
然
に
行
わ
れ
た
ら
 

し
 い
 。
 力
 を
求
め
、
生
命
力
溢
れ
る
も
の
を
喜
び
、
力
に
 最
高
の
価
値
を
置
く
ゲ
ル
マ
ン
・
 

ョ
 ー
 p
 ：
ハ
的
な
心
 情
 に
お
い
て
ほ
 、
聖
ク
 

リ
ス
ト
フ
ォ
ル
 
ス
は
 熱
烈
に
喜
び
迎
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
 る
 。
長
 い
 間
に
修
道
会
の
修
道
士
の
間
に
瞑
想
さ
れ
、
 

又
 出
 で
働
く
庶
民
の
中
 

で
 願
わ
れ
た
も
の
の
中
か
ら
、
 

ョ
一
 p
 ッ
 パ
人
に
適
わ
し
 
い
 ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
ス
像
が
じ
ょ
じ
ょ
に
形
成
さ
れ
 最
 終
 的
に
ほ
幼
児
キ
リ
ス
 

ト
を
 背
負
い
、
危
急
の
死
の
誓
い
を
立
て
た
聖
者
像
に
定
 着
し
て
い
っ
た
。
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
市
の
 ミ
ュ
ソ
 ス
タ
ー
 の
 ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
は
 

や
さ
し
く
思
慮
深
い
聖
者
像
と
な
っ
て
い
る
。
 

棄
 四
図
）
 ギ
リ
シ
ア
・
 
p
J
 マ
 
（
ゲ
ル
マ
ン
）
で
は
、
神
々
や
情
 
霊
の
変
身
が
語
ら
れ
る
 

の
に
た
い
し
、
キ
ジ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
つ
ね
に
信
仰
 帰
 依
が
 存
在
を
変
え
る
と
い
う
思
考
が
買
い
て
い
る
と
わ
 た
し
は
考
え
て
い
る
。
 

伝
説
と
し
て
ほ
単
調
で
あ
る
が
、
精
神
の
強
靱
さ
が
あ
る
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守護聖者と 図像の展開 

フ
ォ
ラ
ギ
不
の
「
黄
金
伝
説
」
の
中
で
は
こ
の
聖
者
の
殉
 教
の
苦
難
の
か
 ず
 か
ず
を
叙
述
し
て
は
 
い
 る
が
、
救
難
 聖
者
と
し
て
死
に
臨
 

ん
で
誓
っ
た
言
葉
に
つ
い
て
は
、
全
く
沈
黙
し
て
い
る
。
 

ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
 
ス
 に
 、
 早
く
か
ら
守
護
の
働
き
、
 
悩
 め
る
人
間
を
救
 う
 要
素
 

の
あ
っ
た
こ
と
は
疑
う
べ
ぎ
で
は
な
い
に
し
て
も
、
救
難
 に
と
も
な
 う
 諸
種
の
誓
い
や
祈
り
が
宗
教
的
思
惟
の
中
 に
は
っ
き
り
し
て
く
る
 

の
は
、
中
世
半
ば
過
ぎ
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
 

と
く
に
十
四
人
の
救
難
聖
者
が
選
ば
れ
る
よ
 う
 に
な
っ
た
 
こ
と
は
、
当
時
の
宗
教
の
状
況
の
一
端
を
う
か
が
わ
し
 め
る
。
宗
教
は
次
第
 

に
 庶
民
の
間
に
 
惨
透
 し
つ
つ
あ
り
、
王
侯
、
貴
族
、
司
教
 、
領
主
の
も
の
だ
け
で
な
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
畑
を
 耕
し
、
森
林
を
伐
採
し
 、
 

ぬ
で
 働
 き
 、
荷
物
を
運
び
、
 
漁
携
 な
い
と
な
む
人
々
に
 と
 っ
て
は
、
祈
り
を
捧
げ
、
讃
美
歌
を
歌
 う ゆ
と
り
は
 乏
 し
い
。
ま
た
今
ま
で
に
 

述
べ
た
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
危
険
は
庶
民
の
生
活
で
は
 絶
 え
ず
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
神
に
代
 願
 す
る
守
護
聖
者
が
一
 

般
の
人
々
に
必
要
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
は
讃
美
歌
を
司
祭
 、
助
祭
、
神
父
な
ど
が
歌
い
、
庶
民
は
こ
れ
に
合
せ
て
 手
拍
子
を
打
っ
程
度
で
 

あ
っ
た
こ
と
が
、
村
の
古
い
記
録
に
残
っ
て
い
る
。
現
代
 の
 文
化
の
状
態
で
推
測
す
る
の
は
禁
物
で
あ
る
。
や
が
 て
 救
難
聖
者
が
殉
教
 す
 

る
に
当
っ
て
、
悪
魔
（
悪
霊
、
病
魔
を
含
む
）
、
電
、
悪
 

い
 天
候
、
落
雷
、
 
嵐
 、
 早
 魅
か
ら
人
間
を
守
る
 よ
う
 に
 と
 誓
い
を
立
て
た
と
い
 

う
 伝
説
 
ド
 の
の
の
 

口
肝
 ）
は
 、
 広
く
深
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
 

救
難
聖
者
は
各
々
そ
の
役
割
に
応
じ
て
誓
い
を
示
し
た
 。
う
ら
若
く
し
て
殉
教
 

を
 遂
げ
た
 聖
 バ
ル
バ
ラ
は
、
斬
首
の
刑
を
受
け
る
に
あ
た
 り
、
 死
に
臨
む
人
々
に
安
ら
か
な
想
い
、
恵
み
を
与
え
 て
く
れ
る
よ
 う
 に
と
 祈
 

っ
 た
と
い
う
。
し
た
が
つ
て
こ
の
聖
女
は
臨
終
の
守
護
を
 す
る
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
鉱
山
で
働
く
人
々
の
守
護
 聖
 者
と
し
て
崇
拝
さ
れ
 

た
 。
騎
士
（
軍
人
）
の
守
護
を
司
る
 聖
 ゲ
オ
ル
ク
、
火
災
 か
ら
人
々
を
防
ぐ
 聖
 フ
ロ
リ
ア
ン
等
々
聖
者
は
か
な
ら
 ず
 守
護
す
べ
 き
 契
機
と
 

な
る
伝
説
と
代
願
の
誓
い
を
持
っ
て
い
る
。
 

聖
 ク
リ
ス
 
ト
フ
ォ
ル
 
ス
 の
守
護
を
仰
ぐ
職
業
は
じ
つ
に
多
い
。
船
員
 、
荷
物
運
搬
入
、
 

筏
 

   
 

 
 
 
 

師
 、
巡
礼
者
、
旅
行
者
、
現
代
で
は
交
通
事
業
に
た
 づ
さ
 
わ
る
人
々
、
 
椋
 栴
の
杖
を
持
ち
、
一
時
に
花
を
咲
か
せ
 実
を
結
ば
せ
た
と
い
う
 

奇
蹟
に
 ょ
 り
、
庭
師
、
果
樹
栽
培
に
従
事
す
る
者
、
農
民
 、
果
樹
取
引
ぎ
の
商
人
、
幼
児
キ
リ
ス
ト
を
背
負
っ
た
 と
い
う
伝
説
に
よ
り
、
 

1
 



画
か
れ
た
 
聖
 ク
リ
ス
ト
 
7
 ォ
ル
 ス
 を
見
つ
め
る
者
は
 

そ
の
日
悪
い
死
に
あ
り
こ
と
は
な
い
。
 

-
0
@
i
 

（
 
9
-
 

そ
の
日
い
か
な
る
悪
い
こ
と
に
出
合
わ
な
い
。
 

聖
 ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
 ス
 を
毎
日
見
つ
め
る
者
は
 

べ
る
存
在
と
な
っ
て
い
 

こ
と
が
で
き
る
存
在
と
 

像
が
つ
く
ら
れ
、
い
つ
 

配
慮
し
て
い
っ
た
か
ら
 

ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
 
ス
 

の
 焦
点
と
し
て
全
キ
リ
 っ

た
 。
そ
の
重
要
な
モ
メ
ン
ト
は
こ
の
聖
者
を
朝
「
 見
つ
 め
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
、
夕
方
ま
で
生
命
を
無
事
保
つ
 

い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
突
然
の
花
や
災
い
か
 ら
 守
る
聖
者
と
し
て
巨
大
な
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
 ス
 の
 図
 

で
も
ど
こ
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
 う
 に
し
て
い
る
の
 は
、
 多
く
の
庶
民
の
切
実
な
宗
教
的
な
願
い
に
応
じ
て
 

で
あ
る
。
 

の
姿
（
図
像
）
を
見
つ
め
る
な
ら
ば
、
た
と
え
一
瞬
で
あ
 ろ
 う
 と
も
、
恩
寵
に
出
合
う
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
信
仰
 

ス
ト
教
の
世
界
観
、
存
在
観
を
凝
縮
す
る
も
の
で
あ
る
と
 も
い
え
る
。
 

子
供
及
び
妊
婦
の
守
護
聖
者
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
 力
仕
事
に
従
事
す
る
建
築
、
石
工
、
土
木
関
係
、
さ
ら
 に
 製
本
、
帽
子
製
造
 染
 

勧
業
 の
ッ
 シ
フ
ト
ま
で
加
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
橋
に
こ
の
 ま
 者
像
が
多
い
の
は
、
橋
は
元
来
人
馬
を
渡
す
目
的
が
 あ
る
と
と
も
に
、
こ
の
 

橋
の
安
全
堅
固
を
聖
者
に
祈
る
意
味
が
あ
る
。
 城
 
（
要
塞
 
）
な
ど
の
壁
画
に
も
 大
 ぎ
く
 回
 れ
て
い
る
場
合
も
多
く
 、
 個
人
的
な
住
宅
に
も
 

あ
る
こ
と
は
い
 う
 ま
で
も
な
い
。
本
論
に
戻
す
と
こ
の
 聖
 ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
 ス
は
 ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
中
世
後
 期
か
ら
近
世
に
か
け
て
 

の
 大
き
な
変
動
に
際
し
民
俗
的
な
聖
者
と
な
り
、
時
と
処
 を
 選
ば
ず
、
日
常
の
仕
事
に
従
事
す
る
人
々
に
身
近
か
 に
 救
い
の
手
を
さ
し
の
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守
 

-
w
@
 

）
 

神
に
た
い
す
る
あ
な
た
の
代
願
は
ど
こ
に
あ
っ
て
も
助
 け
 と
な
り
ま
す
。
 

鯉
 
あ
な
た
の
殉
教
の
ほ
ま
れ
に
よ
り
 

者と     図像の展開 

今 
乞 スヱ " "" ナ 

の の 

ぺ 祈 
て り 

き は 
た フ 

も - フ 
の ン 

の ケ 
単 、 ノ 

縮 地 
北 方 
さ の 
れ 十 
た 四 
表 敬 
現 難 
で、 聖 
あ 者 

る。 巡 の 
  
iC 
際 
し 
て 

昌， 
え 
る 

も 
の 

の 
  
つ 

であ 

る 

。 つ 
ぎ 
の 

代 
願 
取 
@ 
な 
し 
の 

祈 
@ 
も 

（
 
Ⅱ
 
@
 -
 

あ
ら
ゆ
る
危
険
 よ
 り
わ
れ
ら
を
救
 い
結
 え
。
 

偉   
大 見 あ て え 見 つ り 強 の 
な つ る は ! も も の 調 よ 

る め い 長 」 れ の 冒 し う 

  
Ⅱ ノ 

ス な語句 は荷物ること 祈り い とか、 共通 る となっ 葉があ ている 

  
  
よ   

ほ で や 

  
ト て 

    
の て い 味 

ル ス事 仕る「 忠生 諸 のしを 
の の 氏 よ 崇 重 て つ 
図 八 に 憐 教 み 長 と 

17@ (17) 



こ
れ
は
タ
オ
ル
ム
ス
の
 
ド
 一
ム
 に
 誌
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
 。
祈
願
の
内
容
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
果
樹
栽
培
 園
 土
や
 農
家
 

ら
に
季
節
に
食
べ
る
大
き
な
林
檎
、
杏
を
与
え
た
ま
え
」
 

、
と
い
う
よ
う
な
祈
り
も
あ
る
。
ま
た
幼
児
キ
リ
ス
ト
 を
 肩
に
し
 

る
 黙
想
直
宮
 コ
 Ⅰ
 
a
c
 
ず
 
（
。
三
 
%
 に
 つ
ぎ
の
よ
う
な
銘
文
が
 
誌
 さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
 

で
は
 
「
わ
れ
 

て
流
れ
を
 渡
 

-
4
 

@
@
 

）
 

多
く
の
病
気
、
迫
る
磯
館
、
悪
し
き
 痛
 い
を
追
い
出
し
 給
 え
 

あ お       信 ク 遠 
な ム 。 祭 つ の 頼 り @ 
た キ 填 め よ し ス 旅 
に リ ほ ろ う て ト ヤナ Ⅰ 

よ ス 道 フ 出 
つ ト な な 掛 
て を 
古 註 

な 安置さ 聖者 こと、 ゆ 見 
げ寅っ 

げ、 

ぎ し 。 @  め 巡 

メヒ し 礼 
し た ヤ - 甲 

が ク 赴 
与 り   { 
え ス 像 つ め と 

ら ト ぎ 

れフ 、 ォ 
Ⅰ @ - 

ノン   も 
。 つ 

ス ぜぎ 

よ の 

よ 

時 ヘノ @@ 

な 
飾 短   い 

ナ， Ⅰ Ⅰ @ ヒ 祈 
@ 
が 、 

行 ノ -   わ 
で 下 を れ 

る 

  
  
祈る 想に のた 

  
もし。 の 聖、 
で 教 者 
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守護聖者と図像 

く 。 関 
よ 心 火 
ぅ が 間 
に 集 に 

な っ と 
っ て っ 

た い て 
。 る 万 

こ 。 が 

の 朝 一 
聖 に の 

支 分 危 
は し 急 
ク く の 
リ ふ 災 
ス れ 害 
マ た は 

ス 聖 も 

を 女 っ 
迎 Ⅰ く と 

え か も 

る バ ク甫 

た ヲ 切 
め は な 
の 庶 出 
ア 民 来 
ド の 事 
ヴ 坐 と 
ェ 括 し 
ン め て 

ト 串 感 
期 で じ 

ている に、 春 ほ、と 
に く た 
さ に め 
ぎ 鉱 守 
が 出 講 
げ で 聖 
て 働 者 
ゲ く は 
ル 大 と 

マ 々 く 

ン か に 

の ら こ 

女 篤 の 
神 い 救 
や 宵 難 
精 護 聖 
霊 を 者 
に 仰 に 
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開
 

鉱
山
の
救
難
聖
者
バ
ル
バ
ラ
 

展
 

 
 

ら の 持 い 挽 べ 
自 重 っ は か か こ わ お わ 聖 
勘 者 て 子 せ ス の た ュ た な 
車 と 奉 供 て べ よ し 軽 し る 

ト し 納 と い か う 自 や の 御 
ぅ て し 母 る ク に 身 か 肩 方 
ッ め て 親 閲 め ぼ、 も に を の 

グ聖 " クる健こク いのに窒素 " ま 喜 神 童 
た ば さ 味 
こ し え が 

ク ト 寮 生 瞑想の リストラ と日 康 、 ろび 、 リスト 方 め わ くつ け 
タ フ ァ 長 危 フ 中 に た る 
I ォ か を り 教 か 運 し こ 
  ノン ヌ 祈 く 会 ら Ⅰ ず は と 

ら徒ぶ     
ど 年 目 画 の 者 も 

が セ ） な 画 に の 

もある 沢山教 二十 月 氏は語 どもあ 右 で、 献 げた   
も に い 田 切 画 き   

ユ 

  
げ は に も 画   

  
る遠 の近 越奏 っ納て い 二 頭ヱ 
で   の た 画 い の め 

あ 町 女 る る 罵 ソ 
る や 通 村   ほ の   



お
二
聖
バ
ル
バ
ラ
 よ
 @
 
 聖
 バ
ル
バ
ラ
 よ
 @
 

危
険
に
あ
る
す
べ
て
の
坑
夫
の
守
護
の
聖
女
 ょ
、
 

わ
れ
ら
を
守
り
 拾
 え
 

聖
 バ
ル
バ
ラ
 よ
 
ガ
ス
の
爆
発
か
ら
、
わ
れ
ら
を
 

わ
れ
ら
の
救
い
手
と
な
っ
て
下
さ
い
 

人
 が
お
そ
う
と
き
、
わ
れ
ら
を
守
っ
て
下
さ
い
、
 

君
 が
裂
け
る
と
き
、
わ
れ
ら
を
支
え
て
下
さ
い
、
 

大
地
が
わ
れ
ら
を
か
こ
ち
と
き
、
か
ば
っ
て
下
さ
 

水
が
溢
れ
出
る
と
 き
 、
わ
れ
ら
を
お
お
っ
て
下
さ
 

道
に
迷
 う
 と
き
、
わ
れ
ら
を
導
い
て
下
さ
い
、
 

最
後
の
戦
い
に
お
い
て
わ
れ
ら
の
側
に
立
っ
て
 下
 

（
 
弼
 ）
 

わ
れ
ら
を
お
守
り
下
さ
い
、
 聖
 バ
ル
バ
ラ
 よ
一
 

守
り
、
 

Ⅹ
Ⅰ
 

 
 

 
 

 
 

さ
い
、
 

 
 

伐
 る
キ
リ
ス
ト
教
の
女
性
的
塑
性
を
示
す
存
在
と
し
て
 祝
 わ
れ
て
い
る
。
十
二
月
四
日
は
こ
の
聖
女
の
祭
の
日
で
 あ
る
。
「
バ
ル
。
ハ
ラ
の
 

 
 

枝
 
「
①
㏄
～
 

す
簿
 
「
 
a
z
 毛
の
 

@
9
 

の
）
と
い
っ
て
桜
桃
、
 

杏
 、
れ
ん
ぎ
 よ
う
の
枝
を
切
っ
て
壷
に
挿
し
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
日
に
咲
 く 花
を
見
て
豊
凶
を
の
 

 
 

占
っ
た
り
願
を
か
け
た
り
す
る
習
俗
が
あ
る
。
だ
が
鉱
山
 で
は
こ
の
日
熱
狂
的
な
バ
ル
バ
ラ
の
祭
が
お
こ
な
わ
れ
 る
 。
そ
の
時
坑
夫
た
ち
 

の
さ
ま
ざ
ま
の
歌
が
歌
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
ほ
と
く
に
 聖 女
 に
た
い
す
る
祈
り
の
歌
を
と
り
上
げ
て
み
た
い
。
 



守護聖者と図像の 展開 

神
の
恩
寵
の
中
で
 

神
の
も
と
で
多
く
 

悪
い
敵
を
わ
た
し
 

貴
女
の
助
け
が
た
 

魂
が
肉
体
を
離
れ
 わ

た
し
が
死
ね
る
 ょ
 

を
受
け
 
う
 ぐ
こ
と
が
 

か
ら
追
い
出
し
、
 

え
 ず
わ
た
し
に
と
ど
 

る
と
 き
 、
 

珠
ノ
 

で
き
ま
す
 よ
う
 に
 

ま
り
ま
す
よ
 
う
 に
 

生
 に
お
け
る
と
同
じ
よ
う
に
死
に
お
い
て
も
 

最
後
の
苦
難
に
わ
た
し
を
助
け
て
下
さ
い
 一
 

わ
た
し
の
終
り
に
あ
た
り
、
聖
な
る
秘
蹟
 を
受
 げ
ら
れ
る
 
よ
 う
 助
け
て
下
さ
い
、
 

聖
 ス
ル
バ
ラ
 よ
、
 

聖
 ス
ル
バ
ラ
 よ
、
 堅

 -
 
同
ぎ
 花
嫁
 
聖
 バ
ル
。
ハ
ラ
 
よ
一
 

わ
た
し
は
身
も
心
も
貴
女
に
信
頼
を
寄
せ
て
い
ま
す
。
 

こ
れ
は
広
く
各
地
の
鉱
山
で
歌
わ
れ
て
い
る
簡
略
化
さ
れ
 た
 
「
鉱
夫
の
祈
り
」
 宋
 ，
。
七
目
㏄
宰
の
巳
で
あ
る
。
つ
ぎ
は
 オ
ー
バ
ー
シ
レ
ジ
 

ァ
 地
方
の
鉱
山
で
歌
わ
れ
て
い
る
民
謡
で
あ
る
。
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入
れ
た
杯
を
持
っ
て
い
る
。
 

に
は
ソ
ー
ダ
 
ノ
 シ
ュ
ナ
イ
ダ
 

に
は
清
ら
か
さ
と
敬
虔
な
想
 

に
お
い
て
は
特
定
の
芸
術
家
 

こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
信
仰
 （

あ
る
い
は
殉
教
の
印
で
あ
る
 
椋
栴
 の
枝
や
塔
を
捧
げ
て
 い
る
場
合
も
あ
る
）
。
 
、
，
、
ュ
ソ
ヘ
ソ
 

の
国
立
美
術
館
 

l
 の
 聖
 バ
ル
バ
ラ
像
の
作
品
が
あ
る
。
ホ
ス
テ
ィ
 ヱ
 の
 杯
 を
手
に
さ
さ
げ
、
遠
く
を
見
つ
め
て
い
る
顔
立
ち
 

い
が
こ
も
っ
て
お
り
、
ま
さ
に
鉱
山
そ
の
他
で
真
剣
に
働
 く
 人
々
の
心
情
に
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
宗
教
 

の
 強
い
表
現
力
に
よ
っ
て
突
如
高
い
芸
術
的
境
地
に
到
達
 し
 、
そ
れ
が
新
た
に
宗
教
的
情
念
を
覚
醒
さ
せ
る
 

に
あ
っ
て
は
図
像
は
か
な
ら
ず
し
も
芸
術
的
に
優
れ
て
い
 る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
。
図
像
が
表
わ
し
て
い
 

  天地 貴   
へ の 

女 
の     

導み が ， 
い か     
て も れ 
下心 を 
さ を 受 
か 行守 げ 
I ） り と 

  
て 

T 
さ 
る 

よ 

ハ ツ @ 
こ、 サ 

  
生ら「 ハ丈 聖   
う な バ ア の は の バ       
ホ 祈 に ぅ お も ク 聖 
ス る い な 最 に り 者 

後 "  ス ひよ 

テ歌る ィ も文 「 潰 のや ト他 
ェ あ と き 秘 さ フ に   
争 子 に 」、 絶 い 

対たが、 ス 9 
忌祭 与元 にわ 苦ク 
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守護聖者と図像の 展開 

註
 

（
 エ
 ）
 
0
 す
二
の
（
 

0
 づ
ゴ
 
0
 笘
日
ぃ
 
。
 T
 目
 
Ⅰ
 ず
由
 由
由
 
0
 Ⅰ
 目
 p
 二
の
 ヰ
由
 
0
 ユ
 の
 
・
）
 
@
 レ
コ
 の
Ⅱ
 

コ
づ
 。
 由
 -
 
の
 目
 
～
 。
㍉
 
テ
ゆ
ビ
局
笘
 

ト
リ
コ
。
 

臣
 局
 
Ⅰ
 。
 コ
 -
e
 

二
の
 

（
 2
 ）
 
0
 下
 二
の
（
 

0
 づ
テ
 
0
 コ
 ㏄
 
ぃ
コ
 
の
（
 
-
 の
 Ⅰ
 0
n
5
 

日
由
佳
 

5
%
 

日
曲
 Ⅰ
の
神
 
岸
 の
円
仁
 

ぺ
 
-
 目
 -
o
 
コ
 e
 日
ロ
の
 宙
 -
 
の
 コ
年
年
 
0
-
 
の
コ
 
の
 偉
 。
Ⅰ
の
 
計
 
。
 臣
 。
 ヰ
臣
 
Ⅱ
 

（
 3
 ）
こ
の
木
版
画
は
ボ
ー
デ
ン
湖
の
 ブ
 ツ
ク
ス
ハ
イ
ム
（
 
炭
由
ぉ
 
ゴ
 の
 @
 ）
修
道
院
か
ら
の
も
の
、
一
四
二
三
年
製
作
。
年
代
と
し
 て
も
っ
と
も
古
い
。
 

（
 4
 ）
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
長
篇
小
説
「
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
 」
の
初
版
（
一
九
 0
 四
年
二
月
九
一
二
年
十
月
）
の
 各
何
 に
は
 、
さ
き
に
あ
げ
た
 銘
毅
 

 
 

立
 と
同
じ
よ
う
に
、
「
い
か
な
る
日
も
ク
リ
ス
ト
フ
の
顔
を
挑
め
 
ょ
 、
そ
の
日
汝
は
悪
し
き
死
を
死
せ
ざ
る
べ
し
」
を
扉
に
 載
 せ
 て
い
た
。
 
こ
 

 
 

の
 銘
は
、
著
者
の
ひ
そ
か
な
 希
 願
を
表
現
し
た
も
の
で
、
ジ
ャ
 ン
 ・
ク
リ
ス
ト
フ
が
著
者
に
と
っ
て
と
同
様
に
読
者
に
と
っ
て
も
 
、
苦
難
を
通
 

い
か
ら
拝
ま
な
い
と
い
う
態
度
は
あ
り
得
な
い
。
と
こ
ろ
 
が
 現
代
の
美
術
史
的
な
立
場
で
の
「
観
照
」
は
今
迄
述
べ
 た
よ
う
な
 聖
 ク
リ
ス
 

ト
フ
ォ
ル
 ス
 を
見
つ
め
る
の
と
は
全
く
 興
 っ
た
態
度
で
 図
 像
 に
接
し
て
い
る
。
祈
り
と
瞑
想
の
中
に
生
き
る
図
像
 は
 、
芸
術
を
創
 み
 出
す
 

源
泉
で
あ
り
、
母
胎
で
あ
る
が
、
一
旦
そ
こ
を
出
て
し
ま
 っ
た
 美
術
は
、
純
粋
に
自
己
の
存
在
を
主
張
し
、
自
立
 し
た
と
思
っ
た
刹
那
、
 

分
裂
対
立
し
、
自
己
を
さ
い
な
み
人
間
や
文
化
を
噸
 非
 す
 る
シ
ニ
 "
 ク
 な
も
の
と
変
っ
て
ゆ
く
場
合
が
多
い
。
 文
 化
の
歴
史
の
潮
流
の
中
 

に
あ
っ
て
宗
教
自
身
さ
え
も
歴
史
性
を
重
ん
ず
る
実
証
的
 態
度
を
現
代
は
ず
っ
と
求
め
て
き
た
。
聖
書
そ
の
も
の
 に
も
厳
し
く
求
め
て
い
 

る
し
、
中
世
を
豊
か
に
彩
っ
て
い
た
守
護
聖
者
に
た
い
し
 て
も
当
然
あ
て
は
ま
る
。
た
だ
聖
者
の
墳
墓
が
あ
り
、
 レ
 リ
キ
ュ
が
遺
っ
て
 い
 

る
こ
と
が
歴
史
的
に
実
証
さ
れ
て
お
れ
ば
、
正
し
い
と
 ぃ
 ぅ
 安
易
さ
で
終
っ
て
し
ま
う
場
合
が
多
い
。
あ
る
生
起
 し
た
宗
教
現
象
の
背
景
 

に
 社
会
的
な
一
、
 ニ
の
 要
因
を
見
出
す
だ
け
で
納
得
し
て
 し
ま
う
傾
向
も
な
く
は
な
い
。
か
つ
て
の
聖
者
の
「
 伝
 説
 」
（
 
F
 。
 
m
 
田
口
。
）
を
 

創
 

み
 出
し
た
情
熱
は
、
本
来
何
で
あ
っ
た
か
を
改
め
て
考
察
 す
る
必
要
が
あ
る
。
文
化
の
各
分
野
が
自
己
の
存
在
を
 主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
 

て
 現
代
は
分
解
し
、
芸
術
も
貧
弱
に
な
っ
た
。
宗
教
が
 聖
 者
の
伝
説
の
文
学
性
、
情
念
性
を
排
除
し
た
と
き
、
 痩
 せ
 細
っ
て
い
っ
た
。
 &
 
木
 

教
の
持
つ
本
来
の
 力
 は
、
実
存
や
文
化
に
た
い
す
る
そ
の
 綜
合
力
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
 

る
 宗
教
的
意
味
や
象
徴
が
ま
ず
前
提
条
件
で
あ
り
、
自
己
 の
 内
面
に
宿
し
、
 こ
れ
を
想
い
 浮
 べ
る
こ
と
に
あ
る
。
芸
術
的
に
優
れ
て
い
な
 
な
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 l
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（
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（
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（
 0
0
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（
 ハ
コ
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（
 O
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（
・
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）
 

（
 1
 
2
 ）
 

じ
て
の
よ
き
伴
侶
で
あ
り
案
内
人
で
あ
ら
ん
こ
と
を
、
祈
っ
た
 も
の
で
あ
る
。
」
（
豊
島
与
志
雄
 
訳
 
「
改
訳
に
つ
い
て
」
 
ロ
 
序
言
」
 
岩
波
文
庫
）
。
 

2
4
 

こ
の
よ
う
に
ロ
ラ
ン
は
自
己
の
理
想
的
人
間
像
を
え
が
く
に
あ
た
 り
 、
こ
の
聖
者
を
元
型
と
し
て
い
る
。
 

こ
の
写
真
は
聖
ク
リ
ス
ト
フ
教
会
の
中
央
祭
壇
の
像
で
あ
る
。
 

一
 六
 0
0
 
年
代
の
古
い
像
は
教
会
の
左
手
に
安
置
さ
れ
て
い
る
。
 

周
囲
の
装
飾
②
 

は
 ク
リ
ス
マ
ス
の
た
め
で
、
普
段
は
は
ず
さ
れ
て
い
る
。
 

「
治
癒
 神
イ
ヱ
ス
 
の
誕
生
」
（
山
形
孝
夫
 
著
 
小
学
館
）
 

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
 祭
と
 伝
承
」
（
植
田
重
 雄
著
 

早
大
出
版
部
）
 

「
神
秘
の
芸
術
リ
ー
メ
ン
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
の
世
界
」
（
植
田
重
雄
 

著
 
新
潮
社
）
 

コ
ト
ト
ゆ
 

Ⅰ
 ま
 ・
の
す
二
の
（
 

b
o
l
 

口
目
口
ト
ピ
の
付
 

い
 ㏄
Ⅱ
Ⅰ
中
の
 
コ
臥
 
。
 ま
 ：
・
 ロ
の
 
「
Ⅱ
 0
 ぺ
 宙
み
 
（
年
の
の
の
 

o
-
 
す
 。
 局
ヰ
 曲
の
の
 
@
 
コ
カ
 p
@
 
コ
の
コ
 
の
 @
o
n
 

ゴ
 （
 
り
 幅
の
 
ロ
コ
 @
n
 
ゴ
 d
.
 
ヱ
ヰ
コ
 
年
 の
り
 
ア
 Ⅰ
 @
 
Ⅱ
 
こ
隼
 0
 の
 

木
ぃ
 
ユ
目
㌍
 
オ
 0
 の
Ⅰ
 ぃ
 コ
年
の
の
。
 

ヴ
 @
 
ヴ
目
 
0
 片
ア
 

o
F
.
 

の
 *
.
 
の
の
 
0
 ャ
的
 Ⅰ
Ⅹ
Ⅹ
・
ト
収
ロ
オ
 

 
 

目
ト
呂
 
。
 す
の
 
Ⅱ
 ヨ
 。
 コ
 の
り
 
す
 曲
目
ゑ
の
の
 

ゴ
 丑
の
曲
 
コ
 Ⅰ
の
 ユ
 の
（
 
0
 比
的
 0
 日
が
目
。
 
臣
 -
 し
 0
 ㌔
 あ
日
 Ⅰ
 0
 の
叶
い
㏄
の
 
づ
 0
 Ⅱ
の
 -
 
コ
で
 0
 の
 
0
 臣
円
 0
 隼
づ
の
 
オ
ド
 
目
 0
 臣
 ・
由
伸
 
臣
 宙
 の
の
す
Ⅰ
用
円
仁
 

0
 Ⅱ
 

の
ヰ
苓
 
こ
の
 
サ
 @
 
匡
 @
0
 
づ
す
 
。
 叶
 Ⅱ
 0
 コ
の
 d
.
 
Ⅱ
 -
0
 
エ
リ
 
コ
 メ
 -
 の
臣
つ
 

・
ト
白
Ⅰ
 

ゴ
 ・
（
 9
 ）
 、
 （
㎏
）
は
 、
 （
Ⅰ
）
（
 
2
 ）
と
全
く
同
じ
内
容
で
あ
る
が
、
前
掲
の
 

語
句
は
 
ラ
テ
 

ン
語
 、
こ
れ
は
中
世
ド
イ
ツ
語
で
あ
る
。
と
い
う
ち
が
い
で
あ
る
 。
当
時
の
一
般
庶
民
に
と
っ
て
ラ
テ
ン
語
の
方
が
有
難
く
感
じ
 た
 。
し
か
し
 

十
五
世
紀
に
な
る
と
自
国
語
で
表
現
す
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
 ，
 
」
と
を
示
す
。
 

の
 Ⅱ
。
㏄
の
Ⅱ
 

0
 甘
 「
 -
 
の
ド
 
0
 し
ゴ
岸
コ
の
 
。
Ⅱ
Ⅱ
。
円
い
の
 

ナ
 仁
の
田
 す
 Ⅱ
 Q
 の
Ⅱ
 
曲
す
ユ
ざ
ゴ
ヰ
 

の
 ぎ
 

し
 文
臣
㌧
 ざ
円
 的
の
臣
 
拍
 0
 ヰ
丑
す
申
 
片
片
 
サ
 @
0
 
Ⅱ
 岸
ヰ
 
Ⅰ
 年
 0
 Ⅰ
 
圧
侍
セ
日
す
 
年
ユ
 
コ
 。
Ⅰ
 日
の
 「
（
（
の
「
の
「
の
・
こ
れ
は
、
一
五
二
四
年
、
 

ヴ
 ア
レ
ン
テ
イ
ン
ホ
 
ル
 （
 
せ
 日
の
 
コ
曲
コ
 

由
 。
こ
の
こ
の
聖
者
の
讃
歌
の
一
節
で
あ
る
。
 

の
の
 
ゴ
 曲
目
 由
 。
 コ
の
プ
コ
 
の
 
田
 
で
す
。
Ⅱ
目
の
い
口
目
 

コ
 Ⅰ
 年
い
コ
コ
 
㏄
の
す
 
臼
 。
 ゴ
 。
Ⅱ
 ロ
の
 
の
韻
の
お
の
宴
安
 口
 
a
s
a
 
コ
 %
 
牙
 （
幹
生
・
 ぺ
ヨ
 a
r
c
 

甘
 い
き
 老
臣
 

e
s
 

の
 0
 
的
偉
 
Ⅰ
 
0
.
 
）
 

弓
 0
 Ⅱ
円
の
の
 
圧
 
Ⅱ
 
0
 コ
 の
 Ⅰ
 い
 圧
 
は
ヌ
 目
 
@
 0
 Ⅱ
 
す
 -
 幅
 0
 コ
ヱ
 
の
 0
@
 

目
コ
 

0
 ト
目
 
ゆ
曲
 
円
け
「
・
 

ぺ
イ
叶
 

Ⅱ
 
簿
ハ
 P
 日
 e
 ダ
づ
 e
 の
 
ト
乙
 
，
 Q
 ゴ
弓
 
p
 
㏄
 
由
 0
 オ
弓
 
@
 
の
 
（
 
0
 セ
ア
 
o
 Ⅱ
 
e
 吋
窃
 
（
 
ア
 ・
 古
ノ
す
か
 ム
ス
 の
 ド
 @
 

ム
 に
あ
る
銘
文
で
あ
る
。
 

し
ず
 の
。
 
オ
由
耳
 
0
 の
 隼
 Ⅰ
 申
 。
 ガ
 こ
 @
 ぎ
 目
ざ
 ア
ダ
 

し
 。
Ⅱ
 巾
由
 
㍉
 ヰ
 。
 甘
出
 -
 
田
の
の
㏄
。
 

毛
ざ
オ
 
（
 

O
-
e
p
n
 

ゴ
叶
屈
 
@
 Ⅱ
Ⅱ
 

0
%
 

宙
 @
 
の
圧
 Ⅱ
 
0
%
.
@
O
 

す
 @
 
宙
コ
 
-
 

メ
ト
 
0
 コ
 ロ
 の
 @
@
n
 
プ
の
 ネ
ヰ
 
ヴ
 の
 
吋
 的
の
 
ヰ
 
Ⅰ
が
の
。
 

コ
オ
 @
 
コ
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 騰
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オ
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弁
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甘
口
 

鯨
 0
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燵
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 Ⅱ
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 0
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生
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と
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（
年
ヰ
の
 
す
 の
す
 
屈
 （
の
 
コ
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コ
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日
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 日
日
の
臣
 毛
由
 
8
 目
 -
 

毛
 。
 目
 ㏄
（
戸
口
 
の
 0
 ～
 
す
 P
-
d
 

の
 ロ
 -
 

韻
 e
n
 
口
刊
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-
s
e
 

口
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づ
 a
@
 
の
 タ
 

毛
 。
二
の
日
三
目
の
の
Ⅱ
Ⅱ
。
再
圧
 

0
 コ
・
 

毛
ゴ
コ
め
 田
昌
 の
す
の
（
（
 

0
 口
 

毛
 0
-
-
 

の
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（
 
臣
宇
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 n
r
-
 

「
日
召
，
 

絹
の
（
 

ヨ
 
-
 
コ
 q
-
 
且
 （
の
 
コ
 の
（
 
屈
 「
 日
 0
 り
・
 

毛
 0
 目
 0
 の
円
仁
 
局
 ㏄
ト
中
 
オ
 Ⅰ
 
0
 コ
 ・
 

毛
盤
さ
毛
 -
 
～
 づ
ゆ
 
～
 
-
 
Ⅰ
（
の
 

ロ
 ・
 

Ⅰ
 
弓
 -
0
 
才
㏄
 
圧
 
0
 
目
の
叶
ト
里
（
 

の
 

㏄
 円
 
0
%
 痒
コ
の
 
Ⅰ
 偉
ペ
 ㏄
 0
 
ぎ
 。
 

㏄
。
 
ゴ
由
 
円
 
N
0
 

年
コ
ダ
の
り
 

ア
 申
ヰ
 
N
0
%
 コ
ダ
の
井
口
 P
 Ⅰ
 
ヴ
笘
 
Ⅱ
 
生
 

こ
れ
は
 ケ
 ン
メ
ル
マ
ン
（
片
岸
 的
岸
 
若
木
。
日
日
域
 日
ぃ
コ
コ
 
）
に
よ
る
 短
か
い
祈
り
」
（
 
李
遣
 で
の
 
コ
 の
の
 
サ
 の
 
ト
 
）
の
形
を
籍
り
た
鉱
山
の
歌
で
 
あ
る
。
 

 
 

り
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す
 い
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㏄
・
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の
 0
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@
 
目
 
Ⅰ
 0
 オ
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臣
め
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目
円
 0
%
 

像
 

図
 

木
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日
日
三
寸
Ⅱ
年
下
目
 0
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鮭
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 （
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 硅
 

と
 

者
 

%
 ミ
・
 ト
ぃ
定
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㍉
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ぎ
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門
セ
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日
日
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曲
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八
 論
文
要
旨
 V
 
 西
洋
絵
画
と
、
中
国
・
日
本
の
絵
画
と
の
表
現
 上
の
相
違
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
で
あ
ろ
う
か
。
ル
ネ
ッ
サ
ン
 ス
の
 画
家
は
浮
上
り
 

と
 光
の
強
弱
を
美
と
し
た
が
、
中
国
・
日
本
の
伝
統
的
画
人
は
 図
様
と
余
白
と
の
対
比
を
妙
と
す
る
。
一
方
は
画
面
の
隅
々
ま
で
 立
体
に
充
ち
、
 
他
 

方
は
画
面
に
画
か
れ
ぬ
部
分
を
残
す
。
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
画
人
 は
 
：
 
コ
が
 
（
 
岸
 「
田
の
。
を
合
言
葉
と
し
、
九
世
紀
中
国
の
一
画
人
は
画
 

を
人
為
で
は
な
く
 

「
天
然
」
に
依
る
と
し
た
。
両
者
共
「
あ
る
が
ま
ま
の
世
界
」
を
 

写
そ
う
と
し
、
し
か
し
全
く
異
な
る
表
現
様
式
を
生
ん
だ
の
で
 あ
る
。
そ
れ
は
 写
 

す
べ
 き
 世
界
の
観
方
が
異
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
 は
 宇
宙
を
比
例
し
本
づ
い
て
組
み
立
て
ら
れ
た
立
体
的
構
築
物
と
 見
徴
 し
、
 新
 プ
ラ
 

ト
ン
主
義
者
は
、
宇
宙
を
明
か
ら
暗
へ
の
元
の
階
層
か
ら
成
る
 も
の
と
考
え
た
。
他
方
、
中
国
の
思
想
家
は
、
宇
宙
を
貫
く
も
 
の
と
し
て
気
を
考
 

え
 、
そ
れ
が
現
実
世
界
に
お
い
て
は
 陰
 ・
 陽
 又
は
虚
一
実
、
二
 
様
の
現
れ
方
を
す
る
と
し
た
。
「
荘
子
し
に
 ょ れ
ば
、
宇
宙
の
現
 象
 は
こ
れ
ら
二
気
 

の
離
 ム
コ
集
散
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
伝
統
的
西
洋
 

絵
 画
は
立
体
の
構
築
と
明
暗
の
微
妙
を
追
い
、
中
国
・
日
本
の
伝
 統
帥
絵
画
は
陰
陽
 

虚
実
、
即
ち
図
様
と
余
白
と
の
緊
密
な
対
照
の
面
白
さ
を
求
め
 る
 。
 

 
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 
V
 
 浮
上
り
 

光
 

立
体
図
様
と
余
 
白
気
陰
陽
・
虚
実
 

絵
画
に
お
け
る
光
と
気
 

立
体
に
よ
る
世
界
の
表
現
と
虚
実
に
 
よ
 る
 世
 界
の
表
現
 

住
田
長
 仁
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( 巷 ) 

た 表 や き に 
今   

で く 発 ス 

し 寄 回 る の 不   
か り 面 責 国 許 ダ 

帰 で     
た し 俊美 然 」と 統 ちし 

理 て 定 た で， に 叛ね さて十で 、 世は ヰハ こ。 

  

ュ 識 同 文 現   
l た き 明 様 は 
か ら に の 式 そ 
レ ん は 絵 と れ の 「山石 前者ほ 除いて的立体 髪 と、 背後進 の図で んでい 

ァ と 絵 画 さ を 的 は 摩 か あ る 土 窟 
リ 忠 直 彫 れ 如 
ス し 的 刻 て 実   

（ 
  
） 

28 



絵画に おけ 

り
で
問
わ
れ
た
こ
と
が
殆
ど
な
か
っ
た
よ
 う
 に
思
わ
れ
る
 か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
 う
 の
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
 あ
る
。
即
ち
、
何
故
、
 

「
岩
窟
の
聖
母
出
で
は
、
余
白
の
な
 い
 立
体
構
成
が
ひ
た
 す
ら
追
求
さ
れ
た
の
か
、
他
方
何
故
、
円
風
神
雷
神
国
 
屏
 風
 b
 で
は
、
図
様
と
余
 

白
に
 よ
 る
画
面
構
成
が
求
め
ら
れ
て
き
た
の
か
。
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ム
 で
す
ら
、
遠
近
法
的
立
体
表
現
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
 で
あ
る
。
 

日
本
に
お
い
て
も
明
治
以
後
、
立
体
的
に
描
写
す
る
こ
と
 が
 美
術
学
校
の
教
育
に
お
け
る
基
本
と
し
て
取
り
入
れ
 ら
れ
、
学
生
に
石
膏
 

え
が
 

デ
ッ
サ
ン
が
課
さ
れ
た
。
学
生
達
は
「
面
で
国
げ
」
と
 口
 を
す
っ
ぱ
く
し
て
教
え
ら
れ
る
が
、
面
で
画
く
と
は
 立
 体
 的
に
画
く
こ
と
を
 意
 

抹
 す
る
。
こ
う
し
て
今
や
日
本
に
も
立
体
的
絵
画
が
定
着
 し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

他
方
、
宗
達
に
見
ら
れ
る
モ
ノ
と
空
間
（
 又
は
 余
白
）
 か
 ら
 成
る
平
面
的
線
描
の
絵
画
は
、
そ
の
起
源
を
中
国
に
 も
つ
。
 前
 二
世
紀
の
 

漢
 墓
か
ら
出
土
し
た
 吊
回
 に
は
、
既
に
そ
れ
を
窺
わ
せ
る
 も
の
が
あ
る
が
、
六
朝
時
代
、
四
世
紀
の
顧
 樟
之
 の
 画
 は
 、
人
物
と
僅
か
な
 ぞ
 

ノ
 以
外
に
如
何
な
る
背
景
も
画
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
 。
六
朝
 潮
 に
生
ま
れ
た
山
水
画
 は
 、
八
世
紀
頃
、
水
墨
 画
 と
い
う
平
面
的
線
描
 

画
か
ら
脱
し
て
、
遠
心
 近
 大
、
遠
 淡
近
 濃
を
意
識
し
た
、
 
西
洋
と
は
 異
る
 立
体
的
絵
画
を
生
み
出
し
た
。
し
か
し
 そ
こ
に
は
依
然
と
し
て
 

筆
娘
が
残
り
、
特
に
雲
煙
霞
 霞
 と
し
て
画
か
れ
ぬ
部
分
が
 存
し
た
の
で
あ
る
。
 

こ
れ
ら
二
つ
の
系
譜
の
画
法
は
、
日
本
に
も
伝
わ
り
、
 

そ
 こ
で
中
国
に
は
な
い
独
自
の
変
化
を
遂
げ
た
。
十
六
世
 紀
 、
狩
野
派
は
漢
画
 

（
水
墨
画
）
と
和
画
を
結
び
つ
げ
て
新
し
い
画
法
を
創
め
 

た
が
、
十
七
世
紀
、
宗
達
は
そ
れ
を
継
承
し
、
狩
野
派
に
 な
い
新
し
い
画
面
構
 

戊
を
創
り
出
す
。
大
き
な
余
白
空
間
と
、
非
対
称
的
に
配
 直
 さ
れ
た
図
様
と
の
動
的
構
成
。
光
琳
は
こ
れ
を
更
に
 図
案
化
し
、
こ
の
様
式
 

が
 江
戸
時
代
の
日
本
絵
画
の
一
つ
の
大
き
な
流
れ
と
な
っ
 十
八
 

こ
 。
 

気
 

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
二
つ
の
伝
統
的
画
法
の
相
違
 ほ
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
に
 も
 、
こ
の
 ょ
う
 な
問
い
が
 時
 

と
 

 
 

に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
こ
に
そ
の
問
い
を
蒸
し
返
す
の
は
 、
そ
れ
が
世
界
観
と
の
 関
わ
 



異
る
 二
点
間
の
面
上
の
空
間
、
と
さ
れ
る
。
「
我
々
 

ほ
こ
 れ
ら
外
部
光
線
を
用
い
て
、
上
下
の
高
さ
、
左
右
の
幅
 
、
 &
 
ぬ
 近
の
奥
行
き
、
 或
い
 

-
l
-
 

は
 他
の
い
か
な
る
次
元
を
も
、
視
覚
に
よ
っ
て
把
握
す
る
 」
 

し ) @ ま を そ 三 で 代 ス 

る光 。 線 さて なる く 。 

の 

は よ 変 に ヱ 生 

郭 の く 認 イ （ 

（   
  
） 

て 感 と 体 て客諭そ 

年 と 原 

オ   
テ ら る 

ィ の   

は 光 宙 
外 線 は 

規約 部光 ま 、 
線 目 光   

ぶ ら よ 

。 れ っ 
量 た て 

  

と 面 測 と 第 
は の ら   

、 間 れ   輪 に る 
郭 拡 が 
上 が     
の っ そ で "  で " 
相 て れ は あ   

(so) 30 



気
 
ラ
イ
ン
の
位
置
と
境
界
が
画
面
に
簡
単
に
固
定
さ
れ
 、
ヴ
ェ
ー
ル
の
平
面
に
丸
く
浮
 き
 上
っ
た
対
象
が
見
ら
 れ
る
。
 

と
 

研
 

と
こ
ろ
で
、
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
に
よ
れ
 憶
面
を
区
 則
 す
る
の
ほ
 光
と
 陰
で
あ
る
。
球
面
や
凹
面
は
、
方
眼
 を
透
 し
て
見
れ
ば
、
さ
ま
ざ
 

甜
 
ま
な
光
と
陰
の
断
片
で
幾
つ
か
の
面
に
区
分
さ
れ
て
 い
る
の
が
見
て
と
れ
る
。
 光
と
 陰
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
 た
 個
々
の
部
分
は
単
独
の
面
 

 
 

画
 
と
し
て
扱
う
。
面
が
暗
か
ら
明
へ
と
 徐
 々
に
移
っ
て
 い
る
 場
ム
ロ
 
は
 、
暗
と
 明
の
中
間
に
一
本
、
線
を
入
れ
る
。
 ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
が
云
う
に
 

給
 
は
 、
 面
が
ぴ
た
り
と
合
い
、
角
張
ら
な
い
で
光
が
 除
 々

に
陰
に
移
っ
て
い
る
 顔
 こ
そ
美
し
く
好
も
し
い
顔
で
 あ
る
。
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-
4
-
 

法
を
測
っ
て
画
く
の
で
あ
る
。
 

視
的
 ピ
ラ
ミ
ッ
ド
は
方
眼
 を
速
 し
て
対
象
に
屈
 く
 。
か
く
し
て
対
象
 は
 同
じ
面
を
 見
せ
て
く
れ
、
ア
ウ
ト
 

ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
に
と
っ
て
 、
 画
 

さ
て
、
面
の
外
縁
を
囲
む
 線
、
 

用
具
を
便
 ぅ
 こ
と
を
提
案
す
る
。
 ほ

 先
ず
幾
何
学
、
つ
ま
り
知
性
の
問
題
で
あ
り
、
次
に
 、
 手
に
よ
る
表
現
の
問
題
と
な
る
。
 

 
 

彼
の
用
語
で
は
断
面
（
 @
 
コ
 
（
の
 

r
c
@
s
@
o
 

）
と
よ
ぶ
 

つ
ま
り
、
四
角
い
枠
組
の
中
に
大
目
の
糸
で
多
く
の
方
 眼
 を
作
り
、
こ
れ
を
 透
 し
て
対
象
の
輪
郭
の
寸
 

に
 表
現
さ
れ
た
、
 
規
約
ビ
ラ
 
，
、
ソ
ド
 

の
断
面
（
 
@
 
口
叶
 

の
ぺ
 

c
@
 
。
 づ
 
Ⅱ
「
 

ぃ
 
三
片
 ヰ
 
@
 
の
毛
ゅ
 

 
 

の ま の 辺 
量 ざ 底 か こ 
は ま 辺 ら こ 

故 、 な は 上 か 
ヤブ ヒ 

絵   
  か 彩 れ び ァ 
と ら な る た か 

ま、 @ の し 面 会 べ 
光 た で て ル 

  線 量 あ の テ 
定 
の   
距 っ が 辺 が 外 
離 て 出 は 同 部 
サ ブ L 抱 合 我 一 光 
お か う 々 点 、 線 
い れ の が で に 
て て で 外 交 よ 

い あ 拘 る る 

固 る るすと 一 光 
定 面 ㌔ - よ 種 の 
し ん の ピ 
ナ ・ Ⅰ 

光 
の 

中 
，む 

Ⅰ㌻ ヒ 

応 
じ 
て   目 し 
  

の 

色 
と 

サ ブ し 

よ 

@ 

与， 
  
え ド の に あ ぅ 

ら 

れ 
ナ - し あり、 観察さを作る る 。 ピ ド 

面 で れ そ う と 

サ =@ ヒ - 
巧   
み う 体 さ ド 底 



に 先 目 に の 

は よ レ よ 面 
、 れ オ ぅ は     

そ 活 画   に 画 ド き に よ っ はは上 神、 よ つ つ 

  
違 「 の え 分 

も   と "     画法、 関する 二次元 
知 の 光 
識 画 学 
で， 面   
あ に 解 

9 、 目 の 剖 学 

そ 性 の 
の 質 三 
は な っ 

た 利 に 
ら 用 ま 
き し と 
は て め そ     られ 眼 、 三次   
前こ元の目 ヰ る 。 
あ 世 途 であ 剖学 線 ・ 画論 るべ 

る 男 神     を き る 
対 を 画 繍面 そ こ   
象 専 決 
の 現 と 白 体の と ・立 の手 とで 

形 す 光 
と る 学 
色 法 に 
と で の な陰 先立っ と 三寸）・ 00 。二の   

あ 残 さ に   っ 学 し れ よ 

目 。 し 

を レ て   た 。 な 構い。 てたっ て 
碩 オ 云 い 珪 土 明 成 るす 画 

は 解 （ る す 。 - も よ さと 学ょ され 日 0 （。 る そ 彫 えま、 点としナルド t 項 れ 刻 

 
 

曲
ゥ
 ）
が
生
ま
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
人
々
は
 美
 
（
で
 

U
-
C
h
r
@
 

巨
ヰ
箔
 
と
よ
ぶ
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

そ
れ
故
、
作
品
の
根
本
要
素
は
面
で
あ
る
。
…
…
面
の
 組
立
て
か
ら
人
体
に
お
け
る
優
雅
な
調
和
（
 no
,
 
住
 ，
 ，
 @
"
 ）
 と
 魅
力
（
 隅
り
 

3
2
 

-
5
-
 



気
 

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
に
お
い
 て
も
、
レ
オ
ナ
ル
ド
に
お
い
て
も
、
光
の
強
弱
に
よ
る
 立
体
の
浮
上
り
又
は
画
面
の
 

 
 

ぬ
 
奥
行
き
を
創
り
出
す
こ
と
が
、
画
の
最
大
の
魅
力
で
 あ
っ
た
。
こ
れ
が
所
謂
「
写
実
」
（
 
コ
舵
 
（
 
由
 
こ
こ
の
意
味
で
 あ
る
。
こ
こ
に
 は
 「
立
体
 

輔
 
的
な
る
も
の
」
と
「
 光
 」
に
対
す
る
、
中
国
や
日
本
 に
は
見
ら
れ
ぬ
強
い
執
着
が
あ
る
。
水
墨
に
 よ
 る
山
水
 図
 に
も
、
明
暗
に
よ
る
立
体
 

虻
と
 遠
近
の
意
識
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
山
水
国
 に
 と
っ
て
第
一
義
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ル
ネ
ッ
サ
 シ
 ス
の
画
人
又
は
画
論
家
の
 

絵
 

立
体
と
光
に
対
す
る
強
度
の
関
心
を
思
う
と
、
そ
こ
に
 世
 界
 観
の
相
違
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
次
に
 、
思
 想
 史
の
中
で
立
体
と
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の で る た   
光
と
 陰
の
最
大
の
魅
力
は
 、
 暗
い
家
の
扉
の
前
に
坐
っ
て
 い
る
人
々
の
顔
に
見
出
せ
る
。
観
察
者
の
眼
に
は
、
 

家
 屋
の
暗
が
り
の
 

め
に
陰
に
な
っ
て
い
る
顔
の
暗
い
部
分
が
見
え
、
ま
た
加
工
 

の
 輝
き
か
ら
来
る
明
る
さ
に
映
え
て
い
る
顔
の
明
る
 
い
 部
分
が
見
え
 

こ
の
 光
 と
影
の
強
調
か
ら
、
顔
は
非
常
に
浮
上
る
日
田
 
の
 
0
 ぎ
の
 r
a
 
コ
 き
の
 
口
 0
 ）
。
明
る
い
部
分
で
は
幽
か
な
陰
で
。
 

暗
い
部
分
 

ほ
 微
か
な
光
で
。
そ
し
て
こ
の
 ょ
う
 な
光
と
陰
の
表
現
 と
 強
調
と
に
よ
っ
て
 、
 顔
は
大
い
な
る
 美
 
（
 
い
 
の
の
 

a
@
 

臼
サ
の
 
-
-
 
の
 
z
z
a
 

）
を
得
る
 

-
8
-
 

で
あ
る
。
 

て
 、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
状
に
受
け
と
る
こ
と
で
あ
る
。
 

画
 と
は
 、
 先
ず
第
 

が
あ
る
か
の
如
 き
 錯
覚
を
与
え
る
方
法
で
あ
っ
た
。
 

次
に
光
に
つ
い
て
云
え
ば
、
 

彼
 ほ
ど
光
の
性
質
を
観
察
 実
 験
し
、
 そ
 

す
べ
て
の
物
体
は
光
と
陰
に
包
ま
れ
て
お
り
、
光
の
明
暗
 に
よ
っ
て
 そ
 

丸
み
を
帯
び
て
見
え
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
も
つ
面
に
お
 け
 る
 光
の
強
弱
 

 
 

や
 物
に
「
浮
上
り
」
が
生
じ
、
そ
れ
が
画
に
最
大
の
魅
力
 を
 与
え
る
。
 

幾
何
学
の
援
け
を
受
け
て
平
面
的
画
面
に
あ
た
か
も
 奥
行
き
 

れ
を
多
く
の
手
記
と
図
に
書
き
留
め
た
画
家
は
い
な
い
。
 さ
て
、
 

の
 物
体
の
立
体
的
輪
郭
が
決
ま
る
。
画
に
お
い
て
肉
体
や
 物
体
が
 

の
 巧
み
な
表
現
に
よ
る
。
 光
と
 陰
の
微
妙
な
描
写
に
よ
っ
 て
、
人
 



字 宙プ 画 」 は思、 、 わデア ィ 
べ し ま な の は ぅ 官 遊 れ ス ル 

た て し わ 場         
な 的 っ   、 際 
数 で ま 神 け に   
に し触 可           っは し " レオ 画に絆に を 、 無限 時期 ラト 

て 酌 人 人 て 立 よ は 我 の が ン ナ 
四 な 対 と 一 体 っ こ 々 多   （ ル 
つ 宇 空 士 つ 的 
の 宙 気 の の な   

合 う 性 て う 与 国 （ 一       
） 

を 結 気 に が で 
材 び 村 木 で あ 
料 合 水 と は る 
に わ に 空 な の   

め る 点 離 で ミ 0   合 っ を れ あ 中 年 

の 
の し ま 頃ェ 成体で ナ力，し 。，、 利用す たとこ った。 ）か 9 

の で 気 て の の 
身 し 対 、 中 あ   
体た水そ項 は。 がれが り 方 て 々 に 、 の ス 

、 そ 氷 ら こ で 
比 し 対 が れ な 
例 て 土 互 ら く 

を 以 に い を て 
肯 す 一 

通 じ 上等に結 のし 、 びな は 
て よ い で 合 ら 
整 う ょ ぎ わ な 
合 な う る せ か 
さ 理 に だ る っ 

  
ヨ げ て 円 し を 

れ 曲 仕 げ の た 
て に 上 地 で   の 仰い ア イ なし いる 国家 て立 

主 ょ げ 倒 す で 
み っ た す 。 す 
出 て の る ま し ている マイオようにている ヒ の中 体的 画 
さ " で よ さ " 

こ苦 景 で凍 な 
に で る プ あ ヱ また、 れ にこの 、ま また 似 して、 に位 う う つ ウ 

た 上 こ 上 よ 立 ょあ れる 「 陰トたク 
そ 述 5 げ ぅ 体 @ 。 影 ン と レ 

光
 が
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
か
、
見
て
み
よ
う
。
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宇
宙
を
作
る
材
料
と
し
て
の
 士
 
・
 火 ，
空
気
，
 水
 ほ
 、
物
体
で
あ
る
。
物
体
は
奥
行
き
（
も
 ぬ
 
6
 。
 
り
 
）
を
も
ち
 、
奥
行
き
は
面
に
囲
ま
れ
 

て
い
る
。
面
の
う
ち
平
面
は
、
三
角
形
を
要
素
と
し
て
 戊
 り
 立
っ
て
い
る
。
斜
辺
が
海
辺
の
二
倍
の
長
さ
を
も
つ
 不
等
辺
三
角
形
の
組
合
 

せ
か
ら
、
一
つ
の
正
三
角
形
が
生
じ
、
こ
れ
が
四
 つ
 結
び
 つ
い
て
立
体
角
を
作
り
、
こ
れ
が
四
 つ
 組
合
わ
さ
れ
る
 と
 、
最
初
の
立
体
が
で
 

き
 上
る
。
こ
の
立
体
は
 
、
己
 れ
に
外
接
す
る
 球
 全
体
を
 、
 互
い
に
面
積
が
等
し
く
、
か
つ
互
い
に
相
似
し
た
語
部
 分
 に
配
分
す
る
と
い
う
 

性
質
を
も
っ
。
こ
う
し
て
先
ず
正
四
面
体
が
で
き
、
次
い
 で
 正
八
面
体
、
正
二
十
面
体
、
正
六
面
体
と
、
立
体
が
 構
成
さ
れ
、
夫
々
の
 理
 

白
 で
、
第
一
か
ら
第
四
の
正
多
面
体
に
、
 

火
 ・
空
気
・
 水
 ・
土
が
夫
々
配
分
さ
れ
る
。
こ
の
 
ょ
う
 な
正
多
面
体
が
 
宇
宙
の
構
成
要
素
で
あ
 

り
 、
そ
れ
ら
が
比
に
よ
っ
て
結
合
し
、
万
物
が
作
ら
れ
る
 。
宇
宙
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
か
ら
成
る
最
大
限
に
完
 威
し
て
全
体
性
を
も
っ
 

た
 生
き
も
の
で
あ
る
よ
う
に
と
い
う
神
の
意
図
か
ら
、
 

中
 心
か
ら
端
ま
で
の
距
離
が
ど
こ
も
等
し
い
球
形
に
作
ら
 れ
た
、
と
い
う
。
 

遥
か
時
代
を
下
っ
て
十
二
世
紀
、
シ
ャ
ル
ト
ル
の
テ
ィ
 ヱ
 リ
 
（
円
目
の
「
（
せ
よ
 

O
 ダ
 
a
r
 
（
 
ぺ
 
の
の
 
-
 ～
 
1
 ト
 
）
の
 
つ
 
）
は
、
こ
の
 
円
テ
 ィ
 マ
イ
オ
ス
ロ
の
 断
 

片
と
注
釈
 書
 と
か
ら
、
数
学
を
援
用
し
て
、
創
造
さ
れ
た
 世
界
と
そ
の
製
作
者
と
を
解
明
せ
ん
と
し
た
。
彼
が
そ
 の
 一
員
で
あ
る
シ
ャ
ル
 

-
 
薦
 -
 

ト
ル
学
派
に
と
っ
て
、
神
学
と
は
幾
何
学
で
あ
っ
た
。
 

字
 宙
は
 、
建
築
家
と
し
て
の
神
が
、
比
例
に
よ
る
設
計
図
 に
も
と
づ
い
て
、
定
規
 

気
と
 コ
ン
パ
ス
を
使
っ
て
 
、
 四
つ
の
始
原
的
立
体
か
ら
 成
る
諸
々
の
物
体
を
建
築
材
料
と
し
て
構
築
し
た
神
殿
 で
あ
る
。
建
築
家
達
は
大
建
 

 
 

硝
薬
家
た
る
神
の
摸
倣
を
す
る
弟
子
で
あ
り
、
彼
ら
の
 
造
る
カ
テ
ド
ラ
ル
は
、
立
体
的
構
造
を
も
っ
た
宇
宙
の
 聖
な
る
模
写
で
あ
っ
た
。
 

げ
 

お
 

 
 

ラ
ト
ン
が
同
国
家
目
で
地
楡
と
し
て
光
を
語
っ
て
い
る
 が
 、
三
世
紀
に
な
っ
て
 、
 

 
 

口
 テ
ィ
ノ
 ス
 
（
 
コ
の
 （
 
ロ
コ
 

0
s
.
2
o
A
l
 

ぎ
 e
 
に
よ
れ
ば
、
 
自
 己
 自
身
た
る
「
か
の
も
の
」
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の
と
こ
ろ
か
ら
親
和
力
を
得
た
…
…
の
で
し
た
。
 



十
二
世
紀
、
聖
デ
ィ
オ
ニ
ュ
 シ
 オ
ス
の
骨
が
納
め
ら
れ
て
 い
る
サ
ン
ド
ニ
修
道
院
の
院
長
シ
ュ
 ジ
ヱ
 Ⅰ
 ル
あ
 縞
の
（
 

。
）
 
0
 
の
ト
 
ー
 ぃ
 
）
の
Ⅰ
）
は
 

、
 

そ
の
偽
書
の
ラ
テ
ン
訳
を
読
み
、
そ
れ
を
聖
堂
の
改
造
の
 為
の
理
論
的
基
盤
と
し
た
。
目
に
見
得
る
物
質
的
 光
は
 知
的
 沈
め
 イ
メ
ー
ジ
で
 

あ
り
、
知
的
光
は
真
の
光
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
こ
う
し
 て
 改
造
さ
れ
た
修
道
院
附
属
聖
堂
の
主
扉
は
金
メ
ッ
キ
 さ
 ね
 、
銘
が
刻
ま
れ
た
。
 

文
書
の
作
者
は
、
一
者
か
ら
知
性
へ
、
知
性
か
ら
霊
魂
 へ
 と
つ
な
が
る
精
神
的
序
列
を
、
キ
リ
ス
ト
教
に
適
用
し
 て
、
神
｜
 天
使
１
人
間
 

と
い
う
序
列
を
つ
く
っ
た
。
神
は
原
型
的
 光
 
（
 
8
P
i
 
ヘ
モ
 
（
 
e
T
 
き
 ）
で
あ
り
、
そ
の
統
合
的
元
を
、
万
物
に
、
そ
れ
ら
 の
 受
容
能
力
に
従
っ
て
 

注
ぐ
。
人
間
は
、
被
造
物
に
浴
び
せ
ら
れ
て
い
る
光
に
 ょ
 っ
て
 、
 光
の
源
、
目
に
見
え
ぬ
神
の
事
物
を
理
解
す
る
。
 

創
造
は
照
明
の
行
為
 

で
あ
り
、
被
造
物
は
神
の
光
を
証
明
す
る
個
々
の
光
で
あ
 る
 。
 

知
性
は
、
も
し
、
視
覚
的
 実
な
、
 隠
さ
れ
た
美
の
影
像
と
 見
徴
 し
、
甘
い
香
り
を
霊
的
施
し
物
の
象
徴
と
見
 倣
し
 、
こ
の
世
の
光
 

を
 非
物
的
照
明
の
姿
と
見
 徴
 し
て
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
 物
質
的
導
き
を
利
用
し
な
い
な
ら
、
決
し
て
天
上
の
位
 階
の
霊
的
な
表
現
 

と
 瞑
想
へ
向
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
か
く
し
 
て
 我
々
は
、
感
覚
し
 ぅ
 る
も
の
を
通
し
て
知
性
で
理
解
 し
う
る
も
の
へ
、
 

又
 聖
な
る
象
徴
か
ら
天
上
的
位
階
の
最
初
の
源
へ
と
、
 

導
 

 
 

@
 
は
 @
 

（
か
き
 

小
 
～
 
、
 0
 
り
 ）
は
、
知
性
的
な
光
明
に
満
た
さ
れ
て
、
光
り
 輝
く
自
己
自
身
で
あ
り
、
 

光
 そ
の
も
の
と
な
る
。
 
光
そ
 の
も
の
た
る
「
か
の
も
 

の
 」
は
 、
 光
を
知
性
 界
 に
与
え
、
魂
の
う
ち
に
あ
る
美
の
 ロ
ゴ
ス
は
、
そ
の
、
ょ
り
巨
大
な
光
か
ら
受
け
た
光
を
 魂 に
与
え
る
。
霊
魂
 は
 

-
 
㎎
 @
 

常
に
照
ら
さ
れ
、
常
に
光
を
保
持
し
、
更
に
光
を
下
位
の
 物
質
世
界
に
与
え
、
物
質
世
界
は
こ
の
光
に
よ
っ
て
 養
 わ
れ
る
。
 

五
世
紀
前
後
の
「
デ
ィ
オ
ニ
ュ
 

シ
 オ
ス
偽
書
目
（
 や
の
 
c
q
o
.
 

ヒ
 へ
 
0
0
 
ミ
 ら
は
、
「
新
約
聖
書
 ヒ
 「
ヨ
ハ
ネ
伝
」
の
「
も
ろ
 
も
ろ
の
人
を
て
ら
 す
 

其
 の
 光
 あ
り
て
、
世
に
ぎ
た
れ
 り
 。
」
に
見
ら
れ
る
光
の
 
思
想
と
、
 新
 プ
ラ
ト
ン
主
義
と
を
 総
ム
ロ
 
し
た
文
書
と
し
て
 
有
名
で
あ
る
。
こ
の
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ヴ
ヱ
ソ
 ト
ゥ
ラ
㊥
 

o
n
 

竃
臼
庄
 8 。
お
ま
ー
 

1
2
7
 

み
 
）
は
 、
 光
は
 物
体
で
は
な
く
、
物
体
の
形
相
で
あ
り
、
そ
の
活
動
 原
 理
 で
あ
る
と
云
う
コ
物
 

-
 
㎎
 -
 

体
は
、
 光
の
形
相
を
分
有
す
る
程
度
に
応
じ
、
階
層
的
 種
 類
を
形
成
す
る
。
至
高
天
は
最
高
の
位
に
、
地
球
は
最
 低
の
位
に
あ
る
。
 

気
 

十
四
世
紀
、
ダ
ン
テ
は
至
高
天
に
満
ち
た
光
を
歌
 い
、
十
五
世
紀
、
フ
ィ
チ
ー
ノ
（
 目
 a
r
s
@
-
@
O
 

ヨ
の
ぎ
 
0
-
 に
 葵
 １
 %
9
 ）
は
、
プ
ラ
ト
 ソ
 

と
 

醐
を
注
釈
し
て
光
を
論
じ
た
。
レ
オ
ナ
ル
ド
の
時
代
で
 
あ
る
。
 

2
 
-
0
-
 

 
 

浮
上
り
の
画
が
、
立
体
と
光
へ
の
信
仰
の
歴
史
の
中
 か
 ら
 生
ま
れ
て
ぎ
た
こ
と
が
 窺
 

虻
 
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
中
国
の
画
論
や
思
 想
書
 と
比
較
す
る
時
、
よ
り
明
ら
か
と
な
っ
て
く
る
。
 

絵
 

37@ (37) 
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ぬ
 -
 

を
 、
視
覚
光
学
 
宙
 の
ぺ
の
 

っ
 の
 
c
t
@
 

つ
い
 
）
と
し
て
論
じ
た
。
彼
に
 と
っ
て
、
光
学
は
「
全
哲
学
の
花
」
で
あ
っ
た
。
ベ
 イ
 
コ
ン
と
同
時
期
の
 
ボ
ナ
 

を
 与
え
る
。
 

多
量
の
光
が
 

ロ
ス
テ
ス
ト
 宇

宙
空
間
ほ
光
の
無
限
な
動
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
輻
射
の
場
 と
さ
れ
た
。
色
は
透
明
な
非
物
体
的
 光
 で
あ
る
と
さ
れ
 、
透
明
な
 

白
 、
不
透
明
な
少
量
の
光
が
黒
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る
。
 
口
い
ソ
 
ナ
ー
・
ベ
 ア
 
Ⅱ
コ
ン
（
 
技
 0
 
的
の
Ⅰ
い
い
 

い
 
0
 
戸
ト
㏄
 
ト
 
0
 
１
ト
い
の
じ
 

は
、
グ
 

や
マ
 
ノ
ミ
ノ
 

卜
こ
ア
 
ハ
リ
ア
ル
ハ
ゼ
 
ン
 （
 
下
 ヒ
す
 

a
z
 

の
 
コ
 
。
の
の
 

収
 
1
 お
お
）
 か
 
り
 
影
響
を
受
け
、
目
の
仕
組
や
光
の
反
射
・
屈
折
、
そ
の
 応
用
な
ど
 

-
 
け
 @
 

が
、
 
光
を
基
本
に
宇
宙
論
、
真
理
論
を
展
開
し
た
。
光
は
 自
動
的
に
拡
散
す
る
性
質
を
も
ち
、
そ
れ
が
物
質
に
形
 と
 拡
が
り
、
三
次
元
性
 

「
…
：
毛
は
気
高
く
 燦
く
 故
に
 /
 心
を
も
 輝
 や
か
し
、
 
か
 く
し
て
 む
ほ
 真
の
光
を
通
し
て
 

ま
こ
と
の
 扉
 た
る
真
の
光
へ
。
（
注
 
4
0
r
u
 

ヨ
田
 ョ
寮
 ）
 
/
 と
 ま
れ
、
黄
金
の
扉
が
隔
て
る
こ
 

-
 
は
 @
 

物
的
な
る
も
の
を
通
し
て
真
理
へ
昇
り
、
 

ノ
 光
を
眼
に
し
 
て
 堕
落
か
ら
 甦
 え
ら
ん
」
。
正
面
 

か
れ
た
が
、
そ
れ
ら
を
更
に
 燦
 か
せ
た
の
は
、
新
た
に
 
考
 案
 さ
れ
た
バ
ラ
窓
や
高
窓
の
 ス
 

に
 変
り
、
内
部
は
神
の
家
さ
な
が
ら
光
で
充
満
し
た
。
 

光
 の
 立
体
構
造
物
 ゴ
シ
 "
 ク
 建
築
 

-
M
-
 

そ
れ
に
 
っ
 づ
く
十
三
世
紀
は
光
が
大
い
に
論
じ
ら
れ
た
 時
 代
 で
あ
っ
た
。
先
ず
 、
 グ
日
 

（
口
の
「
三
ョ
 

@
 
已
 
4
0
 
色
旅
立
つ
 /
 キ
リ
ス
ト
が
 

の
世
に
光
あ
ら
し
め
よ
。
 /
 愚
か
な
る
精
神
は
 

の
祭
壇
に
は
宝
石
を
散
り
ば
め
た
祭
式
 具
 が
置
 

テ
ン
ド
グ
ラ
ス
で
あ
っ
た
。
暗
い
 壁
は
 光
の
壁
 

は
 、
こ
う
し
て
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
 

ス
テ
ス
ト
（
 刃
 0
%
 
二
の
～
 
0
 
簗
の
鯨
の
零
 

-
 仁
 Ⅱ
白
１
）
 

い
 
印
せ
 



範
 と
し
て
ぎ
た
中
国
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
中
国
の
画
 

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
 ょ
う
 に
、
モ
ノ
と
余
白
と
の
 

宗
柄
 、
 王
微
 、
南
斉
の
謝
赫
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
 

ス
の
 写
実
理
念
に
は
全
く
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
体
 

画
は
、
 画
か
れ
た
図
柄
だ
け
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
 

論
 で
最
も
古
い
時
期
の
も
の
は
、
凡
そ
五
世
紀
前
後
の
 、
 

関
り
（
模
様
）
に
よ
っ
て
画
を
論
じ
制
作
す
る
と
い
う
 ナ
 

殆
ど
は
九
世
紀
の
 印
 
歴
代
名
画
 記
ヒ
 

-
3
-
2
 
 

の
中
に
収
め
ら
れ
 

そ
の
よ
う
な
意
識
は
ど
こ
に
そ
の
起
源
が
あ
る
の
か
、
 日
 

な
い
。
画
か
れ
ぬ
余
白
の
部
分
も
 ス
 「
模
様
の
内
」
と
 

て
い
る
 

」
と
ほ
 、
 ル
子
 ッ
 サ
ン
 

宋
の
 

本
の
画
家
が
常
に
模
 

し
て
画
の
構
成
要
素
 

 
 

立
后
の
 
顧
胆
厘
古
く
 

が
 い
し
 （
 
四
｜
 五
世
紀
頃
）
は
 円
魏
晋
勝
流
 
画
讃
 
-
4
@
2
 

旺
 の

中
で
、
次
の
よ
う
に
絵
画
の
木
質
を
語
っ
て
い
る
。
 

す
べ
て
画
を
か
く
に
、
墨
絵
ば
か
り
に
よ
ら
ず
極
彩
色
な
 り
と
も
、
大
方
あ
っ
さ
り
と
か
く
べ
し
。
模
様
調
は
ざ
 る
が
よ
 し
。
 添
 

物
も
三
分
一
ほ
ど
か
き
た
る
が
よ
し
。
詩
歌
の
心
を
か
く
 と
も
、
み
な
出
す
べ
か
ら
ず
。
思
ひ
入
れ
を
含
ま
す
べ
 し
 。
白
紙
も
模
様
 

-
 
捜
 @
 

の
 内
な
れ
ば
、
心
に
て
ふ
さ
ぐ
べ
し
。
 

宗
達
に
は
画
論
が
な
い
。
ま
た
 彼
 以
前
に
も
日
本
に
は
 纏
 ま
っ
た
体
裁
を
と
っ
た
画
論
が
な
い
。
江
戸
時
代
、
 丁
 度
 宗
達
が
晩
年
に
さ
 

し
か
か
っ
た
頃
か
ら
、
中
国
の
画
論
の
紹
介
、
祖
述
の
形
 

 
 

の
 一
つ
に
土
佐
光
起
 

（
 
1
 
の
 
ト
 
7
 
１
 %
 ）
㍉
本
朝
画
法
大
広
 
b
 が
あ
る
。
 

（ 
四 
） 
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絵画における 光と 

る そ 換 

山水 背 青すの 
後 れ は 
の ば 本 
不 人 来 
可 は 目 視 ヰ @ し 

的 何 見 
元 祖 え 
の 的 ぬ 
佳 山 道 
男 水 が 
に を 形 
上 通 を 
昇 し と 

すて る " つ て 

と 下 目 

い 可 に 

う視 " の 見得 

偽 遣 る 
デ に ょ 

ィ 至 う 

オ る に 
ニ と な 
ュ い つ 

シ ラ た 
オ こ も 
ス と の 
や で で 
シ あ あ 

ジ ュる 。 り、 
ヱ こ 山 

l こ 水 
ノン サこ ヰこ 

  
想 何 人 
と 視 は 
一 酌   

脈 物 道 
通 質 に 

  
ある。 のがあ 通して 
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  気 

  
道 示届れ 

  

  
  
籍 て   
  

  
  
道 
を 
美 

とす 

る 

  
山 
水 
以 
形 
媚 

-
6
-
 

近
を
詳
し
く
画
く
」
。
 

、
 

。
 
-
 （

画
は
）
形
を
以
っ
て
神
を
写
す
も
の
で
あ
る
（
 

し
ん
 

以
形
写
 神
 ）
。
と
こ
ろ
が
実
物
（
実
射
）
に
無
関
心
な
ら
ば
、
 生
 を
 捕
え
そ
こ
 

ね
、
神
を
伝
え
る
趣
旨
は
失
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
（
広
袖
 之
 趨
 失
笑
）
。
…
…
肖
像
の
良
し
悪
し
は
対
象
に
対
し
て
 神
を
通
わ
す
（
 通
 

神
 ）
 か
 否
か
で
あ
る
。
 

顧
鎧
之
 に
と
っ
て
画
と
は
「
 写
神
 」
「
 
伝
神
 」
「
 
通
神
 」
 の
 業
 で
あ
っ
た
。
彼
は
又
 円
 雲
台
山
を
画
く
の
 記
 L
 の
中
 で
、
中
国
最
初
の
風
 

景
 画
論
を
語
っ
 て
 し
る
 

，
 O
@
5
-
2
 
 

そ
れ
は
天
師
道
教
の
修
行
場
 雲
 吉
山
を
ど
の
よ
う
に
画
く
か
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
 そ
れ
に
 よ
 れ
ば
、
山
岳
 

が
 画
か
れ
る
の
は
「
神
明
 芝
 居
」
で
あ
る
故
で
あ
っ
た
。
 ス
 こ
こ
に
は
既
に
「
遠
近
「
と
「
明
暗
」
の
意
識
が
あ
 る
 。
「
山
に
面
あ
れ
ば
、
 

背
向
に
は
影
が
あ
る
。
慶
雲
を
西
よ
り
東
方
晴
天
の
中
に
 吐
か
せ
る
べ
き
で
あ
る
…
…
日
が
西
の
か
た
、
山
に
去
 れ
ば
、
こ
と
に
そ
の
 遠
 



そ
も
そ
も
目
に
応
じ
て
心
に
会
（
 得
 ）
す
る
こ
と
を
（
 真
 ）
 理
 と
す
る
者
は
、
山
水
を
巧
み
に
画
け
ば
、
す
ぐ
に
 目
 が
応
じ
、
 心
 

 
 

が
 理
解
す
る
。
目
で
見
、
心
で
解
し
て
神
を
感
じ
れ
ば
、
 神
は
超
越
し
、
（
 真
 ）
理
が
得
ら
れ
る
。
…
…
神
は
本
 来
 無
限
（
口
端
）
 

で
あ
る
。
そ
れ
が
形
の
中
に
栖
み
、
同
類
の
も
の
（
 類
 ）
 

 
 

中
に
も
入
る
。
 

本
当
に
巧
み
に
写
せ
ば
、
ま
た
十
二
分
に
表
現
で
き
る
の
 で
あ
る
。
 

2
 
-
,
@
 

顧
鎧
之
 に
と
っ
て
画
は
「
 神
 」
を
写
す
こ
と
で
あ
り
、
 め
 
赤
柄
に
と
っ
て
は
「
 理
 」
を
得
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
 王
 微
 
（
 
か
 
～
の
１
 

%
 ）
に
 と
 

っ
て
は
、
画
は
、
「
 
霊
 」
又
は
「
太
虚
生
体
」
を
擬
す
こ
 と
て
あ
っ
た
。
 

-
9
@
2
 

（
「
 
叙
 画
し
。
共
に
不
可
視
の
も
の
を
表
現
す
 る

こ
と
で
あ
る
。
 従
 

っ
て
良
い
画
と
は
、
神
や
理
や
霊
が
そ
こ
か
ら
発
散
す
る
 よ
う
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
南
斉
 の
 謝
赫
（
生
没
年
不
 

ぎ
 ）
は
「
古
画
品
録
 ヒ
 の
中
で
画
の
六
法
の
第
一
に
挙
げ
 
た
 。
即
ち
「
気
韻
生
動
」
で
あ
る
。
「
画
に
六
法
が
あ
 

@
 

る
 。
一
に
気
韻
生
動
と
 

云
い
、
二
に
骨
法
用
筆
と
云
い
、
三
に
応
物
象
形
と
云
い
 、
 四
に
随
 類
賦
形
 と
云
い
、
五
に
経
営
位
置
と
云
い
、
 六
 に
 広
漠
 移
写
と
 云
う
。
 

 
 

こ
れ
ら
の
画
論
を
収
め
て
い
る
 円
 歴
代
名
画
 記
ヒ
の
 著
者
 、
 張
彦
遠
 
（
 
臼
鸞
 １
 0
 
㍉
 
か
 以
後
）
自
身
は
 、
 画
を
ど
の
よ
 う
 に
見
て
い
た
の
で
 

あ
ろ
う
か
。
 巻
 第
一
「
画
の
源
流
を
叙
 ぶ
 」
二
 %
 う
、
 「
 そ
も
そ
も
画
は
教
化
を
成
し
、
人
倫
を
助
け
、
神
変
を
窮
 め
 、
 幽
 微
を
推
測
し
 、
 

六
経
と
同
じ
功
用
を
も
ち
、
四
季
（
四
時
）
と
並
ん
で
 運
 付
 す
る
。
（
画
の
起
源
 は
 ）
天
然
に
発
す
る
の
で
あ
っ
て
 、
人
為
（
述
作
）
に
 

@
 
簗
 -
 

よ
る
の
で
ほ
な
い
」
。
 

の 

代 人 
@  @ ま 

を 田 
勤 求 
め に 

て 遊 
く べ 

れ る 

ろ う ち 
4 ま 

良 
い 

が ， 

や 
が 

て 

老 
い 

て 

病 
ヰ @ し 

か 
か 

り、 

そ 
  

ケ @ し 

行 ， - 

げ 
な 
< 
な 
る 

そ 
の 

時、 

山 
水 
を 
画 
い 

ナ - し 

図 
が 

そ 
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絵画における 光と 

@ ま の な 直 霊 る 「 中国 直」 

」 の は の 

を 画 、 他 
表 論 先 に 
現 は に 、 
す   引 気 
る 以 月 額 
こ 上 し の 

生動 と、 のも た 光 
従 の 起 す 
っ て   の る 

疎 
てそ 写の模 「 な 
実 大 様 る 

画も （ 形 木が 調は 

以 次 ざ 認 

） 走 る め 
は さ が る 

のであ 第二義 れたと 」 ょき 

約 五 回 ろ 
な っ を 。 

こて想 と 差 起れ こ 
と 文 さ を 
さ え せ 仮 
れ な る り 

た い   荏 @ し     

即ちと、 斤ハ 「 
落 

次   の 画 む こ、 」 画 と 

ネ中 フ 乙 @ ま " 不 「 

道の 又 周の は仝 

」   
化 又 

よ 

  
の 」 

が 又 
「花ハ 

落 

41 ( 棋 1) 

気 

$@  居 、 多 は 骨 で 
    
    を 欠   
ンプ ヒ 知 落 張 め ろ 書 く 尚 実 に 

ま @ 「 れ が 僧 

      関して ぐらすで、用 も ま う その骨 ぶが、 のこと 

@, し - ま 。 @ 票 も 筆 いあ 気 今 で   
お さ と 道 の に ㌔ - を の あ 張 
げ に こ 玄 は 関 出 回 る 彦 
る 回 る の 筆 す し は 。 遠 

を が 妙 

周 「 
迩 る 

」 議 、 は も 論 ま 彼は形似つく 、 @ 
（ 筆   級 の さ は 又 気 

を、 論 は 筆 密 中 韻 
） 不 わ で， ね得 ばて 「 骨さ 

筆 す 先 ず （岡目 刑 
サ ブ く - る 全 か 

  「下 ） 弦 曲 ない ろつ 衰 」 え 求 
お 

し と下 （ 一 、 げ て ・ 巴   
る 

離 「 
がで 周 ）にし 二 
き で   し 

ハ ツ @ 
は、形 ある、 けぃ 青泉ととい 韻を生 語を ぅ 

披 
と 注 

形 じ し 似 。 
欠 似 な ば は 

落 」   こ目 ろす 
で べ 

自づ 皆 は し しば 

又 意 既 
筆 ぎ 

な と 用 か 
@ ま は は 

@ 十 「 
売 店 
全 じ 

周 密 が 
」 な で 

も て が ， ている （ 周 ） 
  

表 で，   さ， く   
現 あ 点 
し 

  
6  回 ぞ   

得 。 を 
る 若 離 

と 画 難し れ   
Ⅰ ¥ に れ な張   
@ 疎 に 彦 。 必形怯 
美   故 ず 似 
学 密 き   に 形 を 六 
が 、 彦 尋 画 似 移 法 
見   還 れ 
ら 

れ 夜警 はた 答 。 
る が 

あ 時 
    

密 
は 形 そ 四 

る に 云 に " 似 の 法 



先
ず
「
 神
 」
に
つ
い
て
。
「
 
易
 b
 繋
辞
伝
上
に
云
 う
 。
「
 一
 隆
一
陽
を
之
を
道
 と
 請
 う
 。
之
を
継
ぐ
者
は
善
で
あ
る
 。
之
を
成
す
者
は
性
 

語
録
目
で
云
 
う
、
 「
そ
も
そ
も
画
は
天
下
変
通
の
大
法
で
 
あ
る
。
山
川
形
勢
の
精
 英
 で
あ
る
。
古
今
造
物
の
陶
冶
で
 あ
る
。
陰
陽
気
 度
の
 

-
 
籠
 @
 

流
行
で
あ
る
。
筆
墨
を
借
り
て
 以
 っ
て
天
地
万
物
を
写
し
 
、
か
く
し
て
我
を
解
き
放
つ
（
淘
汰
）
」
と
。
 

し
か
し
五
代
の
荊
 浩
 以
降
、
変
っ
た
点
と
云
え
ば
、
気
が
 、
山
水
画
に
お
い
て
特
に
「
霧
雲
 姻
寵
 」
と
し
て
表
現
 さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
 

た
こ
と
で
あ
ろ
う
 

@
 
 

。
 

O
@
5
-
3
 
 

無
論
、
雲
気
は
古
く
か
ら
事
と
し
て
 画

か
れ
て
は
い
た
。
し
か
し
そ
れ
が
幾
と
お
り
に
も
 分
 類
さ
れ
て
画
か
れ
た
こ
 

 
 

か
 @
 き
 

と
は
な
か
っ
た
。
北
宋
の
郭
 煕
 
（
生
没
年
不
詳
）
は
 
円
林
 見
 高
致
 三
 「
山
水
 訓
 」
で
、
林
泉
を
愛
す
る
者
を
「
 姻
 霞
之
侶
 し
と
よ
び
、
 
山
 

@
 
㏄
 -
 

水
の
雲
気
を
四
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
更
に
宋
の
韓
 拙
 
（
 生
没
年
不
詳
）
は
円
山
水
綿
全
集
目
に
お
い
て
「
雲
霞
 嫡
妻
 風
 光
風
雨
雪
 露
な
 

論
ず
」
と
い
う
一
章
を
設
け
、
山
川
の
気
全
般
に
わ
た
っ
 て
 雲
を
そ
の
統
括
者
と
し
て
い
る
。
彼
に
お
い
て
、
 

画
 は
 気
候
 雲
 姻
を
区
別
す
 

る
こ
と
が
第
一
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
か
く
し
て
彼
は
雲
 
霧
 
・
 姻
 
・
 寵
 
・
霞
の
種
類
を
論
じ
、
そ
れ
ら
全
て
の
 

気
 を
風
光
と
よ
び
、
こ
れ
 

-
 
銘
 ）
 

を
 上
手
に
画
け
ば
、
四
季
の
真
 気
 、
造
化
の
妙
理
が
表
わ
 せ
る
、
と
語
る
。
 

は
 上
、
中
国
の
画
論
の
大
要
を
見
て
き
た
が
、
次
に
そ
れ
 に
 関
わ
る
思
想
、
世
界
観
を
見
て
み
た
い
。
 

（
十
九
）
 

 
 
 
 

 
 

そ
の
後
、
十
世
紀
前
半
の
荊
浩
か
ら
十
七
世
紀
の
石
濤
に
 至
る
ま
で
、
基
本
的
に
は
変
っ
て
い
な
い
。
石
濤
（
 ふち
 
ぃ
｜
 ト
ド
 0
 っ
）
は
日
直
 

  
以 西 
上 で 

であ あ る 

る こ 

と、 

第一     
ひ @ Ⅰ 

用 
筆 
上 

画 
と 

書 
@ ま 

同 
じ 

も 

の 

であ 

る 
    

ムし 「 

第 
四 

ノ @ し   

気 " 
又 

は神 

は欠 

落 
の 

用 
筆 

で表 

現 
し 

@ 
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絵画におけ   る 光と気 

遭
 は
一
を
生
じ
、
 
一
は
 二
を
生
じ
、
 

ニ
は
 三
を
生
じ
、
 
二
 一
は
 万
物
を
生
じ
る
。
万
物
 は
 陰
を
背
負
い
陽
を
抱
 き
、
沖
 気
を
以
て
和
 

合
す
る
。
 

 
 
 
  
 

「
荘
子
口
内
篇
「
大
宗
師
篇
」
に
は
、
「
一
気
」
と
い
う
 

語
 が
出
て
く
る
。
親
友
の
死
に
遇
い
な
が
ら
歌
を
唄
っ
て
 い
る
一
一
人
の
男
に
 

(
 

 
 

 
 

 
 

つ
い
て
、
孔
子
が
次
の
よ
う
に
云
う
。
「
彼
ら
は
方
の
外
 
に
 
遊
ぶ
者
だ
。
…
…
彼
ら
は
ま
さ
に
造
物
者
と
人
と
な
っ
 て
 、
天
地
 之
 一
気
に
 

@
 
㏄
 -
 

「
 気
 」
に
関
し
て
は
、
多
く
の
説
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
 、
そ
れ
ら
の
う
ち
か
ら
若
干
の
説
を
引
こ
 う
 。
 

先
ず
「
老
子
 L
 第
四
十
二
章
で
は
、
気
は
道
か
ら
生
み
出
 さ
れ
、
次
い
で
二
気
に
分
か
れ
て
か
ら
 沖
 気
に
よ
っ
て
 和
合
し
、
 

っ
て
万
物
を
生
み
出
す
も
の
、
と
さ
れ
る
。
 

そ 
れ 

  ヰ @ し 

よ 

き
わ
 

精
 な
る
神
は
四
方
に
達
し
、
あ
ま
ね
く
流
れ
て
極
め
ぬ
 と
こ
ろ
は
な
い
、
上
は
天
を
際
 め
、
 下
は
地
に
集
り
、
 
万
 物
を
育
成
し
 

て
 、
し
か
も
象
が
な
い
。
か
た
ち
 
純
 素
の
道
は
、
た
だ
 神
 を
守
っ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
守
っ
て
失
わ
な
け
れ
ば
、
 神
と
一
体
に
な
 

る
 。
そ
う
な
れ
ば
天
倫
に
ム
ロ
体
す
る
。
 

で
あ
る
。
…
…
陰
陽
測
ら
れ
な
い
の
を
 之
れ
 神
と
謂
 う
 」
 と
 。
陰
陽
の
変
化
が
予
測
で
き
ぬ
こ
と
を
「
 神
 」
と
 云
 っ
 た
の
で
あ
る
。
 

が
 道
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
。
 

一
陰
 一
陽
の
変
化
は
「
 形
而
 上
 な
る
者
」
で
あ
り
、
「
天
の
道
」
と
さ
れ
る
。
「
 
神
 」
に
 対
す
る
も
の
は
 

ヌ
は
 
「
 器
 」
で
あ
り
、
「
 柔
剛
 」
の
変
化
を
す
る
。
こ
れ
 が
 
「
形
而
下
な
る
者
」
と
 
よ
 ば
れ
、
「
地
の
道
」
と
さ
れ
 
る
 。
 

「
陰
陽
不
測
」
の
神
は
、
 
刊
 荘
子
口
外
篇
「
刻
意
篇
」
で
は
 、
実
体
的
な
も
の
と
な
る
。
 

そ
れ
 

「
 
形
 」
 



山
を
陽
気
の
積
み
重
な
っ
た
も
の
（
積
徳
）
と
し
、
川
を
 陰
気
の
積
み
重
な
っ
た
も
の
（
 積
刑
 ）
と
す
る
。
高
い
 者
を
生
と
し
、
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天 肉 形 が れ 
気 同 体 が 神と 形 前 遊ばり、の 伸   
と、 

始 」 

神の 

し の 

た ょ 
リ ラ   
等 た 
の ら 
現 す 
象 か   

い 

  

よ 

ま、 f   と は 
な 死 

ⅠⅩⅩⅠ 刀リ 

そ准 円 と、     
白 目 な の 
身 巻 
に 四 り、 偏気   
陰 形 る 怒 
陽 訓 
が 」 

と っ 
諾 て 
と 風 

あ る、 は な と 巻 そ 
陽 
る 。 なり、 

し て夫 「 豪 大 
地 文 が 地 

勝 の １ 形の 」 % ｜ て 合 
も の ば 気 
つ 後 散は 
気 な   
は ぅ て 和 

げ 人間 、 
雨 し 

露 て 
に そ と 市 

膨 れ な と 

響 に 
を 対 り 、 なる 

与 す 陰   
え る 気 障 
る 巻 
  で， が陽 勝が 

あ 
る 相せまてば、 あい 
地 凝 だる 
@ ま 

天 っ て " と " 
の 霊 感 
陽 雪 じ 
ヤ @ "- と て 

し 

陰 雷 文士 なる。 4 とな -l- 
で り、 

あ 激 
る す 



絵画における 光と気 

風 仮 。 
神 令 」 

骨 多 
気 
の 

{ 
の 

重 
家 
を 

妙 な 
穫 

上 得 
位 し 
ケ @ し え、 Ⅰ 

置 な 

き、 ら 
ば 

  
の 骨 

  
功 骨 
用 

が ， 

  既 

<45 - 
得られた場を下位に置 に 

ム 
ロ 卜 

  

巴 @@ 浴ぎ潤 書議 「   
い 

を 
之 
Kl 
力 
，え 
る釜 

0'-'   
口書 

譜 
匹 @   

45  (45) 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
地
形
と
、
先
の
天
文
と
に
お
け
る
気
の
 ヨ
 述
は
、
中
国
の
画
論
の
第
二
の
主
張
と
も
関
わ
っ
て
 く
る
。
天
や
山
川
に
 

か
く
も
多
く
の
気
の
変
化
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
画
家
 の
 関
心
を
、
人
間
よ
り
も
風
景
に
向
け
た
最
大
の
理
由
 で
あ
ろ
う
。
中
国
の
山
 

木
画
 は
 、
山
河
に
溢
れ
て
い
る
気
を
写
し
取
り
、
そ
れ
と
 一
体
に
な
る
為
の
、
厳
粛
な
行
為
な
の
で
あ
る
。
 

中
国
の
画
論
の
第
三
の
特
徴
 は
 、
用
筆
に
お
い
て
書
と
 画
 が
 
一
致
す
る
、
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
元
来
文
字
は
 象
形
で
あ
り
、
画
か
 

ら
 出
発
し
た
が
、
そ
れ
が
 美
 と
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
逆
に
 画
 に
影
響
を
及
ば
し
た
。
青
木
正
妃
が
指
摘
し
た
 よ
う
 

  

さ
れ
て
書
論
が
現
れ
、
次
い
で
画
が
芸
術
化
さ
れ
て
画
論
 が
 出
始
め
た
の
で
あ
る
。
書
体
や
筆
法
を
論
じ
た
書
論
 は
 、
二
世
紀
の
後
漢
 時
 

代
か
ら
現
れ
て
く
る
が
、
画
論
の
方
は
四
世
紀
後
半
か
ら
 五
世
紀
に
か
け
て
の
 顧
 世
乞
の
も
の
が
最
初
で
あ
る
。
 

従
っ
て
画
は
 、
 書
と
同
 

じ
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
教
養
の
中
に
数
え
 ら
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
画
は
そ
の
最
初
 か
ら
、
用
筆
の
み
な
ら
 

ず
 理
論
で
も
、
模
範
を
書
に
仰
い
だ
の
で
あ
る
。
例
え
ば
 九
世
紀
の
張
芝
遠
は
画
の
骨
気
を
強
調
し
た
が
、
こ
の
 屯
 幅
は
 、
七
世
紀
後
半
の
 

か
ん
 

孫
過
庭
（
 父
 第
１
 き
比
 ）
の
司
書
譜
口
 や
 、
八
世
紀
、
張
 懐
 曜
 
（
生
没
年
不
詳
）
の
「
 書
議
日
 （
～
の
の
）
に
見
ら
れ
る
。
 

 
 

  

ひ
ん
 

下
ぃ
 者
を
死
と
す
る
。
丘
陵
を
牡
と
し
、
総
容
 を
化
 と
す
 る
 。
…
…
土
地
は
各
々
其
の
類
を
生
む
。
是
の
故
に
山
 気
は
男
を
多
く
生
 

か
た
ど
 

み
、
 
沢
 気
は
女
を
多
く
生
む
。
…
…
 皆
 其
の
気
に
象
り
、
   



は
 上
、
東
西
の
代
表
的
画
論
と
そ
れ
に
関
わ
る
宗
教
的
 思
 想
を
観
て
き
た
わ
げ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
 う
 一
度
、
 

返
し
て
お
ぎ
た
い
。
即
ち
、
何
故
レ
オ
ナ
ル
ド
は
モ
ノ
に
 充
ち
て
余
白
の
な
い
立
体
的
画
面
構
成
を
求
め
た
の
か
、
 冒

頭
の
問
い
を
繰
り
 

何
故
宗
達
は
モ
ノ
に
 

サ
ろ
ど
 

ゆ
 学
の
際
 は
 筋
骨
を
先
に
す
べ
き
で
あ
る
。
用
筆
の
勢
い
 は
、
 特
に
 鋒
 さ
を
 蔵
 す
べ
ぎ
で
あ
る
。
…
…
字
は
疎
に
 し
ょ
う
と
思
わ
 

-
 
仰
 -
 

ず
、
 密
に
し
ょ
う
と
思
わ
ず
、
ま
た
大
に
し
ょ
う
と
、
 

小
 に
し
よ
う
と
思
う
な
。
告
諭
書
し
 

は
 上
、
画
論
の
要
点
に
関
わ
る
哲
学
論
、
書
論
を
例
示
し
 た
が
、
そ
れ
ら
が
日
本
に
ど
の
よ
う
な
美
意
識
を
も
た
 ら
し
た
か
、
二
つ
の
 

例
を
記
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
一
つ
は
「
花
は
さ
か
り
 に
、
 月
は
く
ま
な
ぎ
を
の
み
見
る
も
の
か
は
」
 

尖
 徒
然
 草
 畦
 第
百
三
十
七
段
）
 、
 

い
ま
一
つ
は
「
せ
ぬ
所
が
面
白
き
」
 

尖
 花
鏡
 ヒ
 万
能
 綿
一
 心
事
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
を
、
土
佐
光
起
の
「
 模
 様
調
 は
ざ
る
が
よ
し
」
 

と
っ
 な
 げ
れ
ば
、
宗
達
の
画
に
お
け
る
美
意
識
が
大
凡
 浮
 か
び
上
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
宗
達
の
画
は
画
 面
 構
成
に
お
い
て
「
 不
 

周
 」
の
画
で
あ
る
。
 

（
Ⅰ
 
ハ
 ）
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さ
て
最
後
に
、
中
国
の
画
論
の
第
四
の
主
張
と
関
る
「
 密
 」
と
「
 疎
 」
に
つ
い
て
の
書
論
を
見
て
み
よ
う
。
晋
の
 衛
恒
 （
㌶
 ぃ
 １
 %
 ）
）
 
円
四
 

 
 

 
 



絵画におけ 

大
げ
余
白
の
あ
る
平
面
的
画
面
構
成
を
求
め
た
の
か
。
 

レ
オ
ナ
ル
ド
が
モ
ノ
の
浮
上
り
を
追
求
し
た
の
は
彼
に
と
 っ
て
可
視
的
世
界
が
立
体
的
構
造
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
 自
明
と
思
わ
れ
て
 

い
た
か
ら
で
あ
る
。
世
界
を
再
現
す
る
と
は
、
立
体
的
 元
 素
か
ら
成
る
立
体
的
構
造
物
を
 、
 光
の
増
減
（
明
暗
）
に
 

 
 

 
 

ま
に
表
現
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
か
る
態
度
が
 臣
曲
 
（
 
目
 （
田
の
と
 よ
 ば
れ
る
態
度
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
世
界
観
が
プ
ラ
ト
ン
に
発
す
る
こ
と
は
先
に
 み
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
世
界
は
面
に
覆
わ
れ
た
モ
ノ
 と
 モ
ノ
と
の
連
続
的
 

組
合
せ
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
 隙
 間
は
 な
い
。
と
こ
ろ
で
面
を
視
覚
に
知
覚
さ
せ
る
の
は
 「
 光
 」
で
あ
っ
た
。
 
そ
 

し
て
光
が
面
を
 
、
 即
ち
立
体
を
知
覚
さ
せ
る
と
明
確
に
意
 識
 し
た
と
こ
ろ
に
、
西
洋
絵
画
史
上
の
画
期
が
あ
っ
た
 の
で
あ
る
。
光
は
立
体
 

0
 表
現
に
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ほ
 又
 、
美
 し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
神
か
ら
発
し
た
光
は
天
使
、
人
 間
を
経
て
物
質
に
達
す
 

る
と
、
再
び
回
帰
す
る
。
宇
宙
は
こ
の
光
の
円
環
運
動
に
 お
い
て
創
造
さ
れ
る
。
宇
宙
は
光
の
強
弱
に
よ
っ
て
 天
 使
か
ら
物
質
世
界
ま
で
 

 
 

分
か
た
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
境
は
断
た
れ
て
い
る
 の
で
は
な
く
、
連
続
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
世
界
 は
 一
元
的
光
か
ら
 割
 ら
 

れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
 、
 光
と
闇
の
二
元
か
ら
成
っ
て
 い
 る
の
で
は
な
い
。
物
質
は
最
も
弱
い
光
で
照
明
さ
れ
 創
 ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
 

光
を
分
有
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
光
が
物
質
を
美
し
く
す
 る
の
だ
。
世
界
は
最
も
強
い
光
か
ら
最
も
弱
い
光
へ
の
 グ
ラ
デ
イ
シ
ョ
ン
で
あ
 

る
 。
世
界
が
美
し
い
と
は
、
光
の
グ
ラ
デ
ィ
シ
ョ
ン
が
 美
 し
い
の
で
あ
る
。
 

気
 

つ
ま
り
、
レ
オ
ナ
ル
ド
の
拠
っ
て
い
た
世
界
は
 、
 プ
ラ
ト
ン
的
立
体
構
造
に
せ
よ
、
 

新
 プ
ラ
ト
ン
主
義
的
 な
光
に
よ
る
創
造
物
に
せ
 

 
 

硝
よ
 、
連
続
的
で
あ
っ
た
。
 

他
方
、
中
国
の
画
人
の
世
界
は
、
「
 
道
 」
か
ら
生
じ
た
 陰
 陽
二
気
の
変
化
で
あ
っ
た
。
道
は
気
を
生
み
、
気
は
二
気
 を
生
み
、
二
気
が
 

和
合
し
て
万
物
が
生
ま
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
万
物
か
 ら
 成
る
宇
宙
は
、
陽
気
と
陰
気
と
い
う
二
つ
の
も
の
の
 並
存
で
あ
る
と
い
う
こ
 

と
に
な
る
。
陰
陽
二
気
の
集
散
に
よ
っ
て
生
死
や
気
象
の
 変
化
が
起
る
。
世
界
は
陰
と
陽
の
二
元
の
関
係
と
し
て
 成
立
す
る
。
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
陰
陽
と
は
 又
 、
柔
 湖
 で
あ
り
、
 疎
 密
 、
虚
実
で
あ
る
。
 
陰
と
陽
 と
の
せ
め
ぎ
合
い
、
 
虚
と
 実
 と
の
一
進
一
退
が
 画
 

面
 な
っ
く
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
青
木
正
月
 に
ょ
 れ
ば
、
 「
 虚
 」
は
、
清
代
に
、
文
字
の
「
 実
 」
に
対
す
る
も
の
と
 し
て
「
文
字
無
き
 処
 」
 

-
 
ぬ
 -
 

「
行
間
の
空
白
」
と
さ
れ
た
と
云
 
う
 。
し
か
し
既
に
古
く
 か
ら
云
わ
れ
て
い
た
、
書
の
疎
密
、
肥
痩
は
、
結
手
や
 点
 画
 の
み
に
と
ど
ま
ら
 

ず
 、
文
字
と
空
白
と
の
面
白
さ
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
 よ
う
 に
思
え
る
。
書
に
お
け
る
文
字
と
余
白
 は
、
 画
に
 お
 げ
る
図
様
と
余
白
の
 

関
係
に
置
き
か
え
ら
れ
る
。
 

文
 書
に
お
け
る
 墨
と
 余
白
の
 妙
味
は
、
水
墨
画
に
お
い
て
も
云
え
る
。
従
っ
て
 、
虚
 実
の
対
照
の
美
と
い
う
 

点
で
、
画
は
書
と
一
つ
で
あ
っ
た
。
 

は
じ
め
を
は
り
 

十
四
世
紀
、
兼
好
は
「
花
は
さ
か
り
に
、
月
は
く
ま
な
 ぎ
 を
の
み
見
る
も
の
か
は
」
と
云
い
、
 

又
 
「
万
の
事
も
 、
 
始
終
こ
そ
を
か
し
 

-
 
㏄
 -
 

 
 

-
 
蛆
 -
 

け
 れ
」
と
云
っ
た
。
十
五
世
紀
、
世
阿
弥
は
「
せ
ぬ
」
 

能
 0
 面
白
さ
を
語
っ
て
「
せ
ぬ
 所
 と
申
は
、
そ
の
ひ
ま
（
 動
作
間
の
間
）
な
り
」
 

と
 云
い
、
「
有
無
二
道
に
と
ら
ば
、
有
は
見
、
無
は
器
 

な
 り
、
 有
を
現
ま
す
物
ま
無
地
」
も
 

@
 
,
-
l
-
5
 
 

と
 語
っ
た
。
更
に
十
六
世
 紀
 、
狩
野
派
が
案
出
 

し
た
金
地
、
金
雲
が
 円
 洛
中
洛
外
図
屏
風
 b
 な
ど
に
過
剰
 に
 現
れ
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
、
日
本
に
お
い
て
も
、
 

空
白
（
時
間
的
な
も
 

の
に
お
い
て
は
「
間
」
）
が
 
、
 美
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
 の
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
画
に
 関
し
て
云
え
ば
、
 
中
 

国
よ
り
遥
か
に
様
式
化
さ
れ
、
先
の
屏
風
画
な
ど
で
は
、
 

家
屋
人
物
の
図
様
と
金
雲
の
余
白
と
の
拮
抗
す
る
図
案
 と
な
っ
て
い
る
。
宗
達
 

が
 生
ま
れ
た
の
は
、
こ
の
 ょ
う
 な
風
俗
画
が
現
れ
始
め
た
 十
六
世
紀
の
後
半
で
あ
っ
た
。
 

さ
て
最
後
に
再
び
レ
オ
ナ
ル
ド
 と
 宗
達
の
画
に
帰
っ
て
 
云
 え
ば
、
 
円
 岩
窟
の
聖
母
 L
 は
 、
 明
か
ら
暗
に
か
け
て
の
 光
の
 グ
ラ
デ
イ
シ
ョ
 

ソ
を
 追
求
し
た
画
で
あ
る
。
レ
オ
ナ
ル
ド
 は
 云
 う
 、
「
 眼
 ほ
 、
そ
れ
を
と
 う
 し
て
世
界
の
美
を
思
索
し
楽
し
む
人
間
 の
 肉
体
の
窓
で
あ
る
。
 

-
2
-
 

5
 

眼
 の
お
蔭
で
、
魂
は
肉
体
の
牢
獄
に
満
足
し
て
居
ら
れ
る
 の
だ
」
と
。
光
は
上
方
か
ら
来
て
知
性
を
最
も
強
く
 照
 ら
し
、
更
に
魂
を
照
ら
 

を
美
 と
し
た
。
世
界
が
、
陰
陽
の
離
合
集
散
の
変
化
に
 ょ
 っ
て
成
っ
て
い
る
な
ら
、
世
界
を
表
現
す
る
画
も
 、
当
 然
 、
陰
陽
を
画
 き
 写
さ
ぬ
 

 
 

ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
や
レ
オ
ナ
ル
ド
は
 
、
 
明
か
ら
暗
へ
の
光
の
 
連
続
的
移
行
を
美
と
し
た
が
、
中
国
の
画
人
は
 、 
明
と
 幽
 と
の
二
者
の
対
比
 

 
  

 



絵画における 光と気 

し
て
、
最
後
に
物
質
に
最
も
弱
い
光
を
当
て
る
。
レ
オ
ナ
 ル
ド
 の
言
葉
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な
光
の
形
而
上
学
 が
 取
り
入
れ
ら
れ
て
い
 

る
 。
そ
し
て
こ
の
言
葉
が
、
こ
の
酉
の
テ
ー
マ
と
な
っ
て
 い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
光
で
霞
む
岩
窟
の
開
口
部
。
 

光
 る
 聖
母
と
大
天
使
の
 

顔
 、
幼
児
の
身
体
。
暗
い
岩
窟
。
開
口
部
か
ら
見
え
る
 光
 は
、
 光
の
源
、
薄
明
り
に
浮
か
び
上
っ
て
い
る
群
像
は
 捕
わ
れ
た
 
魂
 ・
幽
 い
岩
 

窟
は
肉
体
の
牢
獄
と
、
と
れ
ま
い
か
。
こ
の
画
は
単
に
外
 沈
め
 グ
ラ
デ
ィ
シ
 
ョ
ソ
 の
み
な
ら
ず
、
神
の
光
の
形
 而
 上
駒
放
射
の
図
と
解
す
 

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
と
ま
れ
、
光
へ
の
信
仰
が
無
げ
 れ
ば
、
か
か
る
画
は
画
か
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
 

他
方
同
風
神
雷
神
国
 ヒ
は
 つ
い
て
云
え
ば
、
風
は
 
、
 ㍉
 准
 南
子
 b
 に
お
い
て
、
「
天
地
 
之
 偏
気
、
怒
れ
る
者
」
が
 変
 じ
た
も
の
、
雷
は
 

-
 
㏄
 -
 

コ
は
 陽
の
相
博
 

あ
 い
せ
 
よ
 
る
 」
 時
に
生
じ
た
も
の
と
さ
れ
た
。
漢
の
 画
像
石
の
中
に
既
に
「
風
伯
雷
神
」
の
図
が
見
ら
れ
る
が
 
、
 風
も
雷
も
共
に
 
陰
 

ほ
 二
気
の
集
散
に
よ
っ
て
起
こ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
 画は
従
っ
て
陰
陽
の
せ
め
ぎ
合
い
の
図
で
あ
る
。
 

い
ん
 

し
か
し
陰
陽
の
拮
抗
は
、
こ
の
画
の
主
題
の
み
な
ら
ず
、
 

画
面
構
成
に
お
い
て
も
、
二
神
の
陽
と
、
彼
ら
の
間
に
 広
が
る
空
白
の
陰
 と
 

0
 対
時
と
し
て
表
わ
れ
て
い
る
。
余
り
に
も
様
式
的
な
金
 雲
 は
こ
こ
で
は
姿
を
消
し
、
二
神
の
間
に
は
こ
れ
ま
で
 の
ど
の
画
家
に
も
見
ら
 

れ
な
か
っ
た
広
々
と
し
た
余
白
が
置
か
れ
、
 

よ
 り
単
純
、
 よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
宗
達
 の
 画
は
陰
陽
二
気
の
思
 

想
の
伝
統
が
生
み
出
し
た
画
で
あ
っ
た
、
と
云
え
よ
う
。
 

-
 
目
 -
 

西
洋
絵
画
は
、
立
体
的
世
界
を
再
現
す
る
と
い
 5
 点
で
、
 
ラ
ラ
ト
ン
が
画
を
イ
デ
ア
の
模
倣
の
模
倣
と
し
て
 軽
 蔑
し
た
に
も
か
か
わ
 

ら
ず
 ）
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
で
あ
り
、
光
の
グ
ラ
デ
イ
 シ
，
 ン
を
美
 と
す
る
点
で
、
 
新
 プ
ラ
ト
ン
主
義
的
で
あ
っ
た
 。
そ
し
て
現
在
、
具
体
 

的
形
象
を
軽
蔑
し
、
抽
象
的
な
も
の
を
追
っ
て
い
る
と
い
 う
 点
で
、
依
然
と
し
て
ブ
ラ
ト
ン
主
義
的
で
あ
る
。
 

一
 方
 、
現
代
の
日
本
の
絵
 

画
 は
ど
う
な
の
か
。
洋
画
に
せ
ょ
日
本
画
に
せ
 よ
 、
 文
 具
 象
 画
に
せ
よ
 抽
 蛮
画
に
せ
よ
、
「
 実
 」
の
み
の
画
を
追
 い
 、
「
虚
実
」
の
拮
抗
の
 

   
 

面
白
さ
を
求
め
る
こ
と
を
、
殆
ど
止
め
て
し
ま
っ
て
い
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
み
ず
か
ら
画
の
世
界
を
狭
く
し
て
 い
る
よ
う
で
残
念
で
あ
は
 

 
 

 
 

る
 。
し
か
し
そ
れ
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
も
は
や
こ
の
 小
論
の
テ
ー
マ
の
枠
外
で
あ
る
。
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（
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む
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式
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卜
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い
こ
 

0
 
お
 （
 毛
 @
 
（
 
す
ざ
 の
め
 コ
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レ
 
ず
す
ヰ
 
ト
曲
 
コ
ム
 
0
 
曲
 0
 
コ
 ）
 ，
づ
 
「
・
 
ヴ
 田
の
。
の
 
目
 
-
 の
 Ⅱ
の
 
せ
ひ
 
0
 
口
 ・
（
 
O
 パ
 h
o
q
 

コ
 @
 ㌧
 ゴ
キ
年
 
0
 
コ
 ・
 

Ⅰ
の
～
 

じ
 ・
（
。
 9
 
 や
肚
 0
.
 

三
輪
 

福
松
訳
 口
絵
画
論
し
（
中
央
公
 
諭
美
術
出
版
、
一
九
七
一
年
）
一
四
ぺ
ー
ジ
。
 猶
 、
三
輪
 訳
は
、
 ラ
テ
ン
ヨ
 
叩
版
 
㈹
 

の
 一
年
後
に
出
版
さ
れ
た
イ
タ
リ
ア
ミ
 
巾
版
に
 
拠
る
が
、
前
者
に
 比
し
て
、
や
や
量
的
に
少
 く
 、
表
現
上
の
相
違
が
あ
る
。
 

（
 
2
 ）
 レ
ミ
ゅ
 
Ⅱ
（
 
@
.
 
し
 も
も
 

@
c
 

～
ま
き
・
（
。
 

い
 や
 ト
 N
.
 

三
輪
 

訳
 一
五
 へ
｜
ジ
 。
 

（
 
3
 ）
下
ヲ
 の
 
Ⅰ
 
曲
 ・
も
 ぃ
烹
 江
ま
「
 

a
.
 
 

（
 ，
 ）
 
2
.
 
 

づ
 ・
 
き
 ・
三
輪
 訳
二
 0
 。
 
へ
 l
.
 
れ
ノ
っ
 

（
 
4
 ）
フ
ェ
デ
ィ
ア
・
ア
ン
ツ
ェ
レ
フ
ス
キ
ー
著
、
前
川
誠
 郎
 
隣
国
典
 訳
 「
デ
ュ
ー
ク
一
人
と
作
品
ト
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
 
一
年
、
二
四
五
ぺ
 
l
 ジ
 

0
 図
（
デ
ュ
ー
ラ
ー
 円
 測
定
法
教
則
ヒ
中
の
木
版
挿
絵
「
 横
た
 わ
る
女
を
素
描
す
る
ひ
と
」
）
に
、
こ
の
 ぎ
 （
の
 

r
e
 

乙
 o
 が
見
ら
れ
 る
 。
 

（
 
5
 ）
 %
 安
斧
ヰ
 -
 黒
な
（
～
ま
き
・
 
目
 ，
 ま
 ・
 や
お
 ・
三
輪
 訳
 四
二
 一
 
。
 
へ
｜
ジ
 。
 

（
 
6
 ）
 裾
 分
一
弘
㍉
レ
オ
ナ
ル
ド
・
 ダ
 ・
ヴ
ィ
ン
 チ
 の
」
絵
画
 論
 」
政
三
（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
 
セ
 七
年
）
七
八
ぺ
 一
ジ
に
 よ
れ
ば
、
レ
オ
ナ
ル
 

ド
 に
は
、
絵
画
を
 ヱ
ケ
 ク
レ
 イ
ヂ
ス
的
 （
幾
何
学
的
）
に
構
成
 
し
た
い
と
い
う
意
図
と
、
ア
ル
ハ
ゼ
 ノ
的
 （
経
験
的
）
に
構
成
し
 た
い
と
い
う
 

意
図
と
の
二
つ
が
あ
っ
た
が
、
 ョ
 
絵
画
学
 ヒ
の
 骨
格
を
下
え
た
の
 は
 前
者
で
あ
っ
た
と
云
う
。
 

（
 
7
 ）
 由
 。
 
ぎ
 Ⅱ
 
ざ
 す
し
 目
り
 
幸
田
・
 
ヱ
ぺ
 
の
 
甲
 ，
い
き
さ
さ
Ⅰ
 

簿
っ
巨
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六
ぎ
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悪
も
 

ノ
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o
 
さ
目
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マ
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a
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め
ャ
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づ
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方
 
@
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四
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 Ⅰ
 ト
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Ⅱ
 0
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・
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㏄
・
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・
㍉
 

つ
 

（
 
8
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Ⅰ
二
ヰ
 
毛
亜
 立
円
の
の
・
 

む
港
臆
 ま
い
か
さ
 
き
 ㌔
も
「
 
寒
 目
交
 ふ
 ・
の
 
ダ
 の
 ・
ト
ち
㏄
 

（
 
9
 ）
プ
ラ
ト
ン
・
樺
山
恭
子
訳
㍉
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
ト
ミ
プ
ラ
ト
 ン
 全
集
し
は
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
）
、
 
鮨
口
 ・
 
n
.
 

三
六
べ
 

｜
ジ
 。
 

（
 
印
 ）
 
オ
 ソ
ト
ー
・
フ
ォ
ン
・
ジ
ム
ソ
ン
、
前
川
道
郎
訳
 円
 。
 
コ
 シ
ッ
ク
の
大
聖
堂
 b
 （
 
み
 す
ず
書
房
、
一
九
八
五
年
）
、
第
二
章
、
 
一
一
エ
ハ
ベ
 

一
ジ
 参
照
。
 

（
 
皿
 ）
 
H
.
 

フ
ル
 

@
 メ
ン
ベ
ル
ク
、
 生
松
 敬
三
・
 能
田
 陽
一
郎
 訳
 
円
光
の
形
而
上
学
 
｜
 真
理
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
の
光
三
（
 朝
 日
出
版
社
・
一
九
七
 

セ
午
 ）
参
照
。
 

（
は
）
 プ
 p
 テ
ィ
ノ
ス
、
田
中
美
知
太
郎
訳
コ
ネ
ア
デ
ス
ト
Ⅴ
 
9
 
「
 
善
 な
る
も
の
一
な
る
も
の
」
（
 円
プ
 p
 テ
ィ
ノ
ス
全
集
日
 第
四
巻
、
中
央
公
論
 

社
 、
一
九
八
七
年
）
、
五
九
二
 ぺ
一
ジ
 参
照
。
 

（
 じ
 
0
 

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
、
氷
池
家
 明
訳
 ニ
ネ
ア
デ
ス
 ヒ
 Ⅱ
 9
 「
グ
ノ
ー
シ
ス
派
に
対
し
て
」
 
宙
 プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
全
集
 三
 第
二
巻
 、
中
央
公
論
社
、
 

九
八
七
年
）
、
 一
 
0
 セ
ー
 0
 八
ぺ
ー
ジ
参
照
。
 

（
Ⅱ
）
 曳
 0
 
コ
せ
 
の
ぎ
の
手
の
下
 
8
 。
 罵
迫
 8
.
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円
甘
 
の
の
の
 
-
 
の
の
占
守
 

-
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は
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お
す
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い
い
 

（
 
騰
 ）
の
 臣
 ㎎
 
0
 ユ
 二
の
 
，
 Ⅹ
Ⅰ
 
@
 
す
 り
Ⅱ
Ⅰ
の
 
オ
 。
 
す
仁
 
㏄
 @
 
コ
曲
 ト
ヨ
 @
 
コ
ず
汗
 

Ⅱ
の
 
由
 。
 
岸
 。
 の
 
二
 
%
 的
の
降
 

牙
 ・
 
，
 @
 
コ
ト
中
ぎ
～
 め
ミ
師
め
 

r
.
O
 
さ
 ～
 
オ
闘
ト
 す
す
 

心
い
こ
ま
へ
ヘ
こ
つ
ト
 

め
ア
 
・
 
む
雨
 
き
 
み
 Ⅰ
 さ
浅
 
㌔
 り
 

も
 二
分
「
 め
 
a
 め
 
ミ
ャ
 
い
の
 

・
の
 
日
 ・
 ヰ
 ・
 匝
り
コ
コ
 
0
 巨
す
吋
 中
細
目
。
 宙
末
ヒ
 
・
（
 
巾
臣
コ
 
0
 の
（
 

0
 臣
下
ユ
コ
。
 
0
*
0
 

コ
ト
 目
コ
 
@
 
せ
 つ
 
Ⅱ
四
こ
 

セ
巾
 Ⅱ
。
の
の
，
Ⅰ
の
Ⅱ
の
）
・
 

づ
 ・
 
ム
の
 
・
 で
 ・
 
ト
 
㏄
 

（
 
騰
 ）
熊
田
陽
一
郎
日
英
と
光
三
国
文
社
、
一
九
八
六
年
、
二
五
 へ
｜
ジ
 参
照
。
本
書
は
 、
 光
の
形
而
上
学
、
特
に
円
テ
ィ
オ
 ニ
 ュ
シ
 オ
ス
偽
書
 L
 に
 

関
す
る
貴
重
な
研
究
書
で
あ
る
。
 

（
 
U
 
F
.
 

コ
 プ
ル
ス
ト
ン
、
箕
輪
秀
二
・
柏
木
英
彦
訳
「
 中
 世
 哲
学
史
三
割
支
社
、
一
九
七
 0
 年
 、
二
五
八
 ｜
 二
五
九
ぺ
一
ジ
 
参
照
。
 

（
 
0
0
 
）
 
戸
 ジ
ャ
ー
・
ベ
イ
コ
ン
、
高
橋
憲
一
 

訳
 
「
大
著
作
」
（
 科
 学
の
名
著
 3
 
 ロ
 p
 ジ
 ャ
一
 ・
ベ
イ
コ
ン
 b
 朝
日
出
版
社
、
一
九
 八
 0
 年
 ）
、
一
八
三
 ぺ
 

l
 ジ
 。
 

（
㎎
）
 コ
 プ
ル
ス
ト
ン
 

円
 中
世
哲
学
史
 b
 三
 O
 五
ぺ
一
ジ
 。
 

（
 
琉
穏
 
）
 才
 円
い
Ⅱ
四
 

%
 づ
日
ピ
コ
。
の
 

っ
き
ま
 
心
さ
 
卜
い
 
寸
心
 り
黛
 
Ⅰ
 こ
 ㏄
Ⅰ
 
さ
晦
ま
ゑ
笘
ぃ
 
七
ソ
 

-
 
Ⅰ
 
ヰ
 
Ⅰ
 
さ
 ・
 円
 e
 Ⅹ
日
の
年
年
日
 
p
 コ
 珪
の
。
Ⅱ
下
の
岸
田
 

0
 の
Ⅱ
い
 

つ
ゴ
 
。
 づ
 Ⅰ
 
ひ
 
の
の
 
コ
 丹
ひ
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ヰ
 圧
 
Ⅱ
 
い
 Ⅰ
 
仁
ぎ
づ
 p
 Ⅱ
 日
卍
い
 

せ
 

日
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 邑
呂
 "
 お
往
 
（
 
ぎ
ユ
 ：
 ぎ
 ㌔
 か
監
 Ⅰ
 、
め
 
日
立
 

0
,
 

。
 
汀
 "
 ロ
 。
 
コ
 。
 
"
 Ⅰ
 の
臣
 
3
 の
 
ヤ
，
ト
つ
 

㍉
の
 
レ
、
ワ
 ㏄
 甲
 
マ
ル
シ
 l
 リ
手
み
・
フ
ィ
チ
 l
 ノ
 、
 左
近
司
祥
子
 

訳
円
 恋
の
形
而
上
学
 日
 （
 
ア
ウ
 p
 ラ
 叢
書
）
国
文
社
、
一
九
八
五
 た
 了
一
九
三
 べ
｜
ジ
 。
 

（
四
）
安
田
章
生
口
日
本
の
芸
術
論
 b
 東
京
創
元
社
、
一
九
八
 五
年
、
二
三
四
ぺ
ー
ジ
。
 

（
 
羽
 ）
安
田
 ニ
 
早
生
日
日
本
の
芸
術
論
 
日
 二
三
五
ぺ
 
一
ジ
 
（
原
文
）
 
 
 

（
㌍
）
こ
の
書
の
テ
キ
ス
ト
は
次
の
も
の
を
用
い
た
。
張
 芝
セ
速
 
撰
 
・
小
野
勝
年
訳
註
「
歴
代
名
画
 

記
ヒ
 岩
波
文
庫
、
一
九
八
五
年
 。
 猶
 、
以
下
の
中
国
 

の
 文
献
の
訳
は
 、
 夫
々
の
テ
キ
ス
ト
の
訳
注
他
を
参
考
に
し
た
 自
訴
で
あ
る
。
 

（
 
舛
 ）
長
床
敏
雄
に
 よ
 れ
 ば
 、
こ
の
題
は
「
論
 画
ト
 0
 間
違
い
 
（
長
床
敏
雄
訳
注
 
円
 
歴
代
名
画
 
記
 l
L
 

平
凡
社
（
東
洋
文
庫
 

鵬
て
 
一
九
 セ
 七
年
、
三
二
 

一
て
 へ
 l
 ジ
 ）
。
 

桟
 

（
 
あ
 ）
 
ョ
 歴
代
名
画
 討
 
一
五
三
ぺ
ー
ジ
。
原
文
，
 
亡
 一
四
 
0
 ぺ
一
ジ
 。
 

光
 

（
 
あ
 ）
 
円
 歴
代
名
画
 記
ヒ
 
一
五
三
ぺ
ー
ジ
。
原
文
・
 
二
 一
 
川
 
m
 
@
0
 ぺ
 1
 ジ
 0
 

悌
 

（
 
3
 
 

ョ
歴
代
名
画
 記
ヒ
 
一
七
八
 ぺ
よ
 。
原
文
・
 
二
 一
四
八
ぺ
ー
ジ
。
 

 
 

一
四
八
ぺ
ー
ジ
。
 

 
 

画
 

（
 
舘
 ）
 
円
 歴
代
名
画
 記
ヒ
 
一
八
 0
 ぺ
ー
ジ
。
原
文
・
 
二
 
一
四
九
 ぺ
 l
 ジ
 。
 

絵
 

（
㏄
）
 ョ
 
歴
代
名
画
 
記
 」
四
一
ぺ
 
一
ジ
 。
原
文
・
二
八
三
ぺ
 
ー
 ジ
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（
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ミ
 ）
 

（
 
二
り
 
）
 

（
 
ム
 
u
 ）
 

（
Ⅰ
 
1
 ）
 

（
 
0
0
 
）
 

円
 歴
代
名
画
 記
ヒ
 
一
一
 ぺ
一
ジ
 。
原
文
・
二
六
九
ベ
ー
ジ
。
 

「
歴
代
名
画
 記
 口
四
 ｜
 四
二
ぺ
ー
ジ
。
原
文
・
二
八
三
 ぺ
一
ジ
 。
 

円
 歴
代
名
画
 記
 三
五
八
ぺ
ー
ジ
。
原
文
・
二
九
二
 ぺ
一
ジ
 。
 

朝
日
中
国
文
明
達
 M
 
「
芸
術
論
集
 b
 （
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
一
 
年
 ・
）
、
四
一
二
一
 

ぺ
一
ジ
 。
 

矢
代
幸
雄
ョ
水
墨
画
 L
 岩
波
新
書
、
一
九
六
九
年
。
 

青
木
正
月
 訳
 
「
歴
代
画
論
」
 角
 青
木
正
妃
全
集
 b
 第
六
巻
、
春
 秋
社
、
一
九
六
九
年
）
、
一
九
二
ぺ
ー
ジ
。
 

「
歴
代
画
論
」
一
二
一
九
 ｜
一
 三
一
 0
 ぺ
一
ジ
 。
 

気
 の
諸
思
想
に
関
し
て
は
次
の
書
を
見
ら
れ
た
い
。
小
野
沢
 精
 
一
 ・
福
永
光
司
・
山
井
 
湧
編
 
㍉
気
の
思
想
ヒ
東
京
大
学
出
版
会
、
 

一
九
七
八
年
。
 

楠
山
春
樹
訳
注
 円
准
 南
子
し
田
明
治
書
院
、
一
九
七
九
年
、
七
 七
ぺ
 l
 ジ
。
 

「
 准
 南
子
 b
 田
 八
一
 ぺ
一
ジ
 。
 

「
 准
 南
子
吐
出
一
三
三
ぺ
 

l
 ジ
。
 

羅
 南
子
 b
 四
二
一
四
 ｜
三
 
一
五
 べ
一
ジ
 。
 

青
木
正
妃
「
 琴
碁
 書
画
」
 
角
 青
木
正
月
全
集
 b
 第
七
巻
、
春
秋
 社
 、
一
九
七
 0
 年
 イ
三
 0
 七
ぺ
一
ジ
 。
 

孫
過
庭
、
西
 林
 昭
一
調
「
書
譜
」
（
 
円
 中
国
書
論
大
系
 ヒ
 第
二
巻
 
唐
 1
 、
二
女
桂
、
一
九
七
七
年
）
、
一
二
 

セ
ペ
一
ジ
 。
 

損
壊
 曜
 ・
吉
田
致
事
・
神
谷
順
治
 
訳
 
「
 書
議
 」
宮
中
国
書
論
大
 系
ヒ
筆
匿
 、
一
九
七
ぺ
ー
ジ
。
 

衛
俺
 、
上
田
早
苗
 訳
 
「
四
体
 書
勢
 」
台
中
国
書
論
大
系
 口
 第
一
 巻
 
・
 漢
魏
晋
 南
北
朝
、
二
女
桂
、
一
九
七
七
年
）
、
 

一
 0
0
 ぺ
一
  
 

徐
浩
 、
岸
田
知
子
訳
「
読
書
」
谷
中
国
書
論
大
系
 ヒ
 第
二
巻
）
 

一
八
四
ぺ
ー
ジ
。
 

青
木
正
妃
「
詩
文
書
画
論
に
於
け
る
虚
実
の
理
」
 

宙
 青
木
正
月
 全
集
 b
 第
一
巻
・
一
九
六
九
年
Ⅰ
二
四
九
 
べ
一
ジ
に
 、
 蒋
馴
 、
 蒋
和
 父
子
の
 

育
 と
し
て
あ
げ
て
あ
る
。
 

「
徒
然
 @
 」
 
一
 三
七
段
。
 

「
花
鏡
」
（
岩
波
古
典
文
学
大
系
㏄
「
歌
論
集
・
能
楽
論
集
 

ヒ
 

九
六
五
年
）
、
四
二
八
ベ
ー
ジ
。
 

「
遊
楽
 習
 追
風
見
」
（
 円
 歌
論
集
・
能
楽
論
集
し
、
四
四
五
ぺ
 ー
 ジ
  
 

い
、
 

仁
 士
さ
ユ
的
 

@
 

・
寸
土
 

r
@
w
 

的
：
Ⅰ
㌧
 

@
o
@
 

の
め
ま
 C
h
@
@
V
Q
@
@
@
@
q
e
 

ぺ
 ・
キ
 

ミ
 
@
o
@
-
@
 

の
「
 

@
w
@
 

。
 u
 ㏄
。
の
・
 
印
 P
 
 猶
 
「
岩
窟
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
前
記
、
注
口
の
日
光
の
 

形
而
上
学
 b
 

「
会
読
 ｜
 洞
窟
」
、
 四
 0
1
 五
五
ぺ
 一
ジ
 、
「
会
読
１
服
と
耳
」
、
Ⅰ
 八
九
 ｜
 八
七
 べ
一
ジ
を
 見
よ
。
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絵画における 光と気 

（
 
穏
 ）
白
川
 静
 
同
漢
字
の
世
界
 
b
 Ⅲ
 、
 （
平
凡
社
東
洋
文
庫
 
拙
 、
 一
九
七
六
年
Ⅰ
一
二
七
ぺ
ー
ジ
、
二
八
四
ぺ
 ー
 ジ
を
見
よ
。
 

（
 
訊
 ）
プ
ラ
ト
ン
、
藤
沢
 令
夫
訳
 
「
国
家
」
 台
 プ
ラ
ト
ン
全
集
目
 u
 、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）
、
六
九
七
 
｜
 六
九
八
人
一
 ジ
 （
の
の
日
付
）
 

以
上
。
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八
 論
文
要
旨
 V
 
 本
稿
は
昔
世
界
か
ら
儀
礼
の
特
徴
を
描
く
の
 に
サ
 ウ
ソ
ド
ス
ケ
 
一
プ
の
 概
念
を
援
用
し
 、
昔
 
（
 
楽
 ）
が
極
め
て
 重
要
で
演
劇
的
性
格
 

を
も
つ
 ア
フ
 p
.
 カ
リ
ビ
ア
ン
・
カ
ル
ト
を
例
に
と
り
、
そ
れ
 を
 オ
ラ
ト
リ
オ
に
た
と
え
て
み
る
試
み
で
あ
る
。
カ
ル
ト
儀
礼
は
 一
つ
の
ミ
ク
ロ
 

コ
ス
モ
ス
を
形
成
し
、
ミ
ク
ロ
・
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
を
も
ち
、
 

そ
れ
を
包
摂
す
る
の
が
 マ
ク
 p
,
 コ
ス
モ
ス
で
、
そ
の
音
環
境
 を
 マ
ク
ロ
，
サ
ウ
 

ソ
 ド
ス
ケ
ー
プ
と
す
る
。
ま
た
儀
礼
と
昔
の
か
た
ち
は
密
接
な
関
 係
 が
あ
り
、
昔
の
定
型
性
と
非
定
型
性
は
儀
礼
の
そ
れ
ら
に
 対
 応
 す
る
。
 
、
、
、
ク
臣
 

と
％
 ク
 p
 の
区
分
は
相
対
的
な
も
の
だ
が
、
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
 プ
的
 視
点
は
、
非
楽
音
が
多
角
的
に
発
生
す
る
、
特
に
マ
ク
ロ
 ヘ
 積
極
的
に
働
ぎ
か
 

げ
 、
そ
の
音
を
取
り
込
み
う
る
非
定
型
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ソ
 ス
 
（
 
特
に
屋
外
路
上
儀
礼
）
の
分
析
に
は
有
効
で
あ
る
。
一
般
に
融
通
 性
 の
大
き
い
当
該
 

儀
礼
で
は
太
鼓
と
歌
が
顕
著
に
鳴
り
響
く
が
、
非
楽
音
や
歌
と
 連
続
し
 ぅ
る
 説
教
、
祈
り
な
ど
の
重
要
性
か
ら
、
太
鼓
と
声
が
主
 要
 な
音
源
か
っ
 
、
、
、
 

ク
 p
.
 

サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
核
と
な
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
 l
 ド
 V
 
 儀
礼
と
音
楽
、
ア
フ
 p
.
 

カ
リ
ビ
ア
ン
，
 

カ
 ル
ト
、
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
、
昔
、
太
鼓
、
 

歌
 、
 声
 、
オ
ラ
ト
 リ
オ
 

太
鼓
と
声
の
オ
ラ
ト
リ
 オ
 

ア
フ
 p
.
 

カ
リ
ビ
ア
ン
宗
教
儀
礼
の
理
解
 

へ
 の
一
 視
点
 

長 

島山 

佳 

子
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儀
礼
の
無
い
社
会
は
恐
ら
く
存
在
し
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
 に
 音
楽
が
付
随
し
な
い
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
い
だ
ろ
う
 。
主
役
、
脇
役
を
問
 

わ
ず
、
ま
た
背
景
や
観
衆
を
含
め
た
全
体
の
部
分
と
し
て
 、
音
楽
、
昔
は
儀
礼
全
体
に
密
接
に
関
係
す
る
。
そ
の
 
使
わ
れ
方
、
位
置
づ
 

げ
 、
役
割
、
機
能
、
内
容
、
構
成
、
他
の
道
具
だ
て
（
 例
 え
ば
踊
り
な
ど
の
身
体
動
作
）
と
の
関
連
、
効
果
、
意
 味
 づ
け
な
ど
に
 ょ
 り
、
 

音
楽
、
昔
は
儀
礼
パ
フ
ォ
ー
マ
ソ
 ス
 と
の
関
係
や
表
わ
れ
 方
に
 、
差
異
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
宗
教
も
音
楽
も
普
 遍
 的
に
文
化
の
重
要
な
 

側
面
で
あ
り
、
両
者
が
儀
礼
の
場
で
密
接
に
結
び
つ
い
て
 演
じ
ら
れ
て
い
る
な
ら
、
両
者
を
分
断
し
、
片
方
を
欠
 落
さ
せ
た
視
点
で
は
、
 

-
1
-
 

全
体
像
の
把
握
に
は
程
遠
い
。
日
本
で
は
知
ら
れ
た
音
楽
 人
類
学
者
 A
.
 メ
リ
ア
ム
 や
 、
 J
,
 ブ
ラ
ッ
キ
ン
グ
 ら
 の
 古
典
的
指
摘
を
侯
 つ
 

ま
で
も
な
く
、
人
間
行
動
の
理
解
の
た
め
に
も
、
我
々
は
 、
感
性
を
よ
り
鋭
く
研
ぎ
澄
ま
し
て
文
化
の
中
の
音
 、
 そ
し
て
儀
礼
の
音
も
聴
 

ぎ
 取
り
、
問
題
に
す
る
 べ
 ぎ
で
あ
る
。
 

-
,
-
 
そ
れ
は
多
く
の
 ヴ
 ブ
リ
ュ
ー
シ
，
 ン
 、
即
興
な
ど
の
可
動
変
数
を
含
み
な
 が
ら
も
、
 N
.
 マ
グ
ラ
 

ウ
ド
 も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
音
楽
は
言
語
な
ど
と
比
べ
る
 と
 大
差
を
生
ず
る
程
、
「
最
も
高
度
に
様
式
化
さ
れ
た
（
 
p
a
 

（
（
の
「
 

コ
の
 
d
 
）
文
化
活
動
 

 
 

ら
で
あ
る
。
 

儀
礼
と
音
楽
の
関
係
に
は
、
文
化
拘
束
的
な
側
面
も
あ
れ
 ば
 普
遍
的
な
側
面
も
あ
る
。
ま
た
儀
礼
 A
 に
対
し
て
 昔
 楽
 
㍉
 !
 あ
、
儀
礼
 

B
 に
対
し
て
音
楽
㍉
 I
b
,
 と
い
う
よ
 う
 に
 、
 必
ず
し
も
 一
対
一
的
で
明
瞭
な
、
あ
る
い
は
排
他
的
結
び
っ
 ぎ
 が
 あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
 

儀
礼
 A
 の
中
に
 b
"
 を
 採
用
し
、
そ
れ
を
 A
 に
相
応
し
く
 変
化
さ
せ
る
例
は
少
な
く
な
い
。
儀
礼
間
の
音
楽
の
選
 択
的
 借
用
、
相
互
影
響
 

そ
 そ
れ
ら
の
換
骨
奪
胎
を
含
め
て
の
変
容
 は
 比
較
的
 よ
 く
 見
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
各
儀
礼
に
固
有
の
音
楽
は
あ
る
 

、
 、
、
 

と
 主
張
さ
れ
、
か
つ
 宗
 

教
的
 ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
拠
り
所
と
結
び
つ
げ
ら
れ
て
 説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

1
 
 

は
じ
め
に
 

 
 



太鼓と 声の オラトリオ 

ノ
イ
ズ
 

-
7
-
 

し
声
 、
笑
い
声
、
そ
し
て
諸
々
の
 離
 騒
音
な
ど
を
全
て
積
 極
 的
に
含
め
た
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
（
の
 
0
 
目
井
 O
p
 
づ
の
 
）
 を
 視
野
に
入
れ
た
方
が
良
 

い
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
 い
 わ
ゆ
る
音
楽
も
極
め
 て
 重
要
だ
が
、
そ
の
他
の
未
組
織
の
音
の
総
体
で
あ
る
 非
楽
音
的
 昔
 環
境
も
 、
 

密
接
に
楽
音
と
関
連
す
る
部
分
が
大
き
く
、
儀
礼
全
体
の
 構
成
要
素
と
し
て
は
不
可
欠
の
存
在
と
な
っ
て
い
る
か
 ら
で
あ
る
。
サ
ウ
ソ
 ド
 

ス
ケ
ー
プ
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
そ
の
中
の
音
楽
も
意
義
 深
く
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
音
楽
と
「
 非
 」
音
楽
、
楽
土
 
日
 と
非
楽
音
と
の
密
接
 

な
 関
係
、
な
い
し
不
可
分
性
は
、
両
者
の
連
続
性
を
想
定
 さ
せ
る
。
完
全
に
切
断
不
可
能
な
連
続
体
を
構
成
し
て
 い
な
く
と
も
、
サ
ウ
ン
 

ド
ス
ケ
ー
プ
の
中
で
は
両
者
の
境
界
線
は
極
め
て
酸
味
 か
 つ
 可
動
的
で
、
時
に
ほ
融
合
し
な
が
ら
消
滅
し
て
し
ま
 5
 よ
う
な
性
格
の
も
の
 

と
し
て
存
在
す
る
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
音
現
象
は
 、
立
 
日
の
発
生
者
に
も
聴
衆
に
も
何
ら
か
の
意
味
を
与
え
、
 
ま
 た
 多
様
な
レ
ベ
ル
の
 解
 

釈
 
（
の
用
意
）
も
さ
せ
て
い
る
。
多
く
の
音
は
重
要
視
さ
 
ね
 、
い
か
な
る
昔
も
重
要
に
な
り
 ぅ
る
 。
そ
の
中
で
、
 あ
 る
 昔
や
昔
の
鎖
は
全
 

体
の
音
と
の
関
連
で
、
コ
ソ
テ
ク
ス
ト
に
即
し
て
、
つ
ま
 り
 サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
中
に
位
置
づ
げ
ら
れ
て
問
題
 に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
 

こ
こ
で
宗
教
 偲
礼
 を
一
つ
の
…
 ク
 p
.
 コ
ス
モ
ス
 と
担
 え
 、
あ
る
特
定
空
間
・
場
所
で
の
儀
礼
パ
フ
ォ
ー
マ
ソ
 ス
 に
 現
出
す
る
昔
の
総
 

体
を
き
ク
 p
.
 サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
と
し
、
そ
の
儀
礼
 パ
 フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
包
摂
す
る
特
定
地
域
社
会
・
文
化
の
立
 
円
環
境
で
あ
る
 マ
ク
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ホ
 ケ
ッ
ト
 /
 ホ
ケ
 ト
ゥ
ス
 
盆
 0
0
 
ガ
の
 
モ
 %
 。
 乙
 日
色
昔
、
叫
び
 声
 、
奇
声
、
合
の
手
、
手
拍
子
、
足
拍
子
、
そ
の
他
の
 身
体
部
位
の
打
昔
、
話
 

さ
れ
た
 昔
 世
界
と
し
て
の
「
音
楽
」
と
狭
義
に
 担
 え
な
く
 て
も
よ
い
。
む
し
ろ
 ポ
ゼ
シ
ョ
ソ
 
・
ト
ラ
ン
ス
を
導
入
 
す
る
 
一
 技
術
と
し
て
の
 

 
 

続
し
 

れ
一
 

ず
、
 

と
 

-
 
ノ
片
）
 

（
 
5
-
 

リ
ブ
海
鳥
 喚
 部
の
宗
教
に
は
、
一
大
伝
統
の
キ
リ
ス
ト
教
 や
 イ
ス
ラ
ム
教
の
よ
う
な
普
遍
宗
教
、
主
に
ア
フ
リ
カ
 里
 い
大
 系
の
間
で
存
 

て
 ぎ
た
様
々
な
カ
ル
ト
、
そ
し
て
カ
ル
ト
と
も
呼
べ
な
い
 よ
う
な
諸
信
仰
、
観
念
、
儀
礼
が
雑
多
に
入
り
混
じ
っ
 て
い
る
。
そ
の
ど
 

つ
と
し
て
、
音
楽
を
欠
落
さ
せ
て
い
る
も
の
は
な
い
。
 

特
 に
 ア
フ
ロ
・
カ
リ
ビ
ア
ン
諸
カ
ル
ト
は
 み
 Ⅰ
 
J
 も
 そ
 4
 も
 土
日
楽
打
 
淋
 し
で
は
始
ま
ら
 

ま
た
そ
の
欠
如
は
儀
礼
の
進
行
を
全
く
不
可
能
に
し
て
し
 ま
う
程
 、
非
常
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
 

こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
儀
礼
に
お
い
て
は
、
身
体
器
官
の
運
動
 /
 震
動
と
し
て
の
声
 や
 、
身
体
以
外
の
楽
器
に
 よ
 る
 昔
 は
 、
楽
音
で
組
織
 



p
.
 サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
と
区
別
し
ょ
う
。
た
だ
し
 ミ
ク
 口
と
 マ
ク
ロ
の
区
分
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
 

，
ふ
 ロ
 ・
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
 

ブ
に
 は
ミ
ク
ロ
・
コ
ス
モ
ス
が
、
マ
ク
 p
,
 

サ
ウ
ン
ド
ス
 

ケ
ー
プ
に
は
マ
ク
ロ
・
コ
ス
モ
ス
が
 、
 音
と
し
て
凝
縮
 さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
 

マ
ク
 p
.
 

サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
 

l
 プ
の
中
に
ミ
ク
ロ
・
サ
ウ
ン
 ド
ス
ケ
ー
プ
が
包
摂
さ
れ
、
両
者
は
幾
っ
か
の
特
徴
を
共
 有
す
る
も
の
と
す
 

る
 。
 ヵ
 リ
ブ
 海
 地
域
で
は
、
静
寂
や
沈
黙
 よ
 り
昔
の
多
角
 的
 発
生
、
充
満
、
豊
穣
性
が
顕
著
で
あ
る
。
そ
こ
に
 ュ
 不
 ル
ギ
ッ
シ
 
ヱ
 な
 カ
 が
 

溢
れ
、
そ
れ
は
ょ
り
重
視
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
 て
ク
 p
.
 サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
み
な
ら
ず
 ミ
ク
 p
.
 

サ
ウ
 

ン
ド
ス
ケ
 l
 プ
に
も
 共
 

通
す
る
と
言
っ
て
よ
い
。
 

本
稿
で
は
ア
フ
ロ
・
カ
リ
ビ
ア
 ソ
 ・
カ
ル
ト
儀
礼
を
例
に
 
と
り
、
 ，
 ネ
ロ
・
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
与
か
ら
、
、
 方
ヲ
，
 
コ
ス
モ
ス
を
見
、
 
ミ
 

ク
 p
.
 コ
ス
モ
ス
と
し
て
の
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
を
的
確
 に 聴
き
取
る
こ
と
で
、
儀
礼
の
特
徴
を
よ
り
深
く
理
解
 し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
 

@
8
-
 

あ
る
。
そ
れ
に
 よ
 り
、
非
楽
音
が
頻
出
す
る
、
 

い
 わ
ゆ
る
 厳
格
で
整
備
さ
れ
た
典
礼
音
楽
か
ら
か
け
離
れ
た
儀
礼
 の
音
楽
で
ほ
 、
昔
 そ
の
 

ノ
イ
ズ
 

も
の
が
重
要
性
を
も
ち
、
こ
れ
ま
で
は
軽
視
さ
れ
雑
駁
 立
 
日
 扱
い
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
様
々
な
音
環
境
に
生
命
の
息
吹
 き
を
与
え
る
こ
と
の
 意
 

義
 、
つ
ま
り
 サ
 ウ
ソ
ド
ス
ケ
 
一
ブ
的
 視
点
の
有
効
性
を
提
 出
す
る
。
ま
た
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
で
は
そ
の
場
に
存
 在
す
る
全
て
の
音
を
含
 

む
こ
と
が
で
き
る
が
、
瞬
間
 Ⅱ
生
起
し
消
滅
す
る
昔
の
 

ノ
 

連
鎖
を
、
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
も
聴
き
取
る
こ
と
も
で
 き
 る
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
 

で
 筆
者
は
カ
ル
ト
儀
礼
を
演
劇
的
構
造
を
も
つ
も
の
と
し
 て
担
 え
ろ
が
、
そ
れ
は
 サ
ウ
 ソ
ド
ス
ケ
ー
プ
的
視
点
と
 も
 か
み
ム
ロ
 
5
 も
の
で
あ
 

る
 。
そ
こ
で
そ
れ
を
音
楽
、
昔
で
綴
ら
れ
、
主
に
聖
書
に
 題
材
を
と
る
宗
教
音
楽
劇
オ
ラ
ト
リ
オ
（
 o
r
a
 

（
 
o
 
ユ
 0
 
）
に
 
た
と
え
る
こ
と
を
試
み
 

た
い
。
次
節
で
当
該
カ
ル
ト
儀
礼
と
そ
の
音
世
界
に
つ
い
 て
 、
全
体
的
状
況
及
び
特
徴
を
見
る
の
に
ス
ペ
ク
ト
ル
 ・
モ
デ
ル
と
定
型
・
 
非
 

定
型
の
類
型
化
を
組
み
合
わ
せ
、
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
的
 視
点
の
有
効
性
を
指
摘
し
、
Ⅲ
節
で
は
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
 一
プ
で
 見
た
カ
ル
ト
 
儀
 

礼
を
、
そ
の
特
徴
が
よ
く
抱
え
ら
れ
る
路
上
パ
フ
ォ
ー
 マ
 ソ
ス
 で
例
示
し
、
最
後
に
オ
ラ
ト
リ
オ
と
し
て
の
要
素
 を
具
体
的
に
指
摘
し
て
 

カ
ル
ト
儀
礼
を
検
討
し
、
こ
の
た
と
え
の
妥
当
性
を
示
す
 こ
と
に
す
る
。
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太鼓と声のオラトリオ 

プ
 ー
ド
 ゥ
、
サ
ソ
 テ
リ
ア
、
シ
ヤ
ン
ゴ
 ク
、
ケ
レ
 、
ス
ピ
 リ
 チ
ュ
ア
ル
・
バ
プ
テ
ス
ト
、
 ク
 ミ
ナ
、
コ
ン
ヴ
ィ
ン
 ス
 ャ
パ
 コ
マ
ニ
ア
、
 

シ
オ
ン
復
興
派
な
ど
の
 り
 ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
リ
ズ
ム
、
新
宗
教
 の
 ラ
ス
タ
フ
ァ
リ
運
動
・
・
・
…
こ
れ
ら
は
新
大
陸
へ
奴
隷
 

と
し
て
強
制
連
行
さ
れ
 

た
ァ
ブ
リ
ヵ
 黒
人
の
宗
教
と
そ
れ
ら
の
間
で
の
 混
 融
合
を
 母
胎
と
し
、
他
方
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
も
た
ら
し
た
 ギ
 リ
ス
ト
教
の
影
響
を
多
 

か
れ
少
な
か
れ
受
 け
 、
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ッ
ク
に
形
成
さ
れ
 た
 、
こ
の
地
域
の
住
民
を
代
表
す
る
黒
人
系
の
民
衆
 宗
 教
 、
ア
フ
ロ
，
カ
リ
ビ
 

ア
ン
・
カ
ル
ト
の
代
表
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
儀
礼
の
特
徴
 の
 一
つ
は
、
幾
つ
か
の
例
外
を
除
く
と
、
 ポ
ゼ
シ
ョ
ソ
 
ト
ラ
ン
ス
に
よ
る
 至
 

高
神
や
諸
神
霊
と
の
交
流
で
あ
る
。
そ
れ
は
儀
礼
の
唯
一
 0
 目
的
で
は
な
い
が
、
頻
繁
に
求
め
ら
れ
、
そ
の
た
め
 に
儀
礼
が
執
行
さ
れ
る
 

と
旨
 
ロ
 っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
ト
ラ
ン
ス
に
よ
る
神
秘
的
 合
一
経
験
は
非
常
に
重
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
 あ
る
様
式
化
さ
れ
た
 昔
 

（
 
楽
 ）
や
運
動
を
積
極
的
に
準
備
し
、
そ
の
技
巧
の
開
発
 、
習
熟
、
操
作
の
修
練
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
音
 と
 動
ぎ
 、
音
楽
と
踊
り
は
 相
 

互
 依
存
的
か
っ
補
完
的
で
、
緊
密
な
相
互
交
渉
が
見
ら
れ
 る
 。
 

-
9
-
 

こ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
組
織
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
カ
ル
ト
の
 種
類
も
、
ま
た
カ
ル
ト
内
の
ヴ
ァ
リ
 ヱ
 ー
シ
ョ
 ソ
 も
 多
 様
で
数
も
多
い
。
 パ
 

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
ご
と
に
 メ
ソ
 バ
ー
も
違
い
 う
 る
が
、
一
般
 に
 各
儀
礼
集
団
が
独
立
的
な
単
位
と
な
っ
て
い
る
。
 カ
 ル
ト
以
外
の
宗
教
も
含
 

-
 
㎎
 @
 

め
て
ほ
ぼ
妥
当
す
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
が
別
個
 に
 存
在
し
つ
つ
も
、
モ
デ
ル
と
し
て
ほ
「
ア
フ
ン
 ヵ
 （
 
民
族
宗
教
）
の
力
」
と
 

@
 
Ⅱ
 -
 

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
キ
リ
ス
ト
教
）
の
力
」
を
両
極
と
す
る
 
ス
ペ
ク
ト
ル
を
想
定
し
 、
 各
の
要
素
の
濃
度
に
応
じ
て
、
 現
実
の
カ
ル
ト
集
団
 

及
び
そ
の
ヴ
ァ
リ
 エ
 ー
シ
，
 ン
 が
そ
の
上
を
並
ぶ
と
考
え
 よ
 う
 。
ま
た
そ
れ
ら
の
教
義
、
組
織
性
（
 度
 ）
、
儀
礼
 ハ
 フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
 右
 

様
 と
い
っ
た
か
た
ち
を
見
る
と
、
そ
の
制
度
化
、
整
備
 状
 況
か
ら
、
非
定
型
の
も
の
か
ら
定
型
の
も
の
ま
で
や
 は
 リ
 ス
ペ
ク
ト
ル
を
想
定
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Ⅱ
ア
フ
ロ
・
カ
リ
ビ
ア
ン
・
カ
ル
ト
儀
礼
と
土
 
目
 丹
土
 
ヰ
井
 



た め 示 ヘ プ で た 速 ヵ 

ア
ソ
グ
 
@
 カ
ソ
 

あ
る
。
そ
の
音
楽
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
 

教
会
員
の
大
部
分
は
ラ
ス
タ
フ
ァ
リ
ア
ン
と
自
認
す
る
）
 

ま
れ
る
こ
と
が
多
い
 ヱ
 チ
オ
ピ
 ァ
 正
統
教
会
（
教
会
当
局
 

ト
 ソ
ッ
ク
な
い
し
英
国
教
会
で
見
ら
れ
る
。
カ
ル
ト
音
楽
 

 
 

決
め
ら
れ
て
い
る
。
定
型
的
な
も
の
は
典
礼
音
楽
と
も
 

は
あ
く
ま
で
も
「
正
統
派
キ
リ
ス
ト
教
」
と
主
張
す
る
 

の
中
で
最
も
定
型
的
な
も
の
は
、
ラ
ス
タ
フ
ァ
リ
運
動
 

の
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
の
礼
拝
は
厳
格
な
規
則
に
 則
 が

 、
信
者
、
受
洗
 し
 

ゆ
 ば
れ
、
厳
格
性
、
 

の
 一
部
と
し
て
組
み
 

っ
た
 厳
か
な
典
礼
式
 

ロ
グ
ラ
ム
化
、
楽
譜
化
と
そ
れ
に
則
っ
た
実
演
、
調
和
、
 

壮
 厳
さ
、
 離
 騒
音
の
禁
止
、
静
寂
の
要
求
、
ミ
ク
 p
.
 サ
 ウ
ソ
ド
ス
ケ
 
l
 プ
 

0
 集
中
、
マ
ク
ロ
・
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
制
限
な
い
し
 遮
断
、
そ
し
て
音
楽
性
、
楽
音
構
成
に
よ
る
秩
序
の
尊
 重
 と
い
っ
た
特
徴
を
 

す
 。
楽
器
の
種
類
、
演
奏
法
や
形
態
、
歌
声
の
質
、
唱
法
 

、
こ
れ
ら
が
 プ
 p
 グ
ラ
ム
の
ど
こ
で
、
い
っ
、
ど
の
 
よ
う
 に
 実
演
さ
れ
る
か
 予
 

決
め
ら
れ
て
い
る
と
舌
口
っ
て
よ
い
。
従
っ
て
即
興
は
奨
励
 

さ
れ
な
い
ど
こ
ろ
か
極
め
て
制
限
さ
れ
、
禁
止
さ
れ
て
 い
る
こ
と
も
あ
る
。
 

だ
し
カ
ル
ト
 
昔
 
（
 
楽
 ）
の
場
合
は
、
比
較
的
融
通
性
も
あ
 り
 、
若
干
の
即
興
は
聴
か
れ
、
ま
た
そ
れ
が
成
功
す
る
 と
 評
価
さ
れ
る
と
 ぃ
 

る
 。
そ
れ
は
い
つ
し
か
 昔
 
（
 
楽
 ）
で
始
ま
り
、
 昔
 
（
 
楽
 ）
 で
 導
か
れ
、
 昔
 

を
 聴
き
取
り
、
そ
こ
に
様
々
な
意
味
を
付
与
し
、
象
徴
的
 解
釈
を
行
な
 う
 。
 

つ
け
も
昔
で
さ
れ
た
り
す
る
。
他
方
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
的
 
で
 定
型
的
音
楽
 （

 楽
 ）
を
そ
の
場
で
創
 り
 奏
で
つ
つ
、
そ
の
中
に
 メ
 "
 セ
 I
.
 
@
@
 

ノ
 

そ
し
て
し
ば
し
ば
 青
 
（
 楽
 ）
で
終
結
へ
導
か
れ
、
終
止
の
印
 
印
 

カ
テ
ド
サ
ル
 

（
 パ
 フ
ォ
ー
マ
ソ
 
ス
 ）
の
典
型
例
は
、
大
聖
堂
で
の
 p
 一
 
マ
 ・
 

-
 
㎎
）
 

（
 
2
-
 

l
.
l
 

こ
の
ス
ペ
ク
ト
ル
・
モ
デ
ル
は
、
や
は
り
カ
ル
ト
以
外
の
 宗
教
も
含
め
、
そ
の
儀
礼
の
音
（
 楽
 ）
に
も
当
て
は
め
 る
こ
と
が
で
き
る
。
 

-
 
Ⅱ
 -
 

「
ア
フ
リ
カ
」
的
で
非
定
型
的
音
楽
（
パ
フ
ォ
 

一
 マ
ン
ス
 
）
の
典
型
例
は
、
ラ
ス
タ
フ
ァ
リ
運
動
の
小
規
模
な
 テ
ィ
 
ヤ
ビ
ソ
ギ
 で
見
ら
れ
 

で
き
る
。
非
定
型
的
儀
礼
は
融
通
性
、
自
由
、
即
興
性
を
 、
定
型
的
儀
礼
は
厳
格
（
 密
 ）
 性
 、
拘
束
性
、
典
礼
性
 を
 特
徴
と
し
、
そ
れ
ら
 

0
 度
ム
ロ
の
複
合
的
形
態
に
合
わ
せ
て
 
ス
 ペ
グ
ト
ル
上
に
 ま
び
ぅ
る
 。
例
外
も
少
な
く
な
い
が
、
単
純
化
す
る
と
「
 ア
フ
リ
カ
」
と
 非
定
 

型
 、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
定
型
の
両
極
は
重
な
る
こ
と
が
 多
い
。
こ
れ
ら
の
特
徴
的
性
質
は
、
そ
の
現
象
的
実
態
 を
 表
わ
す
と
同
時
に
 、
 

規
範
と
し
て
も
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
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、
ナ
 
な
ど
の
儀
礼
の
一
部
で
排
除
を
要
求
す
る
ほ
か
は
、
 そ
 れ
が
混
在
す
る
の
が
当
然
 

 
 

ぅ
 
で
あ
り
、
自
然
で
あ
る
。
そ
の
た
め
例
外
は
あ
る
も
 の
の
、
 

そ
 れ

は
環
境
昔
を
除
外
し
な
い
 

 
 

ゆ
 
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
非
定
型
の
儀
礼
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
 ス
 で
も
、
い
く
ら
自
由
と
は
い
え
、
自
ら
奏
で
る
 昔
世
 界
 、
ミ
ク
 

p
.
 

サ
ウ
ン
ド
ス
 

ぬ
 
ケ
ー
プ
を
最
重
要
視
し
、
そ
れ
に
集
中
は
し
て
い
る
 。
定
型
的
典
礼
音
楽
で
は
、
楽
音
の
尊
重
、
音
楽
性
 へ
 の
 高
 い
 評
価
が
見
ら
れ
（
 実
 

大
滝
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
）
 、
，
、
ク
 
p
.
 

サ
ウ
ン
 

ド
ス
ケ
ー
プ
は
厳
密
な
意
味
で
の
音
楽
を
中
心
に
構
成
さ
 れ
て
い
る
。
つ
ま
り
 て
ク
 
61@ (61) 

う
 相
違
は
あ
る
。
 

一
方
非
定
型
的
な
も
の
で
は
、
あ
る
場
面
で
は
あ
る
種
の
 
厳
格
（
 密
 ）
性
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
概
し
て
融
通
性
や
 柔
軟
性
が
広
く
見
 

ら
れ
る
。
全
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ソ
 ス
 の
流
れ
が
シ
ナ
リ
 
オ
 と
し
て
備
わ
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
 小
テ
 ィ
 ヤ
 ビ
シ
 ギ
で
は
全
く
自
由
 

で
、
そ
の
時
そ
の
場
で
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
り
つ
つ
演
じ
る
 、
あ
る
い
は
一
連
の
自
由
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
結
果
、
 そ
こ
に
あ
ら
筋
を
見
 

て
 取
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
っ
た
不
定
型
性
を
示
す
も
 の
も
あ
る
。
楽
譜
な
ど
全
く
存
在
し
な
い
が
、
楽
譜
 無
 し
の
讃
美
歌
集
を
用
い
 

る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
部
分
的
に
定
型
化
さ
れ
 て
は
い
る
。
昔
の
 メ
 p
 デ
ィ
、
リ
ズ
ム
、
歌
詞
、
お
よ
そ
 の
テ
ソ
ポ
 は
蒔
で
ハ
 
ス
 

身
体
（
筋
肉
）
に
歴
史
的
に
深
く
刻
み
込
ま
れ
て
ぎ
た
の
 で
、
年
長
者
の
記
憶
に
頼
る
こ
と
に
な
る
。
代
々
継
承
 さ
れ
て
く
る
間
に
様
々
 

の
 改
変
も
あ
っ
た
が
、
基
本
型
は
ほ
と
ん
ど
変
更
な
く
 踏
 聾
 さ
れ
て
き
た
と
 見
徴
 さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
 肉
 体
 と
心
象
に
記
憶
さ
れ
 

た
 昔
を
再
演
し
つ
つ
、
現
在
性
を
盛
り
込
ん
で
ゆ
く
。
 調
 和
も
楽
器
 昔
 同
士
、
歌
声
同
士
、
楽
器
 昔
 と
歌
声
の
間
 で
 尊
重
さ
れ
る
。
典
礼
 

音
楽
の
響
き
を
典
型
的
に
表
わ
す
か
の
よ
う
な
パ
イ
プ
 
オ
ル
ガ
ン
、
オ
ル
ガ
ン
、
ピ
ア
ノ
、
 チ
ヱ
ソ
 バ
ロ
 と
い
 っ
た
 鍵
盤
楽
器
や
 べ
 

ル
 ・
 カ
ソ
ト
 の
讃
美
の
歌
声
の
調
和
に
よ
っ
て
か
も
し
 出
 さ
れ
る
 壮
 厳
さ
、
 壮
 重
さ
は
聞
こ
え
な
い
。
太
鼓
を
中
 心
と
す
る
マ
ラ
カ
ス
 他
 

0
 打
楽
器
や
、
裏
声
も
使
 う
 が
む
し
ろ
地
声
に
近
い
歌
声
 で
 奏
で
る
 昔
 世
界
は
、
西
洋
音
楽
に
馴
化
し
た
耳
に
ほ
 「
 
壮
厳
 」
と
は
響
か
な
 

い
 。
し
か
し
彼
ら
に
と
っ
て
は
太
鼓
の
音
 と
ソ
ズ
ム
 は
 聖
 な
る
 昔
と
 リ
ズ
ム
で
あ
り
、
ま
さ
に
神
霊
の
声
と
さ
え
 響
く
も
の
で
あ
る
。
 



p
,
 サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
を
切
断
し
、
排
除
す
る
こ
と
で
 、
、
、
ク
 

p
.
 サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
に
浸
る
こ
と
を
求
め
る
。
 そ
し
て
そ
の
音
は
鑑
 

賞
 に
耐
え
う
る
音
楽
性
を
要
求
さ
れ
る
が
、
非
定
型
の
も
 の
は
非
楽
音
も
頻
出
し
、
音
楽
性
の
み
が
評
価
さ
れ
る
 わ
 げ
で
は
な
い
。
儀
礼
 

の
 進
行
を
妨
害
す
る
 離
 騒
音
は
制
限
な
い
し
排
除
さ
れ
る
 が
 、
一
般
的
に
は
そ
れ
ら
の
中
で
 儀
 札
は
開
始
さ
れ
、
 そ
 れ
ら
日
常
昔
は
延
長
 

さ
れ
て
入
り
込
む
。
 

様
々
な
自
然
環
境
土
日
や
人
工
昔
は
マ
ク
ロ
・
サ
ウ
ソ
ド
ス
 
ケ
 l
 プ
と
し
て
存
在
す
る
が
、
 シ
 ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
リ
ス
ト
 の
 路
上
パ
フ
ォ
ー
 マ
 

ソ
ス
 に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
 う
 に
、
周
囲
を
取
り
囲
む
 人
垣
に
積
極
的
に
働
き
か
け
、
彼
ら
の
反
応
を
奨
励
 し
 促
し
た
り
す
る
こ
と
 

で
、
ミ
ク
 p
.
 サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
と
 て
ク
 p
.
 サ
ウ
ン
 ド
ス
ケ
ー
プ
の
交
流
を
活
か
す
も
の
も
あ
る
。
 ，
、
ク
 
p
 0
 世
界
で
閉
じ
ず
 て
ク
 

p
 の
方
へ
開
放
し
、
そ
の
 サ
ウ
 ソ
ド
ス
ケ
ー
プ
を
巻
き
込
 む
こ
と
で
 パ
 フ
ォ
ー
マ
ソ
 ス
 を
活
性
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
 。
両
者
の
相
互
交
渉
 

が
 パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
仕
掛
け
と
し
て
常
備
さ
れ
て
い
る
 と
 見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
無
論
、
定
型
的
な
も
の
で
も
 開
放
さ
れ
て
い
る
が
、
 

シ
ナ
リ
オ
に
は
組
込
ま
れ
て
い
な
い
た
め
、
構
造
的
に
 て
 ク
ロ
・
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
と
の
交
歓
は
制
限
さ
れ
て
 い
る
こ
と
に
な
る
。
 そ
 

の
点
、
ギ
リ
ス
ト
教
の
民
衆
的
セ
ク
ト
の
諸
集
会
、
特
に
 屋
外
の
 り
 ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
ル
伝
道
集
会
な
ど
は
、
非
定
型
 に
 近
い
構
造
を
も
ち
、
 

信
者
以
外
の
不
特
定
多
数
に
も
参
加
を
呼
び
か
け
 ろ
 の
で
 、
マ
ク
 p
.
 サ
ウ
ソ
ド
ス
ケ
ー
プ
は
反
応
を
招
来
さ
れ
 、
活
発
な
交
流
を
期
待
 

さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
ミ
ク
ロ
と
マ
ク
ロ
の
呼
応
関
係
を
 内
蔵
し
た
非
定
型
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
 は
、
 官
と
 即
 異
性
が
要
求
さ
れ
、
 そ
 

の
音
表
現
が
頻
出
す
る
こ
と
を
許
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
 一
見
閉
鎖
的
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
 う
 に
見
え
る
儀
礼
に
 お
い
て
も
然
り
で
あ
 

る
 。
 

ポ
 定
型
的
カ
ル
ト
儀
礼
で
最
も
 よ
く
 使
わ
れ
る
肝
要
な
 楽
 器
は
太
鼓
を
中
心
と
し
た
打
楽
器
と
声
で
あ
り
、
こ
れ
 ら
は
象
徴
的
に
も
 非
 

常
に
重
要
で
あ
る
。
鍵
盤
楽
器
や
弦
楽
器
が
こ
の
地
域
で
 は
 象
徴
的
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
な
い
し
西
洋
を
表
わ
す
 の
に
対
し
、
打
楽
器
は
 

「
ア
フ
リ
カ
」
を
象
徴
す
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
カ
リ
 
ブ
海
 社
会
の
マ
ク
ロ
・
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
は
 、
 レ
ゲ
 エ
 、
カ
リ
プ
ソ
、
ル
ン
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以
上
概
括
し
た
 
よ
う
 に
、
儀
礼
の
か
た
ち
と
そ
の
音
の
か
 

た
ち
、
各
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
 

表
 わ
れ
方
に
は
密
接
な
 
相
関
関
係
が
あ
る
。
 

、
、
 

以
 p
.
 コ
ス
モ
ス
が
閉
鎖
的
で
定
型
的
な
ら
、
そ
の
、
、
、
 

ク
ロ
・
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
ブ
も
閉
鎖
性
、
定
型
性
を
示
 

し
 、
ま
た
そ
の
逆
も
真
 

け
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
で
…
 
ク
 p
.
 サ
ウ
ン
ド
ス
 

ケ
ー
プ
の
有
様
を
把
握
す
る
こ
と
に
 

ょ
 り
、
…
 ク
 p
,
 コ
ス
モ
ス
の
特
徴
も
抽
出
す
 

 
 

わ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
だ
ミ
ク
ロ
は
 
っ
ク
 口
の
中
に
包
摂
さ
れ
、
マ
ク
ロ
と
同
質
的
な
表
現
も
と
 

る
が
、
そ
の
表
現
形
、
様
式
 

ゆ
性
 、
意
味
や
象
徴
や
解
釈
に
は
自
ず
か
ら
差
異
が
出
 

て
く
る
。
し
か
し
ミ
ク
ロ
だ
け
で
完
全
に
閉
じ
た
世
界
 

は
 作
れ
る
は
ず
も
な
く
、
 
何
 

ぬ
 
ら
か
の
マ
ク
ロ
と
の
交
流
を
本
質
的
に
抱
え
込
ん
で
 

い
る
。
し
か
も
ミ
ク
ロ
と
マ
ク
ロ
の
境
界
は
前
述
の
と
 

お
り
相
対
的
で
流
動
的
で
あ
 

太
り
、
マ
ク
ロ
の
日
常
性
を
ミ
ク
ロ
は
常
に
引
き
ず
り
 

込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
 

は
 …
ク
ロ
 と
マ
 ク
ロ
 の
決
定
的
差
異
は
何
か
 

9
 社
会
化
、
伝
授
 法
 、
象
徴
作
用
な
ど
に
至
る
ま
で
細
か
 な
 慣
行
と
考
え
方
が
見
ら
れ
る
。
 

非
定
型
的
 昔
 パ
フ
ォ
 一
 マ
ン
ス
で
は
、
厳
密
に
定
め
ら
れ
 プ
ロ
グ
ラ
ム
化
さ
れ
た
シ
ナ
リ
オ
は
存
在
し
な
い
。
 し
 か
し
全
く
の
白
紙
に
 

ぼ
ぎ
 勝
手
に
昔
を
塗
り
つ
ぶ
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ほ
 と
ん
ど
は
大
ま
か
な
デ
ッ
サ
 ソ
 の
あ
ら
筋
に
従
っ
て
 昔
 世
界
も
展
開
す
る
。
 た
 

だ
 定
型
の
も
の
よ
り
は
柔
軟
性
が
高
く
、
即
興
は
多
く
 歓
 由
 
地
十
づ
み
 

仙
 
、
ミ
ク
 

p
.
 

サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
し
し
マ
ク
ロ
 

サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
 

交
錯
を
含
め
た
全
体
的
構
図
を
聴
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
  
 

オ
ル
ガ
ン
は
キ
リ
ス
ト
教
の
正
統
派
集
会
を
、
ギ
タ
ー
も
 顕
著
に
響
け
ば
 ぺ
 ン
テ
コ
ス
テ
系
の
集
会
、
と
い
う
 判
 別
も
多
く
可
能
と
な
る
 

-
 
ぬ
 @
 

の
で
あ
る
。
ま
た
楽
器
の
種
類
、
奏
法
も
カ
ル
ト
ご
と
に
 決
ま
っ
て
お
り
、
特
に
太
鼓
に
つ
い
て
ほ
固
有
名
詞
も
 付
 げ
ら
れ
、
製
作
法
 か
 

 
 

的
な
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
が
示
す
よ
う
に
、
ま
さ
に
「
 

ョ
｜
 
ロ
ッ
パ
の
 

メ
ロ
 
ミ
ノ
 

ィ
、
 

@
 
け
 
-
 

ア
フ
リ
カ
の
 

ソ
 ズ
ム
」
が
様
々
に
 

混
 融
合
し
た
も
の
が
 

主
 流
だ
が
、
雑
多
な
音
世
界
で
太
鼓
が
打
ち
叩
か
れ
れ
ば
 

「
ア
フ
ロ
・
カ
リ
ビ
ア
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共
時
 的
に
聴
き
取
り
、
音
楽
以
外
の
音
世
界
の
ダ
 イ
ナ
，
 、
ズ
ム
 
を
あ
り
の
ま
ま
に
、
生
き
生
き
と
抱
え
、
全
体
像
 を
よ
り
明
確
に
浮
彫
り
 

に
す
る
に
は
、
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
的
視
野
が
最
も
有
効
 な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

に
も
反
映
す
る
と
 考
 

し
か
し
サ
ウ
ン
ド
 

テ
ィ
ン
 グ
 と
し
て
あ
 

ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
に
 

じ
ら
れ
、
再
び
 マ
ク
 

始
 、
昔
で
導
か
れ
て
 

筆
者
が
強
調
し
た
い
 

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
 

で
う
ま
く
聴
き
取
れ
 

ス
ケ
ー
プ
と
し
て
 耳
 

く
 程
、
マ
ク
 p
.
 サ
 

し
て
い
る
、
つ
ま
り
 

っ
た
 無
秩
序
な
い
し
 え

ら
れ
る
。
 

ス
ケ
ー
プ
の
展
開
は
、
主
観
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
と
い
 ぅ の
で
は
な
い
 0
 マ
ク
 

p
.
 

サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
 

l
 プ
が
 セ
  
 

り
 、
あ
る
昔
、
当
該
カ
ル
ト
儀
礼
に
お
い
て
ほ
多
く
太
鼓
 の
音
が
 マ
ク
 p
.
 

コ
ス
モ
ス
を
突
き
破
り
、
ミ
ク
ロ
 づ
ナ
 

よ
る
ミ
ク
ロ
・
コ
ス
モ
ス
の
登
場
と
な
る
。
そ
し
て
あ
る
 昔
 
（
こ
れ
も
し
ば
し
ば
大
鼓
に
 
よ
 る
が
）
に
 ょ
 9
 幕
が
 閉
 

ロ
 の
音
情
景
の
拡
大
と
な
る
。
こ
の
音
世
界
の
移
行
、
 

そ
 れ
に
伴
 う
 コ
ス
モ
ス
の
移
行
を
示
す
の
が
昔
で
あ
 
労
、
 

@
9
-
 終
 

い
る
と
い
う
昔
の
重
要
性
は
、
当
事
者
に
も
部
外
者
に
も
 明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
 で
，
 

の
は
、
単
に
昔
の
重
要
性
の
こ
と
で
は
な
く
、
 

サ
ウ
 ソ
 ド
 ス
ケ
 l
 プ
と
し
て
 抱
 え
 ろ
 必
要
性
、
あ
る
い
は
有
効
性
 の
 

で
 本
節
で
例
示
し
た
定
型
 /
 非
定
型
の
区
別
が
必
要
と
な
 る
 。
定
型
的
な
も
の
で
は
、
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
的
 視
 点
 ，
 
・
 

る
 非
楽
音
の
数
々
は
ほ
と
ん
ど
有
効
に
表
出
さ
れ
る
余
地
 の
な
い
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
つ
ま
り
サ
ウ
ン
 ド
 

を
 傾
げ
な
く
と
も
、
音
楽
や
儀
礼
的
音
と
し
て
聴
け
ば
 ょ
 い
の
で
あ
る
。
し
か
し
非
定
型
の
も
の
に
近
づ
げ
ば
 近
 つ
 

サ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
に
対
し
て
も
開
放
的
で
あ
る
の
み
な
ら
 ず
 、
む
し
ろ
積
極
的
に
訴
え
か
け
、
晋
に
 よ
 る
反
応
を
 欲
 

、
、
 

、
ク
ロ
と
％
ク
フ
の
呼
応
形
式
を
展
開
す
る
こ
と
が
期
待
 

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
 
ょ
う
 な
場
合
、
あ
る
い
は
祝
祭
 と
 い
 

カ
オ
ス
 

混
沌
的
状
況
が
大
き
く
展
開
す
る
 場
 0
 ロ
、
多
角
的
に
頻
出
 す
る
 /
 し
ぅ
る
 非
楽
音
を
 プ
 p
 セ
ス
 と
し
て
、
あ
る
い
 
や
ま
 

で 識 と 

象 レ い 

徴 べ う 

約ルと にの " 
餌 差 そ 
釈 典 の 
す と 昔 
る い や 
学 う リ 

び こ ズ 
方 と ム 
と に 表 
そ も 現 
の な の 

習 ろ 質 

熱度約ニ ラ 。 左 
に 一 具 

ょ っ そ 
つ め れ 

て昔自 、 は 体 
多 い と 

様 か い 

な よ う 

昔 う よ 

の に り 

意 も は 
味 響   

世界 ぎそ 、 の 
ガ ;  聴 差 
展 こ 異 
聞 え を 
し る 明 
" の 瞭 

所 だ に 

  
サ そ す 
ゥ れ る 
ン を 感 

  
ケ の 主 
@ コ 体 
プ ソ 的 

の セ 聴 
聴 ソ 覚 
き サ と 

ガ ス 認 
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と
し
て
内
部
へ
収
束
し
、
ミ
ク
 
p
.
 

サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
 

も
基
本
的
に
は
内
部
で
奏
で
ら
れ
、
反
響
す
る
。
建
物
 

の
 出
入
口
や
窓
は
開
放
 

さ
れ
、
マ
ク
 

p
.
 

コ
ス
モ
ス
に
昔
は
漏
れ
る
が
、
そ
れ
は
 

%
 極
 的
流
出
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
の
開
け
放
た
れ
 

た
 境
界
領
域
に
、
好
奇
心
 

に
 満
ち
た
 て
ク
 p
.
 

コ
ス
モ
ス
の
面
々
が
並
ぶ
が
、
ミ
ク
 

口
 ・
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
が
マ
ク
ロ
 

ヘ
 放
射
さ
れ
る
べ
く
 
展
開
す
る
性
格
を
も
 

た
ぬ
以
上
、
マ
ク
 
p
 か
ら
の
音
反
応
も
活
発
に
な
り
え
な
 

い
 。
単
に
互
い
に
言
葉
を
か
げ
な
が
ら
突
っ
 

ぎ
 合
 う
子
 供
 た
ち
、
世
間
話
や
儀
 

札
 パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
 
や
 メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
の
 
噂
や
コ
メ
 ン
ト
 を
交
換
す
る
面
々
、
あ
る
い
は
リ
ズ
ム
に
 

ム
ロ
わ
せ
 
て
 窓
辺
や
出
入
口
の
脇
 

を
 手
指
で
叩
い
た
り
、
知
っ
て
い
る
メ
ロ
デ
ィ
を
少
し
 

口
 ず
さ
ん
だ
り
す
る
程
度
で
あ
る
。
ミ
ク
ロ
・
コ
ス
モ
ス
 

の
中
の
演
者
は
そ
の
 
サ
 

ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
に
浸
り
、
マ
ク
ロ
の
音
は
は
と
ん
ど
 

聞
 こ
え
な
い
か
、
聞
こ
え
て
も
重
要
視
し
な
い
。
こ
こ
で
 

ほ
 ミ
ク
ロ
と
 て
 ク
戸
 は
 

 
 

ゥ
 ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
音
を
聞
い
て
、
そ
の
儀
礼
が
執
り
 

行
 な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
 
知
 

 
 

わ
る
く
ら
い
で
あ
り
、
さ
は
ど
積
極
的
意
味
は
な
い
。
 

 
 

の
 建
物
を
必
要
と
は
し
な
い
。
む
し
ろ
屋
外
な
い
し
そ
 

れ
に
近
 い
 空
間
で
行
な
わ
れ
  

 
 
 

 
 

 
 

と
 

 
 
 
 

皿
 
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
で
聴
く
カ
ル
ト
儀
礼
 

で
は
 サ
 ウ
ソ
ド
ス
ケ
ー
プ
で
聴
く
と
、
カ
ル
ト
儀
礼
は
ど
 の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
の
 た
 ろ
ら
か
。
前
述
の
と
お
り
、
 

…
 ク
ロ
と
マ
ク
戸
 

の
 区
別
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
一
つ
の
目
安
と
し
 て
そ
の
境
界
を
見
て
み
よ
う
。
典
礼
型
な
い
し
定
型
に
 近
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ソ
 
ス
 

,
 
ウ
ス
 

は
 、
常
設
な
い
し
特
設
の
儀
礼
小
屋
な
ど
一
定
の
建
物
の
 中
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
屋
内
の
 ミ
ク
 p
.
 コ
 ス
モ
ス
は
建
物
を
境
界
 



こ
で
は
こ
の
よ
う
な
屋
外
パ
フ
ォ
ー
マ
ソ
 ス
 に
焦
点
を
当
 て
よ
う
。
 

舞
台
は
市
場
の
中
や
周
辺
、
大
混
み
の
大
通
り
 脇
 、
停
車
 場
 近
辺
、
 辻
 、
走
る
列
車
の
中
、
カ
ル
ト
・
リ
ー
ダ
ー
 や
 主
催
者
の
家
の
庭
 

ャ
 l
 ，
 

ま
ち
な
か
 

な
ど
、
都
市
内
及
び
周
辺
の
ス
ラ
ム
、
町
中
、
村
の
中
心
 地
 、
海
辺
、
川
辺
、
山
中
…
：
毛
の
選
定
に
は
儀
礼
の
 目
的
、
演
者
の
人
数
、
 

時
間
、
天
候
な
ど
の
条
件
が
加
味
さ
れ
る
。
多
く
は
夕
方
 か
ら
夜
に
始
ま
り
、
時
に
明
け
方
ま
で
続
く
。
人
工
 昔
 の
量
は
減
少
し
、
自
然
 

環
境
 昔
が
 増
幅
さ
れ
 ぅ
る
 。
だ
が
昼
日
中
の
雑
踏
の
中
で
 も
行
な
わ
れ
る
。
 
鶏
 、
山
羊
、
 豚
 、
時
に
牛
な
ど
家
畜
 の
 鳴
き
声
。
喧
騒
が
静
 

ま
っ
て
く
る
と
、
あ
る
い
は
人
里
離
れ
た
所
で
は
波
、
川
 0
 流
れ
、
風
の
音
、
多
種
の
鳥
、
 

虫
 、
小
動
物
、
蛙
の
士
 戸
な
ど
 0
 ス
コ
ー
ル
の
 

よ
う
な
 雨
 、
雷
鳴
の
響
き
。
環
境
昔
は
特
に
儀
礼
の
前
 後
に
積
極
的
に
聞
か
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
雷
鳴
な
 ど
 特
に
際
立
っ
た
 昔
 

は
 、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
最
中
で
も
天
的
啓
示
 と
 受
 け
取
 ら
れ
、
演
者
の
短
い
言
語
的
反
射
さ
え
呼
ぶ
。
 

車
 、
 バ
 ス
、
 

-
 
㏄
 -
 

ク
 、
手
押
し
草
、
列
車
（
デ
ィ
ー
ゼ
ル
）
な
ど
物
理
 昔
 も
、
 通
り
や
線
路
と
の
距
離
、
時
間
帯
、
場
所
柄
な
ど
に
 よ
り
、
よ
く
聞
こ
え
 

る
 。
昔
の
強
弱
や
流
れ
は
そ
の
場
の
状
況
を
昔
化
し
て
 認
 諭
 さ
せ
、
時
刻
や
到
着
人
の
知
ら
せ
に
も
な
る
。
こ
れ
 ら
の
音
の
受
け
取
り
 

方
 、
聞
こ
え
方
は
各
人
各
様
で
あ
り
、
個
人
の
中
で
も
 状
 況
 に
よ
っ
て
、
聴
覚
に
訴
え
る
音
量
や
質
、
内
容
に
ほ
 差
異
が
大
き
い
。
 

様
々
な
人
声
も
、
個
人
の
存
在
や
人
的
交
流
、
相
互
交
渉
 を
 反
映
し
、
環
境
昔
の
部
分
を
形
成
す
る
。
市
場
の
喧
 騒
は
昔
の
洪
水
。
 
か
 

ん
 高
い
押
し
の
強
い
会
話
、
遠
慮
の
な
い
叱
り
声
や
罵
声
 、
 怒
り
、
ど
な
り
 声
 、
笑
い
声
、
物
売
り
の
呼
び
声
 、
 宣
伝
文
句
、
掛
 け
ム
ロ
 

い
、
奇
声
、
う
つ
む
き
加
減
の
不
平
不
満
、
悪
口
雑
言
、
 

捨
て
ぜ
り
ふ
、
子
供
と
親
、
子
供
と
大
人
、
子
供
同
士
 の
そ
り
取
り
、
い
つ
し
 

か
 大
合
唱
に
も
な
る
讃
美
の
歌
と
ハ
ー
モ
ニ
ー
。
人
を
呼
 び
 止
め
、
振
り
向
か
せ
る
た
め
の
歯
の
す
き
間
よ
り
 強
 く
 出
す
「
ス
ー
ッ
」
と
 

い
 う
歯
擦
 昔
、
物
と
ぶ
つ
か
る
 昔
 
…
き
り
の
な
い
昔
の
 噴
出
、
昔
の
連
鎖
の
中
で
始
ま
る
儀
礼
パ
フ
ォ
ー
マ
ソ
 ス
は
 、
演
者
の
登
場
と
 

準
備
の
間
に
、
背
景
昔
の
音
量
を
そ
の
周
辺
だ
 け
 次
第
に
 下
げ
、
人
垣
を
作
り
始
め
る
。
完
全
な
静
寂
は
不
要
だ
 が
 、
し
ば
し
の
静
け
さ
 

-
 
四
 -
 

 
 

を
ほ
ん
の
少
し
だ
け
要
式
す
る
か
の
 よ
う
 で
あ
る
。
準
備
 が
 
一
応
整
う
と
、
マ
ク
 
p
.
 

コ
ス
モ
ス
ノ
サ
ウ
ン
ド
ス
 

ケ
ー
プ
は
人
為
的
な
音
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な
ど
）
 、
 牛
の
鈴
な
ど
何
で
も
身
の
回
り
品
は
打
楽
器
に
 変
身
す
る
。
手
拍
子
、
足
拍
子
も
部
分
的
に
聞
か
れ
る
。
 太
鼓
は
サ
ウ
ン
ド
ス
 

ケ
ー
プ
全
体
を
導
 き
 、
歌
声
も
共
に
相
互
に
よ
く
聴
き
な
 が
ら
盛
り
上
げ
て
ゆ
く
。
 

リ
ズ
ム
や
昔
の
流
れ
が
調
子
づ
く
と
、
多
様
な
ヴ
ァ
リ
 ヱ
 ｜
シ
ョ
ソ
や
 
即
興
が
タ
イ
ミ
ン
グ
よ
く
入
り
、
次
第
 
に
 華
々
し
く
展
開
す
 

 
 

ヤ
 !
 」
、
「
 ィ
ヱ
ス
さ
ま
 
!
 」
と
い
っ
た
叫
び
や
合
の
手
 は
 演
者
の
間
の
み
な
ら
ず
、
 

 
 

ラ
 

観
衆
か
ら
も
上
が
っ
て
く
る
。
昔
の
情
景
が
活
気
を
 帯
び
る
に
つ
れ
、
マ
ク
ロ
・
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
は
 観
 衆
へ
の
刺
激
を
弱
め
、
ミ
ク
 

 
 

趣
口
 ・
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
 一
プ
 
の
音
鎖
に
繋
い
で
ゆ
く
。
 
演
者
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
同
一
化
は
せ
ず
と
も
、
 

手
 拍
子
、
足
拍
子
、
身
体
の
揺
 

 
 
 
 
 
 

ぬ
 

す
り
、
合
の
手
、
讃
美
の
唱
和
は
部
分
的
に
見
ら
れ
 る
 。
そ
の
他
顔
を
向
げ
な
が
ら
通
り
過
ぎ
る
者
（
時
に
土
 
ロ
声
的
 、
身
体
的
反
応
を
示
（
 

 
  

 

太
し
な
が
ら
）
、
あ
る
い
は
お
し
ゃ
べ
り
に
余
念
が
な
 い

者
な
ど
、
個
人
の
日
常
 牲
が
マ
ク
 
p
.
 
コ
ス
モ
ス
か
ら
 
延
長
さ
れ
る
光
景
も
見
え
 

鼓
 ア
ン
サ
ン
ブ
ル
は
そ
の
 
ソ
ズ
ム
と
 音
量
、
 
テ
ソ
ポ
 を
 進
 行
 に
合
わ
せ
て
変
化
さ
せ
る
。
全
体
的
に
大
き
く
速
く
 な
る
こ
と
が
多
い
。
 
歌
 

 
 

声
や
マ
ラ
ヵ
ス
 
な
ど
打
楽
器
昔
も
加
わ
る
。
乾
燥
し
た
 豆
 斜
め
ポ
イ
 
ン
シ
ア
ナ
の
木
か
ら
落
ち
た
大
き
な
さ
や
も
 振
ら
れ
「
シ
ャ
カ
シ
ャ
 

 
 

力
 昔
を
立
て
る
。
台
所
用
品
（
削
り
 器
 、
お
ろ
し
金
な
ど
 ）
も
こ
す
ら
れ
、
鈍
い
金
属
音
が
リ
ズ
ム
を
刻
む
。
 

日
 用
 雑
貨
（
バ
ケ
ツ
 
、
棒
 

ほ
と
ん
ど
は
太
鼓
で
打
ち
破
ら
れ
、
新
し
い
，
 

、
グ
ロ
・
コ
ス
モ
ス
ノ
サ
ウ
ソ
ド
ス
ケ
ー
プ
の
出
現
と
な
 
る
 。
特
に
太
鼓
と
そ
の
 

昔
は
 、
 聖
な
る
コ
ス
モ
ス
 
ヘ
 接
近
し
、
接
触
し
、
抱
擁
さ
 れ
る
と
い
う
実
感
を
経
験
さ
せ
る
。
出
だ
し
が
不
揃
い
 の
歌
声
が
ほ
ん
の
少
し
 

先
に
昔
空
間
を
作
り
、
太
鼓
 昔
が
 続
く
こ
と
も
あ
る
。
 
大
 鼓
 無
し
の
儀
礼
で
ほ
歌
声
が
先
導
役
と
な
る
。
人
垣
が
 大
き
く
な
り
始
め
、
 
し
 

ば
し
 ざ
 わ
っ
く
こ
と
も
あ
る
。
 

リ
ズ
ム
は
カ
ル
ト
ご
と
に
決
ま
っ
て
い
る
が
、
同
一
力
 ル
 ト
 内
で
も
儀
礼
に
よ
り
独
自
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
 

多
 く
は
各
カ
ル
ト
で
、
 

-
 
柁
 -
 

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
の
パ
ー
ト
別
に
オ
ス
テ
ィ
ナ
ー
ト
（
 0
 の
（
 

@
 
コ
 。
 
d
o
 

）
・
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、
部
外
者
に
も
了
解
さ
れ
て
 
い
る
。
そ
れ
と
わ
か
る
 

 
 

と
 人
垣
の
間
か
ら
「
ラ
ス
タ
 だ
 」
、
「
 ク
こ
々
 だ
」
、
「
 
パ
 コ
 （
マ
ニ
ア
）
」
、
「
プ
ー
ド
 
ゥ
 」
等
々
の
同
一
化
の
言
葉
 が
 漏
れ
る
。
次
第
に
大
 



-
 
為
 -
 

ポ
ゼ
シ
，
ン
に
 
代
表
さ
れ
る
ト
ラ
ン
ス
へ
の
移
行
は
 、
太
 鼓
や
他
の
打
楽
器
 昔
が
 リ
ズ
ミ
カ
ル
に
響
 き
 、
歌
声
と
 も
う
ま
く
 バ
ラ
ソ
ス
 

を
と
り
な
が
ら
、
徐
々
に
速
ま
り
大
き
く
な
る
一
歩
手
前
 で
 始
ま
る
よ
う
だ
。
リ
 l
 ダ
ー
の
指
示
の
も
と
、
 
各
儀
 礼
 に
固
有
の
動
ぎ
と
 
昔
 

い が と 果 瞬 ズ 答 掛 鉗 歌 い 0 l し る 

（ と l ク 界 こ し 
に 呼 ・ p の と 揺 

巧 み 昔 そ し   ら 、 独 微調整らかにると誇 そ る 。 時に評 １ヵ ダ母 での音 ことも 決定） ッヱ ア する リ こえさ 来と交 観衆が 

  
に 、 と 聞 渡 に し 拍   l 他 ゆ ; た が 

し 詰 れ 影 進 ， こ 

る ウ ス 

を映程、 ンド 

観 ス し   衆 ケ 出 
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太鼓と声のオラトリオ 

が
 展
開
す
る
。
 

リ
 ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
リ
ズ
ム
に
典
型
的
に
表
わ
 

 
 

と
大
ぎ
く
激
し
く
息
を
 

吐
 き
、
 
吸
う
、
そ
の
繰
返
し
の
 ホ
 ケ
ッ
ト
 昔
 。
同
時
に
上
 半
身
、
特
に
腕
の
簡
単
な
二
拍
子
の
動
作
を
大
き
く
 繰
 返
し
な
が
ら
。
あ
る
 ぃ
 

ほ
 に
わ
か
作
り
の
祭
壇
の
回
り
を
時
計
と
 逆
 回
り
で
、
 
大
 股
で
 飛
び
跳
ね
な
が
ら
、
何
度
も
何
度
も
旋
回
し
つ
つ
。
 

う
な
り
 声
 、
短
い
 叫
 

び
 。
歌
が
ひ
と
し
き
り
止
む
と
、
そ
の
足
音
や
、
「
患
い
 

た
 !
 」
、
「
ア
ー
メ
ン
」
、
「
主
よ
 
お
 導
き
を
」
、
あ
る
い
は
 
「
悪
魔
 だ
 」
な
ど
と
 コ
 

メ
ソ
ト
 す
る
観
衆
の
声
。
時
に
こ
れ
ら
の
注
目
の
信
者
が
 途
中
で
気
絶
し
た
り
、
怪
我
し
た
り
、
あ
る
い
は
「
 狂
 気
 」
に
な
ら
な
い
 よ
 5
 

統
制
す
る
り
 
一
 ダ
ー
の
小
声
。
代
弁
さ
れ
る
神
霊
の
声
。
 

そ
し
て
時
機
を
見
計
ら
っ
て
次
の
場
面
へ
移
行
さ
せ
る
 区
切
り
の
ア
ナ
 ウ
ン
 

ス
 。
観
衆
の
間
か
ら
漏
れ
る
た
め
息
、
吐
息
…
…
聴
衆
（
 会
衆
、
観
衆
）
に
放
た
れ
る
聖
書
朗
読
、
祈
り
、
説
教
、
 

報
告
の
大
ぎ
く
力
演
 

-
 
ぬ
 @
 

い
、
蕩
々
と
流
れ
る
言
葉
の
リ
ズ
ム
と
抑
揚
。
雄
弁
・
 流
 暢
 
（
 
住
 o
q
u
 
の
 
口
 
c
 の
）
か
つ
声
量
と
張
り
の
あ
る
 
声
 。
こ
れ
 ら
と
歌
と
の
連
続
性
。
 

構
造
を
も
つ
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 

フ
は
 幕
を
閉
じ
、
マ
ク
ロ
・
サ
ウ
ソ
ド
ス
ケ
ー
プ
が
 再
 

射
か
 げ
ら
れ
た
言
葉
や
声
に
対
し
、
即
興
的
に
応
答
す
る
 

し
ろ
 ぎ
ク
 
p
.
 
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
と
％
 
ク
 p
.
 サ
ウ
ン
 

る
 。
そ
れ
が
聖
書
朗
読
の
時
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
祈
り
で
 

コ
ス
モ
ス
か
ら
 
ハ
り
 
Ⅰ
Ⅰ
 
ッ
 セ
ー
ジ
 は
、
 必
ず
と
舌
口
っ
て
よ
Ⅰ
Ⅵ
 

儀
礼
の
終
わ
り
も
、
太
鼓
な
ど
昔
で
示
さ
れ
る
こ
と
が
 多
 

び
 
耳
に
よ
く
入
る
。
人
々
は
ミ
ク
ロ
・
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
 

あ
っ
て
も
、
説
教
で
あ
っ
て
も
。
こ
の
よ
う
な
路
上
 パ
 

常
套
語
や
非
舌
口
 
ま
幅
 
土
日
の
数
々
。
マ
ク
ロ
，
コ
ス
モ
ス
に
 

程
 、
音
と
し
て
反
応
さ
れ
る
。
そ
れ
は
彼
ら
の
祈
り
の
 自
 

ド
ス
ケ
ー
プ
の
呼
応
形
式
と
言
い
 う
る
 掛
け
 ム
ロ
 
い
を
 劇
 

い
 。
声
質
の
異
な
る
発
話
の
世
界
の
再
登
場
。
ミ
ク
ロ
 

訴
え
ら
れ
る
，
 、
ク
 p
.
 

的
に
予
め
セ
ッ
ト
し
た
 

｜
プ
の
 特
徴
か
ら
，
 、
ク
 

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
 
、
む
 

白
 な
発
露
な
の
で
あ
 

サ
 ウ
ソ
ド
ス
ケ
ー
 

p
.
 
コ
ス
モ
ス
の
有
様
と
特
徴
を
見
る
。
我
々
も
そ
う
 
認
 識
 す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6
9
 



シ
ョ
ソ
 、
礼
拝
、
（
 神
 、
 

書
記
事
に
基
づ
く
も
の
、
 

た
長
い
リ
ス
ト
に
な
る
。
 

イ
 
i
 ス
ク
ー
 

霊
 、
祖
先
よ
り
の
）
託
宣
、
 
叙
階
 任
命
、
昇
進
、
感
謝
、
 
追
悼
、
ク
リ
ス
マ
ス
、
洗
足
、
復
活
（
 祭
 ）
な
ど
 聖
 

神
 、
預
言
者
や
英
雄
な
ど
の
生
誕
や
偉
業
達
成
、
国
家
の
 独
立
、
革
命
地
歴
史
的
大
事
件
等
々
の
記
念
と
い
っ
 

ま
た
さ
ほ
ど
の
名
目
的
目
的
を
明
示
せ
ず
、
何
か
比
較
的
 重
要
な
事
柄
の
公
示
、
和
解
、
親
睦
な
ど
の
た
め
 儀
 

わ の 承 て 徴 的 昔 現 悪 う 

げ ヨ で し も と が 楽 有 徳 ゥ オ 
で， で ・ " " 共 し 信 に は を ダ ラ   オラ 教化とめそれ は木 ，の ， られ 祈り にあ 自由 また 表象 内容 とし といらの 来、 て倹 ナラ るか の パ り、 な祈 は道 しな @ 

j 
オ   と 的な れた 。につ と 力 る マソ 読 、 」 楽 @6- 2 容を し 

目 い 
的 て 
ほ は 

の 

ど 
洗 う   
礼か @ 

悪 カ 
磨 か 

儀礼 

ノ /  ト 

悪 儀 

礼は 霊 祓 
い 多 「 

、 種 

病 あ 
り、 気 / 
，掻 そ 
我 の 
の 会 
治 て 

初 リ カ 徹 り 癒が 、 ノ 

神の 
と 目 

の聖 
の 的 
交 ; を 
歓 三明 

/ ま確 
コ 沖こ     
ュ げ 
ヱ て 

ケ い 
ひ一 ま 

l る   
(70) 70 



 
 

治
 的
と
、
お
よ
そ
人
間
の
全
面
的
問
題
を
取
り
扱
う
も
の
 

で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
実
 

 
 

訳
 さ
れ
、
ま
た
重
要
視
さ
れ
る
か
で
異
な
る
内
容
と
な
る
 

。
説
教
は
一
部
の
例
外
を
 

ゆ
 除
く
と
り
 

、
ダ
 
I
f
 
説
教
師
、
「
司
祭
」
な
ど
役
職
 

階
層
序
列
の
最
高
位
（
ま
た
は
そ
れ
に
近
接
す
る
上
位
）
 

の
住
 
職
者
が
行
な
 

う
 の
が
 

@
8
-
 

ぬ
一
般
的
で
あ
る
。
た
だ
し
信
者
間
の
平
等
性
が
強
調
大
超
人
間
的
存
在
 

ノ
カ
 
の
 笘
紀
 
㌢
。
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
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説
教
は
単
に
「
霊
的
」
 
な
 局
面
だ
け
で
な
く
、
儀
礼
 
集
 団
 （
参
加
者
）
内
外
の
、
カ
ル
ト
・
メ
ソ
 

バ
 @
 内
外
の
 、
 ま
た
コ
ミ
ュ
ニ
 
テ
 

礼
的
 集
会
を
開
く
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
で
は
当
然
、
第
 一
義
的
に
参
集
さ
れ
る
の
は
回
信
の
信
者
で
あ
り
、
 
彼
 ら
の
信
仰
と
交
わ
り
を
 

お
し
な
べ
て
強
化
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
る
。
「
異
教
徒
 
」
の
参
会
、
招
来
は
あ
っ
て
も
副
次
的
に
す
ぎ
な
い
。
 

聖
書
朗
読
は
、
先
述
の
カ
ル
ト
・
ス
ペ
ク
ト
ル
の
中
で
も
 「
 ョ
 ー
 p
 ッ
パ
 の
 力
 」
 /
 キ
リ
ス
ト
教
に
近
い
も
の
で
 よ
 り
重
視
さ
れ
る
。
 

聖
書
は
た
と
え
朗
読
さ
れ
な
く
て
も
、
祭
壇
や
聖
所
な
ど
 に
 安
置
さ
れ
、
そ
の
象
徴
的
重
要
性
は
公
示
さ
れ
る
こ
 と
が
多
い
。
た
だ
こ
こ
 

で
は
儀
礼
の
中
で
の
朗
読
、
つ
ま
り
声
と
し
て
流
さ
れ
る
 こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
た
と
え
棒
読
み
に
 近
 く
て
も
、
発
話
自
身
 

の
も
つ
こ
の
地
域
独
特
の
抑
揚
 性
 ゆ
え
、
昔
の
流
れ
は
 メ
 p
 デ
ィ
ッ
 ク
 に
な
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
音
読
さ
れ
 管
 下
 さ
れ
る
内
容
の
意
味
 

深
長
さ
が
問
題
と
さ
れ
る
。
ど
の
場
面
で
聖
書
の
ど
の
 箇
 所
が
選
択
さ
れ
た
の
か
、
予
め
 プ
 p
 グ
ラ
ム
化
さ
れ
て
 い
よ
う
が
 い
 ま
い
が
、
 

つ
ま
り
即
興
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
よ
 う
 が
 い
 ま
い
が
、
 そ
の
言
葉
は
参
加
者
に
伝
え
ら
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
 

、
、
、
、
 、
 

頓
 聴
さ
れ
、
 咀
 喫
さ
 

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
個
人
に
受
容
さ
れ
る
意
味
は
当
 然
 多
様
で
あ
り
、
ま
た
儀
礼
中
に
占
め
る
聖
書
朗
読
の
 時
間
、
場
所
、
位
置
づ
 

げ
な
ど
に
は
差
異
が
生
ず
る
。
だ
が
他
の
教
典
や
書
物
で
 
な
く
聖
書
 が
 朗
読
さ
れ
る
と
い
う
一
点
に
お
い
て
、
 競
 合
 関
係
に
あ
る
こ
と
の
 

-
 
符
 -
 

多
い
カ
ル
ト
間
の
 メ
ソ
 バ
 l
 に
も
共
有
意
識
が
芽
生
え
、
 同
胞
、
友
好
関
係
の
培
養
と
進
展
の
可
能
性
が
秘
め
ら
 れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
 

か
ら
も
重
要
で
あ
る
。
 



色
な
ど
は
 

ソ
 テ
ィ
テ
 

0
 流
れ
と
 

論
 ラ
ム
 や
 カ

ル
ト
ご
と
に
特
徴
が
あ
る
。
さ
ら
に
同
じ
カ
ル
ト
内
で
 も
 、
儀
礼
集
団
ご
と
に
差
異
は
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
 各
の
 ア
イ
デ
 

ィ
 表
現
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
当
該
カ
ル
ト
儀
礼
パ
フ
 オ
ー
マ
ン
ス
で
 は
 第
一
に
、
カ
ル
ト
ご
と
に
特
徴
的
な
 り
 ズ
ム
 し
こ
立
臼
 

い
 う
 聴
覚
的
刺
激
が
強
烈
だ
が
、
第
二
に
ほ
衣
装
及
び
 肌
 0
 色
と
の
コ
ソ
ト
ラ
ス
ト
に
代
表
さ
れ
る
視
覚
的
刺
激
が
 強
い
。
 無
 

ガ
ン
ジ
ャ
（
マ
リ
フ
ァ
ナ
）
の
よ
う
に
独
特
の
匂
い
を
 強
 く
 発
す
る
嗅
覚
的
刺
激
も
、
ま
た
そ
の
他
の
要
素
も
過
小
 評
価
は
で
 

サ
イ
ズ
 

衣
服
の
形
 /
 型
 、
色
（
の
組
合
せ
）
、
寸
法
（
特
に
長
さ
 
は
 肌
の
露
出
度
と
の
関
係
で
問
題
に
さ
れ
る
）
、
 
頭
 被
り
 
（
ヘ
ッ
ド
タ
イ
が
 
王
 

倒
 的
、
次
に
帽
子
）
の
 色
と
 巻
き
方
 /
 形
 、
靴
の
着
用
の
 是
非
（
と
き
に
履
い
て
 よ
い
 種
類
等
）
 
、
 

品
の
許
容
度
、
種
類
、
 
@
l
 

ボ
ラ
ン
ク
 

@
l
 

的
 コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
，
 
ソ
 の
中
で
自
発
的
に
発
言
す
る
と
 い
っ
た
光
景
が
見
ら
れ
る
。
説
教
師
な
ど
役
職
者
は
聖
 垂
 日
朗
読
や
祈
り
を
含
み
 

な
が
ら
、
「
 力
 」
あ
る
者
と
し
て
の
特
性
 @
@
 声
調
の
統
 制
 能
力
（
特
に
張
り
の
あ
る
大
声
）
、
雄
弁
、
流
暢
 他
 

を
 最
大
限
利
用
す
 

る
 ：
そ
れ
は
歌
と
の
連
続
性
、
そ
れ
に
惹
起
さ
れ
る
楽
器
 昔
の
導
入
へ
と
結
び
つ
く
。
 

仮
装
者
の
詠
唱
に
つ
い
て
は
、
仮
装
と
そ
の
姿
で
の
詠
唱
 と
い
う
二
点
に
分
け
て
考
え
よ
う
。
ま
ず
仮
装
に
っ
 い
 て
 基
本
的
了
解
を
し
 

て
お
く
。
仮
装
の
最
も
初
歩
的
方
法
の
一
つ
は
衣
服
の
着
 用
 で
あ
る
。
物
理
的
に
も
精
神
的
に
も
裸
で
開
放
さ
れ
 た
 状
態
で
何
か
を
着
る
 

こ
と
は
、
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
仮
装
可
能
性
を
そ
の
分
 て
ィ
 テ
 ス
に
す
る
行
為
で
は
あ
る
。
だ
が
衣
装
の
付
加
が
仮
 装
 可
能
性
の
削
減
を
意
 

抹
 し
て
も
、
そ
の
仮
装
で
表
現
（
し
ょ
う
 と
 ）
す
る
象
徴
 性
は
 プ
ラ
ス
と
し
て
働
き
、
極
め
て
明
示
的
に
な
る
。
 事
典
的
説
明
に
よ
る
 

「
幻
想
的
な
衣
装
」
と
い
う
表
現
は
、
カ
ル
ト
儀
礼
に
当
 

て
は
め
る
と
若
干
誇
張
し
す
ぎ
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
 「
幻
想
的
」
と
は
 主
 

観
的
 表
現
に
す
ぎ
な
い
と
認
め
れ
ば
、
様
々
な
儀
礼
で
ほ
 
ば
 決
ま
っ
て
着
用
さ
れ
る
制
服
型
で
も
、
形
は
不
定
で
 も

色
 
（
の
組
合
せ
）
は
 

厳
格
に
守
る
衣
装
で
も
、
ま
た
儀
礼
の
特
定
役
職
者
や
主
 役
 
（
例
え
ば
洗
礼
の
候
補
者
、
任
 
職
 候
補
者
）
な
ど
に
 部
分
的
に
定
型
化
さ
れ
 

て
い
る
も
の
で
も
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
自
由
な
不
定
形
 型
で
も
、
見
方
に
よ
っ
て
は
十
分
「
幻
想
的
」
と
呼
び
 ぅ
る
 衣
装
が
着
用
さ
れ
 

る
の
で
あ
る
。
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オ
ラ
ト
リ
オ
で
は
ど
ち
ら
も
主
で
従
に
な
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
 ム
 が
あ
る
。
た
だ
そ
の
表
現
性
と
形
態
に
差
異
は
あ
っ
 て
も
、
演
技
す
る
身
体
 

 
 

し
い
演
技
を
、
各
人
は
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
し
通
す
 ，
 
」
と
に
な
る
。
 

 
 

ぅ
 

ま
た
カ
ル
ト
儀
礼
で
は
、
メ
ン
バ
ー
が
自
ら
神
や
 別
の
人
格
、
徳
や
悪
徳
に
扮
し
て
演
じ
る
と
い
う
象
徴
 的
 行
為
を
行
な
 う
 、
と
い
う
 

 
 

め
 

表
現
も
誇
張
し
す
ぎ
る
 き
 ら
 ぃ
 が
あ
る
か
も
し
れ
た
 い
 。
し
か
し
 ポ
ゼ
シ
ョ
ソ
は
 
特
定
の
神
霊
と
の
合
一
を
ぬ
 息
抹
 し
、
よ
っ
て
そ
の
時
に
 

 
 
 
 

ぬ
 

は
そ
の
神
霊
の
役
を
演
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
 

例
 え
ば
 サ
ー
ド
 ゥ
 の
 ロ
ア
 
（
神
霊
）
の
う
ち
、
 聖
 パ
ト
リ
 ッ
ク
と
習
 ム
ロ
し
て
い
る
ダ
ン
 

け
 

7
3
 

太
へ
卍
が
懸
く
と
、
そ
の
「
 
罵
 」
（
ミ
デ
ィ
ア
ム
）
は
 ダ
 ン

バ
ラ
の
象
徴
が
 
虹
蛇
 で
あ
る
こ
と
か
ら
、
蛇
の
動
 き
 を
模
す
 。
そ
し
て
そ
の
神
霊
 

き
な
い
が
、
聴
覚
と
視
覚
は
儀
礼
パ
フ
ォ
ー
マ
ソ
 ス
 の
中
 で
 特
に
緊
密
に
結
び
つ
ぎ
、
観
衆
は
容
易
に
対
象
を
同
 定
 で
き
る
程
で
あ
る
。
 

特
に
昔
の
流
れ
は
身
体
所
作
の
流
れ
を
伴
 う
 か
ら
、
実
に
 華
々
し
く
「
幻
想
的
」
な
光
景
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
 る
 。
ま
た
特
定
衣
装
の
 

着
用
 は
 、
個
人
の
内
面
の
ア
イ
デ
 ソ
 テ
ィ
テ
ィ
の
集
団
 レ
 ベ
ル
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
の
 統
 ム
ロ
化
を
意
味
す
る
 
。
し
か
も
集
合
的
 ア
イ
 

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
 、
 何
ら
か
の
方
法
や
道
具
で
個
人
に
取
 

の
 登
場
人
物
の
役
柄
か
ら
、
前
述
の
「
幻
想
的
」
仮
装
性
 り

込
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
程
、
一
体
化
さ
れ
て
い
る
 

と
も
結
び
つ
い
て
く
る
。
た
だ
各
役
柄
の
性
格
描
写
や
 発
声
行
為
を
助
長
す
る
 

わ
 げ
で
は
な
い
。
個
人
 

お
の
ず
 

が
 特
定
力
 ル
ト
 の
特
定
儀
礼
の
中
で
半
 は
 公
人
と
し
て
の
 役
者
に
な
る
に
は
、
 自
と
 仮
装
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
 あ
る
。
仮
装
者
の
詠
唱
 

ほ
 つ
い
て
は
、
そ
の
役
に
な
り
切
っ
た
声
で
歌
 う
 こ
と
が
 要
求
さ
れ
て
い
る
点
が
、
カ
ル
ト
儀
礼
と
共
通
し
て
い
 る
 。
 

さ
ら
に
こ
れ
ら
仮
装
者
に
よ
る
演
技
１
１
あ
る
神
格
や
人
 格
 、
徳
や
悪
徳
に
扮
し
、
視
覚
に
訴
え
る
象
徴
を
使
 う
 演
技
１
１
 で
は
、
徳
 

目
や
悪
徳
も
人
格
化
さ
れ
、
 神
 、
人
、
相
交
わ
り
、
内
容
 も
 理
解
し
や
す
く
観
客
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
視
覚
的
世
界
 が
 要
求
さ
れ
る
が
、
 そ
 

身
ぶ
り
は
、
勝
手
に
一
人
歩
き
す
る
よ
う
な
突
出
し
た
も
 の
は
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
点
、
カ
ル
ト
儀
礼
 と
は
対
照
を
な
す
。
 儀
 

札
 パ
フ
ォ
 一
 マ
ン
ス
で
は
身
体
所
作
は
昔
や
声
の
補
助
 ど
 こ
ろ
か
、
定
型
、
不
定
型
含
め
た
踊
り
や
 ト
ラ
ソ
ス
状
 態
で
の
突
発
的
で
時
に
 

過
激
な
運
動
さ
え
表
出
す
る
程
、
実
に
動
き
に
満
ち
た
 展
 開
 を
す
る
。
古
典
的
オ
ラ
ト
リ
オ
で
は
昔
が
主
で
動
ぎ
 が
従
 な
ら
、
カ
ル
ト
・
 



で
 演
ず
る
。
ダ
ン
バ
ラ
は
白
と
結
び
つ
く
の
で
、
白
い
へ
 ッ
 ド
タ
イ
ヒ
服
装
を
す
る
。
全
般
に
演
ず
る
人
物
の
役
 柄
は
、
 例
え
ば
聖
書
に
 

登
場
す
る
有
名
な
信
仰
の
先
達
た
ち
、
英
雄
、
王
、
預
 一
 
@
 者
、
使
徒
、
聖
人
な
ど
が
好
ま
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
 彼
 ら
を
特
徴
づ
け
る
 形
 

質
 、
性
格
、
特
筆
さ
れ
る
べ
 き
 行
為
及
び
言
葉
な
ど
が
 彼
 ら
の
象
徴
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
全
体
あ
る
い
は
部
分
を
 際
立
た
せ
た
 役
 づ
く
り
 

が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

カ
ル
ト
儀
礼
で
は
「
 徳
 」
は
正
義
、
信
頼
感
、
品
行
方
正
 、
寛
容
、
思
い
や
り
な
ど
の
性
質
を
体
現
し
た
人
格
が
 想
定
さ
れ
、
「
悪
徳
」
 

ほ
 「
悪
魔
」
、
「
悪
霊
」
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
が
多
い
。
 

カ
リ
ブ
海
社
会
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
強
い
影
響
も
あ
り
、
 悪
魔
や
悪
霊
の
存
在
 

ほ
 広
く
、
ま
た
強
く
信
じ
ら
れ
恐
れ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
 あ
る
。
た
だ
し
儀
礼
の
中
で
悪
魔
や
悪
霊
の
配
役
は
な
 い
 。
そ
の
存
在
に
立
ち
 

=
 
ク
ソ
ン
ズ
 

ム
 

向
か
い
、
悪
魔
祓
い
の
た
め
の
特
別
の
旗
（
色
が
特
に
重
 要
 ）
を
 大
 ぎ
く
振
り
回
し
、
時
に
ナ
イ
フ
 や
 木
刀
や
欽
 を
太
ぎ
く
ク
ロ
ス
さ
せ
 

て
 追
い
払
う
し
ぐ
さ
を
し
ば
し
続
け
た
り
し
て
、
見
え
ざ
 る
敵
 と
の
立
ち
回
り
を
演
ず
る
役
が
い
る
の
み
で
あ
る
。
 こ
の
よ
う
な
悪
魔
 祓
 

い
が
特
定
力
 ル
ト
 の
特
定
儀
礼
の
プ
ロ
セ
ス
に
プ
ロ
グ
ラ
 ム
 化
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
し
ぐ
さ
、
道
具
類
、
進
 行
は
様
式
化
さ
れ
る
 偵
 

向
 が
あ
る
。
他
方
「
 徳
 」
の
方
 は
 、
一
般
に
カ
ル
ト
・
 リ
 ｜
ダ
目
 
儀
礼
集
団
の
 リ
一
ダ
 一
格
あ
る
い
 は
 役
職
階
 層
序
列
の
上
位
者
（
 司
 

禁
池
）
が
最
も
典
型
的
に
、
な
い
し
相
応
し
く
演
じ
る
も
 の
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
 彼
 
（
 
女
 ）
が
徳
人
で
あ
る
 /
 と
 神
霊
に
よ
り
さ
れ
た
 

か
ら
」
と
説
明
さ
れ
る
。
 

で
は
こ
れ
ら
の
劇
的
対
話
性
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
劇
的
 対
話
が
舞
台
上
の
複
数
人
の
対
面
的
行
動
の
一
 つ
 で
あ
 る
と
す
る
な
ら
ば
、
 

カ
ル
ト
儀
礼
の
パ
フ
ィ
ー
マ
ン
ス
も
そ
の
要
素
に
満
ち
て
 い
る
。
歌
に
見
ら
れ
る
呼
応
形
式
は
典
型
的
な
対
話
と
キ
一
 

口
え
ろ
。
説
教
や
祈
り
 

の
 最
中
の
相
づ
ち
 、
 合
の
手
か
ら
、
歌
と
の
連
続
 体
 の
 境
 界
部
 に
お
け
る
相
互
方
向
の
移
行
と
、
発
話
者
の
交
代
 に
 至
る
ま
で
、
言
葉
が
 

実
際
に
発
せ
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
対
面
的
状
況
に
お
い
て
、
 相
手
の
発
話
を
受
け
て
応
答
し
て
ゆ
く
と
い
う
形
で
の
 対
話
を
み
る
こ
と
が
で
 

(744) 

の
 
要
求
す
る
、
な
い
し
は
お
気
に
入
り
の
仮
装
時
に
 色
 、
形
、
頭
被
り
、
服
装
品
な
ど
に
（
細
心
の
）
注
意
 が
 払
わ
れ
る
装
束
 

 
  

 



太鼓と声のオラトリオ 

き
 る
 。
あ
る
い
は
 テ
 ィ
 ヤ
ビ
シ
 ギ
の
中
で
は
、
「
リ
ー
ズ
 
ニ
ン
グ
」
宙
の
持
。
三
目
）
と
い
う
談
合
、
論
議
の
場
が
自
 由
 に
も
た
れ
る
こ
と
が
 

少
な
く
な
い
が
、
そ
こ
で
は
狭
義
の
宗
教
的
、
道
徳
的
内
 容
 の
み
な
ら
ず
、
国
内
外
の
社
会
、
経
済
、
政
治
、
法
 、
外
交
な
ど
あ
ら
ゆ
る
 

問
題
も
宗
教
、
道
徳
色
を
帯
び
つ
つ
 ホ
，
ト
に
 討
議
さ
れ
 る
 。
個
人
的
・
家
族
的
内
容
も
一
般
レ
ベ
ル
に
ま
で
 広
 げ
ら
れ
、
問
題
は
共
有
 

さ
れ
、
基
本
的
に
は
対
話
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
進
行
す
 る
の
で
あ
る
。
 

さ
ら
に
「
対
話
」
を
拡
大
解
釈
し
て
み
る
と
、
実
際
に
発
 話
さ
れ
な
く
と
も
、
相
手
の
発
話
内
容
を
聴
 き
 、
そ
れ
 な
う
 な
ず
き
や
笑
顔
 

と
い
う
「
了
解
」
を
示
す
沈
黙
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
，
 ン
 で
 反
応
し
、
相
互
に
顔
の
表
情
を
読
み
取
り
、
確
認
し
 合
う
と
い
う
状
況
は
 、
 

「
対
話
」
的
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
 

非
話
 昔
に
 焦
点
を
当
て
て
も
、
楽
器
 昔
 同
士
、
楽
器
 昔
 と
声
、
楽
器
 昔
と
 沈
黙
な
ど
の
 
呼
 

応
 形
式
や
掛
 け
 ム
ロ
い
も
広
義
の
対
話
に
含
ま
れ
る
。
し
か
 
も
重
要
な
こ
と
に
、
そ
れ
が
カ
ル
ト
儀
礼
に
プ
ロ
グ
ラ
 ム
 化
さ
れ
て
い
て
も
い
 

な
く
て
も
、
当
事
者
た
ち
は
明
ら
か
に
対
話
的
コ
ミ
ュ
 -
 
一
 ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
 。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
 

即
興
的
対
話
は
見
ら
れ
る
が
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
化
さ
れ
て
い
 な
 い
 儀
礼
で
は
、
特
に
そ
れ
が
顕
著
に
展
開
さ
れ
る
 傾
 何
 が
あ
る
。
 

さ
ら
に
カ
ル
ト
儀
礼
に
お
い
て
は
、
個
人
レ
ベ
ル
 と
集
ム
 ロ
 レ
ベ
ル
共
に
、
演
者
（
信
者
）
 

と
神
 、
霊
な
ど
の
見
え
 ざ
る
対
象
と
の
対
話
 

を
 含
み
、
そ
れ
こ
そ
が
儀
礼
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
主
要
で
 最
大
の
目
的
と
さ
え
さ
れ
る
こ
と
を
思
 い
 起
こ
す
べ
き
 で
あ
る
。
し
か
も
見
え
 

 
 

ざ
る
対
象
 は
 、
し
ば
し
ば
実
に
劇
的
な
演
出
（
 法
 ）
 で
 
（
特
に
 ポ
ゼ
シ
ョ
ソ
 
・
ト
ラ
ン
ス
の
導
入
に
よ
っ
て
）
 
、
 ま
さ
に
「
幻
想
的
」
 

に
 視
覚
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
演
出
は
カ
ル
ト
・
リ
ー
ダ
 目
 
儀
礼
集
団
の
リ
ー
ダ
Ⅱ
役
職
階
層
序
列
の
上
位
 
者
（
大
鼓
奏
者
も
当
然
 

含
ま
れ
る
）
に
よ
っ
て
リ
ー
ド
さ
れ
る
が
、
そ
の
場
そ
の
 場
で
 機
転
を
ぎ
か
し
な
が
ら
う
ま
く
演
じ
る
配
役
と
し
 て
の
信
者
各
人
の
果
 た
 

す
役
割
が
大
き
い
共
同
作
業
な
の
で
あ
る
。
 

ま
た
一
連
の
身
体
技
法
の
み
な
ら
ず
、
配
置
さ
れ
た
 祭
 壇
の
備
品
の
中
に
も
、
さ
ら
に
屋
内
外
問
わ
ず
儀
礼
の
 場
 で
見
ら
れ
る
（
 無
 

ウ
ス
 

論
 、
特
定
の
儀
礼
小
屋
内
で
の
方
が
多
数
設
置
さ
れ
る
）
 

具
体
的
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
ら
す
象
徴
 物
 、
絵
画
、
彫
刻
 

ハ
 ツ
ヂ
 ・
刺
し
ゆ
う
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な
ど
の
服
飾
品
の
数
々
か
ら
も
、
見
え
ざ
る
世
界
を
見
え
 6
 世
界
に
引
導
す
る
 事
 掛
か
り
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
 観
 衆
 は
こ
れ
ら
の
視
覚
 

的
 装
置
と
演
者
の
表
情
・
身
ぶ
り
と
い
っ
た
パ
フ
ォ
ー
 マ
 ン
ス
全
体
よ
り
、
彼
ら
の
神
霊
と
の
交
流
（
そ
れ
は
し
 ば
し
ば
内
面
的
な
も
の
 

で
あ
る
）
の
光
景
を
、
視
覚
に
訴
え
る
 ラ
ノ
 ド
ス
ケ
ー
プ
 の
み
な
ら
ず
、
聴
覚
に
訴
え
る
 サ
 ウ
ソ
ド
ス
ケ
 一
プ
と
 し
て
も
感
じ
取
り
、
 そ
 

-
 
㏄
 -
 

れ
る
の
ム
ロ
 
体
的
 印
象
を
自
ら
の
心
象
風
景
に
刻
み
込
む
の
 で
あ
る
。
 

で
は
 最
後
に
祈
り
の
場
と
し
て
、
何
よ
り
も
自
由
な
祈
り
 

、
、
、
 

の
 パ
フ
ォ
 l
 マ
ソ
 ス
 と
し
て
の
側
面
に
つ
い
て
は
ど
 う
 だ
ろ
う
か
。
祈
り
そ
 

の
も
の
も
、
「
 
神
 」
と
の
対
話
や
内
面
的
交
流
を
表
わ
す
 の
で
、
先
程
対
話
に
つ
い
て
検
討
し
た
内
容
と
も
重
複
す
 る
 。
実
際
、
宗
教
 儀
 

礼
 に
お
い
て
祈
り
を
伴
わ
な
い
も
の
は
無
い
だ
ろ
う
し
、
 ア
フ
 p
.
 カ
リ
ビ
ア
ン
の
コ
ソ
テ
ク
ス
ト
で
も
非
常
に
 重
要
で
あ
る
。
儀
礼
 は
 

木
質
的
に
祈
り
の
場
で
あ
る
。
 歌
 、
楽
器
昔
や
踊
り
さ
え
 、
 祈
り
を
体
現
し
た
も
の
だ
と
言
え
る
。
そ
れ
ほ
内
面
 か
ら
の
自
由
で
非
拘
束
 

的
 発
露
で
あ
る
が
、
祈
り
の
表
現
形
に
も
定
型
と
非
定
型
 ノ
 即
興
型
が
あ
る
。
非
定
型
儀
礼
パ
フ
ォ
ー
マ
ソ
 ス
 に
 お
い
て
も
定
型
の
祈
り
 

を
 含
む
こ
と
は
あ
る
し
、
定
型
的
で
一
見
厳
格
な
典
礼
的
 儀
式
に
も
非
定
型
の
祈
り
を
許
容
す
る
こ
と
は
あ
る
。
 し
か
し
一
般
に
は
定
型
 

的
 儀
礼
で
は
祈
り
の
形
式
、
様
式
、
表
現
も
定
型
で
あ
り
 、
非
定
型
的
儀
礼
で
の
祈
り
ほ
非
定
型
で
非
制
限
的
で
 あ
る
傾
向
が
強
い
。
 た
 

だ
 自
由
で
即
興
的
と
は
い
え
、
演
者
は
観
衆
に
、
ま
た
 演
 者
 同
士
の
間
で
も
よ
り
明
瞭
に
、
具
体
的
に
認
識
さ
せ
、
 確
信
さ
せ
る
た
め
、
 

祈
り
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ソ
 ス
 は
個
人
的
領
域
を
一
歩
踏
み
出
 て
 、
共
同
的
領
域
か
ら
の
、
そ
し
て
公
司
の
た
め
の
も
 

，
、
、
 

@
 、
、
 

の
と
な
り
、
そ
の
表
現
 

彩
 は
一
定
の
様
式
化
を
経
で
い
く
。
無
論
、
個
人
も
文
化
 の
 産
物
の
一
つ
で
あ
り
、
個
々
の
祈
り
の
即
興
や
自
由
 な
 表
現
の
中
に
も
文
化
 

の
 様
式
を
見
い
出
す
こ
と
は
全
く
不
可
能
で
は
な
い
。
 た
 だ
 特
定
力
 ル
ト
 の
特
定
儀
礼
の
場
で
は
、
各
の
範
時
の
 様
式
か
ら
完
全
に
逸
脱
 

し
た
表
現
は
異
例
と
判
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
不
安
定
な
 異
例
は
し
ば
し
当
該
 範
 晴
の
境
界
領
域
を
笏
 律
 う
こ
と
 に
な
る
が
、
結
局
、
許
 

さ
れ
る
自
由
、
一
定
の
様
式
の
範
囲
内
で
の
即
興
が
求
め
 ら
れ
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
「
自
由
」
 な
 表
現
は
認
め
 ら
れ
、
奨
励
さ
れ
る
と
 

説
明
さ
れ
る
が
、
見
え
ざ
る
、
し
ば
し
流
動
的
な
 範
晴
の
 内
側
で
の
「
自
由
」
 な
 ヴ
ァ
リ
 ヱ
 ー
シ
，
 ン
 0
 表
現
 と
 し
て
、
祈
り
の
芸
術
も
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い
う
パ
フ
ォ
ー
マ
ソ
 ス
 の
現
在
進
行
性
へ
の
強
い
認
識
 も
 見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
単
に
 

葮
 

一
つ
の
パ
フ
ォ
 l
 マ
ソ
 ス
 の
一
回
 性
と
 止
揚
 /
 中
断
 に
 眼
を
止
め
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
そ
の
一
回
 性
 、
一
 通
性
の
積
み
重
ね
が
一
 つ
 

ぬ
 
の
音
や
リ
ズ
ム
、
動
ぎ
の
形
の
潮
流
を
徐
々
に
少
し
 ず
 つ
 形
成
し
、
型
の
塑
 成
 、
変
更
、
再
構
成
と
い
う
 プ
 口
 セ
ス
を
幾
度
と
な
く
 繰
返
 

太
し
、
試
行
錯
誤
の
 5
 ち
に
「
新
た
な
伝
統
」
 

そ
 れ

は
個
別
の
故
郷
、
居
住
地
域
の
、
社
会
や
国
家
の
 、
 。
 
て
し
て
 ア
フ
 p
.
 

カ
リ
ビ
ア
 

77@ (77) 

サオ 

な
も
の
の
方
が
 
よ
 り
伝
統
性
と
結
び
っ
げ
ら
れ
、
力
と
 威
 信
 が
優
位
に
付
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

昔
 化
さ
れ
、
聴
か
れ
、
共
有
さ
れ
る
と
言
え
る
。
 

で
は
古
典
的
オ
ラ
ト
リ
オ
の
も
つ
作
品
性
に
つ
い
て
は
ど
 ぅ
 考
え
た
ら
 よ
 い
だ
ろ
う
か
。
冒
頭
の
説
明
で
は
、
 作
 ら
れ
た
も
の
、
完
成
 

さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
性
格
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
力
 め
 ト
 儀
礼
で
も
典
礼
性
が
濃
厚
で
定
型
的
な
も
の
は
、
 プ
 ロ
グ
ラ
ム
が
一
定
の
様
 

-
 
皿
 -
 

式
に
 則
っ
て
予
め
用
意
さ
れ
、
そ
れ
に
従
っ
た
パ
フ
ォ
ー
 マ
ノ
ス
 が
出
現
す
る
。
そ
れ
は
作
品
と
し
て
の
オ
ラ
ト
 リ
オ
 が
楽
譜
と
し
て
用
 

煮
 さ
れ
、
あ
と
は
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
 昔
 と
動
ぎ
が
決
定
 さ
れ
る
と
い
う
の
に
似
て
い
る
。
カ
ル
ト
儀
礼
の
音
楽
 で
も
、
例
え
ば
讃
美
歌
 

集
を
使
用
し
た
り
し
て
部
分
的
に
し
ろ
定
型
化
さ
れ
て
い
 る
も
の
も
あ
り
、
典
礼
音
楽
の
み
が
作
品
化
に
近
い
位
 置
を
占
め
て
い
る
と
は
 

限
ら
な
い
。
し
か
し
筆
者
が
注
目
し
た
い
の
は
、
楽
譜
化
 さ
れ
固
定
化
さ
れ
た
作
品
と
し
て
の
性
格
で
は
な
い
。
 軸
 一
誌
、
自
由
で
無
定
形
 

の
 儀
礼
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
先
人
の
残
し
た
 昔
の
足
跡
を
追
認
す
る
と
い
う
意
味
で
、
歴
史
的
に
作
 ら
れ
た
昔
を
新
た
に
 演
 

ず
る
 、
作
品
の
実
演
と
い
う
側
面
が
な
い
わ
 け
 で
 は
 な
い
 。
実
際
の
音
の
響
き
や
リ
ズ
ム
・
パ
タ
ー
ン
や
動
き
の
 彩
 は
、
厳
密
に
は
一
回
 

一
回
異
な
る
が
、
演
者
 は
 
（
そ
し
て
聴
衆
も
）
そ
の
違
い
 
よ
り
ほ
、
む
し
ろ
相
同
性
の
方
を
重
視
す
る
。
「
同
じ
」
 昔
や
 リ
ズ
ム
、
動
ぎ
 

の
形
の
再
演
、
全
体
の
型
の
摸
倣
こ
そ
が
一
つ
の
「
伝
統
 」
の
継
承
と
育
成
に
繋
が
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
 で
あ
る
。
そ
こ
に
は
 歴
 

史
牲
 、
権
威
的
源
泉
ょ
り
作
ら
れ
た
も
の
の
継
承
に
対
す
 る
 志
向
と
意
志
と
感
受
性
が
見
ら
れ
る
。
 1
 節
の
 ス
ペ
 ク
ト
ル
で
は
「
 ョ
 ー
 口
 

ヴ
パ
 」
、
キ
リ
ス
ト
教
（
正
統
派
）
の
み
な
ら
ず
「
ア
フ
リ
 

力
 」
（
 ヱ
 チ
オ
ピ
ア
）
も
そ
の
伝
統
の
 ル
 一
 ッ
に
 求
め
聴
か
 

れ
る
。
た
だ
定
型
的
 



 
 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
オ
ラ
ト
リ
オ
は
、
終
始
楽
音
で
彩
ら
れ
た
 
舞
台
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
り
、
古
典
的
意
味
で
の
音
楽
 性
 が
極
め
て
重
視
 

さ
れ
る
。
非
楽
音
は
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
は
な
く
 、
否
定
的
か
消
極
的
に
し
か
扱
わ
れ
な
い
、
静
寂
の
中
 か
ら
 昔
 演
劇
は
観
衆
に
 

静
聴
、
静
観
を
要
求
し
つ
つ
、
彼
ら
と
は
明
確
に
区
別
さ
 れ
た
形
で
登
場
し
、
演
者
は
奏
で
演
ず
る
。
そ
の
立
場
 は
 逆
転
し
な
い
。
舞
台
 

を
中
心
と
し
て
鳴
り
響
く
ミ
ク
ロ
・
サ
ウ
ソ
ド
ス
ケ
ー
プ
 は
 観
衆
に
、
周
囲
に
、
マ
ク
 p
.
 

コ
ス
モ
ス
に
向
か
っ
 

て
 昔
を
放
射
す
る
が
、
 

観
衆
 /
 
マ
ク
 p
.
 

コ
ス
モ
ス
 

は
 静
的
に
受
容
 し
 、
全
休
 は
 遠
景
の
風
物
誌
を
見
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
一
方
 カ
ソ
 ブ
の
 カ
ル
ト
・
オ
ラ
ト
 

リ
ォ
ま
 、
終
始
非
楽
音
が
な
く
な
ら
な
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
 ス
 で
、
特
定
の
場
所
の
み
な
ら
ず
、
ど
こ
を
も
舞
台
化
 
し
ぅ
る
 柔
軟
性
を
も
 

 
 

っ
 。
音
楽
 牲
 も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
非
楽
音
が
重
要
な
位
 賢
 さ
え
占
め
、
肯
定
的
で
積
極
的
に
取
り
込
ま
れ
 ぅ
る
 。
 マ
ク
 p
.
 

サ
ウ
ソ
 

ド
 

ス
ケ
ー
プ
に
強
く
働
き
か
け
参
加
さ
せ
活
躍
の
場
を
与
え
 る
 。
喧
騒
の
中
で
も
カ
ル
ト
儀
礼
は
演
じ
ら
れ
、
特
に
 屋
 袈
 フ
ォ
ー
マ
ン
ス
 

で
は
、
演
者
と
観
衆
は
明
瞭
に
区
別
は
さ
れ
て
い
て
も
、
 

い
つ
し
か
境
界
線
が
交
錯
す
る
ほ
ど
、
相
互
交
渉
は
頻
 出
し
、
密
度
も
濃
く
な
 

る
 。
演
者
は
観
衆
に
声
で
、
楽
器
 昔
 で
、
身
体
 昔
 で
、
 表
 情
や
身
ぶ
り
で
訴
え
、
観
衆
の
反
応
を
要
求
す
る
。
 

そ
 し
て
観
衆
の
中
に
 
、
必
 

ず
や
積
極
的
に
反
応
す
る
者
が
出
、
唱
和
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
 へ
の
参
加
、
掛
け
声
や
合
の
手
、
手
拍
子
な
ど
、
定
型
 、非
定
型
問
わ
ず
、
 
自
 

由
で
 柔
軟
な
即
興
的
昔
の
演
出
が
展
開
す
る
。
ミ
ク
ロ
 
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
と
 て
ク
 p
.
 

サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
 

の
呼
応
形
式
は
動
的
に
 

ダ
，
ナ
 

・
・
ラ
ク
 

 
 

 
 

は
 常
に
そ
の
場
で
「
自
由
に
」
創
成
さ
れ
、
生
き
ら
れ
る
 伝
統
と
し
て
の
オ
ラ
ト
リ
オ
に
た
と
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
 
ラ
ノ
。
 

@
@
 

ン
 、
ま
た
 ヵ
 リ
ビ
ア
 ソ
 と
し
て
の
伝
統
を
創
成
し
て
 ゆ
く
ヱ
 ネ
ル
ギ
ー
を
秘
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
 実
際
に
そ
の
 ヱ
 ネ
ル
ギ
 

｜
を
 発
散
し
て
い
る
こ
と
を
も
主
張
す
る
。
つ
ま
り
過
去
 の
音
や
リ
ズ
ム
を
聴
き
、
そ
れ
に
伴
 う
動
 ぎ
の
形
や
流
 れ
を
把
握
し
っ
 つ
、
非
 

定
形
の
音
の
渦
か
ら
定
型
の
音
を
追
求
す
る
現
在
進
行
中
 の
 試
み
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
あ
る
心
象
風
景
と
具
体
的
 な
 サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
 

を
 母
胎
に
、
一
回
ご
と
の
パ
フ
 "
 ｜
 マ
ン
ス
の
中
で
そ
れ
 ら
の
音
、
リ
ズ
ム
、
動
ぎ
の
 べ
 ク
ト
ル
を
様
々
に
操
作
 し
な
が
ら
、
自
己
及
び
 

集
 ム
ロ
 
的
 ア
イ
デ
 ソ
 テ
ィ
テ
ィ
に
最
適
の
も
の
を
探
求
し
 、
 作
り
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
、
非
定
型
的
カ
ル
ト
儀
礼
は
 、
 完
成
品
と
し
て
よ
り
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太鼓と声のオラトリオ 
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）
下
す
㌧
 
巾
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ざ
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心
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ミ
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母
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ご
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日
 ぎ
温
 。
三
才
 0
 臣
す
毛
の
の
（
の
Ⅱ
口
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の
の
 

肚
 ）
（
藤
井
知
昭
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鈴
木
 

道
子
訳
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音
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学
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音
楽
之
友
社
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昭
和
五
五
年
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特
に
 第
一
部
参
照
。
）
 0
 ォ
コ
め
 -
a
c
k
 

田
笠
 

冒
旨
 
ま
め
～
 

c
a
 

～
 オ
 
寒
さ
㍉
（
 毛
い
 の
 ゴ
 @
 品
 （
 
0
 コ
 

c
 コ
 宇
の
乙
 せ
 
0
 め
毛
 品
田
 品
 d
o
 
コ
 下
の
革
ト
ま
 じ
 

（
徳
丸
吉
彦
 訳
 
同
人
間
の
音
楽
性
 田
 岩
波
書
店
、
昭
和
五
三
年
）
な
ど
。
た
だ
し
 両
者
の
立
場
 

 
 

は
 同
一
で
は
な
い
。
 

 
 
 
 

 
 

そ
し
て
信
徒
の
教
化
、
聖
書
朗
読
、
説
教
、
仮
装
者
の
詠
唱
、
役
 
柄
の
視
覚
的
表
象
、
宗
教
的
・
道
徳
的
内
容
の
劇
的
対
話
、
自
 由
な
祈
り
 

 
 

 
 

の
 パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
い
う
共
通
点
か
ら
、
当
該
儀
礼
は
大
鼓
 
と
声
の
オ
ラ
ト
リ
ナ
に
た
と
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
 

仝
宵
も
ま
た
カ
リ
ブ
の
島
々
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
カ
ル
ト
 儀
礼
の
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
。
そ
の
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
 ギ
 ｜
 は
ま
さ
に
、
太
鼓
 

と
声
の
オ
ラ
ト
リ
オ
な
の
で
あ
る
。
 

昔
の
豊
穣
性
を
増
大
し
、
マ
ク
 p
.
 

サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
 

が
 有
効
な
色
彩
を
与
え
る
昔
の
絵
巻
物
が
綴
ら
れ
る
の
 で
あ
る
。
 

筆
者
が
儀
礼
で
注
目
し
た
の
は
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
 場
 
（
舞
台
）
や
背
景
及
び
装
備
の
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
、
 昔
 を
 発
し
演
じ
る
（
 演
 

技
 ）
身
体
、
楽
器
（
演
者
・
背
景
 昔
 ）
、
そ
れ
ら
を
聴
 
き
 取
り
、
見
る
者
（
観
衆
）
の
存
在
、
そ
の
場
に
居
る
 全
 て
の
も
の
に
役
が
あ
り
 

（
配
役
）
、
そ
れ
を
演
ず
る
仕
掛
け
、
そ
し
て
演
技
は
昔
の
 

展
開
の
あ
ら
 筋
 
（
シ
ナ
リ
オ
）
に
沿
っ
て
表
現
さ
れ
、
 一
 定
の
様
式
性
が
認
め
 

ら
れ
る
と
い
う
演
劇
性
で
あ
る
。
た
だ
し
筋
書
ぎ
は
厳
密
 で
な
く
柔
軟
な
構
造
を
と
り
、
背
景
昔
も
含
め
演
者
全
 員
 が
総
動
員
さ
れ
、
 暗
 

黙
の
了
解
 /
 あ
ら
筋
に
従
え
ば
自
由
な
表
現
や
即
興
が
許
 さ
れ
、
か
つ
奨
励
も
さ
れ
る
多
彩
な
オ
ラ
ト
リ
オ
で
あ
 る
 。
そ
こ
で
多
角
的
に
 

生
起
し
、
重
層
的
に
鳴
り
響
き
、
発
散
し
 、
 消
え
ゆ
く
 立
 
ロ
の
 演
劇
を
あ
り
の
ま
ま
生
き
生
ぎ
と
聴
き
取
り
、
全
体
 的
に
か
つ
プ
ロ
セ
ス
 と
 

し
て
一
つ
の
構
図
の
中
に
収
め
、
あ
ら
筋
に
沿
っ
た
表
現
 を
 聴
か
せ
る
の
が
ミ
ク
ロ
・
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
的
 視
 点
で
あ
っ
た
。
サ
ウ
ン
 

ド
ス
ケ
ー
プ
を
主
体
的
に
取
り
込
む
こ
と
に
よ
り
、
パ
フ
 オ
 ー
マ
ソ
 ス
 全
体
の
場
の
活
況
を
 、
 我
々
は
じ
か
に
感
 じ
 と
り
、
伝
達
さ
せ
る
 

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
 



（
 2
 ）
 

（
 り
 Ⅰ
）
 

（
 ノ
汝
 
）
 

 
 

宗
教
学
や
人
類
学
か
ら
の
音
楽
、
昔
へ
の
積
極
的
な
ア
フ
ロ
ー
 チ
 及
び
貢
献
は
 、
 例
え
ば
米
国
で
 
F
.
 ボ
 ア
ズ
 や
そ
の
弟
子
た
ち
 
0
%
 嘗
 で
、
 

 
 

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
分
析
が
一
部
で
活
発
な
ほ
か
、
見
る
べ
 き 重
要
な
研
究
は
多
く
は
蓄
積
さ
れ
て
い
な
い
。
宗
教
現
象
学
の
 分
野
で
訳
書
 

 
 

も
あ
る
 

G
.
 

フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
レ
ー
ク
は
日
芸
術
と
聖
な
る
も
 の
 b
 
（
小
倉
重
 夫
訳
 、
せ
り
か
書
房
、
昭
和
五
五
年
、
原
著
の
 
 
 

Ⅰ
の
の
白
キ
・
 

き
ま
虫
ぎ
錨
ま
ぎ
 
も
ミ
神
悪
さ
さ
Ⅰ
㏄
 N
,
 

哀
切
さ
で
 

一
章
を
音
楽
に
割
い
て
い
る
。
啓
蒙
的
で
刺
激
に
も
富
む
が
、
 

筆
 者
の
当
面
の
 

課
題
に
は
さ
ほ
ど
参
考
と
な
ら
な
か
っ
た
。
他
方
、
音
楽
学
か
 ら
の
宗
教
や
儀
礼
へ
の
関
心
も
、
一
部
（
特
に
キ
リ
ス
ト
教
）
で
 は
 典
礼
ク
ラ
 

シ
ッ
ク
音
楽
と
の
深
く
長
い
結
び
つ
き
及
び
華
麗
な
展
開
が
見
 ら
れ
た
た
め
、
研
究
も
蓄
積
さ
れ
て
い
る
が
、
他
の
領
域
で
は
 概
 し
て
高
く
な
 

い
 。
民
族
音
楽
学
 /
 音
楽
人
類
学
の
中
で
は
、
こ
れ
ら
へ
の
フ
々
 一
 ル
ド
ワ
ー
ク
と
分
析
も
蓄
積
さ
れ
っ
 

っ
 あ
る
が
、
一
般
に
比
 較
も
含
め
て
 

音
楽
学
的
関
心
、
問
題
意
識
の
方
が
優
勢
な
傾
向
を
否
め
な
い
。
 こ
れ
ら
双
方
の
二
極
分
解
的
状
況
を
克
服
し
、
こ
れ
ま
で
以
上
 の
 積
極
的
で
 

貢
献
的
な
 ァ
プ
 p
 ー
 チ
と
 多
産
な
調
査
研
究
が
蓄
積
さ
れ
る
こ
 と
が
強
く
望
ま
れ
る
次
第
で
あ
る
。
 

之
 0
 （
（
 

局
い
 P
 （
 
@
@
@
 

、
 
n
@
O
@
@
 

・
 、
，
 

Ⅰ
 
り
 
（
 
ヰ
 ～
）
 

0
 局
 
（
 c
 
）
 
ム
 @
@
@
F
 

吊
り
 
n
@
W
@
@
@
@
 

「
 
@
@
@
 

）
 u
@
 
色
目
三
毛
 0
 も
 0
-
0
 

的
ヂ
 。
㌻
 さ
ミ
ミ
キ
め
 e
@
m
 

き
キ
ト
 き
か
 ぺ
 
Q
 
も
 Q
-
Q
 

㎏
 セ
 ・
 9
%
 

ハ
ト
，
 
や
 き
・
木
島
 

健
一
調
「
民
族
音
楽
学
研
究
と
人
類
学
」
（
秋
山
龍
 

英
編
可
 民
族
 音
楽
学
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ス
 
ヒ
 、
音
楽
之
友
社
、
昭
和
五
五
年
、
 
一
一
一
一
一
一
頁
。
）
 

彼
女
に
 
よ
 る
と
「
様
式
化
は
非
常
な
割
合
に
達
し
て
お
り
、
 

昔
 の
 現
象
と
し
て
、
言
語
の
場
合
は
五
 0
 バ
 l
 セ
ソ
ト
 の
冗
長
 度
 
Ⅰ
 
Ⅱ
 
め
ヰ
仁
臣
串
 

の
 臣
 0
 せ
 

｜
 筆
者
挿
入
」
で
あ
る
の
に
比
し
て
、
音
楽
に
つ
い
て
は
大
体
 九
 0
 パ
ー
セ
 
ソ
ト
 の
冗
長
 度
 が
あ
る
と
評
価
さ
れ
よ
 5
 。
ま
た
吾
一
 
ロ
議
叩
卜
卜
つ
 

Ⅰ
 
リ
て
 

は
、
 測
り
知
れ
な
い
数
の
語
彙
 素
す
パ
 の
 日
 e
s
 

に
組
織
さ
れ
た
 

か
 さ
い
 レ
 バ
一
ト
リ
の
音
韻
構
成
要
素
を
持
り
た
現
象
と
し
て
 描
 か
れ
よ
 う
 が
 、
 

音
楽
の
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
頻
繁
に
繰
り
返
さ
れ
る
少
数
 の
 フ
レ
ー
ズ
や
モ
チ
ー
フ
に
組
織
さ
れ
た
少
数
の
音
韻
構
成
要
素
 を
 有
し
て
い
 

る
と
言
え
る
。
加
え
て
言
語
に
関
し
て
は
、
そ
の
ど
れ
も
が
 二
 度
と
 繰
り
返
さ
れ
な
い
パ
ラ
グ
ラ
フ
や
別
の
よ
り
大
き
な
単
位
に
 文
章
を
組
み
 

合
わ
せ
る
無
限
の
可
能
性
が
示
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
 に
 対
し
て
、
音
楽
は
少
数
の
大
き
な
形
式
に
組
織
さ
れ
る
が
、
 

そ
 の
形
式
は
い
 

ず
れ
も
繰
り
返
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
の
 ょ
う
 に
 、
昔
 楽
は
型
に
は
ま
っ
た
現
象
で
あ
り
、
そ
の
冗
長
度
の
程
度
は
非
常
 に
 高
い
と
 @
 

え
 よ
 う
 。
」
（
邦
訳
、
二
二
二
頁
）
 

カ
リ
ブ
海
地
域
の
範
囲
設
定
は
固
定
的
で
な
く
、
人
に
よ
っ
て
 、
 社
会
に
よ
っ
て
、
ま
た
歴
史
的
条
件
な
ど
に
よ
っ
て
も
流
動
し
 て
 ぎ
た
。
 
こ
 

の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
多
民
族
文
化
の
「
。
 

ヘ
 パ
ー
・
ポ
ッ
ト
 
L
 

カ
リ
ブ
海
文
化
の
特
徴
の
一
側
面
」
 

宙
 黒
人
研
究
 ヒ
 五
七
号
 、
一
九
八
七
 

年
 Ⅰ
 
六
｜
 七
頁
で
も
簡
単
に
触
れ
た
。
本
稿
で
「
 島
喚
部
 」
と
 限
定
し
た
の
は
、
大
陸
部
で
は
原
住
民
イ
ン
デ
ィ
オ
諸
部
族
や
 混
血
メ
ス
テ
 

イ
 ー
 ソ
 
（
日
の
の
（
 

@
z
o
 

）
、
ま
た
ギ
ア
ナ
地
域
の
ブ
ッ
シ
ュ
・
ニ
グ
ロ
 

と
も
呼
ば
れ
る
ア
フ
リ
カ
黒
人
系
諸
部
族
（
 島
 腰
部
に
比
べ
る
 と
 異
人
種
 

民
族
接
触
や
文
化
変
容
の
度
合
が
低
く
、
よ
り
「
ア
 7
 リ
カ
」
に
 近
い
）
も
対
象
と
せ
ざ
る
を
得
ず
、
問
題
が
複
雑
化
し
す
ぎ
る
 
た
め
で
あ
る
。
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（
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（
 巳
 
0
 ）
 

（
 ム
り
 
）
 

筆
者
の
当
初
の
関
心
は
キ
リ
ス
ト
教
と
習
合
し
た
り
大
小
の
影
 響
 を
受
け
て
形
成
さ
れ
た
黒
人
系
の
宗
教
、
カ
ル
ト
に
あ
っ
た
。
 

 
 

音
楽
を
禁
止
す
る
唯
一
の
宗
教
と
言
わ
れ
る
イ
ス
ラ
ム
教
だ
が
 
ミ
ナ
レ
ッ
ト
（
 高
塔
 ）
か
ら
発
せ
ら
れ
る
ア
ザ
ー
ン
（
 
礼
 拝
 告
知
）
ハ
期
 

唱
し
 ）
 や
コ
一
ラ
ソ
 
の
朗
唱
は
「
 
歌
 」
の
 範
 時
に
分
類
し
て
も
お
 か
し
く
な
い
程
、
美
し
い
メ
ロ
デ
ィ
 と
響
 ぎ
を
も
っ
た
も
の
で
 あ
る
。
 

フ
ラ
ン
ス
古
語
 
下
 。
祭
の
 
ス
オ
 0
 の
め
 毘
は
 元
来
「
振
動
」
一
般
 を
 、
 次
い
で
と
く
に
「
横
隔
膜
の
 げ
い
 れ
ん
」
す
な
わ
ち
「
し
ゃ
 づ
 く
り
」
 を
 

意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
 話
 。
 
一
 三
世
紀
Ⅰ
一
四
世
紀
の
多
売
上
 
目
 楽
に
起
こ
っ
た
技
法
の
一
種
で
、
旋
律
を
歌
詞
に
関
係
な
く
 休
 符
 を
は
さ
ん
 

だ
 短
い
断
片
に
し
て
し
ま
う
こ
と
。
し
ば
し
，
は
 

一
 音
符
ず
つ
に
 分
 げ
ら
れ
る
。
」
 向
 音
楽
大
事
典
 b
 第
五
巻
、
平
凡
社
、
一
九
八
二
 

一
年
、
二
三
四
 

九
頁
。
こ
れ
が
頻
出
す
る
の
は
、
ジ
ャ
マ
イ
カ
の
 り
ヴ
ア
 イ
 ブ
 ァ
と
兆
 、
セ
ン
ト
・
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
パ
 フ
 テ
ス
ト
な
ど
 

で
あ
る
。
速
め
の
テ
ン
ポ
と
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
て
、
 大
 ぎ
く
 息
 を
 扱
い
、
吐
き
出
す
こ
と
を
繰
り
返
す
が
、
そ
の
時
の
吸
 う
昔
 、
 吐
く
 昔
 。
 

、
 
す
ゴ
 0
 由
 二
三
し
 
ぎ
 
（
 
ぽ
 の
の
 祖
 Ⅱ
 
@
 
（
 -
 
。
 ば
 （
 
o
u
 
已
コ
 m
 。
な
ど
と
描
写
さ
 れ
る
。
 

「
昔
風
景
」
と
で
も
訳
し
 
ぅ
 る
が
、
視
覚
に
訴
え
る
「
風
景
」
 

公
 当
ヰ
 の
 
c
a
 
憶
 ）
に
対
し
、
聴
覚
的
に
昔
全
体
を
把
握
し
よ
う
と
す
 る
 概
念
。
 
カ
 

ナ
ダ
人
の
作
曲
家
、
評
論
家
、
教
育
家
 M
.
R
.
 

シ
ェ
イ
フ
ァ
 
一
 
（
三
岸
「
「
 

が
 せ
 
丑
ぎ
ぎ
こ
 「
）
が
 六
 0
 
年
代
後
半
よ
り
強
い
問
 題
意
識
を
持
 

ち
 使
い
始
め
た
新
し
い
概
念
。
 

七
 0
 年
前
後
よ
り
、
環
境
昔
の
 調
査
研
究
で
あ
る
「
世
界
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
 」
を
展
開
し
 

て
き
た
。
 

カ
ル
ト
の
み
な
ら
ず
宗
教
儀
礼
全
般
に
敷
桁
し
て
、
サ
ウ
ン
ド
 ス
ケ
 一
プ
が
 使
え
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
祝
祭
儀
礼
で
は
、
 

そ
 の
 祝
祭
性
の
 

把
握
に
 
て
ク
 p
.
 
サ
ウ
ソ
ド
ス
ケ
ー
プ
的
視
点
が
極
め
て
有
効
 で
あ
る
。
ひ
い
て
は
マ
ク
ロ
・
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
か
ら
見
た
 マ
 ク
ロ
コ
ス
モ
 

ス
 
（
特
定
地
域
社
会
・
文
化
の
世
界
観
）
の
 

特
篠
 の
よ
り
良
き
 
理
 解
へ
 導
く
こ
と
を
念
願
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

こ
の
ヴ
ァ
リ
ニ
ー
 
シ
 。
 ン
 0
 間
頭
 は
 、
音
楽
、
昔
表
現
の
 ヴ
ァ
 リ
ヱ
一
 
シ
ョ
ン
と
も
繋
が
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
稿
で
詳
細
 に
 論
じ
る
 余
 

裕
 は
な
い
の
で
、
 
別
稿
で
 検
討
す
る
準
備
を
し
て
い
る
。
 

例
え
ば
イ
ン
ド
系
の
も
の
は
除
外
し
て
考
え
る
。
イ
ス
ラ
ム
教
 も
例
外
と
す
る
。
 

こ
の
両
極
の
理
念
型
と
し
て
の
「
ア
フ
リ
 ヵ
 の
 力
 」
と
「
 ョ
｜
 ロ
ッ
パ
の
 力
 」
は
 、
 単
に
存
在
し
て
い
る
の
み
で
な
く
、
ベ
ク
ト
 ル
 と
し
て
 実
 

際
は
作
用
し
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
二
つ
の
力
の
量
 と
方
 向
性
が
統
合
さ
れ
て
新
し
く
生
成
さ
れ
る
も
の
が
、
個
々
の
実
体
 的
 カ
ル
ト
に
 

相
当
す
る
。
二
つ
の
 力
 を
べ
ク
ト
ル
と
し
て
 担
 え
る
考
え
方
は
 、
以
前
ラ
ス
タ
フ
ァ
リ
運
動
を
中
心
に
、
音
楽
を
通
し
て
見
た
 め
 
示
教
文
化
、
 ジ
 

⑪
 

 
 

ャ
 マ
イ
カ
文
化
を
考
察
す
る
た
め
に
使
っ
た
。
そ
こ
で
は
ポ
ピ
ュ
 -
 
フ
 1
 音
楽
の
形
成
に
焦
点
を
当
て
、
時
間
の
経
過
を
経
て
二
つ
 の
べ
 ク
ト
ル
 

 
 

 
 

に
よ
っ
て
聖
成
さ
れ
て
ぎ
た
こ
と
を
簡
単
に
指
摘
し
た
。
拙
稿
 修
士
論
文
 再
捺
 
江
口
舌
「
 
ぎ
さ
寒
ま
ぎ
ぎ
壷
 
ま
き
 黛
 -
 さ
め
 田
め
 ～
 
っ
 ふ
き
 -
a
 
ミ
 潮
の
安
安
ミ
ド
も
 

-
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が
あ
り
、
 別
 稿
を
準
備
中
で
あ
る
。
声
量
の
統
制
は
リ
ズ
ム
、
 抑
 揚
 、
流
暢
 さ
 全
て
に
関
係
が
あ
る
。
 

 
 

説
教
や
祈
り
で
は
小
声
が
評
価
さ
れ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
 単
な
る
大
声
で
は
な
く
、
声
の
音
量
調
節
の
巧
み
さ
が
む
し
ろ
 歌
 と
の
 繋
 
8
 

が
り
と
も
密
接
に
な
り
、
人
々
に
も
ア
ピ
ー
ル
す
る
力
と
な
り
 う
る
と
考
え
ら
れ
る
。
言
葉
の
抑
揚
と
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
 カ
 リ
ブ
海
で
話
⑧
 

さ
れ
る
言
葉
は
 、
西
 ア
フ
リ
カ
語
語
の
影
響
で
、
（
中
国
語
も
よ
 
く
 引
き
合
い
に
さ
れ
る
）
「
音
調
 
@
=
 

ロ
ま
 
曲
 
」
の
傘
下
に
位
置
づ
げ
ら
 れ
る
こ
と
が
 

多
い
。
単
語
か
ら
文
章
レ
ベ
ル
ま
で
、
地
域
に
よ
り
抑
揚
の
形
 態
 や
幅
な
ど
に
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
極
め
て
メ
ロ
デ
ィ
 ノ
ク
 で
 あ
る
。
筆
者
 

は
 一
種
の
歌
の
よ
う
だ
と
い
う
印
象
を
受
け
た
。
平
常
発
話
さ
 れ
る
言
葉
の
流
れ
が
本
来
的
に
 メ
ロ
ヂ
ィ
グ
ク
 で
あ
る
上
、
説
教
 や
 祈
り
の
よ
 

う
 に
そ
れ
自
体
が
抑
揚
を
要
求
す
る
こ
と
か
ら
、
言
葉
の
 メ
 p
@
 
ア
イ
 @
 性
は
自
然
強
化
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
他
の
音
 調
 言
語
以
外
 

の
 言
葉
と
比
較
す
る
と
、
説
教
や
祈
り
な
ど
の
言
葉
と
歌
の
運
 続
 性
 は
よ
り
緊
密
で
ス
ム
 一
ズ
 に
見
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 ま
 た
 歌
と
の
 連
 

続
 性
、
あ
る
い
 は
 移
行
容
易
性
は
、
歌
声
の
質
が
地
声
に
近
 い
 @
 
」
と
と
も
密
接
に
関
連
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
雄
弁
・
流
暢
に
つ
 い
て
は
、
 フ
 

オ
 l
 ク
ロ
ア
研
究
で
の
ス
ビ
ー
チ
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
 会
 析
か
ら
も
ヒ
ン
ト
を
得
た
。
カ
リ
ブ
海
地
域
で
は
、
代
表
作
と
 L
 し
て
 勾
 。
も
Ⅱ
 

し
 ・
 レ
び
 
「
 
p
r
p
@
 

ロ
 @
@
n
@
.
 

コ
 ミ
 
Q
@
 
～
・
 

n
-
h
 

。
 
寒
 。
 
一
っ
 

「
も
め
ぎ
～
～
 

ぎ
 
-
 -
 悪
 。
一
心
 

り
 
-
 ト
 
@
 
ゃ
 
き
も
 

-
 簗
 ～
。
 

-
w
 

主
宝
 ま
さ
さ
 
黛
 Ⅰ
 ミ
も
違
 
む
目
ま
め
 
あ
ぬ
さ
 
寒
泉
 の
 r
e
 
畠
ぬ
 C 軋
ぎ
 「
 
ぬ
 （
㏄
 
ヰ
 耳
ま
局
 
。
Ⅱ
。
 
い
臣
 
Ⅰ
 

Ⅰ
 0
 
コ
年
 
0
 
コ
円
 二
の
㌔
 
0
 
け
 臣
の
由
。
 

づ
村
 
ぎ
の
 口
田
ヰ
憶
 Ⅰ
の
 
睾
 
～
の
㏄
 

じ
 

（
 
お
 ）
十
六
世
紀
 半
は
に
、
聖
 フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ネ
ー
 リ
 が
 p
 一
％
 の
聖
ジ
 ロ
 l
 ラ
 モ
 ・
デ
ソ
 ラ
 ・
カ
リ
タ
教
会
の
オ
ラ
ト
リ
オ
で
 、
集
会
を
行
な
っ
た
 

の
が
始
ま
り
。
服
部
幸
三
「
オ
ラ
ト
リ
オ
」
㍉
音
楽
大
事
典
 
円
第
 一
巻
、
平
凡
社
、
三
四
五
頁
。
 

（
 
笏
 ）
升
形
ち
づ
る
「
オ
ラ
ト
リ
オ
」
 円
 
平
凡
社
大
百
科
事
典
 日
 
一
九
八
四
年
、
一
一
四
九
頁
。
傍
点
筆
者
。
 

（
 
抑
 ）
も
っ
と
も
、
聖
書
の
共
有
、
聖
典
化
と
い
う
共
通
性
 ゆ
，
 
え
に
、
互
い
の
猜
疑
心
、
「
正
統
性
」
や
「
 
力
 」
の
保
持
、
「
 ヵ
リ
 ス
マ
 」
の
継
承
な
ど
 

を
め
ぐ
る
競
争
心
は
助
長
さ
れ
て
ぎ
た
点
も
無
視
し
て
は
な
ら
 よ
、
 

え
 Ⅰ
 。
 

（
 
然
 ）
多
く
の
カ
ル
ト
は
内
部
に
役
職
の
階
層
序
列
を
形
成
し
、
 

特
定
の
役
職
者
に
権
威
を
付
与
し
て
い
る
。
た
だ
し
ラ
ス
タ
フ
 ア
リ
ア
ン
の
中
に
は
 

そ
の
よ
う
な
序
列
化
は
「
神
の
教
え
」
に
反
す
る
と
し
て
否
認
 し
、
 全
 き
 平
等
を
唱
え
る
者
が
多
い
。
し
か
し
そ
 う
 唱
え
つ
つ
も
 、
特
定
集
団
 

に
所
属
す
る
者
は
、
そ
れ
ら
が
内
装
し
た
階
層
序
列
の
存
在
を
 受
容
し
て
い
る
。
 

（
 
杓
 ）
ダ
ン
バ
ラ
は
「
ラ
ダ
」
儀
礼
で
呼
び
出
さ
れ
る
 富
 や
辛
 運
を
司
る
水
場
（
に
宿
る
）
の
神
。
 

（
㊥
昔
の
他
、
ラ
ム
酒
に
代
表
さ
れ
る
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
、
 
ガ
 ン
ジ
ャ
（
マ
リ
フ
ァ
ナ
）
喫
煙
、
内
外
に
示
す
 旗
 、
衣
装
、
 備
 品
 で
主
に
示
さ
れ
る
 

色
彩
、
儀
礼
中
に
食
さ
れ
る
特
別
料
理
な
ど
、
聴
覚
の
み
な
ら
 ず
 、
嗅
覚
、
味
覚
、
視
覚
、
触
覚
と
い
う
五
官
全
て
が
総
動
員
 さ
れ
、
「
意
識
 

の
 変
容
状
態
」
や
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
世
界
に
導
か
れ
る
 経
 瞼
 が
、
こ
れ
ら
の
儀
礼
パ
フ
ォ
 一
 マ
ン
ス
で
あ
る
。
し
か
も
 五
 官
 全
て
が
 別
 



太鼓と声のオラトリオ 

（
付
 か
話
 
）
 

こ
の
小
論
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
六
二
年
度
文
部
省
科
学
 研
究
費
補
助
金
（
奨
励
研
究
㈹
 @
@
 課
題
呑
ロ
三
八
一
七
九
 0
0
 四
六
）
の
助
成
を
 

受
け
た
。
ま
た
一
部
は
、
国
立
民
族
学
博
物
館
共
同
研
究
会
「
 甲
南
米
の
宗
教
と
社
会
」
（
代
表
中
 

牧
 弘
光
 助
批
授
 ）
に
お
い
て
 、
「
雄
弁
と
瞑
想
 と
律
 

動
と
ヵ
 リブ
 海
 英
語
圏
社
会
の
聖
な
る
力
の
探
究
」
と
 題
 し
た
口
頭
発
表
の
一
部
と
重
複
な
い
し
類
似
し
た
内
容
で
あ
る
 -
 
」
と
を
 断
 わ
っ
て
 お
 

く
 。
同
研
究
会
で
コ
メ
ン
ト
を
下
さ
っ
た
先
生
方
、
特
に
草
稿
 を
 読
ん
で
多
く
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
い
た
十
枚
 氏
 に
は
感
謝
 
の
 意
を
記
し
て
表
し
 

-
@
 

キ
ハ
 
、
 
@
.
v
 

。
 偶

 に
働
く
の
で
は
な
く
、
 
柑
 互
に
関
連
し
合
い
多
く
相
乗
効
果
 を
 及
ば
し
な
が
ら
、
非
分
離
的
に
作
用
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
 こ
の
小
韮
 亜
で
 

は
 敢
え
て
昔
の
あ
る
側
面
を
抽
出
し
て
論
考
を
試
み
た
に
す
ぎ
 @
 
朋
 
よ
 
@
@
@
 

¥
 。
 

（
 綴
 ）
例
え
ば
ラ
ス
タ
フ
ァ
リ
運
動
の
中
で
最
も
組
織
化
が
進
ん
 で
い
る
「
十
二
氏
族
」
（
月
毛
の
手
の
日
 H
 
ぎ
 の
の
 

O
h
 
H
 

絹
の
の
 

-
 
）
 グ
ル
 ｜
プ
が
 開
く
大
規
模
 

な
 集
会
で
は
、
そ
の
規
模
の
統
制
と
い
う
意
図
も
は
た
ら
い
て
 か
 、
大
方
の
甘
栗
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
、
そ
れ
 に
 則
り
て
 儀
 

礼
は
進
行
し
て
い
る
よ
う
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
夕
方
（
 時
 に
昼
過
 ・
 
ざ
 ）
か
ら
翌
朝
ま
で
の
長
い
時
間
全
体
に
至
る
細
か
な
 プ
 
p
 グ
ラ
ム
の
 

設
定
は
し
な
い
し
、
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
場
の
雰
囲
気
や
状
 況
 に
応
じ
、
あ
る
い
は
若
干
即
興
的
に
繋
げ
た
り
す
る
こ
と
も
 あ
っ
た
。
「
 正
 

統
性
 」
を
誇
り
、
東
方
教
会
、
コ
プ
ト
派
の
流
れ
を
汲
む
 ヱ
チ
 オ
ピ
ア
正
統
教
会
で
は
、
特
別
の
音
Ⅰ
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と
し
て
 ジ
 ャ
 マ
イ
カ
の
 

 
 

有
名
な
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
の
大
家
Ⅰ
サ
ク
ソ
フ
ォ
ー
ン
奏
者
を
 
任
命
し
て
い
る
。
 
-
 聖
歌
隊
」
も
唱
考
 他
 、
太
鼓
、
マ
ラ
カ
ス
、
 
シ
ス
ト
ラ
ム
 

Ⅰ
の
 
@
 
の
 
（
「
ロ
目
 

U
 、
フ
ル
ー
ト
、
サ
ク
ソ
フ
 
オ
一
イ
 と
い
つ
た
器
楽
 秦
 者
も
含
ま
れ
る
 ュ
 ニ
一
 ク
な
 編
成
を
と
り
、
全
体
の
讃
美
の
合
 唱
を
 リ
 I
 ド
 

す
る
。
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八
 論
文
要
旨
 V
 
 マ
ン
ダ
ラ
の
思
想
的
な
基
盤
を
な
す
密
教
の
宇
 苗
親
 は
 、
西
洋
絵
画
の
そ
れ
と
は
基
本
的
に
異
 る
 。
イ
ン
ド
 密
 教
は
既
存
の
宗
教
 儀
 

礼
や
 パ
ン
テ
オ
ン
の
神
々
を
包
摂
し
な
が
ら
形
成
さ
れ
る
が
、
 七
 世
紀
に
な
る
と
独
自
の
世
界
観
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
 

密
教
で
は
、
 自
と
 他
、
大
宇
宙
（
 仏
 ）
と
小
宇
宙
（
行
者
）
 、
全
 体
 と
部
分
な
ど
対
立
す
る
考
え
か
た
が
木
質
的
に
は
同
一
だ
と
 説
 き
 、
そ
れ
を
 

楡
 伽
の
観
想
を
通
じ
て
直
観
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
 5
 。
ョ
大
 日
経
 ヒ
 で
は
、
現
実
世
界
に
存
在
す
る
も
の
の
一
切
の
形
、
色
 、
声
 
（
文
字
）
 
な
 

ど
を
大
宇
宙
を
仏
 格
 化
し
た
大
日
如
来
の
象
徴
と
し
て
相
互
に
 関
連
づ
 け
 、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
を
人
間
の
身
体
の
各
部
分
に
対
応
 せ
し
め
る
修
法
が
 

説
か
れ
る
。
 

空
海
は
こ
の
世
界
観
を
受
け
て
、
さ
ら
に
そ
れ
を
理
論
的
に
展
 聞
 し
、
絶
対
の
世
界
も
、
現
実
の
世
界
も
、
地
水
火
風
空
 調
 の
 六
 人
 よ
り
な
る
と
 

説
く
。
こ
の
場
合
、
大
と
は
世
界
の
構
成
要
素
で
は
な
く
、
 大
 自
如
来
の
象
徴
で
あ
っ
て
、
六
大
は
相
互
に
関
係
し
あ
っ
て
存
在
 す
る
。
 

マ
ン
ダ
ラ
は
も
と
土
壇
を
築
 き
 、
そ
の
上
に
神
々
を
招
請
し
て
 祀
 る
 外
的
な
儀
礼
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
に
行
者
の
観
想
の
中
に
あ
 ら
わ
れ
る
宇
宙
 

の
 凝
縮
形
と
し
て
内
面
化
さ
れ
る
。
本
論
文
で
は
マ
ン
ダ
ラ
の
 外
 と
 内
の
か
ら
み
合
い
を
た
ど
り
、
そ
の
根
底
に
あ
る
密
教
の
世
 界
 観
を
明
ら
か
に
 

す
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 密
教
、
マ
ン
ダ
ラ
、
 楡
伽
 、
部
分
と
全
体
、
 六
大
、
世
界
観
。
 

マ 

ン 

ダ 

ラ 

の 

宇 

宙 

観 

松
具
 有
 
慶
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チ
ベ
ッ
ト
仏
教
系
の
マ
ン
ダ
ラ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
 き
 ね
だ
っ
た
原
色
の
組
み
ム
ロ
 
せ
、
 仏
と
人
間
と
鳥
獣
の
共
 在
国
、
グ
ロ
テ
ス
ク
 

な
 多
面
 多
 曹
の
怒
れ
る
 仏
 た
ち
、
男
女
の
合
体
し
た
 ァ
ム
 ｜
 ラ
ス
な
姿
態
の
氾
濫
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
聖
な
る
 宗
 教
 絵
画
と
い
う
イ
メ
ー
 

ジ
 か
ら
は
ほ
ど
遠
い
。
 

チ
ベ
ッ
ト
系
の
 マ
ソ
ダ
ラ
 は
一
見
し
て
、
そ
こ
に
コ
ス
モ
 ス
 よ
り
も
 ヵ
 オ
ス
の
世
界
、
そ
れ
も
か
な
り
デ
フ
ォ
ル
 メ
 さ
れ
た
現
実
世
界
 

の
 縮
図
を
想
像
さ
せ
る
。
ま
た
一
方
そ
れ
が
日
本
の
両
部
 曇
茶
羅
 の
よ
う
に
整
然
と
し
た
形
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
 て
も
、
そ
れ
は
美
術
作
 

品
 と
い
う
概
念
で
は
律
し
 き
 れ
な
い
な
に
か
を
も
っ
て
 い
 る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
ま
ず
マ
ン
ダ
ラ
に
 は
 物
語
り
 性
 が
ま
っ
た
く
欠
如
し
 

て
い
る
。
救
世
主
と
し
て
の
 イ
ヱ
ス
 の
出
生
、
伝
道
、
受
 難
 、
奇
蹟
、
復
活
、
あ
る
い
は
聖
母
マ
リ
ア
の
神
秘
に
 み
 ち
た
生
涯
な
ど
が
 描
 

か
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
画
に
比
す
人
ぎ
も
の
と
し
て
 仏
教
に
は
仏
伝
 図
 が
あ
る
。
 そ
に
 に
は
釈
尊
の
前
生
の
 所
行
を
語
る
ジ
ャ
ー
 タ
 

力
 を
は
じ
め
、
現
世
で
の
教
化
活
躍
や
事
蹟
が
具
体
的
な
 絵
画
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
画
の
 中
か
ら
ほ
、
時
間
の
経
 

過
と
ス
ト
ー
リ
 l
 の
存
在
を
た
だ
ち
に
読
み
と
る
こ
と
が
 可
能
で
あ
る
。
 

こ
れ
ら
の
宗
教
画
が
 、
俗
 な
る
世
界
に
お
け
る
聖
な
る
 所
 行
を
描
い
た
も
の
と
す
れ
ば
、
大
乗
仏
教
に
お
け
る
 阿
 弥
陀
如
来
と
か
弥
勒
 

菩
薩
な
ど
の
浄
土
 図
 に
は
、
聖
な
る
世
界
に
お
け
る
聖
者
 の
 慈
愛
に
み
ち
た
行
為
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
 ら
は
人
々
に
仏
陀
の
威
 

マ
ソ
ダ
ラ
 を
美
術
作
品
の
一
つ
と
み
る
と
 き
 、
わ
れ
わ
れ
 ほ
 そ
こ
に
西
洋
絵
画
か
ら
受
け
る
印
象
と
く
ら
べ
て
、
 

と
 り
 わ
 け
 異
質
な
も
 

の
を
感
じ
る
。
た
と
え
そ
れ
が
宗
教
絵
画
と
し
て
の
限
定
 を
も
つ
と
し
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
と
か
イ
ス
ラ
ム
教
の
 そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
の
 

別
世
界
が
そ
こ
に
存
在
す
る
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。
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材
 が
選
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
に
対
し
て
 

て
ソ
ダ
 

-
 
フ
 
を
は
じ
め
彫
像
な
ど
密
教
 

 
 の
 
芸
術
作
品
は
、
自
然
の
材
質
の
中
か
ら
、
宇
宙
の
真
実
 

の
姿
を
描
い
た
り
、
彫
り
出
し
た
り
、
作
り
だ
し
た
り
 

す
る
。
し
た
が
っ
て
 

作
 89  (89) 

め
て
 汲
 個
性
的
で
、
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
面
で
ユ
ニ
ー
ク
さ
が
 認
め
ら
れ
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
マ
ン
ダ
ラ
 は
 作
者
 0
 個
性
を
自
由
に
発
揮
 

マ
ン
ダ
ラ
の
も
つ
里
俗
の
一
体
性
は
、
通
常
の
絵
画
と
は
 基
本
的
に
異
っ
て
い
る
。
一
般
の
絵
画
で
は
、
発
想
、
表
 現
 、
技
法
の
独
自
 

性
 が
価
値
を
も
つ
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
、
 マ
 ン
ダ
ラ
ほ
ほ
と
ん
ど
無
縁
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
 て
、
マ
ソ
ダ
ラ
 は
ぎ
わ
 

ゆ
 っ
て
 、
 仏
の
降
臨
を
仰
ぐ
礼
拝
の
対
象
で
あ
る
と
と
も
 に
 、
行
者
の
冥
想
の
中
で
、
心
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
 宇
 自
因
で
も
あ
る
。
マ
ン
 

タ
ラ
 は
こ
の
内
外
の
両
面
を
そ
な
え
、
両
者
は
互
に
密
接
 な
 関
係
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
 に
く
わ
し
く
説
明
す
る
 

で
あ
ろ
う
。
 

マ
ソ
ダ
ラ
 に
 は
聖
と
俗
 と
が
混
在
す
る
。
あ
る
い
は
聖
と
 俗
 と
が
一
体
化
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
ほ
 う
 が
い
い
か
も
知
れ
な
 

い
 。
マ
ン
ダ
ラ
は
絶
対
世
界
の
縮
図
で
あ
る
と
と
も
に
、
 

現
実
世
界
の
投
影
図
で
も
あ
る
。
 

マ
ソ
ダ
ラ
 は
世
俗
世
 界
 を
一
定
の
区
域
に
 区
 

徴 な わ 力 

をくれこと も、 にれ徳 
っ 宇 な ら を 
て 宙 に に 直 
表 の か 対 按 
現 真 を し 見 

し理 たそね、 ってせ っ 
も の に て 
の も 語 ソ 

げ、 

と の り ダ 帰 
い な か ぅ 依 
ぅ め げ に す   
がるる間の で。 。 の 信 
ぎ マ マ 経 を 
る ソ ソ 過 増 

。 ダダを太 フフ亦 - - 一 さ 

は が す せ 
暦 表 痕 る 

教 規 跡 こ 
の し も と 

手 ょ な を 
宙 ぅ げ 目 

観 と れ 的 
を し ば と 

  て 、 す 

言 い 物 る   
通 の が 的 

じ は あ な て る 給 
で 起 わ 画 
は 伏 け と 

な に で か 

える く、 富ん もな 

一 だ い で   

あろ 定 め 宗教 し 

論 的 か ぅ 

理 な し   
に 教 そ 
往 訪 ね 
っ 話 は 
て で わ 
象 は れ 



も
と
も
と
そ
の
根
底
と
な
る
世
界
観
が
異
っ
て
い
る
た
め
 と
 考
え
ら
れ
る
。
 

者
は
自
ら
の
手
に
よ
っ
て
作
品
を
生
み
出
す
芸
術
家
で
は
 な
く
て
、
自
然
の
中
か
ら
そ
の
本
来
の
姿
を
取
り
出
す
 た
め
の
介
添
え
人
に
す
 

ぎ
 な
 い
 の
で
あ
る
。
 

作
品
を
生
み
出
す
基
準
は
、
作
者
の
創
意
と
か
意
志
と
い
 ぅ
 よ
り
も
、
経
典
あ
る
い
は
修
法
、
造
 像
 、
絵
画
な
ど
 の
 規
則
を
記
し
た
 て
 

昌
ュ
ア
ル
 の
こ
と
を
い
う
儀
軌
の
中
に
、
厳
密
に
定
め
ら
 れ
て
い
る
。
基
本
的
な
点
だ
け
で
い
え
ば
、
そ
こ
に
作
者
 の
 独
創
性
を
介
入
さ
 

せ
る
余
地
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
 

色
 、
形
、
位
置
な
ど
は
 

と
も
と
一
体
化
し
、
連
続
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
 、

美
的
な
鑑
賞
の
対
象
と
し
て
定
め
ら
れ
る
も
の
で
ほ
 

る
 。
人
間
も
絵
画
も
彫
刻
も
、
宇
宙
の
生
命
活
動
の
 一
 な

い
。
色
も
形
も
 ポ
｜
 

環
と
 捉
え
る
世
界
観
が
 

ズ
も
 、
宇
宙
の
真
理
の
あ
る
一
面
を
象
徴
的
に
表
現
し
た
 も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
 は
 一
定
の
論
理
が
介
在
す
る
。
 
作
者
の
盗
 意
 に
よ
る
 

変
更
 は
 認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
 

総
じ
て
い
え
ば
、
一
般
の
芸
術
作
品
は
、
作
者
と
作
品
の
 間
は
 非
連
続
で
あ
る
。
絵
画
や
彫
刻
、
音
楽
な
ど
、
 

通
 常
 、
そ
れ
を
鑑
賞
す
 

る
 者
は
、
芸
術
作
品
を
対
象
化
し
て
味
わ
う
。
そ
れ
に
 対
 し
て
、
 
マ
ソ
ダ
ラ
 を
ほ
じ
め
と
す
る
密
教
芸
術
に
お
い
 て
 、
作
者
と
作
品
は
も
 

そ
の
根
底
に
横
た
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

マ
ソ
ダ
ラ
 に
お
け
る
図
像
の
詳
細
を
記
し
た
書
物
を
 、
サ
 ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
サ
ー
 
ダ
ナ
 
（
の
凶
手
ぃ
 

已
 ）
漢
訳
で
ほ
 
成
 就
法
 と
い
う
。
 英
 

圧
抑
で
い
う
ア
イ
コ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
 
公
 0
 コ
 0
 
の
 r
a
 
め
す
 
も
 、
ヰ
リ
る
 
わ
ち
図
像
学
に
相
当
す
る
。
ア
イ
コ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
 は
 イ
 コ
ソ
の
 字
 と
し
て
、
 

鑑
賞
者
と
は
別
個
の
対
象
化
さ
れ
た
図
像
を
取
り
扱
う
。
 

そ
れ
に
対
し
て
、
サ
ー
 ダ
ナ
 と
は
、
行
者
が
 
楡
伽
と
名
 づ
 げ
ら
れ
る
宗
教
的
な
 

冥
想
の
中
で
、
心
の
中
に
浮
か
び
、
最
終
的
に
は
一
体
化
 し
た
尊
像
に
関
す
る
記
述
を
い
 う
 。
 

-
l
-
 

マ
ソ
ダ
ラ
 を
は
じ
め
と
す
る
密
教
芸
術
は
、
西
洋
の
芸
術
 と
は
、
基
本
的
な
点
で
相
違
し
て
い
る
。
宗
教
芸
術
と
し
 て
も
、
密
教
の
そ
 

れ
は
か
な
り
異
質
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
間
に
存
在
す
る
 相
 遠
点
 な
 、
こ
れ
ま
で
に
い
く
つ
か
取
り
上
げ
た
が
、
 

両
 者
の
間
の
へ
だ
た
り
は
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多
故
知
 如
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観
 

舘
 

な
か
で
も
密
教
に
お
い
て
は
、
部
分
と
全
体
は
互
 に
 依
存
関
係
に
あ
る
と
い
う
だ
け
で
ほ
な
く
、
部
分
が
 そ
の
ま
ま
全
体
で
あ
り
、
 
全
 

簗
 

体
は
部
分
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
一
貫
し
 て
い
る
。
そ
れ
は
主
客
、
色
心
、
理
智
、
 

一
 多
な
ど
の
 
本
質
的
な
同
一
性
の
主
張
と
 

 
 
 
  
 

 
 

、
空
海
の
「
 咋
 字
義
 ヒ
 の
中
の
言
葉
を
挙
げ
よ
う
。
 

 
 

マ
ン
ダ
 ヲ
 の
性
格
を
よ
り
明
瞭
に
す
る
た
め
に
、
 マ
ソ
ダ
 う
の
思
想
を
生
み
だ
し
た
密
教
の
世
界
観
に
つ
い
て
言
及
 し
な
け
れ
 は
 な
ら
 

な
い
。
た
だ
密
教
の
世
界
観
全
般
に
つ
い
て
こ
こ
で
取
り
 扱
 う
 に
は
、
い
さ
さ
か
問
題
が
拡
散
し
す
ぎ
る
ぎ
ら
い
 が
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
 

の
う
ち
、
全
体
と
部
分
、
一
と
多
と
い
っ
た
対
立
す
る
 概
 念
が
 、
密
教
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
関
係
を
も
っ
て
 理
 解
さ
れ
て
い
る
の
か
、
 

そ
の
点
を
中
心
に
密
教
の
世
界
観
を
考
え
て
み
た
い
。
 そ
 れ
は
密
教
芸
術
の
基
本
的
な
問
題
と
深
く
か
か
わ
り
を
 も
つ
に
ち
が
い
な
い
と
 

思
 う
 か
ら
で
あ
る
。
 

Ⅰ
 
"
 一
 

部
分
と
全
体
の
関
係
に
つ
い
て
、
西
洋
と
く
に
デ
カ
ル
ト
 は
 降
の
近
代
思
想
と
、
密
教
の
考
え
か
た
は
正
反
対
の
 立
場
に
た
り
。
つ
ま
 

9
 部
分
の
集
合
体
を
全
体
と
捉
え
る
か
、
部
分
と
全
体
の
 一
体
性
を
強
調
す
る
か
の
違
い
で
あ
る
。
た
だ
し
西
洋
 に
も
神
秘
主
義
的
な
思
 

想
 で
は
、
事
象
を
全
体
的
に
捉
え
、
一
方
、
東
洋
に
お
い
 て

も
、
イ
ソ
 ド
 の
唯
物
論
や
ヴ
ァ
イ
シ
ュ
ー
シ
力
学
派
 な
ど
の
よ
う
に
、
部
分
 

0
 集
ま
り
に
よ
っ
て
全
体
が
な
り
た
つ
と
考
え
る
学
派
も
 あ
る
。
し
た
が
っ
て
た
だ
ち
に
こ
の
両
論
の
考
え
か
た
 を
、
 洋
の
東
西
の
思
想
 

と
し
て
代
表
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
は
い
え
部
分
 と
 全
体
を
一
体
と
み
る
主
張
を
、
イ
ン
ド
、
中
国
、
日
 本
の
思
想
の
中
に
少
な
 

か
ら
ず
見
出
す
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
 



こ
の
う
ち
六
大
と
は
、
地
水
火
風
空
の
五
大
と
誠
人
を
い
 ぅ
 。
五
大
に
つ
い
て
は
、
従
前
の
イ
ソ
 ド
 哲
学
々
派
に
 お
い
て
も
、
大
乗
 仏
 

こ
こ
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
対
立
概
念
の
本
質
的
な
同
一
性
を
 、
瞥
 え
を
挙
げ
て
 

  

  

の
 一
元
化
を
説
く
の
は
、
そ
の
世
界
観
の
根
底
に
、
ミ
ク
 

口
の
世
界
と
 
て
ク
 

て
 直
観
す
る
宗
教
体
験
を
ふ
ま
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

稔
 伽
の
体
験
に
よ
っ
て
 、
 仏
と
行
者
の
本
質
的
な
一
体
性
 を
 確
認
す
る
と
 

能
 と
さ
れ
る
。
無
限
の
日
時
を
費
し
て
修
行
し
た
結
果
、
 

仏
 と
な
る
の
で
は
 

は
 、
イ
ン
ド
の
密
教
経
典
に
も
説
か
れ
な
い
わ
 け
 で
ほ
な
 い
 。
た
だ
空
海
は
 

を
 明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
ず
そ
れ
に
耳
を
傾
げ
て
み
 よ
 5
@
 
。
 

 
 

ナ
 9
 

@
3
-
 

日
 
積
憂
 奈
各
不
 。 離
相
 

コ
ハ
大
無
碍
営
繭
 
伽
体
 

ナ
ル
フ
 

 
 

重
重
 帝
 
網
石
 二
 即
身
 睦
樽
 

三
密
加
持
 速
疾
 顕
用
 

 
 

心
教
心
王
 過
二
刹
塵
 -
 

  

 
 

ナ
 @
 

円
鏡
 力
 
故
実
覚
 智
 成
仏
」
 

客
兵
二
五
智
 無
際
 智
 -
 

説
明
し
て
い
る
が
、
密
教
が
こ
の
 ょ
う
 な
対
立
的
な
二
元
 性
 

口
の
世
界
の
本
質
的
な
一
体
性
を
、
 

楡
伽
 
（
 
せ
 0
 
堺
 ）
を
 通
 じ
 

こ
ろ
に
、
現
世
に
お
け
る
成
仏
、
す
な
わ
ち
即
身
成
仏
が
 可
 

な
く
、
現
身
に
即
時
に
仏
と
な
る
と
い
う
思
い
き
っ
た
 主
 張
 

日
 即
身
成
仏
義
 ヒ
 
一
巻
を
著
わ
し
て
、
そ
の
理
論
的
な
根
 
拠
 

 
 

多
面
不
要
 

散
毛
 二
如
一
 

小
異
 而
多
 

同
同
相
似
」
 

 
 

 
 

互 色 雨 理 

相 、 心 定 理 

渉     無雑。 無 

入 ， 量 ， 多 " 数   

帝 実 並 ， 智 

珠 相 見。 智 

錠 無 一 無 

光 ， 辺 ， 水 ， 辺 ， 如シ 
重 心 燈 恒 

重 三 光 沙 ・ 

難心 / ノ 巨 "  ヲ巨 V ス 

思 。 敬 一， 嚥 。 

各 ， 主 冥 利   
智 一 ， 尺 ， @  鉢 ， @  小 ， 。 
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マソタ   ぅの与 

教
 で
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
密
教
経
典
の
㍉
大
日
経
 b 
に
も
そ
れ
は
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
 

空
 海
は
新
た
に
誠
人
を
加
 

え
て
六
大
と
し
、
 

  

  

  

  

セ
 @
 

 
 

@
4
-
 

ノ
 

「
 如
 。
定
六
大
法
界
佑
佳
所
 成
 
芝
見
、
無
 障
 

無
碍
左
相
 渉
 
入
相
応
、
常
住
不
変
同
位
三
案
 際一
 」
 

と
い
 5
 。
六
大
は
法
界
体
性
所
 成
 の
 身
 つ
ま
り
仏
身
で
あ
 
り
 、
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
で
も
あ
る
。
六
大
は
相
互
に
 
無
障
 無
碍
に
相
応
し
合
 

い
、
常
住
不
変
で
、
実
際
に
佳
す
、
つ
ま
り
真
実
そ
の
も
 の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
 

 
 

 
 

 
 

-
5
@
 

コ
ハ
大
龍
生
二
四
種
法
身
鼻
薬
羅
文
三
種
 世
間
二
 

と
 六
大
よ
り
、
四
種
の
法
身
と
 て
ソ
ダ
ラ
と
 三
種
世
間
と
 を
 生
ず
と
説
く
。
三
種
世
間
と
ほ
 、
 仏
の
世
界
（
 智
正
 常
世
間
）
と
、
人
間
を
 

は
じ
め
と
す
る
生
き
物
の
世
界
（
有
情
世
間
）
と
、
自
然
 界
 
（
器
世
間
）
を
指
す
。
要
す
る
に
体
も
、
人
間
も
 

、
自
 然
 界
も
す
べ
て
六
大
 

よ
り
な
り
、
六
大
よ
り
生
じ
た
も
の
と
い
う
。
す
な
わ
ち
 六
大
と
は
マ
ク
ロ
と
ミ
ク
ロ
が
一
体
化
し
た
世
界
で
あ
 り
 、
し
た
が
っ
て
そ
れ
 

は
ま
た
六
大
相
互
の
相
応
の
み
な
ら
ず
、
仏
と
衆
生
と
自
 然
も
ま
た
互
に
無
碍
に
相
応
し
あ
 ぅ
 宇
宙
の
構
造
を
示
 し
た
も
の
と
み
ら
れ
 

る
 。
そ
れ
が
ま
た
マ
ン
ダ
ラ
な
の
で
あ
る
。
 

た
だ
し
、
 

 
 

「
諸
顕
教
由
以
二
四
大
等
 - 為二
 非
情
人
密
教
則
 
説
 。
 此
為
三
 如
来
三
摩
耶
 豊
ご
 

 
 

と
あ
る
よ
 う
 に
、
一
般
仏
教
で
は
、
地
水
火
風
の
四
大
等
 を
 非
情
つ
ま
り
い
の
ち
を
も
た
な
い
物
質
存
在
と
み
る
 に
 対
し
、
密
教
の
説
く
 

観
 

宅
 

六
大
と
は
如
来
の
二
慶
郎
 身
 つ
ま
り
仏
の
世
界
の
象
 
徴
 的
な
表
現
と
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
 

古
代
イ
ン
ド
の
唯
物
論
で
は
、
地
水
火
風
の
四
大
は
物
質
 的
な
存
在
で
あ
っ
て
、
万
物
は
こ
れ
ら
か
ら
生
じ
、
 

ま
 た
 そ
こ
に
帰
っ
て
 
い
 

く
と
考
え
た
。
ギ
リ
シ
ャ
の
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
が
、
世
界
 は
地
水
火
と
空
気
の
四
種
の
物
質
 原
 素
か
ら
な
り
た
つ
 
と
 主
張
す
る
の
と
よ
く
 

似
た
考
え
か
た
と
み
ら
れ
よ
 う
 。
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部
派
仏
教
に
お
い
て
は
、
四
大
種
と
い
わ
れ
る
。
犬
種
 と
 は
 一
切
の
存
在
物
の
根
原
と
い
う
意
味
で
、
 

造
色
 
（
 
物
 質
 ）
を
生
み
出
す
 当
 

体
 と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
ま
た
地
水
火
風
の
四
大
に
空
 と
 識
を
加
え
た
六
大
 種
 す
な
わ
ち
六
界
の
説
は
円
河
合
 経
 L
 と
か
「
大
尾
 
婆
沙
 

論
 目
な
ど
に
表
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
 う
 六
界
は
地
水
 火
風
空
の
五
種
の
界
た
る
物
質
原
麦
 と
 、
 識
男
 と
い
う
 
一
つ
の
精
神
的
な
 囚
、
 

原
 素
の
意
味
で
あ
る
。
 
@
7
-
 
た
だ
し
こ
れ
か
た
だ
ち
に
密
教
の
 六

大
税
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
。
空
海
に
い
た
り
 つ
く
ま
て
に
い
く
た
の
 

思
想
的
な
変
遷
を
経
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
 

密
教
の
五
大
に
対
す
る
代
表
的
な
考
え
か
た
は
「
大
日
経
 ヒ
の
 桂
心
 品
 第
一
に
あ
ら
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
執
金
剛
 秘
密
主
が
一
切
智
者
 

の
智
 と
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
と
問
い
か
け
た
申
で
、
つ
ぎ
 の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。
 

 
 

脱
味
 と
同
一
味
で
ご
ざ
い
ま
す
。
世
尊
ょ
、
そ
の
 ょ
う
 に
 た
と
え
ば
、
虚
空
 

男
 は
あ
ら
ゆ
る
分
別
と
 極
 分
別
と
を
離
れ
、
分
別
も
な
く
 、
 極
 分
別
も
あ
り
ま
せ
ん
。
世
尊
よ
、
そ
の
よ
う
に
、
 

一
切
智
者
の
智
も
ま
 

た
あ
ら
ゆ
る
分
別
を
離
れ
、
分
別
も
な
く
、
 

極
 分
別
も
あ
 り
ま
せ
ん
。
世
尊
ょ
、
そ
の
よ
う
に
た
と
え
ば
、
こ
の
 大
地
は
一
切
衆
生
の
 

依
り
所
で
あ
り
ま
す
。
世
尊
 よ
 、
そ
の
よ
う
に
一
切
智
者
 の
 智
も
ま
た
 天
 と
人
と
阿
修
羅
と
と
も
な
る
世
間
の
依
 9
 所
で
あ
り
ま
す
。
 

世
尊
 ょ
 、
そ
の
 ょ
う
 に
た
と
え
ば
、
人
界
は
あ
ら
ゆ
る
 薪
 を
 焼
く
こ
と
を
け
っ
し
て
厭
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

そ
の
よ
 5
 に
一
切
智
 

者
の
智
も
ま
た
あ
ら
ゆ
る
無
智
の
薪
を
焼
く
こ
と
を
 げ
っ
 し
て
厭
 う
 こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
世
尊
よ
、
こ
の
よ
う
 に
た
と
え
ば
、
 
風
界
 

は
あ
ら
ゆ
る
塵
を
除
き
ま
す
。
世
尊
 ょ
 、
こ
の
よ
う
に
 一
 ゆ 智
者
の
智
も
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
無
智
の
塵
を
除
ぎ
ま
 す
 。
世
尊
ょ
、
こ
の
 

よ
う
 に
た
と
え
ば
、
水
界
は
一
切
衆
生
の
身
体
を
爽
快
に
 し
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
一
切
智
者
の
智
も
ま
た
 天
 と
と
 も
な
る
世
間
を
爽
快
 

に
し
ま
す
。
」
 

こ
こ
で
は
一
切
智
者
の
智
す
な
わ
ち
仏
の
悟
り
の
境
地
を
 地
水
火
風
空
の
五
大
の
性
質
を
た
と
え
と
し
て
説
明
し
 て
い
る
。
つ
ま
り
こ
 

の
 五
大
は
、
 
原
素
 と
か
物
質
存
在
で
は
な
く
、
大
宇
宙
 の
 五
種
の
シ
ン
ボ
ル
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
 し
こ
の
よ
う
な
考
え
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旭
と
 説
か
れ
る
。
以
上
は
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
に
よ
っ
て
 和
 訳
し
た
が
、
漢
訳
で
は
轟
に
相
当
す
る
語
が
水
と
な
 
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
対
比
 

 
 

め
 

を
み
る
と
、
通
常
い
わ
れ
る
地
水
火
風
空
を
 p
 。
 き
 。

③
・
 ぎ
 。
 
村
ァ
 曲
に
配
す
る
説
と
は
若
干
の
相
違
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

こ
の
不
整
合
佳
は
同
大
日
経
口
の
成
立
の
問
題
と
関
連
す
 る
 。
す
な
 ね
 ち
、
大
日
経
自
体
が
完
全
な
形
を
も
っ
て
 最
初
か
ら
編
纂
さ
れ
 
9
 

宇宙観 

オ
オ
 
の
と
い
う
の
は
虚
空
と
知
る
べ
ぎ
で
あ
る
。
」
 

さ
と
い
う
の
ほ
 語
 と
秋
さ
れ
る
。
 

色
 
と
い
う
の
は
火
と
い
わ
れ
る
。
 

目
せ
と
い
う
の
は
 盆
怒
と
 釈
さ
れ
 る 

-
 
Ⅱ
 -
 

「
が
と
い
う
の
は
生
命
の
最
勝
で
あ
る
。
 

と
述
べ
て
い
る
の
も
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
 

同
大
日
経
口
に
は
、
五
大
が
五
字
、
五
彩
、
五
色
に
象
徴
 
化
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
が
人
間
の
身
体
の
五
か
所
に
配
当
 せ
 ら
れ
る
こ
と
が
、
 

そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
個
所
に
説
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
五
大
と
 五
字
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
 阿
闇
梨
 真
実
智
見
第
十
六
 こ
よ
 

ヰ
 @
 「
 

「
 顕
 
五
大
者
加
養
択
 -
 、
密
五
大
者
五
字
 
五
 
仙
波
海
食
諸
尊
見
」
 

@
 イ
，
 

-
 
㎎
 -
 
ノ
 

は
 、
日
大
日
経
 
ヒ
 に
は
じ
め
て
説
か
れ
た
わ
け
で
は
な
い
 。
 玄
 英
訳
の
自
大
般
若
経
 

-
9
@
 
 ヒ
 第
五
六
七
巻
に
お
い
て
、
 甚
 深
 な
る
般
若
波
羅
蜜
 

多
を
説
明
す
る
の
に
五
大
を
用
い
て
い
る
個
所
と
、
文
句
 に
 若
干
の
相
違
が
あ
る
が
、
趣
旨
に
お
い
て
変
り
な
い
 。
㍉
大
日
経
 b
 の
五
大
 

の
 解
釈
は
大
乗
仏
教
の
円
般
若
経
口
系
統
の
思
想
を
継
承
 し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

と
は
い
え
同
大
日
経
 L
 の
五
大
説
は
単
に
円
般
若
経
 b
 の
 そ
れ
を
受
け
継
い
だ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
を
五
字
、
 五
彩
、
五
色
な
ど
の
 

シ
ン
ボ
ル
と
結
び
つ
げ
た
点
に
円
大
日
経
 b
 の
五
大
に
対
 す
る
思
想
の
特
色
が
あ
る
と
 い
 わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 空
 海
は
そ
の
著
 円
声
 
手
実
 

相
義
 口
の
中
で
、
 



る
こ
と
を
知
る
。
も
と
も
と
大
日
如
来
の
心
 呪
 で
あ
っ
た
 も
の
が
五
字
に
分
か
れ
、
そ
の
五
字
そ
れ
ぞ
れ
が
お
の
 お
の
意
味
を
も
ち
、
 
そ
 

品
 第
六
に
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
ま
と
め
て
 説
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
 刊
 
大
日
経
ヒ
 
に
 対
す
る
ブ
ッ
ダ
 グ
ヒ
ヤ
 

-
 
巧
 -
 

う
 な
記
述
と
関
係
が
深
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 

0
 
円
大
日
経
 
広
 秋
口
の
中
で
ほ
、
整
理
さ
れ
て
五
大
と
五
 

空
の
知
恵
で
あ
っ
て
、
虚
空
に
等
し
い
」
 

語
の
境
界
を
捨
て
 

囚
と
 果
と
を
離
れ
 

一
切
の
過
失
を
な
く
し
 

@
 
Ⅳ
 @
 

「
大
日
経
 
広
秋
 口
に
と
れ
ば
、
こ
の
五
大
と
五
字
に
関
す
 

「
私
が
不
生
と
 

6
-
1
 
N
 

（
 

吾
 っ
 た
も
の
は
、
 

字
 が
関
連
 づ
 げ
ら
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

る
 個
所
が
日
大
日
経
」
 
貝
縁
品
 第
二
の
四
魔
の
降
伏
に
っ
 

セ
ジ
 

い
て
の
つ
ぎ
の
よ
 

 
 

坦
三
過
謡
言
 
道
 -
 

「
 我
覚
 二
本
不
生
 -
 

諸
過
得
二
 解
脱
 -
 

遠
二
離
於
 
因
縁
 -
 

知
生
 等
 -
@
 
聖
 -
 

こ
の
よ
う
に
日
大
日
経
ヒ
 
の
各
 品
を
対
照
す
る
こ
と
に
よ
 っ
て
、
五
大
に
配
せ
ら
れ
る
五
字
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
字
は
 

本
 不
生
 宙
コ
 三
思
 ヰ
と
 

屈
字
は
語
 ?
 ゅ
 。
）
、
お
字
は
過
失
す
な
わ
ち
 
塵
客
冨
 ）
 、
ぎ
 字
は
因
 
宙
 の
 
目
 ）
 、
ミ
軽
字
 は
そ
の
ま
ま
で
虚
空
 を
 象
徴
し
て
示
し
て
い
 

  

  

-
M
-
 

五
大
を
鯉
 自
 ・
 ロ
，
ぎ
，
ガ
 r
p
 の
五
字
に
配
す
る
 説
は
、
 

大
 勤
勇
 の
 む
 呪
の
展
開
で
あ
っ
て
、
そ
の
典
拠
は
「
 大
 日
経
 b
 
の
悉
地
出
現
 

た
も
の
で
は
な
く
、
い
つ
く
か
系
統
の
異
 る
 流
派
の
中
で
 
修
さ
れ
て
い
た
儀
軌
を
集
成
し
て
、
現
存
の
形
と
な
っ
 た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
 

-
 
は
 @
 

ダ
 Ⅱ
 ヂ
母
 。
二
ロ
 
旧
 。
 ガ
甘
簿
 
旧
の
五
字
 は
 、
大
 勤
 男
影
 リ
 プ
 リ
ま
 目
 
の
心
配
で
あ
る
 
ダ
ゑ
母
 。
ゴ
ロ
 
唱
 。
 ミ
う
 日
を
五
字
に
開
 い
た
も
の
で
あ
っ
て
 
、
 

も
と
「
 底
哩
 三
昧
耶
縄
ヒ
（
 づ
 q
@
 

の
ぃ
ヨ
い
 

せ
 p
q
w
@
p
 

）
に
説
か
れ
て
 
い
た
大
日
如
来
の
直
二
 @
 で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
最
近
 ィ
 ソ
ド
 の
オ
リ
ッ
サ
地
方
 

-
 
比
 -
 

で
 発
見
さ
れ
た
大
日
如
来
像
の
背
後
に
も
刻
ま
れ
て
い
る
 こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
方
が
も
と
に
近
 い
説
 で
あ
ろ
う
。
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経
口
の
中
に
、
そ
の
全
体
を
伺
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
 

パ
 麓
 そ
れ
は
地
水
火
風
の
四
大
に
相
当
す
る
形
で
は
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ス
ペ
ツ
 

当
思
二
惟
 

水
輪
 

-
 

比
丘
は
水
（
 

輪
 
）
を
思
え
、
 

水
輪
上
火
輪
 

水
 
（
 
輪
 
）
の
上
に
は
 

火
 
（
 
輪
 
）
 
を
 

 
 

風
輪
」
 

ァ
 
。
 

 
 

 
 

 
 



    大 理 人 と ら 

  

密
教
の
世
界
観
に
 ょ
 れ
ば
、
以
上
に
述
べ
た
 よ
う
 に
 、
五
 大
は
五
字
、
五
彩
、
五
色
に
対
応
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
 大
 宇
宙
の
象
徴
と
解
せ
 

れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
イ
ン
ド
哲
学
と
か
部
派
仏
教
 で
い
わ
れ
る
 
よ
う
 に
、
こ
こ
で
は
五
大
が
世
界
の
構
成
 要
素
と
し
て
の
物
質
 

は
 考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
 

空
海
は
地
水
火
風
空
の
五
大
を
説
明
す
る
「
大
日
経
口
「
 
金
剛
頂
経
口
の
文
の
中
に
、
認
識
の
主
体
を
見
出
し
て
そ
 れ
を
誠
人
と
認
め
、
 

大
 説
を
積
極
的
に
提
唱
し
た
。
わ
れ
わ
れ
が
六
大
を
説
明
 す
る
場
合
、
応
々
に
し
て
、
五
大
を
物
質
的
な
原
理
。
 

識
 大
を
精
神
的
な
原
 

と
み
て
、
空
海
が
物
心
の
一
元
性
を
説
い
た
と
す
る
主
張
 に
 傾
き
や
す
い
。
し
か
し
そ
の
 ょ
う
 な
考
え
は
、
以
上
 の
 考
察
に
よ
っ
て
 
五
 

な
い
し
六
大
に
関
す
る
密
教
の
正
し
い
解
釈
で
は
な
い
こ
 と
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

さ
ら
に
ま
た
空
海
は
 、
 ㍉
即
身
成
仏
義
ヒ
に
お
い
て
、
 
六
 人
 よ
り
 仏
 、
生
物
、
自
然
界
を
生
ず
と
い
う
考
え
を
表
明
 し
て
い
る
，
 

  

 
 

 
 

 
 

-
 
四
 -
 
ク
 

「
 如
 。
 是
 
六
大
 
熊
 
造
工
 
切
仏
 友
一
切
衆
生
 
お
界
等
 四
種
法
身
三
種
世
間
 - ご
 

れ
に
よ
っ
て
六
大
は
世
界
を
生
み
出
す
根
源
的
な
存
在
と
 み
な
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
さ
き
に
引
用
し
た
「
 
即
身
成
仏
義
仁
の
 
文
 

 
 (

 

』
 

n
 

苗
 
(
 

  

雙
 

 
 

す こ 
以 い に 

上 わ 記 
の の 載 
五 る が 

  
五 港   

  
五 彩 文 

色が字 、 出の 
五 来 空 

形 、 上， つ ffT 点 、 
身 た 団 
休 も 彩 
の の （ 
五 と 宝 
か 居、 珠 

所わ のれ） 形 
射 る に 
応 。 書 
関 か 
係 れ 
を る 

整 ナ， し 

理 め 

し か 
て 

図一 い 

亦す 

つ 
の 

れ 頃 
キま か 

つ 
ら 
か 

ぎ 
の 

よ 
空大 

を 
ノラ @ ノ 団 

Ⅰ - 町 形 
な サ @ ヒ 

る 描 
  
て 

頂 
上 
Ⅰ - - 
付 
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マ
ン
ダ
ラ
は
五
大
な
い
し
六
大
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
 
密
 

教
の
宇
宙
観
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
る
。
 
空
 海
は
「
即
身
成
仏
は
 

 
 

マ
 

 
  

 

義
 L
 
に
お
い
て
、
「
 エ
ハ
 
大
無
碍
 常
楡
伽
 」
に
ひ
き
つ
づ
い
 
て
 

「
四
種
 是
茶
 各
不
離
」
と
説
く
。
 

  0 字宙観 

      

（
 一
 
0
 九
頁
参
照
）
で
は
、
「
 
上
ハ
 
大
龍
生
」
と
説
 き
 、
い
ま
 
「
六
大
舘
 
造
 」
と
い
う
。
こ
の
龍
生
と
か
 能
造
 と
は
宇
宙
 の
 創
造
 神
 が
被
造
物
 

と
し
て
の
人
間
を
生
み
出
す
と
い
う
思
想
で
は
な
い
。
 六
 人
 よ
り
六
大
の
顕
現
と
し
て
 仏
 と
生
物
と
自
然
界
が
あ
 ら
わ
れ
る
と
い
う
意
味
 

で
あ
っ
て
 、
 生
み
出
す
も
の
と
生
み
出
さ
れ
る
も
の
が
 別
 個
の
存
在
と
い
う
わ
げ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
 能
 生
 と
所
生
の
関
係
 は
、
 

マ
ン
ダ
ラ
の
流
出
の
問
題
と
も
関
係
を
も
つ
た
め
に
、
 の
 ち
に
 マ
ン
ダ
ラ
に
つ
い
て
の
論
の
申
で
、
も
う
一
度
取
り
 上
げ
て
み
よ
う
。
 

は
 上
の
よ
う
な
密
教
の
宇
宙
観
が
、
一
般
の
芸
術
作
品
と
 基
本
的
な
点
で
相
違
 し
 、
密
教
芸
術
を
特
異
な
存
在
と
 し
て
い
る
こ
と
が
わ
 

か
る
。
密
教
に
お
い
て
は
、
文
字
は
言
語
の
伝
達
手
段
で
 ほ
 な
く
、
ま
た
形
や
色
は
人
間
の
美
的
な
感
覚
に
訴
え
 て
 作
り
出
さ
れ
る
も
の
 

で
は
な
い
。
い
ず
れ
も
宇
宙
の
本
質
と
密
接
に
結
び
っ
 ぎ
 、
真
理
を
象
徴
的
に
表
現
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
 し
 た
が
っ
て
そ
れ
ら
 ほ
 製
 

作
者
の
芸
術
的
な
感
性
と
か
創
造
性
に
支
配
さ
れ
る
も
の
 で
は
な
く
、
大
宇
宙
そ
の
も
の
の
自
然
な
表
現
活
動
 
と
 解
せ
ら
れ
る
。
た
だ
 

色
 、
形
、
位
置
な
ど
基
本
的
な
点
に
お
い
て
、
作
者
は
経
 典
や
儀
軌
の
記
載
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
細
部
に
 お
い
て
は
か
な
り
自
由
 

な
 創
作
活
動
も
許
さ
れ
て
い
る
。
 マ
ソ
ダ
ラ
 を
描
く
と
 ぎ
 、
ア
 ジ
ャ
リ
（
密
教
の
師
）
の
意
楽
（
 い
ぎ
よ
う
 ）
 す
 な
わ
ち
自
由
意
志
が
入
 

り
 込
む
余
地
は
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
個
々
の
作
品
と
 そ
の
典
拠
と
な
る
経
典
の
記
述
を
比
較
し
て
み
る
と
 よ
 く
わ
か
る
。
密
教
芸
術
 

に
お
い
て
も
、
芸
術
家
と
し
て
の
裁
量
と
か
、
 楡
伽
 行
者
 と
し
て
の
自
己
の
体
験
を
、
そ
の
中
に
あ
る
程
度
挿
入
 す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
 

て
い
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 



の
 種
 曇
奈
 と
は
「
金
剛
頂
経
 b
 系
の
根
木
経
典
で
あ
る
「
 真
実
 授
 経
口
に
説
か
れ
て
い
る
人
、
三
昧
耶
、
法
、
 謁
 磨
の
四
種
類
の
曇
 茶
 

羅
 を
さ
す
。
そ
の
う
ち
 大
 マ
ン
ダ
ラ
と
は
、
仏
、
菩
薩
な
 ど
を
具
体
的
な
 尊
 形
で
描
い
た
マ
ン
ダ
ラ
、
三
昧
耶
 マ
 ン
ダ
ラ
と
は
、
金
剛
杵
 

と
か
蓮
花
な
ど
仏
の
持
物
に
よ
っ
て
象
徴
さ
せ
た
マ
ン
ダ
 ラ
、
法
 マ
ン
ダ
ラ
と
は
宇
宙
の
本
質
的
な
音
と
か
声
を
 象
徴
し
た
マ
ン
ダ
ラ
で
 

あ
り
、
具
体
的
に
い
え
ば
、
種
子
す
な
わ
ち
一
字
の
真
手
 
一
 
口
で
 
描
い
た
マ
ン
ダ
ラ
と
か
、
広
い
意
味
で
は
経
典
の
文
 め
な
ど
を
指
す
。
 瓶
磨
 

マ
ン
ダ
ラ
と
は
宇
宙
の
活
動
 ヱ
 ネ
ル
ギ
ー
を
象
徴
化
し
た
 マ
ン
ダ
ラ
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
彫
像
、
塑
像
な
ど
に
よ
 る
 立
体
マ
ン
ダ
ラ
、
 

あ
る
い
は
現
実
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
動
ぎ
、
た
と
え
ば
日
月
 星
辰
の
動
き
、
風
の
そ
 よ
ぎ
、
 川
の
流
れ
な
ど
も
そ
れ
 に
 含
ま
れ
る
。
 

こ
れ
ら
四
種
の
 マ
ソ
ダ
ラ
 は
そ
れ
ぞ
れ
表
現
形
式
は
異
な
 っ
て
い
て
も
互
に
密
接
な
関
係
を
も
ち
、
六
大
無
碍
、
 
主
 容
一
如
の
世
界
を
 、
 

具
体
的
な
形
像
、
事
物
、
文
字
（
 声
 ）
、
活
動
 ェ
 ネ
ル
ギ
 ｜
 を
も
っ
て
表
現
し
ょ
う
と
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
 き
 る
 。
 

四
種
の
マ
ン
ダ
ラ
は
真
理
の
表
現
方
法
の
相
違
に
よ
っ
て
 区
別
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
マ
ン
ダ
ラ
の
性
格
に
よ
っ
 て
 分
類
す
れ
ば
、
 図
 

絵
 、
観
想
、
自
性
の
三
種
と
な
る
。
図
絵
と
は
一
般
に
 て
 ソ
ダ
ラ
 と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
絵
に
描
か
れ
た
マ
ン
ダ
 -
 
フ
に
彫
刻
な
ど
に
よ
る
 

立
体
 マ
ソ
ダ
ラ
 を
も
含
め
て
よ
い
。
観
想
 マ
ソ
ダ
ラ
と
 は
 、
行
者
が
 楡
 伽
の
観
法
に
入
っ
た
と
き
、
眼
前
あ
る
い
 は
 心
中
に
あ
ら
わ
れ
る
 

マ
ン
ダ
ラ
を
さ
す
。
さ
ら
に
自
性
 マ
ソ
ダ
ラ
 と
は
、
宇
宙
 の
 真
理
そ
の
も
の
を
マ
ン
ダ
ラ
と
み
な
す
 場
 ム
ロ
で
あ
る
。
 
つ
ま
り
宇
宙
の
真
理
 

な
 い
 う
 自
性
 マ
ソ
ダ
ラ
 を
、
行
者
が
観
想
す
れ
ば
、
観
想
 マ
ソ
ダ
ラ
 に
な
り
、
ま
た
そ
れ
を
 絵
 と
か
彫
像
で
も
っ
 て
 表
現
し
た
も
の
が
、
 

図
絵
の
マ
ン
ダ
ラ
と
な
る
。
 

マ
ン
ダ
ラ
の
作
法
に
つ
い
て
、
比
較
的
く
わ
し
く
説
い
て
 い
る
の
は
 円
 大
日
経
口
の
具
 縁
品
 第
二
で
あ
る
。
七
世
紀
 の
中
こ
ろ
 智
 通
ら
 

に
よ
っ
て
漢
訳
さ
れ
た
密
教
経
典
に
も
、
マ
ン
ダ
ラ
に
 つ
 い
て
の
若
干
の
記
載
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
 六
 世
紀
以
前
、
マ
ン
ダ
ラ
 

は
ま
だ
現
在
み
る
よ
う
な
形
に
は
整
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
 た
と
思
わ
れ
る
。
初
期
の
密
教
経
典
に
は
、
の
ち
の
 マ
 ソ
ダ
ラ
 を
生
み
出
す
素
 

材
 と
な
っ
た
観
仏
、
作
 壇
 、
図
絵
な
ど
に
つ
い
て
の
断
片
 的
な
叙
述
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
つ
ぎ
に
そ
れ
ら
の
 代
表
的
な
も
の
を
拾
い
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出
し
て
み
よ
う
。
 

仏
教
で
は
古
く
か
ら
 仏
 、
菩
薩
の
三
十
二
相
八
十
種
好
を
 思
念
す
る
観
法
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
二
世
紀
こ
ろ
 後
漢
の
支
 婁
迦
 誠
に
 

よ
っ
 で
訳
さ
れ
た
 日
 
般
舟
三
昧
経
 L
 や
 、
五
世
紀
の
東
 亜
 
目
 、
仏
陀
 抜
陀
 露
訳
の
同
観
仏
三
昧
 経
ヒ
、
 少
し
お
く
れ
 る
劉
宋
 の
 昌
良
耶
 告
訴
 

0
 
円
観
無
量
寿
経
ヒ
な
ど
に
お
い
て
は
、
仏
、
菩
薩
の
姿
 
と
か
そ
の
荘
厳
な
ど
の
観
想
が
説
か
れ
て
い
る
。
 私
 、
 菩
 薩
を
眼
前
に
観
想
し
 、
 

ィ
メ
 :
 ジ
 づ
け
る
方
法
は
か
な
ら
ず
し
も
密
教
だ
け
の
も
 の
で
ほ
な
く
、
大
乗
仏
教
で
は
広
く
行
わ
れ
て
い
た
と
 考
え
ら
れ
る
。
 

日
大
日
経
 
ヒ
 真
綾
 品
 に
は
、
壇
を
作
り
、
マ
ン
ダ
ラ
を
 描
 く
 法
が
記
さ
れ
、
ぞ
の
注
釈
 書
 で
あ
る
「
大
日
経
疏
し
は
 そ
れ
を
く
わ
し
く
 

説
明
し
て
い
る
。
日
本
密
教
で
は
そ
の
方
式
に
従
い
、
 一
 週
間
か
け
て
壇
を
築
く
七
日
 作
 壇
の
法
が
か
つ
て
行
わ
 れ
て
い
た
。
一
方
チ
ベ
 

ッ
ト
 密
教
で
ほ
 、
 壇
の
上
に
色
糊
 で
マ
ソ
ダ
ラ
 を
描
き
、
 そ
の
上
に
牛
糞
を
積
み
、
油
を
注
ぎ
、
供
物
を
捧
げ
る
 護
 魔
法
が
現
在
ま
で
 伝
 

承
 さ
れ
て
ぎ
て
い
る
。
 

壇
 を
築
 き
、
 神
を
祀
り
、
そ
の
神
の
前
で
行
 う
 修
法
は
 、
 も
と
バ
ラ
モ
ン
教
で
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
、
仏
教
が
 の
ち
に
そ
の
方
法
を
 

借
用
し
て
、
仏
教
儀
礼
に
転
用
さ
せ
た
。
イ
ン
ド
で
は
 古
く
ヴ
ェ
ー
ダ
の
時
代
に
、
火
炉
を
築
 き
 、
息
災
、
増
益
 、
 調
 状
な
ど
 円
 大
日
 

経
口
や
「
蘇
悉
地
経
 b
 系
の
密
教
に
も
そ
の
ま
ま
受
 け
継
 が
れ
る
修
法
が
行
わ
れ
て
い
る
。
 

口
 世
紀
こ
ろ
に
成
立
し
た
 円
 金
光
明
経
 ヒ
 に
は
、
四
方
に
 四
仏
、
四
門
に
四
天
王
が
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
 も
 仏
教
で
は
古
代
 々
 

ン
ド
 で
一
般
に
信
仰
さ
れ
て
い
た
方
角
神
の
信
仰
を
積
極
 的
に
取
り
入
れ
た
。
そ
れ
は
初
期
密
教
経
典
の
中
に
 、
さ
 ま
ざ
ま
な
鬼
神
や
夜
 

観
 

宙
 
叉
の
名
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
。
 

宇
 

 
 

壇
を
築
い
て
祀
っ
た
り
、
結
界
を
行
っ
て
壇
に
閉
じ
こ
 め
た
り
、
芥
子
を
火
中
に
投
 

 
 

で
も
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
六
世
紀
初
頭
、
梁
の
僧
 伽
 娑
羅
に
よ
っ
て
訳
さ
れ
た
 

 
 

出
の
結
界
 法
 と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
 
吊
 斤
梨
蜜
 訳
の
円
孔
雀
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経
口
は
現
存
し
な
い
が
、
も
し
そ
の
存
在
が
事
実
で
あ
れ
 ば
 、
 作
 壇
法
を
密
教
が
取
り
入
れ
た
の
は
、
さ
ら
に
 一
 世
紀
ほ
ど
 朔
 る
こ
と
に
 

な
る
で
あ
ろ
う
。
 

同
じ
く
六
世
紀
の
初
頭
の
漢
訳
と
さ
れ
る
が
、
訳
者
不
明
 0
 
円
卓
 梨
曇
陀
羅
呪
 経
ヒ
 は
 、
印
契
が
最
初
に
説
か
れ
 た
 密
教
経
典
と
し
て
 

有
名
で
あ
る
。
こ
の
経
典
に
は
、
そ
の
他
に
も
密
教
の
修
 法
の
変
遷
を
知
る
た
め
に
は
見
逃
せ
な
い
記
載
が
多
い
。
 

壇
 を
築
 き
、
 竜
を
描
 

き
 、
香
や
供
物
を
焼
 き
 、
祈
雨
あ
る
い
は
山
雨
の
法
を
行
 

 
 

げ
て
災
害
よ
り
人
々
を
 

守
る
法
な
ど
も
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
経
題
の
「
 曇
陀
羅
 」
は
い
ま
問
題
と
な
っ
て
い
る
マ
ン
ダ
ラ
の
こ
と
で
は
 な
く
、
マ
ン
ト
ラ
 
す
な
 

わ
ち
真
言
の
こ
と
を
い
 う
 が
、
そ
れ
で
も
こ
の
経
典
は
画
 像
法
に
つ
い
て
 最
 」
初
に
記
し
た
密
教
経
典
と
し
て
注
目
 
す
べ
ぎ
で
あ
る
。
そ
こ
 

に
は
汚
れ
の
な
い
白
布
に
描
く
べ
 

き
 仏
を
中
心
に
左
右
に
 多
面
多
智
 像
 を
配
す
三
尊
が
 
、
 く
わ
し
い
形
像
の
叙
述
 と
 と
も
に
あ
ら
わ
れ
る
。
 

た
だ
こ
の
画
像
法
で
は
、
白
布
に
描
く
こ
と
の
み
が
記
載
 さ
れ
て
 い
 て
、
そ
れ
と
壇
上
に
描
く
 像
 と
の
関
係
は
明
 瞭
 で
は
な
い
。
 

七
世
紀
の
中
ご
ろ
、
智
通
に
よ
っ
て
訳
さ
れ
た
「
 千
 眼
子
 冑
 観
世
音
菩
薩
陀
羅
尼
 神
呪
経
ヒ
 
に
い
た
っ
て
、
密
教
 の
 修
法
は
か
な
り
 整
 

-
 
四
 @
 

偏
 さ
れ
て
く
る
。
こ
の
中
に
千
眼
子
 費
 観
世
音
菩
薩
の
曇
 肇
羅
 壇
法
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
山
の
閑
静
な
 土
地
を
選
び
、
壇
を
作
 

り
 、
五
色
糊
で
結
界
し
、
四
方
に
四
天
主
を
、
そ
の
中
央
 に
千
眼
 十
管
観
世
音
菩
薩
 像
 を
安
 じ
、
 種
々
の
供
物
を
 も
っ
て
供
養
し
、
印
契
 

を
 結
び
、
呪
を
唱
え
る
修
法
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
 よ
っ
て
マ
ン
ダ
ラ
が
壇
の
上
に
描
か
れ
、
壇
と
マ
ン
ダ
 -
 
フ
が
 結
び
つ
い
て
説
か
 

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 

た
だ
こ
れ
ら
七
世
紀
の
初
頭
ま
で
に
イ
ン
ド
で
成
立
し
て
 い
た
と
思
わ
れ
る
初
期
の
密
教
経
典
の
中
で
、
仏
、
 

菩
 薩
の
画
像
法
と
か
、
 

作
 壇
法
の
記
述
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
と
 行
 者
の
観
法
と
の
結
び
っ
ぎ
を
示
す
文
献
は
み
あ
た
ら
な
 い
 。
初
期
密
教
経
典
に
 

お
い
て
は
、
壇
を
築
き
、
そ
の
上
に
仏
、
菩
薩
を
安
置
し
 て
も
、
そ
れ
ほ
供
養
し
、
礼
拝
し
、
な
ん
ら
か
の
願
を
 か
け
る
対
象
と
し
て
で
 

あ
っ
た
。
最
も
整
備
さ
れ
た
壇
法
と
し
て
さ
き
に
あ
げ
た
 智
 通
訳
の
「
 手
 眼
子
 費
 観
世
音
菩
薩
陀
羅
尼
 神
呪
 経
口
 

の
中
の
観
世
音
菩
薩
の
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マンダラの宇宙 

典 ン は 

囲 ま   
絵 だ こ て 

祀る れらと、明確 
観 に 外 と 

想 な の か 
が つ所 う 

一 て 作 外 
体 い と の 
化 な が 所 
し い ど 作 

て説 。 のは よ 、 
か う " Ⅰ 

れ ほ の 

る 結 こ 

の び る 
4 ま つ に 

「 大 
く もよ 

日   
経 つ 出 
と " 
が 

ま 夫 
り 上 

最 外 つ 

初 であ ダ 
る う し 

と か 
イ 

  
内 し 
の メ 一 行 

ド マ 者 
中 、 ノ が 
期 ダ 観 
妹山 ラ 想 
教 と の 
の の 中 
代 関 で 
表 採 イ 

的 が メ 

な " l 
経 初 ジ 

典 期 づ 
で 留 げ 
あ 裁 た 
る 経 て 
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マ
ツ
ダ
 ラ
は
 六
世
紀
以
前
の
イ
ソ
 ド
 初
期
密
教
の
中
で
、
 次
第
に
形
づ
く
ら
れ
て
ぎ
た
。
壇
を
築
 き
 、
そ
の
上
に
 図
 給
 す
る
。
あ
る
い
 

観
 

の
 歴
史
に
お
い
て
こ
の
個
所
は
注
目
さ
れ
て
き
た
。
し
か
 し
こ
の
部
分
ほ
あ
ま
り
に
整
い
す
ぎ
て
い
て
、
同
時
代
 の
 訳
経
に
比
し
て
突
出
 

し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
経
典
は
同
じ
く
 智
 通
訳
に
な
る
 日
 
観
自
在
菩
薩
 心
呪
経
 b
 と
ほ
と
ん
ど
同
じ
内
容
で
あ
る
 が
 、
同
経
に
は
多
羅
 菩
 

薩
 に
つ
い
て
述
べ
た
最
初
の
部
分
が
欠
落
し
て
い
る
。
お
 そ
ら
く
も
と
も
と
 智
 通
訳
に
な
る
の
は
㍉
観
自
在
菩
薩
 心
呪
経
 b
 だ
け
で
あ
っ
 

た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
後
に
な
っ
て
観
自
在
菩
薩
に
関
係
 深
い
多
羅
菩
薩
に
関
す
る
修
法
が
必
要
と
な
り
、
こ
の
 部
分
を
挿
入
し
た
と
 考
 

え
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
 

四
 

-
 
あ
 -
 

菩
薩
と
な
る
云
々
と
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
字
輪
観
で
あ
 り
 、
三
昧
耶
形
の
観
想
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
 、
従
来
、
密
教
の
修
法
 

曇
肇
羅
 壇
法
で
す
ら
、
外
面
的
な
作
法
に
終
始
し
て
い
る
 の
で
あ
る
。
 

た
だ
こ
こ
に
一
つ
の
例
外
が
あ
る
。
そ
れ
は
同
じ
く
音
通
 訳
 の
 円
 観
自
在
菩
薩
 恒
辮
多
 附
随
 心
陀
羅
 

に
 、
行
者
は
像
前
に
坐
し
、
印
契
を
結
び
、
真
言
を
唱
え
 供
養
す
る
と
、
そ
の
音
声
調
和
し
、
本
尊
の
 

入
る
。
そ
の
眼
前
に
大
蓮
華
を
観
想
し
、
そ
の
花
の
上
 に
 親
電
 字
 
（
 
耳
か
 ）
を
想
え
。
そ
の
字
が
変
じ
 尼

経
ヒ
 で
あ
る
。
こ
の
経
の
最
初
 

口
よ
り
流
出
し
、
行
者
の
身
中
に
 

て
青
蓮
華
と
な
り
、
さ
ら
に
 多
利
 



担 っ 
日 い 
の で 

如 智 
ぎ 恵 
（ あ 
色 る 
を 者 
し は 

ナ， し   

宝 四 
憧 仏 

を 如来を 四 （ 
観 ） 
想 方 
せ に 

よ 観 
  想 

せ 

よ 

東 復 。 

刀 圭。 

号 ， 於 ， 

一 実 - 正 

憧 ， 受 ，   
身 次 ， 

色 恋。 

如 。 四 
  
日 方 

暉 ， 仏 ，   

「
大
日
経
口
に
い
た
っ
て
、
マ
ン
ダ
ラ
の
儀
礼
は
整
理
さ
 

ね
 、
内
面
化
す
る
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
 ば
 壇
を
築
 き
 、
マ
ン
 

ダ
ラ
 を
描
き
、
供
養
す
る
と
い
う
外
面
的
な
儀
礼
が
 、
密
 教
の
宇
宙
観
と
結
び
つ
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

「
大
日
経
 ヒ
 0
 人
 曇
茶
羅
具
縁
 真
言
 品
 第
二
は
、
マ
ン
ダ
 
-
 
フ
 、
と
く
に
具
体
的
な
 尊
 形
を
件
 3
 大
マ
ン
ダ
ラ
に
つ
い
 て
、
 く
わ
し
く
 記
 

  
@
 
㏄
 -
 

し
て
い
る
。
世
尊
ビ
ル
シ
ャ
ナ
は
金
剛
手
秘
密
主
の
 問
 い
 に
 答
え
て
、
マ
ン
ダ
ラ
の
儀
礼
を
説
く
。
す
な
 ね
 ち
、
 ビ
 ル
シ
ャ
ナ
は
大
悲
 
胎
 

茂
生
と
い
う
三
摩
地
に
入
り
、
諸
如
来
の
身
を
、
自
己
の
 身
体
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
か
ら
出
現
さ
せ
る
。
諸
如
来
身
 を
 十
方
一
切
に
遍
満
さ
 

せ
た
の
ち
、
諸
如
来
は
再
び
ビ
ル
シ
ャ
ナ
の
身
に
還
っ
て
 来
て
住
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
ま
ず
法
身
で
あ
る
 大
 日
 如
来
が
禅
定
に
入
り
、
 

衆
生
を
利
益
す
る
た
め
に
自
ら
の
身
体
よ
り
諸
々
の
如
来
 身
を
生
じ
、
ま
た
そ
れ
ら
を
再
び
本
来
の
大
日
如
来
の
 身
に
も
ど
す
、
と
い
う
 

マ
ン
ダ
ラ
出
生
の
基
本
的
な
立
場
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
 る 。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
マ
ン
ダ
ラ
の
諸
尊
は
ビ
ル
シ
ャ
ナ
 と
 同
体
で
、
独
立
し
 

た
 個
体
で
ほ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
マ
ン
ダ
ラ
諸
尊
と
い
 う
 部
分
は
、
ビ
ル
シ
ャ
ナ
と
い
う
全
体
を
分
割
し
た
 一
 部 で
は
な
く
、
全
体
の
 

あ
ら
ゆ
る
部
分
を
そ
な
え
た
分
身
と
み
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
  
 

「
大
日
経
口
の
具
 縁
品
は
 、
つ
い
で
マ
ン
ダ
ラ
を
造
立
す
 る
 儀
礼
に
つ
い
て
述
べ
る
。
ま
ず
土
地
を
定
め
、
日
を
選
 び
 、
あ
ら
ゆ
る
 障
 

碍
を
取
り
除
い
た
の
ち
マ
ン
ダ
ラ
を
描
く
。
こ
れ
ら
の
 所
 作
 は
す
べ
て
外
的
な
行
動
で
あ
る
。
土
地
を
堅
固
に
し
 、
 壇
に
牛
糞
年
展
 を
塗
 

り
、
 水
を
注
ぎ
、
土
地
の
み
な
ら
ず
法
界
を
浄
化
す
る
 真
 舌
口
を
唱
え
た
の
ち
、
具
体
的
な
諸
尊
の
建
立
に
移
る
。
 

す
な
ね
 ち
、
 

 
 

  

 
 

-
 
眩
 -
 

@
 
臼
 -
 

「
行
者
次
 於
 。
 申
定
意
観
 
：
大
日
 -
 

「
つ
ぎ
に
 真
 舌
口
行
者
は
立
っ
て
そ
の
真
中
（
の
空
中
 
）
 ナ
ヒ
 

Ⅴ
 

 
 

髪
髭
 と
冠
と
を
も
ち
 

白
蓮
華
の
座
に
坐
し
 

さ
ま
ざ
ま
な
色
を
し
て
光
で
す
つ
か
り
取
り
囲
ま
れ
 
た
 
（
 
仏
 ）
を
観
想
せ
 よ
 。
 
放
 二
種
種
 
白
 
光
 @
 
 通
 
身
悉
周
遍
 

く 10 け )) 104 



以
上
の
よ
う
に
浄
地
、
作
 壇
 の
の
ち
、
行
者
は
五
仏
を
は
 じ
め
 マ
ン
ダ
ラ
諸
尊
を
観
想
し
て
生
起
せ
し
め
、
ま
た
 そ
の
諸
如
来
に
香
花
 

を
 献
ず
る
所
作
を
な
し
て
、
救
護
を
ね
が
 ぅ
 。
こ
こ
に
 外
 的
な
所
作
と
内
的
な
観
法
が
一
体
と
な
っ
た
 て
ソ
ダ
ラ
 建
立
の
儀
礼
を
知
る
こ
 

と
が
出
来
る
。
 

同
大
日
経
 
b
 は
 具
縁
品
 が
大
日
如
来
の
身
無
尽
荘
厳
な
る
 大
マ
ソ
ダ
ラ
 を
説
く
と
い
う
。
そ
こ
で
は
具
体
的
な
形
を
 と
っ
た
 て
ソ
ダ
ラ
 

諸
尊
が
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
転
宅
 輪
曇
茶
 縄
打
品
目
第
八
は
語
無
尽
荘
厳
な
る
 法
マ
ソ
ダ
ラ
 が
 説
 か
れ
、
「
秘
密
夢
祭
 羅
 

品
口
 第
十
一
は
、
 意
 無
尽
荘
厳
な
る
三
昧
耶
マ
ン
ダ
ラ
が
 主
題
と
な
る
。
 

円
転
手
翰
 

①
 
-
3
 
 
曇
茶
羅
だ
品
ヒ
 

行
で
は
、
ま
ず
大
日
如
来
が
甘
露
 生
 と
名
づ
け
る
三
摩
地
に
入
り
、
一
切
の
支
分
よ
り
、
 明
 妃
を
流
出
す
る
。
 

磯
明
 妃
 と
は
真
言
 
ロ
 の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
 明
妃
は
一
 ゆ
 如
来
の
身
体
と
無
二
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
 品
の
主
題
は
、
 具
縁
品
 に
あ
 

￥
の
ら
わ
れ
る
よ
う
な
具
体
的
な
姿
を
と
っ
た
五
仏
で
ほ
 な

い
。
諸
尊
に
か
わ
っ
て
 明
妃
 が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
か
 ら
 知
ら
れ
る
よ
 う
 に
、
こ
の
 

 
 

 
 

想
と
尋
茶
羅
 造
立
の
儀
則
を
説
い
て
い
る
。
 

円
 
L
-
4
-
 

秘
密
 
ぬ
、
口
 

曇
奈
羅
品
 
で
は
、
大
日
如
来
が
自
ら
の
毛
孔
 ょ
 り
 、
諸
仏
を
流
出
す
る
。
五
仏
の
三
摩
耶
形
と
し
て
の
 五
 輪
の
観
法
を
は
じ
 

マ
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め
 結
界
、
浄
地
、
拝
 線
 法
な
ど
 
て
ソ
ダ
ラ
 を
描
く
作
法
が
 
く
わ
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
 

イ
ソ
 ド
と
 チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
密
教
経
典
の
分
類
法
に
従
 え
 。
 
ぼ
 、
「
大
日
経
口
は
行
（
の
 a
r
 
せ
卸
 
）
部
に
属
す
る
。
 
外
 面
的
な
作
法
と
、
 
内
 

面
的
な
観
法
と
が
と
も
に
説
か
れ
て
い
る
経
典
と
い
う
 立
 
思
味
 で
あ
る
。
 
マ
ソ
ダ
ラ
 の
儀
則
に
お
い
て
も
、
こ
の
こ
 
と
は
確
認
さ
れ
る
。
 

一
方
、
「
大
日
経
口
よ
り
少
し
お
く
れ
て
成
立
し
た
口
金
 

剛
頂
 籠
ヒ
と
く
に
そ
の
基
本
と
な
る
「
真
実
授
経
口
に
お
 い
て
は
、
大
宇
宙
 

た
る
本
尊
と
小
宇
宙
で
あ
る
行
者
と
の
 楡
 伽
の
行
を
説
く
 こ
と
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
イ
ン
ド
・
チ
ベ
ッ
ト
の
 密
教
経
典
の
分
類
法
に
 

お
い
て
も
 楡
 加
部
密
教
と
さ
れ
、
中
国
、
日
本
の
密
教
の
 流
れ
に
お
い
て
も
、
 
楡
 伽
の
名
が
こ
の
系
統
の
経
典
に
 冠
せ
ら
れ
る
こ
と
が
 多
 

 
 

 
 

「
金
剛
頂
経
口
で
ほ
 、
コ
 大
日
経
口
に
残
っ
て
い
た
よ
う
 な
 外
的
な
所
作
は
ほ
と
ん
ど
影
を
ひ
そ
め
、
 

楡
 伽
の
観
法
 が
 主
題
と
し
て
 
説
 

か
れ
る
。
そ
の
根
本
経
典
で
あ
る
「
真
実
授
経
 ヒ
は
、
五
 
相
成
 鼻
鏡
 と
 名
づ
げ
ら
れ
る
 楡
 伽
の
観
法
に
始
ま
る
。
 
っ
 い
で
そ
の
 楡
伽
 に
よ
 

っ
て
大
日
如
来
と
一
体
化
し
た
三
摩
地
よ
り
、
金
剛
界
の
 
口
仏
 、
十
六
大
菩
薩
、
四
波
羅
蜜
菩
薩
、
内
外
の
八
供
養
 菩
薩
、
 四
 摂
の
菩
薩
 

の
計
三
十
六
尊
を
出
生
す
る
次
第
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

そ
の
う
ち
十
六
大
菩
薩
の
筆
頭
に
あ
た
る
金
剛
 薩
唾
の
 出
生
に
つ
い
て
の
個
所
 

-
 
お
 -
 

を
 要
約
す
れ
ば
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
大
日
如
来
が
普
賢
 大
菩
薩
の
三
摩
地
に
入
っ
て
 、
せ
ゑ
 母
の
採
 せ
帥
 と
い
う
 心
 真
言
を
出
す
。
 
つ
 い
 

で
こ
の
 む
 真
言
が
多
く
の
月
輪
に
変
じ
、
そ
れ
ら
の
月
輪
 か
ら
一
切
如
来
の
智
金
剛
を
出
し
て
大
日
如
来
の
中
心
 に
人
 り
 
一
体
化
す
る
。
 

ま
た
そ
れ
は
全
宇
宙
に
ひ
ろ
が
り
、
五
鈷
金
剛
杵
と
な
り
 、
最
後
に
普
賢
大
菩
薩
す
な
わ
ち
金
剛
 薩
 唾
の
身
を
出
 生
し
、
大
日
如
来
の
中
 

心
 に
も
ど
る
。
こ
の
よ
う
に
種
子
、
三
摩
耶
 形
 、
 尊
彩
め
 観
法
が
日
真
実
 摂
経
 b
 に
お
い
て
は
一
体
化
し
て
説
か
 れ
て
い
る
の
は
注
目
を
 

ひ
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
㍉
大
日
経
 
L
 に
お
い
て
は
ま
だ
 
種
 子
 、
三
摩
耶
 形
 、
 尊
 形
の
観
法
が
独
立
し
て
別
個
の
章
 口
 
叩
に
 説
か
れ
て
い
た
の
 

に
 比
し
て
㍉
金
剛
頂
経
 ヒ
 で
は
一
系
列
の
楡
 伽
 観
法
と
し
 
て
 整
理
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
 

-
 
㏄
 -
 

「
金
剛
頂
経
口
系
統
の
弓
秘
密
集
会
タ
ン
ト
ラ
ロ
の
第
一
五
 

早
 は
 て
ソ
ダ
ラ
 の
出
生
が
主
題
と
な
る
。
そ
こ
で
は
、
 

大
 日
 如
来
が
三
摩
地
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賞 
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ぎ 

な 
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に
入
り
、
そ
の
肝
要
と
な
る
 心
 真
言
 口
 
を
自
ら
 よ
 り
出
し
、
 そ
れ
が
さ
ら
に
具
体
的
な
形
を
と
っ
た
 尊
 形
に
展
開
す
 る
 。
「
金
剛
頂
経
日
系
 

統
の
基
本
経
典
で
は
、
壇
を
築
 き
 、
諸
尊
を
供
養
す
る
と
 い
っ
た
所
作
に
つ
い
て
は
直
接
主
題
と
は
さ
れ
て
い
な
 い
 。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
 

ほ
 数
種
の
付
属
儀
軌
が
あ
っ
て
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
外
の
作
 法
 に
つ
い
て
は
主
と
し
て
付
属
儀
軌
の
領
域
と
み
な
さ
 れ
る
。
 

イ
ン
ド
後
期
密
教
の
諸
流
派
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
 輸
伽
 観
法
が
試
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
マ
ン
ダ
ラ
 
の
 出
生
は
、
一
般
に
 

「
生
起
次
第
」
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
。
こ
の
生
起
次
第
は
 
土
地
を
選
び
、
そ
れ
を
浄
め
、
結
界
し
て
壇
を
作
る
と
い
 っ
た
 所
作
は
、
す
べ
 

て
 行
者
の
観
想
の
中
で
行
わ
れ
る
。
 

ポ
 ，
 

-
,
-
3
 
 

こ
れ
ら
の
所
作
 は
古
 代
 イ
ン
ド
の
伝
統
的
な
儀
礼
に
従
い
、
バ
ラ
モ
ン
 教
聖
 典
 に
も
共
通
す
る
真
言
 

を
 唱
え
た
り
す
る
が
、
マ
ン
ダ
ラ
の
出
生
を
含
め
て
、
 こ
 れ
ら
が
す
べ
て
行
者
の
心
中
の
出
来
事
に
転
化
さ
れ
て
 い
る
。
 

以
上
、
 イ
 ソ
 ド
 密
教
が
展
開
す
る
中
に
お
い
て
、
 マ
ソ
ダ
 ぅ
が
 外
面
的
な
儀
礼
か
ら
、
行
者
の
観
想
の
中
に
内
面
 化
さ
れ
る
過
程
を
た
 

ど
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
土
壇
を
築
 き
 、
諸
神
を
勧
請
し
 、
 現
世
の
利
益
を
求
め
る
と
い
う
バ
ラ
モ
ン
 教
 起
源
の
呪
 法
き
 、
成
仏
を
目
ざ
す
 

密
教
儀
礼
に
転
ず
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
過
程
の
中
 に
 、
外
教
に
対
す
る
密
教
の
包
摂
と
純
化
の
働
ぎ
の
 一
 端
を
見
る
こ
と
が
で
 き
 

る
 。
そ
し
て
そ
の
根
底
に
は
、
部
分
と
全
体
、
自
 と
 他
が
 本
質
と
し
て
一
で
あ
る
と
み
る
密
教
の
世
界
観
が
横
た
 わ
っ
て
い
る
こ
と
を
 知
 

る
の
で
あ
る
。
西
洋
絵
画
に
比
し
て
、
マ
ン
ダ
ラ
の
芸
術
 が
も
っ
特
異
な
性
格
は
、
そ
の
根
底
に
ひ
そ
む
密
教
の
 世
界
観
に
よ
る
と
こ
ろ
 

が
 大
き
い
。
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6
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7
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ョ
 
戯
文
大
日
経
ロ
 三
 0
 二
頁
、
ョ
大
正
大
蔵
経
 
ヒ
 一
八
巻
、
三
三
頁
。
 

頁
 。
 

「
弘
法
大
師
全
集
 
ヒ
 第
一
 輯
 、
 五
 0
 九
頁
。
 

円
 
願
文
大
日
経
 b
 二
八
六
 ｜
 二
八
七
頁
。
 

「
大
正
大
蔵
経
 
b
 一
八
巻
、
三
一
頁
 上
 。
 

「
戯
文
大
日
経
 
b
 一
人
 
0
 １
１
一
九
 0
 頁
 。
 

「
 
蔵
 

円
大
正
大
蔵
経
ヒ
 一
 八
巻
、
二
 0
 真
中
 ｜
 三
一
頁
 下
 。
 

東
北
区
 

0
.
2
 

の
の
 

ひ
 ，
 め
 
0
-
.
 

）
 
み
オ
 
・
 P
5
 
ヴ
 ・
 

「
願
文
大
日
経
口
八
五
頁
。
 

「
大
正
大
蔵
経
口
一
八
巻
、
九
頁
 
中
 。
 

日
戯
 
文
大
日
経
 し
 二
一
六
 ｜
 三
一
七
頁
、
同
大
正
大
蔵
経
 
b
 一
八
 巻
 、
二
三
頁
上
。
 

戯
文
、
漢
文
と
も
 注
 
（
Ⅱ
）
と
同
一
個
所
。
 

円
 
秘
蔵
記
し
 宅
 弘
法
大
師
全
集
 ヒ
 第
二
 %
 、
一
一
頁
。
 

同
 

五
一
二
頁
。
 

0
8
 

 
 

同
 

五
一
 
0
 
頁
 。
 

 
  
 

同
 

五
一
一
頁
。
 

 
 
 
 
 
 

イ
ン
ド
諸
学
派
や
仏
教
に
お
け
る
四
大
、
五
大
、
六
大
な
ど
の
 見
解
に
つ
い
て
は
、
栂
尾
祥
雲
ョ
量
 茶
 羅
の
研
究
」
高
野
山
大
学
 、
昭
和
二
年
 

の
中
、
「
六
大
縁
起
説
の
史
的
考
察
」
 

四
 0
 

一
｜
 四
二
八
頁
。
 

金
 岡
 秀
友
口
密
教
の
哲
学
 L
 
手
染
寺
書
店
、
昭
和
四
四
年
、
第
 二
章
第
三
節
 

「
六
大
の
哲
学
」
四
六
 
｜
 七
一
頁
。
宮
坂
君
 勝
 
「
空
海
の
宇
宙
観
 」
 日
 理
想
 b
 
五
九
四
号
、
昭
和
五
七
年
一
一
月
、
二
五
 ｜
 三
八
頁
 等
 参
照
。
 

服
部
 融
泰
 校
訂
 円
 戯
文
大
日
経
 b
 飯
能
市
観
音
寺
、
昭
和
六
年
、
 

セ
ー
 八
頁
。
 
円
 大
正
大
蔵
経
 b
 
一
八
巻
、
一
頁
 中
 。
 

日
大
正
大
蔵
経
口
第
七
巻
、
九
二
六
頁
上
。
 

日
 弘
法
大
師
全
集
 ヒ
 第
一
輔
、
五
二
四
頁
。
 

服
部
 本
 
「
戯
文
大
日
経
 L
 
三
五
四
頁
。
同
大
正
大
蔵
経
口
一
八
巻
 

、
三
八
頁
中
丁
。
 

円
 酒
井
真
共
著
作
集
 三
 
第
一
巻
法
蔵
 館
 

昭
和
五
八
年
、
一
六
 七
｜
 
一
九
一
頁
。
 

頼
 富
本
宏
「
イ
ソ
 
ド
 
に
現
存
す
る
両
罪
 系
 密
教
美
術
」
 
宅
 仏
教
 ガ
 
云
術
 b
 一
五
 0
 
号
 ）
 
一
 三
五
 ｜
 
二
三
八
頁
。
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（
 
あ
 ）
同
大
正
大
蔵
経
 b
 一
九
巻
、
四
五
八
頁
 下
｜
 四
五
九
頁
上
  
 

（
 
為
 ）
ヨ
大
正
大
蔵
経
口
一
九
巻
、
六
五
八
頁
 中
 。
 

（
 
肝
 ）
「
大
正
大
蔵
経
 ヒ
二
 0
 巻
 、
八
六
頁
中
丁
。
 

（
 
恭
 ）
 
ヨ
 
大
正
大
蔵
経
ロ
 二
 0
 巻
 、
四
六
三
頁
 下
 。
 

（
 
豹
 ）
ョ
大
正
大
蔵
経
 ヒ
二
 0
 巻
 、
四
五
七
頁
 中
｜
 四
六
三
頁
上
  
 

（
㏄
）
 円
 
大
正
大
蔵
経
口
一
八
巻
・
四
頁
上
、
㍉
戯
文
大
日
経
」
 
四
 三
頁
。
 

（
 
鈍
 ）
「
大
正
大
蔵
経
」
一
八
巻
、
五
頁
上
申
、
ヨ
蔵
 
文
 大
日
経
 ヒ
 五
一
 ｜
 五
二
頁
。
 

（
㌍
）
「
空
中
に
」
の
語
は
京
文
に
な
い
が
、
ブ
ッ
ダ
 
ダ
ヒ
ヤ
 の
 「
大
日
経
穴
 
釈
 L
 （
東
北
二
六
六
三
番
 
三
 0
 五
枚
 裏
 ）
に
よ
っ
て
 補
っ
た
。
 

（
㌍
）
自
大
正
大
蔵
経
 
ヒ
 一
八
巻
、
一
二
一
頁
 

中
 以
下
。
「
茂
文
人
 日
柊
 -
i
 
二
 0
 八
頁
以
下
。
 

（
 
女
 ）
 
円
 
大
正
大
蔵
経
 ヒ
 一
八
巻
、
三
 
0
 真
下
以
下
、
「
戯
文
人
 日
経
 ヒ
 二
八
三
頁
以
下
。
 

（
 
訪
 ）
堀
内
寛
仁
 
円
梵
蔵
漢
 
対
照
、
初
会
金
剛
頂
経
の
研
究
、
 梵
 本
校
訂
篇
（
正
二
高
野
山
大
学
密
教
文
化
研
究
所
、
昭
和
五
 
八
年
、
三
二
 ｜
 三
七
 

頁
 。
日
大
正
大
蔵
経
ヒ
一
八
巻
、
二
 
0
 八
頁
中
丁
。
東
北
四
七
九
 番
 五
枚
表
裏
。
 

（
㏄
）
校
長
石
 慶
ヨ
 秘
密
集
会
タ
ン
ト
ラ
校
訂
 梵
本
 b
 東
方
出
 版
 、
昭
和
五
三
年
、
六
 ｜
 八
頁
。
 

（
と
た
と
え
ば
 円
 
秘
密
集
会
タ
ン
ト
ラ
ロ
の
聖
者
流
の
生
起
 次
第
に
あ
た
る
 円
コ
巨
ぎ
サ
 
（
 
り
紺
 
Ⅰ
 ゴ
ぃ
ョ
 

a
J
]
 

宜
の
す
く
 

P
 目
 か
の
㌧
 

O
E
 

の
 
里
 コ
，
セ
な
ミ
 

q
a
 
笘
 「
 
掩
ま
 
R
.
 

の
い
 
コ
目
）
の
 

9
6
.
 

づ
つ
・
 

P
.
N
.
 

）
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八
 論
文
 要
ヒ
目
 
V
 
 七
世
紀
の
中
葉
、
イ
ン
ド
 僧
河
 地
塁
多
に
よ
 っ
て
訳
出
さ
れ
た
「
陀
羅
尼
 集
 経
ロ
十
二
巻
に
は
、
多
く
の
 尊
 格
の
印
相
・
陀
羅
尼
 

呪
 、
お
よ
び
簡
単
な
マ
ツ
ダ
 ラ
 が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
 同
経
は
、
 中
国
に
お
い
て
現
在
の
体
裁
を
整
え
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
 全
 十
二
巻
の
う
ち
 巻
 

三
と
、
 巻
 十
二
を
除
く
十
巻
に
お
い
て
Ⅲ
 仏
、
 ㈲
観
音
、
㈹
 金
 剛
、
 ㈲
諸
天
と
い
 5
 尊
格
 分
類
が
な
さ
れ
、
そ
の
方
針
に
従
っ
て
 、
 各
巻
に
 具
体
的
 

な
 諸
尊
 格
 が
説
か
れ
て
い
る
。
 

本
論
で
は
、
 各
巻
に
 列
挙
さ
れ
る
諸
尊
格
の
特
色
と
そ
こ
に
 分
 類
 配
属
さ
れ
る
根
拠
等
を
考
察
し
、
初
期
密
教
段
階
に
お
け
る
 仏
 教
 パ
ン
テ
オ
ン
 

の
 構
成
を
通
し
て
密
教
の
歴
史
の
一
端
を
探
ろ
 う
 と
し
た
。
 

そ
の
結
果
、
Ⅲ
顕
教
化
か
ら
密
教
仏
へ
の
変
化
、
㈲
金
剛
部
と
い
 ラ
力
を
象
徴
す
る
 尊
格
 群
の
成
立
と
新
た
な
明
王
グ
ル
 一
プ
の
 出
現
、
㈹
 な
尊
 

の
 大
規
模
な
導
入
と
そ
の
地
位
の
上
昇
な
ど
外
的
・
内
的
両
面
を
 含
む
重
要
な
展
開
点
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
 

こ
の
よ
う
に
、
多
様
な
性
格
と
作
用
を
有
す
る
諸
尊
格
の
集
成
と
 分
類
整
理
に
よ
っ
て
、
仏
教
の
 一
 形
態
で
あ
る
密
教
の
概
要
を
 窺
い
知
る
こ
と
 

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 尊
格
 、
バ
ン
テ
オ
ン
、
陀
羅
尼
 集
 経
、
仏
頂
 尊
 、
観
音
、
金
剛
、
諸
天
。
 

仏
教
パ
ン
テ
オ
ン
の
 
溝
 
戊
 

頓
宮
木
表
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仏
教
の
美
術
は
、
通
常
、
初
期
仏
教
・
大
乗
仏
教
・
密
教
 の
 三
段
階
に
分
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
仏
教
そ
の
も
の
 が
 、
数
百
年
の
間
隔
 

を
も
っ
て
 、
 新
た
な
思
想
展
開
を
と
げ
た
結
果
、
従
来
 序
 在
し
て
い
た
仏
教
の
上
に
新
た
な
形
態
を
と
る
仏
教
が
 加
重
さ
れ
、
複
数
の
仏
 

教
が
 重
層
的
に
併
存
し
て
い
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
に
起
 因
 し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
仏
教
と
い
う
一
つ
の
 宗
 教
の
理
想
を
造
型
化
す
 

る
 仏
教
美
術
に
お
い
て
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
い
く
つ
 か
の
異
な
る
様
相
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
宗
教
の
美
術
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
 幾
撞
 か
の
方
法
論
が
あ
る
が
、
そ
の
宗
教
の
根
本
理
念
 な
い
か
な
る
神
や
 仏
 

に
よ
っ
て
表
現
す
る
か
と
い
う
こ
と
も
非
常
に
重
要
な
意
 味
を
持
つ
。
そ
の
場
ム
ロ
、
絶
対
神
や
創
造
 
神
 、
あ
る
い
 は
 教
主
と
な
る
存
在
が
 

中
心
で
あ
る
こ
と
は
論
を
侯
た
な
い
が
、
範
囲
を
も
 う
少
 し
 拡
げ
る
と
、
そ
れ
ら
の
基
本
神
の
化
身
や
、
そ
れ
に
 付
き
随
う
巻
尾
、
さ
ら
 

ほ
 ほ
主
神
・
本
尊
を
守
る
存
在
も
無
視
で
き
な
い
。
 

そ
こ
で
、
筆
者
は
、
様
々
の
 働
 ぎ
を
持
ち
な
が
ら
宗
教
の
 世
界
を
構
成
す
る
諸
々
の
神
や
仏
、
さ
ら
に
下
級
精
霊
 を
 含
め
た
全
体
を
そ
 

れ
ぞ
れ
個
別
に
尊
 格
 と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
 

次
に
、
 尊
格
 と
い
う
立
場
か
ら
、
仏
教
展
開
の
基
本
的
 一
 
二
段
階
、
す
な
わ
ち
初
期
仏
教
・
大
乗
仏
教
・
密
教
を
 そ
れ
ぞ
れ
眺
め
る
と
 

き
、
そ
こ
に
著
し
い
相
違
点
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
 つ
 ま
り
、
釈
尊
と
そ
の
弟
子
た
ち
の
時
代
に
は
、
釈
尊
が
 唯
一
の
如
来
で
あ
り
、
 

菩
薩
は
成
道
以
前
の
釈
尊
の
み
し
か
意
味
し
な
い
。
釈
尊
 入
滅
の
の
ち
、
追
慕
的
な
意
味
と
、
さ
と
り
の
普
遍
性
 を
 示
す
仏
伝
，
本
生
 話
 

な
ど
を
表
わ
す
仏
教
美
術
が
造
型
さ
れ
る
 よ
う
 に
な
る
と
 、
 聖
な
る
存
在
で
あ
る
釈
尊
を
守
護
す
る
執
金
剛
や
竜
 王
な
ど
の
護
法
的
な
 尊
 

格
 が
登
場
し
て
く
る
の
ほ
大
き
な
変
化
と
い
え
る
。
 

  

よ ｜ 

じ 

め 
(.- Ⅱ 
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仏教パンテオンの 

多 
（ 本   

  
考察の 鰍じに 

て と 
訳 す 
  

i- し 
出 る つ 
さ 。 司 

れ陀 た薙 いて 

。 尼 

扱 葉 
に 経 
つ ヒ 
か は 

て   

4 玉水 

北箆 

  
の 六 

仏 五 一 
裁 し 

  
  
寧 に 

  
して 
ヌ ・ @ 
口 中 
宋イ 一 
局 、 ノ 

ィ曽 ド 

広 田 
0-,  身 
巻 の 
二 梵 
の 僧 
「 阿 
唐 地 
西 崔 
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構成 

し
か
し
、
紀
元
前
後
の
頃
か
ら
生
じ
た
大
乗
仏
教
に
な
る
 と
 、
仏
教
そ
の
も
の
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
に
よ
り
 、
新
 

ぅ
 如
来
と
我
々
を
結
ぶ
重
要
な
存
在
が
大
き
な
役
割
を
果
 た
す
よ
う
 
に
な
る
。
そ
し
て
、
菩
薩
た
ち
は
、
如
来
の
 よ
う
な
 

っ
た
 万
能
の
存
在
で
は
な
く
、
む
し
ろ
観
音
菩
薩
の
慈
悲
 ぬ
済
 、
文
殊
菩
薩
の
智
慧
弁
才
、
弥
勒
菩
薩
の
未
来
 救
 済
 、
普
 

と
い
う
 よ
う
 に
、
あ
る
特
定
の
行
為
や
教
義
に
結
び
つ
け
 ら
れ
な
が
ら
、
人
々
の
間
に
根
強
い
信
仰
を
得
る
こ
と
 と
な
る
 

ま
 ・
六
世
紀
に
な
っ
て
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
復
興
・
再
編
 
が
 顕
著
に
な
る
に
し
た
が
っ
て
、
仏
教
の
中
に
も
密
教
 的
な
 

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
密
教
 経
典
の
中
で
は
、
初
期
密
教
経
典
の
範
 鴫
に
 含
ま
れ
る
 同
院
 羅
 

り
 上
げ
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
記
述
を
通
し
て
初
期
密
教
に
 お
 げ
る
 尊
格
 体
系
す
な
わ
ち
パ
ン
テ
オ
ン
の
成
立
過
程
 を
 考
察
 

な
お
、
後
期
密
教
を
も
含
ん
だ
密
教
完
成
親
に
お
け
る
 尊
 格
 資
料
と
し
て
は
、
冬
草
 格
 に
対
す
る
三
一
二
種
の
観
 想
法
 

を
集
成
し
た
 
円
 サ
 @
 ダ
ナ
 
マ
 l
 ラ
ー
 ヒ
あ
ゅ
 &
 ま
コ
ぃ
ヨ
 
w
-
 
ゆ
成
 ぬ
宝
 髪
 ）
が
あ
り
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
啓
培
分
類
に
つ
 い
て
は
 

-
l
-
 

に
 触
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
 

さ
ら
に
、
初
期
仏
教
に
お
け
る
 申
 イ
ン
ド
・
サ
ー
ン
チ
ー
 
の
 仏
塔
と
そ
の
港
門
お
よ
び
欄
楯
に
見
ら
れ
る
諸
彫
刻
、
 

あ
 

お
 げ
る
 東
 イ
ソ
 ド
 
・
ラ
ト
 

ど
 特
定
の
個
所
に
多
量
に
遺
存
す
る
美
術
考
古
遺
品
を
 通
し
て
 

ら
 考
察
を
加
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
 文
 献
 資
料
を
当
面
の
拠
り
所
と
し
て
お
ぎ
た
い
。
 

た
に
菩
薩
と
い
 

さ
と
り
を
 得
終
 

賢
 菩
薩
の
行
 願
 

の
で
あ
る
。
 

要
素
が
多
く
見
 

尼
集
 経
ヒ
 を
敬
 

し
た
い
。
 

（
サ
ー
 ダ
ナ
 ）
 

、
す
で
に
簡
略
 

る
い
 は
 密
教
に
 

別
の
視
野
 か
 



京
 慧
日
 手
 無
極
言
 云
 」
に
詳
し
い
。
 

そ
れ
に
 よ
 る
と
、
彼
は
、
中
国
で
は
、
意
訳
し
て
無
極
 一
 
局
 と
呼
ば
れ
、
 
氷
 徹
三
年
（
六
年
一
）
正
月
、
西
イ
ン
ド
 

よ
り
 梵
 爽
を
持
っ
て
 

長
安
に
到
っ
た
と
い
う
。
長
安
で
は
、
主
に
慈
恩
寺
に
住
 し
た
が
、
沙
門
大
乗
簾
や
、
王
室
の
英
公
事
 世
 勅
な
ど
 
の
 請
い
に
よ
り
、
慧
日
 

寺
 の
仏
国
焼
 に
 陀
羅
尼
 普
 集
会
壇
を
建
立
し
て
修
法
し
た
 
こ
の
壇
法
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
訳
出
さ
れ
た
の
が
、
 

「
陀
羅
尼
 集
経
 L
 十
二
 

巻
 で
あ
り
、
「
無
極
言
 伝
 」
で
は
、
 

「
金
剛
大
道
場
経
 中
 よ
り
要
を
撮
っ
て
訳
し
、
集
め
て
 一
 部
 
と
成
し
、
と
し
て
い
る
。
 

こ
の
記
述
に
よ
る
と
、
別
に
「
金
剛
大
道
場
経
」
と
い
う
 経
典
が
あ
り
、
そ
れ
を
喀
出
し
た
の
が
 円
 陀
羅
尼
 集
 経
口
 
と
い
う
こ
と
に
な
 

る
が
、
こ
れ
は
経
典
成
立
に
し
ば
し
ば
 見
受
 げ
ら
れ
る
 
一
 種
の
神
話
で
あ
り
、
現
存
の
同
経
を
見
る
限
り
で
は
、
 

各
 種
 の
 尊
 格
の
陀
羅
尼
 

を
 集
成
し
た
経
典
と
い
 
5
 特
色
が
顕
著
に
表
わ
れ
て
い
る
  
 

な
お
、
「
陀
羅
尼
 集
 経
口
に
は
、
原
本
と
推
定
さ
れ
る
 梵
 本
も
 、
該
当
す
る
チ
ベ
ッ
ト
訳
も
存
在
し
て
い
な
い
。
 し
 た
が
っ
て
、
中
国
 

-
4
-
 

で
の
撰
述
の
町
 
能
 性
を
指
摘
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
そ
の
 内
容
に
は
イ
ン
ド
的
要
素
が
色
濃
く
残
っ
て
お
り
、
 

ま
 た
 後
述
の
三
尊
広
や
 、
 

転
法
輪
印
の
阿
弥
陀
如
来
像
な
ど
西
イ
ン
ド
の
石
窟
寺
院
 と
の
近
親
性
も
窺
わ
れ
る
の
で
、
同
経
の
基
本
と
な
る
 部
分
は
イ
ン
ド
に
遡
り
 

得
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
 

-
G
-
 

-
5
-
 

同
 経
に
対
し
て
は
、
大
村
 西
崖
 、
佐
和
 隆
 研
の
両
氏
が
 
壬
一
 

ロ
及
 し
た
以
外
に
は
、
詳
し
い
研
究
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
 な
い
。
そ
れ
ら
の
 
研
 

究
 を
一
応
踏
ま
え
た
上
で
、
と
く
に
 尊
格
 分
類
の
あ
り
方
 と
そ
の
意
味
を
経
典
の
記
述
か
ら
再
構
成
し
て
み
た
い
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仏教，   。 ノテ オンの構成 

 
 

 
 ㈹

 巻
 第
三
（
な
し
）
 

㈲
 巻
 第
四
観
世
音
番
上
 

㈲
 巻
 第
五
 

㈹
 巻
 第
六
輔
 
鮒
紺
楠
諸
 

㈹
 巻
 第
七
 
齢
刊
部
 

㈹
 巻
 第
八
帖
 
捌
 
㍊
も
し
く
は
 

巻
中
 
）
 

 
 ㈹

 巻
 第
十
 
翻
 Ⅱ
 

 
 ⑫

 巻
 第
十
二
（
な
し
）
 

る 
。 ま 次 

ず は 第 
一 塊   
付 る 

可陀 

  
  
  
も を 
し 検 
<  言寸 

MT  し 
そ た 
ね い 
Ⅰ ， "- "  。 

類 
す 

る個 

戸叶 う 

サナ し 

以 
下 
の 

よ 

らノ 

な表 

現 

の見 

ら 

れ 
る 
    
と 

で 
あ 
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Ⅲ
 巻
 第
一
（
な
し
）
 

 
 ㈹

巻
筆
 二
 （
な
し
）
 

㈲
 巻
 第
四
（
な
し
）
 

㈲
 巻
 第
五
（
な
し
）
 

 
 

㈹
 巻
第
セ
 （
な
し
）
 

㈱
 巻
 第
八
（
な
し
）
 

㈲
 巻
 第
九
（
な
し
）
 

㈹
 巻
 第
十
（
な
し
）
 

㎝
 巻
 第
十
一
（
な
し
）
 

㎎
 巻
 第
十
二
（
な
し
）
 

と
あ
り
、
わ
ず
か
に
 巻
二
 と
巻
末
に
限
ら
れ
る
が
、
 尊
格
 分
類
の
意
味
を
持
っ
割
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。
 

厳
密
に
い
え
ば
、
日
大
正
大
蔵
経
口
仁
対
校
さ
れ
た
諸
本
 
の
中
で
は
多
少
の
出
入
が
あ
る
 "
 た
と
え
ば
、
 

ぅ
 語
を
欠
く
諸
本
も
存
在
し
て
い
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
底
本
の
高
麗
蔵
経
本
を
は
じ
め
多
く
の
 
対
校
本
に
割
注
の
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
 

中
国
に
お
い
て
確
立
し
て
い
た
こ
と
は
疑
 う
 余
地
は
な
い
  
 

こ
れ
ら
の
分
類
法
が
、
す
で
に
 

金
剛
部
の
場
合
、
「
 
部
 」
と
い
 

ま
た
、
各
巻
末
の
経
題
の
個
所
に
つ
い
て
も
、
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仏
 

の
 
三
尊
を
置
く
こ
と
を
説
く
。
 

． 7@ (117) 

  教 パンテオンの 構成 

ず 
具 ま     
に 内 一 の よ 

は 題 よ う 

  ン @ ヒ 5@  な 
四 

  
仏 神 各巻 
頂 カ が 尼 の 
を 陀 
甲 羅 
心 月 
に 経 
し 釈 
て 迦 
  
き 体 

  仏 を 的 
な 構 

項羽 右に し 成 
て な 

昧陀 三 % い 念 
観 羅 る 頭 
昔 /E ロ か は 

像 巴 な お 

す巻 」 
主 た 
に 上 
尊 で 格   分 各 

  類 巻 
と に 
い お 

釈迦仏 画額 丘 う い 
視 て 

頂を 日像） 中 点 かか 、 説 
左 心 
に と 

ら れ 
要 て 

金 す 約 い   し る 

て 内   み 容 
薩 を た な 
像 列 い 倹 
を 学 。 " 良 - 寸 、 

配 し し 

す て 
る い な 
彩 る か 
式   ん 

と 

い ま 三便し こ ヨ なり ま 

ナ - Ⅰ 

、尊 一 う ㈲ 諾 金 ㈹ ㈲ 観 Ⅲ 仏 羅尼 たが 

の 

尊格 

  
を 「 を 羅 

分 
類 
  

含 
  

唆 多 
を     

ゐ頭 

ナ ・ @ 

Ⅰ㌢ "- 

置 
い 

て 
い 

ナ - @ 
    
と 

4 ま 

承   
認 --- 足 る そ を 
し し 語れ 扱 
て 

よ 

い 

ナ 。 @ - 
ろ   
（ ノ @ 確 判 金 

立 所 体 
し し 的 
て て マ 
い も ン 

た し ダ 
と ろ う 

断 当 で 
完 然 あ 
す と る 
る い 普 

。ことはで なえ よう 壇 集会 

き ど 
な を 
い 説 

か @ 

    
巻 

の 
十一   



も
の
で
、
仏
眼
尊
も
同
類
と
い
え
よ
 う
 、
こ
の
よ
う
な
 非
 人
格
的
な
要
素
を
持
っ
 尊
 格
の
誕
生
は
 、
 聖
な
る
存
在
 の
 作
用
を
個
別
化
し
、
 

象
徴
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
密
教
化
の
一
端
 と
考
 え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

し
た
が
っ
て
、
同
経
で
は
、
歴
史
的
な
要
素
の
強
い
化
身
 と
し
て
仏
伝
に
登
場
す
る
釈
迦
 仏
は
、
 少
く
と
も
表
面
 か
ら
姿
を
消
し
、
 た
 

と
え
釈
迦
如
来
の
意
味
を
持
つ
場
合
で
も
、
釈
迦
仏
頂
 と
 呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
 

と
 ほ
い
え
、
こ
こ
で
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
 憶
 
「
陀
羅
尼
 
集
経
 b
 の
仏
頂
尊
は
比
較
的
初
期
の
仏
頂
 尊
で
あ
り
、
そ
こ
 

に
は
、
「
大
日
経
ヒ
や
「
大
日
経
疏
 
b
 に
説
か
れ
る
底
土
・
 発
生
・
無
辺
音
声
の
三
仏
頂
、
あ
る
い
は
自
余
 蓋
 ・
 勝
 
最
勝
・
 光
聚
 ・
 除
障
 

の
 五
仏
頂
、
お
よ
び
両
者
を
総
合
し
た
人
仏
頂
な
ど
の
 胎
 蔵
 マ
ン
ダ
ラ
系
仏
頂
、
も
し
く
は
金
剛
，
 宝
 ・
蓮
華
・
 
切
な
ど
の
金
剛
界
 マ
 

ソ
 ダ
ラ
系
仏
頂
の
要
素
は
ま
っ
た
く
認
め
ら
れ
な
い
。
 

第
二
は
、
 同
巻
が
 「
私
部
」
と
い
う
最
高
位
の
尊
 
絡
め
グ
 ル
 一
 プ
 で
あ
る
こ
と
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
三
尊
形
式
が
説
 か
れ
て
い
る
こ
と
で
 

あ
る
。
 

-
7
-
 

第
一
に
、
こ
の
巻
は
、
い
わ
ゆ
る
仏
頂
尊
に
よ
っ
て
代
表
 さ
れ
て
い
る
。
仏
頂
尊
と
は
、
仏
陀
の
身
体
の
一
部
を
 と
く
に
 尊
格
 化
し
た
 

い
る
。
こ
の
ほ
か
、
両
者
の
中
間
に
三
目
の
大
般
若
菩
薩
 

を
 
、
外
辺
の
四
隅
に
四
天
主
像
を
描
く
と
し
て
い
る
の
は
 

、
こ
れ
ら
の
 

尊
格
が
、
 

 
 

 
 

 
 

は
 
上
、
巻
 

一
 
、
す
な
わ
ち
私
部
上
を
総
括
す
る
と
、
い
く
 

つ
か
の
重
要
な
諸
点
を
列
挙
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(118) 1 

ま
た
、
金
輪
仏
頂
像
法
で
は
、
中
央
に
真
金
色
の
金
輪
 仏
 頃
を
、
そ
の
左
右
に
文
殊
・
普
賢
の
二
菩
薩
を
や
は
り
 一
 
二
尊
形
式
に
配
し
て
 

1
8
 



仏教パン テオソ の構成 

尊
の
護
持
と
そ
の
役
割
・
属
性
の
分
担
と
い
う
二
義
が
あ
 る
と
い
え
る
。
起
源
的
に
は
、
イ
ン
ド
以
外
の
西
方
の
 要
素
が
あ
る
こ
と
も
 指
 

捕
 さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
学
問
的
に
論
証
す
る
こ
と
は
 決
し
て
容
易
で
は
な
い
 

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
説
か
れ
る
三
尊
形
式
は
 、
 次
の
二
種
 で
あ
る
。
 

㈲
金
剛
蔵
 

釈
迦
仏
頂
 

二
管
観
音
（
も
し
く
は
十
一
面
観
音
）
 

㈲
文
殊
 

金
輪
仏
頂
 

普
賢
 

い
ず
れ
の
三
尊
形
式
も
、
中
尊
が
仏
頂
で
、
両
脇
侍
が
 菩 薩
 で
あ
る
点
は
共
通
し
て
い
る
が
、
そ
の
組
み
合
せ
が
 異
 な
っ
て
い
る
。
 

こ
の
う
ち
、
仏
を
中
心
と
し
て
、
観
音
系
の
尊
 格
 と
金
剛
 系
 の
 尊
格
 が
両
脇
を
固
め
る
三
尊
形
式
に
つ
い
て
は
、
 

筆
 者
が
す
で
に
再
三
 

論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
-
9
 
）
そ
し
て
、
そ
れ
が
、
「
大
日
経
 

白
系
密
教
の
中
心
教
理
で
あ
る
仙
郎
（
如
来
）
・
蓮
華
 %
 
 （
観
音
）
・
金
剛
部
 

（
金
剛
蔵
・
金
剛
手
）
と
い
う
三
部
組
織
に
結
実
し
た
こ
 

と
も
大
方
の
承
認
を
得
て
い
る
。
 

一
方
、
仏
を
中
心
に
、
左
右
に
文
殊
、
普
賢
の
二
菩
薩
を
 
配
す
る
三
尊
形
式
 は
 、
わ
が
国
で
ほ
と
く
に
釈
迦
三
尊
 と
 ゆ
 ば
れ
、
平
安
後
 

 
 
 
 

期
 ・
鎌
倉
期
以
後
、
流
行
し
た
組
み
合
せ
で
あ
る
。
 

 
 
 
 
 
 

こ
の
三
尊
が
、
経
典
的
に
見
て
ど
こ
ま
で
遡
る
の
か
十
分
 
に
 検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
確
か
に
、
「
法
華
経
口
に
は
 一
 
二
尊
が
す
べ
て
登
場
 

 
 

し
て
い
る
が
、
同
一
個
所
で
説
か
れ
て
い
る
部
分
は
な
い
 。
そ
の
点
で
は
、
こ
の
 円
 陀
羅
尼
禁
籠
 L
 が
、
現
在
の
 
段
階
で
ほ
最
も
古
い
経
 
1
 

-
8
-
 

重
要
な
 尊
 格
を
中
心
に
、
左
右
か
ら
副
次
的
な
 尊
格
 を
配
 す
る
三
尊
形
式
の
意
義
に
関
し
て
は
、
以
前
に
論
じ
た
 ナ
 
」
と
が
あ
る
が
、
 

木
 



十
一
面
観
音
 

な
め
て
言
及
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
阿
弥
陀
如
来
の
左
 
右
に
観
音
 

「
仏
説
無
量
寿
経
 ヒ
に
 遡
る
。
そ
し
て
、
五
世
紀
の
頃
に
 漢
訳
さ
れ
た
 

は
 、
は
じ
め
て
脇
侍
と
し
て
の
観
音
菩
薩
の
宝
冠
に
化
仏
 が
 明
記
さ
れ
 

勢
至
の
両
菩
薩
を
配
す
る
起
源
は
古
く
、
曹
魏
の
康
 僧
 鎧
訳
の
 

（
あ
る
い
は
撰
述
さ
れ
た
）
 
富
良
耶
舎
訳
の
 「
観
無
量
寿
 経
 b
 で
 

る
と
と
も
に
、
観
音
を
左
、
勢
至
を
右
の
位
置
に
決
定
 す
る
な
 

る の の 来 赤 る 
。 と 何 円 像 後 

軌 

こ が 理 が 半 
釈 。 同 資 

説 
  遡 と 巻 (2@  料 

ろ 多 趣 説 部 な く は 巻 で 
洪 大 髪 に 、 二 あ 
印 勢 髭 "  ィム 

阿 至 さ こ 部 
り、 

弥 せ こ 巻 美 
陀 る で   下 子栂 

序 説 に 的 
在 か あ 流 
で ね た 行 ， - 

期 
あ る るる 一 。 と 

。 切 最 も 

仏 初 此 
頂 の 較 
俊 郎 的   

つ は が 摘 」 は 、 分 は 
整 
合 

赤   す 

も     
  

  
な 
い と記 着てお   

  
敦     炬 前 

そ 
の 

絵 巻 
回 に そナ 像は、 来像 や   

具体 

や 続 
わ い 

的 が て 
配 では、 部 当麻 尋 九品 

茶 の 説 
国 弘 

置 の 頂 
セま 羅 ぅ 法 鎌 尊 

図 ち 印 
次 な の を 

食 め 

の 
絵 範 

  ど 中 緒 
  

画 時 
托 生 ぶ に が 

と 較 印 阿 
< 

見 続 
的 や 称 ら か 

であ 

古 陵 陀 れ て 
属 性 如 る い 
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ど
 、
観
音
菩
薩
の
図
像
確
立
に
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
 る
 。
 

と
こ
ろ
が
、
「
陀
羅
尼
 集
 経
口
の
場
ム
ロ
、
観
音
を
変
化
観
 
昔
の
最
古
と
も
い
 う
 べ
 き
 十
一
面
観
音
に
限
定
し
て
い
る
 。
こ
れ
に
つ
い
て
 

は
 、
 巻
 四
・
五
・
六
の
観
音
（
部
）
の
個
所
で
再
説
す
る
 が
 、
同
経
は
、
す
で
に
十
一
面
観
音
を
根
本
に
置
く
初
 期
 変
化
観
音
の
全
盛
時
 

代
 に
入
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 

な
お
、
「
陀
羅
尼
 集
経
 b
 の
阿
弥
陀
三
尊
は
、
「
観
無
量
寿
 
経
ヒ
 で
 説
く
阿
弥
陀
三
尊
と
左
右
が
逆
で
あ
る
が
、
 

そ
 の
 理
由
は
明
ら
か
で
 

な
い
。
三
尊
形
式
の
左
右
確
定
は
、
不
安
定
期
と
確
立
 期
 が
あ
る
が
、
具
体
的
確
立
に
際
し
て
系
統
の
相
違
が
あ
 っ
 た
こ
と
も
否
定
で
ぎ
 

よ
 
辛
ん
 
）
。
 

：
 
レ
 

目
 巻
の
末
尾
に
は
、
「
仏
説
 
祓
折
羅
 功
能
法
相
 品
 」
と
「
 作
祓
折
嘱
井
 功
徳
 法
 」
が
収
録
さ
れ
、
金
剛
杵
の
功
徳
 と
そ
の
製
法
が
説
か
 

れ
て
い
る
。
後
述
す
る
 よ
う
 に
、
古
代
イ
ン
ド
の
武
器
で
 あ
る
金
剛
杵
宮
主
 田
 ）
は
 、
 必
ず
し
も
密
教
に
限
定
 さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
 

が
 、
そ
れ
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
神
秘
的
な
力
の
た
め
に
 、
密
教
で
は
一
つ
の
 尊
格
 グ
ル
ー
プ
を
形
成
す
る
に
 至
 っ
 た
の
で
あ
る
。
 

な
お
、
金
剛
杵
に
つ
い
て
は
、
ほ
か
に
善
無
畏
 訳
 
円
藤
 婆
 呼
 童
子
詰
問
 経
 b
 番
上
の
「
分
別
金
剛
杵
 友
薬
 証
験
 分
ロ
 ㌍
第
四
な
ど
が
あ
 

る
 。
 

こ
こ
で
 仏
 部
の
巻
に
収
録
さ
れ
た
の
は
、
金
剛
杵
の
把
部
 に
 仏
舎
利
を
納
め
る
こ
と
が
詳
細
に
説
か
れ
て
お
り
、
 

仏
 舎
利
 が
 仏
の
代
表
 

緩
的
 象
徴
物
で
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
  
 

 
 

杵
 
（
国
宝
）
な
ど
は
そ
の
好
例
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

㈹
養
三
 

 
 

 
 

私
 

に
お
い
て
、
天
女
相
、
一
面
工
費
三
目
の
般
若
菩
薩
 

こ
こ
で
 は
 、
「
般
若
波
羅
蜜
多
大
心
経
」
と
い
う
 
内
題
を
最
初
に
掲
げ
て
、
般
若
波
羅
蜜
多
の
功
徳
を
述
べ
 

0
 図
像
を
説
く
。
こ
の
菩
薩
は
、
大
乗
仏
教
で
重
視
す
 る
 神
秘
的
な
智
慧
と
い
う
べ
 

た
 後
、
「
 画
 大
般
若
像
法
」
 

教
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ぎ
 般
若
波
羅
蜜
多
（
 

ロ
 
「
 
ぃ
一
ひ
ゅ
ロ
リ
あ
乱
 

⑨
を
 
尊
格
 
化
し
た
 
一
 
種
の
密
教
 

仏
 で
あ
る
が
、
原
語
が
女
性
形
で
あ
る
た
め
に
 

、
仏
日
（
 

ヴ
ゴ
 

い
の
い
づ
い
 

ヱ
 
）
 

と
し
て
丈
草
化
さ
れ
て
い
る
。
 

後
述
す
る
よ
う
に
、
 

女
 尊
の
出
現
に
関
し
て
は
、
ヒ
ソ
 

ド
 ウ
｜
 

 
 

 
 

 
 

尊
格
 
で
あ
る
。
 

で
き
る
。
 

㈲
 巻
四
 

十
一
面
観
音
に
関
す
る
独
立
し
た
経
典
の
異
 

訳
 と
い
え
る
 

が
 、
重
要
な
の
は
、
十
一
面
観
音
と
い
う
多
面
の
観
音
 

を
 最
初
に
掲
げ
て
い
る
 

こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
大
乗
仏
教
と
し
て
の
慈
悲
 

救
済
の
象
徴
と
し
て
の
観
音
か
ら
、
よ
り
強
力
な
威
力
 

を
 面
や
費
の
多
数
化
、
 

持
物
の
強
調
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
で
表
現
す
る
変
化
観
 

昔
の
段
階
に
入
っ
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
 

な
か
で
も
、
十
一
面
観
音
 

は
 
、
「
法
華
経
口
に
あ
ら
わ
れ
 

た
 詰
難
救
済
の
観
音
が
持
っ
て
い
た
「
あ
ら
ゆ
る
方
角
 

に
 
顔
を
向
け
た
も
の
 

-
 
印
 
-
 

（
 
き
ヨ
ド
 

巨
の
ヨ
年
季
 

里
 漢
訳
は
普
 

じ
 」
と
い
う
要
素
を
現
実
の
 

造
型
と
し
て
立
体
的
に
表
現
し
た
も
の
で
、
千
手
観
音
、
 

不
空
 
絹
索
 
観
音
、
馬
 

頭
 観
音
、
如
意
輪
観
音
な
ど
以
下
に
続
く
変
化
観
音
の
出
 

発
 点
と
な
っ
た
重
要
な
存
在
で
あ
る
。
 

と
く
に
、
こ
の
同
陀
羅
尼
 

集
経
ヒ
 

で
、
十
一
面
観
音
を
極
 

端
 に
重
視
し
て
い
る
こ
と
は
、
先
述
の
阿
弥
陀
如
来
の
 

一
 
二
尊
形
式
に
関
し
て
 

触
れ
た
よ
 

う
 に
、
阿
弥
陀
如
来
の
脇
侍
と
し
て
、
通
常
の
 

一
面
 
二
 皆
の
観
音
で
は
な
く
、
は
っ
き
り
と
十
一
面
観
 

立
 
目
 
を
あ
げ
て
い
る
点
か
 

ら
も
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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の
 訳
語
は
、
東
晋
の
鳩
摩
羅
什
（
木
主
日
 
酊
苫
ヰ
 
じ
の
訳
出
 し
た
「
妙
法
蓮
華
経
口
の
第
二
十
五
品
「
観
世
音
菩
薩
 ぉ
 日
間
 品
 」
・
を
 
塙
矢
 と
し
 

て
 流
行
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
 唐
代
 の
 玄
英
は
 、
「
般
若
 波
羅
蜜
多
心
経
ヒ
な
ど
に
お
い
て
新
訳
の
「
観
自
在
」
を
 主
張
し
た
。
後
の
不
 

空
 訳
な
ど
の
密
教
経
典
で
は
、
こ
の
用
語
を
用
い
る
こ
と
 が
 多
い
が
、
河
地
 崔
 多
は
 玄
 実
の
活
躍
時
代
に
同
経
を
 翻
訳
し
た
に
も
か
か
わ
 
123  (123) 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
菩
薩
の
グ
ル
 

一
プ
 の
中
で
ほ
、
観
音
 
が
 突
出
し
た
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
は
銘
記
し
て
お
く
 必
 妻
 が
あ
る
。
 

㈲
 巻
五
 

同
着
 も
 、
 巻
 題
の
下
里
 趨
 
じ
と
い
う
割
注
が
あ
る
 よ
う
 
に
 、
諸
観
音
に
関
す
る
印
呪
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。
 す
 な
ね
 ち
、
 
円
陀
羅
 

尼
集
 経
口
で
は
、
原
則
と
し
て
 各
尊
 格
の
陀
羅
尼
・
 
呪
と
 印
相
が
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
一
部
の
尊
 格
 に
 関
し
て
は
、
簡
単
な
 

画
像
法
も
認
め
ら
れ
る
。
 

こ
こ
に
説
か
れ
る
観
音
系
諸
尊
の
名
称
を
列
挙
す
る
と
、
 

以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。
 

千
転
 観
世
音
 

観
世
音
骨
 

持
 
一
切
観
世
音
 

随
心
 観
世
 昔
 

十
二
 %
 観
世
音
 

一
切
観
世
音
（
菩
薩
 
曇
茶
羅
 ）
 

観
世
音
 毘
倶
知
 
（
菩
薩
）
 

側
 に
よ
っ
て
、
留
意
す
べ
き
諸
点
を
列
挙
し
て
み
よ
う
。
 

ま
ず
第
一
に
、
訳
語
の
面
か
ら
い
え
ば
、
「
観
世
音
」
と
 い
う
 旧
訳
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
周
知
の
）
 

し
と
く
、
「
観
世
音
」
 



ら
ず
、
訳
語
と
し
て
は
従
来
の
「
観
世
音
」
を
用
い
て
い
 る
 。
 

第
二
は
、
い
わ
ゆ
る
巻
尾
尊
の
受
容
に
と
も
な
 う
尊
格
数
 の
 増
加
で
あ
る
。
そ
の
代
表
例
が
、
「
観
世
音
 

毘
倶
知
菩
 薩
 」
で
あ
る
。
 

三
尊
形
式
に
関
し
て
触
れ
た
 ょ
 5
 に
 、
 最
も
重
要
で
あ
る
 中
尊
に
付
嘱
す
る
 尊
格
は
 、
価
値
的
に
見
て
一
ラ
ン
ク
、
 

も
し
く
は
ニ
ラ
ン
 

ク
 下
位
の
存
在
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
 0
%
 属
尊
は
 、
し
ば
し
ば
中
尊
の
属
性
の
一
部
を
単
独
 に
尊
格
 化
し
た
も
の
が
 

少
な
く
な
い
。
 

イ
 ソ
 ド
 密
教
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
 
毘
倶
知
 
（
 
宰
 r
k
 
臣
 （
 
@
 
）
 と
 は
、
 眉
を
ひ
そ
め
た
時
に
で
き
る
額
の
し
わ
を
い
い
、
 

教
 義
 的
に
は
、
観
音
 

菩
薩
が
我
々
衆
生
の
悩
み
苦
し
み
を
思
い
わ
ず
ら
っ
て
く
 

 
 

ド
の
 仏
教
美
術
で
は
 
観
 

昔
 頂
の
左
右
に
有
名
な
タ
ー
ラ
ー
（
 ビ
リ
あ
 
・
漢
訳
は
多
羅
）
 と
 一
対
に
な
っ
て
観
音
の
女
侍
者
と
し
て
扱
か
わ
れ
て
 

い
る
。
 

こ
の
よ
う
に
、
元
来
は
、
巻
尾
・
従
者
で
あ
っ
た
も
の
が
 、
中
尊
の
一
種
と
さ
れ
る
例
に
ほ
、
ほ
か
に
馬
頭
観
音
 な
ど
が
あ
る
。
 

㈹
巻
末
 

こ
の
巻
は
、
 巻
 題
の
割
注
に
「
観
世
音
 等
 諸
菩
薩
 巻
下
 」
 と
あ
る
よ
 う
 に
、
観
音
の
種
類
と
そ
れ
以
外
の
菩
薩
 た
 ち
の
印
相
と
陀
羅
尼
 

呪
を
列
挙
し
て
い
る
。
 

観
音
と
し
て
は
、
冒
頭
に
わ
ず
か
に
「
 何
耶
掲
捌
婆
 観
世
 昔
 菩
薩
 決
 印
呪
 品
 」
を
あ
げ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
 
で
 い
 う
 
「
河
郎
 掲
劇
 

婆
 」
（
 ヱ
 笘
の
の
Ⅱ
 

ロ
つ
 
と
は
、
「
唐
に
馬
頭
と
 翻
ず
 」
と
あ
る
 よ
 う
 に
、
馬
頭
観
音
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
論
を
侯
た
な
 @
 
@
.
 

Ⅴ
 。
 

原
語
に
あ
た
る
 ハ
ヤ
 グ
リ
ー
ヴ
ァ
と
い
う
 尊
格
は
 、
イ
ン
 ド
 で
は
、
ア
シ
ュ
ラ
（
 
繍
在
ぺ
の
 

）
の
一
種
、
も
し
く
は
 ヴ
 ィ
 シ
ュ
ヌ
神
の
化
身
 

-
 
は
 -
 

の
一
 っ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
仏
教
と
く
に
後
期
 密 教
 系
の
図
像
資
料
で
は
、
観
音
の
春
 属
 の
 一
尊
 と
し
て
 表
現
さ
れ
る
こ
と
が
 多
 

い
 。
時
代
的
先
後
関
係
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
検
討
を
加
 え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
従
者
・
巻
尾
が
昇
格
し
て
、
 

中
尊
の
多
様
性
の
 一
 

つ
と
な
っ
た
例
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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も
っ
と
も
、
他
の
観
音
と
は
異
な
る
 念
 悪
形
を
と
る
た
め
 、
あ
え
て
別
の
巻
に
含
め
ら
れ
た
可
能
性
が
強
い
。
 

続
い
て
、
「
諸
大
菩
薩
法
会
印
呪
 品
 」
で
は
、
以
下
の
主
 ロ
薩
 
た
ち
の
 印
と
 呪
を
掲
げ
て
い
る
。
 

大
勢
至
 

文
殊
 師
利
 

弥
勒
 

地
蔵
 

普
賢
 

虚
空
 蔵
 

一
見
し
て
明
ら
か
な
 よ
う
 に
、
大
勢
至
か
ら
虚
空
威
に
 至
 る
 六
体
の
菩
薩
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
相
互
の
関
 通
性
は
ま
っ
た
く
 

不
明
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
別
の
範
時
に
含
ま
れ
て
い
る
観
音
と
金
剛
（
 蔵
 ）
の
 二
 菩
薩
を
総
合
し
た
 八
 尊
を
見
る
と
、
そ
れ
は
 密
 教
系
 菩
薩
の
代
表
的
 

グ
ル
ー
プ
で
あ
る
観
音
・
金
剛
手
・
文
殊
・
弥
勒
・
地
蔵
 
虚
空
 蔵
 ・
 除
蓋
障
 の
い
わ
ぬ
る
八
大
菩
薩
と
お
お
む
 ね
 一
致
す
る
。
 

も
ち
ろ
ん
、
 円
 陀
羅
尼
 集
経
 b
 に
は
、
「
八
大
菩
薩
」
と
い
 
ぅ
 用
語
は
見
ら
れ
ず
、
ま
た
密
教
経
典
で
は
、
観
音
の
 グ
ル
ー
プ
に
吸
収
さ
 

れ
る
（
 大
 ）
勢
至
を
残
す
な
ど
、
「
金
剛
手
 
濯
頂
タ
ソ
 ト
 -
 
こ
 
「
大
日
経
 
円
 
「
八
大
菩
薩
 
唇
 奈
緒
 経
ヒ
で
 重
要
な
意
 味
を
持
っ
八
大
菩
薩
の
 

グ
ル
ー
プ
の
先
駆
形
態
を
な
す
も
の
と
い
え
よ
 う
 。
 

こ
れ
ら
の
八
大
菩
薩
の
意
義
に
関
し
て
は
、
す
で
に
言
及
 
し
た
こ
と
力
あ
る
 

@
 
 

三
三
、
 

-
3
-
1
 
 

力
 
八
方
を
守
護
す
る
空
間
守
護
 の

役
割
が
強
 い
 こ
と
 

は
 、
マ
ン
ダ
ラ
と
い
う
聖
域
空
間
に
お
い
て
不
可
欠
の
位
 置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
 

㈹
 巻
七
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は
 、
釈
尊
の
随
身
侍
衛
者
と
し
て
数
多
く
の
浮
彫
像
を
見
 る
こ
と
が
で
き
る
。
 

大
乗
仏
教
で
は
、
侍
衛
者
・
守
護
者
と
し
て
の
執
金
剛
と
 、
 仏
の
説
法
の
聴
閣
老
と
い
う
意
味
か
ら
次
第
に
菩
薩
 的
 存
在
へ
と
上
昇
し
 

て
 行
っ
た
金
剛
手
と
の
二
種
が
あ
る
が
、
後
者
の
一
つ
の
 現
わ
れ
が
、
同
十
地
絡
 L
 省
 華
厳
経
口
の
「
十
地
鼠
」
）
 
な
 ど
に
説
か
れ
る
金
剛
 

蔵
 菩
薩
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

た
だ
し
、
「
十
地
経
口
の
金
剛
蔵
菩
薩
の
場
合
は
、
と
も
 に
 列
挙
さ
れ
る
宝
蔵
・
蓮
華
厳
・
徳
蔵
・
 

日
蔵
 
・
地
蔵
 な
ど
の
「
 蔵
 」
の
 語
 

の
つ
く
諸
菩
薩
と
の
関
連
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
 あ
ろ
 5
 。
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
 

日
 
陀
羅
尼
 集
経
 b
 の
金
剛
蔵
菩
薩
は
 
、
 の
ち
に
 
自
 大
日
経
口
の
「
大
憂
 茶
羅
具
縁
 真
言
 品
 」
 等
 に
お
け
る
金
剛
部
の
 

中
心
 尊
格
 と
し
て
導
入
さ
れ
た
が
、
胎
蔵
マ
ン
ダ
ラ
の
 具
 体
的
 図
像
と
し
て
は
、
別
の
強
力
な
金
剛
界
マ
ン
ダ
ラ
 の
 影
響
も
あ
っ
て
 、
金
 

剛
手
 
・
金
剛
 薩
唾
 
へ
と
そ
の
姿
を
変
化
さ
せ
て
行
っ
た
の
 

で
あ
る
。
 

さ
て
、
以
上
の
金
剛
蔵
菩
薩
の
春
 属
 と
し
て
は
、
金
剛
 摩
 磨
鶏
 、
金
剛
志
 抵
 、
金
剛
 商
迦
羅
 、
金
剛
兵
 倶
施
 、
金
 剛
随
 心
な
ど
の
諸
尊
 

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
 
各
 尊
の
詳
細
な
内
容
は
省
略
す
る
 が
 、
い
ず
れ
も
金
剛
杵
・
金
剛
石
に
象
徴
さ
れ
る
堅
固
 な
 力
と
貴
重
性
を
表
現
 

す
る
 尊
格
 と
し
て
重
要
な
グ
ル
 
l
 プ
を
形
成
し
、
日
大
日
 
経
 b
 で
は
、
金
剛
部
と
い
う
一
つ
の
独
立
し
た
 尊
格
部
 放
 と
し
て
結
実
す
る
の
 

で
あ
る
。
 

法
 神
か
ら
出
発
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
具
体
的
 

展
開
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
ま
省
略
す
る
が
、
も
 

，
 

-
4
-
1
 
 

い
 わ
 ゆ
 る
 ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
で
 

巻
 題
の
割
注
に
「
金
剛
部
番
上
」
と
あ
る
よ
 う
 に
、
以
下
 0
 巻
 毛
 ・
 ハ
 ・
九
は
 、
い
 わ
 か
ろ
 「
金
剛
部
」
の
 
尊
格
 を
 収
録
し
て
い
る
。
 

ま
ず
、
 巻
 七
で
は
、
「
仏
説
金
剛
蔵
大
蔵
神
力
三
昧
法
印
 品
 」
、
「
 画
 金
剛
蔵
菩
薩
像
法
」
、
「
金
剛
蔵
受
法
 
壇
 」
と
 い
 う
 項
目
に
お
い
 

て
 、
い
ず
れ
も
金
剛
蔵
 
つ
ゴ
 r
a
 
の
 
の
 
「
 
す
ォ
 
の
）
に
関
す
る
法
印
 、
図
像
、
 潅
頂
 壇
を
詳
細
に
説
い
て
い
る
。
 

こ
の
金
剛
蔵
菩
薩
は
、
起
源
的
に
は
、
金
剛
杵
と
い
う
 古
 代
イ
 ソ
 ド
 の
武
器
を
持
つ
金
剛
手
、
執
金
剛
な
ど
の
 元
 来
 ヤ
ク
シ
ャ
系
の
護
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㈱
巻
尺
 

節
 巻
 が
 、
い
わ
ゆ
る
狭
義
の
金
剛
部
族
か
ら
構
成
さ
れ
て
 い
る
の
に
対
し
、
本
番
 は
 、
金
剛
 阿
蜜
 陣
参
事
茶
利
害
 薩
 に
関
す
る
各
種
の
 

印
と
呪
 、
な
ら
び
に
壇
法
が
説
か
れ
て
い
る
。
 

こ
の
 尊
格
は
 、
一
応
「
菩
薩
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
 図
像
を
見
る
と
、
全
身
が
青
色
で
、
眼
を
つ
り
上
げ
、
 八
 費
 の
番
手
に
は
、
 

金
剛
杵
、
 戟
 、
刀
な
ど
の
武
器
を
持
ち
、
身
体
に
は
数
匹
 の
 蛇
が
巻
き
つ
い
た
恐
し
い
姿
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
 尊
格
は
 、
の
ち
に
 軍
 茶
利
明
王
を
呼
。
は
 
れ
る
も
の
と
異
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
 巻
 八
で
は
、
「
 金
剛
」
と
い
う
 範
塙
 

の
中
に
、
「
明
主
」
に
展
開
し
て
行
く
 
盆
怒
 の
ほ
と
 げ
 を
 含
ん
で
い
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
 

㈲
 巻
九
 

回
春
 は
 、
 前
巻
に
 続
い
て
、
以
下
の
念
 怒
糸
 の
 尊
格
 を
収
 め
て
い
る
。
 

（
金
剛
）
鳥
栖
 
沙
摩
 

大
青
面
金
剛
 

こ
の
う
ち
、
鳥
栖
砂
塵
 は
 、
火
頭
金
剛
、
も
し
く
は
不
浄
 潔
 金
剛
と
い
う
密
教
 名
 
（
金
剛
毛
）
で
呼
ば
れ
る
 
尊
格
で
 、
わ
が
国
で
天
台
 

宗
 系
の
五
大
明
王
の
第
五
に
配
さ
れ
る
烏
枢
沙
摩
明
王
に
 該
当
す
る
。
 

し
か
し
、
こ
こ
で
も
明
王
と
い
う
語
は
認
め
ら
れ
ず
、
 ま
 た
軍
 茶
利
の
よ
う
に
菩
薩
と
い
う
呼
称
は
用
い
ら
れ
て
 い
な
い
。
 

一
方
の
大
青
面
金
剛
は
、
五
薬
 叉
尊
 の
一
つ
東
方
の
青
帝
 薬
 叉
を
指
す
と
い
い
、
一
面
三
目
 四
 費
の
姿
が
説
か
れ
て
 い
る
。
わ
が
国
で
 

中
世
以
降
、
道
教
信
仰
と
も
 混
稀
 し
た
庚
申
と
の
関
連
が
 注
目
さ
れ
る
が
、
詳
し
い
論
証
は
今
後
に
委
ね
た
い
。
 

は
 上
、
巻
 八
 と
巻
九
を
総
合
す
る
と
、
大
青
面
金
剛
は
別
 に
し
て
、
 軍
 茶
利
と
鳥
栖
 沙
摩
 と
い
う
の
ち
に
明
王
と
 し
て
列
立
さ
れ
る
 尊
 

格
が
 「
金
剛
部
」
の
 
範
 時
の
一
方
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
 こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
す
な
 ね
 ち
、
 円
 陀
羅
尼
 集
 経
口
の
「
金
剛
部
」
に
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要
す
る
に
、
 
巻
九
 に
お
い
て
、
摩
利
支
天
・
功
徳
天
 と
ぃ
 ぅ
 女
性
の
天
部
の
み
が
収
録
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
 背
旦
 ゑ
 に
女
尊
の
積
極
的
 

-
 
け
 -
 

心
 に
広
く
信
仰
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
 

規
 し
て
い
る
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
。
 

一
方
の
摩
利
支
天
は
、
わ
が
国
で
は
、
中
世
以
降
、
隠
 
見
 の
ほ
と
 げ
 と
し
て
武
士
階
級
の
信
仰
を
集
め
る
こ
と
は
あ
 っ
 た
が
、
広
く
 民
 

間
 に
普
及
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
 に
あ
っ
て
 ほ
、
 ビ
ハ
ー
ル
、
オ
リ
ッ
サ
、
カ
リ
ン
ガ
な
 ど
 主
に
東
イ
ソ
 ド
 を
 中
 

は
 、
自
大
日
経
口
な
ど
の
金
剛
部
を
形
成
す
る
グ
ル
ー
プ
 と
 、
明
王
と
い
う
防
護
と
調
伏
を
象
徴
す
る
力
の
 念
怒
 尊
 グ
ル
ー
プ
の
二
系
統
 

が
 含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

な
お
、
明
王
グ
ル
ー
プ
に
限
っ
て
い
え
ば
、
㍉
陀
羅
尼
 
集
 経
ヒ
 に
は
、
不
動
や
降
三
世
の
よ
う
な
日
大
日
経
口
 

「
金
剛
頂
経
 
ヒ
に
登
 

場
 す
る
有
力
な
 恋
 慈
尊
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。
 こ
 の
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
 円
 陀
羅
尼
 集
経
 b
 の
密
教
史
的
 位
 置
 を
あ
る
程
度
特
定
す
 

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 

㈹
番
士
 

こ
の
巻
の
巻
題
の
割
注
は
、
「
諸
天
 
巻
 上
」
と
あ
り
、
 具
 体
 的
に
は
、
「
仏
説
摩
利
支
天
 
経
 一
巻
」
と
「
功
徳
天
 法
 一
巻
」
が
大
部
分
を
 

占
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
元
来
は
単
 経
 で
あ
っ
た
も
 の
を
、
同
経
の
一
部
と
し
て
収
録
し
た
例
は
少
な
く
な
 い
 。
と
く
に
、
後
者
の
 

め
 穂
末
法
 は
 、
割
註
や
「
 宋
 高
僧
伝
」
の
「
無
極
言
 伝
 」
 

 
 

僧
が
 訳
出
し
た
「
功
徳
 

伝
法
」
を
、
 円
 陀
羅
尼
 集
 経
ヒ
 0
 巻
十
に
編
入
し
た
も
の
 と
い
う
。
 

尊
格
 的
に
見
る
と
、
回
春
 は
 、
摩
利
支
天
 
賈
ゅ
 「
 
@
o
p
 

）
 と
 功
徳
天
、
す
な
わ
ち
吉
祥
天
あ
み
も
し
く
は
、
 P
 牛
ゅ
已
 
）
 と
い
う
女
性
の
天
 

部
の
経
軌
・
儀
軌
を
収
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
二
天
の
み
 が
別
 出
さ
れ
た
理
由
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
が
、
 功
 徳
 天
に
関
し
て
は
、
 本
 

文
中
に
日
金
光
明
経
口
 ハ
り
 
舌
口
 
及
 が
あ
る
よ
 う
こ
 
-
6
@
p
i
 
 

、
 初
め
て
 ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
系
の
尊
格
を
積
極
的
に
導
入
し
た
司
令
 光
明
経
 ヒ
を
 非
常
に
重
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火
天
 

教
 

仏
 

閻
羅
王
 

 
 

 
 

地
天
 

 
 

  ンの 構成 

星 月 
宿 天 
天 

な
進
出
が
あ
り
、
仏
教
と
い
え
ど
も
そ
の
 ょ
う
 な
傾
向
 を
 無
視
す
る
わ
げ
に
 

れ
ら
の
女
尊
を
集
中
的
に
受
容
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
 

㎝
 巻
 十
一
 

こ
の
巻
に
ほ
、
「
諸
天
 
巻
下
 」
と
い
う
割
注
が
あ
り
、
「
 
諸
 天
尊
 献
 佑
助
成
 

列
挙
し
て
い
る
。
 

大
弊
 摩
天
 

帝
釈
天
 

摩
 萌
音
 羅
天
 

東
方
 提
頭
頼
托
 天
王
（
持
国
天
）
 

南
方
 毘
櫓
陀
迦
 天
王
（
増
長
天
）
 

西
方
 毘
櫓
 博
 文
 天
王
（
広
目
天
）
 

北
方
毘
沙
門
天
王
（
多
聞
天
）
 

日
天
 

ほ
 ゆ
か
ず
、
比
較
的
組
み
込
み
す
や
 い
 菩
薩
部
と
天
部
に
 そ
 

三
昧
法
印
呪
 品
 」
と
い
う
条
目
の
も
と
に
、
以
下
の
諸
天
 を
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尾
部
 夜
迦
 
（
聖
ェ
 

一
切
 薬
叉
 

一
切
羅
刹
 

八
）
 

阿
修
羅
王
 

遊
女
 奈
 

風 
天 

水 
天 

烙 
摩 
檀 
陀 

緊
那
羅
 

摩
呼
嘩
伽
 

曄
詞
摩
嚥
刷
 

嫡
子
玉
 

伽
櫓
茶
 

大
弁
天
神
主
 

一
切
竜
王
 

五
方
竜
王
 

那
羅
延
 夫
 

乾
 麗
姿
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が
 

与
え
る
存
在
と
し
て
仏
教
の
 パ
ソ
テ
オ
ソ
 
の
大
量
に
 受
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
天
竜
八
部
衆
の
例
と
と
も
 に 興
味
深
い
現
象
で
あ
る
。
 

り
 

 
 
 
 
 
 

か
な
 
お
 、
 巻
 十
二
に
つ
い
て
は
、
「
仏
説
諸
仏
天
 
陀
 羅
尼
 都
会
道
場
師
 品
 」
と
巻
頭
に
記
す
 よ
う
 に
、
こ
こ
で
 は
 、
同
経
の
 各
巻
に
 登
場
 

 
 

 
  

 

私
 

し
た
多
く
の
 尊
 格
を
全
体
的
に
集
成
す
る
。
し
か
も
 本

尊
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
 尊
格
 を
あ
げ
ず
に
、
 
祈
 念
の
対
象
と
し
て
選
ん
だ
ほ
 

緩
 

め
 ヴ
ェ
ー
ダ
以
来
の
自
然
神
と
い
う
 二
嶺
 の
 範
晴
を
 意

図
し
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
 

の
 

 
 

そ
の
ほ
か
、
竜
宮
 は
拍
 ）
、
 薬
叉
 （
 
y
a
 
俺
ヰ
 ）
、
羅
刹
（
 母
村
の
 
曲
 紹
 ）
、
尾
部
 夜
迦
 
?
 三
ぢ
美
し
な
ど
の
下
級
精
霊
が
 、
護
 法
 と
と
も
に
恩
恵
を
 

 
 

こ
れ
ら
の
諸
尊
 格
を
 、
筆
者
の
判
断
で
も
っ
て
、
さ
ら
に
 い
く
つ
か
の
 範
 時
に
細
分
す
る
と
、
以
上
の
よ
う
に
な
ろ
 ら
ノ
 
0
 

Ⅲ
四
天
王
系
 
提
頭
頼
 暁
天
王
、
毘
 噌
陀
迦
 天
王
、
毘
 噌
 博
 文
 天
王
、
毘
沙
門
天
主
 

ぼ
 八
部
衆
系
一
切
竜
王
、
乾
 悶
婆
 、
緊
那
羅
、
 摩
呼
媚
 伽
 、
 伽
噌
茶
 、
阿
修
羅
王
 

㈲
十
二
天
系
大
 梵
摩
天
 、
帝
釈
天
、
 摩
硫
 首
縄
 天
 
（
 
伊
 舎
那
 天
 ）
、
日
天
、
月
天
、
地
天
、
火
天
、
 
焔
摩
檀
陀
 、
 水
天
、
風
天
、
 

（
一
切
羅
刹
）
 

㈲
 ヒ
ソ
ド
ヴ
 １
枠
奈
那
羅
延
 夫
 、
大
弁
天
神
主
 

㈲
下
級
精
霊
系
一
切
 薬
叉
 、
一
切
羅
刹
、
尾
部
 夜
迦
 
（
 
聖
天
）
、
避
文
 
茶
 

㈹
そ
の
他
系
星
宿
 天
 、
閻
羅
王
、
五
方
竜
王
、
 摩
詞
摩
 楡
刑
 、
獅
子
王
 

要
点
を
指
摘
す
る
と
、
四
天
王
は
古
く
阿
含
経
典
に
も
 説
 か
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
な
儀
容
ま
で
規
定
し
た
も
の
 と
し
て
 円
 陀
羅
尼
 集
 

経
ヒ
の
 持
つ
意
味
は
少
な
く
な
い
。
 

十
二
天
系
と
表
記
し
た
グ
ル
ー
プ
は
、
四
天
主
中
の
毘
 沙
門
天
を
含
め
れ
ば
、
結
果
的
に
見
て
十
二
天
す
べ
て
 
揃
っ
た
こ
と
に
な
る
 

が
 、
諸
尊
の
配
列
か
ら
考
慮
す
る
と
、
十
二
天
、
も
し
 く
は
八
方
天
を
最
初
か
ら
意
識
し
て
い
た
形
跡
は
な
く
、
 む
し
ろ
梵
天
・
帝
釈
 

天
 ・
 摩
硫
首
羅
天
 
（
大
自
在
天
）
な
ど
の
イ
ン
ド
主
要
 
神
 、
日
天
、
月
天
、
星
宿
天
な
ど
の
天
体
 神
 、
お
よ
び
 火
 天
 ・
風
天
・
水
天
な
ど
 



は
 上
の
各
巻
の
具
体
的
内
容
を
踏
ま
え
た
上
で
、
同
経
 が
 仏
教
、
と
く
に
密
教
の
尊
 格
 発
達
史
の
中
で
果
し
た
 役
 割
と
そ
の
 尊
格
 分
類
 

の
 特
徴
を
最
後
に
箇
条
的
に
要
約
し
て
お
ぎ
た
い
。
 

ず
し
も
顕
著
で
は
な
い
。
 

初
め
て
配
当
し
た
経
典
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
 い
 

し
 、
よ
り
宇
宙
的
・
全
体
 的
 意
味
を
持
つ
毘
盧
遮
那
（
 大
 

は
 
「
 
私
部
 」
で
は
、
釈
迦
の
位
置
が
低
下
し
、
む
し
ろ
そ
 

山
円
 陀
羅
尼
 集
 経
口
は
、
現
在
の
形
を
と
っ
た
の
は
中
国
 

㈹
菩
薩
に
関
し
て
は
、
大
乗
仏
教
以
来
の
個
性
の
強
い
主
 

㈲
た
だ
し
、
観
音
菩
薩
に
つ
い
て
ほ
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
 

る
 。
 

日
 ）
如
来
を
説
く
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
 

口
薩
を
再
 
統
合
し
ょ
う
と
す
る
 働
 ぎ
も
あ
る
が
、
同
経
 で
 

影
響
を
含
め
た
外
的
要
素
と
、
仏
教
自
体
の
慈
悲
救
済
 

で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
が
、
複
数
の
、
し
か
も
異
種
類
 

の
 身
体
的
一
部
を
象
徴
化
し
た
仏
頂
系
 尊
格
 が
中
心
を
 占
め
て
い
る
。
し
か
 

は
 、
そ
の
傾
向
は
必
 

の
 諸
尊
 格
 を
各
 巻
に
 

の
 強
調
と
い
う
内
的
 

要
素
か
ら
そ
の
種
類
を
増
大
さ
せ
て
行
っ
た
。
新
規
の
観
 昔
の
中
に
は
、
従
来
、
侍
者
や
春
 層
 で
あ
っ
た
も
の
も
 少
な
く
な
い
。
 

㈲
「
金
剛
部
」
と
い
う
金
剛
杵
に
象
徴
さ
れ
る
力
の
 尊
格
 を
 一
つ
の
 範
 時
に
集
成
し
た
の
も
同
経
の
特
色
で
あ
る
。
 ン
 
し
の
 占
 w
 
、
妹
山
教
ハ
 

り
 

持
っ
ダ
 イ
ナ
、
、
、
ズ
ム
 

の
一
面
が
顕
著
に
表
わ
れ
て
い
る
。
 こ
の
金
剛
部
は
、
の
ち
に
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
再
分
割
 さ
れ
、
一
方
は
 、
仏
 

%
.
 蓮
華
（
観
音
）
部
・
金
剛
部
と
い
う
三
部
組
織
の
 一
 つ
と
し
て
、
ま
た
一
方
は
、
 盆
怒
の
力
 に
よ
っ
て
内
外
 の
 敵
を
調
伏
す
る
明
王
 

と
 げ
を
随
意
に
安
置
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
 ょ
う
 な
普
遍
 的

マ
ソ
ダ
ラ
 
を
「
 普
集
曇
茶
羅
 」
と
呼
ん
で
い
る
。
 
い
 

わ
ば
、
同
経
を
総
括
す
 
2
 

 
 

 
 

る
 役
割
を
持
つ
草
屈
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
あ
え
て
 章
題
 に
 割
注
を
つ
け
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

五
車
 格
 発
達
史
か
ら
見
た
「
陀
羅
尼
 集
 経
口
 



仏故 バンテオンの 構成 

注
 

（
 
l
 ）
 
種
智
院
 大
学
イ
ン
ド
・
チ
ベ
ク
ト
研
究
会
編
ロ
チ
ベ
ッ
ト
 密
教
の
研
究
口
永
田
文
目
宣
昭
和
五
七
年
第
五
章
「
ラ
マ
 

教
の
美
術
」
一
二
一
 

１
１
一
一
一
一
 

-
-
 
へ
｜
ウ
 @
0
 

（
 
2
 ）
ラ
ト
ナ
 ギ
リ
 僧
院
 肚
 出
土
の
多
数
の
顕
密
画
仏
教
の
尊
像
 に
つ
い
て
は
、
以
下
の
研
究
に
詳
し
い
。
 

ロ
 の
す
下
目
 山
 
（
「
 
a
.
 わ
さ
 
-
 
き
百
 
㎏
 寺
 ～
・
 ト
つ
い
 

㏄
 @ 
、
 

 
 

Ⅱ
 
ゆ
 ㏄
 
1
.
 コ
 
0
.
 片
ロ
（
 

さ
 心
心
～
 

ぺ
 @
.
 
Ⅱ
の
り
㏄
 

t
@
 
ウ
 
（
・
Ⅱ
 

0
@
0
.
 

ト
 の
の
㏄
 

 
 

0
 ト
・
 
せ
 0
 （
・
 
ト
 ・
 

佐
和
睦
 研
 
口
密
教
美
術
の
原
 像
ヒ
 
法
蔵
 館
 、
昭
和
五
 セ
年
、
と
 く
に
巻
末
の
「
カ
タ
ッ
ク
地
区
出
土
の
仏
像
所
在
目
録
」
（
 

拙
編
 ）
で
は
、
 

一
 

㈹
 

 
  

 

五
 0
 体
に
及
 ふ
 出
土
尊
像
の
図
 技
セ
収
舩
 し
て
い
る
。
 

 
 

（
 
3
 ）
㍉
 宋
 高
僧
伝
 L
 無
極
高
低
（
大
正
大
蔵
経
王
 0
 巻
 、
七
一
 八
ぺ
 
ー
 ジ
）
。
 

密教 

の 

特 
色 
と 

い 

トえ 

る 

で
き
よ
う
。
 

な
お
、
紙
面
の
都
合
等
で
、
 
円
 
陀
羅
尼
 集
 経
口
の
一
部
に
 
説
か
れ
る
マ
ン
ダ
ラ
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
が
で
 

き
 な
か
っ
た
が
、
複
数
 

異
種
の
諸
尊
 
格
 を
そ
の
機
能
と
属
性
に
基
づ
い
て
分
類
し
 

、
そ
れ
ら
を
有
効
に
造
型
化
し
て
、
里
俗
の
世
界
を
結
 

節
し
ょ
う
と
す
る
の
が
 

密
教
経
典
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

㈲
具
体
的
 尊
格
 で
い
え
ば
、
毘
盧
遮
那
（
大
日
）
、
金
剛
 
薩
睡
 、
不
動
、
降
三
世
な
ど
の
 純
 密
教
系
の
尊
 洛
は
含
 ま
れ
千
ヒ
い
な
 
卜
ト
 

。
妹
山
 

敦
 史
の
上
で
は
、
 日
 
陀
羅
尼
 集
経
 L
 は
、
や
は
り
日
大
日
 経
ヒ
 ・
日
金
剛
頂
経
口
に
先
行
す
る
初
期
密
教
経
典
の
一
つ
 
と
 判
断
す
る
こ
と
が
 

ぷ
が
 、
 両
 要
素
と
も
密
教
の
重
視
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

㈹
「
 仏
 」
、
「
観
音
（
菩
薩
を
含
む
）
」
、
「
金
剛
」
、
「
諸
天
 

」
を
四
つ
の
 範
鋳
 に
分
類
し
た
こ
と
は
画
期
的
で
あ
る
 

が
 、
そ
れ
ら
相
互
の
 

関
連
性
に
対
す
る
視
点
 
は
 見
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
、
全
体
 

性
 と
部
分
性
を
常
に
考
隠
し
た
「
大
日
経
 

円
 「
金
剛
 
頂
 耗
ヒ
 な
ど
の
体
系
的
な
 

と
し
て
展
開
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
り
 

㈹
「
諸
天
」
に
収
録
さ
れ
る
 
尊
格
は
 、
大
部
分
が
 ヒ
ソ
ド
 ク
 一
毅
起
源
で
あ
る
。
そ
の
 
働
 ぎ
は
、
仏
法
護
持
と
現
 
世
 利
益
の
両
面
に
及
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Ⅱ
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（
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佐
和
 睡
研
硫
 「
密
教
辞
典
 ヒ
 法
蔵
 館
 、
昭
和
五
 0
 年
 、
四
九
 0
 
へ
｜
ジ
 。
 

 
  

 
 
 

大
村
 西
里
円
密
血
 ㌍
遠
志
 目
 仏
書
刊
行
会
、
大
正
七
年
、
再
版
、
 

図
書
刊
行
会
、
昭
和
四
七
年
、
二
一
二
ー
二
五
四
ぺ
ー
ジ
。
 

佐
和
睦
 研
 
「
陀
羅
尼
 集
経
 覚
書
」
 
宅
 仏
教
芸
術
 ヒ
一
 0
0
 
号
 、
一
 九
七
五
年
二
の
ち
に
、
 

同
 
㍉
密
教
美
術
を
読
む
 L
 法
蔵
 館
 、
 
日
和
五
九
年
 

輔
 

 
 
 
 

に
 再
録
。
 

仏
頂
系
の
尊
格
を
説
く
経
軌
に
つ
い
て
は
、
次
の
論
考
が
有
益
 で
あ
る
。
 

三
崎
良
周
「
仏
頂
系
の
密
教
 

唐
代
 密
教
史
の
視
点
１
１
」
（
 
ヱ
ロ
 岡
 博
士
還
暦
記
念
・
道
教
研
究
論
集
ヒ
図
書
刊
行
会
、
昭
和
 て
 土
左
 
@
 っ
 

拙
稿
「
密
教
の
ほ
と
け
 と
 マ
ン
ダ
ラ
台
密
教
の
ほ
と
げ
た
ち
 ヒ
 講
座
 密
 散
文
化
第
三
巻
、
人
文
書
院
、
昭
和
六
十
年
）
 

、
七
 １
 %
 一
四
。
 

へ
｜
ジ
 。
 

拙
稿
「
密
教
に
お
け
る
部
族
父
 三
 と
の
展
開
１
１
と
く
に
 三
 部
の
形
成
 
仁
 つ
い
て
」
 
宅
 勝
又
 俊
教
 博
士
古
稀
記
念
論
集
 
大
乗
仏
教
 
か
 

ら
 密
教
へ
」
春
秋
社
、
昭
和
五
六
年
Ⅰ
四
一
五
 ｜
 四
三
 0
 
ぺ
一
  
 

同
 

「
金
剛
 薩
厘
 図
像
覚
書
」
台
密
教
図
像
 日
 創
刊
号
、
一
九
 八
二
缶
 こ
 。
 

岩
本
裕
司
仏
教
事
典
 L
 読
売
新
聞
社
、
昭
和
五
三
年
、
一
四
 九
 。
 
へ
 …
 ジ
 。
 

拙
著
 
五
 庶
民
の
ほ
と
け
し
日
本
放
送
出
版
協
会
、
昭
和
五
九
年
、
 

四
二
 ｜
 四
三
ぺ
ー
ジ
。
 

由
 ・
い
 す
い
ヱ
い
 

。
 卸
ぃ
 
「
 
せ
せ
ダ
 づ
 き
 も
Ⅰ
さ
 
%
 ぎ
奪
 い
 ま
鮨
田
 
ま
め
～
 
と
 も
お
ら
 

咬
べ
ぬ
 
ち
 ミ
ヒ
 
・
Ⅰ
。
 
づ
 宙
の
 
ヰ
 ①
 ヰ
ぎ
 
@
0
 
コ
 -
 い
 い
 -
 
い
 E
 円
叫
 
い
 -
 Ⅰ
の
の
㏄
。
 

で
も
 
・
 ト
白
ド
 
@
 
。
ト
白
 

い
 

小
山
異
男
「
 盆
 慈
尊
の
研
究
」
馬
頭
尊
 
め
 イ
ン
ド
教
に
お
 
げ
る
展
開
１
１
」
宗
密
教
学
研
究
 L
 
一
五
号
、
一
九
八
三
年
）
。
 

拙
稿
「
八
大
菩
薩
 像
は
 つ
い
て
」
 宅
 密
教
美
術
の
原
 像
ヒ
 法
蔵
 館
 、
昭
和
五
七
年
Ⅱ
 

同
 

「
イ
ン
ド
の
八
大
菩
薩
 
像
は
 つ
い
て
」
谷
中
川
 
善
教
 先
生
 頒
徳
 記
念
論
集
・
仏
教
と
文
化
 ヒ
 同
朋
 舎
 、
昭
和
五
八
年
）
。
 

同
 

「
チ
ベ
ッ
ト
の
 八
 大
西
 曲
像
 」
 盆
 ヒ
マ
ラ
ヤ
仏
教
王
国
目
 
一
 一
 
、
密
教
 曇
陀
羅
界
 、
三
省
堂
、
昭
和
六
一
年
）
。
 

金
剛
手
に
関
し
て
は
、
新
旧
の
論
考
が
少
な
く
な
い
。
 

栂
尾
祥
雲
「
金
剛
 印
 坤
の
曲
 身
 と
し
て
の
金
剛
手
の
研
究
」
 

宅
 理
趣
経
の
研
究
 口
 改
訂
再
版
、
密
教
文
化
研
究
所
、
昭
和
四
五
年
 ）
 

石
黒
 

淳
 
「
金
剛
手
の
系
譜
」
台
密
教
美
術
大
鑑
 

b
 三
巻
、
朝
 日
新
聞
社
 
-
 一
九
八
四
年
）
。
 

入
沢
柴
「
ヴ
ァ
ジ
ュ
ラ
パ
ー
ニ
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
 
宅
 密
教
 図
像
口
四
号
、
一
九
八
六
年
）
。
 

円
宋
 高
僧
伝
口
巻
 二
 （
大
正
大
蔵
経
瓦
 0
 巻
 、
 セ
 一
八
パ
ー
ジ
）
。
 

同
陀
羅
尼
 集
 経
口
巻
 十
 
（
大
正
大
蔵
経
一
八
巻
、
八
七
四
ぺ
 

ー
 ジ
 ）
 

拙
稿
「
イ
ン
ド
密
教
遺
跡
調
査
中
間
報
告
」
宗
密
教
学
し
一
八
 号 、
一
九
八
二
年
）
、
 
八
 0
1
 
八
一
ペ
ー
ジ
。
 



書評と紹介 

久
保
 継
成
著
 

「
法
華
経
菩
薩
思
想
の
基
礎
 目
 

春
秋
社
昭
和
六
十
二
年
二
月
九
日
刊
 

A
4
 

版
、
三
九
四
頁
、
 
七
 0
0
0
 円
 

苅
谷
定
彦
 

本
書
は
、
立
正
大
学
に
提
出
さ
れ
た
学
位
請
求
論
文
で
あ
る
が
、
 

通
常
 

の
 学
術
論
文
と
は
い
さ
さ
か
 趣
 ぎ
を
異
に
し
て
お
り
、
た
め
に
 評
 者
の
能
 

力
 を
も
っ
て
し
て
は
、
充
分
に
内
容
を
要
約
し
て
示
す
こ
と
が
 
出
来
な
 

い
 。
そ
こ
で
、
冗
長
の
誹
り
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
 

著
者
の
 

言
 を
そ
の
ま
ま
に
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
概
要
を
紹
介
し
 -
@
@
 

ヰ
ハ
 
@
 
レ
 。
 

本
書
は
、
「
序
論
衆
生
を
救
済
者
と
す
る
経
典
」
の
「
第
一
玉
 字
間
 

題
の
所
在
」
に
お
い
て
、
近
年
、
い
く
つ
か
の
新
し
い
仏
教
系
 の
 教
団
が
 

司
 法
華
経
 ヒ
を
 所
依
の
経
典
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
 畢
 っ
た
 性
 格
 ハ
リ
田
本
 

教
 実
践
を
打
ち
出
し
て
い
る
点
か
ら
、
一
体
法
華
経
自
体
の
説
 く
 宗
教
案
 

践
は
何
か
 、
 言
い
換
え
れ
ば
菩
薩
の
修
行
に
関
わ
る
 教
説
 に
っ
 

い
て
、
 

新
 

た
な
視
点
か
ら
考
察
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
 

法
 華
経
が
数
 

期
 に
わ
た
る
編
纂
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
成
立
 史
 を
踏
え
た
 上
 で
の
、
 し
 

か
も
現
行
の
法
華
経
を
全
体
と
し
て
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
経
と
 し
て
 抱
 え
 

る
こ
と
と
、
法
華
経
特
有
の
説
得
の
手
法
に
注
目
す
べ
き
だ
と
 い
う
占
で
 

書
評
と
紹
 介 

あ
る
。
即
ち
、
法
華
経
は
読
む
者
の
理
性
に
訴
え
る
こ
と
を
 極
 力
 避
 け
 、
 

伐
 っ
て
人
間
の
感
性
に
訴
え
る
手
法
を
駆
使
す
る
。
そ
の
意
図
 する
と
こ
 

ろ
を
直
裁
に
言
葉
に
す
る
こ
と
を
避
け
、
多
く
の
例
示
や
讐
 瞼
 を
も
っ
て
 

読
む
者
の
心
に
浸
み
込
ま
せ
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
全
体
の
構
 成
も
条
項
 

的
で
な
く
、
物
語
的
展
開
で
読
む
者
の
心
の
深
層
に
迫
る
と
い
 ぅ
 手
法
を
 

と
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

こ
れ
は
、
著
者
の
独
断
と
い
う
べ
 

き
 も
の
で
あ
り
、
は
じ
ね
か
ら
 法
華
 

経
 を
一
種
の
型
に
は
め
て
、
そ
の
囲
い
込
み
の
中
で
考
究
せ
ん
 と
す
る
も
 

の
で
あ
り
、
法
華
経
の
説
示
に
当
初
か
ら
論
理
を
認
め
な
い
 きら
 い
が
あ
 

る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
、
本
書
の
論
 込
 ま
で
が
 

い
さ
さ
か
論
理
性
を
欠
く
 う
 ら
み
が
な
ぎ
に
し
も
あ
ら
ず
と
思
わ
 れ
る
の
 

で
あ
る
。
 

次
に
第
二
章
で
は
、
方
便
品
の
初
め
に
出
る
お
ち
 ヰ
す
 
卸
 す
は
り
ゅ
せ
 

の
 
の
ま
 拍
 

を
 取
り
上
げ
、
こ
れ
を
「
意
図
を
含
ん
だ
言
葉
、
教
 説
 」
と
 解
 し
 、
先
行
 

す
る
三
乗
の
教
説
を
指
す
と
同
時
に
、
法
華
経
自
体
を
も
指
し
 て
い
る
と
 

し
て
、
仏
の
説
示
は
す
べ
か
ら
く
約
日
ヰ
二
目
呂
 
%
 ど
ミ
で
あ
る
 と
い
う
。
 

そ
こ
か
ら
、
法
華
経
は
そ
の
基
本
姿
勢
と
し
て
、
お
 ょ
そ
 仏
説
 は
す
べ
て
 

仏
と
 衆
生
と
の
関
わ
り
の
場
に
お
け
る
所
産
で
あ
る
と
い
う
 考
 ぇ
を
打
ち
 

出
し
て
い
る
と
す
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
法
華
経
 白
 9
@
 
、
い
 

か
な
る
総
づ
 年
 す
 い
す
蒜
礫
 ㏄
と
し
て
の
個
性
を
発
揮
し
て
い
る
の
 か
と
 問
 

う
て
、
 と
田
ヨ
三
 臼
の
語
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
を
菩
提
に
志
向
 す
る
心
と
 

   
 

解
し
、
そ
の
志
向
す
る
心
を
確
立
す
る
こ
と
を
心
を
開
く
と
い
 い
、
法
華
㏄
 

経
は
、
 経
を
読
む
者
に
仏
説
に
心
を
開
け
と
 
呼
ぴ
 掛
け
て
い
 
る
の
で
あ
 

鍋
 

 
 

り
 、
こ
の
仏
の
側
か
ら
の
呼
び
か
げ
に
対
し
て
、
衆
生
の
側
の
 仏
へ
の
 信
 



頼
 
ぎ
の
ま
ニ
リ
が
説
か
れ
て
い
る
と
し
、
仏
と
衆
生
と
の
 

関
わ
 り
の
場
に
 

あ
っ
て
、
感
性
に
訴
え
て
極
め
て
動
的
、
積
極
的
に
迫
っ
て
 
く
る
と
い
 

う
 。
か
く
し
て
、
法
華
経
は
 、
 仏
の
智
見
は
衆
生
の
思
考
の
領
 域
の
外
で
 

あ
り
、
難
解
の
も
の
で
あ
る
が
、
仏
は
こ
れ
を
衆
生
に
っ
か
ま
 せ
る
た
め
 

に
 、
そ
の
道
に
衆
生
を
導
き
入
れ
る
た
め
に
こ
の
世
に
出
現
す
 る
の
で
あ
 

る
か
ら
、
仏
と
仏
の
所
説
へ
の
信
頼
 
か
 「
㏄
 
串
 巨
観
 
と
 、
信
頼
を
 
固
め
る
 意
 

識
 、
仏
説
に
志
向
す
る
 心
 
0
%
 

三
日
二
才
 

ヱ
を
 高
め
よ
と
迫
る
も
の
 で
あ
る
 

と
 結
論
す
る
。
 

で
は
、
こ
れ
ら
の
姿
勢
が
如
何
に
法
華
経
の
菩
薩
思
想
に
盛
り
 込
ま
れ
 

展
開
さ
れ
て
い
る
の
か
、
即
ち
法
華
経
の
主
張
す
る
宗
教
実
践
 と
は
何
か
 

を
 問
う
て
、
法
師
品
の
説
示
を
検
討
し
、
法
華
経
は
 
、
 他
の
 品
を
含
め
 

て
 、
法
華
経
 徒
 で
あ
る
菩
薩
に
受
持
読
話
解
説
な
ど
の
修
行
を
 促
し
、
 そ
 

の
 実
践
者
を
法
師
年
す
 
a
r
 
ヨ
 p
.
 
三
 % 申
 0
 オ
が
と
呼
ん
で
い
る
と
い
う
 。
そ
し
 

て
、
 経
は
法
師
を
「
如
来
で
あ
る
と
知
ら
る
 
べ
 ぎ
で
あ
る
」
と
 し
て
お
 

り
 、
そ
の
意
味
を
「
如
来
の
為
す
べ
 き
 こ
と
を
為
す
者
」
と
い
 

ぅ
 経
文
に
 

求
め
て
、
仏
滅
後
の
現
実
の
問
題
と
し
て
は
、
仏
と
衆
生
の
関
 係
 が
法
師
 

と
衆
生
の
関
係
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
経
の
法
 
師
 を
も
っ
 

て
 、
如
来
の
使
者
、
如
来
 よ
 り
派
遣
さ
れ
た
者
と
す
る
発
想
は
 、
 独
善
 排
 

他
の
徒
を
生
み
出
す
可
能
性
を
苧
む
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
 
が
 、
し
か
 

し
 、
法
華
経
が
一
部
特
定
の
人
間
を
固
定
的
に
捉
え
て
法
師
た
 る
 べ
 き
者
 

と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
 、
 「
か
れ
（
法
師
）
に
 
拠
る
衆
生
 

は
 、
み
な
速
や
か
に
菩
薩
と
な
る
」
（
法
師
 

品
 末
尾
の
侮
）
即
ち
 、
法
師
 

に
 触
れ
る
者
は
ま
た
法
師
へ
の
道
を
歩
む
、
そ
れ
が
法
華
経
の
姿
 勢
 で
あ
 

る
 。
そ
の
 意
 と
す
る
と
こ
ろ
は
、
人
間
の
行
為
を
通
し
て
の
 法
 の
 無
限
の
 

拡
散
で
あ
る
。
法
華
経
の
描
く
法
師
像
は
限
ら
れ
た
人
に
対
す
 る
も
の
で
 

 
 

は
な
く
、
こ
こ
に
至
っ
て
無
限
の
人
々
に
対
す
る
も
の
と
な
っ
た
 
と
し
、
 

此
 

こ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
法
華
経
は
、
一
切
衆
生
を
救
済
の
対
象
 と
し
て
い
⑥
 

 
 
 
 

る
の
で
は
な
く
、
一
切
衆
生
に
仏
に
 伐
 っ
て
救
済
者
と
な
る
よ
 
ぅ
 訴
え
て
 

い
る
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
を
ま
た
、
こ
れ
を
人
間
の
側
か
ら
見
る
 と
、
人
 

問
 が
人
間
を
救
 
う
 こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
 人
間
主
義
 

の
 思
想
に
到
達
し
た
の
だ
と
結
論
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

以
上
は
、
本
書
の
序
論
に
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
 

そ
れ
 

は
 本
書
に
あ
っ
て
は
結
論
に
他
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
本
論
 に
あ
た
る
 

以
下
の
第
一
篇
、
第
二
篇
に
お
い
て
、
そ
の
論
述
さ
れ
る
と
こ
 ろ
は
、
 二
 

三
の
個
 処
を
 除
け
ば
、
上
記
の
所
論
に
多
く
の
経
文
を
添
え
て
，
 

」
ま
か
く
 

説
明
し
て
、
そ
れ
を
敷
桁
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
 
あ
る
。
 即
 

ち
 、
第
一
篇
は
「
序
品
の
研
究
」
と
題
さ
れ
、
第
一
章
は
序
品
 に
 説
示
さ
 

れ
る
東
方
の
仏
土
と
日
月
灯
明
仏
の
話
を
挙
げ
て
、
法
華
経
の
 、
 読
む
者
 

の
 感
性
に
訴
え
る
点
を
強
調
し
、
第
二
章
は
序
品
に
お
い
て
、
 

仏
 教
 実
践
 

者
 即
ち
菩
薩
に
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
菩
薩
、
出
家
の
菩
薩
、
在
家
の
韮
 
口
薩
よ
什
 

h
 
@
 
Ⅰ
 こ
 

種
々
相
の
あ
る
こ
と
を
い
 う
 。
第
二
篇
は
 、
 「
・
法
華
経
菩
薩
思
想
 0
 基
礎
」
 

と
 題
さ
れ
、
本
書
の
中
核
を
な
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
 「
 堵
弔
 一
五
字
 

ガ
 誰
で
も
の
仏
教
ガ
一
仏
乗
」
は
、
上
述
の
紹
七
 
%
 甘
リ
 
ヴ
卸
ぃ
ゅ
せ
 

り
 ・
 ぃ
 年
す
 
@
 

日
 二
 %
 （
 
@
.
 
か
 
r
a
 

ヰ
目
 

卸
ひ
 を
め
ぐ
る
所
論
を
敷
桁
す
る
に
す
ぎ
ず
、
 

一
 仏
乗
に
 

つ
い
て
は
、
払
出
現
の
目
的
を
明
か
す
文
を
「
衆
生
を
如
来
の
知
 見
 へ
と
 

触
発
し
、
如
来
の
知
見
を
示
し
、
・
・
・
…
入
ら
せ
、
・
・
・
…
悟
ら
せ
、
 如
来
の
 

知
見
へ
の
道
に
入
ら
せ
る
」
と
訳
出
し
た
あ
と
、
と
に
も
か
く
 に
も
、
 方
 

便
を
排
す
れ
ば
、
仏
の
知
見
を
さ
と
ら
せ
る
こ
と
が
 仏
 た
る
も
 の
の
示
す
 



書評と 紹介 

唯
一
の
乗
り
物
、
一
乗
で
あ
り
、
そ
の
乗
り
物
は
仏
へ
の
乗
り
 物
 、
仏
乗
 

で
あ
る
と
（
釈
尊
は
）
述
べ
ら
れ
る
、
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
 、
 こ
の
 一
 

仏
乗
思
想
の
実
践
的
側
面
が
示
さ
れ
て
、
一
仏
乗
の
何
た
る
か
 を
 現
実
的
 

に
 明
確
に
し
て
い
る
の
は
方
便
 品
 最
後
の
侮
の
部
分
だ
と
し
、
 
「
 
ど
，
ヮ
し
 

た
ら
一
切
衆
生
が
、
そ
の
よ
う
に
（
仏
に
）
成
れ
る
で
あ
ろ
う
 か
 」
と
い
 

ぅ
 誓
願
（
第
六
十
一
偏
）
か
ら
、
こ
の
経
の
主
張
を
一
切
衆
生
 の
 成
仏
 を
 

説
く
と
す
る
の
で
あ
る
。
次
に
「
第
二
章
 
"
 
仏
の
子
Ⅰ
で
は
、
 
仏
の
子
 

と
い
う
発
想
は
、
法
華
経
の
説
 き
 方
の
個
性
を
明
確
に
示
す
も
 の
、
旺
 
-
 
却
 

四
と
 

W
u
 

者
の
感
性
に
訴
え
て
、
宗
教
実
践
に
駆
り
立
て
る
説
得
力
を
持
 つ
も
の
、
 

人
々
 と
 仏
と
の
関
係
を
 、
 子
と
親
の
関
係
と
い
う
、
人
間
の
普
 遠
的
な
関
 

係
に
讐
 え
る
こ
と
に
よ
っ
て
読
む
者
に
成
仏
道
へ
の
保
証
を
感
 性
か
ら
感
 

じ
 と
ら
せ
る
も
の
だ
と
い
う
。
最
後
の
章
た
る
「
第
三
章
法
 
師
 に
つ
い
 

て
 」
で
は
、
法
師
品
の
他
に
分
別
功
徳
品
等
の
説
示
を
取
り
上
 げ
て
論
述
 

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
所
論
内
容
は
、
上
記
の
序
論
の
範
囲
を
 出
る
も
の
 

で
は
な
い
。
た
だ
新
た
に
加
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
六
波
羅
 蜜
 蛮
り
 主
 

ミ
い
 に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
。
 0
 
出
モ
の
に
つ
い
て
は
、
 法
 師
 と
そ
の
 

経
巻
の
存
す
る
と
こ
ろ
、
舎
利
（
 
塔
 ）
の
必
要
は
な
く
、
 
c
a
@
 

（
）
 

a
 塔
廟
 の
 在
 

る
 べ
 き
 は
ず
の
と
こ
ろ
だ
と
い
う
趣
旨
で
あ
り
、
少
く
と
も
 法
 華
経
が
現
 

在
の
形
に
な
っ
た
時
点
で
は
、
仏
舎
利
供
養
に
 墓
く
 仏
塔
へ
の
 供
養
が
 、
 

法
師
の
実
践
を
前
提
と
し
た
経
巻
 所
住
 の
 塔
厳
 に
 向
 げ
ら
れ
る
 べ
 き
 も
の
 

と
い
う
論
旨
に
仕
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
な
ろ
 う
 と
い
う
。
 

こ
の
よ
う
な
本
書
の
論
述
内
容
は
勿
論
の
こ
と
、
そ
の
貸
料
の
 取
り
扱
 

い
、
文
脈
の
解
釈
等
に
つ
い
て
も
問
題
に
す
べ
 き
 点
は
多
々
 存
 す
る
 け
 れ
 

ど
も
、
そ
れ
は
他
の
機
会
に
待
つ
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
根
本
 的
と
思
わ
 

れ
る
点
に
つ
い
て
、
問
題
提
起
を
し
た
い
。
 

そ
れ
は
、
著
者
が
あ
ま
り
に
も
法
華
経
し
か
見
て
お
ら
れ
な
い
 の
で
は
 

な
い
か
、
一
度
、
法
華
押
を
そ
れ
が
属
す
る
初
期
大
乗
諸
経
典
 の
中
に
置
 

い
て
み
て
そ
の
広
い
視
野
に
立
っ
て
、
そ
こ
か
ら
検
討
す
る
 必
 要
 が
あ
る
 

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
 

一
 体
 、
著
 

者
は
 総
じ
て
初
期
大
乗
仏
教
な
い
し
は
初
期
大
乗
経
典
と
い
う
 も
の
の
 実
 

体
 を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
お
ら
れ
る
の
か
と
い
う
疑
念
で
あ
 る
 。
 

法
華
経
は
読
む
者
の
感
性
に
訴
え
る
 経
 だ
と
さ
れ
る
が
、
 
ァ
、
、
、
 

ダ
 仏
の
 

今
現
在
説
法
す
る
極
楽
世
界
の
光
景
を
種
々
に
説
く
阿
弥
陀
経
 も
、
 A
 と
 

は
 A
 で
な
い
の
が
 
A
 で
あ
る
と
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
般
若
経
 も
 、
法
華
 

経
と
同
様
に
、
ま
さ
し
く
聞
く
者
の
感
性
に
訴
え
る
 経
 だ
と
 @
 
え
よ
う
。
 

そ
も
そ
も
、
著
者
が
こ
こ
に
「
読
む
者
」
と
言
わ
れ
て
い
る
と
 @
 」
ろ
に
、
 

根
本
的
に
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
著
者
も
存
 知
の
先
学
 

の
 法
師
に
関
す
る
諸
論
考
に
よ
っ
て
、
初
期
大
乗
経
典
は
「
 法
 師
の
伝
道
 

文
学
」
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
読
み
も
 の
 」
で
は
 

な
く
、
「
聞
か
れ
る
も
の
」
、
「
語
り
も
の
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
 

る
 。
そ
し
 

て
 、
法
師
 宙
 オ
キ
 ヨ
い
 と
ゴ
リ
 
甲
 ㏄
 オ
い
 に
つ
い
て
、
ま
ず
す
 す
い
 
せ
 い
オ
 
㏄
 と
は
お
 

由
 （
串
の
意
味
で
、
人
々
の
前
で
聖
典
を
読
話
す
る
（
声
を
出
 し
て
聞
か
 

せ
る
）
者
、
讃
仏
頚
を
唱
詠
す
る
者
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
大
乗
 経
典
に
の
 

み
 登
場
す
る
法
師
と
は
、
そ
の
大
乗
経
典
を
受
持
（
次
の
読
、
 

諦
 の
た
め
 

に
 空
閑
処
な
ど
で
一
人
で
経
を
暗
語
 し
 、
記
憶
す
る
こ
と
、
 

憶
 持
 一
）
、
託
孤
  

 

（
人
々
の
前
で
声
を
出
し
て
読
ん
で
聞
か
せ
る
こ
と
）
 

、
講
 
（
 
声
 を
 出
し
て
Ⅳ
 

謂
 っ
て
聞
か
せ
る
こ
と
Ⅰ
解
説
、
書
写
（
自
己
の
暗
 
諦
 の
た
 め
の
 ム
ロ
 
本
 

㌍
 

 
 

作
り
、
ま
た
文
字
を
解
す
る
人
に
は
書
い
て
与
え
る
こ
と
）
 す
 る
 者
の
意
 



味
 で
あ
り
、
い
わ
ば
大
乗
経
典
の
 ガ
 語
り
 べ
ガ
 で
あ
る
こ
と
が
 
明
ら
か
に
い
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

こ
こ
に
、
本
書
句
法
華
経
菩
薩
思
想
の
基
礎
 b
 を
 跨
 え
て
、
 著
 者
の
法
 
め
 

さ
れ
て
い
る
。
古
人
が
㍉
平
家
物
語
日
の
語
り
手
を
琵
琶
法
師
 と
 呼
ん
だ
 

幸
緒
菩
薩
思
想
の
本
貫
に
関
す
る
論
考
の
速
や
か
な
る
提
示
が
 待
た
れ
る
の
 

の
は
、
け
だ
し
よ
く
法
師
の
実
相
を
解
し
て
の
こ
と
と
言
え
よ
う
   

 
 
 
 

実
に
、
阿
弥
陀
経
に
し
ろ
、
般
若
経
に
し
ろ
、
初
期
大
乗
経
典
 は
こ
の
の
で
あ
る
。
 

法
師
の
活
躍
を
通
し
て
世
に
登
場
し
、
世
間
に
ひ
ろ
き
っ
て
 い
 っ
 た
の
で
 

あ
っ
て
、
そ
れ
故
、
著
者
の
言
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
法
華
経
に
 限
ら
ず
 全
 

て
の
初
期
大
乗
経
典
に
つ
い
て
、
「
法
師
に
触
れ
る
者
は
、
ま
た
 法
師
へ
 

の
道
を
歩
む
」
と
言
い
 
う
 る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
人
間
の
行
為
 を
 通
し
 

て
の
法
の
無
限
の
拡
散
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
 

初
期
大
 

乗
 経
典
に
あ
っ
て
は
、
い
か
な
る
経
と
い
え
ど
も
、
こ
の
受
持
 読
話
解
説
 

と
い
う
法
師
の
行
為
な
く
し
て
は
存
在
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
 る
 。
そ
れ
 

な
ら
ば
、
な
ぜ
阿
弥
陀
経
に
は
、
法
師
が
登
場
せ
ず
、
経
の
受
 侍
読
話
が
 

説
か
れ
な
い
の
か
、
そ
れ
に
対
し
て
、
な
ぜ
法
華
経
に
お
い
て
 ほ
、
 経
の
 

受
持
等
が
強
調
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
阿
弥
陀
経
の
主
張
す
 る
 宗
教
案
 

践
が
 
「
一
日
 及
至
 七
日
の
念
仏
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
法
華
 経
に
あ
っ
 

て
は
、
そ
れ
の
主
張
す
る
宗
教
実
践
は
実
に
経
の
受
持
読
話
 解
 説
 で
あ
る
 

か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
 

そ
れ
故
、
本
書
に
お
い
て
、
法
華
経
の
主
張
す
る
実
践
行
、
即
 ち
 菩
薩
 

行
は
、
 経
の
受
持
読
話
解
説
書
写
に
あ
り
、
そ
の
実
践
者
が
法
 師
 と
呼
称
 

さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
今
、
法
華
経
芸
 薩
 思
想
の
解
 
明
に
お
 け
 

る
 出
発
点
に
立
っ
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。
次
に
解
明
さ
れ
る
べ
 
き
こ
と
 

は
 、
な
ぜ
法
華
経
に
あ
っ
て
は
 ガ
 法
師
た
れ
 ガ
 と
い
う
こ
と
、
 
@
 」
の
経
の
 

受
持
 読
 諒
解
説
書
写
が
実
践
行
そ
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
な
ぜ
 そ
れ
が
 法
 

華
 経
に
あ
っ
て
は
菩
薩
 行
 即
ち
成
仏
の
た
め
の
修
行
道
で
あ
る
 の
か
、
 と
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0
 常
務
理
事
会
 

日
時
 -
 昭
和
六
三
年
四
月
一
六
日
（
土
）
一
時
半
 @
 二
時
 

場
所
 -
 本
郷
会
館
会
議
室
 

出
席
者
 -
 安
斎
 伸
 、
弁
円
 富
 二
夫
、
石
田
慶
和
、
植
田
重
雄
、
金
 井
新
 

二
 、
桜
井
秀
雄
、
島
 薗
進
 、
田
九
徳
 善
 、
平
井
直
属
、
藤
田
 

富
雄
、
前
田
専
掌
、
宮
家
 準
 、
脇
本
甲
 也
 

議
題
 

一
 、
昭
和
六
三
年
度
日
本
宗
教
学
会
会
長
選
挙
日
程
の
決
定
 

日
 月
二
三
日
（
土
）
第
一
次
選
挙
公
示
発
送
 

五
月
一
八
日
（
水
）
第
一
次
選
挙
有
権
者
資
格
締
切
 

五
月
一
九
日
（
木
）
第
二
次
選
挙
公
示
発
送
 

五
月
二
一
日
（
土
）
選
挙
管
理
委
員
会
（
第
一
次
投
票
有
権
 
音
質
 

格
 締
切
）
 

五
月
二
六
日
（
木
）
第
一
次
投
票
用
紙
発
送
 

六
月
一
八
日
（
土
）
第
二
次
投
票
有
権
者
資
格
締
切
 

六
月
一
八
日
（
土
）
第
一
次
投
票
締
切
 

六
月
二
五
日
（
 土
 ）
選
挙
管
理
委
員
会
（
第
一
次
投
票
開
票
、
 
第
 

二
次
投
票
有
権
者
資
格
認
定
）
 

七
月
一
三
日
（
水
）
第
二
次
投
票
用
紙
発
送
 

八
月
一
三
日
（
 土
 @
 
 第
二
次
投
票
締
切
 

八
月
二
 0
 日
 
（
土
）
選
挙
管
理
委
員
会
（
第
二
次
投
票
 開
古
 
一
木
）
 

一
 、
選
挙
管
理
委
員
長
選
出
 

互
選
に
ょ
り
宮
家
宰
氏
を
委
員
長
に
選
出
し
た
。
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0
 理
事
会
 

日
時
 -
 昭
和
六
三
年
四
月
一
六
日
（
土
）
二
時
Ⅰ
四
時
 

場
所
 -
 本
郷
会
館
会
議
室
 

出
席
者
 
-
 荒
木
美
智
雄
、
安
斎
 伸
 、
 井
 間
宮
二
夫
、
池
田
昭
、
石
 田
慶
 

和
 、
上
田
賢
治
、
植
田
重
雄
、
大
屋
憲
一
、
金
井
新
 三
 、
 楠
 

ル
 春
樹
、
窪
 徳
忠
 、
桜
井
徳
太
郎
、
桜
井
秀
雄
、
佐
々
木
 宏
 

幹
 、
 島
薗
進
 、
鈴
木
観
入
・
薗
田
 稔
 、
高
崎
直
道
、
田
丸
 徳
 

善
 、
塚
本
啓
 祥
 、
中
村
慶
治
郎
、
中
村
 瑞
隆
 、
奈
良
康
明
、
 

平
井
直
属
、
藤
田
富
雄
、
堀
越
知
日
、
前
田
専
掌
、
松
最
有
 

慶
 、
真
野
 龍
海
 、
宮
家
 準
 、
柳
川
啓
一
、
山
折
哲
雄
、
脇
本
 

千
世
、
渡
辺
空
腸
、
藤
本
陣
 彦
 

議
題
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
第
四
七
回
学
術
大
会
に
つ
い
て
 

九
月
一
四
日
Ⅰ
一
六
日
の
間
、
仏
教
大
学
に
お
い
て
行
な
わ
れ
  
 

こ
と
が
、
開
催
 校
 で
あ
る
仏
教
大
学
の
藤
本
陣
 彦
 教
授
よ
り
報
土
  
 

さ
れ
、
了
承
さ
れ
た
。
 

な
お
、
日
程
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
 

九
月
一
四
日
（
水
）
公
開
公
演
、
理
事
会
 

九
月
一
五
月
（
木
）
研
究
発
表
、
評
議
員
会
 

九
月
一
六
日
（
金
）
研
究
発
表
、
総
会
、
懇
親
会
 

発
表
申
込
み
、
発
表
概
要
の
締
切
は
と
も
に
六
月
二
五
日
。
 

-
 、
昭
和
六
三
年
度
日
本
宗
教
学
会
賞
選
考
委
 貝
は
 つ
い
て
、
 

今
年
度
の
選
考
委
員
と
し
て
、
荒
木
美
智
雄
、
岡
田
重
 精
 、
中
 村
 

廣
 治
郎
、
松
最
有
 慶
 、
松
本
晴
一
、
山
形
孝
夫
、
山
木
 誠
作
の
 七
 

0
 新
人
会
員
（
四
月
一
六
日
承
認
 分
 ）
 

奥
山
 
倫
明
 
東
京
大
学
大
学
院
一
九
 01
 
一
二
東
京
都
 西
多
摩
郡
 

瑞
穂
町
 根
ケ
崎
七
 0
 八
 

川
島
堅
二
東
京
大
学
大
学
院
一
五
五
世
田
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 駒
場
 ヱ
 デ
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桐
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東
大
慶
応
義
塾
大
学
助
手
一
九
四
町
田
市
玉
川
 学
園
 四
｜
 

一
四
 ｜
二
 0
 

入
山
道
彦
京
都
大
学
大
学
院
 
六
 0
 三
 
京
都
市
北
区
 彊
 峯
上
 天
井
 

虹
二
三
 ｜
一
 北
山
ス
カ
イ
ハ
イ
ツ
 A
l
 
一
 
0
 二
 

坂
口
昂
吉
慶
応
義
塾
大
学
教
授
一
五
三
目
黒
区
中
日
星
 
@
 
，
 
 
 
一
一
一
 

1
l
 

一
 

五
｜
二
 0
 

済
生
女
 瘤
龍
 谷
大
学
非
常
勤
講
師
 
六
 0
0
 
 

京
都
市
下
一
 

示
区
 木
津
 

屋
 椿
油
新
町
 東
 メ
ル
東
端
小
路
町
五
七
九
 ｜
 一
一
ス
タ
 シ
 

オ
ン
・
 ス
ヱ
リ
ジ
ヱ
 一
一
 
0
 キ
ハ
 
号
 

品
川
畑
 彦
 
東
北
大
学
大
学
院
九
八
 0
 
 仙
台
市
川
内
三
 十
人
何
匹
 

九
｜
 一
五
み
ち
の
く
佐
藤
寛
一
 
0
 三
 

新
党
光
比
呂
東
京
大
学
大
学
院
一
一
二
文
京
区
目
白
 
合
一
 ｜
七
 

氏
 が
埋
托
さ
れ
た
。
 

一
 、
新
人
士
 
具
に
 つ
い
て
 

別
記
二
四
名
が
入
会
を
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
円
宗
教
研
究
 唾
 編
集
委
員
の
交
替
に
つ
い
て
。
 

華
園
聡
麿
氏
 に
代
り
 、
 新
た
に
高
橋
 渉
氏
 が
編
集
委
員
に
選
任
 さ
 

れ
た
。
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夏
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仏
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助
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根
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二
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.
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中
か
の
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駒
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大
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大
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八
王
子
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セ
、
 ニ
 ー
 
一
一
１
人
 0
 二
 

田
辺
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谷
 

寿
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駒
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女
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短
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大
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非
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勤
講
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五
八
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谷
区
 

瀬
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｜
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田
原
圭
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仏
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大
学
聴
講
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六
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京
都
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玉
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天
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大
手
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八
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唐
津
市
 
中
町
一
八
 

三
八
 

守
戸
淳
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崎
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卓
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仏
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大
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助
教
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都
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京
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嵯
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大
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寺
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藤
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聖
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東
京
大
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大
学
院
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八
八
田
無
市
向
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一
｜
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一
四
 

余
目
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下
目
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筑
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大
学
研
究
員
三
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っ
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雨
天
久
保
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｜
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｜
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筑
波
大
学
客
員
研
究
員
宿
舎
 二
 0
 

0
 

選
挙
管
理
委
員
会
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

日
時
 -
 
昭
和
六
三
年
五
月
二
一
日
（
土
）
午
後
六
時
二
 

 
 

場
所
 - 
神
田
学
士
会
館
三
一
一
号
 窒
 

 
 

 
 

出
席
者
 -
 
植
田
重
雄
、
江
島
忌
数
、
桜
井
秀
雄
、
島
 

薗
進
 、
華
 園
 聡
麿
 、
 

0
 第
四
二
回
大
学
会
連
合
大
会
 

日
時
 -
 昭
和
六
三
年
五
月
八
日
（
日
）
午
前
九
時
五
 O
 分
 @
 午
後
五
 

時
二
 0
 分
 

会
場
 -
 国
立
教
育
会
館
大
会
議
室
 

本
学
会
か
ら
は
、
佐
藤
憲
昭
氏
が
「
都
市
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
 め
質
化
 

と
 多
様
化
」
の
題
で
発
表
を
行
っ
た
。
当
日
の
理
事
会
に
は
 協
 水
平
他
、
 

石
井
研
 十
 両
氏
が
出
席
さ
れ
た
。
 

八
号
室
 

前
川
輝
光
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大
学
大
学
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0
 常
務
理
事
会
 

日
時
。
昭
和
六
三
年
五
月
二
一
日
（
土
）
午
後
七
時
 
ょ
 

場
所
 -
 神
田
学
士
会
館
三
一
一
号
室
 

出
席
者
。
植
田
重
雄
、
江
島
忠
致
、
桜
井
秀
雄
、
島
 
薗
進
 、
華
 園
聡
 

麿
 、
藤
田
富
雄
 

議
題
 一

 、
昭
和
六
三
年
度
日
本
宗
教
学
会
賞
選
考
委
員
に
つ
い
て
 

去
る
四
月
一
六
日
の
常
務
理
事
会
に
お
い
て
今
年
度
の
選
考
委
 員
 

と
し
て
、
山
本
試
作
 氏
 が
新
た
に
選
考
委
員
に
選
任
さ
れ
た
が
、
 

同
氏
が
海
外
出
張
さ
れ
る
た
め
、
同
氏
に
代
り
、
石
田
慶
和
 氏
 が
 

新
た
に
選
任
さ
れ
た
。
 

一
 、
九
学
会
連
合
判
「
人
類
科
学
時
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
一
の
処
置
に
 つ
 

い
て
 

民
族
学
振
興
会
よ
り
送
付
さ
れ
た
㍉
人
類
科
学
し
バ
ッ
ク
ナ
ン
 

｜
 （
計
二
五
九
冊
）
に
つ
い
て
は
、
し
ば
ら
く
こ
れ
を
学
会
 
本
 

部
 に
保
管
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
 

一
 、
九
学
会
連
合
の
今
後
の
あ
り
方
に
つ
い
て
 

大
学
会
連
合
の
今
後
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
存
続
と
活
性
化
に
 向
 

0
 日
本
宗
教
学
会
名
誉
会
員
、
今
岡
信
一
良
先
生
は
、
昭
和
さ
 二
年
四
月
 

十
一
日
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
享
年
一
 

0
 六
歳
。
こ
こ
に
謹
ん
で
 -
 
星
悼
の
 

意
を
表
し
、
御
冥
福
を
お
祈
り
申
し
あ
げ
ま
す
。
ま
た
同
じ
く
 日
本
家
 

教
学
会
名
誉
会
員
、
民
政
重
太
郎
先
生
は
、
昭
和
六
三
年
六
月
 一
九
日
 

逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
享
年
八
二
歳
。
こ
こ
に
謹
ん
で
哀
悼
の
 
意
 を
表
 

し
 、
御
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
さ
ら
に
、
日
本
宗
教
 学
会
 評
 

議
員
坪
井
洋
文
先
生
は
、
昭
和
六
三
年
六
月
二
五
日
逝
去
さ
れ
 
ま
し
 

た
 、
享
年
五
九
歳
。
こ
こ
に
謹
ん
で
、
哀
悼
の
意
を
表
し
、
御
宝
 
一
 
福
を
 

お
 祈
り
申
し
あ
げ
ま
す
。
 

ム コ 

員 
一ト Ⅰ 

報 

藤
田
富
雄
、
宮
家
 準
 、
脇
本
手
 也
 

議
題
 

一
 、
昭
和
六
三
年
度
日
本
宗
教
学
会
会
長
選
挙
第
一
次
投
票
有
権
 者
 

資
格
認
定
に
つ
い
て
 

有
権
者
一
九
九
名
（
評
議
員
の
九
二
 %
 ）
を
一
括
承
認
し
た
。
 

げ
 て
こ
れ
が
な
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
こ
と
が
提
議
・
確
認
さ
 
れ
 

 
  

 

 
 

た
 

 
  

 

一
、
学
会
役
員
選
挙
制
度
の
改
正
に
つ
い
て
 

 
 

 
 

 
 

会
長
及
び
 他
 役
員
の
任
期
改
正
に
つ
い
て
、
学
会
事
務
局
 よ
 り
い
 

 
 

く
つ
か
の
試
案
が
出
さ
れ
、
検
討
さ
れ
た
。
こ
の
件
に
つ
い
て
 は
 

な
お
引
き
続
き
審
議
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
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COMPOSITION O F  T H E  BUDDHIST PANTHEON 

Motohiro YORITOMI 

The twelve volumes of the Dhcirani samgraha-siitra translated by the 
Indian monk Atikiita around the middle of the seventh century is be- 
lieved to have taken on its present form in China. This work contains 

numerous mudrgs of divinities, dhiirani incantations, and simple mandalas, 

but of the twelve volumes, all those except the third and twelfth classify 

divinities in the categories of (1) buddhas; (2) kannon (AvalokiteSvara); 
(3) kongd (vajra); and (4) various devas. In turn, the various actual 
divinities are discussed in the respective volumes in accordance with this 

overall pattern. 
In this article, I consider the characteristics of the various divine fig- 

ures listed in the volumes of this work, together with the rationale given 
by the work for classifying the divinities within their respective categories. 
By considering the composition of the Buddhist pantheon at this early 
formative stage of Buddhist esotericism, I attempt to throw light on one 
aspect of the history of esoteric Buddhism. 

This kind of study allows us to confirm numerous internal and exte- 
rnal developmental aspects, including (1) the transformation from the 
exoteric to the esoteric Buddha; (2) the establishment of divine figures 
symbolizing the power of the "diamond-family" (rajra-kula) and the appea- 

rance of a new group of "kings of strength" (vidy2-rgja); and (3) the 

large-scale introduction of female figures and the raising of their statuses. 

Through a study of this kind of collection and classification of various 
divine figures with a wide range of characteristics and attributes, it be- 
comes possible to better understand the outlines of esoteric Buddhism. 



THE COSMOLOGY OF THE MANDALA 
Yiikei MATSUNAGA 

ABSTRACT The cosmology of esotcr ic Buddhism, which forms the 
conceptual basis for the mandala, differs fundamentally from that found 

in Western art. The esotericism which began in India took form whille 
incorporating rituals and deitics of preexisting religions and pantheons, 

but in the seventh century, that esotericism came to possess its own 
unique worldview. 

In esoteric Buddhism it is taught that self and other, the macrocosm 
(Buddha) and microcosm(practitioner), the whole and the part and other 

concepts of opposition are all essentially one and the same, and it is 

further taught that that truth can be seen directlv through the practice 

of Yogic meditation. 
In the Mahdvairocana-sutra, the form, colour, and sound of all things 

existing in the real universe are linked in relative existence as symbols 

of the Mahiivairocana Buddha, who in turn is considered a buddification 
of the macrocosmos. The siitra further presents a form of practice in 

which such things can be seen to correspond to the parts of the human 
body. 

The Japanese monk Kfikal accepted this worldvicw and gave it further 
conceptual development, teaching that both the absolute world and the 

real world were formed from the roku-dai (six bhiitas:eath, water, fire, 

wind, space, and consciousness). In this case, the term dai (great) did 
not refer to composite elements of the world, but were rather symbols 
of Mahavairocana (Dainichi Nyorai) which existed in mutual relativity. 

The use of mandalas was originally part of external rites in which a 
physical circle of ground was constructed, upon which deities were in- 
voked and worshiped. Later, however, the concept of the mandala was 

internalized as a condensed image of the universe which appeared in the 
meditation of practitioners. 



In this paper, the internal and external interweavings of the mandala. 
are investigated in order to clarify the cosmology of the esoteric Budd- 

hism underlying the practice of the mandala. 



AN ORATORIO OF DRUMS AND VOICES 

-A Perspective on Afro-Caribbean Religious Rituals- 

Yoshiko NAGASHIMA 

ABSTRACT In this article, I borrow the concept of "soundscape" as  
one means of depicting certain features of ritual. Taking the example of 

Afro-Caribbean cults, in which sound (or music) has an extremely im- 
portant role and which have the nature of "performances," I then make 
a tentative comparison of these cult performances to the musical form 
of "oratorio." Cult rituals create a micro-cosmos with its own "micro- 
soundscape," which in turn forms part of the macro-cosmos together 
with its acoustic environment or "macro-soundscape." Further, ritual 
and sound have an intimate formal relationship; the typical and atypical 
forms of sound correspond to the same features in ritual. While the 
differentiation of micro and macro is a relative matter, the macro side 
particularly tends to produce an abundance of atonality; The "soundscape" 

perspective is effective in analyzing atypical performances (especially 

outdoor rituals in public space) which appeal directly to that macro side, 
and which are capable of incorporating those sounds. 

Such rituals are generally highly versatile, and contain strong elements 
of drums and voices. Judging from the importance of sermons and pra- 

yers, which can be continuous with both song and atonal sound, it is 
drums and voices which form the rituals' main sound sources, thus the 
core of the micro-soundscape. 

From the common elements found in the exhortation of members, 

the scripture readings, sermons, the arias of costumed actors, the visual 
representations of roles, the dramatic discourse on religious and ethical 

contents and the performance of free prayers, the rituals can be com- 
pared to a form of "oratorio." 

Keywords: Ritual and music; Afro-Caribbean cults; soundscape, drums, 
songs, voices, oratorio. 



LIGHT AND "CH'I" IN PAINTINGS 

-The Expressions of the Universe 
by Solid Structures and "Hsiishih(&%)." 

Yoshisato SUMIDA 

ABSTRACT Where does the expressive difference between Western 
paintings and Chinese and Japanese ones come from? Renaissance pain- 
ters considered "relievo" and the gradation of light as grace. On the other 

hand, traditional Chinese and Japanese painters regard the contrast be- 
tween figures and blank space as a beauty. While Western paintings are 
filled with many men and things from corner to croner, Chinese and 
Japanese ones have much space unpainted. "Naturale" was the catch- 
word of Renaissance painters, and "tienjan(x@), " according to a certain 

Chinese painter in 9th century, was the origin of a picture. Though both 
Western and Eastern painters intended to copy "the world as it is," each 
expressed it in a quite different manner. It was because their outlooks 
on the world they copied were different from each other. Plato consi- 
dered the universe as a three-dimensional structure which had been 
constructed in accordance with prcportion, and Neoplatonists thought it 
to be composed of gradating strata of light. But old Chinese philosophers 
thought that "ch'i" fills up the universe and appesrs in two ways of 

"yin" and "yang" or "hsii(@)" and "shih(s)" in this real worId. The 
Book of Chuang-tzu says that phenomena of the universe come from 
meeting and parting of "yinpang." 

Thus, traditional Western painters, in their pictorial expressions, try 

to construct solid bodies and to depict the transition of light from brigh- 
tness to darkness. On the other hand, traditional Chinese and Japanese 
painters pursue the sensitive relations between figures and blank space. 



PATRON SAINTS AND THE 

DEVELOPMENT OF ICONOGRAPHY 

Shigeo UEDA 

ABSTRACT This paper is a study of one of the most popular of 
patron saints in Europe, St. Christopher, and the changes in faith directed 
toward this saint in European religious history. Based primarily on a 
study of the Legenda regarding the saint, particular emphasis is given to 
the way in which Germanic elements were adopted and a new saintly 
Image formed in the process of legendary transmission from Palestine 
over the Alps into Europe. 

In the three-in-one concept of the Trinty(Father, Son, and Holy Spirit), 
the saint occupted the position of a concrete expression of the Spirit, and 
the development of cults to saints can be taken as an indicator of develo- 
pments within Christian history. 

In this paper, the feaiures of medieval Iconography are used as a 
means of confronting the issue of the way in which worship of saints in 
medieval Europe was entrusted to the expressions of artisans, thus becom- 
ing intimately famillar to the common people and producing new legen- 
dary material and new images of the saint. 




