
（
論
文
要
旨
）
近
世
・
近
代
の
記
紀
解
釈
 は
 中
世
ま
で
の
書
紀
 の
 規
制
力
か
ら
の
解
放
と
、
神
代
な
ら
び
に
口
承
の
実
体
化
へ
 の
 疑
問
視
と
と
も
に
 始
 

ま
る
。
近
世
の
合
理
主
義
は
、
こ
れ
ら
の
記
述
を
物
理
的
矛
盾
 を
 犯
さ
な
い
か
た
ち
で
解
釈
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
 う
 な
物
理
的
批
判
に
 

対
し
て
、
従
来
の
神
話
的
記
述
を
守
ろ
 う
 と
し
た
の
が
字
義
的
 解
釈
で
あ
り
、
そ
れ
は
神
話
的
記
述
の
正
当
性
を
物
理
的
実
在
 0
 次
元
で
貫
い
た
た
 

め
 、
非
合
理
主
義
的
態
度
を
と
る
に
い
た
っ
た
。
相
容
れ
な
い
 物
理
的
批
判
と
字
義
的
解
釈
を
、
物
理
的
次
元
と
異
な
る
思
想
 
心
理
的
次
元
を
設
 

足
 す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
理
的
次
元
で
の
整
合
性
と
と
も
に
 神
話
的
記
述
を
保
持
し
ょ
う
と
し
た
の
が
思
想
・
心
理
的
解
釈
 で
あ
る
。
思
想
・
 心
 

理
 的
解
釈
は
既
に
近
世
の
時
点
で
成
立
し
て
い
た
が
、
そ
れ
が
 時
代
の
地
平
と
な
る
の
は
近
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
し
か
 し
 近
代
の
合
理
主
義
 

は
 、
天
皇
制
が
専
制
的
な
国
家
権
力
の
象
徴
と
な
る
近
代
特
有
 の
 政
治
状
況
の
な
か
、
記
紀
を
権
力
的
性
質
の
も
と
に
理
解
し
よ
 ぅ
 と
す
る
国
家
側
 

の
 解
釈
と
対
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
 記
 紀
を
権
力
的
性
質
の
有
無
の
次
元
で
論
ず
る
の
は
、
き
め
 ぬ
 て
 近
代
的
な
在
り
方
 

と
い
え
る
。
そ
の
な
か
で
近
代
の
合
理
主
義
は
、
大
正
時
代
に
 は
 象
徴
天
皇
制
的
な
解
釈
を
、
そ
し
て
昭
和
時
代
に
ほ
唯
物
史
 観
 的
な
解
釈
を
生
み
 

出
し
た
。
い
っ
の
時
代
に
も
人
間
に
は
自
己
の
歴
史
的
由
来
を
 求
め
る
性
質
が
あ
る
が
、
日
本
人
に
と
っ
て
記
紀
は
そ
の
由
来
 を
 求
め
る
最
大
の
対
 

象
 で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
記
紀
は
っ
ね
に
解
釈
の
対
象
と
さ
れ
 て
き
た
。
近
世
・
近
代
の
合
理
主
義
は
そ
の
由
来
を
求
め
る
 さ
 い
に
時
代
の
合
理
的
 

基
準
に
矛
盾
し
な
い
よ
う
に
記
紀
を
解
釈
さ
せ
る
役
割
を
果
た
 し
て
ぎ
た
と
い
え
よ
 う
 。
 

（
キ
ィ
・
ワ
ー
 
k
.
 

）
記
紀
解
釈
、
儒
学
、
国
学
、
国
権
論
、
大
 

正
 デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
唯
物
史
観
 

近
世
・
近
代
に
お
け
る
記
紀
解
釈
 

｜
 神話
と
合
理
主
義
 ｜
 

磯
煎
 
順
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み
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
形
式
的
に
は
中
世
の
神
話
 解
 釈
の
流
れ
を
引
く
漢
文
正
体
論
、
す
な
わ
ち
書
紀
を
正
 当
 な
も
の
と
す
る
立
場
 

も
 、
幕
藩
体
制
の
担
い
手
と
し
て
の
朱
子
学
派
１
１
そ
れ
 
ほ
 本
朝
通
鑑
や
大
日
本
史
に
代
表
さ
れ
る
に
よ
っ
て
 受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
。
 

緩
し
、
記
紀
を
比
較
検
討
す
る
記
紀
比
較
論
、
さ
ら
に
ほ
 古
事
記
こ
そ
が
正
当
な
も
の
と
す
る
漢
文
飾
立
論
が
新
 た
に
登
場
し
て
 

前
者
 は
 新
井
白
石
・
市
川
 
匡
 麻
呂
・
山
片
 
蝸
跳
 ら
の
儒
学
者
 に
 、
後
者
は
賀
茂
真
淵
・
本
居
宣
長
ら
一
部
の
国
学
者
に
 
、
典
型
的
な
か
 く

る
。
 

た
ち
で
 

（
 
4
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日
本
書
紀
と
も
古
事
記
と
も
つ
か
ぬ
独
自
の
神
話
が
成
立
 す
る
 よ
う
 に
な
る
。
そ
し
て
近
世
に
入
る
と
、
書
紀
の
 規

制
力
は
決
定
的
に
 弛
 

し
、
 命
を
落
と
す
こ
と
も
な
く
無
事
に
都
に
凱
旋
す
る
，
 
し
 と
に
な
っ
て
い
る
。
王
権
の
伝
承
が
町
人
の
手
に
な
る
 浄
瑠
璃
の
脚
本
に
 、
し
 

か
も
作
品
の
意
図
と
ま
っ
た
く
異
な
る
主
題
の
も
と
に
 改
 交
 さ
れ
る
こ
と
は
、
近
世
以
前
に
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
 と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
 

う
 な
作
品
の
登
場
自
体
が
、
古
代
・
中
世
と
ほ
異
な
る
 近
 世
の
記
紀
解
釈
の
雰
囲
気
を
表
わ
し
て
い
る
。
 

記
紀
が
編
纂
・
操
上
さ
れ
た
大
武
・
持
 続
 朝
か
ら
奈
良
 ュ
 
刑
期
に
か
け
て
は
、
記
紀
は
相
異
な
る
物
語
論
理
を
も
っ
 ゆ
え
に
、
対
を
な
す
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も
の
と
し
て
個
々
の
存
在
理
由
を
保
持
し
て
い
た
と
 考
，
 
ぇ
 ら
れ
る
。
そ
し
て
、
平
安
前
期
に
は
記
紀
解
釈
は
日
本
 書
紀
の
圧
倒
的
な
規
制
 

力
 の
も
と
に
一
本
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
中
世
に
 な
り
、
王
権
構
成
層
の
衰
退
と
共
に
書
紀
の
も
つ
規
制
 力
は
 揺
ら
い
で
ゆ
 き
、
 

書
紀
を
基
本
枠
組
と
し
な
が
ら
も
そ
こ
に
古
事
記
や
風
土
 記
さ
ら
に
は
幾
つ
か
の
偽
書
が
加
え
ら
れ
、
中
世
日
本
 紀
と
 呼
ば
れ
る
よ
う
な
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語
を
近
松
流
の
人
情
物
に
換
骨
奪
胎
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

そ
こ
で
は
日
本
武
尊
は
、
帝
位
を
狙
 う
 悪
者
大
雅
尊
 な
 改
心
さ
せ
、
 

賊 
を 
平 
定 

で
あ
る
。
例
え
ば
、
近
松
門
左
衛
門
に
「
日
本
武
尊
吾
妻
 鑑
 」
（
一
七
二
 0
 初
演
）
と
い
う
作
品
が
あ
る
が
、
こ
れ
 ほ
 書
紀
の
日
本
武
尊
 物
 

@
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近
世
・
近
代
は
記
紀
解
釈
が
は
じ
め
て
書
紀
の
規
制
か
ら
 解
放
さ
れ
、
解
釈
の
主
体
が
王
権
構
成
体
 層
 以
外
に
ま
 で
 拡
大
さ
れ
た
時
期
 

1 

よ ｜ 

じ 

め 
[ 
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 近

 世
 

近
 

㌔における記紀解釈 

2
 
 

近
世
に
お
け
る
合
理
主
義
 

物
理
的
批
判
 

近
世
に
お
け
る
合
理
主
義
の
出
発
点
は
 、
 神
の
存
在
 お
ょ
 び
 口
承
伝
承
に
対
す
る
疑
問
に
あ
る
。
例
え
ば
、
記
紀
 0
 合
理
主
義
的
解
釈
 

の
 先
駆
者
た
る
新
井
白
石
は
、
正
徳
六
年
（
一
七
一
二
）
に
 

完
成
し
た
 
円
 古
史
通
 b
 
の
な
か
で
「
神
代
と
申
す
世
も
 よ
く
又
又
吟
味
し
 候
 

 
 

実
は
局
大
秦
の
始
に
相
当
る
べ
く
 侯
 。
 畢
寛
皇
 統
を
立
て
候
は
ん
と
て
そ
れ
よ
り
さ
き
の
事
は
申
消
し
 候
て
 神
代
ふ
ふ
と
 ま
ぎ
 

 
 
 
 

ら
か
し
 候
 」
と
、
神
代
の
非
史
実
性
を
指
摘
し
、
「
神
と
 

ほ
人
 也
 。
我
国
の
俗
九
真
尊
ぶ
所
の
人
を
称
し
て
加
味
と
 い
ふ
 ：
：
：
こ
れ
 尊
尚
 

㏄
 

-
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の
義
 と
聞
こ
え
た
り
。
」
 

@
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 と
、
神
代
に
対
し
て
 警
楡
的
解
 釈
 を
く
だ
し
て
い
る
。
こ
の
神
代
の
出
来
事
を
人
代
の
 出
来
事
に
読
み
替
え
よ
 

こ
の
三
類
型
は
、
選
択
さ
れ
た
書
物
と
そ
れ
が
も
っ
文
体
 

に
 主
眼
を
お
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
内
容
面
か
ら
み
れ
 

ば
 、
漢
文
飾
立
論
 
は
 

非
 ム
ロ
 
理
 主
義
的
態
度
と
、
そ
し
て
記
紀
比
較
論
は
合
理
主
 

義
 的
態
度
に
結
び
付
い
て
い
る
。
ま
た
、
漢
文
正
体
論
 

ほ
 、
記
紀
比
較
論
ほ
ど
 

に
は
徹
底
化
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
合
理
主
義
の
不
徹
底
 

な
か
た
ち
と
し
て
理
解
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
近
世
の
 

内
容
的
な
解
釈
の
構
図
 

ほ
 、
合
理
主
義
的
態
度
と
非
合
理
主
義
的
態
度
の
二
項
 

対
 立
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
近
代
に
な
る
と
 

書
 紀
の
規
制
力
は
一
層
 
弱
 

体
 化
し
、
合
理
・
非
合
理
主
義
と
も
に
記
紀
比
較
論
が
 

般
 的
な
も
の
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
 

合
 盟
主
義
ほ
近
世
と
近
代
 

で
は
内
容
が
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
ほ
近
世
 

近
代
に
お
け
る
記
紀
の
合
理
主
義
的
解
釈
を
と
り
あ
げ
 

、
各
時
代
に
お
け
る
 
方
 

法
 と
目
的
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
合
理
主
義
 

の
も
っ
意
味
と
そ
の
問
題
点
を
考
え
て
み
た
い
。
以
下
 

、
本
稿
で
は
個
々
の
 
解
 

釈
を
網
羅
的
に
紹
介
す
る
方
法
を
と
ら
ず
、
時
代
的
・
 

思
 想
 的
特
徴
を
典
型
的
に
示
す
解
釈
者
を
選
択
し
、
そ
れ
 

ら
の
解
釈
の
連
関
が
何
 

を
 語
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
論
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
。
 



前
の
時
期
を
、
文
字
伝
来
以
前
の
口
承
に
あ
た
る
た
め
に
 記
録
と
し
て
の
 信
患
 性
は
低
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
 以
上
み
て
き
た
神
の
実
 

つ
ま
り
、
白
石
は
口
承
伝
承
の
伝
達
機
能
が
文
字
よ
り
も
 劣
っ
て
い
る
と
す
る
口
承
批
判
論
の
立
場
に
た
ち
、
 神
 代
を
含
む
 仲
哀
 朝
政
 

う
と
す
る
 警
楡
的
 解
釈
は
、
物
理
的
次
元
で
の
神
の
存
在
 を
 否
定
し
た
と
こ
ろ
ら
か
立
論
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
 

そ
 れ
ば
 記
紀
の
記
述
を
 

@
7
-
 

物
理
的
解
釈
の
次
元
で
合
理
的
に
捉
え
直
そ
う
と
い
う
 試
 み
で
も
あ
る
。
そ
の
根
底
に
は
、
物
理
的
現
象
と
し
て
 の
神
の
存
在
の
承
認
は
 

困
難
で
あ
り
、
近
世
の
理
性
の
も
と
で
記
紀
を
読
ん
で
み
 る
と
、
記
紀
神
代
の
記
述
を
字
義
的
な
ま
ま
で
は
信
じ
 る
こ
と
は
で
き
な
い
と
 

い
 う
 認
識
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
 

ま
た
、
白
石
は
「
上
古
の
代
に
今
の
文
字
と
い
ふ
も
の
は
 あ
ら
ず
。
先
世
よ
り
し
て
 言
嗣
ぎ
 語
り
 嗣
 し
こ
と
を
後
 世
の
人
も
ま
た
い
 ひ
 

つ
ぎ
語
り
 嗣
 し
の
み
な
り
。
人
皇
第
十
六
代
の
帝
 応
神
天
 皇
 十
五
年
の
秋
、
百
済
王
の
貢
使
阿
直
岐
と
い
ひ
し
も
 の
 来
れ
り
…
…
我
国
に
 

し
て
い
ま
の
文
字
を
伝
習
 ふ
 事
の
始
め
と
 見
 へ
た
れ
 

第
十
八
代
履
中
天
皇
四
年
秋
、
 

始
て
 諸
国
に
国
史
を
置
 ぎ
 …
・
・
・
我
国
に
今
 

字
の
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行
 は
る
 ュ
 の
 始
と
見
 へ
た
り
」
と
、
 応
神
 
・
 履 中
朝
を
文
 字
 伝
来
・
記
録
の
開
始
時
期
と
し
を
 -
 
れ
 以
前
の
口
承
 期
 と
 区
別
し
た
。
そ
の
 

際
 、
上
代
に
お
け
る
口
承
の
存
在
は
、
伊
勢
貞
丈
が
引
用
 し
て
い
る
よ
う
に
古
語
拾
遺
の
 

コ
 
葦
間
、
上
古
 之
世
 、
 禾
 有
文
字
、
貴
賎
 老
 

少
 、
口
口
相
伝
、
前
言
往
行
、
 

存
 両
下
底
」
と
い
う
記
事
 に
 求
め
ら
れ
て
い
る
。
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そ
し
て
、
記
紀
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
上
代
に
関
す
る
 請
書
の
あ
い
だ
に
幾
多
の
異
説
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
、
 「
太
古
の
事
既
に
 滅
 

び
て
僅
に
伝
聞
の
及
ぶ
所
も
 、
 存
す
る
が
ご
と
く
さ
す
る
 が
ご
と
く
、
覚
え
る
が
ご
と
く
夢
見
る
が
ご
と
く
、
 

或
 は
 隠
れ
或
は
顕
 る
 。
 史
 

喜
撰
述
の
人
、
各
 其
 見
る
所
に
よ
り
て
 是
 と
す
る
所
を
是
 と
し
、
 非
 と
す
る
所
を
非
と
し
て
、
取
捨
て
す
で
に
 異
 な
れ
ば
録
す
る
 所
 同
じ
 

か
ら
ず
さ
れ
ど
 
其
非
 と
し
 其
是
 と
す
る
所
の
ご
と
き
も
、
 
皆
 こ
れ
上
世
よ
り
ひ
つ
ぎ
 し
 所
に
出
づ
 執
か
 具
足
な
ら
 と
る
古
手
を
士
ひ
ら
 

プ
 

」
と
、
・
 

l
@
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ノ
り
 

エ
 

各
撰
者
の
主
観
の
相
違
 と
 ロ
承
の
も
つ
 暖
 味
な
伝
達
機
能
 に
 由
来
す
る
と
し
た
。
ま
た
、
別
の
箇
所
で
は
、
異
説
 0
 発
生
理
由
を
、
口
承
 

-
 
Ⅱ
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さ
れ
て
き
た
内
容
を
表
音
文
字
で
記
録
化
し
た
さ
い
に
 生
 じ
た
解
釈
の
相
違
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
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に
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
 物
 理
的
 認
識
に
基
づ
い
た
批
判
 

魏
 
を
お
こ
な
っ
た
 幡
桃
は
 、
神
武
か
ら
 仲
哀
 に
い
た
る
 人
皇
の
記
述
に
対
し
て
も
、
口
承
批
判
論
の
立
場
か
ら
 批
判
を
加
え
て
い
る
。
 幡
桃
 

 
 

ぬ
 
も
白
石
同
様
に
応
 神
朝
 文
字
伝
来
訪
に
基
づ
き
、
 仲
 東
朗
以
前
の
記
紀
の
記
述
 は
 口
承
を
も
と
に
し
た
も
の
 で
あ
り
、
「
日
本
へ
文
字
源
 

 
 

ノ
 コ
ト
八
口
車
し
実
明
白
ナ
リ
 0
 ソ
レ
マ
デ
ノ
コ
ト
 

口
授
伝
説
 二
 シ
テ
 実
ヲ
得
 

 
 

 
 

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
異
説
の
存
在
も
、
口
承
の
も
つ
 暖
昧
 さ
の
証
拠
だ
と
し
て
い
 

代
 

 
 

本
ョ
リ
 天
造
草
昧
 ノ
時
 、
天
地
開
 聞
ノ
始
ノ
 コ
ト
、
 誰
ア
 リ
 テ
コ
レ
 
フ
見
ン
 。
 タ
ト
 

@
 
Ⅳ
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近
 

ヒ
見
シ
人
 ア
リ
 ト
テ
モ
 、
文
字
 ナ
 ケ
ル
バ
 書
ノ
コ
ス
ベ
カ
 ラ
ズ
 。
 ロ
ソ
 カ
ラ
伝
言
 ノ
事
ハ
証
 ト
ス
 ベ
カ
 ラ
ズ
」
と
、
 口
承
の
観
点
か
ら
 同
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@
 
Ⅱ
 @
 

こ
の
 
ょ
う
 な
方
法
に
 よ
 る
 幡
 桃
の
神
代
批
判
の
結
論
は
 、
 「
日
本
神
代
 ト
云
 モ
ノ
、
空
虚
 
ノ
論
二
 
シ
テ
宏
ニ
 タ
ラ
ズ
 」
と
い
う
よ
う
に
、
 

在
 批
判
、
神
話
的
記
述
批
判
な
ら
び
に
口
承
批
判
は
 、
い
 ず
れ
も
物
理
的
次
元
で
の
妥
当
性
の
観
点
か
ら
、
神
話
 的
 世
界
お
よ
び
口
承
 機
 

能
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
物
理
 的
 批
判
と
名
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
 

こ
の
よ
う
に
白
石
が
先
鞭
を
つ
け
た
物
理
的
批
判
は
 、
山
 片
旛
桃
円
 夢
の
代
 b
 （
一
八
二
 
0
 完
成
）
に
お
い
て
西
洋
 
の
 自
然
科
学
の
知
識
 

と
 結
び
付
く
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
徹
底
化
さ
れ
る
。
 

婚
桃
 の
 記
紀
批
判
 は
 神
代
に
つ
い
て
は
、
物
理
的
意
味
で
の
 神
の
実
在
否
定
や
 、
宇
 

-
 
ぱ
 -
 

宵
闇
闇
を
め
ぐ
る
神
話
的
記
述
の
物
理
的
矛
盾
１
１
神
に
 よ
 る
国
生
み
や
日
神
人
照
の
誕
生
な
ど
を
指
摘
し
 た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
 

批
判
の
論
拠
に
な
っ
た
の
が
、
西
欧
の
自
然
科
学
の
知
識
 で
あ
っ
た
。
 幡
 桃
の
自
然
科
学
の
知
識
 は
 、
享
和
二
年
 
（
一
八
 0
 
二
）
に
刊
行
 

さ
れ
た
志
筑
忠
雄
訳
「
暦
象
新
書
目
な
ど
に
大
幅
に
依
拠
 し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
暦
象
新
書
で
は
ニ
ュ
ー
 ト
 ン
 力
学
の
本
格
的
な
 紹
 

介
 が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
前
に
も
、
皇
国
中
心
主
義
 を
め
ぐ
る
 宣
長
 と
秋
成
の
議
論
の
な
か
で
世
界
地
理
の
 知
識
と
神
話
的
世
界
観
 

@
 
は
 -
 

と
の
矛
盾
が
問
題
と
さ
れ
た
り
し
て
い
た
が
、
地
動
説
 
太
陽
系
な
ど
本
格
的
な
西
洋
の
自
然
科
学
の
知
識
を
用
 い
 た
神
話
批
判
は
幡
 桃
 

が
は
じ
め
て
で
あ
っ
た
。
 

  



そ
し
て
、
書
紀
の
記
述
を
絶
対
視
す
る
 

史
実
録
に
見
え
 侯
 喜
夫
を
の
み
採
用
ひ
 、
 

本
の
上
代
に
関
す
る
史
料
を
対
等
に
扱
 い
 代

わ
り
に
、
「
旧
事
記
古
事
記
日
本
紀
拝
に
古
語
拾
遺
 文
 は
 歴
朝
国
史
風
土
記
等
の
ご
と
ぎ
 正
 

異
端
曲
学
の
偽
説
を
除
き
 候
て
 古
史
通
と
名
づ
 け
候
毛
 
@
 
。
 」
 
-
 と
述
べ
、
記
紀
を
は
じ
め
と
す
る
 日
 

批
判
し
、
そ
れ
ら
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
唯
一
の
 史
 実
に
到
達
し
よ
う
と
し
た
。
つ
ま
 

史
の
再
構
成
に
記
紀
を
用
い
る
こ
と
自
体
を
放
棄
し
た
 感
 が
あ
る
の
に
対
し
、
白
石
 は
 物
理
的
次
元
で
の
矛
盾
が
 解
消
で
き
る
 よ
う
 に
 記
 

紀
を
解
釈
す
る
方
向
に
向
か
っ
た
。
そ
れ
が
白
石
の
古
史
 道
 で
あ
り
、
そ
れ
は
従
来
の
異
説
を
㍼
 走
 す
る
こ
と
に
 よ
っ
て
史
実
を
定
め
、
 

白
石
な
り
の
上
代
史
の
再
構
成
を
企
て
た
も
の
で
あ
る
。
 

本
来
、
口
承
批
判
論
は
、
口
承
さ
れ
て
き
た
内
容
自
体
を
 全
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
伝
承
内
容
に
は
事
実
が
 含
ま
れ
て
お
り
、
 
そ
 

れ
が
口
承
と
い
う
 暖
味
 な
伝
達
機
能
の
た
め
に
不
正
確
に
 混
乱
し
た
か
た
ち
で
伝
え
ら
れ
て
ぎ
た
と
す
る
。
そ
の
 た
め
、
口
承
批
判
論
は
 

口
承
の
伝
達
機
能
の
批
判
に
次
い
で
、
口
承
内
容
か
ら
の
 事
実
の
抽
出
・
復
元
作
業
す
な
わ
ち
史
料
批
判
を
伴
 な
 ぅ
 も
の
で
あ
る
。
そ
れ
 

ゆ
え
に
白
石
 は
 、
古
代
・
中
世
的
な
非
合
理
主
義
的
解
釈
 

諸
説
間
の
記
述
の
矛
盾
や
合
理
的
に
は
理
解
で
ぎ
 な
い
文
章
に
対
し
て
、
 

-
 
比
 @
 

矛
盾
を
感
じ
な
が
ら
も
結
局
は
「
神
道
不
測
」
と
い
う
 態
 度
 で
不
問
に
付
し
て
い
た
に
対
し
て
、
「
日
本
紀
を
 

講
 解
す
る
も
の
上
古
 

の
事
に
至
て
は
：
：
・
毛
の
言
の
得
ざ
る
に
及
び
て
は
神
道
 

不
測
以
て
論
ず
べ
ヵ
ら
ず
と
し
 

、
 
。
 

、
 ふ
 
@
9
-
1
 
 

」
 と
い
う
批
判
を
加
 え

た
。
 

様
の
批
判
を
加
え
て
い
る
。
 

さ
て
、
白
石
の
よ
う
な
 讐
楡
的
 解
釈
が
登
場
人
物
た
る
 神
 の
 実
在
を
否
定
し
た
の
に
対
し
、
口
承
批
判
は
そ
の
 記
 述
 内
容
の
実
在
性
を
 

肯
定
し
た
上
で
 -
 
記
紀
の
記
述
の
正
確
さ
を
批
判
し
た
も
の
 

で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
批
判
の
深
度
は
異
な
っ
て
 い
る
。
し
か
し
、
共
に
 

物
理
的
現
象
と
し
て
の
可
能
性
の
観
点
か
ら
批
判
を
お
 @
 
」
な
っ
た
点
で
、
両
者
と
も
物
理
的
批
判
の
範
時
に
ふ
く
 め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
 

る
 。
こ
の
よ
う
に
、
合
理
主
義
の
記
紀
理
解
の
根
底
に
 
は
 、
記
紀
の
記
述
に
対
し
て
物
理
的
次
元
の
合
理
性
の
 是
非
を
問
 う
 態
度
が
あ
 

る
 。
そ
し
て
、
自
然
科
学
の
自
然
観
か
ら
神
話
的
記
述
を
 徹
底
的
に
批
判
し
た
 幡
桃
が
 、
物
理
的
批
判
に
専
心
し
 す
ぎ
た
た
め
に
、
上
代
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料
も
考
慮
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
中
国
史
書
な
ら
び
に
 考
古
資
料
の
参
照
 は
 、
記
紀
の
記
述
の
遺
漏
の
指
摘
 あ
 る
い
は
異
説
の
選
択
の
 

さ
い
の
基
準
と
し
て
重
要
な
役
割
り
を
果
た
し
た
。
こ
の
 よ
う
な
史
料
批
判
は
、
白
石
に
と
ど
ま
ら
ず
、
藤
井
 貞
 幹
 ら
の
儒
学
者
を
中
心
 

と
し
て
近
世
に
は
多
く
み
ら
れ
た
。
特
に
中
国
の
史
料
を
 重
視
す
る
態
度
は
史
料
の
も
っ
客
観
性
の
み
な
ら
ず
、
 

儒
学
者
の
も
つ
中
華
 思
 

想
 に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
 5
 に
近
世
の
ム
ロ
 
理
 主
義
は
、
記
紀
の
比
較
・
中
国
史
書
の
参
照
・
考
古
 資
料
の
活
用
と
い
う
、
 

釈
 

お
お
よ
そ
三
種
類
の
史
料
批
判
の
方
法
を
 、
 既
に
 未
 熟
 な
が
ら
も
も
っ
て
い
た
。
 

解
 

紀
 

但
し
、
史
料
批
判
に
意
を
さ
い
た
白
石
に
し
て
も
 、
物
理
的
批
判
に
力
点
を
お
い
た
 蝸
桃
 に
し
て
も
、
 神
 武
 以
降
を
「
 大
 テ
イ
神
武
 
ノ
 

-
 
記
 

@
 
ぬ
 @
 

榛
 

東
征
以
後
 ヲ
実
 ト
ス
 ベ
シ
 」
と
し
て
、
人
皇
部
分
の
 構
想
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
天
皇
の
実
在
自
体
を
疑
 う
 こ
と
は
な
か
っ
た
。
近
世
の
 

 
 

藤
井
 貞
幹
円
 衝
口
発
目
（
一
七
八
一
完
成
）
の
「
神
武
天
 皇
ノ
 御
末
 ハ
 仲
哀
天
皇
ニ
テ
 

 
 

近
民
 サ
セ
玉
フ
 
@
 
お
 
」
 
@
 と
い
う
、
中
世
同
様
の
万
世
一
系
と
 い
う
連
続
性
へ
の
疑
問
に
留
ま
っ
て
い
た
。
彼
ら
の
 批
 判
は
 、
も
っ
ぱ
ら
記
紀
の
記
 

代
 

世
 

述
の
不
正
確
さ
に
 向
 げ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
神
 代
は
 つ
い
て
は
物
理
的
実
在
と
し
て
の
承
認
が
困
難
で
 あ
る
た
め
、
物
理
的
な
常
識
 

近
 

論
 で
も
根
本
的
な
批
判
す
な
わ
ち
実
在
否
定
論
が
展
開
で
 き
た
が
、
人
皇
部
分
は
人
間
に
関
す
る
記
述
の
た
め
に
 、
物
理
的
批
判
で
は
そ
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さ
ら
に
、
白
石
は
「
本
朝
に
こ
そ
書
も
す
く
な
く
候
へ
ど
 も
 、
後
漢
書
以
来
異
朝
の
書
 仁
 本
朝
の
事
 忘
 る
し
た
る
 候
 喜
夫
い
か
に
も
 ュ
 

@
 
㌍
 -
 

ュ
ュ
亙
 
実
事
多
く
 候
 」
と
、
中
国
史
書
の
日
本
伝
を
参
照
 し
 、
ま
た
、
当
時
既
に
地
中
よ
り
発
見
さ
れ
て
い
た
 銅
 鐸
 が
神
代
の
記
述
に
見
 

-
 
盤
 -
 

ら
れ
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
「
神
武
よ
り
以
前
の
日
本
の
 

代
 い
か
ほ
ど
も
ふ
 %
 ム
ュ
 
ム
 神
代
に
て
聞
も
及
ば
ぬ
 候
 べ
く
 候
 」
と
、
考
古
賢
 

り
 、
白
石
は
、
書
紀
の
権
威
よ
り
も
史
実
を
突
き
止
め
る
 こ
と
を
課
題
と
 

（
Ⅱ
Ⅱ
 

-
 

に
 到
達
し
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
際
の
、
「
史
は
実
に
 

拠
 り
て
事
を
記
し
」
 

り
 、
複
数
の
異
説
が
ひ
と
つ
の
史
実
に
還
元
で
き
る
と
い
 う
 考
え
方
も
 、
 

と
す
る
態
度
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
 

し
 、
そ
れ
ゆ
え
に
書
紀
の
規
制
か
ら
解
放
さ
れ
、
記
紀
 比
 駁
論
 

と
い
う
、
記
紀
に
ほ
実
際
に
起
き
た
史
実
が
記
載
さ
れ
 て
お
 

や
は
り
物
理
的
次
元
で
記
紀
の
記
述
を
合
理
的
に
理
解
し
 よ
う
 



物
理
的
批
判
の
不
徹
底
さ
は
、
水
戸
学
の
思
想
を
完
成
さ
 せ
た
と
さ
れ
る
会
沢
正
志
斎
 

の
み
に
正
当
性
を
認
め
る
官
長
の
皇
国
中
心
主
義
を
批
判
 し
 、
万
国
相
対
主
義
と
で
も
 

同
学
の
も
つ
尊
主
思
想
ゆ
え
に
不
徹
底
と
な
り
、
結
局
、
 

神
代
の
解
釈
に
つ
い
て
ほ
 そ
 

@
 
鴉
 @
 

長
 同
様
の
非
合
理
主
義
的
立
場
に
終
始
し
た
。
 

し
か
し
、
古
代
・
中
世
同
様
の
漢
文
正
体
論
を
と
っ
た
 本
 朝
 通
鑑
・
大
日
本
史
に
せ
 の

 記
紀
解
釈
に
も
み
ら
れ
る
。
彼
は
日
本
の
古
伝
 

い
 う
 立
場
を
示
し
た
。
し
か
し
、
彼
の
批
判
も
水
 

の
記
述
を
字
義
的
な
ま
ま
に
肯
定
す
る
と
い
 5
%
 

ょ
 、
神
代
の
記
事
を
載
せ
て
ほ
お
ら
ず
、
神
武
 以
 

の
 実
在
性
ま
で
を
問
題
に
で
き
な
か
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
 る
 。
 

@
 
鴉
 -
 

白
石
や
堵
桃
の
解
釈
は
近
世
ム
ロ
 
理
 主
義
の
典
型
的
な
も
の
 で
あ
っ
た
が
、
記
紀
へ
の
物
理
的
批
判
 は
 本
朝
通
鑑
 
大
日
本
史
の
よ
う
な
 

中
世
的
要
素
を
引
き
づ
る
書
物
に
お
い
て
も
、
明
ら
か
に
 み
ら
れ
る
。
本
朝
通
鑑
・
大
日
本
史
は
、
基
本
的
に
書
 紀
を
正
統
税
す
る
漢
文
 

正
体
論
の
形
式
を
と
る
点
、
特
に
口
承
と
記
録
の
相
違
を
 問
題
に
せ
ず
、
神
武
か
ら
作
表
・
神
功
に
 い
 た
る
部
分
 に
 対
し
て
も
書
紀
の
文
 

章
を
掲
載
し
て
い
る
点
で
、
中
世
的
要
素
を
も
っ
。
本
朝
 ぬ
 鑑
は
徳
川
幕
府
の
命
を
受
け
た
林
家
に
よ
っ
て
 、
大
 日
本
史
 は
 親
藩
の
ひ
と
 

つ
で
あ
る
水
戸
 
藩
 に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
 両
書
 と
も
に
徳
川
 
政
権
の
担
い
手
に
よ
っ
て
、
朱
子
学
の
思
想
の
も
と
に
 編
纂
さ
れ
た
史
書
で
あ
 

り
 、
体
制
側
の
公
的
見
解
と
い
う
意
味
合
い
を
も
っ
て
 い
 た
 。
そ
こ
に
は
、
古
史
通
の
よ
う
に
白
石
が
個
人
的
に
 将
軍
に
受
講
し
た
も
の
 

と
は
異
な
り
、
個
人
の
斬
新
な
発
想
は
入
り
に
く
い
。
 

大
 日
本
史
や
本
朝
通
鑑
に
お
け
る
物
理
的
批
判
の
暖
 昧
さ
 は
 、
幕
藩
体
制
の
中
心
 

た
る
地
位
が
、
古
代
以
来
の
書
紀
と
い
う
伝
統
的
な
「
 国
 史
 」
に
固
執
さ
せ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
 幕
藩
 体
制
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
 

た
る
朱
子
学
に
と
っ
て
、
書
紀
の
も
つ
中
国
的
な
漢
文
体
 ほ
 ま
さ
に
自
ら
の
漢
文
化
志
向
に
 符
 ム
ロ
す
る
も
の
で
あ
 っ
た
 。
そ
の
た
め
、
 
両
 

書
は
書
紀
に
制
約
さ
れ
、
書
紀
に
記
載
さ
れ
た
内
容
を
踏
 聾
 せ
ざ
る
 得
 な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
 

そ
れ
は
、
大
日
本
史
前
期
の
編
纂
に
携
わ
っ
た
安
積
 漕
伯
 が
 
「
 強
て
穿
堅
を
 土
侯
 は
 月
中
岩
の
日
本
紀
朝
廷
に
 焚
 棄
 模
様
に
可
能
威
儀
 

-
 
抑
 @
 

欺
 と
恐
 憧
む
い
 だ
き
、
当
館
編
集
の
史
に
は
一
向
手
を
付
 不
自
差
置
 候
 」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
肯
ず
る
こ
 と
が
で
き
る
。
同
様
の
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-
 
籠
 -
 

辻
 

と
る
べ
き
だ
と
し
た
。
官
長
の
問
題
点
は
、
物
理
的
 次
元
と
思
想
・
心
理
的
次
元
を
一
元
的
な
も
の
と
し
て
 理
解
し
、
神
話
的
世
界
像
を
ほ
  

 

物
理
的
次
元
で
も
貫
い
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
 な
 二
つ
の
次
元
の
同
一
視
は
宣
長
の
み
な
ら
ず
、
合
理
 主
義
に
も
当
て
は
ま
る
 

    

近代における 記紀解釈 

そ と も 非 た ろ は ら そ る は 降 
の し 神 会 ら 宣 。 神 は こ さ 馬、 
神 く 話 理 す 長 0 人 そぐこと 

話 い 的 主 物 は 話い 的 ず神、 でて想 が わ 皇 
的 ひ 証 義 理 合 記 れ 代 物 心 で な の 

託 た 述 に 的 理 述 も の 理 理 
を 、 記 的 的 

き か 部 
述 て の あ 次 主 よ と 分 
の た も る 元 義 解 記 事 訳 解 
も る つ こ で 者 佑 紀 を 元 釈 ういの 。 ぅみ 

し の 白 で 認 が   て 記 右 の 

す 稚 的 わ 盾 立 し 述 の 神   
ま せ よ 話 で、 の   ぅ あ ぅ 批 は 対 

像 」 に ヒ   が 一 傾 く に 判 香 象 
こ と 村 切 批 方 向 ま 人 が 定 に 
そ 述 し 論 判 で ほ で 間 強 で， な さ あ も の ま き っ 
確べ 保て児宣れ 「 同 た て 
す い 童 衰 て じ か い 

行為に り、そ ると、 物理的 つ る 
0 次 賈 誼 ナ - Ⅰ     補 充 き 純 の 伝 

の か 共 償 の 換 の で # 充 
と し よ 話 の 上 を 範 え 記 あ @ 的 

な 囲 た 述 
る 。 37 珍 式 
こ を 
こ 踏 
に 婁 

0 駅 疑 が 彼 春   、 す 
近 る 

世 は ふ も の 海 て も う 理 
本 の に 的 

世 両 
に 書   居 で 全 実 お に 

理 的 な す が 士 宣 あ 否 在 げ せ 
性 択 る 物 回 答 長 ・ っ 定 と る よ 

に た す し 
代 。 る て 

物   理 物 
斯 の 今 方 め か 表 幼 女 理 的 理 
を 整 難 盾 な ら さ 理 場 解 合 的 

れ 的 が す 理 に 
差合者はかも し性 " 承で " る 拙 生 る 生 み 
挟 を め 知 も そ 議 て こと 非ム口 判と ずる の 神 
ま優づ ず先ら しもの てっ字 理 し 。 f ま 床 伏 
字 す し お と 義 主 て し 困 が が 

義 の か 難 
が 合 し に 

り 史   
に り こ 彼 氏 釈 

を 実 
豊 麗 、 な み と 

場 立 そ る て し   す 義 れ   と て 



こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
時
代
と
共
に
常
識
化
す
る
 自
 然
 科
学
的
知
識
に
裏
付
げ
ら
れ
た
、
物
理
的
自
然
 観
と
 物
理
的
次
元
で
は
評
価
 

で
き
な
い
は
ず
の
神
話
的
世
界
像
は
 、
 同
じ
物
理
的
実
在
 0
 次
元
の
上
で
そ
の
妥
当
性
が
水
掛
け
論
の
如
く
競
わ
 れ
た
。
 

こ
の
よ
う
に
、
記
紀
を
物
理
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
閉
塞
 し
た
た
め
に
、
記
紀
を
非
物
理
的
な
次
元
す
な
わ
ち
 思
 想
 
・
心
理
的
次
元
に
 

移
し
て
、
記
紀
の
内
容
を
整
合
的
に
理
解
す
る
立
場
が
生
 じ
る
よ
う
 に
な
る
。
思
想
，
心
理
的
解
釈
は
、
物
理
的
 常
識
と
衝
突
さ
せ
る
こ
 

と
な
く
、
神
話
的
世
界
存
在
の
を
承
認
さ
せ
る
も
の
で
あ
 り
 、
そ
れ
に
よ
っ
て
神
話
は
近
世
・
近
代
的
理
性
の
も
 と
に
、
非
合
理
化
す
る
 

こ
と
な
く
存
在
で
き
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
思
想
・
心
理
 的
 解
釈
の
典
型
的
な
も
の
は
、
市
川
 匡
 麻
呂
に
み
ら
れ
 る
 。
 匡
 麻
呂
は
安
永
年
 

間
 
（
一
七
七
二
 
｜
 一
七
八
 0
 ）
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
ョ
本
 買
方
 比
 社
目
の
な
か
で
、
神
代
作
為
論
お
よ
び
皇
室
主
 俳
論
を
説
い
て
い
る
。
 

@
 
㏄
 -
 

匡
 麻
呂
の
出
発
点
も
、
「
神
代
 
ノ
押
そ
実
 
八
人
二
 テ
 」
「
 凡
 テ
 舌
口
伝
 
ト
云
 モ
ノ
 ハ
、
 人
ニ
 命
ノ
極
 ア
ソ
、
吉
二
局
 ノ
 謬
 ア
リ
 、
多
 ク
ハ
 消
 

ハ
 タ
ロ
ル
ガ
 チ
ニ
シ
、
実
 テ
ラ
ス
 事
 ノ
ミ
遺
存
 ゾ
、
常
ノ
 
伊
 
Ⅱ
 ナ
ル
」
 

-
3
-
3
 
 

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
神
の
実
在
否
定
と
 口
承
批
判
と
い
う
物
理
 

的
 批
判
に
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
「
広
袖
 

ョ
リ
 大
武
 マ
デ
 三
百
年
バ
カ
リ
、
阿
礼
 ガ
 調
習
タ
ル
御
記
録
 共
ハ
 、
 此
二
 一
百
年
 ノ
間
 ニ
件
 タ
ル
 

モ
ノ
 テ
 ル
 ベ
シ
 
@
@
3
 
 

」
 と
、
文
字
が
伝
来
し
た
広
袖
朝
か
ら
 -
 
記
 

紀
 編
纂
が
計
画
さ
れ
た
大
武
 朝
に
 、
記
紀
の
内
容
が
作
 ら
れ
た
と
考
え
た
。
 
こ
 

@
 
㏄
 "
 

ぅ
 し
て
記
紀
の
内
容
を
史
実
で
は
な
い
と
し
た
 
匡
 麻
呂
 憶
 
記
紀
を
「
 上
ッ
代
ノ
 古
事
 
ハ
、
後
ノ
 天
皇
 ノ
御
慮
 
ニ
合
成
 ツ
 ル
秘
事
」
と
 

@
 
㏄
 -
 

し
 、
そ
の
秘
事
を
「
 世
ヲ
治
 ル
遣
ニ
カ
 ケ
テ
 今
成
タ
マ
 
ヘ
 ル
事
ド
モ
」
と
し
た
。
こ
こ
に
神
代
お
よ
び
作
表
 朝
 成
一
 
朋
の
記
述
を
皇
室
に
よ
 

る
 作
為
物
と
す
る
考
え
方
が
形
成
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
 

@
 
鉤
 -
 

匡
 麻
呂
の
言
う
「
秘
事
」
と
は
、
「
神
代
 

ノ
巻
ノ
 大
旨
 
ハ
 、
御
国
 ヲ
ホ
ッ
根
 ト
シ
 、
万
ノ
国
ヲ
 
末
 技
ト
ナ
 
シ
タ
ル
 モ
ノ
」
で
あ
り
、
 
そ
 

れ
 自
体
は
宣
長
の
記
紀
 観
 と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
が
な
か
っ
 た
 。
両
者
の
議
論
が
示
す
よ
 う
 に
、
 匡
 麻
呂
 と
宜
 長
と
 の
 重
要
な
違
い
の
ひ
と
 

っ
 は
そ
れ
を
心
理
的
な
次
元
で
認
識
す
る
か
、
物
理
的
な
 

 
 

理
的
 次
元
を
設
定
す
る
 

こ
と
に
よ
っ
て
、
物
理
的
次
元
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
対
立
 す
る
合
理
主
義
と
非
合
理
主
義
は
、
背
中
 ム
ロ
 
わ
せ
な
が
 
ら
 も
き
わ
め
て
近
い
世
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世
 

こ
で
は
山
片
 幡
 桃
を
例
に
、
合
理
主
義
の
も
つ
歴
史
 像
 を
み
て
み
た
い
。
先
に
も
述
べ
た
 よ
う
 に
、
 
播
桃
は
 神
代
の
 -
 
記
述
に
つ
い
て
は
 
記
 

 
  

 

近
 

紀
 と
も
基
本
的
に
切
り
捨
て
、
ま
た
 仲
哀
 以
前
に
つ
い
て
 
も
骨
子
以
外
に
は
拘
泥
し
な
か
っ
た
。
記
紀
の
骨
子
の
 み
に
依
拠
 し
 、
詳
細
な
 

近代に 

以 
上 
の 

よ 

あノ 

な、 

- 一 口 - - 己 

紀 
に ヒ 

対 
す 
る 

合 
理 
主 
義 
的 
解 
釈 
を 
通 
し 
て 

解 
釈 
者 
ナ ・ し 

ち 
@ ま 

丑、 / 

通 
し 

ナ - し 

日 

本 
上 
代 
の 

歴 
史 
像 
を 
描 
き 

出 
し 
ナ、 @ 

    

143) 

  げ ろ 

。 一   一 

近
世
記
紀
解
釈
の
地
平
 

  記紀解釈 

え 
る 

界
 像
を
記
紀
の
な
か
に
見
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
 、
思
想
・
心
理
的
解
釈
が
物
理
的
批
判
を
共
通
基
盤
と
 し
な
が
ら
も
、
物
理
的
 

次
元
の
な
か
に
終
始
す
る
白
石
，
 播
跳
 ら
の
合
理
主
義
と
 は
 異
な
る
記
紀
理
解
を
近
世
の
合
理
主
義
に
も
た
ら
し
 た
こ
と
を
示
す
。
物
理
 

的
 批
判
に
終
始
す
る
解
釈
は
、
記
紀
を
個
々
の
出
来
事
の
 -
 
記
録
と
し
て
の
是
非
の
観
点
か
ら
理
解
し
て
い
た
に
す
 ぎ
な
 Ⅱ
 
り
 
。
し
か
し
、
回
心
 

想
 ・
心
理
的
次
元
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
記
紀
を
 
個
々
の
事
実
の
寄
せ
集
め
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
統
一
 性
 を
も
っ
た
世
界
像
 と
 

し
て
、
し
か
も
物
理
的
な
矛
盾
も
伴
な
わ
な
い
で
理
解
す
 る
 観
点
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
 

但
し
、
思
想
・
心
理
的
観
点
か
ら
記
紀
を
解
釈
す
る
者
の
 数
は
い
ま
だ
少
な
く
、
物
理
的
批
判
に
比
し
て
そ
の
 解
 

 
 

例
え
ば
近
世
の
思
想
・
心
理
的
解
釈
は
、
記
紀
の
思
想
 
心
理
主
体
を
天
皇
家
の
個
人
的
な
作
為
物
と
し
て
理
解
 す
る
傾
向
が
強
く
 、
世
 

界
像
 的
に
理
解
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
字
義
的
解
釈
 の
 立
場
を
と
る
官
長
の
方
が
、
物
理
的
批
判
の
手
続
き
 に
 煩
わ
さ
れ
な
い
た
め
 

も
あ
り
、
記
紀
の
世
界
像
の
理
解
に
つ
い
て
格
段
に
詳
細
 で
 説
得
力
が
あ
っ
た
。
 匡
 麻
呂
に
よ
っ
て
先
鞭
を
つ
け
 ら
れ
た
思
想
・
心
理
的
 

解
釈
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
 未
 だ
時
代
の
共
通
認
識
に
な
っ
 て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
世
の
思
想
 
心
理
的
解
釈
は
未
熟
に
 

せ
よ
、
近
世
の
合
理
主
義
の
物
理
的
批
判
の
上
に
立
ち
な
 が
ら
、
非
合
理
主
義
の
字
義
的
解
釈
を
と
り
込
ん
だ
 点
 で
 画
期
的
な
も
の
と
 =
=
 

ロ
 



-
o
@
 

り
 」
と
い
う
、
一
種
の
 

そ
れ
は
、
未
開
の
状
 

儒
教
的
歴
史
観
に
基
づ
 

う
な
儒
教
的
歴
史
観
は
 

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
 

「
 今
ノ
 天
皇
 ノ
 御
祖
 モ
 、
 

あ
る
段
階
で
日
本
が
 聖
 

周
知
の
よ
う
に
、
 
白
 

石
門
下
の
朱
子
学
者
、
 

徹
底
な
合
理
主
義
を
と
 聖

人
文
明
化
論
で
あ
っ
た
。
 

態
 が
徐
々
に
文
明
化
さ
れ
、
聖
人
の
登
場
に
よ
っ
て
争
い
 の
 状
態
に
秩
序
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
、
典
型
的
な
 

く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
画
期
と
し
て
、
神
武
に
よ
る
日
本
 統
一
と
応
 神
 朝
の
文
字
伝
来
が
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
よ
 

、
聖
人
が
中
国
か
ら
渡
来
し
て
き
た
と
す
る
か
否
か
ほ
 別
 

思
想
・
心
理
的
理
解
を
し
た
 匡
 麻
呂
に
せ
よ
、
「
天
地
 ノ
 

ハ
タ
 人
 ニ
テ
坐
 っ
セ
バ
 、
 御
徳
ノ
 高
々
 テ
 ル
 ヲ
 コ
ソ
 伸
 べ
 

十
二
世
 ヲ
治
ル
 所
為
 ハ
 、
聖
人
 ノ
道
 二
勝
ル
モ
ノ
ナ
シ
」
 

-
@
4
 

と
し
て
、
殆
ど
の
合
理
主
義
的
解
釈
者
に
共
通
す
る
も
 

 
 

人
 に
よ
っ
て
教
化
さ
れ
た
と
す
る
点
で
同
じ
で
あ
る
。
 

石
 ・
 幡
桃
 ・
 匡
 麻
呂
と
い
う
近
世
の
典
型
的
な
ム
ロ
 
理
 主
義
 ぬ
 解
釈
者
は
、
い
ず
れ
も
儒
学
者
で
あ
る
。
白
石
は
木
 

幡
 桃
は
懐
徳
堂
の
中
井
履
軒
・
竹
山
の
弟
子
、
 匡
 麻
呂
は
 但
 後
門
下
の
大
内
熊
耳
の
弟
子
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
 不
 

っ
た
 本
朝
通
鑑
・
大
日
本
史
の
編
纂
方
針
も
、
朱
子
学
を
 主
 と
す
る
儒
学
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
記
紀
の
ム
ロ
 
理
 

部
分
で
の
記
紀
解
釈
を
放
棄
し
て
い
る
分
、
合
理
主
義
者
 の
も
つ
史
観
が
他
の
解
釈
者
よ
り
も
明
確
な
か
た
ち
で
 現
わ
れ
や
す
く
な
っ
て
 

い
る
。
 

幡
 桃
の
描
い
た
日
本
の
上
代
と
は
、
「
九
国
土
ア
リ
テ
 
後
 人
 ア
リ
 、
人
 ア
リ
テ
篠
君
ア
リ
、
コ
レ
 順
 ナ
リ
。
 

順
 ハ
ア
ル
ベ
 シ
、
逆
 

ハ
ア
ル
マ
ジ
キ
ナ
 り
 。
 ス
ベ
テ
 神
代
 ノ
巻
 ハ
逆
ナ
リ
。
 物
 ノ
始
メ
ハ
 上
下
 ノ
 差
別
 シ
 0
 ュ
ヘ
ニ
シ
、
逆
 ハ
ア
ル
マ
ジ
 キ
ナ
リ
。
 ス
ベ
テ
神
 

代
ノ
巻
 ハ
逆
ナ
リ
 0
 物
ノ
始
メ
ハ
 上
下
 ノ
 差
別
ナ
シ
 0
 ュ
 へ
 ニ
白
々
各
々
心
々
 ニ
シ
テ
、
争
 ヒ
テ
ヤ
マ
ズ
。
 君
ヲ
 立
 テ
コ
レ
ラ
 治
メ
ザ
レ
 

ハ
得
ベ
カ
ラ
ズ
 0
 ソ
レ
ヨ
 リ
シ
テ
 君
ヲ
立
ル
 。
コ
レ
自
然
 ノ
理
 ナ
リ
 0
 按
ズ
 ル
ニ
 我
 日
本
：
：
：
大
八
洲
 
ノ
 国
々
 、
、
 
く
ナ
 当
今
 ノ
 蝦
夷
国
 ノ
 

コ
ト
 ク
シ
テ
 、
君
ナ
ク
、
長
ナ
ク
、
白
 々
各
々
 争
 ヒ
テ
 過
 行
 シ
ニ
、
ダ
ン
 ど
又
二
 沿
革
ア
リ
テ
、
 長
 理
彦
 ノ
時
昌
 到
 リ
テ
 ハ
 ・
・
・
…
昌
二
君
 

ア
リ
 、
 村
 二
景
 ア
り
テ
、
相
シ
ノ
グ
ヤ
 ウ
ニ
ナ
リ
タ
 ル
 テ
 ラ
ン
。
コ
 ソ
 時
日
向
 ノ
国
 二
型
ス
神
武
帝
…
…
征
討
 シ
 、
天
下
 ヲ
得
玉
 フ
ナ
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ね
 
ち
 自
己
お
よ
び
日
本
の
由
来
を
知
ろ
 う
 と
す
る
欲
求
 で
あ
っ
た
。
近
世
の
記
紀
解
釈
の
主
体
は
儒
学
者
・
 国
 学
者
な
ど
の
広
汎
な
社
会
的
 

 
 

来
を
求
め
る
時
、
奈
良
朝
を
さ
ら
に
遡
る
記
録
は
記
紀
 以
外
に
は
日
本
に
存
在
し
な
 

お
 

ョ
 @
 

 
 

搬
 
か
っ
た
。
そ
し
て
、
天
皇
制
が
政
治
権
力
と
し
て
の
 リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
た
な
い
近
世
に
お
い
て
、
記
紀
は
直
 接
 的
に
は
権
力
の
象
徴
で
は
 

-
 
ゆ
 -
 

世
 
な
か
つ
 @
8
-
4
 

キ
ハ
 

こ
 。
 そ
れ
ゆ
え
、
市
川
 匡
 麻
呂
の
「
 抑
 皇
統
 ノ

絶
セ
ヌ
ハ
、
禾
タ
 異
国
二
モ
 聞
ヌ
事
二
テ
 、
ニ
ナ
 ク
 自
由
度
カ
 リ
 」
と
い
う
言
葉
 

近
 

に
 代
表
さ
れ
る
よ
 う
 に
、
天
皇
制
自
体
が
合
理
主
義
的
解
 釈
の
批
判
の
対
象
に
忙
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
点
か
ら
 み
れ
ば
、
近
世
の
記
紀
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釈
 

非
合
理
主
義
に
せ
 よ
 、
儒
学
の
窮
理
思
想
と
結
び
っ
 い
た
物
理
的
批
判
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
 と
も
対
応
し
て
い
る
。
 

解
 

晩
 

そ
し
て
、
こ
れ
ら
近
世
の
合
理
主
義
者
な
ら
び
に
 非
合
理
主
義
者
を
し
て
記
紀
解
釈
に
向
か
わ
せ
た
の
は
 、
政
治
的
動
機
と
い
う
よ
り
 

 
 

主
義
的
解
釈
は
儒
学
と
密
接
に
結
び
付
い
て
い
る
が
、
 

そ
 
の
 
接
合
点
は
儒
学
の
窮
理
思
想
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

窮
理
の
思
想
は
儒
学
 

各
 

 
 

 
 

 
 

姿
を
日
本
の
範
型
と
し
て
、
非
陰
陽
論
的
で
 

純
 
漢
文
的
で
 

ほ
 
な
い
古
事
記
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
但
し
、
そ
こ
に
 

描
き
出
さ
れ
た
理
想
的
 

-
 
㏄
 
-
 

世
界
は
、
「
殊
に
礼
儀
忠
孝
等
の
道
も
全
く
し
て
、
世
は
 

い
と
よ
く
治
ま
り
し
」
と
い
う
儒
教
的
な
世
界
で
あ
っ
た
 

。
こ
の
こ
と
は
当
時
 

0
 
社
会
が
い
か
に
儒
教
的
価
値
観
を
前
提
と
し
て
成
立
し
 

て
い
た
か
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
近
世
の
記
紀
 

解
 
釈
が
 

ム
ロ
 

理
 
主
義
に
せ
よ
 



権
力
象
徴
と
し
て
の
記
紀
 

%
 治
 維
新
を
経
て
、
天
皇
制
は
再
び
国
家
権
力
の
象
徴
そ
 の
も
の
と
な
り
、
 

な
っ
た
。
そ
し
て
、
近
代
の
歴
史
・
国
ま
 

里
机
本
 教
科
書
に
 
ほ
 記
紀
が
歴
史
と
し
 

わ
れ
た
が
、
明
治
十
年
代
で
は
神
代
の
掲
載
は
必
須
と
さ
 れ
ず
、
教
科
書
に
 ょ
 そ

の
由
来
を
と
く
記
紀
も
同
様
の
性
格
を
帯
び
る
も
の
と
 
と
 

-
 
㏄
 @
 

て
 掲
載
さ
れ
た
。
当
初
よ
り
神
武
以
降
は
歴
史
と
し
て
 扱
 

っ
て
は
考
古
学
に
基
づ
く
原
始
社
会
の
様
子
が
掲
載
さ
 れ
 

四
 

近
代
に
お
け
る
合
理
主
義
 

解
釈
を
政
治
的
に
保
守
的
な
域
を
出
な
い
も
の
と
し
て
 批
 刊
 す
る
今
日
の
通
説
的
理
解
は
、
近
代
と
近
世
の
天
皇
 制
 の
お
か
れ
た
社
会
的
 

性
格
の
変
質
を
見
過
ご
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
 

彼
ら
に
と
っ
て
そ
の
由
来
 づ
 げ
の
唯
一
た
る
記
録
が
古
代
 王
権
の
経
緯
を
語
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
記
紀
解
釈
者
 は
 天
皇
制
と
自
ら
の
 

由
来
を
関
連
さ
せ
る
ほ
か
に
な
か
っ
た
。
そ
の
際
に
 、
合
 理
 主
義
は
聖
人
文
明
論
、
非
合
理
主
義
は
神
代
 範
 聖
諭
 

と
い
う
か
た
ち
で
、
 

各
 

々
の
思
想
的
立
場
に
沿
っ
た
自
ら
の
由
来
づ
 け
 を
お
こ
 な
 っ
 た
の
で
あ
る
。
こ
の
 
ょ
う
 な
広
汎
な
解
釈
者
層
を
 背
景
と
し
た
由
来
の
探
 

究
 、
そ
れ
が
物
理
的
次
元
で
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
 れ
た
の
が
、
近
世
の
解
釈
と
い
え
 よ
う
 。
 

は
 上
、
記
紀
解
釈
に
お
け
る
合
理
主
義
と
非
合
理
主
義
、
 さ
ら
に
ほ
合
理
主
義
に
お
け
る
物
理
的
批
判
と
思
想
・
 心
理
的
解
釈
を
 、
白
 

石
 ・
 堵
桃
 ・
 匡
 麻
呂
そ
し
て
室
長
を
例
に
み
て
ぎ
た
。
 彼
 ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
の
立
場
を
典
型
的
に
体
現
し
て
 お
り
、
他
の
合
理
主
義
 

者
 ら
は
そ
れ
ら
の
敷
桁
あ
る
い
は
中
間
形
態
を
示
し
て
い
 る
 。
例
え
ば
、
藤
井
 貞
幹
と
 村
田
春
海
は
物
理
的
批
判
 に
 留
ま
り
な
が
ら
史
料
 

批
判
を
試
み
た
点
で
白
石
の
敷
術
者
と
し
 問
 
そ
し
て
 伊
 誇

負
 丈
 と
上
田
秋
成
は
、
神
話
的
世
界
像
と
物
理
的
 批
 判
を
折
衷
さ
せ
よ
う
と
 

し
た
点
で
白
石
と
宣
長
の
中
間
と
し
て
理
解
さ
れ
 。
（
 

狡
 
l
"
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珊
 
近
世
的
な
物
理
的
合
理
主
義
さ
え
も
危
険
視
さ
れ
、
 体
制
 側
は
 記
紀
を
近
世
以
上
に
実
体
的
な
か
た
ち
で
 神
 重
視
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
 

1
5
 

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
近
代
に
お
い
て
は
 、

天
皇
制
が
国
家
権
力
と
一
体
化
し
て
い
た
こ
と
を
 示
 し
て
い
る
。
こ
の
よ
 う
 

釈
 
同
様
に
、
よ
り
ム
ロ
理
化
し
た
か
た
ち
で
神
道
を
維
持
 

 
 

 
 

す
る
神
道
の
場
合
だ
け
で
な
く
、
記
紀
解
釈
に
も
当
て
 は
ま
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
 明
 

 
 

牡
治
 四
五
年
（
一
九
一
二
）
に
書
か
れ
た
鴎
外
の
小
説
 「
か
の
よ
う
に
し
は
、
記
紀
神
話
の
物
理
的
な
実
体
化
 を
 意
図
す
る
体
制
側
に
対
し
 

 
 

い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
 状
況
を
物
語
っ
て
い
る
。
 明
 

 
 

@
 
㏄
 @
 

甜
治
 三
十
年
以
降
の
大
日
本
帝
国
は
、
日
清
・
日
露
戦
 争

の
勝
利
を
通
し
て
そ
の
国
権
的
性
格
を
強
め
て
い
っ
 た
 時
期
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
 

(347) 

し
か
し
明
治
年
代
に
入
り
、
国
定
教
科
書
の
第
三
次
改
定
 が

お
こ
な
わ
れ
、
教
科
書
に
は
原
始
社
会
の
項
に
代
わ
 っ
て
神
代
が
歴
史
と
 

し
て
必
ず
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
明
治
二
十
五
年
 （

一
八
九
二
）
の
久
米
邦
武
の
筆
禍
事
件
は
、
そ
の
予
兆
で
 
も
あ
っ
た
。
こ
の
事
 

件
は
 、
久
米
の
神
道
解
釈
に
対
す
る
体
制
側
か
ら
の
弾
圧
 で

あ
る
が
久
米
自
身
の
意
図
は
神
道
の
解
体
に
は
な
く
 、
近
世
合
理
主
義
者
と
 

て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
教
科
書
の
編
纂
態
度
は
大
日
本
史
 ・

本
朝
通
鑑
に
な
ら
う
も
の
で
あ
り
、
実
際
、
 

ぅ
 さ
い
に
記
紀
の
他
に
大
日
本
史
を
参
考
に
し
た
と
さ
 れ
る
。
 

明
治
十
九
年
（
一
八
八
七
）
の
三
宅
雄
二
郎
月
日
本
仏
教
 

史
 
第
一
冊
ヒ
に
お
け
る
記
紀
批
判
も
、
そ
の
 

に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
㍉
日
本
仏
教
典
第
一
 

冊
三
は
 、
神
実
在
否
定
と
口
承
批
判
か
ら
な
る
 

あ
り
、
広
袖
以
前
の
人
皇
部
分
を
実
在
と
す
る
点
で
近
世
 合

理
主
義
の
物
理
的
批
判
の
域
を
出
な
い
も
の
 

年
代
ま
で
の
記
紀
の
合
理
主
義
的
解
釈
は
、
白
石
・
 婚
桃
 流

の
物
理
的
批
判
と
、
大
日
本
史
・
本
朝
通
鑑
 

ぅ
 、
近
世
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
構
図
を
引
き
継
い
で
 ぃ
 た
 。
但
し
、
近
代
で
は
書
紀
の
規
制
力
は
一
層
 

映
し
た
教
科
書
も
書
紀
と
古
事
記
を
混
じ
り
合
わ
せ
た
も
 の
に
な
っ
て
い
た
。
 

教
科
書
は
そ
の
記
述
を
お
こ
 な
 

時
代
的
雰
囲
気
の
な
か
で
可
能
 

物
理
的
批
判
に
留
ま
る
も
の
で
 

@
3
"
 

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
明
治
 

流
 の
 暖
 味
な
物
理
的
批
判
と
い
 

弱
ま
り
、
体
制
側
の
意
図
を
反
 



吹
き
込
ん
だ
の
が
、
津
田
左
右
吉
に
よ
る
一
連
の
記
紀
 批
 判
 で
あ
る
。
 

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
的
解
釈
 

@
 
酩
 ）
 

津
田
左
右
吉
の
記
紀
研
究
は
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
の
 

「
神
代
史
の
新
し
い
研
究
 ヒ
に
 始
ま
る
が
、
そ
こ
で
 津
 田
は
 記
紀
の
神
代
に
 

対
し
て
物
理
的
批
判
を
前
提
と
し
た
思
想
・
心
理
的
解
釈
 を
お
こ
な
い
、
さ
ら
に
、
大
正
五
年
二
九
一
六
）
日
文
 学
 に
現
わ
れ
た
る
我
が
 

国
民
思
想
の
研
究
貴
族
文
学
の
時
代
 
ロ
 に
お
い
て
「
 
記
 紀
の
上
代
史
、
少
な
く
と
も
神
功
皇
后
以
前
の
部
分
は
 厳
密
な
意
味
で
歴
史
と
 

@
 
㏄
 "
 

は
 考
へ
ら
れ
な
い
」
と
し
て
、
神
武
か
ら
 仲
 真
朗
ま
で
の
 
人
皇
部
分
を
否
定
し
た
。
そ
の
具
体
的
な
展
開
は
 、
大
 正
 八
年
（
一
九
一
九
）
の
 

@
 
㏄
 @
 

円
 古
事
記
及
び
日
本
書
紀
の
新
し
い
研
究
 目
 に
お
い
て
な
 
さ
れ
、
そ
こ
で
は
 仲
哀
 ・
神
功
以
前
の
玉
名
の
な
か
に
 
六
世
紀
以
降
の
天
皇
 名
 

と
 
一
致
す
る
も
の
が
多
い
こ
と
、
ま
た
そ
の
記
述
内
容
 に
 説
話
的
要
素
が
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
そ
れ
 ら
の
皇
統
譜
な
ら
び
に
 

な
 権
力
と
し
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
、
近
世
の
天
皇
制
に
は
 な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
近
代
特
有
の
記
紀
 解
 釈
の
特
質
を
見
出
す
こ
 

と
が
で
き
る
。
 

し
か
し
一
方
で
、
「
か
の
よ
う
に
」
の
登
場
人
物
の
「
 
学
 間
 に
手
を
出
せ
ば
…
・
・
・
神
話
を
事
実
と
し
て
見
さ
せ
て
ほ
 
置
か
な
い
。
神
話
 

-
 
㏄
 -
 

と
 歴
史
と
を
は
っ
き
り
考
へ
分
け
る
と
同
時
に
、
先
祖
 そ
 の
外
の
神
霊
の
存
在
ほ
疑
問
に
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
 。
」
と
Ⅰ
 リ
，
へ
ン
 

三
口
薬
 
は
、
 

明
治
年
代
ま
で
の
教
科
書
の
神
代
排
除
の
傾
向
と
と
も
に
 、
記
紀
神
話
の
実
体
視
が
当
時
の
知
識
人
に
は
到
底
 受
 げ
 入
れ
難
か
っ
た
こ
と
 

を
 示
し
て
い
る
。
近
世
の
解
釈
を
通
し
て
獲
得
さ
れ
た
 物
 理
 的
合
理
主
義
の
一
般
化
、
お
よ
び
そ
れ
を
許
さ
な
か
 体
制
側
の
記
紀
観
、
 
こ
 

れ
が
近
代
の
新
た
な
る
記
紀
解
釈
の
対
立
構
図
で
あ
る
。
 

そ
の
た
め
、
近
代
の
合
理
主
義
は
記
紀
の
実
体
化
批
判
 の
み
な
ら
ず
、
記
紀
 及
 

び
 天
皇
制
の
国
家
権
力
化
を
新
た
に
批
判
し
て
ゆ
か
ね
ば
 な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
近
世
の
合
理
主
義
と
同
種
 度
の
物
理
的
批
判
で
さ
 

-
 
田
 @
 

え
 、
国
家
に
よ
る
記
紀
の
実
体
化
を
強
化
す
る
動
き
の
な
 か
で
ま
ま
な
ら
ぬ
よ
 う
 に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
停
滞
し
 た
 記
紀
解
釈
に
新
風
を
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近世   

還 そ 
ぎ し 
に て   
内 さ 申 

よ 代 
り に 

外 径 
に 続 
及 す 
ば る 
さ 神 
れ 武 
た か 
有 ら 

様 仲 
が 、 一 畏 

」 朝 
込 め 
作 人 
さ 皇 
ね め 
た 郎 
も 分 
の は と 
し ⑨ @ 
ン皇 

  

  と 
し 近 
て き 
皇 よ 

重 り 

17@ (3 

近代における 

純 で， 
粋 こ   
に の 記 

神 恩、 紀 
で 想 理 

あ ・ 解 
っ 心 を 

た 埋 忠 
と 的 想 
い 解 ・ 

ふ 親 心 

そ を 理 
0 通 約 
御 し 次 元 に 祖先 て、 
の 津 転 

御 田 化 

する必 代、即 は「神 

ち 代 要 
稗 史 を 
代 は 説 

の 皇 い 

物 室 た 
語 が の 

であ とし 「 現 
て 八 る 
識 神   

い 」 

た と 

も し 
0 行て 
」 - 我 
と が 
い 国 
う な 
記 統 

紀 治 
を せ 
貫 ら 

く れ 
主 る 

  
見 の 
田 虫 
し 来 
た O な , 

49) 

闘
 
非
史
実
性
を
暴
く
こ
と
に
あ
る
と
曲
解
さ
れ
が
ち
で
 

あ
る
が
、
実
際
に
は
こ
の
よ
う
に
、
記
紀
の
も
つ
 

非
史
 実
性
を
明
ら
か
に
し
た
 上
 

解釈 

判 っ ら の 録 ブ 記 述 の事実 さ を物理 は無い 津田 は近 て中 れた 史料 この やい しろの 

  
し 

学せこで もるれは 
当 卦 ら 困 
  
特 達 の 難 
木 杓 史 で ・ 

格 道 料 あ   考 津がか 解 り 化して 批判は 徳とし 、 
出 、 ら 釈 ホ @  て 白 白 

  
ろ ぃ 

の 思、 ぬ に 

記 悪 物 あ 
世 る   に 最 

紀 士 語 る 遺 初 
研 の が 。   し の 
究 喜 多 淫 ら い 老 吏 は 帝 
0 案 い 田 め る に 書 じ 紀 
目 、 が は 点 た ょ   め 旧 
約 も         で め っ 記 は し 近 近 、 て 紀 

ら 辞 

記 く 寧 世 代 遮 光 比 、れたも ま 

紀 は ろ 合 4%  六 
少 世 較論 のも な 心理 事実 理主 の史料 世と異 鞭をつ 0 組 

つ 上 で 義 批 な け ど 記 中 



直
接
的
な
担
い
手
を
大
和
王
権
に
求
め
た
。
 

し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
津
田
は
そ
こ
か
ら
記
紀
と
国
 民
 性
を
結
び
つ
け
 ろ
 考
え
方
の
否
定
へ
と
論
を
展
開
し
 な
か
っ
た
。
 
大
 

（
 
砂
 
N
@
 

権
の
勢
力
が
強
く
な
る
と
共
に
「
そ
れ
Ⅱ
神
代
史
 口
 が
広
 く
 全
国
の
諸
氏
族
に
ゆ
き
わ
た
り
…
…
其
の
権
威
が
 漸
 ぬ
 内
面
化
す
る
」
 

た
り
、
「
今
日
の
語
で
い
ふ
と
、
皇
室
は
国
民
の
内
部
に
 

あ
っ
て
、
民
族
的
結
合
の
中
心
点
と
な
り
国
民
的
団
結
の
 核
心
に
な
っ
て
 

の
で
あ
っ
て
、
国
民
の
外
部
か
ら
彼
等
に
臨
ん
で
い
る
の
 で
は
無
 い
 、
そ
の
間
の
関
係
は
血
縁
で
維
が
れ
た
一
家
 の
 親
し
み
で
あ
っ
 

威
力
か
ら
生
ず
る
圧
服
と
服
従
と
で
は
な
い
、
と
い
う
の
 で
あ
る
。
皇
室
の
万
世
一
系
で
あ
る
根
本
的
理
由
は
こ
 こ
に
あ
る
の
で
、
 

的
 団
結
の
核
心
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
国
民
と
共
に
国
家
と
 共
に
、
永
久
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
皇
室
の
真
の
 威
厳
が
こ
こ
に
あ
 

と
い
う
観
念
が
生
じ
た
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
言
葉
に
み
ら
 れ
る
よ
 う
 に
、
津
田
の
皇
室
主
体
論
は
、
文
化
・
政
治
 的
に
自
立
し
得
な
 

@
 
乃
 @
 

た
 国
民
と
皇
室
と
の
「
親
和
的
な
関
係
」
を
前
提
と
す
る
 も
の
で
あ
っ
た
。
 

か
っ
て
 家
 永
三
郎
は
津
田
の
記
紀
解
釈
を
「
皇
室
の
起
源
 に
関
す
る
 没
 理
性
的
神
秘
主
義
的
 教
説
が
 、
近
代
日
本
 に
お
い
て
決
し
 

室
 と
国
民
の
関
係
を
維
持
す
る
に
適
切
で
な
い
と
判
断
し
 、
天
皇
制
の
近
代
合
理
主
義
化
を
図
っ
た
も
の
で
あ
り
 、
同
時
に
政
治
を
 

ィ
し
 

天
皇
を
政
治
の
責
任
の
衝
か
ら
解
放
し
て
「
国
民
 的
 精
神
の
生
け
る
象
徴
」
た
ら
し
め
る
」
 -
6
@
7
 
 

も
の
と
指
摘
 し

た
が
、
ま
さ
し
 

@
 

田
の
記
紀
批
判
の
目
的
は
天
皇
制
の
打
倒
で
は
な
く
、
 

近
 代
 に
お
い
て
国
家
権
力
の
象
徴
と
化
し
た
記
紀
を
思
想
 
心
理
的
解
釈
の
 

和
主
 

こ
、
 

サ
 Ⅰ
 

い
る
 

て
、
 

国
民
 

@
 
Ⅱ
 @
 

る
 。
」
 

、
つ
 

カ
 

て
皇
 

民
主
 

く
津
 

も
と
 

（
㏄
 
@
 

の
 起
源
由
来
を
説
く
に
あ
っ
た
」
と
結
論
づ
げ
た
。
 

そ
し
て
、
津
田
 は
 
「
一
般
民
衆
は
た
 ビ
 こ
れ
ら
の
氏
族
の
 
部
民
と
し
て
の
み
存
在
し
て
 ゐ
て
 、
政
治
的
に
位
置
を
 認
め
ら
れ
て
は
 ゐ
な
 

@
 
Ⅱ
）
 

 
 

る
 べ
 き
 国
民
的
伝
説
な
ど
は
無
か
っ
た
」
と
し
て
、
 

当
 時
の
民
衆
の
政
治
・
 
文
 

化
的
 主
体
性
の
欠
如
を
指
摘
し
、
「
神
代
史
は
官
府
も
し
 

く
は
宮
廷
の
製
作
物
で
あ
っ
て
国
民
の
物
語
で
は
な
く
 

自
然
に
成
り
立
っ
 

@
 
㍗
 @
 

た
 国
民
生
活
の
表
象
、
国
民
精
神
の
結
晶
で
は
な
い
。
 

だ
 か
ら
神
代
史
は
…
：
ど
こ
ま
で
も
貴
族
的
性
質
を
有
し
 て
い
る
」
と
、
記
紀
の
 

㏄ 50) 18 



近世・近代における 

さ れ 
れ と 昭 唯 
る 同 和 物 
ょ 時 に 史   
な 体 、 解   
神 の の   
歴 親 宝 
史 も 義 
の よ は 
連 り 行 
統 一 き     
さ @ 生 ヲミ 

れ 格 皇 
て を 制 
い 強 を 
つ め 象 
た ㊨ た 徴 

。 @  も と 
こ の す 
の と る 
よ な 大 な う 
状 国 常 
況 走 回 
の 教 の 
な 軒 丈   
左 は 性   
歴 に 露 

史 も わ 
家 ま に 
か し な 
も て っ 
記 神 て 
紀 話 ゆ 

のがく も 掲 。 
っ 載 そ 

19  (351) 
 
 

 
 

、
さ
ら
に
神
話
学
・
考
古
学
 

 
 
 
 大

正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
的
に
理
解
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
 号
 
ロ
 え
よ
う
。
ゆ
え
に
彼
は
、
国
定
教
科
書
に
代
表
さ
れ
る
 よ
う
な
見
方
、
す
な
わ
 

ち
 神
代
を
は
じ
め
と
す
る
記
紀
の
記
述
に
対
す
る
無
批
判
 な
 実
体
化
、
記
紀
を
国
家
権
力
の
象
徴
と
す
る
よ
う
な
 態
度
を
批
判
し
た
の
で
 

あ
る
。
 

@
 
卸
 @
 

大
正
九
年
（
一
九
二
 
0
 ）
に
 
円
 日
本
古
代
文
化
口
を
発
表
 し
た
和
辻
哲
郎
も
、
記
紀
を
「
芸
術
品
」
と
し
て
心
理
 
・
思
想
的
に
解
釈
す
 

る
こ
と
、
天
皇
に
対
す
る
国
民
の
従
順
さ
は
「
和
や
か
な
 愛
着
の
清
」
 

@
8
@
7
 

，
に
も
と
づ
く
自
発
的
な
も
の
と
す
る
こ
 と
 、
最
終
的
に
記
紀
を
 

「
国
民
的
産
物
」
と
す
る
こ
と
、
ま
た
明
治
国
家
の
天
皇
 
観
を
批
判
す
る
点
で
 

｜
、
 

@
o
-
8
 
 

。
 、
 津
田
と
共
通
す
る
立
場
を
と
っ
て
 お
り
、
そ
こ
に
大
正
 

@
 
四
 @
 

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
的
記
紀
解
釈
の
地
平
を
み
て
と
る
こ
と
が
 で
き
る
。
近
世
に
端
を
発
す
る
思
想
・
心
理
的
解
釈
 は
 、
近
代
に
い
た
っ
て
 一
 

般
 性
を
獲
得
し
、
時
代
の
地
平
を
開
ぎ
つ
つ
あ
っ
た
。
 

@
 
田
 @
 

そ
の
際
、
記
紀
を
思
想
・
心
理
的
に
理
解
す
る
 助
 げ
に
な
 っ
 た
の
が
、
 
ョ
一
 p
,
 パ
 0
 人
類
学
や
神
話
学
で
あ
っ
 た
 。
明
治
三
十
二
年
 

@
 
㏄
 @
 

二
八
九
九
）
以
降
日
本
で
も
神
話
学
が
論
じ
ら
れ
る
よ
 う
 に
な
り
、
津
田
や
和
辻
自
身
が
認
め
て
い
る
 よ
う
 に
 、
 そ
こ
か
ら
彼
ら
は
神
 

-
 
㏄
 -
 

代
の
記
述
が
非
史
実
的
な
次
元
で
価
値
を
も
っ
こ
と
を
 学
 ん
だ
と
思
わ
れ
る
。
近
代
の
合
理
主
義
は
、
物
理
的
 批
 判
を
前
提
と
し
た
思
想
 

  



支
配
的
性
格
を
批
判
す
る
試
み
が
な
さ
れ
る
。
そ
の
 代
 表
 的
な
も
の
が
、
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
ま
の
「
占
事
 記
 講
話
 b
 に
代
表
さ
ね
 

る
 渡
部
 義
 通
の
解
釈
で
あ
る
。
 

@
 
㏄
 "
 

渡
部
は
、
記
紀
を
「
古
代
的
中
央
集
権
国
家
」
形
成
過
程
 の
 産
物
で
あ
る
と
し
、
そ
の
題
材
と
な
る
原
神
話
 は
本
 来
、
各
「
氏
族
」
 
や
 

「
豪
族
」
が
担
っ
て
し
た
も
の
と
す
る
 

，
 

O
-
6
@
8
 
 

渡
部
の
解
釈
は
 津

田
の
皇
室
主
体
論
を
基
本
的
な
枠
組
と
す
る
が
、
 記
 紀
の
素
材
に
な
る
神
話
 

-
 
辞
 @
 

自
体
が
か
っ
て
独
立
し
た
物
語
単
位
で
あ
っ
た
と
す
る
 占
 
仲
哀
 以
前
の
人
皇
部
分
に
も
「
史
的
要
素
」
が
組
み
 込
ま
れ
て
い
る
と
す
る
 

点
で
、
和
辻
哲
郎
の
解
釈
を
取
り
込
ん
で
い
る
。
 

津
田
と
異
っ
て
和
辻
は
、
記
紀
を
構
成
す
る
各
物
語
自
体
 が
 
「
た
と
へ
一
つ
の
構
造
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
 

物
 語
 で
あ
っ
て
も
、
 
そ
 

の
 材
料
の
悉
く
を
ま
で
空
想
の
所
産
と
見
る
こ
と
は
で
 き
 ね
 。
…
…
各
物
語
に
は
そ
れ
ぞ
れ
古
 い
 民
間
説
話
や
歴
 史
的
伝
説
が
秘
め
ら
れ
 

て
い
る
」
と
し
、
神
武
か
ら
 仲
哀
 朝
の
間
の
物
語
が
「
 最
 も
 簡
単
な
輪
 享
 
D
8
@
9
-
 

」
 程
度
の
歴
史
的
事
実
を
含
む
と
し
た
 。

津
田
が
記
紀
の
主
題
 

-
 
㏄
 @
 

に
 主
眼
を
置
い
て
、
そ
れ
を
六
世
紀
に
構
想
さ
れ
た
思
惟
 的
 産
物
と
し
て
共
同
体
的
神
話
と
区
別
し
た
の
に
対
し
 、
和
辻
は
記
紀
の
主
題
 

に
つ
い
て
は
津
田
説
を
認
め
な
が
ら
も
、
さ
ら
に
記
紀
が
 そ
の
材
料
と
し
て
古
 い
 共
同
体
の
神
話
 や
 、
歴
史
的
車
虫
 ぷ
を
 含
ん
で
い
る
と
し
 

-
 
㏄
 -
 

た
の
で
あ
る
。
こ
の
和
辻
の
見
解
は
、
昭
和
二
年
（
一
九
 
二
七
）
の
台
輔
恵
司
同
古
事
 
-
 
記
の
新
研
究
 ヒ
 に
お
い
て
 よ
り
実
証
的
な
か
た
ち
 

を
と
っ
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
天
皇
制
を
全
体
性
へ
の
 帰
 服
の
象
徴
と
し
て
賛
美
す
る
和
辻
の
意
図
と
ほ
、
ま
っ
 た
く
 相
 入
れ
ぬ
立
場
の
 

渡
部
に
取
り
込
ま
れ
た
。
 

こ
の
よ
う
に
渡
部
は
、
津
田
の
皇
室
主
体
論
と
和
辻
の
叙
 事
論
を
 、
唯
物
史
観
に
よ
る
階
級
国
家
成
立
論
の
も
と
 に
 再
構
成
す
る
こ
と
 

に
よ
っ
て
、
氏
族
の
神
話
が
中
央
集
権
国
家
の
も
と
に
 取
 り
 込
ま
れ
て
記
紀
が
成
立
し
た
と
し
た
。
そ
の
解
釈
の
 目
的
は
、
時
代
的
な
制
 

的
 の
た
め
直
接
的
に
言
明
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
明
ら
か
 に
 記
紀
が
国
民
の
象
徴
で
は
な
く
、
国
民
抑
圧
の
象
徴
 で
あ
る
こ
と
を
暴
く
こ
 

と
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
記
紀
の
合
理
主
義
的
解
釈
は
 天
皇
制
自
体
を
権
力
の
象
徴
そ
の
も
の
と
し
て
批
判
す
 る
に
い
た
っ
た
。
渡
部
 

く 352) 20 



 
 

近
 

 
 

世 ・ 近 l 

解
決
の
ま
ま
棚
上
げ
さ
れ
た
感
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

産
し
た
と
 

え
よ
う
、
 

@
@
 

ロ
 

O
-
2
-
9
 
 

こ
の
状
況
は
現
在
も
あ
ま
り
 変
 わ

っ
て
お
ら
ず
、
問
題
は
 禾
 

犬
 

分る 

し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
渡
部
だ
け
で
は
な
く
石
母
田
に
も
 当
 て
は
ま
る
こ
と
で
あ
り
、
戦
後
の
英
雄
時
代
論
は
そ
れ
 が
 原
因
と
な
っ
て
 、
左
 

に
と
っ
て
 、
 自
ら
の
由
来
は
天
皇
制
 仁
 で
は
な
く
、
 そ
 @
 
」
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
天
皇
制
以
前
の
共
同
体
 的
な
も
の
に
求
め
ら
れ
 

る
 べ
 き
 も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
 

し
か
し
、
急
激
に
右
傾
化
す
る
時
代
状
況
は
渡
部
の
記
紀
 批
判
を
許
し
て
は
お
か
ず
、
当
然
の
如
く
渡
部
の
本
は
 発
禁
処
分
に
な
る
。
 

そ
し
て
、
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
 
0
 ）
に
は
一
般
的
な
影
 響
 力
を
も
っ
て
い
た
津
田
の
木
も
発
禁
、
津
田
自
身
も
 
起
訴
さ
れ
る
。
さ
ら
に
 

昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）
頃
に
ほ
和
辻
の
本
も
右
翼
の
 
攻
撃
標
的
に
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
、
近
代
の
合
 
理
 主
義
的
解
釈
は
 、
国
 

家
に
 よ
 る
記
紀
の
権
力
化
、
そ
れ
に
対
す
る
権
力
批
判
と
 い
う
網
引
の
な
か
で
展
開
さ
れ
、
十
五
年
戦
争
へ
の
道
 を
 突
き
進
ん
で
ゆ
く
な
 

か
、
 遂
に
は
そ
の
口
を
閉
ざ
さ
れ
て
い
っ
た
。
 

だ
が
十
五
年
戦
争
後
、
唯
物
史
観
的
な
解
釈
は
記
紀
研
究
 の
 主
流
に
な
り
、
合
理
主
義
的
記
紀
解
釈
は
戦
前
か
ら
 戦
後
へ
と
継
承
さ
れ
 

て
い
っ
た
。
戦
後
の
合
理
主
義
的
解
釈
は
自
ら
の
ル
ー
ツ
 を
 津
田
左
右
吉
に
求
め
た
が
、
そ
の
方
法
論
的
系
譜
に
 つ
い
て
は
妥
当
と
し
て
 

も
 、
解
釈
の
目
的
は
津
田
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
渡
部
の
 構
想
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
 の
が
、
石
母
田
正
の
英
 

-
 
㎝
 -
 

雄
 時
代
論
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
唯
物
史
観
的
解
釈
は
 、
津
田
と
和
辻
の
見
解
の
違
い
を
十
分
に
検
討
し
な
い
 ま
ま
に
ひ
と
つ
の
枠
組
 

臨
 
蹄
 
ま
た
果
た
し
て
そ
れ
ら
が
民
族
的
性
質
を
も
ち
 
の
な
か
に
組
み
込
ん
だ
た
め
に
、
記
紀
が
ど
の
程
度
 

ぅ
る
 

 
 

  

 
 



以
上
み
て
 き
 た
よ
う
に
、
近
世
・
近
代
の
記
紀
解
釈
は
書
 紀
の
規
制
力
が
後
退
す
る
な
か
、
神
の
実
在
性
、
及
び
 口
承
 期
 に
相
当
す
る
 

記
述
の
史
実
性
を
問
題
と
し
て
き
た
。
そ
の
な
か
で
近
世
 0
 合
理
主
義
は
、
記
紀
の
記
述
を
個
々
の
歴
史
的
次
元
 に
 還
元
す
る
こ
と
に
 ょ
 

っ
て
、
物
理
的
次
元
の
是
非
を
問
う
と
い
分
か
た
ち
で
 議
 論
を
展
開
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
物
理
的
批
判
に
対
 す
る
反
動
と
し
て
、
 神
 

諾
約
世
界
を
保
持
し
ょ
う
と
す
る
字
義
的
解
釈
が
生
じ
、
 両
者
は
物
理
的
次
元
で
の
妥
当
性
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
 た
 。
そ
し
て
、
物
理
的
 

次
元
と
は
異
な
る
思
想
・
心
理
的
次
元
を
設
定
す
る
こ
と
 に
よ
っ
て
、
物
理
的
次
元
で
の
整
合
性
を
保
ち
な
が
ら
 神
話
的
世
界
を
維
持
さ
 

せ
よ
 う
 と
し
た
の
が
、
思
想
・
心
理
的
解
釈
で
あ
る
。
 ，
 
」
の
思
想
・
心
理
的
解
釈
の
成
立
に
よ
っ
て
、
物
理
的
 
批
 判
 と
字
義
的
解
釈
の
対
 

立
は
止
揚
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
 

し
か
し
近
代
に
な
り
、
ム
ロ
 
理
 主
義
は
近
世
に
は
な
か
っ
た
 問
題
を
新
た
に
抱
え
な
け
れ
ば
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
 記
紀
な
ら
び
に
天
皇
 

制
を
専
制
的
な
国
家
権
力
の
象
徴
と
す
る
体
制
 側
 と
の
 対
 決
 で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
す
る
近
代
合
理
主
義
の
批
判
 は
 、
大
正
か
ら
昭
和
へ
 

と
 資
本
主
義
の
矛
盾
が
露
里
し
て
ゆ
く
な
か
で
、
記
紀
を
 象
徴
天
皇
制
と
結
び
つ
げ
よ
う
と
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
フ
 的
 立
場
の
も
の
か
ら
、
 天
 

皇
 制
の
解
体
を
目
指
す
左
翼
的
な
立
場
か
ら
の
も
の
へ
と
 、
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
か
た
ち
で
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
  
 

合
理
主
義
が
近
世
か
ら
近
代
へ
移
行
す
る
と
と
も
に
、
 記
 結
解
釈
の
主
体
た
る
社
会
中
間
知
識
層
も
社
会
に
占
め
 る
 比
率
を
拡
大
し
て
 

い
っ
た
。
彼
ら
を
記
紀
解
釈
に
駆
り
立
て
た
の
は
、
自
ら
 の
 ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
歴
史
的
に
確
立
し
よ
う
と
す
 る
 自
己
由
来
へ
の
志
向
 

性
 で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
記
紀
は
日
本
人
に
と
っ
て
 、
歴
 史
の
霧
の
彼
方
ま
で
そ
の
由
来
を
解
き
明
か
し
て
く
れ
 る
 最
古
の
書
物
と
し
て
 

存
在
し
て
き
た
。
変
転
す
る
歴
史
の
流
れ
の
な
か
で
、
 記
 紀
 な
ら
び
に
天
皇
制
 は
 、
時
間
を
超
え
た
由
来
を
与
，
め
ん
 

て
く
れ
る
伝
統
的
な
も
 

  
 
  

 

五
 

お
わ
り
に
 



近世・ 近ザ 

つ 点 、 世 

めで 直 、 界 の 
さ そ 再 
  せ れ 構 
る が 成 
よ 今 で ， 

ぅ 日 あ   
他 界 決 
づ乍 親 し 

用 の て 
を 学 過 
歴 た 去 
史 る の 
的 正 実 
所 当 体 
究 化 的 
に に 復 
も 終 元 
た る で 
せ の は 
な な な 
げ ら ぃ 
ね ば   
ば 、 そ 
な 散 し 

らえて な て " 
い品 通 過 

。 @  夫 夫 
を の 
初 更 
究 構 
す 成 
る を 
意 と， 
味 の 
も よ よ 

な う 

{ 、よ、 えヵ 

逆 た 
に ち 
白 で 
ら な 
の す 
存 か 
在 と 

な い 
見 ら 

23  (355) 

ね
 

義
は
大
き
い
。
し
か
し
、
そ
の
解
釈
行
為
が
自
ら
の
 存
在
を
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
と
し
て
無
反
省
の
ま
ま
に
 正
当
化
す
る
の
で
あ
っ
た
 

お
ら
、
そ
れ
は
ド
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
に
陥
ら
ざ
る
 
え
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
歴
史
的
研
究
と
ほ
、
今
日
 的
 主
体
の
も
と
で
の
過
去
の
 

 
 

ヒ
 

釈
い
 。
 

解
 

 
 

存
意
味
を
確
保
す
る
こ
と
ほ
欠
か
せ
な
い
。
そ
の
点
で
 、
記
紀
の
果
た
し
て
ぎ
た
 意
 

に
 、
記
紀
の
世
界
を
仝
 目
 的
理
解
の
も
と
に
再
生
産
す
る
 こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
 、
 人
々
は
自
ら
の
 理
 性
を
納
得
さ
せ
、
安
心
 

し
て
自
ら
立
場
の
ア
イ
デ
 ソ
 テ
ィ
テ
ィ
を
歴
史
的
過
去
に
 求
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
 、
古
代
よ
り
綿
々
 と
続
 

@
 
田
 ）
 

く
 記
紀
解
釈
の
歴
史
は
、
歴
史
的
過
去
へ
の
 遡
 我
が
人
間
 に
そ
な
わ
な
る
本
質
的
な
傾
向
で
あ
る
こ
と
を
語
る
も
 の
な
の
か
も
し
れ
な
 

の
と
し
て
、
主
体
的
な
社
会
構
成
層
に
新
た
に
編
入
し
て
 ぎ
た
者
た
ち
を
魅
惑
し
て
ぎ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 

@
 
㏄
 @
 

記
紀
に
求
め
ら
れ
た
自
己
の
由
来
は
、
記
紀
に
描
か
れ
た
 上
代
の
世
界
と
今
日
的
存
在
と
し
て
の
自
己
を
結
び
っ
 げ
る
か
た
ち
で
成
立
 

す
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
上
代
像
は
時
代
 や
 立
場
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
 近
 世
の
合
理
主
義
者
は
儒
 

学
的
な
聖
人
文
明
化
論
を
、
非
合
理
主
義
者
は
国
学
的
な
 神
代
雛
型
論
を
上
代
の
世
界
に
投
影
し
た
。
ま
た
、
 聖
 人
文
明
化
論
の
系
譜
を
 

引
い
た
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ス
ト
は
象
徴
天
皇
制
論
を
 、
左
 翼
的
 史
家
は
天
皇
制
成
立
以
前
の
氏
族
共
同
体
を
想
定
 し
た
。
特
に
左
翼
的
皮
 

家
 の
も
の
は
、
天
皇
制
に
起
源
を
求
め
る
従
来
の
観
点
を
 相
対
化
し
た
点
で
、
戦
後
へ
と
っ
た
が
る
新
た
な
地
平
 を
 開
く
も
の
で
あ
っ
た
 

が
 、
い
ず
れ
の
解
釈
に
し
て
も
自
ら
の
依
拠
す
る
立
場
を
 前
提
と
し
て
そ
の
歴
史
的
ア
イ
デ
 ソ
 テ
ィ
テ
ィ
を
創
出
 す
る
点
で
は
共
通
し
て
 

い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
記
紀
解
釈
の
際
に
合
理
主
義
の
は
た
 し
た
役
割
 は
 、
時
代
と
と
も
に
変
化
す
る
合
理
性
の
基
 準
 に
矛
盾
し
な
い
よ
う
 



註
 

（
 
1
 ）
記
紀
神
話
に
対
す
る
理
解
の
仕
方
に
は
二
通
り
の
か
た
 ち
が
み
て
と
れ
る
。
ひ
と
っ
は
、
神
話
を
今
日
的
な
物
語
と
し
て
 記
述
す
る
場
合
で
あ
 

り
 、
も
う
ひ
と
つ
は
狭
義
の
解
釈
、
す
な
わ
ち
注
釈
を
す
る
 場
 合
 で
あ
る
。
物
語
化
と
し
て
の
再
生
産
行
為
が
 、
 担
い
手
の
主
観
 の
も
と
に
 岨
哺
さ
 

れ
た
う
え
で
の
作
品
化
で
あ
る
よ
 う
 に
、
解
釈
と
し
て
の
再
生
 陸
行
為
も
ま
た
既
に
存
在
し
て
い
る
作
品
を
解
釈
者
の
主
観
の
 も
と
に
再
構
成
す
る
 

試
み
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
 物
語
化
も
解
釈
も
共
に
今
日
的
主
体
の
も
と
に
既
存
の
作
品
を
 再
 定
位
す
る
行
為
と
 

し
て
、
広
義
の
解
釈
行
為
と
し
て
統
一
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
 可
能
に
な
ろ
 う
 。
 

（
 
2
 ）
近
松
門
左
衛
門
口
日
本
武
尊
吾
妻
 
濫
 し
 宙
 近
松
全
集
、
 一
一
ヒ
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
）
 

（
 
3
 ）
神
野
 志
 隆
光
「
神
と
人
 ｜
 天
皇
 即
 神
の
思
想
と
表
現
 ｜
 」
三
国
語
と
国
文
学
三
平
成
二
年
一
一
月
号
、
一
九
九
 0
 、
 磯
 -
 
刊
 順
一
「
心
的
表
象
と
 

し
て
の
神
話
 ｜
ス
サ
ノ
ヲ
 を
め
ぐ
っ
て
ー
」
ョ
国
文
学
解
釈
 と
 鑑
賞
の
教
材
三
三
八
１
人
、
一
九
九
一
。
 

（
 
4
 ）
 
磯
 前
順
一
「
古
代
・
中
世
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ー
変
貌
 す
 る
 神
話
 ｜
 」
 円
 
東
京
大
学
宗
教
学
年
報
 &
 Ⅶ
、
一
九
九
一
、
伊
藤
 正
義
「
中
世
日
本
紀
 

の
 輪
郭
 ｜
 太
平
記
に
お
け
る
ト
部
乗
員
 説
 を
め
ぐ
っ
て
 ｜
 」
同
文
 
学
ヒ
四
 0
 、
一
九
七
二
。
 

（
 
5
 ）
新
井
白
石
「
 
興
 佐
久
間
 洞
 蔵
書
」
 ョ
 白
石
先
生
手
簡
 %
 台
 新
井
白
石
全
集
・
第
五
巻
ヒ
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
七
、
五
よ
 
ハ
 一
一
百
 

@
 
メ
 
）
。
 

（
 
6
 ）
新
井
白
石
臼
古
史
通
ヒ
（
 円
 
新
井
白
石
全
集
、
第
三
巻
ト
 国
書
刊
行
会
、
一
九
 セ
七
 、
二
一
九
頁
）
。
 

（
 
7
 ）
本
稿
で
は
、
主
と
し
て
「
記
紀
」
と
い
う
言
葉
を
 、
神
 代
 な
ら
び
に
仲
哀
天
皇
以
前
の
人
皇
の
部
分
を
指
す
も
の
と
し
て
 用
い
る
。
広
袖
朝
政
 

降
の
記
述
は
、
一
般
に
史
実
を
確
実
に
含
む
も
の
と
さ
れ
て
い
 る
た
め
、
本
稿
で
は
扱
わ
な
い
。
 

 
 

 
 

神
に
よ
っ
て
 

在
 と
さ
れ
て
き
た
 

、
 我
々
自
身
 

応
 

勿
 

@
 
㏄
 -
 

 
 

を
 覆
 う
 世
界
観
を
自
覚
し
 

、
 自
ら
を
そ
の
 
栓
 皓
か
ら
解
放
 
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
に
大
切
な
こ
 

と
ほ
 、
過
去
の
合
理
主
 は
 

 
 

義
 が
自
分
の
立
場
を
前
提
と
し
て
 

前
 時
代
の
解
釈
批
判
を
 

繰
り
広
げ
て
ぎ
た
歴
史
の
流
れ
の
な
か
で
、
認
識
者
で
 

あ
る
と
同
時
に
歴
史
的
 

主
体
で
も
あ
る
我
々
が
、
い
か
な
る
か
た
ち
で
自
分
の
立
 

場
 に
自
覚
的
で
あ
り
 

ぅ
 る
の
か
、
そ
れ
を
具
体
的
に
考
 

え
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
 

@
 
囲
 
@
 

る
 。
 



近世 近
 
代 における記紀解釈 

（
 
8
 ）
新
井
前
掲
 円
 
古
史
通
」
（
三
一
 
0
 頁
 ）
。
 

（
 
9
 ）
伊
勢
貞
丈
日
神
道
独
語
二
毛
近
古
文
芸
 
温
知
 叢
書
、
第
上
 
ハ
編
 b
 博
文
館
、
一
八
九
一
、
一
一
頁
）
。
 

（
 
田
 ）
新
井
前
掲
「
古
史
通
ヒ
（
三
一
八
頁
）
。
 

（
 
皿
 ）
同
本
（
一
一
一
 
0
 頁
 ）
。
 

（
は
）
山
片
 蝸
桃
ョ
 夢
の
代
 b
 宙
 日
本
思
想
大
系
、
山
片
 幡
桃
 
富
永
仲
基
 ヒ
 岩
波
書
店
、
一
九
七
三
、
二
七
八
頁
Ⅰ
の
（
・
 
源
 下
国
「
先
駆
的
啓
蒙
 

思
想
家
 
幡
桃
と
青
陵
 」
㍉
日
本
の
名
著
二
三
、
山
片
 
婚
桃
 ・
 海
 保
 育
陵
 b
 中
央
公
論
社
、
一
九
八
四
。
 

（
 
比
 ）
木
居
室
長
・
上
田
秋
成
 
円
 阿
利
 葮
 b
 言
上
田
秋
成
全
集
、
 第
一
巻
ヒ
中
央
公
論
社
、
一
九
九
 0
 ）
、
上
田
秋
成
円
安
々
 @
=
 

ロ
 
ヒ
 （
前
掲
同
上
田
秋
成
 

全
集
、
第
一
巻
 ヒ
 ）
。
 

（
 
=
t
 

，
 ）
山
片
前
掲
 書
 
（
二
九
三
頁
）
。
 

（
 
巧
 ）
岡
君
（
一
一
し
ヨ
一
頁
）
。
 

（
 
托
 ）
岡
君
（
二
七
八
頁
）
。
 

（
Ⅳ
）
阿
古
（
一
一
七
五
頁
）
。
 

（
 
牌
 ）
ト
部
 兼
 万
円
麗
日
本
紀
 ヒ
宍
 新
訂
増
補
国
史
大
系
 
樺
 日
本
紀
 b
 吉
川
弘
文
館
、
一
九
三
二
、
八
四
頁
）
。
 

（
 じ
 
新
井
前
掲
「
古
史
通
し
（
三
一
二
頁
）
。
 

（
 
豹
 ）
新
井
前
掲
「
 
興
 佐
久
間
 洞
 蔵
書
」
（
五
五
八
頁
）
。
 

（
四
）
新
井
前
掲
 日
 
古
史
通
ヒ
（
三
一
二
頁
）
。
 

（
 
花
 ）
新
井
前
掲
「
 
興
 佐
久
間
 洞
 蔵
書
」
（
五
一
八
頁
）
。
 

（
㌍
）
周
君
（
五
エ
八
一
一
頁
）
。
 

（
 
舛
 ）
山
片
前
掲
 書
 
（
二
九
三
頁
）
。
 

（
 
為
 ）
藤
井
 貞
 韓
日
衝
口
発
 b
 三
丁
 裏
 。
 

（
 
笏
 ）
日
本
朝
通
鑑
 L
 （
国
書
刊
行
会
、
一
九
一
八
）
、
日
大
日
本
 

更
田
（
大
日
本
雄
弁
会
、
一
九
二
八
）
。
 

 
  

 
 
 

（
 
祈
 ）
安
積
 噌
泊
 
「
新
安
手
簡
付
録
」
前
掲
「
白
石
先
生
手
簡
 b
 
 （
三
五
九
頁
）
。
 

（
 
0
0
 

）
会
沢
正
志
斎
㍉
 

読
葛
 在
口
「
 読
未
賀
 能
地
連
ヒ
 宙
 日
大
儒
 林
 叢
書
、
第
四
冊
」
東
洋
図
書
刊
行
会
、
一
九
二
九
）
。
 

2
5
 

（
 じ
 
ま
た
、
林
羅
山
自
身
も
、
中
世
的
な
枠
を
で
な
い
も
の
 に
せ
よ
 、
神
代
に
対
す
る
 讐
楡
的
 あ
る
い
は
心
理
的
な
解
釈
を
お
 こ
 な
っ
て
い
る
。
 林
 



躍
出
「
神
武
天
皇
論
」
「
林
羅
山
文
集
 

ヒ
 （
ぺ
り
か
ん
 
社
 、
一
九
 七
九
）
、
 同
臼
 神
道
伝
授
 ヒ
弩
 日
本
思
想
大
系
近
世
神
道
論
 

前
期
国
学
 b
 岩
波
 

 
  

 

書
店
、
一
九
七
二
、
四
六
頁
）
。
 

 
 

（
㏄
）
本
居
宣
長
円
く
ず
 花
ヒ
宅
 本
居
宣
長
全
集
、
第
八
巻
ヒ
 

%
 
ぬ
波
 書
房
、
一
九
七
二
、
一
三
六
頁
）
。
 

 
 
 
 
 
 

（
Ⅲ
）
同
志
。
 

（
 銘
 ）
市
川
 匡
 麻
呂
ヨ
木
貸
方
 比
 礼
三
年
前
掲
円
本
居
宣
長
 全
 集
 、
第
八
巻
 ヒ
 
一
九
四
頁
）
。
 

（
㏄
）
岡
君
（
一
心
一
一
頁
）
。
 

（
㎝
）
阿
古
（
一
八
三
頁
）
。
 

（
 め
 ）
岡
君
（
一
八
三
頁
Ⅱ
 

（
㏄
）
岡
君
（
一
八
二
言
 
且
 ）
。
 

（
㌍
）
阿
古
（
一
八
四
頁
）
。
 

（
 鍵
 ）
本
居
前
掲
円
く
ず
 花
 b
 （
一
二
四
 ｜
 一
二
六
頁
）
。
 

（
㏄
）
思
想
・
心
理
的
解
釈
は
富
士
谷
御
杖
の
よ
う
な
寓
意
的
 
解
釈
を
も
生
み
だ
し
た
。
御
杖
は
古
事
記
の
神
代
を
実
在
で
は
な
 い
と
し
た
上
で
、
 
そ
 

れ
を
神
武
天
皇
に
 よ
 る
 御
 教
え
と
し
た
。
そ
こ
に
記
さ
れ
た
 内
 容
は
字
義
的
に
は
理
解
で
き
な
い
も
の
の
、
舌
口
霊
を
働
か
せ
れ
 

ば
 、
人
間
の
欲
を
理
 

性
 で
抑
圧
し
な
い
と
い
う
教
え
が
理
解
で
き
る
と
し
た
。
彼
ら
 は
 官
長
の
字
義
的
解
釈
を
合
理
的
で
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
 1
1
1
 

日
 霊
 と
い
 5
 概
念
を
も
 

ち
 だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
 -
 
記
紀
を
そ
の
記
述
が
語
る
と
こ
ろ
か
ら
 離
れ
て
教
義
化
し
た
。
富
士
谷
御
杖
 円
 古
事
記
 燈
 b
 宅
 富
士
谷
 御
杖
 集
 、
第
一
巻
 b
 

国
民
精
神
文
化
研
究
会
、
一
九
三
六
）
。
 

（
 冊
 ）
山
片
前
掲
 書
 
（
二
九
八
頁
）
。
 

（
 
M
 ）
市
川
前
掲
 書
 
（
一
九
四
頁
）
。
 

（
 乾
 ）
阿
古
（
一
九
二
頁
）
。
 

（
 穏
 ）
 
簗
 ・
島
田
虎
沢
 
円
 朱
子
学
と
陽
明
学
し
岩
波
新
書
、
一
 

九
六
七
。
 

（
 何
 ）
㊤
・
加
藤
周
一
「
新
井
白
石
の
世
界
」
日
日
本
思
想
大
系
 、
新
井
白
石
 日
 岩
波
書
店
、
一
九
七
五
。
 

（
 巧
 ）
本
居
宣
長
円
直
毘
霊
 ヒ
 谷
本
居
宣
長
全
集
、
第
九
巻
 ヒ
筑
 波
 書
房
、
一
九
七
二
）
。
 

（
 弼
 ）
本
居
前
掲
円
く
ず
在
ヒ
（
一
六
七
頁
Ⅰ
 

（
 蛆
 ）
津
田
左
右
吉
「
文
学
に
現
わ
れ
た
る
我
が
国
民
思
想
の
 研
究
、
平
民
文
学
の
時
代
、
上
・
中
ヒ
東
京
洛
陽
 堂
 、
一
九
一
八
 ｜
 一
九
二
一
（
岩
波
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つ め 

一七） 八九、 
  

古 の尽 日論集、 な 要一五 
  

ヰ @ 荘   
を し 六     持て 。 
ち 大な 

始皇お め 制、 
た な こ 

庶 政 こ 
  

已 @       記 近 では で、 治 的に -   
なお、 （一 セ、四 吉 全集 心理的 L  めに、   天田 簡 
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（
㏄
）
津
田
左
右
吉
㍉
古
事
記
及
び
日
本
書
紀
の
前
研
究
三
東
一
 

兄
 洛
陽
 堂
 、
一
九
一
九
（
前
掲
「
津
田
左
右
 ナ
 全
集
、
別
巻
第
一
 
ヒ
 ）
 っ
 

 
  

 

（
㎝
）
津
田
左
右
吉
「
結
論
」
前
掲
 円
 古
事
記
及
び
日
本
書
紀
 の
 新
研
究
 ヒ
 

 
  
 

（
㏄
）
津
田
左
右
吉
㍉
古
事
記
 及
 日
本
書
紀
の
研
究
」
岩
波
書
 店
 、
一
九
二
四
、
五
 0
 ニ
 ー
 0
 三
頁
。
 

 
 
 
 
 
 

（
㏄
）
津
田
左
右
吉
「
知
識
生
活
、
一
」
前
掲
 円
 文
学
に
現
 わ
 れ
た
る
我
が
国
民
思
想
の
研
究
、
平
民
文
学
の
時
代
、
中
ヒ
。
 

（
㏄
）
 和
島
 誠
一
「
日
本
考
古
学
の
発
達
と
科
学
的
精
神
」
「
 
目
 本
 考
古
学
講
座
、
一
二
河
田
書
房
、
一
九
五
五
（
同
月
日
本
号
 古
学
の
発
達
と
科
学
 

的
 精
神
口
布
 島
 誠
一
著
作
集
刊
行
会
、
一
九
七
三
）
、
 

磯
 前
順
一
 

赤
澤
 威
 
「
縄
文
時
代
土
偶
・
そ
の
他
土
製
品
カ
タ
ロ
グ
 b 東
 東
大
学
総
合
研
究
 

資
料
館
、
一
九
九
一
、
一
 

｜
二
 0
 頁
 。
 

（
㏄
）
津
田
前
掲
「
古
事
記
及
び
日
本
書
紀
の
前
研
究
」
（
一
九
 
五
｜
 九
六
頁
）
。
 

（
㏄
）
同
本
（
 二
 0
 
 一
頁
）
。
 

（
 
緩
 ）
津
田
左
右
吉
日
神
代
史
の
研
究
 ヒ
 岩
波
書
店
、
一
九
二
 口
 、
五
二
上
ハ
頁
。
 

（
㏄
）
津
田
前
掲
㍉
古
事
記
及
び
日
本
書
紀
の
新
研
究
 日
 （
四
九
 
一
頁
）
。
 

（
㏄
）
津
田
前
掲
 ヨ
 古
事
記
 及
 日
本
書
紀
の
研
究
」
四
九
五
頁
。
 

（
 む
 
津
田
前
掲
「
古
事
記
及
び
日
本
書
紀
の
前
研
究
 J
;
 二
二
 一
一
頁
）
。
 

（
 
拍
 ）
津
田
前
掲
「
神
代
史
の
新
し
い
研
究
 ヒ
 二
四
四
頁
）
。
 

（
 じ
 
津
田
前
掲
日
文
学
に
現
わ
れ
た
る
我
が
国
民
思
想
の
研
 究
 、
貴
族
文
学
の
時
代
日
（
 
五
 0
 頁
 ）
。
 

（
 
閏
 ）
津
田
前
掲
「
神
代
史
の
研
究
  
五
六
四
頁
。
 

（
 
れ
 ）
津
田
前
掲
 臼
 古
事
記
及
び
日
本
書
紀
の
前
研
究
 日
 （
一
二
 一
一
一
頁
）
。
 

（
 
乃
 ）
津
田
前
掲
「
文
学
に
現
わ
れ
た
る
我
が
国
民
思
想
の
研
 究
 、
貴
族
文
学
の
時
代
」
（
三
八
頁
）
。
 

（
 
托
 ）
蒙
求
前
掲
㍉
津
田
左
右
吉
の
思
想
史
的
研
究
 ヒ
 四
四
六
 頁
 、
 陀
 ・
石
母
田
正
「
政
治
史
の
課
題
」
 

円
 歴
史
評
論
 ヒ
 ニ
ー
 三
 

一
九
四
七
（
㍉
石
畳
 

田
上
著
作
集
、
第
十
四
巻
 b
 岩
波
書
店
、
一
九
八
九
、
一
一
 

｜
 
一
エ
ハ
頁
）
。
 

（
㍗
）
和
辻
哲
郎
「
日
本
古
代
文
化
ロ
岩
波
書
店
、
一
九
二
 0 、
 二
七
五
頁
。
 

（
 
B
 ）
周
君
、
三
上
上
ハ
頁
。
 

（
 
籠
 ）
周
君
、
一
二
九
頁
。
 

（
㏄
）
阿
古
、
四
二
七
 ｜
 二
八
頁
。
 



（
 
目
 ）
近
代
に
お
け
る
外
国
人
研
究
者
に
よ
る
記
紀
解
釈
は
、
今
 日
 看
過
さ
れ
て
い
る
 チ
ヱ
ソ
 バ
レ
ン
・
ア
ス
ト
ン
ら
を
含
め
た
 か
た
ち
で
、
今
後
、
 

日
本
の
内
在
的
な
記
紀
研
究
 史
 と
の
関
連
の
な
か
に
正
し
く
 位
 置
づ
 げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 臼
 ・
大
林
太
良
「
神
話
学
に
お
 げ
る
日
本
」
㍉
 伝
 

統
 と
現
代
 ヒ
九
 、
一
九
七
一
（
同
日
日
本
神
話
の
起
源
口
角
川
 書
店
、
一
九
七
三
）
。
 

（
 
ジ
 ）
津
田
前
掲
㍉
神
代
史
の
研
究
 
ヒ
 四
頁
、
和
辻
前
掲
 書
 。
 

（
㏄
）
但
し
、
津
田
自
身
は
、
記
紀
の
主
題
は
政
治
的
な
も
の
 で
あ
り
、
未
開
の
神
話
的
な
も
の
と
は
異
な
る
と
し
て
い
る
。
 記
 紀
の
主
題
と
神
話
を
 

区
別
す
る
同
様
の
考
え
方
は
和
辻
に
も
み
ら
れ
る
。
津
田
前
掲
 日
文
学
に
現
わ
れ
た
る
我
が
国
民
思
想
の
研
究
、
貴
族
文
学
の
 
時
代
目
（
三
五
頁
）
 
、
 

和
辻
前
掲
 書
 、
四
二
四
頁
。
 

（
 
糾
 ）
 
海
 後
前
掲
 
円
 歴
史
 ぬ
 二
官
の
歴
史
 
し
 。
 

（
㏄
）
渡
部
 義
 通
円
吉
事
記
講
話
、
神
代
篇
 し
 白
湯
 社
 、
一
九
一
 
三
八
、
一
八
七
頁
。
 

（
㏄
）
 同
右
 、
四
四
六
 ｜
 四
七
頁
。
 

（
 
甜
 ）
渡
部
義
道
「
神
話
伝
説
と
古
墳
文
化
」
向
日
本
歴
史
教
程
 、
第
二
冊
三
白
湯
 社
 、
一
九
三
七
、
一
五
頁
。
 

（
㏄
）
和
辻
前
掲
 書
 、
五
九
頁
。
 

（
㏄
）
和
辻
哲
郎
日
日
本
古
代
文
化
 ヒ
 岩
波
書
店
、
一
九
二
 0
 /
 
一
九
二
五
、
六
二
頁
。
 

（
㏄
）
 倉
 辞
意
同
月
古
事
記
の
新
研
究
ヒ
至
文
章
、
一
九
二
七
。
 

（
㎝
）
石
母
田
正
「
古
代
貴
族
の
英
雄
時
代
」
 円
 
論
集
史
学
 ト
三
 省
堂
 、
一
九
四
八
、
「
日
本
古
代
国
家
論
 
｜
 神
話
と
文
学
 ｜
 第
一
 一
部
 
b
 岩
波
書
店
、
一
 

釈
 

九
七
三
（
と
も
に
円
石
母
田
正
著
作
集
、
第
十
巻
 ヒ
 岩
波
書
店
 

一
九
八
九
）
、
な
お
、
赤
松
啓
介
の
記
紀
研
究
も
、
戦
前
か
ら
 
戦
後
に
わ
た
る
 唯
 

己
角
牢
 

物
 史
観
的
な
解
釈
と
し
て
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
赤
松
 啓
 今
 
日
天
皇
制
起
源
神
話
の
研
究
 
ヒ
 英
知
書
房
、
一
九
四
八
。
 

 
 

侃
 

（
㏄
）
 原
 秀
三
郎
「
日
本
に
お
け
る
科
学
的
原
始
 

古
代
史
研
究
の
成
立
と
展
開
」
 円
 歴
史
科
学
大
系
、
第
一
巻
し
 校
 貴
書
房
、
一
九
七
二
、
遠
山
茂
 

げ
 

樹
円
 戦
後
の
歴
史
学
と
歴
史
意
識
し
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
。
 

お
 

 
 

冤
 ）
こ
こ
で
は
「
今
日
的
」
と
い
う
言
葉
を
、
「
各
時
代
に
お
 
げ
る
今
日
的
」
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
。
 

 
 

 
 

考
古
学
や
歴
史
学
な
ど
広
義
の
歴
史
的
研
究
全
体
に
当
て
は
ま
 る

も
の
で
あ
る
。
今
日
の
日
本
は
  

 
 
 
 
 

近
世
 

 
 

の
 歴
史
的
研
究
は
、
日
本
の
歴
史
的
過
去
に
対
し
て
ど
の
よ
 う
 な
 歴
史
像
を
構
築
す
べ
き
か
と
い
う
答
え
を
い
ま
だ
見
出
し
て
 い
な
い
。
㌔
・
 磯
 前
 

四
 

順
一
「
縄
文
時
代
の
仮
面
」
 円
 
考
古
学
雑
誌
し
七
七
 ｜
一
 、
一
九
 九
一
四
六
 ｜
 四
七
頁
。
 



（
㏄
）
西
郷
信
網
口
占
事
記
注
釈
、
第
一
四
巻
ヒ
平
凡
社
、
一
九
 七
五
 i
 八
九
、
神
野
 志
 隆
光
 門
 
古
事
記
の
世
界
観
ヒ
吉
川
弘
文
 館
 、
一
九
八
六
、
吉
 

井
巌
 
「
天
皇
の
系
譜
と
神
話
、
一
・
一
コ
 
塙
 書
房
、
一
九
六
七
 
七
六
、
川
口
 勝
康
 
「
五
世
紀
の
大
王
と
王
統
譜
を
探
る
」
原
島
 
礼
二
佃
編
「
巨
大
 

古
墳
と
倭
の
五
王
 ヒ
 青
木
書
店
、
一
九
八
一
。
 

（
 
折
 ）
 簗
 ・
石
母
田
正
「
弱
さ
を
い
か
に
克
服
す
る
か
」
 ョ
 日
本
 史
 研
究
 L
 二
 O
 、
一
九
五
三
（
前
掲
円
石
母
田
正
著
作
集
、
第
 十
四
巻
 し
 。
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「
民
俗
宗
教
 

セ
 0
 年
代
後
半
 か 」   

は
じ
め
に
 

あ
る
い
は
「
民
衆
 

ら
 重
要
な
研
究
 テ
 宗

教
」
 

１
％
 
と
 と

 呼
ば
れ
る
現
象
は
、
日
本
の
み
な
ら
ず
欧
米
の
宗
教
研
 
研
 

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
研
究
者
に
よ
っ
て
そ
の
対
象
 や
 
や
 レ 究 
ウ   ヶこ 

ェ お 
    Ⅰ @ 
が て 

  
り と   
概 ね 
食 げ 
百 一 

体 九 

31@ (363) 

（
論
文
要
旨
）
本
稿
で
は
、
民
俗
Ⅰ
民
衆
宗
教
を
 、
 人
々
が
 宗
 教
の
諸
要
素
か
ら
、
宗
教
的
な
表
現
Ⅰ
実
践
Ⅰ
体
験
な
ど
を
紡
ぎ
 だ
し
、
コ
ペ
 
ュ
 ニ
ケ
 

｜
ト
 し
て
い
く
特
定
の
宗
教
的
生
産
様
式
お
よ
び
伝
達
様
式
と
 と
ら
え
、
日
本
Ⅰ
欧
米
の
比
較
「
民
俗
Ⅰ
民
衆
宗
教
」
論
へ
の
 ス
 テ
ッ
プ
と
し
て
、
 

さ
し
ず
め
日
本
の
「
絵
馬
」
に
相
当
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
 ェ
 ク
ス
・
ヴ
ォ
ー
ト
」
 
釜
 Ⅹ
 く
 0
 円
 0
 ）
の
奉
納
と
い
う
宗
教
現
象
 仁
 焦
点
を
当
て
、
 
宗
 

教
 竹
生
産
Ⅰ
伝
達
様
式
と
し
て
の
民
俗
Ⅰ
民
衆
宗
教
の
一
側
面
 を
 浮
 き
 彫
り
に
す
る
。
 

ま
ず
、
 
ェ
 ク
ス
・
ヴ
ォ
ー
 
ト
 の
図
像
か
ら
人
々
と
聖
人
・
聖
母
 の
 コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
。
 
ン
 形
態
を
明
ら
か
に
し
、
続
い
て
 ェ
ク
 ス
 ・
ヴ
ォ
ー
 ト
 の
 

奉
納
習
俗
を
支
え
る
、
巡
礼
、
聖
人
・
聖
母
の
奇
跡
に
関
す
る
 情
報
伝
達
、
教
会
の
宣
伝
な
ど
の
下
部
構
造
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
 -
 
一
 ケ
ー
シ
ョ
ン
 

ス
テ
ム
に
着
目
し
、
そ
の
特
性
を
明
ら
か
に
す
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
）
 

ヱ
 ク
ス
，
ヴ
ォ
ー
ト
、
民
俗
 ノ
 民
衆
宗
教
、
 
ゐ
 
示
教
竹
生
産
Ⅰ
伝
達
様
式
、
聖
人
・
聖
母
、
奇
跡
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
 ｜ シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
 

 
 

民
俗
Ⅰ
民
衆
宗
教
と
し
て
の
 
ェ
ク
ス
 
・
ヴ
ォ
ー
 ト
 

岩 

井 

洋
 



ま
ず
 ヱ
 ク
ス
・
ヴ
ォ
ー
 ト
 の
奉
納
習
俗
を
論
じ
る
に
あ
た
 り
 、
そ
の
起
源
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
く
。
 ヱ
ク
ス
 
ヴ
ォ
ー
 ト
 （
 
由
 Ⅹ
 モ
 0
.
 

づ
 0
 ）
と
は
、
ラ
テ
ン
語
で
「
誓
願
に
よ
り
」
と
い
う
意
味
 で
あ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
に
お
け
る
し
ば
し
ば
 奇
跡
を
起
 ，
 
」
す
と
信
じ
 

ら
れ
て
い
る
聖
人
・
聖
母
と
い
っ
た
超
越
的
存
在
に
 対す
る
感
謝
の
奉
納
物
を
包
括
的
に
さ
す
。
も
ち
ろ
ん
 
イ
 ニ
ス
・
キ
リ
ス
ト
 

に
 対
し
て
奉
納
さ
れ
た
も
の
が
な
 い
わ
 げ
で
は
な
い
が
、
 大
多
数
の
場
合
、
そ
の
対
象
は
聖
人
あ
る
い
 は
 聖
母
で
 あ
る
。
信
者
は
、
病
気
 

や
 事
故
を
は
じ
め
と
す
る
何
ら
か
の
危
機
的
状
況
に
遭
遇
 し
た
際
、
超
越
的
存
在
に
対
し
て
、
「
願
い
を
叶
え
て
く
 だ
さ
っ
た
ら
必
ず
 
ヱ
 

ク
ス
・
ヴ
ォ
ー
 ト
 を
奉
納
し
ま
す
」
と
誓
願
を
し
、
願
い
 が
 叶
っ
た
な
ら
ば
、
治
癒
し
た
身
体
の
部
分
を
か
た
ど
 っ
た
 金
属
の
打
ち
抜
 ュ
ざ
 

二
ェ
ク
ス
，
ヴ
ォ
ー
 ト
 の
起
源
 

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
 

の
 
「
絵
馬
」
に
相
当
す
る
 

生
産
 ノ
 伝
達
様
式
と
し
て
 の

 定
義
に
立
脚
し
、
日
本
 /
 欧
米
の
比
較
「
民
俗
 ノ
 民
衆
 宗
教
」
論
へ
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、
さ
し
ず
め
日
本
 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
エ
ク
ス
・
 
ヴ
 オ
ー
ト
」
（
⑧
Ⅹ
 く
 0
 円
 0
 ）
 の
 奉
納
と
い
う
宗
教
現
象
に
焦
点
を
当
て
、
宗
教
的
 

-
2
@
 

の
 民
俗
 /
 民
衆
宗
教
の
一
側
面
を
浮
き
彫
り
に
し
て
み
た
   

も
 多
義
的
か
つ
 
暖
 味
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
概
念
 の
 整
理
分
類
が
必
要
で
あ
る
。
以
前
筆
者
は
、
比
較
の
 観
点
か
ら
、
日
本
と
欧
 

米
の
 
「
民
俗
宗
教
」
あ
る
い
は
「
民
衆
宗
教
」
概
念
を
架
 
橋
 す
る
概
念
と
し
て
、
暫
定
的
に
以
下
の
よ
う
に
「
 民
 俗
ノ
 民
衆
宗
教
」
を
 定
 

議
 し
た
。
つ
ま
り
、
民
俗
 /
 民
衆
宗
教
と
は
、
し
ば
し
ば
 言
及
さ
れ
る
「
 ヱ
 リ
ー
ト
ノ
民
衆
」
と
い
っ
た
宗
教
 
の
 担
い
手
と
は
無
関
係
 

に
、
 人
々
が
宗
教
の
諸
要
素
か
ら
、
宗
教
的
な
表
現
 /
 実
 践
 /
 体
験
な
ど
を
紡
ぎ
だ
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
し
て
 い
く
特
定
の
宗
教
的
 生
 

産
 様
式
お
よ
び
伝
達
様
式
で
あ
り
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
は
 、
 教
会
な
ど
の
制
度
的
宗
教
形
態
か
ら
相
対
的
に
自
律
的
 
宙
巳
 0
 口
の
 
ヨ
 0
 巨
 ）
で
あ
 

@
l
@
 

る
 。
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民俗Ⅰ民衆宗教としての ヱ クス・ ヴ 

庶
民
が
奉
納
し
た
小
型
の
も
の
で
あ
る
。
 

ぎ
 さ
は
 三
 0
 セ
ン
チ
四
方
程
度
の
小
型
の
も
の
か
 

合
 、
巡
礼
地
の
奉
納
画
家
や
各
地
を
放
浪
し
て
 ぃ
 

た
ヱ
 ク
ス
・
ヴ
ォ
ー
 
ト
 は
、
奉
納
者
自
身
が
描
い
 

ロ
ッ
パ
に
浸
透
し
て
か
ら
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
 

し
て
図
像
を
作
る
こ
と
が
習
慣
化
し
て
い
た
と
い
 

グ
 
（
ヒ
 %
 ま
，
の
 ）
に
は
、
約
二
 0
0
0
 
の
図
像
化
 

ベ
ッ
ド
に
横
た
わ
る
男
性
を
描
い
た
一
五
 0
 
一
年
 

  
。
デ
ヴ
ィ
ッ
 
ド
 
，
フ
 

6
-
 

ラ
。
ド
イ
ツ
南
部
 バ
 

さ
れ
た
 
ヱ
 ク
ス
・
 
ヴ
 

の
も
の
で
、
現
存
す
 

た
 稚
拙
な
も
の
か
ら
 

た
 無
名
の
画
家
に
 ょ
 

ら
 、
貴
族
に
よ
っ
て
 リ

ー
ド
バ
ー
グ
に
よ
る
と
、
十
七
世
紀
中
頃
に
は
、
感
謝
 の
徴
と
 

イ
エ
 
ル
ン
州
に
あ
る
聖
母
マ
リ
ア
の
巡
礼
 地
 ア
ル
ト
 エ
ッ
 テ
ィ
 
ソ
 

オ
ー
ト
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
中
で
最
も
古
い
も
の
は
、
 

病
気
で
 

@
7
@
 

る
も
の
の
中
で
も
最
も
古
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 

図
 像
 化
さ
れ
 

、
有
名
な
画
家
が
描
い
た
も
の
ま
で
様
々
で
あ
る
が
、
 

多
 く
の
場
 

-
8
"
 

っ
て
描
か
れ
た
。
ま
た
そ
の
材
質
は
 、
 主
に
木
の
板
で
あ
 り
、
大
 

奉
納
さ
れ
た
か
な
り
大
型
の
額
ま
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
と
 ん
ど
は
 

33@ (365) 

ゲ
 
き
る
が
、
も
う
ひ
と
つ
の
 ヱ
 ク
ス
・
ヴ
ォ
ー
ト
ク
  
 

の
 ㌣
 竜
 と
し
て
、
祈
願
内
容
を
図
像
化
し
た
も
の
が
あ
る
 。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
が
 ョ
一
 

レ
ピ
 オ
ス
（
下
の
仁
の
宮
。
の
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
医
 神
 ）
崇
拝
の
 中
に
も
、
身
体
の
部
分
を
か
た
ど
っ
た
金
属
製
の
奉
納
 物
 を
み
る
こ
と
が
で
 
き
 

@
5
-
 

る
 。
 

こ
れ
ら
の
奉
納
物
は
現
在
で
も
、
身
体
の
部
分
を
か
た
ど
 っ
た
蛾
 細
工
と
い
う
形
態
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
の
各
 地
 に
み
る
こ
と
が
で
 

 
 

ヱ
 ク
ス
・
ヴ
ォ
ー
 
ト
 の
起
源
は
、
身
体
の
部
分
を
か
た
ど
 つ
た
 テ
ラ
コ
ッ
タ
（
（
の
「
 

母
 n
0
 
（
 
荻
 @
 褐
色
が
か
っ
た
 澄
包
め
 土
器
）
に
も
と
め
る
 

-
4
@
 

こ
ン
 Ⅰ
 
ぶ
 
几
で
き
て
も
。
ポ
ー
ル
・
カ
ッ
サ
ー
ル
の
敦
生
口
に
 ト
 
よ
る
 と
、
ヱ
 ー
ゲ
海
の
マ
ル
タ
島
か
ら
は
新
石
器
時
代
（
約
一
 

万
年
前
）
の
粘
土
や
石
 

灰
で
 作
ら
れ
た
身
体
の
部
分
を
か
た
ど
っ
た
奉
納
 物
 が
出
 上
 し
て
お
り
、
こ
れ
ら
 ほ
 病
気
が
治
癒
し
た
感
謝
と
し
 て
 神
々
の
神
殿
に
奉
納
 

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
少
し
時
代
が
下
る
 と
、
 ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
半
島
の
 ヱ
ピ
 ダ
ウ
 p
 ス
を
 中
心
と
 し
て
展
開
し
た
ア
ス
ク
 

や
 蝋
細
工
、
 

ホ
の
 板
な
ど
に
祈
願
内
容
を
図
像
化
し
た
も
 の
な
ど
を
、
自
分
が
誓
願
し
た
聖
人
や
聖
母
に
由
来
す
 る
 教
会
に
奉
納
す
る
。
 

@
3
"
 

こ
の
習
俗
は
 
ヨ
 @
n
 
ッ
パ
や
 中
南
米
の
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
 に
 広
く
み
ら
れ
る
。
 



駆 
的 で 
研 は 
究 ま 

老 で、 ず   
あ ヱ     
る ク 

レ ス エ   
ク 

              ス 
ク l 
リ ト 

ス の 
ウ 
  

Ⅱ 図   
テ 現 の 
ン を 図 
べ て 候 

・ ソ が 、 [- し   
る一 

エ 信仰 ク 、 に、人 
ス 々 形 

信仰 ・ヴォ 謀 の ち " 
l の 

ト メう 

の り 

国 方 
像 を 
を 考 
構 え 
成 て 
す み 
る る 

要   
素 ヱ 
を ク 

四 ス 
つ   
挙 ヴ げ 
て l 
い ト 

  

@
0
 

l
 
Ⅴ
 

野
 に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
議
論
を
明
確
に
 す
る
た
め
、
図
像
化
さ
れ
た
 ヱ
 ク
ス
・
ヴ
ォ
 一
ト
に
 限
定
し
て
話
を
進
め
た
 

図
像
化
さ
れ
た
 ェ
 ク
ス
・
ヴ
ォ
ー
 
ト
 は
、
奉
納
者
が
瀕
し
 た
 危
機
的
状
況
を
描
写
す
る
こ
と
で
、
超
越
的
存
在
に
 対
す
る
感
謝
の
意
を
 

直
裁
に
表
現
す
る
手
段
と
し
て
、
テ
ラ
コ
 ，
タ
や
 金
属
の
 打
ち
抜
き
な
ど
の
形
態
の
 ヱ
 ク
ス
・
ヴ
ォ
ー
 
ト
 か
ら
 派
生
し
た
も
の
で
あ
ろ
 

う
 。
こ
の
こ
と
は
、
病
気
か
ら
の
回
復
に
対
す
る
感
謝
の
 表
現
と
し
て
、
眼
や
手
足
な
ど
を
そ
の
ま
ま
図
像
化
し
 た
ェ
 ク
ス
・
ヴ
ォ
ー
 
ト
 

を
み
る
と
明
ら
か
で
あ
る
。
（
 

9
@
 ま
た
、
身
体
を
か
た
ど
っ
た
 奉
納
 物
が
 キ
リ
ス
ト
教
以
前
か
ら
存
在
す
る
こ
と
を
 考
 え
 あ
わ
せ
る
と
、
現
存
 

す
る
 
ヱ
 ク
ス
・
ヴ
ォ
ー
 
ト
 の
奉
納
習
俗
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
 が
 土
着
の
宗
教
慣
行
を
漸
次
吸
収
し
て
い
っ
た
も
の
と
 い
え
る
。
 

前
述
の
よ
う
に
、
エ
ク
ス
・
ヴ
ォ
ー
 ト
 と
い
う
概
念
は
 、
 
一
般
に
感
謝
に
対
す
る
奉
納
物
を
包
括
的
に
さ
す
も
の
 だ
が
、
そ
の
形
態
 は
 

多
岐
に
わ
た
る
。
た
と
え
ば
、
金
属
の
打
ち
抜
き
や
 蝋
細
 エ
 、
図
像
化
さ
れ
た
も
の
の
他
に
も
、
骨
折
や
足
の
病
 気
か
ら
の
回
復
を
示
す
 

ギ
ブ
ス
や
松
葉
杖
の
奉
納
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
奉
納
形
態
 に
も
地
域
的
差
異
が
あ
り
、
メ
キ
シ
コ
の
 サ
ソ
 
，
バ
ル
 ト
ロ
・
 ナ
ソ
 カ
ル
パ
ソ
 

教
会
に
は
 
サ
 ，
カ
ー
や
自
転
車
レ
ー
ス
の
勝
利
者
が
奉
納
 し
た
 チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
・
シ
ャ
ッ
が
み
ら
れ
る
し
、
同
じ
 く
 メ
キ
シ
コ
の
 
サ
ク
 p
 

-
 
托
 @
 

モ
ソ
テ
に
は
、
妊
婦
の
守
護
に
対
す
る
感
謝
と
し
て
、
 

生
 ま
れ
て
き
た
子
供
の
踏
の
緒
が
入
っ
た
袋
が
参
道
の
木
 に
く
く
ら
れ
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
宗
教
的
生
産
 /
 伝
達
様
式
と
し
て
 の
 民
俗
 ノ
 民
衆
宗
教
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
 

奉
 細
物
全
般
を
広
く
 視
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⑤
否
定
的
な
状
態
の
原
因
と
な
る
存
在
、
事
件
、
あ
る
い
 ほ
 誤
っ
た
手
段
 

 
 

オート 

 
 

 
 

 
 

③
祈
願
内
容
（
否
定
的
な
状
態
）
 

④
祈
願
内
容
（
肯
定
的
な
状
態
）
 

、
 
望
ま
れ
た
結
果
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図 l 

タ ll 病 フ の 挙 
⑦ 車 ⑥ ⑤ ④ ③ ② な テ 病 ① げ   

の る   保 。ヘス など 身 （ 
護 の ト 体 気 （馬革、 水 、海 など） 

広 や 各 
染 ジ 部 

    
以 行 の 
下 荷 画 
の 究 題 
よ な と 

ぅ 給 し 
な 合 て 
も す は 
め る   
が と 先 

  
エ 
  
ス 

  
  
  
@ 
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も
の
や
、
刺
繍
で
感
謝
の
文
字
を
綴
っ
た
も
の
、
大
理
石
 

仮
 に
。
 
口
リ
 
コ
 
カ
 
の
 
，
や
 "
 
ま
の
 

r
e
 

一
 
。
と
い
っ
た
感
謝
の
言
 

葉
が
 彫
ら
れ
た
、
き
わ
 

め
て
簡
略
化
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
 

ク
ザ
 ン
 は
文
字
の
普
及
に
よ
っ
て
、
十
九
世
紀
に
従
来
の
 

ヱ
 ク
ス
，
ヴ
ォ
ー
 

ト
 が
 大
 

 
 

ゲ
 産
石
板
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
た
と
い
う
。
ま
た
、
 

ス
 テ
フ
ァ
ソ
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
も
同
様
に
、
一
八
八
 

0
 年
代
 
と
 一
八
九
 
0
 年
代
を
「
 
ヱ
ク
 

-
 
巧
 
"
 

 
 

て
い
る
。
 

 
 

ほ
、
 
人
々
と
聖
人
・
聖
母
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
，
 

ン
 の
形
態
で
あ
る
。
前
述
の
 

ょ
 

の
う
に
 ェ
 ク
ス
・
ヴ
ォ
ー
 

ト
 に
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
 

表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
稀
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
場
 

合
が
 聖
人
・
聖
母
で
あ
る
。
 

 
 

い
の
か
。
 

 
 

ト
 公
会
議
（
一
五
四
五
 

｜
 大
ミ
以
降
、
聖
人
，
聖
母
 

竺
 二
位
一
体
の
仲
介
者
と
し
て
 

蛾
 位
置
づ
げ
ら
れ
て
お
り
、
人
々
の
願
い
は
、
神
の
最
 

も
近
く
に
い
る
と
考
え
ら
れ
る
聖
人
・
聖
母
の
「
と
り
 

な
し
」
（
Ⅱ
仲
介
）
に
よ
っ
 

。
民
の
と
り
な
し
に
対
す
る
感
謝
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
 

俗
て
神
の
も
と
へ
と
 

し
た
ノ
 

届
 げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
・
 

 
 

 
 

37 (369) 

難
な
ど
）
 

⑧
火
事
 

⑨
作
業
中
の
事
故
（
土
木
作
業
、
井
戸
掘
り
、
狩
猟
な
ど
  
 

⑩
戦
争
（
戦
争
か
ら
の
生
還
、
捕
虜
収
容
所
か
ら
の
生
理
 

操
 
空
襲
な
ど
）
 

⑪
祈
る
人
（
個
々
の
祈
願
内
容
 は
 銘
文
の
中
）
 

-
 
比
 -
 

⑫
そ
の
他
（
国
家
試
験
合
格
、
強
盗
、
両
親
か
ら
の
結
婚
 許
可
な
ど
）
 

@
M
@
 

ま
た
、
図
像
化
さ
れ
た
 ヱ
 ク
ス
・
ヴ
ォ
ー
 
ト
 の
現
代
的
な
 形
態
と
し
て
、
交
通
事
故
の
時
の
写
真
や
新
聞
記
事
を
 そ
の
 ま
ま
額
に
入
れ
た
 



ス
 ）
、
紛
失
 物
 探
し
（
パ
ド
ヴ
ァ
の
 聖
 ア
ン
ト
ニ
オ
）
、
自
動
 事
事
故
よ
 げ
 
（
 
聖
 ク
リ
ス
ト
フ
，
ル
ス
）
、
眼
病
治
療
（
 聖
ル
 チ
ア
 ）
と
い
つ
た
 
よ
 5
 

に
 、
聖
人
に
応
じ
て
祈
願
に
対
す
る
加
護
機
能
の
分
担
が
 あ
り
、
人
々
に
と
っ
て
聖
人
ほ
 、
 遥
か
彼
方
の
存
在
と
 い
う
よ
り
は
、
日
常
生
 

活
 の
あ
れ
こ
れ
の
問
題
に
答
え
る
身
近
な
存
在
で
あ
っ
た
 と
も
し
え
石
 

@
 
0
@
8
@
 

さ
て
、
 
ヱ
 ク
ス
・
ヴ
ォ
ー
 
ト
 の
図
像
か
ら
読
み
と
れ
る
 人
 々
の
信
仰
の
あ
り
方
と
し
て
、
い
ま
ひ
と
つ
「
 死
 」
に
 対
す
る
態
度
に
っ
 
ぃ
 

て
 ふ
れ
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ま
で
、
ニ
ク
ス
・
ヴ
ォ
ー
 ト
 を
 感
謝
の
奉
納
と
し
て
位
置
づ
げ
て
き
た
が
、
死
に
関
 し
て
ほ
例
外
が
あ
る
。
 

@
 
㎎
 "
 

そ
れ
ほ
ク
リ
ス
 
"
 レ
ッ
テ
ン
ベ
ッ
ク
が
「
死
の
板
 絵
 」
（
 づ
 0
 （
の
 

コ
 （
 
0
%
 

）
と
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
 

た
と
え
。
は
、
一
七
六
七
年
の
あ
る
 
ェ
 ク
ス
・
ヴ
ォ
ー
 
ト
 に
 は
、
 
一
つ
の
べ
，
ド
 ニ
 二
人
ず
っ
、
四
人
の
子
供
が
寝
 て
い
る
二
つ
の
幼
児
 

片
寝
台
が
描
か
れ
、
生
き
て
い
る
の
は
一
人
の
子
供
だ
 け
 で
、
他
の
三
人
は
手
の
中
に
小
さ
な
赤
い
十
字
架
を
握
 っ
て
い
る
。
両
親
も
同
 

じ
く
病
床
に
つ
い
て
い
る
が
、
彼
ら
は
生
き
の
び
、
聖
人
 に
 %
 き
拝
ん
だ
姿
で
傍
ら
に
再
度
描
か
れ
て
い
る
。
 

こ
 れ
は
、
伝
染
病
が
一
家
 

を
 理
解
し
、
そ
れ
に
添
っ
た
宗
教
実
践
を
し
て
き
た
と
は
 

 
 

聖
人
・
聖
母
は
人
々
 

が
 苦
難
や
危
機
に
瀕
し
た
時
に
す
が
る
べ
き
救
済
の
チ
ャ
 

 
 

災
 よ
け
（
 
聖
 フ
ロ
リ
ア
 
ヌ
 

る
 。
後
に
く
わ
し
く
述
べ
る
が
、
奇
跡
を
起
こ
す
と
信
じ
 ら
れ
て
い
る
聖
人
，
聖
母
の
恩
恵
に
与
か
る
た
め
に
、
 

人
々
 

へ
 と
っ
か
け
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
銘
文
は
 、
 聖
人
・
聖
母
の
と
り
な
し
に
対
す
る
感
謝
と
い
う
よ
り
 ま
、
 

も
 

母
 そ
の
も
の
に
対
す
る
感
謝
と
考
え
た
ほ
う
が
妥
当
で
あ
 ろ
 う
 。
 

現
実
に
 、
ヱ
 ク
ス
・
ヴ
ォ
 
一
ト
 奉
納
が
習
慣
化
し
た
と
 考
 え
ら
れ
る
十
七
世
紀
以
来
、
一
般
庶
民
が
教
会
側
が
押
 し
 が

 各
地
の
巡
礼
 弛
 

ま
さ
に
聖
人
・
里
 

付
け
て
ぎ
た
 
教
説
 

  
の い   
名 数 聖 

母を直 様、 前 ） のニク 

  

  
  

  

ュ一ケ という そ も、 
二 の @ 

  
  が て 
ヴ 理 き 
ォ 解 た 
@  で， こ 

ト き と 明 銘 は の る。 
文 た 確 
を と で 
ょ え あ 
く ひ ま り 

目 「   
に て 現 

す り 存 
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    してのニクス・ヴォ - ト 

造 ヱ 教 
イ いるた ヱ 。 。 ヱ と ク 義 前 
ン ビ そ し ク し ス と 節 
ス ソ こ か ス て ・ は て ブレッ / l を ド でし・の 前 " 奇才 " ヴコォげ ミ ヴ l かは 離ヱ " 四 
ク 紹 述 跡 l ュ ト れ ク 

知 分 の を ト ニ の た ス エ 

ク 

ウ 
    

マ ト ン イ こ 

ハ ぐ あ 
ぐ   る 

聖 
コ 

  

    

生 l の 多 ・ 

が シ 逝 く 聖 
  

  ョ 礼 の 母 
シ 

一 ン 地 巡 に 
  

y¥   ア 礼 由 @   

  シ 来する 六二年 システ かトヱ 者を集 

に ム ッ め 教 
ス   

車 を テ る 会 
T 

礫 洋 々 に へ ム 

き き ソ は の   
の 彫 グ い 巡 
刷 り に く 礼 
ほ ほ 関 つ と な 
耐 し す か 深 
え て る の く   

わ ， ト 

@ ご リ 

び   
ナ、 し 味 と て 
と 深 す き ック 下部構 の しでは、 

を   
の特像たビ 無にが 、 
常 何 あ 土 生   
人 人 こ 組 つ 
々 々 の の た 

の を よ ヱ も 

中 襲 う ク の 
に っ に ス が 

う た ヱ ・ 死 
え 伝 ク ヴ を 
つ 染 ス ォ 免 

げ病 、 はヴトた ・ l ね こと 死に オー突 の中 

への 訪れ対する 感 然 トま 、 むを こま 、 
独 る 危 洗 謝 

か を 死 特 の   磯ネ しと 
表 し ら 愛 者 
現 は 敷 け へ 
形 し わ ら の 
態 ば れ れ 祈 
を 嫌 た ず り 

ヱ を 生 に を 

ク スっ 持者生 のまげ 掩 
  た 感 れ て 
ヴ 骸 謝 て い 
ォ 骨 の す る 
l と み ぐ の 
ト し な に で 
め て ら 死 あ   
の さ 充 子 
上 れ @ 者 供 
ほ ろ氾へ が 

出   
さ 死 り に 
せ の を 抱 
た 恐 も か 
と 怖 煮 れ 
い と 味 て 
え あ し い 



い
う
話
で
あ
る
。
ト
ー
マ
ス
・
ハ
ン
ス
は
大
学
卒
業
後
、
 

自
堕
落
な
人
生
を
歩
み
始
め
、
つ
い
に
ほ
殺
人
を
犯
し
 て
し
ま
う
が
、
そ
れ
に
 

つ
い
て
の
詳
細
な
記
録
は
な
い
。
最
後
の
犯
行
と
し
て
は
 
一
六
 上
 
八
三
年
一
一
月
七
日
、
東
 チ
 p
 か
め
 シ
リ
ア
ン
の
 
ハ
イ
ム
 フ
ヱ
 ル
ス
城
の
 

司
祭
に
短
刀
で
重
傷
を
負
わ
せ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
  
 

彼
が
逃
亡
途
中
に
身
を
隠
し
た
の
は
、
 

ょ
 り
に
よ
っ
て
 
シ
 リ
ア
ン
の
裁
判
所
判
事
の
家
の
干
し
草
の
中
で
あ
っ
た
 。
そ
こ
で
初
め
て
 彼
 

ほ
 聖
母
マ
リ
ア
の
 
力
 を
感
じ
た
。
彼
は
聖
母
に
神
の
と
り
 な
し
を
請
い
、
魂
が
救
わ
れ
る
の
な
ら
自
首
す
る
こ
と
 を
 誓
っ
た
。
や
が
て
、
 

判
事
に
よ
っ
て
手
か
せ
 定
 か
せ
を
は
め
ら
れ
た
ト
ー
マ
ス
 ほ
 、
ハ
イ
フ
 
ヱ
 ル
ス
城
に
連
行
さ
れ
、
そ
こ
で
二
四
週
 間
 拘
束
さ
れ
た
。
 

殺
人
未
遂
に
対
す
る
温
情
判
決
な
ど
望
め
な
か
っ
た
し
、
 

死
刑
は
覚
悟
の
こ
と
だ
っ
た
。
獄
中
で
ト
ー
マ
ス
は
 、
 地
区
の
聖
職
者
か
ら
 

ア
ル
ト
 
ヱ
 ，
テ
ィ
ン
 グ
 の
聖
母
が
起
こ
し
た
奇
跡
 譚
を
集
 め
た
奇
跡
集
を
入
手
し
、
死
刑
執
行
に
も
か
か
わ
ら
ず
 生
き
延
び
た
と
い
う
 奇
 

跡
譚
に
 接
す
る
。
ト
ー
マ
ス
は
、
も
し
生
き
な
が
ら
え
た
 な
ら
ば
、
ア
ル
ト
 ヱ
ッ
 テ
ィ
ン
 グ
ヘ
 巡
礼
し
、
土
曜
日
 は
 一
生
断
食
を
続
け
る
 

と
 誓
う
。
 

一
六
六
三
年
六
月
十
七
日
、
判
決
が
下
さ
れ
た
。
予
想
通
 り 、
殺
人
に
対
す
る
 別
 と
し
て
ほ
当
時
一
般
的
だ
っ
た
 車
礫
 き
の
刑
で
あ
 

る
 。
七
月
二
十
 セ
 日
が
死
刑
執
行
の
日
と
さ
れ
た
。
し
か
 し
 、
こ
の
よ
う
な
刑
は
谷
間
の
小
さ
な
町
シ
リ
ア
ン
で
は
 異
常
な
こ
と
で
あ
り
、
 

聖
職
者
に
と
っ
て
も
、
死
刑
囚
の
精
神
的
看
護
を
す
る
に
 ほ
い
さ
さ
か
荷
が
重
す
ぎ
た
。
そ
こ
で
近
隣
の
聖
職
者
 が
 集
め
ら
れ
、
ト
ー
マ
 

ス
 の
た
め
に
祈
り
が
 
続
 げ
ら
れ
た
。
そ
の
中
に
は
、
当
の
 ト
ー
マ
ス
に
短
刀
を
突
き
つ
げ
ら
れ
た
司
祭
の
顔
も
あ
 っ
た
 。
彼
に
よ
る
と
、
 

自
分
が
助
か
っ
た
の
は
、
ト
ー
マ
ス
に
襲
わ
れ
た
時
、
 

ハ
ド
ヴ
ァ
 の
 聖
 ア
ン
ト
ニ
オ
に
助
け
る
 謂
 う
た
た
め
で
あ
 り
 、
そ
の
た
め
に
悪
人
 

（
ト
一
マ
ス
）
の
手
か
ら
ひ
と
り
で
に
短
刀
が
落
ち
た
の
だ
 

と
い
う
。
 

当
時
の
刑
は
 、
 み
せ
し
め
の
た
め
に
、
罪
人
を
簡
単
に
殺
 す
の
で
は
な
く
、
さ
ん
ざ
ん
傷
め
つ
げ
る
も
の
だ
っ
た
 。
刑
の
執
行
に
つ
い
 

て
 後
の
奇
跡
 集
は
、
 生
々
し
い
描
写
を
し
て
い
る
が
、
 

結
 局
 、
通
常
な
ら
ば
体
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
る
よ
う
な
責
め
 苦
 に
も
か
か
わ
ら
ず
、
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ト
ー
マ
ス
 は
 左
下
肢
の
骨
折
だ
け
で
す
ん
だ
。
聖
職
者
、
 

当
局
者
は
罪
人
が
死
ん
だ
と
思
い
、
既
に
退
去
し
て
い
 た
 。
一
時
間
半
後
、
彼
 

は
あ
る
修
道
士
に
助
げ
ら
れ
傷
の
手
当
て
を
受
け
た
。
 

そ
 し
て
、
一
力
 
月
 後
の
八
月
三
十
日
に
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
 
ァ
 大
公
の
恩
赦
を
受
 

け
 、
九
月
二
十
日
に
は
釈
放
さ
れ
た
。
 

二
十
六
日
、
ト
ー
マ
ス
は
ア
ル
ト
ニ
ッ
テ
ィ
 ソ
グ
 で
奇
跡
 

に
 大
き
な
興
味
を
示
し
、
即
座
に
奇
跡
を
描
い
た
大
き
な
 

こ
の
出
来
事
は
直
ち
に
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
巻
き
起
こ
し
 

ほ
 つ
い
て
の
供
述
を
行
い
、
数
ム
耳
当
局
は
こ
の
 
セ
ソ
セ
 

ヱ
 ク
ス
・
ヴ
ォ
ー
 
ト
 を
注
文
し
た
。
ま
た
一
六
六
四
年
 

、
 人
々
 は
 そ
れ
を
聖
母
の
奇
跡
に
 よ
 る
も
の
と
し
て
 疑
 

初
頭
に
は
、
早
く
も
 ト
 

｜
 シ
ョ
ナ
 か
 な
出
来
事
 

れ
な
か
っ
た
。
十
月
 

｜
 マ
ス
に
つ
い
て
の
調
書
を
は
じ
め
関
係
者
の
証
舌
口
 
や
サ
 イ
 ン
が
記
載
さ
れ
た
奇
跡
 集
が
 出
版
さ
れ
て
い
る
。
 

ト
ー
マ
ス
・
ハ
ン
ス
自
身
は
教
会
か
ら
報
酬
を
受
け
、
 

ア
 ル
ト
ヱ
 ，
テ
ィ
ン
 グ
 の
聖
母
の
奇
跡
の
生
き
証
人
と
し
 て
 、
し
ば
ら
く
当
地
 

@
 
ね
 "
 

に
 暮
ら
し
た
と
い
う
。
 

 
 

 
 

奉
納
を
め
ぐ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
 構
図
が
明
確
に
あ
ら
わ
れ
て
 

ヴ
 

い
る
と
 い
 え
る
。
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
、
聖
人
・
 聖
母
の
奇
跡
を
宣
伝
す
る
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
奇
跡
 集
 
（
三
ギ
㏄
討
の
 

-
 
す
寸
㊦
 

ゴ
の
 
「
）
 
し
 こ
 %
 ク
 

 
 

 
 

の
ま
ず
第
一
に
 、
 ト
一
マ
ス
が
獄
中
で
出
会
っ
た
 奇
 跡
 集
の
存
在
で
あ
る
。
巡
礼
 地
 で
あ
る
教
会
の
威
信
 は
 奇
跡
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
 

 
 

れ
っ
て
よ
い
。
奇
跡
と
恩
寵
の
証
明
に
お
い
て
、
 
聖
 人
や
聖
母
が
 よ
 り
感
銘
深
い
奇
跡
を
呼
び
起
こ
す
ほ
ど
、
 

信
心
深
い
庶
民
の
（
教
会
へ
 

隷
の
 ）
信
頼
は
増
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
教
会
管
理
者
 が
 奇
跡
を
宣
伝
す
る
こ
と
ほ
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
 た
 。
現
に
 ヱ
 ク
ス
・
ヴ
ォ
ー
 

趺
ト
の
 研
究
者
で
あ
り
ア
ル
ト
ニ
ッ
テ
ィ
 ソ
グ
 の
巡
礼
 管

理
者
（
 毛
 。
 
目
単
 。
抜
 
き
き
田
 "
 （
：
（
 

0
 。
）
で
も
あ
る
ロ
ベ
ル
 ト
 ・
バ
ウ
ア
 一
は
 、
「
巡
礼
 

@
 
㌍
 @
 

俗
を
宣
伝
す
る
の
ほ
本
来
巡
礼
 

ノ
 

地
 
（
の
教
会
）
の
つ
と
 め

で
あ
る
」
と
ま
で
い
っ
て
い
る
。
こ
の
宣
伝
の
重
要
な
 メ
ヂ
ィ
ア
 が
奇
跡
 集
 で
あ
 

民
 

っ
た
 。
各
地
を
巡
回
し
て
い
た
托
鉢
修
道
士
に
よ
っ
て
 、
 数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
聖
人
・
聖
母
の
奇
跡
 譚
が
 広
め
 ら
れ
た
。
庶
民
の
ほ
と
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頭
 コ
ミ
ュ
ニ
ケ
 @
 シ
ョ
 ソ
 
（
Ⅱ
フ
ォ
ー
ク
 p
 こ
 
に
よ
っ
て
 伝
達
さ
れ
、
そ
こ
で
は
自
分
と
同
じ
境
遇
の
人
間
に
起
 こ
っ
た
奇
跡
に
対
す
る
 

共
感
 /
 共
鳴
が
自
分
に
も
同
様
の
奇
跡
が
起
こ
り
 ぅ
る
と
 い
 う
 確
信
を
生
み
、
人
々
を
誓
願
へ
と
駆
り
立
て
る
。
 

，
 
」
の
誓
願
が
実
を
結
べ
 

き
る
。
 

は
 上
の
よ
う
に
、
聖
人
・
聖
母
の
奇
跡
に
関
す
る
情
報
 は
 、
各
地
を
巡
回
す
る
托
鉢
修
道
士
の
動
ぎ
と
と
も
に
、
 

奇
跡
集
を
通
し
て
 口
 

引
き
寄
せ
ら
れ
、
自
分
に
も
同
様
の
奇
跡
が
起
こ
り
う
る
 確
信
を
得
る
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
 l
 ミ
ョ
ン
の
共
同
性
 を
 指
摘
す
る
こ
と
が
で
 

げ
 感
銘
を
与
え
た
に
ち
が
い
な
い
。
ま
た
、
奇
跡
 集
 と
同
 様
に
 
ヱ
 ク
ス
，
ヴ
ォ
ー
 
ト
 に
も
、
人
々
が
自
分
と
同
じ
 境
遇
を
描
い
た
も
の
に
 

賞
さ
れ
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
教
会
の
宣
伝
に
な
っ
た
か
 ら
で
あ
る
。
ア
ル
ト
 ェ
 ，
テ
ィ
ン
 グ
 で
 

数
の
ヱ
 
ク
ス
・
ヴ
ォ
 
一
ト
を
 選
別
し
 、
 古
い
も
の
を
新
し
 い
も
の
と
交
換
し
た
り
、
絵
画
と
し
て
 

@
 
Ⅱ
）
 

ぎ
た
。
こ
れ
も
、
た
ん
に
 ヱ
 ク
ス
・
ヴ
ォ
ー
 
ト
 を
掛
け
る
 
ス
ペ
ー
ス
の
問
題
以
上
に
 
、
ヱ
ク
ス
 

ぼ
す
宣
伝
効
果
を
第
一
に
考
え
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
ほ
と
 ん
ど
の
人
々
が
文
盲
で
あ
っ
に
時
代
に
 は

 一
六
九
三
年
よ
り
、
お
び
た
だ
し
い
 

の
価
値
が
比
較
的
高
い
も
の
を
残
し
て
 

ヴ
ォ
ー
 ト
 の
図
像
表
現
が
巡
礼
者
に
及
 

ほ
、
 絵
に
よ
る
奇
跡
の
描
写
ほ
と
り
わ
 

一
ト
を
 早
速
注
文
し
て
い
る
。
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
 、
ニ
ク
ス
・
ヴ
ォ
ー
 ト
 が
礼
拝
堂
の
回
廊
に
 掛
 げ
ら
れ
 、
 多
く
の
巡
礼
者
に
 鑑
 

次
に
エ
ク
ス
，
ヴ
ォ
ー
 ト
 で
あ
る
が
、
ア
ル
ト
 ヱ
 ，
テ
ィ
 ン

グ
 の
教
会
当
局
は
、
ト
 
l
 マ
ス
の
奇
跡
を
描
い
た
 
大
 き
な
ヱ
 
ク
ス
・
ヴ
ォ
 

誓
願
を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ト
ー
マ
ス
の
場
合
も
 、
も
 し
 彼
が
自
分
と
同
じ
境
遇
の
人
間
の
奇
跡
 譚
に
 出
会
わ
 な
け
れ
ば
、
誓
願
も
あ
 

り
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

ん
ど
が
文
盲
で
あ
っ
た
当
時
に
お
い
て
は
、
奇
跡
 譚
 は
お
 そ

ら
く
口
頭
で
伝
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 

奇
 跡
実
 で
は
耳
の
不
自
由
 

4
2
 

な
者
、
盲
人
、
手
足
の
麻
挿
し
た
者
、
あ
る
い
は
司
法
当
 局
 と
衝
突
し
て
い
る
罪
人
と
い
っ
た
特
定
の
グ
ル
ー
プ
 を
 対
象
と
し
た
一
連
の
 

 
 
 
 

テ
ー
マ
に
添
っ
て
奇
跡
 譚
 が
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
。
し
た
 が
っ
て
、
奇
跡
 集
 は
さ
し
あ
た
り
「
御
利
益
の
 ヵ
タ
口
 グ
 」
で
あ
り
、
自
分
と
㎝
 

境
遇
の
似
た
人
々
の
身
に
起
こ
っ
た
奇
跡
に
引
き
寄
せ
ら
 ね
 、
自
分
に
も
同
様
の
奇
跡
が
起
こ
る
と
い
 5
 確
信
に
 も
と
づ
い
て
、
人
々
は
 



ゆ
人
・
聖
母
は
、
カ
ト
リ
，
 
ク
の
 教
義
に
定
め
ら
れ
た
 三

位
一
体
の
仲
介
者
な
ど
で
ほ
な
く
、
苦
難
や
危
機
に
 瀕
し
た
時
に
奇
跡
を
起
こ
し
 

 
 

し
て
助
け
て
く
れ
る
、
ま
さ
に
崇
拝
対
象
と
し
て
の
 
聖
 人
 ・
聖
母
だ
っ
た
。
 

と
 

教
 

こ
 う
 い
っ
た
聖
人
・
聖
母
と
の
関
係
と
 ヱ
 ク
ス
・
ヴ
ォ
ー
 ト
の
 奉
納
習
俗
を
支
え
る
 コ
、
、
 

+
 ュ
 ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
 シ
 ス
テ
ム
と
し
て
、
 聖
 

古
ホ
 

殿
人
・
聖
母
の
奇
跡
に
関
す
る
情
報
伝
達
、
教
会
の
も
 旦
伝
 、
巡
礼
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
教
会
の
宣
伝
メ
デ
ィ
 ア
 と
し
て
の
奇
跡
 集
と
ヱ
ク
 

・
ヴ
ォ
ー
 ト
 は
、
聖
人
・
聖
母
の
奇
跡
を
そ
れ
ぞ
 ね
 文
字
あ
る
い
は
口
頭
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
 l
 シ
 "
 ソ
と
 図
像
 コ
ミ
ュ
ニ
ケ
 J
 シ
ョ
ン
に
 よ
 

民
 

っ
て
人
々
に
伝
達
し
、
人
々
の
中
に
奇
跡
へ
の
確
信
 と
信
 頼
を
生
み
だ
し
、
奇
跡
や
巡
礼
を
再
生
産
し
て
い
く
。
 

43 (375) 

クス・プオ - ト 

し ど 立 れ @ て ば 
ま ょ を 本 す て シ     

ず 5 紡稿 る い ョ 奇 エ クス こと 奇 る ン と 跡集 

に 跡 図 同       五 な の 像 様 ヴ 
る 数 コ に ォ   む   々 ミ     

  が ュ 同 ト 

@ 
の すび ニケ ッく ュ の ノ 八 々 % ケ境奉 じ が 

図像 

  の l 遇 納 
ト ク 集 シ の さ 

を し ス 
み て   
る い ヴ ね 合的証 、数 が ョン 人間に 

と く ォ 憶 里 村 会 
特 l の む す の 

人 定 ト 回 コ る 回 
  の の 路 ， 共 廊 
と 崇 奉 の ュ 感 に 

聖 教 納 中 ユ ノ 掛 
人 的 と ヘ ケ 共 げ 

生 い と @  " 島 ら 

聖 産 ぅ 組 、 ン 、 れ 

母 / 宗 み ， そ た 
と 伝 教 込 ソ し エ 
の 達 現 ま の て ク 

  様 象 
  式 に   
  
  

と 焦 
  

聖 性 ヘ ヴ 
し 点、 人 に の ォ 

  て な   よ 確 l 

  の 当 聖 つ 信 ト 

  
  て 民俗 、 母 て を ほ 

ひ 、 生   

  / 人 
形 民 々 

態 衆 が 
  

t@,  ti@ 

十 ま や こ コ 

が ，   巡 望 め ミ 

み ネし 母 よ ュ 
，え の 的 地 が う ヱ 
て 一 表 
< 例 規 
る 面 / 

を 実 
そ   浮 蟻   
  き / 信 と ミ ン 

で 形 体 頼 信 ヱ を 
の り 験 が じ ニ 通 
聖 むこ たよ 確 ら ケ し 



注
 

（
 1
 ）
拙
稿
「
欧
米
に
お
け
る
「
民
俗
Ⅰ
民
衆
宗
教
 
ヒ
 概
念
の
 諸
相
」
同
園
 睾
院
 大
寧
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
 日
 第
六
八
 輯
 、
 
一
 九
九
一
。
 
同
 
「
比
較
 

「
民
俗
Ⅰ
民
衆
宗
教
ヒ
論
の
課
題
欧
米
に
お
け
る
自
民
俗
Ⅰ
 

民
衆
宗
教
 日
 概
念
を
中
心
に
し
て
」
 
円
 い
ま
、
宗
教
を
ど
 
う
と
ら
ち
ん
 ヱ
り
人
 

Ⅲ
 7
%
 

海
鳴
 社
 
（
近
刊
）
。
 同
 
。
 ヨ
 0
 丁
。
 す
 -
 
の
ヨ
 の
ぎ
庄
の
の
。
 ョ
零
 お
み
 
@
 
く
 の
の
升
目
Ⅰ
 

鰍
 ㏄
 0
 下
田
 0
-
 
吋
が
ロ
ヰ
㌧
 
0
 つ
仁
 
-
 
リ
 ハ
ヵ
 0
 に
 軸
 @
0
 
コ
 -
 
。
 ロ
 の
で
 
e
 Ⅱ
で
 Ⅱ
。
の
の
 

コ
 什
の
 
ヰ
簿
 ㎡
 円
オ
 
0
 

Ⅰ
 
コ
円
 
。
Ⅰ
 
コ
い
ヰ
 

-
0
 
コ
ド
 
-
 の
 。
二
 
%
 Ⅱ
の
の
の
 

0
 Ⅱ
 甘
甘
 
の
 目
 
コ
付
。
Ⅰ
 

コ
 0
%
P
 

。
 コ
 p
-
 円
臣
 
㏄
ゴ
円
年
日
 

の
 h
o
q
o
o
 

住
 0
-
0
 

の
せ
・
 
パ
 。
 汀
 ・
 下
轟
境
 （
甲
田
）
 お
 ）
参
照
。
 

（
 2
 ）
絵
馬
と
エ
ク
ス
・
ヴ
ォ
ー
 
ト
 の
比
較
研
究
に
関
し
て
は
、
 

拙
稿
「
フ
ォ
 
l
 ク
・
レ
リ
ジ
ョ
ン
と
し
て
の
絵
馬
絵
馬
と
 エ
ク
ス
，
 *
 
ソ
 オ
 @
 ト
 

の
 比
較
研
究
１
１
」
円
宗
教
研
究
 
ヒ
 二
七
五
、
二
六
一
 
｜
 二
頁
 
参
照
。
 

（
 3
 ）
類
似
の
現
象
が
 プ
 p
 テ
ス
タ
 ソ
ト
 に
も
あ
る
こ
と
を
付
子
 
目
 し
て
お
く
。
ド
イ
ツ
の
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
ク
で
、
教
会
の
壁
に
 描
か
れ
た
木
の
絵
の
 

上
に
、
信
者
が
願
い
ご
と
を
粗
末
な
メ
モ
用
紙
に
書
 き
、
 貼
り
 
つ
け
て
い
る
の
を
筆
者
は
見
た
こ
と
が
あ
る
。
 

（
 4
 ）
㌧
 0
 臣
 -
 の
り
の
の
の
Ⅱ
。
目
の
年
ず
由
 

-
 づ
 0
 曲
づ
 
0
O
 申
 e
 「
 ぎ
帆
ぎ
匡
巴
 円
の
 
㏄
の
目
色
ゅ
コ
 

ム
 の
・
 
，
さ
ご
ド
き
さ
 

～
 っ
ト
 ～
き
心
力
 
っ
ヒ
ミ
 

～
 く
ト
き
叶
臣
 

Ⅰ
。
 
も
 り
～
 
Q
 
吋
 @
c
 
さ
 ～
 卜
 
さ
 如
叶
悪
叶
ぬ
 

・
の
 
ト
 。
 ト
 0
 ひ
 ト
 ・
 

づ
つ
・
㏄
㏄
 

｜
 0
 

（
 5
 ）
キ
リ
ス
ト
教
以
前
の
 
エ
 ト
ル
リ
ア
と
 
p
 一
％
に
お
け
る
 
奉
納
 物
 に
つ
い
て
は
、
 
綴
 臣
 @
0
 
円
 い
 サ
ド
お
ヨ
 Q
 こ
由
 *
.
e
o
 

～
 
っ
 憶
え
 ぎ
 ～
 
め
 
h
m
*
Q
 

～
 
@
 馬
マ
 悪
め
へ
 

か
 @
 

雨
 ぎ
ま
む
 き
 ・
 毘
お
コ
 N
o
:
 
ぎ
 0
 の
・
 0
-
%
 
安
 -
 ）
の
の
 

2
.
 

を
参
照
。
 

（
 6
 ）
し
の
 イ
二
 
Ⅰ
 巾
 Ⅰ
の
の
 

ヰ
プ
 
の
 ャ
 m
.
 

づ
き
も
憶
も
き
 

馬
ぺ
キ
 Ⅱ
ま
も
 
匝
も
 
め
 @
 め
 ～
 
悪
 軋
 Ⅰ
 
雨
毎
 ～
 
さ
 ～
下
馬
 
糠
円
 
～
 
め
 
-
o
 
ベ
ヒ
ぬ
 
二
 %
 
づ
卜
へ
 
0
 ベ
セ
 泉
下
も
の
も
っ
さ
 

の
 
め
・
の
㏄
 
目
づ
 
サ
 ユ
 %
 的
の
一
の
 
の
ヨ
ヴ
 
ユ
年
㏄
 
0
 

C
 コ
一
 
つ
 ・
 巾
 Ⅰ
の
㏄
の
。
）
の
㏄
 

0
 。
 つ
 ・
）
の
㏄
 

（
 7
 ）
ア
ル
ト
ニ
ッ
テ
ィ
ン
グ
の
エ
ク
ス
・
ヴ
ォ
 
l
 ト
 に
つ
い
 て
は
、
 
屈
 0
 す
め
 
Ⅱ
（
切
目
 e
 （
・
㏄
 さ
ぬ
 ふ
め
（
 
臣
ぬ
薫
 ミ
ミ
て
き
 
ャ
汗
 ム
ま
 な
よ
 
@
 
さ
遁
 
・
 才
 ハ
由
 
コ
 0
 ゴ
 。
 目
 

以
上
の
よ
う
に
、
人
々
 は
 教
会
の
宣
伝
メ
デ
ィ
ア
に
依
拠
 し
な
が
ら
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
と
か
け
離
れ
た
 宗
 教
 実
践
を
創
り
出
し
 

 
 

た
り
、
奇
跡
に
関
す
る
口
頭
 / 
図
像
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
，
 

ソ
の
 過
程
に
お
い
て
も
、
自
己
の
境
遇
や
日
常
世
界
・
に
 

引
き
つ
け
て
物
事
を
解
 
4
 

 
 
 
  

 

 
 

釈
す
る
と
い
う
特
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

冒
頭
に
提
示
し
た
民
俗
 /
 
民
衆
宗
教
概
念
の
妥
当
性
も
含
 め
て
、
こ
の
議
論
を
さ
ら
に
深
め
る
と
と
も
に
、
日
本
 の
絵
馬
奉
納
習
俗
を
 

め
ぐ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
と
の
比
較
は
 今
後
の
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
 



民俗Ⅰ民衆宗教とし   ての ヱ クス・ ヴ オート 

の
の
 
オ
コ
 
の
二
体
㏄
 宙
 ぎ
の
「
・
）
の
Ⅱ
 

0
.
 

及
び
同
 

，
 
し
ず
卜
に
 0
 目
 ぎ
 蜂
の
ぺ
Ⅱ
 
0
 曲
 づ
り
 
よ
い
 
Ⅱ
 
巴
 ・
，
 
0
 寮
 す
さ
 
ぎ
 ㌻
（
 
モ
恥
 「
 雨
 
さ
い
 
き
 Q
*
 
下
 n
x
-
 
）
 び
 。
）
の
Ⅱ
 
-
 。
 弓
つ
 ）
 ま
 ー
）
㏄
参
照
。
 

（
 8
 ）
Ⅱ
Ⅱ
 ぃ
 コ
マ
い
 い
 e
 Ⅰ
㌔
 っ
臣
 
v
-
 
む
 
Ⅱ
 ミ
 ・
 
う
芯
 
め
む
 
き
ざ
こ
 
ざ
 ヌ
ぺ
 円
仁
㎎
㏄
 

ヴ
 E
 Ⅱ
㏄
 オ
 。
の
。
二
才
色
 

ヨ
の
 Ⅱ
 く
 。
 ニ
ぃ
 
的
の
す
 

い
 @
 の
・
 
P
 
の
㍉
 
9
 
つ
Ⅰ
 下
 

（
 
9
 ）
目
 @0
-
 

ヰ
 
幅
 9
 コ
 ㎎
）
 ぃ
 。
㎎
 

e
r
.
 

ム
ご
咬
 
Ⅰ
 ぉ
 も
っ
～
 

@
 
吏
 Q
.
 

屈
の
田
の
 

-
 
す
の
 
Ⅱ
 9
@
 ヒ
 
リ
コ
 円
ゴ
 0
 「
 す
 ㊤
 オ
 の
く
の
「
 
団
 四
）
 り
 Ⅱ
 0
.
 

参
照
。
 

（
 托
 ）
 
弓
ざ
 （
 
0
 （
円
仁
Ⅰ
 
コ
 0
%
 
Ⅰ
 い
臼
 寸
ヰ
円
目
「
 
コ
 。
Ⅱ
・
Ⅱ
 

ま
轟
ぬ
 a
n
 
軋
 ㍉
 @
 
宙
 ふ
 き
 Ⅰ
 晦
め
 @
 
ミ
ハ
ト
ふ
師
ぎ
き
 Q
 建
に
ま
 
ャ
 e
@
 ム
ま
 ～
 
ミ
 「
 
e
@
 
も
 -
 
お
オ
れ
 ～
㌧
 め
へ
 
せ
㏄
（
～
～
 

e
n
 

め
，
之
ト
ド
 

の
 0
-
 
目
ヨ
 ヴ
 @
 
㏄
 C
 コ
 @
 
せ
 ・
㌧
Ⅱ
の
の
ダ
ト
の
Ⅱ
㏄
・
 

つ
つ
 
・
 り
曲
 
１
 %
 。
 づ
 -
 
り
ヰ
 
。
㏄
。
 
印
 

（
Ⅱ
）
Ⅰ
の
 コ
 N
 本
 ユ
 %
.
 
力
隈
 （
の
 
コ
 す
の
 

n
F
.
 

Ⅱ
 扶
 ド
ミ
 0
@
 
い
隈
 き
い
 さ
 %
 安
 憶
 悪
さ
 
毘
ト
 す
 ま
こ
 @
 
ま
 い
き
 
ふ
め
驚
 
こ
き
 
Q
s
 ぷ
畠
 @
 
呂
 s
s
 
ま
 い
か
 
～
 
ミ
ま
 ・
 N
E
 
（
 ず
 オ
 ・
 ド
の
 
Ⅱ
 い
 。
 つ
 ・
Ⅰ
切
切
 

（
 乾
 ）
荒
井
芳
蹟
「
発
話
行
為
と
し
て
の
絵
馬
」
㍉
民
族
学
研
究
 口
四
二
（
四
）
、
一
九
七
八
、
二
九
九
頁
。
 

（
 ほ
 ）
㏄
 ぃ
 二
の
「
・
 

0
 つ
 ・
 り
ぎ
 
・
（
 
ト
の
 
Ⅱ
Ⅰ
）
・
ロ
の
 

e
 （
・
 
0
 ロ
 ・
 り
ぎ
 
・
 い
 e
 Ⅱ
 つ
 り
Ⅱ
 
り
の
 0
 二
の
ぎ
・
円
ト
・
Ⅱ
 

0
 づ
 0
 毘
ぃ
セ
 さ
 %
 め
 
-
@
 

（
ま
 %
 
ま
い
下
も
め
も
 

め
 ～
Ⅰ
 再
 も
こ
 
下
 @
Q
 
き
 ㌧
 っ
 
ト
ミ
 
ヨ
て
も
 

ミ
田
 ㏄
 ぎ
卜
 e
d
 、
 
ト
悪
 -
 
「
執
っ
～
 

め
 -
 ロ
 の
の
り
 

胡
 。
 ら
 0
 ㏄
 q
0
 

白
毛
 

の
 r
.
 
ト
の
 
㏄
）
 の
 p
l
O
-
 

ぎ
 p
@
n
 
田
 コ
ム
 
ぃ
勾
 。
 ヨ
か
コ
 
¥
¥
 

ヲ
 （
の
「
ず
円
の
 

ャ
ジ
 の
 ア
 （
 
キ
由
コ
の
 o
U
 

ヱ
 P
 
。
 
屈
 m
@
 
の
 @
0
 
ヰ
ぃ
Ⅰ
 

づ
 0
 つ
由
 
-
 
レ
 Ⅰ
 由
 Ⅹ
 せ
 0
 （
 
0
 平
屯
 0
 コ
 薄
コ
。
 
コ
 。
の
 せ
 の
Ⅰ
 
す
 の
の
（
㏄
 

月
 "
-
 
目
の
・
 オ
 -
 
く
の
 
Ⅰ
の
 
ド
 の
 い
コ
円
ヰ
 

-
 
ひ
 Ⅰ
ノ
ミ
。
 

コ
ヰ
 Ⅰ
。
㏄
 

ュ
 の
め
Ⅰ
 
パ
ひ
 
Ⅰ
の
・
 
力
 0
 ヰ
コ
 
凶
 E
 の
 N
 ㏄
 0
 り
 。
Ⅱ
Ⅱ
 

ぃ
 （
の
 
串
 m
.
 
）
 卜
捺
 

わ
ミ
心
ぎ
 紙
も
さ
 
臣
 ㌧
 め
 
ト
ミ
 
ざ
 「
・
 
ト
 
Ⅱ
Ⅱ
由
の
「
 

ま
 。
 
さ
軋
 
Ⅰ
 軋
 ㏄
 
め
 
・
 力
 も
ま
も
「
 

ぎ
め
 Ⅰ
 め
 Ⅰ
 さ
 @
 
ミ
 Q
 ド
ぎ
タ
 し
り
 
づ
 0
 匹
。
 
コ
い
 円
ヰ
 
ご
 。
Ⅰ
㍗
 
-
 ン
コ
ト
ア
 
Ⅱ
 
0
 づ
 。
夕
ト
 の
 ㏄
の
。
 
づ
で
 
・
㏄
 
り
 ㏄
 ｜
 ㏄
の
㏄
 

（
Ⅱ
）
の
 宙
 「
 
a
G
 ヒ
 コ
コ
 
@
.
,
 
巾
甘
 
0
 （
 
o
9
 
（
 造
 ま
お
二
の
勾
ぎ
の
 
日
 
㌧
 0
 ㌧
 臣
 
-
a
r
 

の
 オ
 0
 二
の
 
ぴ
コ
 @
 ヨ
ア
 
-
 
ミ
 
o
d
 

の
「
 

コ
の
コ
コ
ぃ
コ
 
の
 コ
 ・
。
 ぎ
才
目
り
す
い
 
の
 -
 之
 ・
 
田
 す
の
 
ヱ
ぃ
 
Ⅰ
 田
 q
p
 
コ
ぃ
 

の
り
 
す
 三
手
の
ず
 盆
 し
の
・
）
 
き
寺
 代
ふ
 ま
お
き
 ㌔
 @
 
ぉ
田
 ま
ャ
 
Q
 
も
 ミ
 
㏄
 ふ
マ
簿
吋
 
e
z
 悪
 Ⅱ
 め
 0
 め
 @
o
-
 

ん
下
 
ざ
 
㌧
も
 悪
 Ⅱ
 
跨
 Ⅰ
㏄
 
ド
馬
 ぃ
こ
 
%
 安
Ⅰ
 
-
a
 ミ
 リ
 ～
へ
い
 
簿
さ
荘
 
寒
 s
,
 

ン
ミ
 

中
コ
 
0
 オ
 0
 コ
 

葵
 プ
木
 巳
お
 「
 %
 き
。
 毛
 ・
め
 
ぎ
 山
窩
・
参
照
。
 

（
 巧
 ）
㏄
 浅
臣
ぃ
 
田
の
 0
 毘
の
ぎ
・
 
い
 。
 ノ
き
 
Ⅱ
 ミ
 む
隠
を
め
ざ
ま
 驚
 ざ
さ
 ト
 盤
曲
 k
.
e
o
-
0
 

㍉
 ぺ
 Q
e
Q
 

き
 め
い
 
悪
お
 Ⅱ
 ま
 Ⅰ
潜
め
 
り
 Q
 、
 
9
 さ
 め
 り
 Q
 （
 惹
 ～
 
m
.
 巨
 一
お
・
 

0
 コ
・
 
ロ
 Ⅰ
 
0
 セ
 0
 コ
い
 
の
 

の
 0
 臼
ひ
襯
め
 
・
 ヲ
す
コ
 
（
 
p
@
 
（
か
 
@
@
.
 

の
 三
 （
 
任
 ㍑
。
）
の
の
の
。
 
串
ノ
 N
 の
 ド
 l
0
 
ト
 ド
 @
 ㏄
。
 
研
１
の
 

の
の
・
の
 
片
 
e
 つ
ゴ
 
の
コ
ま
目
打
。
 
目
 ・
。
の
 
由
 て
の
 0
 下
の
り
 @
 
コ
 旺
の
 一
 
コ
 
%
 
す
 0
 の
丁
年
へ
り
 

目
 ㏄
の
 0
 吊
 

の
 。
 臣
円
ベ
巴
 
㌧
 り
 Ⅱ
 -
s
.
 

。
 -
 
コ
の
ヰ
 
。
で
 
ゴ
 。
二
ミ
 -
 
目
の
。
 

コ
 （
 
0
 年
・
）
 
い
い
 
@
 
さ
 ～
り
さ
 
ミ
軋
 ぺ
 」
 
き
 
@
 ～
～
 

、
 （
Ⅱ
 
@
 
（
～
～
 

め
 @
 め
 -
@
@
@
@
 

～
～
 

Q
 
め
ぎ
～
 ヒ
ヘ
 
Q
 
～
 
@
 
瓦
田
 
つ
 @
 
ら
の
い
 

Q
u
 

～
 
弓
 ～
 
ハ
め
 
・
）
 

@
-
 
与
り
ら
～
 

か
 ～
 
っ
ぺ
 
。
 "
 え
よ
。
～
 0
 、
 
）
。
 

の
欝
 
Ⅱ
）
 
ヴ
 ～
・
 

@
@
4
 

の
の
 C
 コ
 @
 
で
 
」
 
・
・
 
H
-
 

～
・
 

@
u
 

の
 
n
@
.
 

）
の
の
㏄
。
で
で
・
 

N
 、
ト
 

㏄
 ム
 
Ⅰ
 つ
 

（
Ⅳ
）
 ク
ザ
ン
 は
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
地
域
に
奉
納
さ
れ
た
 ェ
ク
ス
 

ヴ
ォ
一
ト
を
 素
材
に
し
て
、
図
像
上
で
聖
人
・
聖
母
が
現
れ
る
 雲
の
領
域
と
、
祈
願
 

内
容
の
領
域
の
比
率
を
数
量
的
に
調
査
し
、
時
代
に
 よ
 る
聖
人
 

聖
母
と
人
間
の
関
係
性
の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
の
。
 

 
 

 
 

（
Ⅰ
の
㏄
㏄
）
 

 
 

（
Ⅳ
）
告
白
と
聖
人
崇
拝
は
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
 れ
た
二
つ
の
安
全
弁
だ
っ
た
と
い
う
ア
ン
ド
レ
・
ヴ
ァ
 ラ
 ニ
ャ
ッ
 ク
の
 指
摘
が
想
起
さ
③
 

れ
る
。
 ナ
コ
 d
 ネ
く
ぃ
 「
 ぃ
幅
コ
 
a
c
 ユ
ミ
 a
r
 

目
の
の
 

ゴ
 。
 目
 0
 （
 二
 a
r
a
 

㎎
コ
ぃ
 

P
 ト
ま
づ
 Ⅰ
 
ロ
巳
 
べ
ま
。
さ
 

り
 ㍉
 る
 ミ
 %
 ぎ
 e
 
め
 
・
 巾
目
ざ
 @
 巾
 C
 ロ
 ・
Ⅰ
の
Ⅱ
の
・
 

蔵
 持
木
王
地
 訳
 
「
 ョ
 一
曲
 

ロ
ソ
パ
 の
庶
民
生
活
と
伝
承
し
白
水
仕
、
一
九
八
 0
 、
一
二
三
 
｜
 四
頁
。
 



（
 0
0
 
）
実
際
に
、
聖
人
が
病
人
の
べ
 
ッ
ド
 
の
 わ
き
 に
ま
で
下
り
 
て
い
る
図
像
も
多
く
 、
 中
に
は
聖
人
と
奉
納
者
の
握
手
な
ど
も
 あ
 Ⅰ
 り
 0
 巨
晶
 臼
 0
 
、
 
円
ノ
廷
弓
 

い
 す
 -
 
コ
ノ
 い
っ
 め
叩
 
Ⅰ
Ⅰ
 
う
 Ⅱ
 臣
 @
 
さ
さ
Ⅱ
さ
さ
 由
 
Q
 悪
っ
 
臣
も
 -
 
お
さ
 
っ
 @
 両
法
セ
 っ
 ～
 
0
.
 め
 Q
 さ
 ～
 
悪
 Ⅰ
 ふ
 Q
.
 わ
ミ
心
 ぎ
さ
 い
 ㍉
も
 Q
 ～
 
Q
 へ
い
 さ
 %
 
㏄
 ャ
い
 
の
蓬
Ⅰ
 
さ
 P
 
し
 「
の
の
 
住
曲
 の
 （
 a
f
O
e
d
@
Z
@
O
 

三
 ・
 

任
 

 
 

 
 

ト
 0
 ㏄
の
。
 目
ア
 
ト
の
 
ト
 

 
 
 
 

（
㎎
）
 
木
 二
の
の
・
方
立
（
の
コ
オ
 

%
 ガ
・
 0
 口
 ・
 缶
 （
 

（
㏄
）
 
巾
曲
 0
-
O
P
 
ミ
 
O
 ～
 O
.
Q
 ミ
 
Ⅱ
Ⅱ
 き
ざ
 
Ⅰ
隠
 さ
 
0
0
 へ
 ま
 Q
.
 む
臼
臣
の
 
の
 0
 り
 @
0
 
㎡
 レ
巾
岸
 0
-
o
 
的
 @
 
の
田
ユ
三
が
 コ
 の
 -
 ト
の
 
Ⅱ
。
Ⅰ
 ，
 の
ひ
 @
 ㍉
 の
 

（
じ
木
間
瀬
晴
三
「
自
死
の
舞
踏
日
者
」
 口
ど
 
一
五
、
一
九
 八
二
、
二
六
 ｜
 七
頁
、
参
照
。
 

（
 羽
 ）
し
 い
 の
～
・
 
0
 セ
 ・
 ム
 d
.
.
 
で
 づ
 ・
の
 
1
 ト
 ㏄
 

（
 為
 ）
 
い
い
ロ
 
の
「
・
 
0
 づ
 ・
 n
 甜
 ・
・
（
）
の
～
～
）
・
 

b
.
 

）
～
 

ひ
 

（
 ぬ
 ）
い
 い
 の
「
・
 
0
 つ
・
 n
 プ
 ・
・
 
ロ
 ・
 p
 ㏄
 

図
版
出
典
 -
 い
 p
E
 

の
「
・
 

o
 や
 
n
@
 
（
：
（
 ト
の
 
～
 つ
 ）
 



仏 
教 卓 
教 国 
団 に 

0 %   
大 て 
化 正 
と 法 そ 
れ 像 
に 法 と 
も 末 
な 法 
つ め 

三時 て生 

じ 調 

て に 

き ち 
た と 

教 づ 
固 く 

の 末 
魔 法 
故 居、 
  想 
堕 が 
落 首 
と 及 
い し 
つ も よ 

た じ 
状 め 
況 た 
が め 

政 は 
浩 大 
間 性 
題 紀 
に 半 
発 は 
展 以 
し 降 
  で， 

教 あ （ 

団側 るし 

をま 当 

  
47@ (379) 

西
本
照
 真
 

（
論
文
要
旨
）
中
国
に
お
け
る
 道
 緯
や
善
導
の
浄
土
教
と
信
行
 を
 開
祖
と
す
る
三
階
教
は
、
末
法
思
想
と
い
う
共
通
の
思
想
的
 土
壌
の
も
と
に
独
白
の
 

思
想
を
構
築
し
た
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
し
か
し
筆
者
は
 、
両
教
に
お
け
る
末
法
思
想
の
位
置
自
体
に
注
目
す
べ
き
相
違
 占
 @
 
が
 見
い
だ
さ
れ
る
 

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
浄
土
教
に
お
い
て
は
、
末
法
思
想
 の
 導
入
に
よ
っ
て
念
仏
の
行
に
歴
史
的
必
然
性
が
付
与
さ
れ
た
と
 い
う
点
で
、
浄
土
 

敦
史
に
お
け
る
一
つ
の
画
期
を
な
し
た
と
い
え
 よ
う
 。
し
か
し
 、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
も
と
づ
く
浄
土
へ
の
往
生
と
い
う
救
済
 の
 構
造
自
体
は
 、
末
 

法
 思
想
の
導
入
以
前
に
す
で
に
成
立
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
 一
方
、
三
階
教
に
お
い
て
は
、
第
一
階
，
第
二
階
・
第
三
階
と
 い
う
三
階
教
の
教
義
 

釣
枠
組
み
自
体
が
、
正
法
・
像
法
・
末
法
と
い
う
三
時
 説
 に
も
 と
づ
く
末
法
思
想
そ
の
も
の
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
末
法
 思
 想
を
抜
き
に
し
て
は
 

三
階
教
の
成
立
そ
の
も
の
が
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
 

三
 階
 教
は
中
国
に
お
け
る
末
法
思
想
の
受
容
，
形
成
の
過
程
に
お
 い
 て
特
殊
な
地
位
を
 

し
め
て
い
る
と
い
え
る
。
 

本
論
文
で
は
、
両
教
の
機
根
認
識
の
問
題
や
、
自
己
の
悪
認
識
 の
 問
題
な
ど
に
つ
い
て
も
取
り
あ
げ
た
。
 

（
キ
ー
ワ
ー
ド
）
末
法
思
想
、
浄
土
教
、
三
階
教
、
救
済
。
 

は
じ
め
に
 

中
国
浄
土
教
と
三
階
教
に
お
け
る
 末
 法
 思
想
の
位
置
 



-
9
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の
 保
証
な
ど
を
お
さ
え
る
こ
と
も
必
要
と
な
ろ
 う
 。
本
論
 文
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
点
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
 ほ
 避
け
る
が
、
論
及
の
 

ま
た
、
両
教
を
宗
教
的
救
済
思
想
と
し
て
見
る
場
合
、
救
 済
 者
、
被
救
済
者
、
救
済
の
形
態
、
 

被
 救
済
者
に
求
め
 ら
れ
る
実
践
、
救
済
 

と
い
う
点
で
注
目
に
値
す
る
。
 

@
5
@
 

確
か
に
、
浄
土
教
も
三
階
教
も
末
法
思
想
の
影
響
が
強
い
 と
い
う
点
で
共
通
点
は
あ
る
の
だ
が
、
両
教
に
い
か
な
 る
 形
で
末
法
思
想
が
 

反
映
し
て
い
る
の
か
、
い
わ
ば
 両
 教
に
お
け
る
末
法
思
想
 0
 位
置
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
さ
ら
に
検
討
を
加
え
 る
 必
要
が
あ
る
と
思
わ
 

-
6
"
 

れ
る
。
そ
し
て
、
検
討
を
加
え
て
い
く
中
で
、
末
法
思
想
 の
 反
映
の
形
態
自
体
に
も
相
違
点
を
見
い
だ
す
こ
と
が
 で
き
る
の
で
は
な
い
か
 

（
 
7
-
 

と
 考
え
る
。
本
論
文
で
ほ
、
両
教
の
教
義
的
骨
格
に
お
 け
 る
 末
法
思
想
の
し
め
る
位
置
、
お
よ
び
機
根
認
識
の
間
 題
 に
焦
点
を
絞
っ
て
 
検
 

試
 し
て
み
た
い
。
 

取
り
上
げ
る
思
想
家
と
貸
料
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
。
 

浄
 七
教
に
お
い
て
は
、
末
法
思
想
の
影
響
を
真
先
に
受
 け
 た
と
い
う
点
で
、
 
道
 

緯
の
思
想
を
そ
の
主
著
「
安
楽
集
 ヒ
 に
お
い
て
取
り
上
げ
 る
 。
ま
た
、
末
法
思
想
を
さ
ら
に
自
身
の
内
面
的
自
覚
 と
し
て
深
化
さ
せ
た
と
 

い
う
点
で
、
善
導
の
主
著
「
観
無
量
寿
仏
経
 疏
 口
を
取
り
 上
げ
る
。
ほ
ぼ
同
時
代
に
生
き
た
浄
土
教
者
と
し
て
 迦
 オ
や
懐
 感
な
ど
が
い
る
 

が
 、
末
法
思
想
と
の
関
連
で
い
え
ば
 道
 紳
や
善
導
に
比
し
 て
 独
自
性
に
乏
し
い
。
そ
こ
で
、
機
会
が
あ
れ
 ば
 稿
を
 あ
ら
た
め
て
論
じ
る
こ
 

と
に
し
て
本
稿
で
は
取
り
扱
わ
な
い
。
ま
た
三
階
教
に
関
 し
て
は
、
信
行
自
身
の
著
作
で
あ
る
と
は
明
確
に
断
定
 で
き
な
い
が
、
少
な
く
 

@
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と
も
彼
の
没
後
そ
 う
 遠
く
な
い
時
代
に
は
流
布
し
て
い
た
 ロ
射
振
起
行
法
口
を
資
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
す
る
 

 
 

  
  
  
（ 由 ハエ 下 し 、 、 
  
仏教を - 一二ー 八市川 て上 ） 

提唱 八八一 にお 

） い し 

ほ て た 

  
居 、 そ 者 
想 の た 
を 偲、 ち 
白 薇 が 
己 の い る 。 

よ、 末法眼 認 た力 

誠 忠 で 

問 も、 想のの 
顕 彰 三 
と 響 階一 
し を 教巴 
て 強 の 
受 く 開 
げ 見 祖 
と い で 

め だ あ 
深 す る 
化 こ 信 
さ と 行 

せが たで （ 五 
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た
び
か
の
政
治
的
弾
圧
を
被
る
に
い
た
っ
た
。
そ
の
 ょ
ぅ
 な
 時
代
に
お
い
て
、
仏
教
教
団
内
部
の
状
況
と
社
会
的
 状
況
に
末
法
の
到
来
を
 



計
 今
時
衆
生
、
即
 当
仏
去
世
後
 第
四
五
百
年
、
正
 是
俄
悔
 修
福
麻
弥
仏
名
号
侍
者
。
若
一
念
 称
 阿
弥
陀
仏
、
 
即
能
 除
却
八
十
億
劫
 生
 

 
 

集
 経
ヒ
 
月
蔵
 分
の
五
管
五
百
年
税
に
対
す
る
見
解
で
あ
 る
 。
 道
 緯
は
経
文
の
引
用
に
け
  

 

浄
 

国
 

続
け
て
、
 

 
 

 
 

中
 

と
 
三階教における 末法思想の位置 

に 点、 ま と 顕 彰 
重 か た し ヰこ 響 申 国津 祝 第一大 して らも、 可能と 衆 て、 と時が とを明 第一大 を浄 上 土 
い 時 な 生 相 ら 門 間 数 数 
た 伐 る が 応 か の 中 者 の   

と 中 、開 こと とそ が 仏の しな にす 申、 教典 所 が察せ の時代 時代と 教えを いなら 教 る 。 （まず）   
強 想   
受 響 

を け、 受 
そ げ 

済 い 

の っ 

論 た 

土着 第 八 
し 物   て @T 

君く 。 そ 
こ へ 時 い 道 

く 縛 
関 冒 の の で 

で あ 
あ る。 

る る   『 緯 
安 ほ   楽 末 

緯 る り 根 で 実 法 
ほ と 悟 と あ 。 @  l@@@' E 且 

教 る の 想   ， え @ 」 冒 の 

視
点
と
し
て
大
事
に
し
て
お
き
た
い
。
 



と
 述
べ
て
い
る
。
 道
紳
 に
は
仏
と
の
時
間
的
距
離
の
隔
た
 り
が
明
確
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
生
き
た
時
代
が
 第
四
の
五
百
年
に
当
た
 

る
と
し
た
根
拠
は
定
か
で
な
い
が
、
 道
 緯
の
解
釈
と
し
て
 注
目
さ
れ
る
べ
き
点
は
、
 円
 大
集
経
口
 月
蔵
 分
の
第
四
 の
 五
百
年
の
箇
所
に
は
 

「
 
次
 五
百
年
、
 於
 教
法
中
、
多
造
塔
寺
侍
 住
 堅
固
」
実
正
 十
二
一
・
二
天
三
下
）
と
あ
る
の
を
、
「
第
四
五
百
年
進
上
 

ェ
塔
寺
 、
修
福
 俄
 悟
得
 

堅
固
」
（
大
正
田
 
セ
 ・
四
十
）
と
し
て
「
修
福
 
蛾
悔
 」
の
 文
 字
を
補
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
も
「
造
立
 塔
寺
 」
 よ
り
も
「
 峨
悔
 修
福
」
 

に
 重
点
が
置
か
れ
、
さ
ら
に
は
行
ず
べ
き
正
行
を
称
仏
名
 ち
 と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 円
 
大
集
経
 b
 月
 威
公
の
 経
 文
 
（
 
今
我
浬
穏
 後
、
正
法
 

（
は
 
@
 

五
百
年
 住
在
於
 世
間
（
中
略
）
、
像
法
位
 

於
 地
隈
 満
 一
千
年
）
 
か
 ら
す
れ
ば
、
仏
滅
後
千
五
百
年
を
過
ぎ
た
第
四
の
五
百
 年
は
 末
法
に
他
な
ら
な
 

い
 。
し
た
が
っ
て
 遣
 綿
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
念
仏
こ
そ
 が
 末
法
の
時
代
に
お
け
る
正
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
 な
る
わ
け
で
あ
る
。
 経
 

典
 自
体
に
は
末
法
で
あ
る
こ
と
と
念
仏
の
行
を
な
す
こ
と
 の
 因
果
関
係
は
説
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
 道
 緯
の
内
面
に
お
い
て
は
 

じ
め
て
末
法
と
い
う
時
代
と
正
行
と
し
て
の
念
仏
が
強
力
 に
 結
び
つ
げ
ら
れ
た
と
い
え
る
。
そ
も
そ
も
時
代
的
 限
 定
性
を
持
た
な
い
念
仏
 

死
文
 罪
 。
一
念
 既
繭
 、
 況
修
 常
命
、
即
是
 恒
繊
 個
人
 也
 。
父
君
失
望
 近
 、
即
前
者
修
定
修
志
長
英
王
学
、
後
者
 是
兼
 。
如
去
聖
日
 

遠
 、
 即
 後
者
称
名
是
正
、
前
者
 是
兼
 。
何
 意
然
 者
、
宴
曲
 衆
生
 去
聖
 遥
遠
、
 機
解
浮
浅
 暗
鈍
故
地
。
 

今
時
の
衆
生
に
つ
い
て
計
会
す
る
と
、
仏
が
こ
の
世
を
去
 ら
れ
た
後
の
第
四
番
目
の
五
百
年
の
時
代
に
あ
た
る
。
 

ま
さ
に
 俄
 悔
し
 

福
を
修
め
仏
の
名
号
を
称
え
る
べ
き
時
代
の
衆
生
で
あ
る
 。
も
し
一
念
に
阿
弥
陀
仏
を
称
え
れ
ば
、
八
十
億
劫
の
 生
死
の
罪
を
除
却
 

で
き
る
。
一
念
で
さ
え
そ
の
 ょ
ぅ
 で
あ
る
か
ら
、
常
命
 な
 修
す
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
り
、
恒
に
 俄
悔
 す
る
人
と
い
，
 え
る
。
 

ま
た
、
も
し
聖
人
が
世
を
去
っ
て
時
間
が
あ
ま
り
経
過
し
 て
い
な
い
な
ら
ば
、
前
者
（
第
三
の
五
百
年
ま
で
の
 

行
 ）
 の
定
と
 恵
を
修
 

め
る
こ
と
が
王
学
で
あ
り
、
後
者
（
の
称
名
）
は
兼
で
あ
 

る
 。
も
し
聖
人
が
世
を
去
っ
て
か
ら
す
で
に
時
間
が
経
過
 し
て
い
る
な
ら
 

ば
 、
後
者
の
称
名
が
正
で
あ
り
、
前
者
は
兼
で
あ
る
。
 

ど
 う
し
て
そ
の
よ
う
に
な
る
か
と
い
え
ば
、
ま
っ
た
く
 
（
今
時
の
）
衆
生
は
 

@
 
け
 "
 

聖
人
と
の
時
間
的
距
離
が
遥
か
に
遠
く
、
機
根
の
理
解
が
 浮
浅
 暗
鈍
で
あ
る
こ
と
に
 よ
 る
か
ら
で
あ
る
。
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と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
同
時
に
、
曇
鸞
（
 四
 セ
六
ゃ
 ;
 五
四
二
 ?
 ）
か
ら
 道
紳
 へ
い
た
る
浄
土
教
思
想
 0
 発
展
と
も
い
い
う
る
 

授
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
た
め
 に
 
日
大
美
月
蔵
経
 b
 を
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
 

実
 際
に
ほ
日
大
集
経
 b
 万
歳
 分
 

③
 

 
 
 
 

津
国
に
は
右
の
よ
う
な
経
文
は
見
当
た
ら
な
い
。
経
文
の
 記

述
を
ほ
る
か
に
飛
び
越
え
て
、
 

道
緯
 自
身
の
確
信
が
 新
た
な
段
階
に
達
し
て
い
る
 

 
  

 

中
 

  と 三階教における 末法思想の位置 

答
え
る
。
大
乗
の
聖
教
に
 ょ
 れ
ば
、
ま
っ
た
く
そ
れ
 怪
 一
種
の
勝
 
法
 に
よ
っ
て
生
死
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
 た
め
に
、
火
宅
 

か
ら
抜
け
出
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
二
種
と
は
何
か
 と
い
え
ば
、
一
つ
は
聖
道
で
あ
り
、
二
つ
に
は
往
生
 浄
 土
 で
あ
る
。
そ
の
 

中
の
一
 つ
 で
あ
る
聖
道
 は
 今
時
に
お
い
て
は
 証
 得
す
る
 @
 
」
と
が
困
難
で
あ
る
。
一
つ
に
は
大
聖
と
の
時
間
的
距
離
 
が
は
る
か
に
隔
て
 

ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
二
つ
ぼ
は
（
聖
道
 
は
 ）
理
が
深
 く
 解
が
微
細
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
自
大
 美
月
蔵
経
口
に
は
 

「
わ
が
末
法
の
時
代
に
数
多
く
の
衆
生
が
行
を
起
こ
し
 
道
 を
 修
め
る
が
、
一
人
と
し
て
得
道
す
る
も
の
は
い
な
い
 」
と
述
べ
ら
れ
て
 

@
 
円
 "
 

い
ろ
。
当
今
は
末
世
で
あ
り
現
に
五
濁
悪
世
で
あ
り
、
 た
 だ
 浄
土
の
一
門
だ
け
が
道
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
 と
し
て
あ
る
。
 

聖
道
を
行
じ
て
も
往
生
浄
土
の
道
を
行
じ
て
も
い
い
と
い
 う
の
で
は
な
く
、
末
法
に
お
い
て
は
浄
土
の
一
門
で
し
 か
 救
済
の
道
が
断
た
れ
 

と
い
 

も
、
 

ら
 行
に
時
代
的
枠
を
設
定
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
念
仏
 と
い
う
行
に
必
然
性
を
持
た
せ
た
の
で
あ
る
。
次
に
引
 く
 文
章
に
お
い
て
 

浄
土
門
へ
の
 帰
 入
の
必
然
性
が
末
法
と
い
う
時
代
的
枠
組
 み
を
前
提
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
 

間
日
。
一
切
衆
生
 皆
有
 仏
性
、
遠
 劫
 以
来
底
値
参
伍
。
何
 国
華
 今
 例
日
輪
廻
生
死
不
出
火
宅
。
 

答
日
 。
 依
 大
乗
聖
教
、
良
白
下
 得
 二
種
 勝
 法
域
 排
 生
死
 是
 不
出
火
宅
。
何
者
 為
二
 。
 一
謂
 聖
道
、
二
 謂
 往
生
浄
土
 。
英
聖
道
一
種
 今
 

時
難
証
 。
一
曲
 芸
 大
聖
遥
遠
。
二
曲
 理
深
解
微
 。
 是
 散
大
 葉
月
蔵
経
 云
 、
 我
 末
法
時
中
 億
億
 衆
生
起
 行
 修
道
 末
有
 一
人
侍
者
。
当
今
 

末
世
、
現
量
五
濁
悪
世
、
 唯
有
 浄
土
一
門
、
可
通
人
 路
 。
 

質
問
す
る
。
一
切
の
衆
生
に
は
 皆
 仏
性
が
あ
る
。
は
る
か
 な
 昔
か
ら
 多
仏
 に
ま
み
え
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
ど
 う
 し
て
今
に
至
っ
 

て
も
自
ず
か
ら
生
死
に
輪
廻
し
て
火
宅
を
出
る
こ
と
が
な
 い
の
か
。
 



食
既
長
生
死
凡
夫
、
智
恵
浅
短
。
 

わ
た
し
は
、
す
で
に
生
死
を
く
り
か
え
し
て
ぎ
た
凡
夫
で
 

あ
り
、
 智
 恵
も
浅
は
力
で
乏
し
Ⅱ
 

、
 。
 
-
8
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、
 
。
 

た
だ
心
を
尽
く
し
て
法
を
奉
り
、
臨
終
の
時
に
あ
た
っ
て
 ほ
 、
こ
の
 傲
 れ
た
身
を
捨
て
て
そ
の
ま
ま
彼
の
法
性
の
 常
楽
を
証
得
し
た
 

-
 
け
 -
 

い
と
願
 う
 ば
か
り
で
あ
る
。
 

を
 説
く
経
典
 類
が
 仏
教
の
衰
滅
し
て
い
く
社
会
の
状
況
を
 リ
ア
ル
に
描
き
だ
し
、
そ
の
記
述
に
一
致
す
る
廃
仏
を
 

清
 し
て
き
た
 道
緯
が
 、
 闇
宅
 と
か
火
宅
と
い
 
5
 社
会
規
定
 さ
 す
る
の
ほ
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
ろ
 5
 。
し
か
し
な
 

い
る
か
ら
自
身
も
闇
に
そ
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
論
理
の
 展
開
は
道
 緯
 に
ほ
乏
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 

次
に
、
善
導
に
お
け
る
末
法
思
想
の
位
置
に
つ
い
て
検
討
 を
 加
え
る
。
ま
ず
は
「
観
無
量
寿
仏
経
 疏
 b
 に
お
 け
 

関
す
る
記
述
を
い
く
 っ
か
 列
挙
し
て
み
よ
う
。
 

我
等
 愚
 痩
身
伝
動
末
流
転
令
達
釈
迦
 
仏
 

末
法
文
 ぬ
 
退
跡
 
弥
陀
本
誓
願
極
楽
之
裏
門
 

わ
た
し
た
ち
は
愚
か
な
身
で
あ
り
、
は
る
か
な
る
昔
か
ら
 輪
廻
の
生
存
を
繰
り
返
し
て
ぎ
た
。
い
ま
釈
迦
 仏
 

れ
た
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
極
楽
の
裏
門
（
が
説
か
れ
た
 

「
観
経
口
の
教
え
）
に
め
く
り
あ
う
こ
と
が
で
き
た
。
 

，
 
@
 。
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准
可
動
石
拳
法
、
畢
命
 為
期
 、
捨
 此
 抜
身
、
即
 証
 役
法
性
 之
 常
楽
。
 

自
ら
の
経
験
と
し
て
蓄
 

が
ら
、
 闇
宅
 に
住
し
て
 

る
善
導
の
機
根
認
識
に
 

が
末
法
の
時
代
に
残
さ
 

火 と 

界 縞蛇 
」 - 校 

と す 
い る 

うと 表 " 

現 認 
ほ 識 
  の 

凡 深 
大 イヒ 

の に 

生 欠 
き げ 
て る 
い 点、 
る が 
世 あ 
昇 る 

（ 一 

舌 ① たと 
が え   

も 、闇 ま 

」であるとか人界であると規定す 之闇宅 此 三界者 乃 晃生死凡夫 「 @1 - 。 
  
の う 

で、 表 

あ 現 
るや 
末余 「 
法 既 
居、 自 

想 居 

わ
け
で
、
曇
鸞
に
お
い
て
 ぱ
 時
代
に
関
係
な
く
そ
の
道
が
 開
か
れ
て
い
た
阿
弥
陀
仏
の
救
済
は
、
 

道
紳
に
 至
っ
て
 は
 末
世
で
あ
る
か
ら
こ
 

 
 

 
 

そ
 救
済
さ
れ
る
と
い
う
具
合
に
時
代
的
必
然
性
を
と
も
な
 っ
た
 浄
土
教
へ
と
思
想
的
発
展
を
遂
げ
た
と
い
え
よ
う
  
 

 
 

た
だ
 道
緯
 に
関
し
て
一
点
だ
け
補
足
し
て
お
く
と
、
 

被
救
 済
 者
の
自
己
規
定
と
い
 5
 
点
で
は
、
次
に
と
り
あ
げ
る
 善
導
や
三
階
教
な
ど
㈹
 



 
 

お
 

死
の
凡
夫
で
あ
り
、
は
る
か
な
昔
か
ら
今
に
至
る
ま
で
 常
 に
 迷
い
の
世
界
に
没
し
常
に
輪
廻
を
く
り
か
え
し
、
 

そ
 こ
か
ら
抜
け
出
る
 

 
 
 
 

機
縁
を
も
た
な
い
、
と
心
に
は
っ
き
り
と
決
め
て
深
く
 信
 じ
る
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
に
は
、
彼
の
阿
弥
陀
仏
は
四
 十
八
願
に
よ
っ
て
 

階
教
 

一
 一
 

衆
生
を
摂
め
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
願
 力
 に
 乗
じ
て
必
ず
や
往
生
で
き
る
こ
と
ほ
疑
い
な
く
間
違
 い
な
い
、
と
心
に
 

と
 

@
 
㎎
 @
 

教
 

ほ
 
づ
 き
り
と
決
め
て
深
く
信
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
 

土
 

浄
 

 
 

る
の
で
ほ
な
く
、
第
一
の
心
を
深
め
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
 て
 、
第
二
の
心
、
阿
弥
陀
仏
 

の
 救
済
が
一
層
確
か
な
も
の
と
し
て
信
じ
ら
れ
る
の
で
あ
 ろ
 う
 。
そ
の
点
で
ほ
、
末
法
思
想
が
果
た
し
た
役
割
は
 羊
 時
に
お
い
て
も
極
め
 

53 ㏄ 85) 

無
山
 

縁
 。
二
者
決
定
深
信
 彼
 阿
弥
陀
仏
四
十
八
願
摂
受
衆
生
、
 

無
難
無
慮
 乗
彼
 願
力
走
 得
 往
生
。
 

法
 

末
 

 
 

「
深
心
」
と
言
 う
 の
は
と
り
も
な
お
さ
ず
深
く
信
ず
る
 心
 で
あ
る
。
こ
れ
に
も
二
種
類
あ
る
。
一
つ
に
は
、
自
分
は
 現
に
罪
悪
 生
 

サ
 

「
自
分
た
ち
は
愚
痴
の
身
で
あ
る
」
「
こ
の
傲
れ
た
身
を
捨
 

て
る
」
「
自
分
は
生
死
の
凡
夫
に
ほ
か
な
ら
ず
、
智
恵
 

は
 浅
く
乏
し
い
」
な
ど
 

0
 表
現
に
は
、
愚
痴
 身
 
・
 傲
身
 ・
生
死
凡
夫
と
は
自
分
自
 
身
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
自
覚
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
 。
し
た
が
っ
て
善
導
の
 

内
面
に
お
い
て
は
、
 
悪
 認
識
が
自
己
一
身
に
徹
底
し
て
い
 る
と
い
え
よ
 
う
 。
善
導
の
思
想
に
お
け
る
末
法
思
想
の
 位
置
と
い
 5
 点
か
ら
 述
 

へ
 る
な
ら
ば
、
自
己
の
能
力
・
素
質
の
自
覚
が
追
縄
 に
比
 駁
 し
て
一
層
深
化
し
、
そ
の
深
化
が
救
済
者
で
あ
る
 阿
 弥
陀
仏
と
の
距
離
を
逆
 

に
 縮
め
て
い
る
と
い
え
な
 い
 だ
ろ
う
か
。
善
導
は
道
 紳
の
 よ
 う
 に
聖
人
と
の
時
代
的
距
離
を
問
題
と
し
て
い
な
い
 。
そ
の
点
で
は
末
法
 思
 

想
 ら
し
く
な
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
末
法
思
想
 に
も
と
づ
く
自
己
悪
の
徹
底
が
自
己
と
何
と
の
距
離
を
 縮
め
、
善
導
自
身
に
お
 

い
て
ほ
 仏
 と
一
対
一
で
向
 き
 ム
ロ
っ
て
い
る
よ
う
な
観
さ
え
 あ
る
。
阿
弥
陀
仏
に
 よ
 る
救
済
の
構
造
そ
の
も
の
は
、
 

末
法
思
想
以
前
に
で
 き
 

あ
が
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
末
法
思
想
が
自
己
規
定
に
強
 烈
に
 反
映
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
往
生
を
願
う
心
が
 よ
り
一
層
徹
底
し
た
も
 

鑓
 

の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
善
導
は
深
心
と
い
う
こ
と
 に
 関
し
て
、
 

 
 

言
 深
心
者
、
即
是
深
信
之
心
地
。
 

亦
有
 二
種
。
一
者
決
定
 深
信
自
身
魂
 是
 罪
悪
生
死
凡
夫
、
広
 助
 日
来
 常
没
常
流
 転
 無
有
出
離
 之
 

Ⅱ
 
什
心
 



言
 成
仏
力
 故
 已
下
、
此
明
衆
生
業
障
 触
 日
至
 盲
 、
指
掌
 謂
 遠
 他
方
、
 隔
竹
管
即
楡
之
 千
里
、
豊
沢
凡
夫
分
外
諸
仏
 境
内
閲
 心
 、
自
弁
 

重
力
冥
加
、
彼
国
阿
古
律
 観
 。
 

「
 以
 仏
力
 故
 」
以
下
の
経
文
 @
2
-
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も
 
ま
、
 衆
生
の
業
障
は
も
の
を
 見

る
の
に
 生
盲
 で
あ
る
が
ご
と
く
、
掌
を
指
し
て
他
方
に
 遠
し
と
い
い
、
 

竹
垣
を
隔
て
れ
ば
千
里
も
あ
る
ご
と
く
に
い
り
、
ま
し
て
 や
 凡
夫
の
分
別
を
越
え
た
諸
仏
の
境
内
に
心
を
 い
 た
 す
 に
お
い
て
は
な
お
 

さ
ら
で
あ
る
。
仮
に
も
里
力
が
は
る
か
に
加
わ
ら
な
い
な
 ら
ば
、
彼
の
国
ほ
い
か
に
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
ょ
 ぅ
 か
 、
と
い
う
こ
と
 

@
 
㌍
 "
 

を
 明
ら
か
に
し
て
い
る
。
 

「
生
首
」
と
い
う
地
楡
表
現
は
円
 
浬
穏
 経
口
に
よ
る
も
の
 で
あ
り
。
、
（
 

4
@
2
 
 

ま
た
三
階
教
の
代
表
的
な
自
己
規
定
の
表
現
 で

あ
る
が
、
善
導
が
 

多
用
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
価
す
る
。
 比
 楡
の
用
い
方
 と
い
う
点
で
は
三
階
教
と
極
め
て
近
い
も
の
を
感
じ
る
 。
ま
た
二
番
目
の
文
章
 

で
は
、
「
 
盲
 」
で
あ
る
こ
と
が
修
行
の
妨
げ
と
し
て
で
 は
 な
く
効
果
を
増
進
さ
せ
る
も
の
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
 
。
こ
れ
は
「
盲
人
」
で
 

 
 

て
夫
ぎ
く
、
重
要
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
 

さ
て
次
に
、
善
導
が
自
己
の
能
力
に
つ
い
て
「
生
育
」
と
 規
定
し
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
考
察
を
加
え
る
。
円
鏡
 無
量
寿
仏
経
 疏
 L
 の
 

中
に
は
数
 ケ
所
 、
「
士
官
」
と
い
う
表
現
が
み
ら
れ
る
、
 

弟
子
 某
 中
等
生
首
罪
 重
 、
障
 隔
処
深
 、
 願
仏
 慈
悲
摂
受
講
 食
 指
 授
 開
悟
。
 

仏
弟
子
で
あ
る
わ
た
く
し
ど
も
は
「
生
首
」
で
あ
っ
て
 罪
 が
 重
く
、
 障
 隔
の
所
に
深
く
陥
っ
て
い
る
。
願
わ
く
ば
 、
 仏
が
慈
悲
に
 ょ
 

 
 

唯
 万
事
 倶
捨
 、
由
加
失
意
 聾
盲
 擬
人
者
、
比
定
心
則
男
 得
  
 

 
 

聾
 ・
 
盲
 ・
擬
人
の
よ
う
な
者
は
、
こ
の
 定
 
（
華
座
 
観
 ）
 は
必
 ら
ず
 得
 や
す
 

(386)  54 



 
 

末
法
思
想
の
位
置
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
が
、
こ
こ
一
般
の
論
理
展
開
の
過
程
に
反
す
る
よ
う
な
独
特
な
 

展
 

 
 

げ
る
末
法
思
想
の
位
置
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
ま
と
め
て
 

お
き
た
い
。
 

か
つ
て
平
川
 

彰
 博
士
は
、
「
浄
土
教
の
用
語
に
つ
い
て
」
 

と
い
う
論
文
の
中
で
、
「
「
浄
土
教
」
と
呼
ぶ
た
め
に
ほ
 

、
 単
に
浄
土
が
説
か
 

れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
凡
夫
の
浄
土
往
生
を
可
能
に
す
 

る
 論
理
が
必
要
で
あ
る
と
思
 

う
 。
そ
し
て
こ
れ
は
曇
鸞
 

に
 至
っ
て
は
じ
め
て
 

成
 

立
し
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
の
で
ほ
 

」
。
）
 

な
力
 ろ
う
 
カ
 
、
セ
 

-
5
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と
 述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ほ
、
曇
鸞
以
前
の
浄
土
思
想
 

に
お
い
て
ほ
「
極
楽
園
 

貴
士
」
「
安
楽
国
土
」
と
い
う
語
は
多
々
み
ら
れ
る
も
 

の
の
、
そ
れ
が
「
浄
土
」
で
あ
る
と
の
認
識
は
薄
弱
で
 

あ
り
、
曇
鸞
に
至
っ
て
は
じ
 

 
 

出
さ
れ
て
き
た
、
そ
の
意
味
で
は
曇
鸞
を
ま
っ
て
は
じ
 

め
て
浄
土
教
が
文
字
通
り
 

浄
 

親
王
 に
 往
生
す
る
思
想
と
し
て
成
立
し
た
と
い
う
 

指
 摘
 で
あ
る
。
曇
鸞
は
、
 

円
 
千
住
 
毘
婆
沙
 
請
ト
 の
 「
易
行
品
 

」
の
文
を
引
き
、
菩
薩
が
 

不
 

蘇
退
 に
至
る
に
は
難
行
道
と
易
行
道
が
あ
る
と
し
て
、
 

げ
 

お
 

易
行
と
い
う
の
は
、
だ
だ
 

信
 仏
の
因
縁
に
も
と
づ
い
て
 

浄
 上
 に
生
じ
た
い
と
願
い
、
仏
の
願
力
に
乗
じ
て
、
彼
の
 

清
浄
の
士
に
往
生
 

 
 
 
 

@
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教
 

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
 

階
 

だ
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
浄
土
教
の
 

思
想
的
枠
組
み
は
す
で
に
構
築
さ
れ
え
た
と
い
っ
て
も
 

過
 三
口
で
は
 

か
り
る
ま
 

占
 

卜
リ
 

。
「
 
往
 

ぬ
 生
の
論
理
」
と
い
う
の
を
筆
者
な
り
に
「
救
済
の
論
 

理
 」
と
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
論
理
が
成
り
立
っ
 

た
め
に
は
、
救
済
者
 

と
被
救
 

酪
済
 者
の
存
在
が
前
提
で
あ
り
、
そ
の
上
に
救
済
の
形
 

態
 、
 被
 救
済
者
の
行
、
そ
し
て
何
よ
り
も
救
済
の
保
証
 

が
 必
要
で
あ
る
。
こ
れ
を
 

中
 

申
 

回
 に
お
け
る
浄
土
教
に
照
ら
し
て
み
た
場
合
、
阿
弥
陀
仏
 

と
 衆
生
、
往
生
浄
土
、
念
仏
あ
る
い
は
 

称
仏
 
、
そ
し
て
 
阿
弥
陀
仏
の
願
力
と
 

ぃ
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あ
る
と
い
う
こ
と
が
機
根
認
識
と
し
て
は
能
力
の
根
本
的
 欠
如
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
同
時
に
、
そ
れ
を
自
覚
す
 る
こ
と
が
逆
に
そ
の
時
 



ま
ず
は
じ
め
に
、
三
階
教
 

階
は
 
一
乗
の
凡
夫
菩
薩
、
 
第
 

・
第
二
階
・
第
三
階
の
枠
組
 

時
代
に
お
い
て
は
正
法
を
第
 

て
ま
さ
に
末
法
思
想
に
依
拠
 

@
 
，
 @
 

見
 衆
生
と
い
う
場
合
や
第
一
 

乗
と
 三
乗
と
空
見
吉
見
の
 三
 

る
 時
代
は
第
三
階
で
あ
り
、
 

す
 空
見
 有
見
 と
い
う
の
は
 い
 

ス
 末
世
時
 邪
多
正
少
 。
 の

 教
義
の
形
成
に
お
け
る
末
法
思
想
の
位
置
に
つ
い
て
 考
 察
し
た
い
。
三
階
教
の
時
機
観
の
特
徴
は
、
第
一
 

二
階
は
三
乗
の
凡
夫
菩
薩
、
第
三
階
は
空
見
 有
 見
の
衆
生
 と
い
う
点
に
あ
る
。
三
階
教
の
典
籍
は
、
第
一
階
 

み
を
使
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
・
機
根
・
仏
法
を
諸
経
 具
申
か
ら
抽
出
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
ほ
 

一
階
に
、
像
法
を
第
二
階
に
、
末
法
を
第
三
階
に
配
当
し
 た
も
の
で
あ
り
、
三
階
教
が
教
義
的
骨
格
に
お
い
 

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
機
根
に
お
 い
て
ほ
、
一
乗
根
機
凡
夫
菩
薩
・
三
乗
・
空
見
 有
 

@
 
笘
 @
 

階
 ・
三
乗
根
機
・
第
三
階
空
見
吉
見
顛
倒
邪
見
成
就
九
種
 人
 と
い
う
場
合
な
ど
が
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
 一
 

段
階
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
階
，
第
二
階
・
第
三
階
 に
 配
当
し
て
い
る
。
な
か
で
も
三
階
教
徒
が
生
き
 

実
際
に
は
第
三
階
の
衆
生
の
仏
教
的
実
践
と
救
済
が
主
要
 な
 問
題
と
な
る
。
で
 は
 第
三
階
の
機
根
を
あ
ら
わ
 

か
な
る
能
力
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
封
振
起
 
行
法
 b
 申
に
 、
 

経
文
 公
 若
造
、
今
時
衆
生
 皆
 恭
生
育
無
有
志
 目
 。
不
識
 邪
 正
 唯
今
 行
普
不
 ム
ロ
行
列
。
（
中
略
）
 

是
故
 、
生
育
 凡
 

二
三
階
教
 

ぅ
 こ
と
が
で
き
ょ
 ぅ
 。
こ
れ
ら
の
要
素
は
曇
鸞
の
段
階
で
 基
本
的
に
成
立
し
て
い
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
 、
 す
で
に
み
て
ぎ
た
 道
縛
 

や
 善
導
の
思
想
に
お
け
る
「
救
済
の
論
理
」
は
、
 被
 救
済
 者
を
末
法
思
想
に
も
と
づ
い
て
「
救
済
さ
れ
る
べ
き
 必
 熱
性
を
と
も
な
っ
た
 対
 

象
 」
と
し
た
点
、
お
よ
び
 被
 救
済
者
の
な
す
べ
き
行
に
時
 代
的
 限
定
を
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
 行
 以
外
で
 は
 救
済
さ
れ
え
な
い
と
 

し
た
点
に
特
徴
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
い
ず
れ
も
末
法
 思
 想
 を
ま
っ
て
は
じ
め
て
な
し
え
た
論
理
的
補
強
で
あ
る
 が
 、
見
方
を
か
え
れ
ば
 

浄
土
教
に
お
け
る
末
法
思
想
の
し
め
る
位
置
は
「
救
済
の
 論
理
」
を
補
強
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
 も
で
き
よ
う
。
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お
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
で
は
、
浄
土
 
教
 と
大
い
に
相
違
す
る
と
思
わ
れ
る
。
浄
土
教
の
場
ム
ロ
 

に
は
、
末
世
の
衆
生
 は
 実
践
 

 
 
 
 

機
能
力
が
欠
如
し
て
い
る
か
ら
聖
道
門
に
 
よ
 る
得
道
は
 
困
難
で
あ
り
、
浄
土
門
と
い
う
易
行
に
進
ま
ざ
る
を
え
 な
い
。
聖
道
門
と
浄
土
門
、
 

に
 

難
行
道
と
易
行
道
と
 ぃ
 5
 教
判
は
衆
生
の
能
力
・
 
素
 質
を
鑑
み
た
時
に
導
 き
 出
さ
れ
る
教
判
で
あ
る
が
、
 

そ
 の
 能
力
と
は
教
法
の
実
践
 能
 

授
カ
と
い
う
点
に
傾
斜
し
て
い
る
と
い
え
よ
 
う
 。
浄
土
 教

も
三
階
教
も
自
分
た
ち
が
生
き
る
時
代
の
衆
生
は
劣
 機
 で
あ
る
と
い
う
点
で
一
致
 

浄
 

回
 

し
て
お
り
、
ま
さ
に
そ
れ
は
末
法
思
想
に
も
と
づ
く
 も
の
で
あ
る
が
、
劣
っ
て
い
る
能
力
が
実
践
能
力
で
あ
 る
か
判
別
能
力
で
あ
る
か
と
 

中
 

い
う
点
で
は
質
的
に
相
違
し
て
い
る
と
考
え
る
。
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盟
わ
っ
て
い
た
わ
け
だ
か
ら
、
自
ら
の
判
断
で
行
ず
べ
 
ぎ
 仏
法
を
実
践
す
れ
ば
 よ
い
 の
で
あ
る
が
、
第
三
階
の
 衆
生
に
は
そ
の
能
力
が
な
 い
 

ぬ
わ
 げ
で
あ
る
か
ら
、
 普
 ね
く
仏
法
を
実
践
す
る
ほ
か
 は

な
い
。
三
階
教
の
機
根
認
識
の
特
徴
は
、
教
法
の
判
 別
 能
力
の
有
無
に
置
か
れ
て
 

す
 

  想の位置 

出ない行と 発い」 占 、 じ述   
れ 相 前 あ し だ た れ 世 法 不識 してい 広 が注 別 り る 。 けを 力 ミつ てい の時 

有 でべ 箇 

  
。 で 認 の 

あ っ で 解 

  
た べ 智 

別 機 が を す   ら普 能力 根 認 男 半 UU 半月 Uu ら な 無 
が 識 で し 法 

其 の き な を ヒ 利益 



さ
て
、
三
階
教
の
問
題
に
か
え
っ
て
、
正
確
な
も
の
の
 見
 方
が
で
き
な
い
、
相
応
し
い
教
え
の
判
別
能
力
を
欠
 い
 た
 第
三
階
の
衆
生
に
 

提
起
さ
れ
る
べ
き
行
と
は
い
か
な
る
も
の
に
な
ろ
 う
か
 。
 判
別
能
力
が
欠
如
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
懇
意
的
に
自
 ら
が
選
択
し
て
お
こ
 な
 

ぅ
 行
も
顛
倒
し
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
 、
自
己
の
判
断
で
自
ら
の
実
践
す
べ
 き
 教
法
を
判
別
し
 な
い
と
い
う
こ
と
が
 重
 

要
 と
な
ろ
 う
 。
三
階
教
が
第
三
階
の
衆
生
の
た
め
に
提
起
 し
た
 普
法
 と
い
う
の
は
、
教
典
に
説
か
れ
て
い
る
教
法
 を
 悉
く
実
践
す
る
と
い
 

5
 の
で
は
な
い
。
 普
 法
を
提
起
す
る
時
点
で
教
法
の
選
別
 が
 行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
仏
の
説
か
 れ
た
教
法
は
そ
も
そ
も
 

衆
生
の
機
を
見
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
経
典
 中
 に
お
い
て
第
三
階
の
衆
生
の
た
め
に
説
か
れ
た
教
法
を
 悉
く
実
践
す
る
こ
と
、
 

そ
れ
が
 普
法
 と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
経
典
 の
中
か
ら
い
か
に
し
て
第
三
階
の
衆
生
の
た
め
の
教
法
 を
 選
び
だ
す
か
と
い
う
 

問
題
が
生
じ
る
。
こ
こ
に
三
階
教
の
機
根
認
識
が
い
か
さ
 れ
て
い
る
。
第
一
階
を
説
い
た
経
文
に
ほ
一
乗
の
毒
が
 多
く
、
第
二
階
を
説
い
 

た
 経
文
に
は
三
乗
の
君
が
多
く
、
第
三
階
を
説
い
た
経
文
 に
は
世
間
や
空
見
 石
 見
の
語
が
多
い
 つ
 し
た
が
つ
て
、
 そ
れ
ら
の
語
を
手
掛
か
 

り
に
し
て
経
典
に
説
か
れ
る
教
法
を
判
別
し
て
い
け
ば
 ょ
 い
 の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
判
別
は
 、
 決
し
て
自
身
に
 よ
 る
 懇
 意
的
な
判
別
で
 

は
な
く
、
仏
が
説
い
た
経
典
の
中
に
す
で
に
仏
の
教
え
そ
 の
も
の
と
し
て
判
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
乗
・
 一
 
二
乗
・
空
見
 有
見
 の
 語
 

を
手
掛
か
り
に
し
て
、
第
一
階
の
仏
法
・
第
二
階
の
仏
法
 
第
三
階
の
仏
法
と
い
う
三
段
階
に
め
げ
る
こ
と
は
、
 手
 掛
か
り
そ
の
も
の
の
 

妥
当
性
を
認
め
た
場
合
に
は
、
そ
こ
に
構
築
さ
れ
る
思
想
 絢
一
貫
性
、
論
理
性
は
確
保
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
 。
た
だ
し
、
そ
の
よ
 う
 

に
し
て
判
別
さ
れ
た
第
三
階
の
仏
法
は
、
三
階
教
の
説
く
 ご
と
く
 普
法
 と
呼
び
 5
 る
も
の
か
と
い
う
点
に
関
し
て
 ほ
い
さ
さ
か
疑
問
も
あ
 

り
 ・
 別
 な
機
会
に
論
じ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
 

次
に
、
三
階
教
思
想
に
お
け
る
自
己
規
定
、
悪
認
識
の
間
 題
は
 つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
浄
土
教
に
お
い
て
は
 、
善
導
に
自
己
自
身
 

の
 悪
を
真
摯
に
見
つ
め
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
 善
 導
 と
の
違
い
は
い
か
な
る
点
に
見
出
せ
る
の
で
あ
ろ
う
 か
 。
三
階
教
の
残
存
 典
 

籍
 を
ひ
も
と
く
と
、
 認
悪
 と
普
 敬
が
 思
想
上
・
実
践
上
の
 根
幹
に
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 そ
 し
て
諸
悪
 に
 関
し
て
、
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ぬ
 
す
る
こ
と
が
徹
底
し
た
時
に
他
者
の
善
を
認
識
す
る
 

こ
と
が
徹
底
す
る
、
他
人
だ
け
で
な
く
自
己
に
た
 

い
し
 て
も
善
を
見
る
な
ら
ば
、
 

自
 
⑪
 

 
 

 
 

悪
 だ
け
で
な
く
他
者
の
悪
を
も
見
る
な
ら
ば
、
他
者
に
 

た
い
す
る
 善
 認
識
が
徹
底
 9
 

し
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
っ
た
く
こ
九
は
論
理
的
 

可
能
性
に
も
と
づ
く
議
論
を
実
践
的
に
突
破
し
た
も
の
 

で
あ
る
。
ひ
と
え
に
 

自
 

  と 三階教 @ 

い の 

る 悪 
。 を 

  
に す 
射 る 

す め 
る で、 
答 あ 
え れ 
@ ま もま   
自 学 
已 に 

と 自 
他 己 
者 で 
と 十ま 

な な 
も ま く 

つ 他 
ぎ 者 
り の 
と 悪 
医 を 

認識 別す 

る す 
必 る 
要 こ 

が と 

あ も 
る あ 
と り 

し う 

て る 
い の 

る で 
  も よ 

す な 
な い 

わ か ち と 
自 @ 苛 
己 題 
の を 
悪 提 
を 起 
誌 し 
識 て 

こ おけ 

こ
の
問
答
に
お
い
て
、
問
い
ほ
論
理
的
可
能
性
と
し
て
、
 他
者
の
善
を
敬
 う
 な
ら
ば
自
己
の
内
部
の
善
も
認
識
さ
 れ
う
る
し
、
ま
た
自
己
 

  る 末法思想の位置 

ろ 生 他 
ぅ き そ 者 

を 答 問 か る こ に 

し な の で 他 以   
を ょ で   
見 ぅ は 9 具 白 羊 よ じ 求 
る に な 

なすい もべ 。 められ ま、セ 徹 目 身悪 部分に うに「 時 る。 
ば き 自   
他 で 己 
の あ と 

敬 も @   
ぅ し 相 る 若 る あ を   
う と て が 倶 規定す 問答は り、自 
点 も い 
で は る   

さ ら で・   ほ ほ 直 

し 見 あ 
な る る   

。 不 問 認 影 
題 め 響 から、 い ァら ㊨ ば な   ほ ろ を 

自 白 
己 己   
の に を 他 て が す 

悪 め 見 倶 詰 論 と 

を み る 見 じ 理 す 
見 惑 な 悪 ら 的 れ 
る を 
と 徹                 れ て にば 可、 
い 底 、 他 い 能 末 
う し 他 書 る で 法 

点、 て 老 木 。 は の 

な 世 
で 徹 ， 見 、   か は 

自
己
 目
 身
の
悪
を
ひ
た
す
ら
見
つ
め
他
者
の
悪
 仁
 関
し
て
 は
 見
つ
め
る
べ
き
で
ほ
な
い
、
と
い
う
表
現
が
散
在
す
 る
 。
 普
敬
 に
お
い
て
も
 



己
の
仏
道
修
行
を
究
め
る
上
で
、
自
己
に
の
み
悪
を
認
識
 し
 、
他
者
に
の
み
善
を
認
識
す
る
と
い
う
見
地
が
用
い
 ら
れ
て
い
る
の
で
あ
 

る
 。
し
た
が
っ
て
三
階
教
で
は
機
根
認
識
と
宗
教
的
実
践
 を
 分
離
し
て
捉
え
て
は
い
な
い
。
機
根
認
識
自
体
が
な
 さ
れ
る
べ
き
実
践
の
中
 

心
 に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
浄
土
教
に
お
い
て
 も
 自
己
の
悪
を
蛾
 悔
 す
る
こ
と
は
重
要
で
ほ
あ
る
が
、
 認
識
の
問
題
、
自
己
 規
 

建
 と
い
う
段
階
を
突
破
し
て
実
践
の
中
心
に
据
え
ら
れ
て
 い
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

で
は
、
 認
悪
 と
普
 敬
 と
い
う
実
践
上
の
主
要
な
柱
の
思
想
 的
 基
盤
と
な
っ
た
も
の
は
何
か
と
い
え
ば
、
 認
悪
 に
お
 い
て
ほ
末
法
思
想
で
 

あ
り
、
 普
敬
 に
お
い
て
ほ
如
来
蔵
思
想
で
あ
ろ
う
。
そ
の
 点
で
は
三
階
教
の
思
想
形
成
に
お
い
て
末
法
思
想
も
如
 来
歳
思
想
も
欠
く
こ
と
 

の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
い
ま
、
三
階
教
に
お
け
る
 末
 法
 思
想
の
位
置
と
い
う
点
で
は
、
末
法
思
想
は
三
階
教
 思
想
の
形
成
基
盤
で
あ
 

る
と
同
時
に
実
践
の
一
翼
に
据
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
 @
 
）
と
が
で
き
よ
う
。
 

い
ま
ひ
と
つ
問
題
に
な
る
の
は
、
自
己
一
身
に
悪
を
認
め
 た
 場
合
、
自
己
自
身
の
救
済
の
保
証
を
ど
こ
に
も
と
も
 る
か
、
と
い
う
点
で
 

あ
る
。
い
わ
ば
 認
悪
 と
普
 敵
 が
最
終
的
に
は
自
己
自
身
の
 内
部
で
統
一
さ
れ
 ば
 げ
れ
ば
、
自
己
の
救
済
に
は
至
ら
 な
い
の
で
ほ
な
い
か
。
 

す
な
わ
ち
自
己
自
身
に
対
す
る
深
 い
悪
 認
識
と
同
時
に
 、
 他
者
だ
け
で
な
く
自
己
に
も
如
来
蔵
・
仏
性
が
救
済
の
 保
証
と
し
て
内
包
さ
れ
 

て
い
な
け
れ
ば
救
済
思
想
と
し
て
の
体
を
な
さ
な
か
の
で
 ほ
 あ
る
ま
い
か
。
次
に
挙
げ
る
問
答
は
こ
の
問
題
を
解
 決
す
る
鍵
を
握
っ
て
 い
 

る
 よ
 う
 に
思
わ
れ
る
。
 

間
日
。
 何
 見
仏
法
、
何
 %
 普
 法
学
文
 淳
益
無
損
 、
別
法
学
 文
郎
損
益
保
有
、
句
義
。
 

答
 。
固
根
 別
故
 、
有
二
義
。
一
昔
 法
 無
病
、
二
別
法
就
 根
 。
 普
法
 無
病
者
如
来
蔵
仏
性
等
休
足
音
 法
 、
一
切
凡
聖
 一
切
邪
正
岡
晃
一
 

体
更
無
 別
法
、
唯
是
如
来
蔵
。
 

質
問
す
る
。
同
じ
く
仏
の
教
え
で
あ
る
。
ど
う
し
て
、
 並
 
通
法
は
学
ぶ
こ
と
に
お
い
て
純
益
無
韻
で
、
別
法
 は
 学
ぶ
 こ
と
に
お
い
て
 

損
益
が
と
も
に
あ
る
の
か
、
一
休
ど
う
い
う
わ
げ
な
の
か
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土
 

 
 

 
  
 

浄
 

 
 

つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
中
で
明
ら
か
に
な
っ
た
 の
は
次
の
諸
点
で
あ
る
。
 

 
  

 

第
一
は
、
末
法
思
想
の
位
置
に
関
し
て
で
あ
る
。
浄
土
教
 と
 三
階
教
は
、
末
法
思
想
を
抜
き
に
し
て
は
説
得
力
を
 持
っ
た
救
済
思
想
と
 

  教 と三階教における 末法思想の 

第三階 点 、救いえ ょ ならな 

済 0 5 O いと 0 い   
を の 教 は 

三階教 蓋冊 @- Ⅰ 如来蔵 論理と におい 

に い て 独 
求 ぅ ほ 自 

め 点 末 の 
て で 法 席 

いは る 、 思 想で 語 
点 被 そ あ 
な 救 の る 
ど 済 も と 

が 者 の し 
注 の が て   
その実 に被れる。 体 の骨格 

救 を 体 
済 彩 は 
老 成 王 
の す 法 
機 る   

根 正 像 
を で @ 
深 大   

く く 禾 
認 こ 法 

識 と と 

す め か 

ぅ ること 三時 できな 

が い 説 

含 要 に 
ま 泰 基 
れ と づ 
て な く 

い っ 教 

る て 義 
と い に 

い る ほ 

う と か 

位置 

答
え
る
。
機
根
が
別
で
あ
る
こ
と
に
 よ
 る
。
 二
 義
が
あ
る
 

一
つ
ほ
 普
法
 無
病
、
二
つ
ほ
別
法
就
 根
 で
あ
る
。
 普
 法
 無
病
と
ほ
 、
 

如
来
蔵
・
仏
性
な
ど
の
体
は
普
 法
 で
あ
る
、
一
切
の
凡
聖
 
一
切
の
邪
正
は
ひ
と
し
く
一
体
で
あ
り
、
さ
ら
に
 別
 法
は
 な
く
、
た
だ
 

@
 
綴
 -
 

如
来
蔵
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

こ
れ
は
 普
法
 と
別
法
に
関
し
て
、
そ
の
握
と
益
を
論
じ
た
 問
答
で
あ
る
。
そ
の
中
の
普
 法
 に
関
し
て
、
「
如
来
蔵
 仏
性
な
ど
の
体
は
 

普
法
 で
あ
る
。
一
切
の
凡
聖
、
一
切
の
邪
正
は
同
じ
く
 一
 つ
の
体
で
あ
り
、
そ
の
他
に
ほ
別
法
は
な
く
、
た
だ
 如
 来
歳
で
あ
る
。
」
と
 述
 

べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
三
階
の
仏
法
で
あ
る
 晋
法
 ほ
 、
邪
見
の
衆
生
に
対
し
て
も
、
正
見
の
衆
生
に
対
し
 て
も
、
体
と
し
て
は
 如
 

来
蔵
 で
あ
る
が
故
に
救
済
の
道
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
に
 な
る
の
で
あ
る
。
 

最
後
に
、
三
階
教
に
お
け
る
末
法
思
想
の
位
置
と
救
済
の
 論
理
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
く
。
時
代
と
機
根
と
教
 
法
を
第
一
階
・
第
二
 

階
 ・
第
三
階
の
三
段
階
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
該
当
す
る
 記
述
を
経
典
か
ら
抽
出
し
て
教
義
を
形
成
し
て
い
る
が
 、
第
一
階
，
第
二
階
，
 



し
て
成
立
し
え
な
い
と
い
う
点
で
は
共
通
点
が
あ
る
。
 

し
 か
し
、
両
教
に
し
め
る
末
法
思
想
の
位
置
と
い
う
点
で
 は
 、
両
者
を
同
列
に
扱
 

ぅ
 こ
と
は
で
き
な
い
。
浄
土
教
に
お
い
て
ほ
、
救
済
の
構
 造
の
大
ま
か
な
枠
組
み
自
体
は
、
末
法
思
想
が
中
国
に
 普
及
す
る
以
前
に
す
で
 

に
 曇
鸞
に
よ
っ
て
整
え
ら
れ
て
い
た
。
 

道
紳
 に
お
い
て
は
 、
末
法
と
い
う
時
代
的
枠
組
み
の
中
に
念
仏
と
い
う
 行
 が
 位
置
づ
げ
ら
れ
、
 
易
 

行
 に
も
と
づ
く
救
済
に
歴
史
的
必
然
性
を
持
た
せ
た
と
 い
う
点
で
、
曇
鸞
か
ら
の
思
想
的
発
展
が
看
取
で
き
る
 。
ま
た
善
導
に
お
い
て
 

は
 、
末
法
思
想
に
も
と
づ
く
と
こ
ろ
の
時
代
認
識
を
さ
ら
 に
 末
法
に
生
き
る
自
己
自
身
に
対
す
る
認
識
へ
と
転
化
 さ
せ
た
と
い
う
点
で
 

は
 、
 道
緯
 以
上
に
末
法
の
到
来
を
深
刻
に
受
げ
と
め
た
と
 い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
 

道
緯
 に
し
 て
も
善
導
に
し
て
も
 救
 

済
の
構
造
か
ら
い
え
ば
、
末
法
思
想
は
あ
く
ま
で
も
論
理
 的
 補
強
の
地
位
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
末
法
思
想
が
な
 げ
れ
ば
浄
土
教
自
体
が
 

成
立
し
な
い
と
い
う
わ
げ
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
 二
 
一
階
教
の
場
合
に
は
、
末
法
思
想
は
三
階
教
思
想
の
血
肉
 

で
あ
り
、
末
法
思
想
を
 

抜
き
に
し
て
は
三
階
教
そ
の
も
の
の
成
立
が
不
可
能
で
あ
 る
 。
す
な
 ね
 ち
、
三
階
教
の
思
想
的
枠
組
み
自
体
が
 末
 法
 思
想
の
上
に
成
り
立
 

っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
点
で
三
階
教
は
、
中
国
に
 お
い
て
末
法
思
想
を
自
ら
の
思
想
体
系
に
欠
く
こ
と
の
 で
き
な
い
要
素
と
し
て
 

取
り
入
れ
た
と
い
う
意
味
で
、
他
の
思
想
に
見
ら
れ
な
い
 特
徴
を
そ
な
え
て
い
る
と
い
え
る
。
 

第
二
は
、
機
根
の
能
力
規
定
に
関
し
て
で
あ
る
。
三
階
教
 の
場
合
、
第
三
階
の
衆
生
が
自
ら
実
践
す
べ
 き
 法
は
何
 か
と
い
う
段
階
に
お
 

い
て
能
力
の
欠
如
が
問
題
と
さ
れ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
邪
見
 ・
空
見
 有
 見
に
遮
ら
れ
て
 自
 @
0
 

が
実
践
す
べ
 

き
 適
法
の
 判
別
が
で
き
な
い
の
で
 

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
浄
土
教
で
は
、
難
行
と
易
行
を
対
 賢
 さ
せ
る
ご
と
く
、
問
題
と
さ
れ
る
の
は
教
法
を
実
践
 す
る
能
力
で
あ
る
。
 
難
 

行
を
実
践
す
る
能
力
が
欠
如
し
て
い
る
が
故
に
易
行
へ
進
 ま
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
階
教
 と
 浄
土
教
が
同
じ
く
 劣
 

機
の
自
覚
に
立
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
教
法
の
判
別
館
 力
の
欠
如
で
あ
る
か
、
実
践
能
力
の
欠
如
で
あ
る
か
と
 い
う
点
で
機
根
認
識
が
 

質
的
に
相
違
し
て
い
る
と
い
え
る
。
 

第
三
は
、
両
教
に
お
け
る
自
己
認
識
、
特
に
自
己
の
悪
 認
 誠
 に
関
し
て
で
あ
る
。
浄
土
教
に
お
け
る
善
導
、
あ
る
 い
は
三
階
教
の
開
祖
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仕置 

注 

で
あ
る
信
行
、
と
も
に
自
己
の
悪
に
関
し
て
深
い
自
覚
に
 も
と
づ
い
て
思
想
を
形
成
し
て
い
る
。
し
か
し
な
 

認
識
自
体
を
実
践
の
中
心
に
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
悪
 認
識
と
い
う
点
で
は
浄
土
教
以
上
に
徹
底
し
た
も
 

る
 。
た
だ
、
自
己
自
身
の
認
悪
を
徹
底
し
て
い
く
こ
と
と
 、
救
済
の
保
証
と
し
て
の
如
来
蔵
を
自
己
の
内
部
 

ぅ
 る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
検
討
の
余
地
が
あ
 る
よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
 

は
 上
で
浄
土
教
と
三
階
教
に
関
す
る
拙
論
に
筆
を
を
お
き
 た
 い
 が
、
本
論
文
で
検
討
し
え
た
点
は
両
教
の
 

わ
ず
か
で
あ
り
、
と
く
に
両
教
の
思
想
的
分
岐
の
原
因
に
 関
す
る
問
題
、
善
導
の
後
に
登
場
し
た
 懐
感
 に
お
 

ど
 、
今
後
の
検
討
に
委
ね
た
い
。
 

が
ら
、
三
階
教
は
自
己
 悪
 の
 

の
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
 

に
求
め
る
こ
と
と
が
両
立
し
 

思
想
全
体
か
ら
い
え
ば
ご
 く
 

げ
る
三
階
教
批
判
の
問
題
な
 



は
浬
穏
 箆
中
に
あ
る
泰
行
仏
性
思
想
を
追
求
し
て
い
っ
た
た
め
 に
普
 弘
誓
 法
 に
到
達
し
、
 
道
縛
は
浬
穏
経
 中
に
あ
る
仏
の
大
慈
悲
 精
神
に
着
眼
し
た
 

 
  

 

た
め
に
念
仏
往
生
へ
展
開
し
た
。
」
（
六
四
頁
）
と
あ
る
。
こ
の
 

見
解
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討
の
課
題
と
し
た
い
。
 

（
 
7
 ）
横
超
慧
日
 氏
 前
掲
論
文
、
木
村
清
孝
「
信
行
の
時
機
銃
 と
そ
の
意
義
」
（
日
本
仏
教
学
会
編
 円
 仏
教
に
お
け
る
時
機
銃
 b
 平
 楽
手
書
店
、
一
九
⑥
 

 
 
 
 

八
四
年
、
一
六
七
 ｜
 
一
八
三
ぺ
 ー
 ジ
）
、
「
中
国
仏
教
に
お
け
る
 
「
 個
 」
の
存
在
性
」
谷
中
国
１
社
会
と
文
化
」
第
六
号
、
一
九
 九
一
年
、
三
一
１
匹
 

一
一
 
べ
一
ジ
 ）
参
照
。
 

（
 
8
 ）
 
智
嚴
 
（
 六
 0
 
ニ
ー
 六
六
八
）
の
 

円
 五
十
 要
 問
答
 ヒ
 （
大
正
 大
蔵
経
四
五
巻
、
五
三
二
ぺ
ー
ジ
 中
｜
 五
三
四
ぺ
ー
ジ
 
七
 ）
に
 引
用
さ
れ
て
い
る
。
 

（
 
9
 ）
丘
山
折
「
㍉
大
阿
弥
陀
経
 ヒ
の
 思
想
史
的
意
義
」
台
東
洋
 文
化
 ヒ
七
 0
 号
 、
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、
一
九
九
 0
 年
 一
月
、
一
 ｜
 四
二
。
 へ
 

｜
ジ
 ）
参
照
。
 

（
 托
 ）
円
安
楽
集
 ヒ
 （
大
正
大
蔵
経
四
七
巻
、
四
ぺ
ー
ジ
 

七
 ）
 

（
 皿
 ）
阿
古
、
四
ぺ
ー
ジ
 中
 。
 

（
は
）
日
大
集
経
口
 
月
 威
公
第
十
二
法
蔵
 尽
品
 
（
大
正
大
蔵
経
 
一
 三
巻
、
三
七
九
ぺ
ー
ジ
 下
 ）
 

（
 穏
 ）
円
安
楽
集
ヒ
（
大
正
大
蔵
経
四
七
巻
、
一
三
 ぺ
一
ジ
下
 ）
。
 

（
 
u
 ）
岡
君
、
 

と
べ
一
ジ
上
 。
 

（
 
F
 ）
岡
君
、
一
二
 
ぺ
 一
ジ
 中
 。
 

（
 c
o
 
）
 

ヨ
 観
無
量
寿
仏
経
節
ヒ
（
大
正
大
蔵
経
三
七
巻
、
二
四
六
 へ
一
ジ
上
 ）
。
 

（
Ⅳ
）
岡
君
、
二
四
六
ぺ
ー
ジ
 

中
 。
 

（
 毬
 ）
 
同
右
 、
二
七
八
ぺ
ー
ジ
 
中
 。
 

（
㎎
）
岡
君
、
二
七
一
ぺ
ー
ジ
 上
｜
中
 。
 

（
 豹
 ）
同
志
、
二
六
六
ぺ
ー
ジ
 中
 。
 

（
 四
 ）
岡
君
、
二
六
ム
ハ
ペ
ー
ジ
 
中
 。
 

（
 羽
 ）
「
観
無
量
寿
経
ヒ
（
大
正
大
蔵
経
一
二
巻
、
三
四
一
 ぺ
｜
 ジ
下
 ）
の
「
 以
 仏
力
投
、
当
行
 見
彼
 清
浄
国
土
」
と
い
う
経
文
 を
 指
す
。
 

（
 為
 ）
 

円
 観
無
量
寿
仏
経
節
ヒ
（
大
正
大
蔵
経
三
七
巻
、
二
 

%
 
ハ
 0 
へ
｜
ジ
串
 ・
１
丁
）
。
 

（
 舛
 ）
ヨ
程
整
経
 ヒ
 に
は
「
士
官
」
と
い
う
語
が
一
間
提
や
声
 聞
の
能
力
規
定
の
比
 楡
 表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
大
正
大
蔵
 桂
一
二
巻
、
三
八
五
 べ
 

｜
ジ
中
 、
四
二
三
ぺ
ー
ジ
 
下
 、
四
四
六
ぺ
ー
ジ
下
な
ど
。
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と
が
で
き
、
オ
ー
ス
ト
 p
 ネ
シ
ア
語
族
に
属
す
る
諸
言
 五
 幅
 
中
で
も
、
時
代
が
古
く
文
献
が
多
く
残
っ
て
い
る
と
い
 ぅ
点
で
は
他
に
例
を
み
 

古
 ジ
ャ
ワ
語
（
三
色
）
の
 
づ
主
 e
s
 
巴
は
 、
現
存
す
る
史
料
で
 は
 西
暦
 八
 0
 四
年
の
ス
カ
ブ
 
ク
、
、
、
 
（
の
 

E
F
 

二
ぎ
目
安
）
碑
文
ま
で
歴
史
を
辿
る
こ
 

古
 ジ
ャ
ワ
語
誌
「
ク
リ
シ
ュ
ナ
 ア
ソ
 タ
カ
 L
 

に
つ
い
て
 

充
 

安
藤
 

（
 
め
 
冊
立
要
旨
）
 カ
カ
 ウ
ィ
 ソ
 （
 
古
 ジ
ャ
ワ
語
韻
文
文
学
）
の
う
 ち
 後
代
の
成
立
と
さ
れ
る
作
品
は
こ
れ
ま
で
 未
 校
訂
で
研
究
も
ほ
 と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
 

な
い
。
小
論
で
は
そ
の
ひ
と
つ
、
 ヨ
タ
ヴ
 シ
ュ
ナ
ア
ン
タ
カ
 し
 を
 取
り
上
げ
、
 カ
カ
 ウ
ィ
ン
文
学
中
に
お
け
る
こ
の
作
品
の
特
色
 を
 明
ら
か
に
す
る
 

こ
と
を
試
み
た
。
 

ク
リ
シ
ュ
ナ
一
族
の
滅
亡
を
描
く
こ
の
作
品
は
 、
 「
マ
ハ
 l
 バ
 l
 ラ
タ
ヒ
 の
第
一
五
 ｜
 一
七
巻
を
古
ジ
ャ
ヴ
 語
 散
文
に
翻
案
し
た
 ハ
ル
 ワ
 に
か
な
 

り
 忠
実
に
話
を
展
開
す
る
が
、
他
方
、
 カ
カ
 ウ
ィ
ン
に
共
通
し
 て
み
ら
れ
る
詩
的
要
素
も
多
く
織
り
込
ん
で
い
る
。
テ
ク
ス
ト
 中
 の
 情
報
か
ら
こ
の
 

作
品
の
作
者
や
成
立
年
代
、
あ
る
い
は
制
作
意
図
を
特
定
す
る
 こ
と
は
不
可
能
で
は
あ
る
が
、
ク
リ
シ
ュ
ナ
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
信
仰
 が
 背
景
に
あ
る
と
は
 

考
え
ら
れ
な
い
。
 カ
カ
 ウ
ィ
 ソ
 で
は
常
套
句
的
な
地
楡
表
現
が
 多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
ロ
ラ
 l
 マ
 l
 ヤ
ナ
（
 カ
カ
 十
ノ
イ
 
ソ
）
 
b
 
 
や
円
バ
 

l
 ラ
タ
ュ
ッ
ダ
 L
 な
ど
、
明
ら
か
に
先
行
す
る
有
名
な
作
品
に
 拠
っ
た
と
み
ら
れ
る
箇
所
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
ほ
、
後
代
、
お
そ
 ら
く
 バ
リ
 で
つ
く
 

ら
れ
た
 カ
カ
 ウ
ィ
ン
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
 考
え
ら
れ
る
。
 

（
キ
ー
ワ
ー
ド
）
 カ
カ
 ウ
ィ
ン
、
パ
ル
 ヮ
 、
ラ
 l
 マ
 @
 ヤ
ナ
 、
 ク
リ
シ
ュ
ナ
 

は
じ
め
に
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ア
ン
タ
カ
 b
 （
 
木
 Ⅱ
 
ゅ
セ
リ
コ
 

（
 
ぃ
オ
 
p
 
、
以
後
 

K
A
 

と
略
す
）
を
と
り
あ
 

げ
て
、
 古
 ジ
ャ
ワ
語
文
学
、
特
に
 カ
カ
 ウ
ィ
ン
文
学
に
 お
 げ
る
こ
の
作
品
の
位
 

置
づ
 げ
を
試
み
、
こ
れ
ま
で
 未
 研
究
の
後
期
 カ
カ
 ウ
ィ
ン
 

 
 

な
い
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
か
ら
の
借
用
語
を
多
量
に
含
 む
と
い
う
こ
の
舌
口
語
の
特
色
に
も
現
わ
れ
て
い
る
 

よ
う
 に
、
古
 ジ
ャ
ワ
語
文
学
 

は
、
サ
ソ
 
ス
ク
リ
，
 ト
 文
学
の
影
響
が
圧
倒
的
に
強
い
。
 

と
り
わ
け
二
大
叙
事
詩
「
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
 ヒ
 と
日
 ぅ
 ｜
 マ
ー
ヤ
ナ
 b
 は
古
ジ
 

ャ
ヮ
 請
文
学
の
礎
と
い
え
、
多
く
の
散
文
、
韻
文
の
抄
訳
 あ
る
い
は
翻
案
作
品
の
典
拠
と
な
っ
た
。
 

古
 ジ
ャ
ワ
語
が
 
カ
 ウ
ィ
 語
 
（
下
臣
 V
 の
 蚕
 ・
 鯨
丘
 
「
詩
人
」
）
 
と
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
 

イ
 ソ
 ド
 糸
の
韻
律
形
式
で
書
 か
れ
た
詩
、
 
ヵ
ヵ
ゥ
 

イ
 ソ
（
 ぎ
 ・
 
ぎ
 ま
占
「
詩
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
」
）
が
 
古
 ジ
ャ
ワ
語
文
学
で
ほ
最
も
代
表
的
で
あ
る
。
 

カ
カ
 ウ
ィ
ン
 の
 テ
ク
ス
ト
の
校
訂
、
 

翻
訳
、
研
究
は
一
八
五
 0
 年
の
杓
二
の
り
の
Ⅰ
中
の
ず
に
よ
る
 

円
 ア
ル
ジ
ュ
ナ
ウ
ィ
 
ヮ
 ー
 ハ
 b
 （
 
卜
 「
 
甘
壷
毛
 @
 
キ
リ
汀
 
じ
の
 テ
ク
 ス
ト
出
版
以
来
、
主
に
 

オ
ラ
ソ
ダ
 
の
学
者
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
き
た
。
 

い
 。
 痒
ョ
 二
 %
 ㍉
が
一
九
七
四
年
に
上
梓
し
た
目
凹
 曲
 コ
 %
 毛
リ
コ
 下
 
り
 Ⅰ
Ⅱ
 
つ
め
出
 。
 ト
 0
 ）
 
隼
 

目
曲
づ
 

曲
コ
の
の
の
 

に
 （
の
Ⅱ
の
（
 

岸
 Ⅰ
 
O
b
 

で
は
、
 

カ
カ
 ウ
ィ
ン
詩
学
、
 
各
作
品
の
物
語
の
梗
概
や
年
代
論
な
ど
が
網
羅
さ
れ
、
 
カ
カ
 ウ
ィ
 ソ
 研
究
の
成
 

果
 が
集
大
成
さ
れ
た
。
 

そ
の
中
で
、
 
い
 0
 の
（
 
日
 二
音
 ぺ
は
 
「
 目
ぎ
 0
q
 

本
曲
ぎ
毛
ぎ
の
。
 

（
 甲
 （
の
Ⅱ
ま
日
 
9
 」
と
い
う
章
を
設
け
て
、
マ
ジ
ャ
パ
 ヒ
 ト
朝
 末
期
以
降
の
 
カ
 

@
1
"
 

カ
 ウ
ィ
ン
を
 、
 他
の
比
較
的
有
名
な
作
品
よ
り
も
小
さ
な
 扱
い
で
簡
単
に
概
観
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
 カ
カ
 
ウ
ィ
 
ン
は
、
い
 。
 0
 日
日
 
け
 圧
の
Ⅱ
 

も
 指
摘
し
て
い
る
 よ
う
 に
、
写
本
が
複
数
現
存
す
る
 テ
ク
 ス
ト
は
少
な
い
う
え
に
、
全
盛
期
の
も
の
と
比
べ
る
と
 文
学
的
な
質
も
低
い
こ
 

と
な
ど
も
災
い
し
て
か
、
ひ
と
つ
を
の
ぞ
い
て
 未
 校
訂
の
 ま
ま
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
研
究
が
な
さ
れ
て
 い
な
い
。
 

@
2
@
 

小
論
で
は
、
 
い
 0
 落
日
三
ら
の
Ⅱ
に
よ
っ
て
「
後
代
の
マ
イ
ナ
 l
 な
カ
カ
 ウ
ィ
ン
」
と
分
類
さ
れ
た
 カ
カ
 ウ
ィ
ン
の
ひ
と
 
つ
、
円
ク
 ノ
 
Ⅱ
 シ
ュ
ナ
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古 ジャワ語 誌宇 クリシュナアンタカロについて 

る が 多 施 " l ら ③ 
日者 暦が 九ャ l 力しの 記く K しま 。   てく （ 現 

（
 
4
@
 

存
し
て
い
る
 K
A
 
の
写
本
は
レ
イ
デ
 
ソ
 大
学
図
書
館
 所
 蔵
 の
も
の
㊤
 0
r
4
%
3
 
 が
唯
一
で
あ
る
。
こ
れ
は
 一
 八
九
六
年
に
 
づ
簿
コ
 

@
5
"
 

づ
 u
u
 柑
が
入
手
し
て
彼
の
コ
レ
ク
シ
ョ
 ソ
 と
な
っ
て
い
た
 も
の
で
、
 

ノ
一
ト
 の
よ
う
な
も
の
に
バ
リ
文
字
で
書
か
 れ
て
い
る
。
お
そ
 

づ
四
 
コ
ロ
の
「
 円
 u
u
 ガ
の
 監
督
下
で
書
記
が
原
本
か
ら
書
写
 し
 、
原
本
は
所
有
者
に
返
却
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
 。
欄
外
に
は
 口
 

字
に
よ
 る
訂
正
の
書
き
込
み
が
あ
る
が
、
そ
の
筆
跡
が
 4
 曲
 
コ
 
隼
の
Ⅱ
 
円
 二
ロ
オ
目
 竺
羊
 
と
さ
れ
る
「
ア
ル
ジ
ュ
ナ
ウ
ィ
 ジ
ャ
 
こ
 （
 
下
 ～
 
吉
 。
 

-
6
-
 

ざ
田
 p
 ）
と
い
う
 カ
カ
 ウ
ィ
 
ソ
 の
 
一
 写
本
（
Ⅰ
 0
 ～
 4
0
 
簿
 ）
 と
酷
 仮
 し
て
お
り
、
彼
自
身
が
書
記
の
写
し
た
も
の
を
原
本
 と
 照
合
し
訂
正
を
 

た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
 

@
7
-
 

A
 に
は
、
冒
頭
に
、
一
般
に
日
 苫
煕
汗
 （
マ
ン
ガ
ラ
）
 と
 呼
ば
れ
る
序
詞
が
、
そ
し
て
、
結
び
に
は
あ
と
が
き
が
 書
か
れ
て
い
る
。
 

-
8
@
 

の
カ
カ
 ウ
ィ
ン
で
は
そ
れ
ら
の
申
で
作
者
名
、
そ
の
詩
が
 捧
げ
ら
れ
る
王
の
名
、
あ
る
い
は
暗
号
風
の
年
代
表
示
 
（
の
 
ゴ
 Ⅱ
。
 
臣
 。
 
抽
 Ⅱ
 
0
 ヨ
）
 

さ
れ
て
い
る
が
、
 
K
A
 
の
場
合
、
そ
の
 
ょ
う
 な
情
報
が
盛
 

り
込
ま
れ
て
い
な
い
の
で
、
テ
ク
ス
ト
自
体
か
ら
作
品
 

0
 年
代
を
特
定
す
 

は
 非
常
に
困
難
で
あ
る
。
 

か
し
、
写
本
の
奥
書
き
に
は
、
そ
の
書
写
の
年
時
や
書
写
 地
 に
関
す
る
記
述
が
見
 ぃ
 だ
さ
れ
る
。
ま
ず
書
写
字
 時
 ほ
 つ
い
て
ほ
 、
シ
 

妹
垣
 
に
よ
る
な
十
が
 、
 「
Ⅰ
 
由
せ
 
p
.
 
Ⅰ
い
の
 

p
 。
の
 

せ
曲
ら
レ
 
コ
リ
Ⅰ
の
 

宙
り
笘
 

F
 
 コ
目
 
サ
 田
 ・
の
 

せ
 p
.
 
③
 s
p
.
c
a
 

コ
 %
r
a
 
日
の
す
」
と
二
通
り
に
示
さ
れ
る
。
 ュ
 
囲
 者
は
 
一
｜
六
｜
 

@
9
@
 

一
 、
後
者
は
 一
 １
元
１
人
 ｜
一
 
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
は
 明
 ら
か
に
シ
ャ
カ
 暦
 
一
六
九
一
年
、
即
ち
西
暦
一
七
六
九
 午
を
意
味
し
 、
前
 

-
 
㎎
 @
 

の
ァ
 
q
0
 
コ
 。
窩
の
日
で
ほ
例
外
的
に
各
位
の
数
を
左
か
ら
右
に
 

表
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
詳
細
な
日
付
が
 週
セ
 日
暦
 と
 適
正
 

@
 
Ⅱ
 -
 

の
 曜
日
の
名
（
 口
 u
d
 
甘
 
a
-
 ㌧
 0
 コ
 ）
及
び
、
幸
三
 
%
 
 （
一
年
 窒
 一
一
 
0
 日
三
 0
 過
 と
す
る
暦
の
、
ひ
と
つ
の
 週
 ）
の
 名
 
（
 
円
 0
 ざ
 ）
 で
も
示
さ
れ
る
。
 

一
 
写
本
に
つ
い
て
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こ
れ
ら
は
、
換
算
す
る
と
西
暦
一
七
六
九
年
十
一
月
二
十
 
九
日
（
水
曜
日
）
に
あ
た
る
こ
と
 

-
 
 

：
 
力
わ
力
 
、
 （
 
る
 
2
"
1
 
 

0
 こ
の
年
 時
 が
 K
A
 成
立
の
下
限
 

 
 
 
 

と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 
 
 

書
写
 地
は
 つ
い
て
は
、
奥
書
ぎ
に
は
「
 穏
づ
岸
 
（
 
@
 い
翫
あ
 巨
 の
 ロ
 の
の
 
四
 か
お
日
す
 コ
ゆ
 
の
 r
a
 
 

史
臣
 

ぎ
 r
a
 
の
 レ
 」
と
い
う
興
味
 深
い
一
節
が
あ
る
。
㈹
 

書
写
 地
が
バ
リ
 で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
「
 
&
0
%
 
且
 
以
降
の
部
分
の
意
味
が
不
明
瞭
で
い
く
つ
か
の
解
釈
 が
 可
能
で
あ
る
。
ま
ず
 

「
宙
の
の
曲
 

臣
 」
を
「
 隼
 e
s
 
甫
サ
 」
と
幸
魂
め
ば
、
 
下
的
ト
燵
囲
か
オ
 

a
r
 
蝉
 拳
が
 、
こ
の
写
本
の
書
か
れ
た
村
の
名
と
解
さ
れ
る
。
 そ
し
て
「
 &
 の
籠
タ
 
」
と
 

読
む
と
、
 卜
洩
 の
四
か
 
甘
ゆ
ぺ
 

目
の
 
の
 は
併
せ
て
書
記
の
名
を
指
 す
か
、
あ
る
い
 は
 「
 
四
サ
す
 
a
r
 
蛋
 （
と
い
う
村
の
書
記
）
 

み
 め
 「
 
簿
 」
と
い
う
意
味
に
 

な
る
。
 

曳
か
ず
 
燵
厨
 
㏄
 帥
 と
い
う
地
名
は
現
在
残
っ
て
い
な
い
よ
う
 で
あ
り
、
ま
た
、
 せ
 凹
目
 ミ
コ
 に
よ
る
古
い
バ
リ
地
誌
も
 

@
,
@
 

Ⅰ
 

そ
の
名
は
記
さ
れ
て
 

い
な
い
が
、
こ
の
 ク
 有
か
ら
、
 
四
 コ
 %
 曲
ト
ヰ
ち
 
と
四
月
（
 す
 ）
 
a
r
 
田
 
と
い
う
二
つ
の
地
名
が
連
想
さ
れ
る
。
四
月
キ
 ど
 が
 は
の
 日
 す
口
 

r
a
 

㎎
 曲
 と
土
日
 

ガ
 か
な
り
似
て
は
い
る
が
、
写
本
で
ほ
・
 
j
 と
 g
 の
混
同
・
 混
用
ま
ま
と
ん
ど
よ
く
、
・
 

f
 タ
え
 

-
4
@
@
 
 
両
者
が
同
一
で
あ
る
と
み
と
 め

ら
れ
る
例
も
ほ
か
に
 

 
 

な
い
。
そ
れ
よ
り
も
注
目
す
べ
 き
 ほ
の
ぎ
 幅
 （
二
）
 

a
r
 

ゅ
 
簿
の
 方
で
あ
る
。
こ
れ
は
東
部
バ
リ
の
四
 %
 日
 葵
の
別
名
で
 あ
る
。
 

@
5
-
@
 
 

語
源
的
に
み
れ
 

ば
 
「
 
目
 a
r
 
ゅ
ゅ
 
」
と
「
Ⅰ
の
 
日
 ①
 
ヰ
 」
が
共
に
「
よ
ろ
こ
び
」
を
 立
尼
抹
 

、
，
、
 

す
る
と
 卜
 
し
ろ
 力
 
Ⅹ
 ら
ぎ
 て
 Ⅰ
 
ト
る
 
-
6
@
@
 
 

。
 の
 ぎ
す
 
p
r
a
 

的
り
の
「
 

r
a
 

の
曲
」
Ⅰ
も
 

こ
 み
れ
ろ
に
 
頬
釈
 

す
る
語
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
地
を
同
義
語
で
呼
び
慣
わ
す
 こ
と
が
多
い
ジ
ャ
ワ
 や
 バ
り
の
伝
統
か
ら
す
れ
 

@
7
@
 

ー
 

ま
、
 

@
 
 の
 @
 
申
 ぎ
 あ
の
曲
を
虫
口
の
日
当
 

比
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
近
年
、
組
き
日
当
か
 
ら
 有
名
な
二
つ
の
 カ
カ
 ウ
ィ
ン
 、
円
 ナ
ー
 ガ
ラ
 ク
ル
タ
ー
 ガ
マ
 b
 （
 
之
岡
幅
 

a
r
a
 

ォ
 Ⅱ
（
 

リ
 

圏
ヨ
の
 
）
と
ロ
 シ
ウ
 ア
ラ
ー
ト
リ
カ
ル
パ
 目
 （
四
 
%
 ぃ
 
「
 
ひ
 （
 
ャ
ヨ
 
の
 
-
 
口
肢
 
）
の
写
本
が
発
見
さ
れ
、
こ
こ
が
東
部
バ
リ
に
お
 け
 る
 詩
作
活
動
や
写
本
の
 

流
布
に
か
な
り
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
推
定
さ
れ
て
 

 
 

コ
と
 推
定
す
る
有
力
な
 

裏
付
け
と
な
ろ
 う
 。
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た 作品 してⅡ 旧ゅ 挺 

  

  
に 妻 過 ア 

    ス 

    

/ て 

Ⅰ し 

ワ 
と 

の 
関 
連 



（
 
づ
宅
ヨ
 
）
や
ア
ン
ダ
カ
（
 
ら
邑
註
客
 
）
は
 ヤ
ド
ク
 （
 
サ
 ー
 ダ
 ヴ
ア
 ）
と
こ
ろ
が
 
K
A
 で
 は

し
ば
し
ば
「
 
ヤ
ド
ゥ
 

づ
セ
ゅ
 
の
 
ぃ
 
）
の
教
え
に
従
っ
て
 、
 国
を
出
て
各
地
を
巡
礼
し
 な
が
ら
苦
行
し
 、
 他
の
兄
弟
が
各
々
の
過
去
の
悪
業
の
故
 に
 死
ん
で
い
く
な
か
 

で
、
ユ
デ
ィ
シ
ュ
テ
ィ
ラ
（
 ぺ
偉
隼
王
 
㌍
 田
 S
 ）
は
 
年
プ
リ
 
Ⅱ
 
日
燵
 を
 順
守
し
て
き
た
果
報
と
し
て
天
界
を
得
る
と
い
う
 物
 語
 に
な
っ
て
い
る
。
 

紙
数
の
制
約
も
あ
っ
て
 K
A
 と
ハ
 ル
 ヮ
 の
詳
細
な
比
較
を
 
こ
こ
に
挙
げ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
 

K
A
 

が
こ
の
二
つ
 

の
パ
ル
ヮ
 か
ら
物
語
の
 

骨
格
の
み
な
ら
ず
、
細
か
な
 ヱ
 ピ
ソ
ー
ド
を
も
か
な
り
 忠
 実
に
採
り
入
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ぎ
た
い
。
 

こ
の
よ
う
に
、
 
K
A
 の
作
者
が
パ
ル
プ
の
物
語
に
依
拠
 し
 て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
で
は
は
た
し
て
サ
ン
ス
 ク
リ
ッ
ト
の
原
典
 ま
 

で
 参
照
し
た
か
ど
う
か
。
結
論
か
ら
述
べ
れ
ば
、
そ
の
 町
 能
 性
は
非
常
に
少
な
い
と
い
え
る
。
そ
の
例
証
と
し
て
 あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
 
K
 

九
八
で
 
ュ
ユ
 ダ
 1
 
 
ナ
 
（
 
ぺ
 u
y
E
 

ヰ
甘
ひ
コ
じ
ぶ
か
 

サ
ー
テ
ィ
ヤ
キ
 
公
 Ⅲ
 ゅ
 （
 
せ
 
0
%
 ）
の
息
子
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
い
 う
ま
 
で
も
な
く
、
 
M
B
h
 

で
は
両
方
と
も
同
一
人
物
、
即
ち
、
サ
テ
ィ
 ヤ
カ
 
（
 
o
w
 
（
）
 

 
 

と
 同
じ
く
、
 
ュ
ユ
 ダ
 ｜
 

 
 

呼
び
、
ま
た
「
 ぺ
臣
せ
 
二
日
 
甘
岡
口
 
薄
日
名
曲
 サ
の
簿
胡
 
す
が
審
の
笘
 せ
の
 
蚕
 」
（
 ュ
ユ
 ダ
ー
 ナ
と
 

@
 
為
 -
 

そ
の
 父
 サ
ー
テ
ィ
 ヤ
キ
 ）
と
い
う
表
現
も
し
て
い
る
 0
 こ
れ
 は
 、
パ
ル
 
ヮ
 に
お
い
て
既
に
 
ュ
ユ
 ダ
ー
 ナ
 の
人
物
描
写
 
が
 M
B
h
 

と
は
異
な
っ
 

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 

K
A
 

の
作
者
は
、
 

ュ
ユ
 ダ
 ｜
ナ
 Ⅱ
サ
ー
テ
ィ
 サ
 キ
と
い
う
サ
ン
ス
ク
 
ソ
ッ
 ト
原
典
 の
 伝
え
る
と
こ
ろ
を
 知
 

ら
ず
、
パ
ル
 
ヮ
 に
伝
え
ら
れ
る
と
お
り
に
 ュ
ユ
 ダ
一
々
 を
 サ
ー
テ
ィ
ヤ
キ
の
息
子
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
 で
き
る
。
 

同
じ
く
、
 

K
A
 

が
 M
B
h
 と
は
異
な
っ
た
人
物
描
写
を
し
 て
い
る
何
と
し
て
、
ク
リ
シ
ュ
ナ
一
族
の
場
合
も
挙
げ
 ら
れ
る
。
 

M
B
h
 

に
 

ょ
 れ
ば
、
 ャ
ド
 。
王
を
祖
先
と
す
る
人
々
は
「
 ヤ
ド
 。
」
 貧
り
ヰ
 
Ⅰ
）
あ
る
い
は
「
 ヤ
 ー
 ダ
 ヴ
ァ
」
（
 爵
守
轟
 ）
と
総
 称
さ
れ
、
 
ダ
 リ
シ
ュ
 
二
 

対 っ 
ら た 
ね た 
て め 
弄 ひ こ 

大 呪 
す い 
る を 
と か 
い け 
う ら 

詰 で、 れ 
あ そ 
る れ 
  が 

ま も 
た と 

P  で ， 

て 一 

憶族 
の 

ク 者   
シ 互 

ュ い 
ナ に 
の 殺 

死 し 
後会 、 

  
パ て 

l 全 
、 ノ 滅 
ダ し   
兄 ク 

弟 リ 

が シ 

聖 ユ 

仙 ナ 
ウ 白 

イ 身 
ヤ も 

l 森 
サ で 

定め （ 毛せ 

註 裏 

を pV 矢で の （ ギ 

(404)@ 72 

じ
め
と
す
る
 ヤ
ド
ゥ
 （
 
ぺ
 と
口
）
族
の
若
者
た
ち
が
ウ
ィ
 
シ
 ュ
プ
 ー
ミ
ト
ラ
（
 ま
掠
キ
 
曲
 目
ぎ
日
 
V
 の
 オ
 （
・
づ
床
 

轟
ヨ
ぎ
田
 
）
 ら
一
 
二
人
の
聖
 仙
 た
か
ら
か
 



拓
と
 

ァ
詩
あ
る
い
は
「
 

-
@
-
 
語
 

。
：
 

並
べ
挙
げ
る
例
も
見
出
さ
れ
る
。
ま
た
サ
ー
テ
ィ
 

圭
 （
㏄
 

コ
せ
 

・
 
や
コ
リ
プ
 

山
村
 

旦
 と
し
て
い
る
箇
所
も
あ
る
が
、
 

ヤ
キ
 
が
反
撃
 

 
 

 
 

@
 
鴉
 
@
 

（
㏄
 

@
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

お
い
て
は
、
ヤ
ド
ゥ
族
を
 ウ
 リ
シ
ュ
ニ
 族
や
 ア
ン
ダ
カ
 族
 と
は
別
個
な
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
違
い
 が
 際
立
っ
て
い
る
の
 

ほ
 、
一
族
が
聖
地
プ
ラ
バ
ー
サ
 父
む
宰
援
 じ
で
飲
酒
に
 端
を
発
し
て
互
い
に
殺
し
合
う
場
面
で
あ
る
。
 K
A
 で
 は
 、
ク
ル
タ
 
ヮ
め
て
 

（
木
ハ
（
 

の
も
 
銭
ヨ
 ぃ
 
V
 の
 
ニ
 ・
 木 Ⅱ
 
団
壷
 （
 
ヨ
ぃ
コ
 
）
殺
害
に
怒
っ
た
 ウ
 リ
シ
ュ
 
二
族
 、
ア
ン
ダ
カ
 族
 、
ボ
ー
ジ
ャ
族
が
サ
ー
テ
ィ
 ヤ
キ
 と
そ
の
息
子
ら
 

を
 討
ち
、
そ
れ
に
怒
っ
た
 サ
一
ン
 。
 
ハ
ら
ヤ
 ド
ゥ
族
が
 
ウ
リ
 シ
ュ
ニ
 族
 ら
と
戦
う
、
そ
し
て
、
息
子
が
殺
さ
れ
る
と
 ク
リ
シ
ュ
ナ
が
 
ウ
リ
シ
 

ユ
エ
族
 ら
を
 駿
 滅
す
る
、
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
い
る
。
 -
6
@
2
 

作
者
は
、
ク
リ
シ
ュ
ナ
一
族
滅
亡
の
戦
を
 サ
 ド
 ゥ
 
（
 
ク
 リ
シ
ュ
ナ
、
サ
 l
 ン
バ
、
 

サ
ー
テ
ィ
 ャ
キ
 な
ど
）
村
ウ
リ
シ
ュ
ニ
、
ア
ン
ダ
カ
、
 

ボ
｜
 ジ
ャ
（
ク
ル
タ
ク
ル
マ
な
ど
）
と
図
式
化
し
て
い
る
の
で
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

に
、
ヴ
ソ
 
シ
ュ
ニ
族
な
ど
と
別
個
に
 ヤ
 ド
ゥ
 族
 と
い
う
 一
族
が
存
在
す
る
の
で
は
な
 

に
く
、
ダ
 リ
シ
ュ
ニ
な
ど
を
支
族
す
る
 ヤ
ド
ヴ
 の
 末
嵩
 を
 総
じ
て
 
ヤ
ド
ゥ
 あ
る
い
は
 ヤ
 ー
ダ
 ダ
ァ
と
 呼
ぶ
の
で
 あ
る
。
厳
密
に
 @
 え
ば
 サ
｜
 

 
 

@
 
打
 ）
 

め
 

テ
ィ
 サ
 キ
も
ク
ル
タ
ヴ
ァ
ル
マ
ソ
も
ク
リ
シ
ュ
ナ
も
 ダ
 リ
シ
ュ
 
二
族
 に
属
す
る
。
こ
の
戦
い
の
場
面
も
 、
支
 族
 間
の
争
い
と
い
う
よ
り
 

 
 

族
の
者
の
殺
し
合
い
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
 

 
 ュ

 

そ
こ
で
パ
ル
プ
の
伝
え
る
 ヱ
 ピ
ソ
 l
 ド
を
詳
し
く
 検
討
し
て
み
る
と
、
パ
ル
 ヮ
 に
お
い
て
既
に
「
 
臣
ニ
の
 意
味
が
 

M
B
h
 

の
そ
れ
と
 

 
 

り
は
ず
れ
て
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
確
か
に
、
 
M
 B
h
 の
記
述
に
従
っ
て
、
ヤ
ド
ゥ
一
族
を
総
称
し
て
「
 毛
 0
 片
 
ゆ
 
オ
ペ
 簿
み
 
E
 」
（
 
ヤ
 ド
ゥ
 族
 ）
 

の
末
奄
 」
を
意
味
す
る
 語
 
（
 毒
 （
 
か
オ
 ペ
 筈
 ：
 ぺ
 。
ぎ
 ざ
軍
ぺ
 注
 E
 圭
が
か
 
ざ
 ）
が
「
目
妻
 苗
 
（
「
 
@
 と
」
）
」
に
よ
っ
て
「
寺
ハ
 
ゆ
セ
 
@
 
」
（
 V
 の
 ア
 （
・
 
ゼ
 Ⅱ
 
ゅ
巳
 
）
 

（
 
吐
勾
 

）
 

や
 
「
下
臣
 ぎ
客
 」
と
結
ば
れ
、
「
 ヤ
 ド
ゥ
 族
と
ウ
 リ
シ
ュ
 ニ
旗
 と
 ア
ン
ダ
カ
 族
 」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
る
。
 

@
 ロ
 ぃ
 換
え
れ
ば
、
 
K
A
 
に
 



ナ
ウ
ィ
ジ
ャ
ヤ
 
三
 （
 
卜
 「
 
言
コ
ヰ
毛
 
奇
罵
）
の
詩
的
要
素
を
吟
味
 し
た
が
、
特
に
詩
的
情
趣
（
 l
p
 

の
の
）
や
修
辞
（
 

p
-
p
 

コ
 カ
 リ
 「
 
簿
 ）
は
こ
の
件
ロ
叩
に
は
ほ
 

@
 
鉗
 -
 

と
ん
ど
欠
落
し
て
お
り
、
 
R
Y
 
に
は
全
く
及
ば
な
い
と
 指
 摘
 し
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
後
世
の
 カ
カ
 ウ
ィ
ン
で
も
、
 
頭
韻
な
ど
の
技
巧
が
用
 

@
 
鵠
 @
 

い
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
そ
れ
は
あ
く
ま
で
例
外
的
で
 しか
な
い
。
 

カ
カ
 ウ
ィ
ン
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
学
の
 カ
ー
ヴ
ィ
 ヤ
 の
伝
統
を
 

実 り す ぅ 

              「 由   

と 

の 

ヨク 下ま） 書かれ 

l ノ 

  
R 出 力 さ ウ 。 。 司   

ヤ l 
ヒ マ   （ f タ       技量 承 のを の ソディ は、 R 

    ク で 
リ あ 
ッ る   
請 託 

紀 の で り 
  
の 著 ほ ほ 前半 物語 的に 「ォ目 

よ） づせ が サ + 
9 カ l か 」 

「 
オ 

詩 ） 毛 -   
    ら ン に - 」 

、 ジ 半 舷 ィ 

ずス 、 ク 

相 と 

ュ 書 的 ヤ 当 り 

る い 
の K 
が A 
妥 の 

当 作 
で 者 
あ か も ろ 
  

  
サ @ し 

も 

と 

つ 
い 

て 

ヤ 

  
  
対 
ヴ 

  
  
  
    
の 

争 
  
と 

し 
て 
  
  
  
  
ナ 
  
族 
滅 
亡 
の 

場 
面 
を 
描 
@ レ 

ナ - @ 
と 

解 
釈 
す 

(406)  74 



唱
 わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
種
々
の
植
物
，
動
物
、
波
、
 雲
 ・
 風
 ・
 雨
 ・
雷
な
ど
の
気
象
、
あ
る
い
は
夜
明
け
 
日
没
の
様
子
な
ど
、
 い
 

古 ジャフ語誌   

て る ソ 

杏 た タ     

弛 め ヮ 

を 聖 の 
巡 な も 

不 し る と 

す 沐 を 
る 俗 難 
ヱ 場 れ 
ピ プ て 

ソ ラ 苦 
@  ハ 。 ，一 行 

ド l 林 
（ サ に 
拳 に 入 

るェピ 一七 ｜一 赴く ヱ   
茜 ピ ソ 

篇ソ ） l ド l 

でド 、 （ （ 裳 

一篇）、 それぞ 第九 ｜ 

  

菖膏ざ 
ワ 月 千   
の       ナ 

風 I に 
景 ン 率 

や ダ い 

自 ヮ ら 

然 兄 れ 
現 弟 た 
象 が 一 
が 世 族 
" 俗 の 

か と 男 
な の た 
り 縁 ち 
多 を が 
く 絶 望 
の っ ィ山 

詩 て の 

呪い 範 を 苦行 

割 者 を 
い と 免 
て し れ 

75  (407) 

ノ
ュ
ル
 の
物
語
に
既
に
、
登
場
人
物
が
森
を
訪
れ
た
り
、
 諸
国
を
巡
礼
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
多
く
 、
カ
カ
 ウ
ィ
ン
 に
 不
可
欠
な
自
然
描
写
の
詩
 

ハ
節
を
い
れ
る
際
に
パ
ル
プ
の
物
語
の
筋
を
変
え
る
 
必
 妻
 が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
 ド
 リ
タ
 ラ
ー
シ
ュ
ト
 ラ
 が
 パ
｜
 

 
 

ァ
 

K
A
 

の
作
者
が
自
然
描
写
を
物
語
中
に
挿
入
す
る
 こ
と
は
さ
し
て
難
し
い
こ
と
で
ほ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
 る
 。
な
ぜ
な
ら
、
オ
リ
ジ
ナ
 

 
 

タヵコ について 

前
述
し
た
よ
 う
 に
、
 K
A
 は
、
物
語
の
内
容
に
つ
い
て
は
 

ル
ヮ
 に
か
な
り
忠
実
に
依
拠
し
て
い
る
が
、
そ
れ
 で
は
 、
こ
の
昨
ロ
的
中
 

に
ヵ
カ
 ウ
ィ
ン
と
し
て
の
詩
的
要
素
が
い
か
に
採
り
入
れ
 ら
れ
て
い
る
の
か
、
項
目
別
に
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
 す
る
。
 

日
 
自
然
美
の
描
写
 

（
 
肘
 ）
 

カ
カ
 ウ
ィ
ン
詩
人
に
と
っ
て
、
海
山
を
巡
っ
て
詩
作
す
る
 こ
と
は
、
美
的
世
界
に
陶
酔
す
る
に
最
適
な
方
法
で
あ
 っ
た
 。
 K
A
 に
も
 随
 

所
に
 、
 男
が
美
し
い
女
性
を
伴
っ
て
海
山
に
出
か
け
 ろ
ナ
 
」
と
を
望
ん
だ
り
 あ
 ・
 1
 
）
，
二
目
。
 

き
 ・
の
。
 

N
o
.
 

）
）
）
 

、
 海
や
山
 を
 見
て
人
々
が
 心
 奪
わ
 

れ
る
と
い
う
描
写
が
み
ら
れ
る
。
 

美
 、
女
性
美
の
描
写
、
戦
争
場
面
の
よ
り
具
体
的
な
叙
述
 な
ど
を
巧
み
に
織
り
込
み
、
 

地
 楡
表
現
も
多
く
用
い
て
 、
詩
的
な
雰
囲
気
を
高
 

@
 
㏄
 -
 

め
て
い
る
。
 

そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
い
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
  
 

し
か
し
、
 

カ
カ
 ウ
ィ
ン
が
カ
ー
ヴ
ィ
 
ヤ
 の
基
準
を
満
た
し
 
て
い
な
い
と
は
い
え
、
単
に
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
叙
事
 詩
の
物
語
を
韻
文
で
 

う
た
っ
て
い
る
こ
と
が
、
散
文
の
パ
ル
プ
 と
 一
線
を
画
す
 る
 唯
一
の
相
違
な
の
で
は
決
し
て
な
い
。
カ
カ
ウ
ィ
 
ソ
は
 物
語
中
に
、
自
然
 



ず
れ
も
 カ
カ
 ウ
ィ
ン
に
お
馴
染
み
の
表
現
ば
か
り
で
、
 作
 者
の
す
ぐ
れ
た
技
量
や
独
自
性
を
示
す
も
の
ほ
な
い
。
 

仇
め
カ
カ
 ウ
ィ
ン
に
も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
地
楡
 も
 K
 A
 の
自
然
描
写
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
 金
 色
の
曲
の
曲
目
り
の
 

ナ
化
 

  

ほ
 金
色
の
雨
（
二
 %
 ）
雷
鳴
は
泣
き
声
（
 お
ふ
 ）
 
力
，
 

 
 

れ
ぞ
れ
な
ぞ
ら
え
ら
れ
 

-
 
㏄
 -
 

@
 
㏄
 @
 

て
い
る
。
 

㈲
女
性
 美
 

カ
カ
 ウ
ィ
ン
で
 は
、
 若
い
女
性
の
美
し
さ
を
う
た
い
あ
げ
 る
こ
と
も
不
可
欠
な
要
素
の
一
つ
で
あ
る
。
 K
A
 の
 作
 者
は
パ
ル
プ
で
は
 @
 

及
 さ
れ
な
い
女
性
た
ち
を
登
場
さ
せ
て
そ
の
美
し
さ
を
 描
 写
し
て
い
る
。
 

最
も
注
目
す
べ
 き
 は
 、
 ㈲
ク
リ
シ
ュ
ナ
の
息
子
サ
ー
 ソ
 ハ
 の
妻
と
し
て
 ヤ
 ジ
ュ
ニ
ャ
 ワ
 テ
ィ
ー
（
 さ
 目
の
毛
 
ぃ
 
（
 
ロ
 
V
 の
 オ
 寸
ぺ
 

a
@
 

由
 ㏄
 
4
 ぃ
（
 
ロ
 
）
を
脇
付
 

語
中
に
導
入
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
女
は
 、
 夫
が
 聖
 仙
 た
か
ら
か
っ
た
た
め
に
呪
い
を
か
げ
ら
れ
た
こ
と
を
 憂
 い
 （
第
八
篇
）
 

、
 夫
が
 

一
族
滅
亡
の
戦
で
亡
く
な
る
と
、
夫
の
亡
骸
を
探
し
に
 戦
 地
 と
な
っ
た
プ
ラ
バ
ー
サ
に
赴
 き
 、
つ
い
に
ほ
大
を
追
 っ
て
自
害
す
る
（
 姜
一
 

0
 篇
 ）
。
 

こ
の
女
性
は
 パ
ル
ヮ
 に
も
、
 M
B
h
 に
も
、
ま
た
、
 M
B
 

 
 

な
い
が
、
日
ヱ
 
小
 
l
 ％
 

カ
ー
ウ
ィ
 ヤ
 L
 （
 
い
す
 
0
 
ヨ
の
 
器
ゅ
 
圭
せ
 
a
.
 

以
降
 

B
K
 ）
と
い
う
、
 R
 Y
 に
 次
 し
で
古
し
と
さ
れ
る
 

、
 。
 
、
 

カ
カ
 ウ
ィ
ン
に
は
異
な
る
 

-
2
 

4
 ）
 

物
語
な
が
ら
も
 サ
一
ン
 

，
 の
妻
と
し
て
登
場
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
 K
A
 の
作
者
 は
 、
こ
の
 カ
カ
 9
 々

 ン
 か
ら
素
材
を
採
っ
た
も
の
と
 考
，
 

 
 

 
 K

A
 で
は
、
彼
女
の
美
貌
は
 、
カ
カ
ウ
 ィ
 ソ
 で
お
馴
染
み
 の
よ
う
に
、
愛
の
女
神
ラ
テ
ィ
（
 勾
巴
ぎ
 
V
 の
 蚕
 ・
 オ
曲
 
（
 
@
 
）
 に
 比
せ
ら
れ
（
の
 
，
が
 

@
 
叫
 -
 

コ
こ
、
月
 さ
え
も
顔
色
な
か
ら
し
め
る
ほ
ど
で
あ
る
 乙
 

  

他
 に
登
場
す
る
の
 ほ
、
ヤ
 ジ
ュ
ニ
ャ
 ヮ
 テ
ィ
ー
の
侍
女
や
 、
沐
浴
に
出
か
け
 ろ
ヤ
 ド
ゥ
族
の
男
た
ち
に
随
行
す
る
 侍
女
た
ち
で
あ
る
。
 

ま
げ
に
結
っ
た
髪
に
ほ
花
飾
り
を
さ
し
あ
・
 N
.
 
ニ
 ・
 
N
.
 
コ
 寅
 三
）
）
花
を
耳
に
飾
り
（
に
き
、
顔
に
化
粧
を
し
 
て
い
る
彼
女
ら
の
美
し
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古 ジャワ語誌 デ クリシュナアンタカ コ は っ し 、 て 

@
 
仰
 -
 

@
 
何
 @
 

さ
は
、
乾
季
後
の
初
市
 に
 濡
れ
て
み
ず
み
ず
し
い
薄
の
の
 コ
 の
 の
花
（
 目
 ・
 N
 ）
や
の
下
日
 づ
曲
村
 
簿
の
花
（
に
さ
に
 例
，
え
 
ら
れ
る
。
ま
た
、
 
顔
は
 

て
も
い
く
つ
か
の
 
詩
 節
を
割
い
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
 

サ
 

 
 

一
シ
 バ
 は
 、
「
来
世
で
妻
が
 A
 に
生
ま
れ
た
ら
自
分
が
 B
 に
 生
ま
れ
た
い
」
 、
と
 

@
 
引
 -
 

-
 
㏄
 @
 

@
 
㏄
 @
 

月
に
、
 や
せ
た
腰
は
Ⅱ
校
目
 

@
 
 

ト
 
@
8
"
 

、
 乳
房
は
白
い
 
ひ
 ん
ろ
 う
樹
 に

、
ヵ
 ー
 ブ
 し
た
眉
は
日
 @
 
日
 ぎ
の
 水
 
（
以
上
ニ
 ，
 （
 
e
 
や
愛
 神
の
短
剣
（
に
・
 ど
 

@
 
㏄
 @
 

に
 、
え
て
し
て
、
 Ⅰ
 
土
 亡
 つ
っ
と
し
た
ふ
 ノ
入
 
つ
は
ギ
 

Ⅰ
 

ご
は
 口
 申
せ
 

4
p
 

口
 の
 徳
 
（
 
目
 ・
 N
 。
 コ
 ・
の
 
，
に
 ・
じ
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
 

㈲
 
愛
 

サ
ー
ン
バ
の
妻
 
ヤ
ジ
ヱ
 
ニ
ャ
プ
テ
ィ
 l
 を
物
語
に
新
た
に
 導
入
し
た
作
者
は
、
妻
の
美
貌
を
描
く
だ
け
で
な
く
、
 

ふ
た
り
の
愛
に
つ
い
 

し
て
、
仲
の
良
い
、
あ
る
い
 は
 関
連
の
深
い
 
A
B
 
の
組
み
 合
わ
せ
を
あ
げ
て
、
妻
へ
の
永
遠
の
愛
を
切
々
と
語
る
 。
そ
の
 A
B
 
と
は
、
①
 

@
 
㏄
 @
 

さ
と
う
や
し
 @
 簿
宙
由
か
、
 

②
霊
お
 緊
ゅ
 オ
リ
 鳥
、
 ③
 月
 l
c
u
c
u
 

Ⅱ
鳥
で
あ
る
。
①
で
は
、
や
し
に
絡
み
付
く
 帆
 と
ロ
 ひ
、
 ②
で
は
、
雨
雲
や
雨
を
 

@
 
防
 "
 

 
 

欠
 け
 ゆ
く
月
を
悲
し
ん
で
鳴
く
と
い
わ
れ
る
の
耳
目
鳥
 、
と
い
っ
た
 、
カ
カ
ウ
 

イ
 ソ
で
よ
く
知
ら
れ
た
表
現
を
も
と
に
し
て
い
る
。
 

こ
の
後
に
は
二
人
が
愛
を
交
わ
す
場
面
が
続
く
が
、
 

そ
，
 」
で
も
、
「
蜜
蜂
（
Ⅱ
 サ
一
シ
 バ
）
が
 花
 
（
Ⅱ
 ヤ
 ジ
ュ
ニ
ャ
 ヮ
 テ
ィ
し
の
香
を
味
 

@
 
㏄
 @
 

わ
 う
 」
と
い
う
、
常
套
句
が
使
わ
れ
て
い
る
。
 

第
一
四
 篇
 に
は
、
侍
女
を
描
く
場
面
の
一
部
に
、
片
恋
 い
に
心
痛
め
る
女
が
親
友
に
悩
み
を
打
ち
明
け
、
ど
の
 ょ
 う
 に
し
て
相
手
に
気
 

持
ち
を
伝
え
る
べ
き
か
相
談
す
る
、
と
い
う
場
面
が
あ
る
 が
 、
こ
れ
も
恐
ら
く
、
 
K
A
 
の
作
者
が
詩
的
要
素
と
し
 て
 加
え
た
も
の
と
思
わ
 

れ
る
。
 

㈲
戦
い
 

K
A
 
に
は
、
ヤ
ド
。
 
族
 全
滅
に
い
た
る
殺
し
合
い
（
第
一
 
四
｜
 一
八
 篇
 ）
と
、
ク
リ
シ
ュ
ナ
の
 
未
 亡
人
ら
を
率
い
る
 ア
ル
ジ
ュ
 
ナ
 が
盗
賊
 

に
 襲
わ
れ
て
防
戦
す
る
事
件
 
室
 ・
㌣
し
の
、
二
つ
の
 戦
 い
が
描
か
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
既
に
 パ
ル
ヮ
 に
 語
 ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
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大
筋
の
展
開
は
か
な
り
忠
実
に
再
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
 し
 、
他
方
、
 

K
A
 

の
作
者
は
、
定
型
の
比
 楡
 や
よ
り
 具
 体
 的
な
描
写
を
書
き
加
 

え
、
ヵ
ヵ
 
9
 々
 ン
 に
欠
か
せ
な
い
戦
い
の
場
面
を
詩
的
に
 潤
色
し
て
い
る
。
 

サ
 ド
ゥ
族
の
殺
し
合
い
の
く
だ
り
で
は
、
パ
ル
 

ヮ
 が
 サ
｜
 シ
 バ
の
死
に
つ
い
て
、
「
ク
リ
シ
ュ
ナ
は
息
子
サ
ー
ン
バ
の
 

 
 

と
 だ
 け
 言
及
す
る
と
こ
ろ
を
、
 
K
A
 

は
か
な
り
 

増
 広
し
て
 彼
の
関
与
す
る
戦
い
の
場
面
を
描
く
。
そ
の
中
に
は
、
 「
 
山
 と
積
ま
れ
た
兵
士
 

の
 死
体
」
（
に
・
の
・
 

あ
，
 
m
 ）
と
か
、
「
飛
び
散
る
血
に
酔
う
 
魚
 」
（
 ト
ベ
 
・
 
簿
 
と
い
う
、
 
カ
カ
 ウ
ィ
 ソ
 に
よ
く
使
わ
れ
る
 表
 現
や
 、
「
 頭
 や
椀
ほ
子
 

め
 れ
 、
 胸
は
裂
 け
 、
 胴
は
 折
れ
曲
り
、
脳
は
飛
び
散
り
、
 

眼
 は
つ
ぶ
れ
、
血
は
遊
 り
 」
（
 ミ
 ・
 
づ
 
・
に
・
の
）
と
い
っ
た
 、
 生
々
し
い
死
体
の
描
 

写
 が
み
ら
れ
る
。
 

ア
ル
ジ
ュ
 
ナ
 が
盗
賊
と
戦
 う
 場
面
で
は
、
か
つ
て
は
無
敵
 の
 ア
ル
ジ
ュ
 
ナ
 の
「
卯
酉
 
づ
宋
圭
曲
 
」
弓
や
金
剛
杵
も
末
世
 カ
リ
期
の
到
来
で
今
 

や
 盗
賊
に
も
通
用
し
な
い
、
と
い
う
原
典
の
枠
組
み
の
中
 に
、
 別
の
武
器
の
名
を
加
え
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
 、
「
 z
 阿
厨
 Ⅱ
曲
中
里
と
い
 

う
矢
 
（
 
ミ
 ・
の
）
は
、
 

B
K
 

（
 
l
0
 
の
・
 
か
 
）
と
 

B
Y
 

（
 
o
0
.
 

お
 ・
 
P
 
い
 さ
）
で
、
ま
た
、
「
 ま
ゅ
卸
 
㎎
三
ヨ
韓
の
し
（
「
毒
の
火
」
）
土
木
 

は
 
B
Y
 
（
 
ど
 ・
 さ
ネ
 Ⅰ
 =
=
 

目
 

ゑ
 さ
れ
て
お
り
、
 
K
A
 の
作
者
が
こ
れ
ら
の
 
ヵ
ヵ
ゥ
 イ
 ソ
に
取
材
し
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。
「
 
漸
せ
曲
ヴ
 
㎏
の
」
（
 
「
風
の
矢
」
）
（
 

ミ
 ・
の
）
 

と
 

「
 
コ
 T
p
 
コ
 （
 
簿
ぺ
簿
か
 

p
q
p
 

」
（
「
無
尽
 

矢
 」
）
（
㏄
 

ナ
 
・
鰻
に
つ
い
て
は
 
他
 0
 作
品
に
同
 側
 が
見
い
だ
さ
れ
な
い
。
 

国
教
訓
的
 詩
節
 

教
訓
的
 詩
節
 、
つ
ま
り
、
 
王
 あ
る
い
は
 聖
仙
が
 教
え
を
 垂
 れ
る
場
面
を
本
来
の
物
語
の
中
に
織
り
込
む
こ
と
も
ま
 た
、
カ
カ
 
ウ
ィ
 ソ
 詩
 
-
 

人
 が
し
ば
し
ば
好
ん
で
用
い
る
技
法
で
あ
る
。
 

K
A
 に
お
い
て
最
も
顕
著
な
の
は
、
パ
 l
 ソ
 ダ
ヮ
 兄
弟
が
 国
を
出
て
苦
行
者
と
し
て
巡
礼
に
で
か
け
る
エ
ピ
ソ
 一
 ド
申
、
 
ユ
デ
ィ
シ
 
ュ
 

テ
ィ
ラ
が
新
王
パ
リ
ク
シ
ッ
ト
に
主
と
し
て
の
務
め
に
つ
 い
て
訓
示
す
る
所
で
あ
る
。
第
二
六
篇
の
二
四
詩
 節
で
 う
 た
わ
れ
る
こ
の
訓
示
 

の
 内
容
は
、
バ
ル
 
ク
 に
は
ま
っ
た
く
対
応
す
る
も
の
が
な
 い
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
 

R
Y
 の
な
か
に
類
似
し
た
 も
の
が
見
い
だ
さ
れ
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古 ジャワ語誌 凪 クリシュナアンタカ コ について 

表 ① 

訓示内容 

自己陶冶，宗教的実践 

処世の智志・ 勇敢 さ ・博愛 

八神に関連する 8 つの功徳あ る行為 

除かれるべき 7 つの閣 

臣下への報奨のしかた 

都市の建設 

敵の同盟を壊す 方策 

白軍の兵への 配慮 

戦略，防衛 
敵を知ること ，戦術の重要性 

KA 

26. 1 

26. 2-4 

26.5-13 

26. 15 一 16 

26. 17 

26. 18 

26. 19 一 20 

26.21 

26, 22 一 23 

26. 24 

RY 

24.48.@ 24.50 

3.71,3.76, 13.46-47, 13.49 一 50 ， 

13.67-68 

24.51-60 

24.74-77 

3.72-73 

3,541 3.70 

13.59.  13.63 

3.56, 13.65 

表 ② 

  KA RY   

nihan ti 亡 kah sa 血 ㎡ niwi rikana 五ァ 巨 Jya 

ya re 血 6n 

awakt 奄 ka karuhun tuhu Wara.Warah 

kapwa ri 血 ayu 

taas t 三 t mag6m 乙 gama t ろ ka hka 八 

manth ya tum Ⅱ t (26. 1a,c) 

peken@ tambak@ taman@ kusala@ sala 

dharma@ ya@ pahayun@ (26.18b) 
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nihan krama ni de ni 血 a 血 d 包 ni r れ t 

awakta Ⅰ umuhun Wa こ ah ri 五 hayu 

t る laS ta mapa ろ h mag6m 宕 gama 

t ろ k 今 hka 五 am ヨ tya mant で i tum 廿も 

(24.48) 

dewa@ kusala@ sala@ mwan@ dharma@ ya 

pahayun@ (3.54a) 

hawan@ patani@ pancuran@ talaga@ setu 

tambak@ taman 

peken@ wwanten@ aSn@sahayunta@nikan 

praja@ yad@ gawe@ (3.70cd) 
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c
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父
り
 

u
l
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m
b
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k
 で
 
e
n
o
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一
九
三
八
年
に
㏄
の
 ぺ
 
的
は
、
ア
ル
ジ
ュ
 
ナ
 の
悪
魔
退
治
と
 
天
女
と
の
結
婚
生
活
を
描
い
た
十
一
世
紀
前
半
の
 ヵ
カ
 

ナ
ウ
ィ
 プ
 ー
 ハ
 b
 （
 
卜
 「
 
甘
コ
の
毛
 
寄
り
ま
）
が
、
当
時
の
王
 
ア
 ィ
 ル
ラ
ン
ガ
（
と
「
 鼠
お
圏
 ）
の
青
年
期
と
彼
の
結
婚
を
暗
 Ⅰ
 
@
 -
 

-
 
㎝
 @
 

う
と
示
唆
し
た
。
こ
れ
に
啓
発
さ
れ
て
、
研
究
者
ら
は
、
 

い
く
つ
か
 カ
カ
ウ
 
ィ
 ン
 の
主
題
や
具
体
的
叙
述
な
ど
か
 ら
 

連
を
見
出
し
て
、
 
カ
カ
 ウ
ィ
ン
の
寓
意
的
性
格
を
指
摘
し
 て
 ぎ
た
。
 

@
2
@
 

6
 

ウ
ィ
ン
「
ア
ル
ジ
ュ
 

歌
っ
た
も
の
で
あ
ろ
 

歴
史
的
事
実
と
の
 
関
 

四
 
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
 カ
カ
 ウ
ィ
ン
 

る
 。
訓
示
内
容
と
、
関
連
す
る
 R
Y
 の
 詩
節
 番
号
を
示
せ
 ば
表
 ①
の
通
り
で
あ
る
。
 

 
 

ナ
 、
月
、
太
陽
、
 
風
 、
 火
 ）
の
徳
を
挙
げ
、
主
は
そ
れ
ら
に
 倣
 う
 べ
し
と
説
い
て
 

い
る
が
、
神
々
の
名
の
順
序
が
 R
Y
 と
は
異
な
る
も
の
の
 、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
の
徳
目
の
内
容
は
ほ
と
ん
ど
 

⑧
 
る
 

ま
た
、
「
 
セ
 つ
の
 闇
 」
（
勇
敢
、
美
貌
、
家
柄
、
黄
金
、
若
さ
 

、
熟
練
、
力
）
に
つ
い
て
も
、
 
K
A
 で
 は
 簡
略
に
記
さ
れ
 て
い
て
少
々
不
明
瞭
 

で
は
あ
る
が
、
 R
Y
 と
同
じ
考
え
を
述
べ
て
い
る
こ
と
は
 疑
い
な
い
。
 

さ
ら
に
、
 表
 ②
に
示
し
た
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
 詩
節
あ
 る
い
は
 そ
の
一
部
で
、
同
一
ま
た
は
か
な
り
類
似
し
た
 語
句
が
使
わ
れ
て
 ぃ
 

る
こ
と
が
わ
か
る
。
 

古
典
イ
ン
ド
の
三
文
文
献
に
も
と
づ
い
た
 古
 ジ
ャ
ワ
語
 文
献
も
 い
 く
 っ
 か
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
 R
Y
 の
 ょ
 う
に
 K
A
 と
対
応
 

@
 
儂
 @
 

す
る
 詩
 節
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
上
で
比
較
し
た
よ
う
 に
 、
 K
A
 の
第
三
八
篇
中
の
教
訓
的
 詩
節
は
、
 単
に
共
 通
す
る
テ
ー
マ
が
 R
Y
 

中
に
見
い
だ
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
表
現
ま
で
類
似
し
た
 箇
所
も
あ
る
。
 R
Y
 が
後
代
の
 カ
カ
ウ
 ィ
 ン
 に
大
き
な
 

 
 

考
え
れ
ば
、
 K
A
 の
作
者
が
 R
Y
 に
基
づ
い
て
こ
の
一
連
 の
詩
 節
を
挿
入
し
た
可
能
性
が
か
な
り
高
い
と
言
え
よ
 ら
ノ
ゥ
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古 ジャワ語 誌   

しるい て。 の 
お し で 
く た   
こ が 仮 
と っ に 

に て K 

留 、 A 
め こ が 
る こ ア 

し で レ 

かほゴ な、 リ     
が あ 
実 る 

際 と 

に し   
" Ⅰ も 
  
た そ 
出 の 
来 背 
事 彙 

  
ほ ろ 

具体 言及 

し 的 
て 史 
い 実 
る を 
と 地 
い 定 
ぅ す 
呵 る 

  
Ⅰ よ や よ 

否 は 
定 と 

で， ん 

  
と 肯 : 

指 で 
摘 あ 

81@ (413) 

クリつ 

が
 捧
げ
ら
れ
る
王
の
名
は
記
さ
れ
て
は
い
な
い
し
、
作
品
 0
 年
代
や
作
者
を
特
定
で
き
る
よ
う
な
情
報
も
テ
ク
ス
 ト
 中
に
ほ
見
出
さ
れ
な
 

，ュナ アンタカ コ について 

そ
れ
で
は
、
 
K
A
 

に
は
そ
の
 

ょ
う
 な
寓
意
が
あ
る
か
ど
う
 か
、
 言
い
換
え
れ
ば
、
実
際
の
出
来
事
、
特
に
王
に
関
 す
る
史
実
が
こ
の
力
 

カ
 ウ
ィ
ン
を
作
る
背
景
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
。
 

そ
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
は
い
く
つ
か
 指
摘
で
き
る
。
 
ヱ
 ピ
ロ
ー
グ
中
の
一
行
（
㌍
）
）
 麓
 
）
で
、
 作
者
が
こ
の
 
ヵ
ヵ
ゥ
 

@
 
㏄
 -
 

イ
 ン
の
こ
と
を
「
石
す
 
ヨ
ぎ
ぎ
 」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
 詰
 は
「
 詩
 、
 カ
カ
 ウ
ィ
ン
形
式
の
詩
」
と
一
般
に
解
釈
 さ
れ
る
が
、
 
抽
 0
 ヴ
の
 
0
 コ
 

は
 
日
日
の
 目
す
燵
ゴ
麓
と
 
呼
ば
れ
る
 古
 ジ
ャ
ワ
語
 詩
 と
は
富
士
 忌
物
語
を
意
味
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
隠
さ
れ
た
 暗楡
を
 含
む
も
の
か
も
し
れ
 

な
し
」
 

-
 
。
 
㏄
 

-
 と
 述
べ
て
い
る
。
も
し
彼
の
指
摘
が
当
た
っ
て
 い
 る
な
ら
ば
、
 
K
A
 は
 何
ら
か
の
歴
史
的
事
実
を
密
か
に
 ほ
の
め
か
す
も
の
で
あ
 

る
こ
と
が
テ
ク
ス
ト
中
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
 。
タ
イ
ト
ル
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
 カ
カ
 ウ
ィ
ン
 ほ
 ク
リ
シ
ュ
ナ
一
族
の
 

滅
亡
 と
 ク
リ
シ
ュ
ナ
の
死
が
テ
 I
 マ
と
な
っ
て
い
る
が
、
 
こ
う
い
 う
 題
材
を
選
択
し
た
の
は
、
あ
る
王
朝
の
滅
亡
 あ
る
い
は
王
の
死
と
い
 

う
 事
実
が
あ
っ
た
か
ら
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
さ
ら
 に
 、
前
章
で
検
討
さ
れ
た
詩
的
要
素
の
う
ち
、
 

ヤ
ジ
ュ
 
ニ
 ャ
ワ
 テ
ィ
ー
の
登
場
 

と
 ユ
デ
ィ
シ
ュ
テ
ィ
ラ
の
訓
示
に
つ
い
て
は
、
 

カ
カ
 ウ
ィ
 ソ
に
 不
可
欠
な
要
素
を
盛
り
込
む
と
い
う
意
図
が
あ
っ
 て
 挿
入
さ
れ
た
と
み
る
 

の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
が
、
他
方
、
暗
に
 楡
 え
ら
れ
た
史
実
 に
 沿
う
よ
う
に
元
の
 パ
ル
ヮ
 の
物
語
に
少
々
手
が
加
 ，
え
 
ら
れ
た
と
解
す
る
の
も
 

不
可
能
で
は
な
い
。
 

こ
の
 ょ
う
 に
 K
A
 の
寓
意
的
性
格
を
示
唆
す
る
情
況
証
拠
 的
な
因
子
は
あ
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
序
詞
に
も
あ
と
 が
き
 に
も
こ
の
作
品
 



（
㏄
）
 

ク
リ
シ
ュ
ナ
が
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
の
化
 神
 で
あ
る
こ
と
は
 
カ
 カ
 ウ
ィ
ン
文
学
で
も
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

K
A
 

で
は
、
原
典
で
 

あ
る
 パ
ル
ヮ
 の
物
語
に
沿
っ
て
、
ク
リ
シ
ュ
ナ
は
森
で
 鹿
 と
 見
間
違
わ
れ
て
矢
で
射
ら
れ
る
と
、
本
来
の
ヴ
ィ
 シ
 ュ
ヌ
 の
姿
を
顕
し
て
 
昇
 

 
 

し
ば
、
ク
リ
シ
ュ
ナ
は
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
の
化
身
あ
る
い
 は
 ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
 
押
 そ
の
 

も
の
（
 目
ミ
ゅ
せ
 

目
ロ
Ⅱ
（
 
@
.
 
ミ
 
ゼ
 ゅ
コ
 
三
 %
 Ⅰ
 
ヰ
 
い
し
と
呼
ば
れ
 プ
つ
 
ハ
ち
・
 

P
 。
 ト
の
 
・
 
い
 
。
 
い
下
 
・
 ト
肚
 
。
団
ト
・
 

ト
白
 
）
。
 

し
か
し
、
原
典
の
物
語
を
増
広
し
て
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
信
仰
を
 特
に
強
調
す
る
よ
う
な
翻
案
 は
 一
切
施
さ
れ
て
い
な
い
 
。
と
く
に
注
目
す
べ
 

き
は
、
序
詞
で
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
で
な
く
シ
ヴ
ァ
神
を
賛
 ，
 
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
一
般
に
 
、
カ
カ
 
ウ
ィ
ン
作
者
は
自
 ら
の
詩
作
の
成
功
を
守
 

護
 神
に
祈
る
。
必
ず
し
も
ひ
と
り
の
作
者
が
常
に
同
一
の
 神
匹
 @
 及
す
る
と
は
限
ら
ず
、
そ
の
守
護
神
が
作
者
の
 唯
一
の
信
仰
対
象
で
あ
 

る
と
は
ク
リ
シ
ュ
ナ
を
主
題
と
す
る
 
カ
カ
 ウ

ィ
 ソ
 の
序
詞
に
お
い
て
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
が
守
護
神
と
 し
て
選
ば
れ
て
い
な
い
 

こ
と
は
、
 

K
A
 

の
作
者
と
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
信
仰
の
関
連
の
希
 薄
さ
を
物
語
っ
て
い
る
と
み
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
 

ジ
ャ
ワ
 や
バ
リ
 で
は
シ
ヴ
ァ
教
の
影
響
の
方
が
ほ
る
か
に
 色
濃
い
こ
と
は
い
 う
 ま
で
も
な
い
が
、
歴
代
の
玉
の
な
 か
に
は
、
ヴ
ィ
 
シ
ュ
 

ヌ
 神
の
方
を
重
ん
じ
て
い
た
王
も
い
た
と
い
わ
れ
る
。
 

例
 え
ば
 ア
 イ
 ル
ラ
ン
ガ
 王
 
（
 一
 
0
 四
一
年
没
）
の
埋
葬
地
と
 推
定
さ
れ
る
所
か
ら
、
 

@
 
㏄
）
 

ガ
ル
ダ
鳥
に
跨
が
る
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
の
姿
を
と
っ
た
王
の
像
 が
 発
掘
さ
れ
て
お
り
、
彼
が
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
信
奉
者
で
あ
っ
 

た
こ
と
を
偲
ば
せ
る
。
 

ま
た
、
ジ
ョ
 
ヨ
ボ
ヨ
 
（
古
せ
生
ま
の
 

せ
曲
 
）
 
王
 
（
一
一
三
五
 
｜
 五
七
 年
 在
位
）
は
 、
カ
カ
 
ウ
ィ
ン
 
円
 ハ
リ
 ヮ
ソ
 シ
ャ
 ヒ
 （
 
由
由
 
「
 
@
 a
n
 
か
 
い
 
）
の
序
詞
と
「
 バ
 

｜
ラ
タ
ユ
ッ
ダ
 
b
 の
後
書
き
の
中
で
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
の
化
 鼻
 と
費
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
も
ま
た
ヴ
ィ
 シ
 ュ
ヌ
 神
を
崇
め
て
い
た
 

 
 

の
 敏
代
の
王
も
、
史
料
の
中
で
「
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
の
化
身
 」
と
表
現
さ
れ
て
お
 

五 

宗教 

的 
旺 倶 、 
面 

(414)@ 82 
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83 (415) 

て ド あ 四 人 た げ リ   
裁 人 し （ ら の え て ナ よ 
さ さ か 雙 れ よ る い Ⅱ う 

い に と 王 ィ   

き五     
でシ儀 あ ヴ 式。 ぎにで 0 、 はい なシとュ ュいヌ 
っ ァ の P 作 序 。 ヌ ラ 神 

と 以 の 
称 外 方 詞でシ た 、と 信仰を 次第や ・のり） き 者は、 え に が 

登 ヴ る ヴ シ   よ イ ヴ。 

ラ シ フ 

    述 神 り 

も あ も 

与 い 内 な る 好 
え ぅ 容 い い ま 

ゆ は れ 

ノえ、 ヴた ィと 
ヴ シ み 

ィ ュ ら 
シ ス れ 

ュ 債 る 
ヌ 仰 時 

こ て っ 

の 何 た   力 も の 
力 言 で、 

ウ 及 もま 

信仰を がってを脚色ま・ ぽ 原典に 

ィ さ あ 

し 
た ま K   

ゥ の と ピ た 
ィ エ ） Ⅰ ノ 已曳に 

うた 昔 、 A の 
農 作 場 

ン ピ の l 変 に 品 合 
と ソ み ド や あ が ほ 
し @ で を 挿 つ 捧 ク 

下 で 
敷 あ K K 
き る A A 
に 一 は の 

し 七 そ ヵ 
て 六 の ヵ 
い 大 成 ゥ 

る 年 立 ィ 

か で に ン 

当 として ら、 ある。 関する の 然、 拝 また 具体 

こ れ件 、 的色 清 に 
ら 者 報 っ 
め が を い 
パ 朔 テ て 

ル言 ヮしスれ クこ 
め て ト ま 
成 い 中 で 
立 る に 倹 
（ よ 何 討 
一 う ら し   

に 損 て 
Ⅰ 、 供ぎ 

  

たしと 五世紀 件 この してい 

） 3 品 な を 
よ は い 最 
り A  。 後 
も s 成 に   
い M の し 
ぅ s 上 た 
こ 、 限 い 

と p  も よ 。 

に r " 

な と 現 
る い 存 

。 ぅ す 
恒 三 る   
B パ の 

Y ル 書 
に ヮ 写 
依 を 午 

@
 
閥
 ）
 

り
 、
こ
の
時
期
に
は
、
少
な
く
と
も
王
族
の
間
で
は
、
 

ヴ
 ィ
 シ
ュ
ヌ
信
仰
が
隆
盛
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 



@
 
何
 @
 

三
人
称
 代
名
 接
尾
辞
「
・
 
三
 r
p
 」
の
二
人
称
へ
の
使
用
な
 ど
が
み
ら
れ
る
が
、
今
後
、
他
の
作
品
の
言
口
語
と
の
比
較
 

研
究
を
さ
ら
に
す
す
め
 

が
 唯
一
で
あ
り
、
 
カ
カ
 ウ
ィ
ン
の
言
語
や
、
時
代
的
な
変
 遷
 に
つ
い
て
ほ
 、
 個
々
の
作
品
に
つ
い
て
出
版
さ
れ
た
 -
 
ア
 ク
ス
ト
の
序
論
の
な
 

か
で
個
別
に
記
述
さ
れ
て
い
る
だ
げ
と
い
う
の
が
現
状
で
 あ
る
権
力
 

-
5
@
 

7
 。
 

、
、
 

に
 
K
A
 
堅
 @
 
ロ
ま
 
下
 的
に
も
時
代
が
下
っ
て
 

：
 

し
 
、
 る

こ
と
を
示
す
特
徴
、
 

@
 
Ⅱ
 @
 

-
 
㏄
 @
 

例
え
ば
、
接
辞
「
・
 n
 」
や
「
 n
 」
が
一
般
的
用
法
か
ら
 逸
 脱
し
て
い
る
例
が
多
い
こ
と
、
接
頭
辞
の
欠
落
（
⑨
 三
コ
 
臼
ミ
 ・
（
 
ぃ
 ）
 ヨ
ユ
い
 な
ど
）
 
、
 

@
 
㌍
 -
 

挺
 し
た
と
思
わ
れ
る
叙
述
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
 

B
Y
 
が
 成
立
し
た
一
一
五
セ
 ー
 五
九
年
よ
り
も
新
し
い
と
い
 5
 
こ
と
は
疑
い
な
 

ル
ヮ
 の
物
語
は
 K
A
 
中
で
か
な
り
忠
実
に
再
現
さ
れ
て
 い
る
が
、
作
者
は
 
カ
カ
 ウ
ィ
ン
に
共
通
し
て
用
い
ら
れ
 て
い
る
詩
的
要
素
、
 

つ
ま
り
、
自
然
 
美
 、
女
性
 美
 、
戦
争
の
描
写
な
ど
を
本
来
 の
 物
語
中
に
織
り
込
ん
で
、
 

カ
カ
 ウ
ィ
ン
と
し
て
の
 
体
 裁
を
整
え
て
い
る
。
 
R
 

Y
 、
 B
K
 、
 B
Y
 
と
い
っ
た
、
先
行
す
る
有
名
な
 カ
カ
ウ
 イ
 ン
に
取
材
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
使
わ
 れ
て
い
る
地
楡
も
常
套
 

的
な
表
現
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
ク
リ
シ
ュ
ナ
物
語
で
あ
 り
な
が
ら
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
で
な
く
シ
ヴ
ァ
 神
 礼
拝
の
場
 面
を
挿
入
し
て
い
る
の
 

も
 、
多
分
に
形
式
的
な
も
の
で
あ
ろ
 5
 。
 

古
 ジ
ャ
ワ
語
文
学
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
ー
ジ
ャ
ワ
化
し
た
 バ
リ
 に
 伝
え
ら
れ
、
特
に
ジ
ャ
ワ
が
イ
ス
ラ
ム
化
し
た
十
六
 世
紀
以
降
は
、
バ
リ
 

-
 
ハ
 -
 

の
 宮
廷
が
、
ジ
ャ
ワ
由
来
の
 カ
カ
 ウ
ィ
 ソ
 の
伝
承
 や
、
新
 た
な
 カ
カ
 ウ
ィ
ン
の
創
作
を
進
め
る
主
な
舞
台
と
な
っ
 た
と
い
わ
れ
る
。
 

K
A
 
は
決
し
て
文
学
的
に
は
委
ね
て
い
る
と
ほ
い
え
な
い
 こ
と
も
、
ジ
ャ
ヴ
に
お
け
る
 
カ
カ
 ウ
ィ
ン
文
学
の
最
 盛
期
よ
り
も
か
な
り
 

後
、
バ
リ
で
作
ら
れ
た
と
す
れ
ば
納
得
で
き
る
。
作
者
は
 既
に
名
作
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
 R
Y
 
な
 ど
に
範
を
と
っ
て
 、
パ
 

ル
ヮ
 の
物
語
を
翻
案
し
て
 
カ
カ
 ウ
イ
ン
に
作
り
上
げ
た
の
 で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
使
者
の
技
量
を
批
判
す
る
 ょ
 り
は
む
し
ろ
、
少
な
く
 

と
も
形
式
と
し
て
は
 カ
カ
 ウ
ィ
ン
の
伝
統
が
こ
の
 
カ
カ
ウ
 イ
 ソ
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
 ろ
 う
 。
 

小
論
で
ほ
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
言
語
学
的
 な
 面
か
ら
も
 K
A
 
の
年
代
に
つ
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば
 な
ら
な
い
。
 
古
 ジ
ャ
 

-
 
れ
 "
 

7
 話
自
体
、
包
括
的
な
研
究
と
し
て
は
、
「
 

卸
 年
る
キ
毛
 巴
 
の
 言
語
を
研
究
し
た
ぬ
。
 痒
日
 三
斗
 の
 「
の
 
円
 し
の
円
が
 
凹
づ
簿
 臣
 二
の
丑
 
卜
臼
つ
い
 
Ⅱ
 メ
ペ
 
㏄
 口
 

(416) 84 
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一
計
 

ネ
 
小
論
は
、
筆
者
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
に
提
出
し
 た
 学
位
（
目
り
）
請
求
論
文
、
「
 
木
サ
ゅ
セ
 

ゆ
口
 
臼
 オ
円
 下
コ
 0
 日
す
つ
 い
コ
 
の
㏄
 
ゆ
パ
の
ガ
い
毛
 
一
コ
」
 

（
）
の
の
Ⅰ
）
の
下
臣
（
 
宙
コ
 （
 
ぺ
 
o
 ぎ
 c
t
@
o
 

コ
 ）
の
一
部
を
加
筆
修
正
し
 た
も
の
で
あ
る
。
 

（
 
1
 ）
Ⅱ
。
 ひ
 升
目
 
E
-
 
宙
 。
パ
ト
の
㍉
 

肚
 。
 づ
寸
 
・
㏄
㏄
 

ド
 １
 %
 。
 の
 

（
 
2
 ）
そ
の
う
ち
、
 宙
岸
ヴ
す
 
0
 時
 ゆ
毛
 @
 
毛
ゆ
ゴ
 
こ
は
 
由
 ・
の
お
の
お
に
 よ
っ
て
校
訂
、
英
訳
、
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
（
の
（
の
の
の
の
 
こ
 ㏄
 ト
 
）
 り
 

（
 
3
 ）
 
コ
 ク
リ
シ
ュ
ナ
ア
ン
タ
カ
 
ヒ
 に
関
し
て
ほ
 
、
 N
o
 

主
日
三
色
の
 

Ⅰ
に
よ
る
 

肺
慨
知
勘
 
（
 
N
o
 
の
（
 
日
 建
仁
③
Ⅱ
 
お
 Ⅱ
 4
.
 毛
 ・
㏄
㏄
㏄
 

１
 の
の
 
0
 ）
の
 他
 に
 、
 目
仁
 
Ⅱ
 ラ
ブ
 
。
目
が
最
 

初
 の
巨
篇
 の
 テ
ク
ス
ト
と
抄
訳
を
出
版
し
て
い
る
（
）
 

且
せ
コ
す
 

。
 目
 お
の
 田
 
～
 0
 っ
 0
 ）
。
彼
は
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
継
続
的
に
研
究
し
て
い
 

く
と
述
べ
て
い
る
 

が
 
（
日
の
 
ョ
お
 0
0
 
。
 ち
 や
お
 何
１
 ）
 
o
e
 、
い
か
な
る
理
由
 か
、
そ
 の
後
の
研
究
は
発
表
さ
れ
て
い
な
い
。
 

（
 
4
 ）
他
に
ロ
ー
マ
字
写
本
が
二
種
あ
る
。
一
 
つ
は
 レ
 イ
 デ
 シ
 大
学
図
書
館
所
蔵
（
 R
 
ロ
 コ
 0
.
2
8
 
、
も
う
一
つ
は
 
N
 。
 痒
ヨ
由
ま
 浅
 
監
修
・
所
蔵
で
あ
 

る
 。
い
ず
れ
も
同
じ
レ
イ
デ
ン
 本
 
（
 
P
O
 「
 か
い
 
の
の
）
か
ら
ロ
ー
マ
ナ
 イ
ズ
 さ
れ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
由
の
の
 

p
E
 

年
の
 

目
録
第
四
巻
（
 乙
 

の
っ
 
）
に
 
呂
 ・
お
の
と
番
号
付
げ
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
が
「
 

木
 ち
ゅ
 
せ
ひ
口
 
宙
ォ
の
 
」
と
題
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
コ
 %
 名
ゆ
コ
リ
ゴ
ゅ
ガ
 

と
の
 誤
 り
で
、
別
の
 
テ
ク
 

ス
ト
の
写
本
で
あ
る
。
 

（
 
5
 ）
㌧
俺
の
曲
二
年
 
ト
 の
の
㏄
。
 
づ
 ・
 い
 。
 切
 

（
 
6
 ）
 
巾
 @
 
㏄
の
曲
 
岸
 Ⅰ
 ト
 の
 む
 の
・
 ロ
 ・
 ト
 ㏄
 の
 

（
 
7
 ）
「
 ヨ
 0
%
 
㎎
 巴
 ど
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
 0
 Ⅰ
ロ
口
参
照
。
 

（
 
8
 ）
ク
ロ
ノ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
は
、
皆
目
 ぢ
 （
 
0
 圭
申
シ
昂
仁
審
ぺ
 
（
 
0
 目
の
Ⅱ
 
ご
つ
品
 8
E
 宙
 ）
の
の
 

ひ
，
 や
い
だ
 田
 。
 ヨ
ト
 0
 驚
 。
 づ
神
 Ⅹ
 せ
ア
 Ⅹ
 づ
目
 

（
 
9
 ）
し
の
日
の
ず
 ト
 の
 い
 ㏄
 @
 巾
 @
 
輻
 。
 ぃ
 年
年
ト
 
の
ひ
 
㏄
 

（
 田
 ）
 
巴
 曲
ヨ
主
の
 ト
 の
印
の
 

，
ワ
の
ト
 

（
 皿
 ）
 
し
 リ
ヨ
 リ
ぎ
 ）
の
り
の
。
づ
寸
㎏
～
。
㏄
の
 

1
.
 
い
さ
 オ
ざ
村
す
抜
ト
 
0
 ド
㏄
。
で
 
つ
 ・
 い
 ㎏
 肚
｜
 ド
ド
 
ベ
 

 
 
 
 

（
は
）
し
 い
 ヨ
田
の
）
の
 
お
 。
 づ
 や
き
１
 %
.
 
乙
の
 ニ
 の
捷
が
提
供
し
て
 
い
る
、
二
一
 
0
 日
 サ
イ
ク
ル
の
開
始
日
の
西
暦
へ
の
換
算
表
（
 

勾
 ざ
村
 -
 
の
 Ⅱ
㏄
 ト
 0
 目
㏄
。
 
づ
で
 

㏄
 ひ
 Ⅱ
ー
㏄
㏄
の
）
を
使
う
と
、
 守
ヨ
キ
 が
換
算
し
た
 K
A
 
写
本
の
 日
付
が
正
し
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
 

8
5
 

（
 稔
 ）
 
く
 田
の
口
 
曲
 Ⅰ
 
コ
 ）
 づ
 N
o
 

。
せ
 

つ
 ・
 N
 ち
い
 
1
,
 
㌧
 ぬ
ひ
 

て
い
く
必
要
が
あ
る
。
 



（
Ⅱ
）
 
目
 「
 
0
1
 
の
 -
 
の
日
 ）
の
Ⅱ
 
N
 。
 づ
 ・
の
㏄
 

 
  

 

（
 巧
 ）
 
%
@
0
 

（
の
す
 

ぜ
 ）
の
「
 

N
,
 

づ
 U
.
 

）
の
の
 

1
.
 
～
㍉
 
だ
 
巾
の
「
的
 ト
 の
の
 
u
 。
 つ
つ
 
・
～
 
。
 ト
 ㏄
 

 
 

（
 騰
 ）
し
 い
 「
 す
の
 
「
 ト
の
 
Ⅱ
 ド
 @
0
 日
付
し
 

 
 

 
 
 
 

（
Ⅳ
）
有
名
な
例
を
挙
げ
れ
ば
、
 

目
い
 ざ
下
田
（
Ⅱ
 毛
 二
毛
 芭
ゴ
痔
 曲
 
（
「
苦
い
木
林
檎
」
）
（
 づ
 田
の
ぃ
目
色
）
の
の
 

0
 ふ
 じ
・
 パ
 p
l
p
 

中
の
の
 

か
ヨ
 Ⅱ
 本
 p
q
p
 
中
 曲
 目
こ
 Ⅱ
 ト
ヨ
 

す
で
ヒ
 「
 曲
 （
 
ゆ
め
 
ホ
日
・
 p
 ヨ
摂
 ・
 a
 ヨ
ー
 p
 Ⅱ
「
 酸
つ
 ぱ
い
」
）
（
 毛
 0
 「
の
す
 
せ
 ）
 0
 目
 い
 ）
 

（
 腱
 ）
 
出
ぎ
 出
の
 

l
p
 

コ
 年
の
り
 オ
 0
 帝
ペ
ヨ
ぃ
コ
 ）
の
Ⅱ
 
ぽ
ゼ
ざ
 村
の
お
～
の
㏄
 
ド
 

（
㎎
）
 
N
o
 
の
 圧
ヨ
 由
に
の
Ⅱ
～
 
ミ
ね
 。
 ロ
 ・
 n
 ㏄
 

（
㏄
）
当
該
パ
ル
 
ワ
 の
校
訂
出
版
に
は
 

N
o
 

の
（
 

ヨ
 三
孝
「
の
 古
ジ
 ャ
ワ
語
 読
本
中
に
含
ま
れ
る
も
の
（
 N
o
 

キ
ヨ
 

三
 &
n
 
「
 H
o
 
の
 田
 
）
の
の
 
㏄
）
 レ
 Ⅰ
 、
 古
せ
 コ
ヴ
 
。
目
に
 

よ
る
校
訂
の
二
つ
あ
る
。
比
較
に
際
し
て
は
、
遥
か
に
信
頼
性
 の
 高
い
前
者
を
底
本
と
し
た
が
、
明
ら
か
に
前
者
で
は
カ
ッ
ト
さ
 れ
て
い
る
、
 

A
s
 

Ⅰ
と
 M
s
 
の
最
後
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
後
者
を
参
照
し
た
。
 

（
 れ
 ）
の
ミ
ャ
の
口
の
の
 

コ
 P
o
 

の
㏄
 

（
 ル
 ）
 
N
o
o
 
目
 コ
岸
 

Ⅰ
 
-
 
年
の
Ⅰ
 ト
 0
%
 

㏄
。
 

ロ
 ・
ト
ト
 
白
 ・
 -
.
 
幸
 

（
 為
 ）
 
@
@
 ，
 ロ
 ・
 P
p
 

の
・
 

-
.
 
ぴ
ト
ユ
 .
P
 

）
の
。
 

-
.
N
 

（
 祖
 ）
 
い
い
コ
 
。
 コ
 @
 ト
の
 
㏄
の
。
 づ
 ・
 ム
の
ひ
 
@
 Ⅰ
 い
 せ
 い
 の
 も
 p
-
 ト
 の
の
 
づ
 ・
で
 づ
 ・
㏄
の
・
Ⅱ
 

の
 。
い
の
 
肚
 

（
 あ
 ）
木
下
～
・
 め
 。
～
 

0
.
 

デ
 P
o
.
 
ナ
 ）
）
・
 
コ
 。
）
 

N
.
 

㌃
）
 

0
.
 

の
。
～
の
・
の
。
㏄
 

0
.
 
包
 。
 い
ト
 
・
㏄
 

（
 お
 ）
 
パ
 卜
の
 ド
コ
 
（
 o
o
P
 
の
 @
 Ⅰ
 つ
 

（
 打
 ）
 

M
B
h
 

の
別
の
巻
を
翻
案
し
た
、
一
二
世
紀
後
半
成
立
 の
カ
カ
 ウ
ィ
 ソ
円
六
｜
ラ
タ
ュ
ッ
ダ
 
L
 （
功
二
 
り
 Ⅰ
芝
摺
 臣
隼
す
い
 ）
で
は
 、
し
ば
し
 ぱ
サ
 一
テ
 

イ
サ
 キ
を
 ウ
 
リ
シ
ュ
ニ
に
属
す
る
者
と
形
容
し
て
い
る
（
 めぺ
 
）
 収
 ・
㏄
の
・
ト
の
・
の
㏄
。
 

ト
の
 
・
 ト
ト
 
）
 

（
 為
 ）
 
N
O
 
の
 円
 （
づ
ロ
 
-
 
り
の
「
 ト
 の
り
の
。
で
・
 
P
p
N
.
-
.
 

㏄
 宕
 
@
 
三
口
・
 づ
 ・
 コ
ひ
 ・
～
Ⅰ
 の
 ・
ト
下
 

（
 杓
 ）
 
ぎ
田
 ・
 づ
 ・
 ト
 ト
ム
ニ
・
㏄
 

（
㏄
）
 
ヨ
ぎ
 。
 づ
 ・
 ト
ト
り
，
 

-
.
 
㏄
Ⅰ
 

（
 祖
 ）
 
N
o
 
の
（
 
日
岸
 -
 
由
り
づ
ド
 
の
 頷
 ㍉
 @
@
 隼
の
日
ト
 の
 円
仁
。
 つ
つ
，
 
㏄
 銅
 1
,
 
い
 つ
。
 
ト
 。
 の
 １
ト
ト
ド
 @
 力
。
 ヴ
の
 
0
 コ
ト
 の
㏄
㏄
 

（
 銭
 ）
 
出
 0
0
 
せ
オ
 p
p
 

の
）
の
の
㏄
 

（
 航
お
 
）
 
@
@
 
レ
 
@
@
 

ト
 



古 ジャワ 語誌 ァ クリシュナアンタカ 山について 

（
 
縫
 ）
の
Ⅰ
 づ
 
0
 ヨ
 0
 卍
の
目
 

ド
 
・
㌧
 づ
 ・
 
肚
い
 
1
 。
笘
 
㏄
 

（
 
鍋
 ）
 
@
 
ま
年
 ・
Ⅰ
・
 
ト
の
 

（
㏄
）
 s
u
 
づ
 
o
 コ
 
（
 0
 ）
の
べ
つ
・
 

づ
 ・
 
4
 ゴ
オ
 0
 す
め
 
0
 コ
 ）
 
っ
の
 
㏄
 

（
 
辞
 ）
 オ
 o
d
 
の
 
o
 ロ
ド
 の
の
の
。
 

b
.
 
の
ト
 
ド
 

（
 
鵠
 ）
 N
o
e
t
@
 

づ
 仁
田
 の
 
Ⅱ
 ト
の
 
ハ
ト
・
 
つ
つ
 
・
 ト
 
の
 
の
 
1
 。
ト
の
 

㍉
。
 
領
 ㏄
 
ち
 

（
㏄
）
 C
f
.
 
ロ
ぺ
 の
 
2
,
 
）
 
9
 
の
 屈
 
（
も
 

4
.
 

べ
し
 の
（
 
り
 

（
 
如
 ）
 0
 片
口
ペ
ダ
ト
更
の
Ⅰ
 ヨ
ト
 Ⅰ
～
・
鋲
の
宙
 

（
 
蛆
 ）
ク
リ
シ
ュ
ナ
一
族
滅
亡
の
物
語
を
含
む
の
は
、
円
ゴ
名
臣
 ヒ
 （
の
・
の
Ⅱ
 

｜
 ㏄
㏄
）
・
円
 

い
 ゴ
リ
 
咀
ひ
つ
 

い
叶
い
し
（
 

ト
 
）
・
ト
ー
㏄
 

つ
レ
、
 
口
ロ
Ⅱ
 

斡
 
す
日
 り
ヒ
 （
 
ト
つ
ト
 

ー
Ⅰ
。
の
）
、
日
付
 

ひ
隼
 

ヨ
こ
 
（
の
・
㌶
 

N
.
 

の
十
双
）
 

、
目
ぎ
 ㎎
 
避
 
（
 
デ
 9
.
 葵
 。
 
鰻
 ）
の
五
つ
の
 プ
ラ
ー
ナ
で
あ
る
。
他
に
仏
教
文
献
で
は
日
の
ぎ
 む 
Ⅰ
 
葺
弟
 こ
む
 ゆ
丑
ヰ
叶
う
り
 

円
目
 

0
.
 
ト
印
 
ち
 
）
 、
 

ジ
ャ
イ
ナ
文
献
で
は
）
 ぎ
ネ
目
巨
 
の
自
由
り
「
 
守
 a
 旧
ひ
り
憶
 
あ
づ
 と
 
（
 
ひ
 ）
 
@
 ひ
 
切
 
）
 、
 0
E
 弔
 い
 サ
ゴ
 
0
 年
Ⅰ
の
の
 円
 
C
 臣
ゅ
 Ⅱ
 
い
も
屈
 

Ⅰ
 
ひ
め
ぃ
ヒ
 
（
Ⅱ
㏄
 
ト
 
の
の
 
l
 い
 
㏄
 
㏄
）
 
、
づ
偉
 ゆ
づ
の
 

宙
ひ
コ
 

圧
の
 

0
 円
目
が
甘
ゆ
㌧
 

珪
 
q
p
 
ウ
い
ヒ
 
（
の
 

2
.
 
の
 
l
 ㏄
）
）
 

、
 口
ヒ
 
臣
 a
r
 
ど
 -
 
す
 い
 せ
 い
 
り
お
 由
ヰ
り
ヒ
 
筆
二
 一
章
に
対
す
る
し
の
 セ
 
の
口
印
 
曲
註
 、
そ
し
て
、
 
ヱ
 0
 日
お
目
印
 ぃ
 0
 
日
月
ユ
 
茸
降
 赤
 い
 

面
村
 ゅ
里
目
 で
 8
 （
 
@
d
S
 
ヒ
 あ
 ・
）
 
十
お
 ）
に
、
同
類
の
物
語
が
描
か
 れ
て
い
る
。
 
M
B
h
 と
他
の
イ
ン
ド
文
献
に
お
け
る
当
該
物
語
 の
 比
較
研
究
に
つ
い
 

て
は
刈
穂
に
ま
と
め
る
予
定
で
あ
る
。
 

K
A
 

に
は
、
 

M
B
h
 

以
 外
の
系
統
の
物
語
と
の
関
連
は
見
出
さ
れ
な
い
。
 

（
 
蛇
 ）
 N
o
o
d
 

コ
 
（
 Ⅰ
 -
 
隼
 。
Ⅱ
 
ト
 
0
 Ⅱ
 下
 。
 づ
 ・
の
㏄
の
 

（
 
穏
 ）
円
い
す
 0
 日
の
方
 
り
キ
出
直
が
 伝
え
る
の
 
ほ
、
サ
一
 
ソ
バ
 と
ヤ
ジ
 
ュ
 ニ
ャ
フ
テ
ィ
ー
が
前
世
で
も
夫
婦
で
あ
っ
た
と
い
 5
 設
定
の
 も
と
、
 
ヤ
 ジ
ュ
ニ
ャ
 

ヴ
 テ
ィ
ー
が
父
親
を
殺
さ
れ
魔
王
ナ
ラ
 ヵ
 
（
Ⅱ
ボ
ー
 マ
 ）
の
 元
 に
い
る
の
を
知
っ
た
 サ
一
シ
 バ
が
 、
 戦
い
の
天
役
な
の
奪
還
に
 成
 功
 す
る
、
と
い
う
 

物
語
で
あ
る
。
こ
の
物
語
が
お
そ
ら
く
か
な
り
有
名
で
あ
っ
た
 で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
一
二
世
紀
中
頃
に
書
か
れ
た
 宍
リ
ワ
 
ン
 シ
 ヤ
ト
 （
 
コ
ぃ
 ユ
キ
の
中
ひ
の
）
 

と
い
う
 カ
カ
 ウ
ィ
ン
の
中
の
一
節
、
「
よ
く
知
ら
れ
た
 ヤ
ジ
ュ
 
-
 
一
ャ
 
ヮ
 テ
ィ
 l
 の
物
語
で
、
ク
リ
シ
ュ
ナ
に
よ
る
ボ
 l
 マ
殺
害
の
 原
因
と
な
っ
た
 サ
 

｜
ン
 。
 
ハ
 」
（
 紹
 ・
 ち
 
）
か
ら
知
ら
れ
、
後
代
の
 カ
カ
 ウ
ィ
ン
作
者
が
 
こ
の
物
語
に
題
材
を
と
っ
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
り
得
る
と
い
 え
る
。
 

（
 
何
 ）
の
（
・
 ト
 キ
 @
 目
 ・
 
P
8
 Ⅰ
 鴛
 ・
の
 
卸
 
Z
 お
ム
の
・
村
の
（
。
 

（
 
蝸
 ）
の
め
・
 ト
ミ
 -
1
2
.
 
Ⅱ
 
ヰ
霊
い
ぺ
や
 
）
の
 
シ
 ミ
の
旧
ち
 0
.
 

い
だ
の
 

E
 占
 臼
の
 
・
 ト
ヴ
 
0
 ヰ
。
 

（
㏄
）
 C
f
.
 

の
ま
 

@
2
 
）
・
）
お
の
 
目
 （
肚
の
・
 

2
a
 の
（
 
c
 

（
 
仰
 ）
の
 ヰ
 の
 ミ
い
 q
.
 
ト
 
㏄
お
の
二
ヨ
Ⅱ
 q
,
 
ド
 
お
の
 建
 （
 ト
ひ
 
・
 ト
つ
す
 
。
 
叶
 
。
 

（
 
穏
 ）
の
 h
.
 

し
木
り
の
・
 

り
 
吏
の
在
 ヨ
ゴ
し
ヴ
 の
 
お
 

87@ (419) 



（
㎎
）
の
 

b
.
 

レ
主
 

よ
 ㏄
の
・
 

旬
 Ⅰ
の
 臣
ヨ
ベ
 ・
 レ
 収
の
の
（
 

c
 

（
㏄
）
 

n
b
.
 

立
ミ
 

の
 ・
の
 
n
@
 
㏄
 E
 日
の
・
の
色
の
（
 

り
 

（
 目
 ）
の
め
・
 ロ
ぺ
 の
 u
.
 

の
り
 

（
 乾
 ）
の
 H
.
 
ト
毛
 ）
 ト
 ～
・
㏄
 

9
 
ロ
 メ
 ）
の
・
㏄
 

d
;
 

の
 岸
 （
釧
の
・
 

脂
オ
 e
 持
 

（
 梼
 ）
の
 叶
 ・
 レ
ノ
 
ミ
ひ
の
・
）
の
い
の
（
 

り
 

（
 卸
 ）
 
N
o
 

の
（
ヨ
年
三
の
ぺ
）
の
べ
 

串
，
ロ
 
・
 め
 0
o
.
n
 
め
 
・
下
妻
～
の
・
～
）
や
戸
 
目
 よ
の
の
・
 
い
 F
 
い
ぺ
 ）
の
 
，
ト
ひ
 

豆
の
岸
 日
ト
ト
 ㏄
 0
 の
（
。
 

（
 め
 ）
の
岸
で
 0
 ヨ
 0
 ト
 0
 日
㍉
。
口
口
・
㏄
 

ト
 
㍉
 1
,
 
㏄
 ト
 
㏄
 @
N
o
o
 
㎡
 
日
 穴
田
。
Ⅱ
 
ト
の
 
Ⅱ
 ら
 。
 罵
 ・
～
 
g
 １
 N
O
O
.
n
 

比
 ・
 レ
ミ
あ
 ・
二
 %
 
糖
キ
 ）
 鴛
 ・
 N
 三
口
 ぺ
 
）
 
臼
コ
コ
 
Ⅰ
 押
 Ⅰ
 
巳
 

㏄
二
 
%
-
 ト
 ㏄
の
・
 

い
 。
 0
 計
り
 

（
㏄
）
 

n
h
.
 

の
 E
d
 べ
ち
 
・
 N
 ヴ
の
 （
 
り
 

（
 辞
 ）
の
 h
.
N
o
 

の
ト
ヨ
三
年
 

e
 Ⅰ
 ト
 の
巾
の
。
 
づ
 ・
ト
ト
の
。
 

-
.
 
い
 Ⅰ
 

（
 鵠
 ）
具
体
的
に
は
、
イ
ン
ド
ラ
Ⅱ
慈
雨
を
降
ら
す
上
人
民
へ
 
の
 施
し
、
ヤ
マ
Ⅱ
死
者
の
生
前
の
罪
を
罰
す
る
 ょ
 悪
人
処
罰
、
 
ク
 べ
一
ラ
 Ⅱ
財
の
神
よ
 

過
度
に
至
ら
な
い
程
度
の
享
楽
、
バ
ル
ナ
Ⅱ
敵
を
武
器
で
捕
縛
 1
 悪
漢
の
捕
縛
、
 
月
 Ⅱ
輝
 き
 上
人
々
の
心
を
明
る
く
す
る
。
 

太
 陽
 Ⅱ
定
期
的
運
行
、
 

不
断
の
光
工
兵
士
へ
の
思
い
や
り
、
 

風
 Ⅱ
眼
に
見
え
な
い
と
 人
 々

の
善
悪
の
心
を
読
み
と
る
、
 

火
 Ⅱ
残
酷
、
激
し
さ
Ⅰ
火
の
ご
 と
く
敵
を
残
滅
、
 
と
 

な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
太
陽
の
徳
に
関
し
て
は
、
 

R
R
A
Y
 

で
は
 

水
 を
や
さ
し
く
吸
収
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
 

K
A
 

の
記
述
 

と
 は
 異
な
っ
て
い
る
。
 

（
㏄
）
 古
 ジ
ャ
ワ
語
の
文
献
で
出
版
さ
れ
て
い
る
も
の
に
は
、
 

円
 
）
 4
 
Ⅱ
（
掠
り
の
 

円
 
Ⅱ
の
 
日
 
（
㌧
 
0
 の
Ⅱ
す
い
互
い
Ⅰ
 

い
オ
ゆ
ト
 
の
㏄
㏄
）
 

"
 
㍉
㏄
 
曲
 Ⅱ
い
の
が
 

日
痒
 c
c
 
い
 せ
り
 
b
 （
勾
の
的
 

ゴ
 庄
七
寸
 ぃ
 

（
㏄
）
 0
 篤
 巴
の
項
目
参
照
。
 

ト
 の
の
㏄
）
。
 

ヨ
の
 
-
0
 
オ
ゆ
コ
 
叶
い
Ⅰ
 

い
ロ
 
（
の
 
ゴ
 の
ヘ
ル
 
オ
 い
 コ
 @
 ト
の
白
 

Ⅱ
）
。
ロ
円
の
コ
田
ユ
本
 

ひ
ヨ
ぃ
コ
 
爪
牙
の
村
里
（
 

出
 0
0
 
ト
オ
ぃ
蓮
ト
 
の
の
 
ト
 
）
が
あ
る
。
 

（
㏄
）
 

R
Y
 

が
 カ
カ
 ウ
ィ
 ソ
 に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
 

勾
 0
 す
 ㏄
 
0
 コ
 ト
 。
㏄
 
0
 。
で
・
ト
ト
 

（
㎝
）
㏄
の
（
の
）
の
の
㏄
 

（
㏄
）
 オ
 0
 サ
の
 
0
 コ
ト
 の
㏄
㏄
 

（
㎝
）
 オ
 0
 ヴ
の
 
0
 ロ
ー
 

9
8
3
 

。
で
・
の
 

ト
印
 

（
㏄
）
 

H
W
 

、
 B
K
 、
 K
Y
 で
は
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
が
地
上
の
 恵
壬
、
悪
魔
を
退
治
す
べ
く
ク
リ
シ
ュ
ナ
と
化
身
し
た
こ
と
が
、
 物
語
の
冒
頭
で
う
た
 

わ
れ
て
い
る
。
 
N
o
 
ユ
日
目
玉
串
）
 ミ
 ナ
ナ
 づ
口
臼
片
 （
 目
 参
照
。
 

（
㏄
）
の
め
・
 
ヲ
尹
 （
の
 

d
.
 

ヴ
 Ⅱ
 Z
0
 

の
（
 

コ
 
@
 u
-
d
 

の
（
）
。
 

ロ
 ・
）
）
～
。
 

ニ
 -
2
3
-
2
 

の
 

(420)  88 
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（
㎝
）
 N
o
 
の
神
（
～
）
 

E
 圧
 。
Ⅰ
 ト
の
 
Ⅱ
 肚
 。
 ロ
 ・
ド
日
 

串
 

（
㏄
）
巾
の
ぺ
 
コ
 の
（
木
の
日
ロ
の
「
の
）
の
の
の
。
 

づ
 B
.
 
～
 宇
 Ⅱ
 ト
 

（
㏄
）
 由
 メ
ダ
「
 

p
.
 

㏄
 巨
か
ユ
こ
す
 の
Ⅰ
 
ョ
 の
か
 
毛
曲
 Ⅱ
 
p
&
 俺
 ざ
せ
 曲
 寸
ロ
 の
せ
 
の
す
 
甘
 の
ぜ
り
で
い
下
面
立
毛
 
あ
弔
毛
ぎ
ヨ
ぃ
ア
舵
 

B
Y
 の
 ニ
 ピ
ロ
ー
グ
で
は
、
 
甘
セ
 の
す
 
オ
 ㏄
 セ
ぃ
 王
は
ク
リ
シ
ュ
ナ
の
 化
身
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
 

㏄
 レ
ハ
 
り
 0
.
 
ト
ず
 
り
オ
白
田
オ
 ゴ
せ
ゆ
ヱ
ヴ
す
津
ひ
 

r
a
 木
 Ⅱ
 ゆ
 
り
の
も
の
か
の
Ⅱ
の
 

コ
臼
 Ⅱ
 
り
 コ
 %
-
 
い
 す
 す
い
せ
い
 
つ
 ）
の
 
せ
 の
 コ
 Ⅱ
 い
コ
 
の
 

コ
 Ⅰ
ド
ア
日
ド
 
申
左
 
。
 曲
コ
 
小
才
 
ひ
 Ⅱ
 ド
 
ド
で
 ゆ
ヰ
 
岸
 マ
 ㏄
 す
プ
 
の
 吋
曲
 
Ⅱ
 
ぃ
ヨ
 の
 ぜ
 の
サ
ゴ
 
い
せ
肛
 
づ
 0
 目
曲
コ
 
の
ゴ
 -
 
コ
い
 い
Ⅱ
い
い
 

い
ぺ
 白
い
 ト
 。
 0
 弓
 Ⅰ
白
の
ひ
 
ユ
 
本
ハ
 
ウ
 
中
の
の
 
甲
ぃ
 （
Ⅱ
Ⅰ
 
い
 せ
の
す
 
す
い
濤
 ）
臣
 で
ト
 
ぃ
ヰ
沙
お
ヰ
燵
 

Ⅱ
定
日
 
ぃ
村
 
㏄
 ぃ
コ
 
-
 
の
 ㏄
㏄
コ
ミ
の
つ
 
い
田
 
り
の
・
㌧
 

り
 白
ロ
 
の
寺
ぃ
 

（
 托
 ）
例
え
ば
、
）
の
 せ
能
ヴ
目
 

造
り
 
王
 
（
一
一
三
五
 ｜
 
一
一
三
七
 在
 位
 ）
と
わ
 こ
 6
 か
由
 
a
r
a
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通 = 仰っ論 

  

、 で 定感   
に客 観 こ   

マ イ す け 大懸 は   
  マと 感 変にの 

ノ、 ノヰこ よ 情 」が 伯お け実 事 

  し 、一 検討さ おける 期の「 筆者は 念と、 口 に 絶対 日ゐ ホ 後期 

  
の 相 に仮宿 い 

１ Ⅰ 1 

島
 

堅 

  
  

・
 
ン
ュ
 ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
１
 
%
 
十
本
敷
 
込
冊
 
ヒ
 に
お
け
る
「
感
情
」
に
つ
い
て
 



本
論
文
に
お
い
て
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
こ
の
「
宗
教
論
 し
 改
訂
の
跡
を
辿
り
、
そ
の
宗
教
概
念
及
び
、
そ
こ
に
お
 げ
る
「
感
情
」
の
 意
 

味
 内
容
の
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
改
訂
の
動
機
 、
意
義
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
 

二
 

初
版
に
お
け
る
宗
教
概
念
と
「
感
情
」
 

初
版
に
お
け
る
宗
教
概
念
を
端
的
に
言
い
表
わ
し
て
い
る
 の
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
。
 

@
5
@
 

「
宗
教
の
本
質
 は
 、
思
惟
で
も
行
為
で
も
な
く
、
直
観
 と
 感
情
で
あ
る
。
」
 

「
宇
宙
を
直
観
す
る
こ
と
、
ど
う
か
こ
の
概
念
に
親
し
ん
 
で
ほ
し
い
。
こ
れ
こ
そ
私
の
話
全
体
の
要
で
あ
り
、
宗
教
 の
 普
遍
的
な
公
式
 

な
の
だ
。
こ
の
公
式
に
よ
っ
て
、
宗
教
の
中
の
ど
ん
な
 場
 所
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
宗
教
の
本
質
、
限
界
 を
き
わ
め
て
精
密
に
 規
 

@
6
 
）
 

走
 す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
 

-
7
@
 

「
実
践
は
技
術
で
あ
り
、
思
弁
は
知
識
で
あ
る
が
、
宗
教
 
は
 無
限
な
る
も
の
に
対
す
る
感
覚
と
趣
味
で
あ
る
。
」
 

こ
れ
ら
の
言
葉
よ
り
初
版
の
宗
教
概
念
に
つ
い
て
次
の
 ナ
 」
と
が
引
き
出
し
得
る
。
 

Ⅲ
宗
教
の
内
容
は
「
直
観
と
感
情
」
と
い
う
 
二
 概
念
に
 
よ
っ
て
言
い
表
わ
さ
れ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
 
比
 重
 が
あ
る
か
と
言
え
 

-
4
@
 

た
 第
二
 講
に
 大
幅
な
改
訂
を
加
え
て
再
版
し
て
い
る
か
ら
 で
あ
る
。
 

ヮ
一
ド
 で
あ
る
。
 

し
か
し
、
そ
の
内
容
は
必
ず
し
も
一
定
で
は
な
い
。
と
い
 う
よ
り
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
用
い
る
「
感
情
 」
概
念
が
、
あ
る
 時
 

-
3
@
 

期
を
境
に
決
定
的
に
変
化
し
て
い
る
。
筆
者
は
、
そ
の
 変
 化
 を
す
で
に
「
宗
教
論
 b
 第
二
版
（
以
下
第
二
版
と
略
記
 
）
に
認
め
る
こ
と
が
で
 

き
る
と
考
え
る
。
シ
ュ
ラ
イ
 ヱ
 ル
マ
ッ
ハ
ー
は
初
版
 出
 版
 後
、
か
な
り
早
い
時
期
に
、
こ
れ
に
不
満
を
抱
 き
、
 「
 宗
教
の
本
質
」
を
論
じ
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限
 者
と
い
う
関
係
に
お
い
て
「
直
観
」
は
、
そ
の
対
象
 的
 側
面
、
「
感
情
」
は
そ
の
の
 

 
 
 
 

 
 

 
 

ュ
 

主
観
的
側
面
に
属
す
る
と
い
え
る
。
主
観
の
側
か
ら
 見
れ
ば
、
「
直
観
」
は
受
容
的
、
感
情
は
自
発
的
と
言
っ
 

て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 

い
 

 
 

 
 

ず
れ
に
せ
 よ
 初
版
に
お
い
て
中
小
は
「
宇
宙
の
直
観
」
で
 あ
る
。
全
て
の
直
観
 は
 、
感
情
と
結
び
つ
ぎ
、
宗
教
に
 お
い
て
は
他
よ
り
も
 強
 
9
 

  ル マゾ ハ一 正宗教論 ロ 

 
 

 
 

観
 」
の
契
機
で
あ
る
。
 

そ
し
て
、
こ
の
「
直
観
」
 

ほ
 、
そ
の
本
性
上
、
何
ら
か
 

ま
に
刺
激
し
、
内
的
意
識
に
あ
る
変
化
を
起
こ
さ
せ
る
。
 

こ
の
「
感
情
」
は
、
畏
敬
、
謙
譲
、
愛
、
感
謝
、
同
情
、
 

@
 
Ⅲ
 -
 

伴
う
宗
教
感
情
の
内
容
で
あ
る
。
 

の
 感
情
と
結
び
っ
く
、
対
象
は
、
そ
れ
を
受
け
取
る
側
の
 感
覚
器
官
を
さ
ま
ざ
 

こ
れ
が
感
情
で
あ
る
。
シ
ュ
ラ
イ
 ヱ
 ル
マ
ッ
ハ
ー
に
よ
れ
 。
は
、
宗
教
に
お
い
て
 

後
悔
、
切
望
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
が
「
宇
宙
の
 直
観
」
に
必
然
的
に
 

  おがる 「感情」について 

ば
 、
そ
れ
は
「
直
観
」
で
あ
る
。
宗
教
は
「
宇
宙
の
直
観
 」
で
あ
っ
て
、
「
宇
宙
の
感
情
」
と
は
 
@
 わ
れ
な
い
。
 

㈲
し
か
し
、
宗
教
は
ま
た
「
無
限
な
る
も
の
に
対
す
る
 
感
覚
四
目
」
と
い
う
概
念
で
言
 い
表
 わ
さ
れ
る
。
Ⅲ
 の
場
合
と
同
じ
く
、
 

こ
れ
は
形
而
上
学
と
道
徳
に
対
す
る
区
別
か
ら
生
じ
た
 規
 定
 概
念
で
あ
る
。
問
題
は
、
こ
れ
が
先
の
「
宇
宙
の
直
 観
と
 感
情
」
と
い
 

か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

先
ず
Ⅲ
に
つ
い
て
「
直
観
」
と
「
感
情
」
と
い
う
 二
 概
念
 を
 初
版
の
内
容
に
即
し
て
検
討
す
る
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
 マ
ッ
ハ
ー
は
ミ
ロ
 

，
つ
 
。
 

「
す
べ
て
直
観
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
直
観
さ
れ
た
も
の
 
が
 直
観
す
る
も
の
へ
及
ぼ
す
影
響
に
、
す
な
 ね
 ち
、
直
観
 さ
れ
た
も
の
の
根
源
 

的
 、
独
立
的
な
行
為
に
基
づ
い
て
い
る
。
直
観
す
る
人
ほ
 、
こ
の
動
き
を
そ
の
本
性
に
従
っ
て
受
け
取
り
、
総
括
 し
 、
把
握
す
る
の
で
あ
 

@
8
@
 

る
 。
」
こ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
直
観
的
な
認
識
に
お
い
て
 
同
 一
の
事
柄
で
あ
る
。
た
だ
宗
教
的
直
観
は
「
宇
宙
の
直
観
 」
で
あ
る
。
す
な
わ
 

ち
 「
宇
宙
を
直
観
し
ょ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
宇
宙
の
独
 
白
 な
、
多
様
な
表
現
、
行
動
の
中
で
、
恭
し
く
宇
宙
に
 聞
き
入
り
、
子
供
の
よ
 

@
9
@
 

う
 に
も
の
を
受
け
入
れ
る
態
度
で
宇
宙
の
直
接
の
影
響
に
 と
ら
え
ら
れ
よ
 う
 、
宇
宙
に
満
た
さ
れ
よ
う
と
す
る
の
 で
あ
る
。
」
こ
れ
が
「
 
直
 



に
お
け
る
、
自
己
と
宇
宙
の
働
き
に
お
い
て
作
用
す
る
 能
 カ
が
 
「
感
覚
四
目
」
で
あ
る
。
 

@
 
は
 @
 

何
か
で
あ
り
え
る
の
だ
。
」
直
観
と
感
情
と
が
、
ま
だ
 
分
 離
さ
れ
ず
、
感
覚
と
そ
の
対
象
と
が
、
い
わ
ば
溶
 け
 ム
ロ
 っ
 て
一
体
を
な
す
「
 最
 

-
 
は
 -
 

初
の
秘
密
に
満
ち
た
瞬
間
」
こ
こ
に
シ
ュ
ラ
イ
 ヱ
 ル
マ
ッ
 
ハ
 ー
の
言
 う
 
「
宗
教
の
本
質
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
 

神
秘
な
瞬
間
そ
の
も
の
 

る
 。
感
情
は
直
観
と
並
ぶ
独
立
し
た
意
義
を
持
っ
て
は
お
 ら
ず
、
直
観
の
主
観
的
反
映
に
す
ぎ
な
い
、
感
情
は
至
 る
 所
で
、
直
観
が
そ
こ
 

に
 身
を
沈
め
る
よ
う
な
色
合
を
提
供
す
る
が
、
感
情
が
直
 観
の
内
容
を
決
定
す
る
の
で
は
な
い
、
直
観
の
内
容
が
 感
情
の
確
か
さ
を
条
件
 

付
け
る
の
で
あ
る
。
宗
教
的
感
情
が
問
題
と
さ
れ
る
の
は
 、
補
足
的
な
解
説
に
お
い
て
で
あ
る
。
感
情
は
直
観
 
の
 主
観
的
側
面
に
す
ぎ
 

ず
 、
宗
教
的
出
来
事
の
核
は
、
初
版
に
お
い
て
は
直
観
 だ
 か
ら
で
あ
る
。
 

以
上
が
初
版
に
お
け
る
「
直
観
」
と
「
感
情
」
の
関
係
で
 あ
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
初
版
の
宗
教
概
念
は
以
上
で
論
じ
尽
く
 さ
れ
て
は
い
な
い
。
注
目
す
べ
 き
 事
は
、
宗
教
の
内
実
 が
 、
厳
密
に
は
「
 直
 

観
 」
と
「
感
情
」
の
い
ず
れ
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
 る
 。
本
来
「
直
観
」
と
「
感
情
」
を
分
離
し
て
語
る
こ
 と
 ほ
で
き
な
い
。
宗
教
 

の
 奥
義
は
、
両
者
が
未
だ
分
か
た
れ
ず
一
つ
の
と
こ
ろ
に
 あ
る
と
シ
ュ
ラ
イ
 ヱ
 ル
マ
ッ
ハ
ー
は
 見
う
 。
「
た
だ
 気
 を
つ
け
て
ほ
し
い
の
は
 

（
そ
れ
こ
そ
最
も
危
険
な
過
ち
の
一
 

つ
 で
あ
る
の
だ
が
）
宗
教
的
 
直
観
と
感
情
 は
 、
そ
れ
が
心
の
中
で
最
初
に
動
き
だ
し
 た
 時
、
す
で
三
ち
 

に
 別
れ
て
い
た
な
ど
と
考
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
感
情
な
 き
 直
観
は
無
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
正
し
い
起
源
も
正
し
 い
カ
 も
あ
り
え
な
い
。
 

直
観
な
き
感
情
も
、
や
は
り
無
で
あ
る
。
両
者
は
本
来
一
 体
で
あ
り
、
分
か
た
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
 ま
 た
 そ
 う
 あ
る
時
に
の
み
 

@
 
Ⅱ
 @
 

が
 
「
感
情
の
強
さ
は
宗
教
的
生
の
程
度
を
決
定
す
る
。
」
 

@
 」
こ
に
お
い
て
感
情
は
 、
 単
に
程
度
、
強
度
の
側
面
か
 ら
の
み
考
え
ら
れ
て
 ぃ
 

い
、
関
係
が
両
者
の
間
に
あ
り
、
従
っ
て
、
感
情
が
根
絶
 し
て
し
ま
う
ほ
ど
に
は
直
観
は
優
勢
で
な
い
に
も
か
か
 わ
ら
ず
、
宗
教
的
出
来
 

事
の
確
固
た
る
背
骨
は
直
観
で
あ
る
。
例
え
ば
、
初
版
に
 お
い
て
は
次
の
よ
う
に
 息
 わ
れ
る
。
「
宇
宙
が
我
々
に
 
対
し
、
直
観
に
お
い
て
 

自
ら
の
姿
を
現
す
そ
の
特
別
な
仕
方
が
我
々
の
宗
教
の
個
 性
を
形
成
す
る
が
」
す
な
 ね
 ち
、
直
観
が
宗
教
の
素
材
 と
 内
容
と
を
供
給
す
る
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（
経
は
自
分
の
も
の
の
よ
う
に
、
私
の
心
と
予
感
に
し
 

た
が
っ
て
動
く
。
」
「
こ
の
瞬
間
こ
そ
、
宗
教
が
花
咲
く
 

瞬
間
で
あ
る
。
」
「
こ
の
瞬
間
 

@
 
比
 
@
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

か
な
表
象
は
得
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
 

シ
ヱ
 
ラ
イ
エ
ル
 

マ
 
，
ハ
ー
が
、
あ
の
瞬
間
と
い
う
表
現
で
言
お
う
と
し
 

て
い
る
こ
と
は
、
事
実
 

%
 
 向
か
っ
て
逃
げ
込
ん
で
か
く
。
私
は
そ
れ
を
 

影
 と
し
 て
で
は
 な
く
、
聖
な
る
存
在
そ
の
も
の
と
し
て
抱
き
締
 

め
る
。
私
は
無
限
世
界
の
胸
 

正
に
も
た
れ
か
か
る
。
そ
の
瞬
間
、
私
は
世
界
の
魂
だ
 

宗
 

。
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
力
、
無
限
の
生
命
を
自
分
自
身
の
 

も
の
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
 

 
 

こ
の
感
覚
と
い
う
言
葉
を
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
は
 、
 特
に
好
ん
で
、
宗
教
的
機
関
 o
r
 
の
 レ
コ
 を
表
す
た
め
 
に
 用
い
る
。
「
感
覚
」
 

ほ
 全
体
（
宇
宙
）
の
分
割
で
き
な
い
印
象
を
と
ら
え
よ
 
う
 と
 努
力
し
、
物
事
を
あ
る
が
ま
ま
に
見
ょ
 5
 と
し
、
 
全
 て
 を
そ
の
固
有
の
性
質
 

 
 

観
と
 感
情
と
の
同
一
性
な
の
で
あ
る
。
「
直
観
」
も
「
 感
情
」
も
宗
教
的
感
覚
 

の
 内
面
的
所
産
で
あ
り
、
従
っ
て
、
宗
教
の
根
本
的
な
能
 力
は
 
「
直
観
」
で
も
「
感
情
」
で
も
な
く
「
感
覚
」
で
 

あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
 

き
る
。
こ
の
宗
教
的
感
覚
の
場
、
「
直
観
」
と
「
感
情
」
 

と
の
同
一
性
の
瞬
間
を
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
 l
 は
 ノ
 ヴ
ァ
ー
リ
ス
の
詩
的
 

ぱ
 
散
文
や
テ
ィ
ー
ク
の
叙
情
詩
を
思
わ
せ
る
色
彩
豊
か
 な
 燃
え
る
よ
う
な
描
写
を
す
る
。
彼
の
宗
教
観
の
神
秘
 主
義
的
ロ
マ
 
ソ
 派
 的
 基
調
音
 

い
ほ
 、
こ
こ
で
最
も
高
ら
か
に
鳴
り
響
い
て
い
る
。
 

彼
 は
 @
 う
 。
「
そ
う
い
う
瞬
間
を
冒
漬
す
る
こ
と
な
し
に
 

圧
 
幅
 る
こ
と
、
少
な
く
と
も
 暗
 

賄
 
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
い
や
許
さ
れ
た
ら
、
 

ど
 ん
な
に
 よ
い
 だ
ろ
う
。
そ
の
瞬
間
は
。
目
を
覚
ま
し
た
 花
に
 朝
露
が
吹
き
掛
け
る
 息
 

 
 

の
よ
う
に
は
か
な
く
、
透
明
で
あ
り
、
乙
女
の
く
ち
づ
 け
 の
よ
う
に
恥
じ
ら
い
を
帯
び
て
優
し
く
、
花
嫁
の
抱
擁
 の
よ
う
に
滑
ら
か
で
 豊
 

 
 

河
 

か
で
あ
る
。
 
い
 や
。
そ
れ
ら
の
よ
う
に
で
は
な
く
、
 

現
に
そ
れ
ら
そ
の
も
の
と
し
て
あ
る
の
だ
、
現
象
、
 

出
 来
 事
は
、
た
ち
ま
ち
魔
術
の
 

 
 
 
 

よ
う
 に
姿
を
変
え
て
宇
宙
の
像
に
な
る
。
そ
れ
が
、
い
と
 し
 い
 、
い
っ
も
探
し
求
め
て
い
る
姿
に
形
作
ら
れ
る
と
 、
 私
の
魂
 は
 、
そ
こ
に
 

 
 



こ
う
し
た
問
い
に
初
版
が
十
分
答
え
て
い
る
と
は
思
え
た
 い
 。
む
し
ろ
、
初
版
以
降
、
第
二
版
、
第
三
坂
と
改
訂
 を
 重
ね
て
い
く
「
め
木
 

教
諭
 b
 の
展
開
そ
の
も
の
が
、
こ
の
 ょ
う
 な
不
条
理
を
解
 決
し
て
い
く
過
程
で
あ
る
。
従
っ
て
 、
 次
に
第
二
版
に
 め
 げ
 ろ
 宗
教
概
念
を
検
 

討
 す
る
。
 

上
 、
経
験
の
外
に
あ
り
、
意
識
に
先
立
つ
も
の
だ
か
ら
 
で
あ
る
。
そ
れ
は
超
越
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
 彼
自
身
、
こ
の
瞬
間
が
 

-
 
騰
 -
 

「
秘
密
に
満
ち
た
」
「
描
く
こ
と
の
困
難
な
」
も
の
だ
と
い
 

う
の
で
あ
る
 0
 こ
の
瞬
間
は
、
意
識
の
発
生
の
繰
り
返
 し
 以
外
の
何
物
で
も
な
 

い
と
も
言
え
る
。
こ
の
瞬
間
に
つ
い
て
「
そ
れ
ほ
、
ち
ょ
 う
 ど
生
み
出
し
た
物
だ
け
を
残
し
て
、
根
源
的
な
、
永
生
 

退
の
創
世
魑
の
暗
闇
の
中
 

に
ひ
き
こ
も
る
人
間
の
最
初
の
意
識
の
よ
う
な
も
の
だ
」
 

と
 シ
ュ
ラ
イ
 
ヱ
 ル
マ
ッ
ハ
 ｜
 自
身
す
ぐ
に
続
け
て
語
っ
 

  

に
し
て
意
識
が
生
じ
る
か
は
、
明
ら
か
に
意
識
の
対
象
で
 ほ
 あ
り
え
な
い
。
そ
こ
で
心
的
現
象
を
説
明
す
る
た
め
 に
、
 
一
つ
の
仮
説
を
立
 

て
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
形
而
上
学
的
 前
提
と
も
言
え
る
。
す
な
 ね
 ち
、
心
情
と
対
象
、
精
神
 と
 自
然
と
は
、
そ
の
 根
 

本
に
お
い
て
同
一
で
あ
る
と
い
う
前
提
で
あ
る
。
 

こ
こ
で
疑
問
が
生
ず
る
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
手
 

一
 
口
ぅ
 「
秘
密
に
満
ち
た
瞬
間
」
が
意
識
の
発
生
一
般
に
つ
 

Ⅱ
 
リ
 て
も
三
口
，
 

て
 る
 @
 
Ⅰ
 と
 

で
あ
る
な
ら
、
宗
教
と
こ
の
「
瞬
間
」
と
は
い
か
な
る
 関
 係
 に
あ
る
の
か
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
 ょ
う
 な
瞬
間
と
 、
 特
に
宗
教
的
な
る
も
 

の
と
、
ど
こ
で
ど
 う
 関
係
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 。
さ
ら
に
、
宗
教
が
直
観
と
感
情
で
あ
り
な
が
ら
、
 

同
 時
に
全
て
の
直
観
 と
感
 

清
 に
先
立
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
 あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
 は
 意
識
以
前
の
こ
と
、
 

す
が
 ね
ち
、
形
而
上
学
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
 い
か
。
「
宗
教
は
道
徳
で
も
形
而
上
学
で
も
な
い
」
と
い
 

ぅ
 こ
と
が
「
宗
教
論
 b
 

の
 根
本
主
張
の
一
つ
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
シ
ュ
ラ
イ
 ヱ
ル
 マ
ッ
ハ
ー
 は
 、
自
己
矛
盾
を
犯
し
て
い
る
の
で
は
な
い
 し
 
か
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  イエ ルマッハ 

「 注 だ も 
こ 感 目 す の の 」とのこと 普遍 情 すべき こと、 
存在 初 的 は、 なって 事は 、 生 自体 

販 い 初 を に 
ほ ろ 版 た つ 
お こ に だ い 

げ と お そ て 
る で げ の の 
「 あ る ょ 直 

め う 接 
宇る 宮。 永 教な的 
を の 直 、 知 
直 内 篆覚 
観 実 勒で 
す の 感、 あ 
る 
    

中 情、 る 
心 に 。 

と で お 生 
あ い き 

っ て 動 
そ た 持 く 

れ     「 面、 ち 全 て 

そ 
私   
の に す 柄 
話 つ る の 

全 い こ 中 
体 て と に 
の ま 

要 

      
刀て 

教 

並     
遍 
的 

覚   
の 

な式 

求め そし を 筆者） 

て こ   

であ 

特 こ 見 
に で か 

101@ (433) 

一丁宗教論 ま に 

し 感 で ，   
全 は 為 
て 完 で 

有 余 も 

限 な な   
も さ と 

の 愛 い 

め げ う 

普 て 主 
逓 次 張 
的 の は 
存 よ   

第二版 在を直 に な う 

接 っ て ・ 

的 て 多 

の   
す 「 現 

の相 る 。 宗教 

そ 者 達 

れのこ はも そ 
永 の あ 

遠 に見、 のれ 
お 方 は   
永 無 一 
遠 限 で 
を 着 あ 
通 は る 
し お   

て い し 

あ あ 
  
ら る 後 
ゆ ぃ 半 
る ほ 部 

無限 時間 「面 
的 を 観 
な 通 と 

おける「感情」 

宗
教
概
念
を
検
討
す
る
際
に
引
用
参
照
し
た
箇
所
も
 、
全
 て
 第
二
講
か
ら
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
箇
所
が
第
二
 版
 に
お
い
て
ど
の
よ
 5
 

に
 改
訂
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 初
 版
 と
の
相
違
に
お
け
る
第
二
版
の
宗
教
概
念
を
明
ら
か
 に
し
て
み
た
い
。
 

先
ず
、
「
宗
教
の
本
質
は
、
思
惟
で
も
行
為
で
も
な
く
 
直
 観
と
 感
情
で
あ
る
」
と
い
う
初
版
の
箇
所
に
つ
い
て
、
 そ
の
前
半
部
「
思
惟
 

@
 
㎎
 @
 

ば
れ
た
か
、
修
辞
的
に
耐
え
が
た
い
表
現
が
除
か
れ
る
 
こ
と
に
よ
っ
て
い
く
ぶ
ん
洗
練
さ
れ
た
が
、
思
想
上
の
 変
化
 -
 
ほ
 な
い
」
と
い
う
。
 実
 

ゆ
際
 、
初
版
と
第
二
版
を
対
雛
す
る
時
、
改
訂
が
第
二
 講

に
 集
中
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
 、
前
章
に
お
い
て
、
初
版
の
 

分 

第二版 答え得 

る ケこ 

省 つ 一 
察 い   一 " 
に て 

手 ， 見 第       

版に 局めら @ シュま 

ね 、 お 

ける ナこ ， 。 「一一一一か @ 一一一一一 

士 

概 

「 

主日 甘 @@   
一議 化であ は、 
る ム   ，正木 

  
と拡 筆 

  
は っ 

応 て 
じ 学 
て 問 
参 酌 
少 要 
愛 永 

え に 
ら 十 



の
 瞬
間
か
ら
「
認
識
」
も
「
感
情
」
も
「
行
為
」
も
発
生
 す
る
と
明
言
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
全
て
同
じ
も
の
は
 一
つ
ぼ
ま
と
め
、
そ
れ
 

自
体
で
観
察
し
て
み
よ
う
。
君
た
ち
が
事
物
に
対
し
て
 カ
 な
 行
使
し
、
そ
れ
に
自
分
を
刻
印
す
る
全
て
の
契
機
 は
 、
実
践
的
も
し
く
は
 よ
 

り
 狭
い
意
味
で
道
徳
的
 生
 と
呼
ぶ
も
の
を
形
作
る
。
ま
た
 、
あ
の
静
か
な
契
機
、
そ
こ
に
お
い
て
事
物
が
そ
の
 存
 在
を
君
た
ち
の
な
か
に
 

 
 

 
 

直
観
と
し
て
も
た
ら
す
契
機
を
 、
 君
た
ち
は
学
問
的
 生
と
 呼
ぶ
の
で
あ
る
。
…
…
君
た
ち
の
 生
 ほ
こ
れ
ら
二
者
と
 の
 関
係
に
お
い
て
、
 
第
 

三
の
も
の
と
も
共
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
こ
の
 
第
二
の
も
の
と
は
何
か
。
感
情
の
系
列
で
ほ
な
い
か
。
 

ュ
一
、
、
、
 

、
、
 

世
一
者
に
対
し
、
そ
れ
 

は
ど
の
よ
う
な
生
を
形
作
る
の
だ
ろ
う
か
。
 

完
狡
勒
 生
で
 あ
る
と
私
は
思
 う
ご
 
（
傍
点
筆
者
）
「
従
っ
て
 
、
 私
が
宗
 数
 に
割
り
当
て
た
い
 
固
 

有
の
領
域
と
は
こ
れ
な
の
で
あ
る
。
ま
っ
た
く
こ
れ
の
み
 で
あ
る
。
そ
れ
を
君
た
ち
は
宗
教
の
境
界
と
し
な
け
れ
 。
 
ほ
 な
ら
な
い
 0
 」
「
こ
の
 

-
 
答
 @
 

接
触
」
と
い
わ
れ
て
い
る
 よ
う
 に
、
宗
教
的
 生
 を
も
含
む
 

 
 

い
る
こ
と
で
あ
る
。
 
こ
 

る
 」
と
い
う
箇
所
の
改
訂
に
お
い
て
さ
ら
に
顕
著
で
あ
る
 。
宗
教
的
直
観
を
論
じ
る
こ
の
箇
所
は
、
完
全
に
書
 き
 改
め
ら
れ
て
い
る
。
 
す
 

た
 ね
ち
、
「
私
が
学
問
、
宗
教
、
芸
術
の
一
致
と
相
違
 
と
 ほ
 つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
を
君
た
ち
が
 理
 解
す
る
た
め
に
、
私
と
 

@
 
担
 @
 

共
に
 、
 生
の
最
も
内
奥
の
聖
所
に
降
り
て
み
よ
う
。
」
と
 

書
き
始
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
シ
ュ
ラ
イ
ニ
ル
マ
ッ
ハ
 
｜
は
 、
こ
こ
で
単
に
 宗
 

教
を
論
ず
る
の
で
は
な
く
宗
教
、
学
問
、
道
徳
、
芸
術
な
 
ど
を
含
め
た
人
間
的
生
の
源
泉
を
先
ず
明
ら
か
に
し
ょ
、
、
、
、
、
、
、
 

ぅ
 と
す
る
か
ら
で
あ
 

る
 。
彼
は
言
 う
 。
「
生
の
内
奥
の
聖
 所
 、
そ
こ
に
 
拾
 い
て
 
の
み
、
そ
れ
ら
（
学
問
、
宗
教
、
芸
術
）
の
一
致
と
分
離
 

は
 理
解
さ
れ
る
。
私
は
 

君
た
ち
に
、
自
分
の
内
面
に
赴
く
 よ
う
 に
指
示
し
な
け
れ
 ば
な
ら
な
い
。
君
た
ち
 ほ
 、
意
識
以
前
の
こ
と
を
自
分
 自
身
に
聞
く
こ
と
を
 学
 

ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
「
自
分
自
身
の
内
に
思
い
を
 

沈
 め
て
み
る
。
す
る
と
、
他
の
時
に
は
多
様
に
分
離
し
て
 

見
 え
た
全
て
の
も
の
が
、
 

@
 
筏
 @
 

君
た
ち
の
存
在
の
あ
る
固
有
な
内
容
と
分
か
ち
が
た
く
 結
 び
つ
く
の
で
あ
る
。
」
続
い
て
、
こ
の
多
様
な
人
間
的
 生
の
根
源
、
そ
れ
を
 垣
 

聞
 見
る
神
秘
な
瞬
間
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
が
、
そ
の
表
現
 は
 、
す
で
に
前
章
で
見
た
「
秘
密
に
満
ち
た
瞬
間
」
の
 
「
乙
女
の
く
ち
づ
 け
 」
 

「
花
嫁
の
抱
擁
」
な
ど
、
初
版
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
 

相
 違
は
 、
第
二
版
に
お
い
て
こ
の
瞬
間
が
「
普
遍
的
 生
 と
個
 
々
の
 生
 と
の
最
初
の
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改
訂
を
さ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
  

 

 
 

感
情
の
系
列
に
属
す
る
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
個
々
の
 

も
の
は
、
君
た
ち
の
認
識
で
も
、
認
識
の
対
象
で
も
な
 

く
 、
ま
た
、
君
た
ち
の
 

業
や
行
為
で
も
な
い
。
そ
れ
は
君
た
ち
の
生
き
た
感
情
な
 

の
で
あ
り
、
そ
の
感
情
が
応
ず
る
宇
宙
の
作
用
、
宇
宙
 

0
 行
為
様
式
な
の
で
あ
 

@
 
恕
 
-
 

る
 。
こ
れ
は
排
他
的
に
宗
教
の
領
域
で
あ
り
、
宗
教
の
要
 

素
は
全
て
入
っ
て
い
る
。
」
 

以
上
よ
り
明
ら
か
な
よ
 

う
 に
、
第
二
版
に
お
い
て
は
宗
教
 

の
 領
域
が
、
も
っ
ぱ
ら
「
感
情
」
に
限
定
さ
れ
る
。
 

そ
 し
て
「
直
観
」
は
 

「
学
問
的
 

生
 」
の
内
容
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
 

は
 、
初
版
の
「
実
践
 

は
 技
術
で
あ
り
、
思
弁
は
知
識
で
あ
 

る
が
、
宗
教
は
無
限
 

Ⅱ
な
る
も
の
に
対
す
る
感
覚
と
趣
味
で
あ
る
」
と
い
う
 

箇
所
に
対
応
す
る
第
二
版
の
箇
所
に
も
あ
ら
わ
れ
て
 

ぃ
 
る
 。
三
板
で
こ
こ
 

は
 次
の
よ
 

ほ
う
に
改
訂
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
真
の
知
識
 

っ
、
 
、
 ぼ
争
倍
か
浄
締
 

で
あ
り
、
真
の
実
践
は
自
ず
か
ら
生
ず
る
 

教
養
、
技
術
で
あ
る
が
 

真
 

@
 
お
 
@
 

 
 

離
の
宗
教
は
無
限
な
る
も
の
に
対
す
る
感
覚
と
趣
味
で
 

あ
る
。
」
（
傍
点
筆
者
）
 

 
 

輔
 
以
上
、
第
二
版
に
お
け
る
宗
教
概
念
を
、
初
版
 

と
 の
 比
較
に
お
い
て
見
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
な
改
訂
を
 

受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
 

、
前
 

 
 

 
 

 
 

 
 

が
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
概
念
も
初
版
に
比
較
 

し
て
は
る
か
に
明
確
化
さ
れ
た
。
「
宗
教
に
対
す
る
 

哲
 学
の
関
係
が
問
題
と
な
る
と
 

 
 

ら
か
に
さ
れ
る
と
こ
ろ
」
を
重
点
的
に
改
 

-
 
訂
し
た
と
い
 

う
 第
二
版
序
文
に
お
け
る
 

シ
 ⑮
 



(436) 104 

は
 正
見
て
 き
た
 
「
宗
教
論
 三
 改
訂
の
動
機
を
検
討
す
る
 ナ
 
」
と
が
次
の
課
題
で
あ
る
。
 

初
版
出
版
後
、
か
な
り
早
い
時
期
に
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
 ハ
一
は
 、
こ
れ
に
不
満
を
感
じ
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
 に
 述
べ
た
。
こ
の
 
木
 

満
が
 、
初
版
第
二
講
の
宗
教
の
「
本
質
規
定
」
に
、
と
り
 わ
 け
 
「
宗
教
の
本
質
が
哲
学
と
の
相
違
に
お
い
て
明
ら
 

か
に
さ
れ
る
と
こ
ろ
」
 

に
 由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
前
章
末
に
述
べ
た
と
 お
り
で
あ
る
。
 
と
卜
 し
ろ
で
、
 @
 
し
 @
 
し
で
舌
口
わ
れ
て
し
い
る
「
 

哲
学
」
と
は
、
具
体
的
 

に
は
、
当
時
ベ
ル
リ
ン
・
ロ
マ
 ソ
 派
の
サ
ー
ク
ル
を
介
し
 て
 、
シ
ュ
ラ
イ
 ヱ
 ル
マ
ッ
ハ
ー
も
そ
の
影
響
下
に
あ
っ
 

た
 シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
 

で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
実
際
 、
初
版
執
筆
前
後
の
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
が
 、
シ
 
ヱ
 ソ
ン
グ
に
深
い
関
心
 

を
 寄
せ
て
い
た
こ
と
は
、
彼
の
日
記
や
書
簡
か
ら
知
ら
れ
 る
 。
両
者
の
思
想
的
な
影
響
関
係
、
お
よ
び
そ
れ
が
 初
 版
 改
訂
に
与
え
た
影
響
 

は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

先
ず
 、
 考
え
ら
れ
る
の
は
、
初
版
に
与
え
た
シ
ェ
リ
ン
グ
 の
 影
響
で
あ
る
。
例
え
ば
 フ
 L
 ハ
一
は
 、
初
版
の
「
 私
 密
 に
満
ち
た
瞬
間
」
 

ほ
 、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
知
的
直
観
」
以
外
の
何
物
で
も
な
 く
 、
シ
ュ
ラ
イ
 ヱ
 ル
マ
ッ
ハ
 @
 は
、
初
版
に
お
い
て
 シ
 ヱ
 ジ
ン
グ
の
思
想
の
多
 

く
を
自
分
の
も
の
と
し
て
用
い
た
と
い
 @
7
@
 

欠
 。
そ
の
結
果
、
 

シ
ュ
ラ
イ
ニ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
 止
 
示
教
的
直
観
は
 、
シ
ヱ
リ
 ン
グ
 の
「
知
的
直
観
」
 

-
8
@
 

と
見
紛
 う
 ば
か
り
に
似
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
い
、
多
く
 の
 読
者
に
対
し
、
宗
教
を
哲
学
か
ら
識
別
で
き
な
い
よ
 う
に
し
て
し
ま
っ
た
。
 

そ
こ
で
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
は
、
第
二
版
に
お
い
て
 、
極
力
宗
教
が
哲
学
で
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
試
み
る
 の
で
あ
る
。
宗
教
を
叙
 

速
 し
た
と
こ
ろ
で
哲
学
を
思
い
出
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
は
 、
 全
て
消
し
去
る
と
い
分
課
題
に
取
り
組
む
。
そ
し
て
 、
そ
れ
は
疑
い
も
な
く
 

「
直
観
」
概
念
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
フ
ー
バ
ー
は
 

第
二
版
に
お
け
る
「
直
観
」
の
後
退
を
説
明
す
る
。
 

四
 

改
訂
の
動
機
シ
ェ
リ
ン
 ゲ
 の
影
響
 



シュライ ヱ ルマッ   正宗教論 よ におけ る r   感情」について 

は
 、
そ
れ
は
同
時
に
哲
学
で
ほ
あ
り
行
な
か
っ
た
か
ら
、
 

他
の
概
念
、
他
の
基
礎
付
け
を
求
め
る
 よ
う
 強
い
ら
れ
 た
の
で
あ
る
。
そ
し
 

（
㏄
 
@
 

 
 
 
 
 
 

て
 、
そ
の
解
決
を
効
果
的
な
転
換
の
中
に
、
す
な
 ね
 ち
、
 
直
観
か
ら
感
情
へ
退
く
こ
と
に
求
め
た
の
で
あ
る
ご
 

 
  
 

実
際
、
 
シ
ヱ
り
ソ
グ
 
は
自
学
問
的
研
究
方
法
に
つ
い
て
 の
 講
義
 ロ
 ・
（
一
八
 0
 
二
）
に
お
い
て
、
宗
教
と
道
徳
に
 

対
 す

る
自
分
の
哲
学
の
 
5
 

 
 

関
係
を
論
じ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
彼
は
、
自
分
を
直
接
 シ
 
ュ
 ラ
イ
 ヱ
 
ル
マ
ッ
ハ
ー
と
関
係
さ
せ
次
の
よ
う
に
言
う
 。
「
宗
教
の
本
質
を
新
 

こ
れ
と
 は
 逆
に
、
初
版
が
シ
ェ
リ
ン
グ
に
与
え
た
影
響
に
 注
目
す
る
必
要
も
あ
ろ
う
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
一
八
 0
 一
 年
以
降
、
初
版
を
熱
 

心
 に
研
究
し
、
そ
の
影
響
下
で
同
一
哲
学
を
発
展
さ
せ
、
 シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
「
宇
宙
の
直
観
」
と
非
常
 に
 紛
ら
わ
し
い
知
的
 直
 

観
に
つ
い
て
語
っ
た
。
そ
の
た
め
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
 ｜
は
 宗
教
概
念
を
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
か
ら
峻
別
す
る
 た
め
に
、
第
二
版
に
お
 

い
て
ほ
、
感
情
の
み
を
宗
教
の
木
質
と
規
定
し
、
あ
ら
ゆ
 る
 知
的
な
も
の
を
締
め
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
 ぅ
解
釈
で
あ
る
。
 

実
際
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
一
八
 0
0
 年
 以
前
に
は
「
宇
宙
」
 と
い
う
表
現
を
稀
に
し
か
用
い
て
い
な
い
の
に
、
 円
 わ
が
 哲
学
体
系
の
叙
述
 b
 

（
一
八
 
0
 一
）
以
降
（
こ
の
著
作
に
お
い
て
彼
は
同
一
哲
学
を
確
 

立
し
た
）
「
宇
宙
」
の
使
用
が
一
層
顔
回
に
な
る
の
は
 
明
 ら
か
に
初
版
の
影
響
 

で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
フ
ッ
ク
 ス
 は
言
 う
 。
「
第
二
版
に
 
お
 げ
る
宗
教
概
念
の
改
変
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
同
一
 哲
 学
 と
の
対
決
か
ら
説
明
 

で
き
る
な
ぜ
な
ら
シ
ェ
リ
ン
グ
が
同
一
哲
学
の
体
系
を
確
 立
し
て
以
来
、
宇
宙
の
直
観
に
つ
い
て
語
る
ゆ
え
に
、
 シ
ネ
ラ
イ
 ヱ
ル
 マ
グ
 ハ
 

（
 
簗
 @
 

｜
は
 他
の
概
念
を
選
び
、
直
観
概
念
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
 ら
な
か
っ
た
。
」
 

ジ
ュ
ー
ス
キ
 ソ
ト
 は
こ
の
解
釈
を
さ
ら
に
詳
細
に
展
開
し
 つ
つ
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
 @
 が
 初
版
に
お
い
て
 シ
 

ヱ
り
ソ
グ
 の
円
心
想
の
多
く
を
自
分
の
も
の
と
し
て
用
い
た
 
と
い
う
こ
と
に
（
初
版
か
ら
第
二
版
へ
の
）
改
訂
の
原
因
 

が
あ
る
の
で
は
な
く
、
 

シ
ェ
リ
ン
グ
が
一
八
 0
 一
年
以
降
 シ
ヱ
 ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
 １
 0
 根
本
直
観
を
自
分
の
新
し
い
体
系
の
中
心
と
し
て
 用
い
た
こ
と
の
中
に
そ
 

の
 原
因
は
あ
る
。
初
版
に
お
い
て
宗
教
の
木
質
を
形
成
し
 て
い
た
宇
宙
の
直
観
は
、
今
や
 シ
ヱ
リ
ソ
グ
 の
同
一
 哲
 学
の
体
系
に
お
い
て
、
 

そ
の
本
質
と
し
て
発
展
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
 よ
っ
て
シ
ュ
ラ
イ
 ヱ
 ル
マ
ッ
ハ
 
l
 は
、
自
分
の
宗
教
 の
た
め
に
、
と
い
う
の
 



た
に
告
知
し
、
生
命
に
溢
れ
、
精
力
的
に
叙
述
し
、
道
徳
 と
 哲
学
か
ら
宗
教
の
独
立
を
主
張
し
た
人
は
誠
に
立
派
 で
あ
る
。
…
…
 
お
ょ
そ
 

客
観
的
能
力
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
到
達
し
得
る
も
の
は
 、
内
的
美
し
さ
を
持
っ
た
、
そ
れ
自
体
で
調
和
し
て
い
 る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
し
 

か
し
、
こ
れ
を
学
問
に
お
い
て
で
あ
れ
、
芸
術
に
お
い
て
 で
あ
れ
、
客
観
的
に
表
現
す
る
こ
と
ほ
、
あ
の
単
な
る
 主
観
的
独
創
性
と
は
 全
 

@
 
㌻
 @
 

く
 別
の
課
題
な
の
で
あ
る
。
」
 

@
 
㏄
 @
 

シ
ュ
ラ
イ
ニ
ル
マ
ッ
ハ
 
j
 が
、
こ
の
ほ
の
め
か
し
を
重
大
 祝
 し
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
、
自
分
に
ほ
め
 

示
教
に
お
け
る
個
人
 

的
 熟
練
は
認
め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
宗
教
を
客
観
的
に
表
 現
す
る
能
力
に
欠
け
て
い
る
と
い
わ
れ
た
と
い
う
だ
 け
 の
こ
と
で
は
な
い
。
 
彼
 

に
と
っ
て
さ
ら
に
重
大
に
思
え
た
の
は
、
宗
教
の
客
観
的
 姿
が
 、
哲
学
的
あ
る
い
は
芸
術
的
能
力
の
問
題
で
あ
る
 か
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
 

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
 

実
際
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
、
宗
教
と
哲
学
と
は
非
常
 に
 密
接
に
関
係
し
て
い
た
の
で
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
 る
 。
宗
教
は
「
普
遍
 

的
 客
観
的
直
観
に
向
か
っ
て
生
成
す
る
思
弁
そ
の
も
の
で
 あ
る
。
」
「
真
の
哲
学
は
ど
れ
も
、
宗
教
に
お
い
て
客
観
 

的
に
新
し
い
直
観
の
 、
 

@
 
㏄
 @
 

永
 遠
の
源
泉
に
な
る
よ
 う
 努
め
る
」
す
な
 ね
 ち
、
宗
教
の
 目
標
は
哲
学
で
あ
り
、
真
の
哲
学
は
宗
教
の
源
泉
だ
と
い
 う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
 

@
 
㏄
 @
 

彼
に
 ょ
 れ
ば
、
宗
教
は
哲
学
的
概
念
世
界
の
「
象
徴
的
 表
 現
 」
で
あ
っ
て
、
両
者
の
原
理
は
同
一
で
あ
る
。
そ
の
 原
理
と
は
、
無
限
者
と
 

@
 
鵠
 @
 

有
限
者
と
の
統
一
で
あ
り
、
「
神
と
世
界
と
の
同
一
性
」
 で
あ
る
。
そ
れ
が
違
っ
た
仕
方
で
両
者
に
お
い
て
展
開
 し
て
い
る
だ
げ
な
の
で
 

あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
シ
ェ
リ
ン
グ
は
す
で
に
 
円
 ブ
ル
ー
ノ
 L
 （
一
八
 
0
 二
）
及
び
「
哲
学
体
系
に
基
づ
く
 詳
 請
口
（
一
八
 0
 二
）
に
お
 

い
て
三
位
一
体
読
 
的
 キ
リ
ス
ト
論
的
ド
ク
マ
を
、
同
一
 

哲
 単
体
系
の
根
本
思
想
の
象
徴
的
表
現
と
し
て
取
り
扱
っ
 た
の
ち
に
、
一
八
 0
 三
 

年
の
講
義
に
お
い
て
は
思
弁
神
学
の
最
初
の
画
期
的
な
計
 画
を
立
案
し
た
と
い
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
 に
と
っ
て
、
宗
教
と
 哲
 

-
 
茄
 @
 

学
 と
は
、
最
終
的
基
盤
に
お
い
て
ほ
完
全
に
同
一
だ
っ
た
 の
で
あ
る
。
 

以
上
の
よ
う
な
シ
ェ
リ
ン
グ
と
の
対
決
に
お
い
て
第
二
版
 に
お
け
る
宗
教
概
念
は
成
立
し
た
と
ジ
ュ
ー
ス
キ
 ソ
ト
 ほ
 説
明
す
る
の
で
あ
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易
 す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
概
念
が
単
純
化
さ
れ
た
，
 
し
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
」
「
彼
は
概
念
的
思
惟
 

と
 同
じ
く
、
 否
 、
お
そ
ら
 

 
 

一
般
に
シ
ュ
ラ
イ
 
ヱ
 ル
マ
ッ
ハ
ー
の
宗
教
思
想
を
主
観
主
 義
 的
と
判
断
す
る
の
は
、
ジ
ュ
ー
ス
キ
 ソ
ト
 だ
け
で
は
 な
い
。
例
え
ば
 ヱ
一
 

⑲
 

 
 

 
 

ユ
 
ミ
ル
・
ブ
ル
ン
ナ
ー
は
言
う
「
第
二
版
以
降
、
直
観
 と
 感
情
と
い
う
公
式
に
代
わ
っ
て
、
今
や
、
宗
教
は
感
 情
 で
あ
る
と
い
う
規
定
が
登
㏄
  

 

ル マゾハ一 

五 

改 
訂 
の 
土 

思議 

感 
盾 
と 

し 

て 
の 
r@i 

示教 

圧 宗教論よに 

く 。 観 

る 的 
間 白 

題 己 
意識 であ 

る の 
か 世 

にら 、 界 
草 根 
を 定 
改 さ 

め れ 
て る 

  
ヤ @ - ヤ @ ヒ 

批 な 
半 Ⅱ つ 

的 た 
に と 

  
し 主 
た 張 
か は   

第一 

  
版 
の   
恭弘 秋 
概 
念 

と 

@ 
わ 
け 
「 
感 
情 」 

概 
念 
の 

解 
釈 
を 
め 

潮
 
い
 う
 対
象
的
契
機
が
第
二
版
に
お
い
て
は
断
念
さ
 
ね
 、
「
感
情
」
と
い
う
主
観
的
契
機
に
「
後
退
」
し
た
。
 

そ
の
結
果
、
宗
教
的
 
生
は
主
 

旬
 

シ
ェ
リ
ン
グ
 と
シ
ヱ
 ラ
イ
 
ヱ
 ル
マ
ッ
ハ
ー
と
の
 
影
 響
 関
係
 は
 、
本
論
の
主
題
と
は
ま
た
別
の
課
題
で
あ
る
 か
ら
、
こ
こ
で
こ
れ
以
上
士
 

感
 

 
 

ち
 入
る
こ
と
ほ
で
き
な
い
。
し
か
し
、
ジ
ュ
ー
ス
キ
ン
ト
 の
 第
二
版
解
釈
、
す
な
 ね
 ち
、
初
版
の
宗
教
概
念
が
有
 し
て
い
た
「
直
観
」
と
 

 
 

る
 。
シ
ュ
ラ
イ
ニ
ル
マ
ッ
ハ
ー
が
、
初
版
に
お
い
て
宗
教
 0
 本
質
と
見
 徴
 し
た
宇
宙
の
直
観
を
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
 自
分
の
哲
学
の
内
容
と
 

し
て
定
め
、
宗
教
と
哲
学
と
を
原
理
に
お
い
て
同
一
と
説
 明
し
た
あ
と
で
は
、
両
者
の
立
場
の
間
に
相
違
が
な
く
 な
り
分
に
は
か
な
り
の
 

 
 

人
 に
よ
っ
て
彼
は
 
シ
ヱ
リ
 ソ
グ
主
義
者
と
見
 徴
 さ
れ
た
。
 そ
こ
で
彼
は
哲
学
に
対
す
る
宗
教
の
確
保
の
た
め
に
 
、
自
分
の
宗
教
的
直
観
 

と
 、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
的
直
観
と
の
間
に
存
在
す
る
 違
 い
を
示
す
こ
と
で
ほ
納
得
で
き
ず
、
自
分
の
直
観
を
根
 本
か
ら
改
訂
し
、
宇
宙
 

の
 直
観
と
い
う
中
心
概
念
自
体
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
 な
か
っ
た
。
「
こ
の
こ
と
が
宗
教
概
念
の
基
礎
付
げ
に
 対
し
意
味
す
る
の
 ほ
、
 

ヰ
 

す
で
に
示
さ
れ
た
よ
 う
 に
、
直
観
、
す
な
 ね
 ち
、
 全
 て
 対
象
的
な
意
識
は
知
的
な
認
識
の
領
域
に
の
み
属
し
 、
宗
教
と
ほ
無
関
係
で
あ
る
 

 
 

-
 
㏄
 -
 

い
と
い
う
こ
と
、
宗
教
的
生
は
主
観
的
自
己
意
識
の
世
 
界
 、
す
な
 ね
 ち
、
感
覚
と
感
情
の
み
を
包
括
す
る
と
 ぃ
 う
こ
と
で
あ
る
。
 し
 



い
 。
 今
 要
求
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
批
判
が
 

、
 正
当
で
あ
る
の
か
否
か
 
、
 「
 
め
 
示
教
論
 
目
 の
本
文
に
即
し
 て
 批
判
的
に
検
討
す
る
 

く
そ
れ
以
上
に
 、
 単
な
る
観
念
の
戯
れ
の
み
を
許
す
客
観
 性
を
嫌
っ
た
。
す
な
 ね
 ち
、
か
つ
て
の
 へ
ル
 ン
フ
ー
ト
 派
 で
あ
っ
た
者
に
と
っ
 

て
は
、
ど
う
し
て
も
宗
教
に
属
す
べ
き
交
わ
り
の
深
さ
 、
 暖
か
さ
、
親
し
い
関
係
を
保
証
し
て
く
れ
な
い
客
観
性
 を
嫌
っ
た
の
で
あ
る
。
」
 

「
た
だ
主
観
性
、
純
粋
に
自
己
の
内
に
留
ま
る
こ
と
、
 
す
 な
ね
 ち
、
客
観
的
・
異
質
的
な
も
の
は
、
も
は
や
何
物
も
 見
 い
だ
さ
れ
な
い
 純
 

枠
 な
内
面
性
、
そ
れ
だ
け
が
信
仰
の
目
標
で
あ
る
宗
教
の
 

 
 

ま
た
、
ル
ド
ル
フ
・
オ
ッ
ト
ー
も
「
宗
教
的
感
情
と
は
、
 彼
 
（
シ
ュ
ラ
 
イ
ヱ
か
て
 "
 ハ
 ー
）
に
よ
れ
ば
自
己
感
情
、
 私
自
身
の
固
有
な
特
 

定
の
感
情
、
す
な
 ね
 ち
、
私
の
依
存
性
の
感
情
な
の
で
あ
 る
 。
だ
か
ら
、
彼
に
 ょ
 れ
ば
、
私
の
依
存
感
情
を
 、
私
 は
 外
の
源
に
導
き
考
え
 

つ
つ
帰
納
し
て
初
め
て
、
人
は
神
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
 
 
 

そ
れ
ぞ
れ
立
場
を
異
に
す
る
と
は
い
え
、
シ
ュ
ラ
 イ
ヱ
ル
 マ
 ，
ハ
ー
の
宗
教
が
、
客
観
的
対
象
を
欠
い
た
主
観
主
 義
に
堕
し
て
い
る
と
 

の
 批
判
で
あ
る
。
こ
の
 ょ
う
 な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
初
版
 か
ら
第
二
版
へ
の
改
訂
 は
 、
主
観
主
義
の
徹
底
、
内
面
 性
の
純
化
以
外
の
何
も
 

-
 
伯
 -
 

の
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
 

こ
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
、
次
の
よ
う
に
シ
ュ
ラ
イ
 ヱ
ル
 マ
 ，
ハ
ー
を
弁
護
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
な
 ね
 ち
、
主
観
的
自
己
 

意
識
そ
の
も
の
に
固
執
す
る
こ
と
は
、
何
よ
り
も
具
体
的
 な
 宗
教
の
事
実
そ
の
も
の
に
迫
ろ
 う
 と
し
た
こ
と
で
あ
 る
 。
宗
教
の
事
実
で
あ
 

る
が
ゆ
え
に
内
面
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
 ら
 、
無
限
者
を
理
念
と
し
て
で
は
な
く
、
概
念
と
し
て
 で
も
な
く
、
生
命
あ
る
 

現
実
、
具
体
的
な
事
実
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
、
 
自
 己
 意
識
に
 掩
 い
て
の
み
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
 以
 外
に
道
は
な
い
。
そ
し
 

て
 、
こ
の
無
限
者
と
交
わ
る
意
識
の
事
実
そ
の
も
の
に
 迫
 ろ
 う
 と
す
る
過
程
を
ょ
り
明
確
な
も
の
と
す
る
努
力
が
 、
初
版
か
ら
第
二
版
 へ
 

の
 改
訂
で
あ
る
と
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
 ょ
う
 な
弁
護
は
、
主
観
主
義
と
の
 批
判
に
対
す
る
い
わ
ば
 開
 直
り
で
あ
っ
て
、
正
当
な
 対
応
と
ほ
言
い
が
た
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シュライ ヱ ルマッ   了 宗教論 コ における「感情」 ほ ついて 

 
 

-
 蛉
 @
 

の
形
式
と
を
認
識
す
る
こ
と
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
ど
の
 ょ
 う
な
正
当
性
を
も
っ
て
シ
ュ
ラ
イ
 ヱ
 
ル
マ
，
ハ
ー
は
 、
 

そ
れ
が
感
情
の
機
能
で
 

  

と
 」
で
あ
り
、
ま
た
「
人
間
性
の
さ
ま
ざ
ま
な
時
期
を
 、
 よ
り
確
か
な
基
準
に
よ
っ
て
比
較
し
」
そ
こ
か
ら
「
 宇
 宙
の
歩
み
と
そ
の
法
則
 
9
 

(441) 

ち に が持 し 
  の な二ッ従 策オ ） と 

  

と は ぅ 占   
の 契 と 

と 持 試 
わ お し た み 

て な に 

面 純 い 
に 粋 て 
出 な       

「 @   全 に に わ そ 宗 シ 

感 く 煮 よ ち の 教 ヱ 
情 削 識 っ 「 「 の う 

が 除 の て シ 感 内 々 

与 さ 主 初 ュ ，清 美 ヱ 
」 と か 

えれ観版 る、 性の う 々 は し て 
こ 感 へ 立 ヱ   て ・ ソ   と 情 と 場 ル 全 い ハ 
め が り は っ く る l 
で そ 返 明 ッ 主 の は   美 う 当   

含 被 か 

る能れ蔽 まが な、 ン ナ 
い 特 @   わ ろ と の ぃ も に や 



あ
る
と
い
う
こ
と
か
で
き
る
の
か
理
解
で
き
な
い
。
そ
の
 他
に
も
宗
教
的
意
識
の
客
観
的
内
容
を
直
観
の
代
わ
り
 に
 感
情
に
帰
す
る
と
 ぃ
 

ぅ
 
「
無
理
な
試
み
」
が
、
第
二
 
講
 だ
け
で
も
か
な
り
あ
る
 

 
 

事
実
第
二
版
に
は
、
ジ
ュ
ー
ス
キ
ン
ト
の
こ
の
指
摘
を
裏
 付
け
る
箇
所
が
多
く
あ
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
言
葉
 
で
あ
る
。
「
 
神
 的
な
 

も
の
が
、
直
接
我
々
の
中
に
、
感
情
を
通
し
て
刺
激
さ
れ
 、
 現
れ
出
る
。
」
 

@
,
-
4
 
 

「
わ
た
し
が
現
し
て
見
せ
る
も
の
は
、
 

 
 

 
 

 
 

る
 、
そ
の
仕
方
が
宗
教
 

 
 

情
の
内
容
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
個
々
の
も
の
は
消
え
去
 

、
、
 、
、
 

る
 。
」
（
傍
点
筆
者
）
こ
れ
 

@
o
-
 

ら
の
箇
所
ほ
、
い
ず
れ
も
感
情
が
 、
 神
と
い
う
宗
教
の
対
 象
を
内
に
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 そ
 し
て
、
ジ
ュ
ー
ス
キ
ン
 

ト
に
よ
 れ
ば
、
そ
れ
は
第
二
版
の
「
完
全
な
内
的
矛
盾
」
 
、
改
訂
が
「
無
理
な
試
み
」
あ
る
い
は
不
徹
底
で
あ
る
 ナ
 」
と
の
証
、
初
版
の
立
 

場
の
残
留
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。
 

し
か
し
、
こ
れ
ら
第
二
版
の
引
用
箇
所
が
、
い
ず
れ
も
 新
 た
に
改
訂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
 う
と
き
 、
 ジ
 
ユ
 ー
ス
キ
ン
ト
の
 解
 

釈
は
不
自
然
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
む
し
ろ
、
一
般
 に
 「
感
情
」
と
い
う
概
念
か
ら
予
想
さ
れ
る
も
の
と
ほ
 
異
 な
っ
た
宗
教
固
有
の
感
 

寛
 が
「
感
情
」
と
し
て
こ
こ
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
 考
，
 
ぇ
 る
ほ
う
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
客
観
 的
 ・
対
象
的
な
契
機
を
 

内
包
す
る
感
情
概
念
で
あ
り
、
初
版
に
お
け
る
「
宇
宙
の
 直
観
（
客
観
的
契
機
）
と
感
情
（
主
観
的
契
機
）
」
の
同
一
 

性
 と
し
て
の
「
感
覚
」
 

を
 内
実
と
す
る
よ
う
な
「
感
情
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 さ
 ら
に
 シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
，
 ハ
｜
 後
期
の
代
表
作
 円
 
信
仰
 論
 b
 に
お
け
る
次
の
よ
 

保
 し
て
い
る
も
の
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
を
 

そ
れ
自
身
普
遍
的
敬
虔
の
本
質
を
な
す
も
の
は
、
我
々
が
 

う
 な
宗
教
規
定
「
敬
虔
の
様
々
な
現
れ
に
共
通
な
も
の
、
 

ピ
ー
タ
ー
・
バ
ー
ガ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
シ
ュ
ラ
イ
 ヱ
ル
 

 
 

自
己
自
身
を
絶
対
的
に
依
存
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
 

そ
れ
に
よ
っ
て
、
敬
虔
を
同
時
に
他
の
全
て
の
感
情
 か
 

マ
ッ
ハ
 l
 の
感
情
概
念
に
つ
い
て
、
 コ
 
私
は
シ
ュ
ラ
イ
 エ
 

換
言
す
れ
ば
、
神
と
関
 

ら
 区
別
し
 、
 従
っ
て
 、
 

ル
マ
，
ハ
ー
の
感
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シュライ ヱ ルマソハ一 宇 宗教論 ロ における 「感情」について 

は 答 る 品心 
、 か 。 @  理 

円
宗
教
論
 
卜
 第
二
版
以
降
の
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
 感
情
概
念
は
 、
 右
の
二
見
解
の
中
間
に
位
置
す
る
と
 言
，
 
ぇ
 る
の
で
は
な
い
だ
 

ろ
う
か
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
共
に
、
シ
ュ
ラ
イ
 ヱ
 ル
マ
ッ
 ハ
 ー
 は
 、
感
情
が
、
実
在
の
直
接
的
把
握
で
あ
る
と
 考
 え
る
。
そ
れ
は
単
な
る
 

一
 
状
態
に
 

、
 屯
 
杏
乃
さ
れ
な
Ⅱ
 

0
@
 

、
 
。
 @
 そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
感
 情
は
 、
認
識
以
前
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
本
質
的
に
世
界
 
と
 相
関
関
係
に
あ
 

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
に
と
っ
て
、
感
情
は
、
自
己
を
 超
越
し
た
世
界
の
直
接
的
意
識
で
あ
り
、
ま
た
世
界
に
 対
す
る
独
自
な
 応
 

-
 
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
感
情
 は
 認
識
で
も
行
為
 で
も
な
し
独
自
な
領
域
を
有
す
る
。
 

、
 

・
 

0
-
6
 

@
 
 

）
 こ
う
し
た
感
情
の
自
 律
性
 と
い
う
点
で
 

@
 
寸
 @
 

彼
は
カ
ン
ト
に
従
う
。
こ
の
よ
う
に
シ
ュ
ラ
イ
 ヱ
 ル
マ
ッ
 ハ
 ー
の
感
情
は
志
向
的
か
つ
自
律
的
な
も
の
で
あ
る
。
 

Ill (443) 

-
 
兜
 @
 

ず
 、
そ
の
自
己
超
越
性
や
志
向
性
 は
 否
定
さ
れ
る
。
感
情
 は
 対
象
を
現
さ
ず
、
主
観
性
の
構
造
の
み
を
表
現
す
る
  
 

情
 
（
の
の
 

口
 こ
と
い
う
言
葉
を
円
経
験
 ヒ
 （
の
 
パ
せ
 
の
 
r
@
 

の
 
コ
 c
 
の
）
 と
 訳
す
が
、
こ
れ
ほ
彼
の
意
図
に
全
く
合
致
し
て
い
る
と
 同
時
に
、
こ
れ
を
口
惑
 

（
㏄
）
 

情
 b
 （
Ⅰ
の
の
 

コ
コ
 
の
）
と
訳
す
こ
と
で
生
じ
る
誤
解
を
避
げ
ら
 

れ
る
と
思
 う
 。
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
示
唆
に
富
ん
だ
 指
 摘
 で
あ
る
。
す
な
わ
ち
 

「
感
情
」
 寅
キ
品
 ）
と
い
分
限
り
、
こ
れ
は
対
象
を
含
ま
 な
い
純
粋
な
主
観
性
で
あ
り
、
こ
れ
で
は
シ
ュ
ラ
イ
 ヱ
ル
 マ
ッ
ハ
ー
の
「
感
情
」
 

（
の
の
片
ロ
 

ォ
 -
 
）
の
持
つ
意
味
は
伝
わ
ら
な
い
。
む
し
ろ
明
確
な
 客
体
へ
の
志
向
性
を
持
っ
「
経
験
」
と
訳
す
べ
き
だ
と
 い
 う
 の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
シ
ュ
ラ
イ
 ヱ
 ル
マ
，
ハ
ー
の
感
情
概
念
を
哲
 学
 史
の
中
に
置
い
て
み
る
と
そ
の
独
自
性
が
は
っ
き
り
 と
し
て
く
る
。
す
な
 

ね
 ち
、
哲
学
史
に
お
い
て
繰
り
返
し
現
れ
て
ぎ
た
二
つ
の
 感
情
概
念
が
あ
る
。
一
 

つ
は
 、
大
陸
合
理
論
、
と
り
わ
 げ
 ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
 
代
 

表
さ
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
に
 ょ
 れ
ば
、
感
情
 は
 実
在
の
直
 接
 的
自
己
超
越
的
な
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あ
る
。
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。
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れ
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。
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。
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単
な
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取
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ま
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版
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退
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前
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開
と
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て
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認
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能
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開
き
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ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
め
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感
情
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た
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貫
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た
展
開
と
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す
る
可
能
性
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開
く
ゆ
え
に
重
要
で
あ
る
。
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双
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Ⅲ
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本
書
は
、
月
神
道
神
学
組
織
神
学
へ
の
序
章
１
１
ヒ
（
胆
大
 

一
）
 ト
ト
 

継
ぐ
著
者
の
「
神
道
神
学
の
体
系
化
」
の
第
二
（
 三
 0
1
 
）
弾
で
あ
 る
 。
「
 古
 

神
道
本
来
の
信
仰
が
ど
の
や
う
な
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
 、
ま
た
 現
 

代
 以
降
、
将
来
に
わ
た
っ
て
 、
 失
っ
て
は
な
ら
な
い
神
道
の
本
 質
 と
は
 何
 

で
あ
る
の
か
に
、
最
も
深
い
関
心
と
問
題
意
識
と
を
持
っ
て
 、
 神
学
に
た
 

つ
さ
は
っ
て
来
た
」
 宗
 神
道
神
学
 ヒ
 ・
神
社
新
報
社
・
千
三
・
 緒
 舌
口
一
一
頁
）
 

と
 言
う
著
者
の
深
い
信
仰
と
熱
意
が
本
書
全
体
を
通
し
て
感
得
 さ
れ
る
 労
 

作
 で
あ
り
、
前
作
よ
り
も
一
段
と
神
学
 プ
 p
 パ
ー
に
肉
薄
す
る
 意
欲
的
な
 

論
文
集
で
あ
る
。
 

今
、
簡
単
に
そ
の
概
要
を
述
べ
れ
ば
、
序
章
「
神
道
に
お
け
る
 並
 日
遍
レ
こ
 

特
殊
」
で
、
著
者
は
、
両
者
を
「
対
立
概
念
」
と
し
て
 抱
 え
ず
 

そ
の
 

「
相
補
性
」
を
強
調
し
、
神
道
に
お
け
る
「
普
遍
要
因
」
を
追
求
 す
る
。
 

先
ず
、
人
類
学
的
観
点
か
ら
も
「
普
遍
」
で
あ
る
「
自
然
神
 
祖
先
神
の
 

上
田
賢
治
 著
 

神
道
神
学
論
考
 

大
明
堂
平
成
三
年
三
月
一
五
日
発
行
 

A
5
 版
 
対
 
二
三
八
頁
二
七
五
 0
 円
 

石
腸
 
慶
穂
 

三畳 

" ネ - ヰ 平 " 

と 

紹 
介 

第
一
章
「
組
織
神
学
構
築
の
た
め
に
」
は
、
評
者
の
理
解
で
は
 、
本
書
 

の
 理
論
的
根
幹
を
な
し
、
「
神
道
信
仰
に
み
る
唯
一
神
的
傾
向
」
 
、
「
存
在
 

世
界
の
理
解
」
、
「
日
本
神
話
に
見
る
生
と
死
」
、
「
祖
霊
祭
祀
 

と
 神
道
」
、
 

と
 、
非
常
に
意
欲
的
な
 四
 論
文
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
 

論
文
は
 、
 

信
仰
」
。
「
普
遍
神
格
」
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
た
日
神
と
し
て
 

の
天
 照
夫
 

神
を
挙
げ
る
。
ま
た
、
「
す
べ
て
の
人
が
罪
人
で
あ
る
」
と
は
し
 
な
い
が
、
Ⅲ
 

キ
リ
ス
ト
教
の
「
原
罪
」
に
比
べ
て
神
道
は
 、
 必
ず
し
も
普
遍
 的
で
は
な
 

)
 

 
 

い
と
 ほ
 言
え
な
い
。
そ
の
倫
理
も
普
遍
的
な
戒
律
を
前
提
と
は
   

が
 、
個
別
社
会
を
越
え
て
す
べ
て
の
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
 も
の
だ
け
 

を
 倫
理
と
す
る
、
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
よ
り
も
特
殊
だ
と
は
 必
 ず
し
も
な
 

ら
な
い
、
と
言
う
。
 

一
方
、
神
道
の
特
殊
と
し
て
は
、
「
超
越
・
絶
対
の
観
念
」
の
な
 レ
 点
 

を
 注
目
す
る
。
「
相
対
観
の
存
在
世
界
に
成
立
し
た
宗
教
」
と
 し
て
、
 す
 

べ
て
が
特
殊
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
排
他
性
を
意
味
し
な
 い
 。
自
己
 

を
 絶
対
化
し
他
の
存
在
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
 
ら
で
あ
 

る
 。
そ
の
意
味
で
、
特
殊
は
相
対
的
に
普
遍
で
あ
る
。
例
え
ば
 

「
他
の
 

国
が
他
の
神
々
に
よ
っ
て
生
れ
た
神
国
で
 あ
 ・
 
り
 、
そ
の
故
に
共
 同
体
を
形
 

成
し
う
る
」
 
6
.
 か
 つ
 ）
と
言
う
形
で
特
殊
性
と
普
遍
性
と
が
共
に
 

保
持
さ
れ
 

る
 。
更
に
 、
 特
に
神
を
供
応
す
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
祭
り
も
 神
道
の
特
 

殊
 性
の
表
れ
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
特
殊
性
も
既
 に
海
外
の
 

一
部
で
実
現
し
て
い
る
よ
 う
 
に
、
そ
の
地
域
の
「
特
殊
性
に
応
 じ
て
 成
 

長
 」
 し
 得
る
も
の
で
あ
り
、
普
遍
宗
教
と
し
て
発
展
す
る
要
因
 を
 含
ん
で
 

い
る
。
 



神
 論
を
展
開
し
た
後
、
第
二
論
文
で
、
著
者
は
、
神
道
の
「
 自
 残
 @
 
ぬ
れ
」
 

、
 

「
時
間
論
」
を
述
べ
る
。
自
然
、
存
在
は
、
「
神
に
先
行
し
 

、
神
 は
こ
の
 存
 

在
か
ら
自
己
を
顕
現
し
た
」
。
「
「
も
の
」
は
決
し
て
物
質
で
ほ
 

な
く
、
 霊
 

的
 存
在
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
」
 

a
.
 ひ
 ～
）
。
存
在
世
界
は
既
 存
 、
所
与
 

の
も
の
で
あ
る
が
、
「
死
せ
る
 物
 Ⅱ
生
命
な
ぎ
も
の
で
は
な
く
、
 

そ
こ
に
 

隠
見
と
し
て
潜
在
し
た
霊
的
本
質
が
 、
 神
と
し
て
自
己
を
顕
現
 し
た
 （
同
）
 

も
の
で
あ
る
。
「
こ
れ
ら
神
々
の
意
志
は
、
 

岐
 英
二
神
の
国
・
 生
 み
に
よ
っ
 

て
 修
理
 圃
 成
の
緒
に
っ
き
、
国
生
み
が
行
わ
れ
る
。
」
。
し
か
し
 

「
神
々
 

0
 世
界
は
、
天
津
沖
天
照
大
神
を
存
在
意
志
実
現
の
た
め
、
 調
 和
 の
中
心
 

に
 立
て
、
国
津
 神
 諸
々
の
協
力
を
得
て
、
大
八
洲
国
の
国
造
り
 
に
 勤
め
 

紛
る
。
 
神
 だ
け
で
は
な
く
、
人
の
中
に
も
禍
を
事
と
す
る
者
 
が
あ
り
、
 
そ
 

 
 

 
 

と
の
営
み
は
時
に
隆
替
を
ま
め
が
れ
得
な
い
が
、
禍
の
 
力
 は
 こ
れ
を
和
め
和
 

 
 

翻
し
、
身
の
斑
を
祓
い
清
め
、
神
祭
り
し
て
念
持
て
ば
、
 
存
 在
世
界
の
在
る
 

限
り
、
民
族
の
国
は
弥
栄
に
言
祝
が
れ
て
い
る
。
」
（
 

ヲ
 4
0
 
）
 以
 上
 が
著
者
 

外
国
人
読
者
を
も
視
野
に
入
れ
た
論
考
で
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
 の
 唯
一
神
 

論
を
対
極
に
し
て
、
神
道
信
仰
が
本
質
的
に
「
多
神
教
」
で
な
 け
 れ
ば
な
 

ら
な
い
こ
と
を
、
「
天
御
中
主
神
」
と
「
天
照
大
神
」
の
 
信
 仰
 並
び
に
 

「
む
す
び
」
の
神
へ
の
信
仰
を
中
心
に
、
解
明
す
る
。
こ
れ
ら
 の
 信
仰
 

は
、
 時
と
し
て
一
神
論
的
に
理
解
さ
れ
る
危
険
を
字
ん
で
き
た
 が
 、
そ
れ
 

は
神
道
信
仰
に
 
惇
 る
も
の
で
あ
る
。
神
道
多
神
教
の
論
拠
と
し
 て
は
、
 記
 

紀
 時
代
の
信
仰
原
理
と
そ
れ
か
ら
の
展
開
と
し
て
の
神
社
祭
祀
 の
 現
実
、
 

神
道
神
話
の
内
容
、
そ
し
て
、
「
ナ
ル
」
 

神
 、
或
い
は
「
生
れ
 る
 」
神
の
 

み
を
信
じ
、
超
越
 神
 、
創
造
神
を
一
切
語
ら
な
い
古
典
神
話
が
 挙
げ
ら
れ
 

る
 。
 

の
 自
然
観
、
歴
史
観
の
骨
子
で
あ
る
。
 

「
日
本
神
話
に
見
る
生
と
死
」
は
、
神
学
の
主
要
な
構
成
要
素
で
 
あ
る
、
 

「
生
死
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
神
道
に
は
、
人
間
の
起
源
伝
承
 
は
な
い
 

お
や
 

が
 、
人
間
は
、
祖
神
の
子
と
し
て
、
政
美
二
神
の
国
生
み
と
 同
 時
に
生
ま
 

ね
 、
神
と
人
は
血
縁
に
よ
っ
て
つ
な
が
っ
て
い
る
。
「
存
在
意
 志
は
、
人
 

間
の
生
命
を
そ
れ
自
身
の
生
成
と
し
て
祝
福
」
 

a
.
 ミ
 ）
 し
、
 「
 生
成
 カ
ヘ
 

の
 信
頼
は
、
神
話
全
体
を
常
に
一
貫
し
て
」
見
ら
れ
、
「
人
間
 、
 少
な
く
 

と
も
日
本
人
が
、
こ
の
よ
う
な
存
在
意
志
の
子
と
し
て
生
命
を
 受
 け
 、
 従
 

っ
て
そ
の
営
み
に
参
与
す
る
こ
と
が
使
命
で
あ
る
こ
と
を
、
 

宗
 教
 的
意
志
 

0
 表
明
と
し
て
 調
 っ
て
い
る
」
 
a
.
 詔
 ）
と
述
べ
て
い
る
。
 

「
 死
 」
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
記
に
よ
れ
 ば
 、
美
神
の
呪
言
並
び
 に
 

水
化
 之
 佐
久
 夜
砒
 売
の
物
語
が
そ
れ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
 そ
れ
ゆ
 

え
 、
「
死
は
た
と
え
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
姿
で
訪
れ
よ
う
と
」
（
 

づ
 銅
の
 
）
、
 田
又
 

き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
 
死
 そ
の
も
の
が
不
浄
と
し
て
の
「
 げ
 が
れ
」
 

な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
生
の
対
極
、
生
の
発
展
を
 阻
害
す
る
 

意
味
に
お
い
て
も
「
生
枯
れ
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
関
わ
る
者
が
 畏
み
、
 慎
 

し
む
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
」
。
こ
の
慎
み
は
、
「
生
命
の
充
 

実
 
・
回
復
 

の
為
 」
 6
 ふ
 ～
）
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
人
間
の
死
後
は
ど
う
な
 

る
の
か
。
 

筆
者
の
神
学
的
な
理
解
に
 ょ
 れ
ば
、
「
行
く
べ
き
他
界
は
 、
一
 定
 し
て
い
 

な
い
。
し
か
も
同
時
 多
在
 が
可
能
」
で
あ
り
、
「
御
霊
が
こ
の
 中
津
国
に
 

留
ま
る
と
い
う
信
仰
は
 、
 死
に
ゃ
く
 者
 ・
残
る
者
達
に
と
っ
て
 
、
 共
に
見
の
 

 
 

逃
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
他
界
が
こ
の
世
と
質
的
に
異
な
る
 世
 界
 で
は
な
（
 

い
と
言
う
確
信
、
そ
し
て
更
に
は
、
多
く
の
他
界
の
う
ち
何
れ
 に
 行
く
か
Ⅲ
 

を
 特
定
せ
ず
、
な
お
心
乱
れ
る
こ
と
な
く
在
り
 ぅ
る
 」
 G
.
n
e
 
も
の
と
さ
 



「
歴
史
神
学
試
論
」
と
題
さ
れ
た
第
二
章
は
、
著
者
に
 

ょ
 れ
ば
、
 「
歴
史
 

的
な
あ
る
特
定
の
時
代
の
神
学
的
営
み
そ
の
も
の
、
ま
た
そ
 う
 し
た
営
み
 

を
 、
当
代
の
組
織
神
学
の
立
場
か
ら
批
判
的
に
評
価
す
る
神
学
 的
 営
み
」
 

（
 
っ
 ・
～
 
ち
干
 -
4
q
 
註
 じ
の
集
成
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
「
万
葉
集
」
に
 

見
ら
れ
 

る
 日
本
人
の
信
仰
が
、
自
然
を
神
と
観
じ
、
「
霊
的
存
在
」
と
 認
め
て
い
 

る
こ
と
が
論
証
さ
れ
る
。
自
然
は
、
「
 人
 と
同
じ
生
命
を
持
ち
 、
そ
の
 故
 

に
、
 人
は
自
然
の
心
を
共
感
す
る
と
い
 5
 、
強
い
自
然
と
の
 
連
 帯
 が
感
じ
 

ら
れ
る
。
」
（
 ゃ
寒
 ）
更
に
自
然
は
 、
清
 ぎ
も
の
、
さ
や
げ
 ぎ
 も
 の
と
し
て
 

れ
る
の
で
あ
る
。
死
者
の
祭
り
も
、
「
共
に
在
る
こ
と
の
 

慶
び
 」
 で
あ
り
、
 

「
死
を
断
絶
・
無
位
・
終
焉
、
或
は
こ
の
世
と
の
絶
縁
と
見
る
の
 は
、
神
 

道
の
信
仰
で
は
な
い
」
（
や
ひ
ひ
）
の
で
あ
る
。
 

最
後
の
「
祖
霊
祭
祀
と
神
道
」
で
、
著
者
は
、
「
祖
先
祭
祀
」
 0
 間
 題
 

を
 歴
史
的
に
時
を
追
っ
て
考
察
す
る
。
そ
れ
は
、
「
日
本
の
民
 旗
 国
家
 成
 

立
 時
代
と
そ
の
起
源
を
同
じ
く
し
」
（
 

っ
 ・
 
S
 ）
、
「
常
に
民
族
国
家
 の
 存
亡
、
 

朝
廷
の
祭
祀
と
不
離
一
体
の
信
仰
、
と
言
う
性
格
を
持
っ
て
 い
 た
ピ
 
G
 

ま
 ・
）
「
御
霊
は
幽
世
に
在
り
、
祭
ら
れ
て
現
世
（
顕
 

せ
 ）
に
 来
 聴
 し
、
 子
 

孫
 
・
共
同
体
の
弥
栄
を
、
子
孫
・
共
同
体
の
人
々
と
共
に
 
、
そ
 
の
慶
 び
を
 

分
ち
合
う
こ
と
が
出
来
る
。
特
に
共
同
体
全
体
に
大
き
な
幸
せ
 を
も
た
ら
 

し
た
者
た
ち
は
、
遠
っ
御
祖
と
同
様
に
、
共
同
体
に
よ
っ
て
 社
 に
 奉
斎
 さ
 

ね
 、
永
く
そ
の
祭
り
を
受
け
る
こ
と
も
約
束
さ
れ
て
い
る
の
で
 あ
る
。
」
 

（
 
口
 ・
～
の
 

ム
 S
 
 「
個
人
の
生
命
は
短
い
が
、
生
き
た
事
の
意
味
は
 、 子
孫
に
 

よ
 る
生
命
の
営
み
の
継
承
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
る
。
そ
れ
が
 神
 道
 に
お
け
 

る
 祖
霊
祭
祀
の
、
根
本
精
神
」
（
 
っ
 ・
 q
0
 
）
で
あ
る
と
、
結
ん
で
い
 る
 。
 

見
ら
れ
、
光
へ
の
特
殊
な
感
応
を
呼
び
起
こ
す
も
の
で
あ
っ
た
 

「
 天
照
 

大
神
も
光
を
そ
の
属
性
の
第
一
と
し
、
神
仏
習
合
の
中
心
も
ま
 た
 、
大
日
 

如
来
の
信
仰
に
あ
っ
た
」
（
 
っ
 ・
 舖
 ）
の
も
王
仁
こ
の
故
で
あ
ろ
う
 
。
こ
う
し
 

て
 、
「
生
命
力
の
讃
仰
、
そ
の
賛
美
」
（
 
ゃ
 ・
の
の
）
「
自
然
へ
の
 
限
 り
な
い
 信
 

頼
 」
（
 口
 ・
の
 
S
 
が
 諏
秋
 さ
れ
て
い
る
。
 

次
い
で
、
神
道
信
仰
理
解
に
と
っ
て
、
祝
詞
の
持
つ
重
要
性
が
 強
調
さ
 

ね
 、
「
 式
 祝
詞
の
神
学
」
が
極
め
て
体
系
的
に
展
開
さ
れ
て
い
 る
 。
評
者
 

は
 、
こ
の
分
野
で
も
全
く
の
門
外
漢
で
あ
る
が
、
部
外
者
に
も
 あ
る
程
度
 

理
解
で
き
る
貴
重
な
論
考
で
あ
る
こ
と
が
 予
威
 さ
せ
ら
れ
る
。
 

第
三
論
文
、
「
禍
津
日
神
号
」
は
、
い
わ
ゆ
る
「
 悪
 」
の
問
題
 に
つ
い
 

て
の
神
学
、
キ
リ
ス
ト
教
 風
 に
言
え
ば
、
「
弁
神
論
白
 
悪
 0
 臼
 。
 ひ
の
 
」
で
、
 本
 

居
室
長
の
「
神
学
」
を
踏
ま
え
て
、
歴
史
的
・
批
判
的
な
議
論
 が
 深
め
ら
 

れ
て
い
る
。
貫
長
 は
 、
明
確
に
 
、
 神
に
は
、
「
悪
神
が
い
ま
す
，
 
」
と
を
 主
 

張
 す
る
」
。
（
 ヲ
馬
 S
 
 し
か
し
、
そ
れ
は
、
「
禍
津
日
神
と
て
、
 

決
し
て
 絶
 

射
 的
な
力
を
持
た
れ
る
神
で
は
な
い
。
」
（
 
ゃ
馬
 0
 ）
「
人
が
真
心
 を
 以
て
善
 

な
る
行
為
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
人
の
性
が
 善
 な
る
か
 
ら
で
は
な
 

く
、
偶
 々
行
っ
た
行
為
が
善
で
あ
っ
た
と
い
う
に
過
ぎ
ず
、
今
 後
 必
ず
 善
 

な
 行
 う
と
ぃ
 5
 、
そ
れ
が
何
の
保
証
に
も
な
り
は
し
な
い
」
 a
 
卍
 ㏄
Ⅱ
）
。
 

「
神
も
ま
た
善
神
・
悪
神
、
こ
も
ご
も
働
き
 

給
ぅ
 て
い
る
の
で
 
あ
る
。
」
 

「
た
と
え
神
で
は
な
い
と
し
て
も
、
自
ら
事
を
為
す
 
カ
 が
与
え
 ろ
 れ
て
い
 

な
い
わ
げ
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
世
に
は
、
人
間
に
勝
る
 偉
 大
 
・
強
力
 

な
神
々
が
、
さ
わ
に
い
ま
す
の
で
あ
る
。
た
と
え
 神
 た
る
人
が
 
あ
ろ
う
と
 

も
 、
す
べ
て
を
自
ら
の
 力
 だ
け
で
、
為
し
ら
る
 わ
 げ
も
な
い
。
 

「
世
の
 

す
べ
て
の
事
が
、
究
極
的
に
は
神
の
御
所
為
で
あ
る
」
こ
と
も
 、
 人
に
と
 

(450) 118 



 
 

た
め
の
思
わ
ぬ
 

と
 
読
み
違
い
や
読
み
落
と
し
が
多
く
な
い
こ
と
を
祈
っ
て
 

い
 る
 。
紙
数
も
大
 

舘
幅
 に
超
過
し
た
の
で
、
簡
単
に
、
評
者
の
「
読
後
感
」
を
 

述
べ
て
、
こ
の
 

つ
た
な
い
紹
介
を
終
わ
り
た
い
。
 

第
二
章
「
実
践
・
応
用
神
学
」
は
、
現
代
日
本
の
社
会
が
様
々
 な
形
で
 

提
起
し
つ
つ
あ
る
諸
問
題
に
対
す
る
著
者
の
神
道
者
と
し
て
の
 取
り
組
み
 

で
あ
る
。
問
題
そ
の
も
の
が
複
雑
多
岐
に
わ
た
る
が
、
「
天
皇
論
 
」
・
一
十
八
白
玉
 

崇
拝
と
民
主
主
義
、
神
道
の
救
済
論
、
神
道
教
育
の
基
本
理
念
 、
生
命
倫
 

理
の
諸
問
題
、
な
ど
取
り
上
げ
ら
れ
た
す
べ
て
が
何
ら
か
の
 解
 答
を
早
急
 

に
求
 て
い
る
。
こ
れ
ら
に
、
答
え
る
の
は
、
至
難
の
菜
で
あ
り
、
 そ
れ
ぞ
 

れ
が
独
立
の
大
著
を
必
要
と
す
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
が
、
 著
 者
は
、
 限
 

ら
れ
た
制
約
の
申
で
、
少
な
く
と
も
原
理
的
に
納
得
の
行
く
解
 快
方
向
を
 

示
す
べ
く
真
摯
な
努
力
を
展
開
す
る
。
特
に
最
後
の
生
命
倫
理
 の
 諸
問
題
 

は
 、
す
べ
て
の
宗
教
家
、
神
学
者
が
共
に
力
を
合
わ
せ
て
立
ち
 向
か
っ
て
 

行
く
べ
 き
 課
題
で
あ
ろ
う
。
 

っ
て
 、
 決
し
て
間
違
い
と
は
云
い
え
な
い
。
し
か
し
す
で
に
論
 じ
た
 如
 

く
、
 人
は
ま
た
、
産
業
日
神
 よ
 り
 殊
 な
る
御
霊
を
蒙
り
、
 
自
ず
 か
ら
善
悪
 

を
知
る
力
を
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
」
（
 
p
,
 
～
 ひ
の
 
）
 

最
後
の
論
文
は
、
折
口
博
士
の
「
神
道
宗
教
化
」
論
に
対
す
る
 著
者
の
 

繊
密
な
分
析
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
筆
者
は
、
折
口
説
を
批
判
し
 な
が
ら
、
 

神
道
信
仰
の
多
神
教
 説
 、
産
霊
神
が
「
超
越
 神
 」
で
な
い
こ
と
 、
祖
先
 神
 

崇
拝
の
擁
護
、
及
び
「
天
皇
 即
神
 」
信
仰
を
強
く
主
張
す
る
。
 

先
ず
、
本
書
の
構
成
形
態
で
あ
る
が
、
や
は
り
、
評
者
は
、
第
一
 
二
車
早
業
 

一
 論
文
「
天
皇
論
」
、
同
第
二
論
文
「
神
道
と
救
い
」
は
、
第
一
 仝
早
で
、
 

も
 う
 少
し
組
織
神
学
的
観
点
か
ら
論
じ
て
欲
し
か
っ
た
と
考
え
 る
 。
そ
れ
 

 
 

と
を
踏
ま
 

え
た
論
の
展
開
で
あ
る
べ
き
（
 
ぎ
 ）
に
 は
 違
い
な
い
が
、
本
質
論
 と
し
て
、
 

組
織
神
学
の
課
題
で
あ
り
、
救
い
に
つ
い
て
も
、
仮
に
そ
れ
が
 神
道
に
と
 

っ
て
は
所
与
の
も
の
で
あ
る
（
 宇
 ）
と
し
て
も
、
そ
の
「
所
与
 で
あ
る
」
 

こ
と
の
所
以
は
、
組
織
神
学
の
課
題
と
し
て
、
論
証
さ
れ
る
べ
 き
だ
、
 と
 

愚
考
す
る
か
ら
で
あ
る
。
 

次
に
、
言
葉
の
問
題
か
も
知
れ
な
い
が
、
「
歴
史
神
学
」
と
い
 5
 表
現
 

は
 、
評
者
に
と
っ
て
は
多
少
の
違
和
感
を
起
こ
さ
せ
る
。
こ
こ
 は
 、
神
道
 

信
仰
（
の
内
容
）
と
は
、
本
来
何
で
あ
る
か
と
い
ら
こ
と
を
 実
 ま
 的
に
確
 

走
 す
る
労
作
で
あ
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
か
ら
、
例
え
 ぱ
 、
「
 実
 証
 神
学
」
 

と
 言
っ
た
様
な
表
現
と
し
、
「
歴
史
神
学
」
は
、
文
字
通
り
「
 歴
史
」
 そ
 

の
も
の
に
関
す
る
神
学
的
考
察
に
限
定
し
た
方
が
よ
い
の
で
は
 な
い
か
と
 

怒
う
 
@
 。
 

評
者
に
と
っ
て
、
一
番
関
心
の
あ
る
の
は
「
多
神
教
」
の
問
題
 で
あ
る
 

が
 、
十
分
な
紙
数
の
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。
た
だ
筆
者
の
論
 証
 に
は
、
 

先
ず
、
全
面
的
な
賛
意
を
表
し
た
い
。
但
し
 、
 
「
 
ヵ
ミ
 」
の
 観
 念
が
、
宣
 

長
の
「
定
義
」
 
宙
 ・
の
。
）
 

舘
 。
 
1
%
 。
）
 
ご
 。
 
P
7
 
の
。
）
 

ぎ
山
巽
 ）
を
忠
実
 に
 踏
襲
す
 

る
こ
と
を
条
件
と
し
て
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
評
者
も
、
お
よ
 そ
 「
宗
教
」
 
D
 

は
 、
心
理
現
象
的
に
「
歩
神
的
」
で
あ
る
べ
き
と
信
じ
て
い
る
 。
こ
れ
 

は
 、
キ
リ
ス
ト
「
 教
 」
と
て
も
例
外
で
は
な
い
。
「
ヤ
ハ
ウ
ェ
」
 
 
 

と
 言
 う
 
「
細
か
」
を
絶
対
者
を
指
し
示
す
も
の
と
捉
え
な
い
で
 

、
い
き
な
 



り
 
「
唯
一
神
教
的
思
考
 
枠
 」
の
中
で
捉
え
た
と
こ
ろ
に
西
欧
的
 キ
リ
ス
ト
 

教
 の
大
き
な
難
点
が
あ
っ
た
と
思
 う
 。
但
し
、
そ
の
失
点
は
別
 と
し
て
、
 

お
よ
そ
、
「
存
在
論
」
を
根
拠
と
す
る
「
神
学
」
の
次
元
に
お
い
 て
 
「
 多
 

補
数
」
を
弁
証
す
る
こ
と
は
、
果
た
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
 ，
 
」
れ
は
、
 

「
超
越
 神
 
・
創
造
神
を
立
て
る
」
か
ど
う
か
と
言
 う 選
択
の
問
題
 、
 従
っ
 

て
 ユ
ダ
ヤ
，
キ
リ
ス
ト
教
固
有
の
問
題
で
は
な
く
、
人
間
思
考
 の
 論
理
構
 

造
 の
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
信
仰
が
、
信
仰
の
込
 九
に
留
ま
 

る
 限
り
む
し
ろ
多
神
教
は
、
人
間
実
存
の
現
実
性
即
し
た
も
の
 と
旨
 ，
り
，
べ
 

き
で
あ
る
が
、
こ
の
信
仰
を
理
性
的
に
理
解
し
ょ
う
と
努
力
す
 
る
と
き
 

（
こ
れ
が
神
学
に
体
な
ら
な
い
と
思
う
）
、
人
間
は
 

、
 「
 ヱ
ポ
ケ
 ｜
 
（
判
断
 

中
止
）
」
 か
、
 或
い
は
、
何
ら
か
の
仕
方
で
、
究
極
の
一
者
 

絶
対
者
 と
 

の
 関
わ
り
を
解
明
す
る
か
、
何
れ
か
を
選
ば
ざ
る
を
得
な
い
の
 で
は
な
い
 

か
 。
筆
者
の
明
確
な
断
言
に
も
拘
ら
ず
、
「
 
神
 」
観
念
の
中
に
 は
 、
意
図
 

し
な
い
「
絶
対
化
」
の
「
傾
向
」
が
感
じ
ら
れ
る
（
 
ロ
 ・
 毬
 。
 き
 。
 簿
 。
の
Ⅱ
。
白
の
。
 

蕊
 。
 鰍
 。
 P
 は
 。
）
 
戟
 。
）
 
鍵
 ，
 P
 毬
 。
）
 
お
 。
註
の
・
 ロ
 ・
 乙
か
註
簿
 。
お
 0
 。
）
 
の
目
。
 
ト
円
 
い
。
 

）
の
の
。
～
の
め
。
 

N
o
 

の
 -
2
0
7
,
2
%
.
 

飽
く
ま
で
も
傾
向
で
あ
る
）
の
は
、
 

こ
の
た
 

め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
次
元
が
異
な
る
か
ら
、
多
神
教
的
 神
 道
信
仰
 そ
 

の
も
の
と
真
っ
向
か
ら
矛
盾
対
立
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
 

@
 
言
う
ま
で
 

も
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
信
仰
を
「
一
神
教
的
」
に
変
質
す
る
 必
要
も
な
 

い
し
、
ま
た
決
し
て
変
質
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

「
救
い
」
の
問
題
は
、
「
生
死
 
観
 」
と
併
せ
て
、
も
う
少
し
「
 神
 堂
 ，
 
的
 」
 

な
 解
明
が
欲
し
か
っ
た
。
評
者
の
感
じ
で
は
、
た
と
え
共
同
 
体
 の
古
刀
 
成
 

G
.
 ）
 Q
,
 
コ
 。
 1
 か
㏄
註
の
。
 u
 窟
 。
 め
 ）
の
）
 
や
 、
生
命
体
の
継
承
が
 保
 障
 さ
れ
た
 

と
し
て
も
（
 づ
 ・
 ウ
の
 
・
 円
ゆ
 
・
 P
 
㏄
の
 
，
 ）
の
 
円
 l
0
w
 

。
 い
申
 
㏄
 l
 い
 0
 や
い
 ト
 の
。
 
ぃ
 ㏄
 つ
 l
 い
 ㏄
 こ
 、
や
ほ
り
 

「
私
」
と
い
う
こ
の
個
体
の
完
全
な
幸
福
（
そ
れ
が
具
体
的
に
何
 

で
あ
る
か
 

は
 別
と
し
て
）
が
納
得
さ
せ
ら
れ
な
い
限
り
、
「
救
済
論
」
は
 、
 全
 5
 

さ
切
 

 
 

れ
 難
い
と
思
 う
 。
 

 
 

最
後
に
、
大
変
借
越
で
あ
る
が
、
筆
者
の
「
キ
リ
ス
ト
教
」
 理
 癖
 に
つ
 

結
 

い
て
は
、
そ
の
原
因
は
キ
リ
ス
ト
教
側
に
あ
る
と
思
う
が
、
 
例
 え
，
ま
 

@
 ]
 

「
原
罪
論
」
 G
.
 

～
）
、
「
存
在
世
界
の
価
値
観
」
（
 

ヮ
ミ
 が
 コ
メ
あ
 八
 ）
み
は
 
レ
し
 

ほ
 つ
い
て
、
多
少
見
解
を
同
じ
く
し
得
な
い
点
の
あ
る
こ
と
を
 付
け
加
え
 

さ
せ
て
頂
く
。
他
に
も
ご
教
授
願
い
た
い
点
が
多
々
在
る
が
、
 今
は
残
念
 

な
が
ら
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
 

畢
寛
 、
本
書
が
、
神
道
の
信
 仰
を
正
し
 

く
 理
解
し
よ
 5
 と
欲
す
る
者
に
と
っ
て
、
必
読
の
名
著
で
あ
る
 こ
と
を
、
 

評
者
は
固
く
信
じ
て
、
些
か
の
疑
い
も
有
り
得
な
い
こ
と
を
 断
 冒
 す
る
も
 

の
で
あ
る
。
 



      

松
本
照
 敬
 

ラ
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
の
研
究
 

 
 

イ
ン
ド
思
想
の
主
流
を
形
成
し
た
 ヴ
ヱ
一
ダ
一
 

学
系
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
で
主
た
る
も
の
は
 シ
 

0
1
 七
五
 0
 頃
 ）
の
単
糸
で
あ
る
。
彼
の
説
く
不
 

を
 圧
倒
し
続
け
、
そ
れ
故
に
早
く
か
ら
 ョ
 ー
ロ
ッ
 

注
目
を
ひ
い
て
い
た
。
 

春
秋
社
平
成
三
年
 

引
田
弘
道
 

ン
タ
学
派
に
は
多
く
の
 

ャ
 ン
カ
ラ
（
紀
元
 七
 0
 

三
一
元
論
は
他
の
学
系
 

ノ
の
 イ
ソ
 ド
 研
究
者
の
     

一
 0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
4
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書評と紹介 

一
方
、
こ
の
シ
ャ
ン
 
ヵ
ラ
 の
 学
 系
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
、
 

-
 
フ
，
マ
 

一
 ヌ
ジ
ャ
（
紀
元
一
 
0
 
一
七
 ｜
 一
一
三
七
、
異
説
あ
り
）
に
 
由
 来
す
る
 学
 

系
 が
あ
る
。
彼
の
哲
学
の
特
徴
は
 、
 ア
一
ル
 ヮ
 一
ル
 に
 代
表
さ
 
れ
る
、
 神
 

へ
の
熱
烈
な
信
愛
 

G
 ぎ
片
 （
 
@
 
）
を
強
調
す
る
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
崇
拝
 と
 、
正
統
 

的
な
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
の
哲
学
と
を
融
合
す
る
点
に
あ
っ
た
。
 b
 本
 教
的
に
 

は
、
 彼
は
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
教
の
一
派
で
あ
る
の
ま
せ
 

め
 @
 
ゅ
弔
む
つ
い
 

派
の
 

し
て
、
そ
れ
ら
相
互
の
関
係
に
特
色
を
も
っ
、
 
被
 限
定
者
不
一
 大

成
者
で
 

一
一
元
論
 

あ
り
、
哲
学
的
に
は
ブ
ラ
フ
マ
ン
・
個
我
，
物
質
世
界
の
三
者
 を
 実
在
と
 

（
土
公
 
ゅ
 
t
p
 
ナ
 出
 う
 ）
と
呼
ば
れ
る
立
場
を
 
ヴ
ヱ
一
ダ
一
 
ン
タ
学
派
 
内
で
確
立
 

し
た
。
 

一
 "
 

こ
の
う
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
思
想
の
研
究
は
、
ヨ
 l
 
ロ
ッ
パ
の
 学
 者
に
よ
 

り
 、
シ
ャ
 
ソ
カ
ラ
 の
思
想
と
対
比
し
て
行
わ
れ
た
。
ヴ
ェ
ー
ダ
 l
 ン
タ
 学
 

派
の
根
本
聖
典
 円
 ブ
ラ
フ
マ
・
 
ス
一
 ト
ラ
 b
 に
両
者
が
注
解
 書
 を
 残
し
て
 

い
た
こ
と
が
、
両
者
の
思
想
を
比
較
検
討
す
る
の
に
好
都
合
で
 あ
っ
た
か
 

ら
で
あ
ろ
う
。
 
p
 
づ
圧
 b
a
 
臣
 （
・
 
盈
 
0
 口
 0
.
0
.
 
ワ
 n
o
 
ヨ
汀
等
の
 業
績
は
こ
 

れ
に
あ
た
る
。
さ
ら
に
、
ナ
ナ
㏄
・
 
づ
目
 ㏄
二
 %
 目
コ
 や
臣
・
 由
 。
二
の
 
コ
す
 
の
Ⅱ
的
。
Ⅱ
 

は
 、
ラ
ー
マ
ー
ス
ジ
 
ャ
 の
思
想
解
明
を
、
こ
の
 
向
 フ
ラ
フ
マ
・
 
ス
 I
 ト
ラ
ヒ
 

o
r
 

の
Ⅱ
二
の
日
日
 

簗
 
や
押
目
銭
 緯
 三
軒
が
精
力
的
な
研
究
業
績
を
 

の
 注
解
 書
 
（
 
ゆ
 「
 ロ
ヴ
ゴ
ゅ
ゅ
ぜ
 

㏄
）
以
外
の
作
品
に
求
め
た
。
近
年
で
 残

し
て
い
 

ま
 
@
 、
 
Q
  
 

る
 。
ま
た
ア
メ
リ
カ
の
ナ
ロ
・
の
き
日
当
は
テ
 l
 マ
 @
 ヌ
ジ
ャ
 を
 哲
学
面
 

ば
か
り
で
は
な
く
宗
教
的
側
面
を
も
合
わ
せ
て
、
総
合
的
に
研
 克
 し
た
。
 

翻
っ
て
本
邦
に
あ
っ
て
は
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
・
バ
ー
ス
カ
ラ
・
 ラ
 １
％
 ｜
 

ヌ
ジ
ャ
三
者
の
 
ロ
 フ
ラ
フ
マ
・
ス
ー
ト
ラ
 
b
 に
対
す
る
注
解
 書
 （
 一
一
一
キ
ロ
 

ぽ
 
@
 @
 
）
 

の
 綿
密
な
比
較
考
証
が
、
中
村
元
博
士
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
 そ
の
後
 数
 

名
の
学
者
に
よ
り
、
ラ
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
の
思
想
研
究
は
進
め
ら
 れ
て
い
る
 

も
の
の
、
総
合
的
に
う
一
 ％
一
 ヌ
ジ
ャ
を
扱
っ
た
業
績
は
今
ま
 で
 出
版
さ
 

れ
て
い
な
い
。
そ
れ
 故
 松
本
照
敏
博
士
の
円
テ
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
の
 

研
究
目
は
 

わ
が
国
で
は
最
初
の
総
合
的
な
研
究
書
と
言
え
よ
う
。
こ
の
 書
 は
 昭
和
上
 ハ
 

二
年
に
東
京
大
学
に
提
出
さ
れ
た
学
位
論
文
を
そ
の
主
簿
と
し
 て
い
る
。
 

一
 "
 

松
本
博
士
ほ
こ
の
書
で
、
ラ
ー
マ
 一
 ヌ
ジ
ャ
の
生
涯
と
著
作
、
 

思
想
を
 

原
典
に
も
と
づ
い
て
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
今
少
し
こ
の
書
の
 構
成
と
 博
 

士
の
見
解
を
各
章
ご
と
に
概
観
し
て
み
た
い
。
 

第
一
章
の
序
論
で
は
、
ラ
 r
 
マ
 l
 
ヌ
ジ
ャ
の
研
究
史
を
内
外
に
 

わ
た
っ
 

て
 紹
介
し
て
い
る
。
 

第
二
章
の
生
涯
と
著
作
で
は
、
 

ラ
 一
％
 一
 ヌ
ジ
ャ
の
生
没
年
と
 
著
作
の
 

真
偽
に
関
す
る
諸
家
の
研
究
を
紹
介
す
る
と
同
時
に
、
第
一
節
 で
 テ
ー
マ
 

@
 
ヌ
ジ
ャ
の
高
弟
の
一
人
ア
 
l
 
ン
ド
ラ
プ
ー
ル
ナ
作
の
円
 ヤ
テ
 ィ
ラ
 l
 
・
 ン
 

ャ
 ヴ
ァ
イ
 バ
ヴ
ア
 ミ
の
原
典
と
邦
訳
を
あ
げ
て
テ
 l
 
マ
 l
 
ヌ
ジ
 ャ
 伝
を
考
 

察
す
る
た
め
の
 一
 資
料
を
提
供
し
て
い
る
。
さ
ら
に
第
二
節
で
 ほ
 、
伝
統
 

的
に
テ
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
に
帰
せ
ら
れ
る
九
の
作
品
の
う
ち
、
 特
 に
 偽
作
で
 

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
四
作
品
の
う
ち
の
一
つ
ロ
シ
ャ
ラ
 ナ
 ｜
 ガ
テ
ィ
 

ガ
デ
ィ
ヤ
 b
 を
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
原
典
と
邦
訳
と
を
あ
げ
、
 

真
偽
論
争
 

の
 解
決
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
第
三
節
で
は
、
先
師
 ヤ
 l
 
々
 ナ
 の
 

ひ
 

 
 

日
 ス
ト
 l
 ト
ラ
ラ
ト
ナ
 
ヒ
 の
原
典
と
邦
訳
と
を
あ
げ
て
、
ラ
 l
 
マ
 
 
 

 
  

 

ャ
の
 思
想
の
系
譜
を
解
明
し
ょ
う
と
し
て
い
る
。
 

 
 

第
三
章
の
う
ー
マ
 
一
 ヌ
ジ
ャ
の
思
想
で
は
、
彼
の
著
作
の
う
ち
 真
偽
に
 



つ
い
て
異
論
の
な
い
主
要
三
著
作
、
同
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ル
タ
サ
ン
 

グ
ミ
ノ
八
口
 

 
 

 
 
二
項
に
ム
 

シ
ャ
 

三
 
刀
 

6
 口
 -
-
 

）
を
資
料
と
し
て
、
ラ
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
の
思
想
を
解
明
し
 

て
い
る
。
 

第
一
節
の
祭
事
 

観
 で
は
、
の
め
す
の
祭
事
は
明
知
を
生
ず
る
 

た
 め
の
も
の
 

で
あ
る
意
見
と
、
 

せ
 の
の
 
量
 @
 
日
神
を
喜
ば
せ
る
た
め
の
も
の
で
 

あ
る
意
見
 

と
の
違
い
に
着
目
し
、
後
者
の
見
解
が
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
教
の
宗
派
 

人
 と
し
て
 

の
 立
場
か
ら
、
前
者
が
 

ヴ
ヱ
一
 
ダ
ー
ソ
タ
学
派
の
伝
統
に
従
 

5
 注
解
者
の
 

立
場
か
ら
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
の
結
論
を
下
し
て
い
る
。
 

第
二
節
の
絶
対
者
ブ
ラ
フ
マ
ン
と
現
象
 

界
は
 
、
ラ
ー
マ
ー
ス
 

ジ
 ヤ
 
思
想
 

け
て
よ
り
 
詳
柑
に
 
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
項
の
絶
対
者
の
 

本
質
規
定
 

で
は
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
本
質
を
有
・
 

力
 ・
歓
喜
と
す
る
シ
ャ
 

ソ
 カ
ラ
 
の
 見
 

解
 に
対
し
、
ラ
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
が
歓
喜
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
 

を
 、
ブ
ラ
 

フ
マ
ン
の
形
容
語
句
を
列
挙
し
て
証
明
し
て
い
る
。
第
二
項
の
 

絶
対
者
 
と
 

現
象
 
界
 と
の
関
係
で
は
、
現
象
 

界
が
 
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
顕
現
と
し
 

て
 真
実
で
 

あ
り
、
実
有
で
あ
る
と
い
う
ラ
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
の
説
は
、
現
象
 

界
は
無
明
 

に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
究
極
的
真
理
の
立
場
 

で
は
実
在
 

し
な
い
と
す
る
シ
ャ
ン
カ
ラ
の
不
二
一
元
論
派
の
理
論
に
対
抗
 

す
る
た
め
 

に
、
 
特
に
強
調
さ
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
。
第
三
項
の
ヴ
ェ
ー
 

ダ
 ー
 ン
タ
 

学
派
に
お
け
る
 

絶
 打
者
と
個
我
と
の
関
係
に
関
す
る
地
楡
で
は
 

、
ヴ
ヱ
｜
 

ダ
 ー
ン
タ
学
派
の
各
学
系
に
共
通
し
た
絶
対
者
と
個
我
と
の
 

関
 係
を
示
す
 

比
楡
 
を
と
り
あ
げ
、
ラ
ー
マ
 

一
 ヌ
ジ
ャ
の
伝
え
る
物
語
が
 

、
他
 の
学
 
系
の
 

そ
れ
と
異
な
る
点
を
あ
げ
、
同
時
に
そ
の
理
由
を
推
察
し
て
い
 

る
 。
 

第
三
節
の
解
脱
お
よ
び
解
脱
実
現
の
方
法
で
は
、
解
脱
（
 

ョ
 。
 
村
ゆ
の
 

）
 

解
脱
の
手
段
（
 ロ
 「
㏄
つ
 

い
 （
 じ
 ・
 P
 ゴ
 p
@
 
ハ
 
ヱ
 と
い
う
重
要
な
概
念
を
 -
 
フ
 ー
マ
ー
 

ヌ
ジ
ャ
に
従
っ
て
規
定
し
て
い
る
。
解
脱
の
手
段
 は
、
 ㏄
二
の
㎎
の
 

 
 

尽
三
で
あ
る
と
説
か
れ
て
は
 
い
 る
が
、
そ
の
意
味
は
後
世
の
 -
 
フ
 ー
マ
ー
 

 
  
 

ヌ
ジ
ャ
派
が
解
釈
す
る
「
絶
対
帰
投
」
、
即
ち
神
の
前
に
自
ら
 を 投
げ
出
④
 

し
、
 全
て
を
神
に
ゆ
だ
れ
 る
 こ
と
で
は
な
く
、
「
最
高
神
の
知
覚
 

、
 靭
恥
 
曲
暇
 

Ⅲ
 」
 

の
 意
味
、
ま
た
は
 ヴ
 オ
ぃ
 
柑
 ま
と
同
義
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
す
ぎ
 オ
ヱ
の
 概
 

念
は
う
 
一
 マ
ー
ヌ
ジ
ャ
の
主
要
作
品
に
お
い
て
少
し
く
異
な
る
 。
即
ち
 、
 

す
け
の
村
ヱ
 
は
 、
 
円
知
 
（
古
 
い
コ
 
P
 
 づ
の
 
㌢
 鼠
 ）
と
密
接
に
結
合
し
 
（
 
ア
 ト
の
）
 

、
 

口
金
 想
 
（
 
u
p
 
註
 p
n
 
じ
と
同
一
視
さ
れ
 
曾
す
 ）
 、
 ㊨
手
段
で
あ
 る
と
同
時
 

に
 目
的
そ
の
も
の
で
あ
る
（
 0
 い
ォ
）
。
し
か
も
三
作
品
に
共
通
 
し
て
、
 こ
 

0
 
字
㌻
ま
は
「
神
に
対
す
る
絶
対
的
、
無
条
件
の
帰
依
」
で
 
は
な
く
、
 

知
道
 
（
 
古
ぎ
甲
 ￥
 0
 呑
 ）
と
行
道
（
 ガ
韓
 
Ⅱ
 ヨ
 p
.
 
￥
 0
 の
の
）
を
 併
ム
口
 
し
た
信
道
 

（
 
す
す
肢
ガ
 

（
 
@
 
。
）
 

o
g
a
 

）
と
し
て
 

押
 え
る
べ
き
で
あ
る
。
以
上
が
博
士
 の
 見
解
で
 

あ
る
。
 

第
四
章
の
う
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
の
 他
 学
派
批
判
で
は
、
 

ひ
 ㏄
 す
な
 資
料
と
 

し
て
、
ラ
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
が
地
学
派
の
学
説
を
ど
の
よ
う
に
 論
 難
し
て
い
 

る
か
を
検
証
し
て
い
る
。
本
章
の
目
的
は
 、
 彼
の
論
難
の
内
容
 と
 批
判
さ
 

れ
る
側
の
学
説
と
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
 

ラ
 一
マ
 ｜
 ヌ
ジ
ャ
の
 

思
想
を
ょ
り
明
瞭
に
把
握
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
 う
 ち
 、
第
 

一
節
の
サ
ー
ン
キ
ヤ
 
説
 批
判
で
は
、
ラ
ー
マ
 
一
 ヌ
ジ
ャ
が
 
サ
一
ソ
 キ
ヤ
哲
 

学
の
概
念
を
導
入
し
、
そ
れ
が
た
め
に
 よ
 り
一
層
こ
の
説
の
論
 駁
を
入
念
 

に
 行
っ
て
い
る
点
に
博
士
は
着
目
し
て
い
る
。
ラ
 J
 
マ
ー
ス
 ジ
 ャ
の
 説
に
 

従
え
ば
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
、
即
ち
最
高
神
ナ
ー
ラ
ー
ヤ
ナ
 と
 現
象
 界
 と
の
 関
 

係
は
次
の
よ
う
に
図
示
さ
せ
得
る
。
 



書評と紹介 

  
内 ラ ス あ の   
の l り さ フ 。   
学 ヌ グら ル 

系 、 ジナに ャ （ ラヤ シ     
不 l 名 @ ラ ( 最高神ナーラーヤナ ) 
コ ン 巴 ヌ ク 
一 キ ジ リ 

    
糸姿 自 ッ l 
か勢説 ト ン 

ら は 中 ヴ キ 
の ヴ に ァ ヤ 

攻 ェ と ・ の 

術語 撃を ラジャ ｜ダ｜ そ 込ん り 

受ン でスの も 

 
 

 
 

も
 

 
 

な
 

な
 

 
 
 
 
 
 

 
 

質
イ
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

フ
 ）
 

 
 の

象
 

果
 
土
 ロ
 
塊
 
（
 

 
 

る
の
は
当
然
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
サ
ー
ン
キ
ヤ
説
を
入
念
仁
 批
 刊
 す
る
こ
 

と
に
よ
っ
て
、
自
説
の
抽
・
目
性
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
第
二
 

 
 

シ
 
ニ
ー
シ
力
説
批
判
で
は
、
こ
の
説
の
原
子
 韓
 、
京
子
を
起
動
 す
る
「
 不
 

可
児
 力
 」
（
 

a
d
r
 

ゅ
 （
の
）
の
概
念
、
「
内
属
」
（
日
ヨ
 

い
つ
ひ
 せ
も
の
 概
 念
 の
み
を
 

論
難
の
対
象
と
し
、
総
じ
て
こ
の
学
派
を
論
敵
 と
 見
な
し
て
い
 
な
い
。
 
さ
 

ら
に
因
果
 説
 に
あ
っ
て
は
、
ラ
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
の
国
中
有
異
論
 （
り
い
目
ア
 

卸
 

ミ
 p
 。
 
づ
ひ
ヰ
曲
 
）
と
、
 

当
 学
派
の
因
由
無
異
論
（
 p
s
a
 
（
 オ
ゆ
 「
）
 

a
.
 

づ
 a
d
 し
と
で
 

は
、
 
全
く
相
容
れ
な
い
と
、
博
士
は
述
べ
て
い
る
。
第
三
節
の
 仏
教
 説
批
 

判
 で
は
、
 
三
 古
注
を
比
較
検
討
し
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
と
バ
ー
ス
カ
 -
 
フ
た
比
べ
 

て
 
テ
ー
マ
ー
ス
 ジ
 
十
が
仏
教
の
教
学
に
 
殆
 ん
ど
関
心
を
も
っ
て
 い
な
い
と
 

の
 緒
論
に
至
っ
て
い
る
。
第
四
節
の
ジ
ャ
イ
ナ
 教
説
 ・
シ
ヴ
ァ
 
教
説
 批
判
 

で
は
、
ラ
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
が
両
教
に
つ
い
て
、
教
団
と
し
て
は
 鋭
く
対
立
 

し
っ
つ
も
、
教
義
の
内
容
に
つ
い
て
は
さ
ほ
ど
の
関
心
を
示
し
 
て
い
な
 

い
 。
第
五
節
の
パ
ン
チ
ャ
ラ
ー
ト
ヱ
諦
擁
護
で
は
、
ラ
ー
マ
ー
 ヌ
ジ
ャ
の
 

思
想
と
同
派
の
所
説
が
合
致
す
る
と
し
て
、
こ
の
説
を
擁
護
し
 な
が
ら
 

も
 、
 当
 説
を
余
り
展
開
し
て
い
な
い
う
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
に
 、
彼
 の
 ヴ
ィ
 シ
 

ュ
ヌ
 教
に
対
す
る
態
度
を
博
モ
 は
 見
て
と
っ
て
い
る
。
 

以
上
の
小
結
を
ま
と
め
て
、
博
モ
 は
 第
五
章
で
テ
ー
マ
ー
ス
 ジ
 
ャ
の
思
 

想
の
特
徴
を
三
点
に
要
約
し
て
い
る
。
即
ち
 、
 

㈹
最
高
原
理
フ
ラ
フ
マ
ン
と
最
高
神
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
Ⅱ
ナ
ー
ラ
ー
 ヤ
ナ
と
 

 
  
 

を
 同
一
視
し
た
こ
と
。
 

 
 
 
 

口
 現
象
界
を
多
数
の
精
神
的
な
も
の
（
個
我
）
 

と
 非
精
神
的
な
 も
の
と
 

(
 

 
  

 

%
 分
け
、
そ
の
両
者
を
最
高
神
の
身
体
、
様
相
と
見
な
し
た
こ
 と
 。
 

 
 

⑤
解
脱
遁
と
し
て
バ
ク
テ
ィ
を
強
調
し
た
こ
と
。
 



た
だ
こ
れ
ら
の
特
徴
 は
 テ
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
独
自
の
教
 説
 で
忙
な
 く
、
先
 

駆
 思
想
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
如
く
 、
 彼
は
 ヴ
ェ
ー
ダ
 

｜
 ン
タ
哲
学
の
ア
ー
チ
ャ
ー
リ
ヤ
の
流
れ
と
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
信
仰
 の
 ア
ー
ル
 

フ
ー
ル
の
流
れ
を
統
合
し
、
し
か
も
前
者
の
流
れ
を
表
に
出
し
 後
者
を
意
 

図
 的
に
覆
校
し
ょ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
彼
の
思
 想
の
最
大
 

の
 特
徴
と
言
え
よ
う
。
以
上
が
、
博
士
の
う
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
の
 思
想
に
対
 

し
て
下
し
た
結
論
で
あ
る
。
 

最
後
に
博
士
は
、
シ
ュ
リ
ー
ヴ
ァ
イ
シ
ュ
ナ
ヴ
ァ
派
の
学
匠
 ヴ
 ヱ
 l
 ダ
 

｜
ン
タ
 ミ
ノ
ー
シ
カ
（
 -
-
 
二
八
六
ハ
 
｜
 一
二
二
八
九
）
件
目
 ヤ
 テ
ィ
ラ
 ｜
 ジ
ャ
 サ
 

プ
 タ
テ
ィ
ヒ
の
原
典
と
邦
訳
を
あ
げ
て
、
同
派
の
祖
師
 観
 を
提
 

供
し
、
 

次
 

い
で
シ
コ
リ
ー
ニ
プ
ア
ー
サ
（
十
七
世
紀
）
 

作
 ㍉
サ
テ
ィ
ー
ン
 ド
ラ
マ
 タ
 

デ
ィ
ー
 ピ
 カ
ー
 ロ
 の
邦
訳
を
あ
げ
て
、
ラ
 l
 
マ
 l
 
ヌ
ジ
ャ
の
 
学
卒
、
 
即
 

ち
 、
 被
 限
定
者
不
二
一
元
論
派
の
綱
要
書
の
内
容
を
紹
介
し
て
 い
る
。
 次
 

0
 
円
タ
ミ
ル
語
古
詩
 
二
 篇
ヒ
 は
 テ
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
に
先
行
す
る
 ア
ー
ル
 ヮ
 

@
 ル
 
（
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
系
）
・
ナ
ー
ヤ
ナ
ー
ル
（
シ
ヴ
ァ
系
）
の
 

宗
 教
 詩
人
 

た
ち
の
す
 迂
 p
F
 
（
 
@
 観
を
調
査
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
ラ
ー
マ
 
ヌ
ジ
ャ
 

思
想
解
明
の
た
め
の
参
考
貸
料
と
し
て
、
タ
ミ
ル
語
か
ら
直
接
 訳
出
さ
れ
 

た
も
の
で
あ
る
。
 

四
 

こ
の
書
を
一
読
し
て
ま
ず
気
付
く
点
は
、
そ
の
構
成
の
特
色
で
 あ
る
。
 

従
来
の
学
位
論
文
で
は
、
ま
ず
本
論
が
あ
り
、
つ
い
で
資
料
と
 し
て
訳
文
 

等
 が
付
加
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
 当
 論
文
で
 

は
 、
各
章
、
 
各
節
 ご
と
の
最
初
に
、
原
典
も
し
く
は
邦
訳
が
 配
 当
 さ
れ
、
 

後
に
そ
の
内
容
を
主
と
し
た
小
結
が
ま
と
め
ら
れ
る
、
と
い
う
 構
成
と
な
 

っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
読
者
に
あ
る
程
度
の
読
み
ず
ら
さ
を
 

与
 え
る
感
は
 

否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
訳
に
正
確
を
期
す
る
博
士
の
真
摯
 

な
 姿
勢
を
 ユ
 

 
 

鑑
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
構
成
は
ご
く
自
然
な
も
の
と
言
え
よ
う
 

 
 

 
 
 
 

ま
た
博
士
の
こ
の
よ
う
な
学
問
態
度
は
、
先
学
の
研
究
業
績
を
 

ゐ
 
万
全
に
ひ
 

消
化
し
、
そ
れ
ら
の
学
説
の
う
ち
妥
当
と
考
え
る
も
の
を
、
 

自
 ら
の
邦
訳
 

 
 

 
 

い
い
ア
 

（
 
@
 等
の
概
念
は
、
宗
教
的
側
面
の
う
ち
で
も
特
に
テ
ー
マ
 

｜
 ヌ
ジ
ャ
 

と
 関
係
の
深
い
バ
 

@
 ン
チ
ャ
ラ
ー
ト
ラ
派
で
基
本
的
な
も
の
で
 

あ
る
。
 
ど
 

う
し
て
 
ラ
 ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
は
シ
ャ
ン
カ
ラ
の
学
派
に
対
抗
し
て
 

ハ
 l
 ン
 

チ
ャ
ラ
 
@
 ト
ラ
派
の
説
を
基
軸
に
し
て
独
自
の
説
を
ヴ
ェ
ー
ダ
 

｜
 ン
タ
 
学
 

源
内
に
 
う
 ち
た
て
た
の
か
。
ま
た
両
者
の
関
係
の
深
さ
は
ど
の
 

程
度
で
あ
 

っ
 た
の
か
。
今
後
、
以
上
の
点
を
今
少
し
深
く
論
述
し
て
頂
け
 

れ
ば
評
者
 

に
と
っ
て
望
外
の
幸
せ
で
あ
る
の
 



圭 糞戸 紹介 

本
書
は
薗
田
稔
氏
の
「
祭
り
」
研
究
の
主
要
論
文
人
篇
を
集
成
 し
た
も
 

の
で
あ
る
。
論
文
の
発
表
年
次
は
一
九
七
二
年
か
ら
一
九
八
四
 年
 ま
で
に
 

わ
た
り
、
そ
の
 草
 だ
て
は
次
の
よ
う
に
な
つ
て
い
る
（
カ
ッ
コ
 内
は
初
出
 

佃
，
 
）
。
 

第
一
章
宗
教
学
と
現
象
学
日
本
の
宗
教
文
化
論
を
め
ざ
 し
て
 

（
一
九
八
 
0
 ）
 

第
二
章
祭
り
ー
１
表
象
の
構
造
（
一
九
七
二
）
 

第
三
章
祝
祭
 と
聖
犯
 
（
一
九
七
五
）
 

第
四
章
残
響
の
彼
方
（
一
九
七
七
）
 

補
講
神
話
研
究
と
宗
教
学
二
九
七
七
）
 

第
五
草
原
空
間
の
民
俗
１
１
祭
り
の
風
土
論
（
一
九
八
四
）
 

行
論
 1
 
 南
島
の
社
会
変
化
と
神
道
（
一
九
八
 0
 ）
 

侍
講
 2
 
 宗
教
と
風
土
（
一
九
八
二
）
 

評
者
は
著
者
の
も
と
で
「
祭
り
」
研
究
に
 う
 ち
こ
ん
だ
 時
 期
 が
あ
る
ば
 

か
り
か
、
 九
 学
会
連
合
の
奄
美
調
査
と
「
日
本
の
風
土
」
 調
 査
 で
は
、
 宗
 

一
 
教
学
会
か
ら
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
一
緒
に
研
究
を
分
担
し
 
た
こ
と
も
あ
 

る
 。
そ
の
意
味
で
、
評
者
は
、
本
書
に
収
録
さ
れ
た
著
者
の
 
調
査
研
究
 

中 

牧 

弘 

允 

薗
田
給
 著
 

祭
り
の
現
象
学
 

一
九
九
 0 年
 、
弘
文
覚
。
 

を
 、
か
な
り
の
至
近
距
離
か
ら
な
が
め
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
 そ
こ
で
、
 

そ
の
地
の
利
を
い
か
し
、
昔
の
記
憶
を
た
ど
り
な
が
ら
、
本
書
 の
 紹
介
 と
 

論
評
を
お
こ
な
 う
 こ
と
に
し
た
い
。
 

一
九
七
三
、
四
年
頃
、
薗
田
氏
を
中
心
に
「
祭
り
」
の
調
査
研
究
 グ
ル
 

一
ブ
 が
な
か
ば
自
然
発
生
的
に
形
成
さ
れ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
 古
 式
 め
か
し
 

い
 山
形
県
櫛
引
町
黒
川
の
王
 砥
祭
 、
観
光
に
力
を
い
れ
る
飛
騨
 の
 古
川
や
 

高
山
の
春
秋
の
大
祭
、
あ
る
い
は
行
政
主
導
の
神
戸
祭
な
ど
を
 、
毎
年
の
 

よ
う
 に
調
査
し
て
い
た
。
あ
る
時
、
こ
の
会
に
名
前
を
つ
げ
 よ
 つ
 
@
 。
と
い
う
 

こ
と
に
な
り
、
若
気
の
い
た
り
と
酒
の
い
 き
 お
い
も
 
手
 つ
だ
っ
 
て
か
、
 

「
遊
び
の
会
」
と
き
ま
っ
た
。
 

太
 ま
じ
め
で
「
遊
び
」
を
か
ん
 が
え
て
い
 

た
こ
と
は
、
「
遊
び
の
会
」
と
記
入
し
た
共
通
の
名
刺
を
つ
く
 っ
 た
こ
と
 

か
ら
も
あ
き
ら
か
だ
。
し
か
し
、
さ
す
が
に
気
恥
ず
か
し
く
、
 つ
か
っ
た
 

記
憶
は
あ
ま
り
な
い
。
「
遊
び
」
で
は
誤
解
を
ま
ね
き
こ
そ
す
 ね
 、
と
て
 

も
 理
解
し
て
も
ら
え
そ
う
に
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
 

だ
が
、
仲
間
 う
 ち
で
は
「
遊
び
」
は
気
の
き
 い
 た
タ
ー
ム
で
あ
 つ
 -
@
 

十
八
 
。
 

祭
礼
調
査
は
気
ま
じ
め
な
研
究
を
大
義
名
分
と
し
て
い
る
が
、
 も
う
 き
た
 

つ
 「
遊
び
」
気
分
が
な
 
い
わ
 げ
で
は
な
か
っ
た
。
黒
川
能
や
か
 ら
く
り
 人
 

形
 、
 絢
燗
 豪
華
な
山
草
 や
プ
 
ロ
 一
ト
 、
大
鼓
 や
サ
ソ
バ
 
の
 リ
ズ
 ム
 、
そ
れ
 

は
 酒
と
温
泉
と
く
れ
ば
、
気
分
が
高
場
し
な
い
わ
げ
が
な
い
。
 そ
う
い
う
 

祭
り
を
共
感
的
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
「
遊
び
」
の
感
覚
 が
 不
可
欠
で
 

あ
る
と
い
う
共
通
認
識
が
あ
っ
た
よ
 う
 に
お
も
わ
れ
る
。
し
か
 し
な
が
 

ひ
 

ら
 、
こ
の
タ
ー
ム
を
「
祭
り
」
理
解
の
キ
ー
・
タ
ー
ム
に
し
よ
 う
と
真
剣
 

ひ
 

に
 取
り
組
ん
だ
の
は
、
薗
田
 氏
 だ
け
だ
っ
た
。
本
書
の
な
か
で
 「
遊
び
」
 

燃
 

が
 頻
出
す
る
の
は
第
二
章
と
第
三
章
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
九
七
 0
 年
代
前
 



平
 に
あ
た
り
、
ち
ょ
う
ど
「
遊
び
の
会
」
の
活
発
な
活
動
時
期
 と
 歩
調
を
 

あ
わ
せ
て
い
た
か
の
 よ
う
 で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
「
遊
び
の
会
 」
は
 七
 0
 

年
代
末
に
な
る
と
自
然
消
滅
し
、
本
書
後
半
で
も
、
「
遊
び
」
 へ
か
 
り
 壬
一
 

Ⅰ
 及
 

は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
く
な
る
 

著
者
は
「
 序
 」
の
な
か
で
、
「
祭
り
」
へ
の
共
感
的
理
解
を
ど
 う
し
た
 

ら
 方
法
論
と
し
て
理
論
づ
げ
ら
れ
る
か
に
な
や
み
、
 

T
.
 

ル
ッ
 

ク
マ
 ソ
と
 

P
.
 バ
ー
ガ
ー
を
と
お
し
て
つ
い
に
 A
.
 シ
ュ
ッ
ツ
の
現
象
学
 に
た
ど
り
 

つ
い
た
経
緯
を
の
べ
て
い
る
っ
そ
の
結
果
、
「
祭
り
」
を
そ
の
 非
日
常
的
 

構
成
に
即
し
て
理
解
す
る
こ
と
、
と
く
に
シ
ュ
ッ
ツ
の
間
主
観
 性
 
@
 
コ
 圧
の
Ⅱ
 

旨
 三
の
 0
 （
 
@
 丘
モ
の
 概
念
に
み
ち
び
か
れ
、
「
祭
り
す
る
者
ど
う
 し
が
共
有
 

す
る
で
あ
ろ
う
主
観
的
現
実
の
意
味
を
、
そ
の
外
側
に
あ
っ
て
 観
察
す
る
 

者
が
い
ま
現
に
祭
り
し
て
い
る
者
た
ち
を
目
撃
し
て
同
時
進
行
 的
に
共
感
 

す
る
も
う
ひ
と
つ
の
現
実
認
識
を
通
し
て
解
読
す
る
」
こ
と
を
 方
法
論
的
 

に
 定
立
し
ょ
 
5
 
と
す
る
。
評
者
に
は
、
そ
の
端
的
な
例
が
「
 遊
 び
 」
で
は
 

な
か
っ
た
か
と
お
も
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
祭
り
に
お
け
る
「
 遊
び
」
は
 

非
日
常
的
な
位
相
に
あ
り
、
祭
り
す
る
者
に
も
、
観
察
す
る
者
 に
 ち
 、
 と
 

も
に
共
感
し
あ
え
る
ひ
と
つ
の
実
在
的
な
現
実
認
識
に
ほ
か
な
 ら
な
い
か
 

ら
で
あ
る
。
 

著
者
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
日
本
の
祭
り
に
は
 ふ
る
 く
は
「
 神
 遊
び
」
 

と
し
て
知
ら
れ
、
い
ま
で
も
「
田
遊
び
」
と
か
「
 浜
 遊
び
」
と
 
ょ
 ば
れ
る
 

神
事
が
の
こ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
聖
化
さ
れ
た
「
遊
び
」
 と
し
て
の
 

神
事
が
存
在
す
る
だ
け
で
な
く
、
芸
能
や
競
争
も
、
飲
食
や
服
 装
 に
お
 け
 

る
 非
日
常
性
も
、
な
ん
ら
か
の
神
聖
化
処
理
が
ほ
ど
こ
さ
れ
た
 
「
遊
び
」
 

と
な
っ
て
い
る
。
著
者
は
ホ
イ
ジ
ン
ガ
を
引
用
し
な
が
ら
、
 日
 本
の
祭
り
 

が
 
「
遊
び
」
の
世
界
に
き
わ
め
て
 
ち
 か
 い
 こ
と
を
強
調
し
、
 
さ
 
ら
に
 キ
リ
 

ス
ト
 
教
的
 信
仰
を
意
識
し
っ
 つ
、
 祭
り
を
「
遊
び
と
同
様
に
意
 識
 的
な
 信
 

Ⅸ
 

 
 

と
 不
信
と
い
う
次
元
を
超
え
た
独
特
の
実
在
空
間
」
（
四
六
頁
 、
傍
点
 著
 

 
 
 
 
 
  
 

者
 ）
と
し
て
仕
置
づ
け
て
い
る
。
 

著
者
の
提
示
し
た
祭
り
の
二
分
法
１
１
祭
儀
（
 @
t
u
a
-
 
と
祝
祭
 
ヰ
 
。
の
 
日
 
@
 

丘
モ
 
（
 六
 0
 頁
 ）
に
あ
て
は
め
れ
ば
、
日
本
の
祭
り
に
お
 い
て
「
 遊
 

び
 」
は
祭
儀
に
も
祝
祭
に
も
通
じ
る
要
素
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
 り
か
、
 
祝
 

祭
 と
な
ら
べ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
「
 聖
犯
 」
も
、
無
理
な
く
「
 遊
び
」
の
 

ヵ
 
テ
ゴ
リ
一
に
い
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
か
 い
 男
女
の
 

達
引
、
 

な
装
 、
泥
酔
、
悪
態
、
喧
嘩
な
ど
ほ
い
ず
れ
も
聖
化
さ
 れ
た
逸
脱
 

行
為
に
ほ
か
な
ら
な
ら
ず
、
お
お
む
ね
そ
れ
は
日
常
的
目
的
の
 た
め
に
 意
 

議
 し
て
お
こ
な
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
 っ
て
 、
祭
 

り
 全
体
の
キ
ー
フ
 
一
ド
 と
し
て
「
遊
び
」
は
た
か
い
有
効
性
を
 も
つ
と
か
 

ん
が
え
ら
れ
る
。
 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
う
い
う
わ
 け
か
 
「
遊
び
」
は
挫
折
し
て
 
し
ま
っ
 

た
 。
挫
折
が
い
い
す
ぎ
だ
と
す
れ
ば
、
頓
挫
し
て
し
ま
っ
た
。
 そ
れ
は
、
 

薗
田
氏
自
身
に
と
っ
て
も
、
ま
た
「
遊
び
の
会
」
に
た
い
し
て
 も
 妥
当
す
 

る
 。
「
遊
び
」
は
、
も
は
や
、
わ
れ
わ
れ
の
祭
礼
研
究
を
推
進
 す
る
、
 
強
 

力
な
エ
ソ
ジ
ソ
 
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
「
 遊
 び
の
ム
ヱ
 」
 

の
場
合
は
、
メ
ン
バ
ー
の
拡
散
と
関
心
の
多
様
化
が
そ
の
理
由
 の
ひ
と
つ
 

と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ
 う
 。
 

失
速
し
た
「
遊
び
」
に
か
わ
っ
て
、
著
者
の
場
合
に
は
、
「
 家
 Ⅴ
ハ
 

@
 
拍
 が
 
ト
 
」
。
 ナ
リ
 

・
 
@
 

浮
上
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
過
渡
期
に
「
神
話
」
へ
の
取
り
組
 み
が
あ
っ
 

た
 。
著
者
は
神
話
も
祭
り
と
お
な
じ
く
共
感
的
に
理
解
す
べ
き
 で
あ
る
と
 



い
う
立
場
に
た
ち
、
日
本
の
古
代
神
話
を
、
「
古
代
文
学
や
古
 代
 思
想
と
 

し
て
で
な
く
、
古
代
宗
教
と
し
て
」
（
一
二
四
頁
）
位
置
づ
 け
 る
こ
こ
ろ
 

み
に
着
手
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
祭
り
の
現
象
学
的
研
究
 か
ら
え
ら
 

れ
た
祭
式
論
を
駆
使
し
、
あ
ら
た
な
神
話
解
釈
を
 う
 ち
だ
し
た
 。
そ
れ
は
 

「
古
典
神
話
の
中
に
祭
式
と
立
体
的
に
共
鳴
し
得
る
神
話
コ
ー
ド
 
を
 探
し
 

出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
残
響
す
る
本
来
の
神
話
性
を
構
 造
 的
に
明
 

ら
か
に
す
る
」
（
一
二
六
頁
）
と
い
う
意
欲
的
な
方
法
に
も
と
 つ
い
て
い
 

る
 。
こ
う
し
て
、
た
と
え
ば
 ィ
 ザ
ナ
ギ
 と
 イ
ザ
ナ
 ミ
 の
会
話
を
 「
祭
式
の
 

場
 で
こ
そ
演
じ
ら
る
べ
 き
 極
め
て
様
式
的
な
会
話
」
（
一
六
七
 頁
 ）
 と
み
 

な
し
、
ヒ
ル
 コ
と
 淡
島
が
う
ま
れ
た
の
は
祭
式
の
あ
や
ま
ち
に
 起
因
す
る
 

と
 解
釈
す
る
 0
 ま
た
別
の
箇
所
で
は
、
 ス
サ
ノ
ヲ
 の
反
抗
・
 追
 故
 に
つ
い
 

て
 「
祭
式
的
に
は
イ
メ
ー
ジ
化
し
た
事
態
を
契
機
的
に
引
き
受
 
げ
て
、
 聖
 

婚
の
所
作
を
慎
重
但
し
 、
 死
を
傲
れ
と
捉
え
、
追
放
す
べ
き
 ス
 サ
ノ
ヲ
的
 

疫
神
を
登
場
せ
し
め
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
祭
式
的
収
拾
が
発
動
 す
る
と
 考
 

え
て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
」
（
三
一
 0
 頁
 ）
と
結
論
づ
け
て
い
 る
 。
こ
の
 

よ
う
な
祭
式
的
解
釈
が
日
本
神
話
の
研
究
の
な
か
で
い
か
な
る
 反
響
を
 ょ
 

ん
だ
か
、
評
者
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
の
解
釈
 の
 妥
当
性
 

に
つ
い
て
も
論
評
し
う
る
立
場
に
は
な
い
。
た
だ
、
一
般
論
と
 し
て
、
 神
 

話
 と
い
う
も
の
が
、
文
献
学
的
な
考
証
や
文
化
的
影
響
関
係
だ
 げ
で
は
す
 

ま
せ
ら
れ
な
い
宗
教
的
な
意
味
を
も
ち
、
古
代
人
や
い
わ
ゆ
る
 未
開
人
の
 

 
 

 
 

舘
元
的
 構
造
分
析
や
祭
式
的
解
釈
を
、
と
き
に
は
こ
え
る
 ょ
 5
 な
宗
教
的
 洞
 

乗
力
を
必
要
と
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
神
話
の
場
合
、
 そ
 れ
が
何
で
 

あ
る
か
、
評
者
に
は
か
い
も
く
見
当
も
っ
か
な
い
の
で
は
あ
る
 .
@
O
 

カ
 

さ
て
、
一
九
八
 0
 年
代
に
な
る
と
・
著
者
は
「
家
郷
」
と
い
う
 概
念
に
 

と
り
っ
か
れ
た
か
の
よ
う
に
、
祭
り
の
風
土
論
・
空
間
論
を
展
 聞
 し
は
じ
 

め
る
。
中
世
以
来
の
 

ム
ラ
や
マ
チ
 は
小
宇
宙
的
な
宗
教
的
世
 界
を
構
成
 

し
 、
「
祖
孫
一
体
の
郷
土
意
識
な
い
し
同
胞
意
識
」
（
二
五
二
頁
 

）
を
も
っ
 

て
い
る
。
そ
れ
が
著
者
の
 い
う
 家
郷
性
で
あ
る
。
ま
た
、
「
家
郷
 

」
は
「
 共
 

同
主
観
的
な
原
空
間
」
（
二
五
二
頁
）
と
も
い
い
か
え
ら
れ
る
。
 

「
祭
り
」
 

は
そ
の
「
家
郷
」
を
ま
も
り
、
継
続
す
る
い
と
な
み
に
ほ
か
な
 ら
な
い
。
 

そ
ら
し
た
立
場
か
ら
、
大
和
と
飛
騨
の
神
社
と
そ
の
祭
祀
を
詳
 細
 に
お
っ
 

た
あ
と
、
「
自
然
を
風
土
と
し
、
風
土
を
家
郷
と
す
る
に
は
、
 神
話
を
歴
 

史
 と
し
、
歴
史
を
神
話
化
し
て
自
他
と
も
に
 共
 観
の
世
界
と
す
 る
ほ
か
は
 

な
い
」
（
 二
二
 0
 頁
 ）
と
 か
 す
ん
で
い
る
。
奄
美
の
神
社
を
と
 り
あ
げ
た
 

行
論
で
は
、
家
郷
性
を
 T
.
 

ル
ッ
ク
マ
 

ソ
 の
「
見
え
な
い
宗
教
 」
に
あ
て
 

は
め
、
「
個
人
的
な
信
仰
を
超
え
た
家
郷
性
と
も
い
 う
 べ
き
（
 見
え
な
い
 

宗
教
 ご
 
（
 三
 二
九
頁
）
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
 

「
 序
 」
の
最
後
で
薗
田
 氏
は
 
「
い
ま
は
迷
 う
 こ
と
な
く
父
祖
の
道
 を
継
 

い
で
氏
神
の
祭
祀
に
仕
え
る
身
と
も
な
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
 が
 、
そ
れ
 

が
こ
の
「
家
郷
」
と
っ
た
が
っ
て
い
る
こ
と
ほ
ま
ち
が
い
な
い
 。
「
遊
び
」
 

か
ら
「
家
郷
」
へ
の
関
心
の
変
化
は
、
 

間
 主
観
的
な
共
感
か
ら
 共
同
主
観
 

的
な
共
感
へ
の
多
難
な
道
程
で
あ
っ
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
共
感
的
理
解
と
い
う
も
の
は
、
し
ば
し
ば
非
共
感
 的
な
部
の
 

 
 

分
を
排
除
す
る
 慎
向
 が
あ
る
。
共
感
を
 ょ
は
 な
 い
 も
の
は
、
 
対
 象
の
重
要
 

ひ
 

な
 構
成
要
素
で
あ
っ
て
も
、
研
究
の
視
野
か
ら
も
れ
て
し
ま
う
  
 

る
 。
あ
る
い
は
逆
に
、
そ
れ
は
強
引
に
共
感
に
ひ
 き
つ
 げ
ら
れ
 
る
こ
と
も
 



あ の り う に そし で め 拒の ぐは ぅ で 秩げ 通家 あ     
い
い
す
ぎ
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
 

旨
 ほ
ど
の
ル
家
郷
性
ル
と
も
い
う
べ
 

-
 
島
民
に
限
ら
ず
、
少
な
く
と
も
か
っ
 

風
土
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
（
二
三
 

に
 家
や
郷
の
社
会
規
範
を
内
包
す
る
 

た
こ
と
は
そ
の
と
お
り
だ
が
、
家
郷
 

ど
う
理
解
し
た
ら
い
い
の
で
あ
ろ
う
 

-
 
と
め
る
こ
と
の
で
き
な
く
な
っ
た
 人
 

あ
る
の
 た
 ろ
 う
か
 。
そ
の
あ
る
も
の
 

、
あ
る
い
は
 ヵ
ノ
 ラ
の
フ
ァ
イ
ン
ダ
 

け
れ
ど
も
、
他
方
で
は
祭
典
の
寄
付
 

で
は
な
い
。
祭
り
と
も
な
れ
ば
、
 

」
の
安
住
の
地
）
（
 三
 二
九
頁
）
に
も
 

。
む
し
ろ
、
現
代
の
大
衆
社
会
で
は
 

ぅ
が
 圧
倒
的
多
数
を
し
め
て
い
る
。
 

む
し
ろ
例
外
的
存
在
に
ち
か
 い
 。
 

「
家
郷
」
の
求
心
力
は
祭
り
に
お
い
 

る
の
で
は
な
い
か
。
神
輿
の
同
好
会
 

「
家
郷
」
よ
り
も
む
し
ろ
「
遊
び
」
 

し
か
な
証
拠
の
よ
う
に
み
え
る
。
 

ふ
 

一
 
お
し
、
「
家
郷
」
を
く
ぐ
り
 め
 げ
た
 

-
 
再
考
す
る
時
期
に
ぎ
て
い
る
の
か
も
 ては しれな （見 ぎ ・秩序か - 「遊び 一 たたび 、現 が 一や無数 てさえ 奄美の 、求心 とる人 家郷性 ・をかた から ｜ は神輿 々と、 か。 べ 求心的 九頁） 日 えない Ⅰを 、 遊ぴ 「 代の祭 のカメ も急速 や ムラ を カ ぅ ばかり をもと くなに 祭りを をかつ 「祭り」 ェやム らはみ 家郷 な づ とっ 本人共 
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書評と紹介 

よ
 う
 に
、
山
林
で
の
修
行
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、
平
安
 

仏
教
は
 、
 

山
林
 科
 薮
の
聖
が
開
い
た
密
教
中
心
の
仏
教
で
あ
り
、
霊
場
の
 

仏
教
で
あ
 

つ
た
。
鎌
倉
時
代
の
補
陀
落
浄
土
の
霊
場
で
あ
っ
た
室
戸
岬
、
 

足
摺
岬
 

が
 ，
弘
法
大
師
信
仰
に
結
び
付
き
、
四
国
霊
場
が
形
成
さ
れ
た
 

こ
と
や
、
 

観
音
の
三
十
三
身
の
思
想
に
基
づ
く
観
音
巡
礼
は
、
平
安
 

末
に
 西
国
三
十
 

三
 か
所
霊
場
と
し
て
成
立
し
、
中
世
に
は
関
東
一
円
に
も
霊
場
 

が
 生
ま
れ
 

た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
、
元
来
、
修
行
者
の
歩
む
道
が
、
霊
場
 

化
し
て
い
 

っ
た
 経
緯
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
霊
場
の
流
行
に
は
、
巡
礼
に
よ
 

る
 仏
国
 

土
の
実
現
と
い
う
象
徴
性
の
受
容
が
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
 

て
い
る
。
 

中
世
後
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
、
霊
場
へ
の
需
要
が
高
ま
る
 

申
 で
 講
が
 形
 

成
さ
れ
始
め
、
聖
の
役
割
も
変
質
し
た
。
即
ち
、
密
教
の
験
 

力
 を
 発
揮
す
 

る
 行
者
か
ら
、
信
者
と
霊
場
を
結
ぶ
仲
介
者
へ
と
い
う
変
化
が
 

あ
っ
た
。
 

そ
う
し
た
聖
が
現
代
ま
で
も
生
き
な
が
ら
え
て
い
る
こ
と
に
、
 

著
名
は
読
 

者
の
注
意
を
喚
起
し
よ
う
と
す
る
。
 

 
 

そ
こ
に
 

第
一
章
「
近
代
に
お
け
る
 
旅
と
 宗
教
」
は
、
近
世
末
か
ら
近
代
 
に
か
け
 

て
 四
国
遍
路
に
対
す
る
為
政
者
と
地
元
住
人
の
対
応
の
変
化
を
 

捉
え
て
、
 

多
義
的
な
機
能
を
も
っ
た
宗
教
的
な
旅
人
が
、
蔑
視
さ
れ
る
だ
 

け
の
対
象
 

に
な
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
近
世
に
お
い
て
は
、
官
民
あ
げ
 

て
の
巡
礼
 

保
護
政
策
が
さ
れ
て
い
た
の
が
、
明
治
初
頭
に
は
六
十
六
部
 

回
 国
禁
止
の
 

太
政
官
布
告
に
対
応
し
て
、
高
知
県
、
香
川
県
の
為
政
者
と
 

%
 乃
村
落
か
 

ほ
 、
遍
路
を
乞
食
と
同
一
視
し
、
社
会
的
脱
落
者
で
あ
る
か
ら
 

と
い
う
 近
 

代
 的
な
乞
食
 観
 が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
 

第
二
章
「
 講
と
 霊
場
参
詣
」
は
、
参
詣
を
目
的
と
す
る
講
の
機
 能
 や
形
 

態
 に
つ
い
て
の
論
究
で
あ
る
。
四
国
遍
路
、
西
国
巡
礼
な
ど
 
へ
ハ
り
 
麦
生
田
 

が
 、
民
俗
社
会
で
は
若
者
の
成
人
儀
礼
的
な
機
能
を
持
っ
こ
と
 が
 少
な
く
 

な
く
、
村
落
内
の
同
世
代
集
団
の
連
帯
を
は
ぐ
く
み
、
年
齢
 階
 梯
 的
な
 村
 

落
 社
会
を
形
成
す
る
契
機
と
な
る
こ
と
が
・
述
べ
ら
れ
る
。
 岡
 山
県
美
作
 

ぬ
 方
に
あ
る
新
四
国
霊
場
の
実
例
が
紹
介
さ
れ
て
、
特
定
の
講
 が
 霊
場
を
 

管
理
し
て
巡
拝
す
る
 フ
イ
ブ
と
 、
四
国
、
西
国
の
巡
礼
霊
場
の
 よ
う
に
、
 

誰
に
で
も
開
放
さ
れ
た
タ
イ
プ
が
対
照
さ
れ
比
較
考
察
さ
れ
る
 。
前
者
は
 

村
を
越
え
た
講
に
な
り
や
す
く
、
後
者
は
村
の
中
に
収
 敬
 す
る
 。
し
か
し
 

同
士
的
連
帯
と
在
家
主
義
に
お
い
て
は
、
両
者
の
共
通
性
が
 
着
眼
さ
れ
 

て
、
 講
の
運
営
に
お
い
て
信
者
の
持
つ
宗
教
的
な
創
造
性
が
生
 ぎ
て
い
る
 

こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
 

第
三
章
「
巡
礼
行
者
の
宗
教
的
達
成
」
は
、
巡
礼
者
に
と
っ
て
 め
 
示
教
的
 

な
 達
成
と
ほ
何
か
を
問
い
、
内
面
的
な
問
題
と
、
空
間
的
な
問
 題
か
ら
の
 

ア
プ
ロ
 一
チ
を
 試
み
る
。
内
面
的
・
思
想
的
な
こ
と
と
し
て
は
 
一
遍
の
 

例
を
取
り
あ
げ
て
、
巡
礼
者
は
個
人
の
肉
体
の
実
践
に
よ
っ
て
 聖
性
 を
獲
 

得
し
ょ
う
と
し
、
教
団
の
論
理
と
は
対
立
す
る
と
論
じ
ら
れ
る
 。
巡
礼
 霊
 

場
の
空
間
論
的
な
意
味
と
し
て
は
、
霊
場
は
極
楽
に
近
い
存
在
 で
あ
り
、
 

彼
岸
と
此
岸
を
結
ぶ
媒
介
で
あ
る
こ
と
が
考
察
さ
れ
、
巡
礼
の
 霊
場
は
巡
 

礼
者
に
と
っ
て
は
象
徴
的
な
八
十
八
や
三
十
三
な
ど
の
数
の
使
 用
に
よ
っ
 

 
 

て
 仏
国
土
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
と
い
う
指
摘
が
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

第
四
章
「
弘
法
大
師
の
母
」
は
、
ど
の
よ
う
な
職
業
的
な
宗
教
 者
が
四
（
 

国
 霊
場
の
習
俗
を
普
及
さ
せ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
を
か
か
げ
 、
弘
法
大
Ⅸ
 

師
の
父
を
「
 藤
 新
太
夫
」
、
母
を
「
あ
こ
や
御
前
」
と
す
る
 架
 空
の
伝
承
 



の
 淵
源
を
さ
ぐ
り
な
が
ら
、
そ
の
問
い
口
答
え
よ
う
と
し
た
 論
 文
 。
説
経
 

日
 
苅
萱
 b
 の
「
高
野
の
巻
」
に
す
で
に
、
弘
法
大
師
の
母
あ
こ
 う
 御
前
が
 

幼
い
大
師
を
連
れ
て
、
四
国
を
巡
っ
た
話
が
残
さ
れ
て
い
る
。
 讃
岐
国
弘
 

谷
 寺
の
記
録
を
見
る
と
、
弘
法
大
師
の
父
母
 像
が
 阿
弥
陀
如
来
 、
弥
勒
 菩
 

薩
に
 変
化
す
る
過
程
が
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
高
野
山
山
麓
 に
あ
る
 名
 

刹
 慈
尊
 院
は
 、
弥
勒
菩
薩
を
本
尊
と
し
、
そ
れ
が
弘
法
大
師
の
 母
で
あ
る
 

と
い
う
伝
承
を
残
し
て
い
る
が
、
慈
尊
 院
 に
あ
っ
た
諸
伝
承
が
 、
聖
 た
ち
 

の
 唱
導
に
よ
っ
て
、
一
方
に
円
苅
萱
 ヒ
 に
と
り
こ
ま
れ
て
、
 他
 方
 中
世
 末
 

か
ら
近
世
初
頭
に
 弥
谷
寺
 に
も
及
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
 よ
う
な
 伝
 

承
の
系
譜
を
見
て
 い
 き
、
高
野
山
の
聖
や
そ
の
 末
商
が
 、
四
国
 霊
場
信
仰
 

の
 普
及
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
て
い
る
。
 

第
五
章
「
四
国
遍
路
の
行
者
と
そ
の
宗
教
的
活
動
」
は
、
四
国
 遍
路
の
 

案
内
記
㍉
四
国
辺
 路
道
 指
南
㌔
 
日
 四
国
偽
札
功
徳
 記
 」
の
著
者
 で
あ
る
 真
 

念
の
信
仰
の
あ
り
方
を
、
口
四
国
 偏
礼
 功
徳
 記
 b
 の
内
容
の
特
 質
の
分
析
 

か
ら
浮
か
び
あ
が
ら
せ
よ
 う
 と
し
た
試
み
で
あ
る
。
真
金
の
 活
 勤
 は
 、
頭
 

陀
科
 鼓
行
の
聖
で
、
四
国
霊
場
に
お
け
る
作
善
を
行
い
、
大
坂
 で
の
勧
進
 

な
 行
う
も
の
で
あ
っ
た
。
口
四
国
 
偏
礼
 功
徳
 記
ヒ
の
 モ
テ
ィ
ー
 フ
分
析
 か
 

ら
 、
 真
 念
は
、
遍
路
の
功
徳
を
説
き
、
遍
路
を
迎
え
入
れ
る
こ
 と
を
す
す
 

め
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
個
人
的
な
行
動
様
式
の
四
 国
 遍
路
と
 

い
う
場
で
真
金
 が
 、
信
者
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
、
 著
 者
は
遊
行
 

宗
教
者
の
悲
劇
を
見
て
い
る
。
 

第
二
部
「
民
俗
宗
教
論
」
 

第
一
章
「
室
町
 期
 に
お
け
る
宗
教
の
風
流
化
と
寺
社
参
詣
」
は
 、
貴
族
 

0
 日
記
の
検
討
を
通
し
て
、
十
五
世
紀
初
頭
か
ら
中
葉
に
か
け
 て
 伊
勢
へ
 

の
 参
詣
を
目
的
と
す
る
神
明
講
が
開
始
さ
れ
た
経
緯
を
堀
り
お
 @
 
」
し
た
も
 

の
で
あ
る
。
御
師
は
そ
れ
に
介
在
し
た
が
、
永
続
的
な
集
団
 意
 識
の
組
織
㎝
 

に
ま
で
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
り
こ
の
時
 代
の
都
市
の
 

 
 

住
民
の
信
仰
の
諸
相
を
、
霊
験
、
芸
能
、
開
帳
、
勧
請
、
法
談
 に
 分
け
て
㏄
 

見
て
い
く
と
、
参
詣
の
遊
楽
化
、
風
流
化
と
い
 ゥ
 著
し
い
特
徴
 が
あ
ら
わ
 

れ
て
く
る
が
、
寺
社
側
の
都
市
の
宗
教
的
浮
動
層
を
い
か
に
 把
 揖
 す
る
の
 

か
と
い
う
戦
略
で
も
あ
っ
た
。
風
流
は
、
中
世
後
期
の
都
市
の
 新
た
な
 大
 

紫
文
化
の
表
現
で
あ
り
、
こ
の
時
代
の
地
殻
変
動
の
象
徴
で
あ
 っ
 た
こ
と
 

が
 述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

第
二
章
「
山
の
法
師
と
里
の
勧
進
」
は
、
十
一
世
紀
末
か
ら
十
一
 
二
世
紀
 

に
か
け
て
説
話
 集
に
 、
山
岳
修
行
僧
に
 よ
 る
飛
鉢
 法
 が
描
か
れ
 て
い
て
、
 

日
々
の
食
糧
を
そ
れ
に
よ
っ
て
手
に
い
れ
て
い
た
と
い
う
話
を
 と
り
あ
げ
 

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
飛
鉢
 法
 説
話
の
背
後
に
は
、
海
の
交
通
 の
 要
所
に
 

あ
っ
た
山
岳
寺
院
が
、
往
還
す
る
船
か
ら
供
料
を
要
求
す
る
 権
 利
 を
も
っ
 

て
い
た
こ
と
が
、
土
佐
の
金
剛
宝
寺
の
事
例
な
ど
か
ら
推
察
さ
 れ
る
。
 近
 

世
に
お
け
る
同
様
な
事
例
と
し
て
、
会
津
 恵
目
寺
 0
 々
 ナ
 バ
 ツ
 、
能
登
 石
 

動
 寺
の
知
識
不
勧
進
が
紹
介
さ
れ
て
、
中
世
に
お
け
る
一
山
塊
 模
の
寺
社
 

の
 勧
進
活
動
に
ま
で
遡
る
の
で
あ
り
、
山
の
宗
教
的
権
威
に
 裳
 付
け
ら
れ
 

た
 里
へ
の
強
制
で
あ
っ
た
こ
と
が
説
か
れ
る
。
そ
こ
か
ら
著
者
 は
 ・
山
と
 

里
 と
の
相
互
依
存
と
と
も
に
非
親
和
的
な
緊
張
関
係
が
あ
っ
た
 @
 
」
と
を
 指
 

摘
 す
る
。
 

第
二
一
章
「
冥
界
か
ら
の
救
済
」
は
、
古
代
末
か
ら
中
世
に
か
け
 

て
の
 地
 

蔵
 説
話
の
中
か
ら
地
蔵
信
仰
の
特
質
を
見
い
出
そ
う
と
す
る
論
 文
 。
同
地
 

蔵
 菩
薩
霊
験
記
 b
 の
曽
我
兄
弟
の
怨
霊
の
話
を
手
が
か
り
に
、
 

中
世
的
な
 



怨
霊
慰
撫
の
物
語
で
あ
っ
た
こ
と
が
解
明
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
 ぬ
蔵
 説
話
 

の
な
か
の
地
獄
黄
舌
譚
を
以
下
の
よ
う
に
分
類
す
る
。
第
一
は
 、
 熱
心
な
 

信
者
が
地
獄
に
落
ち
、
地
蔵
の
助
げ
で
蘇
生
す
る
。
第
二
は
 、
 不
信
心
の
 

者
が
地
獄
に
落
ち
る
が
、
生
前
の
一
度
の
善
根
に
よ
り
地
蔵
に
 よ
っ
て
 蘇
 

生
す
る
。
第
三
に
地
獄
の
苦
し
み
を
地
蔵
が
救
 う
が
 、
現
世
に
 は
 蘇
生
し
 

な
い
。
第
一
、
第
二
の
タ
イ
プ
が
、
蘇
生
し
た
当
人
の
証
言
だ
 が
 、
第
三
 

は
 、
当
人
が
蘇
生
し
な
い
以
上
、
地
獄
と
現
世
を
媒
介
す
る
 特
 定
の
人
間
 

を
 必
要
と
し
、
特
定
の
空
間
に
出
現
す
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
し
 て
 、
 衆
一
二
 

竹
 

の
 タ
イ
プ
 は
 、
民
間
習
俗
的
な
色
彩
を
持
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
 あ
り
、
 地
 

威
信
仰
の
民
間
信
仰
化
が
あ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
 

第
四
章
「
た
た
り
・
怨
霊
，
異
人
」
は
、
た
た
り
の
民
俗
伝
承
 の
事
例
 

か
ら
、
た
た
り
の
原
因
が
外
部
の
異
人
の
行
為
に
帰
せ
ら
れ
て
、
 さ
ら
に
 

そ
の
非
業
の
死
に
よ
る
と
さ
れ
る
こ
と
の
理
由
を
問
 5
 て
い
る
。
 六
部
 殺
 

し
の
事
例
等
の
検
討
を
通
し
て
、
た
た
り
現
象
と
は
、
社
会
自
 体
の
行
為
 

が
 災
厄
と
な
っ
て
自
分
自
身
 へ
 ふ
り
か
か
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
 る
と
い
う
 

見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
 

補
講
「
民
間
信
仰
か
ら
民
俗
宗
教
へ
」
は
、
近
年
に
お
け
る
「
 民
間
信
 

仰
 」
か
ら
「
民
俗
宗
教
」
へ
の
用
語
の
変
化
に
、
民
間
信
仰
 研
 免
者
の
認
 

識
の
枠
組
み
の
揺
れ
と
同
時
に
、
民
間
信
仰
現
象
の
変
化
が
あ
 る
こ
と
を
 

考
察
し
た
も
の
で
あ
る
、
共
同
体
や
家
族
に
基
盤
を
お
い
た
 
民
間
信
仰
 

騎
は
 、
都
市
化
に
 よ
 る
共
同
体
の
衰
退
や
家
族
の
変
化
と
と
 も
に
、
根
こ
そ
 

と
 
ぎ
 に
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
著
者
は
、
民
俗
宗
教
論
の
一
つ
 と
し
て
 ヒ
 

翻
ジ
リ
 へ
の
視
点
を
重
視
し
、
中
世
、
近
世
、
近
代
の
宗
教
 史

を
ヒ
ジ
リ
 の
 

活
躍
に
よ
っ
て
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
実
例
を
挙
げ
て
 説
く
。
 特
 

に
 共
同
体
解
体
の
都
市
的
状
況
の
中
で
は
、
宗
教
的
な
諸
観
念
 @
%
 
ヒ
ジ
 

リ
と
 信
者
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
 
な
 関
係
の
中
で
し
か
成
り
立
た
な
い
 @
 」
と
を
 指
 

摘
し
、
 益
々
 ヒ
ジ
リ
 
へ
の
視
点
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
 て
い
る
。
 

以
上
が
、
本
書
の
概
要
で
あ
る
が
、
扱
っ
て
い
る
領
域
は
巡
礼
 を
 中
心
 

に
 広
 い
 裾
野
を
も
ち
、
著
者
は
様
々
な
方
向
か
ら
の
 ァ
 プ
 ロ
｜
 チ
 に
よ
っ
 

て
 民
俗
宗
教
の
多
面
的
・
多
義
的
な
面
を
解
読
し
ょ
う
と
し
て
 い
る
。
 そ
 

れ
は
、
著
者
の
学
問
的
な
関
心
の
幅
の
広
さ
と
多
能
を
物
語
る
 も
の
で
あ
 

ろ
う
。
本
書
は
、
ア
フ
ロ
ー
チ
の
違
い
に
よ
っ
て
三
つ
の
研
究
 領
域
に
分
 

げ
て
、
理
解
す
る
の
が
わ
か
り
や
す
い
と
思
わ
れ
る
す
る
。
 

第
一
は
、
説
話
や
伝
承
を
手
が
か
り
に
、
そ
の
内
容
の
モ
テ
ィ
 ｜
フ
の
 

分
析
を
通
し
て
、
民
間
信
仰
に
対
応
す
る
も
の
を
抽
出
す
る
と
 い
 5
 手
法
 

を
 使
用
す
る
も
の
。
「
山
の
法
師
と
里
の
勧
進
」
、
「
冥
界
か
ら
の
 

救
済
」
、
 

あ
る
い
は
「
弘
法
大
師
の
母
」
が
そ
れ
に
あ
た
る
が
、
説
話
の
 持
っ
意
味
 

が
 、
民
間
信
仰
に
照
ら
し
て
解
読
さ
れ
て
い
く
民
俗
学
特
有
の
 謎
解
き
の
 

面
白
さ
を
読
者
は
味
わ
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
面
白
い
だ
 げ
で
は
な
 

く
 、
中
世
の
勧
進
、
怨
霊
慰
撫
と
い
う
中
世
宗
教
史
を
考
え
る
 上
 で
重
要
 

な
 事
項
に
つ
い
て
の
民
俗
学
的
な
検
討
が
さ
れ
て
い
て
、
興
味
 深
く
読
む
 

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
例
え
ば
「
山
の
法
師
と
里
の
勧
進
」
で
 は
、
平
 

安
 末
の
説
話
 集
が
 引
か
れ
て
い
て
、
あ
と
か
ら
戦
国
難
の
一
山
 支
配
の
こ
 

と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
説
話
の
時
代
と
史
実
の
時
代
の
あ
 い
だ
に
 時
 

 
 

代
 差
が
あ
り
す
ぎ
る
点
は
、
問
題
点
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

 
 
 
 

第
二
は
、
歴
史
史
料
を
駆
使
し
て
、
民
間
信
仰
の
変
動
を
 テ
｜
 て
 に
し
（
 

た
も
の
。
「
室
町
 期
 に
お
け
る
宗
教
の
風
流
化
と
寺
社
参
詣
」
、
 

「
近
代
に
 

臣
 

 
 

お
け
る
 旅
と
 宗
教
」
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
前
者
は
、
中
世
後
期
 の
 京
都
の
 



大
衆
文
化
の
変
動
を
捉
え
て
お
り
、
後
者
は
、
明
治
初
頭
の
民
 間
 信
仰
の
 

変
動
を
対
象
に
し
て
い
る
。
中
世
後
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
 長
期
的
な
 

変
動
と
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
急
激
な
変
動
は
、
お
そ
 ら
く
は
 日
 

太
宗
教
史
に
お
け
る
二
つ
の
大
変
動
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
か
 ろ
 う
 。
 こ
 

の
よ
う
な
著
者
の
、
歴
史
的
に
民
間
信
仰
の
変
動
を
解
明
し
て
 い
く
姿
勢
 

は
 、
民
俗
学
の
中
で
は
貴
重
な
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
歴
史
民
俗
 学
 に
ふ
さ
 

わ
し
い
労
作
で
あ
る
。
評
者
は
、
こ
れ
ら
の
論
文
を
高
く
評
価
 し
た
い
。
 

第
三
は
、
一
般
論
の
レ
ベ
ル
で
の
問
い
を
民
俗
事
象
に
投
げ
か
 げ
 ろ
タ
 

イ
 ブ
 の
も
の
。
「
巡
礼
行
者
の
宗
教
的
達
成
」
、
「
た
た
り
・
 怨
 霊
 
・
 異
 

人
 」
、
「
 
講
と
 霊
場
参
詣
」
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
れ
ら
の
論
文
 で
 為
さ
れ
 

る
 
「
巡
礼
者
に
と
っ
て
宗
教
的
達
成
と
は
な
に
か
」
と
か
「
 
た
 た
り
の
 原
 

因
 が
外
部
者
に
帰
せ
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
か
」
と
い
う
問
い
か
け
 が
 、
民
俗
 

単
 に
と
っ
て
適
切
な
問
い
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
 

一
般
論
の
 

レ
ベ
ル
で
の
問
い
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
民
俗
事
象
に
投
げ
か
け
、
性
 急
 に
答
 

え
を
得
よ
う
と
す
る
た
め
に
、
議
論
が
観
念
的
に
な
っ
て
い
る
 印
象
を
ぬ
 

ぐ
 5
 こ
と
は
で
き
な
い
。
 

以
上
が
、
評
者
の
個
別
論
文
へ
の
論
評
で
あ
る
が
、
最
後
に
本
室
 日 の
 全
 

体
 に
か
か
わ
る
評
者
の
疑
問
点
を
提
出
し
て
書
評
の
責
め
を
 終
 
え
た
い
。
 

著
者
に
は
、
学
僧
よ
り
も
 ヒ
ジ
リ
 が
、
聖
職
者
よ
り
も
在
家
信
 者
が
 、
宗
 

教
 的
な
創
造
力
を
発
揮
し
、
活
躍
を
し
て
き
た
と
い
う
考
え
が
 っ
よ
 く
 る
 

る
 。
 ヒ
ジ
 り
や
在
家
信
者
の
活
動
が
 、
 常
に
評
価
さ
れ
る
対
象
 に
な
る
の
 

で
あ
る
。
「
聖
の
宗
教
は
い
つ
の
世
で
も
、
社
会
の
大
掛
り
な
 変
動
の
時
 

代
 に
大
き
な
役
割
を
果
た
そ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
」
と
 Ⅱ
リ
 
ラ
 甘
口
Ⅱ
 

軽
 H
 

で
、
論
文
が
結
ば
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
こ
れ
は
、
 
著
 者
の
ら
 杏
教
 

（
 
史
 ）
観
で
は
あ
っ
て
も
、
史
実
と
し
て
論
証
で
き
る
も
の
で
は
 
な
い
と
 思
 

ぅ
 。
中
世
か
ら
近
世
、
近
世
か
ら
近
代
、
戦
前
か
ら
戦
後
と
い
 
う
 日
本
史
Ⅸ
 

上
の
変
動
期
に
、
ヒ
ジ
 

リ
 が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
か
ど
う
 か
は
、
実
の
 

 
 

証
 的
に
論
証
し
難
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
 

ヒ
ジ
リ
 の
過
大
評
 価
が
、
実
 

㏄
 

態
か
ら
の
遊
離
を
招
く
危
険
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
 

著
 者
は
、
「
 
教
 

団
 と
信
者
の
中
間
に
あ
っ
て
両
者
を
媒
介
す
る
立
場
に
あ
る
 宗
 裁
着
 群
 」
 

と
ヒ
ジ
リ
 
の
規
定
を
し
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
通
時
代
 的
な
概
念
 

と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
奈
良
時
代
の
山
林
修
行
者
か
ら
、
・
 

現
 代
 の
霊
寵
 

者
 ま
で
が
、
ヒ
ジ
 
リ
 の
概
念
に
は
入
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
な
 る
と
概
念
 

は
荘
 漠
た
る
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
著
者
が
挙
げ
 る
ヒ
ジ
リ
 

の
 実
例
が
先
の
規
定
に
ぴ
っ
た
り
当
て
は
さ
る
か
ど
う
か
も
 疑
 間
 
で
あ
 

る
 。
も
ち
ろ
ん
著
者
は
、
先
に
述
べ
た
よ
 う
 に
、
民
間
信
仰
の
 
変
動
に
関
 

す
る
秀
抜
な
論
文
を
書
い
て
お
り
、
歴
史
的
変
化
に
関
す
る
 豊
 か
な
知
見
 

を
 有
す
る
研
究
者
で
あ
る
こ
と
は
、
言
 う
 ま
で
も
な
い
。
で
あ
 れ
ば
こ
 

そ
 、
ヒ
ジ
 リ
 に
関
し
て
通
時
代
的
な
見
方
に
身
を
ゆ
だ
 ぬ
 る
 ょ
 り
も
、
 時
 

代
 限
定
的
に
 
ヒ
ジ
リ
 の
概
念
を
使
用
し
た
方
が
宗
教
史
研
究
に
 と
っ
て
 有
 

益
 な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
 

民
俗
学
の
分
野
で
は
、
民
俗
学
の
衰
微
を
憂
う
ペ
シ
ミ
ズ
ム
が
 今
な
お
 

流
行
の
よ
う
だ
が
、
本
書
を
読
み
、
著
者
の
 ヒ
 ジ
リ
民
俗
学
の
 
学
風
に
は
 

ど
こ
か
し
ら
健
全
な
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
の
精
神
が
あ
る
こ
と
を
 感
じ
る
こ
 

と
が
で
き
た
。
ひ
さ
し
ぶ
り
に
、
元
気
の
出
る
民
俗
学
の
本
に
 出
会
う
こ
 

と
が
で
き
た
こ
と
を
喜
び
た
い
。
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Concerning "Feeling" 

in Schleiermacher's Discourse on Religion 

Kenji KAWASHIMA 

That "feeling" forms the center of Schleiermacher's religious thought 
is a matter of common knowledge. However, while using the same 
word "feeling", between the concept of "feeling" in the definition of 
religion as "the intuition and feeling of the universe" in the first edi- 

tion of his maiden work, Discourse on Religion (1799), and the "feeling 
of absolute dependence" in the second edition of his The Christian 
Faith (1830), representative of the work of his later period, a great 
change can be seen in the content of that term. The author of this 

paper perceives a great change in the concept "feeling" in the second 
edition of Discourse on Religion (1806) and believes that "feeling" in 
this second edition already contains a content which corresponds with 
the "feeling of absolute dependence" of his later period. 

In this paper, first of all, by a comparative examination of the 
concept of religion in the first and second editions of Discourse on 

Religion, the difference in the concept of "feeling" in the two will be 

made clear. Next, as the motivation for that change the discord be- 

tween Schelling and Schleiermacher is examined, and finally the problem 

of the interpretation of the concept of "feeling" and its meaning in 
the history of philosophy will be examined. 



Concerning the Ancient Javanese Poem Kysnantaka 

Mitsuru AND0 

In Kakawin (ancient Javanese poetic literature), works thought to 
have been composed in the later period have, up until now. been 
largely unedited and unresearched. In this article, one of those works, 
the Krs?zantaka, is taken up and an attempt is made to point out its 

distinctiveness within Kakawin literature. 
This composition, which describes the destruction of the Krishna 

clan, while remaining faithful to the development of the story as 
found in the Parwa, an ancient Javanese prose adaptation of the 15th- 
17th chapters of the Mahiibharata, also includes many of the poetic 
charateristics common to Kakawin. Although it is impossible to deter- 
mine from information contained in the text itself the author or 

approximate time of composition, or even the purpose behind its 
composition, one can rule out Krishna-Vishnu faith as background to 

the text. The fact that in Kakawin conbentional metaphorical ex- 

pressions are liberally used and passages which seem to rely on Rii- 

miiyana (Kakawin), Bhiiratayuddha and other clearly preceding famous 
compositions can be pointed out leads one to think that this work is 
of the later period, perhaps showing characteristics of Kakawin com- 
posed in Bali. 



The Place of Mapp5 Thought 
in Chinese J6do and Sankai-ky6 

Teruma NISHIMOTO 

It is the common opinion that Doshaku and Zendo's Chinese J6do 

and Sankai-ky6 founded by Shingyo have both developed their inde- 
pendent thought based on the common intellectual soil of Mappa thou- 
ght. However, it is the author's opinion that in the position of Mappa 
thought itself in both of these groups a difference can be seen of 

which note must be taken. As for Jijdo, it can be said that the fact 
that by the introduction of Mappa thought a historical necessity was 
conferred on the practice of the nenbutsu has been epoch making in 

the history of that sect. However, the salvific structure of rebirth in 

the Pure Land based on the original vow of Amida was already es- 

tablished before the introduction of Mappa thought. On the other hand, 
in Sankai-kyij, the doctrinal framework of the three stages (sankai) 

itself consists of Mappa thought, based as it is on the explanation of 

the three ages, that is Shaba (true Dharma), Zaba (semblance Dharma) 

and Mappa (decadent Dharma), and consequently the establishment of 
Sankai-ky6 itself is not possible without Mappa thought. In that respect 

it can be said that Sankai-kyij occupies a unique position in the process 

of the development and acceptance of Mappii thought in China 

In this article, the problem of the'perception of the propensity or 

capacity of the human being and the perception of personal evil, etc. 
will be taken up. However, we leave these particulars to the article 

itself. 



Ex voto as Folk-Popular Religion 

Hiroshi IWAI 

In this paper, taking folk-popular religion as  a specific religious mode 
of production and transmission whereby from the various elements of 
religion people spin out and communicate religious expressions, prac- 

tices, and experiences, as a step towards a Japanese-Western compa- 

rative theory of folk-popular religion I will focus for the present on 
the European religious phenomenon of the offering of the ex voto as 

corresponding to the Japanese emu, and bring into relief one aspect of 
folk-popular religion as a religious mode of production and transmission. 

To begin with, from the ex voto icons the form of communication 

between the people and the saints and Blessed Mother will be made 
clear, and then turning our attention to the substructure of pilgrima- 
ges, the transmission of information concerning miracles by the saints 
and Blessed Mother, church propoganda, etc. as a communication 
system which supported the custom of the offering of ex voto, the 
characteristics of that system will be pointed out. 



Interpretation of the Kojiki-Nipponshoki 

in t he  Japanese Modern Age 
-Myth and Rationalism- 

Junichi ISOMAE 

Interpretation of the Kojiki-Nipponshoki in the Japanese modern age 
began with its emancipation from a restriction to the Nipponshoki, 

and suspicion regarding the existence of a mythical age and the effecti- 
vity of oral traditions. Rationalism in the Edo era interpreted the 
Kojiki-Nipponshoki so that its description could also be held valid on 
the plane of physical phenomena. On the other hand, irrationalism 
interpreted the Kojiki-Nipponshoki literally, so that the mythical world- 

view took precedence over the validity of the physical phenomena in 

it. An ideal-psychical interpretation sublated the opposition between 

physical criticism as rationalism and a literal interpretation as irra- 
tionalism. In the Meiji era, this ideal-psychical interpretation became 

the basis of interpretation, though it had already appeared in the Edo 

era. In the Meiji era the rationalistic interpretation came into conflict 
with the interpretation supporting the Japanese empire, which used 
the Tenno system as a symbol of despotic state power. Consequently, 

the argument concerning the political power character of the Kojiki- 
Nipponshoki is characteristic of the eras after Meiji. In such a situa- 
tion, rationalism appeared as a democr&ic interpretation of the Tenno 

system in the Taisho era, and as a historical materialistic interpretation 

in the Showa era. 
In any age humanity naturally searches for a historical identity. In 

Japan, the Kojiki-Nipponshoki, taken as a description of the archaic 

world, has been the object of that historical identity. It  can be said 

that modern Japanese rationalism fulfilled the function of interpreting 

the Kojiki-Nipponshoki in a way which provided this historical identity 
without contradicting the rational standards of each age. 




