
 
  

 

 
 

数
所
 

宗
 

宗
教
学
の
研
究
方
法
と
し
て
、
実
態
調
査
の
占
め
 る
 比
重
は
、
し
だ
い
に
増
加
し
て
ぎ
て
い
る
。
と
く
に
 、
現
代
の
宗
教
を
研
究
す
る
 

    究 と「出会し 

  

出 
ム % 
し Ⅰ 

型 
調 

査 
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、 型 調査」 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 宗
教
学
に
と
っ
て
、
実
態
調
査
は
重
要
な
研
 先
方
法
の
一
 つ
 で
あ
る
。
人
間
を
相
手
に
す
る
調
査
は
、
い
く
 っ
 か
の
微
妙
な
問
題
を
字
 

ん
で
い
る
。
と
く
に
、
特
定
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
を
対
象
に
 し
 、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
内
容
を
も
と
に
考
察
を
進
め
る
や
 り
 方
に
お
い
て
は
、
 

研
究
者
と
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
と
の
間
で
、
人
間
関
係
を
含
め
 て
 、
研
究
以
前
の
、
あ
る
い
は
研
究
を
超
え
た
問
題
が
関
わ
っ
て
 く
る
。
そ
し
て
、
 そ
 

れ
が
ま
た
、
研
究
結
果
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
、
当
然
 想
 定
 さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
種
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
 人
類
学
者
の
一
部
 

が
、
 強
い
問
題
意
識
を
も
っ
て
議
論
し
て
ぎ
て
い
る
。
宗
教
学
 に
お
い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
に
よ
る
現
代
宗
教
の
実
態
調
査
 が
 盛
ん
に
な
っ
て
 お
 

り
 、
真
剣
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
テ
ー
マ
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
、
 研
究
者
と
イ
ソ
フ
サ
ー
マ
ン
ト
と
が
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
に
向
か
い
 あ
 い
 、
ま
た
そ
 う
し
 

て
 向
か
い
あ
っ
た
こ
と
が
、
新
た
な
人
間
関
係
を
も
た
ら
し
、
 以
 後
も
相
互
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
の
あ
る
調
査
を
、
「
出
会
 
い
型
 調
査
」
と
し
て
、
 

あ
ら
た
に
 ヵ
テ
ゴ
 ラ
 イ
ズ
 す
る
。
そ
し
て
、
宗
教
に
関
す
る
事
 柄
が
 、
出
会
い
型
調
査
の
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
と
き
、
ど
の
よ
 う
 な
特
質
が
生
じ
る
 

か
に
つ
い
て
議
論
す
る
。
 

八
キ
 イ
ワ
ー
ド
 V
 
 イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
、
現
代
宗
教
、
実
態
 調
査
、
出
会
い
型
調
査
、
方
法
論
、
マ
レ
 ビ
ト
 効
果
 

宗
教
研
究
と
 
「
出
会
い
型
調
査
」
 

井
上
順
孝
 



査
 さ
れ
た
事
柄
以
外
の
問
題
で
、
調
査
の
余
波
が
及
ぶ
 @
 
し
と
も
あ
り
う
る
。
こ
こ
に
両
者
の
柏
 

互
 影
響
と
い
う
 テ
 １
％
 が
 設
定
さ
れ
る
。
 

そ
の
影
響
の
度
合
い
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
調
査
方
 法
 に
よ
っ
て
 大
 ぎ
く
異
な
る
。
相
互
影
響
が
き
わ
め
て
 大
き
い
も
の
か
ら
、
 
ほ
 

と
ん
ど
無
視
で
き
る
も
の
ま
で
、
い
ろ
い
ろ
な
レ
ベ
ル
の
 調
査
が
あ
る
。
深
層
面
接
調
査
と
い
う
方
法
を
選
ん
だ
 り
 、
長
期
的
に
参
与
 観
 

察
 を
行
な
っ
た
り
す
れ
ば
、
相
互
影
響
は
ど
う
し
て
も
 大
 き
く
な
る
。
他
方
、
ラ
ン
ダ
ム
 サ
ソ
 プ
リ
ン
グ
に
よ
る
 毎
り
 
記
名
の
ア
ン
ケ
 
@
 ト
 

調
査
を
、
郵
送
 法
 で
行
な
り
と
き
に
は
、
相
互
影
響
は
事
 実
 上
無
視
し
て
い
い
だ
ろ
う
。
 

間
 関
係
を
も
た
ら
し
、
以
後
も
相
互
に
影
響
を
及
ば
す
 可
 

ズ
 し
た
い
。
調
査
と
い
う
行
為
が
、
結
果
と
し
て
一
種
の
 

こ
こ
で
、
研
究
者
と
イ
ソ
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
と
が
、
パ
ー
ソ
 

能
 性
の
あ
る
調
査
を
、
「
出
会
い
型
調
査
」
と
し
て
、
 

あ
 

出
会
い
の
場
に
な
る
と
い
う
側
面
に
注
目
し
て
の
命
名
 

テ
 ル
に
向
か
い
あ
い
、
ま
た
そ
う
し
て
向
か
い
あ
っ
た
 @
 

ら
た
に
カ
テ
ゴ
ラ
 イ
 

で
あ
る
。
し
た
が
っ
 

」
と
が
、
新
た
な
 人
 

て
 、
こ
れ
は
従
来
の
調
査
方
法
を
基
準
に
し
た
区
分
と
は
 、
 異
な
っ
た
区
分
原
理
で
あ
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
 調
査
が
出
会
い
型
調
査
 

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
 

七
 で
は
、
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
調
査
 法
 と
し
て
ほ
 、
 参
与
観
察
 法
 、
面
接
 法
 、
深
層
面
接
 法
 、
質
問
紙
法
な
 ど
が
、
代
表
的
な
調
査
 

法
 と
さ
れ
て
い
る
。
調
査
対
象
も
、
個
人
、
特
定
年
金
屑
 、
教
団
、
地
域
社
会
、
全
体
社
会
な
ど
、
種
々
の
も
の
 が
あ
る
。
目
的
は
さ
ら
 

に
 、
多
様
な
も
の
と
な
ろ
 う
 。
ま
た
、
こ
れ
と
は
別
に
 、
 実
態
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
識
を
伴
わ
な
く
 て
も
、
実
質
的
に
実
態
 

調
査
的
に
な
る
行
為
が
あ
る
。
関
係
者
と
の
雑
談
的
な
 ム
 下
話
 も
 、
面
談
調
査
の
機
能
を
も
ち
 ぅ
る
 。
教
団
に
出
か
 げ
 て
ゆ
き
資
料
を
も
ら
 

ぅ
 と
い
う
行
為
に
も
、
そ
の
前
後
に
、
調
査
的
行
為
が
随
 伴
 す
る
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
を
現
代
に
生
 き
 て
い
る
人
を
通
じ
て
 
研
 

克
 す
る
と
な
れ
ば
、
大
な
り
小
な
り
、
調
査
も
し
く
は
 調
 査
的
 行
為
を
伴
わ
ざ
る
を
え
た
い
の
で
あ
る
。
 

実
態
調
査
に
お
い
て
は
、
研
究
者
と
調
査
の
対
象
と
な
っ
 た
人
間
と
が
、
ど
の
よ
う
な
人
間
関
係
に
あ
っ
た
か
に
 よ
っ
て
、
調
査
結
果
 

に
も
微
妙
な
違
い
が
出
て
く
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
 

ま
 た
 、
調
査
後
も
そ
の
人
間
関
係
が
、
継
続
さ
れ
る
こ
と
 が
あ
る
。
そ
こ
で
 は
調
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宗教研究と 

い
ろ
と
話
を
聞
く
と
な
れ
ば
、
大
な
り
小
な
り
相
互
影
響
 を
 免
れ
な
い
。
社
会
学
の
調
査
 法
は
 、
統
計
法
と
事
例
 法
 の
 大
 ぎ
く
二
つ
 
仁
区
 

介
 さ
れ
る
が
、
事
例
 法
 で
、
し
か
も
自
由
回
答
法
の
面
談
 調
査
と
な
る
と
、
出
会
い
型
調
査
に
な
る
も
の
も
出
て
 く
る
。
ま
た
、
個
人
の
 

を
 、
事
細
か
く
聴
き
取
る
よ
う
な
調
査
は
、
ほ
と
ん
ど
が
 
出
会
い
型
調
査
と
な
ろ
う
。
社
会
心
理
学
で
も
、
 

小
 

バ
ー
ソ
ナ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
 

集
団
を
長
期
に
わ
た
っ
て
観
察
す
る
と
い
う
よ
う
な
調
査
 法
 を
と
れ
 ば
 、
出
会
い
型
調
査
の
要
素
を
含
む
こ
と
に
 な
る
。
 

宗
教
学
自
身
に
話
を
移
す
と
、
実
態
調
査
を
も
っ
と
も
 盛
 ん
に
や
っ
て
い
る
の
は
、
新
宗
教
研
究
、
民
俗
宗
教
研
 究
の
領
域
で
あ
る
。
 

た
と
え
ば
、
新
宗
教
研
究
に
お
い
て
は
、
教
祖
、
後
継
者
 、
支
部
長
な
ど
の
教
団
幹
部
的
な
人
物
や
、
一
般
の
信
 者
な
ど
を
対
象
に
 、
宗
 

教
 体
験
、
入
信
の
契
機
、
活
動
の
内
容
、
今
後
の
方
針
な
 ど
 、
か
な
り
立
ち
入
っ
た
話
が
聴
取
さ
れ
る
こ
と
が
 多
 い
 。
歴
史
的
沿
革
に
つ
 

い
て
質
問
し
た
場
合
も
、
現
実
に
展
開
し
つ
つ
あ
る
事
態
 と
 密
接
に
関
係
す
る
場
合
が
多
い
の
で
、
き
わ
め
て
 厳
 し
い
や
り
と
り
が
交
わ
 

 
 

出
た
る
聞
き
書
き
調
査
が
試
み
ら
れ
た
り
す
る
。
 

出
会
い
型
調
査
の
要
素
は
色
濃
い
も
の
と
な
る
。
 
ま
 た
 、
民
俗
宗
教
研
究
の
場
合
 

趨
も
 、
事
情
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
 

シ
ャ
ー
マ
ン
的
職
能
者
と
か
、
雪
籠
 祈
禧
 師
な
ど
と
 称
 さ
れ
る
人
々
に
、
長
期
に
わ
 

@
z
@
 

4
 ム
 

 
 

な
お
、
出
会
い
型
調
査
の
対
象
に
な
る
人
物
に
つ
い
て
は
 、
情
報
提
供
者
や
面
談
相
手
に
対
し
て
 よ
く
 使
わ
れ
る
 イ
ソ
 フ
 オ
ー
マ
ン
ト
㊤
 

 
 

と
い
う
言
葉
で
総
称
し
た
い
。
出
会
い
型
調
査
で
は
、
 

研
 究
 者
と
調
査
対
象
者
と
が
、
一
方
的
な
関
係
に
ほ
終
始
 し
な
い
と
想
定
さ
れ
 
1
 

 
 

る
 。
研
究
者
は
、
ひ
た
す
ら
情
報
を
集
め
、
分
析
し
、
 

調
 ま
 対
象
者
は
、
情
報
の
吐
き
出
し
係
で
、
分
析
に
関
し
 て
は
「
 姐
板
 の
 鯉
 」
と
 

社
会
心
理
学
な
ど
で
あ
る
。
人
類
学
者
が
特
定
の
イ
ン
フ
 オ
 ー
マ
ソ
 ト
 を
み
つ
げ
て
行
な
 う
 フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
 は
 、
ほ
と
ん
ど
が
出
会
 

ぃ
 堅
調
査
に
は
い
る
。
そ
こ
で
は
、
長
期
に
わ
た
る
 イ
 ソ
 フ
ォ
ー
マ
ソ
 ト
 と
の
付
き
合
い
が
あ
る
。
大
き
な
相
互
 影
響
が
な
い
ほ
う
が
お
 

か
し
い
。
民
俗
学
者
の
聴
き
と
り
調
査
も
、
出
会
い
型
 調
 査
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
 

@
-
 そ
の
地
域
の
習
俗
に
詳
し
い
 人
を
度
々
訪
ね
、
い
ろ
 

宗
教
学
の
関
連
分
野
で
出
会
い
型
調
査
に
含
み
 ぅ
 る
調
査
 な
 行
な
っ
て
い
る
の
は
、
文
化
人
類
学
（
民
族
学
）
 、
 民
俗
学
、
社
会
学
、
 



に
 宗
教
問
題
を
扱
 う
 目
も
ま
た
柔
軟
に
な
ら
な
け
れ
ば
 な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
宗
教
に
関
わ
る
問
題
を
調
査
す
 る
 場
合
、
何
を
問
う
の
 

か
、
 問
 う
 た
こ
と
が
ど
ん
な
余
波
を
生
む
の
か
、
と
い
 5
 問
題
意
識
を
、
一
層
鮮
明
に
自
覚
化
す
る
必
要
性
が
増
 し
て
き
て
い
る
と
い
う
 

こ
と
で
あ
る
。
 

体
現
し
て
い
る
運
動
も
あ
る
。
個
人
化
傾
向
を
促
進
す
る
 よ
う
な
運
動
も
あ
る
。
ま
た
、
宗
教
は
私
的
な
領
域
の
 問
題
へ
と
移
動
し
つ
つ
 

@
a
@
 

あ
る
、
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
現
代
日
本
で
は
、
宗
教
へ
 の
 関
わ
り
は
自
由
で
、
か
つ
多
様
化
す
る
傾
向
を
指
摘
 で
き
る
が
、
そ
れ
だ
け
 

ま こ 粋 ン な い 

なぜ、 構造 もう一す多義 とを、 に学問 フォー 相互 関 る 

的 つ 調 的 で 係 へ 出 
な ほ 査 な ン の の 会     

に 問 ト も 考 い   
咀可 月 Ⅱ   

ぅ お 倫 関 互 か る に の   景 て 宗教になょ 議 倶 ヵ @ とし @ よ「 可能 日の   
存の ッ容 トに うか とに 認ス大 識テき 
社 さ 及 し 復 す ム く 

会 れ ぼ て 離 る の 二 
制 て す い な 必 も つ 
度 い 影 て 様 要 と の   
持 置 お 実 見 、 実 を   
捕 者 、 は よ し 査 て   大し 教団 と な ある。 。 する心 れが非 なって 考 ると な う Ⅰ - 、 
も 現 妻 帯 い え き一 、 つ 
あ 代 が に る ら 
れ 社 田 園 。 れ 研 は   とい 社会ていおい なり ，生息 現代 も ま、 

盾 宗 時代 才 ぅ 0 て、 る。 っ っ あ 図 とし 研 は、 自らが 

や 教 る て 究 ど が 
歪 は 。 ほ 者 の も 
み ま そ " と よ っ 

な す の 純 イ う て 

三三五 Ⅰ 口 い 
の う 

「 わ 
形 げ 
ャ 乍 で ， 
る ほ 
」 な 
で， い あ 
る 双 
こ 方 
と 向 

む ま 、の 彩 
こ 響 
め が 
場 論 
め じ 
譲 ら 

論 れ 
に な 

  
き ば 
わ な 
め ら 

ない て、 
ふ   

さ そ 
ね め 
し 点 
い か 

， 」 ら 

と す 
ほ ろ 

と、 思わ 

れ 々 

る、 0  ノ フ 

  
  
  
の 
旺 

曲源 

。Ⅹ カ マ 
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達
 、
交
通
手
段
の
発
達
、
文
化
圏
・
生
活
圏
の
相
互
接
触
 の
 増
大
、
教
育
，
知
識
レ
ベ
ル
の
平
準
化
で
あ
る
。
 

ま
ず
、
情
報
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
相
互
 影
響
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
よ
う
が
 、
 分
か
り
や
す
い
 例
 

を
 一
、
二
あ
げ
よ
う
。
印
刷
物
の
増
加
、
映
像
メ
デ
ィ
ア
 
0
 発
達
、
そ
う
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
研
究
者
が
調
査
 結
果
を
刊
行
し
た
り
 発
 

表
し
た
り
し
た
場
合
、
イ
ソ
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
が
そ
れ
に
 接
 す
る
機
会
が
増
え
た
。
研
究
成
果
に
つ
い
て
、
イ
ソ
 フ
 オ
ー
マ
ン
ト
が
関
知
で
 

き
な
い
と
い
う
状
況
は
、
減
少
に
向
か
っ
て
い
る
。
研
究
 者
の
側
も
、
調
査
し
た
こ
と
が
、
イ
ソ
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
 あ
る
い
は
、
イ
ソ
フ
ォ
 

１
％
 ソ
ト
 の
属
す
る
組
織
や
社
会
に
、
ど
の
よ
う
な
影
響
 を
与
え
た
か
を
知
る
機
会
が
増
え
て
ぎ
た
。
映
像
メ
デ
 ィ
ア
 の
発
達
は
、
調
査
 

以
後
の
、
調
査
地
や
調
査
宗
教
の
変
化
を
知
る
機
会
を
増
 や
し
た
。
さ
ら
に
、
研
究
者
が
、
調
査
結
果
を
映
像
 メ
 @
 
ア
イ
ア
 で
紹
介
す
れ
 

ば
 、
影
響
の
大
き
さ
は
、
印
刷
物
の
比
で
は
な
い
。
 

第
二
に
、
交
通
手
段
の
発
達
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
研
究
者
 と
 イ
ソ
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
が
、
調
査
の
後
も
常
に
交
流
を
 深
め
る
機
会
を
多
く
 

 
 

睡
 
し
た
。
国
内
の
交
通
網
の
整
備
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
 、
航
空
機
の
発
達
は
、
地
球
の
距
離
を
縮
め
た
。
こ
の
 便
利
さ
を
存
分
に
享
有
で
ぎ
 

ゆ
 
る
の
は
、
ま
だ
限
ら
れ
た
目
の
人
々
で
あ
る
。
と
は
 い
え
、
全
体
と
し
て
、
地
理
的
な
絶
対
距
離
に
依
存
し
 な
い
新
し
い
距
離
 マ
，
プ
が
 

蹊
 
で
き
、
実
感
的
な
距
離
が
縮
ま
っ
た
こ
と
は
疑
い
の
 な
 い
 こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
研
究
者
と
 々
 ソ
フ
ォ
 i
 ％
 ソ
ト
 の
関
係
を
よ
り
 持
 

 
 

%
 
 続
 的
な
も
の
に
す
る
可
能
性
を
高
め
て
い
る
。
 

 
 

で
あ
る
。
国
内
的
に
ほ
、
地
域
共
同
体
の
弱
化
、
人
口
 移
動
の
激
化
な
ど
に
代
表
さ
 

宗
 
れ
る
。
国
際
的
に
も
、
接
触
増
大
は
加
速
化
し
て
い
 る
 。
経
済
活
動
の
国
際
化
、
 グ
 p
 ー
バ
ル
 化
 、
あ
る
 ぃ
 は
 労
働
力
の
国
際
化
に
代
表
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最
初
の
点
か
ら
少
し
補
足
し
て
お
こ
う
。
現
代
社
会
に
お
 い
て
は
、
調
査
後
に
お
け
る
、
研
究
者
と
イ
ン
フ
ォ
ー
 マ
ン
ト
と
の
相
互
 影
 

響
 と
い
 5
 も
の
が
、
以
前
よ
り
も
生
じ
や
す
く
な
っ
て
 い
 る
の
は
、
間
違
い
な
い
。
そ
れ
は
、
現
代
社
会
の
条
件
 に
よ
っ
て
い
る
と
考
え
 

ら
れ
る
。
主
に
、
日
本
の
状
況
を
念
頭
に
お
く
な
ら
、
 次
 の
 四
つ
の
条
件
が
と
く
に
重
要
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
 、
情
報
 メ
ヂ
ノ
 ア
の
 発
 



第
四
に
、
教
育
・
知
識
レ
ベ
ル
の
平
準
化
で
あ
る
。
こ
れ
 は
 、
大
衆
社
会
と
言
わ
れ
る
も
の
の
特
質
の
一
つ
で
あ
 る
 。
研
究
者
と
イ
ソ
 

フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
間
に
、
知
識
や
教
育
レ
ベ
ル
に
お
け
る
 差
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
 

イ
 ン
 フ
 オ
ー
マ
ン
ト
の
方
が
ず
 

つ
 と
優
れ
た
学
識
を
示
す
こ
と
も
稀
で
は
な
い
。
と
な
れ
 ば
 、
「
三
人
行
な
え
ば
必
ず
我
が
 
恥
 あ
り
」
と
い
う
 僅
 諺
は
 、
人
生
教
訓
の
類
 

ほ
 と
ど
ま
ら
ず
、
き
わ
め
て
現
実
的
な
状
況
と
し
て
展
開
 す
る
こ
と
に
な
る
。
 

一
応
四
 つ
に
 分
け
て
述
べ
た
が
、
こ
れ
ら
は
相
互
に
関
連
 し
て
い
る
。
と
く
に
最
初
の
三
つ
ほ
 、
 関
わ
り
が
深
い
。
 

こ
れ
ら
の
条
件
 

は
 、
い
ず
れ
も
研
究
者
と
イ
ソ
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
が
、
調
査
 後
も
接
触
交
流
の
機
会
を
増
大
さ
せ
る
よ
う
な
効
果
を
 も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
 

が
 明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
研
究
者
と
 イ
 ン
フ
ォ
ー
 
マ
 ソ
ト
 の
間
に
、
意
図
し
よ
う
と
し
ま
い
と
、
調
査
後
も
 関
わ
り
が
生
じ
る
こ
と
 

を
 、
本
稿
で
は
便
宜
上
「
事
後
効
果
」
と
称
す
る
こ
と
に
 す
る
。
先
の
四
つ
の
条
件
は
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
に
お
い
 て
 、
ほ
と
ん
ど
不
可
逆
 

的
と
言
え
る
ほ
ど
に
、
進
行
を
続
け
て
い
る
。
と
す
れ
ば
 、
事
後
効
果
は
強
ま
る
傾
向
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
 

研
究
者
は
認
識
し
な
げ
 

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
 

次
に
、
現
代
に
お
け
る
宗
教
と
い
う
観
点
に
つ
い
て
も
、
 

少
し
補
足
し
て
お
き
た
 い
 。
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
 

b
 示
教
は
多
様
な
姿
を
 

と
っ
て
い
る
。
西
洋
世
界
で
は
一
時
期
盛
ん
で
あ
っ
た
め
 

示
教
衰
退
論
が
影
を
潜
め
、
 

-
4
@
 
宗
教
復
興
が
言
わ
れ
る
こ
と
 の

方
が
多
く
な
っ
た
。
 

東
欧
の
変
革
の
な
か
で
も
、
宗
教
の
底
力
が
、
あ
ら
た
め
 て
見
直
さ
れ
て
い
る
。
民
族
紛
争
に
は
宗
教
が
絡
む
こ
 と
が
多
い
。
国
内
で
 

は
 、
実
態
は
と
も
か
く
と
し
て
、
宗
教
ブ
ー
ム
と
い
う
 号
 
ロ
ぃ
 方
が
し
ば
し
 ぱ
 な
さ
れ
る
。
宗
教
は
、
近
代
化
、
 

エ
 美
 化
、
情
報
化
と
呼
称
 

さ
れ
る
よ
う
な
変
化
の
中
で
も
、
変
わ
ら
ぬ
 力
 を
発
揮
す
 る
こ
と
が
、
あ
ら
た
め
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
 

@ 
な 
る 

圏 さ 

が れ 
る 

交 よ 

錯 ぅ 

す に る 
何 人 
能 間 
性 の 
が 移 
増 劫 

え れ、 は 
ば 生 

、 活 
面 と 

老 女 
が 化 
  の 

調 接 
査 触 
し 機 
た 会 
者 を 
と 増 
調 や 

査 し 

され ナ こ 。 
た 研 
考 究 
と 着 
い と 

ラ イ 

関 、 ノ 

係 フ 

に ォ 

と l 
と 。 マ 
ま 、 / 
ら ト 

な の 
い 生 
河 清 
能 圏 
性 も 

も し 
ま く 

た ほ 
大 立 
き ィヒ 
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宗教研究と l   出会 、 型 調査 
 
 

そ
の
一
方
で
、
宗
教
に
対
す
る
社
会
的
な
評
価
 は
 、
む
し
 ろ
 旧
態
依
然
の
こ
と
が
多
い
。
 

り
 、
興
味
本
位
で
紹
介
す
る
の
は
、
相
変
わ
ら
ず
で
あ
る
 。
要
す
る
に
、
激
動
す
る
社
会
と
 

し
て
い
く
一
方
で
、
そ
れ
を
見
る
社
会
の
目
の
方
は
 、
な
 か
な
か
そ
の
変
化
に
つ
い
て
い
っ
 

る
と
す
れ
ば
、
宗
教
研
究
者
が
、
ど
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
 で
、
調
査
に
臨
む
か
と
い
う
こ
と
 

究
 者
の
示
し
た
評
価
が
、
全
体
社
会
の
宗
教
に
対
す
る
 評
 価
 に
影
響
を
及
ば
し
て
い
く
と
い
 

必
要
が
あ
る
。
 

さ
ら
に
、
研
究
者
は
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
と
、
価
値
観
を
 さ
ら
け
出
す
こ
と
な
し
に
会
話
 

て
き
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
学
術
調
査
で
あ
る
か
ら
 と
い
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
イ
ン
フ
 

れ
る
こ
と
を
期
待
は
で
き
な
い
。
宗
教
調
査
で
は
む
し
ろ
 警
戒
さ
れ
る
こ
と
の
方
が
多
い
 よ
 

で
は
な
く
て
、
人
間
を
相
手
に
し
て
調
査
を
す
る
と
い
う
 こ
と
が
、
一
体
ど
の
よ
う
な
性
格
 

こ
に
ど
ん
な
注
意
が
必
要
か
と
い
う
こ
と
は
、
き
わ
め
て
 重
大
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
と
 言
 

こ
う
し
た
問
題
関
心
の
も
と
に
、
以
下
で
は
、
現
代
宗
教
 を
 対
象
と
し
て
出
会
い
型
調
査
 

る
 問
題
を
、
議
論
し
て
い
き
た
 い
 。
ま
ず
、
研
究
者
に
 佳
 点
 を
お
い
て
議
論
し
、
次
に
イ
ン
 

て
 、
宗
教
調
査
で
あ
る
が
ゆ
え
の
問
題
点
を
吟
味
す
る
。
 

出
会
い
型
調
査
を
焦
点
と
し
な
が
 

訂
 し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
 

宗
教
活
動
の
一
部
を
取
り
上
げ
て
批
判
し
た
 

の
 関
係
に
お
い
て
、
宗
教
が
多
様
な
展
開
を
 

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
で
あ
 

怯
 慎
重
に
議
論
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
 

研
 

ぅ
 事
実
 は
 、
研
究
者
の
側
で
強
く
意
識
す
る
 

を
 続
け
る
こ
と
が
、
い
っ
そ
 う
 難
し
く
な
っ
 

オ
 ー
マ
ソ
 ト
 が
、
賛
意
や
敬
意
を
表
し
て
く
 

@
s
-
 

ぅ
 で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
文
字
資
料
や
モ
ノ
 

を
も
っ
た
情
報
収
集
作
業
に
な
る
の
か
、
 

そ
 

あ
 ざ
る
を
得
な
い
。
 

な
 行
な
っ
て
い
く
と
き
に
生
じ
る
と
思
わ
れ
 

フ
ォ
ー
マ
ン
ト
を
中
心
に
議
論
す
る
。
そ
し
 

ら
 、
宗
教
研
究
に
お
け
る
調
査
の
意
味
を
検
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宗
教
研
究
に
と
っ
て
、
出
会
い
型
調
査
が
増
え
、
資
料
 
デ
ー
タ
が
集
ま
る
こ
と
は
、
宗
教
現
象
を
解
明
し
て
い
 く
 上
で
有
意
義
な
こ
 

と
に
違
い
あ
る
ま
い
。
内
省
に
 よ
 り
得
ら
れ
た
洞
察
も
重
 要
 で
あ
る
が
、
や
は
り
数
多
く
の
人
間
の
意
見
や
見
解
 が
 蓄
積
さ
れ
て
い
く
こ
 

と
は
、
議
論
を
説
得
的
な
も
の
に
し
て
い
く
と
期
待
で
ぎ
 る
 。
だ
が
、
こ
こ
で
大
き
く
問
題
と
な
っ
て
く
る
こ
と
 が
あ
る
。
そ
の
 ょ
う
 に
 

調
査
さ
れ
て
い
く
相
手
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
調
査
の
 対
象
に
な
る
こ
と
は
、
ど
ん
な
意
味
を
も
っ
の
か
を
、
 調
査
す
る
側
は
考
え
た
 

く
て
い
い
の
か
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
を
深
く
考
え
ず
調
査
 を
 進
め
た
場
合
、
研
究
上
に
ど
ん
な
歪
み
が
も
た
ら
さ
 れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

事
後
効
果
の
小
さ
か
っ
た
時
代
に
お
い
て
は
、
イ
ソ
フ
ォ
 ｜
 マ
ン
ト
を
、
も
っ
ぱ
ら
情
報
を
搾
取
す
る
対
象
と
し
 て
の
み
割
り
切
る
こ
 

と
が
、
容
易
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
研
究
 者
が
、
イ
ソ
フ
ォ
ー
マ
ソ
 ト
 を
情
報
の
搾
取
対
象
に
と
 ど
め
ら
れ
る
時
代
は
 、
 

も
は
や
終
焉
を
迎
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
搾
取
と
い
分
与
一
 

口
業
を
使
 
う
と
 、
刺
戟
的
か
も
し
れ
な
い
が
、
相
手
か
ら
 情
報
を
集
め
る
だ
 け
集
 

め
 、
自
分
の
研
究
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
に
の
み
関
心
を
寄
 せ
 、
調
査
が
相
手
に
与
え
る
影
響
を
ほ
と
ん
ど
考
慮
し
 な
い
と
な
れ
ば
、
こ
の
 

態
度
ほ
、
情
報
と
利
益
（
経
済
上
、
業
績
上
の
双
方
を
含
 む
 ）
の
搾
取
と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。
も
っ
と
も
、
 そ
 の
よ
う
な
研
究
者
 は
、
 

今
日
に
お
い
て
す
ら
、
 稀
 と
は
言
い
難
い
。
資
料
を
集
め
 る
 段
階
で
は
、
相
手
の
迷
惑
も
考
え
ず
た
び
た
び
調
査
 に
お
し
か
げ
な
が
ら
、
 

必
要
な
貸
料
・
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
た
と
な
る
と
、
 イ
 ン
 フ
 オ
 ー
マ
ソ
 ト
 に
は
一
顧
だ
に
し
な
い
、
と
い
う
研
究
者
 も
い
る
。
こ
の
種
の
こ
 

と
は
、
基
本
的
に
は
、
礼
儀
作
法
な
い
し
倫
理
の
範
 塙
に
 は
い
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
同
時
に
、
研
究
者
が
 実
態
調
査
を
ど
の
よ
 う
 

に
 捉
え
て
い
る
か
を
、
端
的
に
表
現
す
る
事
柄
で
も
あ
る
  
 

研
究
者
と
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ソ
 ト
 の
間
に
横
た
わ
る
パ
ー
ソ
 テ
 ル
 な
 問
題
に
、
ま
ず
人
類
学
者
が
非
常
に
繊
細
な
感
 覚
を
示
し
た
と
い
う
 

      

優 

位性 

と 

媚 
び 

研 
究 
者 
  
選 
択 
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ト
に
 対
し
て
も
つ
優
位
性
の
問
題
と
、
そ
こ
か
ら
派
生
す
 る
 調
査
さ
れ
る
側
の
「
媚
び
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
 研
究
者
が
イ
ソ
フ
ォ
ー
 

獅
 

し
な
く
て
い
い
反
面
、
別
種
の
問
題
が
、
よ
り
切
実
 に
な
る
。
こ
の
点
で
最
初
に
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
 

研
 

 
 

 
 

ト
 
ド
 

%
 
 し
た
か
、
と
い
う
よ
う
な
点
に
重
点
が
置
か
れ
る
。
 

現
代
日
本
社
会
を
対
象
に
す
る
場
合
は
、
文
化
間
の
 

ギ
 ャ
，
プ
 は
そ
れ
ほ
ど
問
題
に
 (157) 

人
類
学
者
が
、
自
分
の
調
査
に
つ
い
て
、
一
般
に
自
省
的
 に
な
っ
て
い
く
背
景
に
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
条
件
 が
 、
痛
切
に
感
じ
ら
 

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
事
実
を
想
定
で
き
る
。
研
究
者
 の
 住
む
国
と
 々
 ン
フ
ォ
ー
マ
ソ
 
ト
 の
住
む
国
と
の
間
の
 
往
来
が
、
し
だ
い
に
 頻
 

繁
 、
か
っ
自
由
に
な
る
傾
向
は
明
ら
か
で
あ
る
。
も
は
や
 未
開
社
会
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
 つ
 っ
あ
る
。
 イ
 ン
フ
ォ
 

@
7
@
 

｜
 マ
ン
ト
の
属
す
る
社
会
の
文
化
状
況
も
変
化
し
て
い
る
 。
た
と
え
国
が
違
っ
て
も
、
研
究
者
が
書
い
た
調
査
に
 関
す
る
著
書
、
論
文
の
 

類
を
 、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
が
読
む
機
会
は
、
ど
ん
ど
ん
 増
え
っ
 
っ
 あ
る
。
研
究
成
果
を
相
手
が
読
ま
な
い
で
あ
 ろ
う
と
前
提
す
る
こ
と
 

は
 、
ま
す
ま
す
難
し
く
な
る
。
 

あ
っ
さ
り
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
無
文
字
文
化
の
未
開
 社
 会
か
ら
集
め
た
デ
ー
タ
を
、
研
究
者
が
自
分
だ
け
の
 判
 断
 で
、
理
論
の
肉
 付
 

げ
に
使
っ
て
も
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ソ
 ト
 は
文
句
を
三
口
わ
な
 

 
 

に
 消
え
つ
つ
あ
る
と
い
 

ぅ
 こ
と
で
あ
る
。
研
究
者
 は
 、
イ
ソ
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
か
ら
 の
 逆
襲
も
考
慮
し
な
く
て
は
い
け
な
く
な
る
。
そ
の
 
点
で
、
人
類
学
の
調
査
 

 
 略

も
 、
社
会
学
的
調
査
と
重
な
る
面
が
広
が
っ
て
き
た
 と
 言
え
る
。
 

 
 

 
 

れ
ば
 、
人
類
学
の
調
査
と
似
た
よ
う
な
局
面
に
置
か
れ
 る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
 

践
 

現
代
宗
教
を
調
査
す
る
よ
う
な
と
 ぎ
 は
 、
 少
し
異
な
 る
 局
面
も
生
じ
る
。
人
類
学
の
調
査
で
ほ
、
通
常
、
相
 手
の
文
化
や
思
考
法
を
理
解
 

 
 

の
は
、
当
然
の
な
り
ゆ
ぎ
で
あ
る
。
長
期
に
わ
た
る
 々
ン
 
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
と
の
つ
き
あ
い
が
、
情
報
の
搾
取
だ
 け
 に
 終
わ
る
と
し
た
ら
、
 

そ
れ
こ
そ
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
調
査
は
相
手
へ
の
侵
犯
 で
は
な
い
か
と
 
悩
 ん
だ
り
、
相
互
関
係
の
本
質
を
考
え
 よ
 う
 と
し
た
り
す
る
の
 

@
G
@
 

は
 、
と
く
に
ポ
ス
ト
モ
ダ
 ソ
 民
族
誌
と
称
さ
れ
る
研
究
を
 行
 な
 う
 人
類
学
者
な
ど
に
多
い
よ
う
で
あ
る
。
 



お
い
て
、
イ
ソ
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
側
に
一
種
の
媚
び
が
 介
 在
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
媚
び
と
い
う
表
現
は
、
あ
ま
 り
 適
切
で
は
な
い
か
も
 

し
れ
な
い
が
、
弱
み
を
補
 う
 行
為
を
こ
う
し
た
言
い
方
で
 強
調
し
て
お
こ
う
。
媚
び
に
も
、
過
度
の
接
待
と
い
っ
 た
 単
純
な
媚
び
や
、
 華
 

や
か
に
見
え
る
儀
礼
に
招
待
し
た
り
、
自
分
（
た
ち
）
が
 真
摯
に
宗
教
に
取
り
組
ん
で
い
る
姿
を
強
調
す
る
と
い
 っ
た
 、
や
や
洗
練
さ
れ
 

た
も
の
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
 

他
方
、
で
き
る
限
り
書
い
て
欲
し
く
な
い
と
い
う
防
衛
的
 立
場
が
あ
っ
た
と
す
る
と
、
自
分
も
し
く
は
自
分
た
ち
 を
 、
研
究
者
に
対
し
 

必
要
以
上
に
晒
す
こ
と
が
な
い
よ
 う
 に
 、
 絶
え
ず
注
意
を
 払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
触
れ
た
く
な
い
話
題
は
避
 け
ら
れ
、
合
わ
せ
た
く
 

な
い
人
物
は
紹
介
し
な
い
と
い
う
方
針
が
と
ら
れ
た
り
 す
る
。
「
ペ
ソ
は
 剣
 ょ
り
強
し
」
は
、
権
力
に
立
ち
向
か
 ラ
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
 

勇
ま
し
い
標
語
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
場
合
は
、
イ
ソ
 フ
 ォ
一
 マ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、
「
。
 

ヘ
ソ
 は
 剣
 よ
り
 怖
し
 」
 な
 の
で
あ
る
。
 

い
ず
れ
の
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
研
究
者
は
、
結
果
を
支
配
 し
て
い
る
と
い
 5
 意
味
に
お
い
て
、
優
位
に
立
つ
。
 そ
 れ
は
し
か
し
な
が
 

ら
 、
同
時
に
情
報
内
容
 仁
 歪
み
を
も
た
ら
す
可
能
性
を
伴
 っ
て
い
る
。
優
位
性
が
顕
著
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
 つ
 ま
り
イ
ソ
フ
ォ
ー
マ
ソ
 

-
9
-
 

社
会
の
よ
さ
や
 イ
ベ
ソ
ト
 
の
楽
し
さ
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
 欲
 し
い
と
い
う
よ
う
な
意
図
を
も
っ
。
こ
う
し
た
場
合
に
 ほ
 、
調
査
時
の
対
応
に
 

マ
ソ
ト
 に
対
し
、
一
種
の
優
位
性
を
帯
び
る
と
ほ
 、
 ど
 う
 い
 う
 意
味
で
あ
る
か
。
研
究
者
が
研
究
者
で
あ
る
こ
と
 自
体
に
社
会
的
地
位
が
 

あ
る
と
思
い
込
み
、
そ
う
し
た
態
度
で
相
手
に
接
す
れ
ば
 、
そ
こ
に
主
観
的
に
は
優
位
性
（
も
し
く
は
あ
る
種
の
 権
威
）
が
出
現
す
る
こ
 

と
に
な
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
戯
画
的
な
側
面
を
問
題
に
し
 て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
要
す
る
に
、
調
査
結
果
が
公
 表
さ
れ
る
と
い
う
前
提
 

が
あ
っ
た
場
合
に
生
じ
る
、
心
理
的
な
力
学
を
指
し
て
い
 る
 。
 

調
査
時
に
生
じ
た
情
報
内
容
が
、
文
字
化
さ
れ
る
可
能
性
 が
あ
る
と
す
れ
ば
、
イ
ソ
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
は
、
本
来
的
 に
 弱
み
を
抱
え
る
こ
 

と
に
な
る
。
も
し
、
公
表
さ
れ
る
こ
と
を
積
極
的
に
望
ん
 て
い
る
と
す
る
な
ら
、
自
分
も
し
く
は
自
分
た
ち
を
「
 士
 
匹
り
 込
む
」
必
要
が
あ
 

@
0
@
 

る
 。
た
と
え
ば
、
自
分
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
肯
定
的
 に
 評
価
し
て
欲
し
い
と
か
、
教
団
の
こ
と
を
よ
く
書
い
 て
 欲
し
い
と
か
、
地
域
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し
か
し
、
こ
の
劣
位
性
を
ど
 う
 乗
り
越
え
る
か
は
、
田
ム
 
ム
い
型
 調
査
に
お
い
て
は
、
大
変
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
 

も
っ
と
も
単
純
な
例
 

で
 考
え
て
み
よ
う
。
イ
ソ
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
に
必
要
資
料
を
 提
供
す
る
こ
と
を
拒
否
さ
れ
た
と
す
る
。
研
究
者
に
 ょ
 っ
て
は
、
そ
の
ま
ま
 
引
 

き
 下
が
る
人
も
い
る
。
し
つ
こ
く
交
渉
す
る
人
も
い
る
。
 

一
応
引
き
下
が
り
な
が
ら
、
他
の
手
段
で
、
同
等
の
情
 
報
 を
得
よ
う
と
す
る
人
 

が
 い
ろ
。
中
に
は
、
相
手
の
目
を
盗
ん
で
、
密
か
に
資
料
 を
 コ
ピ
ー
し
て
持
ち
帰
る
と
い
う
よ
う
な
、
悪
辣
な
（
 も
し
く
ほ
極
度
に
研
究
 

熱
心
な
 s
?
 
）
手
段
を
用
い
る
研
究
者
も
い
る
。
こ
れ
は
 想
 定
 で
ほ
な
く
、
実
際
に
こ
の
よ
う
な
研
究
者
 は
 存
在
す
 る
 。
 

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ソ
 
ト
 が
自
分
の
要
求
に
応
じ
て
く
れ
な
い
 こ
と
に
対
し
、
そ
れ
を
克
服
す
る
手
は
 、
 
一
 つ
 で
は
な
 ぃ
 0
 た
だ
し
、
少
な
 

く
と
も
相
手
を
欺
く
よ
う
な
調
査
は
、
研
究
者
と
イ
ン
フ
 オ
ー
マ
ン
ト
の
み
な
ら
ず
、
研
究
者
集
団
に
対
す
る
 不
 信
 感
を
も
た
ら
す
わ
 け
 

で
あ
る
か
ら
、
 
避
 げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
 も
 、
こ
れ
も
確
信
犯
に
は
、
あ
ま
り
意
味
の
な
い
議
論
 で
あ
る
。
と
に
か
く
 デ
 

１
タ
、
貸
料
を
集
め
る
こ
と
が
研
究
遂
行
上
は
重
要
で
あ
 る
 、
と
考
え
て
い
る
研
究
者
に
対
し
、
再
考
を
促
す
 テ
 １
％
な
の
で
あ
る
。
 

こ
の
劣
位
性
も
、
優
位
性
と
同
じ
く
構
造
的
な
も
の
で
あ
 る
か
ら
、
乗
り
越
え
る
と
ぎ
は
長
潮
的
に
な
さ
れ
る
べ
 き
で
あ
ろ
う
。
出
会
 

ぃ
型
 調
査
の
特
徴
は
そ
こ
に
あ
る
。
調
査
自
体
が
出
会
い
 の
場
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
人
間
関
係
の
深
ま
 り
が
、
調
査
内
容
に
も
 

関
係
し
て
い
く
。
最
初
の
調
査
で
拒
否
さ
れ
て
も
、
次
の
 調
査
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
 ぅ
る
 。
何
が
拒
否
の
理
由
な
 

の
か
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
も
、
プ
ロ
セ
ス
 の
一
 っ
と
し
て
考
え
ら
れ
よ
 
う
 。
あ
る
情
報
の
み
が
、
 

提
示
を
拒
否
さ
れ
た
と
 

す
る
と
、
そ
の
情
報
内
容
が
他
と
ほ
異
な
る
性
格
を
も
っ
 て
い
る
、
と
理
解
さ
れ
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
事
自
身
、
 

調
査
対
象
た
り
う
る
。
 

研
究
者
と
イ
ソ
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
と
の
関
係
を
再
考
す
る
 ェ
 
ナ
 が
か
り
に
も
な
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
劣
位
性
を
補
っ
 た
り
、
ど
の
よ
う
な
形
 

に
お
い
て
劣
位
に
立
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
 け
 る
こ
と
が
、
こ
の
調
査
の
特
質
で
あ
る
。
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宗教研究と 

の い 

今
 述
べ
た
状
況
を
イ
ソ
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
側
に
立
っ
て
 捉
 え
 直
す
と
、
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
 ィ
 ソ
フ
ォ
ー
マ
ソ
 ト
 に
 

と
っ
て
は
、
調
査
は
必
ず
し
も
歓
迎
す
べ
き
も
の
で
ほ
 な
 い
 。
と
く
に
宗
教
調
査
は
 、
 触
れ
ら
れ
た
く
な
い
よ
う
 な
 内
容
を
含
む
可
能
性
 

が
 強
い
。
調
査
さ
れ
た
い
に
し
て
も
、
さ
れ
た
く
な
い
に
 し
て
も
、
ど
の
程
度
自
分
を
さ
ら
け
出
す
か
に
関
し
て
 は
 、
一
様
で
は
な
い
っ
 

そ
の
攻
防
ラ
イ
ン
 は
 、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ソ
 ト
 が
、
研
究
者
 と
ど
の
よ
う
な
パ
ー
ソ
ナ
ル
 な
 関
係
を
も
つ
か
に
よ
っ
 て
、
大
 ぎ
く
規
定
さ
れ
 

る
 。
 

調
査
を
目
ら
や
 、
 自
ら
の
属
す
る
教
団
な
ど
の
一
種
の
も
 
旦
伝
 に
使
お
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
さ
え
も
、
あ
ら
ゆ
 る
こ
と
を
包
み
隠
さ
 

ず
 話
す
と
い
う
こ
と
に
は
、
抵
抗
を
感
じ
る
部
分
が
あ
る
 に
 違
い
な
い
。
研
究
者
が
イ
ソ
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
生
活
 圏
や
文
化
圏
に
近
い
ほ
 

ど
 、
一
般
に
そ
の
抵
抗
は
強
く
な
る
と
想
定
さ
れ
る
。
 生
 活
圏
 ・
文
化
圏
の
近
さ
と
事
後
効
果
と
の
間
に
は
、
 正
 の
 相
関
が
考
え
ら
れ
る
 

か
ら
で
あ
る
。
調
査
結
果
が
、
以
後
の
自
分
の
生
活
に
影
 響
 を
友
ば
す
可
能
性
が
高
く
な
る
な
ら
ば
、
 イ
 ソ
フ
ォ
 一
 マ
ン
ト
は
、
 衣
 九
号
目
 

が
 

 
 

関
係
者
で
あ
れ
ば
、
教
団
が
社
会
か
ら
ど
 う
 見
ら
れ
る
 か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
 

型
に
と
っ
て
 、
 広
い
意
味
で
の
生
活
圏
の
問
題
と
し
て
 理
解
で
き
る
。
イ
ソ
フ
ォ
 l
 マ
ソ
 ト
 に
と
っ
て
は
、
 研
 免
者
と
の
生
活
 圏
 な
い
し
 文
 

 
 

胎
化
圏
の
距
離
は
、
な
る
べ
く
隔
た
っ
て
い
た
方
が
 
、
 心
理
的
に
楽
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
 

 
 

，
 
-
 
 こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
通
常
は
、
事
後
効
果
が
 も
っ
と
も
小
さ
く
な
る
と
想
定
さ
れ
る
外
国
人
研
究
者
は
 、
あ
ま
り
公
に
は
で
 き
な
 

裏
話
な
ど
を
含
め
て
、
面
談
に
応
じ
や
す
い
相
手
と
い
う
 こ
と
に
な
る
。
外
国
人
に
よ
る
新
宗
教
の
研
究
が
 、
初
 期
 よ
り
か
な
り
教
団
 

事
情
や
歴
史
に
立
ち
入
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
 ，
 
」
の
点
を
議
論
す
る
際
の
材
料
と
な
ろ
 
う
 。
新
宗
教
を
淫
 祠
 邪
教
的
に
み
る
 見
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マ
レ
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ト
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果
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果
の
コ
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ト
ロ
ー
ル
ー
 イン
フ
オ
ー
マ
ソ
 ト
 の
選
択
 



に
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
結
果
を
母
国
語
で
発
表
し
た
 場
ム
ロ
 
で
 も
 、
以
前
な
ら
、
そ
れ
が
 イ
 ソ
フ
ォ
ー
 

っ
 た
が
、
最
近
で
は
、
も
し
英
語
で
の
文
献
で
あ
る
と
、
 

一
部
の
教
団
関
係
者
は
、
そ
う
し
た
も
 

る
 。
 

こ
う
し
た
一
般
的
条
件
に
加
え
、
出
会
い
型
調
査
は
 、
マ
 レ
ビ
ト
 効
果
を
薄
め
る
作
用
を
も
っ
 

ト
は
 、
一
時
的
で
稀
な
お
客
と
し
て
訪
れ
、
去
っ
て
い
か
 ね
ば
な
ら
な
い
。
一
時
的
な
っ
き
あ
い
 

し
た
り
、
身
近
な
人
に
は
話
し
に
く
い
話
を
し
た
り
す
る
 。
も
し
研
究
者
が
、
一
時
的
に
そ
の
人
 

び
 姿
を
あ
ら
れ
す
こ
と
な
く
、
噂
を
聞
く
こ
と
も
な
い
な
 ら
 、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ソ
 ト
 は
か
な
り
 打
 

れ
な
い
。
し
か
し
、
出
会
い
型
調
査
は
、
調
査
後
も
さ
ま
 ざ
ま
な
相
互
影
響
の
機
会
が
あ
る
。
 

打
 マ

ソ
ト
 の
目
に
触
れ
る
こ
と
ほ
少
な
か
 

の
に
も
注
意
を
払
う
よ
 う
 に
な
っ
て
い
 

て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。
マ
レ
 ビ
 

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
 常
 以
上
の
接
待
を
 

の
生
活
 圏
 に
到
来
し
、
二
度
と
ふ
た
た
 

ち
明
け
た
話
を
す
る
気
に
な
る
か
も
し
 

ち
明
け
た
話
が
、
い
つ
自
分
の
生
活
 圏
 

-
 
は
 @
 

研
究
者
が
、
教
団
関
係
者
と
関
わ
り
の
な
い
生
活
 圏
 に
い
 る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
 

ま
た
、
外
国
人
が
調
査
 

イ
ソ
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
文
化
圏
、
生
活
 圏
 に
と
っ
て
 、
よ
 そ
 者
、
一
時
的
に
歓
待
し
て
も
構
わ
な
い
人
間
、
こ
 う
 し
た
研
究
者
で
あ
る
 

が
ゆ
え
に
、
話
が
し
や
す
く
な
る
と
い
う
傾
向
に
対
し
、
 こ
れ
を
「
マ
レ
 ビ
ト
 効
果
」
と
称
し
て
お
ぎ
た
い
。
 と
 こ
ろ
が
、
現
代
日
本
で
 

は
 、
マ
レ
 ビ
ト
 効
果
 は
 、
し
だ
い
に
期
待
で
き
な
く
な
り
 つ
つ
あ
る
。
研
究
者
が
マ
レ
 ビ
ト
 的
に
な
る
こ
と
自
体
 が
 少
な
く
な
っ
て
き
て
 

い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
地
域
調
査
に
お
い
て
も
、
 教
 同
調
査
に
お
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
と
に
、
 教
 団
 調
査
の
場
合
は
 、
 

ト
 側
の
警
戒
の
弱
さ
と
い
う
要
素
を
無
視
し
な
い
方
が
い
 

 
 

方
が
強
か
っ
た
戦
前
に
お
い
て
も
、
 ヘ
フ
 ナ
 目
グ
り
｜
 ン
、
 p
 ー
 ヱ
か
 な
ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
黒
住
教
、
天
理
教
 、
神
習
教
に
つ
い
て
、
 

そ
の
宗
教
性
を
評
価
す
る
よ
う
な
研
究
を
発
表
し
て
い
る
 。
ま
た
、
戦
後
で
み
る
と
、
新
宗
教
を
ま
と
も
な
 
研
 究
 対
象
と
す
る
日
本
人
 

研
究
者
が
、
依
然
少
な
か
っ
た
一
九
五
 0
 年
代
に
 、
マ
，
 ク
フ
ァ
 一
 ラ
ン
ド
が
、
新
宗
教
の
内
情
に
踏
み
込
ん
 だ
 調
査
を
行
な
っ
て
 い
 

 
 

な
の
だ
が
、
外
国
人
に
よ
る
研
究
で
あ
る
こ
と
に
対
す
 る
 、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ソ
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く
な
る
。
美
化
さ
れ
た
話
、
ド
ラ
マ
チ
 

，
ク
 
な
話
が
登
場
 

な
る
。
す
る
と
、
研
究
者
の
側
で
は
、
イ
ン
フ
ォ
 

l
 マ
ン
 

ど
 う
 表
現
さ
れ
る
か
が
、
研
究
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
 

ま
 放
映
さ
れ
る
、
と
い
う
現
実
に
囲
ま
れ
て
い
る
と
、
 

研
 

 
 

に
 近
 い
 ほ
ど
粉
飾
さ
れ
た
話
も
登
場
す
る
か
も
し
れ
な
い
 

（
た
ち
）
に
返
っ
て
く
る
か
を
予
測
し
て
発
言
し
た
り
、
 

し
た
が
っ
て
、
調
査
さ
れ
た
場
合
 

は
 、
そ
れ
が
公
表
さ
れ
 

ヱ
ア
 

ぇ
 ら
れ
る
行
為
な
の
で
あ
る
。
 

ン
 ス
 を
も
つ
と
す
れ
ば
、
自
己
演
出
と
い
う
言
い
方
（
 

4
-
l
 

貸
料
を
提
供
し
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
近
は
 

免
者
の
調
査
に
対
し
て
も
、
次
第
に
そ
う
し
た
連
想
が
 

。
自
己
防
御
は
よ
り
洗
練
さ
れ
た
形
で
出
て
く
る
と
 

想
 

し
や
す
く
な
る
。
都
合
の
悪
い
話
は
削
除
さ
れ
て
い
く
 

ト
 に
よ
る
結
果
の
コ
ソ
 

ト
 p
l
 ル
 と
い
う
要
素
を
 
、
考
 

で
は
な
く
、
自
分
が
ど
の
よ
う
に
表
現
し
た
か
に
依
存
 

に
よ
る
取
材
と
、
ほ
と
ん
と
同
じ
感
覚
で
捉
え
ら
れ
で
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
も
一
因
で
あ
る
。
。
 

ト
 

、
 
@
,
@
l
 

。
 

る
 場
面
を
想
定
す
る
。
テ
レ
ビ
イ
ソ
タ
ビ
ュ
ー
の
よ
う
 

な
し
て
も
か
ま
わ
な
い
。
 

ィ
 

慮
 し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

働
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
 

定
 さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
 

だ
ろ
う
。
虚
偽
と
い
う
 

す
る
と
考
え
る
よ
 

う
 に
 

る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
 

、
研
究
者
の
調
査
と
 

に
 、
発
言
が
そ
の
ま
 

査
 
」
 

膝
 
ソ
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
自
己
防
御
な
い
し
自
己
演
出
は
 

、
現
代
に
特
有
の
も
の
で
は
な
い
が
、
情
報
が
り
 

ア
ル
 タ
イ
ム
で
交
換
さ
れ
る
時
代
 

 
 

穏
 
に
ほ
、
よ
り
強
ま
る
と
考
え
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
 

，
 
」
 
ぅ
 し
て
生
じ
て
い
く
歪
み
は
、
ま
た
研
究
者
に
対
し
、
 

そ
れ
に
ど
 
う
 対
処
し
て
い
く
③
 

獅
 
べ
き
か
、
と
い
う
課
題
を
投
げ
か
け
る
の
で
あ
る
。
 

お
そ
ら
く
、
こ
の
歪
み
は
、
多
種
多
様
な
も
の
で
、
 

研
 究
 者
の
対
応
も
ま
た
、
多
種
 
3
 

宗
 
多
様
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
 

イ
 ン
 フ
 オ
ー
マ
ン
ト
は
、
原
則
的
に
そ
の
よ
う
な
歪
み
を
伴
っ
 

た
 情
報
を
提
供
す
る
と
い
 

に
 返
さ
れ
て
く
る
か
分
か
ら
な
い
。
 イ
 ソ
フ
ォ
ー
マ
ソ
 ト
 の
 用
心
は
、
だ
ん
だ
ん
と
強
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な
ら
 ざ
る
を
得
な
い
。
 

そ
う
し
た
状
況
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
 が
 、
調
査
結
果
の
波
及
効
果
を
見
越
し
て
、
調
査
に
対
 応
 す
る
と
い
う
事
態
 

も
 十
分
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
 イ
 ソ
 フ
 オ
 ー
マ
ソ
 ト
 も
、
自
分
（
た
ち
）
に
な
さ
れ
た
調
査
が
 、
ど
の
よ
う
に
自
分
 



宗
教
に
関
す
る
調
査
で
は
、
し
ば
し
ば
か
な
り
立
ち
入
っ
 た
こ
と
が
質
問
さ
れ
る
。
あ
る
教
団
の
信
者
に
対
し
て
 、
宗
教
的
回
心
が
あ
 

っ
 た
の
は
い
つ
で
、
ど
ん
な
状
態
で
あ
っ
た
の
か
と
か
、
 何
が
き
っ
か
け
で
入
信
し
た
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
 と
を
、
研
究
者
 は
 基
本
 

均
質
問
事
項
と
し
て
問
い
か
け
 ろ
 こ
と
が
多
い
。
だ
が
 @
 
」
 ぅ
 し
た
事
は
、
元
来
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
話
題
で
あ
る
。
 見
知
ら
ぬ
人
に
気
軽
に
 

話
せ
る
よ
う
な
き
っ
か
け
で
入
信
し
た
人
ば
か
り
と
は
 限
 ら
な
い
。
家
庭
内
の
長
年
の
確
執
が
根
に
あ
る
こ
と
も
 あ
ろ
う
。
人
に
は
打
ち
 

明
 げ
ら
れ
な
い
悩
み
が
伏
線
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
ろ
 ぅ
 。
そ
ん
な
話
を
、
突
然
調
査
に
あ
ら
わ
れ
た
人
間
に
 そ
の
ま
ま
話
す
気
に
は
 

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
 う
 す
る
義
務
は
さ
ら
さ
 う
な
い
。
 

い
つ
入
信
し
た
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
そ
れ
で
も
ま
 だ
 事
実
に
即
し
て
答
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
宗
教
に
 関
 わ
る
調
査
で
は
、
 

ど
 う
 答
え
て
い
い
か
迷
 う
 よ
う
な
質
問
が
投
げ
か
げ
ら
れ
 る
の
が
常
で
あ
る
。
な
ぜ
、
こ
の
宗
教
が
い
い
と
思
っ
 た
の
か
、
入
信
し
て
か
 

ら
 、
生
活
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
か
、
自
分
の
信
仰
 生
 活
 に
両
親
の
影
響
が
ど
れ
く
ら
い
あ
る
と
思
 う
か
、
な
 ぜ
 宗
教
的
な
こ
と
に
 関
 

心
 を
も
つ
よ
 う
 に
な
っ
た
の
か
、
等
々
。
聞
く
側
は
簡
単
 で
あ
る
が
、
答
え
る
側
は
容
易
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
 質
問
自
体
の
暖
 抹
 さ
も
 

三
 
信
仰
へ
の
質
問
 

ぅ
 、
実
態
調
査
が
も
っ
構
造
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
出
発
 点
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
れ
を
ど
 う
 修
正
し
て
い
く
か
 ほ
 つ
い
て
、
基
本
方
針
 

を
 具
体
的
に
記
述
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
両
者
の
相
互
 影
響
の
質
に
依
存
す
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
一
般
的
な
 @
 
旨
 い
方
し
か
で
き
な
 

い
 。
そ
れ
に
、
こ
こ
で
の
歪
み
の
修
正
 は
、
 曲
が
っ
た
 釘
 を
ま
っ
す
ぐ
に
す
る
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
作
業
で
は
 な
い
。
意
図
的
も
し
く
 

ほ
 無
意
識
の
情
報
の
歪
み
の
本
質
を
、
研
究
者
が
認
識
し
 た
 時
点
で
、
そ
れ
を
ど
の
方
向
に
向
け
て
い
く
か
を
 模
 乗
 す
る
と
い
う
、
 い
 わ
 

ば
 正
解
の
な
い
作
業
で
あ
る
。
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宗教研究と 

  
 
 

 
 

る
と
す
る
な
ら
、
も
 か
 定
数
で
あ
る
理
由
に
つ
い
て
の
 議
 

こ
の
場
合
の
「
な
ぜ
」
と
い
う
問
い
か
け
が
、
 

イ
 ソ
フ
ォ
 

論
が
、
 

一
つ
の
焦
点
に
な
る
。
研
究
者
が
、
ひ
た
す
ら
 

｜
 
マ
ン
ト
が
、
そ
の
宗
教
を
選
ん
だ
理
由
を
多
少
な
り
 

 
 

と
も
問
題
に
し
て
い
㈲
 

 
 

言
い
分
に
う
な
ず
い
て
い
る
ば
か
り
と
い
う
調
査
で
な
い
 限
り
、
こ
の
問
答
は
必
然
的
に
、
そ
の
宗
教
の
評
価
に
 多
少
な
り
と
も
は
い
り
 

 
 

こ
 う
 な
る
と
、
研
究
者
が
ど
の
よ
う
な
宗
教
観
、
あ
る
い
 は
 世
界
観
（
人
間
観
、
社
会
観
な
ど
を
こ
の
言
葉
で
代
 表
さ
せ
て
お
く
）
を
 

も
っ
て
調
査
に
臨
む
か
が
、
出
会
い
型
調
査
に
お
い
て
、
 

か
な
り
重
要
な
問
題
に
な
る
。
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ソ
 ト
 の
め
 
示
教
的
な
体
験
を
問
 う
 

て
い
く
と
、
そ
こ
で
宗
教
的
な
問
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
 と
い
う
こ
と
が
生
じ
る
。
一
例
を
あ
げ
よ
う
。
な
ぜ
、
 

そ
の
宗
教
に
入
信
し
た
 

の
か
と
い
う
問
は
、
そ
の
宗
教
の
評
価
に
つ
な
が
っ
て
 い
 く
 。
仮
に
、
な
ぜ
と
い
う
意
味
が
、
「
私
は
入
信
し
て
い
 

な
い
、
も
し
く
は
 入
 

倍
 す
る
意
志
は
な
い
が
、
な
ぜ
あ
な
た
 ほ
 こ
の
宗
教
に
入
 
倍
 し
た
ハ
レ
 
か
 」
と
Ⅰ
 リ
ラ
 ニ
ュ
フ
ノ
ン
ス
 
哺
 Ⅰ
あ
っ
た
な
ら
、
 イ
ソ
フ
ォ
ー
マ
ソ
 
ト
 に
 

 
 

ぬ
 

と
っ
て
は
、
 
問
 そ
の
も
の
が
一
種
の
挑
戦
に
な
り
 ぅ
 る
 。
ま
た
、
ど
ん
な
事
情
で
入
信
す
る
こ
と
に
な
っ
た
 の
か
と
い
う
、
入
信
経
緯
の
 

赳
 

具
体
的
内
容
に
力
点
が
置
か
れ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
 っ
て
も
、
そ
の
宗
教
が
選
ば
れ
た
理
由
を
問
 

、
、
、
 、
 

う
 と
い
う
 要
素
 は
 、
消
失
し
て
は
い
な
 

 
 

臨
め
ば
、
む
き
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
適
当
に
あ
し
 

 
 

あ
る
が
、
ど
の
程
度
 

相
手
に
よ
っ
て
、
 

常
体
験
と
ほ
、
 
神
 愚
 

や
事
柄
が
調
査
内
容
 

い
る
か
で
、
イ
ン
フ
 

共
感
的
で
あ
れ
ば
、
 

ま
で
答
え
る
べ
き
か
、
相
手
に
よ
っ
て
 大
 ぎ
く
異
な
り
 ぅ
 る
 事
柄
で
も
あ
る
か
ら
だ
。
 

回
答
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
超
常
体
験
に
 関
す
る
問
で
は
、
一
層
顕
著
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

超
 

り
 、
神
秘
体
験
、
 
霊
 体
験
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
類
の
体
 験
 で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
い
わ
ば
常
識
の
外
に
あ
る
 体
 験
 

と
な
る
わ
け
で
、
質
問
の
し
方
自
体
も
か
な
り
難
し
く
な
 る
 。
研
究
者
が
、
そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
か
、
肯
定
し
 て
 

オ
ー
マ
ン
ト
の
回
答
も
相
当
に
異
な
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
 な
い
。
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
は
、
相
手
が
自
分
の
体
験
 ヤ
 
@
 
甲
 

か
な
り
き
め
細
か
な
叙
述
を
す
る
の
で
は
、
と
い
う
期
待
 も
 生
ま
れ
よ
う
。
逆
に
、
超
常
体
験
に
否
定
的
な
態
度
 で
 
・
 



こ
の
点
を
も
っ
と
、
突
き
詰
め
て
い
く
と
、
両
者
に
は
、
 宗
教
観
、
世
界
観
の
対
決
が
待
ち
受
け
て
い
る
こ
と
が
 分
か
る
。
宗
教
研
究
 

に
お
け
る
客
観
性
と
か
、
間
主
観
性
と
か
い
っ
た
問
題
は
 、
こ
う
し
た
局
面
に
お
い
て
こ
そ
、
も
っ
と
も
は
っ
き
 り
し
た
形
で
荒
波
に
さ
 

ら
さ
れ
る
。
文
献
研
究
な
ど
で
あ
る
と
、
研
究
者
が
宗
教
 現
象
を
客
観
的
に
、
実
証
的
に
、
そ
し
て
特
定
の
価
値
 観
に
左
右
さ
れ
な
い
で
 

（
 
没
 価
値
的
に
）
記
述
す
る
の
が
、
可
能
な
よ
う
な
錯
覚
 を
 与
え
や
す
い
が
、
出
会
い
型
調
査
の
よ
う
な
研
究
に
お
 い
て
は
、
そ
の
限
界
 

は
 直
ち
に
明
ら
か
で
あ
る
。
現
実
の
調
査
の
場
で
は
、
 ど
 の
 程
度
の
主
観
性
、
ど
の
レ
ベ
ル
の
実
証
性
に
拠
点
を
 構
え
る
か
、
あ
る
い
は
 

自
分
の
価
値
観
を
ど
の
程
度
表
面
に
出
す
か
と
い
う
、
 き
 ね
 め
て
実
際
的
な
選
択
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 終
 始
 、
特
定
の
価
値
観
を
 

前
面
に
出
し
て
議
論
す
る
と
い
う
の
も
、
普
通
の
研
究
者
 の
や
り
方
で
は
な
し
Ⅱ
。
 

、
、
 
-
"
@
 
純
粋
に
客
観
的
、
没
価
値
的
 な
 立
場
も
あ
り
得
な
い
 

と
す
れ
ば
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
れ
ば
い
い
 か
、
 個
々
の
場
面
で
態
度
を
決
し
て
い
か
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
 

て
 、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
が
異
な
れ
ば
、
下
さ
れ
た
判
断
 も
 異
な
る
と
い
う
こ
と
も
当
然
あ
り
う
る
。
 

頻
繁
忙
起
こ
る
事
例
で
ほ
な
い
が
、
議
論
を
明
確
に
す
る
 た
め
、
一
つ
の
場
面
を
想
定
し
ょ
う
。
も
し
、
 ィ
 ノ
 ブ
 オ
 ー
マ
ソ
 ト
 が
 、
み
 

ず
か
ら
の
宗
教
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
、
調
査
継
続
の
条
 件
 に
し
た
場
合
 は
 、
研
究
者
は
ど
う
い
う
道
を
採
り
 う
 る
か
。
宗
教
観
、
世
界
 

観
の
共
有
を
求
め
て
き
た
場
合
で
あ
る
。
調
査
継
続
を
最
 優
先
さ
せ
る
な
ら
、
対
象
と
し
た
宗
教
に
入
信
し
て
し
 ま
う
 、
と
い
う
道
も
あ
 

リ
ラ
る
 。
こ
の
場
合
、
あ
く
ま
で
研
究
を
よ
り
ス
ム
ー
ス
 に
 行
な
 う
 た
め
に
便
宜
的
に
入
信
す
る
と
い
う
場
合
と
 、
実
際
に
何
ら
か
の
 共
 

鳴
を
感
じ
て
い
る
の
で
入
信
す
る
と
い
う
場
合
の
 、
 大
 き
 く
 二
通
り
が
あ
る
。
さ
ら
に
後
者
は
、
一
定
の
関
心
を
 抱
い
た
段
階
で
の
入
信
 

と
 、
そ
れ
な
り
に
得
心
し
て
の
入
信
と
に
分
け
る
こ
と
が
 で
き
る
。
と
も
あ
れ
体
験
し
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
 入
信
し
た
場
合
は
 、
一
 

る l 込 
。 て ん 

ソ で， 

卜 し @ 

がく 吐 。 
き と 

山 な 
す れ 
，ら、 もま 情 
  
説 フ 

き ォ 

明 l 
か マ 
す ン 
教 ト 

え の 
の も 
内 つ 
容 て 

も 、 い る 

信仰 相当 

ヤ @ L ケ @ ヒ 

異 対 
な し 
  
た 研 
も 究 

者が のに 

な ど 
る の 
と 程 
い 度 
う の 
こ 理 
と 解 
は 、 な 一 

  
分 か 

に - で 、 

  
  9 フ 
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定
の
関
心
を
抱
い
た
段
階
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

も
 つ
 と
も
、
以
上
の
三
つ
も
、
具
体
的
な
場
面
に
即
し
て
 

考
え
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
 

境
界
線
は
明
確
で
ほ
な
 
い
 こ
と
を
付
け
加
え
て
お
か
な
 

げ
 れ
ば
な
ら
な
い
。
便
宜
的
に
入
信
し
た
が
、
深
 

い
 共
鳴
 を
 抱
く
よ
う
に
な
る
と
 

い
う
場
合
も
あ
ろ
う
し
、
逆
に
得
心
し
て
入
信
し
た
り
も
 

り
が
、
し
ば
ら
く
た
っ
て
幻
滅
を
感
じ
た
が
、
便
宜
的
 

ほ
 と
ど
ま
っ
た
と
い
う
 

こ
と
も
あ
ろ
う
。
 

便
宜
的
な
入
信
の
場
合
は
、
研
究
者
と
 

べ
 ソ
フ
ォ
ー
マ
ソ
 
ト
 と
の
、
あ
る
種
の
妥
協
の
産
物
と
み
な
せ
る
。
研
究
 

者
 側
は
、
そ
れ
に
よ
 

っ
て
相
手
の
宗
教
へ
の
敬
意
を
表
し
、
イ
ソ
フ
ォ
ー
マ
ソ
 

ト
 側
は
、
形
式
的
で
あ
れ
、
そ
の
敬
意
に
対
し
、
一
定
 

の
 門
戸
を
開
く
と
い
う
 

-
@
 

Ⅱ
）
 

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
調
査
し
て
い
る
間
の
両
者
 

の
 関
係
は
 、
 少
し
は
摩
擦
が
少
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

，
 
」
 
れ
 は
 い
ね
 。
 
ぼ
 

一
時
的
 

な
 問
題
回
避
で
あ
っ
て
、
出
会
い
型
調
査
が
抱
え
る
問
題
 

に
 正
面
か
ら
応
じ
て
い
る
も
の
で
ほ
な
い
。
た
だ
、
 

誰
 も
が
イ
ソ
フ
ォ
ー
マ
ソ
 

ト
の
 要
請
に
対
し
、
真
剣
に
応
じ
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
 

い
 う
 わ
け
で
も
な
い
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
 

立
場
も
選
択
肢
の
中
に
 

は
い
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
 

一
定
の
関
心
を
抱
い
て
の
入
信
 

や
 、
得
心
し
て
の
研
究
と
 
な
る
と
、
無
意
識
の
う
ち
に
、
護
教
的
な
研
究
に
近
づ
く
 

危
険
性
が
生
じ
 

る
 。
ま
た
、
イ
ソ
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
や
イ
ソ
フ
ォ
ー
マ
ソ
 

ト
 の
 信
じ
る
宗
教
の
 
、
 良
い
面
だ
け
を
見
よ
う
と
す
る
 

傾
 向
 が
生
じ
る
こ
と
に
 
注
 

哩
に
す
る
と
は
想
定
で
き
な
い
。
「
出
会
い
型
」
と
い
調
音
，
 

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
と
」
 

し
尹
 く
て
十
オ
 ら
ァ
し
 

 
 

  

査
い
 
よ
ま
よ
よ
 、
 。
 

 
 

齢
や
葛
藤
な
ど
、
し
の
ぎ
を
削
る
関
係
も
ま
た
生
じ
 
得
 る
 。
後
者
の
方
が
奥
行
の
深
い
調
査
に
な
る
こ
と
も
あ
 

る
と
考
え
た
け
れ
ば
な
ら
な
 

 
 

 
 

調
査
に
応
じ
な
い
と
も
 

曇
 青
さ
れ
て
も
、
研
究
者
が
入
信
 

し
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、
 

研
 

教
 

宗
一
般
的
な
状
況
で
は
な
い
。
そ
の
場
合
は
、
調
査
を
 

断
念
す
る
と
い
う
の
が
、
多
く
の
研
究
者
の
採
る
道
と
 

な
ろ
 う
 。
入
信
を
迫
ら
れ
る
 167 (167) 



以
上
述
べ
て
き
た
 よ
う
 に
、
宗
教
学
に
お
け
る
出
会
い
型
 調
査
が
語
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
調
査
 は
、
最
 後
は
 自
分
の
宗
教
観
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ⅠⅩ 

必 

要 

認識 な 

の 体 個 が 究 ぅ と 場 と 条 踏 と   極端 内容に り 研究と ておい の内容 を置く 、調査 複雑な ある。 に調査 る。調 である 件に人 という 

に 査 。 肩 点 な   る な ま る 調 出 した がら、 力 ヵ 2 、 とい した 

部 こ 調 う か の     
て を じ 極 で と 

接 学 る 端 あ い 

場 欲 核 単 為 
が、   
ま 状況 入 、 と、 分 に さ 

信 実 関 は ケ @ し 

し 質 す   
  

た 的 る ほ   場 に こ と 
示払秋 

合 宿 と ん 
観、 

世 
界 どない では、 著と同 は、共 観 

微 レ 感   の 
妙 べ を も せ 

ヵ よ ル 一 刀 ス っ め 

対 の し と ぎ   麻 行 た 穏 あ 
れ あ た チ い 世 の 為 人 や   
た っ か ャ 。 界 違 を に か の 

も た ら l 通 観 い 要 の だ 
が 求 み が 

王 
の か と で 常 に 俵 

あ さ 麻 ・複 に 
はを " " い っす 示 ほど " の る れ じ 雑 足 
そ 具 て か 研 よ こ る る な を 



み
を
指
し
て
ほ
い
な
い
。
か
え
っ
て
否
定
的
な
見
解
を
抱
 

く
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
ほ
 

そ
れ
で
、
自
ら
の
内
に
 

秘
め
て
い
た
宗
教
観
、
世
界
観
が
、
よ
り
明
確
に
さ
れ
た
 

と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
 

こ
の
点
が
、
宗
教
学
に
お
け
る
出
会
い
型
調
査
の
特
質
で
 

あ
る
の
で
、
最
後
に
総
括
め
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
 

ぎ
た
い
。
出
会
い
型
 

調
査
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
で
交
わ
さ
れ
る
情
報
内
容
が
 

、
 研
究
者
と
イ
ソ
フ
ォ
一
 
％
ソ
ト
 
と
の
間
で
、
基
本
的
に
 
了
解
が
容
易
な
も
の
が
 

あ
る
。
社
会
学
や
社
会
心
理
学
の
調
査
で
は
、
そ
う
し
た
 

も
の
が
多
い
。
自
由
回
答
法
の
面
接
調
査
で
あ
っ
て
も
 

、
回
答
結
果
を
統
計
的
 

に
 処
理
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
よ
う
な
調
査
は
 

、
 必
然
的
に
そ
う
な
る
。
統
計
処
理
を
す
る
に
は
、
回
答
 

が
 一
定
の
 
カ
 テ
コ
リ
ー
 

に
 区
分
で
ぎ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
 

憶
 
研
究
者
と
イ
ソ
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
と
の
間
に
は
、
 

調
 査
 内
容
に
関
し
て
は
、
 

原
則
と
し
て
相
互
が
了
解
可
能
な
概
念
、
言
語
が
存
在
す
 

る
と
い
う
前
提
が
あ
る
。
 

他
方
、
主
に
文
化
的
な
障
壁
ゆ
え
に
、
研
究
者
と
イ
ン
フ
 

オ
ー
マ
ン
ト
と
の
間
に
ほ
、
無
条
件
に
共
有
で
き
る
も
 

の
ほ
 な
い
と
い
ち
ユ
 

%
 

A
 ）
宗
教
学
の
調
査
 
は
 、
こ
の
い
ず
れ
で
も
な
い
局
面
 

を
も
ち
、
共
有
で
き
る
部
分
、
あ
る
い
は
了
解
で
ぬ
。
型
学
の
調
査
は
 

査
提
 

多
く
が
こ
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
。
」
 

、
 

@
@
l
 

 
 

を
 含
む
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
こ
そ
、
宗
教
 

学
の
調
査
の
特
質
が
あ
ら
れ
 

  

 
 

践
 
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
間
に
存
在
す
る
、
情
報
伝
達
 

止
め
 ギ
ャ
ッ
プ
 や
ズ
レ
 を
克
服
し
ょ
う
と
い
 
5
 営
み
が
 、
 大
き
な
課
題
と
な
る
。
 

 
 

獅
 
れ
て
い
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
宗
教
が
テ
ー
マ
に
な
っ
た
 
と
 ぎ
の
困
難
さ
は
、
回
答
内
容
に
な
り
 

ぅ
る
 観
念
、
語
 彙
 、
ス
ト
ー
リ
ー
な
ど
に
つ
 

塞
 
い
て
の
、
社
会
的
了
解
の
不
確
か
さ
に
あ
る
。
教
育
 

歴
や
職
業
歴
、
親
族
関
係
な
ど
を
質
問
し
た
と
き
と
、
 

信
仰
体
験
を
質
問
し
た
と
き
 169 (169) 

な
い
し
世
界
観
の
再
構
成
へ
と
、
道
が
通
じ
て
い
る
と
い
 ぅ
 こ
と
で
あ
る
。
 

帰
還
す
る
、
つ
ま
り
自
ら
の
宗
教
観
、
世
界
観
に
何
ら
の
 変
化
も
生
じ
な
か
 

い
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
，
星
目
い
 
う
る
 。
 と
 ろ
ん
、
変
化
 が
 生
じ
る
と
は
、
 研

究
者
が
イ
ソ
フ
ォ
ー
マ
ソ
 ト
 に
出
会
っ
て
、
「
無
傷
」
 
で
 

っ
 た
と
な
る
と
、
む
し
ろ
そ
の
調
査
は
、
失
敗
の
部
類
に
 よ
 
も
 

イ
ソ
フ
ォ
ー
マ
ソ
 
ト
 の
宗
教
観
、
世
界
観
に
近
づ
く
こ
と
 の
 



の
 違
い
は
こ
こ
で
あ
る
。
教
育
や
職
業
の
種
類
に
つ
い
て
 は
 相
互
の
了
解
は
困
難
で
忙
な
い
。
そ
の
種
類
、
あ
る
 い
は
 内
容
に
つ
い
て
の
 

社
会
的
了
解
が
一
定
程
度
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
 
だ
 が
 、
信
仰
が
 テ
 一
 ％
 と
な
る
と
、
両
者
の
了
解
は
と
 ぎ
 と
し
て
大
層
困
難
と
な
 

る
 。
相
互
に
苛
立
ち
を
感
じ
る
場
合
も
あ
る
。
何
か
拠
っ
 て
 立
つ
所
が
、
ま
っ
た
く
異
な
る
と
い
う
感
覚
が
生
じ
 る
か
ら
で
あ
る
。
 

こ
の
場
合
の
了
解
の
難
し
さ
は
、
た
と
え
ば
恋
愛
体
験
や
 感
激
し
た
体
験
を
、
他
人
に
了
解
さ
せ
る
と
ぎ
の
難
し
 さ
に
一
脈
通
じ
て
い
 

る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
体
験
は
各
人
に
固
有
の
も
 の
で
あ
る
と
い
う
観
点
に
立
て
ば
そ
 う
 言
え
よ
う
。
 そ
 れ
で
も
、
宗
教
が
テ
一
 

マ
 と
な
っ
た
場
合
の
了
解
の
難
し
さ
は
、
群
を
抜
い
て
い
 る
 。
そ
れ
ほ
一
 つ
に
は
 、
宗
教
的
世
界
観
は
そ
れ
独
自
 の
 領
域
を
形
成
し
て
い
 

る
の
で
、
そ
の
社
会
が
一
つ
の
宗
教
的
世
界
観
を
共
有
し
 て
い
る
と
い
う
の
で
な
い
限
り
、
社
会
的
了
解
が
築
か
 れ
る
こ
と
は
、
ま
ず
 め
 

り
 得
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
、
 イ
 ソ
 フ
 オ
 ー
マ
ソ
 ト
 自
体
に
よ
る
、
自
ら
の
宗
教
体
験
の
認
識
 の
暖
昧
 さ
と
い
う
こ
と
 

も
あ
る
。
体
験
を
十
分
に
語
り
う
る
枠
組
が
 、
 揺
れ
動
く
 と
い
う
の
が
、
宗
教
現
象
の
特
徴
で
あ
る
。
す
で
に
 存
 在
す
る
概
念
や
号
ロ
ま
 
咀
 

で
、
体
験
が
す
っ
か
り
語
り
尽
く
せ
る
も
の
な
ら
、
話
し
 ほ
 楽
で
あ
る
が
、
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
に
、
イ
ン
フ
ォ
 l
 マ
ン
ト
と
し
て
も
 困
 

難
を
抱
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

こ
う
し
て
比
較
し
て
み
る
と
、
宗
教
の
調
査
が
世
界
観
、
 宗
教
観
の
再
構
成
で
あ
る
と
い
う
意
味
も
、
よ
り
ほ
っ
 ぎ
り
し
て
く
る
で
あ
 

ろ
 う
 。
研
究
者
は
回
答
辞
が
未
確
定
と
な
っ
て
い
る
調
査
 に
 足
を
踏
み
入
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
 未
 確
定
 性
は
異
文
化
理
解
、
異
 

民
族
理
解
の
場
合
の
不
確
か
さ
と
は
、
若
干
性
格
を
異
に
 す
る
。
異
文
化
理
解
で
は
、
相
手
の
文
化
の
コ
ー
ド
が
 了
解
で
き
れ
ば
、
相
手
 

0
 行
動
や
考
え
方
も
ぐ
っ
と
分
か
り
や
す
く
な
る
と
考
え
 ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
程
度
体
系
化
さ
れ
た
 コ
 ｜
ド
の
 存
在
を
前
提
と
 

し
て
い
る
。
だ
が
、
宗
教
現
象
 は
 そ
も
そ
も
何
ら
か
の
 コ
 ｜
ド
 が
あ
る
の
か
さ
え
も
定
か
で
は
な
い
と
い
ら
性
格
 を
も
っ
て
い
る
。
 

も
ち
ろ
ん
、
宗
教
学
に
お
け
る
出
会
い
型
調
査
で
も
、
 大
 平
ほ
資
料
・
デ
ー
タ
の
収
集
が
、
実
際
上
の
目
的
で
あ
 る
 。
よ
り
正
確
で
重
 

要
 な
情
報
を
適
切
 に
 収
集
す
る
上
で
の
注
意
と
い
う
面
で
 億
 
他
の
分
野
の
調
査
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
 そ
 れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
の
 議
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宗教研究と「出会い 型調査」 

注
 

（
 
l
 ）
土
室
文
雄
・
平
野
栄
次
，
宮
家
 準
 
・
宮
田
竪
縞
 
円
 民
間
 信
仰
調
査
整
理
 ハ
ソ
 ド
ブ
ッ
ク
ヒ
下
・
実
際
 編
 
（
雄
山
 閣
 、
一
九
 八
七
年
）
に
は
、
「
 民
 

間
 信
仰
調
査
上
の
心
構
え
と
手
順
」
、
「
民
間
信
仰
調
査
の
方
法
 

」
と
い
う
章
が
あ
り
、
そ
こ
で
調
査
上
の
心
構
え
や
基
礎
的
注
意
 事
項
が
記
さ
れ
て
 

い
る
。
初
心
者
向
げ
の
注
意
で
は
あ
る
が
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ソ
 ト
に
 礼
を
失
す
る
こ
と
が
な
い
た
め
の
留
意
点
も
解
説
し
て
あ
る
  
 

（
 
2
 ）
民
間
の
霊
能
者
な
ど
へ
の
聞
き
書
き
が
長
期
に
わ
た
っ
 た
場
合
、
研
究
者
の
側
が
イ
ン
フ
ォ
一
％
 ソ
ト
 か
ら
受
け
る
影
響
 も
 大
き
い
と
考
え
 ろ
 

れ
る
。
池
上
長
五
円
津
軽
の
 カ
 ミ
サ
 マ
ヒ
 （
 
ど
 5
 ぶ
つ
 社
 、
一
九
 八
七
年
）
 
や
 、
川
村
邦
九
円
巫
女
の
民
俗
学
 ヒ
 （
 青
 弓
杖
、
一
九
 九
一
年
）
な
ど
を
 

読
む
と
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
と
の
長
期
の
つ
ぎ
合
い
が
、
 研
 免
者
に
も
深
い
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
分
か
る
。
両
者
と
も
、
 ィ
 ソ
フ
 オ
 l
 
マ
ン
ト
 

が
も
っ
世
界
を
語
り
得
た
の
か
、
と
い
う
点
に
、
か
な
り
強
い
 こ
だ
わ
り
を
見
せ
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。
 

（
 
3
 ）
こ
れ
は
、
宗
教
社
会
学
で
、
 弘
 化
（
 屈
 T
p
 （
 
@
N
p
 

（
 
@
0
 
口
 ）
 と
 呼
ば
れ
て
い
る
現
象
、
あ
る
い
は
、
 P
.
 
バ
ー
ガ
ー
の
用
語
 に
 従
え
ば
、
「
聖
な
る
け
  

 
 
 
 
 

天
蓋
（
 組
 n
r
 
陛
の
目
 0
 ヮ
き
 」
が
失
わ
れ
て
い
く
現
象
な
ど
を
 念
 頭
に
お
い
て
い
る
。
 

（
 
4
 ）
た
と
え
ば
、
一
九
七
八
年
に
、
 
C
I
S
R
 

東
京
会
議
が
 
開
か
れ
た
時
点
で
は
、
世
俗
化
が
テ
ー
マ
の
一
つ
に
な
り
、
宗
教
 は
 衰
退
し
て
い
る
 
卸
 

か
 、
そ
う
で
な
い
か
と
い
う
議
論
が
激
し
く
戦
わ
さ
れ
た
。
 

B
 

ウ
ィ
ル
 
ソ
ソ
 は
、
宗
教
衰
退
論
を
主
張
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
 つ
い
イ
し
卜
は
 
、
円
ハ
 
し
 

し
 当
て
た
り
、
聞
き
出
し
た
り
す
る
と
い
う
行
為
以
上
の
 も
の
が
、
常
に
可
能
性
と
し
て
存
在
し
て
い
る
 

の
も
の
が
、
研
究
者
と
イ
ソ
フ
ォ
ー
マ
ソ
 ト
 と
の
関
係
性
 の
中
に
、
可
能
態
と
し
て
揺
ら
い
で
い
る
と
い
 

こ
の
 ょ
う
 に
意
識
化
す
る
と
、
 イ
 ソ
フ
ォ
ー
マ
ソ
 ト
 は
 、
 研
究
者
の
宗
教
観
、
世
界
観
の
再
構
成
に
加
 

的
な
パ
ー
ト
ナ
 L
 
 と
表
現
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
同
時
 に
 、
研
究
者
も
ま
た
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ソ
 ト
 の
 

え
に
来
た
人
物
で
あ
る
。
出
会
い
型
調
査
に
お
い
て
、
 め
 
示
教
観
、
世
界
観
の
対
決
と
い
う
緊
張
を
字
む
と
 

上
 で
は
、
そ
れ
に
対
す
る
対
応
策
を
、
い
わ
ば
一
つ
の
 作
 品
 と
し
て
作
り
あ
げ
、
そ
れ
を
通
じ
て
議
論
に
 

方
法
が
、
今
も
っ
と
も
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
 

と
い
う
特
徴
で
あ
る
。
情
報
そ
 

う
 こ
と
で
あ
る
。
 

わ
る
臨
時
の
、
と
き
に
ほ
持
続
 

宗
教
観
、
世
界
観
に
動
揺
を
与
 

い
う
こ
と
の
意
味
を
検
討
す
る
 

深
み
を
も
た
し
て
い
く
と
い
う
 

論
は
 、
宗
教
学
の
調
査
の
特
徴
面
に
焦
点
を
絞
っ
て
あ
る
 。
つ
ま
り
、
資
料
、
デ
ー
タ
、
情
報
な
ど
が
あ
ら
か
じ
 め
 あ
っ
て
、
そ
れ
を
 探
 



I
S
R
 
東
京
会
議
紀
要
 ヒ
 （
 
C
l
S
R
 

東
京
会
議
組
織
委
員
会
、
 

一
九
七
八
年
）
 、
 及
び
拙
論
「
 C
I
S
R
 
 
（
国
際
宗
教
社
会
学
会
 
義
 ）
東
京
会
議
 報
 

 
  

 

告
 」
 ミ
 宗
教
研
究
 ヒ
 二
三
九
、
一
九
七
九
年
）
を
 岩
照
 。
 

 
 

（
 
5
 ）
井
上
順
孝
・
幸
木
負
・
対
馬
路
人
・
 中
牧
弘
允
 ・
西
山
 茂
編
 
「
新
宗
教
事
典
 ヒ
 （
弘
文
章
、
一
九
九
 0
 年
 ）
の
、
と
く
に
 資
料
篇
作
成
の
た
め
）
 

 
 

に
、
 多
く
の
教
団
を
調
査
し
た
際
の
経
験
か
ら
言
え
ば
、
新
京
 教
 教
団
は
、
調
査
と
い
う
こ
と
に
強
い
警
戒
心
を
抱
く
方
が
普
通
 で
あ
る
。
焼
成
案
 
u
 

数
 に
お
い
て
は
、
そ
う
で
も
な
い
か
ら
、
こ
こ
に
は
新
宗
教
 特
 右
 の
問
題
が
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
も
し
、
そ
れ
が
不
当
で
 あ
る
と
研
究
者
側
が
 

言
 う
 た
め
に
は
、
研
究
者
側
は
少
な
く
と
も
調
査
の
ガ
イ
ド
ラ
 イ
ソ
く
ら
い
は
設
定
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
調
査
 の
 マ
ナ
ー
の
よ
う
な
 

倫
理
的
問
題
、
学
問
上
の
要
請
と
宗
教
上
の
要
請
と
が
対
立
し
 た
 場
合
の
解
決
の
仕
方
と
い
っ
た
、
方
法
論
上
の
間
 題
 、
両
者
 の
 利
生
口
関
係
に
つ
い
 

て
の
最
低
の
了
解
な
ど
が
含
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

（
 
6
 ）
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
民
族
誌
に
つ
い
て
は
、
 
V
.
 
ク
ラ
パ
ン
 ザ
 ー
ノ
著
、
大
塚
和
夫
・
渡
部
重
行
 訳
 
「
精
霊
と
結
婚
し
た
 
男
 ヒ
 、
紀
伊
国
屋
書
店
、
 

一
九
九
一
年
（
原
題
 

づ
 自
生
む
ミ
卜
ぎ
こ
ぶ
二
束
 

蛉
寒
も
ぺ
 
Q
Q
n
&
 

ま
 ・
 円
 す
の
 
C
 コ
ア
の
「
 
絡
 （
 
ピ
 o
h
 

の
田
の
ご
 

0
.
 

）
 り
 ㏄
 つ
 ）
に
あ
る
訳
者
に
よ
 る
 解
説
を
参
照
。
 

大
塚
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
民
族
誌
の
典
型
 何
 と
し
て
、
ク
ラ
 
パ
 ン
ザ
ー
 ノ
 の
こ
の
書
の
他
、
 
P
.
 
ラ
ビ
ノ
ー
の
 
力
 せ
守
注
ぎ
ま
 
っ
 ミ
 八
 % Ⅱ
 
@
 
円
 
き
つ
 
ド
ト
 -
@
 

い
 

ノ
 
へ
っ
へ
 

o
Q
n
o
.
C
 

コ
 @
 
Ⅱ
の
「
 
四
 （
 
セ
 0
h
 の
 p
-
 
用
 0
 「
 
コ
厨
 ㌧
（
の
の
の
・
 

P
 の
Ⅱ
Ⅱ
（
 
拙
訳
 円
 異
文
化
の
理
解
㌔
岩
波
書
店
、
一
九
八
 0
 年
 ）
が
挙
げ
ら
 れ
る
こ
と
を
紹
介
し
 

て
い
る
。
ラ
ビ
ノ
ー
は
、
同
書
に
お
い
て
、
調
査
が
「
侵
犯
」
 と
い
う
性
格
を
も
つ
こ
と
、
 

イ
 ン
フ
ォ
 一
 マ
ン
ト
と
何
か
を
形
作
 る
も
の
で
あ
る
こ
 

と
な
ど
を
述
べ
て
い
る
。
か
な
り
内
省
的
な
書
で
あ
る
。
 

（
 
7
 ）
最
近
は
、
さ
ら
に
変
化
が
加
速
化
し
て
、
調
査
結
果
を
 発
表
す
る
頃
は
、
調
査
地
の
状
況
が
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
し
ま
い
 、
民
族
誌
と
し
て
の
 

記
述
の
妥
当
性
が
、
あ
や
 ぅ
 く
な
る
と
い
う
事
態
も
生
じ
て
い
 る
 。
つ
ま
り
社
会
文
化
的
状
況
の
変
化
が
あ
ま
り
に
激
し
く
、
 研
 免
者
は
も
は
や
 そ
 

れ
に
十
分
対
応
で
き
な
い
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
 宗
 教
学
に
も
関
わ
り
を
も
っ
事
柄
で
あ
り
、
出
会
い
型
調
査
と
い
 う
 視
点
に
と
っ
て
 

も
 、
重
要
な
問
題
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
れ
自
身
独
立
さ
せ
て
 扱
う
べ
き
テ
ー
マ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
う
し
た
側
面
 に
つ
い
て
の
議
論
 

は
 、
本
稿
に
お
い
て
は
割
愛
し
た
。
 

（
 
8
 ）
こ
の
問
題
は
、
と
く
に
新
山
下
 

数
 に
お
い
て
頻
繁
に
生
じ
 る
 。
こ
れ
は
新
宗
教
が
運
動
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
大
き
な
関
心
 を
 寄
せ
て
い
る
こ
と
 

や
 、
新
宗
教
関
係
者
が
、
自
分
た
ち
は
社
会
的
認
知
を
受
け
て
 い
な
い
と
感
じ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
 ろ
 れ
る
。
 

（
 
9
 ）
地
域
調
査
な
ど
で
は
、
調
査
さ
れ
た
側
が
、
調
査
さ
れ
 
る
こ
と
が
地
域
の
振
興
に
役
立
つ
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
 期
 待
 を
も
っ
こ
と
が
稀
で
 

は
な
い
。
禁
や
イ
ベ
ン
ト
の
実
態
を
調
査
し
た
経
験
が
あ
る
 人
 な
ら
、
こ
の
点
は
容
易
に
理
解
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

（
Ⅲ
Ⅳ
）
の
 
曲
 Ⅰ
す
 
い
ノ
 
ミ
・
 エ
 の
 し
コ
 
e
r
.
 
づ
ト
ぬ
ヒ
ハ
ま
 

r
o
z
u
 

ま
 @
 肋
馬
も
 

～
 色
 め
き
 
@
 
さ
ぎ
，
ン
ハ
 

住
廿
ロ
 の
で
 
ぃ
コ
 の
 0
0
 
ざ
 （
 
せ
 ・
 ピ
の
 
㏄
の
・
し
 
い
コ
ず
 
-
 の
 ・
 0
 「
 0
0
 
コ
タ
 づ
 0
 コ
ヱ
 %
 せ
 0@
0
 「
（
二
の
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の
に
警
戒
心
を
も
つ
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ソ
 ト
 の
心
を
解
き
ほ
ぐ
す
 ，
 
」
と
か
ら
、
調
査
が
始
ま
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
た
だ
、
こ
の
 
場
合
で
も
、
頑
な
 

 
 

態
度
の
理
由
が
、
自
分
た
ち
の
誠
意
を
踏
み
に
じ
る
よ
う
な
行
 為
へ
の
怒
り
の
名
残
な
の
か
、
取
材
者
が
教
団
側
の
筋
書
通
り
 に
 記
述
し
な
か
っ
た
Ⅳ
 

 
 

こ
と
へ
の
不
満
の
く
す
ぶ
り
な
の
か
、
と
い
っ
た
よ
う
な
見
極
 め
は
、
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

（
は
）
な
お
、
超
常
体
験
が
テ
ー
マ
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
 

研
 免
者
は
、
方
法
論
上
こ
れ
に
ど
 5
 対
処
す
べ
き
か
と
い
う
難
問
が
 あ
る
。
こ
れ
 仁
 つ
い
は
 

て
は
、
刈
穂
 で
 触
れ
た
の
で
こ
こ
で
は
詳
し
く
は
述
べ
な
い
。
 

拙
 論
 
「
超
常
体
験
と
宗
教
研
究
」
 
尖
 現
代
宗
教
学
 1
 
体
験
へ
の
 
接
近
 L
 、
東
京
大
学
 

出
版
会
、
一
九
九
二
年
、
所
収
）
参
照
。
 

（
 
托
 ）
た
だ
し
、
唯
物
史
観
に
基
づ
い
て
宗
教
現
象
を
分
析
す
 る
と
い
う
よ
う
な
、
き
わ
め
て
体
系
立
っ
た
思
想
を
伴
う
方
法
論
 に
よ
っ
て
、
イ
ン
フ
 

オ
ー
マ
ン
ト
に
接
す
る
場
合
は
、
こ
こ
で
論
じ
る
問
題
は
 、
あ
 る
い
は
回
避
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
出
会
い
型
 調
 査
 で
は
、
そ
 う
し
 

た
 体
系
立
っ
た
世
界
観
を
も
、
相
手
の
世
界
観
と
の
つ
ぎ
 あ
わ
 せ
に
差
し
出
す
と
い
う
前
ま
で
、
道
が
通
じ
て
い
る
と
考
え
る
べ
 ぎ
で
あ
る
。
 

（
Ⅳ
）
具
体
的
に
研
究
者
の
名
前
を
挙
げ
る
こ
と
は
差
し
控
え
 た
い
が
、
研
究
の
た
め
入
信
の
形
式
を
と
る
と
い
う
例
は
 、
新
め
 示
教
研
究
に
お
い
て
 

は
 、
と
き
お
り
耳
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
事
後
の
 功
利
性
が
あ
ま
り
に
顕
著
に
観
察
さ
れ
る
と
、
後
続
の
研
究
者
に
 影
響
を
与
え
る
と
 

い
う
こ
と
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

（
 
毬
 ）
人
類
学
で
は
、
エ
チ
ッ
ク
（
の
 ヱ
 0
 ）
 、
ヱ
 ミ
 ノ
ク
 （
の
 
日
ざ
 ）
を
め
ぐ
る
議
論
が
あ
る
。
研
究
者
が
用
意
し
た
概
念
、
 

ヵ
テ
ゴ
 リ
ー
な
ど
を
優
先
さ
 

せ
る
か
、
あ
る
い
は
対
象
と
し
た
文
化
の
そ
れ
ら
を
重
視
す
る
 か
の
議
論
で
あ
る
。
認
識
人
類
学
は
、
一
貫
し
て
 ヱ
 ミ
ッ
ク
な
 立
 場
 に
立
っ
と
い
う
 

（
松
井
健
「
認
識
人
類
学
論
 
放
ヒ
 、
昭
和
堂
、
一
九
九
一
年
、
参
 照
 ）
。
松
井
は
、
認
識
人
類
学
は
 
、
 「
そ
の
文
化
を
秩
序
づ
げ
て
い
 
る
 認
識
の
体
系
 

を
 探
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
（
周
書
一
一
 

二
頁
）
、
体
系
が
見
つ
か
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
の
は
、
明
ら
か
 

で
あ
る
。
 

な
お
、
人
類
学
に
お
け
る
 ヱ
 チ
ッ
ク
 、
ヱ
 ミ
 ノ
ク
 の
議
論
を
 、
士
 示
教
研
究
を
事
例
と
し
て
検
討
し
た
も
の
に
、
大
塚
和
夫
「
 
社
 金
人
類
学
的
宗
教
 

理
論
の
諸
前
提
」
（
松
原
正
毅
 
編
 
ョ
人
類
学
と
は
何
か
 
L
 、
日
本
 放
送
出
版
協
会
、
一
九
八
九
年
、
所
収
）
が
あ
る
。
 



一
 

古
代
宗
教
研
究
と
日
本
の
「
宗
教
史
学
」
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

古
代
宗
教
研
究
が
宗
教
学
の
母
胎
と
な
っ
た
西
欧
と
比
べ
 て
 、
日
本
の
宗
教
学
に
お
い
て
古
代
宗
教
研
究
が
占
め
 て
 
し
る
比
率
は
低
 

、
 

7
1
 

5
 

い
 。
古
代
の
ギ
リ
シ
ャ
、
イ
ン
ド
、
中
国
な
ど
の
宗
教
 哲
 学
 、
キ
リ
ス
ト
教
学
や
聖
書
 学
 、
ま
た
日
本
神
話
研
究
 を
 含
め
た
神
話
字
な
ど
 

八
 論
文
芸
ヒ
ロ
 
V
 
 日
本
の
宗
教
学
界
に
お
い
て
も
古
代
宗
教
に
 関
す
る
宗
教
理
論
は
い
く
つ
か
提
出
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
古
代
 宗
教
を
体
系
的
に
と
ら
 

え
る
方
法
論
は
少
な
い
。
特
に
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
宗
教
は
聖
書
 学
の
枠
組
の
な
か
で
断
片
的
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
前
史
が
あ
り
、
 総
合
的
な
理
解
は
あ
 

ま
り
試
み
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
現
状
で
は
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
 の
 研
究
分
野
が
細
分
化
し
、
た
と
え
ば
文
献
資
料
は
文
献
学
者
に
 よ
っ
て
、
造
形
資
料
 

は
 考
古
学
者
に
よ
っ
て
別
々
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
宗
教
文
書
や
め
 
示
教
美
術
が
宗
教
学
的
問
題
意
識
を
も
っ
て
研
究
さ
れ
る
こ
と
は
 ま
れ
で
あ
る
。
古
代
 

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
宗
教
に
関
し
て
は
、
そ
の
多
様
性
と
、
新
資
料
 の
 絶
え
ざ
る
流
入
の
ゆ
え
に
、
全
体
像
を
把
押
す
る
こ
と
は
容
易
 で
は
な
い
。
従
っ
て
 

宗
教
現
象
学
的
に
個
々
の
事
象
を
取
り
出
し
て
論
じ
る
だ
け
で
 は
な
く
、
内
的
な
関
連
を
理
解
す
る
努
力
が
必
要
で
あ
る
。
 古
 代
 宗
教
は
民
俗
宗
教
の
 

要
素
を
多
く
も
っ
て
い
る
た
め
、
古
代
宗
教
も
民
俗
宗
教
と
し
 て
と
ら
え
る
宗
教
民
俗
学
の
観
点
に
立
っ
な
ら
ば
、
文
献
資
料
 も
 造
形
資
料
も
総
合
的
 

に
 研
究
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
宗
教
 の
 体
系
的
理
解
へ
の
道
が
開
け
る
で
あ
ろ
う
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 古
代
オ
リ
 ヱ
ソ
ト
 宗
教
、
古
代
メ
ソ
 ポ
タ
、
 
く
ア
 宗
教
、
宗
教
民
俗
学
、
民
俗
宗
教
、
除
災
儀
礼
、
呪
術
、
 呪
 文
 、
宗
教
美
術
 

渡 

辺 

和 

子 

古
代
 メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
宗
教
と
宗
教
民
俗
学
 



@
 
Ⅰ
 @
 

石
橋
替
肩
（
一
八
八
六
年
１
一
九
四
七
年
）
の
宗
教
理
論
 ほ
、
 後
に
大
畠
清
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
「
宗
教
学
概
 論
卜
 に
よ
っ
て
知
る
 

こ
と
が
で
き
る
。
石
橋
は
「
中
分
詞
」
一
二
ー
二
六
章
（
 法
典
の
部
分
）
を
研
究
素
材
と
し
て
取
り
上
げ
、
 申
命
 記
 法
を
生
み
出
し
た
の
 

憶
 
「
悪
人
、
悪
事
は
神
の
か
た
ぎ
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
 
を
う
 ち
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
 云
ふ
 切
な
る
念
ひ
」
 で
あ
り
、
そ
れ
が
「
 
宗
 

教
心
 」
で
あ
る
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
そ
の
宗
教
心
の
正
体
 憶
 
（
法
を
守
る
と
き
に
約
束
さ
れ
た
）
長
寿
延
命
、
子
孫
 

繁
栄
、
福
祉
（
Ⅰ
 
ぬ
の
 
⑤
 

を
希
ふ
 心
で
あ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
主
監
 
と
ほ
 「
い
の
ち
の
拡
充
」
で
あ
り
、
「
宗
教
と
 
云
 ふ
も
の
 は
、
 要
す
る
に
、
 い
 の
 

ち
の
拡
充
、
 田
に
 向
か
っ
て
の
い
の
ち
の
動
き
で
あ
 

 
 

の
ち
の
拡
充
」
理
論
を
 

神
道
、
道
教
、
民
間
信
仰
、
キ
リ
ス
ト
教
、
仏
教
に
あ
て
 は
め
て
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
道
教
と
民
間
信
仰
に
つ
 い
 て
の
論
述
は
わ
ず
か
 

二
 
宗
教
現
象
学
 

は
 、
宗
教
学
 よ
 り
 は
 る
か
に
長
い
研
究
 史
 を
も
ち
、
こ
れ
 ら
の
大
半
が
今
日
で
も
宗
教
学
の
枠
外
に
存
続
し
て
い
 る
こ
と
は
日
本
に
限
ら
 

れ
た
こ
と
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
 宗
教
学
と
し
て
の
古
代
宗
教
研
究
は
決
し
て
確
立
し
た
 方
法
論
を
獲
得
し
て
い
 

る
わ
け
で
は
な
く
、
今
後
も
試
行
錯
誤
を
続
け
て
行
か
な
 げ
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
あ
る
。
現
在
で
は
「
宗
教
学
 」
と
「
宗
教
史
学
」
を
 

分
離
す
る
こ
と
に
積
極
的
な
意
味
は
見
出
さ
れ
な
い
が
 
、
日
本
で
は
古
代
宗
教
の
宗
教
学
的
研
究
は
「
宗
教
史
 学
 」
の
領
域
と
さ
れ
、
 

こ
の
「
宗
教
史
学
」
は
特
に
円
旧
約
聖
書
 b
 を
主
要
な
研
 究
 対
象
と
す
る
宗
教
学
者
に
よ
っ
て
探
求
さ
れ
て
き
た
 と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
 

@
t
@
 

し
か
し
「
宗
教
史
学
」
研
究
者
も
「
宗
教
史
学
」
の
方
法
 論
 の
み
な
ら
ず
、
宗
教
学
全
体
に
通
用
す
べ
 き
い
 く
 っ
 か
の
方
法
論
を
提
唱
し
 

て
 ぎ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
か
ら
二
、
三
を
瞥
見
し
、
 さ
ら
に
古
代
宗
教
研
究
の
進
む
べ
き
方
向
の
ひ
と
つ
を
 古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
 宗
 

教
を
例
に
と
っ
て
探
っ
て
み
た
い
。
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古代メソポタミア 宗教と 宗教民俗学 

大
畠
の
「
宗
教
現
象
学
」
は
、
宗
教
の
理
解
に
お
い
て
 有
 意
義
な
貢
献
を
な
し
た
こ
と
ほ
確
か
で
あ
る
。
た
と
え
 。
は
シ
ヤ
マ
ニ
ズ
ム
の
 

@
 
Ⅱ
 @
 

観
点
か
ら
、
 
円
 旧
約
聖
書
ヒ
や
日
万
葉
集
目
 

に
 見
出
さ
れ
 る
 
「
エ
ク
ス
タ
シ
ー
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
こ
と
は
 

注
 目
 に
値
す
る
。
 

宗
教
現
象
学
が
宗
教
史
の
理
解
に
役
立
つ
こ
と
は
明
ら
か
 で
あ
る
が
、
レ
ー
ク
の
宗
教
現
象
学
も
大
畠
の
宗
教
 規
 家
学
 も
 、
現
象
学
の
醸
 

方
法
を
採
用
す
る
限
り
、
現
象
を
歴
史
的
な
脈
絡
か
ら
 引
 き
 離
す
こ
と
に
お
い
て
は
変
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
に
 思
 わ
れ
る
。
 

7
7
 

 
 

を
 十
分
理
解
す
る
た
め
に
、
（
民
族
宗
教
）
で
あ
る
日
本
 

の
 宗
教
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
日
本
 

宗
教
史
を
研
究
す
る
 

 
 

@
 
Ⅰ
 ，
 
-
 

二
行
以
下
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
は
 四
 。
 
へ
 ｜
ジ
 
な
さ
い
て
い
る
。
 

石
橋
の
教
え
を
受
け
た
大
畠
 清
 
（
一
九
 0
 四
｜
 
一
九
八
二
 一
年
）
は
最
終
的
に
ほ
、
石
橋
の
試
み
を
「
個
別
宗
教
史
 

イ
ス
ラ
 
ヱ
 ル
田
ホ
 

敦
史
の
研
究
に
基
づ
い
て
、
諸
宗
教
に
わ
た
っ
て
 見
 ら
れ
る
類
似
の
現
象
を
整
理
・
分
類
し
て
体
系
化
を
計
 っ
 た
も
の
」
と
位
置
付
 

-
S
@
 

げ
 、
そ
れ
を
継
承
し
発
展
さ
せ
て
大
畠
自
身
の
研
究
を
最
 終
 的
に
円
宗
教
現
象
学
 J
 と
し
て
ま
と
め
た
。
も
っ
と
 も
 大
畠
は
こ
の
著
書
を
 

出
版
す
る
に
あ
た
っ
て
、
山
本
書
店
の
店
主
、
故
山
本
化
 平
か
ら
「
宗
教
現
象
学
」
と
い
う
書
名
を
提
案
さ
れ
て
 、
「
艶
然
 と
 悟
る
と
こ
 

@
6
@
 

ろ
が
あ
っ
た
。
私
の
や
っ
て
い
た
こ
と
は
宗
教
現
象
学
 だ
 
っ
 た
の
だ
と
」
と
述
懐
し
て
い
る
。
 

@
7
@
 

現
象
を
そ
の
具
体
的
な
脈
絡
か
ら
切
り
離
す
宗
教
現
象
学
 へ
の
批
判
は
、
宗
教
史
学
者
の
側
か
ら
出
さ
れ
る
の
が
 常
 で
あ
っ
た
。
し
か
 

し
 大
畠
は
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
レ
ー
 ゥ
 が
「
宗
教
現
象
学
 は
 宗
教
史
で
ほ
な
 い
 」
と
言
い
な
が
ら
も
「
私
は
こ
の
 日
 現
象
学
口
を
宗
教
史
を
 

@
9
@
 

-
@
-
 

扱
 う
 一
つ
の
仕
方
で
あ
る
と
考
え
る
」
と
述
べ
て
い
る
，
 

」
と
に
依
拠
し
て
い
る
。
大
畠
に
お
い
て
も
古
代
 
ィ
ス
ラ
 
ヱ
ル
 に
お
け
る
出
色
が
 

中
心
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
「
万
葉
集
 ヒ
 そ
の
他
に
 お
 け
る
 
ヱ
臼
を
も
論
じ
て
い
る
。
大
畠
が
 
円
 万
葉
集
 b
 に
 取
り
組
ん
だ
の
は
、
 

イ
ス
ラ
 
ヱ
ル
 民
族
の
宗
教
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
石
橋
 智
 信
か
ら
、
 

ィ
ス
ラ
ヱ
ル
 
民
族
の
宗
教
 は
 
（
民
族
宗
教
 ）
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
 



一
方
後
藤
は
 、
 主
に
古
代
 オ
り
ヱ
ソ
ト
 
宗
教
に
お
け
る
「
 知
恵
」
を
「
異
質
的
 二
 領
域
の
中
間
に
立
つ
発
言
」
と
と
 ら
え
る
な
ど
、
 
共
 

 
 

 
 理

的
 条
件
を
考
慮
す
る
こ
と
が
、
宗
教
の
総
合
的
 

ル
に
 適
用
し
た
。
 

古
代
宗
教
の
理
解
に
と
っ
て
、
そ
の
一
次
資
料
 

は
先
史
時
代
の
、
す
な
わ
ち
文
書
資
料
以
前
の
人
 

る
 。
ま
た
生
態
学
の
視
点
は
巨
視
的
な
比
較
宗
教
 

ま
り
適
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
 宗
 

も
の
も
多
く
、
ま
た
異
文
化
圏
の
宗
教
的
伝
承
を
 理

解
に
役
立
つ
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
後
藤
は
こ
の
方
法
 を
 主
と
し
て
古
代
イ
ス
ラ
 ヱ
 

を
 提
供
す
る
現
地
の
発
掘
調
査
を
行
 う
 こ
と
は
、
大
き
な
 前
進
で
あ
る
。
ま
た
考
古
学
 

間
の
宗
教
活
動
に
も
光
を
あ
て
る
の
で
あ
り
、
宗
教
学
の
 視
野
を
広
げ
る
も
の
で
あ
 

単
 に
は
有
益
で
あ
る
。
し
か
し
同
一
環
境
内
の
宗
教
現
象
 の
 諸
相
を
説
明
す
る
に
は
あ
 

教
 文
書
に
つ
い
て
は
、
数
百
年
に
も
わ
た
っ
て
書
き
写
さ
 れ
な
が
ら
伝
承
さ
れ
て
き
た
 

編
纂
し
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
生
態
学
を
直
接
 的
に
応
用
す
る
こ
と
は
難
し
 

三
考
古
学
と
生
態
学
 

さ
ら
に
大
畠
は
そ
の
一
門
と
と
も
に
考
古
学
に
も
携
わ
り
 、
文
献
資
料
ば
か
り
で
ほ
な
く
、
ィ
ス
 ラ
ヱ
ル
 に
お
 け
 る
 実
際
の
発
掘
に
よ
 

-
 
け
 -
 

っ
て
得
ら
れ
る
考
古
貸
料
に
よ
る
宗
教
研
究
に
も
着
手
し
 
た
 。
し
か
し
考
古
資
料
を
ど
の
よ
う
に
し
て
宗
教
学
も
 し
く
は
宗
教
史
学
に
結
 

び
 付
け
る
か
は
自
明
の
こ
と
が
ら
で
は
な
い
。
後
藤
光
 
一
郎
（
一
九
二
一
 0
1
 
一
九
九
一
年
）
は
、
「
考
古
学
的
 
発
 掘
 に
お
い
て
出
土
し
た
 

一
次
資
料
を
ど
の
よ
う
な
万
法
論
的
手
続
き
を
へ
て
宗
教
 
史
へ
 
組
み
入
れ
る
か
、
と
い
う
問
題
の
ま
え
に
立
た
さ
 
れ
た
」
こ
と
を
契
機
 

-
 
㎎
 @
 

に
 、
生
態
学
の
視
点
を
導
入
す
る
こ
と
を
提
唱
し
た
。
 

そ
 れ
は
一
九
 セ
 三
年
に
 
ブ
イ
ソ
ラ
ソ
ド
 
で
開
催
さ
れ
た
 
国
 際
 宗
教
学
宗
教
史
学
会
 

@
 
Ⅱ
 -
 

で
の
 
フ
ル
ト
ク
ラ
ン
ツ
、
ビ
 
ス
 ル
ケ
、
ビ
ュ
ッ
ト
ナ
ー
 
ら
 0
 発
表
か
ら
刺
激
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
宗
教
現
象
 が
 生
起
す
る
環
境
や
地
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が か l 応 目 ん 並 を て 
続 開 こ 
げ 始 れ 
て し ら 
い た の 

深 生 首 を 教 る 「 ほ 

い 的 伏 さ 民   こ 宗 か 
宗 に 完 す 俗 と 教 に     

言 究 在 

し 会 に   て 」 い 

お に た 
氏 よ 象 

く待 0@ さる らま 
に て 

教 な い ィ谷 多 多 
く 彩 

もって た 。 学 び 学 
の な 
所 由 

代 宗教 究 者が 

加 硫 
の ス 筆 わ究 っが 

て 進 
  め 

古 ら 

伐 れ 
崇 て る 裁 い 

い じ く 研 る 

究 が 
セま   

宗 族 本 か 一   の氏 教 民 宗教 

  
宗稼家姦罠 て ・ と 

な し 俗め 裕し間 学で信 
」 あ 仰 

  
多 畠 

宗教 の立場 や 日本 る 

岐 の 
に -- 的風 「曲目 があ 宗教 

わ 門 
た が 

る に 俗 る 中 
こ も の 宗 心 

教 ャこ   に り か 研 な 
9 者 中 p 付 注 組 に 究 つ 
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@
 
㎎
 @
 

国
 に
広
く
紹
介
し
た
こ
と
で
あ
る
。
 

リ
ア
 学
 
（
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
文
献
学
）
を
学
び
、
後
 

卜
 
し
 「
エ
ヌ
 マ
 ・
 エ
 Ⅱ
 
ノ
 シ
ュ
二
な
ど
の
 
メ
ソ
ヱ
小
 
タ
ミ
ア
 宗
 散
文
学
を
邦
訳
し
、
 
我
 

@
@
 
尺
 
）
 

時
 的
な
構
造
分
析
も
試
み
て
い
る
。
ま
た
後
藤
の
功
績
と
 し
て
忘
れ
て
ほ
な
ら
な
い
の
は
、
 

ィ
ス
ラ
ヱ
ル
と
 
ド
 々

 ッ
に
 留
学
し
て
 
ア
グ
シ
 



も
ち
ろ
ん
古
代
宗
教
の
特
質
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
点
が
 挙
げ
 

オ
 ー
マ
ソ
 ト
 が
い
な
い
。
従
っ
て
口
伝
伝
承
は
書
き
留
め
 ら
れ
て
 

釈
を
難
し
く
し
て
い
る
。
ま
た
宗
教
文
書
は
何
度
も
書
 き
 写
さ
れ
 

い
 。
宗
教
資
料
が
考
古
学
的
調
査
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
 た
と
し
 

ま
た
盗
掘
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
資
料
も
多
い
。
そ
れ
 ゆ
え
に
 

象
と
す
る
場
合
と
は
少
し
事
情
が
異
な
っ
て
く
る
。
 

ら
れ
る
。
ま
ず
す
で
に
消
滅
し
た
宗
教
文
化
で
あ
り
、
 生
 き
た
イ
ン
フ
 

い
な
い
限
り
残
っ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
特
に
宗
教
的
 造
形
 物
 の
 解
 

て
 伝
承
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
由
来
を
把
握
す
る
こ
と
は
 容
易
で
は
な
 

て
も
、
そ
の
発
見
に
は
偶
然
性
が
伴
い
、
全
体
像
が
つ
か
 み
に
く
い
。
 

民
俗
宗
教
と
し
て
古
代
宗
教
を
扱
 う
 場
合
は
、
日
本
の
民
 俗
 宗
教
を
対
 

@
 
Ⅱ
 @
 

れ
に
よ
っ
て
比
較
（
宗
教
）
民
俗
学
の
視
野
も
大
き
く
 開
 け
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
 

も
な
い
が
、
古
代
宗
教
に
つ
い
て
も
官
家
の
日
宗
教
民
俗
 学
 b
 
と
似
た
よ
う
な
枠
組
に
よ
る
構
想
が
有
り
得
る
の
 で
は
な
い
か
。
ま
た
そ
 

 
 

 
 

デ
ル
 と
な
る
民
俗
宗
教
 は
 、
柳
田
国
男
や
折
口
信
夫
が
 考
え
た
よ
う
な
日
本
 民
 

族
 だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
地
域
、
文
化
・
民
族
の
違
い
 を
こ
え
て
人
間
が
自
己
の
生
命
を
維
持
し
共
同
生
活
を
 営
む
中
で
、
自
然
に
生
 

（
Ⅱ
Ⅱ
）
 

み
だ
し
た
宗
教
を
さ
し
 

，
、
、
 
-
n
@
@
 
 

民
俗
宗
教
の
内
容
は
聖
な
る
も
 の
 を
め
ぐ
る
儀
礼
、
美
術
、
口
承
文
芸
で
あ
る
と
言
 う
 。
宮
家
は
こ
の
書
の
な
 

か
で
「
宗
教
的
象
徴
」
、
「
宗
教
儀
礼
」
、
「
口
承
文
芸
」
、
「
 

宗
教
美
術
」
、
「
民
俗
宗
教
と
社
会
」
、
「
民
俗
宗
教
の
宗
 

教
 的
世
界
観
」
な
ど
に
 

つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
 

宮
家
は
主
と
し
て
日
本
の
民
俗
宗
教
を
取
り
上
げ
て
い
る
 の
で
あ
り
、
（
民
俗
宗
教
と
し
て
の
古
代
宗
教
）
は
論
述
 
0
 対
象
に
な
っ
て
 

い
な
い
が
、
古
代
宗
教
の
 よ
 り
体
系
的
な
理
解
の
た
め
に
 は
 、
宗
教
民
俗
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
有
益
で
あ
る
と
 思
 わ
れ
る
。
特
に
キ
リ
ス
 

ト
教
や
 イ
ス
ラ
ム
教
と
い
っ
た
大
規
模
な
創
唱
宗
教
が
 出
 現
す
る
以
前
の
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
宗
教
は
民
俗
宗
教
の
 要
素
を
豊
富
に
も
っ
て
 

い
る
の
で
あ
る
。
古
代
宗
教
研
究
に
ほ
宗
教
現
象
学
、
考
 古
学
、
宗
教
人
類
学
な
ど
の
成
果
を
援
用
す
る
必
要
が
 あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
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一
九
世
紀
末
か
ら
欧
米
で
本
格
的
に
始
ま
っ
た
古
代
オ
リ
 ヱ
 ン
ト
研
究
 は
 、
元
来
聖
書
学
者
に
よ
っ
て
担
わ
れ
、
 

聖
 書
の
記
事
と
関
連
 

す
る
古
代
オ
リ
 ヱ
 ン
ト
、
と
り
わ
け
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
 の
 宗
教
文
書
の
研
究
に
集
申
し
て
い
た
。
ノ
ア
の
箱
舟
 の
 物
語
（
「
創
世
呈
上
 

六
｜
 九
章
）
を
連
想
さ
せ
る
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
「
 ギ
ル
ガ
 メ
シ
ュ
叙
事
詩
」
や
「
ア
ト
ラ
ハ
シ
ス
物
語
」
に
含
ま
 れ
る
洪
水
伝
説
を
初
め
 

と
し
て
、
聖
書
の
内
容
と
並
行
す
る
事
柄
が
探
さ
れ
、
論
 じ
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
傾
向
は
現
在
で
も
特
に
欧
米
の
 旧
約
聖
書
学
者
に
顕
著
 

@
 
恭
 @
 

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
 

他
方
、
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
を
主
要
な
領
域
と
す
る
研
究
 は
 、
現
在
で
は
極
め
て
細
分
化
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
 

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
 や
 

地
域
（
シ
ュ
メ
ー
ル
、
 
バ
ビ
 
p
 ニ
ア
、
 ア
グ
 シ
リ
ア
、
 シ
 リ
ア
な
ど
）
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
 れ
ぞ
れ
の
領
域
で
、
 
発
 

￥
掘
に
携
わ
り
、
考
古
資
料
を
扱
 
う
 考
古
学
の
分
野
と
 、
発
掘
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
文
書
資
料
を
扱
う
 文
 就
学
（
 ア
 ，
シ
リ
ア
 学
 ）
 の
 

俗
 

%
 
 分
野
と
に
別
れ
て
い
る
。
ま
た
一
つ
の
地
域
に
関
す
 る
 文
献
学
の
な
か
で
も
、
文
書
の
時
代
の
違
い
に
よ
っ
 て
 異
な
る
研
究
者
が
専
門
的
 

姦
に
 研
究
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
宗
教
文
書
に
限
ら
 ず
 、
文
書
の
内
容
に
即
し
た
研
究
は
概
し
て
少
な
い
。
 

 
 

に
 、
歴
史
学
、
考
古
学
、
社
会
経
済
史
、
法
制
史
、
 

@
 
ヱ
 
ロ
 
語
学
な
ど
の
諸
方
面
で
長
足
 

ジ
の
 進
歩
を
遂
げ
て
い
る
。
宗
教
学
の
領
域
で
は
、
「
 
旧
約
聖
書
日
研
究
か
ら
出
発
し
て
、
さ
ら
に
研
究
を
発
展
 さ
せ
る
た
め
に
古
代
オ
リ
 

 
 

ポ
 

ニ
ン
ト
、
と
り
わ
け
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
文
献
学
に
向
 か
っ
た
も
の
が
数
人
い
る
が
、
筆
者
も
こ
の
う
ち
の
ひ
 と
り
で
あ
る
。
 

 
 

や
 

以
上
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
 宗
教
の
研
究
は
大
別
す
る
と
、
聖
書
学
者
に
よ
っ
て
な
 さ
れ
る
聖
書
に
関
連
す
る
 文
 

古
書
の
研
究
、
文
献
学
的
見
地
か
ら
な
さ
れ
る
宗
教
 
文
 書
の
編
纂
や
注
釈
、
そ
し
て
宗
教
的
な
図
像
や
建
造
物
 の
 描
写
を
含
む
考
古
学
的
研
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古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
宗
教
研
究
の
現
状
 



年
 こ
ろ
ま
で
の
テ
ィ
グ
リ
ス
・
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
市
河
の
 

流
 域
 と
し
た
い
。
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
宗
教
の
資
料
と
し
 

て
は
、
①
文
献
資
料
と
 

②
造
形
資
料
が
あ
る
。
①
文
献
資
料
と
し
て
は
、
儀
礼
文
 

 
 

 
 

*
0
@
 

-
7
@
 

 
 

予
言
葉
、
 

@
6
-
3
 
 

こ
と
わ
ざ
、
知
恵
文
学
、
神
話
、
叙
事
詩
な
 

@
l
"
3
 

ど
の
ほ
か
、
法
的
 立
 

因 も っ え 解 宗 い い 究 
水 難 錯 て て 古 の 教 古     の 
諭 さ 綜 冥 い 代 た 理 代 し こ 三 
で な し 文 た メ め 論 メ か の つ 
は ど て 化 と ソ に に ソ し よ で ， 

ある 宗教 な ぅ 

文 現 と   
タ れ で ま 果 毅 か な 教 メ 限 で   る 

、 ま ほ た 民 と ぎ 事 か 

アでな時族一り な にい代が口内の 象ら 、 ソポ 

お メ 。 の 人 に 的 み 自   
  書 メ こ ア よそソポ もの その 経過 込 り し つ 、 な関 を取 

占 
の ソ れ 
内 ポ ら 

士 まま 本サ 秋 した 宗教 サみ   
い 的 て   て 研 お 

三 的 し っ 受 を を た た 
は究り 特は 、   に 、 そ 

か 述 発 散 い て さ か 聖 日 ま れ 
ら が 見 あ た い な し 書 本 だ ぞ 

の ほ れ   研 と の 
ビ れ 然 化 の 非 は メ は 突 ん 関 

者 ど む かり ロ二ょ、 ヵヵ 佳、 を彩 え ラ， セム なら ソポ 0 着 が 
ア っ 孝 成 同 系 な タ で 買 手 重 

敵 さ な ほな 帝国 た理 古学 して 辺民 の シ ミア が れ り 

が 自 酌 い 族 ュ 、宗教 { 期 て 合 
待 い う   

宗教 自体 

で な 部 
す こ の 徒 枕 か き い 分 
る に 一 の 学 
組 も 義て、 っ 手人 の よ 者 Ⅱ下人る。 与 ヶし @ ほ 
元 あ 的 宗 変 文 り も ロ き 

深 宮 づ く 化が 前五臼 る 。Ⅰ @ 解釈 教 文 易に い ら   て は 
百 の 化 よ 栄 埋 め よ な 
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古代 メソ ボタ「 ア 宗教と宗教民俗学 

浮
き
彫
り
、
印
章
図
像
、
壁
画
な
と
 
ヵ
あ
石
，
 

：
。
 
@
,
-
 
こ
れ
ら
の
 資

料
に
つ
い
て
注
に
掲
げ
た
文
献
は
ほ
ん
の
一
例
で
あ
 る
 。
 

文
献
資
料
の
ほ
と
ん
ど
は
粘
土
板
に
書
か
れ
て
い
る
。
 

粘
 生
板
は
焼
か
れ
て
も
焼
失
せ
ず
、
ま
た
後
か
ら
書
き
加
 え
る
こ
と
は
で
き
な
 

い
た
め
、
そ
の
と
き
に
書
か
れ
た
ま
ま
の
文
面
が
残
っ
て
 い
る
。
こ
の
点
は
、
た
と
え
ば
後
代
に
多
く
の
人
々
に
 よ
 る
編
纂
作
業
を
経
て
 

ぎ
た
 
日
 聖
書
 b
 と
天
ぎ
く
異
な
る
点
で
あ
る
。
ま
た
 メ
ソ
 ポ
タ
ミ
ア
 
に
つ
い
て
ほ
現
地
に
、
も
し
く
は
博
物
館
に
 末
 公
刊
の
資
料
も
含
め
 

て
 未
知
の
文
献
及
び
考
古
資
料
が
無
尽
蔵
に
眠
っ
て
い
る
 こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
文
献
資
料
の
う
ち
、
神
話
や
叙
 事
詩
は
 
つ
い
て
は
早
く
 

か
ら
聖
書
学
や
神
話
学
の
興
味
の
対
象
で
あ
っ
た
が
、
 

そ
 の
他
の
宗
教
文
書
の
大
部
分
ほ
ま
だ
宗
教
学
的
な
考
察
 0
 対
象
に
な
っ
て
い
な
 

い
 。
宗
教
文
書
を
ジ
ャ
 
ソ
 ル
別
に
整
理
し
て
公
刊
す
る
こ
 

と
が
現
在
も
続
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
ま
だ
公
刊
さ
れ
て
 い
な
い
も
の
、
あ
る
い
 

は
 不
十
分
な
形
で
し
か
公
刊
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
 。
そ
れ
ゆ
え
に
直
ち
に
成
果
を
期
待
す
る
こ
と
ほ
で
き
 な
い
が
、
宗
教
学
的
研
 

究
を
開
始
す
る
磯
は
熟
し
て
い
る
と
舌
口
え
よ
う
。
ま
た
め
 
示
教
学
的
視
点
 は
 多
様
な
宗
教
文
書
の
文
献
学
的
解
釈
の
 め
 げ
に
も
な
る
と
思
わ
 

れ
る
。
多
く
の
儀
礼
文
書
、
占
い
文
書
と
呪
術
文
書
の
理
 解
 に
は
象
徴
解
釈
が
必
要
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
な
 ろ
 う
 。
 

古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
宗
教
に
も
公
的
宗
教
と
私
的
宗
教
が
 あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
そ
れ
ら
は
交
錯
 し
 、
明
確
に
分
 げ
る
こ
と
は
で
き
な
 

こ
れ
ま
で
に
発
見
さ
れ
て
い
る
宗
教
文
書
の
多
く
ほ
 、
権
力
者
（
特
に
ア
ッ
シ
リ
ア
帝
国
の
ア
ッ
シ
 ユ
ル
バ
 
兵
ル
 ）
の
書
庫
か
ら
 

@
 
何
 @
 

出
土
し
て
い
る
た
め
、
公
的
宗
教
、
も
し
く
ほ
公
的
祭
儀
 ほ
 つ
い
て
は
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
な
か
に
は
 、 明
ら
か
に
王
に
よ
っ
 

て
 唱
え
ら
れ
た
祈
り
、
王
の
た
め
の
呪
文
と
判
別
で
き
る
 も
の
も
あ
る
。
 

@
 
。
 
@
4
 
 

し
か
し
王
宮
の
書
庫
に
も
、
主
に
よ
っ
 て
 収
集
を
命
ぜ
ら
れ
、
 

書
き
写
さ
れ
、
保
管
さ
れ
た
様
々
な
文
書
が
あ
る
。
占
い
 文
書
の
中
に
も
、
王
の
軍
隊
を
出
陣
さ
せ
る
べ
 き
か
、
 い
く
さ
で
勝
利
を
お
さ
 

め
る
か
ど
う
か
を
占
 う
 も
の
も
あ
れ
ば
、
動
物
の
行
動
に
 よ
っ
て
個
人
の
病
状
を
占
 う
 も
の
も
あ
る
。
ま
た
多
く
 の
 細
分
化
し
た
厄
払
い
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@
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書
 、
王
碑
文
、
経
済
文
書
、
書
簡
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
 種
 類
の
文
書
に
散
見
す
る
宗
教
的
な
内
容
を
も
つ
箇
所
が
 あ
る
。
②
造
形
資
料
と
 

し
て
は
宗
教
造
形
物
及
び
施
設
（
神
殿
、
 

聖
所
 、
墓
地
な
 ど
 ）
、
神
像
、
祭
壇
、
奉
納
 
物
 
@
z
"
4
 
 

、
 護
符
な
ど
の
ほ
か
、
 め
 

示
教
的
な
場
面
を
示
す
 



り
 、
文
献
資
料
と
造
形
資
料
を
完
全
に
分
離
し
て
扱
う
 ナ
 
」
と
は
適
切
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
宗
教
文
書
だ
け
で
 
な
く
、
宗
教
美
術
を
も
 

同
様
に
研
究
対
象
に
含
め
る
宗
教
民
俗
学
は
、
古
代
メ
ソ
 ポ
タ
 ミ
ア
宗
教
の
総
合
的
な
研
究
に
新
た
な
道
を
開
く
 で
あ
ろ
う
。
 

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
を
中
心
に
古
代
オ
リ
 ヱ
ソ
ト
 の
全
域
か
ら
 出
土
す
る
印
章
の
図
像
の
研
究
 は
 、
す
べ
て
の
図
像
 研
 究
 の
な
か
で
も
最
も
 

進
ん
だ
領
域
で
あ
る
。
そ
れ
は
印
章
図
像
は
時
代
と
地
域
 に
よ
っ
て
特
徴
が
あ
り
、
印
章
が
出
土
す
れ
ば
、
文
書
 資
料
に
次
ぐ
確
実
性
を
 

も
っ
て
遺
跡
の
年
代
決
定
が
可
能
に
な
る
と
い
う
利
点
が
 あ
る
こ
と
に
も
 よ
る
 。
印
章
図
像
と
し
て
は
神
々
 、
礼
 拝
 者
、
英
雄
、
精
霊
、
 

動
植
物
な
ど
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
刻
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
 ら
の
ほ
と
ん
ど
が
宗
教
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
に
も
 か
か
わ
ら
ず
、
宗
教
研
 

究
の
枠
組
の
な
か
で
は
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
 

印
 仝
 
早
 図
像
だ
け
で
な
く
、
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
造
形
 物
の
 研
究
は
、
現
在
の
と
こ
 

@
 
Ⅱ
 -
 

い
て
も
、
 

@
 
@
g
-
 

や
 印
章
こ
ま
奉
納
 

4
p
f
 
 文
が
 、
 護
符
に
は
厄
除
け
の
呪
文
が
 
刻
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
 

造
形
 物
が
 密
接
に
結
び
付
い
て
い
る
た
め
、
文
献
学
と
考
 古
学
は
そ
れ
ほ
ど
隔
た
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
実
際
に
 は
 メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
に
お
 

古
代
の
造
形
貸
料
の
研
究
 は
 考
古
学
の
な
か
に
含
ま
れ
て
 い
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
に
 関
 し
て
は
、
文
書
を
扱
 

ぅ
 文
献
学
と
美
術
お
よ
び
造
形
 物
 を
扱
 う
 考
古
学
と
の
 乖
 離
が
 甚
だ
し
い
と
言
え
る
。
た
と
え
ば
古
代
 ヱ
 ジ
プ
ト
 で
は
、
文
書
と
美
術
，
 

   
 

私
的
宗
教
の
実
態
を
知
り
、
そ
れ
を
工
を
中
心
と
す
る
 公
 的
 宗
教
と
対
比
さ
せ
る
た
め
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
の
は
 、
民
間
人
の
名
前
で
⑪
 

あ
る
。
人
名
に
は
意
味
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
神
名
 を
 含
む
宗
教
的
な
発
言
（
神
へ
の
祈
り
、
感
謝
な
ど
）
 

と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
 

@
 
冊
 @
 

ゆ
え
に
人
名
の
分
析
に
よ
っ
て
民
間
で
は
ど
の
よ
う
な
 神
 が
 崇
め
ら
れ
て
い
た
の
か
を
端
的
に
知
る
こ
と
が
で
 き
 る
 。
古
代
メ
ソ
 
ポ
タ
、
、
、
 

ァ
の
 
文
書
の
九
割
を
占
め
る
と
い
わ
れ
る
の
が
経
済
文
書
 で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
ほ
ぼ
す
べ
て
に
人
名
が
記
さ
れ
 て
い
る
の
で
、
人
名
を
 

@
 
Ⅱ
 "
 

宗
教
資
料
（
文
献
資
料
）
の
中
に
数
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
資
料
の
数
量
は
爆
発
的
に
増
大
す
る
。
 

数 の 
多 呪 
く 文 
伝 と 

え 儀 
ら 不し 

れ に 

て も 
い 公 

る。私の 
  
が 

有 
  
得 
る 
  
  

次 
節 
に し 

挙 
げ 
る 

文 
ま玉 目 

の 
  
  
が   
亦 
す 
よ 

らノ 

に民 

間人 

の 

信仰 

を 
基 
盤 
セ @ ヒ 

し 

力， ヒ 

厄 
払 
い 

も 
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ひ
 

え
な
が
ら
、
古
代
宗
教
を
民
俗
宗
教
の
枠
組
の
な
か
 で
 総
合
的
に
理
解
し
て
ゆ
く
こ
と
が
、
古
代
宗
教
研
究
 の
 今
後
の
課
題
の
ひ
と
つ
で
 

 
 

古
 

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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考
古
学
、
宗
教
現
象
学
、
文
化
人
類
学
も
し
く
は
宗
教
 人
類
学
な
ど
の
成
果
を
踏
ま
㈲
  

 

鴉
 

極
め
て
豊
富
な
宗
教
資
料
を
呈
し
て
い
る
古
代
 

メ
ソ
ポ
タ
、
、
、
ア
 

宗
教
に
限
ら
ず
、
古
代
宗
教
は
多
か
れ
 

少
 な
か
れ
民
俗
宗
教
と
し
て
の
 

ね
要
素
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
体
系
的
に
と
 
ら
え
る
こ
と
が
困
難
な
古
代
宗
教
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
 

め
 
示
教
民
俗
学
の
視
点
が
有
効
 

ジ
 
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
長
い
歴
史
を
も
っ
古
代
ィ
ス
 

ラ
ニ
ル
 宗
教
研
究
で
さ
え
、
決
し
て
完
結
し
て
い
る
わ
 

げ
で
は
な
く
、
宗
教
民
俗
学
 

祥
た
 。
コ
ロ
 
キ
ア
ム
 
の
内
容
は
近
い
 
う
 ち
に
公
刊
さ
れ
 
る
の
で
、
こ
こ
で
は
詳
述
し
な
い
が
、
出
席
者
は
日
本
 

の
 民
俗
宗
教
と
古
代
オ
リ
 

ヱ
 

燕
ソ
ト
 宗
教
の
間
に
多
く
の
呼
応
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
 

て
 認
識
を
新
た
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
 

こ
の
 コ
ロ
キ
ア
ム
 は
と
く
に
宗
教
民
俗
学
を
標
 傍
 す
る
 も
の
で
は
な
い
が
、
多
く
の
研
究
発
表
が
宗
教
民
俗
学
 
に
 資
す
る
も
の
で
あ
っ
 

-
 
睡
 @
 

側
 と
海
外
か
ら
の
論
者
六
名
ず
つ
計
十
二
名
の
 ア
 
，
シ
リ
 ア
 学
者
を
中
心
と
す
る
 オ
リ
ヱ
ソ
ト
 
学
者
の
研
究
発
表
 と
 討
議
が
行
わ
れ
た
。
 

ろ
、
 単
に
形
状
の
描
写
に
終
始
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
 

た
 と
え
ば
 

恐
竜
的
解
釈
へ
の
反
省
に
基
づ
い
た
態
度
で
あ
る
と
 @
=
 

ロ
，
 
え
よ
う
。
 

と
は
少
な
く
、
様
々
な
知
識
を
要
求
す
る
。
ほ
と
ん
ど
の
 図
像
に
 

な
が
ら
、
脈
絡
の
な
か
で
意
味
を
類
推
し
て
ゆ
く
必
要
が
 あ
る
。
 

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
た
め
、
文
献
学
と
考
古
学
が
宗
教
 民
 俗
学
の
 

宗
教
民
俗
学
の
視
点
か
ら
、
注
目
す
べ
 き
 新
し
い
試
み
と
 し
て
 

「
古
代
西
ア
ジ
ア
の
都
市
と
生
活
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
 

コ
 口
キ
ア
 

と
 民
間
信
仰
」
と
い
う
個
別
テ
ー
マ
の
も
と
に
開
催
さ
れ
 た
こ
と
 

-
 
鱗
 -
 

A
.
 

モ
ル
ト
ガ
 

ト
 が
行
っ
た
「
生
命
の
樹
」
の
モ
テ
ィ
ー
 フ
に
 対
す
る
 

し
か
し
宗
教
美
術
の
多
く
は
目
の
当
り
に
す
る
だ
け
で
 理
 解
 で
き
る
こ
 

ほ
 文
書
に
よ
る
説
明
が
付
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
多
く
の
 類
例
を
集
め
 

し
か
し
全
く
別
個
の
文
献
資
料
の
な
か
に
図
像
表
象
の
解
 釈
 が
見
い
だ
 

な
か
で
有
機
的
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
は
有
益
で
あ
る
。
 

ほ
 、
三
笠
宮
 崇
仁
が
 総
裁
を
務
め
る
中
近
東
文
化
セ
 ソ
タ
 ｜
 に
よ
っ
て
 

ム
が
 企
画
さ
れ
、
そ
の
第
一
回
目
が
一
九
九
二
年
三
月
に
 「
公
的
祭
儀
 

で
あ
る
。
特
別
講
演
者
に
は
民
俗
学
者
の
宮
田
登
を
迎
え
 

、
さ
ら
に
日
本
 



（
二
）
の
マ
シ
ュ
マ
シ
ュ
が
行
う
儀
礼
で
ほ
、
呪
術
的
な
 

意
味
を
も
つ
色
々
な
植
物
そ
の
他
の
も
の
を
入
れ
た
聖
水
 を
 用
意
し
、
こ
れ
 

を
 夜
間
星
の
下
に
さ
ら
し
て
お
く
。
こ
れ
は
 星
 す
な
わ
 ち
 「
夜
の
神
々
」
の
関
与
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
ま
 た
 マ
シ
ュ
マ
シ
ュ
は
類
 

の
 一
例
を
示
し
、
注
目
す
べ
き
い
く
つ
か
の
点
を
指
摘
す
 る

に
と
ど
め
る
。
 

@
 
㏄
 @
 

ぬ
 あ
る
除
災
儀
礼
 書
 の
な
か
に
「
 ナ
ソ
 ブ
ル
ビ
」
と
呼
ば
 れ

る
文
書
辞
が
あ
る
。
「
 
ナ
ソ
 ブ
ル
ビ
」
と
は
元
来
シ
ュ
 

メ
 l
l
 
ル
話
 幅
 

れ
を
払
い
去
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
。
こ
の
な
か
に
は
 多
 種
 多
様
の
厄
害
に
対
処
す
る
た
め
の
呪
文
を
含
む
除
災
 儀

礼
が
収
集
き
 

る
が
、
特
に
色
々
な
動
物
が
も
た
ら
す
厄
害
を
払
 う
 こ
と
 を

目
的
と
す
る
も
の
が
多
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
 

こ
 れ

ら
は
 
い
わ
ゆ
 

払
い
師
で
あ
る
マ
シ
ュ
マ
シ
ュ
と
よ
ば
れ
る
呪
術
師
の
た
 め

の
 テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
で
あ
り
、
本
文
中
の
「
あ
な
た
 」
 ほ
 こ
の
 マ
シ
 

ュ
を
 指
し
、
「
 彼
 」
と
は
厄
害
に
悩
む
被
害
者
で
あ
り
、
 

除
 災

を
依
頼
し
て
い
る
者
で
あ
る
。
 

次
に
引
用
す
る
、
人
家
に
住
み
着
い
て
し
ま
っ
た
山
猫
の
 災

い
を
払
う
た
め
の
「
ナ
ン
ブ
ル
ビ
」
は
以
下
の
用
に
 構

成
さ
れ
て
 

（
一
）
除
災
の
目
的
（
 一
｜
 三
行
）
 

（
二
）
マ
シ
ュ
マ
シ
ュ
が
行
う
除
災
儀
礼
の
次
第
（
 四
｜
 

一
四
行
）
 

（
三
）
被
害
者
に
唱
え
さ
せ
る
呪
文
（
一
五
 ｜
 二
三
行
）
 

（
四
）
マ
シ
ュ
マ
シ
ュ
 
と
 被
害
者
が
行
う
除
災
儀
礼
（
 二
 一

四
 
｜
 四
二
行
）
 

で
 
「
そ
 

れ
て
い
 

る
悪
魔
 

ュ
マ
シ
 

い
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
除
災
儀
礼
も
多
岐
に
わ
た
り
、
 

体
 糸

 化
の
試
み
は
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
 は
呪
 文

を
含
む
除
災
儀
礼
 

 
 

 
 

 
 

七
行
論
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
除
災
儀
礼
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4
 

そ
の
儀
礼
。
あ
な
た
は
夜
の
間
に
聖
水
の
容
器
を
出
し
て
 お
く
。
 

5
 

あ
な
た
 片
 け
そ
の
中
に
 
タ
マ
 Ⅱ
 
ノ
ス
ク
 の
 ホ
 、
 臣
問
 
～
守
口
～
の
 
ホ
、
 

石
膏
、
 
歴
青
 、
ひ
ょ
こ
 
豆
 、
そ
し
て
レ
ン
ズ
豆
を
入
れ
 る
 。
 

6
 

あ
な
た
は
（
そ
の
混
合
物
を
）
そ
の
夜
、
星
の
下
に
さ
ら
 し
て
お
く
。
あ
な
た
は
山
猫
の
粘
土
像
を
作
る
。
 

 
 
 
 

7
 

そ
の
粘
土
侯
に
石
膏
と
木
炭
で
色
を
つ
け
る
。
 

 
 

 
 

8
 

 
 

あ
な
た
は
 エ
 ア
 
と
 マ
ル
ド
ゥ
 ク
 
の
た
め
に
二
つ
の
葦
の
祭
 壇
 を
設
け
る
。
 

 
 

 
 

9
 

あ
な
た
は
三
 つ
 

（
異
本
で
は
「
五
 つ
 
」
）
の
供
物
を
用
意
 し
 、
そ
れ
ぞ
れ
に
一
二
個
の
パ
ン
を
添
え
る
。
 

@
 
冊
 @
 

（
人
家
に
住
み
つ
い
た
山
猫
の
厄
害
を
払
う
 

ナ
ソ
 
ブ
ル
ビ
  
 

1
 １
 2
 
 
人
の
家
で
泣
き
叫
び
、
捻
り
、
シ
ュ
ー
シ
ュ
ー
 昔
を
た
て
る
山
猫
の
厄
害
に
対
し
 

3
 

そ
の
厄
害
を
そ
ら
し
て
、
人
と
そ
の
家
に
近
付
か
な
い
 よ
 う
 に
す
る
こ
と
。
 

て 

@
 
㏄
 -
 

係
も
文
書
に
よ
っ
て
一
様
で
は
な
く
、
今
後
の
組
織
的
な
 研
究
が
ま
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

感
 呪
術
に
用
い
る
「
山
猫
の
粘
土
侯
」
（
三
九
行
参
 

巴
 を
作
る
が
、
神
々
（
こ
の
場
合
は
知
恵
の
神
々
で
あ
る
 ヱ
 ア
と
 マ
ル
ド
ク
 ク
 ）
 の
 

た
め
に
祭
壇
を
も
段
げ
（
八
行
）
、
供
物
を
捧
げ
る
（
 
九
 ｜
 一
二
行
）
。
（
三
）
の
呪
文
に
お
い
て
ほ
 、
ュ
ア
と
 マ
ル
 ド
ゥ
ク
 に
対
す
る
 祈
 

り
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
厄
害
の
原
因
と
し
て
は
 自
分
自
身
の
守
護
神
も
し
く
は
守
護
な
神
を
自
ら
の
 過
 失
 に
よ
っ
て
怒
ら
せ
て
 

し
ま
い
、
そ
の
た
め
に
守
護
を
失
い
厄
害
に
苦
し
む
と
い
 ぅ
災
 国
論
 が
 漠
然
と
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
本
人
に
は
 そ
の
真
偽
に
つ
い
て
の
 

確
信
は
な
く
、
敢
え
て
追
及
し
ょ
う
と
も
し
て
い
な
い
 （
二
四
行
）
。
こ
の
よ
う
な
態
度
は
 
メ
 ・
 
ソ
ポ
タ
ミ
ア
 
の
他
の
 祈
 濤
や
呪
文
に
も
し
 

ば
し
ば
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
例
に
見
ら
れ
る
 よ
う
 に
呪
術
 と
所
 禧
 が
わ
か
ち
が
た
く
融
合
し
て
い
る
の
が
古
代
 メ
 ソ
ポ
タ
ミ
ア
 
の
除
災
 儀
 

目
 @
 

礼
の
特
徴
で
も
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
融
合
は
民
俗
宗
教
 の
 特
徴
で
も
あ
る
が
、
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
宗
教
に
お
 げ
る
呪
術
と
祈
願
の
関
 



1
4
 

后
り
 

 
 

6
 

 
 

7
 

 
 

1
8
 

1
9
 

O
 

2
 

1
 

１
 2 

2
2
 

3
 

2
 

2
4
 

5
 

2
 

6
7
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１
 2 

8
 

2
 

9
 

2
 13@ 12@ 11@ 10 

私
に
ふ
り
か
か
り
ま
せ
ん
 よ
う
 に
 、
 私
を
と
ら
え
ま
せ
ん
 よ
う
に
、
 

山 伏 ビ 註 ナ 
  

ま る 元 文 れ 叫 し 下 こ を 0 せん 日 しと の神 神に が び、 て下 さい 

よ 悪 々 対 Ⅱ 怠 さ     する にし う タ 、目 よ、   
戸 

、 f 突 

無札 

を 私 
私 で あ に 

の は あ げ 裁 
接 る ナ， し る 定   蜜、 

近 厄 め 山 を   
し @ 口 

であ 

猫 与   
の え     厄 て   を 

ん 称 ナ - し そ 供 
よ か と 下さ 害が の ，え 
う ら し い 人 る 

て 
  

を に 転 じ も、 立 
て ナ， Ⅰ 

T せ 

さ 
い 
  

(188)@ 188 
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注
 

（
 
l
 ）
近
年
の
宗
教
史
理
論
に
つ
い
て
は
田
丸
徒
書
「
宗
教
史
 と
 歴
史
解
釈
の
枠
組
」
（
円
宗
教
研
究
三
二
 
0
 八
号
、
一
九
七
一
年
 
）
 、
一
｜
 二
五
ぺ
 ー
 ジ
 

（
こ
の
論
文
は
田
丸
 
徳
善
 「
宗
教
学
の
歴
史
と
課
題
 
b
 山
本
書
店
 
一
九
八
七
年
、
一
二
一
 ｜
 一
四
 0 ぺ
 ー
 ジ
に
再
録
さ
れ
て
い
 る
 ）
。
さ
ら
に
後
 

藤
 光
一
郎
「
宗
教
史
学
」
（
小
口
佳
一
・
 
堀
 一
郎
監
修
円
宗
教
学
 
辞
典
  
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三
年
）
、
二
九
一
 
｜
 二
九
 七
ぺ
ー
ジ
、
仝
日
田
 
泰
 

「
宗
教
史
学
・
イ
ス
ラ
エ
ル
宗
教
史
」
（
脇
本
子
 
也
編
 
「
宗
教
と
 
歴
史
 ヒ
 山
本
書
店
、
一
九
七
七
年
）
、
三
六
五
 
｜
 三
八
五
ぺ
 ー
 ジ
 参
照
。
 

189  (189) 

42  41 40  39  38  37 36  35  34  33  32  31  30 

彼 で 振 彼 ひ あ あ 山 役 抜煙 私 

な と 

唱 の 
億ノ @ @ 

沖 @ ヒ 

  
{   
  ケ @ ヒ 

も 
ど 

せ を     
  @ 

る ま 

せ 
ん 

よ 

（ ノ ナ 

ケ @ し 

」 

そ
れ
が
川
を
越
え
て
行
き
ま
す
 
よ
う
 に
 、
 山
を
越
え
て
 
行
 き
ま
す
よ
 う
 に
 、
 



（
 
2
 ）
石
橋
音
信
同
宗
教
学
概
論
 三
 妻
書
房
、
一
九
四
九
年
。
 

石
 橋
智
 信
の
学
説
に
つ
い
て
は
、
田
丸
額
 善
 「
石
橋
 智
 信
の
宗
教
 学
説
」
（
 田
 九
徳
 善
編
 

同
日
本
の
宗
教
学
説
ヒ
東
京
大
学
宗
教
学
研
究
室
、
一
九
八
二
年
 ）、
九
九
 ｜
 一
一
一
ぺ
ー
ジ
参
照
。
田
丸
は
石
橋
の
立
場
に
つ
 

  

冒
 し
て
い
る
。
「
現
象
の
中
に
本
質
を
把
握
し
ょ
う
と
す
る
限
り
 に
お
い
て
、
か
れ
自
ら
は
ま
っ
た
く
言
及
し
て
い
な
い
に
も
か
 か

わ
ら
ず
、
そ
の
の
 

 
 

立
場
は
あ
る
種
の
㍉
宗
教
現
象
学
し
に
近
い
と
言
 う
 こ
と
も
で
 き
よ
う
」
。
同
論
文
、
一
一
 
0
 ｜
 
一
一
一
ぺ
ー
ジ
、
 
注
 
（
 4
 ）
。
 

（
 
3
 ）
石
橋
前
掲
 書
 、
一
四
四
 ｜
 一
五
四
ぺ
ー
ジ
。
 

（
 
4
 ）
一
同
川
書
一
山
八
一
 ｜
一
 Ⅰ
八
八
 へ
｜
ジ
 。
 

（
 5
 ）
大
畠
 清
 
「
宗
教
現
象
学
 b
 山
本
書
店
、
一
九
八
二
年
。
 

（
 
6
 ）
回
書
一
一
へ
一
 
ジ
 。
 

（
Ⅰ
）
四
九
徳
 
善
 
「
宗
教
学
の
歴
史
と
課
題
」
（
 
田
 九
徳
 善
編
 「
 講
座
宗
教
学
 ヒ
 第
一
巻
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
七
年
）
 、
 一
 １
人
 0
 ぺ
 ー
 ジ
（
 田
 

九
徳
 善
 
円
宗
教
学
の
歴
史
と
課
題
ヒ
一
一
 

｜
 八
八
ぺ
 一
ジ
に
再
 録
 ）
。
武
内
義
範
「
宗
教
現
象
学
」
（
小
口
・
 
堀
 監
修
円
宗
教
学
 辞
典
き
、
二
八
五
 ｜
 

二
八
六
ぺ
ー
ジ
参
照
。
 

（
 
8
 ）
 
G
.
 

フ
ァ
ン
・
 

ヂ
ル
 
・
レ
ー
ク
㍉
宗
教
現
象
学
 
b
 （
田
丸
 徳
善
 
・
大
竹
み
ょ
 子
訳
 ）
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九
年
、
 

三
 。
 
へ
一
ジ
 。
 

（
 
9
 ）
大
畠
 清
 前
掲
 書
 、
一
七
ぺ
ー
ジ
。
 

（
 托
 ）
大
畠
 清
円
 万
葉
人
の
宗
教
三
山
本
書
店
、
一
九
七
九
年
 

一
 。
 
へ
｜
ジ
 。
 

（
Ⅱ
）
大
畠
 
清
円
 預
言
者
と
メ
シ
ア
の
研
究
 ヒ
 山
本
書
店
、
一
 
九
八
 0
 年
 。
月
水
昭
男
は
大
畠
の
問
題
提
議
を
受
け
て
、
論
文
 
「
古
代
イ
ス
ラ
 
ヱ
 ル
頭
 

言
者
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
（
宗
教
史
学
研
究
所
編
三
聖
書
と
 
オ
 り
ヱ
ソ
ト
 
世
界
 b
 山
本
書
店
、
一
九
八
五
年
）
、
一
三
五
 

｜
一
 -
 
八
八
ぺ
ー
ジ
 な
 書
い
 

た
 

（
は
）
大
畠
清
編
 ヨ
 テ
ル
・
 ゼ
 p
 ー
ル
 I
 ・
 n
.
 

Ⅱ
ヒ
日
本
 

オ
 リ
ヱ
 ン
ト
学
会
、
一
九
六
四
 ｜
 一
九
七
 0
 年
 。
イ
ス
ラ
 
ヱ
ル
 の
 発
 掘
 調
査
は
そ
の
後
も
 

金
 閨
怨
、
石
川
耕
一
郎
、
小
川
英
雄
ら
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
 、
現
在
も
行
わ
れ
て
い
る
。
 

（
 
ほ
 ）
後
藤
光
一
郎
「
宗
教
史
学
の
理
論
と
方
法
」
（
田
丸
 徳
善
 隔
日
講
座
宗
教
学
 J
 第
一
巻
）
、
二
二
一
 
｜
二
 -
 
八
七
ぺ
ー
ジ
。
 後
 藤
 光
一
郎
「
宗
教
史
 

学
 と
考
古
学
生
態
学
的
関
係
づ
 け
 １
１
」
（
脇
本
手
 也
編
円
 宗
教
と
歴
史
 じ
 、
一
一
九
 ｜
一
 三
一
ぺ
ー
ジ
。
 

（
Ⅱ
）
後
藤
「
宗
教
史
学
と
考
古
学
」
、
一
二
四
 

｜
 
一
二
五
ぺ
 ｜
 ジ
 参
照
。
ニ
コ
 
p
 ジ
ー
を
比
較
宗
教
学
に
応
用
す
る
他
の
試
み
 と
し
て
ほ
 
梅
悼
 忠
夫
 

「
比
較
宗
教
論
へ
の
方
法
論
的
お
 

ぽ
 え
が
き
」
言
文
明
の
生
態
 史
 観
 L
 中
央
公
論
社
、
一
九
六
七
年
）
、
二
二
五
 

｜
 二
五
六
ぺ
 
一
ジ
 。
ま
た
鈴
木
秀
 

去
月
超
越
者
と
風
土
ヒ
大
明
堂
、
一
九
七
六
年
が
あ
る
。
鈴
木
 は
人
類
史
の
初
め
か
ら
、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
 に
い
た
る
ま
で
人
類
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と
 宗
教
の
関
係
を
風
土
を
介
し
て
論
じ
て
い
る
。
 

（
 巧
 ）
後
藤
光
一
郎
「
知
恵
に
つ
い
て
の
 
一
 試
論
」
 
宅
 聖
書
半
輪
 集
ヒ
 九
号
山
本
書
店
、
一
九
七
二
年
）
、
七
二
 j
 八
六
ぺ
 ｜
 ジ
 。
後
藤
光
一
郎
「
 
ヱ
 

ア
 と
水
」
 宍
 宗
教
研
究
 ヒ
二
 0
 セ
号
 、
一
九
七
一
年
）
、
 
一
 0
 三
 ｜
 
一
二
九
ぺ
ー
ジ
。
後
藤
光
一
郎
「
 

生
 と
死
の
バ
ラ
ン
ス
」
（
 
川
 島
 重
成
・
荒
井
 献
 

編
 
日
神
話
・
文
学
・
聖
書
日
教
 
文
 館
、
一
九
七
七
年
）
、
一
一
二
 
一
｜
 一
五
七
ぺ
 一
ジ
 。
 

（
 
托
 ）
 
杉
勇
 ほ
か
 訳
ヨ
 筑
摩
世
界
文
学
大
系
 1
 
 古
代
オ
リ
 
ェ
 ソ
ト
集
ヒ
 筑
摩
書
房
、
一
九
七
八
年
。
 

（
 
仔
 -
 
吉
田
泰
 編
 
「
救
済
の
諸
相
 ヒ
 山
本
書
店
、
一
九
九
 0
 年
 、
谷
口
茂
隔
日
宗
教
に
お
け
る
罪
悪
の
問
題
 ヒ
 山
木
書
店
、
一
九
 九
一
年
参
照
。
 

（
 
博
 ）
宮
家
 準
 
円
宗
教
民
俗
学
日
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
 
九
年
、
七
 ぺ
一
ジ
 。
こ
の
書
の
池
上
良
工
 仁
 よ
る
書
評
、
円
宗
教
 
研
究
 ヒ
 二
八
五
号
、
 

一
九
九
 0
 年
 、
一
一
七
 ｜
 一
二
 0
 ぺ
ー
ジ
参
照
。
 

（
 
博
 ）
宮
家
同
書
、
七
 ｜
ハ
 ペ
ー
ジ
。
 

（
 
加
 ）
司
書
、
九
ぺ
ー
ジ
。
日
本
と
諸
外
国
の
民
俗
学
に
つ
い
 て
の
概
観
は
、
た
と
え
ば
官
田
 豊
 同
民
俗
学
 b
 放
送
大
学
教
育
振
 県
会
、
一
九
九
 0
 午
 、
 

九
｜
 三
一
ぺ
 ー
 ジ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
 

（
 
力
 ）
宮
家
同
書
、
一
四
ぺ
ー
ジ
。
 

（
 
笈
 ）
た
と
え
ば
岩
井
 洋
 
「
比
較
民
俗
Ⅰ
民
衆
宗
教
論
の
課
題
 

」
（
円
宗
教
研
究
三
二
九
一
号
、
第
五
十
回
学
術
大
会
紀
要
特
集
、
 

一
九
九
二
年
）
、
三
三
 

六
｜
 三
三
七
ぺ
ー
ジ
参
照
。
 

（
 
差
 ）
近
年
で
は
、
た
と
え
ば
や
・
 
?
 ョ
 罵
ニ
 Q
o
-
-
 

Ⅰ
～
 
の
 力
 @
 
（
 
か
 -
 
e
@
 

「
 ぎ
コ
 も
・
 

ハ
 
@
O
p
@
a
 

）
～
 
a
 ま
ぎ
 @
0
@
 

ミ
 ～
 
@
@
@
 

～
 
ミ
 Ⅰ
Ⅱ
 

山
 「
 
@
@
 

さ
 さ
 パ
ぬ
め
 

～
 
ね
ミ
 

@
 こ
こ
 

e
@
 

注
 ・
キ
ノ
 
あ
 u
 
）
「
 
Ⅰ
 り
村
 
@
C
 コ
 -
 
ヰ
の
 
Ⅱ
の
 
ぎ
 ㏄
 ト
の
 

4
 
、
の
 
「
 -
p
m
 

一
目
 オ
 @
n
 

一
 
@
 
）
 
ミ
 ・
）
の
一
の
一
 

@
 
一
 
・
 コ
 ・
 く
 0
 「
 
縮
 （
 
@
@
@
 

）
の
 
月
 @
 
～
 も
 
・
 
ふ
 @
 
～
 Q
o
-
-
.
b
 

ぎ
ぺ
ミ
の
さ
こ
 悪
さ
 
吋
 め
き
ぐ
も
ま
ち
 
め
ャ
め
 

G
 さ
 -
 
ざ
ノ
 
n
@
@
 
い
 っ
 臣
 
@
 
ま
 
b
-
 
ざ
ミ
 0
 「
 @
Q
 
さ
 -
 ま
さ
も
 @
 

卜
 よ
ぃ
 
ミ
つ
 ま
 き
 ま
ぬ
 
運
 ～
・
之
の
年
オ
寸
り
す
の
 

コ
 。
 
せ
 -
 
年
ぜ
三
つ
 。
二
品
㏄
二
 %
 。
 
目
困
 
㏄
 0
 Ⅱ
。
 
オ
 の
Ⅱ
 パ
 。
 づ
臼
い
 
の
「
・
）
 

0
 Ⅱ
の
・
 
ホ
 ・
 セ
ぃ
コ
ヰ
 
の
 へ
円
 0
0
 
Ⅱ
 
コ
 -
 ㏄
 -
 
さ
 Ⅰ
 さ
 も
め
Ⅰ
ま
 
い
叶
 
-
Q
 
さ
 

ぎ
 
～
 め
 
「
 さ
ぬ
 
-
Q
 さ
 %
 ノ
 
へ
ぬ
 
め
っ
 
㌧
 う
 
～
 
さ
ま
 @
Q
-
 
や
 の
の
の
 

コ
 ）
の
㏄
 

印
 

（
 
舛
 ）
 
ト
 ・
Ⅰ
の
 

0
0
 

で
 つ
 の
 コ
甘
 
日
日
・
 ム
 @
-
d
@
e
 

ミ
 ～
 コ
 や
め
 
り
 
も
 驚
 Ⅰ
ま
ぎ
・
の
 
オ
 ざ
燵
的
 
0
@
 

ド
す
の
 

目
田
 く
の
「
の
 

笘
せ
 0
 （
の
 オ
ざ
 ㏄
 的
 0
 勺
 （
の
の
の
・
）
 

0
 の
 曲
，
づ
で
 ト
 ㍉
 ド
 l
 い
い
Ⅰ
 

（
 
乃
 ）
の
～
・
 

q
.
 

日
オ
 E
 「
の
 

a
u
 

。
ロ
ド
 

コ
 の
 ぎ
 ・
 力
臣
 ミ
ミ
 
の
 む
 お
 a
d
 
ぎ
さ
め
 
・
㌧
の
 
ヱ
 の
ド
 
の
 ピ
 ・
死
者
供
養
の
儀
礼
に
つ
い
て
は
、
 

下
ニ
 。
円
の
仁
 
乙
ヨ
 0
 （
 
0
-
 目
さ
 
-
 
央
 
Ⅱ
 い
 
ま
 い
き
 
悪
さ
地
雨
 

さ
 

ぃ
悪
ド
パ
 
も
 -
 
い
さ
で
㌔
～
も
㎏
 

馬
 （
 
ト
 @
 
の
も
ミ
ま
 

）
 @
 
き
さ
 -
 
～
心
さ
 
コ
へ
 
ぐ
ゎ
 
つ
 
で
 っ
 片
心
 
ま
 -
 
壷
ミ
 
・
 之
 目
玉
お
す
の
 5
 。
 
ゼ
ぎ
セ
 三
ぢ
㏄
 切
 参
照
。
こ
の
著
書
に
お
い
て
元
来
 ド

イ
ッ
語
に
は
な
け
 

 
 

い
 
。
 
円
 0
 （
の
 
コ
 で
口
の
捲
，
と
い
う
語
を
用
い
た
の
は
、
日
本
語
の
「
 

死
者
供
養
」
を
 独
 訳
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
 

（
 
n
o
 

）
の
Ⅰ
メ
モ
の
Ⅰ
 

コ
の
 
「
 目
い
 せ
の
 

r
.
 

目
 さ
 ぎ
ャ
め
悪
 

き
ま
さ
㎏
も
さ
 

め
ま
 
「
㍉
 

o
r
 

ゃ
 
@
 @
 
い
 
さ
り
㌧
Ⅰ
さ
ハ
ミ
い
 

目
馬
 
Ⅱ
す
ね
 
け
 
㎏
 -
 
つ
き
湧
も
き
 

馬
ぶ
 。
の
の
す
の
叶
の
 

す
 。
の
り
す
目
 

@
0
 
Ⅰ
 臣
コ
 
的
の
 
コ
 

  

-
 
コ
の
 
（
目
口
（
の
 

弔
 Ⅰ
の
の
 

ダ
 ）
 0
 Ⅱ
の
・
Ⅱ
・
 

下
 ・
 
ワ
目
 
・
 ミ
 @
 
的
鍍
の
 
Ⅰ
 ヨ
い
コ
コ
 
・
い
さ
き
 
@
-
 

つ
 
$
 ぎ
さ
憶
ド
る
ミ
玲
巨
 ㌣
㍉
 忘
ミ
 ャ
ぬ
れ
づ
 
き
 0
%
 

安
ま
 

ミ
づ
黛
涛
 ・
下
日
立
の
 
Ⅱ
隼
り
 
ヨ
 @
 掲
 （
の
の
 
戸
 
Ⅰ
 
コ
 @
 



づ
蒋
 ・
 
n
 
ミ
ゼ
 p
-
 
「
の
り
り
・
 

崇
 6
.
-
.
 
円
い
 
ぜ
曲
 
卜
ヴ
臣
 
w
@
c
 

ヂ
 ㏄
 昏
寸
ミ
 
Q
 ゃ
珪
ド
マ
 

@
 更
べ
 
～
 
へ
き
ぃ
べ
 

Ⅰ
㌔
～
い
 

き
 ㏄
Ⅱ
 
い
 -
 
ま
 Ⅰ
丹
下
目
 
ぃ
コ
 
㎡
 
し
 
の
り
 
甘
 0
 鼠
 Ⅱ
の
㌧
㌔
の
の
平
田
の
㏄
Ⅱ
 

自
生
（
の
（
 

l
p
 

「
 す
の
 
「
 ト
 

 
 

ヱ
ぃ
 
コ
 の
ま
 

a
r
 

（
 
ぎ
 
木
ロ
 ヨ
 ヨ
色
Ⅰ
 
韻
 二
す
 ヨ
 
軍
中
 ゴ
 ・
 力
 0
 日
 e
r
.
 
涛
 @
-
 

悪
 い
 -
 
へ
友
 ミ
田
 夷
 ぃ
 
㏄
 
ぃ
臣
 
き
ら
Ⅰ
悪
 

き
悔
い
き
 
（
・
円
の
Ⅹ
（
の
曲
け
の
し
の
Ⅱ
 

C
 （
コ
目
 

@
 
め
 て
 ヰ
 
の
の
や
年
の
 
コ
円
 S
%
 。
Ⅳ
 

日
 0
 づ
 お
 ・
 ロ
 Ⅱ
円
 C
 下
づ
 ロ
 （
に
 
0
 。
の
白
鯨
 ャ
今
 
。
 田
 Q
 由
毎
 Ⅱ
 匹
 0
 す
の
 
「
 く
の
 
（
 -
a
 

的
の
す
 

a
U
S
G
 

の
Ⅰ
 

リ
ブ
ミ
 
。
 す
コ
 
・
）
の
㏄
 

7
.
%
@
a
-
 

（
の
「
 

つ
 a
 「
 す
め
 
「
 ，
め
ぃ
 
か
 -
 
ハ
ナ
 木
 @
 
さ
 Q
n
 キ
き
の
 

 
 
 
 

㏄
も
 
か
 -
 
む
 
く
 ぺ
 ノ
 
%
 
雨
 
㏄
 
る
ゑ
 Ⅰ
 ま
 ～
 
め
ハ
き
め
 

㏄
Ⅰ
 
ミ
 .
 
㏄
 め
め
ヘ
ミ
ミ
笘
 

Ⅰ
悪
さ
下
心
ミ
ミ
さ
田
・
 

力
 @
 
叶
ミ
 
さ
こ
・
 
す
目
 0
 コ
い
 Ⅰ
 レ
 ア
①
 由
デ
 。
 コ
す
 
Ⅱ
の
 
目
 コ
ダ
 ト
 の
㏄
 
つ
 

（
 
Z
 ）
の
 ア
パ
 の
 い
臣
オ
 
0
 ミ
主
 り
 コ
 ㏄
 ヴ
タ
 も
 ぎ
 Ⅰ
 簿
 n
 。
大
ミ
 
寅
叢
お
 
ま
さ
 
婚
 Ⅰ
 さ
 -
 
簿
卜
 
-
 
～
も
き
も
 

祭
パ
を
き
さ
 Ⅰ
 っ
 
心
心
意
㎏
隠
悪
さ
 

吋
ト
の
 さ
「
寸
口
 

荘
軋
っ
さ
呂
 
め
の
 
ぺ
 
由
 三
の
の
 ヴ
 「
・
 才
ぎ
コ
コ
 

せ
の
「
 
-
p
R
-
P
 

の
㏄
㍉
 

（
 
篆
 ）
の
～
・
 ヲ
 （
の
 
コ
宙
 ざ
ら
目
の
 ヰ
ず
 下
ゑ
 
荘
ミ
 ・
む
き
～
ミ
お
 
い
さ
荘
貸
 い
ま
 
下
 悪
さ
注
ぎ
 田
ふ
氏
卜
め
 

n
.
O
r
Q
 

か
と
さ
ま
 

n
 荘
 O
 ま
き
 さ
 ・
 円
 C
 レ
づ
コ
 Ⅰ
 ト
 ・
Ⅰ
の
㏄
の
 

（
㏄
）
の
め
・
の
（
の
 

守
 コ
ミ
 
プ
ぎ
日
 ・
・
 爵
 「
 き
案
 ま
き
 
心
武
 轟
め
か
～
Ⅰ
 

ぬ
蓬
 ・
 
。
 ミ
 
ノ
 ぶ
 の
の
す
 

い
年
 
。
 コ
 @
0
 臣
 0
 田
の
（
「
の
の
の
 

0
 メ
ヘ
 
@
 
（
 
い
 ・
）
の
㏄
㏄
・
 

丈
二
 

と
 
-
 
の
 ヨ
ネ
 山
 ㌧
 オ
 ・
 オ
ウ
ヨ
 
の
ヱ
木
 ぃ
ユ
 

エ
 の
り
斤
の
「
・
 

ト
ぎ
臣
ぬ
 

Ⅹ
ま
き
簿
の
⑮
す
め
き
 

5
 円
 C
 下
円
 （
（
 
ト
の
 
。
～
の
㏄
の
 

（
 飴
叩
 
）
の
～
・
 内
 ・
ミ
 リ
丑
い
ロ
 

の
す
の
・
 
，
 
の
の
 
斡
 0
 コ
 い
と
も
Ⅰ
 

コ
 の
り
 
プ
 。
Ⅱ
 岸
 Ⅱ
 ヰ
の
コ
 
の
 の
 ㏄
 
せ
 Ⅱ
 -
 
の
 
。
 ゴ
の
コ
木
 
0
 コ
 "
 
幅
 -
 
コ
ヰ
 の
Ⅰ
 

N
.
 

㌧
の
Ⅰ
の
 

0
 コ
の
 m
.
,
.
 

ト
陣
 Ⅰ
㏄
 ミ
ミ
 
@
 
馬
 
ド
っ
 
～
 
っ
旭
へ
 

～
 
ぃ
ね
 Ⅰ
 
ひ
 。
 ト
つ
ゆ
ト
 

つ
 Ⅰ
・
㏄
 
串
べ
｜
 

㏄
㏄
 
田
 

（
 
鱗
 ）
の
 h
.
 
パ
 ・
甘
オ
 あ
コ
い
す
 
の
 -
 む
ぎ
 さ
田
 
め
 ・
 蕊
 「
 n
@
Q
 

お
 ま
さ
や
 メ
 ・
 目
 「
 
ぃ
ヰ
い
コ
い
す
 

の
・
、
し
あ
 
-
 
耳
 。
Ⅱ
 
り
コ
 の
。
 
す
 。
 G
 す
め
ユ
 
5
 片
。
Ⅱ
仁
コ
㏄
 

巳
コ
 の
の
 す
 ㏄
 ヴ
セ
 
-
 
0
 二
ロ
 
り
ゴ
 
。
い
の
の
 

ぜ
 Ⅰ
乙
の
下
の
 

コ
 

Ⅱ
 -
 
岸
 り
す
丹
下
。
 

ヨ
い
 の
 ヨ
 コ
オ
 コ
 Ⅱ
二
片
 

仁
コ
 
㎎
 建
 0
 ㏄
ノ
ミ
 
0
 コ
笘
 
㏄
 0
 叶
丑
の
 

㏄
の
 -
 
コ
 :
 ・
 も
よ
Ⅰ
 い
 ま
ま
 

e
r
o
 

ぎ
匹
ぎ
 
b
.
 

の
。
）
の
 

簿
 。
 て
 や
 り
っ
 
l
 ）
）
の
・
 

ロ
い
つ
ぎ
ケ
 0
 毛
の
 モ
メ
・
ミ
ド
（
 
リ
コ
 
の
す
の
 

。
③
 
-
 
コ
 の
目
の
 
E
 ず
 り
 ヴ
 Ⅰ
 -
0
 
コ
 あ
り
 
ゴ
 の
の
 ぃ
 Ⅰ
 円
 
0
 コ
 左
 ㏄
Ⅰ
 
吐
し
 
Ⅱ
 村
 ㌍
 コ
ヰ
 
。
 ヨ
ぎ
弓
 -
 
廷
 
い
 す
の
 
コ
ウ
 ニ
の
年
の
 
ヨ
オ
 ア
ド
の
の
 

四
 0
 コ
 ど
の
す
「
中
の
 
の
 「
 プ
ぃ
 
Ⅰ
 隼
 0
 コ
汽
 ・
 Q
 「
 鮭
さ
 の
 も
さ
～
 
@
 
台
悪
 
悪
め
い
 
N
,
 

）
の
㏄
の
・
つ
つ
の
 

づ
｜
 下
の
・
ゴ
円
（
 

（
 
C
w
i
,
i
f
 

ト
 バ
 の
「
 
ま
の
ぎ
い
 り
 臼
す
 「
・
。
 
N
 岸
田
口
さ
Ⅰ
け
さ
㍍
 

-
 
。
Ⅱ
 
0
 「
 ヨ
 Ⅰ
 
-
 
ぃ
 Ⅰ
の
 -
 
コ
 -
 
内
の
Ⅱ
 
い
 の
の
 
せ
 「
 -
 
の
り
 
す
 の
Ⅱ
 ノ
ト
 
。
ゴ
く
 
-
 
づ
 の
り
 
す
 「
 笘
侍
 
り
さ
 
，
 -
O
 ャ
 -
 
の
 さ
の
ぺ
 
%
 さ
弓
 
@
 
吟
ま
 
ミ
 ㏄
 ド
い
 
。
 ト
の
 
㏄
の
 
，
 

㌧
 づ
 ・
Ⅰ
㏄
 

1
 。
い
肚
 

（
Ⅱ
 
り
 
）
の
（
・
の
 ア
 Ⅰ
 ざ
 （
の
 
-
 ㏄
 岸
 （
（
の
Ⅱ
 

毛
 の
の
 
杖
 め
れ
 
さ
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～
 
@
.
 
の
「
 
ぬ
甲
 
。
 
，
め
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s
 
帳
 ・
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ぎ
 ・
・
 
ま
 ミ
田
㏄
 き
ぎ
め
き
ャ
忠
 
む
ま
・
円
目
下
 
円
 Ⅰ
～
Ⅰ
 

ち
 。
）
の
㏄
㏄
 

（
 
餌
 ）
の
 H
.
 
オ
の
コ
か
 
Ⅰ
の
す
 
い
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奴
 
ミ
へ
 
m
x
 

も
こ
 

め
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い
 
い
い
 
叶
ミ
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㎏
 き
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Q
 
驚
鸞
簿
 ・
人
戸
 

の
 
め
 
@
*
.
.
H
 

。
 
ゆ
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 @
 
の
）
 9
 ㏄
の
・
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Ⅰ
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が
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年
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@
 
（
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コ
 幅
 a
 （
 
O
 コ
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・
 ヒ
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・
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@
w
 

セ
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⑦
 
り
す
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す
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 す
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0
 
コ
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の
り
 
オ
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鰍
ヨ
縛
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-
0
 

注
の
口
目
 
コ
ヰ
ま
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-
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笹
目
（
 缶
コ
橿
び
由
 
N
@
0
 

つ
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ぎ
 荘
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ぎ
い
ヱ
 
0
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の
 
㏄
。
 
プ
 Ⅰ
 目
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 ヰ
 0
 Ⅱ
 ヒ
 コ
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せ
 0
-
.
 

ム
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リ
ド
エ
 
ユ
リ
 匹
 す
の
Ⅱ
 

幅
 ・
 P
O
 

の
㎏
）
 

（
 
又
 
W
 ）
の
（
・
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く
の
コ
 の
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ぃ
 
Ⅱ
「
・
 
Q
 悪
も
Ⅰ
 

@
 
い
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～
 
っ
 ～
き
心
㏄
ミ
 

ニ
晦
っ
も
 

・
も
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ぐ
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さ
 
Ⅰ
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さ
 
隠
憶
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-
@
@
@
C
 

め
ぎ
㏄
Ⅰ
 

ぶ
も
 さ
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ム
の
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セ
ド
 
～
Ⅰ
，
 
山
 0
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 k
@
@
 

田
の
 

-
 
の
 @
 仁
 
C
 三
つ
の
「
 

臼
 （
 
せ
 

巾
 Ⅰ
の
㏄
の
・
Ⅰ
の
の
。
 

（
㏄
）
の
～
・
）
の
 

い
コ
 
。
 
絃
ま
乙
し
 年
 3
 コ
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.
 ト
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か
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の
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～
 
o
-
Q
@
 

へ
ま
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も
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ヘ
さ
こ
 
H
 
Ⅰ
㌃
巾
の
 ヱ
 の
由
江
Ⅰ
 
エ
 0
 づ
 の
オ
の
。
目
の
Ⅱ
 

り
ゴ
 
。
㏄
 仁
 Ⅱ
 ぎ
 ㏄
 の
 @
 
七
二
ず
い
 
つ
 
@
0
 
コ
 ダ
ト
の
 し
 ㏄
。
 

づ
ワ
 ㏄
の
 
っ
 l
 出
品
，
円
本
昭
男
「
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
に
お
け
る
 日
 
預
言
 ヒ
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 準
 
㍉
生
活
の
な
か
の
宗
教
三
日
本
放
送
出
版
協
会
、
 

一
九
八
 0
 年
 、
一
九
二
ー
三
一
三
ぺ
ー
ジ
参
照
。
池
上
長
 正
 
「
 民
俗
宗
教
と
救
い
し
 

淡
交
 社
 、
一
九
九
二
年
、
六
七
 ｜
 六
八
ぺ
ー
ジ
参
照
。
 

（
 
捷
 ）
月
水
昭
男
「
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
に
お
け
る
 呪
と
 医
と
 信
 」
（
脇
本
・
柳
川
編
 
円
 現
代
 宗
薫
学
ヒ
 
第
三
巻
東
京
大
学
出
 版
 会
、
近
刊
）
参
照
。
 

（
 
梼
 ）
 
オ
 ・
の
が
 
宮
ざ
の
 -
 。
之
の
 
ヨ
 す
け
「
 
荘
 
円
舞
宮
田
（
下
の
け
ユ
エ
 紳
 ン
ミ
 
岸
 ㏄
の
け
 

日
 ・
（
 
ロ
 。
。
 0
 べ
ざ
さ
 
ト
心
よ
さ
㏄
 

ひ
 。
 ト
の
 
。
㍉
。
Ⅰ
で
・
ト
ム
ー
ト
の
（
㏄
㏄
 

１
 ）
 １
 ）
の
・
 

ト
ト
 
㍉
Ⅰ
Ⅰ
 

卜
 木
ム
 

ト
ト
 
い
 ）
 



ョ
 ー
 p
,
 パ
 に
お
け
る
祭
や
民
間
の
習
俗
は
 、
 多
く
冬
に
 集
中
し
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
を
と
っ
て
展
開
し
 、
 取
 0
 
、
 上
げ
る
べ
き
 

問
題
も
複
雑
で
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
と
く
 に
 中
部
 ョ
 ー
 p
 ッ
パ
 、
北
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
の
こ
っ
て
 い
る
光
と
火
の
習
俗
に
 

焦
点
を
当
て
、
行
事
を
と
お
し
て
の
宗
教
的
心
情
と
そ
の
 思
惟
の
特
質
を
た
ど
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
 

十
二
月
二
十
四
日
の
深
夜
、
「
ク
リ
ス
マ
ス
の
 
火
 」
（
 甘
目
 ゴ
コ
 
a
c
 
す
 （
の
 
ヰ
 
の
秦
の
Ⅱ
）
と
称
し
て
山
の
上
に
薪
を
積
み
上
げ
、
 

藁
や
苔
を
入
れ
て
、
 

十
二
時
を
合
図
に
火
を
つ
け
て
燃
や
す
習
俗
が
あ
る
。
 ァ
 ン
ト
ニ
ウ
ス
ベ
ル
 ゲ
 で
 は
 塔
の
よ
う
に
つ
み
上
げ
、
 十
 メ
一
 ト
ル
に
及
ぶ
薪
が
 

火
の
柱
と
な
っ
て
燃
え
上
る
。
村
か
ら
の
ぼ
っ
て
く
る
 少
 年
 、
少
女
、
村
人
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
た
い
ま
つ
 や
 蝋
燭
に
火
を
 う
つ
し
 

て
 、
わ
が
家
に
帰
り
、
祭
壇
に
こ
の
新
し
い
火
を
点
し
て
 ク
リ
ス
マ
ス
を
祝
う
。
ま
た
山
の
上
で
な
く
、
広
い
 畑
 の
 真
中
で
大
き
な
か
が
 

り
 火
を
い
く
つ
か
焚
き
そ
の
火
を
た
い
ま
つ
に
点
し
て
 畑
 の
中
や
果
樹
園
を
駆
け
廻
っ
て
豊
作
を
祈
願
す
る
地
方
 も
あ
る
。
家
や
家
畜
 小
 

尾
 を
こ
の
人
で
照
ら
す
と
、
災
い
を
防
ぎ
、
幸
福
を
も
た
 ら
す
と
い
う
。
さ
ら
に
稔
り
に
よ
い
と
い
っ
て
燃
え
た
 あ
と
の
炭
や
灰
を
畑
に
 

ま
き
散
ら
す
行
事
が
あ
る
。
今
日
の
ク
リ
ス
マ
ス
は
 教
ム
 ま
や
家
庭
の
中
で
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
を
飾
り
、
美
味
し
 
い
 ケ
ー
キ
や
御
馳
走
を
 

食
べ
て
祝
 う
 き
わ
め
て
家
庭
的
で
和
や
か
な
雰
囲
気
の
祭
 の
 傾
向
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
素
朴
な
古
い
形
態
 
ほ
 ほ
、
戸
外
で
雪
が
降
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公
開
講
演
 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
光
と
闇
の
転
 
換
の
習
俗
 

植
田
重
雄
 



 
 

 
 

迎
え
る
習
俗
も
ま
だ
残
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
（
黒
田
（
の
 

む
 0
 
コ
コ
 
の
 
口
毛
の
コ
 

d
 
の
・
目
の
Ⅰ
の
Ⅰ
）
と
い
っ
て
、
ま
さ
 

な
ら
な
い
。
に
こ
の
日
を
も
っ
て
 

死
 
1
9
 

 
 

滅
し
ょ
う
と
し
て
再
び
ょ
み
が
え
る
太
陽
を
祝
福
す
る
 

祭
 0
 日
で
あ
っ
た
。
昼
が
も
っ
と
も
短
か
く
、
夜
が
最
も
 

長
い
こ
の
冬
至
の
転
換
の
 

0
 日
に
 、
 火
を
焚
い
て
太
陽
の
新
し
い
誕
生
を
祝
 

う
 の
で
 あ
る
。
こ
の
宇
宙
の
ド
ラ
マ
は
、
当
然
こ
の
世
界
の
生
 

清
め
 リ
ズ
ム
と
な
る
。
 

新
し
い
太
陽
の
誕
生
が
 
、
 新
し
い
年
の
誕
生
と
な
る
。
 
新
 し
い
年
の
出
発
点
と
な
る
冬
至
は
 

、
 光
の
誕
生
の
聖
 
な
 る
日
 L
 
こ
し
て
、
 
百
 l
 ％
 

の
国
教
が
盛
大
に
祭
を
行
っ
て
い
た
。
「
不
滅
の
太
陽
」
（
 

 
 

リ
ス
ト
を
義
の
大
場
 
と
 

す
る
キ
リ
ス
ト
教
は
、
こ
の
日
を
神
の
子
の
誕
生
の
日
 

と
 し
て
祝
う
よ
う
に
な
っ
た
。
 
光
と
 闇
の
転
換
点
の
こ
の
 
冬
至
は
こ
れ
か
ら
長
い
 

間
 氷
雪
が
閉
ざ
し
、
嵐
が
吹
き
荒
れ
て
も
、
確
実
に
冬
が
 

終
り
、
春
が
訪
れ
る
誤
り
な
き
し
る
し
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
キ
リ
ス
ト
教
は
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
に
改
め
る
よ
 

う
に
な
る
と
、
十
二
月
二
十
五
日
は
独
自
に
キ
リ
ス
ト
 

の
 誕
生
を
祝
う
 ク
リ
 

ス
マ
ス
と
な
り
、
十
二
月
十
三
日
に
移
っ
た
冬
至
は
改
め
 

て
聖
 ル
チ
ア
（
Ⅰ
 
E
N
@
p
 

）
を
祭
る
日
と
な
っ
た
。
ル
チ
ア
 

は
 シ
チ
リ
ア
島
の
殉
教
 

聖
女
で
、
そ
の
名
は
「
 
光
 （
 
ご
 し
を
運
ぶ
乙
女
」
の
意
味
 
と
 解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
夜
 
罪
 汚
れ
な
ぎ
者
に
は
、
「
 
ル
チ
ア
の
 
光
 」
と
呼
ぶ
 

新
し
い
光
が
夜
空
に
見
ら
れ
る
と
い
う
。
チ
ロ
ル
地
方
で
 

は
こ
の
夜
柳
の
幹
の
皮
を
剥
ぎ
、
十
字
架
を
幹
に
彫
り
 

、
 再
び
皮
を
貼
り
つ
げ
 

て
お
く
。
新
年
に
は
が
し
て
み
る
と
、
そ
の
十
字
形
が
 

謎
 め
い
た
形
に
か
わ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
吉
凶
を
占
う
。
 

，
 
」
の
よ
う
な
習
俗
は
 
キ
 

リ
ス
ト
 教
 以
前
の
ゲ
ル
マ
ソ
 
や
 ケ
ル
ト
の
遺
習
で
あ
る
か
 

も
し
れ
な
い
。
こ
の
日
に
は
、
「
ル
チ
ア
の
小
麦
」
（
 

こ
 1
1
2
 

@
 
の
コ
 

毛
色
ぉ
き
と
い
い
、
 

皿
や
鉢
に
小
麦
を
入
れ
、
水
を
注
ぐ
。
ク
リ
ス
マ
ス
の
頃
 

に
な
っ
て
そ
の
芽
の
出
具
合
い
を
見
て
、
豊
作
、
平
年
 

作
 、
凶
作
を
占
 う
 。
 

さ
ら
に
教
会
が
太
陽
暦
を
採
り
入
れ
、
冬
至
の
日
が
十
一
 

一
月
二
十
一
日
に
変
る
と
、
こ
の
日
を
「
ト
マ
ス
の
 

日
 」
 と
 呼
び
、
空
白
に
し
 

て
い
な
い
。
十
二
使
徒
の
う
ち
、
ト
マ
ス
だ
け
は
キ
リ
ス
 

ト
の
 復
活
を
信
じ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
八
日
目
に
復
 

活
の
 キ
リ
ス
ト
が
ト
マ
 

ス
 の
と
こ
ろ
に
現
わ
れ
、
処
刑
の
と
ぎ
の
手
の
釘
 

、
わ
ぎ
 腹
の
槍
の
ぎ
ず
あ
と
を
触
ら
せ
た
。
ト
マ
ス
は
 

ひ
 れ
代
 し
て
信
じ
た
。
す
る
と
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冬
の
来
訪
 神
 

習
 

「
ト
マ
ス
 ょ
 、
お
ま
え
は
わ
た
し
を
見
て
信
じ
た
が
、
 

見
 ず
し
て
信
ず
る
者
は
さ
 い
 わ
い
で
あ
る
」
と
告
げ
た
と
い
 ㌔
キ
リ
ス
卜
者
で
 

あ
り
な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
な
い
者
を
 、
 「
ト
マ
ス
 
ク
リ
ス
チ
ャ
 
ソ
 」
と
い
い
慣
わ
し
て
い
る
 0
 懐
疑
的
 な
 現
代
人
の
先
駆
者
の
 

よ
 う
 で
あ
る
。
し
か
し
ト
マ
ス
も
、
一
旦
信
じ
出
す
と
 他
 の
 使
徒
よ
り
も
目
覚
ま
し
い
 働
 ぎ
を
し
、
遠
く
イ
ン
ド
 
に
ま
で
伝
道
に
赴
い
 

た
 。
こ
の
祭
の
起
源
は
修
道
院
の
ト
マ
ス
の
 峨
 悔
か
ら
 始
 ま
っ
た
と
伝
え
る
。
キ
リ
ス
ト
を
も
っ
と
も
お
そ
く
 受
 げ
入
れ
た
ト
マ
ス
は
 、
 

一
年
の
最
後
、
冬
至
が
祭
の
日
に
な
っ
た
。
同
時
に
も
っ
 

と
も
夜
の
長
い
日
か
ら
新
し
い
昼
の
開
始
を
示
す
冬
至
，
 

」
 
そ
 ト
マ
ス
の
祭
に
適
 

わ
し
い
と
神
学
的
に
考
え
た
。
懐
疑
か
ら
信
仰
へ
転
ず
る
 こ
と
が
、
闇
か
ら
光
へ
の
転
換
に
な
ぞ
ら
え
た
の
で
あ
 る
 。
ト
マ
ス
の
日
も
 ル
 

チ
ア
と
 同
じ
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
の
占
い
が
行
わ
れ
る
の
は
 、
こ
の
日
が
吉
凶
を
転
ず
る
日
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
 で
あ
る
。
 光
と
 闇
の
転
 

換
の
冬
至
に
は
救
い
の
象
徴
的
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
  
 



神
は
ま
ず
光
を
も
た
ら
す
女
神
で
あ
り
、
ス
ウ
ェ
ー
 

デ
ソ
 に
お
い
て
は
、
ル
チ
ア
の
 
日
 （
十
二
月
十
三
日
）
に
も
み
 

の
 若
枝
で
編
ん
だ
冠
に
 

蝋
燭
を
と
も
し
、
選
ば
れ
た
 
若
 ぃ
娘
た
ち
が
 白
 ぃ
衣
裳
 な
 さ
と
い
、
蝋
燭
を
手
に
し
て
 
家
 々
を
訪
れ
た
り
、
 
病
 院
や
施
設
を
見
舞
っ
た
 

り
 、
家
庭
で
朝
食
の
パ
ン
 
や
 コ
 l
 ヒ
一
を
サ
ー
ビ
ス
す
る
 
習
俗
が
あ
る
。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
化
し
た
祭
で
あ
る
 

が
、
 元
は
春
の
女
神
を
 

夜
 に
春
の
面
影
を
入
か
に
感
ず
る
の
は
、
冬
至
の
前
後
の
 人
間
の
心
の
深
層
の
撞
 惧
と
 密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
 。
ゲ
ル
マ
ン
の
春
の
女
 

人
間
を
威
嚇
し
 、
 害
を
与
え
る
存
在
に
変
っ
て
し
ま
う
。
 ベ
ル
 ヒ
タ
 （
㌧
 
践
 り
す
（
㏄
）
 

、
ホ
 レ
ス
は
ホ
ル
ダ
（
Ⅱ
 
0
-
 

帝
 ・
 由
 0
-
 

す
 ）
な
ど
の
語
源
に
つ
 

い
て
さ
ま
ざ
ま
の
見
解
が
あ
る
が
、
大
自
然
の
生
死
、
 明
 暗
 、
二
つ
の
様
相
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
こ
 れ
る
の
精
霊
は
 、
 古
く
 

は
 ゲ
ル
マ
ソ
の
女
神
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
 

大
自
然
の
眠
っ
て
い
る
精
霊
、
あ
る
い
は
枯
死
し
た
精
霊
 を
 目
覚
め
さ
せ
、
 ょ
 み
が
え
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 。
さ
き
に
述
べ
た
 ク
 

リ
ス
マ
ス
の
 人
 、
あ
る
い
は
冬
至
に
燃
や
す
か
が
り
火
は
 、
闇
夜
を
照
ら
し
、
燃
え
上
ら
せ
て
大
自
然
の
 力
 を
覚
 醒
 さ
せ
る
習
俗
で
あ
 

る
 。
農
耕
や
人
間
に
災
い
を
も
た
ら
す
も
の
、
ま
た
醜
い
 も
の
を
焼
滅
さ
せ
る
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
。
藁
人
形
 を
 焼
い
て
「
ホ
ル
ダ
を
 

焼
い
た
 ぞ
 、
魔
女
を
滅
し
た
ぞ
」
と
叫
ぶ
の
も
、
火
が
 浄
 化
 を
行
 う
 か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
車
輪
に
藁
縄
を
巻
 き
 つ
げ
 、
 火
を
放
っ
て
 

山
の
上
か
ら
谷
に
転
が
し
て
、
そ
の
走
り
具
合
い
、
停
止
 し
た
場
所
に
よ
っ
て
農
耕
の
豊
凶
を
占
う
習
俗
も
あ
る
 。
 車
 輸
を
太
陽
に
見
立
 

て
た
も
の
で
あ
る
。
冬
至
の
か
が
り
火
、
火
の
輪
落
し
な
 ど
の
習
俗
は
、
現
在
二
月
、
三
月
の
 フ
 ァ
 ス
ナ
 ハ
ト
（
 謝
肉
祭
）
な
ど
の
奉
迎
 

え
の
祭
の
行
事
に
移
行
し
た
と
こ
ろ
が
多
く
な
っ
て
い
る
 が
、
 火
を
焚
い
て
、
明
る
く
照
ら
し
、
暖
め
る
と
い
う
 原
初
的
行
為
は
、
冬
至
 

や
 奉
迎
え
た
げ
に
限
ら
ず
、
年
間
の
季
節
の
祭
ご
と
に
 人
 間
 が
集
っ
て
行
う
習
俗
で
も
あ
る
。
 

ヴ
ォ
一
 ダ
ン
と
そ
の
春
 族
 の
も
た
ら
す
劇
し
い
風
や
雪
は
 、
す
べ
て
を
 摺
 伏
さ
せ
る
威
力
を
も
つ
。
し
か
し
そ
の
 お
そ
ろ
し
い
昔
に
ま
 

じ
っ
て
妙
な
る
明
る
い
歌
声
が
き
こ
え
て
き
た
り
、
あ
る
 い
は
 通
り
過
ぎ
て
ゆ
く
不
気
味
な
精
霊
や
野
獣
の
群
の
 中
に
 、
 美
し
い
白
い
光
 

の
 処
女
た
ち
（
Ⅰ
 
リ
 
。
 
ヲ
 （
 
@
 
目
代
 

r
u
 

：
 コ
 ）
が
軽
い
足
ど
り
で
微
笑
 み
な
が
ら
踊
っ
て
い
る
姿
を
ふ
と
見
か
け
 ろ
 こ
と
が
あ
 る
と
い
う
。
真
冬
の
深
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迎
え
る
ノ
ル
マ
ン
の
古
い
習
俗
で
あ
っ
た
。
北
欧
の
人
々
 は
 
「
 ュ
ル
 の
 火
 」
と
称
し
て
冬
至
、
の
ち
に
は
 ク
リ
 ス
 マ
ス
の
前
後
に
薪
を
積
 

み
 上
げ
て
燃
や
す
行
事
が
あ
る
。
こ
れ
を
「
 ュ
ル
 ・
 プ
ロ
 ッ
ク
 」
と
も
い
 
う
 。
古
い
記
録
に
よ
れ
ば
、
村
の
屈
強
 な
 若
者
が
山
の
上
に
登
 

り
 、
冬
至
の
太
陽
が
再
び
昇
っ
て
く
る
か
ど
う
か
を
見
届
 げ
る
と
、
下
の
村
に
伝
令
を
走
ら
せ
る
。
待
ち
か
ま
え
 て
い
た
村
人
が
 
、
か
が
 

り
 火
を
焚
き
、
狂
喜
乱
舞
、
歌
っ
た
り
、
御
馳
走
を
食
べ
 た
り
し
て
、
太
陽
の
再
生
を
祝
う
と
い
う
。
冬
が
一
時
 期
 暗
夜
と
な
る
北
欧
に
 

お
い
て
は
、
太
陽
の
新
生
は
痛
切
な
願
い
で
あ
っ
た
。
 

時
 代
 と
と
も
天
文
学
の
観
測
が
す
す
み
、
暦
の
算
定
が
か
 わ
る
に
 
つ
 れ
、
冬
至
と
 

ク
リ
ス
マ
ス
、
新
年
は
そ
れ
ぞ
れ
分
離
し
て
い
っ
た
の
で
 、
 別
々
の
祭
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
本
来
は
一
つ
の
も
 の
で
あ
っ
た
。
冬
至
を
 

新
年
と
し
て
定
め
た
国
も
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
に
 冬
至
 
ハ
 ク
リ
ス
マ
ス
）
に
新
年
を
包
括
し
て
ク
リ
ス
マ
 ス
期
 と
呼
ぶ
か
、
日
本
 

0
 歳
時
記
が
歳
末
の
冬
至
を
「
新
年
」
に
加
え
、
四
季
か
 ら
 独
立
さ
せ
る
方
法
も
あ
る
。
 

日
本
の
各
地
に
も
さ
ま
ざ
ま
の
習
俗
、
伝
承
、
民
俗
芸
能
 が
伝
え
ら
れ
て
る
。
こ
こ
で
は
と
く
に
宮
崎
県
の
椎
葉
 神
楽
に
あ
る
「
宿
債
 

り
 」
を
例
と
し
て
あ
げ
て
み
た
い
。
賛
し
く
痩
せ
衰
え
た
 旅
人
（
 じ
っ
ほ
 山
神
）
が
村
を
訪
れ
、
「
御
宿
申
し
 
候
 」
 と
 一
夜
の
宿
を
乞
 5
 。
 

す
る
と
神
官
は
「
御
宿
な
る
ま
じ
く
 候
 」
と
こ
と
わ
る
。
 
さ
ま
ざ
ま
な
問
答
を
つ
づ
げ
て
い
る
 う
 ち
に
、
こ
の
 
見
 す
ぼ
ら
し
い
旅
人
が
 

新
し
い
 春
 と
豊
 銑
と
 辛
い
を
も
た
ら
す
歳
神
で
あ
る
こ
 と
が
分
り
 、
 互
い
に
手
を
取
り
合
い
、
踊
り
出
し
、
「
 

ね
 い
づ
る
山
と
入
る
山
と
 

だ
い
し
こ
 

山
 と
こ
 た
 へ
し
山
人
の
 、
 山
と
さ
 か
 ゆ
る
弥
勒
の
世
に
 @
 
し
 そ
め
ぐ
り
よ
う
た
」
と
い
つ
て
喜
ぶ
。
冬
至
の
頃
に
 訪
 れ
る
片
足
の
大
師
講
 さ
 

ま
 、
大
子
な
ど
の
各
地
の
民
間
に
伝
え
る
伝
説
は
、
来
訪
 神
と
し
て
の
歳
神
の
変
様
態
で
あ
る
。
 

力
 衰
え
、
枯
れ
 つ
き
た
一
年
の
生
命
力
 

ほ
、
 痩
せ
て
賛
し
い
旅
人
に
た
と
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
旅
 人
 が
新
し
い
光
と
生
命
、
ゆ
た
か
な
自
然
を
蔵
し
て
い
 る
 歳
神
と
変
様
転
換
す
 

る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
冬
の
季
節
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
 聖
 バ
ル
バ
ラ
 、
聖
 ル
チ
ア
、
 聖
 ニ
コ
ラ
ウ
ス
な
ど
の
聖
者
た
ち
は
、
 

，
 
し
の
季
節
に
迎
え
る
 

一
種
の
訪
問
神
と
見
 
倣
 す
こ
と
が
で
き
る
。
ヴ
ォ
ー
ダ
ン
 そ
の
他
の
ゲ
ル
マ
ソ
の
神
々
や
精
霊
が
荒
れ
狂
い
、
 

咄
 ，
 
ぇ
 叫
ん
で
冬
の
厳
し
い
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威
力
を
示
す
の
に
た
い
し
、
こ
の
聖
者
た
ち
は
や
さ
し
 
ぃ
愛
 、
慰
め
と
恵
み
を
た
ず
さ
え
て
来
る
の
が
特
徴
で
 あ
る
。
と
く
に
「
マ
リ
 

ア
 ・
 迎 ち
ん
」
（
 

ま
 ㏄
ニ
 
%
 可
 い
 
的
の
目
）
の
習
俗
は
 
、
 ベ
ツ
レ
ヘ
ム
 
へ
 旅
を
す
る
聖
母
マ
リ
ア
（
ヨ
セ
 7
 ）
が
 家
 々
を
訪
れ
 て
 宿
を
乞
 う
 。
少
年
、
 

少
女
た
ち
が
マ
リ
ア
像
を
抱
え
、
数
名
の
コ
ー
ラ
ス
の
 群
 に
か
こ
ま
れ
な
が
ら
、
一
夜
の
宿
を
乞
 い
 、
ド
ラ
マ
 
風
 に
 交
互
に
歌
 う
 。
冷
た
 

く
 あ
し
ら
う
家
も
あ
る
が
、
心
よ
り
敬
っ
て
温
か
く
迎
え
 る
 家
族
も
い
る
。
九
日
九
軒
の
家
が
マ
リ
ア
を
泊
め
、
 

そ
こ
で
近
隣
の
住
民
の
 

申
｜
ゼ
 ン
ク
ラ
ン
 ッ
 の
祈
り
や
も
て
な
し
を
 受
 げ
な
が
ら
 、
最
後
に
ク
リ
ス
マ
ス
前
に
教
会
に
安
置
さ
れ
る
。
 

こ
 の
 マ
リ
ア
迎
え
の
行
事
 

憶
 
聖
家
族
が
苦
難
の
旅
を
し
た
の
ち
に
、
救
い
の
 光
と
 な
る
幼
児
 イ
ヱ
ス
 が
生
れ
る
こ
と
を
表
わ
す
。
馬
槽
 の
 中
の
藁
の
上
に
誕
生
す
 

る
 神
の
子
は
 、
 新
し
い
年
の
光
と
し
て
祝
わ
れ
る
の
で
あ
 る
 。
 

ゲ
ル
マ
ン
の
神
々
も
生
命
な
ぎ
も
の
と
新
し
い
生
命
の
交
 代
 が
あ
り
、
日
本
の
民
間
信
仰
に
も
み
す
ぼ
ら
し
い
 歳
 神
 が
光
り
輝
く
豊
か
 

な
 神
へ
と
変
様
 し
 、
聖
母
マ
リ
ア
も
旅
に
や
つ
れ
な
が
ら
 も
、
 新
し
い
神
の
子
の
誕
生
と
な
る
。
歳
神
や
自
然
 霊
 は
 年
の
終
り
に
近
付
け
 

ば
 、
近
付
く
ほ
ど
、
白
襖
 せ
、
 痩
せ
衰
え
る
。
し
か
し
 冬
 至
を
極
点
と
し
て
一
大
転
換
が
生
じ
、
新
し
い
光
、
生
 命
 、
時
間
、
空
間
が
誕
 

生
す
る
。
現
代
の
わ
れ
わ
れ
は
、
す
で
に
出
来
上
っ
た
 暦
 や
 制
度
を
す
べ
て
組
織
的
連
続
的
な
も
の
と
し
て
考
察
 す
る
の
で
、
年
月
も
恰
 

も
 レ
ー
ル
の
上
を
走
っ
て
ゆ
く
か
の
よ
う
に
受
け
取
り
や
 す
 い
 。
十
二
月
三
十
一
日
が
終
れ
。
 ほ
 、
一
月
一
日
が
来
 る
と
考
え
る
。
し
か
し
 

昔
に
 潮
 れ
ば
、
冬
至
の
転
換
点
、
暦
の
始
ま
り
と
終
り
は
 は
る
か
に
重
要
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
一
年
の
生
命
は
 一
年
で
尽
き
る
。
尽
き
 

て
し
ま
っ
た
あ
と
に
、
暗
闇
か
ら
光
が
誕
生
す
る
。
消
滅
 の
中
か
ら
生
命
が
生
ず
る
。
そ
れ
は
大
い
な
る
喜
び
、
 

奇
蹟
、
神
秘
の
瞬
間
で
 

あ
る
。
時
間
と
空
間
は
無
限
に
広
が
り
、
連
続
し
て
い
 る
の
で
は
な
く
、
そ
の
都
度
前
後
 際
新
 し
、
非
連
続
の
 
中
か
ら
誕
生
を
と
げ
 

る
 。
こ
の
年
は
こ
の
年
だ
け
の
一
回
の
も
の
で
あ
り
、
 
こ
の
梅
花
は
こ
の
梅
花
だ
け
で
あ
り
、
一
回
性
の
生
命
 で
あ
る
。
連
続
で
は
な
 

く
 、
非
連
続
で
あ
る
。
 

シ
レ
ジ
ウ
ス
は
瞑
想
詩
集
「
ケ
ル
ビ
ム
の
如
 き
 旅
人
」
の
 中
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
歌
っ
て
い
る
。
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  な
の
だ
。
 

 
 

人
間
が
宗
教
的
極
点
を
目
ざ
す
と
 き
 、
い
っ
も
 深
 い
闇
と
 光
へ
の
転
換
が
比
 楡
 と
な
り
、
象
徴
と
な
り
、
 
心
境
と
な
っ
て
い
る
。
 
夢
窓
 

づ
 
国
師
 は
 
「
夢
中
問
答
」
で
禅
の
高
 
い
 境
地
を
、
「
 新
 羅
 夜
半
 
二
 シ
テ
目
頭
 明
 カ
ナ
リ
」
と
断
じ
て
い
る
。
 仏
 国
土
は
真
夜
中
に
し
て
太
陽
 

 
 

が
輝
 や
く
光
明
蔵
の
世
界
で
あ
る
。
シ
レ
ジ
 タ
 ス
も
っ
 ぎ
 の
 二
つ
の
詩
の
中
で
歌
っ
て
い
る
。
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ぬ
 

さ
あ
、
明
け
の
明
星
を
呼
び
に
行
き
な
さ
い
。
 夜
 が
 明
け
て
こ
そ
、
始
め
て
、
何
が
美
し
く
、
何
が
美
し
 く
な
い
か
が
正
し
く
見
え
る
 

 
 

と 闇の転換の習俗 

な い り 教 か は 
朝 仏 て ス 徒 し 、 キ 
の 随 時 て た 長 光 り 無 暗 す 
世 が 代 ス ち く と ス か 闇 べ 

ら か て   有 ら の 
と の 所 っ た 闇 た は が 光 も 

も ほ を た て 被 い こ 生 が の 

に て 異   に を す の ず 生 は 
展 明 に 古 「 さ る 光 
け け し 代 光 まま 深 と   
て の な ギ 」，よ い 闇 こ 死 た 

の か も     を 令 ち 

で か 共 オ よ と で で 
あ だ 感 ル こ っ あ あ   
る と す フ に て る る   
シ 。 きる " も ォ イ生ご 「は " ク至 る、 が信ず ね 、 

る 

レ ジ 大の 悟が ス命 教 」高 ， 最ぅの め現 力， ヒ 

ろ 
らノ 

か   
っ て 

て い   
いる る 。 誕生、 「光は 

    
の 

暗 の 

  
夜 

明 
げ 
て 
ゆ   
{ 惰 っ り い た 
荘 
厳 にて おクトしと ス 。 こ 



第
五
十
回
学
術
大
会
 

（
 
於
 早
稲
田
大
学
平
成
三
年
十
一
月
二
十
二
日
）
 

そ   真 れ こ 
夜 を の 
中 打 世 と火は 人は、今 り 、 鎖 たに 転換の 応の関 諸仏、 光明を 内面を ち、陣 ぞれの p@ - 
栄 

ち 界 
彼 は 

光 る 移 
の だ り   光 
ひ よ 

げ 去 
な る   輝 の か 

く、 だ を 
は な聖 すのに微明月のしに 降人的で、 上い主 晋 遍 よ 
い な る 間 に あ 厘 か 九 体 の ナ， Ⅰ { 

れ 見 
が 、 よ 

居 、 の 中 教 れ こ 火       

わ で の 的 て れ な っ め ぃ あ 
の光 

何 
か 

を 移 り、日 あったれる。 山の上 態度 な いる。 を知恵 外的 ど 宗 ねに を体験 て 新た 見 @ 
る 
の 

去 
る 

教 や 原 現 心 々年々 宗 。 で燃 の根 まだ 光、 世界、 執意識 するこ に体験 か と 

的 す に 実 沈 ま の と さ に   
，む @   の の 

は ス 。 見 い の り し 思 に 目 か 
を 

古て いスじな はえ ぅ 。 宇のい衆兵 宙 知客 さ通 も 世 
習 の め ぃ キ や き を れ に ち、 界 
俗 人 に が り 仕 様 耐 な 体 も よ 

の ほ 光 、 ス 界 相 え け 験 目 移 
覚   
め 去 
て る 
い       る と 

約 げ 聖 の 外 る 教 青 い れ 人 セ ら よ 

打 と な 中 苗 調 で を 禾 る が 
  な 

為 る る で 的 和 は 迎 知 も   1.@V 

  
  

を ナ、 Ⅰ のであ 関 との 火であ もので 光を確 光と内 法 の 、 二種の える真 の存在 見 ナ 。 し ・ 

る 暗 
哲司 属ト る 保に思 妙法の 。 光明、 、神 り ある。 信する 面的光 び 、 でも 習 あ し が 

あ 
り、     

る 光 宙 と 若 さ 三 ら け に が 
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な
か
な
か
そ
 う
 簡
単
に
は
通
説
の
よ
う
に
う
ま
く
い
っ
て
 は
 お
り
ま
せ
ん
。
 

 
 

 
  

 

-
@
-
 

ま
た
、
遠
く
東
西
の
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
ま
し
て
も
 

 
 

放
し
た
よ
う
に
、
 
ま
 

共   介 いた 点があ ともと 宗教」 るもの たこと い うお ある日 評論、 たき 芸術ると とい との b ま、 誘い 本宗 最近 

考 と う 接 ど に 教 は ま 

え 寒 漬 点 う よ 学 プ し 

ら れとでつ 数題にもり " " 会ィ の ク粟 た 
て 申 、 ぃ あ 私 記 シ 田 
い し お て る が 念 ， 勇 

る ま 話 お 趨 舎 す ン で     
さ 、 て る な や 大 も い 
ら 一 項 こ る っ 全 書 ま   
っ に す ら を た 話 き 私 

ん 個 迷 は。 山戎こすまほ 来 めとるし 文 
で か る て を ょ た 芸 
考 純 の ぎ 改 ぅ   ヶ - "- 

え 粋 で た め な い 携 
て に は め て 者 わ わ 
み 精 
る 神 って ないでは 振り では @ ま、 。   

か な 返 あ 創 お   と い っ り f 乍 り 

現   

代 あ 

る古 の日 同   
本 場 
の し 若い と、なら日は で、 の現 

文 た た 自 芸 術 場 と 

体験 芸 、   
芸 を 
術 目 

の 指 
現 す   
状 と 

さ い 
見 ぅ たので というテーマいての とか すが、 

で 体 も す こ ら   
も当 " 然 芸 教 え ひ な 戯 

(20 ㊤ 

公
開
講
演
 

芸
術
と
宗
教
 ｜
 詩
歌
に
お
け
る
自
覚
 と
表
現
 ｜
 



通
ず
る
共
通
の
舌
 嚢
 埋
立
御
の
問
題
と
い
う
意
味
で
詩
歌
と
 
し
ま
し
た
。
 

た
 世
界
の
戒
律
の
あ
る
宗
教
に
と
っ
て
は
、
芸
術
と
い
 5
 も
の
は
、
一
種
の
誘
惑
で
あ
り
、
快
楽
で
あ
り
、
感
覚
 的
 、
官
能
的
な
虚
偽
に
 

人
間
を
惹
き
こ
む
危
険
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
 

禁
 欲
 的
な
立
場
か
ら
も
、
純
粋
性
と
い
う
点
か
ら
も
、
 

必
 ず
し
も
積
極
的
に
評
価
 

さ
れ
て
ぎ
た
わ
げ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

@
2
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専
門
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
中
世
 キ
ソ
 ス
ト
 教
 修
道
院
に
 お
 ぎ
ま
し
て
も
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
派
修
道
院
に
お
い
て
は
 、
人
間
の
感
覚
的
な
 

芸
術
を
神
を
讃
え
る
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
て
ギ
リ
シ
ャ
 
ロ
ー
マ
 的
 古
典
的
芸
術
を
キ
リ
ス
ト
教
に
吸
収
し
た
 。
し
か
し
、
そ
れ
と
 同
 

時
に
 シ
ト
｜
 派
に
お
き
ま
し
て
は
、
 

@
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そ
う
い
う
官
能
的
な
 も
の
を
切
り
捨
て
、
専
ら
精
神
性
に
於
て
純
粋
性
を
保
 つ
と
い
 5
 こ
と
が
求
め
 

ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
 ょ
う
 に
一
般
に
修
道
者
、
求
道
者
と
 い
 う
 も
の
ほ
 、
 洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
芸
術
的
な
感
覚
 的
 世
界
を
排
除
さ
れ
な
 

げ
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
立
場
も
ま
た
常
に
存
在
し
て
お
 り
ま
し
た
。
 

仏
教
に
お
き
ま
し
て
も
、
あ
の
す
べ
て
を
受
け
入
れ
た
 大
 乗
 仏
教
の
創
設
者
伝
教
大
師
最
澄
に
お
き
ま
し
て
も
、
 

詩
歌
管
弦
の
類
を
身
 

@
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に
 近
づ
け
る
こ
と
を
、
沙
門
の
戒
め
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
  
 

そ
 う
 す
る
と
私
た
ち
は
、
た
だ
感
覚
的
に
、
直
感
的
に
 漠
 然
 と
宗
教
と
芸
術
が
ど
こ
か
で
一
致
す
る
は
ず
だ
と
 思
 っ
て
い
る
が
、
本
当
 

ほ
ど
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
も
う
一
度
、
明
確
に
す
 る
 必
要
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
確
か
に
 偉
 大
な
る
宗
教
者
に
は
、
 

あ
る
詩
的
な
る
も
の
、
美
的
な
る
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
 も
事
実
で
す
し
、
ま
た
偉
大
な
芸
術
家
が
あ
る
種
の
超
 越
 的
な
体
験
を
私
た
ち
 

に
 味
わ
せ
て
く
れ
る
の
も
事
実
で
あ
り
ま
す
。
 

で
は
、
い
っ
た
い
そ
の
関
係
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
を
 、も
う
少
し
詳
し
く
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
 

そ
 の
 検
討
の
例
と
し
 

て
 、
詩
歌
を
テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
ま
し
た
の
は
、
私
が
学
 ん
で
来
ま
し
た
の
が
 ブ
 ラ
 ソ
ス
 象
徴
主
義
を
ほ
じ
め
と
 す
る
詩
で
あ
り
ま
た
 自
 

ら
 創
作
し
た
の
が
詩
の
世
界
で
あ
り
、
一
方
 歌
 と
い
う
の
 は
 日
本
の
和
歌
、
 
俳
 詣
な
ど
連
歌
、
日
本
の
言
 五
 
要
下
術
 を
 予
想
し
て
、
東
西
に
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芸術 と 宗教詩歌における 自覚と表現 

う
よ
う
な
記
憶
の
あ
る
、
詩
の
一
行
、
一
句
と
の
出
逢
い
 と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
 

私
自
身
振
り
返
っ
て
見
て
も
、
若
い
頃
に
詩
を
読
み
書
い
 て
お
り
ま
し
て
、
詩
集
を
一
冊
出
し
ま
し
た
が
、
や
は
 り
、
 そ
 う
 か
な
と
 言
 

L
O
 

 
 

こ
れ
ほ
宗
教
で
い
 
う
 
一
種
の
回
心
・
恩
寵
を
受
け
た
も
の
 
の
 体
験
に
似
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
一
回
限
り
の
 自
我
の
変
質
を
意
味
 

 
 

 
  

 

し
て
い
る
 
よ
う
 に
思
え
る
の
で
す
。
 

 
  

 

こ
こ
に
副
題
を
「
詩
歌
に
お
け
る
自
覚
と
表
現
」
と
し
ま
 し
た
が
、
本
当
は
何
を
自
覚
す
る
か
何
を
表
現
す
る
の
 か
と
い
う
 

実
は
芸
術
と
宗
教
の
問
題
の
最
も
大
切
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う
 と
 思
い
ま
す
。
そ
れ
は
時
に
は
自
我
で
あ
り
、
あ
る
い
 ほ
 、
自
我
を
 

の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
使
っ
て
い
る
 @
 語
そ
の
も
の
に
 対
 す
る
自
覚
と
い
う
も
の
か
ら
、
自
我
を
否
定
し
て
超
越
 的
な
る
も
の
 

向
か
う
と
言
う
こ
と
で
も
あ
る
。
 

し
か
し
、
そ
う
い
う
こ
と
ほ
直
ち
に
明
確
に
言
い
切
れ
な
 い
し
、
私
も
信
仰
者
に
至
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
 

や
 や
文
章
と
 

完
全
で
あ
り
ま
す
が
、
「
詩
歌
に
お
け
る
 

円
 あ
る
 b
 自
覚
 と
そ
の
表
現
」
に
つ
い
て
、
話
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
 し
ま
し
た
。
 

私
は
、
文
学
者
と
し
て
、
自
分
を
通
し
て
物
語
る
と
い
う
 行
為
を
し
て
き
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
私
の
体
験
と
 い
い
ま
す
 

に
よ
る
創
作
に
携
わ
る
者
の
話
と
し
て
聞
い
て
い
た
だ
 け
 れ
ば
幸
い
だ
と
思
い
ま
す
。
 

ま
ず
、
芸
術
的
体
験
、
文
学
的
体
験
、
詩
的
体
験
と
い
う
 よ
う
な
こ
と
が
 
よ
 く
言
わ
れ
る
の
で
す
が
、
こ
の
言
い
 方
は
 つ
い
 

ラ
ン
ス
の
実
存
主
義
哲
学
者
 J.
P
.
 

サ
ル
ト
ル
が
、
お
 
も
し
ろ
い
こ
と
を
言
っ
て
お
り
ま
す
。
 

詩
人
と
言
 う
 も
の
は
、
人
生
で
た
だ
一
度
だ
 け
 詩
的
体
験
 を
 味
わ
う
も
の
だ
と
。
そ
れ
を
体
験
し
た
ら
、
則
ち
 詩
 大
 な
の
だ
 

一
回
限
り
で
詩
人
に
な
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
あ
と
、
 

詩
 作
品
を
書
こ
 
う
 が
書
く
ま
い
が
、
そ
の
人
間
は
あ
る
世
界
 、
詩
 と
い
 

見
た
、
そ
こ
に
生
き
た
、
体
験
し
た
、
そ
の
こ
と
で
彼
は
 変
質
を
お
こ
し
て
、
す
で
に
彼
は
詩
人
な
の
だ
、
書
く
 書
か
な
い
は
 

@
s
-
 

な
い
、
と
。
 

て し カ   ヤま 一 " 
て 

で 罪 人 
は な は   は下 ま由 ロ   



す
 。
初
め
て
私
は
詩
的
空
間
が
実
現
し
た
こ
と
を
知
り
ま
 

し
た
。
 

音
楽
に
つ
い
て
も
、
私
ど
も
の
先
輩
で
あ
る
小
林
秀
雄
 

と
 い
う
思
想
家
が
「
 
モ
ナ
 ツ
ァ
ル
ト
」
と
い
う
非
常
に
美
 

し
い
 ヱ
ッ
セ
イ
 
を
 書
 

影
 が
映
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
水
面
の
影
が
何
で
あ
ろ
う
か
 と
 思
う
と
、
は
っ
と
気
づ
き
ま
し
た
。
青
空
に
浮
ん
で
い
 
る
 雲
の
影
な
の
で
す
。
 

海
に
は
雲
が
映
っ
て
い
る
。
も
し
海
に
雲
が
影
を
落
と
し
 て
い
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
雲
に
は
き
っ
と
海
が
、
あ
る
 い
は
地
球
が
映
っ
て
 

い
る
に
ち
が
い
な
い
。
あ
の
雲
の
遥
か
な
る
天
空
と
大
海
 原
 と
地
球
、
そ
の
間
に
共
存
し
て
い
る
自
分
が
い
る
。
 そ
の
 ょ
う
 な
構
造
の
申
 

に
 自
分
が
入
り
込
ん
で
い
る
。
そ
の
と
き
時
間
と
空
間
を
 超
え
た
 巨
 い
な
る
も
の
と
一
致
し
て
い
る
と
い
う
体
験
 を
し
た
こ
と
が
あ
り
さ
 

そ
れ
は
一
篇
の
詩
の
構
造
や
言
葉
の
解
釈
や
意
味
の
分
析
 で
は
な
く
て
、
何
気
な
く
読
ん
で
い
た
詩
の
一
行
、
一
 句
 が
突
然
あ
る
日
記
 

 
 

憶
の
底
か
ら
に
わ
か
に
 浮
び
 上
っ
て
き
て
自
分
の
生
活
体
 験
 の
な
か
で
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
持
っ
て
、
世
界
と
と
も
 に
 蘇
り
、
存
在
を
露
 ら
 

2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

わ
に
し
て
く
る
と
い
う
経
験
で
す
。
 

@
6
@
 

逆
に
言
い
ま
す
と
、
シ
ャ
ル
ル
，
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
 、
詩
 作
 の
さ
い
、
「
最
初
の
一
行
は
神
か
ら
 

授
る
 、
二
行
 日
 か
ら
は
人
が
創
る
」
 

と
も
言
っ
て
い
ま
す
が
、
時
に
は
神
か
ら
来
た
最
初
の
 一
 行
は
途
中
で
消
え
て
文
字
に
残
ら
な
い
場
合
も
あ
り
、
 

第
二
行
目
の
人
間
が
創
 

り
は
じ
め
た
と
こ
ろ
か
ら
、
詩
作
品
と
し
て
残
さ
れ
る
 場
 含
 も
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
と
き
も
、
私
達
 

は
 書
か
れ
な
か
 っ
た
 最
初
の
一
行
を
 、
 

改
め
て
残
さ
れ
た
そ
の
 詩
編
か
ら
読
み
取
る
こ
と
に
な
る
 

-
 

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
 

た
と
え
ば
私
が
出
会
っ
た
い
く
つ
か
の
詩
句
の
中
に
 、
日
 本
の
近
代
詩
で
は
三
好
達
治
の
詩
句
「
海
に
は
雲
が
 、
幸
 吉
 に
は
地
球
が
映
っ
 

て
い
る
ね
」
 

@
 
こ
 
と
い
う
一
行
が
あ
り
、
い
つ
し
か
私
の
心
の
 中
に
残
っ
て
い
ま
し
た
。
 

そ
れ
が
あ
る
 
時
 伊
豆
半
島
の
海
の
側
を
車
で
走
っ
て
お
り
 ま
す
と
、
「
海
に
は
雲
が
 
、
 雲
に
は
地
球
が
映
っ
て
い
る
 ね
」
と
い
う
こ
の
 

詩
句
が
突
然
 浮
 ん
で
き
ま
し
た
。
雲
に
地
球
が
映
る
と
は
 ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
ま
で
現
実
的
に
は
解
ら
 な
か
っ
た
の
で
す
。
 
た
 

ま
た
ら
 

だ
 、
そ
の
 句
 だ
け
が
記
憶
に
残
っ
て
い
た
の
で
す
け
れ
ど
 、
ふ
と
穏
や
か
な
春
の
日
に
海
を
見
ま
す
と
、
海
面
に
 縮
緬
の
よ
う
な
斑
点
の
 



い
 て
お
り
ま
す
の
で
一
寸
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。
こ
れ
は
 か
っ
て
の
文
学
青
年
時
代
に
小
林
秀
雄
が
、
蕪
鮨
か
な
 ん
か
を
ふ
と
こ
ろ
に
い
 

れ
て
 ポ
ン
ポ
 ソ
 蒸
気
船
で
、
向
島
の
遊
び
場
に
通
っ
て
 い
 る
 。
あ
る
日
遊
び
場
か
ら
朝
帰
り
の
途
中
、
突
然
 頭
の
 中
で
 モ
オ
 ツ
ァ
ル
 ト
 の
 

音
楽
が
鳴
り
始
め
た
。
そ
の
時
、
は
た
と
全
て
の
宇
宙
が
 と
ま
っ
て
 、
モ
オ
ッ
 ア
ル
ト
の
楽
章
そ
の
も
の
に
な
っ
 た
と
い
う
こ
と
を
書
い
 

て
お
り
ま
す
。
 

@
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）
こ
こ
に
は
、
汚
辱
に
み
ち
た
日
常
性
と
疲
 労
と
 頽
廃
の
極
で
、
お
そ
ら
く
は
厳
し
い
自
己
嫌
悪
と
 自
己
否
定
に
追
い
つ
め
 

ら
れ
た
意
識
が
回
心
し
た
風
景
が
み
え
て
き
ま
す
。
 

 
 

げ
る
悲
し
み
と
い
う
言
葉
が
、
ま
さ
に
 モ
オ
ッ
 ア
ル
ト
 の
 純
粋
な
ス
ト
ラ
ク
 

チ
ャ
ー
と
し
て
宇
宙
を
な
し
て
い
た
。
曲
の
あ
る
解
釈
 と
 か
 、
面
白
さ
の
分
析
で
は
な
く
、
昔
が
歴
史
的
な
時
間
 と
空
間
を
超
え
た
ス
ト
 

ラ
ク
チ
ャ
ー
と
な
り
、
そ
の
共
通
体
験
の
中
に
彼
は
参
入
 し
て
い
た
と
語
っ
て
い
ま
す
。
音
楽
を
好
き
な
人
な
ら
 誰
し
も
納
得
さ
れ
る
と
 

こ
ろ
で
す
。
 

さ
て
、
し
か
し
詩
歌
と
言
い
ま
し
て
も
、
今
ま
で
の
歴
史
 を
 一
般
に
ふ
り
返
り
ま
す
と
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
 ょ
 う
 に
必
ず
し
も
直
接
 

現
 
的
に
そ
の
 ょ
う
 な
絶
対
的
境
地
を
提
示
す
る
も
の
ば
 か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 @
 
し
れ
は
 =
=
 

白
竜
胆
 

そ
ハ
 
り
も
か
り
に
つ
 

い
て
も
同
じ
で
あ
り
ま
し
 

表
 

舵
て
 、
む
し
ろ
、
舌
口
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
 
、
人
 ほ
 一
層
、
日
常
性
に
し
ば
り
っ
げ
ら
れ
て
い
る
と
も
 言
，
 
ぇ
 ま
す
。
と
い
う
の
も
、
 言
 

ぬ
 
葉
は
普
通
は
人
間
が
使
 う
 単
な
る
意
味
を
運
ぶ
道
具
 で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
。
芸
術
と
か
、
詩
歌
と
か
 い
わ
れ
て
い
て
も
、
宗
教
と
 

朋
の
関
係
に
お
い
て
は
、
言
葉
は
宗
教
の
た
め
に
利
用
 
す
る
、
あ
る
い
は
布
教
の
た
め
に
利
用
す
る
道
具
と
し
 て
 、
道
具
言
語
と
い
う
地
位
 

 
 

鞄
 
ほ
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
わ
け
で
 、
な
か
な
か
真
の
宗
教
と
一
致
す
る
よ
う
な
深
い
形
而
 工
学
的
な
詩
句
が
生
ま
れ
る
 

詩
 

冠
 
ま
で
に
は
Ⅰ
Ⅵ
た
ら
な
か
っ
た
と
舌
口
え
ま
す
。
 

篠
 

し
か
し
、
勿
論
す
べ
て
が
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
 で
し
た
。
私
が
 、
 深
い
宗
教
的
次
元
で
、
象
徴
派
の
詩
 人
 と
出
会
っ
た
の
は
、
ア
ル
 

芸
 
チ
ュ
ー
ル
・
 ラ
ソ
 ボ
ー
と
い
う
人
の
詩
に
よ
っ
て
で
 す
 。
こ
こ
で
、
そ
の
詩
の
ひ
と
っ
「
水
連
」
を
紹
介
し
 た
い
と
思
い
ま
す
。
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「
ま
た
見
つ
か
っ
た
 

ノ
 何
だ
 /
 そ
う
だ
、
あ
の
身
近
だ
っ
 
た
は
ず
の
 /
 永
遠
 だ
 」
と
な
る
で
し
ょ
う
。
 

   
 
 
 
 
 

 
 

私
は
こ
の
詩
句
を
読
ん
で
、
強
い
衝
撃
を
受
げ
ま
し
た
。
 

ブ
 ラ
 ソ
ス
 の
 詩
 と
い
え
ば
と
か
く
叙
情
的
で
、
人
間
関
係
 の
 心
理
的
な
世
界
を
歌
っ
た
詩
が
多
い
。
さ
ら
に
日
本
 の
 詩
歌
で
も
自
然
 風
 

土
 を
歌
 う
 詩
が
い
わ
ば
詩
歌
の
主
流
に
あ
っ
た
 ね
 げ
で
す
 。
叙
事
詩
あ
る
い
は
叙
情
詩
的
世
界
に
と
ど
ま
る
詩
で
 あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
 突
 

然
 、
形
而
上
学
的
な
「
永
遠
」
と
い
う
も
の
を
、
恋
人
か
 何
か
の
よ
う
に
そ
の
ひ
と
毎
時
）
と
ま
た
出
逢
っ
た
 と
 唱
ぃ
 は
じ
め
て
い
た
か
 

ら
で
す
。
観
念
と
思
わ
れ
て
い
る
も
の
が
じ
つ
に
生
々
 し
 い
 体
験
と
し
て
肉
体
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

海
に
溶
け
た
太
陽
と
言
い
ま
す
と
、
分
か
り
に
く
い
の
で
 す
が
、
こ
の
詩
の
ヴ
ァ
リ
ア
 ソ
ト
 が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
 は
 
「
太
陽
と
行
っ
て
 

し
ま
っ
た
海
な
の
だ
」
と
な
っ
て
い
ま
す
，
そ
れ
ま
で
に
 も
 私
は
、
日
没
の
海
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
が
 始
 め
て
意
味
を
持
っ
て
 き
 

た
 。
「
太
陽
と
行
っ
て
し
ま
っ
た
 
海
 」
「
・
海
と
溶
け
た
太
陽
 
」
と
い
う
言
葉
が
 、
 私
が
か
っ
て
み
た
こ
と
の
あ
る
 海
 の
風
景
を
ま
ざ
ま
ざ
と
 

と
 再
現
し
て
く
れ
ま
し
た
。
空
を
染
め
た
夕
焼
け
の
中
を
 し
ず
し
ず
と
 、
黄
金
の
太
陽
が
海
上
に
黄
金
の
波
浪
に
 滴
 を
た
ら
し
な
が
ら
 沈
 

ん
で
ゆ
く
。
夕
暮
れ
の
太
陽
が
い
ま
ま
さ
に
海
に
沈
ん
で
 い
く
。
 空
 と
海
が
金
色
に
輝
 き
、
 海
と
落
日
と
が
一
体
 に
な
っ
て
 解
 げ
舎
 5
 。
 

そ
の
瞬
間
、
そ
れ
を
見
た
 ラ
ソ
 ボ
ー
は
 、
 「
ま
た
 見
 っ
か
 っ
た
 /
 永
遠
 だ
 」
と
叫
ん
だ
。
 
卦
 か
と
言
 う
 と
こ
ろ
が
 大
 切
 な
と
こ
ろ
で
す
。
 

い
わ
ゆ
る
発
見
や
発
明
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
い
っ
 か
ど
 こ
か
 、
永
遠
の
過
去
 か
 未
来
で
す
で
に
 

、
、
、
 み
 知
っ
て
た
は
 す
 て
あ
る
が
、
な
か
な
 

 
 

か
 巡
り
逢
え
な
か
っ
た
、
そ
の
真
実
に
自
分
は
ふ
た
た
び
 め
ぐ
り
あ
っ
た
と
感
じ
た
。
そ
の
心
を
い
え
ば
 

@
 
叩
 @
 

「
ま
た
 /
 ま
た
見
つ
か
っ
た
 /
 何
だ
 /
 永
遠
 だ
 /
 海
に
溶
 げ
た
 /
 太
陽
 だ
 」
 



 
 

い
う
 も
の
を
、
人
々
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
に
安
易
に
共
 通
の
意
味
を
担
 う
 道
具
と
し
⑲
 

 
 

 
  
 

綾
て
 使
っ
て
き
ま
し
た
。
日
常
用
語
で
も
そ
う
だ
し
、
 

詩
歌
に
お
い
て
も
そ
う
で
す
。
し
か
し
そ
れ
に
は
大
 き
 な
 疑
問
が
あ
り
ま
す
。
 

 
 

芸
 

私
た
ち
は
、
言
語
と
い
う
も
の
を
無
意
識
の
う
ち
 に
 意
味
伝
達
の
道
具
と
し
て
用
い
て
い
る
が
、
厳
密
 里
 @
 っ
て
、
そ
れ
は
成
り
立
つ
 

歌に 

た
 Ⅰ
Ⅰ
へ
ん
 
シ
ニ
，
り
ノ
 
で
、
 パ
 ミ
ノ
ド
キ
リ
ノ
 

カ
か
 な
舌
ロ
Ⅰ
Ⅵ
方
で
 

す
が
、
ず
ば
り
常
識
の
虚
偽
を
あ
ば
き
、
真
相
を
衝
い
 て
る
よ
 う
 に
思
え
ま
 

覚
 

%
 
 思
想
家
で
、
マ
ラ
ル
メ
を
取
囲
む
世
紀
末
詩
人
の
代
 

表
 的
人
物
で
す
。
そ
の
彼
が
こ
 

う
 言
っ
て
い
ま
す
。
 

 
 

の
間
に
な
ん
ら
共
通
点
が
な
し
と
し
 

、
、
 

@
 
@
 
@
 
 

5
 こ
と
で
あ
る
」
 

。
 @
,
@
l
 

と
 。
 

  と 表現 

そ
の
時
、
私
 は
 象
徴
派
の
詩
人
達
が
何
を
目
指
し
て
い
る
 の
か
が
、
 ほ
 じ
め
て
解
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。
 

一
般
に
象
徴
派
と
言
 

わ
れ
る
も
の
は
、
何
か
を
象
徴
に
よ
っ
て
暗
示
す
る
と
か
 讐
楡
 と
し
て
使
 う
と
い
よ
 
ら
に
と
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
 す
が
、
し
か
し
、
象
徴
 

@
 
け
 @
 

今
出
 う
す
 0
 ）
の
）
と
は
そ
の
よ
う
な
簡
単
な
言
語
の
用
法
と
 
か
 修
辞
の
ひ
と
つ
の
方
法
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

ポ
 l
 ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
と
い
う
ラ
ラ
 ソ
ス
 の
詩
人
，
批
評
 
家
が
い
ま
す
。
彼
も
最
後
の
サ
ン
ボ
リ
ス
ト
、
象
徴
 主
 姜
詩
人
と
言
わ
れ
た
 

@
 
Ⅱ
 @
 

帰
 で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
ラ
ン
ボ
ー
は
 鮮
 か
に
端
的
に
 唄
 っ
た
と
い
え
ま
す
。
 

あ
る
の
で
す
。
ど
こ
か
ま
だ
生
ま
れ
る
以
前
、
或
は
 、
 -
 
フ
ソ
 ボ
 ー
 自
身
の
意
識
の
根
源
に
あ
っ
て
明
確
化
さ
れ
な
 い
 も
の
、
自
覚
化
さ
れ
 

な
 い
 も
の
が
予
感
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
 と
 思
わ
れ
ま
す
。
予
感
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
ぃ
ま
 、
実
 れ
斑
 
さ
 Ⅰ
 
L
 几
 （
Ⅰ
か
 

い
コ
 
の
の
「
）
 

、
 

肉
 化
さ
れ
（
 め
 ・
 
@
n
c
a
 

「
 
コ
の
 
「
）
真
実
と
さ
れ
る
も
の
に
初
め
て
 
出
会
っ
た
の
で
す
。
 

し
か
し
、
出
会
っ
た
と
き
に
は
、
そ
れ
は
も
は
や
見
知
ら
 ぬ
 世
界
の
発
見
で
は
な
く
、
か
つ
て
知
っ
て
い
た
は
ず
 の
も
の
へ
の
自
己
 
回
 

ア
ル
チ
ュ
ー
ル
・
 
ラ
ソ
 ボ
ー
の
詩
を
読
み
ま
す
と
「
 ラ
ソ
 コ
ソ
 ト
 ル
 
@
 
（
「
の
 

冑
 。
 コ
時
小
 

㌣
Ⅰ
）
」
「
 

ル
ト
ら
ノ
ル
ヴ
ヱ
 （
「
の
（
「
 

0
 屈
セ
 
の
こ
」
「
ル
コ
、
 

不
｜
ト
 

 
 

ル
 
（
（
の
 

r
o
 

コ
ロ
 

a
@
 

（
。
の
）
」
と
い
う
単
語
が
好
ん
で
用
い
ら
れ
て
 

い
る
の
に
気
づ
 
き
 ま
す
。
つ
ま
り
「
再
び
」
と
か
「
 ま
 た
 」
と
い
う
意
味
の
接
 

頭
語
「
 ル
 （
 
ぉ
 ）
」
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

そ
 れ
は
何
故
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
に
 ラ
ソ
 ボ
ー
が
見
た
 、
 独
自
の
世
界
内
体
験
が
 



ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
も
ま
た
、
同
じ
よ
う
に
 @
@
 

ロ
ま
串
を
士
 

（
通
の
符
号
と
は
考
え
る
こ
と
ほ
出
来
な
い
と
言
い
た
か
 っ
 た
の
だ
と
思
い
ま
 

す
 。
言
葉
は
、
象
徴
と
し
て
多
義
的
で
あ
り
、
言
葉
を
超
 え
た
も
の
の
 暗
楡
 と
も
い
え
ま
す
。
 

事
実
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
先
輩
に
当
 る
 ス
テ
フ
ァ
ー
ス
・
マ
一
 
フ
ル
 メ
 と
い
う
人
の
有
名
な
詩
が
あ
り
ま
す
。
「
す
べ
て
 
の
 書
物
 は
 読
ま
れ
た
 

り
 、
あ
あ
さ
れ
ど
 
肉
ま
悉
 

t
 ：
 -
,
@
@
 
 

し
」
 

と
。
こ
れ
も
存
在
は
不
条
 

理
 な
言
語
化
さ
れ
な
い
も
の
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
 を
う
 た
っ
て
い
ま
す
。
 

こ
の
よ
う
に
言
語
と
い
 5
 も
の
を
め
ぐ
っ
て
、
意
味
と
人
 間
の
存
在
の
解
離
と
い
う
も
の
が
意
識
化
さ
れ
る
こ
と
 に
よ
っ
て
、
人
間
が
 

真
実
か
ら
か
わ
ば
疎
外
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
深
刻
 な
 自
覚
と
、
そ
こ
か
ら
自
己
回
復
と
い
う
こ
と
が
、
 象
 徴
 派
の
詩
人
の
軌
 望
で
 

あ
り
、
近
代
史
上
初
め
て
の
魂
の
作
業
で
あ
っ
た
と
思
わ
 れ
ま
す
。
 

@
9
"
l
 

事
実
シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
カ
ト
リ
，
 ク
の
 詩
人
 で
す
が
、
詩
集
「
悪
の
華
」
で
、
神
と
の
「
交
感
」
を
 う
 た
っ
て
お
り
ま
す
 

 
 

の
 
）
と
い
う
詩
集
を
書
い
て
お
り
ま
す
。
 

ま
た
、
ロ
ー
ト
レ
ア
モ
ン
と
か
ア
ル
チ
ュ
ー
ル
・
ラ
ン
。
 
ホ
 ｜
 と
い
う
詩
人
達
は
、
む
し
ろ
神
に
反
逆
し
て
お
り
ま
 す
が
、
こ
れ
は
、
 神
 

@
6
@
 

う
こ
と
を
サ
ル
ト
ル
は
言
っ
て
し
る
の
で
す
 

@
 
@
 
 

。
 

の
 だ
ろ
う
か
。
本
当
は
例
え
ば
「
 花
 」
と
い
え
ば
「
 花
 」
 と
い
う
内
容
が
定
ま
っ
て
い
る
、
意
味
が
言
葉
と
一
対
 一
で
対
応
し
、
人
々
が
 

共
有
し
て
い
る
ツ
ー
ル
、
道
具
と
は
云
え
な
い
の
で
は
な
 Ⅰ
 
¥
 力
 
0
@
4
@
@
 
 

Ⅹ
 
つ
ま
り
 サ
ソ
 ボ
リ
ス
ト
た
ち
 ほ
 言
葉
を
対
象
化
 し
 、
意
識
し
た
。
そ
の
 

@
 
巧
 -
 

時
 、
言
葉
は
必
ず
し
も
一
対
一
の
意
味
を
持
っ
て
 、
 人
に
 内
容
を
伝
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
 気
 附
き
ま
 す
 。
 

サ
ル
ト
ル
が
言
及
し
て
い
ま
す
が
、
例
え
ば
フ
ル
ー
ル
 
、
 花
と
い
う
言
葉
、
あ
る
人
は
そ
こ
か
ら
、
少
女
の
姿
 を
 、
ま
た
色
々
な
 花
 

を
、
 違
っ
た
花
を
 、
 又
は
フ
ロ
ー
レ
 ソ
ス
 と
い
う
町
を
 ィ
 メ
ー
ジ
す
る
、
と
い
う
 よ
 う
に
、
多
義
的
あ
る
世
界
を
 、
 各
々
が
ひ
と
っ
 ひ
と
 

つ
 異
な
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
 と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
道
具
と
し
て
使
え
る
も
の
で
 は
な
く
て
、
言
葉
と
い
 

ぅ
 も
の
全
体
が
一
つ
の
あ
る
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
と
し
て
、
 人
間
を
超
え
た
も
の
と
し
て
、
優
先
的
に
存
在
し
て
い
 る
の
で
ほ
な
い
か
と
い
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蜘
と
い
 い
ま
す
の
も
、
日
本
の
詩
歌
に
 

於
る
 言
語
と
 表
現
に
対
す
る
自
覚
の
現
れ
で
あ
る
詩
論
、
歌
論
と
い
 

ぅ
形
が
最
初
に
現
れ
る
の
 

 
 

実
相
応
の
論
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
そ
の
後
も
 

 
 

 
 
 
 

篠
 
日
本
人
の
芸
術
論
と
い
う
も
の
は
主
と
し
て
詩
歌
、
 

歌
論
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
実
情
で
す
。
 

 
 

芸
 

歌
論
の
う
ち
に
は
、
和
歌
、
連
歌
、
俳
話
 

が
 含
ま
 

れ
て
い
る
の
で
す
が
、
日
本
の
芸
術
論
の
中
枢
に
は
 

歌
 論
が
 位
置
し
て
い
る
と
い
う
 

潮
る
 必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
 

う
 の
で
す
。
 
彼
 ほ
 そ
の
点
で
じ
つ
に
先
駆
的
で
あ
り
、
最
初
の
意
識
的
な
 

歌
人
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
 

そ
の
も
の
を
意
識
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
他
者
と
し
て
、
 唯
 一
者
に
一
致
で
き
な
い
自
分
と
い
う
の
を
強
く
意
識
 
し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
 

て
 、
究
極
的
に
は
信
仰
に
到
達
し
て
 

も
 多
く
、
そ
の
 ょ
う
 な
形
で
す
で
に
神
に
と
り
込
ま
れ
 て
い
た
と
い
う
解
釈
も
 

成
り
立
ち
ま
す
。
 

こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
象
徴
主
義
の
詩
人
達
が
直
面
し
た
 問
題
か
ら
進
ん
で
私
も
言
語
と
超
越
的
な
る
も
の
と
の
 厳
密
な
関
係
に
興
味
 

を
 持
た
ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
し
た
。
 

そ
れ
で
は
一
方
日
本
の
 詩
歌
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
と
い
う
 

-
 

こ
と
、
或
は
日
本
の
文
化
史
、
精
神
史
の
中
で
日
本
人
 は
ど
の
よ
う
に
、
 芸
 

術
 と
宗
教
と
の
接
点
を
考
え
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
 い
て
、
わ
が
身
を
ふ
り
か
え
っ
て
 、
 思
い
を
巡
ら
せ
て
 き
た
の
で
す
が
、
最
近
 

よ
う
や
く
一
つ
の
手
が
か
り
が
掴
め
た
か
と
思
い
ま
す
の
 で
、
次
に
日
本
人
の
芸
術
、
と
く
に
詩
歌
と
宗
教
に
つ
 い
て
お
話
し
た
い
と
 思
 

い
ま
す
。
 

さ
て
、
こ
の
問
題
に
最
初
に
明
確
に
意
識
的
に
と
り
く
ん
 だ
の
 ほ
 、
日
本
で
は
、
あ
の
有
名
な
歌
人
、
西
行
法
師
 だ
と
い
え
ま
す
。
 西
 

現
行
法
師
は
恋
と
旅
の
叙
情
的
歌
人
と
し
て
広
く
日
本
 
人
 に
親
し
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
新
古
今
を
代
表
す
 る
 優
れ
た
歌
人
と
言
 う
 こ
と
 

表
 

%
 
 で
 追
慕
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
果
し
て
そ
れ
だ
け
で
 あ
ろ
う
か
。
 

和
漢
 然 と
し
て
で
は
な
く
て
、
は
っ
き
り
と
詩
聖
 -
 
口
語
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
意
識
を
持
っ
て
い
た
か
を
 
、
も
う
少
し
深
く
考
え
て
み
 



の
が
西
行
法
師
な
の
で
す
。
 

そ
 う
 言
え
る
の
は
、
西
行
自
身
の
歌
は
勿
論
、
彼
が
語
っ
 た
と
伝
え
ら
れ
る
歌
論
も
後
で
紹
介
し
ま
す
が
、
そ
れ
 の
み
な
ら
ず
同
時
代
 

こ
と
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
 

そ
し
て
西
行
た
ち
新
古
今
の
歌
人
た
ち
は
「
古
今
集
」
の
 歌
論
を
大
ぎ
く
深
化
さ
せ
ま
し
た
。
 

そ
の
あ
ら
す
じ
を
申
し
ま
す
と
、
日
新
古
今
 
b
 の
歌
人
と
 し
て
、
西
行
と
同
時
代
の
人
仁
藤
原
俊
成
と
そ
の
子
、
藤
 康
定
家
が
い
ま
す
。
 

藤
原
定
家
が
新
古
今
集
編
集
と
そ
の
 撰
 評
を
通
じ
て
、
 和
 歌
の
家
元
の
よ
う
な
形
に
成
り
ま
し
て
、
い
ら
い
藤
原
 一
家
が
和
歌
に
つ
い
て
 

語
っ
た
詩
論
は
歌
論
の
他
に
「
古
今
伝
授
」
と
い
わ
る
 日
 本
の
芸
術
論
の
口
伝
と
し
て
、
い
わ
ば
口
か
ら
 ロ
 へ
、
 体
験
的
に
伝
え
ら
れ
る
 

芸
術
論
の
中
核
を
な
し
て
ゆ
き
ま
す
。
 

そ
の
後
を
受
け
て
連
歌
・
 俳
 講
読
 が
 、
そ
れ
を
さ
ら
に
 発
 展
 さ
せ
て
世
阿
弥
の
能
楽
論
、
さ
ら
に
最
近
の
研
究
で
 は
 池
坊
な
ど
の
立
花
 

（
り
っ
か
）
、
村
田
珠
光
、
武
野
締
 
鋳
 、
利
休
な
ど
の
茶
の
 湯
も
含
め
て
、
広
く
室
町
時
代
か
ら
桃
山
時
代
に
様
式
 の
 確
立
し
て
ゆ
く
日
本
 

の
 伝
統
芸
術
と
い
う
も
の
の
、
思
想
的
中
核
を
な
し
て
ゆ
 ざ
 ま
す
。
そ
う
し
た
流
れ
か
ら
み
る
と
、
日
本
の
芸
術
 家
 た
ち
の
美
学
と
い
う
 

も
の
は
、
じ
つ
 ほ
 こ
れ
ら
の
連
歌
、
俳
話
 論
 を
す
 じ
と
し
 て
 成
立
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
 

そ
う
な
り
ま
す
と
、
私
達
の
美
的
生
活
、
伝
統
的
芸
術
の
 根
幹
と
な
る
思
想
は
、
こ
れ
ら
の
歌
論
に
よ
っ
て
 少
く
 と
も
記
録
と
し
て
は
 

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 

そ
こ
で
、
話
を
戻
し
ま
し
て
、
先
程
あ
げ
た
、
な
ぜ
西
行
 法
師
が
特
に
注
目
さ
れ
る
か
と
申
し
ま
す
と
、
そ
れ
ま
 で
は
無
意
識
に
表
現
 

の
道
具
と
し
て
用
い
て
ぎ
た
言
語
を
き
ね
だ
っ
て
自
覚
化
 し
た
点
に
あ
り
ま
す
。
い
わ
ば
、
即
自
的
な
言
語
を
対
 象
 化
し
、
表
現
と
表
現
 

す
る
人
間
の
真
実
と
の
厳
密
な
関
係
を
検
証
し
て
、
言
葉
 は
た
ん
に
無
意
識
に
使
え
る
便
利
な
道
具
で
は
な
い
と
 決
意
し
ま
し
た
。
自
己
 

と
 存
在
と
の
間
の
問
い
か
け
、
表
現
と
真
実
と
の
同
一
化
 を
 目
標
と
す
る
き
わ
ど
い
人
間
存
在
の
賭
と
し
て
の
 言
 語
を
最
初
に
意
識
し
た
 

(212)  212 



芸術と宗教詩歌に 

月 真弓 

一 ロ ・ 「 

に雪我 非 " " 
ず 都 歌 
や 充て を 
ピ @ 月 読 

物 な 

0  典 @  % ま 、 
ヤ @  目 朽 廷 、 
向 か 
ひ に 

尋常と ても、 
凡 は 
そ 異 
所 な 
有 り 

相 ご 

  
  

  
と 

文ま 抽 

ずめ 祝み 山 五 言 

する。 す所ハり 目     句 一口 華 「 

Ⅰ ま "  子 占ろ 

皆 公 

是   

213@ (213) 

の
 藤
原
俊
成
、
藤
原
定
家
が
、
 

撰
 評
や
歌
論
で
西
行
の
詩
 の
 特
徴
を
、
そ
の
点
で
は
っ
き
り
指
摘
し
て
い
る
か
ら
 で
す
。
 

そ
こ
で
ま
ず
、
西
行
の
詩
と
詩
論
の
一
端
を
紹
介
し
て
、
 

そ
れ
ま
で
の
万
葉
集
や
古
今
集
の
歌
人
と
の
 違
 い
と
 申
 し
ま
す
か
、
も
う
ひ
 

と
つ
 異
 っ
た
角
度
か
ら
西
行
の
和
歌
の
深
い
読
み
方
と
い
 ぅ
 も
の
を
御
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
 

端
的
に
 い
 い
ま
す
と
、
西
行
は
和
歌
こ
そ
日
本
の
「
真
弓
 

一
 
ロ
 
陀
羅
尼
」
で
あ
る
と
言
い
切
っ
て
い
ま
す
。
真
言
 院
羅
 尼
 と
い
う
の
は
簡
単
 

に
 申
し
ま
す
と
言
 う
 ま
で
も
な
く
、
密
教
で
は
真
言
、
 

す
 な
わ
ち
特
別
な
言
語
そ
れ
自
体
が
真
理
の
表
現
で
あ
り
 、
さ
ら
に
は
 真
 そ
の
も
 

の
で
あ
り
、
仏
で
あ
り
、
ひ
ろ
く
は
絶
対
的
な
存
在
の
顕
 現
 で
あ
る
と
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
真
言
陀
羅
尼
へ
の
 深
い
理
解
と
帰
依
を
踏
 

ま
え
た
上
で
、
西
行
は
あ
え
て
和
歌
こ
そ
は
日
本
の
真
言
 
口
 
陀
羅
尼
で
あ
る
と
言
い
切
っ
て
い
る
の
で
す
。
 

こ
の
文
章
 は
 実
は
西
行
法
師
よ
り
少
し
年
が
若
い
明
恵
上
 人
の
伝
記
に
 ヱ
 ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
 す
 
㊨
 O
 

御
 承
知
の
よ
う
に
京
都
の
高
雄
に
神
護
寺
、
高
山
寺
な
ど
 と
い
う
お
寺
が
あ
り
ま
す
。
紅
葉
の
た
い
へ
ん
美
し
い
 と
こ
ろ
で
、
今
も
楓
 

の
 新
緑
が
盛
り
だ
と
思
い
ま
す
。
さ
て
そ
の
高
雄
に
ま
だ
 幼
い
明
恵
上
人
が
修
行
し
て
お
り
ま
し
た
。
あ
る
日
、
西
 行
法
師
が
こ
の
明
恵
 

表
 

上
人
に
目
っ
て
和
歌
に
つ
い
て
の
話
を
し
た
と
い
う
 の
で
 ヰ
ョ
 

@
 
@
@
 

考
 。
 

現
 

と
 

覚
 

こ
の
 女
は
向
 栂
尾
明
恵
上
人
伝
記
奉
上
 j
 に
記
さ
 れ
て
い
る
話
で
、
必
ず
し
も
西
行
法
師
自
身
の
文
章
で
 ほ
 あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
 

自
 

ね
 

逆
に
当
時
の
人
々
が
西
行
法
師
の
歌
の
思
想
を
ど
 う
 受
 げ
と
め
て
い
た
か
と
い
う
証
明
と
そ
の
客
観
的
な
資
 料
 と
な
り
ま
す
。
 

 
 



そ
し
て
最
後
に
自
分
は
こ
の
歌
に
よ
っ
て
仏
法
の
深
奥
に
 参
入
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
こ
れ
ほ
い
わ
ゆ
る
 お
説
教
 か
讐
楡
 と
し
 

て
 捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
に
は
は
っ
き
り
 と
 言
語
行
為
が
人
間
の
自
己
表
出
を
超
え
た
超
越
的
 世
 罪
 で
の
行
為
で
あ
る
と
 

い
 う
 深
い
自
覚
が
明
確
に
 士
皇
 
目
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
な
け
 
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で
、
日
本
の
芸
術
論
の
 上
 で
も
、
言
語
哲
学
の
 

上
 で
も
正
に
画
期
的
な
ひ
と
つ
の
め
星
目
だ
と
い
う
こ
と
が
 
で
 き
 ま
す
。
 

そ
れ
を
受
け
る
か
の
よ
う
に
、
西
行
の
友
人
で
あ
り
、
 時
 の
 権
威
あ
る
歌
人
で
も
あ
っ
た
藤
原
俊
成
そ
の
人
が
証
 壬
 
一
口
し
て
お
り
ま
す
。
 

俊
茂
 は
 、
西
行
を
非
常
に
高
く
評
価
し
た
人
で
あ
り
ま
す
 が
 、
そ
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
ま
す
と
、
和
歌
を
 っ
 く
る
行
為
に
つ
い
て
 天
 

台
 止
観
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
ま
す
。
 円
 古
来
風
師
 抄
 ヒ
 の
中
で
、
要
す
る
に
 天
 ム
ロ
止
観
を
説
い
た
言
葉
を
 
、
歌
 を
よ
も
 心
に
適
用
し
 

て
 深
 い
 心
と
い
う
も
の
を
和
歌
で
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
 い
 と
述
べ
て
い
ま
す
。
 

そ
の
天
台
の
考
え
方
の
中
心
を
為
し
て
い
る
、
「
歌
の
深
 
き
 道
も
、
空
仮
中
（
 く
う
 ・
 げ
 ，
ち
ゅ
う
）
の
三
鉢
に
似
 た
る
に
よ
り
て
、
 

か
よ
わ
し
て
し
る
 中
 な
り
」
、
つ
ま
り
和
歌
の
本
質
的
な
構
 
造
 、
言
語
世
界
の
真
理
の
本
質
的
な
追
求
と
い
う
も
の
 ほ
、
天
 ム
ロ
止
観
の
「
 
空
 

仮
中
 」
の
三
諦
の
思
想
の
追
求
に
共
通
し
て
い
る
と
い
っ
 

 
 

特
殊
な
ケ
ー
ス
で
は
あ
 

り
ま
せ
ん
。
 

も
ち
ろ
ん
西
行
そ
の
人
は
き
わ
め
て
天
才
的
な
人
物
で
し
 た
が
、
西
行
自
身
の
評
価
が
世
俗
的
な
事
情
が
あ
っ
た
 に
せ
よ
、
新
古
今
 和
 

歌
集
の
な
か
で
は
代
表
的
な
立
場
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
 、
や
は
り
 俊
 成
の
評
価
が
一
般
的
に
通
用
し
て
い
た
こ
 と
を
示
し
て
い
ま
す
。
 

で あ も 

あ る の る 
  
  

  
  

  

    
居 、 は た   
続 ま   
け さ そ 
て に ぅ 

は 仙 居、 
秘 め っ 

密 姿 て 
の を ょ 

つ む 
真 不 @ ロ @ 
を る 歌 

はす 唱ぅ こと 

る と べ 

て真 同じに 同 

目で 」 じ @ O @4- @ 思い 

(214)@ 21  
 

一
寸
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
目
を
惹
 
ぎ
 心
を
 う
つ
 現
象
と
 し
て
目
に
写
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
真
実
で
は
な
い
 。
そ
の
奥
に
あ
る
 



「
心
無
 

き
 身
に
も
哀
れ
は
知
ら
れ
け
り
 

鴫
 立
つ
沢
の
秋
 

の
 夕
暮
れ
」
 

現
 

と
一
般
的
に
文
字
通
り
解
釈
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
 

表
 

ら
 紹
介
し
ま
す
と
、
出
家
し
て
も
の
の
あ
わ
れ
を
理
解
 

し
な
い
よ
う
な
、
無
粋
な
私
 

覚
 

ぬ
 ち
、
 
沢
か
ら
鴫
が
飛
び
立
っ
て
い
く
秋
の
夕
暮
れ
は
 

、
格
別
に
、
し
み
じ
み
と
深
い
感
興
を
覚
え
る
、
と
。
 

甜
 
こ
う
い
 
う
 風
に
、
一
般
的
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
わ
 

げ
で
す
が
、
さ
ら
に
も
 

う
 一
歩
ふ
み
こ
ん
で
西
行
と
そ
 

の
 友
人
達
が
専
門
家
と
し
て
 

紋
 で
は
な
く
、
当
時
の
時
代
の
イ
デ
オ
 

p
 ギ
ニ
 教
養
 人
 と
し
て
心
得
て
い
た
 

天
 ム
ロ
止
観
、
「
空
仮
中
」
と
い
 

う
 考
え
方
に
従
っ
て
、
そ
れ
 

篠
 
詩
 
麹
を
実
現
し
ょ
う
と
し
て
歌
が
詠
ま
れ
て
い
た
と
い
う
 
，
 

「
心
無
き
 

身
 」
、
「
 

心
 」
と
 
ぃ
 5
 言
葉
は
、
仏
教
 

思
 

 
 

 
 

芸
 で
も
、
た
だ
叙
情
的
な
心
だ
け
で
は
な
く
一
心
の
中
 

に
 三
千
世
界
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
 

よ
う
 
に
 、
 心
の
 
あ
り
方
さ
ら
に
、
 

心
 そ
の
も
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つ
ま
り
こ
の
時
点
に
於
て
日
本
の
歌
論
は
明
ら
か
に
天
台
 の
 思
想
を
踏
ま
え
て
詩
歌
を
宗
教
的
真
実
を
具
現
し
て
、
 体
現
す
る
行
為
そ
の
 

も
の
と
し
て
、
考
え
て
い
た
と
い
え
ま
す
。
 

そ
う
い
う
視
点
か
ら
、
も
う
一
度
西
行
の
詩
を
読
み
直
し
 て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
と
い
い
ま
す
の
ほ
、
西
行
の
 和
歌
に
 於
る
 考
え
方
 

が
そ
の
後
の
日
本
の
歌
論
 や
 、
芸
術
論
の
ひ
と
っ
の
緒
に
 な
る
と
 い
 え
る
か
ら
で
す
。
 

新
古
今
集
・
 巻
四
 ・
秋
の
歌
・
上
に
三
つ
の
 タ
 べ
の
歌
が
 並
ん
で
い
ま
す
。
 

寂
蓮
法
師
、
西
行
法
師
、
藤
原
定
家
の
三
人
が
 タ
 べ
の
風
 景
を
歌
っ
た
詩
で
、
俗
に
「
 三
タ
 の
歌
」
と
し
て
よ
く
 知
ら
れ
た
も
の
で
 

す
 。
そ
れ
ら
の
歌
を
も
う
い
ち
 ど
 、
「
空
仮
中
」
と
い
う
 
彼
自
身
、
及
び
そ
の
同
時
代
の
歌
人
た
ち
が
自
覚
し
た
と
 考
え
ら
れ
る
視
点
か
 

ら
 読
み
な
お
し
て
み
た
い
の
で
す
。
西
行
の
詩
の
代
表
的
 な
歌
作
品
を
ま
ず
と
り
上
げ
ま
す
。
 

  



の
が
世
界
で
あ
る
と
し
て
、
印
度
，
中
国
哲
学
を
通
し
て
 き
わ
め
て
深
い
思
索
の
積
み
重
ね
ら
れ
た
言
葉
と
し
て
、
 心
と
い
う
こ
と
ば
を
 

捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
 

私
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
、
天
台
思
想
に
於
け
る
「
 空
仮
 中
 」
と
い
う
タ
ー
ム
で
表
さ
れ
る
真
実
の
境
地
を
前
提
 に
 西
行
の
歌
を
詠
む
 

必
要
が
在
り
ま
す
。
簡
単
に
辞
典
に
よ
っ
て
解
釈
を
し
て
 み
ま
す
と
、
「
 
仮
 」
と
い
う
の
ほ
 、
フ
ヱ
ノ
メ
ノ
ソ
、
 現
象
世
界
、
目
に
見
え
 

て
そ
こ
に
あ
る
現
象
的
世
界
、
又
、
目
に
見
え
な
い
真
実
 が
 露
呈
し
て
い
る
、
現
象
学
的
世
界
、
そ
れ
が
「
 仮
 」
 で
 忙
な
い
か
。
 

し
か
し
現
実
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
時
と
と
も
に
失
わ
れ
、
 無
く
な
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
本
質
的
に
は
空
で
あ
 る
と
。
し
か
し
空
と
 

い
 う
 の
 ほ
 、
い
わ
ば
充
実
し
た
 無
 と
も
言
 う
 べ
 き
 も
の
で
 、
 無
い
の
が
本
質
で
あ
る
、
無
が
本
質
で
あ
る
と
い
う
 ナ
 
」
と
が
あ
り
ま
す
。
 

仮
 と
い
う
目
に
見
え
る
現
象
、
確
か
に
い
ま
あ
る
存
在
だ
 が
 、
し
か
し
そ
れ
は
本
質
的
に
は
「
 空
 」
な
の
だ
、
 し
 か
し
空
は
仮
な
く
し
 

て
ほ
 存
在
し
え
な
い
、
と
い
う
立
場
、
し
か
も
そ
の
両
方
 を
い
わ
ば
相
補
相
関
的
に
包
括
し
 、
 目
に
見
え
な
い
、
 絶
対
的
な
全
一
者
、
 ト
 

｜
 タ
リ
テ
ィ
と
し
て
捉
え
た
立
場
が
「
 中
 」
で
あ
る
、
 現
 象
 と
本
質
、
非
存
在
と
実
在
、
そ
れ
を
対
立
者
と
し
て
 で
は
な
く
包
括
し
た
 超
 

越
 的
な
全
体
性
、
ト
ー
タ
 り
 テ
ィ
を
「
 中
 」
と
名
付
け
る
 と
 、
空
即
 仮
 邸
中
で
あ
る
と
 い
 い
ま
す
。
そ
れ
が
同
時
 的
に
成
り
立
つ
と
い
う
 

と
こ
ろ
に
東
洋
思
想
、
日
本
の
思
想
天
台
の
妙
趣
が
あ
る
 と
 思
わ
れ
ま
す
。
一
口
に
い
え
ば
肯
定
と
否
定
と
、
 そ
 れ
を
超
え
た
も
の
、
 そ
 

の
 統
合
性
に
真
実
を
見
い
だ
そ
う
と
い
う
の
が
、
天
台
の
 哲
学
に
あ
た
り
ま
す
。
 

こ
こ
で
誤
解
の
な
い
よ
う
に
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
が
、
 仮
 空
中
と
い
う
と
、
私
た
ち
は
 へ
｜
 ゲ
ル
の
弁
証
法
を
 想
起
し
ま
す
が
、
 へ
 

｜
 ゲ
ル
は
正
反
の
対
立
と
闘
争
を
前
提
と
し
て
い
る
の
に
 対
し
て
東
洋
の
仮
空
中
は
、
前
提
と
し
て
統
一
し
た
 全
 体
性
と
し
て
世
界
を
捕
 

ら
え
よ
う
と
す
る
発
想
か
ら
発
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
 全
く
逆
で
あ
り
ま
す
。
 

さ
て
、
「
心
無
 
き
身
 」
と
 訪
 わ
れ
て
い
る
心
と
い
う
の
は
 、
む
し
ろ
そ
の
 ょ
う
 な
、
超
越
的
な
真
実
と
真
の
自
分
の
 統
一
さ
れ
た
境
界
 

が
 心
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
「
心
無
 
き
身
 」
と
い
う
と
 ぎ
 に
は
、
 天
 ム
ロ
止
観
に
説
く
よ
う
な
境
地
ま
で
と
う
て
い
 
到
 達
し
て
い
な
い
、
 自
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芸術と 宗教詩歌における 自覚と表現 

外
 に
ち
、
「
哀
れ
は
知
ら
れ
 
け
 り
」
、
「
哀
れ
」
は
「
あ
、
 
ほ
ね
 」
「
あ
っ
ぱ
れ
」
と
い
う
古
い
日
本
語
の
用
い
方
に
 
8
 通
じ
ま
す
が
、
深
く
 

言
語
に
絶
し
た
感
動
で
あ
り
ま
す
。
 

「
秋
の
夕
暮
れ
」
と
い
う
も
の
は
、
も
と
も
と
 
秋
 と
い
う
 も
の
は
時
々
刻
々
仮
の
生
命
が
失
わ
れ
て
ゆ
く
、
し
か
も
 、
 陽
の
光
が
次
第
 

に
 弱
ま
り
消
え
て
、
一
切
の
事
物
の
形
が
失
わ
れ
て
ゆ
く
 。
い
わ
ば
二
重
の
否
定
と
喪
失
と
い
う
様
相
を
あ
ら
れ
 に
し
て
い
る
わ
け
で
 

す
 。
そ
れ
と
同
時
に
す
べ
て
の
も
の
が
裸
に
な
り
、
仮
象
 で
は
な
く
真
相
が
目
に
見
え
ぬ
も
の
ま
で
ほ
 づ
 き
り
と
 見
え
て
く
る
。
す
べ
て
 

が
 失
わ
れ
た
と
き
、
そ
こ
に
確
か
な
、
確
実
な
、
か
く
さ
 れ
た
存
在
が
姿
を
露
呈
し
て
い
る
、
 仮
空
 を
こ
え
た
 中
 の
 境
地
が
、
「
秋
の
 
タ
 

暮
れ
」
と
い
う
風
景
だ
と
よ
む
こ
と
も
で
き
ま
す
。
 

そ
こ
で
「
 鴫
 立
つ
 沢
 」
と
い
う
風
景
は
何
を
い
っ
て
い
る
 の
で
し
ょ
う
か
。
静
ま
り
か
え
り
、
薄
墨
色
の
無
そ
の
 も
の
の
よ
う
な
水
面
 

か
ら
ぱ
っ
と
と
っ
ぜ
ん
鴫
が
飛
び
立
つ
。
つ
ま
り
本
来
「
 秋
の
夕
暮
れ
」
と
い
う
も
の
は
、
具
体
的
に
現
象
が
無
 げ
れ
ば
感
得
で
き
な
い
 

な
い
わ
げ
で
す
。
西
行
は
ぼ
ん
や
り
た
だ
見
て
い
た
、
 そ
 の
と
き
水
音
を
た
て
て
、
鴫
が
沢
か
ら
飛
び
立
っ
と
 い
 ぅ
 一
瞬
の
う
ち
に
消
え
 

て
ゆ
く
 フ
ヱ
ノ
メ
ソ
 、
現
象
に
よ
っ
て
 、
 逆
に
一
挙
に
秋
 の
 夕
暮
れ
の
「
 空
 」
の
中
で
な
お
か
う
 羽
 ば
た
い
て
、
 飛
 び
 立
っ
仮
象
が
「
 中
 」
 

と
い
う
超
越
的
な
も
の
の
存
在
感
を
改
め
て
目
覚
め
さ
せ
 、
 呼
び
覚
ま
し
ま
す
。
鴫
が
飛
び
立
つ
と
い
う
激
し
く
 ほ
か
な
い
現
象
に
よ
っ
 

て
、
 逆
に
 、
 秋
の
夕
暮
れ
に
鴫
の
飛
び
立
っ
て
行
っ
た
後
 の
 無
が
、
強
調
さ
れ
、
か
っ
夕
暮
れ
の
実
相
が
ょ
り
 一
 
層
 は
っ
き
り
と
 訪
 い
 出
 

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 

つ
ま
り
、
す
で
に
そ
の
時
点
で
ほ
何
も
な
い
状
態
で
眺
め
 て
い
る
秋
の
沢
の
風
景
で
は
な
く
て
、
鴫
が
飛
び
立
つ
 ナ
 
」
と
に
よ
っ
て
目
覚
 

め
さ
せ
ら
れ
た
感
動
、
そ
れ
に
よ
っ
て
充
実
さ
れ
た
秋
の
 「
 
空
 」
の
風
景
が
目
の
前
に
広
が
っ
て
い
る
。
「
 空
 」
 が
、
 鴫
が
飛
び
立
っ
て
 

い
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
止
揚
さ
れ
て
、
中
と
い
う
真
実
の
 世
界
が
そ
こ
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
、
西
行
の
詩
 ほ
 見
事
に
 謙
 っ
た
と
い
 

え
る
と
思
い
ま
す
。
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「
見
渡
せ
ば
花
も
紅
葉
も
無
か
り
げ
 
り
 
浦
の
苫
屋
の
秋
の
夕
暮
れ
」
 

和
歌
は
天
台
止
観
に
よ
っ
て
考
え
る
べ
き
だ
と
い
っ
た
 藤
 原
 竣
成
 が
 、
「
 鴫
 立
っ
 沢
 」
の
西
行
の
歌
を
評
し
、
「
 
心
幽
 文
に
姿
及
び
難
し
」
 

と
 、
そ
の
和
歌
の
表
現
に
は
と
て
も
我
々
に
は
話
す
こ
と
 も
出
来
な
い
程
、
深
い
境
地
を
描
き
出
し
て
い
る
と
 批
 評
し
て
お
り
ま
す
。
 

「
 心
 幽
玄
」
、
こ
こ
で
幽
玄
と
い
う
言
葉
が
出
て
ざ
ま
す
。
 
幽
玄
と
言
う
と
、
の
ち
に
能
、
謡
曲
に
つ
い
て
、
室
町
 時
代
か
ら
日
本
の
美
学
 

と
し
て
非
常
に
強
調
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
が
、
実
は
幽
玄
 と
い
う
舌
口
薬
 
め
 、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
用
法
は
こ
の
 月
 
新
令
 古
 b
 の
歌
人
た
ち
、
 そ
 

し
て
こ
の
竣
成
 が
 西
行
を
評
価
し
た
芸
術
論
の
な
か
で
 非
 常
に
強
く
意
識
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

西
行
の
「
夕
暮
」
の
歌
を
批
評
す
る
に
さ
い
し
て
、
当
代
 0
 代
表
的
詩
人
で
あ
る
藤
原
俊
成
が
、
和
歌
と
天
ム
ロ
 
止
 観
に
つ
い
て
の
根
本
 

的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
背
景
と
し
て
、
こ
の
歌
を
高
く
評
 価
し
て
い
る
と
い
う
理
由
 は
 、
た
だ
単
に
同
時
代
の
歌
 人
達
が
技
術
的
に
 い
わ
 

ゆ
る
芸
事
と
し
て
作
品
を
評
価
し
て
い
る
に
と
ど
ま
ら
ず
 、
 心
 幽
玄
に
姿
及
び
難
し
と
ま
で
 俊
成
 に
言
わ
せ
た
こ
 の
 和
歌
が
 、
 深
 い
 宗
教
 

的
 真
実
へ
の
参
入
と
な
っ
て
い
る
点
に
あ
る
と
思
う
の
で
 す
 。
 

こ
の
日
新
古
今
集
目
の
西
行
の
歌
の
す
ぐ
後
に
、
藤
原
 定
 家
が
訪
っ
た
、
や
は
り
有
名
な
 タ
 べ
の
歌
が
あ
り
ま
す
 。
西
行
自
身
も
自
分
 

の
い
ま
の
「
心
無
 き
 」
と
い
 5
 歌
は
 、
 我
な
が
ら
代
表
的
 な
 作
品
だ
と
考
え
て
い
た
 よ
う
 で
、
こ
れ
を
友
人
の
藤
 原
 定
家
に
見
せ
て
、
 種
 

種
 と
語
り
合
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。
 

と
い
 い
ま
す
の
は
、
藤
原
定
家
は
西
行
に
 、
 勧
め
ら
れ
て
 ヨ
一
見
 浦
 百
首
 ヒ
 と
い
う
作
品
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
 そ
の
中
に
こ
の
 タ
ベ
 

を
 歌
っ
た
詩
が
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
こ
の
歌
が
西
行
 の
こ
の
和
歌
に
応
ず
る
形
で
作
ら
れ
た
こ
と
は
、
明
か
 で
す
。
次
に
そ
れ
を
 紹
 

介
し
ま
す
。
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芸術と宗教詩歌における 自覚と表現 

 
 
 
 
 
 
 
 

ね
 」
で
す
。
そ
の
風
景
を
定
家
は
発
見
し
、
そ
れ
を
紹
鴎
 

ほ
 追
体
験
し
た
の
で
す
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
は
ら
ん
で
展
開
し
て
い
る
「
 

中
 」
の
世
界
、
そ
れ
は
、
 
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
そ
れ
を
喚
起
す
る
「
 

機
 」
が
「
 浦
の
苫
屋
の
秋
の
夕
暮
 

そ
 う
 し
ま
す
と
、
「
花
も
紅
葉
も
無
か
り
げ
 

り
 」
と
い
う
 の
は
「
 仮
 」
で
も
な
く
「
 
空
 」
で
も
な
い
。
で
は
、
 
そ
，
 
し
に
「
 
阪
 」
 し
 
」
「
 
空
 」
 

ゆ
が
咲
 き
 い
で
る
仮
象
の
世
界
で
す
。
紅
葉
は
 、
 秋
に
な
 っ
て
も
の
が
消
え
て
い
く
空
の
世
界
で
あ
る
。
 

講
説
き
を
一
対
一
で
す
る
の
は
ゆ
き
す
ぎ
か
も
し
れ
ま
せ
 

ん
が
、
「
 
花
 」
と
い
う
の
が
春
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
 

、
 春
は
 フ
ヱ
ノ
メ
ン
、
 

こ
の
歌
に
は
理
屈
で
は
な
く
、
形
而
上
学
的
な
ス
ト
ラ
ク
 チ
ャ
が
あ
る
か
ら
で
す
。
 花
 と
い
う
の
は
春
、
紅
葉
は
 秋
 で
す
。
こ
う
い
 う
 

ね
 め
て
抽
象
的
な
、
論
理
的
な
表
現
で
、
無
理
が
あ
る
。
 

大
し
た
歌
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
評
価
も
あ
り
ま
す
。
 

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
 

こ
の
詩
を
藤
原
定
家
、
後
に
日
本
の
歌
学
の
元
祖
と
さ
れ
 

る
 定
家
が
な
ぜ
西
行
に
応
え
て
、
歌
っ
て
い
る
か
が
 

大
 切
 な
の
で
す
。
 

に
も
平
凡
な
理
に
詰
ん
で
い
る
。
万
葉
集
の
よ
う
に
 

む
 か
 ら
ほ
と
ば
し
っ
た
情
で
、
す
ぐ
目
の
前
の
風
景
を
述
べ
 

た
も
の
で
は
な
い
。
 
き
 

す
と
、
当
り
前
の
つ
ま
ら
ぬ
歌
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
 

に
な
る
。
つ
ま
り
見
て
み
る
と
秋
の
浦
、
浜
辺
に
は
 

花
 も
紅
葉
も
無
い
、
い
か
 

こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
よ
く
世
間
で
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
 り
 詰
が
少
し
先
へ
と
び
ま
す
が
、
じ
つ
は
こ
の
「
 見
渡
 せ
ば
花
も
紅
葉
も
 

無
か
り
け
り
浦
の
苫
屋
の
秋
の
夕
暮
れ
」
と
い
 5
 歌
 は
、
ご
 存
じ
の
茶
の
湯
に
お
け
る
神
髄
を
示
し
た
歌
と
 し
て
、
武
野
紹
鴎
が
 示
 

し
た
こ
と
が
日
南
方
録
 
-
6
@
@
 
 

ヒ
 に
し
る
さ
れ
て
い
て
、
茶
の
湯
 の
道
で
は
知
ら
ぬ
も
の
の
な
い
歌
で
あ
り
ま
す
。
 

と
い
う
の
も
、
先
に
述
べ
た
よ
 う
 に
 、
 茶
の
湯
の
美
学
が
 成
立
す
る
に
あ
た
っ
て
、
連
歌
の
哲
学
が
大
き
く
そ
の
 中
心
を
貫
い
て
い
る
 

か
ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
後
に
、
も
う
少
し
考
え
て
み
 る
こ
と
に
致
し
ま
し
て
、
こ
の
歌
を
さ
き
に
見
る
こ
と
 に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
 

「
見
渡
せ
ば
花
も
紅
葉
も
無
か
り
げ
 り
 」
と
い
う
こ
の
 歌
も
 、
じ
っ
は
 
円
 
新
古
今
集
 b
 に
対
す
る
、
批
判
的
な
立
 場
か
ら
解
釈
し
ま
 



い い 

こ
の
歌
も
「
秋
の
夕
暮
れ
」
と
い
う
言
葉
で
歌
を
結
ん
で
 い
て
、
三
つ
の
歌
が
新
古
今
集
の
な
か
に
並
ん
で
お
り
 ま
す
。
 

一
般
的
な
解
釈
で
す
と
、
特
別
、
風
景
や
樹
木
の
色
彩
が
 華

や
か
な
わ
げ
で
も
な
く
、
ま
た
、
真
木
と
い
う
の
は
 杉
 が
、
 群
れ
た
っ
て
 

る
 山
林
風
景
で
す
が
、
山
の
秋
の
夕
暮
は
な
ん
と
淋
し
い
 も

の
よ
と
い
う
の
が
、
文
字
面
か
ら
読
み
取
れ
る
意
味
 で
す
。
 

い
わ
ゆ
る
和
歌
の
こ
と
ば
の
意
味
は
、
な
ん
と
な
く
秋
の
 夕

暮
れ
は
淋
し
い
、
特
別
の
淋
し
さ
と
い
う
も
の
に
は
 と
く
べ
 つ
の
色
も
な
 

。
し
か
し
、
色
彩
が
ど
う
の
こ
う
の
言
う
わ
げ
で
は
な
い
 け
れ
ど
、
杉
が
た
く
さ
ん
生
え
て
い
る
山
が
見
え
る
、
 そ
の
薄
墨
色
に
夜
に
 

一
ぎ
 び
し
さ
 ほ
 そ
の
色
と
し
も
た
か
り
げ
 り
 
真
木
た
つ
山
の
秋
の
夕
暮
れ
」
 

に
ぬ
り
こ
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
だ
が
今
は
み
え
て
い
る
。
 

し
か
し
そ
の
浦
に
か
ろ
う
じ
て
、
い
ま
人
が
い
る
の
か
 い
な
い
の
か
も
解
ら
 

ね
 、
海
辺
に
波
に
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
、
小
さ
 な
 離
れ
小
屋
が
あ
る
。
あ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
 

涯
 し
な
 い
 海
と
浜
辺
か
ら
み
れ
 

ば
い
ま
に
も
消
え
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
そ
 こ
に
は
人
間
存
在
の
証
し
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
か
 ら
 う
じ
て
歌
人
定
家
の
意
 

識
を
 、
喚
起
し
、
深
い
思
想
へ
と
開
眼
さ
せ
た
わ
げ
で
あ
 り
ま
す
。
 

そ
の
浦
の
苫
屋
だ
げ
し
か
な
い
何
も
な
い
浜
辺
、
そ
れ
は
 ま
さ
に
「
花
も
紅
葉
も
無
か
り
げ
 り
 」
、
「
 
仮
 」
も
な
く
 
「
 空
 」
も
な
い
。
 
し
 

か
し
、
「
 仮
 」
で
あ
り
「
 空
 」
で
あ
り
、
そ
れ
を
ほ
ら
ん
 だ
 
「
 中
 」
の
真
実
の
世
界
が
夕
暮
に
消
え
な
ん
と
す
る
 浦
の
苫
屋
に
よ
っ
て
 触
 

発
さ
れ
、
そ
こ
に
存
在
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
 は
 浦
の
苫
屋
が
先
ほ
ど
の
西
行
の
和
歌
に
お
け
る
、
「
 
鴫
 立
つ
 沢
 」
、
鳥
が
 ぱ
っ
 

と
 飛
び
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
喚
起
さ
れ
た
真
相
の
存
在
 観
を
、
苫
屋
と
い
う
風
景
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
に
し
て
い
 る
と
い
え
ま
す
。
 

さ
て
、
「
 三
 タ
ロ
と
い
わ
れ
て
い
る
 タ
 べ
の
歌
が
も
 う
ひ
 と
 つ
あ
り
ま
す
。
西
行
法
師
の
和
歌
を
ほ
さ
ん
で
、
そ
の
 前
に
あ
る
寂
蓮
 法
 

師
の
歌
も
三
番
目
の
歌
と
し
て
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。
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芸術   

る
 。
 

こ
の
三
つ
の
歌
 は
 そ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
と
、
あ
ま
り
に
 も
 私
が
直
接
的
に
分
析
を
し
す
ぎ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
 が
 、
そ
れ
を
差
し
引
 

221 

消
え
て
ゆ
く
風
景
は
淋
し
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
 

 
 

た
し
か
に
、
こ
の
歌
は
西
行
の
歌
ほ
ど
、
鋭
く
切
り
込
ん
 

で
く
る
直
接
性
は
欠
け
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
 

し
 
か
し
、
「
 

色
 
と
し
も
 

な
 か
り
け
り
」
と
い
う
と
 

き
 
、
「
 

色
 
」
と
い
う
言
葉
に
は
 

、
 
私
が
語
義
を
故
意
に
拡
大
す
る
の
で
は
な
く
て
、
 

当
 
時
の
、
仏
教
的
な
教
養
 

の
あ
る
精
神
風
土
に
生
き
て
い
た
歌
人
達
が
「
 

色
 
と
し
も
 

無
か
り
げ
 

り
 
」
と
 
う
 
た
う
と
き
、
「
 

色
 
」
と
い
う
の
は
、
 

た
だ
単
に
色
彩
で
あ
 

る
と
か
、
色
合
い
と
い
う
意
味
に
ほ
と
ど
ま
ら
な
い
と
 

考
 
え
る
の
が
自
然
で
す
。
 

よ
く
、
「
色
即
是
空
」
と
申
し
ま
す
が
、
「
 

色
 
」
と
い
う
 

言
 
口
薬
 

は
 
、
こ
れ
も
仏
教
思
想
と
し
て
の
厳
密
な
語
義
の
限
 

定
は
別
と
し
て
も
、
 

日
本
文
化
に
お
け
る
仏
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
も
の
の
 

、
い
わ
ば
教
養
と
し
て
の
仏
教
的
風
土
と
い
う
も
の
か
 

ら
 
考
え
て
み
て
も
一
層
 

重
要
で
は
な
い
の
か
と
思
 

う
 の
で
す
。
 

と
す
れ
ば
、
そ
の
「
 

色
 
と
し
も
無
か
り
げ
 

り
 
」
と
い
う
「
 

色
 
」
と
い
う
言
葉
も
き
わ
め
て
重
い
拡
が
り
と
重
層
性
 

を
 
含
ん
だ
言
葉
と
し
 

て
、
 
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
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い
て
も
、
共
通
す
る
「
空
仮
 中
 」
、
当
時
の
仏
教
的
な
思
 
想
の
 ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
と
い
う
も
の
、
仏
教
イ
デ
オ
ロ
 ギ
 ー
の
教
養
の
基
盤
の
 

上
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
ハ
ッ
キ
り
と
示
し
て
い
 る
と
い
う
こ
と
が
出
来
ま
す
。
そ
れ
を
作
歌
の
上
で
、
 

@
 
目
語
を
自
覚
化
し
、
 
意
 

識
 化
し
た
と
こ
ろ
に
、
西
行
・
 

俊
成
 ・
定
家
な
ど
新
古
今
 
歌
人
の
画
期
的
な
意
義
が
あ
る
と
 思
 5
 の
で
す
。
 
し
 か
も
こ
れ
は
発
端
で
あ
 

り
 、
終
末
で
ほ
あ
り
ま
せ
ん
。
 

こ
の
思
想
的
言
語
を
受
け
 つ
 ぎ
ま
し
て
、
和
歌
か
ら
連
歌
 、
俳
話
へ
と
言
葉
に
よ
る
宗
教
的
真
実
の
意
識
的
な
 追
 求
 と
い
う
こ
と
が
 
日
 

木
精
神
史
の
主
流
と
し
て
行
な
わ
れ
て
ゆ
く
の
で
す
が
、
 

も
ち
ろ
ん
全
て
の
和
歌
が
そ
う
で
あ
っ
た
と
は
、
言
え
 ま
せ
ん
。
儀
礼
の
歌
 、
 

叙
情
の
歌
も
あ
れ
ば
、
遊
び
の
歌
も
あ
っ
た
し
、
風
俗
的
 な
 戯
れ
の
歌
も
あ
っ
た
 ね
 げ
で
す
が
、
そ
の
中
核
に
確
 国
 と
し
て
、
こ
の
よ
 う
 

に
 宗
教
的
真
実
に
伺
っ
て
の
意
識
的
な
歌
が
探
求
さ
れ
 作
 ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
今
も
特
筆
す
る
必
要
が
 あ
る
と
思
 う
 の
で
す
。
 

と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
 は
 主
と
し
て
、
西
行
の
和
歌
と
、
 

歌
論
に
そ
く
し
て
、
そ
の
木
す
じ
を
追
っ
て
み
ま
し
た
 が
、
 思
う
に
日
本
の
 

芸
術
、
芸
道
論
に
お
い
て
ほ
、
以
心
伝
心
、
何
々
伝
授
と
 い
 う
 形
で
、
言
葉
や
観
念
に
 ょ
 ら
な
い
で
体
験
を
共
に
 す
る
と
い
う
こ
と
で
 伝
 

え
る
極
意
と
い
 
5
 も
の
が
、
芸
術
伝
承
の
中
心
を
な
し
て
 い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
情
感
の
共
通
体
験
に
よ
っ
て
 日
 本
の
芸
道
が
、
芸
術
論
 

が
 無
意
識
的
に
伝
え
ら
れ
、
酸
味
な
情
緒
に
流
れ
て
き
た
 

と
こ
ろ
で
そ
の
前
に
、
西
行
の
詩
が
当
該
ど
れ
ほ
ど
高
く
 

と
 思
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
と
 

評
価
さ
れ
て
い
た
か
の
客
観
的
証
言
と
し
て
、
当
代
 一
 

い
う
こ
と
を
、
こ
こ
で
 

流
の
辛
辣
な
批
評
家
 

指
摘
し
て
お
き
た
 い
 か
ら
で
す
。
 

深
い
歌
論
を
書
い
た
人
々
の
中
に
正
徹
と
い
う
連
歌
を
嗜
 む
 僧
侶
が
書
い
た
「
正
徹
物
語
 目
 と
い
う
歌
論
が
残
さ
 れ
て
お
り
ま
す
。
 
彼
 

ほ
 ま
さ
に
西
行
の
後
継
者
と
い
え
ま
す
。
 

で
も
あ
っ
た
後
鳥
羽
 院
 の
向
後
口
伝
 ト
 と
い
う
文
章
が
あ
 り
ま
す
の
で
紹
介
し
て
お
 き
 ま
す
。
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「
 
俊
煩
が
 
後
に
ほ
、
 
釈
阿
 ・
西
行
な
り
。
 

姿
 殊
に
あ
ら
ぬ
 

鉢
 な
り
。
 
釈
阿
は
 
、
や
さ
し
く
艶
に
、
こ
こ
ろ
も
深
く
 

、
 
 
 

ろ
も
あ
り
き
。
（
略
）
西
行
は
、
お
も
し
ろ
く
て
、
し
か
 

も
 心
も
殊
に
深
く
、
あ
り
が
た
く
い
で
き
が
た
き
方
も
共
 

に
 相
兼
ね
て
見
ゆ
。
」
 

批
評
と
し
て
も
な
か
な
か
鋭
い
批
評
で
あ
り
ま
す
。
 

面
白
く
、
し
か
も
心
も
深
い
。
心
と
い
う
の
も
非
常
に
深
 

い
 意
味
で
、
思
想
的
な
深
さ
、
宗
教
的
な
深
さ
と
い
う
 

も
の
を
 
ハ
 ，
キ
リ
 
と
 

指
摘
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
「
生
得
の
歌
人
と
お
ぼ
 

ゆ
 」
と
、
こ
れ
は
天
才
的
で
生
ま
れ
 

つ
 ぎ
の
歌
人
だ
と
、
 

「
お
ば
 

る
 げ
の
人
、
 
ま
 

現
 凝
視
を
前
提
に
し
た
と
こ
ろ
で
成
立
し
て
い
る
こ
と
 

ぬ
ち
ょ
っ
と
こ
れ
に
関
連
し
て
、
詳
し
く
ほ
紹
介
で
る
二
と
い
う
お
弟
子
さ
ん
の
書
い
た
記
録
が
あ
り
ま
す
 

 
 

 
 

本
に
 
L
 
し
て
歌
を
ふ
 

比
げ
 
L
 
こ
は
舌
口
っ
て
 

い
 み
は
い
。
 

ね
び
な
ど
す
べ
き
歌
に
あ
ら
ず
」
 

、
い
い
 
か
げ
ん
な
人
が
 

院
が
 口
網
口
伝
口
の
中
で
西
行
を
評
し
て
い
る
の
で
す
。
 

こ
こ
に
は
、
到
底
、
日
常
的
な
生
活
レ
ベ
ル
の
延
長
と
し
 

「
お
ぼ
ろ
げ
の
 

人
 ま
ね
び
な
ど
す
べ
き
歌
に
あ
ら
ず
、
 

説
 

を
 、
ハ
ッ
キ
リ
 

と
 後
鳥
羽
院
は
指
摘
し
て
い
る
の
で
す
 

 
 

 
 

 
 

西
行
の
ま
ね
を
し
て
も
た
 

め
 だ
と
ま
で
い
 

う
 。
西
行
は
 

く
 べ
か
ら
ざ
る
上
手
な
り
」
と
、
不
可
説
の
上
手
と
い
う
 

て
は
、
西
行
の
歌
は
成
り
立
た
な
い
。
あ
る
種
の
心
的
 

 
 

 
 

返
し
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
 

 
 

良
 い
 、
だ
が
西
行
を
手
 

な
 飛
躍
高
揚
と
自
己
 

こ
と
で
、
後
鳥
羽
 

表
 

自
 

 
 

詩
 

芸
 て
い
ま
す
。
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@
 
乃
 @
 

御
託
宣
が
あ
っ
た
と
書
い
て
お
り
ま
す
。
 

さ
て
話
を
戻
し
て
そ
の
正
徹
が
、
和
歌
を
つ
く
る
こ
と
、
 あ
る
い
は
連
歌
、
 俳
詣
 、
そ
し
て
連
歌
師
珠
光
、
紹
鴎
、
 
利
休
流
の
茶
の
湯
 、
 

ね
 び
・
さ
び
、
幽
玄
、
能
、
謡
曲
と
い
っ
た
世
界
に
つ
な
 が
っ
て
い
く
根
底
に
仏
教
の
求
道
心
と
幽
玄
の
美
学
が
 あ
る
と
い
う
こ
と
を
 端
 

的
に
語
っ
 た
 文
章
が
あ
り
ま
す
 

、
 
@
 
 

-
@
@
@
 
 

。
 そ
の
「
正
徹
物
語
し
の
 ニ
 ケ
所
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。
 

正
徹
の
所
に
 俊
成
卿
が
 尋
ね
て
き
た
と
ぎ
の
話
。
俊
茂
 卿
 が
 自
分
の
一
生
を
顧
み
て
「
 歌
 ば
か
り
詠
ん
で
い
た
。
 そ
し
て
、
仏
教
者
 と
 

し
て
の
務
め
も
充
分
に
し
な
か
っ
た
、
こ
れ
で
は
後
生
は
 い
っ
た
い
ど
う
な
る
の
か
、
将
来
成
仏
で
き
る
か
ど
う
 か
 」
と
嘆
い
て
、
住
吉
 

0
 社
に
十
七
日
間
籠
っ
て
、
 繊
 悔
し
た
と
い
う
。
 

も
し
、
自
分
が
一
生
を
か
け
て
ぎ
た
歌
が
、
い
た
ず
ら
 ダ
 
」
と
な
ら
ば
、
い
ま
よ
り
こ
れ
か
ら
は
、
こ
の
道
を
さ
し
 
お
き
て
、
も
う
一
切
 

歌
は
辞
め
て
、
専
ら
死
後
の
世
界
、
成
仏
の
た
め
に
務
め
 を
 果
た
そ
う
と
、
祈
り
を
捧
げ
て
い
た
。
す
る
と
、
 満
 願
の
日
に
夢
の
中
に
住
 

吉
 明
神
が
姿
を
現
し
て
こ
う
い
っ
た
、
「
和
歌
、
仏
像
 
二
 つ
 無
し
」
。
 

こ
の
道
の
他
に
仏
像
を
求
む
べ
か
ら
ず
、
即
ち
和
歌
の
道
 の
 他
に
仏
の
道
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
自
覚
し
 て
 竣
成
 卿
が
 歌
の
道
 

に
 励
ん
だ
と
い
う
。
逆
に
言
え
ば
、
大
切
な
こ
と
は
歌
を
 詠
む
こ
と
が
仏
道
の
手
段
と
し
て
役
に
た
っ
と
い
う
の
 で
は
な
く
て
、
仏
道
と
 

同
じ
だ
と
い
う
こ
と
、
 歌
 即
ち
 仏
 だ
と
い
う
点
に
あ
り
ま
 す
 。
 

ま
た
藤
原
定
家
も
正
徹
物
語
に
よ
り
ま
す
と
、
 や
ほ
り
住
 仝
 ロ
 0
 社
に
籠
っ
て
 、
 同
じ
様
に
嘆
い
て
い
る
。
「
こ
ん
な
 
に
 和
歌
に
ば
か
り
 

こ
っ
て
い
て
、
本
当
は
間
違
っ
た
道
に
い
っ
て
い
る
の
で
 ほ
 な
い
か
」
と
い
う
こ
と
を
嘆
い
て
念
じ
て
い
る
と
、
 「
汝
は
正
し
い
」
と
の
 

く べ 
れ き 私 
ま 歌 @% 

すにそ 。 あ の 
ら 時 
ず 山 
」 上 

  
直幸矢 

を ょ   

あ と 

る し 
い た 
は ら 
捧 、 西 
し 、 ， 一 行   
べ 和 

て 歌 
@, 、 に 
た っ 
か い 

も て し 
れ 後 
な 。 烏 
い 羽 
と 院 
居 、 の 

うい 。 つ 

ノ Ⅰ ナ " ヰ 

れ 「 
は お 
私 ひま 

げ 想 ろ の 
像 の 
を ひ 

たの と、 
し ま 

く ね 
か び 
き た 

  立 ど 

て す 
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さ
え
す
る
の
で
す
。
 

こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
形
而
上
学
的
な
内
容
を
は
ら
ん
だ
 

和
歌
の
あ
り
か
た
と
、
西
行
、
俊
 

戊
 、
定
家
と
つ
な
が
 

る
 歌
人
た
ち
に
対
し
 

て
 、
当
時
の
人
ほ
こ
れ
を
「
だ
る
ま
 

歌
 」
と
い
っ
て
 
あ
ざ
 り
 、
批
判
し
た
と
い
う
記
録
も
あ
り
ま
す
。
 

「
だ
る
ま
 
歌
 」
と
い
う
の
は
仏
道
を
椰
 

輸
 し
て
い
る
の
で
 

あ
り
ま
し
て
、
禅
問
答
の
よ
う
に
わ
 

け
 の
わ
か
ら
ん
歌
で
 

あ
っ
て
、
正
統
な
 

%
 
 和
歌
で
ほ
な
い
と
い
う
意
味
、
ま
た
ひ
ろ
く
抹
香
菓
 

い
 と
時
の
人
々
が
批
判
を
し
た
と
い
う
記
録
も
あ
る
。
 

だ
か
ら
別
の
異
っ
た
歌
の
道
 

表
 

ぬ
 
を
考
え
た
歌
人
、
批
評
家
達
も
当
然
 

い
 た
 ね
 げ
で
す
 
 
 

ぬ
 

と
い
う
こ
と
は
、
「
だ
る
ま
 

歌
 」
へ
の
選
択
が
 
決
 し
て
自
然
発
生
的
と
い
う
か
、
な
り
ゆ
き
で
は
な
く
、
 

極
め
て
深
い
意
識
的
な
芸
術
 

が
的
 営
為
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
 

証
 し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
 

 
 

 
 

と
い
う
歌
論
が
あ
り
ま
す
。
し
と
な
り
、
ま
こ
と
に
 

道
 

 
 

 
 

法
 で
あ
る
と
。
 

 
 

芸
 
「
ま
た
 
経
信
卿
 い
わ
く
 
、
 （
真
如
実
相
の
理
、
三
十
 

一
字
に
お
さ
ま
れ
り
こ
と
、
藤
原
定
家
が
た
い
へ
ん
に
 

そ
の
考
え
を
誉
め
 

請
 え
た
と
 225  (225) 

た
 、
非
常
に
重
要
な
証
言
だ
と
思
 う
 の
で
す
。
 

こ
の
よ
う
に
何
人
も
の
日
本
の
代
表
的
芸
術
家
た
ち
が
 継
 続
 的
に
同
じ
証
言
口
を
し
て
い
る
。
思
う
に
、
ほ
と
ん
ど
 
日
本
の
芸
術
的
思
想
 

家
は
 、
仏
道
、
あ
る
い
は
真
実
を
求
め
る
 遣
 、
あ
る
い
は
 超
越
的
な
る
も
の
と
の
出
会
い
と
い
う
も
の
を
求
め
た
 。
そ
れ
は
ひ
ょ
っ
と
 し
 

た
ら
美
の
世
界
を
通
じ
る
の
が
超
越
的
な
る
も
の
へ
の
道
 と
し
て
唯
一
で
正
統
の
も
の
だ
と
、
考
え
て
い
た
の
か
 も
し
れ
な
い
と
い
う
 気
 

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
仏
教
的
、
広
く
は
宗
教
的
な
心
情
、
 

貢
 珪
の
求
道
表
現
と
し
て
、
芸
術
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
 偶
然
で
は
あ
り
ま
せ
 

ん
 。
芸
術
が
そ
の
ま
ま
宗
教
で
あ
る
と
、
美
の
境
地
が
そ
 の
ま
ま
悟
り
の
境
地
で
あ
る
と
断
言
し
た
、
実
は
 、
ぎ
 わ
ど
い
と
こ
ろ
を
越
え
 



い
う
こ
と
も
、
重
ね
て
証
言
し
て
お
り
ま
す
。
 

こ
の
連
歌
論
が
後
の
日
本
の
伝
統
芸
術
、
特
に
室
町
桃
山
 時
代
の
茶
の
湯
の
教
え
の
中
心
に
な
っ
た
と
申
し
ま
し
 た
が
、
そ
れ
ほ
ど
ら
 

い
う
経
雄
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
俗
に
闘
茶
と
か
婆
娑
羅
 茶 と
か
賑
や
か
な
遊
び
と
し
て
の
茶
が
あ
っ
た
。
そ
れ
 に
 精
神
性
を
も
た
ら
し
 

た
の
ほ
、
村
田
珠
光
が
一
休
禅
師
の
も
と
に
参
じ
て
か
ら
 だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
村
田
珠
光
と
い
う
人
は
連
 飲
師
と
し
て
出
発
し
て
 

い
る
。
村
田
珠
光
の
弟
子
で
あ
る
武
野
紹
鴎
も
連
歌
師
と
 し
て
出
発
し
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
武
野
紹
鴎
の
理
論
 を
 正
し
く
受
け
継
い
だ
 

の
が
、
千
利
休
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 

珠
光
、
紹
鴎
、
利
休
を
中
心
と
す
る
茶
の
湯
の
わ
び
，
 さ
 び
の
精
神
父
能
楽
の
心
 は
 、
ま
さ
に
定
家
が
説
い
た
 幽
 玄
 で
あ
り
、
さ
ら
に
 

さ
か
の
ば
れ
ば
天
台
の
言
 う
 と
こ
ろ
の
 摩
阿
 止
観
に
 於
る
 
「
空
仮
 中
 」
の
三
諦
と
い
う
、
ト
ー
タ
ル
な
形
而
上
学
 的
 世
界
像
を
追
体
験
す
 

る
と
こ
ろ
ま
で
、
さ
か
の
ば
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

思
う
に
日
本
の
芸
術
論
は
、
今
ま
で
た
い
へ
ん
感
覚
的
情
 緒
 的
に
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
西
欧
近
代
 に
 発
す
る
純
粋
芸
術
 

至
上
主
義
の
立
場
か
ら
み
て
、
こ
の
よ
う
な
仏
教
 
ィ
デ
 オ
ロ
ギ
八
宗
教
的
 ィ
ヂ
 オ
ロ
ギ
ー
の
思
想
的
基
盤
を
 導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
 

て
 、
芸
術
が
不
純
に
な
る
と
考
え
、
元
来
、
日
本
の
芸
道
 に
 流
れ
て
い
る
宗
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
む
し
ろ
軽
視
 、
排
除
し
て
、
感
覚
的
 

な
 経
路
だ
け
を
辿
っ
て
き
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
 ま
す
。
 

む
し
ろ
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
、
日
本
に
お
い
て
は
芸
道
 は
 
「
 
美
 」
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
「
 
真
 」
、
真
実
の
世
 界
の
追
求
で
す
。
 
そ
 

れ
も
対
象
化
し
て
二
元
論
的
に
作
家
の
独
創
性
と
作
品
の
 自
律
性
を
価
値
と
す
る
の
で
ほ
な
く
、
む
し
ろ
、
芸
術
 行
為
を
通
じ
て
超
越
的
 

な
 一
瞬
の
共
通
体
験
を
如
何
に
把
握
す
る
か
と
い
う
こ
と
 
を
 求
め
、
そ
の
 
プ
 p
 セ
ス
 を
重
視
し
た
。
そ
れ
が
、
 
茶
 道
 と
か
華
道
と
か
い
う
 

「
 
道
 」
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
単
純
な
 倫
 理
 
・
道
徳
的
な
規
範
で
忙
な
く
、
宇
宙
と
の
根
元
的
 一
 体
感
を
求
め
る
老
荘
の
 

道
教
以
来
の
東
洋
的
ト
ー
タ
リ
ス
ム
に
立
脚
す
る
も
の
だ
 と
 考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
日
本
人
は
芸
術
 行
 為
そ
の
も
の
に
、
ひ
い
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祀
 な
い
の
で
あ
っ
て
、
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
の
芸
術
家
 

は
 宗
教
者
と
し
て
、
宗
教
者
の
自
覚
と
し
て
、
ま
た
 

超
 越
 性
の
実
現
と
し
て
、
芸
道
 

7
 

芸
を
全
う
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
ほ
 

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
 

宗教 討 

し
か
し
こ
れ
ほ
ど
優
れ
た
芸
術
家
の
大
部
分
が
宗
教
者
に
 

占
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
ほ
、
日
本
以
外
に
は
 

お
 
 
 

甜
く
 思
わ
れ
た
の
で
ほ
な
い
か
と
い
う
気
さ
え
し
て
な
 ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
仏
教
を
解
体
 す
 る
も
の
と
の
批
判
も
あ
り
ま
 

 
 

 
 

%
 
 

す
 。
 

 
 

 
 

8
 日
本
の
宗
教
者
に
お
い
て
は
、
芸
道
が
主
流
な
の
で
ほ
 

な
い
か
。
日
本
人
の
一
般
的
 

和
 
宗
教
的
情
緒
、
宗
教
的
心
情
の
深
化
と
追
求
に
お
い
 

て
は
、
 
い
 わ
か
る
宗
教
的
な
形
の
修
業
よ
り
も
芸
術
的
 

実
践
の
方
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
 

現
 

振
り
返
っ
て
、
前
提
に
戻
り
ま
す
と
、
こ
う
な
る
 
と
 宗
教
者
は
芸
術
を
道
具
と
し
て
利
用
す
る
の
で
は
な
く
 、
む
し
ろ
宗
教
者
が
自
ら
の
 

て
は
日
常
生
活
の
芸
術
化
に
意
義
を
見
 ぃ
 だ
し
て
い
る
と
 い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

芭
蕉
も
、
大
事
な
の
は
 俳
 詣
の
席
を
一
座
建
立
す
る
こ
と
 で
あ
る
。
そ
こ
に
共
通
の
言
語
空
間
を
共
有
す
る
こ
と
 で
あ
る
。
 そ
 

ら
れ
た
結
果
と
し
て
生
ま
れ
た
、
句
な
ど
ほ
破
っ
て
捨
て
 れ
ば
い
い
の
だ
と
い
う
意
味
の
こ
と
さ
え
い
っ
て
お
り
 ま
す
。
 

そ
こ
に
は
行
為
と
し
て
あ
る
種
の
超
越
的
空
間
、
超
越
的
 体
験
を
求
め
る
と
い
 5
 こ
と
に
お
い
て
、
日
本
の
芸
術
 が
 古
来
か
ら
 

っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
の
証
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
 

こ
う
し
て
み
ま
す
と
、
さ
ら
に
先
ほ
ど
植
田
先
生
の
御
講
 演
 で
御
紹
介
も
あ
り
ま
し
た
が
、
 夢
窓
 国
師
の
「
夢
中
 問
答
 ヒ
の
な
 

「
私
に
ほ
茶
の
湯
、
作
庭
と
い
う
悪
い
癖
が
あ
る
。
し
か
 
し
こ
れ
に
も
色
々
あ
る
。
単
な
る
好
奇
心
や
遊
び
で
は
 し
か
た
が
な
い
 

で
 真
実
を
求
め
て
、
求
道
す
る
と
い
う
こ
と
が
大
切
な
の
 だ
 」
と
い
う
言
葉
も
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
 

こ
う
し
て
み
る
と
、
日
本
の
代
表
的
芸
術
家
は
、
ほ
と
ん
 ど
が
、
少
な
く
と
も
宗
教
家
で
あ
る
。
し
か
も
実
践
的
 な
、
 仕
ム
本
の
 

の
 実
践
的
な
宗
教
家
が
占
め
て
い
る
わ
け
で
す
。
 

こ
で
創
 

成
り
立
 

か
に
は
 

。
そ
こ
 

な
か
で
 



註
 

（
 
l
 ）
プ
ラ
ト
ン
「
理
想
国
家
と
芸
術
」
 

（
 
2
 ）
 
ク
 リ
ユ
ニ
一
派
 

（
 
3
 ）
 
シ
ト
｜
 派
 

（
 
4
 ）
最
澄
の
戒
、
「
願
文
」
 

（
 
5
 ）
 J
.
P
.
 

サ
ル
ト
ル
「
文
学
と
は
何
か
」
、
「
プ
レ
ザ
ン
 

ヵ
ノ
シ
 
よ
刀
 
ソ
目
 

（
 
6
 ）
シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ー
 
げ
 
。
レ
ー
ル
「
赤
裸
の
心
」
 

（
 
了
 ）
三
好
達
治
原
詩
一
部
引
用
 

（
 
8
 ）
小
林
秀
雄
「
 
モ
オ
ツ
 ア
ル
ト
」
 

（
 
9
 ）
原
語
、
楽
節
引
用
 

（
 
田
 ）
ア
ル
チ
ュ
ー
ル
・
ラ
ン
ボ
 
l
 
「
永
遠
」
の
詩
句
引
用
 
巴
 す
 0
 の
 
ト
 Ⅱ
 
0
 ヰ
 
㌔
 
0
 弓
 づ
か
 
や
 0
 岸
 
0
-
 
づ
 -
.
 

の
（
①
 

コ
 
コ
時
ひ
の
 
-
 
の
の
（
 

-
p
 ド
ヰ
 

0
 Ⅱ
ピ
コ
 

ゆ
話
 
0
 下
 偉
 い
 
0
-
 
の
ご
 
・
（
 

ハ
 し
・
の
の
 

円
 

-
 
ぃ
 コ
目
の
Ⅰ
の
 

コ
 
の
ひ
く
 
肛
づ
 
。
 
り
 -
 
①
の
 0
-
0
 

ミ
 
プ
 ）
 

（
Ⅱ
）
ラ
ン
ボ
Ⅰ
 
ヒ
 。
 ぜ
 
㏄
三
の
手
紙
。
詩
人
が
見
た
世
界
。
「
 

詩
人
は
火
を
ぬ
す
ん
だ
者
で
す
。
」
 

（
 
桂
 ）
 ゼ
 o
y
a
 
コ
 
（
の
方
法
 

り
が
と
 う
 ご
ざ
い
ま
し
た
。
 

と
も
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
 

そ
れ
で
は
時
間
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
簡
単
な
ス
ケ
ッ
チ
 

に
な
り
ま
し
た
が
、
私
の
話
は
終
わ
ら
せ
て
頂
き
ま
す
 

。
ど
う
も
 御
 静
聴
 あ
 

 
 

さ
て
こ
 う
 お
話
し
て
い
ま
す
が
、
現
代
の
日
本
の
文
学
 そ
 の
他
の
芸
術
を
考
え
て
み
る
と
き
に
は
、
果
し
て
そ
の
 よ
う
な
、
超
越
的
な
 

ト
ー
タ
リ
テ
ィ
、
全
体
的
な
真
実
と
い
う
も
の
へ
の
 ス
ピ
 リ
 チ
ュ
ニ
 か
 な
志
向
が
あ
る
か
ど
う
か
を
自
ら
に
問
う
 

  

 
 

し
い
思
い
も
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
う
し
て
 今
、
現
に
日
本
、
及
び
日
本
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
 精
神
活
動
し
て
い
る
と
㈹
 

い
う
こ
と
の
中
に
は
自
覚
さ
れ
な
く
て
も
、
そ
の
よ
う
な
 宗
教
的
な
希
求
と
い
う
も
の
が
、
意
外
に
も
強
く
働
い
 て
い
る
の
で
は
な
い
か
 



芸術 と 宗教詩歌に お げる自覚と表現 

（
 
柊
 ）
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
「
 ぺ
 a
r
@
 

か
 （
か
の
・
」
 

（
Ⅱ
）
サ
ル
ト
ル
「
詩
的
言
語
に
つ
い
て
し
 

（
は
）
言
語
に
対
す
る
言
語
を
対
象
化
し
て
考
え
、
そ
れ
を
 
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
。
 

（
 
托
 ）
サ
ル
ト
ル
「
文
学
と
は
何
か
」
 

（
 
仔
 ）
原
文
は
以
下
の
通
り
 
守
 臼
田
「
の
 降
 （
（
 
@
 
の
 
（
の
・
（
 

@
 
か
団
 
四
の
 ㎡
㌔
の
 
-
-
 
仁
円
 0
 屈
 ㏄
 す
の
ヱ
つ
 
Ⅱ
。
㏄
 

（
 
博
 ）
意
味
の
断
絶
と
、
全
体
性
回
復
と
し
て
の
象
徴
主
義
。
 

（
 
碍
 ）
シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ー
ド
レ
 
l
 ル
「
コ
レ
ス
ポ
 
ソ
ダ
ソ
ス
 」
 引
用
 

（
 
却
 ）
ラ
ン
ボ
 
l
 、
「
 

G
.
 

イ
ザ
 ン
バ
ー
ル
へ
の
手
紙
」
 

（
Ⅲ
）
西
行
法
師
の
逸
話
は
明
恵
上
人
伝
に
収
め
ら
れ
て
い
る
  
 

（
㌍
）
神
護
寺
・
高
山
寺
の
背
景
は
、
肖
像
画
と
後
白
河
法
皇
 の
 院
政
の
文
化
サ
ロ
 
ソ
 で
あ
っ
た
。
 

（
 
乃
 ）
「
明
恵
上
人
 集
 」
 

円
 西
行
法
師
常
に
来
り
て
物
語
し
て
 云
 ほ
く
、
「
 我
 歌
を
読
む
は
 、
 浮
か
に
尋
常
に
異
な
り
。
 

華
 ・
郭
公
・
 力
 
・
 雪
 、
都
て
万
物
の
 
興
 に
向
ひ
て
も
、
 

凡
そ
所
有
相
皆
是
虚
妄
な
る
事
、
眼
に
遮
り
耳
に
満
て
 り
，
又
 読
み
出
す
所
の
言
句
は
、
皆
是
百
三
 
@
 に
 非
す
や
。
華
を
読
め
ど
も
 実
に
 華
と
 思
ふ
 事
 

な
く
、
月
を
詠
ず
れ
ど
も
実
に
月
と
思
は
ず
。
 

只
 此
の
如
く
し
 て
 緑
に
 随
ひ
 興
に
随
 ひ
 読
み
置
く
 処
 な
り
。
 紅
虹
 た
な
び
け
ば
 
虚
空
色
ど
れ
る
に
 似
 

た
り
。
白
日
か
 
ム
 や
け
ば
虚
空
明
か
な
る
に
似
た
り
。
然
れ
ど
 も
 虚
空
は
本
、
明
か
な
る
物
に
も
非
ず
、
 

文
 色
ど
れ
る
物
に
も
 非
ず
。
我
丈
 此
 の
 虚
 

空
の
如
く
な
る
心
の
上
に
お
い
て
、
種
々
の
風
情
を
色
ど
る
と
 一
 
ム
へ
 ど
も
、
更
に
 
縦
助
 な
し
。
此
の
歌
即
ち
 是
 如
来
の
真
の
形
 排
他
。
去
れ
ば
一
首
 

読
み
出
で
て
は
一
駄
の
仏
像
を
造
る
 居
ひ
 を
な
し
、
一
句
を
思
 ひ
 続
け
て
は
秘
密
の
首
二
目
を
唱
ふ
る
に
同
じ
。
 

我
 此
の
歌
に
 
ょ
 り
て
法
を
得
る
事
 あ
 

り
 。
若
し
こ
と
に
至
ら
ず
し
て
妄
り
に
 人
 此
の
道
を
学
ば
 ば
、
 都
路
に
入
る
べ
し
 L
 

（
 
舛
 ）
 
同
掲
書
 

（
 
乃
 ）
藤
原
俊
成
日
吉
 
釆
風
鉢
抄
 b
 

ョ
 し
か
る
に
、
か
の
天
台
止
観
と
申
す
文
の
は
じ
め
の
言
葉
に
 、
「
止
観
の
明
 静
 な
る
こ
と
、
前
代
も
い
ま
だ
聞
か
ず
」
と
、
 

章
 
  

書
 き
 給
へ
る
が
、
 
ま
づ
 う
ち
聞
く
よ
り
、
こ
と
の
深
さ
も
限
り
 な
く
、
奥
の
義
も
推
し
量
ら
れ
て
、
尊
く
い
み
じ
く
聞
ゆ
る
や
 う
に
、
こ
の
歌
の
良
㏄
 

 
 

 
 

ぎ
 悪
し
き
深
き
心
を
知
ら
ん
こ
と
も
、
言
葉
を
も
て
述
べ
か
 た
 ぎ
を
、
こ
れ
に
よ
そ
へ
て
 ぞ
 同
じ
く
思
ひ
や
る
べ
 
き
 事
な
り
 げ
 る
 。
 

 
 

さ
て
か
の
止
観
に
も
、
 

ま
づ
 仏
の
法
を
伝
へ
給
へ
る
次
第
を
あ
 か
し
て
、
法
の
道
の
伝
は
れ
る
こ
と
を
人
に
知
ら
し
め
給
へ
る
 も
の
な
り
。
大
覚
 



世
尊
法
を
大
迦
葉
に
告
げ
給
へ
り
。
迦
葉
、
阿
難
に
告
ぐ
。
 か
 く
 の
ご
と
く
次
第
に
伝
へ
て
師
子
に
至
る
ま
で
紀
三
人
な
り
。
 

，
 
」
の
法
を
告
ぐ
る
 次
 

第
を
聞
く
に
、
尊
さ
も
起
る
や
 う
 に
 、
 歌
も
昔
よ
り
伝
は
 り
て
、
撰
集
と
い
ふ
も
の
も
出
で
来
て
、
万
葉
集
よ
り
始
ま
り
 
て
 、
古
今
・
後
援
・
 

獅
 

拾
遺
な
ど
の
歌
の
有
様
に
て
 、
 深
く
心
を
得
 べ
 ざ
な
り
。
 
た
ビ
 し
 、
か
れ
は
法
文
金
口
の
深
 き
義
 な
り
。
こ
れ
は
浮
言
綺
語
の
 た
 は
ぶ
れ
に
は
似
た
の
 

 
 

れ
ど
も
、
こ
と
の
深
 き
 旨
も
現
は
れ
、
こ
れ
を
 緑
 と
し
て
仏
の
 道
 に
も
通
は
さ
せ
た
め
、
か
つ
は
煩
悩
す
な
は
ち
菩
提
な
る
が
 
故
に
、
法
華
経
に
は
 

は
 、
「
苦
諦
俗
間
経
書
 
略
之
資
 生
業
等
 皆
 順
正
法
」
と
い
 
ひ
、
普
 賢
 観
に
は
、
「
な
に
も
の
か
是
非
、
な
に
も
の
か
 是
福
 、
罪
福
 無
主
。
 我
 石
目
 空
 

念
，
 ）
な
り
」
と
説
き
給
へ
り
。
よ
り
て
、
い
ま
、
歌
の
深
き
 道
 も
 、
空
板
申
の
三
鉢
に
似
た
る
に
よ
り
て
、
通
は
し
て
記
し
 申
 な
り
。
 

こ
の
道
に
心
を
入
れ
ん
人
は
、
万
世
の
春
、
千
年
の
秋
の
後
は
 、
 皆
 こ
の
や
ま
と
 
う
 た
の
深
 き
 義
に
よ
り
て
、
法
文
の
無
尽
な
る
 を
さ
と
り
、
 
往
 

生
 極
楽
の
品
と
結
び
、
普
賢
の
願
海
に
入
り
て
、
こ
の
詠
歌
の
 詞
 を
か
へ
し
て
、
仏
を
ほ
め
奉
り
、
法
を
聞
ぎ
て
あ
ま
ね
く
 十
 力
の
仏
土
に
往
詣
 

し
、
先
づ
は
娑
 婆
の
衆
生
を
引
導
せ
ん
と
な
り
。
 

臼
 

（
 
乃
 ）
武
野
紹
鴎
 
円
 南
方
録
し
 

三
三
紹
鴎
、
わ
び
茶
の
湯
の
心
は
、
新
古
今
集
の
中
、
定
家
 
%
 臣
の
歌
に
 

Ⅰ
 見
 わ
た
せ
ば
花
も
紅
葉
も
た
か
り
け
り
 

浦
 の
と
ま
そ
の
秋
の
 
タ
 ぐ
れ
 

こ
の
歌
の
心
に
て
こ
そ
あ
れ
と
申
さ
れ
と
な
り
。
花
紙
 葉
は
 別
室
 日
 暁
台
子
の
結
構
に
た
と
へ
た
り
。
そ
の
花
も
み
ぢ
を
 づ
 く
ん
Ⅱ
 と
な
が
め
来
り
て
 

見
れ
ば
、
無
一
物
の
境
界
、
浦
の
と
ま
や
な
り
。
花
紙
 葉
 を
し
 ら
ぬ
人
の
 
、
初
よ
 
り
と
ま
星
に
は
す
ま
れ
ぬ
 ぞ
 。
な
が
め
 

て
こ
そ
、
と
ま
 
や
 の
 

さ
び
す
ま
し
た
る
所
は
見
立
た
れ
。
こ
れ
茶
の
本
心
な
り
と
 
は
れ
し
な
り
。
ま
た
宗
男
、
今
一
首
見
出
し
た
り
と
て
、
 

常
竺
 一
 
首
を
書
付
、
信
ぜ
 

ら
れ
し
な
り
。
何
集
、
家
隆
の
歌
に
 

Ⅰ
花
を
の
み
 
待
 ら
ん
人
に
山
ざ
と
の
 

雪
間
の
草
の
春
を
見
せ
ば
や
 

こ
れ
ま
た
相
加
へ
て
得
心
す
べ
し
。
世
上
の
人
 ノ
 
Ⅰ
そ
こ
の
 山
 か
し
こ
の
森
の
花
が
、
い
っ
 ノ
 
Ⅰ
さ
く
べ
き
か
と
、
あ
け
幕
外
に
 も
と
め
て
、
か
の
 

花
紙
 葉
 も
我
 心
 に
あ
る
事
を
し
ら
ず
。
尺
目
に
見
ゆ
る
色
ば
か
 り
を
 染
 む
な
り
。
山
里
は
浦
の
と
ま
や
も
同
前
の
さ
び
た
住
居
 た
り
。
去
年
一
と
せ
 

の
花
も
紙
 葉
も
 、
こ
と
 

ム
 
Ⅰ
 く
 雪
が
埋
み
尽
し
て
、
何
も
な
 ぎ
 山
里
に
 戊
て
 、
さ
び
す
ま
し
た
ま
で
は
浦
の
と
ま
や
同
意
な
り
。
 

さ
て
ま
た
か
の
 
無
 

一
物
の
所
よ
り
、
を
の
 
づ
 か
ら
感
を
も
 よ
ほ
 す
や
 う
 な
る
所
作
が
 
、
天
然
と
は
づ
れ
 ｜
 にあ
る
は
 、
ぅ
 づ
み
尽
し
た
る
雪
の
 、
 春
 に
成
 て
 陽
気
を
 

む
か
へ
、
雪
間
の
と
こ
ろ
 Ⅰ
に
、
い
か
肛
も
青
や
か
な
る
 

人
 

草
 が
 、
ほ
っ
 
Ⅰ
と
二
葉
三
葉
も
 

/
 

へ
 出
た
る
ご
と
く
、
力
を
加
へ
ず
 に
 真
な
る
所
の
あ
 



芸術と宗教詩歌における 自覚と表現 

（
 
0
0
 
）
正
徹
 
円
 正
徹
物
語
 b
 

Ⅰ
幽
玄
 
体
 の
 畢
也
 。
幽
玄
と
 云
ふ
 物
は
 、
 心
に
有
り
て
詞
に
い
は
 れ
ぬ
も
の
 也
 。
月
に
薄
雲
の
お
 ほ
 ひ
た
る
や
、
山
の
紅
葉
に
秋
 の
霧
の
か
上
れ
る
 

風
情
を
幽
玄
の
姿
と
す
る
 也
 。
是
は
 い
 づ
く
か
幽
玄
ぞ
と
 問
ふ
 に
 ち
 、
い
づ
く
と
い
ひ
が
た
き
 也
 。
そ
れ
を
心
得
ぬ
人
は
 、
 n
 
月
は
ロ
ネ
コ
 

Ⅰ
ら
く
と
 

晴
れ
て
普
 き
 空
に
有
る
こ
そ
面
白
げ
れ
と
い
は
ん
道
理
世
。
 幽
 玄
 と
い
ふ
は
更
に
い
づ
く
が
面
白
ぎ
と
も
妙
な
り
と
も
い
は
れ
 ぬ
 新
也
。
 
日
 

（
 
円
 ）
正
徹
 
円
 正
徹
物
語
 口
 

㍉
五
八
竣
成
 卿
 老
後
に
成
り
て
、
さ
て
も
 明
暮
弔
 を
の
み
読
み
 ゐ
て
、
 更
に
当
来
の
勤
め
な
し
。
か
く
て
は
俊
生
い
か
な
ら
ん
 と
敷
ぎ
て
、
住
吉
 

の
 御
社
に
一
七
日
籠
り
て
 此
 事
 な
歎
 ぎ
て
、
「
も
し
酎
は
徒
 ら
 事
 た
ら
ば
今
よ
り
こ
の
道
を
さ
し
 置
 ぎ
て
一
向
に
後
世
の
勤
め
を
 す
べ
し
」
と
祈
念
 

有
り
し
が
、
六
日
に
満
ず
る
夜
、
夢
中
に
明
神
現
じ
給
ひ
て
 、
 「
 
和
歌
仏
道
 全
 三
焦
」
と
示
し
給
ひ
し
か
ば
、
さ
て
は
地
道
の
ほ
 い
に
 仏
道
を
求
む
 

事
な
ど
を
書
き
の
せ
た
る
を
、
明
月
記
と
号
す
る
 也
 。
 
し
 

べ
か
ら
ず
と
て
、
休
止
道
を
重
き
事
に
し
給
ひ
し
 也
 。
定
家
も
 住
吉
に
九
月
十
三
夜
が
七
日
に
満
ず
る
日
に
あ
た
る
様
に
 、
参
 寵
 し
て
こ
の
事
を
歎
 

ぎ
 申
さ
れ
し
か
ば
、
九
月
十
三
夜
明
神
 う
つ
 ふ
に
現
じ
給
ひ
 、
 「
 
汝
 月
明
 也
 」
と
示
し
給
ひ
し
よ
り
、
さ
て
は
北
道
 か
ぅ
也
と
思
 ひ
 給
ひ
げ
 り
 。
 此
 

（
㏄
）
心
敬
円
さ
さ
 点
 
り
 リ
 
こ
と
 日
 

円
 西
行
上
人
も
、
「
歌
道
は
ひ
と
へ
に
禅
定
修
行
の
道
」
と
の
み
 
申
さ
れ
し
と
な
り
。
ま
こ
と
に
道
に
い
た
り
侍
る
は
頓
悟
直
路
 の
ル
休
 
な
る
 ト
へ
し
 
0
 

隆
信
 卿
云
 は
く
、
「
和
歌
は
隠
遁
の
源
、
菩
提
を
す
 ム
 が
る
直
路
 也
 。
真
如
実
相
の
理
、
三
十
一
字
に
お
さ
ま
れ
り
」
と
い
へ
る
 を
 、
定
家
郷
 此
け
 

 
 
 
 

の
 旨
を
ね
ん
ご
ろ
に
称
揚
し
た
ま
へ
り
。
 

竣
成
 卿
 、
老
後
に
思
へ
る
と
な
む
。
「
人
に
は
必
ず
一
大
事
あ
り
 
。
こ
の
道
に
の
み
ふ
け
り
、
只
今
の
当
来
を
忘
れ
侍
る
事
、
 妄
 想
 な
る
べ
し
」
 

襯
 

と
て
、
少
し
此
の
道
に
な
づ
 れ
 心
出
で
き
給
ひ
し
に
、
住
吉
大
 明
神
あ
ら
た
に
現
じ
た
 ま
ひ
て
、
う
 ち
笑
み
し
め
し
給
ふ
。
「
 
歌
 道
 を
お
ろ
そ
か
に
 

る
 道
理
に
と
ら
れ
し
な
り
。
歌
道
の
心
は
子
組
も
あ
る
べ
 け
 れ
 ど
も
、
こ
の
 両
 首
は
紹
鴎
、
利
休
茶
の
道
に
と
り
用
ひ
ら
る
ュ
心
 入
 を
聞
 覚
侯
 て
し
 

る
 し
を
く
事
な
り
。
か
や
 う
 に
道
に
心
ざ
し
ふ
か
く
さ
ま
 

の
上
に
て
得
道
あ
り
し
事
、
愚
僧
等
が
及
ぶ
べ
ぎ
に
あ
ら
ず
。
 ま
 こ
と
に
尊
ぶ
べ
く
 

あ
り
が
た
き
道
人
、
茶
の
道
か
と
を
も
 へ
ば
 、
 則
 、
祖
師
 仏
の
 悟
道
な
り
。
殊
勝
々
々
。
 
L
 

（
 
好
 ）
 後
 鳥
羽
院
司
御
古
伝
 b
 

円
俊
頼
 が
後
に
は
、
 釈
阿
 ・
西
行
な
り
。
 姿
 殊
に
あ
ら
ぬ
 鉢
 な
り
 。
 釈
阿
は
 、
や
さ
し
く
艶
に
 、
 心
も
深
く
、
お
は
れ
な
る
と
こ
 ろ
も
あ
り
 ぎ
 。
 殊
 

に
愚
意
に
庶
幾
す
る
姿
な
り
。
西
行
は
、
お
も
し
ろ
く
て
、
 し
 か
も
心
も
殊
に
深
く
、
あ
り
が
た
く
い
で
ぎ
が
た
き
方
も
共
に
相
 兼
ね
て
見
ゆ
。
 生
 

得
の
詩
人
と
お
ぼ
の
。
お
ぼ
ろ
げ
の
人
、
ま
ね
び
な
ど
す
べ
き
 寄
 に
あ
ら
ず
。
不
可
説
の
上
手
な
り
。
 
L
 



（
 
於
 早
稲
田
大
学
平
成
三
年
十
一
月
二
十
二
日
）
 

第
五
十
回
学
術
大
会
 

思
ひ
給
ふ
事
な
い
れ
。
此
の
道
に
て
必
ず
往
生
を
と
げ
給
ふ
 べ
 し
 。
歌
道
即
身
直
路
の
修
行
 也
 」
と
あ
ら
た
に
の
べ
給
ひ
し
と
 也
 。
 

さ
れ
ば
、
 篇
 
・
 序
 ・
 題
 
・
 曲
 
・
流
の
五
 つ
は
 五
大
所
 成
 
・
五
仏
 

五
智
・
 月
 明
を
顕
は
し
、
六
義
は
六
道
・
六
波
羅
蜜
・
六
大
 無
尋
 
・
法
身
の
体
 

為
 

也
 。
古
今
集
 濯
 頂
な
ど
い
へ
り
。
密
宗
の
一
大
事
と
て
 仕
 ふ
る
 に
か
は
る
事
な
し
と
な
り
。
 

 
 

 
 
 
 
 
 

本
 ょ
り
歌
道
は
吾
が
国
の
陀
羅
尼
な
り
。
綺
語
を
論
ず
る
時
は
 、
経
論
を
よ
み
禅
定
を
修
行
す
る
も
妄
想
な
る
べ
し
。
 
ヒ
 



一
 
は
じ
め
に
 

昨
年
の
一
一
月
七
日
よ
り
一
三
日
ま
で
 円
 東
南
ア
ジ
ア
に
お
 け
 る
 精
霊
 

祭
祀
民
衆
知
識
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
 ヒ
 と
い
う
名
の
国
際
 シ
 ソ
 ポ
ジ
 ヴ
 

ム
が
 、
関
西
で
お
こ
た
わ
れ
た
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
組
織
 者
は
国
立
 

民
族
学
博
物
館
の
田
村
克
己
助
教
授
と
シ
ン
ガ
ポ
一
ル
 の
 東
南
 ア
ジ
ア
 研
 

充
所
の
ア
ー
ナ
ン
ダ
・
ラ
ー
ジ
ャ
博
士
で
あ
っ
た
。
内
外
か
ら
 
一
 三
名
 

の
 文
化
人
類
学
者
が
参
加
し
た
。
日
本
人
は
私
を
含
め
て
六
人
、
 外
国
か
 

ら
は
香
港
、
タ
イ
、
マ
レ
 l
 
シ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ア
メ
リ
 力
 な
ど
か
 

ら
 七
人
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
 

本
 シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
背
景
と
成
 果
 、
そ
し
 

て
 今
後
の
課
題
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
 

三
 
精
霊
祭
祀
の
世
界
 

タ
イ
、
ヒ
ル
 
マ
 （
 
現
く
ャ
 
ン
マ
一
）
は
上
座
仏
教
社
会
、
マ
レ
ー
 シ
ア
、
 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
と
い
っ
た
表
現
は
 、
 必
ず
 し
も
正
鵠
 

展
望
 

国
際
シ
ン
ボ
ジ
ウ
ム
 

日
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
精
霊
祭
祀
 

１
１
民
衆
知
識
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
 ヒ
 

田
中
 
雅
 
  

を
 射
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
タ
イ
に
も
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
 が
 少
数
な
 

が
ら
存
在
し
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
は
 ヒ
 
ン
ド
ク
ー
教
徒
が
い
る
 、
と
い
っ
 

た
 意
味
だ
け
で
は
な
い
。
一
言
で
仏
教
や
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
っ
 て
も
そ
の
 

中
身
は
、
だ
れ
の
視
点
を
と
る
の
か
に
よ
っ
て
異
な
る
か
ら
で
 あ
る
。
 

仏
教
教
典
に
通
じ
て
い
る
知
識
人
（
 ヱ
 リ
ー
ト
 層
 ）
か
ら
み
る
 と
、
仏
 

教
 と
は
と
て
も
み
な
さ
れ
な
い
よ
う
な
慣
習
も
、
民
衆
の
視
点
 か
ら
み
る
 

と
 仏
教
の
一
部
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
 ，
 
」
う
し
た
 

慣
習
は
、
か
な
り
中
央
集
権
化
し
て
統
制
の
と
れ
た
知
識
人
の
 宗
教
と
異
 

な
り
、
地
域
差
も
大
き
い
。
換
言
す
る
と
、
民
衆
に
よ
っ
て
 受
 容
 さ
れ
 保
 

持
さ
れ
続
け
て
い
る
「
仏
教
」
は
、
特
定
の
教
義
か
ら
も
そ
の
 受
容
を
促
 

す
 国
家
権
力
か
ら
も
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
  
 

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
題
目
と
な
っ
て
い
る
精
霊
祭
祀
（
 ス
 。
 
ヒ
リ
ツ
 

ト
 
・
カ
ル
ト
）
と
は
、
民
衆
の
宗
教
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
 東 南
ア
ジ
ア
 

諸
国
の
支
配
的
な
宗
教
で
あ
る
仏
教
や
イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
な
く
 、
民
衆
生
 

活
 に
密
着
し
、
明
白
な
教
義
を
も
た
な
い
宗
教
、
患
 霊
 現
象
 や
 土
日
め
 

栗
、
 
嵌
 
@
 

礼
 が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
宗
教
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
樹
木
 や
 石
な
ど
 

の
 自
然
物
に
結
び
っ
い
た
り
、
ま
た
家
族
や
親
族
、
村
落
と
い
 っ
た
 社
会
 

集
団
の
守
護
霊
の
役
割
を
果
た
す
 諸
霊
 、
あ
る
い
は
反
社
会
的
 な
悪
霊
な
 

ど
仁
 密
接
に
関
わ
る
宗
教
で
あ
る
。
そ
こ
で
支
配
的
な
価
値
は
 、
解
脱
な
 

ど
 仏
教
の
教
義
の
中
心
と
な
る
超
越
的
な
も
の
で
は
な
く
、
 む
 し
ろ
現
世
 

 
 

利
益
的
な
も
の
で
あ
る
。
 

 
 
 
 

精
霊
祭
祀
と
呼
ば
れ
る
現
象
を
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
背
景
に
は
 、
文
献
㏄
 

研
究
に
基
づ
く
教
義
の
研
究
か
ら
で
は
見
え
て
こ
な
い
東
南
ア
 シ
フ
 
世
界
 
お
 

の
 宗
教
を
把
握
し
ょ
う
と
い
う
共
通
の
認
識
が
あ
る
。
つ
ま
り
 、
東
南
ア
 



民
衆
宗
教
は
、
研
究
者
の
間
で
は
し
ば
し
ば
、
「
大
伝
統
」
に
 
対
 止
 す
 

る
 
「
小
伝
統
」
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
ぎ
た
。
大
伝
統
・
小
伝
統
 
と
い
う
 概
 

念
は
、
一
九
五
 0
 年
代
初
頭
に
ア
メ
リ
カ
の
文
化
人
類
学
者
 レ
 ゾ
 ド
フ
ィ
 

l
 ル
ド
 に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
レ
ッ
ド
フ
ィ
ー
 ル
ド
 は
 都
 

市
 に
住
む
知
識
人
と
農
民
た
ち
と
の
文
化
的
な
相
違
を
大
伝
統
 と
 小
伝
統
 

と
い
う
概
念
で
区
別
し
て
捉
え
よ
う
と
し
た
が
、
こ
の
概
念
は
 南
ア
ジ
ア
 

や
 東
南
ア
ジ
ア
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
多
様
性
を
理
解
す
る
た
 め
に
も
 有
 

効
 と
み
な
さ
れ
た
。
権
威
の
あ
る
文
献
に
認
め
ら
れ
る
諸
慣
習
 ほ
 大
伝
統
 

に
 属
し
、
そ
う
で
な
い
も
の
が
小
伝
統
に
属
す
る
。
こ
の
結
果
、
 少
な
く
 

と
も
二
つ
の
次
元
で
ア
ジ
ア
の
宗
教
が
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
 る
 。
あ
る
 

い
は
二
元
論
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
混
合
形
態
す
な
わ
ち
 シ
ソ
 ク
レ
 テ
ィ
 

ズ
ム
と
い
う
形
で
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

し
か
し
、
は
た
し
て
こ
の
よ
う
な
二
元
的
な
宗
教
理
解
が
正
し
 い
 b
 
：
 の
 

と
い
 え
る
の
か
ど
う
か
。
宗
教
を
信
仰
し
、
そ
の
教
え
を
実
践
 し
て
い
る
 

と
き
 、
は
た
し
て
二
つ
の
伝
統
に
属
す
る
も
の
を
区
別
し
た
 上
 で
 理
解
し
 

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
外
部
の
人
間
に
と
っ
て
の
み
 都
合
の
よ
 

い
 視
点
で
は
な
い
の
か
。
む
し
ろ
、
宗
教
と
は
、
民
衆
に
せ
 よ
 知
識
人
に
 

せ
よ
当
事
者
に
と
っ
て
は
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
理
解
さ
 れ
て
い
る
 

の
で
は
な
い
の
か
。
言
い
方
を
変
え
る
と
、
宗
教
は
二
元
的
に
 捉
え
る
の
 

Ⅰ
 一
 伝
統
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
・
知
識
 

ジ
ァ
 の
宗
教
を
民
衆
の
次
元
で
把
握
し
、
人
類
学
的
な
宗
教
研
 究
 の
あ
り
 

 
 

な
の
で
あ
 

る
 。
 

で
は
な
く
、
一
元
的
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
こ
そ
、
 

現
 実
に
そ
っ
 

 
 

 
 

た
 見
方
で
は
な
い
の
か
。
 

 
 

一
九
七
 0
 年
代
に
な
る
と
、
こ
う
し
た
疑
問
が
生
じ
、
大
伝
統
 
 
 

 
 

統
の
概
念
に
 よ
 る
宗
教
理
解
が
手
 ぎ
 び
し
く
批
判
さ
れ
る
こ
と
 に
な
る
。
㏄
 

か
く
し
て
、
社
会
的
に
み
て
も
宗
教
は
む
し
ろ
、
多
様
な
集
団
 な
 さ
と
 め
 

る
 役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
見
た
方
が
適
切
で
あ
る
と
い
う
こ
 と
 、
知
識
 

人
膚
と
民
衆
と
を
媒
介
し
、
ま
と
め
る
役
割
を
さ
ま
ざ
ま
な
 象
 徴
や
儀
礼
 

を
 通
じ
て
宗
教
が
担
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
知
識
人
の
宗
教
 （
大
伝
統
）
 

と
 民
衆
の
宗
教
（
小
伝
統
）
と
が
個
別
に
存
在
す
る
と
い
う
の
 で
は
な
い
 

と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
 

こ
う
し
て
一
九
五
 
0
 年
 お
よ
び
 六
 0
 年
代
に
優
勢
で
あ
っ
た
 、
 ア
ジ
ア
 

の
 宗
教
を
二
元
的
に
捉
え
る
と
い
う
視
点
は
、
象
徴
研
究
の
興
 隆
 と
と
も
 

に
 、
 七
 0
 年
代
に
な
る
と
一
元
的
な
視
点
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
 る
 。
し
か
 

し
 、
宗
教
の
統
合
的
な
側
面
だ
け
み
て
い
く
と
、
社
会
に
現
存
 す
る
諸
業
 

団
の
対
立
や
葛
 藩
 と
い
う
も
の
を
、
宗
教
と
の
関
係
で
理
解
す
 る
 視
点
が
 

欠
落
し
て
し
ま
う
。
ま
た
、
当
事
者
た
ち
自
身
が
二
元
的
な
視
 点
で
自
分
 

た
ち
の
宗
教
を
捉
え
て
い
る
と
い
う
報
告
も
最
近
に
な
っ
て
 出
 さ
れ
て
き
 

た
 。
つ
ま
り
、
一
度
は
批
判
さ
れ
、
乗
り
越
え
ら
れ
た
か
に
み
 え
る
 -
 一
元
 

論
的
 視
点
の
有
効
性
が
再
度
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
 あ
る
。
 し
 

か
し
、
新
た
な
二
元
論
は
大
伝
統
と
小
伝
統
概
念
を
無
批
判
に
 受
け
入
れ
 

る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
大
伝
統
・
小
伝
統
 概
念
に
よ
 

る
 二
元
論
や
そ
ね
に
対
立
す
る
一
元
論
の
ど
ち
ら
の
場
吉
 も
、
め
 示
教
の
 政
 

治
 的
な
意
味
合
い
へ
の
視
点
が
欠
落
し
て
い
た
と
し
て
批
判
に
 さ
ら
さ
れ
 

る
こ
と
に
な
る
。
従
来
の
二
元
論
と
は
別
個
の
あ
ら
た
な
二
元
 論
 
（
後
に
 



展 望 

な と 白描 る るか l い 比 し る ロ 

  
以
上
の
理
論
的
背
景
か
ら
、
宗
教
世
界
と
の
関
係
で
「
多
数
民
 族
 打
歩
 

数
 民
族
」
と
「
コ
リ
ー
ト
 村
 民
衆
」
と
い
う
ふ
た
り
の
基
軸
が
 浮
か
び
 上
 

が
っ
て
く
る
。
総
括
を
除
く
、
一
二
の
個
別
報
告
も
こ
う
し
た
 軸
 に
よ
っ
 

て
 、
便
宜
上
大
き
く
二
 つ
に
 分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

ひ
と
つ
は
少
数
民
族
の
宗
教
に
つ
い
て
の
報
告
で
あ
る
。
取
り
 上
げ
ら
 

れ
た
の
は
、
タ
イ
、
ビ
ル
マ
、
中
国
国
境
の
山
岳
部
に
散
在
 
す
る
民
族
 

で
、
外
か
ら
は
な
か
な
か
う
か
が
い
知
る
こ
と
の
困
難
な
少
数
 民
族
の
宗
 

教
 に
関
す
る
貴
重
な
報
告
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
報
告
者
 に
 共
通
す
 

る
 視
点
と
し
て
、
ま
ず
神
話
や
儀
礼
の
象
徴
の
分
析
を
中
心
と
 す
る
静
態
 

的
な
宗
教
研
究
の
あ
り
方
を
批
判
的
に
吟
味
し
ょ
う
と
す
る
 意
 図
が
 伺
わ
 

れ
た
。
つ
ま
り
少
数
民
族
の
宗
教
世
界
を
自
足
的
な
も
の
と
し
 て
と
ら
え
 

る
の
で
は
な
く
、
 
埜
 史
的
な
文
脈
の
中
で
多
数
派
と
し
て
現
れ
 る
 中
国
や
の
 

 
 

タ
イ
系
の
民
族
や
支
配
権
力
と
の
関
係
を
も
視
野
に
い
れ
な
 げ
 れ
ば
、
 
こ
 

㏄
 

 
  

 

の
 地
域
の
宗
教
理
解
は
不
十
分
に
終
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

こ
の
領
域
の
発
表
は
、
ニ
コ
ラ
ス
・
タ
ッ
プ
（
香
港
中
文
大
学
 ）
「
 病
 

四 

    
つ 

基 0 
軸 

か
と
い
う
点
に
つ
い
て
ほ
議
論
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
 、
こ
う
し
 

た
 提
案
は
、
知
識
人
の
宗
教
と
し
て
の
大
伝
統
に
対
立
す
る
 民
 衆
 宗
教
が
 

や
や
も
す
れ
ば
知
識
の
欠
如
と
し
て
、
ま
た
権
力
と
の
結
び
っ
 き
の
欠
如
 

と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
に
た
い
す
る
批
判
的
な
視
点
と
し
て
 評
 価
 
で
ぎ
 

る
 。
民
衆
宗
教
が
な
ん
ら
か
の
 へ
 ゲ
モ
ニ
ー
批
判
の
中
 し
 的
な
 役
割
を
果
 

た
す
と
き
、
そ
れ
を
知
の
欠
如
か
ら
く
る
感
情
的
な
反
応
と
み
 な
さ
な
い
 

た
め
に
も
こ
れ
は
必
要
な
視
点
で
あ
っ
た
。
 



い
 と
死
の
道
 

モ
ソ
 に
お
け
る
儀
礼
的
理
解
と
実
践
的
理
解
」
 
、
マ
 

テ
ル
ド
・
 フ
ゥ
 ー
 テ
エ
 ー
ジ
ン
（
マ
レ
ー
シ
ア
科
学
大
学
）
「
 精
霊
世
界
 

の
 秩
序
に
お
け
る
 リ
 ス
の
民
衆
的
な
戦
略
」
、
 コ
｜
 不
リ
ア
・
 カ
 メ
ラ
ー
 

（
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ス
大
学
、
合
衆
国
）
「
 
北
 タ
イ
、
ア
カ
高
地
尻
 の
 精
霊
祭
 

祀
 」
、
ア
ー
ナ
ン
ダ
・
ラ
ー
ジ
ャ
（
東
南
ア
ジ
ア
研
究
所
、
シ
ン
 ガ
ポ
ー
 

ル
 ）
「
知
ら
な
い
こ
と
の
政
治
学
、
知
る
こ
と
の
儀
礼
 
ヵ
レ
 ソ
 民
族
誌
 

に
お
け
る
精
霊
祭
祀
、
民
衆
知
識
、
力
の
問
題
」
、
 
チ
，
 ン
テ
ィ
 -
 
フ
 ｜
 

サ
ー
 ヤ
ワ
ッ
 タ
ナ
ー
（
ラ
ン
シ
 "
 ト
 大
学
、
タ
イ
）
「
ナ
ー
ン
 
県
、
 ボ
｜
 

グ
ル
ア
塩
井
に
お
け
る
 ム
ア
ソ
と
ラ
ヮ
 （
 ル
ア
 ）
の
精
霊
祭
祀
」
 で
あ
っ
 

-
@
0
 

ヰ
ハ
 

も
 う
 ひ
と
つ
は
、
平
地
社
会
に
お
け
る
民
衆
宗
教
の
変
化
に
関
 す
る
も
 

の
で
、
現
代
の
目
木
の
宗
教
と
共
通
す
る
よ
う
な
い
く
つ
か
の
 興
味
深
い
 

報
告
が
ビ
ル
マ
、
タ
 イ
 、
マ
レ
ー
シ
ア
な
ど
 仁
 つ
い
て
行
わ
れ
 た
 。
一
般
 

的
な
傾
向
と
し
て
村
落
な
ど
伝
統
的
な
共
同
社
会
が
担
っ
て
 い
 た
 宗
教
 活
 

動
 が
お
と
ろ
え
る
一
方
で
、
よ
り
個
人
主
義
的
な
性
格
の
強
い
と
 
示
教
 が
都
 

両
生
活
者
を
中
心
に
熱
狂
的
に
迎
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
 

こ
の
領
域
に
分
類
さ
れ
る
発
表
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
 
田
 村
 克
己
 

（
民
博
）
「
中
心
と
周
辺
の
間
」
、
宇
野
公
一
郎
（
フ
ラ
ン
ス
社
会
 

科
学
 高
 

筆
研
究
所
）
「
一
八
世
紀
 北
 ベ
ト
ナ
ム
に
お
い
て
公
式
に
認
め
ら
 れ
て
ぃ
 

た
パ
ソ
テ
 オ
ン
」
、
福
島
真
人
（
東
大
東
洋
文
化
研
究
所
）
「
 
信
 仰
の
誕
生
 

イ
 ソ
 ド
不
シ
ァ
 に
お
け
る
少
数
派
宗
教
の
葛
藤
」
、
田
辺
 
薬
治
（
 民
 

博
 ）
「
供
犠
 
と
儀
 札
の
転
換
１
１
兆
タ
イ
の
 ヤ
 ー
 セ
 ・
プ
ー
 セ
精
 霊
祭
祀
」
、
 

林
 行
夫
（
民
博
）
「
森
林
か
ら
国
家
へ
北
東
タ
イ
に
お
け
る
 
タ
 フ
 
Ⅰ
Ⅱ
 う
 

１
オ
 の
 村
を
守
護
す
る
精
霊
」
、
ス
ー
ザ
 ソ
 ・
エ
ッ
カ
ー
マ
ソ
 （
東
南
ア
 

田
村
に
よ
る
と
、
今
世
紀
初
め
の
報
告
で
は
ビ
ル
マ
に
て
精
霊
 祭
祀
が
 

盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
伺
わ
れ
る
が
、
氏
が
調
 査
を
行
っ
 

た
 
一
九
七
九
年
に
な
る
と
何
の
宗
教
儀
式
の
中
心
部
を
占
め
る
 
も
の
で
は
 

な
く
な
っ
た
と
い
う
。
精
霊
は
役
に
立
た
な
い
し
、
ま
た
放
っ
 て
お
い
て
 

も
 恐
い
存
在
で
は
な
い
と
露
骨
に
 @
 う
 村
人
も
い
る
。
実
際
 村
 で
は
精
虫
 並
 

祭
祀
が
な
性
を
中
心
に
細
々
と
執
り
行
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
   

の
 信
じ
る
仏
教
教
 廣
に
硅
 
え
ば
、
精
霊
の
方
が
男
性
よ
 り
 低
く
 、
 さ
ら
に
 

そ
の
下
に
女
性
が
位
置
す
る
。
男
性
が
地
位
の
低
 い
精
血
に
関
 
わ
る
の
は
 

自
分
の
力
を
失
 う
 こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
敬
虔
な
仏
教
徒
 な
ら
、
 仏
 

陀
 以
外
の
超
自
然
的
存
在
の
 力
 に
頼
る
の
ほ
不
謹
慎
で
あ
る
と
 考
え
ら
れ
 

て
い
る
。
 

し
か
し
、
精
霊
祭
祀
は
ま
っ
た
く
衰
え
て
し
ま
っ
た
の
か
と
い
 ぅ
と
そ
 

ぅ
 で
も
な
い
。
多
く
の
信
者
を
集
め
て
い
る
も
の
に
「
三
七
 柱
 0
 々
 ッ
 」
 

と
 呼
ば
れ
る
精
霊
た
ち
が
い
る
。
 

各
ナ
ッ
 
に
は
特
定
の
名
称
 と
 図
像
が
あ
 

五
 

ビ
ル
マ
の
精
霊
祭
祀
 

ジ
ア
研
究
所
、
シ
ソ
ガ
ポ
ー
ル
）
「
魅
せ
ら
れ
た
庭
園
と
脱
構
築
 

さ
れ
た
 神
 

 
 

々
マ
レ
ー
シ
ア
の
中
国
 
糸
 治
癒
儀
礼
の
グ
ロ
ー
バ
ラ
イ
ゼ
 ｜
 シ
ョ
ン
 

為
 

過
程
に
お
け
る
仏
教
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
」
、
ア
ナ
 

ソ
 ・
 カ
 ソ
チ
ャ
ナ
  
 

ヱ
 ン
マ
イ
大
学
）
「
 北
 タ
イ
治
癒
儀
礼
に
お
け
る
モ
ー
ム
ア
ン
の
 変
貌
 す
 

㏄
 

る
 力
と
地
位
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
一
二
報
告
に
筆
者
の
総
括
 が
 加
わ
っ
 

-
@
 

十
八
 
。
 

以
下
で
は
田
村
、
カ
ン
チ
ャ
ナ
パ
ン
、
ニ
ッ
カ
 l
 マ
ソ
の
報
告
 を
 紹
介
 

す
る
こ
と
に
し
ょ
う
。
 



り
 、
歴
史
上
の
人
物
に
措
定
さ
れ
る
伝
説
が
あ
る
。
伝
説
に
共
 通
し
て
い
 

る
の
は
暴
力
的
な
死
を
契
機
と
し
で
神
格
化
し
て
い
る
と
い
う
 -
 
」
と
で
あ
 

る
 。
ま
た
そ
の
 力
 の
お
 ょ
ぶ
 特
定
の
領
土
が
存
在
す
る
。
「
 三
 七
柱
の
ナ
 

"
 」
の
う
ち
最
も
有
名
な
の
は
 て
ソ
 ダ
レ
ー
の
北
に
あ
る
 タ
ウ
 ソ
ビ
ョ
ソ
 

村
の
社
に
祭
ら
れ
て
い
る
 二
 兄
弟
の
精
霊
で
あ
る
。
そ
こ
の
 祭
 り
は
数
日
 

間
 続
 き
 、
一
万
人
以
上
の
信
徒
が
全
国
か
ら
集
ま
っ
て
来
る
。
 田
村
は
こ
 

れ
を
「
国
家
次
元
」
の
精
霊
祭
祀
と
呼
び
、
 村
 次
元
の
精
霊
祭
 祀
 と
対
比
 

し
て
い
る
。
 

タ
ウ
ソ
 ビ
 "
 ソ
 で
は
年
に
三
回
大
き
な
祭
り
が
行
わ
れ
、
専
門
 的
な
 霊
 

媒
 が
や
っ
て
来
る
。
霊
媒
の
性
別
は
決
ま
っ
て
い
な
い
が
、
 女
 性
の
方
が
 

多
い
。
霊
媒
た
ち
は
都
会
に
住
ん
で
い
て
、
各
々
が
信
者
を
も
 
っ
て
 い
 

る
 。
信
者
た
ち
が
あ
る
精
霊
に
た
い
し
て
な
に
か
願
い
事
が
あ
 る
と
、
 霊
 

媒
仁
 取
り
次
ぎ
を
頼
む
。
霊
媒
は
祭
り
が
開
か
れ
る
際
に
 、
精
 霊
の
社
に
 

赴
い
て
、
そ
こ
で
供
物
と
と
も
に
踊
り
を
奉
納
し
た
り
、
ま
た
 特
別
に
そ
 

ぅ
 し
た
機
会
を
こ
し
ら
え
て
、
踊
り
を
行
 う
 。
こ
う
し
て
霊
媒
 た
ち
は
、
 

タ
ウ
ン
ビ
。
 ン
 だ
け
で
な
く
、
全
国
に
分
布
す
る
精
霊
の
社
を
 巡
り
歩
く
 

の
で
あ
る
。
霊
媒
た
ち
は
ま
ず
、
特
定
の
霊
媒
の
も
と
で
修
行
 し
、
 踊
り
 

を
 習
 う
 。
こ
れ
は
特
定
の
精
霊
の
起
源
を
表
現
す
る
踊
り
で
も
 あ
る
。
 

田
村
は
さ
ら
に
、
三
七
柱
の
精
霊
の
起
源
神
話
が
ビ
ル
マ
の
 政
 治
権
力
 

と
 深
く
結
び
つ
い
て
お
り
、
王
権
の
支
持
を
得
た
祭
祀
セ
ン
タ
 ｜
は
、
そ
 

こ
に
祭
ら
れ
て
い
る
精
霊
を
中
心
に
村
落
次
元
の
精
霊
祭
祀
を
 ひ
と
つ
の
 

聖
体
制
に
ま
と
め
る
役
割
を
果
た
し
て
ぎ
た
と
指
摘
し
て
い
 

る
 。
つ
ま
り
、
 

 
 

 
 

た
と
え
国
家
次
元
で
大
規
 標
 に
行
わ
れ
て
も
、
そ
れ
が
精
霊
祭
 祀
 で
あ
る
 

こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
仏
教
儀
礼
で
は
な
 い
と
い
う
 

点
で
、
公
的
な
宗
教
で
あ
る
仏
教
に
基
盤
を
置
く
ビ
ル
マ
の
 王
 権
 と
矛
盾
 

す
る
こ
と
に
な
る
。
 
精
範
 祭
祀
は
政
治
権
力
と
の
関
係
で
二
 つ
 の
 矛
盾
し
 

た
 関
係
を
保
持
し
て
い
る
と
い
え
 よ
う
 。
 

こ
の
報
告
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
ま
ず
、
村
落
次
元
 で
の
 葉
 

回
 に
よ
る
精
霊
祭
祀
は
衰
え
っ
 

っ
 あ
り
、
農
村
生
活
の
重
要
な
 構
成
要
素
 

と
は
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
う
し
た
一
般
的
な
 
傾
 向
 に
あ
っ
 

て
 、
な
お
な
性
の
方
が
熱
心
に
精
霊
祭
祀
に
関
わ
っ
て
い
る
と
 い
う
こ
と
 

で
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
で
、
性
別
に
関
係
な
く
都
市
の
住
民
 を
 中
心
と
 

す
る
信
徒
た
ち
に
支
え
ら
れ
て
、
い
く
つ
か
の
祭
祀
 セ
ソ
タ
｜
 を
 中
心
に
 

霊
媒
の
活
動
が
盛
ん
で
あ
る
。
そ
の
背
後
仁
は
都
市
住
民
の
個
 
 
 

頭
が
あ
る
。
男
性
と
な
性
、
農
村
と
都
市
、
シ
ャ
ー
マ
ン
 と
仏
 教
 僧
な
ど
 

0
 対
比
を
通
じ
て
、
田
村
は
精
霊
祭
祀
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
 と
 、
そ
れ
 

自
体
の
多
様
な
様
相
を
生
き
生
ぎ
と
論
じ
て
い
る
。
 

六
 

タ
イ
の
精
霊
職
能
者
 

つ
ぎ
に
カ
ン
チ
ャ
ナ
パ
ン
の
報
告
に
う
つ
り
た
い
。
 

ピ
ル
 で
 と
同
じ
よ
う
に
タ
 
イ
 の
場
合
も
、
正
当
な
仏
教
の
担
い
 手
で
あ
 

る
 男
性
の
僧
と
精
霊
に
関
与
す
る
女
性
の
霊
媒
と
い
ら
対
立
が
 み
ら
れ
る
 

が
 、
そ
の
間
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
中
間
的
な
宗
教
職
能
者
た
ち
が
 
存
在
す
 

る
 0
 カ
ン
チ
ャ
ナ
パ
ン
が
取
り
上
げ
た
モ
 ー
 ・
 ム
ア
ソ
 も
こ
 う
 し
た
中
間
 

に
位
置
す
る
職
能
者
の
一
人
で
あ
る
。
モ
ー
・
 ム
ア
ソ
 自
体
さ
 ま
ざ
ま
な
 

背
景
を
も
つ
人
々
か
ら
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
が
、
カ
ン
チ
 ャ
ナ
バ
ソ
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氏
に
よ
 
る
と
、
そ
こ
に
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
の
は
、
教
祖
と
 し
て
の
 強
 

い
 個
性
と
霊
的
な
能
力
で
あ
る
。
こ
の
力
で
、
悪
霊
か
ら
の
 攻
 撃
 を
防
 

ぎ
 、
患
者
た
ち
の
病
気
を
治
す
。
王
族
の
メ
ン
バ
ー
の
な
か
に
 も
 か
れ
ら
 

に
 頼
る
も
の
が
い
る
。
こ
う
し
た
能
力
に
加
え
て
、
占
星
術
や
 呪
術
、
精
 

霊
の
操
り
方
な
ど
に
つ
い
て
の
知
識
も
必
要
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
モ
 
ー
 ・
 ム
ア
ソ
 の
知
識
も
道
義
的
な
力
が
な
け
れ
ば
 、
効
力
 

を
 発
揮
し
な
い
。
ま
ず
、
な
 に
か
 神
的
な
も
の
へ
の
帰
依
を
表
 萌
 す
る
 必
 

要
 が
あ
る
。
そ
し
て
、
寛
容
と
慈
悲
の
心
を
モ
ッ
ト
一
と
し
、
 里
 @
 
呪
術
に
 

結
び
っ
く
よ
う
な
不
吉
な
こ
と
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 そ
し
て
 成
 

功
 し
た
モ
ー
・
ム
ア
ン
は
仏
教
寺
院
な
ど
へ
の
寄
進
を
お
こ
 な
 ぅ
 。
さ
ら
 

に
 能
力
を
高
め
る
と
、
聖
者
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
。
 

さ
て
、
モ
ー
・
ム
ア
ン
は
中
産
階
級
に
属
す
る
多
く
の
人
々
を
 魅
 き
っ
 

げ
て
い
る
。
モ
 
ー
 ・
ム
ア
ン
は
医
者
の
よ
う
に
診
療
所
を
開
設
 し
 、
毎
日
 

二
 0
 人
か
ら
 
一
 00
 人
も
の
「
患
者
」
と
会
っ
て
い
る
。
患
者
 の
 多
く
は
 

も
は
や
精
霊
の
存
在
を
信
じ
な
い
。
し
か
し
、
か
れ
ら
が
苦
し
 ん
で
い
る
 

病
気
は
近
代
的
な
医
療
で
ほ
治
ら
な
か
っ
た
り
、
見
放
さ
れ
た
 も
の
が
 多
 

い
 。
そ
れ
ら
は
ス
ト
レ
ス
か
ら
生
じ
る
心
身
症
的
な
も
の
で
あ
 る
が
、
 さ
 

ら
に
検
討
を
進
め
て
み
る
と
、
伝
統
的
な
価
値
観
と
近
代
的
な
 変
化
と
の
 

落
差
、
と
く
に
貨
幣
中
心
の
価
値
観
や
個
人
主
義
か
ら
生
じ
る
 混
乱
が
原
 

因
 で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
中
産
階
級
の
人
々
 ほ
 、
都
市
部
で
 あ
れ
農
村
 

部
 で
あ
れ
、
個
人
主
義
の
感
覚
を
発
達
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
 が
 、
こ
れ
 

は
 家
族
や
共
同
体
の
社
会
紐
帯
に
価
値
を
置
く
理
念
と
対
立
し
 
て
し
ま
 

ぅ
 。
こ
れ
が
心
身
症
の
真
の
原
因
で
あ
り
、
そ
の
解
決
の
た
め
 に
は
今
ま
 

で
に
は
な
い
状
況
に
再
適
応
す
る
た
め
の
新
た
な
道
徳
 と
 力
を
一
 
小
 す
必
要
 

卜
 あ
る
。
そ
れ
は
、
従
来
活
躍
を
し
て
い
た
霊
媒
に
も
、
ま
た
 オ
ー
ソ
ド
 

ソ
ク
ス
 な
仏
教
 僧
 に
も
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
で
あ
 る
 。
仏
教
 

の
道
徳
的
な
価
値
を
強
調
し
つ
つ
、
呪
術
的
な
性
格
を
も
保
持
 し
て
い
る
 

モ
 ー
 ・
 ム
ア
 ン
仁
人
気
が
集
ま
る
理
由
が
こ
こ
に
隠
さ
れ
て
い
 る
 。
 

ビ
ル
マ
の
場
合
も
タ
イ
の
場
合
も
仏
教
僧
を
中
心
と
す
る
正
当
 な
 仏
教
 

教
団
で
は
な
く
、
む
し
ろ
仏
教
の
教
義
と
は
か
な
ら
ず
し
も
 結
 び
つ
か
な
 

い
よ
う
な
精
霊
祭
祀
 や
 、
霊
的
な
能
力
を
も
っ
職
能
者
へ
の
 関
 心
が
、
中
 

屋
階
級
の
人
々
を
中
心
に
高
ま
り
 つ
 つ
あ
る
の
が
分
か
る
。
 
か
 れ
ら
は
い
 

わ
ゆ
る
村
落
次
元
で
の
精
霊
祭
祀
に
た
い
し
て
は
、
迷
信
と
し
 て
 懐
疑
的
 

な
 態
度
を
示
す
が
、
か
と
い
っ
て
仏
教
僧
か
ら
は
現
世
利
益
的
 な
 願
い
を
 

実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。
 

七
％
 し
｜
 シ
 フ
 の
仏
教
教
団
 

最
後
に
 
ヱ
 "
 ヵ
 ー
マ
ン
の
報
告
す
る
マ
レ
ー
シ
ア
の
中
国
系
 治
 癒
 教
団
 

「
観
音
信
愛
 教
 」
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。
 

観
音
信
愛
 数
 は
 、
 チ
 ャ
ソ
 と
い
う
裕
福
な
ビ
ジ
ネ
ス
マ
 ソ
 に
 よ
 っ
て
 お
 

ょ
そ
 
一
二
年
前
に
設
立
さ
れ
た
。
両
親
は
中
国
人
で
あ
っ
た
が
 、
か
れ
は
 

ミ
 "
 シ
ョ
ン
系
の
学
校
で
教
育
を
受
け
た
た
め
に
、
カ
ト
リ
 "
 ク
の
 影
響
 

を
 強
く
受
け
、
中
国
人
の
宗
教
を
迷
信
と
み
な
し
て
い
た
。
 一
 九
七
九
年
 

の
 大
晦
日
に
か
れ
は
パ
ー
テ
ィ
ー
を
催
し
た
。
そ
の
席
上
で
か
 れ
は
退
体
 

状
態
に
陥
り
、
知
ら
な
い
中
国
語
の
方
言
を
喋
り
始
め
た
。
 そ
 れ
だ
け
で
 

ほ
 な
く
、
書
く
こ
と
の
で
ぎ
な
か
っ
た
漢
字
も
書
く
こ
と
が
で
 ぎ
た
。
 
か
 

れ
に
は
道
教
の
神
が
乗
り
移
っ
た
の
だ
と
い
う
。
当
時
不
治
の
 病
 に
か
か
 

っ
て
い
た
弟
を
助
け
る
よ
う
に
と
、
こ
の
神
に
頼
む
と
、
チ
ャ
 ン
は
 仏
教
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望
古
 

 
 

 
 

徒
に
な
る
よ
 う
 に
と
命
じ
ら
れ
た
。
 

チ
ャ
ン
が
 想
依
 状
態
に
陥
っ
た
の
は
後
先
こ
れ
一
回
き
り
で
あ
 っ
た
 。
 

し
か
し
、
そ
れ
以
来
毎
日
の
よ
う
に
か
れ
の
耳
に
は
観
音
の
声
 が
 聞
こ
え
 

る
よ
う
に
な
る
。
か
れ
は
観
音
の
言
葉
を
ノ
ー
ト
に
書
付
け
て
 い
る
。
 言
 

薬
 だ
け
で
な
く
、
か
れ
に
は
予
言
や
治
癒
な
ど
の
特
別
の
能
力
 が
授
 げ
ら
 

れ
た
。
 

や
が
て
チ
ャ
ン
は
自
分
の
経
営
す
る
印
刷
工
場
の
一
部
を
社
に
 
改
修
 

し
、
 週
に
三
回
集
会
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
か
れ
は
 館
刊
土
日
の
 

教
 

え
を
説
く
。
そ
の
雰
囲
気
は
熱
気
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
 は
 自
発
的
 

に
 神
霊
を
体
験
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
る
。
か
れ
は
印
刷
 工
 場
の
経
営
 

か
ら
手
を
引
い
て
ほ
お
ら
ず
、
ビ
ジ
ネ
ス
と
宗
教
活
動
の
二
 つ
 を
 矛
盾
す
 

る
こ
と
な
く
成
功
に
導
い
て
い
る
。
 

チ
ャ
 ソ
 の
活
動
で
特
筆
す
べ
 
き
 こ
と
は
、
チ
ベ
ッ
ト
の
ラ
マ
 

僧
 た
ち
を
 

マ
レ
ー
シ
ア
に
招
い
て
、
特
別
の
儀
礼
を
し
て
も
ら
う
こ
と
で
 あ
る
。
 
こ
 

の
た
め
に
必
要
な
資
金
を
チ
ャ
 ソ
 が
裕
福
な
ビ
ジ
ネ
ス
マ
 ソ
か
 ら
 寄
付
 と
 

し
て
集
め
る
。
さ
ら
に
三
宝
協
会
と
い
う
会
社
を
設
立
し
、
 

仏
 散
関
係
の
 

書
籍
を
販
売
し
た
り
、
菜
食
レ
ス
ト
ラ
 ソ
 を
開
い
た
。
こ
こ
で
 の
 取
り
引
 

き
は
す
べ
て
コ
ソ
ピ
ュ
ー
 タ
 に
記
録
，
計
算
さ
れ
て
い
る
。
 

エ
 ッ
 カ
 l
 マ
 

ソ
 は
こ
こ
か
ら
、
合
理
的
な
も
の
と
霊
的
な
世
界
と
の
並
存
を
 指
摘
し
て
 

い
る
。
 

一
九
八
一
年
の
一
一
月
に
、
 
観
 土
日
は
チ
ャ
ン
に
 タ
ソ
 ト
ラ
派
の
尊
 
師
た
 

-
 
に
会
 う
 で
あ
ろ
う
と
予
言
し
た
。
そ
の
後
少
し
し
て
か
れ
は
 チ
 ベ
ッ
ト
 

-
 
教
の
一
宗
派
の
長
と
会
 う
 こ
と
が
で
き
、
か
れ
に
帰
依
し
て
、
 

受
戒
を
 

，
る
 。
さ
ら
に
一
九
八
二
年
に
は
ダ
ラ
イ
ラ
マ
と
も
会
っ
て
い
る
 。
し
か
 

し
 、
か
れ
が
真
に
信
仰
し
て
い
る
の
は
観
音
だ
け
で
あ
っ
て
 、
 チ
ベ
ッ
ト
 

仏
教
と
の
出
会
い
は
、
あ
ら
た
な
仏
教
を
形
成
す
る
た
め
の
手
 段
 に
す
ぎ
 

な
い
。
こ
 
う
 す
る
こ
と
で
、
観
音
信
愛
 数
 は
ど
こ
に
で
も
あ
り
 そ
ら
な
 治
 

癒
 教
団
と
い
う
地
位
か
ら
、
世
界
各
国
に
連
絡
網
を
右
す
る
 チ
 。
ヘ
ッ
・
 

ト
仏
 

教
 と
手
を
組
ん
だ
国
際
的
な
仏
教
協
会
へ
と
変
現
し
た
の
で
あ
 る
 。
そ
れ
 

と
と
も
に
、
チ
ャ
ン
の
教
え
も
治
癒
を
中
心
と
す
る
現
実
的
な
 
も
の
か
 

ら
 、
よ
り
哲
学
的
、
思
弁
的
な
も
の
へ
と
変
化
し
、
最
終
的
な
 目
的
は
空
 

の
 悟
り
を
教
え
る
こ
と
だ
と
い
う
。
換
言
 ロ
 す
る
と
観
音
信
愛
 教
 は
 、
奇
跡
 

を
 売
り
も
の
に
す
る
霊
媒
の
宗
教
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
、
 仏
教
の
正
 

当
 な
教
え
を
中
核
と
す
る
宗
教
集
団
と
い
う
立
場
を
よ
り
明
確
 に
し
た
の
 

で
あ
る
。
 

エ
ッ
カ
 l
 マ
ン
に
よ
る
と
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
精
霊
祭
祀
は
し
 ぱ
し
 ば
犯
 

罪
 と
結
び
つ
い
て
い
る
。
一
九
九
一
年
の
六
月
に
は
、
義
理
の
 娘
を
性
的
 

に
 虐
待
し
た
り
、
女
た
ち
を
売
春
に
ひ
 き
 ず
り
こ
も
 う
 と
し
て
 呪
術
を
使
 

崩
 し
て
い
た
霊
媒
た
ち
の
話
が
新
聞
を
賑
わ
し
た
と
い
う
。
 霊
 媒
が
 管
理
 

す
る
よ
う
な
寺
院
は
あ
ま
り
に
も
金
儲
け
主
義
に
な
っ
て
い
て
 、
精
神
的
 

な
も
の
を
感
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
流
行
っ
て
い
る
 寺
院
に
は
 

儲
 げ
の
一
部
を
 ピ
ソ
 は
ね
し
ょ
う
と
す
る
者
た
ち
が
暗
躍
す
る
 。
チ
ャ
 
ソ
 

の
 観
音
信
愛
 教
 で
ほ
、
治
癒
に
当
た
っ
て
、
お
金
を
受
け
取
ら
 な
い
よ
う
 

に
し
て
い
る
の
も
こ
う
し
た
商
業
化
し
て
い
る
精
霊
祭
祀
 と
一
 線
 を
画
す
 

る
た
め
で
あ
る
。
観
音
信
愛
教
の
目
的
は
法
（
ダ
ル
マ
）
の
 悟
 り
で
あ
る
の
 

が
 、
霊
媒
た
ち
は
目
先
の
利
益
の
た
め
に
霊
的
な
力
を
使
用
し
 て
い
る
に
㏄
 

す
ぎ
な
い
。
霊
媒
た
ち
の
 力
 は
 恩
 依
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
る
の
 
 
 

れ
は
精
霊
に
利
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
チ
ャ
ン
は
信
徒
 た
ち
に
こ
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し
て
い
る
。
精
霊
に
身
を
任
せ
て
ほ
い
げ
な
い
、
奇
跡
を
起
こ
 す
 

力
を
追
い
求
め
て
利
己
的
に
な
っ
て
は
い
げ
な
い
、
そ
の
よ
う
 な
 

え
っ
て
解
脱
へ
の
道
を
阻
む
こ
と
に
な
り
か
れ
な
い
、
と
。
 

信
愛
教
の
事
例
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
で
活
動
し
て
い
る
ビ
ル
マ
系
  
 

ド
ッ
ク
 
ス
 な
仏
教
、
瞑
想
を
中
心
に
心
の
静
誰
を
目
指
す
仏
教
 と
 

る
 。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
ょ
り
熱
狂
的
な
性
格
を
も
っ
。
特
殊
な
 能
月
 

っ
 チ
ャ
ン
の
よ
う
な
 ヵ
リ
 ス
マ
 的
 教
祖
は
 、
 多
く
の
人
々
を
 引
 ぎ
 

。
そ
こ
で
重
要
な
の
は
教
義
や
瞑
想
で
は
な
く
、
奇
跡
な
の
で
 あ
 

音
信
愛
 数
 は
、
し
か
し
な
が
ら
一
方
で
他
の
霊
媒
た
ち
と
も
 一
 線
 

、
あ
ら
た
な
仏
教
の
可
能
性
を
模
索
し
て
い
る
。
こ
の
模
索
 こ
 そ
 

１
ム
国
家
マ
レ
ー
シ
ア
に
居
住
す
る
中
国
系
民
衆
た
ち
の
迷
い
 そ
 

を
 示
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
 

新
た
な
民
衆
宗
教
の
出
現
 

、
ビ
ル
マ
、
タ
イ
、
マ
レ
ー
シ
ア
に
お
け
る
民
衆
宗
教
の
世
界
 に
 

報
告
を
紹
介
し
た
。
同
じ
東
南
ア
ジ
ア
に
隣
接
す
る
国
で
あ
っ
  
 

語
も
異
な
れ
ば
、
支
配
的
な
宗
教
も
異
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
  
 

ぱ
 、
田
村
と
カ
ン
チ
ャ
ナ
パ
ン
の
報
告
す
る
民
衆
宗
教
の
新
た
 

も
 が
は
え
た
よ
う
な
も
の
で
、
ま
じ
め
に
受
け
入
れ
る
よ
う
な
 代
 

な
 

、
都
市
化
や
生
産
手
段
を
持
た
な
い
中
産
階
級
層
の
出
現
 と
密
 接
 

し
て
い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
同
じ
こ
と
は
、
少
数
派
で
あ
  
 

レ
ー
シ
ア
の
中
国
系
民
族
に
も
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
西
欧
の
 教
 

げ
て
育
っ
た
か
れ
ら
に
と
っ
て
、
伝
統
的
な
中
国
の
民
衆
宗
教
 @
 
ま
 

な
い
。
圧
倒
的
な
強
さ
を
誇
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
世
界
の
中
で
ど
 ら
ノ
 

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
 

 
 

ビ
ル
マ
の
国
家
次
元
で
の
精
霊
祭
祀
、
タ
イ
の
モ
 l
 ・
 ム
ア
ソ
 

 
 

、
マ
レ
（
 

 
 
 
 
 
 
 
 

｜
 シ
 フ
 の
観
音
信
愛
 
教
 、
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
貨
幣
経
済
の
浸
 透
と
 消
費
 

社
会
の
発
達
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
と
結
び
っ
い
た
個
人
主
義
的
な
 
考
え
方
 

と
 、
家
族
や
村
に
重
点
を
置
く
集
団
中
心
の
伝
統
的
価
値
観
 と
 の
 葛
藤
を
 

解
決
し
て
く
れ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
 よ
う
 。
た
だ
 
し
 注
意
し
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
宗
教
が
個
人
主
義
化
す
る
と
い
う
 こ
と
は
、
 

な
に
も
宗
教
的
価
値
が
内
面
化
し
禁
欲
的
に
な
る
こ
と
を
意
味
 す
る
の
で
 

は
な
い
。
ま
た
、
禁
欲
と
の
関
係
で
、
か
つ
て
の
プ
ロ
テ
ス
タ
 ン
テ
ィ
ズ
 

ム
 の
場
合
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
資
本
主
義
を
支
え
る
 勤
 剋
 さ
を
 重
 

祝
 す
る
倫
理
が
浸
透
し
て
い
く
と
い
う
の
で
忙
な
い
。
反
対
に
め
 
本
数
 は
ょ
 

り
 華
美
に
な
り
、
見
せ
物
化
し
て
い
く
。
そ
れ
性
生
産
と
結
び
 つ
い
て
い
 

る
の
で
は
な
く
、
消
費
の
世
界
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
 

人
 び
と
 は
 伝
統
的
 

共
同
体
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
、
刹
那
的
で
あ
る
に
せ
 よ
 新
た
な
 神
々
 と
の
 

出
会
い
、
新
た
な
ひ
と
と
の
出
会
い
、
新
た
な
共
同
社
会
の
創
 出
を
希
求
 

し
て
い
る
か
に
も
見
え
る
。
こ
う
し
た
宗
教
へ
の
関
わ
り
は
わ
 れ
わ
れ
 日
 

木
人
に
も
心
当
た
り
が
あ
る
は
ず
だ
。
 

民
衆
と
い
う
概
念
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
元
的
な
 宗
 ゑ
 理
解
 

を
 求
め
て
い
こ
 
う
 と
す
る
流
れ
に
た
い
し
、
政
治
的
な
支
配
 と
 対
立
を
認
 

め
 、
そ
こ
か
ら
従
来
神
話
や
儀
礼
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
の
分
析
で
 満
足
し
て
 

い
た
静
態
的
な
宗
教
研
究
の
あ
り
方
を
批
判
的
に
吟
味
し
ょ
う
 と
い
う
、
 

シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
の
当
初
の
意
図
は
、
田
村
ら
の
報
告
な
ど
を
 通
 じ
て
十
分
 



 
 

望
 

展
 

達
せ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

し
か
し
、
す
で
に
明
ら
か
な
 よ
う
 に
、
こ
の
こ
と
は
新
た
な
 三
 冗
 的
射
 

図
式
の
提
出
を
も
っ
て
満
足
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
 Ⅰ
 
、
 。
 -
 一
 

論
 的
な
視
点
 は
 、
あ
く
ま
で
一
元
的
な
視
点
へ
の
批
判
に
お
い
 て
 有
効
 

あ
っ
た
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
の
出
発
点
と
ほ
な
 っ
 て
も
、
 

遠
 点
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
平
地
社
会
の
報
告
に
つ
い
て
 言
，
え
 
ぱ
、
注
 

さ
れ
た
の
は
い
わ
か
る
村
落
宗
教
あ
る
い
は
民
俗
宗
教
で
は
な
 く
、
む
 

ろ
 日
本
で
い
え
ば
新
宗
教
に
当
た
る
よ
う
な
現
象
で
あ
っ
た
。
 そ
こ
か
 

、
民
衆
宗
教
を
単
純
に
伝
統
的
な
知
識
人
の
宗
教
と
対
立
さ
せ
 る
 わ
 け
 

は
い
か
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
現
実
は
 よ
 り
重
層
的
で
あ
 つ
 -
@
 

キ
ハ
 
。
 

れ
は
、
こ
う
し
た
宗
教
の
主
要
な
担
い
手
で
あ
る
中
産
階
級
の
 性
格
と
 

接
 に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
舌
ロ
 
ぅ
 ま
で
も
な
い
。
 

類
似
の
指
摘
は
、
山
岳
部
の
少
数
民
族
の
宗
教
 仁
 つ
い
て
の
 報
 告
 に
関
 

て
も
妥
当
す
る
。
二
元
論
的
に
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
 

少
 数
 民
族
 

支
配
民
族
に
対
立
す
る
均
質
な
集
団
と
み
な
す
こ
と
を
意
味
す
 る
 。
 し
 

し
 、
少
数
民
族
も
ま
た
、
権
力
と
の
関
係
で
複
雑
な
分
節
構
造
 を
 生
み
 

す
 。
こ
の
重
層
性
が
精
霊
祭
祀
の
複
合
的
な
性
格
と
密
接
に
関
 保
 し
て
 

る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
と
く
に
宗
教
と
 ジ
ヱ
ソ
ダ
 
１
 0
 間
 

が
し
ば
し
ば
討
論
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
従
来
の
宗
 教
 研
究
 

偏
り
を
考
慮
す
る
な
ら
特
筆
に
値
し
よ
う
。
最
後
に
、
筆
者
の
 考
え
を
 

べ
て
お
こ
う
。
 

九
 

新
た
な
宗
教
観
の
確
立
に
む
け
て
 

｜
ケ
ン
 
の
 
円
 消
費
す
る
欲
望
し
（
 
里
 Ⅰ
 
オ
の
コ
 
・
 
ワ
毛
 Ⅱ
 窪
お
 

ト
の
 
㏄
㏄
 

述 の 題い 出かを し 磨 こにら し 日 刊 で 元正 に 

い
っ
さ
い
ま
ま
 

@
 
さ
ぬ
 も
 壷
め
 
@
r
e
@
 

め
 ㏄
 ぉ
ま
 
Ⅰ
～
 め
ぃ
 
遠
さ
 い
雨
 さ
韓
も
～
ミ
心
目
ま
 

雨
べ
 
吋
も
き
 
ハ
 
%
 
 
。
円
仁
 

の
拭
 
こ
 %
 「
 ぬ
キ
卜
 す
 ま
 二
 %
 漆
ミ
驚
，
 
～
㏄
Ⅰ
～
１
目
も
～
 

4
.
 

目
ゴ
い
 
り
 い
 の
 0
 Ⅰ
 コ
匹
 -
 巳
 コ
 -
 
づ
 0
 円
空
 
ヰ
せ
 

巾
 ～
の
 
組
 ）
に
よ
る
と
、
一
八
世
紀
に
お
い
て
全
体
に
価
値
を
置
 く
 身
分
社
 

会
 が
解
体
し
、
「
民
主
化
」
へ
の
 

動
 ぎ
が
始
ま
る
。
ポ
リ
テ
ィ
 
力
 め
 ・
 エ
 

コ
ノ
ミ
ー
の
発
展
と
と
も
に
、
財
産
や
労
働
を
人
間
の
本
質
と
 す
る
平
等
 

な
 個
人
観
が
生
ま
れ
て
く
る
。
し
か
し
、
労
働
に
よ
っ
て
定
義
 さ
れ
る
 個
 

人
は
公
共
の
場
で
働
く
成
人
男
性
を
意
味
し
て
い
た
。
家
事
 労
 働
に
 従
事
 

す
る
女
や
子
供
は
、
平
等
な
個
人
Ⅱ
成
人
男
性
か
ら
な
る
世
界
 か
ら
排
除
 

さ
れ
て
い
た
。
換
言
す
る
と
、
一
九
世
紀
に
は
な
お
男
性
と
女
 桂
 あ
る
い
 

は
 成
人
と
子
供
と
の
間
に
は
本
質
的
な
（
か
つ
て
の
身
分
に
対
 応
 す
る
 ょ
 

う
 な
）
相
違
が
存
在
す
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
が
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
に
始
ま
る
進
化
論
は
、
性
差
は
本
質
 的
な
差
 

（
 
し
 胃
の
ぺ
の
 

コ
お
 ）
で
は
な
く
、
差
異
化
⑧
目
の
お
 コ （
 
@
p
 
ま
 o
 コ
 ）
の
 結
 栗
生
じ
た
 

も
の
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
し
た
。
一
九
世
紀
後
半
か
ら
 二
 0
 世
 紀
 初
頭
に
 

か
け
て
西
欧
で
発
達
し
た
性
科
学
（
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
）
も
ま
た
 、
消
費
 社
 

会
の
出
現
を
背
景
と
し
て
類
似
の
主
張
を
は
じ
め
る
。
す
な
わ
 ち
 、
男
性
 

と
 女
性
、
成
人
と
子
供
の
間
に
本
貫
的
な
相
違
を
も
 う
 げ
 ろ
こ
 と
は
、
 王
 

侯
 貴
族
と
平
民
の
間
に
本
質
的
な
相
違
を
も
づ
け
る
の
と
同
じ
 く
ら
い
 馬
 

鹿
 げ
た
こ
と
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

こ
 5
 し
て
進
化
論
に
基
礎
 を
 置
く
 諸
 

科
学
、
と
り
わ
け
性
科
学
は
「
民
主
化
」
の
 動
 ぎ
を
 さ
，
 
<
?
 
に
 促
 遣
 す
る
。
 

か
つ
て
は
ま
っ
た
く
異
質
と
考
え
ら
れ
て
い
た
存
在
が
差
異
化
 の
 結
果
と
け
 

 
 
 
 
 
 

み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

西
欧
社
会
で
進
化
論
や
性
科
学
が
担
っ
た
役
割
を
、
東
南
ア
ジ
 
 
 

現
在
宗
教
が
果
た
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
こ
で
は
 伝
 統
 的
な
 身
 



分
社
会
が
崩
壊
し
、
あ
ら
た
な
、
よ
り
個
人
主
義
的
な
人
間
観
 が
 生
ま
れ
 

つ
 っ
あ
る
。
そ
れ
は
、
仕
事
、
奉
仕
、
あ
る
い
は
生
ま
れ
に
 ょ
 っ
て
存
在
 

が
 全
体
と
の
関
係
で
規
定
さ
れ
て
い
る
存
在
で
は
な
く
、
む
し
 ろ
 欲
望
に
 

よ
っ
て
本
質
が
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
り
普
遍
的
か
つ
個
人
主
義
 的
な
人
間
 

の
 誕
生
で
あ
る
。
東
南
ア
ジ
ア
に
み
ら
れ
る
新
た
な
宗
教
運
動
 は
た
し
か
 

に
 、
都
市
化
や
近
代
化
、
国
際
化
と
い
っ
た
政
治
・
経
済
的
な
 変
化
に
よ
 

っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
筆
者
は
今
 回
の
シ
ン
 

ポ
ジ
ウ
ム
に
出
席
し
て
、
も
っ
と
積
極
的
な
意
味
合
い
を
宗
教
 に
 求
め
て
 

も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
 う
 に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
 
社
会
変
化
 

に
と
も
な
っ
て
生
じ
た
人
々
の
欲
求
を
満
た
す
た
め
に
新
た
な
 士
 
示
 教
 が
求
 

め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
た
受
け
身
の
宗
教
論
で
は
な
く
、
ま
さ
 は
こ
う
し
 

た
 欲
求
を
人
間
の
本
質
と
み
な
す
 ょ
 5
 な
考
え
を
生
み
出
す
大
 ぎ
な
動
き
 

の
 一
翼
を
、
社
会
変
化
と
の
弁
証
法
的
な
関
係
を
通
じ
て
精
霊
 祭祀
が
 果
 

た
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
東
南
ア
 レ
 ア
で
 生
 

じ
て
い
る
の
は
、
宗
教
を
媒
介
と
し
て
構
成
さ
れ
る
欲
望
の
主
 体
 と
し
て
 

の
 
「
個
人
」
か
ら
成
る
新
た
な
共
同
体
の
生
成
と
み
な
す
こ
と
 
も
で
き
よ
 

@
h
 

ノ
つ
 

つ
ぎ
に
こ
う
し
た
動
向
の
否
定
的
な
側
面
に
も
言
及
し
て
お
き
 -
@
,
 

ヰ
心
・
㌧
 

つ
 

｜
ケ
ソ
 に
 よ
 る
と
、
性
科
学
は
男
な
に
は
木
質
的
な
相
違
が
 あ
る
と
い
 

ぅ
 考
え
を
取
り
除
く
一
方
で
、
当
時
支
配
的
で
あ
っ
た
進
化
論
 に
 基
づ
い
 

て
 男
女
の
理
想
を
西
欧
の
現
状
に
求
め
、
そ
こ
か
ら
過
去
の
社
 会
や
異
文
 

他
社
会
に
認
め
ら
れ
る
よ
り
平
等
的
な
男
な
の
関
係
を
、
差
異
 化
が
十
分
 

進
ん
で
い
な
い
未
開
な
も
の
と
し
て
否
定
的
に
と
ら
え
た
。
 っ
 ま
り
、
 
一
 

九
世
紀
末
の
西
欧
社
会
に
お
け
る
性
差
別
を
、
差
異
化
の
も
っ
 と
も
文
明
 

的
な
結
果
と
し
て
正
当
化
し
よ
 う
 と
し
た
の
で
あ
る
。
 

こ
う
し
た
視
点
か
ら
、
東
南
ア
ジ
ア
で
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
 民
 族
 問
題
 

を
宗
教
に
 
よ
 る
「
民
主
化
」
の
否
定
的
な
側
面
と
し
て
と
ら
え
 る
こ
と
は
 

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
宗
教
を
媒
介
と
し
て
個
人
主
義
的
な
 新
た
・
な
入
 

間
 観
が
生
ま
れ
う
 
つ
 あ
る
が
、
他
方
で
、
新
し
い
排
除
の
 メ
ヵ
 ニ
才
六
ム
 
が
 

育
ち
っ
 
っ
 あ
る
の
で
は
な
い
の
か
。
よ
り
微
細
な
差
異
が
問
わ
 ね
 、
こ
れ
 

を
 差
別
的
に
固
定
す
る
と
い
う
動
き
が
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
 、
の
，
 

Ⅰ
 
カ
 。
 

た
し
か
に
、
民
族
問
題
を
宗
教
の
問
題
に
還
元
す
る
 め
 げ
に
は
 
 
 
 
 、
よ
 

力
方
Ⅰ
 
、
 

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
民
族
問
題
に
お
い
て
宗
教
が
果
た
し
て
 い
る
役
割
 

を
た
ん
な
る
政
治
経
済
的
な
要
因
の
副
次
的
な
現
象
と
す
る
 立
 場
 に
も
 問
 

題
 が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
 う
 に
、
宗
教
 に
た
 い
す
 

る
 従
来
の
考
え
を
変
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
 う
 か
ら
だ
。
 

一
 0
 
 お
わ
り
に
 

七
日
間
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
て
痛
感
し
た
こ
と
は
、
 欧
 米
 志
向
 

0
 日
本
の
宗
教
研
究
が
い
 き
 ，
つ
ま
り
を
み
せ
て
い
る
今
こ
そ
、
 
ア
ジ
ア
 と
 

0
 対
話
を
通
じ
て
、
宗
教
に
関
す
る
社
会
科
学
的
な
前
提
を
再
 検
討
す
る
 

必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
 

な
お
、
こ
の
シ
ン
ボ
ジ
 ゥ
ム
 の
 戎
 呆
は
英
文
の
論
文
集
と
し
て
 今
年
中
 

に
 シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
よ
り
刊
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
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0
 
 「
宗
教
研
究
」
編
集
委
員
会
 

日
時
平
成
四
年
三
月
四
日
（
水
）
六
時
 

場
所
学
士
館
本
郷
分
館
 

出
席
者
 
島
薗
進
 、
末
木
女
 美
士
 、
田
島
照
久
、
鶴
岡
 賀
雄
 、
 林
淳
 、
 

星
野
英
紀
 

議
題
 

一
 、
「
宗
教
研
究
」
第
六
五
巻
第
三
（
二
九
 

0
 号
 ）
刊
行
報
告
 

一
 、
「
宗
教
研
究
」
第
六
五
巻
第
四
（
二
九
一
号
）
刊
行
予
定
報
 
生
口
 

一
 、
「
宗
教
研
究
」
第
六
六
巻
第
一
（
二
九
二
号
）
、
第
六
六
巻
 

第
 一
 

（
二
九
三
号
）
編
集
方
針
 

0
 常
務
理
事
会
 

日
時
平
成
四
年
四
月
一
八
日
（
 土
 ）
午
後
一
時
 

場
所
本
郷
会
館
会
議
室
 

出
席
者
安
斉
 伸
 、
 井
門
富
 二
夫
、
植
田
重
雄
、
上
田
 閑
照
 、
 江
島
忠
 

教
 、
金
井
新
三
、
島
 薗
進
 、
鈴
木
箆
入
、
田
丸
 徳
著
 、
中
村
 

慶
治
郎
、
華
国
穂
 麿
 、
宮
家
宰
、
脇
本
平
他
 

議
題
 

一
 、
平
成
四
年
度
日
本
宗
教
学
会
評
議
員
選
考
委
員
選
挙
日
程
の
 決
 

定
 

五
月
一
四
日
（
木
）
投
票
資
格
（
会
費
納
入
状
況
）
に
つ
い
て
 

  

木立 

俺ルト ま十 

  

0
 
理
事
会
 

日
時
平
成
四
年
四
月
十
八
日
（
土
）
午
後
一
時
半
 

場
所
本
郷
会
館
会
議
室
 

出
席
者
安
斉
 伸
 、
阿
部
美
哉
、
井
市
富
二
夫
、
池
田
昭
、
植
田
 

重
雄
、
 

上
田
 閑
照
 、
江
島
忠
致
、
金
井
新
三
、
補
正
弘
、
桜
井
徳
人
 

郎
 、
佐
々
木
 宏
幹
 、
農
園
 進
 、
鈴
木
艶
人
、
芹
川
博
通
、
高
 

崎
 直
道
、
田
九
徳
 善
 、
寺
川
俊
昭
、
中
野
 幡
能
 、
中
村
慶
治
 

ぬ
 、
 華
薗
聴
麿
 、
前
田
恵
 寧
 、
前
田
専
 串
 、
松
木
浩
一
、
松
 

本
渡
、
宮
家
 準
 、
脇
本
甲
 也
 、
坂
上
雅
 翁
 

 
 
 
 

議
題
 

 
 
 
 
 
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
第
五
一
回
学
術
大
会
に
つ
い
て
 

九
月
一
二
日
（
土
）
 
@
 
一
四
日
（
月
）
の
間
、
淑
徳
短
期
大
学
 
2
4
3
 

で
 行
わ
れ
る
こ
と
が
、
開
催
 校
 で
あ
る
淑
徳
短
期
大
学
の
芹
川
 

0
 通
知
発
送
 

六
月
一
三
日
（
土
）
有
権
者
資
格
締
切
 

六
月
二
四
日
（
水
）
選
挙
管
理
委
員
会
（
有
権
者
資
格
認
定
）
 

七
月
一
五
日
（
水
）
投
票
用
紙
発
送
 

八
月
八
日
（
土
）
投
票
受
付
締
切
 

八
月
一
五
日
（
土
）
選
挙
管
理
委
員
会
（
開
票
）
 

九
月
五
日
（
土
）
評
議
員
選
考
委
員
会
 

九
月
一
四
日
（
月
）
評
議
員
選
考
委
員
会
 

一
 、
選
挙
管
理
委
員
長
選
出
 

互
選
に
よ
り
鈴
木
施
入
氏
を
選
挙
管
理
委
員
長
に
選
出
し
た
。
 



博
道
理
事
ょ
り
報
告
さ
れ
、
了
承
さ
れ
た
。
な
お
日
程
の
概
要
 

は
 以
下
の
通
り
で
あ
る
。
 

九
月
一
二
日
（
 土
 ）
公
開
講
演
会
、
理
事
会
 

一
 三
日
（
日
）
研
究
発
表
、
評
議
員
会
、
懇
親
会
 

一
四
日
（
月
）
研
究
発
表
、
総
会
 

一
 、
平
成
四
年
度
日
本
宗
教
学
会
賞
選
考
委
員
に
つ
い
て
 

今
年
度
の
選
考
委
員
と
し
て
、
坂
井
信
 生
 、
申
高
秀
夫
、
申
 野
 

幡
能
 、
奈
良
康
明
、
藤
井
正
雄
、
キ
 ト
炭
臼
 ㌍
、
 幸
 日
出
男
、
 

の
 士
民
が
選
任
さ
れ
た
。
 

一
 、
宗
教
学
会
新
入
会
員
の
認
定
基
準
に
つ
い
て
 

こ
れ
ま
で
の
議
論
を
受
け
、
学
会
事
務
局
作
成
に
 よ
 る
学
会
へ
 

の
 入
会
申
込
用
紙
の
改
訂
草
案
を
検
討
し
、
入
会
申
請
者
の
業
 

績
や
研
究
者
と
し
て
の
あ
り
方
を
明
確
に
把
握
し
 ぅ
る
 形
式
の
 

も
の
と
す
る
こ
と
で
、
合
意
に
達
し
た
。
ま
た
会
員
（
普
通
会
 

員
 、
維
持
会
員
）
お
よ
び
準
会
員
の
区
別
等
に
つ
い
て
も
周
知
 

さ
せ
る
べ
ぎ
で
あ
る
こ
と
が
、
確
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
新
入
会
員
に
つ
い
て
 

別
記
四
八
人
が
入
会
を
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
円
宗
教
研
究
三
編
集
委
員
の
交
代
に
つ
い
て
 

従
来
編
集
委
員
で
あ
っ
た
井
上
順
孝
氏
に
代
わ
っ
て
 、
 新
た
に
 

石
井
研
士
民
が
編
集
委
員
と
な
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
日
本
学
術
会
議
哲
学
研
究
連
絡
委
員
会
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
  
 

に
つ
い
て
 

同
委
員
会
委
員
藤
田
富
雄
氏
に
か
わ
り
、
上
田
会
長
ょ
り
、
 左
 

0
 第
二
回
日
本
学
術
会
議
哲
学
系
シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
 

日
時
平
成
四
年
一
 
0
 月
 二
七
日
（
火
）
 一
 三
時
半
 f
 

一
七
時
 

場
所
日
本
学
術
会
議
大
会
議
場
 

主
題
「
 空
 」
 

ま
た
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
日
本
宗
教
学
会
が
他
学
会
と
共
に
 

後
援
す
る
こ
と
、
会
議
の
経
費
と
し
て
、
前
回
と
同
様
、
一
 

万
円
の
酸
金
を
支
払
う
こ
と
が
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
科
学
研
究
費
審
査
委
員
の
配
分
に
つ
い
て
 

前
田
恵
 畢
 理
事
よ
り
以
下
の
事
情
に
つ
き
、
説
明
が
あ
っ
た
。
 

科
研
費
の
分
科
細
目
妻
「
哲
学
」
の
中
に
、
「
日
本
思
想
史
」
 

「
社
会
思
想
史
」
「
比
較
思
想
」
の
三
学
会
が
、
「
思
想
史
」
と
し
 

て
 新
た
に
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
「
第
二
段
審
査
」
 

は
 審
査
委
員
の
定
員
枠
が
四
名
と
決
ま
っ
て
い
る
た
め
、
「
 思
 

想
定
」
を
第
二
グ
ル
ー
プ
（
中
国
哲
学
、
印
度
哲
学
、
宗
教
学
）
 

に
 加
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Religion of Ancient Mesopotamia 
and Studies of Folk Religions 

Kazuko WATANABE 

Abstract: Some methods of religious studies for ancient religions have 

been proposed also in the world of religious studies in Japan. Among 
them there are, however, very few which aim at a systematical under- 
standing of ancient religions. The religions of the Ancient Near East 
have been argued only eclectically, mostly in the framewcrk of biblical 

studies, and have not been understocd as a whole. At present the field 
of research on the Ancient Near East is divided into several parts; for 
example the relevant texts are treated by philolcgists, the figurative art 
by archaeologists. Neither religicus texts nor religicus figurative art have 
been seriously inquired into from the point of view of the interests of 

religious studies. It is especially difficult to represent the religion of 

Ancient Mesopotamia as a whole, because of its diversity and of the 

constant infusion of new material. Therefore, it is important to elucidate 
their internal relations and is insufficient to argue individual religious 

phenomena by the methods of the phenomenological study of religions. 
Ancient religions have many aspects in ccmmcn with folk religions. 
From the viewpoint of the apprcaches to folk religion which consider 
ancient religions to be folk religions it would be feasible to study both 

religious texts and the religious figurative art of Ancient Mesopotamia 
synthetically in order to open the path to a systematical understanding 
of the religion of Ancient Mesopotamia. 



Religious Research and "Encounter-type" Field Work 

Nobutaka INOUE 

Abstract: Field work is one of the important research methods in the 

study of religion. Field work, which engages the human person, is filled 

with several subtle problems. In a method which takes a specific inform- 

ant as its object and proceeds to an inquiry based on the information 

gathered there, between the researcher and the informant problems, 
including human relations, which both precede and surpass the research 
are engaged. Certain anthropologists have shown an acute awareness of 
these problems and have been carrying on the discussion concerning 
them. In the study of religion as well, where field work based on varicus 
techniques has become a popular research method, this is a theme which 

needs to be seriously examined. In this paper "encounter-type" field 

work, indicating the situation where the researcher and informant come 
face-to-face on a personal level, and through this encounter establish a 

new human relationship which has the possibility of mutually influencing 
them in the future, is proposed as a new category for discussing field 

work. Furthermore, in matters relating to religion what kinds of special 
characteristics emerge when this "encounter-type" field work is employed 
are discussed. 



Comparative Study of Asian Folk Religion 

Masataka SUZUKI 

Abstract: In this paper, after reviewing the theoretical history of the 
comparative study of folk religion, centering on religious anthropology, 

we will take a view of the Asian scene and examine the overall trend 
of studies in that area. As its major problems, issues such as the follow- 
ing will be raised: How can we overcome the ambiguity surrounding 
the concept of folk religion? Even while limiting our examination to 

the Asian scene, how are we to handle the diversity and the social 

change present within that region? On what basis and with what me- 
thodology is a comparison to be made? How are we to classify and de- 

scribe the various aspects of the mixtures which are found there? As 
themes for further research the following issues will be propcsed: taking 

seriously religious complexes, examining the logic, expression, and inter- 

pretation of the manifestations of the syncretic situation; a critical 
reexamination of the tendencies of previous comparisons, slated as they 

are towards diffusion theories and the rec~nstruction of history; a re- 

examination of the concepts, terms, and methcds used to link in a com- 
parative way area studies and case studies. Taking folk religion as the 
ground from which the variety of value systems are born, it is important 
to turn our attention to the competitive relationship contained in the 
broad framework of state and people. 



La position du chamanisme dam 
L' Histoire des religions au Japon 

Shoichiro TAKEZAWA 

Abstract: Parmi de nombreuses etudes concernant les cultes de possession 
ou les traditions chamanistiques dam l'histoire religieuse japonaise, on 

peut discerner deux orientations. La premiere est celle psychologique ou 
"phi.nom6nologique"; inspir6s par I'ouvrage de M. Eliade, les chercheurs 

travaillant dans cette perspective mettent l'accent sur la transe ou 
l'extase du chaman, qui, d'apres eux, permet 2 ce dernier d'obtenir une 
conscience religieuse profonde et innovatrice. La deuxieme orientation 
est celle sociologique; les chercheurs qui menent leurs recherches dans 
cette perspective ont r6ussi 5 constater la plasticit6 ou la variabilitk des 

cultes de possession (le ncmbre illimit6 des g6nies inclus dans un culte, 

le circuit ouvert entre le sacr6 et le profane, les fonctions sociales ind6- 

termin6es que remplit le chaman) ; ils sont ainsi amen& 5 consid6rer les 
cultes de possessien comme les formes transitoires de la religion. C'6st 
cette plasticit6 des cultes de possession dont ont profit6 les grandes figures 

religieuses de la fin du Shogounat pour fonder les nouvelles sectes reli- 
gieuses, telles les Tenri-kyo, Konko-kyo et Omoto-kyo. 



Retrospect and Prospect 
on Shugyo Studies in Japan 

Yoshimasa IKEGAMI 

Abstract: In the history of Japanese religious studies, it was Hideo 
Kishirnoto who first stressed the importance of the systemic study of 
shugy6 (spiritual exercises). Although a quarter century has passed since 
his death, his thesis has not yet been fully developed. Focusing on three 
prominent features of shugyo, namely the physical-actional, the subjec- 
tive-voluntary, and the typical-organizational, this paper reviews criti- 

cally the various works of Kishimoto himself and subsequent scholars. 

In relation to the physical-actional feature, the author comments mainly 
on the psychosomatic theory of Yasuo Yuasa. Such theories as the one 
Yuasa has proposed contain the possibility of attaining a new scientific 

perspective on the problem, but at the same time there is the danger 
of their negating all the intellectual orders. 

As to the subjective-voluntary feature, problems in the study of folk 

shamans, and concerning the typical-organizational feature, the sociolo- 

gical aspects of shugyo, are discussed respectively as the main theme. 

Owing to the many works based on intensive field research, it has been 
made clear that shugy6 is a complex phenomenon in which the individual 
existential intentions and various sccial controls are melted into one 
another, and that the religious character of the ccshugy6-culture" often 
diffuses into the various realms of everyday life, such as social morality. 

This paper also points out the significance of the fact that throughout 
Japanese history women have not been well-acquainted with shugyo. 



The Somatologies of Religious Experience 

Hirofumi TSUSHIRO 

Abstract: Eliade's Yoga and Shamanisnz are typical of works in the 
phenomenology of religion which focus on the religious experience of 

magico-religious specialists such as the mystic and shaman. In contrast, 
KISHIMOTO Hideo is forerunner of a current of research which focuses 
on the physcial body as the locus of religious experience. Both kinds of 
research demonstrate concerns with religious experience or the body, but 
they adopt different methodologies in their searches. The former focus 
on the practical exercise of religious techniques, while the latter go so 
far as to adopt a physically-oriented scientific or experimental method. 
In addition, however, we can point to a number of interdisciplinary 
researches as well, in which physical scientists co~perate with cultural 
scientists in the attempt to measure various values of ki. 



The Acceptance and Development of 
Jungian Psychology in Japan 

Manabu WATANARE 

Abstract: The past 20 years have seen a widespread acceptance and 

development of C.G. Jung's analytical psychology in Japan. Professional 

opinion remains divided regarding Jung's theories, however, prompting 

continuing research on its meaning and significance. 

Under the influence of Jungian psychology a shift in emphasis has 

occurred in the field of psychology of religion, from the analysis of the 

religious personality to the analysis of religious experience. Jung's belief 
that the human soul is by nature religious inspired a broadening and 

diffusing of the field's research parameters to include such topics as 

mythology, legends, folktales, etc. 
What is special about the Japanese development of Jungian thought 

is its use of Jung's theories as a key to understanding the distinctive 

psychology of the Japanese. Hence the above-mentioned Jungian analyses 

of folktales and the Kojiki carried out in Japan are seen as a means of 

investigating the Japanese psyche. 
To date few biographical analyses have been made of religious figures 

in Japanese history. Several psychologists have recently commenced such 

research, however, and it is hoped that work in this area will continue. 



Problems of Nothingness 
-On Nishitani's Philosophy of Religion- 

Akira OMINE 

Abstract: The principle of mu (nothingness) or ku (emptiness), which 
has attained great development in Mahayana Buddhism, has also been 

taken over accurately in Japanese Buddhism. However, even outside of 

the realm of Buddhist doctrine and faith, as the so-called mujo-kan (feeling 
of impermanence), this concept has permeated the arts and literature, 
and even the life-sentiments of the general public. In the philosophy of 

Kitaro Nishida and Keiji Nishitani this concept is brought to bear not 
only within the cultural region of Buddhist thought, but also in a differ- 

ent cultural setting, namely in Western thought and in the confronta- 

tion with science. Here we can see an effort to search for a synthesis 
through the confrontation of Eastern and Western thought, by way of 

the principle of absolute nothingness. Nishida expressed this theme as 
the logical representation of absolute nothingness. In contrast to Nishida's 
philosophy, centered as it was on the problem of natural science, in 

Nishitani the confrontation with the nihilism at the depth of scientific 
technology forms the foundation of his thought. Nishitani held the posi- 
tion that the problems faced by modern civilization could no longer be 

solved by the established religions and philosophy. In Nishitani the 
investigation of nothingness was an existential experiment, in a manner 

of speaking, a search for a way of escape. 




