
阿
部
五
姓
 

 
 

下
 （
の
ヨ
ロ
の
の
 

 
 

間
の
歴
史
を
こ
 

 
 

し
め
る
の
が
 自
 

 
 

0
 世
界
で
あ
 っ
 

 
 

れ
て
い
る
人
間
 

 
 

る
か
。
こ
の
 二
 

 
 

根
捷
ず
 げ
ら
れ
 

 
 

ぅ
 る
か
。
そ
れ
 

 
 

元
悪
は
如
何
に
 

 
 

 
 

志
の
根
源
的
便
 

 
 

た
も
の
と
し
て
 

 
 

に
基
 く
も
の
と
 

 
 

。
動
機
に
 放
け
 

 
 

り
そ
の
顛
倒
を
 

 
 

か
る
心
術
の
革
 

 
 

次
 的
改
良
に
 止
 

 
 

の
 欠
如
に
も
か
 

 
 

現
さ
れ
る
。
 

研
究
報
告
 

悪
は
 
つ
い
て
の
一
考
察
 

｜
 l
 カ
ン
ト
に
於
け
る
悪
の
問
題
 
｜
｜
 

ら と さ て 李 と 上人 個 類 と 宗教れる力し ょ、 却つ 和の して に実 間の とし 

。 と 。 て理 「 現 歴て し 
を人心俳 徳 さ 史 の て 
一間 術 はの ， ht. は 人 の 
つ のの 見法 な こ 間人   

しは 則 る 従 は終史歴 
め神ち教 う な る は 史 
るの 善 全音 ら べ見 は   

こ的 無念 共 そ は る 公   

に於 釣的の 類 道 実の 
よて接に実 の徳 現建 

債笘詣竺宅金馨 伝語 
元て 理致 あ 自 因 て於   

克 すて きか 対にす 穫 

服るのもくす に。 みめ てる 全 人 るに 。 達   

  
る秘勝 おでと研の 超   自   

れ天象の 呼 求 
然 ， ． 

る 心が特 応め   と 

に態約 一 そ 
、 に在 方 の う 里 

面あ 在で 経 よ 

  

  

的 、 し さ い 
持木 宗 て ぐ て 
質 忌数 似 る の 
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Ⅰ
 一
 

 
 

は
 経
過
 が
起
 

 
 

的
 連
関
に
つ
い
 

ガ
 タ
ー
に
於
け
る
 宣
 議
論
の
構
造
的
理
解
 

 
 

、
そ
れ
に
於
て
 

今
井
 
尼
 
"
 

は
 、
よ
り
基
礎
的
に
「
 聖
 」
の
観
念
が
あ
げ
ら
れ
る
。
 

 
 

ほ
 つ
い
て
 

 
 

の
 一
づ
ノ
イ
 

L
.
 
モ
 

 
 

 
 

の
 構
造
の
理
解
に
は
可
成
り
の
転
移
 

 
 

宣
 義
と
聖
化
の
 

は
 次
の
よ
う
に
辿
っ
て
 ゆ
 ぎ
た
い
。
 

 
 

 
 

化
へ
の
必
然
性
が
不
明
瞭
と
な
り
 

 
 

 
 

た
 。
こ
れ
に
対
決
ぜ
る
ル
タ
 一
 ル
ネ
 

 
 

 
 

ゼ
 l
 ベ
ル
ク
、
 

E
.
 

ゼ
一
 ベ
ル
ク
、
 

 
 

 
 

の
 関
連
 ザ
け
、
 結
び
合
せ
を
強
調
、
 

 
 

 
 

に
お
け
る
 宣
 義
は
背
後
に
退
げ
ら
れ
 

 
 

 
 

ず
く
 宣
 義
の
極
小
化
に
陥
り
、
カ
ト
 

 
 

 
 

ゆ
く
危
惧
を
除
 き
 得
な
い
。
 

 
 

立
場
の
限
界
か
 

 
 

か
か
る
正
統
 

 
 

 
 

再
訂
正
を
加
え
、
義
化
な
る
日
的
に
 

 
 

謂
わ
ば
こ
こ
に
  

 

宣
義
 に
対
し
、
 

 
 

 
 

げ
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ル
タ
一
に
ょ
り
 方
 

 
 

 
 

の
宣
 叢
論
 構
浩
は
 、
あ
く
 迄
 、
 宣
義
 

の
裏
打
ち
と
考
え
た
い
。
 

 
 

が
因
 と
し
て
、
 

 
 

 
 

み
 出
し
て
ゆ
く
過
程
で
あ
る
。
 極
 

 
 

 
 

ず
る
聖
化
も
終
始
、
 宜
義
 に
包
 

 
 

あ
げ
る
。
  

 

表
面
の
強
調
が
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研 

究 

報 

告 

      

 
 

於
け
る
根
本
 

問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
 

ズ
カ
 

 
 

な
 存
在
で
は
 

 
 

精
神
を
内
か
ら
 

 
 

仕
方
で
人
問
に
 

 
 

在
が
 
「
神
か
ら
」
 

 
 

は
死
一
ビ
 
あ
り
、
 

 
 

に
な
る
事
で
あ
 

 
 

 
 

が
 神
の
存
在
の
 

 
 

り
そ
れ
が
人
間
 

 
 

す
る
。
こ
の
 

 
 

元
始
又
は
終
末
 

 
 

え
ら
れ
 ぅ
る
 。
 

 
 

の
で
な
く
、
今
 

 
 

今
日
は
元
始
 や
 

 
 

永
遠
の
渦
 去
と
 

 
 

遠
の
過
去
と
未
 

 
 

と
が
で
き
る
。
 

 
 

 
 

そ
れ
は
時
の
流
Ⅱ
 

久
保
 
沖
成
 

上 

田 

閑 

照 

神 

の 

時 

神
の
存
在
の
証
明
 

 
 

の
 真
義
で
は
な
 

 
 

と
 菜
の
共
働
 王
 

 
 

義
と
 聖
化
か
相
 

 
 

な
く
、
根
源
的
 

 
 

お
ら
ね
ば
な
ら
 

 
 

W
 、
信
仰
の
技
 

 
 

月
日
 コ
 「
㏄
 

0
.
0
 

）
 

 
 

め
 宙
の
に
一
元
化
 

す
る
。
 

 
 

 
 

 
 

て
 自
分
の
存
在
 

 
 

云
 う
 意
味
を
も
 

つ
て
来
る
。
 

 
 

し
 」
に
も
つ
 

 
 

か
し
と
云
 
う
根
 

 
 

根
源
か
ら
離
れ
 

て
 行
く
か
を
考
え
て
み
た
の
で
あ
る
。
 



 
 

 
 

し
 現
実
に
は
、
人
間
は
自
己
を
神
 か
 

 
 

 
 

、
自
己
中
心
的
に
生
き
て
い
る
。
 こ
 

 
 

 
 

の
 主
体
的
な
責
任
で
あ
る
が
、
他
方
 

 
 

 
 

て
あ
る
Ⅰ
人
間
は
人
間
と
し
て
生
 き
 

 
 

 
 

自
由
な
る
も
の
と
し
て
割
ら
れ
た
 筈
 

 
 

 
 

し
て
い
る
。
こ
の
状
態
を
打
ち
破
る
 

 
 

 
 

れ
る
も
の
て
あ
る
。
 
救
払
 に
お
 い
 

 
 

 
 

の
 結
合
と
も
呼
ぶ
べ
 き
 人
間
の
罪
の
 

 
 

 
 

し
く
行
使
し
て
、
神
と
の
人
格
的
な
 

 
 

 
 

と
こ
ろ
て
こ
れ
は
、
人
格
的
な
関
係
 

 
 

 
 

的
に
固
定
せ
し
め
ら
れ
で
し
ま
う
の
 

 
 

 
 

る
 事
実
に
常
に
面
し
つ
つ
、
し
か
も
 

 
 

 
 

こ
の
関
係
が
現
実
的
に
な
っ
て
く
る
 

 
 

に
 基
礎
付
け
る
  

 

を
 結
び
つ
け
て
 

 
 

 
 

ラ
ア
マ
詩
 五
・
二
五
）
こ
れ
は
千
両
 

 
 

 
 

し
か
に
言
葉
の
矛
盾
で
あ
り
、
信
仰
 

 
 

る
と
思
う
。
 

 
 

解
し
て
直
接
法
 

 
 

に
 義
人
に
し
て
 

救
 

払
の
現
実
 

 
 

法
 神
学
も
 、
真
 

 
 

、
信
仰
に
お
け
 

幸
 

日
出
男
 

 
 

 
 

で
は
な
い
か
と
 

 
 

 
 

ら
れ
て
吹
に
そ
の
自
由
に
伺
っ
て
 

 
 

て
あ
る
と
い
う
 

 
 

な
く
、
命
令
が
 

四
 

152 



    

批
判
哲
学
の
成
立
は
、
経
験
論
的
懐
疑
論
 

の
 統
一
に
 よ
 る
が
、
そ
れ
は
感
性
 と
 悟
性
の
 

客
観
的
対
象
に
如
何
に
し
て
妥
当
ず
る
か
を
 

論
理
の
根
源
的
統
一
を
基
礎
付
け
る
こ
と
で
 

心
理
の
越
権
、
独
断
論
は
心
理
に
対
す
る
 論
 

る
 。
従
っ
て
 カ
ソ
ト
 の
茨
の
多
い
批
判
の
小
 

で
 貫
か
れ
て
い
る
。
心
理
と
論
理
と
の
根
源
 

の
事
実
の
根
源
的
意
味
に
基
か
ね
ば
な
ら
ぬ
 

の
 優
位
を
認
め
る
論
理
に
墓
く
が
、
そ
れ
は
 

覚
 に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
た
、
生
の
源
泉
で
あ
 

於
て
実
存
的
自
由
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
 

を
内
在
す
る
人
間
に
放
い
て
、
自
由
と
必
然
 

出
来
な
い
。
従
っ
て
両
者
を
二
律
背
反
と
認
 

徳
の
世
界
を
実
践
的
に
確
立
し
た
の
で
あ
る
 

論
 に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
た
道
徳
の
世
界
は
常
 

研
究
報
告
 

理
性
の
限
界
と
神
の
問
題
 

と
合
理
論
的
独
断
論
と
の
克
服
と
 

結
合
に
よ
っ
て
、
主
観
 
的
 表
象
が
 

示
す
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
心
理
と
 

あ
る
。
懐
疑
論
は
論
理
に
対
す
る
 

理
の
越
権
に
よ
っ
て
 
課
 ま
れ
て
い
 

径
は
感
性
と
理
性
の
限
界
の
問
題
 

的
 統
一
は
、
両
者
を
支
え
る
「
 

生
 」
 

。
即
ち
カ
ン
ト
哲
学
は
実
践
理
性
 

感
性
と
理
性
の
限
界
の
実
存
的
 

自
 

り
 、
ル
ソ
一
の
自
然
は
カ
ン
ト
に
 

。
経
験
的
性
格
と
回
想
 
的
 性
格
と
 

と
を
理
論
的
に
統
一
す
る
こ
と
は
 

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
 
、
 反
っ
て
 道
 

。
こ
の
ヨ
色
の
Ⅱ
占
お
す
の
弁
証
 

に
 自
由
 と
 必
然
に
よ
っ
て
ひ
 
き
さ
 

相
田
 

煙
道
 

カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
に
於
け
る
 

 
 

聞
く
事
に
お
い
 

 
 

が
 打
ち
破
ら
れ
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

救
 う
 も
の
は
神
 

 
 

ン
ト
自
身
の
実
 

 
 

か
れ
る
の
は
、
 

 
 

に
よ
り
開
示
さ
 

 
 

よ
っ
て
神
の
国
 

 
 

神
の
認
識
が
不
 

 
 

る
 。
こ
こ
に
 信
 

 
 

存
曲
 目
覚
が
あ
 

る
 。
 

 
 

り
を
ま
ぬ
か
 

 
 

は
、
 神
と
の
 対
 

 
 

な
ら
な
い
。
 

ヵ
ン
ト
 の
神
の
存
在
証
明
の
問
題
 

l
 １
・
理
論
的
側
面
に
於
け
る
批
判
前
期
と
 

批
判
 潮
 の
間
 題
｜
｜
 

田
中
英
三
 

 
 

る
 。
然
も
其
 

 
 

は
 理
論
的
証
明
 

 
 

。
そ
の
根
は
批
 

 
 

存
す
る
。
前
期
 

 
 

。
認
識
の
可
能
 

 
 

興
 え
っ
 っ
 基
体
 

五
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論
理
的
述
語
で
 

 
 

絶
対
的
存
在
に
 

 
 

ゆ
の
可
能
性
」
を
 

 
 

と
し
て
展
開
し
 

 
 

根
拠
と
し
て
 現
 

 
 

存
在
証
明
の
根
 

 
 

い
 。
其
処
に
 カ
 

 
 

い
た
。
其
の
後
 

 
 

立
場
と
し
て
 現
 

 
 

理
の
規
準
は
人
 

 
 

論
 」
で
は
 爾
包
 

 
 

に
 必
然
で
も
 最
 

 
 

係
か
ら
理
念
と
 

 
 

残
 浮
か
あ
っ
 

 
 

理
論
的
証
明
の
 

 
 

し
 神
の
存
在
の
 

 
 

的
な
考
え
方
か
 

 
 

 
 

 
 

切
が
 此
の
原
，
 
型
 

 
 

い
た
点
に
於
て
 

 
 

の
 n
i
 
の
 臣
 ま
り
の
 

0
i
 

の
 ロ
ヱ
曲
 
Ⅰ
目
口
と
 

の
 法
則
を
根
本
原
則
の
 
一
 っ
と
 し
 

一
般
に
矛
盾
は
許
さ
れ
な
い
。
 
ァ
 

b
 ）
に
於
て
此
の
点
を
力
説
し
て
 

定
が
 或
る
何
等
か
の
立
場
か
ら
間
 

的
に
立
問
の
対
象
と
な
る
で
あ
ろ
 

に
 於
て
も
そ
う
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

性
の
根
拠
と
此
処
に
論
述
す
る
 会
 

し
て
信
仰
の
木
質
規
定
に
関
し
て
 

る
よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
 

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
関
連
す
る
も
 

る
 。
信
仰
に
於
け
る
論
理
が
屡
々
 

は
 何
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
か
 

の
 必
然
性
を
解
明
す
る
こ
と
が
 
正
 

こ
の
研
究
で
あ
る
。
こ
の
提
示
の
 

@
O
 

下
口
㏄
口
器
（
 

目
岸
の
 
@
 の
 0
 コ
 片
の
の
の
 

i
0
 

目
口
口
 

り
の
 日
い
圧
 り
目
 ぎ
 9
 
 の
。
 
可
 。
 

の
 P
 Ⅰ
 0
 
 
白
の
 
ヰ
 
が
 臣
 （
の
 

宙
宙
の
 
Ⅱ
の
 目
 
e
:
 
の
 ヰ
 ロ

ト
 
す
 ・
 H
.
 
の
 0
 口
 ・
 H
 

の
ロ
ト
ロ
Ⅰ
の
ヱ
憶
 

の
 Ⅱ
の
 
，
屈
 
Ⅰ
Ⅱ
目
口
り
の
）
竹
口
Ⅰ
 

ト
 
/
 の
 ロ
ロ
 
づ
 守
 

の
 
ロ
 ㏄
 C
i
 

Ⅱ
の
日
の
七
Ⅱ
（
由
の
の
お
 

，
が
 
戸
ロ
 
の
仁
 
由
 り
 Ⅰ
の
れ
の
・
 

住
戸
田
六
三
郎
 

称
せ
ら
れ
て
来
た
所
謂
古
典
論
理
学
は
矛
盾
 

て
 重
要
 覗
 し
て
い
る
。
学
的
真
理
に
於
て
は
 

リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
オ
ル
ガ
ノ
ン
（
一
七
 a
 、
 

い
る
り
し
か
し
な
が
ら
矛
盾
と
そ
の
概
念
 
規
 

題
 と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
論
理
学
自
体
が
必
然
 

ぅ
 。
そ
れ
は
形
式
の
面
に
於
て
も
内
容
の
面
 

今
 か
か
る
 立
 問
の
成
立
す
る
必
然
的
な
可
能
 

裕
 を
持
た
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
 一
 っ
と
 

考
え
る
な
ら
ば
、
か
か
る
必
然
性
が
成
立
す
 

の
事
も
詳
細
な
論
証
と
直
証
を
必
要
と
す
る
 

の
の
一
つ
が
即
ち
二
律
背
反
的
な
も
の
で
あ
 

下
ユ
ぎ
 0
 
日
 げ
 的
な
も
の
を
包
蔵
す
る
こ
と
 

。
所
謂
茅
盾
律
を
越
え
て
立
論
さ
れ
る
信
仰
 

当
 な
立
間
で
あ
る
や
否
や
を
提
示
す
る
の
が
 

素
材
と
な
る
も
の
を
若
干
左
に
示
し
て
 
置
 

 
  

 
 
 

信
仰
に
於
け
る
矛
盾
と
二
律
背
反
の
問
題
 

"""" Ⅰ ; Ⅱ 
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が
 ト
ド
 

0
 
 
日
ソ
 
0
 Ⅰ
の
の
曲
 

 
 

～
 
苫
 Ⅰ
田
の
り
 

い
年
日
銭
 "
 弓
 お
ぎ
 乱
 ，
 e
 ぎ
 毬
の
 オ
 ユ
 %
 甘
口
臼
の
臼
の
 コ
、
 ）
 

 
 

り
 ト
コ
抽
の
ロ
コ
 

倖
 

臣
 i
e
 

目
口
コ
ロ
 

E
 臣
 Ⅰ
 
0
 Ⅱ
ロ
ゴ
が
 

臣
 

 
 

（
 
こ
 Ⅱ
 し
 プ
リ
幅
の
 

由
廿
宙
 ）
の
 
隼
 0
 Ⅱ
 日
い
 ロ
ロ
 ロ
コ
目
 
e
 Ⅰ
 由
 
す
が
 
コ
 

㌧
曲
の
 
0
%
 
@
 

㌧
の
下
の
小
の
の
（
 

巾
 。
Ⅰ
白
刃
 
0
 抽
曲
 
）
 e
 隼
 ，
）
 

 
 

日
 の
 汀
臼
 つ
の
 

団
つ
ヲ
ロ
 
の
 日
ド
 の
か
 

q
p
0
%
.
 

（
 
H
H
 
）
 

 
 

宙
 の
 目
 Ⅱ
 @
0
n
 
の
 p
 

㏄
Ⅰ
が
 
コ
ロ
 
0
 目
Ⅰ
㏄
の
の
 
0
 臣
笘
 口
口
ロ
の
の
口
目
 ド
り
 
か
Ⅰ
の
 
，
 （
Ⅹ
Ⅹ
 
ど
 

 
 

の
 E
 臣
の
三
の
目
 

乱
 日
づ
 巨
 

 
 

の
 。
 ゴ
曲
 
ヰ
ロ
の
 

コ
 

（
円
の
牛
 

M
,
 

か
 ㏄
）
 

 
 

ゴ
由
 （
 
コ
 
宙
の
 
コ
 

 
 

隼
 0
 ぺ
 0
 Ⅱ
 ガ
の
臣
 
l
 

目
の
コ
隼
 
0
 口
く
の
Ⅰ
口
口
口
 

い
ヰ
ぃ
由
ガ
 

O
M
 

臣
 片
口
Ⅰ
 

 
 

戸
あ
ゴ
 
井
口
目
Ⅰ
 

 
 

に
 。
日
日
の
 
コ
 の
 目
 

 
 

臣
ヰ
ト
 
の
 ロ
日
 
0
 ゴ
Ⅰ
 

 
 

の
持
の
 

=
 口
口
㎎
 
e
 臣
 ・
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後
者
（
宗
教
 

 
 

大
別
し
て
考
察
 

 
 

ル
的
実
存
哲
学
 

 
 

し
て
理
解
し
つ
 

 
 

。
ハ
ウ
ル
・
テ
ィ
 

 
 

を
参
考
に
し
っ
 

 
 

立
た
せ
た
い
と
 

 
 

学
 並
び
に
特
に
 

 
 

の
 序
説
的
役
割
 

を
も
果
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

す
る
関
係
が
 

 
 

の
場
合
も
両
者
 

 
 

な
く
、
否
定
的
 

 
 

い
ろ
。
そ
の
 眼
 

 
 

で
あ
る
よ
 う
 

 
 

に
 他
面
神
学
 特
 

 
 

二
面
が
、
往
還
 

三
 相
の
循
環
的
構
造
を
な
し
て
い
る
と
 考
ぅ
べ
 ぎ
で
あ
る
。
 

七
 

神
学
と
 
哲
学
 

武
藤
』
 
堆
 

ゆ
 e
 抽
 ユ
曲
 0 戸
目
コ
 
串
 Ⅱ 年 
  
  



 
 

二
 一
バ
 一
 が
み
つ
か
ら
「
私
は
、
バ
ル
ト
が
歴
史
の
意
味
を
 

 
 

 
 

最
も
熱
著
に
示
す
も
の
の
一
つ
て
あ
ろ
う
，
 

と
こ
ろ
で
二
一
バ
一
の
歴
史
理
解
に
は
次
の
二
つ
の
相
互
 
オ
 

在
す
る
。
 

一
 、
歴
史
と
は
そ
の
内
部
に
不
確
定
な
進
展
と
完
成
の
諸
々
 

プ
ロ
セ
ス
 

 
 

 
 

次
に
問
題
は
神
学
の
内
部
に
お
い
て
、
中
せ
 

0
 
）
 
0
 
的
の
Ⅰ
守
が
い
か
 

 
 

 
 

ら
 局
の
 
も
 0
 
ユ
コ
 
内
ビ
す
の
 
0
 
ざ
帆
 
Ⅱ
と
し
て
の
 下
 Ⅰ
 簗
 0
 
幅
鱒
守
 を
不
 断
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ト
と
ニ
 
Ⅰ
 
パ
｜
 

ノ
ン
 

１
１
両
者
の
歴
史
理
解
を
中
心
と
し
て
ー
 
｜
 

近
藤
 
宏
次
 

極
端
に
否
定
す
 

い
っ
て
い
る
 ょ
 

立
場
の
対
立
を
 

盾
内
命
題
か
存
 

の
可
能
性
を
有
 

か
わ
ら
ず
こ
れ
 

は
な
い
と
い
う
 

な
る
地
位
と
意
 

、
目
垢
 目
 品目
 

リ
ッ
ヒ
の
所
謂
 

に
自
ら
に
媒
介
 

不
断
に
哲
学
的
 

渉
 す
る
こ
と
に
 

ば
な
ら
な
い
。
 

な
 教
義
学
及
び
 

る
で
あ
ろ
う
。
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信
仰
と
心
的
葛
藤
に
つ
い
て
 

脇
本
平
他
 

常
識
的
に
は
、
信
仰
は
人
に
安
心
立
命
を
興
え
て
、
さ
ま
 

ム
 
Ⅹ
 な
 心
の
悩
 

ノ
弔
 

 
 

り
 、
ま
た
キ
リ
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

在
す
る
。
 即
 

 
 

と
い
う
点
で
は
 

 
 

可
能
で
あ
る
と
 

 
 

の
 意
味
を
極
端
 

 
 

か
か
る
見
地
に
 

 
 

ル
ト
 に
お
 

 
 

、
 従
っ
て
「
 道
 

徳
 的
無
責
任
論
」
に
導
く
と
い
う
に
あ
る
。
 

 
 

々
の
仕
事
で
 

 
 

肯
緊
に
 当
つ
て
 

 
 

意
 は
こ
こ
に
な
 

 
 

る
 基
督
 者
 は
、
 

 
 

。
だ
が
そ
れ
は
 

 
 

て
 、
わ
れ
わ
れ
 

 
 

お
い
て
が
 バ
ル
 

ト
の
 終
末
論
の
 、
 従
っ
て
そ
の
歴
史
理
解
の
秘
訣
で
あ
る
。
 



 
 

面
 、
信
仰
者
の
 

 
 

興
り
知
ら
な
い
 

 
 

し
 、
こ
れ
は
 実
 

 
 

て
 十
全
な
る
 信
 

 
 

さ
れ
て
あ
る
、
 

 
 

、
心
理
学
的
に
 

 
 

の
重
且
 す
る
事
 

態
と
そ
の
比
重
と
い
う
考
え
方
を
参
照
し
て
み
る
。
 

 
 

、
こ
こ
で
は
 

 
 

に
 信
仰
と
い
わ
 

 
 

価
値
 ｜
 態
度
 休
 

 
 

と
み
る
こ
と
が
 

 
 

さ
れ
、
従
っ
て
 

 
 

々
の
行
動
に
 宗
 

 
 

国
 と
し
て
の
 心
 

 
 

葛
藤
を
解
消
す
 

 
 

ぃ
 比
重
を
も
っ
 

 
 

に
 特
有
の
心
的
 

 
 

れ
に
 重
接
 す
る
 

 
 

藤
的
 事
態
を
生
 

 
 

、
信
仰
に
 墓
く
 

 
 

い
つ
て
も
、
 ほ
 

 
 

い
 う
 要
諦
の
上
 

 
 

れ
て
あ
る
と
こ
 

 
 

が
あ
る
の
で
は
 

な
い
か
と
思
 う
 。
 

研
究
報
告
 

宗
教
的
態
度
の
比
較
調
査
 

１
１
日
米
両
国
学
生
を
調
査
対
象
と
し
て
 
｜
｜
 

高
木
き
よ
子
 

 
 

に
 発
表
し
た
。
 

宗
派
の
発
生
に
つ
い
て
 

１
１
病
態
心
理
学
の
立
場
よ
り
 
｜
｜
 

井
 

間
宮
二
夫
 

 
 

が
 、
解
体
 過
 

 
 

夫
々
の
社
会
的
 

 
 

を
 中
心
に
発
生
 

 
 

学
的
方
法
に
よ
 

 
 

さ
せ
う
つ
、
 
集
 

 
 

試
み
た
も
の
で
 

 
 

示
す
こ
と
か
ら
 

 
 

考
え
、
同
時
に
 

 
 

、
さ
さ
や
か
な
 

 
 

る
に
、
そ
の
 展
 

 
 

案
 が
 鮪
者
 で
あ
 

 
 

行
動
で
あ
る
 

 
 

の
で
は
な
い
。
 

 
 

社
会
地
盤
が
 構
 

 
 

造
 に
組
 入
 ・
れ
 
ろ
 

 
 

わ
れ
る
。
そ
の
 

九
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に
 対
す
る
不
安
 

 
 

欲
を
退
行
さ
せ
 

 
 

希
求
さ
せ
る
。
 

 
 

統
制
の
混
乱
に
 

 
 

に
 表
立
つ
競
走
 

 
 

ィ
 バ
レ
 ソ
ツ
 を
 

 
 

更
に
彼
等
の
心
 

 
 

所
謂
「
近
道
 反
 

 
 

。
そ
の
乃
木
元
 

 
 

に
 浮
き
出
て
く
 

 
 

感
情
に
よ
る
 相
 

 
 

足
さ
せ
よ
う
と
 

 
 

程
に
従
っ
て
 展
 

 
 

の
 歴
史
的
叙
述
 

の
 断
片
的
結
果
と
し
て
発
表
し
た
ま
で
て
あ
る
。
 

宗
教
的
態
度
の
心
理
学
的
位
置
 

岸
本
英
夫
 

 
 

に
放
 い
て
、
 

 
 

る
 。
宗
教
心
理
 

 
 

に
 現
わ
れ
る
こ
 

 
 

つ
て
、
重
要
な
 

 
 

学
の
課
題
は
 、
 

 
 

と
 、
信
仰
の
本
 

 
 

と
 、
批
判
さ
れ
 

宗
教
的
態
度
・
に
つ
い
て
 

坂
 

水
孔
 

 
 

に
 応
じ
て
白
木
 

一
 O
 

 
 

ら
 、
宗
教
心
理
 

学
 の
こ
の
様
な
弱
点
が
胚
胎
し
て
来
た
の
で
は
な
い
か
。
 

 
 

識
 経
験
ゃ
行
 

 
 

構
え
」
の
問
題
 

に
進
、
及
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

し
て
の
「
 人
 

 
 

「
環
境
」
と
 

 
 

と
生
活
史
的
経
 

 
 

る
 。
オ
ル
ボ
 @
 

 
 

」
（
隼
の
Ⅰ
 

c
 「
 Ⅱ
 
H
 ツ
ロ
 

・
 

口
ぃ
口
 

m
 
 
づ
の
コ
 
片
目
 T
 の
）
で
あ
る
。
 

 
 

こ
の
点
が
 、
 

 
 

、
 既
に
、
当
事
 

 
 

、
 個
々
の
宗
教
 

的
 意
識
経
験
や
行
動
を
規
定
す
る
か
。
 

 
 

に
 「
宗
教
的
 

 
 

格
 心
理
学
や
社
 

 
 

「
態
度
」
の
間
 

 
 

な
ら
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
こ
と
を
思
 う
 の
で
あ
る
。
（
 終
 ）
 

1% 



研
究
報
告
   

五． 四 
      一て教 

宗
教
的
人
格
の
研
究
 

野
村
暢
 
清
 

  

 
 

ぼ
を
指
摘
し
 

お
ぎ
た
 い
 。
 

 
 

り
 、
宗
教
的
 

 
 

～
 
的
 （
 
0
 宙
の
の
の
 

コ
 ・
 

 
 

で
な
け
れ
ば
 

 
 

中
間
に
位
 す
 

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 

 
 

象
 に
の
み
 対
 

応
 す
る
も
の
と
限
ら
る
 
べ
 ぎ
で
は
な
い
。
 

 
 

が
 、
未
分
 

 
 

て
は
、
分
化
 

 
 

基
調
的
な
構
 

 
 

に
認
 得
さ
れ
 

 
 

特
な
 味
得
的
 

a
e
s
 

臼
害
ざ
 性
格
を
興
え
る
。
 

 
 

教
 的
態
度
は
 

 
 

 
 

の
も
の
と
も
 

 
 

せ
ら
れ
る
。
 

 
 

す
る
と
考
え
 

ら
れ
る
。
 

 
 

の
 在
り
方
を
 

 
 

一
連
の
テ
ス
ト
 

 
 

ノ
ミ
Ⅰ
（
ロ
ゴ
 

ざ
 の
 

 
 

の
 研
究
方
法
を
 

 
 

的
に
と
ら
え
 得
 

る
 重
要
な
方
法
な
る
故
で
あ
る
。
 

 
 

及
 す
る
。
 順
 

吹
筒
 軍
 に
述
べ
て
行
く
。
 

 
 

さ
れ
る
。
 こ
 

 
 

系
 的
に
測
定
し
 

 
 

と
の
見
地
よ
り
 

 
 

よ
り
な
る
。
 一
 

 
 

の
 印
象
を
 、
三
 

 
 

面
を
中
心
と
し
 

 
 

て
い
る
。
こ
の
 

 
 

ク
者
 神
父
、
神
 

 
 

た
の
で
も
る
。
 

研
究
結
果
を
形
式
分
析
、
内
容
分
析
に
分
け
て
述
べ
る
。
 

 
 

格
 群
の
回
答
 

 
 

毎
 の
 数
 」
を
 
通
 

 
 

（
一
般
人
）
に
 
比
 

 
 

教
 的
人
格
 群
は
 

 
 

は
こ
の
傾
向
が
 
瑚
 



 
 

際
の
場
面
に
 
於
 

 
 

れ
た
。
更
に
 
、
内
 

 
 

面
の
思
考
 と
同
 

 
 

自
身
実
際
に
死
 

 
 

降
 日
当
（
を
 
所
 

 
 

き
の
存
す
る
こ
 

 
 

叙
 べ
ら
れ
た
。
 

悩
み
の
調
査
１
１
等
 諒
舌
 
。
 ｜
 早

坂
泰
次
郎
 

 
 

題
 に
な
る
。
 

 
 

れ
ば
な
ら
ぬ
。
 

 
 

ら
れ
る
こ
と
で
 

 
 

体
 概
念
で
は
な
 

 
 

概
念
」
で
あ
る
 

 
 

在
し
な
い
。
 し
 

 
 

で
は
な
い
。
 
ま
 

 
 

あ
っ
て
も
決
し
 

 
 

つ
 ま
た
、
要
求
 

 
 

そ
の
ま
ま
「
 
悩
 

み
し
と
な
る
の
で
は
な
い
。
 

 
 

 
 

 
 

る
が
 （
文
献
）
 

、
 

 
 

だ
 為
さ
れ
て
 ぃ
 

0 等 な つと 後、会的津 ヒ 則的 態を と変 宗教 一ヵ ）： 仰に 成の 津軽 三つ もの 能 を 田 に位 Ⅱ 結学い 

水はの 栗 校 筆 。 

  

最 主色 こ 

      

  

  

い殊ソ もて ぅ " 織るはの芯部に 教 5 ％ 

なる p- Ⅰ 一 

て版 
あ な 

  
    しび 

値域 原 社 杉生新 か 悟朗 、 のる 職 ぅ一 そ高 

1 ㏄ 



宗
教
的
平
和
主
義
の
類
型
と
性
格
 佳

木
秋
夫
 

 
 

件
 に
よ
り
、
 

 
 

国
 に
生
ま
れ
た
 

 
 

関
係
に
お
け
る
 

劃
期
的
な
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

関
連
の
神
学
 

 
 

の
か
ど
う
か
と
 

い
う
こ
と
と
、
二
つ
の
面
か
ら
類
似
さ
れ
る
。
 

研
究
報
告
 

 
 

関
係
の
深
い
こ
 

 
 

味
 を
も
っ
て
 い
 

 
 

と
や
で
き
る
。
 

 
 

コ
 等
の
語
原
 

 
 

つ
 げ
ら
れ
ず
、
 

 
 

程
度
で
あ
る
。
 

 
 

巫
俗
 と
の
関
係
 

 
 

影
響
が
強
く
 、
 

 
 

つ
い
て
見
て
 

 
 

い
 と
 い
 え
 ょ
 

 
 

行
わ
れ
た
も
の
 

で
あ
る
こ
と
を
附
記
す
る
㌔
 

161 

一
一
一
一
 

 
 

実
践
面
で
は
 

 
 

こ
の
小
市
民
の
 

意
識
で
あ
る
。
 

 
 

争
を
肯
定
す
 

 
 

性
 と
密
接
に
結
 

ひ
 つ
い
て
い
る
。
 

以
上
の
「
戦
争
の
た
め
の
平
和
読
」
に
附
し
て
、
 

 
 

ら
れ
、
 ラ
デ
 

 
 

断
絶
型
だ
が
、
 

消
極
的
だ
が
強
 い
 実
践
性
を
も
っ
。
 

 
 

㈲
が
ブ
ル
ジ
 

 
 

よ
り
積
極
的
に
 

な
っ
て
い
る
。
 

 
 

ヒ
 ユ
ー
マ
 

 
 

で
は
な
い
。
 ヒ
 

 
 

 
 

に
 逆
に
「
 実
 

 
 

」
の
傾
向
を
含
 

む
 。
 

 
 

0
 階
級
分
化
 

 
 

え
て
 千
 私
の
た
 

め
の
実
践
が
強
め
ら
れ
て
い
く
傾
向
が
強
く
見
ら
れ
る
。
 



 
 

れ
る
。
 

 
 

た
田
川
郡
司
 

 
 

が
 始
め
ら
れ
た
 

 
 

下
 」
の
記
事
に
 

基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

上
杉
景
勝
に
 

 
 

爾
後
、
夫
や
親
 

の
 冥
福
を
所
つ
て
森
山
に
施
餓
鬼
を
始
め
た
と
す
る
。
 

 
 

師
の
親
供
養
 

に
 始
ま
る
と
す
る
 説
 。
 

 
 

婆
は
 、
酒
井
 

 
 

。
彼
女
は
寛
政
 

 
 

子
を
悼
む
親
の
 

思
い
か
ら
出
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
 

 
 

供
養
は
 、
古
 

 
 

な
り
し
も
の
。
 

 
 

0
%
 絡
を
、
漸
 

「
 モ
ノ
 」
の
信
仰
 

１
１
山
形
県
清
水
モ
 リ
 m
 の
十
六
年
度
調
査
報
告
、
 

昨
年
度
に
続
い
て
ー
 
｜
 

戸
田
義
 雄
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一
昨
年
か
ら
 

 
 

現
在
の
キ
リ
シ
 

 
 

梓
な
 カ
ト
リ
ジ
 

 
 

。
そ
れ
ら
の
 
習
 

 
 

い
わ
ば
司
祭
に
 

 
 

拝
は
仏
壇
や
神
 

一
四
 

 
 

の
子
に
対
す
る
 

 
 

日
 み
る
処
で
は
、
 

 
 

 
 

 
 

死
霊
供
養
 
へ
 

 
 

ま
ム
 モ
り
ま
っ
 

 
 

る
 。
 

 
 

る
も
の
で
は
 

 
 

 
 

リ
詣
り
的
 信
仰
 

 
 

リ
の
 信
仰
な
る
 

 
 

信
仰
現
象
を
探
 

 
 

上
の
意
図
を
含
 

 
 

、
 散
て
三
題
 を
 

「
 モ
 り
の
信
仰
」
と
し
た
訳
で
あ
る
。
 

天
草
の
キ
リ
シ
タ
ン
部
落
 

古
野
清
人
 



研
究
報
告
 

 
 

て
 弘
法
大
師
 

き
 

え
信
仰
し
て
い
る
。
 

 
 

冨
 、
大
江
、
 

 
 

し
て
い
な
い
。
 

 
 

キ
リ
シ
タ
 

ソ
 は
 

 
 

何
れ
か
で
あ
 

 
 

（
一
八
 

0
 五
年
）
 

 
 

ら
れ
た
点
を
述
 

 
 

 
 

 
 

殆
 ん
ど
詩
魔
、
 

 
 

マ
の
 
親
が
確
立
 

 
 

か
っ
た
。
即
ち
 

 
 

、
無
病
息
災
で
 

 
 

せ
る
と
い
う
。
 

 
 

ば
 「
 
父
 よ
り
 
伝
 」
 

 
 

ら
 伝
え
た
と
い
 

 
 

ま
た
は
心
得
違
 

 
 

ま
た
一
般
に
 

キ
 

 
 

観
点
か
ら
も
 

シ
 

ン
ク
レ
 

ヂ
 ズ
ム
で
あ
る
と
い
え
る
。
 

る動るら 持的も、 よ表 うつの難ししがとめの ンの 別る ソし走 コ る が 的 賢って あ 
間でのそな て 意志、 かな " はる 人 ド " 料てナ 

  
会者 土 え十 ら 全ての課は人と を ぅ 隼を っ に 

  
入ら急こ に 強て担 いとを カ 

  
つわ流異 かる と ト多 区めビせ特 見誌が 
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阿 

部 

重 

夫 

マ
ナ
 
と
 

呪
 

力
 



。
宗
教
起
源
論
 "
 
興
起
の
時
代
 

九
州
亡
夫
 

 
 

に
 漸
く
 飽
 

 
 

精
神
の
展
開
、
 

 
 

紹
介
さ
れ
、
 曾
 

 
 

@
@
 を
 以
て
神
 

 
 

よ
り
潮
吹
 に
臓
 

 
 

ぇ
 ら
れ
た
理
性
 

 
 

教
 こ
そ
自
然
木
 

 
 

教
 と
見
る
か
、
 

 
 

ウ
 ・
テ
ィ
 ソ
 。
 
タ
 

 
 

教
の
再
現
と
す
 

 
 

聖
書
が
存
す
る
 

 
 

た
 以
前
に
基
督
 

 
 

は
な
か
ろ
う
 

 
 

い
う
こ
と
に
は
 

 
 

と
 認
め
る
の
が
 

 
 

と
 呪
力
と
を
 全
 

 
 

の
 論
者
達
の
よ
 

 
 

こ
と
を
知
る
べ
 

ぎ
で
あ
る
。
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の
に
整
理
さ
 

 
 

し
て
の
そ
れ
は
 

 
 

分
析
科
学
と
し
 

 
 

始
 宗
教
を
取
扱
 

 
 

其
の
主
要
な
対
 

-
 
一
六
一
 

 
 

概
念
の
考
え
の
 

中
に
も
こ
れ
は
見
ら
れ
る
等
㌔
し
か
し
 又
 こ
れ
と
並
ん
で
、
 
他
の
宗
教
 
い
 わ
 

 
 

宗
教
で
あ
る
こ
 

 
 

ア
サ
ン
」
に
お
 

 
 

口
を
か
り
て
論
 

 
 

教
の
起
源
考
察
 

 
 

次
に
多
神
庶
物
 

 
 

ト
 が
お
か
れ
る
 

 
 

白
 と
な
り
、
 
一
 

 
 

教
 の
人
間
的
 起
 

 
 

れ
る
。
か
っ
て
 

 
 

哲
学
的
思
惟
を
 

 
 

く
ら
れ
っ
 っ
あ
 

っ
た
 。
 宗

教
民
族
学
の
発
達
と
現
代
宗
教
 棚

瀬
襄
爾
 



象
を
現
代
宗
教
に
取
る
必
然
性
を
有
す
る
。
 

こ
の
 ょ
う
 な
転
回
を
示
し
た
宗
教
民
族
学
 

別
し
て
宗
教
人
類
学
と
言
 う
 よ
う
な
名
称
を
 

ら
れ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
意
味
の
宗
教
人
類
学
は
 

る
 研
究
に
従
事
す
る
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
 

に
 構
造
の
閲
明
に
努
力
す
る
で
あ
ろ
う
。
 某
 

有
機
的
な
文
化
と
、
文
化
に
お
け
る
 士
 
示
教
の
 

ろ
 う
 。
一
つ
の
指
針
と
な
る
の
は
有
機
体
の
 

1
 の
見
解
で
あ
る
が
、
更
に
宗
教
的
象
徴
、
 

回
 、
更
に
そ
の
連
結
的
全
体
と
し
て
の
全
体
 

ら
ぬ
し
 、
宗
教
情
操
論
や
価
値
論
の
屡
 開
が
 

あ
ろ
う
。
 

第
二
に
宗
教
と
社
会
 並
に
 文
化
と
の
 諸
連
 

な
る
で
あ
ろ
う
。
文
化
は
統
合
的
組
織
を
構
 

教
を
中
心
と
は
す
る
が
、
之
を
分
離
的
に
は
 

化
 全
体
に
於
け
る
役
割
、
連
関
の
様
態
、
 統
 

意
味
と
か
機
能
と
か
は
こ
の
よ
う
に
し
て
・
は
 

な
 研
究
は
宗
教
研
究
の
現
状
に
 賭
 し
て
極
め
 

る
 。
 

第
三
に
文
化
や
社
会
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
 

ぅ
 。
宗
教
の
受
容
、
成
立
宗
教
の
固
定
や
遊
 

等
 の
問
題
 か
 含
ま
れ
る
。
第
四
に
宗
教
、
特
 

研
究
報
告
 中

て
 宗
教
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
 

離
 、
文
化
主
 に
 社
会
崩
壊
と
宗
教
 

に
様
式
化
せ
ら
れ
た
宗
教
と
個
人
 

に
 対
し
て
は
過
去
の
そ
れ
と
は
 
区
 

興
ふ
べ
 き
て
は
な
い
か
と
も
考
へ
 

現
代
宗
教
を
取
扱
 
う
 際
に
如
何
な
 

何
よ
り
も
第
一
に
宗
教
の
性
質
 

並
 

の
 傑
人
間
の
自
然
的
所
 
興
と
、
超
 

特
殊
性
の
理
解
が
中
心
問
題
と
な
 

適
応
過
程
に
宗
教
を
見
た
フ
ラ
フ
 

宗
教
的
行
動
や
儀
礼
、
宗
教
 
集
 

宗
教
に
就
て
も
研
究
さ
れ
ね
ば
な
 

宗
教
の
佳
賓
の
理
解
を
助
け
る
 
て
 

関
 が
取
扱
は
る
べ
 
き
 重
要
問
題
と
 

成
し
て
い
る
。
宗
教
人
類
学
は
宗
 

把
握
せ
ず
、
之
を
目
と
し
て
、
 

文
 

合
力
等
が
研
究
さ
れ
る
。
宗
教
の
 

じ
め
て
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
 

う
 

て
 重
要
な
学
問
的
意
義
を
有
ず
 

  
モ 
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救
済
 数
 に
 卦
 け
る
宗
教
的
実
践
 

キ
リ
ス
ト
教
と
浄
土
教
と
の
対
比
に
お
い
て
 

雲
藤
 
義
道
 

 
 

の
 研
究
成
果
 

 
 

あ
る
。
然
し
 、
 

 
 

リ
ス
ト
 教
 と
の
 

 
 

類
似
し
た
性
格
 

 
 

て
い
な
い
。
 一
 

 
 

容
の
相
違
と
い
 

 
 

性
 が
看
過
せ
ら
 

れ
 易
 い
 。
 

 
 

意
識
の
研
究
 

 
 

か
ら
、
生
き
た
 

 
 

、
内
的
な
宗
教
 

 
 

め
る
か
、
と
い
 

 
 

る
と
信
ず
る
。
 

 
 

る
 。
 

 
 

行
為
に
宗
教
 

 
 

が
 否
定
さ
れ
た
 

の
 関
係
が
取
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

で
あ
る
。
 



行 英道 と類い 育       

対人意 活 に道に求 木 

し 、 間のの旅帥坐すを 生実 ぅてそ つる 求 
兄 浩行え 苦ぅ てのめ 
弟 をでに 悶 l の声 る 
に包あ 育のの国が こ 

  

る い両受 り 白 め忌数 る信 
対な る て 姿が民あ と み   示教 

の 

領 

  

俊 

  
類 実にぎ 家人 つ教 

  

宗れ教 なた 覚 済 お生   

安仏の実につ 立 か く 践行 の " 模 倣 老残敵て " のいい しな 。 る   
蕃息隣さ え 思、 ス 仰   

八
 

 
 

の
 境
域
に
於
て
 

 
 

の
境
の
拡
大
す
 

 
 

経
験
又
は
心
境
 

 
 

ら
 境
域
か
ら
 ぅ
 

 
 

に
の
み
 よ
る
 も
 

 
 

意
の
実
行
力
を
 

示
す
 よ
う
 に
す
る
こ
と
が
道
徳
教
育
で
あ
る
。
 

 
 

対
す
る
善
意
 

 
 

れ
て
、
そ
の
 善
 

 
 

、
人
類
世
界
を
 

 
 

て
そ
の
道
程
に
 

 
 

己
 的
で
あ
る
。
 

 
 

も
の
で
あ
る
と
 

 
 

る
 。
そ
こ
に
は
 

 
 

識
 は
も
は
や
 道
 

 
 

空
を
越
え
た
 願
 

 
 

感
は
 、
道
徳
の
 

 
 

え
道
徳
教
育
は
 

 
 

あ
る
。
道
徳
教
 

 
 

性
格
の
も
の
で
 

あ
る
。
 

 
 

越
 え
 、
無
限
 

 
 

を
 自
己
の
責
任
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な
も
の
と
し
て
 

の
 価
値
を
付
興
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

「
学
校
に
於
け
る
宗
教
知
識
の
教
育
」
 

ほ
 つ
い
て
 

藤
本
一
雄
 

 
 

。
よ
っ
て
 簡
 

軍
 に
私
案
を
掲
げ
る
。
 

 
 

学
校
社
会
科
 

 
 

教
師
の
稀
な
 実
 

 
 

に
 宗
教
学
を
加
 

 
 

国
家
試
験
に
も
 

 
 

教
師
用
 書
 を
典
 

 
 

を
業
迄
に
 宗
教
 

の
 一
般
知
識
を
完
備
さ
せ
る
 
事
 -
 
を
理
想
と
す
る
。
 

 
 

し
て
民
衆
を
 

 
 

味
 が
明
瞭
に
な
 

 
 

民
 を
限
前
の
御
 

 
 

文
化
国
家
中
に
 

 
 

は
 男
女
互
に
信
 

 
 

 
 

研
究
報
告
 

固
 さ
え
あ
る
 

に
 立
つ
以
上
、
 

宗
教
の
変
化
と
を
の
効
用
 

村
上
俊
雄
 

 
 

史
の
視
点
と
 

 
 

宗
教
史
の
方
法
 

 
 

約
七
止
む
な
く
 

 
 

変
化
は
そ
の
時
 

 
 

と
ど
め
る
。
 

 
 

組
織
に
整
備
 

 
 

る
と
の
信
仰
に
 

一
九
 

こ
れ
を
夢
想
と
し
て
破
棄
し
て
は
な
る
ま
い
。
 

 
 

布
教
を
怠
 

 
 

良
心
の
強
い
者
 

 
 

れ
ず
、
赴
く
 処
 

 
 

上
の
娯
楽
の
 
一
 

 
 

に
 約
一
人
と
表
 

 
 

倍
 と
計
量
さ
れ
 

 
 

を
 救
 う
 方
法
は
 

無
い
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

博
士
の
理
想
 

 
 

宗
教
関
係
者
の
 

協
力
的
努
力
が
熱
望
さ
れ
る
次
第
十
 
-
 
あ
る
。
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教 穿 か と た する 酌人しが践 と作 の解 Ⅰ る 、 出 者 の 朱要 の方の の 俗徳 通宵体 のを、 法し 格 

な 

な 自 

    
限 利 宗 道 糾 へて 政 へ地帯 弘桂芯 

原
初
神
道
 者
 

安
達
泰
彦
 

 
 

て
 考
察
も
宜
 

 
 

形
而
上
学
的
に
 

強
調
さ
れ
た
憾
み
が
あ
る
の
 
て
 避
け
た
 い
 。
 

 
 

て
 用
い
ら
れ
 

 
 

 
 

外
来
的
・
在
来
 

的
 宗
教
一
般
を
指
す
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
 

 
 

り
な
く
ば
、
 

 
 

語
 と
も
思
は
れ
 

 
 

補
数
・
徳
教
・
 

 
 

萌
芽
的
宗
教
を
 

 
 

あ
る
事
に
注
目
 

 
 

義
の
概
念
を
示
 

す
 語
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。
 

 
 

敬
一
般
の
義
 

 
 

純
神
 

@
 
玉
ァ
 ゅ
ぬ
（
 
ア
ス
 

 
 

 
 

 
 

化
の
混
 浦
 、
 

 
 

ブ
 ル
宗
教
は
幾
 

 
 

時
間
か
異
に
し
 

二
 O
 

  168 



内
神
に
つ
い
て
 

小
田
原
句
 
興
 

 
 

繰
的
 社
会
で
 

 
 

を
 兼
ね
営
む
 漁
 

 
 

し
て
来
だ
所
で
 

 
 

縁
 集
団
が
一
万
 

 
 

れ
て
親
戚
（
 姻
 

 
 

こ
の
親
類
に
 ，
祀
 

 
 

は
 年
中
行
事
や
 

 
 

"
 
て
の
結
合
の
強
 

 
 

れ
は
普
通
本
家
 

 
 

の
 内
神
の
祭
り
 

研
究
報
告
 

 
 

も
の
等
の
総
称
 

 
 

を
 一
一
明
示
す
 

 
 

神
 以
外
に
 タ
マ
 

 
 

可
能
で
あ
る
。
 

 
 

が
 民
族
も
亦
 

 
 

は
な
Ⅱ
 
リ
 
。
百
六
体
 

 
 

て
 国
家
の
成
立
 

 
 

り
で
は
あ
る
 

ま
い
。
 

    
  

 
 

れ
て
い
る
。
 そ
 

 
 

神
官
は
興
ら
な
 

 
 

隔
つ
て
了
っ
た
 

 
 

こ
れ
は
屋
敷
内
 

 
 

る
と
云
え
る
。
 

 
 

己
の
内
神
を
も
 

 
 

つ
 2
5
 
に
 た
 

 
 

は
 内
神
と
同
様
 

 
 

実
際
に
は
他
姓
 

 
 

祭
社
 が
地
縁
 集
 

 
 

歴
史
的
に
証
明
 

 
 

の
を
数
例
見
る
 

 
 

る
も
の
で
は
 

 
 

に
 特
有
な
も
の
 

 
 

、
そ
れ
が
個
性
 

 
 

げ
る
農
業
の
神
 

 
 

神
 」
が
内
神
と
 

 
 

は
 、
そ
の
神
が
 

 
 

%
 と
の
解
明
を
 

要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
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竹
園
 
賢
了
 

 
 

。
万
葉
集
は
 

 
 

ま
れ
た
歌
を
集
 

 
 

固
 右
の
信
仰
 と
 

 
 

て
 上
代
人
の
宗
 

 
 

歌
の
純
真
素
朴
 

 
 

か
ら
彼
等
の
み
 示
 

 
 

導
か
れ
っ
 っ
あ
 

つ
 た
こ
と
が
判
る
。
 

 
 

草
木
結
び
、
 

 
 

的
な
ト
占
と
し
 

 
 

舐
 観
念
も
記
紀
 

 
 

所
願
の
目
的
も
 

 
 

こ
れ
ら
が
必
ず
 

 
 

時
の
代
表
的
な
 

 
 

の
 有
限
性
に
直
 

 
 

の
 教
理
に
墓
 く
 

 
 

へ
た
文
、
旅
人
 

 
 

の
妻
の
死
を
悲
 

 
 

哀
し
め
る
 軟
、
 

萬
葉
 
人
の
宗
教
 

一
一
一
一
 

 
 

、
家
持
が
妻
の
 

 
 

間
の
無
常
を
悲
 

 
 

歌
 
（
四
八
一
 
｜
 

 
 

 
 

 
 

こ
と
を
知
る
。
 

 
 

め
 て
は
な
か
っ
 

た
 

八
幡
信
仰
に
ち
け
る
 罪
俺
 観
念
 

１
１
八
幡
、
宇
佐
宮
を
中
心
と
す
る
，
 ｜
 

中
野
 
幡
能
 

 
 

の
 存
在
で
あ
 

 
 

求
 す
る
。
従
っ
 

 
 

用
意
さ
れ
る
の
 

で
あ
る
。
 

 
 

よ
っ
て
「
 い
 

 
 

宮
に
 於
て
は
こ
 

（
Ⅰ
 

上
 
）
 

 
 

善
 に
よ
っ
て
 こ
 

れ
を
み
る
と
、
中
世
に
於
て
は
次
の
三
時
期
が
み
ら
れ
る
。
 

第
一
期
貞
応
・
 
｜
 応
永
（
一
九
六
年
間
）
 

第
二
期
享
徳
１
１
永
正
（
五
五
年
間
）
 

第
三
期
大
正
 1
 。
 、
 
巻
醸
 
（
 五
 0
 年
間
）
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研
究
報
 
廿
 

 
 

」
を
考
察
す
 

 
 

念
 と
全
く
同
様
 

 
 

一
 知
的
観
念
の
 

 
 

え
ら
れ
て
い
な
 

 
 

は
 八
幡
宮
自
体
 

 
 

宮
 自
身
の
負
担
 

 
 

上
代
宇
佐
神
領
 

（
 
3
 ）
 

 
 

時
代
の
 っ
な
 が
 

 
 

で
あ
る
下
宮
 炊
 

 
 

は
 宇
佐
 官
 経
済
 

 
 

分
化
し
た
 罪
絨
 

 
 

時
代
と
も
考
え
 

 
 

、
荘
重
な
宗
教
 

 
 

の
祀
賀
的
 式
典
 

 
 

出
所
も
裕
福
な
 

関
係
地
頭
の
善
意
に
依
存
す
る
態
度
に
変
っ
て
い
る
。
 

（
 註
 ）
 

 
 

体
の
五
十
 

九
通
に
よ
る
。
 

（
 
2
 ）
原
田
敏
明
 氏
 
「
日
本
古
代
宗
教
」
一
八
八
頁
 

（
 
3
 ）
Ⅰ
宇
佐
大
鑑
」
 

171 

 
 

し
て
貞
観
 儀
 

 
 

式
の
資
料
と
し
 

 
 

て
は
、
今
日
 流
 

 
 

が
 貞
観
の
儀
式
 

 
 

の
 結
果
一
応
 正
 

伝
 の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
処
で
あ
る
。
 

 
 

ぅ
 問
題
は
 、
 

 
 

が
 定
説
と
な
つ
 

 
 

荷
前
の
墓
 数
を
 

 
 

四
年
十
二
月
の
 

間
 な
り
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

説
 に
対
し
 

 
 

朝
 書
籍
目
録
 考
 

証
 ）
。
 

 
 

す
る
に
、
 こ
 

 
 

て
い
る
か
、
 同
 

 
 

の
 制
は
爾
後
 貞
 

観
 十
四
年
十
二
月
と
元
慶
元
年
十
二
月
に
改
定
し
て
い
る
じ
 
こ
の
指
定
の
陵
 

 
 

観
 十
四
年
十
二
 

一
一
一
一
一
 

貞
観
儀
式
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
 西

山
 
茂
 



 
 

，
僧
尼
等
に
 

 
 

全
的
、
政
治
的
 

 
 

側
が
案
出
し
た
 

こ
と
に
因
る
点
が
多
い
。
 

 
 

て
の
祭
祀
の
 

 
 

御
原
今
 に
規
定
 

 
 

。
か
く
規
定
さ
 

 
 

「
神
祇
 
之
簿
准
 

 
 

ば
な
ら
な
か
っ
 

 
 

備
に
努
め
た
。
 

陰
陽
道
に
就
い
て
 

平
安
時
代
に
見
ら
れ
る
展
開
に
つ
い
て
 

野
田
幸
三
郎
 

 
 

め
ら
れ
     

月
 改
定
の
も
の
で
あ
る
 
点
よ
 り
 

の
で
あ
る
和
田
博
士
の
説
に
合
 

に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

更
に
和
田
博
士
の
説
は
、
 
何
 

間
を
限
定
し
て
い
な
い
の
で
あ
 

定
を
行
っ
た
事
実
が
あ
り
、
こ
 

り
、
同
書
の
記
事
が
元
慶
元
年
 

同
書
は
、
貞
観
十
四
年
十
二
月
 

を
み
た
も
の
と
い
え
 
よ
う
 。
 

奈
良
時
代
に
 於
け
 回

書
の
撰
定
が
貞
観
十
四
年
十
二
月
以
後
の
も
 

い
、
栗
田
博
士
の
説
は
当
を
得
な
い
事
が
分
明
 

時
 以
前
と
そ
の
撰
定
可
能
を
想
起
せ
し
め
る
 期
 

る
が
、
こ
れ
は
元
慶
元
年
十
二
月
に
五
基
の
 改
 

れ
が
同
書
記
載
の
内
容
と
相
違
す
る
点
に
 
ょ
 

十
二
月
以
前
の
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
よ
っ
て
 

ょ
 9
 元
慶
元
年
十
二
月
以
前
の
間
に
於
て
成
立
 

る
 神
祇
思
想
の
一
考
察
 

西
山
 
徳
 

二
四
 

 
 

至
天
 千
年
中
 勘
 

 
 

て
浸
 姦
し
た
 事
 

 
 

今
寺
建
立
発
願
 

 
 

言
え
る
，
こ
の
 

 
 

令
 施
行
後
、
最
 

 
 

充
分
に
そ
の
 地
 

 
 

を
 懐
 き
、
 終
に
 

 
 

分
 に
成
立
し
て
 

 
 

く
 不
明
の
点
 多
 

 
 

な
い
。
中
期
に
 

 
 

就
任
し
た
。
 吹
 

 
 

経
 所
に
貸
し
得
 

 
 

な
っ
て
そ
の
 企
 

 
 

か
く
て
神
祇
 祭
 

 
 

教
 信
仰
を
有
す
 

 
 

側
に
も
神
仏
 習
 

今
 に
至
る
基
盤
が
看
取
さ
れ
る
。
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長持 天 こ 師紙 はつ清に 規陽号 即時 い 正安徽 即    
 

書
目
に
 

 
 

ま
菜
 承
 

 
 

万
五
 

 
 

属
し
 サ
、
 

 
 

更
に
 該
 

 
 

至
る
。
 

 
 

一
二
二
 

 
 

「
 陰
 

 
 

 
 

、
 令
に
 

 
 

天
文
道
 

 
 

陳
 氏
、
 

 
 

俗
に
 ょ
 

 
 

。
文
楽
 

 
 

僧
侶
 は
 

  

 
 

叉
 陰
陽
 

 
 

て
い
た
 

示
し
て
い
る
。
 

 
 

ト
ロ
）
。
 

 
 

ら
れ
る
。
 

 
 

あ
り
、
 

 
 

祭
 
（
 星
 

）
に
於
て
は
仏
教
と
の
関
係
も
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

研
究
報
告
 

生
月
キ
リ
シ
タ
ン
に
見
る
 

カ
 
ト
ノ
ッ
ク
教
の
郷
土
化
 

田
北
 
排
他
 

い
き
つ
き
 

 
 

民
は
潜
伏
 千
 

 
 

習
 、
心
理
の
 う
 

 
 

俗
 的
な
も
の
が
 

 
 

し
た
。
オ
ラ
 
ジ
 

 
 

の
 学
会
誌
ア
カ
 

デ
 -
-
 

、
ヤ
に
 譲
る
。
 

Ⅰ
部
落
の
宗
田
 化
 

 
 

、
そ
の
 

 
 

行
事
・
 

組
織
・
制
度
を
異
に
す
る
。
 

モ
 

納
戸
神
 

 
 

所
に
見
ら
 

れ
る
。
 

 
 

係
 も
あ
り
 

 
 

を
 
「
 
m
W
 

前
様
 」
と
呼
ぶ
。
 

三
 、
神
社
化
 

 
 

又
は
置
 い
 

こ
ユ
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    五、 四 
    

十 おたォ所 ( り 
字 後う 

どぎ 

る唱 る   
  @ （ じ サ 二 

止 て ソ カ 
め     ン 、 。 所 
虫   
  霊ア 

用 ネし中   げ 水ゾ 
い な も 豊 を様 

  穣 撒 （ 
る 。 受役 げを の 

ナ - Ⅰ   
る。はな め   者 

れ     
 
 

夏
行
は
れ
た
 

 
 

域
の
小
島
で
、
 

 
 

を
 主
と
し
男
手
 

 
 

び
 沿
岸
採
集
、
 

養
殖
た
る
こ
と
は
こ
の
鳥
の
経
済
生
活
の
特
色
で
あ
る
。
 

 
 

つ
て
年
中
行
 

 
 

場
 と
し
て
、
 社
 

 
 

等
 。
フ
ラ
ク
テ
 

 
 

李
癒
 、
安
産
、
 

 
 

あ
げ
ら
れ
る
。
 

臨
時
的
な
 い
 は
 ば
 危
機
に
於
て
緊
張
 度
は
 高
い
。
 

 
 

コ
 0
 口
寄
せ
 

 
 

が
な
く
、
要
因
 

 
 

度
は
ミ
コ
 を
 首
 

 
 

化
し
て
い
る
。
 

 
 

を
 背
景
と
す
 

 
 

に
 附
帯
し
て
い
 

 
 

が
 元
来
田
の
神
 

 
 

機
能
を
も
つ
 

宮
城
県
大
島
村
の
宗
教
的
様
相
 

岡
田
重
晴
 

Ⅰ
 
一
 
Ⅰ
Ⅹ
 

ノ
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苦 

 
 

し
く
見
え
 

 
 

て
 毎
年
 繰
 返
さ
 

 
 

て
 行
わ
れ
る
 

（
 
ま
 Ⅰ
 
ず
 （
 
ざ
コ
 の
中
に
見
ら
れ
る
。
 

 
 

Ⅰ
発
芽
を
復
 

 
 

年
の
豊
か
な
 発
 

 
 

神
の
生
殖
、
 産
 

 
 

に
 伝
承
さ
れ
、
 

 
 

係
 あ
る
も
の
と
 

せ
ら
れ
て
い
る
（
フ
レ
イ
ザ
 一
 、
口
金
枝
篇
 
L
 そ
の
他
）
。
 

 
 

復
活
の
儀
礼
 

 
 

ジ
ュ
ネ
ッ
 プ
、
 

 
 

現
象
著
し
く
 

 
 

の
 両
行
事
の
 

 
 

離
 か
鮪
著
で
 

 
 

尤
も
 

 
 

対
岸
唐
桑
村
 

 
 

し
い
。
右
は
 

 
 

 
 

死
 と
復
活
の
儀
礼
に
つ
い
て
 

堀
 

」
 

郎
 

主 と とあ 担 、 
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「
 ハ
つ
 げ
は
Ⅰ
に
就
い
て
 

上
田
嘉
 成
 

Ⅰ
概
説
 

 
 

一
 つ
 で
あ
っ
 

 
 

て
、
 初
め
て
 成
 

 
 

云
 う
 言
葉
は
 、
 

二
七
 

 
 

テ
 ミ
ズ
ム
 と
結
 

 
 

し
た
も
の
と
す
 

 
 

念
は
、
文
字
通
 

 
 

る
が
、
そ
れ
は
 

 
 

者
の
精
神
的
 及
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発
達
さ
せ
た
こ
 

的
 宗
教
的
権
威
 

八
 者
が
一
度
死
 

死
の
際
に
も
 起
 

さ
れ
る
点
で
あ
 

と
も
関
係
し
て
来
る
ら
し
い
。
 

 
 

耕
 儀
礼
に
 於
 

 
 

連
 す
る
と
の
 観
 

 
 

と
 、
別
個
の
無
 

関
係
の
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
か
と
思
 
う
 。
 



を明 克夫   
ぢ 次年代ふ 
ば 0 3 順で 

  さぎ 、如く、 伊 o ，き @ 
ヮこ 敷 
意 
味 
及 る な 最に な   

地 < 2 ル む一 - 

点、 
を 
明   

確 味 で容か 34  7   

に 内 あ な な   ふ あ る、 例 」 の 

  容 つ 明る ふ / Ⅰ 。 開申 
  を て示如 +@ 47 
来 - ヒ 

て、 
    

明   之側な 

二
八
 

 
 

来
る
。
 

二
 、
「
 
ぢ
ば
 」
と
天
理
王
命
 

 
 

人
間
 及
 世
界
 

を
 創
造
せ
ら
れ
た
 所
 

 
 

」
と
し
て
、
 

こ
の
世
の
表
に
現
れ
ら
れ
た
 所
 

3
 
 天
理
王
命
の
神
名
を
附
げ
ら
れ
た
所
で
あ
る
。
 

三
 、
「
 
ぢ
ば
 」
と
教
 
祖
 

工
人
間
創
造
の
母
親
の
魂
が
、
 
教
 祀
の
魂
で
あ
る
。
 

 
 

て
 、
数
組
 が
 

「
ひ
な
が
た
」
の
理
を
伏
せ
込
ま
れ
た
所
で
あ
る
。
 

 
 

で
あ
る
。
 

四
 、
「
も
と
」
と
「
 
ぢ
ば
 」
 

 
 

ば
、
と
 一
本
、
 

フ
 

 
 

「
み
か
ぐ
 
ち
ぅ
 

 
 

内
容
は
 、
 次
の
 

如
く
展
開
す
る
。
 

1
 
 原
因
、
由
来
、
根
拠
 

2
 
 現
象
の
根
元
 

3
 
 太
初
 

4
 
 霊
 救
の
根
元
 

5
 
 親
神
 

6
 
 数
組
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最
近
私
が
乃
木
神
社
神
道
の
資
料
に
依
っ
て
 

問
題
を
取
扱
 う
 。
㈲
乃
木
神
社
に
現
れ
た
宗
教
 

㈲
 英
 宗
教
信
仰
は
 チ
レ
 教
授
の
所
諸
神
人
 即
一
 

の
 様
に
自
供
教
の
要
素
が
多
大
に
現
れ
て
居
る
 

は
な
い
。
㈲
氏
宗
教
は
神
社
に
現
れ
た
信
仰
 
だ
 

的
 宗
教
た
る
性
質
の
存
す
る
事
は
勿
論
で
あ
る
 

仰
は
既
に
 智
的
 道
徳
的
で
あ
る
処
の
文
明
教
 期
 

遍
的
 原
理
を
茂
し
て
居
る
の
で
あ
っ
て
 此
点
か
 

研
究
報
 
甘
 

7
 
 ぢ
ぱ
 

五
 、
結
論
 

天
理
数
の
信
仰
に
 
よ
 れ
 ば
、
 

親
神
 、
天
理
王
命
の
身
体
は
、
全
宇
宙
で
あ
 

宇
宙
に
 汎
 ぎ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
啓
示
 及
霊
 

「
月
日
の
や
し
ろ
」
た
る
 教
 祀
を
通
し
て
の
み
 発
 

従
っ
て
、
天
理
王
命
、
月
日
、
観
、
教
 祖
 、
 

は
、
 一
つ
で
あ
っ
て
 、
 而
も
、
こ
の
中
、
地
上
 

は
、
 
「
 
ぢ
ば
 」
で
あ
る
。
 

之
を
以
て
見
れ
ば
、
「
 
ぢ
ば
 」
が
、
天
理
教
 

救
の
根
元
た
る
所
以
は
、
明
瞭
で
あ
る
と
思
 う
 

神
道
自
由
研
究
の
新
観
点
 

加
藤
 
玄
智
 

神
道
を
研
究
し
た
結
果
か
ら
 此
 

は
 文
明
教
期
の
神
道
で
あ
る
。
 

数
 に
属
す
る
。
㈲
随
っ
て
仏
教
 

然
し
 他
依
 教
の
要
素
が
絶
無
で
 

か
ら
日
本
の
民
族
 教
 或
は
国
民
 

。
然
し
㈲
そ
れ
と
同
時
に
其
宿
 

の
神
道
で
あ
る
か
ら
 英
 中
に
普
 

ら
は
国
民
的
宗
教
で
あ
り
乍
ら
 

  り
 、
そ
の
一
般
的
守
護
は
 
、
全
 

救
は
 、
「
元
の
 ぢ
ば
 」
に
於
て
 、
 

現
し
た
。
 

元
、
ぢ
ば
 、
甘
露
台
、
の
 理
 

に
 現
れ
て
永
久
不
滅
な
る
も
の
 

信
仰
礼
拝
の
中
心
と
し
て
、
 
霊
 

    
カ 

 
 

そ
れ
は
恰
も
 イ
 

 
 

の
 普
遍
的
道
徳
 

 
 

教
の
前
駆
を
な
 

 
 

道
に
 於
て
は
 予
 

 
 

で
あ
る
か
と
 云
 

 
 

0
 所
謂
博
愛
 仏
 

 
 

か
ら
云
え
ば
 其
 

 
 

文
明
教
 期
 に
及
 

 
 

至
誠
と
呼
ぶ
の
 

 
 

実
体
と
見
、
聖
 

 
 

ボ
ル
と
 見
る
の
 

 
 

神
道
の
智
胆
道
 

 
 

教
 と
よ
く
類
比
 

 
 

の
神
道
に
は
 奇
 

 
 

く
 見
て
く
る
と
 

 
 

つ
た
 様
に
自
然
 

 
 

る
 事
を
十
分
 

 
 

く
 神
の
道
」
 及
 

 
 

Ⅰ
ロ
コ
の
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三
 O
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

祭
神
を
崇
敬
 

 
 

で
あ
っ
た
 、
此
 

乗
馬
球
道
 

 
 

三
道
国
教
主
義
 

と
 云
っ
て
よ
い
。
 

 
 

初
め
祭
式
で
 

 
 

 
 

る
 信
仰
と
は
云
え
な
い
、
 
佑
て
譚
ゐ
ホ
 

 
 

 
 

を
 高
調
し
て
健
全
な
る
宗
教
的
生
活
 

 
 

 
 

ね
 。
 

教
の
特
異
性
と
し
て
保
存
し
よ
う
と
表
 3
 望
か
ら
で
あ
る
。
 

天
理
教
教
義
の
前
提
 條
件
 

 
 

入
れ
、
日
常
 

 
 

戒
を
持
つ
よ
り
 

高
野
友
治
 

 
 

未
を
 説
 き
、
儒
 

 
 

た
の
で
あ
る
。
  

 

対
 攻
撃
を
受
 

 
 

 
 

れ
て
も
来
た
，
そ
の
理
由
は
何
処
に
 

 
 

 
 

あ
る
に
し
て
も
、
根
底
と
な
っ
て
 

 
 

 
 

と
な
っ
て
い
る
も
の
が
、
社
会
一
般
 

 
 

 
 

傑
作
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
、
こ
ろ
 

記
す
べ
 き
 事
と
信
ず
る
。
 

つ
と
違
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
と
思
 
う
 。
 

 
 

 
 

方
の
前
提
 條
件
 と
な
っ
て
い
る
も
 

 
 

 
 

し
 、
思
考
し
た
と
こ
ろ
の
知
識
の
蓄
 

 
 

 
 

考
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
天
理
教
の
教
 

 
 

 
 

し
た
人
間
の
知
識
の
蓄
積
を
墓
 
礎
と
 

 
 

 
 

て
は
な
く
し
て
、
全
然
、
立
場
を
異
 

三
道
国
教
主
義
の
検
討
 



 
 

一
段
の
人
々
に
 

 
 

た
 理
由
が
あ
る
 

と
 思
 う
 。
 

 
 

言
わ
れ
て
い
 

る
 事
に
よ
っ
て
も
知
る
事
が
出
来
る
と
思
 う
 。
 

い
ま
ま
で
も
神
の
せ
か
い
で
あ
る
け
れ
ど
 

な
か
だ
ち
す
る
は
仝
が
は
じ
め
や
 

一
 、
何
 

い
ま
ま
で
に
み
え
た
る
事
や
あ
る
事
 わ
 

そ
ん
な
事
を
は
の
う
で
な
い
そ
 や
 

八
 、
 穏
 

い
ま
ま
で
に
な
い
事
は
じ
め
か
け
る
の
は
 

も
と
こ
し
ら
 ゑ
た
 神
で
あ
る
か
ら
 

三
 、
 8
 
1
 

て
れ
 

。
 
し
ら
ず
そ
ば
の
 め
は
 た
れ
に
て
も
 

せ
 か
い
な
み
な
る
 よ
う
 に
を
も
 う
て
 

十
一
、
乾
 

 
 

、
そ
の
表
現
 

 
 

た
 人
々
に
分
る
 

 
 

具
 と
し
て
使
わ
 

 
 

で
、
両
者
の
前
 

提
條
 件
の
差
に
つ
い
て
 柳
か
 申
述
べ
た
い
と
思
 う
，
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一
頁
 平
 均
 数
 

 
 

と
「
 一
 」
の
下
に
 

 
 

一
 」
の
用
法
を
 

 
 

一
つ
⑤
：
 -
 つ
 

 
 

外
婚
 元
 、
無
二
、
 

 
 

序
 等
の
意
味
が
 

 
 

ぅ
が
 如
 き
 強
意
 

 
 

的
 反
語
，
こ
も
 
云
 

 
 

い
で
も
一
つ
）
 

 
 

多
く
、
そ
れ
か
 

 
 

な
 一
者
よ
り
系
 

 
 

し
て
教
義
の
基
 

 
 

た
 神
意
（
幽
冥
）
 

 
 

天
保
・
 九
 ・
 十
 

 
 

）
と
し
て
既
知
 

 
 

）
れ
を
受
け
る
 

 
 

道
 
（
 
神
 一
條
 の
 

 
 

の
子
）
で
あ
る
。
 

一
一
一
一
 

「
あ
き
し
 づ
 Ⅰ
天
理
教
原
典
 う
 Ⅰ
）
に
於
け
る
 

「
 一
 」
に
就
い
て
 

深
谷
忠
致
 



  

１１・幽冥   

  

神 & 
，臥 

  
つ   つ     
の の 

台 石 
  
一 女 

サ つ 一 
0 人 

処   
  
坪 
四 

方 ） 
  
  
つ 

  
あ 

l と l 

元 Ⅱ 教 

  
名 

 
 

（
 立
 教
の
一
二
・
八
日
 
豫
 ）
 

 
 

 
 

出
山
 ハ
 

 
 

 
 

経
が
 加
わ
る
に
 

 
 

そ
れ
は
婚
ん
 ど
 

 
 

に
 神
や
生
霊
 や
 

 
 

る
と
い
う
シ
ャ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
そ
こ
に
は
 根
 

つ の 世 ・ 界     

  
サつう つつ っ丑 つづつつ っ 

の の の の の の 

声 理 心 通 見 こ 

    弟 ，ぅ 

つ 
II@ I   

理 つ つ 
の の 

子 こ 

  
の 

  

1 1 1 1 1 1 
天 天 識 神 神 講 
啓 理 心 一   

懐 子 教 
の 会 
道   

  

- ヨ 季 @   
論 真直 終 
理体 接末 
釣的体読 

専検 的 
充実 的 
弟的 甘 

露台 多 的 場 日の 

の気 喬也 
頂生涯 界 
序清め 
的の世 
隔世界 
一界 
  
世 
界 

 
 

 
 

十
人
近
く
残
つ
 

 
 

を
 ぎ
く
た
め
に
 

 
 

そ
の
託
宣
を
ぎ
 

 
 

次
ぐ
の
で
は
な
 

 
 

を
 表
示
す
る
と
 

 
 

と
身
 條
 の
の
り
 

 
 

に
ま
つ
ら
れ
て
 

 
 

の
音
に
あ
は
 せ
 

 
 

ぃ
 あ
げ
る
と
、
 

 
 

で
あ
る
」
と
名
乗
 

 
 

口
 ょ
 せ
を
 行
 

 
 

 
 

ら
に
減
少
し
て
 

か
く
て
一
つ
の
こ
 
う
 の
 う
 （
効
能
）
と
し
て
、
 
講
 、
 

発
展
の
結
果
、
神
意
は
一
つ
の
世
界
に
於
て
実
正
せ
 

世
界
と
な
る
。
そ
れ
は
陽
気
生
活
の
世
界
で
あ
り
、
 

り
 、
兄
弟
的
多
の
順
序
的
帰
一
の
世
界
で
あ
る
。
 

教
会
が
結
成
さ
れ
、
そ
の
 

ら
れ
、
こ
の
世
は
甘
露
台
 

日
の
寄
進
の
世
界
で
あ
 

山
形
県
庄
内
地
方
に
も
げ
る
修
験
と
 

巫
女
の
機
能
と
形
態
 

戸
川
安
車
 

一
 
-
 
亡
一
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上   

㈲ て片桂る覚 ・ 補数 ょ 崇光 
代 
支   那 
の   糞 
祭 
㌃Ⅰ ⅠⅡⅡ 

就 
い 

  て 

を 代 地 

  

な う 主で 験 め て 

さ 老婦 は着 る ソ 
さ えの巫も と 的 
えが 務 女神 ぃ性 
る こめ よ職 ぅ 格 
基 の と り に呪に   
なャこ年 つはに。 いた的て り 佳局   
る には注の濃 そ   
ぅ く 口 た ま ひわ 
点銭よいぎ と り 

て つせ の れ こ に   
それ（ れば 祀農ら 掃 か を ら 

がな 砥ら）たたっ 霊 しいま 
女 なに り と り 

のい 対 しい "   
道
教
の
宗
派
と
を
の
源
流
 

窪
 

徳
忠
 

 
 

は
 多
く
の
 分
 

 
 

方
埜
林
 備
付
の
 

 
 

の
 適
確
な
現
存
 

 
 

そ
の
大
部
分
は
 

 
 

の
事
情
に
よ
 

一
一
一
一
単
一
 

Ⅰ 81 

 
 

不
分
明
な
自
然
 

 
 

向
を
逆
算
す
れ
 

 
 

ぅ
 事
が
想
定
さ
 

 
 

」
の
原
始
形
象
 

 
 

も
 自
然
神
で
あ
 

 
 

高
処
の
天
神
 て
 

 
 

献
 時
代
に
は
 祀
 

 
 

代
 に
天
神
崇
拝
 

を
 認
め
な
い
の
は
当
を
得
た
も
の
て
は
な
い
。
 

 
 

に
 存
す
る
か
 

 
 

期
に
 既
に
成
立
 

 
 

、
 ㈲
更
に
本
質
 

 
 

支
那
民
族
の
人
 

間
 主
義
的
精
神
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 



 
 

る
 道
士
は
 、
師
 

 
 

に
 加
え
る
。
 又
 

 
 

を
 作
る
。
こ
 う
 

な
っ
た
の
ほ
大
体
九
代
中
潮
以
後
の
こ
と
で
お
る
。
 

 
 

あ
っ
た
。
 正
 

 
 

ひ
く
。
張
陵
の
 

 
 

に
は
天
師
道
と
 

 
 

な
禁
呪
 
・
 符
錬
 

 
 

。
 木
 m
 は
江
西
 

 
 

。
土
浦
 派
 の
 開
 

 
 

が
 、
実
際
は
染
 

 
 

は
 正
一
教
と
同
 

 
 

盛
 で
な
く
、
 現
 

 
 

は
 、
正
一
散
に
 

 
 

一
 思
想
に
立
脚
 

 
 

・
庶
民
的
で
あ
 

 
 

に
よ
っ
て
悟
り
 

 
 

真
教
と
 略
 々

 同
 

 
 

，
真
大
道
の
 

 
 

現
存
し
て
い
な
 

 
 

 
 

 
 

い
る
。
 彼
 

 
 

ぅ
 べ
く
、
 特
 

 
 

す
べ
 き
 古
典
 

あ
る
こ
と
は
い
 
う
 を
ま
た
な
い
。
 

 
 

知
ら
な
い
 

 
 

の
原
帳
 な
る
 

な
 ば
記
し
て
い
る
。
 

 
 

本
 で
は
 無
 

 
 

ら
れ
る
。
 げ
 

 
 

正
義
及
び
 

 
 

遠
し
て
い
る
 

 
 

お
 げ
る
但
木
 

様
相
は
ほ
ぼ
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

同
本
と
て
 

 
 

ぅ
 こ
と
で
 

 
 

、
 倒
せ
ば
、
 

 
 

の
 記
述
は
 、
 

柚
子
の
思
想
と
は
見
な
し
難
 い
 こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
 

 
 

そ
の
原
本
 

幅
井
康
順
 を 抱唐あ も のか 索だぃ 旨 。 でにの 

神
仙
 
伝
考
 

三
四
 

1% 



 
 

根
 

 
 

事
実
 

 
 

記
録
 

 
 

列
ね
 

礼
の
官
職
等
 よ
 り
類
推
す
る
事
が
出
来
る
。
 

 
 

 
 

 
 

の
も
 

 
 

あ
ろ
 

 
 

等
は
 

 
 

 
 

に
 

 
 

於
て
 

 
 

程
度
 

 
 

民
間
 

く
巫
 祀
の
典
型
を
見
得
る
と
考
え
る
。
 

 
 

を
 

 
 

ほ
木
 

 
 

も
の
 

と
 推
考
せ
ら
れ
る
。
 

中
国
古
代
 巫
祀
考
 

安
居
 
香
 

指 に見はも 

  

で が 
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道
教
の
秘
訣
１
１
 描
訣
 に
つ
い
て
 吉

岡
 
義
豊
 

 
 

）
と
の
両
面
 

 
 

事
相
と
密
接
な
 

 
 

ロ
に
 真
言
を
唱
 

 
 

道
教
に
於
て
も
 

 
 

即
ち
書
行
、
 捨
 

 
 

あ
る
。
 捨
訣
 、
 

 
 

の
 出
来
な
い
も
 

 
 

る
 所
に
道
教
的
 

 
 

も
の
で
あ
る
か
 

ら
 実
体
を
会
得
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
 

三
五
 

 
 

巫
は
女
巫
で
あ
 

 
 

巫
差
 不
参
、
 全
 

 
 

が
、
 巫
の
起
源
 

 
 

ぃ
 事
は
、
現
地
 

 
 

り
 、
こ
の
問
題
 

 
 

源
 に
就
い
て
 理
 

解
さ
れ
て
い
る
と
同
様
と
考
え
る
。
 

 
 

る
 資
料
的
に
 

も
 豊
富
な
民
間
信
仰
の
諸
事
実
の
中
に
見
い
出
さ
れ
る
。
 



    

団 金性 
ほ く 格朝 
仏経 は鮮 
た清 徒 に   
息、 ともル地 の ド に 

契 仝 わで 的契 

  
ャこ   

趣 いる 一 
源 ろ と 種 

    
で田 理 く い 無 

いい目合 
てわ 治が宮   
はれ的 発 

確 説いもし てな叢 原 
は る の て 
なが で い 兎 

    
その 代 の 的桑   

一
一
一
 

よ
 
（
 

 
 

る
と
か
、
古
代
 

 
 

睦
の
意
を
表
わ
 

 
 

で
あ
る
と
か
、
 

さ
ま
ざ
ま
に
い
わ
れ
て
来
た
が
明
か
で
は
な
い
。
 

 
 

祭
る
集
会
）
 

 
 

ら
 、
朝
鮮
に
お
 

 
 

起
源
は
原
始
 畏
 

 
 

あ
る
の
で
は
な
 

 
 

季
の
法
会
が
百
 

 
 

。
原
始
社
会
の
 

 
 

法
会
は
又
 香
徒
 

 
 

た
 。
高
麗
 朝
に
 

 
 

は
 葬
式
組
合
、
 

 
 

期
 に
は
 濫
立
ざ
 

 
 

M
 、
経
済
的
性
 

 
 

が
 反
映
し
、
 特
 

 
 

0
 分
化
発
展
に
 

 
 

ぽ
 等
の
條
 件
を
 

考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
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イ
ス
ラ
 

る
 。
 一
ま
 

ア
ル
信
仰
 

性
格
を
有
 

は
農
耕
 文
 

老
の
文
献
 

文
献
と
し
 

結
晶
と
皮
 

此
の
両
 

が
、
相
互
 

互
に
影
 輯
 

ヤ
 ハ
ウ
 

ル
 0
 名
に
 

事
は
 、
次
 

㈹
中
 

軍
）
が
 禁
 

三
）
 ;
 

し
得
な
い
 

イ
 

一
 一
 

 
 

し
得
 

 
 

は
バ
 

 
 

数
曲
 

 
 

後
者
 

 
 

預
言
 

 
 

儀
、
 

 
 

話
 ・
 
か
 

つ
て
い
る
。
 

 
 

あ
る
 

 
 

、
 目
 
オ
 

を
興
 え
た
事
を
看
過
す
る
 事
 -
 
は
 出
来
な
い
。
 

 
 

，
ア
 

の
 諸
事
実
に
よ
っ
て
、
実
証
さ
れ
る
。
 

 
 

十
八
 

 
 

一
 Ⅰ
 
一
 

 
 

駆
除
 

 
 

を
永
 

研
究
報
告
 

ス
ラ
エ
タ
 宗
教
史
に
於
け
る
 

つ
の
類
型
 

山
崎
 
ム
 
子
 

神三ね性フ 二に一 
学 " ば と 理 " っ " 

的神 な 個解力 い木 
モ羊 ら有 （ ル て 研 カ 

チ 0 な 桂危ヴの究 ノ ン " 

ヴ 。 i フつ と いを 。 と伸 機ィ ン質カ 木は   

理 て ら学理的 ル   神ム だ挨ツ ル る に ゼ 

解来 え的解考ヴ   ン 

を た る土の察 ィ 
｜乙て   

あ 

ヤ @ イ ノ L @   ハワ Ⅰ 

る 歴 史 か 体の固 イ 一 一 ニ 曲 
と空 王 ・系で有 
と 主 義弟 的あ 性 仰 

と 
          

ロ （夕陽ア師 る ヱ   

的 輪 台 て 曲 想 レサ ヤえ 二例 レ神ビ会 @ とブ の は ，文 き ん屋 ノ   

と ル譲会 はる 存の   のナイと催除 在神 
密 は あ 相ナ 連 比 ， 深さ 醸 し 殿 
な "  け     対 ]  " 関 較ク いれ パ たの 
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文
献
学
に
ま
で
徹
底
 

回
 、
カ
ル
ダ
 イ
ソ
 に
 

Ⅰ
の
の
 0
 す
 下
血
の
と
 

を
明
か
に
す
る
。
 即
 

ま
 、
こ
の
生
産
性
は
 

の
で
理
解
さ
れ
る
ほ
 

考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
 

上
ハ
 
、
絶
対
的
な
神
の
 

の
 営
み
と
し
、
神
が
 

開
は
，
 
遮
る
も
の
の
な
 

セ
 、
同
様
の
こ
と
は
 

た
 。
即
ち
 、
 神
の
主
 

こ
す
結
果
と
な
る
。
 

を
 追
求
す
る
。
 

八
 、
主
体
的
な
面
に
 

論
 的
、
聖
霊
論
的
（
 

九
 、
信
仰
的
実
存
の
 

世
的
 教
権
主
義
に
近
 

的
 聖
者
理
想
は
否
定
 

勺
 。
Ⅱ
Ⅰ
の
 

0
 
す
 Ⅰ
岸
ヰ
 

の
 ）
年
の
の
 

  

 
 

於
て
は
倫
理
は
信
仰
の
自
己
展
開
と
解
せ
ら
れ
る
，
 

ル
タ
 

力
 ル
ヴ
ィ
 

ソ
 の
 ま
の
目
日
 

…
と
の
比
較
は
そ
の
こ
と
 

ち
 
信
仰
は
生
産
的
で
あ
る
。
 

神
 関
係
の
意
識
に
お
け
る
 

パ
 T
 ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
の
 

如
 ぎ
も
 

ど
里
 
純
で
は
な
い
。
信
仰
が
倫
理
へ
と
展
開
す
る
契
機
が
 

ヰ
は
 

主
 、
己
が
 

客
 と
さ
れ
る
。
そ
こ
に
信
仰
 

よ
 り
倫
理
へ
の
 

展
 

い
 
可
能
性
に
充
ち
る
。
 

へ
 
う
ギ
 
フ
ス
に
対
す
る
ア
ウ
グ
ス
 

チ
ヌ
ス
 

に
於
て
見
ら
れ
 

そ
れ
 
故
 我
々
は
 

カ
 ル
ヴ
ィ
ン
 

的
 信
仰
の
主
体
的
内
面
構
造
 

お
 げ
る
信
仰
の
生
産
的
契
機
と
し
て
、
我
々
は
特
に
基
督
 

聖
化
論
的
）
、
教
会
論
的
な
も
の
を
数
え
上
げ
た
 

い
 。
 

成
立
を
 
?
 日
の
ぎ
片
に
も
と
め
る
教
会
論
的
性
格
は
中
 

附
く
と
見
え
て
実
は
遠
い
。
個
人
的
元
徳
を
め
ざ
す
中
世
 

さ
れ
、
 
%
 減
 
0
 
手
 の
 
向
上
が
考
え
ら
れ
る
。
近
世
の
 

は
か
 
，
 
Ⅱ
し
て
カ
ル
フ
ィ
 

ソ
 の
教
会
論
か
ら
生
起
し
た
。
 

の 根ぃ 強を相 邦仁 っ き ヰ円末 Ⅱ け Ⅰ 、 

  

  

大
畠
 
清
 

 
 

属
す
る
律
法
 

 
 

三
の
使
徒
。
ハ
 
ブ
 

 
 

局
 望
日
（
 
0
 コ
す
 

 
 

の
の
田
主
）
戸
口
 

 
 

俄
事
 時
 ノ
エ
ル
 

 
 

人
物
で
あ
る
と
 

 
 

る
 系
譜
と
し
て
 

 
 

）
Ⅰ
Ⅰ
１
 
%
 日
 （
 
0
 
コ
 

 
 

か
る
系
譜
及
び
 

 
 

び
ヴ
 ・
の
 
ロ
 
ヴ
ヴ
 
P
 （
 
ゴ
 

ト
 
鋲
の
で
 セ
 
め
る
。
 

三
八
 

紀
元
第
一
世
紀
の
タ
ン
ナ
イ
 ム
 に
つ
い
て
 

㏄
 
 
 

 
 



 
 

ヱ
ル
 書
の
中
 

 
 

、
預
言
書
な
ど
 

 
 

る
か
、
更
に
 、
 

 
 

あ
る
か
を
、
 
全
 

 
 

と
を
主
眼
と
し
 

-
 
キ
ハ
 

Ⅰ
。
 

 
 

な
ら
び
に
 ド
 

 
 

」
の
部
に
展
し
 

研
 

先
報
告
 

 
 

  

植
田
重
雄
 

 
 

ル
と
ジ
モ
ソ
 

 
 

と
記
さ
れ
て
い
 

 
 

、
ヴ
 
・
の
の
 

す
す
い
持
イ
ツ
 

 
 

系
譜
は
成
立
し
 

よ
 
え
 ）
。
 

Ⅰ
 

 
 

１
ゎ
牛
荘
 
を
 

 
 

目
な
る
 
岳
笘
 

、
 そ
 

 
 

0
 節
ガ
マ
リ
 
ェ
 

 
 

O
a
i
 

口
目
 
げ
ロ
 
は
 

 
 

一
人
物
で
は
あ
 

り
 得
な
い
。
 

  

l8 ア 

現
代
米
国
に
於
け
る
キ
 ッ
 ス
ト
 教
 

神
学
思
想
の
動
向
 

菅
圓
 
士
 

 
 

リ
ズ
ム
対
モ
 

三
カ
 

 
 

分
 に
分
た
れ
る
 

 
 

ア
め
て
ツ
カ
 。
 
ハ
 

 
 

い
て
述
べ
た
。
 

 
 

れ
る
に
も
 拘
 

 
 

ら
れ
、
更
に
こ
 

 
 

た
 。
（
「
 
ヘ
ゾ
オ
 

ソ
 」
及
び
「
 メ
 レ
ア
Ⅰ
」
）
 

 
 

ム
ヱ
ル
と
 
別
室
 
串
 

 
 

）
等
に
用
い
ら
 

 
 

に
は
多
く
「
 ネ
 

 
 

一
部
に
、
 預
亜
ニ
 

Ⅰ
 

 
 

ヴ
ア
 一
が
指
摘
 

 
 

的
に
神
の
言
を
 

 
 

蔽
 い
 、
す
べ
て
 

 
 

ぎ
は
 、
解
明
の
 

 
 

げ
ら
れ
て
い
る
 

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
か
ら
一
考
察
を
試
み
た
。
 



 
 

り
、
 モ
 ー
ダ
 Ⅰ
 

 
 

し
 一
九
二
九
年
 

 
 

来
て
、
一
九
三
 

 
 

会
日
 と
 云
う
 書
 

 
 

し
て
以
来
、
状
 

 
 

ッ
 神
学
校
、
と
な
 

 
 

学
 の
 影
軽
 を
受
 

け
 始
め
た
。
 

 
 

の
 解
消
と
 云
 

 
 

ズ
ム
 の
解
消
の
 

 
 

つ
は
 リ
ベ
ラ
リ
 

 
 

 
 

す
る
ネ
ォ
・
 
ォ
 

一
般
的
世
俗
的
 

 
 

更
に
細
く
分
れ
 

 
 

ロ
イ
ス
、
ホ
ッ
 

 
 

も
の
と
、
他
方
 

 
 

ワ
イ
ヘ
ッ
ド
 や
 

 
 

も
の
と
が
・
 あ
 

 
 

ラ
リ
ス
ム
の
 解
 

 
 

、
り
 ・
 
へ
 -
 
フ
リ
ブ
 
ハ
 

 
 

オ
 @
 ソ
ド
ク
ジ
 

 
 

所
を
生
か
そ
 う
 

なで かあ 伝 統 3 " しはャいス記 て低々るトな 2 " つい料をて て 。 に俺の ュ " 
つ る と 々 ぃ教ナバ を ら現内 そよ も異初 

異 

  

第社社精 ャ げが対面 用 特異試用 輪教 
部 J 
t@f 

不輸 

  
きヘ ロ而 

Ⅰ ⅠⅡⅠ ア - 

於 

  

定 に止 仏 糖類来場部三事の       げ明 
け 
の Ⅰ 

四 
  衆 

の 

  
  
中 ら のの 味 事ジてキ 遡 ょ な責 解し 

に と 

属す 
する 
る動 
者ぎ 
が ・ で 

最あ 
も つ 

  
で神 
あ 学 
      者 

  
か 
  

一百， え 

ば 、 四 O 
恐 

ら / 

、此 
  

第一     
方 
向 
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中
 

空
の
 

性
 4
 

ら
ず
 

し
て
 

相
依
 

の
無
 

龍
樹
 空
観
の
一
考
察
 

１
１
中
論
を
中
心
と
し
て
 
｜
｜
 

三
枝
 
充
恵
 

 
 

無
目
性
 ｜
 

 
 

桂
 、
無
目
 

 
 

論
 の
み
な
 

 
 

て
 、
一
定
 

 
 

が
の
七
の
 
ガ
屯
卸
 

 
 

ハ
 
ツ
用
偉
 
n
n
o
q
 

 
 

Ⅰ
）
 
く
 ）
 
隼
岸
燵
ロ
 

  

ィ 異の し 如う 性と教 度が 開拓 、， 郡家Ⅰ 倶ケ こ Ⅰ 年 た 何に モ ソ が本 相 ま はま 精神 

第 輪旋 代関側安 づたにし 

げる 三号 論の ， を 上 係の定て ず 文に、 支於 持てた 得 
（所体 限げ敵 な位階 は社 
一究教 AD ら Ⅰこつ 教眉 特金 
九のへ一れ見て 全の相的 
五一の① る らい 体社的深 
一部 桂 ①かれる と会に 度   

月 て解る 課 理 し人の ナす 
） 、 を と題解 て 生動 l る 

の に発 て - あ とに老態 共をの全日 哲 的と 揺ス テ こと 

  
内 （ じ論 部な と上で 
ァ本 E Ⅱの 宗 ど しのあ 

ュ ㏄ 

西 
  

立数 す ハて べ ィ / ） の加 

后 てて 析 わる 零 

  



  

 
 

れ
る
。
然
し
 、
 

 
 

で
、
増
上
身
学
 

 
 

、
経
蔵
 は
 律
蔵
 

 
 

を
 知
ら
な
い
し
 

 
 

戒
 学
的
 戒
は
律
 

 
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
が
、
 

 
 

さ
る
る
 大
 ・
 中
 

 
 

に
し
て
四
百
五
 

 
 

で
、
十
戒
 が
其
 

 
 

目
で
あ
る
。
 そ
 

 
 

・
番
数
・
遊
楽
 

 
 

の
 一
般
に
遺
教
 

 
 

仏
所
行
 讃
 の
 教
 

 
 

伝
統
の
長
く
伝
 

へ
ら
れ
て
居
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。
 

 
 

ね
 、
常
に
異
 

佐
藤
 
密
雄
 

 
 

む
 。
ひ
円
 

ツ
 
g
.
e
 
宙
 
O
.
 
）
 

 
 

れ
る
。
仏
教
 

 
 

め
る
。
の
曲
コ
ロ
 

宙
 

 
 

解
深
密
経
の
意
 

図
を
少
し
く
考
察
し
て
み
よ
う
。
 

 
 

に
す
る
こ
と
」
 

 
 

る
 。
仏
典
に
お
 

 
 

て
い
る
。
 て
し
 

-
 

高
崎
直
道
 

深
密
の
意
義
に
つ
い
て
 

 
 

め
る
 目
 （
 
足
戒
 

 
 

の
 如
き
も
の
 

 
 

教
団
の
増
大
と
 

 
 

も
の
と
考
へ
ら
 

 
 

り
、
或
ひ
は
経
 

 
 

。
大
乗
の
無
 戒
 

 
 

も
 得
ら
れ
る
の
 

で
は
な
い
か
を
思
は
せ
る
。
 

経
蔵
の
 戒
単
 に
つ
い
・
 
て
 

四
二
 

 
 

勧
善
的
で
あ
る
 
柵
 

 
 

の
薦
 め
に
す
る
 

の
と
相
反
し
て
居
る
。
 



研
究
報
告
 

 
 

梵
 木
樽
 伽
経
百
 

 
 

な
る
が
、
こ
れ
 

 
 

脆
さ
せ
る
と
い
 

 
 

い
う
こ
と
で
あ
 

 
 

密
意
 説
 と
は
 何
 

で
あ
ろ
う
か
。
 

 
 

年
ア
卸
 

Ⅱ
が
と
い
 

 
 

て
い
る
が
、
 文
 

法
的
に
は
 

 
 

と
論
く
 ）
 

 
 

経
巻
五
の
勝
義
 

 
 

い
 う
 密
意
 説
を
 

 
 

 
 

と
は
 B
 丁
 A
 の
 

 
 

は
 無
目
性
の
解
 

明
に
あ
る
こ
と
を
知
る
。
 

 
 

し
て
自
己
を
 

 
 

と
い
う
仏
教
の
 

 
 

れ
を
こ
こ
で
 果
 

 
 

妙
の
法
を
努
力
 

し
て
解
 き
ほ
 ご
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
 

 
 

地
士
 
示
 」
 ハ
り
立
 

 
 

対
象
と
し
て
い
 

  

 
 

の
 数
論
と
し
て
 

 
 

の
で
あ
り
、
 他
 

 
 

密
 ㈲
 飲
光
 ㈹
 経
 

 
 

）
め
の
 

巻
 ）
、
技
手
 

 
 

こ
 ・
仏
地
 部
は
 

 
 

は
 三
回
（
Ⅰ
 

0
.
 

 
 

0
 部
 派
 に
類
 す
 

 
 

師
 ・
 
旧
 外
国
師
・
 

 
 

こ
と
に
注
意
 せ
 

ね
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

毛
受
・
 左
取
 ）
 

 
 

筏
蘇
 
（
来
世
）
 

 
 

法
喜
 現
 ㈹
 望
満
 

 
 

群
 は
い
 つ
れ
 も
 

 
 

要
 な
教
 譚
を
説
 

 
 

ら
な
い
説
か
あ
 

四
三
 

Ⅰ 91 

毛
見
春
雄
 

婆
沙
 論
所
 牧
 の
諸
異
説
に
就
い
て
 



 
 

よ
っ
て
明
か
に
 

 
 

無
 と
の
三
が
同
 

 
 

右
と
所
 軟
性
 の
 

 
 

真
の
不
変
 と
依
 

 
 

来
無
 で
あ
り
 現
 

 
 

あ
る
こ
と
を
 示
 

 
 

。
真
の
随
縁
 と
 

 
 

は
そ
の
無
目
性
 

 
 

を
目
の
中
に
含
 

 
 

」
、
「
 
真
譲
 二
 
妄
 

 
 

ぬ
潮
し
て
無
二
 

 
 

融
 す
る
の
で
は
 

 
 

ぃ
 づ
れ
か
一
で
 

 
 

無
相
の
理
が
個
 

経文 別説 生る   阿 

陀
 
都
議
に
就
い
て
 

ギ
井
俊
軟
 

 
 

起
す
 

 
 

結
 

 
 

起
を
 

 
 

安
分
 

は
 る
る
も
の
は
第
六
意
識
あ
る
の
み
で
あ
る
。
 

 
 

す
、
 

 
 

解
脱
 

 
 

分
別
 

 
 

理
 が
あ
る
な
ら
㏄
 

 
 

こ
と
に
矛
盾
す
 

 
 

。
理
が
そ
の
 全
 

 
 

個
 た
る
 事
 （
 
A
 ）
 

 
 

ま
れ
る
。
理
の
 

 
 

粒
の
芥
子
の
中
 

 
 

0
 個
で
あ
り
、
 

 
 

無
碍
の
意
味
す
 

 
 

で
あ
る
と
こ
ろ
 

 
 

と
が
成
立
つ
。
 

 
 

れ
よ
 う
 。
 

 
 

 
 

事
存
 無
碍
へ
の
一
階
梯
と
し
て
三
性
説
 

田
中
 
幅
 

 
 

右
、
 照

 
前
歌
 性
 

 
 

る
 。
論
者
の
明
 

 
 

走
 せ
ら
れ
な
い
 

 
 

題
の
存
在
を
意
 

四四 



  
  

 
 

い
る
。
然
し
 

 
 

と
す
る
観
念
論
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識
 と
す
、
こ
の
 

 
 

早
急
に
判
定
す
 

 
 

論
 、
患
 識
論
 、
 

 
 

0
 分
別
 識
阿
陀
 

 
 

く
し
て
、
 第
セ
 

 
 

梨
耶
 識
を
執
し
 

 
 

那
と
 云
は
る
る
 

 
 

煩
悩
 誠
 に
名
 く
 

 
 

識
と
 訳
さ
れ
、
 

 
 

阿
陀
那
識
と
云
 

 
 

の
と
考
へ
ら
れ
 

 
 

は
れ
た
の
は
 何
 

 
 

牡
論
 に
そ
の
 例
 

 
 

阿
陀
那
誠
な
釈
 

 
 

も
に
こ
の
釈
文
 

 
 

に
 於
て
こ
の
 阿
 

 
 

 
 

唯
識
に
於
け
る
認
識
と
宗
教
と
の
関
係
 

服
部
正
明
 

 
 

考
察
す
る
こ
と
 

 
 

書
の
現
存
せ
ぬ
 

 
 

侵
 で
あ
る
。
 そ
 

 
 

け
廷
隼
隼
ゴ
レ
 

が
 如
 

 
 

れ
て
い
る
。
㈲
 

 
 

眼
識
は
滅
し
て
 

 
 

で
づ
 q
p
n
 

せ
が
ヰ
ゆ
ひ
 

 
 

で
 Ⅰ
 
曲
由
へ
い
オ
 

の
 
丹
 ・
 

 
 

走
 せ
ら
れ
た
の
 

 
 

 
 

 
 

・
 
抽
 。
の
が
Ⅱ
が
 

と
 L
 レ
 

 
 

「
 
論
軌
 」
中
に
 

 
 

と
い
う
現
量
 規
 

 
 

こ
の
規
定
 

 
 

つ
て
 由
ゴ
 
a
r
 
日
の
 

 
 

も
の
と
す
る
こ
 

 
 

は
 前
の
五
識
の
 

 
 

認
識
で
あ
る
こ
 

 
 

の
 （
Ⅰ
 

ヴ
ゴ
 
卸
の
曲
で
あ
 

 
 

ら
れ
た
認
識
の
 

 
 

定
 な
法
界
を
限
 

 
 

て
現
託
 せ
ら
れ
 

 
 

・
口
目
 

剛
 （
 
r
a
 
 

で
十
の
 

四
五
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ヨ
う
 
如
く
「
 大
 

 
 

仏
陀
は
世
界
を
 

 
 

あ
る
。
仏
伝
 と
 

 
 

し
て
い
る
。
 

 
 

篇
に
 分
類
し
 

 
 

梓
の
散
文
、
一
 

 
 

0
 本
生
 話
 の
 大
 

 
 

一
致
し
、
 
又
多
 

 
 

し
た
も
の
の
な
 

平
等
 
通
昭
 

大
事
 讐
楡
譚
に
 於
け
る
本
生
 話
 

 
 

斯
か
る
意
味
で
 

 
 

裏
づ
け
さ
れ
て
 

い
る
の
で
あ
る
。
 

四
 ム
ハ
 

 
 

相
応
す
る
が
、
 

内
容
は
一
致
し
な
い
。
 

 
 

る
か
。
古
代
 

 
 

）
に
系
統
を
引
 

 
 

｜
 （
 
z
p
 
由
コ
 
ド
ガ
 
川
 ）
 

 
 

し
、
 古
い
形
の
 

 
 

ラ
ン
ブ
 
サ
 1
 

 
 

応
 す
る
。
 

 
 

は
 菩
薩
の
熱
烈
 

 
 

・
五
四
 ｜
 
（
 
ァ
 

 
 

九
一
 ｜
 （
 一
 

 
 

一
 セ
ー
 、
一
 

 
 

・
一
一
五
一
一
一
（
 

天
 

 
 

質
を
帯
び
た
も
 

の
が
多
い
。
 

 
 

牛
を
占
め
て
い
 

 
 

て
い
る
点
、
 巴
 

 
 

ぃ
 本
生
 話
 が
あ
 

 
 

年
代
に
関
し
て
 

 
 

味
 あ
る
問
題
も
 

多
い
。
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三
師
七
証
に
つ
い
て
 

彰
 

千
川
 

 
 

 
 

 
 

の
中
、
三
師
 

と
 

和
尚
の
三
者
で
あ
る
。
 

七
託
 
と
は
残
り
の
七
人
で
あ
る
。
 

 
 

な
す
が
、
 

こ
 

 
 

る
 。
戒
を
授
 

け
 

 
 

 
 

 
 

々
 な
 場
合
が
あ
 

 
 

陰
に
呼
ん
で
 

遮
 

 
 

い
か
等
を
確
 

め
 

 
 

磨
 師
は
教
授
師
 

 
 

志
望
者
の
身
許
 

 
 

の
 指
導
に
責
任
 

 
 

戒
を
 
授
け
、
 
出
  

 

聖
典
全
般
の
 

 
 

な
い
。
そ
の
中
 

 
 

源
説
 （
 
と
ま
ダ
 

 
 

臣
，
の
 
汗
し
と
、
 

 
 

毛
 ：
 n
 
。
 q
m
 
：
 q
&
.
 

 
 

 
 

度
 各
地
の
古
代
 

の
宙
 
Ⅰ
 
オ
 ・
 0
 口
の
 
，
 
）
 

 
 

北
 ・
南
方
の
何
 

 
 

な
 地
域
は
西
方
 

 
 

、
 ㌧
 r
a
 
コ
 カ
 の
の
 

 
 

以
上
に
出
な
い
 

四
七
 

 
 

心
 が
向
げ
ら
れ
る
や
 う
 に
な
っ
て
、
意
味
か
変
っ
た
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

メ
リ
ー
語
の
故
郷
の
教
団
史
的
考
察
 

戒
 体
発
得
に
関
 

正
し
く
行
は
れ
 

望
ん
で
も
和
尚
 

な
 い
 場
合
に
 

口
目
（
 
巨
 ん
肌
 

W
 い
か
り
 

回
 す
る
儀
式
 

前
田
恵
 学
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ら
か
に
一
線
 

 
 

ね
 、
 又
 各
々
 一
 

 
 

向
を
有
す
る
。
 

 
 

0
 項
目
に
つ
 

い
 て
の
問
難
応
答
に
検
出
さ
れ
る
。
 

 
 

ま
場
故
 、
彼
 

 
 

し
て
論
ず
る
。
 

 
 

て
 、
一
切
智
者
 

 
 

、
別
異
の
体
を
 

 
 

す
る
と
い
う
。
 

 
 

は
 一
切
智
の
知
 

 
 

認
識
を
成
立
 ず
 

 
 

く
ま
で
唯
一
管
 

を
 中
心
に
認
識
の
問
題
全
て
を
扱
 う
 。
 

 
 

実
事
と
し
て
 

 
 

て
 云
 う
 。
唯
一
 

 
 

も
 矛
盾
で
は
な
 

 
 

有
 と
せ
ざ
る
 所
 

 
 

盾
 し
な
い
の
で
 

ハ
 ツ
パ
ド
ラ
 
の
中
観
 
楡
伽
説
 

真
野
 
龍
海
 

  

四
八
 



自
由
と
自
在
に
就
い
て
 

・
 ｜
 宗
教
用
語
の
変
化
と
共
通
性
 ｜
｜
 

宮
本
正
尊
 

 
 

な
 関
係
が
あ
 

 
 

違
い
も
あ
る
。
 

 
 

薩
の
神
力
自
在
 

 
 

手
力
が
解
脱
 し
 

 
 

の
 不
自
由
に
し
 

 
 

も
 膵
臓
の
力
を
 

 
 

興
 え
た
。
し
か
 

 
 

仏
の
自
在
力
が
 

軒
 

先
報
告
 

も
る
。
た
だ
 
一
智
は
 、
 共
 、
 自
 、
 総
 と
い
う
相
は
有
す
る
。
 

 
 

性
を
論
ず
る
 

 
 

し
 、
唯
識
 有
と
 

 
 

、
極
微
を
認
め
 

 
 

、
虚
妄
な
ら
ぬ
 

も
の
と
す
る
。
 

 
 

 
 

楡
伽
 各
教
理
 

 
 

ぎ
 彼
の
性
格
に
 

よ
る
。
 

 
 

の
を
語
る
 ク
リ
 

 
 

0
 日
を
讃
仰
す
 

る
も
の
に
比
較
さ
れ
る
。
 

 
 

語
ら
れ
る
の
 

 
 

ら
に
華
厳
 経
全
 

 
 

、
如
来
自
在
神
 

 
 

自
在
 王
 、
帝
釈
 

 
 

統
治
力
、
如
来
 

 
 

在
 に
は
「
偉
大
 

 
 

思
い
合
せ
な
 げ
 

 
 

「
法
に
よ
っ
て
 

治
め
る
」
こ
と
て
な
く
て
は
価
値
が
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

と
し
て
こ
れ
 

 
 

白
 だ
け
が
圧
倒
 

 
 

自
由
の
語
は
な
 

 
 

あ
る
。
日
本
で
 

 
 

は
 随
意
と
し
て
 

 
 

な
っ
て
ミ
ル
の
 

 
 

を
な
し
た
。
 

 
 

い
 訳
語
で
あ
る
 

 
 

想
 、
日
本
の
 ナ
 

 
 

思
想
の
研
究
、
 

仏
 基
の
比
較
研
究
に
つ
い
て
、
一
二
の
課
題
を
提
供
し
た
。
 

四
九
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前
世
に
施
の
 

 
 

れ
 布
施
の
功
徳
 

 
 

だ
け
仏
の
救
済
 

 
 

会
 に
潜
在
す
る
 

資
本
主
義
的
意
識
の
存
在
を
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

目
 の
一
に
転
 

 
 

く
 論
ぜ
ら
れ
て
 

 
 

に
 数
量
念
仏
か
 

 
 

応
 す
る
も
の
で
 

 
 

優
性
 を
冒
渡
 す
 

 
 

離
れ
た
 捨
内
な
 

 
 

性
を
見
出
し
て
 

 
 

め
 ②
 対
 者
の
反
 

 
 

等
 数
え
る
こ
と
 

 
 

げ
ず
、
日
蓮
に
 

 
 

識
を
示
す
も
の
 

 
 

で
あ
る
。
特
に
 

 
 

め
て
酷
似
す
る
 

中
世
の
 
膀
施
 
否
定
論
 

１
１
不
浄
拒
否
の
社
会
意
識
と
し
て
・
 

｜
 ・
 

相
葉
 
伸
 

親
鸞
の
迷
信
否
定
性
 

石
田
充
 之
 

 
 

宗
教
行
為
、
 

 
 

斥
け
る
も
の
な
 

 
 

巻
末
や
「
述
懐
 

 
 

一
五
一
）
の
「
 

改
 

 
 

文
 等
に
顧
み
れ
 

ば
 益
々
そ
の
 根
 強
 き
 主
張
に
接
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

、
哲
学
者
で
 

 
 

、
そ
れ
は
彼
の
 

 
 

を
 得
な
か
っ
た
 

 
 

た
 浄
土
教
的
 純
 

 
 

と
 思
わ
れ
る
。
 

 
 

っ
た
 。
 

 
 

思
想
史
上
に
 

 
 

、
重
視
さ
る
 

き
 多
く
の
課
題
を
含
む
も
の
と
思
 う
 。
 

9
8
 

 
 

 
 

り
、
必
然
的
 
上
 

 
 

さ
っ
た
矢
を
抜
 

 
 

そ
の
非
を
な
じ
 

五
 O
 



 
 

は
擬
南
岳
 

 
 

記
す
と
こ
ろ
で
 

 
 

、
抱
持
経
に
 ょ
 

 
 

本
 、
そ
の
他
 新
 

研
究
報
告
 

 
 

な
る
意
味
で
 

 
 

う
 に
、
そ
の
 課
 

 
 

根
木
性
格
の
追
 

 
 

理
解
さ
れ
る
。
 

 
 

の
 全
展
開
の
 

 
 

等
が
 仏
教
的
 根
 

 
 

為
に
如
何
に
 宗
 

 
 

日
本
神
道
者
流
 

 
 

性
の
中
に
仏
教
 

を
 置
く
こ
と
を
排
除
し
て
い
っ
た
か
が
顧
み
ら
れ
る
。
 

 
 

鸞
に
 徹
底
 せ
 

 
 

自
体
の
、
生
仏
 

 
 

ら
れ
る
場
合
、
 

 
 

か
が
十
分
理
解
 

さ
れ
得
る
。
 

受
 

菩
薩
戒
儀
の
系
譜
 

石
田
端
 麿
 

 
 

南
 苗
木
と
の
 連
 

 
 

要
 な
部
分
を
占
 

 
 

行
法
経
か
ら
 影
 

饗
 さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

櫻
略
 、
地
 持
 

 
 

拾
 い
て
梵
網
 本
 

 
 

で
 古
徳
と
い
う
 

 
 

、
こ
の
木
の
多
 

 
 

頻
と
 善
導
と
が
 

 
 

詞
 止
観
と
往
生
 

礼
讃
と
に
見
出
さ
れ
る
。
 

 
 

て
は
明
瞭
 は
 

 
 

に
 諸
本
と
対
照
 

 
 

本
を
参
照
し
て
 

い
る
こ
と
を
知
り
 ぅ
る
 。
 

 
 

の
ま
ま
 受
 

け
 ・
 明
 残
本
に
は
少
し
も
負
 う
 と
こ
ろ
が
な
い
。
 

 
 

の
は
浄
土
教
 

 
 

未
だ
明
瞭
化
し
 

 
 

手
法
界
諸
衆
生
 
-
 

 
 

ね
 、
こ
の
思
想
 

 
 

然
の
普
通
底
 釈
 

に
さ
え
も
明
瞭
に
こ
れ
が
見
出
さ
れ
る
。
 

五
一
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神な東ょ を さ 俗 る と ウ 偕の摘 傑 げい天生 そ苗 

  
く ぅ 西 れす断るつも と 伽ョ 印 ・ 目 の威 端義極 

房
山
法
華
は
二
十
八
品
 

提
婆
品
の
訳
出
は
五
世
 

ね
 、
六
世
紀
の
初
め
北
魏
 

と
し
て
現
存
す
る
。
 

提
婆
品
を
法
華
経
に
入
 

 
  

 っ
ぎ
に
普
門
品
 重
頚
掲
 

明
記
す
る
の
は
唐
の
開
元
 

本
に
提
婆
、
 
普
門
 偶
の
関
 

一
面
そ
の
 補
 自
流
行
の
あ
 

祠
 ま
で
の
諸
注
釈
 書
は
何
 経

 で
あ
る
。
提
婆
品
と
観
音
 

偶
が
 入
っ
た
形
で
あ
る
。
 

細
末
の
南
斉
，
水
明
年
中
に
御
意
が
訳
出
し
た
と
見
ら
 

正
光
三
年
の
写
本
が
現
存
遺
品
の
上
限
を
示
す
も
の
 

れ
た
の
は
 天
 ム
ロ
 
智
 頴
の
私
案
だ
と
の
謂
は
当
ら
な
 

は
 北
周
武
帝
の
時
の
訳
出
と
す
る
が
、
そ
の
編
入
を
 

録
か
ら
で
あ
る
。
 
添
 品
の
序
に
見
て
も
、
当
時
長
安
 

げ
 木
が
一
般
に
流
行
し
た
こ
と
を
の
べ
る
と
共
に
 

、
 

る
こ
と
も
認
め
て
景
仰
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
 

唐
 

れ
も
こ
の
二
を
麟
い
た
も
の
で
あ
る
」
提
婆
品
は
暫
 

 
 

十
三
年
で
あ
 

 
 

し
た
よ
う
だ
か
 

 
 

あ
げ
た
、
房
山
 

 
 

 
 

 
 

房
山
石
刻
法
華
経
と
二
十
八
品
 

現
形
流
行
の
問
題
 

兜
木
王
事
 

一
五
一
一
 

 
 

た
の
は
当
然
な
㏄
 

 
 

こ
と
と
言
わ
ば
な
ら
ぬ
。
 



 
 

偶
の
編
入
木
と
 

未
 入
木
と
が
年
代
的
に
上
下
し
て
入
り
交
っ
て
い
た
。
 

 
 

と
が
入
り
交
 

 
 

を
 劃
し
て
そ
の
 

 
 

も
な
い
。
 

 
 

問
話
 侵
を
含
 

 
 

が
 、
現
行
末
の
 

最
上
限
と
し
て
の
価
値
を
見
直
す
べ
ぎ
で
あ
る
と
思
 う
 。
 

 
 

、
一
石
二
三
 

｜
 二
六
行
堅
二
足
 セ
 八
寸
、
幅
一
尺
八
寸
内
外
。
 

親
鸞
の
宗
教
思
想
に
於
け
る
二
三
の
問
題
 

沈
地
英
学
 

 
 

第
四
無
記
 仏
 

 
 

し
 、
衆
生
の
仏
 

 
 

性
を
認
め
な
い
 

 
 

。
第
二
は
親
鸞
 

 
 

思
想
が
あ
る
か
 

 
 

こ
れ
は
理
論
的
 

 
 

鹿
陀
が
 名
号
と
 

 
 

し
て
受
取
る
と
 

 
 

理
 に
陪
 る
 。
 信
 

 
 

れ
ば
、
仏
力
は
 

研
究
報
告
 

五       

 
 

が
華
 嚴
の
普
賢
 

 
 

本
門
の
久
遠
夫
⑳
 

小
乗
の
酉
余
程
弟
は
仏
教
の
理
想
と
し
 

増
上
 縁
 と
な
り
、
他
力
性
に
影
挙
す
る
。
 

が
 、
そ
の
仏
性
を
無
目
性
な
も
の
と
し
、
 

な
も
の
と
す
る
。
こ
れ
は
 道
 振
の
仏
性
論
 

の
と
さ
れ
て
い
る
。
然
し
こ
の
仏
性
観
 は
 

な
わ
ち
真
如
は
飽
迄
も
至
善
 チ
 、
あ
り
、
 
自
 

あ
る
。
 

ほ
局
 、
仏
性
を
認
め
れ
ば
他
力
性
が
弱
 

と
で
、
親
鸞
の
仏
性
論
は
爾
、
問
題
と
し
 

㈲
 
セ
祀
 選
定
の
問
題
 
龍
樹
 に
っ
 ぃ
 

浄
土
往
生
の
機
観
に
、
 又
 天
親
に
つ
い
て
 

察
 で
あ
る
点
を
指
摘
し
た
い
。
更
に
龍
 夫
 

の
 全
思
想
に
於
け
る
浄
土
教
思
想
の
位
置
 

し
て
の
 龍
樹
 天
親
と
は
径
庭
か
な
い
か
。
 

あ
る
。
僧
都
の
浄
土
観
、
 禰
陀
 観
、
更
に
 

の
 産
額
 的
 思
想
て
あ
り
、
聖
道
自
力
数
曲
 

然
な
り
な
ぐ
七
祖
の
 一
 た
り
得
る
か
。
 右
 

祀
 選
定
の
妥
当
性
を
間
 ぅ
 。
 

無
住
淫
楽
と
法
華
 経
 

塩
田
義
 遜
 

て
の
淫
薬
で
は
な
い
、
大
乗
の
菩
薩
 

第
四
は
衆
生
本
来
の
仏
性
を
認
め
る
 

繰
 次
第
で
善
悪
何
れ
に
も
な
る
無
記
 

て
 、
真
宗
々
 掌
 中
、
最
も
進
ん
だ
も
 

筒
 検
討
の
余
地
を
有
す
る
。
仏
性
 

す
 

桂
 清
浄
の
も
の
と
な
す
の
が
妥
当
て
 

化
し
、
認
め
ね
ば
不
合
理
と
な
る
こ
 

て
の
こ
ろ
の
て
は
な
い
か
。
 

て
 、
そ
の
浄
土
観
、
鹿
 
陀
 観
、
並
に
 

は
 、
そ
の
浄
土
教
思
想
の
中
心
が
観
 

工
師
の
本
来
の
思
想
的
立
場
と
、
 

そ
 

か
ら
み
て
、
新
帝
 
の
セ
 高
櫓
の
 一
と
 

次
 に
特
に
注
目
し
た
い
の
は
源
信
 

て
 

そ
の
浄
土
教
思
想
が
 
睡
詞
 止
観
一
流
 

思
想
の
濃
化
し
て
い
る
点
、
善
遵
法
 

セ
組
 中
、
特
に
三
師
を
挙
げ
て
、
 
セ
 



 
 

起
す
る
 諸
間
 

 
 

問
題
と
㈲
現
行
 

 
 

し
て
考
察
し
て
 

 
 

矛
盾
、
思
想
上
 

 
 

書
 自
体
に
幾
多
 

 
 

か
ら
①
 録
 内
縁
 

 
 

を
劃
す
る
 佐
後
 

 
 

、
 ㈹
三
五
大
部
 

 
 

種
々
 な
 会
通
法
 

 
 

前
後
を
以
て
天
 

 
 

め
る
こ
と
は
、
 

 
 

し
て
い
る
。
 然
 

 
 

殊
 桂
を
判
然
た
 

 
 

余
り
に
報
わ
れ
 

 
 

え
ら
れ
る
。
 蓋
 

 
 

と
い
う
こ
と
 

 
 

つ
て
表
白
示
現
 

 
 

点
 に
よ
り
重
点
 

安
永
離
背
 

成、 

常
在
教
化
の
諦
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
 

日
蓮
 単
 に
於
け
る
方
法
論
の
再
検
討
 

世
親
の
五
意
 

訳
語
と
解
す
る
 

を
、
世
親
或
は
 

五
念
門
と
に
、
 

も
の
で
あ
る
が
 

金
門
 に
 讃
歎
は
 

乗
 荘
厳
経
論
に
 

包
井
委
譲
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 世

親
 つ
 五
念
門
に
つ
い
て
 

 
 

0
 人
間
的
牛
面
㏄
 

 
 

と
は
、
陸
前
 佐
 

 
 

而
も
そ
の
両
者
 

 
 

の
で
あ
る
。
 こ
 

 
 

そ
 如
上
の
会
通
 

 
 

と
 信
ず
る
。
 次
 

 
 

学
 が
底
本
と
な
 

 
 

に
格
護
 さ
れ
て
 

 
 

と
の
草
稿
本
に
 

 
 

一
 こ
と
を
も
 十
 

 
 

（
大
崎
学
報
 第
 

 
 

つ
 ）
 

ヨ % 
四 
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も
の
で
あ
る
 

稼 

関 

  

  

慈 

光   
 
 

弘
忍
 等
に
対
し
 

 
 

睾
を
典
 え
た
る
 

も
の
の
如
く
で
あ
る
。
 

 
 

牛
頭
 輝
 と
が
 

 
 

展
開
し
た
と
い
 

 
 

は
譚
宗
 思
想
史
 

 
 

又
 、
 譚
宗
 第
二
一
 

 
 

の
も
の
に
つ
い
 

 
 

き
僧
 燦
の
当
時
 

 
 

も
の
で
あ
っ
た
 

 
 

道
信
、
弘
 怨
め
 

 
 

の
 大
勢
を
決
す
 

 
 

、
 従
っ
て
 道
 

 
 

は
 東
山
法
門
の
 

 
 

の
 一
層
の
重
大
 

さ
が
考
え
ら
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

見
さ
れ
、
 改
 

 
 

の
 内
に
葬
り
去
 

 
 

ん
と
し
、
こ
れ
 

 
 

れ
つ
 
つ
あ
る
 

 
 

の
 思
想
 揮
風
の
 

 
 

根
幹
と
な
っ
て
 

い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

五
五
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無
量
書
経
論
詰
 に
 説
示
せ
ら
れ
る
 願
生
 浄
土
 

の
 思
想
に
関
す
る
 両
つ
め
 見
解
 

藤
堂
 
恭
 

 
 

解
 

 
 

願
主
 

 
 

は
 

 
 

の
と
 

 
 

す
る
 

 
 

と
し
 

 
 

解
え
 

 
 

不
具
 

 
 

同
一
 

 
 

誤
謬
 

 
 

相
続
 

 
 

0
 位
 

 
 

此
彼
 

 
 

の
ル
 
再
 

 
 

れ
 

 
 

得
る
 

 
 

、
証
 

 
 

あ
る
 

  
果対げ 定も見るる く で 他 いにの 

。 心でて 
論 あ お 
一 ろ ら 
巻 5 % 
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中
世
に
於
け
る
信
仰
譚
の
運
搬
者
に
つ
い
て
 

１
１
特
に
大
和
長
谷
寺
を
中
心
に
 
｜
｜
 

永
井
義
 憲
 

 
 

が
 、
中
世
に
 

 
 

寺
は
創
建
以
来
 

 
 

か
 、
寺
領
は
他
 

 
 

し
て
い
る
の
 

 
 

の
 活
躍
に
 よ
 る
 

も
の
で
あ
っ
た
。
 

 
 

根
元
か
ら
 発
 

 
 

の
 霊
験
を
説
い
 

 
 

た
事
が
あ
っ
た
 

 
 

い
 。
長
谷
寺
の
 

 
 

あ
る
よ
う
な
も
 

 
 

案
 が
同
一
人
の
 

 
 

か
か
る
理
解
は
 

 
 

つ
く
限
り
、
 十
 

 
 

る
も
不
可
得
に
 

 
 

 
 

の
ゆ
え
に
相
と
 

 
 

れ
た
第
三
の
立
 

場
を
 散
て
肯
定
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
つ
屯
の
と
思
わ
れ
る
。
 

五
六
 



維
摩
経
の
宗
教
社
会
学
的
一
考
察
 橋

本
芳
契
 

 
 

、
思
想
性
、
 

 
 

そ
の
特
異
な
 戯
 

 
 

祐
作
品
に
 典
え
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し
て
発
見
せ
ら
 

 
 

せ
ら
れ
て
あ
っ
 

 
 

 
 

 
 

こ
の
勧
進
聖
に
 

 
 

れ
た
も
の
と
 推
 

 
 

韻
に
卜
 
よ
っ
て
七
 
%
 

 
 

起
 霊
験
を
語
っ
 

 
 

手
 に
関
し
て
 同
 

 
 

し
む
る
も
の
が
 

 
 

詞
を
時
に
応
じ
 

 
 

、
国
家
貴
族
の
 

 
 

、
そ
れ
以
前
に
 

 
 

れ
る
。
丈
室
町
 
期
 

 
 

考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

が
 以
上
の
諸
 

 
 

だ
き
た
 い
 。
）
 

た
 影
響
に
つ
い
て
 

際
に
つ
い
て
見
る
 

の
 思
想
的
意
義
に
 

ぅ
 。
し
か
る
に
こ
 

関
連
し
た
第
三
の
 

要
 と
す
る
の
で
あ
 

て
 果
す
機
能
を
見
 

も
の
と
考
え
る
こ
 

維
摩
経
は
内
容
 

%
 と
い
う
地
理
的
 

（
宗
教
的
自
由
）
を
 

9
 表
現
上
著
し
く
 

（
舎
利
弗
が
代
表
）
 

実
大
乗
に
導
入
し
 

と
 共
に
博
大
な
 慈
 

理
解
と
実
践
は
 、
 

か
く
て
一
方
「
 

こ
の
経
は
、
身
心
 

を
参
悉
せ
し
め
、
 

要
領
・
 
竺
 示
す
こ
と
 

示
さ
れ
た
社
会
的
 

含
め
て
）
の
意
義
 

し
て
は
む
し
ろ
 不
 は

 イ
ン
ド
・
西
域
・
中
国
・
日
本
等
に
わ
た
ろ
そ
の
流
伝
の
笑
 

へ
 ぎ
で
あ
る
，
 
又
 そ
の
 全
 経
に
横
溢
さ
せ
た
「
空
の
論
理
」
 

つ
い
て
は
仏
教
教
理
史
を
辿
っ
て
こ
れ
を
知
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
 

の
文
学
的
及
び
思
想
的
の
両
特
質
と
も
内
面
的
に
は
密
接
に
 

社
会
的
特
質
に
つ
い
て
は
、
お
の
ず
か
ら
別
途
の
考
慮
を
必
 

る
 。
 且
又
 そ
の
空
明
は
、
一
般
に
宗
教
が
社
会
生
活
に
お
 

い
 

よ
う
 と
す
る
宗
教
社
会
学
に
対
し
て
、
一
つ
の
 

寄
 ・
興
を
為
す
 

と
か
で
き
る
。
 

的
に
は
「
菩
薩
道
」
の
実
際
を
説
く
も
の
で
あ
る
が
、
 

%
 台
 

社
会
的
な
自
由
都
市
を
背
景
と
し
維
 

摩
 居
士
と
い
う
解
脱
 

得
た
在
俗
の
信
者
を
中
心
人
物
と
し
た
説
話
体
に
 

ょ
 っ
た
か
 

具
体
性
を
帯
び
頗
る
生
彩
を
放
つ
こ
と
と
な
り
、
 

又
 小
乗
 人
 

の
形
式
主
義
を
破
付
し
て
真
に
「
無
分
別
の
分
別
」
に
立
つ
 

よ
う
 と
し
た
か
ら
、
実
費
的
に
は
智
慧
の
力
（
文
殊
が
代
表
）
 

悲
 精
神
に
富
む
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
故
に
こ
の
経
の
深
い
 

仏
教
の
社
会
化
を
件
わ
ず
に
は
お
か
な
い
。
 

心
の
出
家
」
を
絶
叫
 
し
 、
他
方
「
法
の
供
養
」
を
高
調
す
る
 

一
如
、
物
心
一
体
の
理
念
に
貫
か
れ
乍
ら
、
世
俗
諦
に
真
諦
 

勝
義
の
生
活
を
歴
史
的
現
実
と
し
て
形
式
す
る
た
め
の
根
本
 

が
そ
の
核
心
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
さ
ま
 
ム
 
Ⅰ
な
形
 て
開
 

諸
問
題
（
経
済
・
政
治
・
道
徳
・
学
問
・
教
育
等
の
そ
れ
を
 

に
 全
体
と
し
て
着
眼
す
る
こ
と
は
、
経
典
の
近
代
的
研
究
と
 

可
欠
 の
こ
と
に
属
し
ょ
う
。
維
摩
経
を
特
に
考
察
の
対
象
と
 

五
モ
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宗
教
の
知
解
と
体
験
に
つ
い
て
 

花
山
信
勝
 

 
 

、
学
問
的
 整
 

 
 

る
 。
 

 
 

級
密
 に
行
わ
 

 
 

そ
の
も
の
で
は
 

 
 

ら
ず
、
衆
生
の
 

 
 

る
に
此
の
教
理
 

 
 

移
し
て
観
行
 す
 

 
 

み
る
も
、
そ
の
 

 
 

る
 筈
で
あ
る
。
 

 
 

法
の
分
析
 推
 

 
 

界
処
と
濫
 、
 苦
 

 
 

し
め
た
あ
げ
 

 
 

不
空
、
下
等
 離
 

 
 

て
 成
仏
の
目
標
 

 
 

 
 

る
 知
解
の
及
ば
 

は
 、
科
学
的
で
 

 
 

こ
ろ
は
推
理
や
 

 
 

れ
た
過
程
の
事
 

劇
的
研
究
た
る
こ
と
を
述
べ
る
。
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なかっ破ら論 過が   
成 のの大の哲が 実悠遠宗学宗田 直ら果 の で         舌か 還が的の間 定 

根 芹 破 、 論な い 両班 
本 し ょ真の る て 家方 
的 て り 理一発 、 に 法 
立 三進開特力こ お と   

の 着 信の多々 で り 暫 
場 を 論ん額白をのいし 教 てのと 弘 二てて     
三 学 、 やすっ 諦 一河             思、 ぃ 後あ 教が 安す 

る に担が「 辞 すれ   

験 の 男無範 興り     



 
 

  

松
野
純
孝
 

 
 

ノ
 ミ
な
 

 
 

な
ら
な
い
。
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その 

仕
方
と
し
て
の
二
類
型
、
即
ち
 

①
法
的
に
約
し
て
。
十
種
，
二
諦
（
 浬
穏
経
 聖
行
 品
 ）
 

 
 

二
種
，
二
諦
・
 

四
重
，
二
諦
・
 
軍
複
 六
種
，
二
諦
な
ど
。
 

 
 

度
を
窺
い
、
 更
 

 
 

諸
士
 重
 ，
義
を
 
、
 

 
 

失
の
面
か
ら
 外
 

 
 

ね
 ち
に
よ
っ
て
 

 
 

破
の
論
法
を
以
 

 
 

介
 と
し
た
一
道
 

 
 

批
判
と
破
 釈
を
 

 
 

底
 的
に
破
し
た
 

 
 

関
す
る
 貢
料
は
 

 
 

て
 中
板
前
の
 占
 

 
 

を
 明
ら
か
に
し
 

え
た
と
信
ず
る
。
 

親
鸞
の
教
化
の
対
象
 

 
 

な
 と
 ぎ
 あ
か
す
 

 
 

も
 い
 う
 べ
 き
 も
 

 
 

介
 と
す
る
が
 そ
 

 
 

の
 愚
者
五
機
 の
 

高
調
と
い
え
よ
 う
 か
ら
。
 

 
 

え
 た
 唯
信
紗
 

 
 

教
 君
側
か
ら
 最
 

 
 

ひ
と
し
く
し
、
 

 
 

も
 う
（
 @
 
し
か
り
 

ョ
主
 

Ⅰ
 

 
 

 
 

な
い
よ
う
に
 カ
 

 
 

法
然
の
語
（
 西
 

 
 

は
甚
 少
な
布
施
 

 
 

こ
そ
を
 教
み
 咄
の
 

 
 

は
諸
機
 に
あ
ま
 

 
 

の
辺
の
人
々
」
 

 
 

か
 容
易
に
み
ら
 

 
 

民
 商
人
等
を
あ
 

 
 

生
 Ⅱ
武
士
の
解
 

 
 

げ
た
新
砂
 を
注
 

 
 

結
び
つ
け
た
 解
 

 
 

土
豪
や
武
士
 中
 

 
 

い
 得
よ
う
か
。
 

 
 

は
め
ざ
し
た
 

 
 

書
 し
て
お
く
。
 

五
九
 

  
釦 7 



    

 
 

な
 根
拠
た
る
 

 
 

つ
て
順
次
に
成
立
 

 
 

と
し
密
教
を
中
 

 
 

る
 異
色
を
示
し
 

 
 

身
観
 の
問
題
 せ
 

 
 

ぬ
来
 と
真
言
 密
 

 
 

中
 り
に
展
開
し
 

 
 

致
を
主
張
す
る
 

 
 

て
は
な
い
。
 
寧
 

 
 

て
 完
成
す
る
に
 

 
 

を
 説
明
す
る
 為
 

 
 

0
 円
珍
も
三
身
 

 
 

即
せ
し
め
る
 点
 

 
 

釈
迦
を
す
ら
そ
 

 
 

 
 

 
 

シ
ナ
天
台
で
は
 

 
 

覚
的
 法
身
思
想
 

 
 

の
点
で
下
安
来
 

ム
ロ
密
の
仏
身
観
に
つ
い
て
 

藤
田
宏
 
蓮
 

2 ㏄ 

五
代
仏
教
の
性
格
 牧

田
 
諦
亮
 

 
 

の
 不
断
の
侵
 

 
 

社
会
構
成
の
変
 

 
 

産
 と
思
わ
れ
 

 
 

右
の
現
実
的
な
 

 
 

る
 。
晩
唐
五
代
 

 
 

藤
 観
音
菩
薩
 伝
 

 
 

又
は
爾
 勒
 の
 化
 

 
 

神
 」
と
し
て
 民
 

 
 

本
 莱
の
意
義
 よ
 

 
 

さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

天
 こ
 他
姓
と
し
 

  

  

六
 O
 

 
 

説
は
、
 ム
ロ
密
を
 

 
 

し
め
た
も
の
と
 

 
 

身
 ・
 倶
体
 供
用
 

 
 

る
影
轡
を
輿
え
 

 
 

は
そ
の
帰
結
を
 

 
 

と
の
思
想
的
 連
 

 
 



 
 

二
間
 及
 聖
道
 

 
 

お
 此
の
「
 儂
 」
 

 
 

四
仏
時
代
の
護
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教
行
信
証
化
巻
末
に
つ
い
て
 

西
湖
 

森
 

 
 

指
等
 が
重
要
な
 

 
 

め
て
普
遍
的
に
 

 
 

た
 業
で
あ
る
と
 

 
 

容
 さ
れ
た
仏
教
 

 
 

政
治
力
の
統
制
 

 
 

其
の
完
全
な
る
 

 
 

支
途
 度
に
 其
の
 

 
 

に
 後
周
世
宗
に
 

 
 

主
従
的
的
イ
ソ
 

 
 

一
の
 三
 拙
稿
後
 

 
 

氏
上
ハ
帖
 
等
 の
 五
 

 
 

し
て
い
る
事
が
 

 
 

と
し
て
、
 教
儀
 

 
 

教
義
仏
教
受
容
 

 
 

融
合
教
え
の
腕
 

皮
 が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

修
羅
、
餓
鬼
、
 

 
 

代
 の
全
宗
教
を
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

狭
義
に
は
前
出
 

値
高
 ぎ
も
の
か
 

@
O
 

る
の
で
あ
る
か
 

る
け
れ
ど
も
、
 

 
 の

で
あ
る
。
 

の
中
に
方
便
化
 

O
0
 

「
 
仮
総
 」
を
 含
 

教
を
外
教
 邪
 

 
 

」
を
排
撃
 し
、
 

「
広
義
の
真
実
」
に
於
て
は
「
 仮
儂
 」
を
包
容
し
て
い
る
。
 

 
 

門
を
捨
て
て
 

 
 

、
 要
 門
真
門
 時
 

 
 

門
の
段
階
的
価
 

 
 

押
し
広
め
れ
 

 
 

各
 、
そ
の
段
階
 

 
 

親
鸞
は
化
巻
末
 

 
 

を
 認
め
た
の
で
 

あ
ろ
う
。
 

 
 

て
 、
一
方
に
 

由
 
一
ノ
 

Ⅹ
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来
な
い
、
 
そ
 

 
 

す
る
こ
と
は
 

仏
 

 
 

つ
 っ
あ
る
。
 

そ
 

 
 

理
解
す
る
の
に
 

 
 

違
 に
よ
っ
て
 

仏
 

 
 

 
 

 
 

。
（
二
）
 

発
 
㌃
土
山
人
 

 
 

は
永
 
遠
な
ろ
 
釈
 

 
 

結
集
 
若
 か
 、
当
 

 
 

ら
に
過
ぎ
ぬ
。
 

 
 

ね
 。
そ
れ
は
 
大
 

 
 

へ
 
三
）
そ
れ
で
は
 

 
 

く
 久
遠
完
成
の
 

 
 

と
 云
 う
 様
な
名
 

 
 

そ
れ
は
法
華
経
 

 
 

に
 後
の
学
者
の
 

 
 

る
 態
度
を
取
っ
 

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

釈
貧
と
阿
禰
 陀
仏
 結

城
令
聞
 

慧
苑
 教
学
に
対
す
る
一
考
察
 

坂
本
幸
男
 

 
 

る
 所
が
多
か
 

 
 

師
異
流
 と
し
て
 

 
 

苑
 公
言
。
 
続
 ，
 
於
 

 
 

軽
 二
夫
大
経
 
-
 
。
 

 
 

記
 王
師
承
 在
 。
 

 
 

合
 -
 
。
 盾
 逃
 @
 

 
 

義
 -
 
、
 -
 
不
 。
 
欲
 。
 

 
 

否
 。
不
二
妻
 破
 

 
 

二
経
 
包
含
 故
 。
 

Ⅰ
、
一
一
 

/
 

 
 

り
 大
無
量
詩
経
 

田
 

 
 

 
 

す
 め
 て
あ
る
か
 

 
 

ね
 。
釈
尊
が
 従
 

 
 

す
る
の
で
あ
る
 

 
 

自
己
の
為
に
 、
 

 
 

な
る
自
己
の
名
 

 
 

と
天
 ぅ
 名
で
表
 

 
 

し
た
大
経
の
構
 

想
は
然
 5
 表
 5
 意
味
て
お
る
。
 



研 

  究 

報 -. 

苦 

 
 

に
 拘
ら
す
一
人
 

慧
死
 の
み
非
難
せ
ら
れ
だ
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
 

 
 

た
の
 て
あ
 ・
 
ろ
 

 
 

：
 徒
 ら
に
澄
観
 

 
 

の
 学
説
の
凡
 べ
 

 
 

多
い
の
を
見
る
 

 
 

華
 厳
 学
者
の
如
 

 
 

」
で
あ
り
、
 澄
 

 
 

の
 相
違
に
依
る
 

 
 

上
に
正
当
な
地
 

仕
を
 興
ヌ
 べ
き
て
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
で
、
あ
る
。
 

 
 

破
 尺
 -
 
枚
。
㈹
 

 
 

拳
 し
た
。
此
の
 

 
 

 
 

す
る
も
の
が
あ
 

は
な
く
、
僅
か
 

 
 

玄
を
両
重
に
改
 

 
 

少
の
相
違
が
あ
 

由
 
、
一
一
一
 

 
 

 
 

日
田
甚
五
郎
 

の
中
１
 

l
 

英
親
 

禧
 
音
書
 

に
 
於
け
る
「
人
の
子
一
の
 

田
島
信
之
 

称
号
に
つ
い
て
 神

崎
大
六
郎
 

テ
ィ
 

リ
ソ
ツ
ヒ
 

の
根
本
的
立
場
 

の
 
す
 
由
海
下
臣
 

い
い
げ
局
 

お
に
於
け
る
 

0
 
在
と
 

ま
笘
 

田
中
喜
久
男
 

 
 

山
木
正
文
 

親
鸞
の
現
生
是
定
家
 

論
 
と
時
間
観
 

附
記
 

第
十
一
回
大
会
の
研
究
発
表
者
は
、
 末誌
 に
収
録
し
た
以
外
に
 
、
  

 



上 

  

仏 日   

に 新の味今谷 性る誌 さに 批 てで 星     

定 者     

研 

  究 

  イ 

ン 

ド 
  

  

  

  る他 唯 桂一 「 るア 古の 唯 特性 一 Ⅰ ど、 の 関 釈釈 をに の。 仏 ド 

  

六
四
 

 
 

の
 思
想
に
 

 
 

す
る
 空
 ）
 と
 

 
 

者
を
 、
 夫
々
 

 
 

立
場
と
し
て
 

 
 

的
 構
造
を
有
 

 
 

い
て
は
諸
法
 

 
 

は
境
識
 の
 関
 

 
 

者
の
異
同
を
 

 
 

ほ
 つ
い
て
 究
 

萌
 さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

来
藏
 縁
起
 

 
 

細
 に
批
判
さ
 

 
 

ア
 ）
ラ
ヤ
 識
 

 
 

莱
藏
 縁
起
訴
 

に
あ
ら
ざ
る
所
以
を
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

唯
識
読
で
 

 
 

の
三
 概
念
に
 

 
 

に
さ
れ
た
も
 

 
 

、
 例
え
ば
、
 

 
 

る
 時
間
的
変
 

 
 

あ
い
ま
い
に
 

し
て
 諜
り
 多
い
解
釈
を
訂
正
し
て
い
る
。
 

 
 

、
梵
文
 ヰ
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し依 す の分に て分れを 必 豹文はの 識か独手て説於 ト 

な他 る 無別 於 も別る夫妻 相献多と諦し 創 ぎらに い文 
 
 

一
 

 
 

藏
 

 
 

を
 

 
 

識
 

 
 

を
 

的
 
著
述
の
随
所
に
と
ど
め
て
い
る
。
 

 
 

仙
椎
 

 
 
別
 
必
 
し
 
に
 
に
 
で
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

論
 

 
 

 
 

 
 

証
 

 
 

識
 

 
 

論
 
。
 

 
 

分
 

書
 
許
 

 
 

対
し
て
真
諦
 

 
 

れ
て
い
る
の
 

 
 

て
 、
転
 調
論
 

 
 

に
 、
 依
 個
性
 

 
 

ま
な
い
の
で
 

 
 

如
 き
 相
違
を
 

示
し
て
い
る
。
 

 
 

O
 頁
 ）
 

 
 

（
梵
文
 

四
 0
 頁
 ）
 

 
 

性
 -
 
て
 れ
 %
 体
 

 
 

桂
の
丑
が
 能
 

 
 

め
て
佐
伯
 性
 

 
 

 
 

性
の
否
定
を
 

 
 

 
 

化
性
の
不
生
 

 
 

剛
の
唯
識
 説
 

 
 

性
 、
即
ち
 自
 

 
 

い
 る
に
過
ぎ
 

よ
、
 

ヰ
 
た
 Ⅰ
 0
 

 
 

識
 と
現
行
 

 
 

唯
識
 説
 の
 解
 

 
 

次
の
真
諦
 訳
 

 
 

る
も
の
で
あ
 

Ⅰ
八
五
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つ
て
い
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
 

 
 

も
 創
見
を
 

 
 

十
数
年
前
の
 

 
 

い
 。
し
か
も
 

 
 

し
い
論
理
に
 

 
 

も
 興
味
あ
る
 

 
 

一
般
の
人
々
 

 
 

田
文
 昌
堂
 ）
 

 
 

は
 起
信
論
に
 

 
 

 
 

的
 構
造
を
も
 

    
    
    
    

つ
て
、
無
着
の
学
説
と
相
違
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

あ
る
と
の
 

識
 、
、
 
後
 

セ
識
 郎
従
前
相
貌
種
子
 -
 
生
。
 

 
 

明
ら
か
に
さ
 

 
 

の
か
真
諦
 訳
 

 
 

訳
 の
そ
れ
を
 

 
 

た
と
さ
れ
て
 

 
 

抹
殺
す
る
こ
 

 
 

時
間
活
動
息
 

 
 

違
い
な
い
と
 

 
 

生
で
あ
る
と
 

 
 

 
 

 
 

）
が
不
生
の
 

 
 

申
す
ま
 

 
 

の
 、
 否
世
 

の
 大
哲
人
で
あ
る
。
 

 
 

ら
れ
、
 

 
 

得
な
い
。
 

 
 

幸
に
、
 

 
 

完
 教
観
を
 

 
 

 
 

心
か
ら
感
 

さ
れ
て
よ
い
と
思
ふ
。
 

 
 

、
、
の
 

 
 

程
 て
あ
る
 

 
 

と
対
 昭
 

 
 

た
げ
に
ま
 

 
 

心
が
 偲
は
 

 
 

 
 

@
@
 

+
 （
 テ
ュ
 

 
 

宗
教
思
想
 

最
も
身
近
か
な
も
の
な
の
て
あ
る
。
 

ム
ト
 

ノ
 Ⅰ
Ⅹ
 

Ⅰ
 

デ
ュ
ー
イ
の
宗
教
観
 

 
 

戸
田
義
雄
 

  れたす 。 米 謝 、 岸 着 果 で 

2 Ⅰを 



  

 
 

博
士
の
そ
 

 
 

と
な
る
。
 

 
 

れ
る
や
 

ぅ
 

 
 

い
 
た
と
す
 

  

目
 
市
川
 

目
 
ム
ハ
 

頁
 
）
 

 
 

書
ぷ
、
あ
る
こ
 

  

 
 

 
 

理
想
な
推
進
 

 
 

か
の
如
く
 

主
 

 
 

自
然
的
な
人
 

  

覚
し
、
実
現
 

 
 

て
 
全
篇
か
貫
 

か
れ
て
ゐ
る
と
見
る
事
 

生
 来
よ
う
。
 

  

二
四
年
、
 

  

体
系
か
 

、
ほ
 

 
 

以
て
 
、
士
 

ホ
教
 

吉
 

秤
 

  

 
 

一
つ
の
淀
み
に
も
比
せ
ら
れ
よ
 う
 "
 

 
 

の
み
示
教
 
思
 

 
 

ら
な
い
。
 訳
 

 
 

さ
 る
タ
イ
ト
 

 
 

は
 、
ま
こ
と
 

 
 

に
厚
 い
気
 /
 、
は
り
で
あ
っ
た
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
 

 
 

自
信
は
 、
 

私
自
身
到
底
も
ち
得
な
い
。
 

 
 

に
し
て
 凝
 

 
 

を
 理
解
を
す
 

 
 

と
 、
彼
と
い
 

 
 

要
 な
著
作
を
 

参
照
す
る
こ
と
か
望
ま
し
い
 
"
 

 
 

に
関
す
る
 

 
 

な
る
変
貌
の
 

 
 

の
根
抵
 に
あ
 

 
 

が
目
之
 
a
f
c
E
 

Ⅰ
 
e
 

 
 

ば
 、
そ
れ
で
 

 
 

 
 

O
 

 
 

。
そ
れ
は
、
 

 
 

の
で
は
な
 

 
 

容
 や
見
透
 

六
モ
 

    > Ⅰ @ ラ 



 
 

頁
 ）
 

 
 

も
受
け
入
れ
 

 
 

に
 於
て
 、
現
 

 
 

5
 げ
入
れ
 々

 

 
 

沈
滞
の
現
状
 

 
 

験
 に
お
け
る
 

 
 

に
あ
る
。
 こ
 

 
 

広
 し
い
よ
う
 

 
 

ゑ
出
す
こ
と
 

 
 

に
ふ
さ
わ
し
 

 
 

的
な
本
書
の
 

意
図
と
な
っ
て
い
る
 
-
 

 
 

 
 

い
る
。
 こ
 

 
 

理
解
は
 、
一
 

 
 

 
 

す
る
も
の
 

 
 

そ
こ
で
、
 デ
 

 
 

の
で
あ
っ
た
 

 
 

係
を
結
ん
だ
 

か
 。
こ
の
こ
と
を
宗
教
史
に
尋
ね
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

サ
 
て
の
 山
，
で
 

 
 

従
っ
て
 、
耽
 

に
 過
去
の
も
の
と
な
っ
た
 
残
淫
 を
も
荷
っ
て
居
る
。
 

六
八
 

 
 

た
 、
現
実
 

 
 

う
 。
 

 
 

な
る
か
と
 

 
 

は
ど
れ
か
。
 

 
 

々
の
希
求
に
 

 
 

 
 

 
 

理
想
的
要
 

 
 

的
な
る
も
の
 

 
 

0
%
 化
の
水
 

 
 

つ
の
 混
 ム
コ
 
物
 

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 

 
 

）
と
呼
び
 

 
 

と
す
る
。
 さ
 

 
 

る
も
の
は
、
 

自
由
な
解
放
的
な
展
開
を
と
げ
 ぅ
る
 訳
で
あ
る
。
 

 
 

を
も
っ
た
 

 
 

的
な
る
も
の
 

 
 

、
習
慣
や
信
 

 
 

は
 、
宗
教
的
 

 
 

や
 理
想
に
向
 

 
 

教
 経
験
は
 、
 

 
 

教
 的
な
る
も
 

 
 

な
か
っ
た
。
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は
つ
ぎ
り
 

区
 

 
 

葉
 で
あ
ら
わ
 

 
 

彼
の
宗
教
観
 

と
し
て
、
尤
も
独
自
な
処
で
あ
る
。
 

 
 

ぅ
 
る
も
の
 

 
 

、
 
或
は
友
情
 

 
 

ぎ
に
な
っ
て
 

 
 

い
 
、
大
統
性
 

 
 

に
 
伴
っ
て
 

、
 

 
 

果
 
、
機
能
を
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

と
き
 
、
は
じ
 

 
 

で
あ
る
。
 

だ
 

 
 

0
 
行
動
に
も
、
 

 
 

的
 
態
度
だ
と
 

呼
び
得
る
も
の
に
な
っ
て
居
る
。
 

 
 

あ
る
。
 

彼
 

 
 

は
 
本
質
的
に
 

 
 

げ
で
あ
る
し
 

 
 

同
様
で
も
っ
 

 
 

謀
 り
だ
す
る
 

 
 

ら
れ
る
。
 

0
 

 
 

主
義
 へ
 」
 

 
 

 
 

産
が
、
私
 

 
 

我
を
世
界
 

 
 

る
 分
割
と
 

 
 

ろ
 内
面
的
 

 
 

観
、
物
質
 

 
 

る
 知
的
 公
 

 
 

、
ま
た
 解
 

 
 

イ
 中
の
引
 

用
 よ
り
）
 

と
 告
白
し
て
居
る
。
 

 
 

圧
か
ら
 駐
 

 
 

ん
と
す
る
 道
 

 
 

思
考
 法
 に
求
 

め
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

イ
は
へ
 

 
 

が
、
へ
一
 。
 
ゲ
 

 
 

よ
 る
も
の
で
 

六
九
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｜
ウ
 イ
ソ
の
 

 
 

（
屈
の
臣
 

C
 の
 O
 ヰ
 

 
 

田
 
の
 
日
づ
 
0
 Ⅰ
の
Ⅱ
 

ぜ
 

 
 

穴
，
ヴ
 

 
 

質
を
固
定
し
 

 
 

よ
っ
て
覆
 っ
 

 
 

命
 観
、
人
間
 

 
 

し
て
い
る
。
 

 
 

の
 刊
行
さ
れ
 

 
 

め
 て
あ
る
。
 

 
 

、
市
民
と
 

 
 

と
し
て
：
 科
 

 
 

す
る
精
神
、
 

 
 

た
ら
ん
と
す
 

 
 

目
に
尼
 え
な
 

 
 

現
さ
る
べ
 き
 

 
 

つ
て
い
る
。
 

 
 

に
 成
立
案
 

数
 に
於
て
は
ど
う
か
。
 

 
 

が
 「
人
の
 

 
 

に
 テ
ュ
ー
 イ
 

 
 

罪
を
許
す
の
 

 
 

出
し
て
、
 そ
 

 
 

ら
は
、
こ
の
 

 
 

あ
る
が
、
 減
 

歩
 す
る
こ
と
は
確
か
て
あ
る
，
 一
 （
訳
書
 
ゼ
 六
頁
）
 

 
 

者
 の
 力
 に
 

 
 

れ
を
排
し
た
 

 
 

度
や
保
証
を
 

 
 

で
は
、
成
立
 

 
 

ぅ
 こ
と
は
、
 

 
 

に
 頼
る
こ
と
 

に
 外
な
も
な
く
な
る
，
 

 
 

か
ら
湧
出
 

 
 

ル
な
楽
天
主
 

 
 

よ
っ
て
知
ら
 

れ
る
と
思
 う
 。
 

 
 

的
 存
在
で
 

 
 

も
た
ら
す
 

 
 

 
 

 
 

現
実
主
義
 

が
 確
固
と
し
て
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
知
ら
れ
る
。
 

 
 

混
合
物
で
 

 
 

か
ム
 げ
、
 よ
 

 
 

と
す
れ
、
は
 

、
 

 
 

が
 各
々
共
同
   



  
  

十 

  
    
  

四 演 
時 合 

研 
究 
発 
表 
会 

名教 
に史研 

  及 ・ 究 

  
。 史会 

禾 l は 
誌ク 六 
は り 部 
そス会 

の 紅教・ 。 （ 哲 
要道学 
で 教的 
あ 等研 
る ・ 究 

。 ィム   

数案 
七   証 
一 ． 4 ム 白り 

  
に   

分家 
  
発 l 
表 口 
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昭
和
二
十
六
年
十
月
十
九
日
（
金
）
 

 
 

良
媒
丹
波
布
 

町
 天
理
大
学
に
於
て
開
催
さ
れ
た
。
 

公
開
講
演
全
の
講
演
者
及
び
講
演
題
目
 

唐
 代
の
景
教
経
典
に
つ
い
て
 

樹
木
信
仰
に
つ
い
て
 

羽
田
 

柳
田
 

亨
氏
 

国
男
氏
 

第
十
一
回
学
術
大
会
 

  

  

     
 

を
め
ざ
す
 

デ
 

 
 

の
 
現
実
か
 
ひ
 

 
 

共
同
に
よ
る
 

 
 

の
 社
会
化
を
 

 
 

構
築
し
た
も
 

の
で
あ
る
こ
と
か
 

卸
 ら
れ
る
、
 

 
 

の
 ヒ
ュ
 
l
 

 
 

彼
の
人
間
 

 
 

の
 
駆
使
」
が
 

ま
つ
わ
り
つ
い
て
い
る
。
 

 
 

る
こ
と
を
 

 
 

 
 

 
 

ニ
ズ
ム
を
 

 
 

の
と
思
 う
 。
 

 
 

強
く
出
す
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

め
 お
か
れ
 

 
 

に
 於
て
ふ
 れ
 

 
 

れ
は
、
日
本
 

 
 

を
 理
想
と
し
 

  
  

 
 

す
べ
 き
 で
 な
 

 
 

と
は
、
理
想
 

 
 

て
 居
る
。
 

（
一
九
五
二
・
六
・
十
四
）
 

 
 

 
 

十
月
二
十
一
日
（
日
）
 

午
前
九
時
 1
@
 
十
二
時
研
究
発
表
会
 

 
 

  



 
 

  

戸
田
義
雄
氏
「
対
馬
に
於
け
る
真
宗
教
団
」
 

 
 

に
 、
木
会
 ょ
 

 
 

、
野
田
幸
一
二
郎
 

0
 匹
代
参
加
。
 

 
 

会
に
 列
席
し
 

 
 

  

    
  

  

 
 

  

  

  
  

 
 

宗
教
知
識
の
 

 
 

よ
 
り
決
議
が
な
 

 
 

の
 
活
動
及
び
そ
 

 
 

 
 

に
 
決
定
、
人
選
を
理
事
会
に
委
任
し
た
。
 

会
員
総
会
 

 
 

高
木
表
矢
 

氏
 
「
漁
民
の
宗
教
形
態
の
特
質
」
 

柁 。 

 
 

 
 

博
士
）
は
 、
 

 
 

 
 

梵
文
学
研
究
室
 

 
 

代
え
た
。
 

学
術
会
議
会
員
選
挙
に
当
選
し
た
本
金
々
 
員
 。
 

 
 

王
氏
。
 

学
会
役
員
（
昭
和
二
十
六
年
十
月
改
選
）
 

 
 

、
金
台
 円
照
 、
 

 
 

古
野
清
人
、
 

堀
 一
郎
、
増
大
義
 鳳
 、
真
野
豆
 順
 、
宮
本
正
 尊
 

 
 

瀬
襄
爾
 、
長
尾
 

 
 

久
松
真
一
、
 

 
 

ほ
 威
令
聞
 

 
 

田
 忠
、
上
田
天
 

 
 

藤
 章
一
、
加
 

 
 

舘
煕
道
 、
竹
 

 
 

ヒ
 ・
デ
ュ
 モ
 

 
 

木
 芳
契
、
 比
 

 
 

、
武
藤
一
雄
、
 

柳
田
国
男
、
山
口
盃
 

監
事
辻
直
四
郎
、
長
井
真
琴
 

 
 

事
 会
に
て
 迫
 

加
 決
定
）
 



 
 

  

六
月
入
金
 

六
五
 
0
0
0
 岡
 

十
一
月
入
金
 

モ
 0
0
0
0
 
田
 

 
 

 
 

モ
三
 

報
 

ゼ
き
 

  

  

八
冊
 

  

九
六
 0
 円
 

宗
教
研
究
一
二
一
号
 

六
五
冊
 

八
二
八
一
山
 

一
二
二
号
 

・
 四
セ
 三
一
・
 

0
0
 

会
話
売
上
金
  
 

五
四
五
 0
 円
 

三
七
冊
 

一
二
三
号
 

ハ
ッ
ク
 ナ
ソ
バ
 l
 

五
 O
 田
 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 
昭
和
二
十
五
年
度
会
費
 

一
名
本
年
度
よ
り
持
越
し
分
 

豆
 0
.
0
0
 一
 普
通
会
員
 

 
 

    

      
  
    

一 O . １１ 

OO   
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鹿 持 

  全 会 
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五 
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0 
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年 
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費 
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O 

  

小鷺 稚 

足通持 

  
まム不在 

込 ・真具 
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1
]
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１
１
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１
１
１
１
 

二
四
 0
 
四
 

四
八
 0
 
四
 

二
三
円
 

  

会
 

計
 
-
-
-
 

報
 

上
口
（
昭
和
二
十
五
年
度
）
 

収
入
の
部
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爾 
昭 
利     
十 
セ 
年 
度 
会 
費 

会 （ 
誌 
第   
      
  
号 
  

後件） 

は 

普 
通       
  

円、 

維持 

八 
百 
円 
  
決 
定 
  
た 

差
別
残
高
 

ゼ
萬
威
 降
参
 拾
圓
参
拾
鐸
 

            
  

222 



研 

  究 

報 -. 

苦 

 
 

に
 拘
ら
す
一
人
 

慧
死
 の
み
非
難
せ
ら
れ
だ
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
 

 
 

た
の
 て
あ
 ・
 
ろ
 

 
 

：
 徒
 ら
に
澄
観
 

 
 

の
 学
説
の
凡
 べ
 

 
 

多
い
の
を
見
る
 

 
 

華
 厳
 学
者
の
如
 

 
 

」
で
あ
り
、
 澄
 

 
 

の
 相
違
に
依
る
 

 
 

上
に
正
当
な
地
 

仕
を
 興
ヌ
 べ
き
て
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
で
、
あ
る
。
 

 
 

破
 尺
 -
 
枚
。
㈹
 

 
 

拳
 し
た
。
此
の
 

 
 

 
 

す
る
も
の
が
あ
 

は
な
く
、
僅
か
 

 
 

玄
を
両
重
に
改
 

 
 

少
の
相
違
が
あ
 

由
 
、
一
一
一
 

 
 

 
 

日
田
甚
五
郎
 

の
中
１
 

l
 

英
親
 

禧
 
音
書
 

に
 
於
け
る
「
人
の
子
一
の
 

田
島
信
之
 

称
号
に
つ
い
て
 神

崎
大
六
郎
 

テ
ィ
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