
 
 

 
 

に
 

 
 

 
 

現
 

 
 

 
 

あ
 

 
 

 
 

召
ノ
 

的
に
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 

 
 

 
 

成
 

 
 

 
 

あ
 

 
 

 
 

に
 

 
 

 
 

で
 
・
 

 
 

え
っ
て
対
立
的
な
生
活
を
し
て
い
る
た
め
に
、
む
し
 ろ
 

 
 

 
 

て
 

 
 

押
 そ
の
も
の
か
ら
神
に
仕
え
る
者
へ
 

な
る
の
で
、
そ
の
 祀
 

わ
れ
て
来
な
い
の
で
 

ま
り
認
め
ら
れ
な
い
 

と
う
な
こ
と
は
比
較
 

し
て
い
る
社
会
す
な
 

る
と
い
う
こ
と
も
出
 

は
殆
ん
ど
個
性
と
い
 

あ
ら
り
と
思
 う
 。
 

客
観
的
に
ば
非
常
に
 

部
落
の
個
性
が
強
く
 

  

原
田
敏
明
 

 
 

考
 へ
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意
識
さ
れ
る
の
に
体
な
ら
な
い
の
で
 

そ
 れ
も
い
ろ
い
ろ
の
条
件
を
件
 つ
 

一
層
強
く
意
識
さ
れ
、
ま
た
強
調
さ
 

う
ほ
ど
の
も
の
で
な
く
、
そ
れ
よ
り
 

る
 。
 

こ
の
自
意
識
の
存
す
る
と
こ
ろ
、
 

な
 む
 ち
こ
れ
あ
る
が
ゆ
え
に
、
自
分
 

る
 。
 

か
つ
部
落
の
う
ち
で
の
生
活
、
 
そ
 

給
 日
足
の
生
活
を
な
す
も
の
で
あ
っ
 

子
の
輩
は
む
し
ろ
こ
れ
か
ら
除
外
さ
 

こ
れ
ほ
 恰
 加
も
英
語
な
ど
で
と
「
 

8
 区
別
し
、
ま
た
さ
ら
に
た
だ
男
子
 

て
 形
成
さ
れ
る
社
会
が
あ
る
と
い
っ
 

に
、
あ
 -
 
る
 程
度
の
階
級
的
な
差
別
が
 

0
 社
会
生
活
を
形
成
し
運
営
す
る
。
 

群
生
活
を
営
む
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
 

そ
し
て
専
ら
山
仕
事
と
か
漁
業
を
 

 
 

の
は
、
経
済
的
に
も
部
落
の
一
員
と
し
で
 

自
 

 
 

大
 で
あ
り
男
子
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
婦
女
 

 
 

た
と
い
つ
て
も
よ
い
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

で
は
子
供
を
の
 
日
匡
と
 称
し
て
日
ギ
 
か
 

 
 

そ
こ
に
も
男
子
中
心
の
性
会
、
男
子
に
よ
 
つ
 

 
 

人
 と
子
供
と
の
間
、
男
子
と
女
子
と
の
 
問
 

 
 

子
に
し
て
大
人
だ
け
の
集
り
が
、
そ
の
部
落
 

 
 

と
 、
ま
た
部
落
に
お
い
て
一
般
に
共
通
な
 
農
 

る
 。
 

 
 

関
係
か
ら
い
つ
て
も
容
易
に
あ
り
得
な
い
こ
 

一
 
一
 

あ
る
。
 

 
 

工
の
関
係
か
ら
、
他
と
区
別
さ
れ
る
個
性
が
 

 
 

落
の
特
性
は
、
実
際
に
客
観
的
に
あ
る
と
い
 

 
 

0
 集
団
的
な
自
意
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
 

 
 

と
し
て
特
別
 覗
し
 、
神
聖
 覗
 し
て
来
る
。
 す
 

 
 

も
 近
 い
 人
間
で
あ
る
と
さ
え
す
る
の
で
あ
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も
の
で
あ
 

 
 

 
 

も
の
と
の
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

な
っ
て
 

 
 

 
 

動
作
、
 そ
 

 
 

 
 

た
そ
れ
で
 

 
 

 
 

そ
れ
を
 以
 

 
 

で
あ
る
 よ
う
 に
も
考
え
て
来
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

を
 強
調
 

 
 

 
 

部
落
に
と
 

象
徴
的
な
存
在
と
さ
れ
て
来
る
。
 

 
 

 
 

れ
だ
け
 

 
 

 
 

事
 の
よ
う
な
 

 
 

 
 

さ
ら
に
 
一
 

内
容
を
持
っ
た
言
語
、
服
飾
ま
た
は
行
事
と
も
な
る
。
 

 
 

人
物
も
た
 

 
 

 
 

で
も
あ
る
 

に
な
る
。
 

 
 

 
 

る
の
で
 

一
 一
 

押
 そ
の
も
の
か
ら
神
に
仕
え
る
者
へ
 

し
て
い
く
。
 

つ
て
一
極
め
 

で
な
く
、
 部
 

場
合
で
も
、
 

種
の
神
聖
な
 

だ
そ
れ
だ
け
 

と
い
う
こ
と
 

な
く
て
、
 そ
 

る
 。
 恰
 か
も
 

間
も
、
そ
の
 

来
る
と
、
そ
 

の
他
環
境
や
 

な
く
て
も
そ
 

て
 特
異
な
も
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四
 

 
 

 
 

が
 如
何
な
る
形
を
と
る
 

 
 

 
 

、
 い
ろ
い
ろ
と
特
別
な
 

 
 

 
 

る
 。
た
と
え
ば
そ
 Ⅱ
 
小
 
レ
目
ョ
口
 

 
 

 
 

す
る
神
聖
な
行
事
と
な
 

る
 。
 

 
 

 
 

し
た
が
っ
て
村
の
紳
 

 
 

 
 

元
 で
あ
り
根
拠
と
な
る
 

 
 

 
 

的
な
人
物
が
現
わ
れ
て
 

 
 

 
 

も
の
と
な
る
の
で
あ
 

る
 。
 

 
 

 
 

る
が
、
こ
れ
は
こ
と
 

 
 

 
 

る
と
い
う
よ
う
な
形
を
 

こ
こ
に
見
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

い
て
も
祭
事
（
 マ
ッ
 

 
 

 
 

。
そ
れ
よ
り
も
政
治
が
 

 
 

 
 

市
 Ⅰ
 八 
い
る
ハ
 
ツ
杯
 
Ⅰ
あ
る
Ⅰ
 

 
 

 
 

る
よ
う
に
、
祭
り
事
 

 
 

 
 

味
か
ら
古
 い
 時
代
の
祭
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も
 
執
り
行
う
こ
と
に
 

 
 

 
 

肖
 る
こ
と
も
あ
れ
ば
・
 

 
 

に
 
固
定
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

も
の
ほ
 

、
紳
 
そ
の
も
 

 
 

を
 
明
か
に
示
し
て
 

L
 
い
る
と
 

L
 
Ⅵ
 
っ
 
て
 
よ
 Ⅰ
 
い
 
Ⅰ
 

 
 

 
 

る
 
。
少
く
と
も
紳
を
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
 

 
 

 
 

に
は
 
神
 と
し
て
ま
た
は
 

紳
を
背
負
う
て
村
人
に
臨
む
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

単
に
宗
教
的
な
支
配
 

 
 

 
 

 
 

 
 

が
 必
要
で
あ
る
と
思
 う
 。
 

一
 



Ⅰ
 
"
;
;
 

 
 

と
い
つ
て
よ
か
ろ
う
。
 

 
 

 
 

の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
 

 
 

 
 

ト
り
Ⅰ
 

今
日
神
主
と
い
つ
て
実
際
に
使
わ
れ
て
い
る
意
味
は
 、
 

 
 

れ
て
、
専
ら
紳
に
 奉
 

 
 

4
 
台
 0
 

 
 

 
 

ず
 一
年
交
替
で
奉
仕
 

 
 

 
 

む
 
ヨ
大
と
い
つ
て
い
る
 

の
ほ
こ
れ
に
 肖
 る
。
 

 
 

 
 

年
神
主
と
も
い
つ
 て
 

 
 

 
 

祀
 で
は
十
月
十
日
の
例
 

 
 

 
 

榛
原
町
山
辺
三
の
篠
 幡
 

 
 

 
 

な
ら
な
か
っ
た
。
す
な
 

 
 

官
 」
二
六
 ｜
 七
頁
）
。
 

 
 

 
 

て
 神
性
奉
仕
に
参
与
 

す
る
（
昭
和
十
二
年
七
月
十
日
調
）
。
 

 
 

 
 

の
も
そ
の
一
で
、
 祭
 

 
 

 
 

0
%
 裕
 が
あ
る
と
い
う
 

 
 

 
 

の
で
な
く
、
こ
こ
に
 長
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押
 そ
の
も
の
か
ら
神
に
 

仕え 

  
者 
へ
 

4
1
 

セ
 

 
 

 
 

 
 

ほ
 つ
い
て
は
多
く
の
 

 
 

 
 

の
 移
行
を
物
語
る
も
の
 

老
 制
の
発
端
が
あ
る
。
 

若
君
 制
 が
起
る
の
も
ま
た
 

警
護
を
必
要
と
す
る
た
め
、
 

ま
た
稚
児
制
の
如
き
も
、
 

直
接
の
奉
仕
者
ま
た
は
 紳
そ
 

わ
れ
る
が
、
そ
の
役
割
か
 も
 

は
必
 ら
ず
し
も
当
番
の
と
こ
 

神
 に
奉
仕
す
る
も
の
の
と
こ
 

し
か
る
に
肥
後
和
男
氏
の
 

供
 が
勤
め
る
こ
と
も
あ
る
と
 

吐
 師
の
大
宮
神
社
で
は
、
 座
 

牙
軸
肚
の
座
人
も
一
年
交
替
 

祀
の
神
主
は
一
年
交
替
で
、
 

二
六
八
頁
㌔
 

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
事
例
 

は
む
し
ろ
穏
当
で
な
い
。
 

 
 

が
 。
こ
れ
を
神
主
が
当
屋
を
兼
ね
て
い
る
と
見
る
の
 

 
 

%
 落
と
の
関
係
が
強
く
な
っ
て
来
る
と
強
い
労
力
や
 

 
 

割
を
演
ず
る
も
の
と
な
っ
て
来
る
。
 

 
 

繁
多
と
な
り
世
俗
化
さ
れ
て
来
る
と
、
特
に
神
へ
の
 

 
 

れ
に
選
ば
れ
る
。
子
供
で
あ
る
点
か
ら
稚
児
と
も
い
 

 
 

主
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
か
つ
こ
の
雅
兄
 

 
 

で
も
世
襲
の
場
合
で
も
・
大
凡
そ
神
主
と
い
わ
れ
「
 

 
 

忌
子
な
ど
と
い
つ
て
い
る
場
合
も
少
く
な
い
。
 

 
 

あ
り
、
ま
た
そ
れ
以
外
の
も
の
、
中
老
、
若
衆
・
 

子
 

 
 

が
あ
る
と
す
る
。
例
え
ば
京
都
府
相
楽
郡
相
築
 

村
西
 

 
 

屋
で
あ
る
。
ま
た
綴
喜
郡
三
山
木
村
大
字
宮
津
の
佐
 

 
 

あ
る
。
大
阪
府
三
島
郡
島
本
村
大
字
大
内
の
早
 

尾
紳
 

 
 

ぅ
 と
う
に
述
べ
て
い
る
（
肥
後
 
氏
 「
宮
座
の
研
究
し
 



八
 

 
 

 
 

下
働
き
を
な
す
地
位
に
 

 
 

 
 

 
 

 
 

今
 に
は
多
く
見
る
と
 

 
 

 
 

る
 （
昭
和
十
二
年
十
一
 

月
 十
五
日
調
）
。
 

 
 

 
 

れ
た
よ
う
な
も
の
は
 

 
 

 
 

替
の
当
番
が
神
主
を
勤
 

 
 

 
 

神
主
な
ど
と
も
い
わ
れ
 

 
 

 
 

替
 の
伸
幸
を
い
 う
 の
で
 

あ
る
（
肥
後
 氏
 「
宮
座
の
研
究
し
二
七
二
頁
）
。
 

 
 

 
 

あ
る
。
奈
良
県
生
駒
 

 
 

 
 

圭
 」
と
い
う
の
も
 宍
宮
 

 
 

な
く
、
当
番
制
の
神
主
と
い
う
こ
と
で
あ
る
，
 

 
 

 
 

第
六
巻
第
四
号
三
一
 

 
 

 
 

神
主
の
外
に
順
（
 マ
ヮ
 

 
 

 
 

で
 村
人
が
交
替
に
勤
務
 

 
 

 
 

神
主
を
字
神
主
と
い
 

 
 

 
 

座
の
研
究
 L
 一
七
二
頁
）
。
 

1 ユ 2 



  

  

l 廿 3 

 
 

 
 

原
型
で
。
か
っ
素
朴
 

 
 

 
 

蚕
 
構
成
に
お
い
て
も
複
雑
 

 
 

 
 

る
こ
と
が
出
来
る
 よ
う
 

に
恩
 ぅ
 。
 

多
少
と
も
そ
の
社
会
構
成
が
単
純
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
 

 
 

る
こ
と
も
出
来
よ
 

 
 

 
 

5
 な
場
合
に
は
Ⅰ
一
層
 

 
 

 
 

す
 5
5
 

に
思
 

う
 。
 

 
 

 
 

の
す
べ
て
の
人
々
が
 

 
 

 
 

た
 同
じ
こ
と
で
あ
る
。
 

神
 そ
の
も
の
か
ら
神
に
仕
え
る
者
へ
 

九
 

 
 

 
 

の
 と
と
き
は
、
 皆
新
 

 
 

 
 

役
割
を
勤
め
る
こ
と
も
 

 
 

 
 

し
て
補
助
的
な
位
置
を
 

 
 

 
 

ぅ
 と
こ
ろ
も
あ
る
。
 奈
 

 
 

 
 

人
を
選
び
、
任
期
三
年
 

 
 

 
 

る
こ
と
に
な
っ
て
 い
 

る
 （
昭
和
十
二
年
十
二
月
十
九
日
調
）
。
 

一
 一
 



」
 
O
 

 
 

 
 

し
 一
般
人
か
ら
か
け
 
離
 

 
 

 
 

も
 強
い
の
で
あ
る
 0
 行
 

 
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

 
 

き
せ
 拾
 い
て
、
大
祓
と
称
し
、
我
に
お
い
て
 
捧
 な
し
、
 覗
を
以
て
 鉢
 と
す
と
 

神
勅
あ
り
、
差
別
御
衣
 
祀
 荷
負
 紳
 氏
の
始
祖
な
り
」
 

 
 

實
 七
年
壮
列
記
」
に
も
、
 

 
 

 
 

安
々
」
 

と
ト
Ⅵ
 
っ
 て
 ト
リ
る
 

Ⅰ
 

 
 

成
文
」
が
あ
る
。
そ
れ
に
 
よ
 る
と
、
 

 
 

Ⅰ
 

 
 

牛
 大
明
紳
 -
 
云
々
」
 

 
 

，
 
牛
 大
明
神
 @
 
々
」
 

 
 

 
 

紳
 と
い
つ
た
り
、
す
な
 

わ
ち
 伸
 そ
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

か
 極
め
て
特
殊
な
人
 

 
 

 
 

と
い
う
階
級
が
あ
る
と
 

も
 限
ら
な
い
。
 

 
 Ⅰ

 

4
 



145 

ブハ Ⅰ ノ 

こ し 
と 力、 

  
も そ の 日 
の の 代 

  
る よ が 
着 り 祭 
へ も 市巳 

、 を 
す 抑 ． 
で ・ 当 

に す 
市中 ろ 
に 場 
奉 命 
仕 に 
す   
る 特 
も に 
の 長 
と 毛 
め が 

5  市中 

意 圭 
味 と 
が 呼 

弼 は 
い れ 
め る 
で こ 

あ と 
っ は 
て あ 
" つ   

一 こ て 
れ も 

に   
対 こ 

し れ 
て は 
当紳 
番 士 
の と 
方 ぃ 

う に る と ぅ が 紳 
                                              。 な そま大主 こ 

築 年一都 で く の さ る れ で 役 の と 

軋 長年肘 ま 正 長 ら こ も も を 役 に 
に 君 任相 た 人 名 に と 次 な 某 日 参 

党弐笘諦 在京 亡菅窒驚 。 。 牡 為ゑ 
8 車 揚 

  

と あ に 
接 に つは 勤年村替か 荘充 とも二大の ・ 名阪長 し っ は 
紳 め 長の し " そ ず 府君 て て 一 
に る 一 新 て 年 の つ北 が   、 定 
奉 の客 殿神長 担 を 河 州 ま そ の 

仕が す本地 、 神主順当以内来 祀 のにすて 郡 て たれ 特に 交 替 
る 則座 で役出 る 「 津   に よ 制 Ⅰ 

8 で は ほ を て 付 神 田 そ 紳 つ に 
の あ 前 南 助長 の 幸打ね め て よ 

の つ 彼此 め 老 化 」春が ， 思階 る 
穿 た両 両 る 団 事 と 日 神 君 級 当 

  

  

は 必 隔地 る そ 務 制 で 当 と る し 
い ほ て   う ど q 

れ も 勤 さ る 雑 つ も う よ の 年 
も そ め ら と 多 て と に う も 間 
紳 う る に 仙童 い も な な の だ 
主 で こ 前 り に る と る 挽 で け 
で は と 後 最 な （東 と 明 8 % 
あ な と 二 年 っ 弁座 -   な な 生 

  の役 し い 。 
" も を 

  

  

成 と ・ い 

す め   

る 上 そ 
こ げ れ 

  と た ほ 
そ そ が 身 は も ど 

し 両私 の れ る 制 い の に 
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一
一
一
 

 
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

も
 、
座
乗
の
う
ち
で
 

 
 

 
 

つ
て
家
で
祭
る
（
「
 奈
 

 
 

 
 

が
 祭
の
中
心
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

る
 一
年
交
替
の
当
番
の
 

 
 

 
 

の
と
い
う
こ
と
に
な
れ
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

や
 祠
官
な
ど
と
同
じ
 

 
 

 
 

5
 な
祭
祀
の
担
当
者
が
 

 
 

 
 

ぅ
 こ
と
か
ら
み
て
も
 明
 

 
 

 
 

あ
っ
た
り
「
或
は
世
襲
 

 
 

 
 

な
 意
味
か
ら
、
神
主
と
 

 
 

場
合
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

一
九
二
頁
㌔
ま
た
 京
 

 
 

 
 

」
一
七
八
Ⅱ
前
記
の
紳
 

殿
 と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

つ
て
い
る
（
民
族
学
 

 
 

 
 

や
 神
主
が
 、
紳
 そ
の
も
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

さ
 ら
の
こ
と
、
 紳
 

 
 

 
 

村
山
田
の
新
殿
神
社
 

 
 

 
 

神
主
は
鍵
 預
 り
と
い
 

て
 鍵
を
管
理
す
る
日
吉
留
 志
 」
 新
 、
六
 0
 頁
 ㌔
 

 
 

 
 

ぅ
 役
目
か
ら
り
 ぅ
 

 
 

 
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

こ
と
に
な
り
、
 つ
 

 
 

 
 

も
の
と
さ
れ
る
に
 至
 

 
 

 
 

の
 勤
め
を
果
し
て
い
 

 
 

 
 

5
 な
意
識
は
全
然
 持
 

れ
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
つ
た
方
が
よ
い
。
 

 
 

 
 

専
門
化
さ
れ
た
も
 

 
 

 
 

を
神
主
と
い
う
代
り
 

 
 

 
 

れ
る
場
合
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

捺
は
ど
 専
門
 北
 さ
れ
 

 
 

 
 

が
あ
る
。
 

 
 

 
 

役
目
で
、
そ
の
 祀
 

一
一
一
一
 

押
 そ
の
も
の
か
ら
神
に
仕
え
る
者
へ
 

守 た し に の た る つ い の っ は そ 

 
  

 

 
 



一
四
 

 
 

 
 

点
じ
、
掃
除
を
す
る
。
 

 
 

ど
も
す
る
（
昭
和
十
五
年
四
月
三
日
調
㌔
 

京
都
府
相
楽
郡
加
茂
町
錦
司
の
春
日
四
社
明
神
で
は
、
 

 
 

当
つ
て
氏
神
に
仕
え
 

 
 

 
 

る
 。
 か
よ
う
 に
明
治
維
 

 
 

 
 

い
っ
た
も
の
で
あ
る
 

 
 

 
 

位
 す
る
こ
と
に
な
っ
 

 
 

と
も
な
っ
て
来
る
。
 

 
 

 
 

な
ど
と
い
う
場
合
も
 

 
 

 
 

態
 の
も
の
と
見
ら
れ
る
 

 
 

 
 

加
 さ
れ
た
も
の
で
は
な
 

 
 

 
 

も
の
た
る
こ
と
に
 ょ
っ
 

 
 

 
 

容
 に
も
変
遷
が
あ
り
、
 

 
 

 
 

県
 滋
賀
郡
木
戸
村
市
 舶
 

 
 

 
 

こ
れ
を
神
主
と
い
う
の
 

 
 

 
 

 
 

祭
祀
に
つ
い
て
も
 主
 

 
 

 
 

ほ
 つ
い
て
も
そ
の
実
力
 

が
な
い
こ
と
に
な
る
。
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と に っ が 

長 老つ い なした行以 れか。 故上   

も ぽ だ の 長 に よ 五 

た に る 

  

                                  す役 
へ 

る 害 U 
の   

導 政 と に 雑 
自り 磯 た な に 
地 関 と っ な 
位 
に のぇ 手は たる ここ 
あ 
つ   
た り と よ 
の " か 部 っ 

で 長庄 落 て 
あ 岩 屋 の " 

る の の 祀 そ 
が 仕 よ 会 の 
  事 ぅ 生 ぅ 

実 は に 活 ち 
際 部為 の で 
に 藩政 変 も 

お 0 者 化 重 
い う の の 要 
て ち 力 結 な 
五 戸 % で が 果部 
落 も 村 で 門 
の 特 の あ を 
，一 行 に 生 9  把 - 

    そ 活 、 当   の を 当 す 
ト スド " も 香 る 

sf を 散 吏 制 も 

れ と 配 度 の 
て か し の と 
  

氏 て 発 し 

村 舶来 歴 て 
の め る で   

も 長 宗教 あ 老 

つ で 事 は し 肖 る 
て な 清 か む か 番 。 そ 
来 く が つ し も が 本れ 

  

を し 当 の ど と 味 も   

て 吹 の 弟 い 神 恵 に 

こ第職 れに能はだ でっ 事れ 肖 ら 直 接 
に 当 が な も 香 れ に 
伏 屋 刷 く の と た 奉 
え 制 限 し が し に 仕 
る の さ -C あ て し し 

。 よ れ 、 0 % て   
か ぅ " か " 事 も ま 
つ な 圧 え と の " た 
子 も 縮 つ れ 鋪 行 神 
供 の さ て が 散 事 そ 
で の れ神神 に な の 
あ 煮 て 事 に 当 ど も 

る 義来 当直 り の の 
と も る 番接   う と   
に な 一 人 し ほ 古 る 
か つ 暦 の 、 主 い よ 
え て 強 う ま と 形 う 

つ 来 く ち た し が な 
て る な か神 て 浅性 
そ た つ ら そ 長 さ 格 
ね め て 別 の 老 れ は 
に に 来 に も す て 依 

紳 望 そ " る 。 奉のな 仕 とわると い 熱 
性 う そ す い ち 場 し 

を し れ る っ 「 合 て 
認 、 た も こ た お も ど 
め 奈美 と 形 と 少 こ 
て 帝 巳 際 に に な く か 
" の 肚 な な し な に   

な 者 お い れ す し 

ど も い 

い 人 新   

ぅ が し か て 今 こ 
形 や い も い 日 と 

な る 生 そ る で が 
採 の 括 れ 。 は あ 
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一
幸
、
 

ノ
 

 
 

 
 

と
か
杜
宇
、
官
世
話
と
 

 
 

 
 

祀
を
担
当
す
る
も
の
が
 

 
 

 
 

ら
 遊
離
し
て
来
る
の
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

が
し
か
れ
る
と
、
 か
 

 
 

 
 

て
 、
在
来
の
当
番
は
紳
 

 
 

 
 

と
に
よ
っ
て
、
在
来
の
 

 
 

る
 よ
 う
 に
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

の
役
目
と
し
て
残
つ
 

 
 

 
 

と
か
当
人
子
な
ど
と
 ぃ
 

 
 

 
 

ら
 神
主
と
呼
ば
れ
る
こ
 

 
 

 
 

る
 家
で
な
け
れ
ば
な
ら
 

 
 

 
 

幡
宮
 」
二
六
 ｜
 七
頁
）
。
 

 
 

 
 

で
あ
っ
て
祭
祀
に
 当
 

 
 

 
 

わ
ち
当
番
は
紳
そ
の
も
 

 
 

ぽ
 な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

む
し
ろ
 絵
は
ど
 其
体
 

 
 

 
 

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 



  

 
 

 
 

承
認
す
る
所
で
あ
る
。
 

一
セ
 

初
期
大
乗
教
団
に
お
け
る
 

塔
 寺
の
意
味
 

1
5
1
 

 
 

 
 

に
も
困
難
が
多
く
「
 
思
 

 
 

 
 

に
 努
力
す
べ
き
で
あ
る
 

 
 

に
 評
価
し
、
こ
れ
を
活
用
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

が
 激
減
す
る
危
険
が
 

 
 

 
 

い
し
は
三
仙
 紀
 時
代
の
 

 
 

 
 

典
の
伝
持
 は
 、
口
伝
な
 

 
 

 
 

れ
ば
 な
る
程
、
 爽
 雑
物
が
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

的
な
発
展
が
起
つ
て
い
 

加
に
、
 他
の
宗
教
や
学
 

  

料
 

一
釜
 

 
 

 
 

こ
と
は
、
大
乗
仏
教
 

平
川
 

彰 

  

 
 

の
 意
味
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一
八
 

 
 

 
 

の
が
多
い
の
勿
論
す
べ
 

 
 

 
 

に
 即
し
て
決
定
さ
れ
ね
 

 
 

 
 

い
 0
 こ
の
こ
と
は
同
様
 

 
 

 
 

る
 場
合
に
も
、
考
慮
さ
 

 
 

 
 

料
的
 特
性
が
あ
る
。
 

こ
 

 
 

 
 

後
期
大
乗
仏
教
の
研
究
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

蒜
宙
 ョ
曲
（
 
曾
 伽
藍
）
 
や
 

 
 

 
 

こ
の
点
を
詳
述
す
る
 

会
 

 
 

 
 

若
干
の
資
料
に
基
い
て
 

 
 

 
 

 
 

す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
為
に
は
仕
訳
経
典
の
中
で
、
 

 
 

第
二
に
は
・
千
住
 

毘
婆
 

 
 

 
 

も
 検
討
さ
れ
ね
 
ば
 な
ら
 

 
 

 
 

生
活
と
も
関
連
が
無
い
 

 
 

 
 

の
め
っ
た
こ
と
を
考
え
 

 
 

 
 

す
る
説
明
が
あ
り
、
 

出
 



 
 

 
 

 
 

の
 存
す
る
羅
什
 訳
妙
 

 
 

 
 

ゆ
 法
華
の
訳
語
例
 は
、
 

 
 

 
 

が
 三
回
見
ら
れ
る
。
 二
 

 
 

勧
 持
口
四
 楊
 丈の
中
で
あ
る
。
 

ハ
 
3
 ）
 

 
 

 
 

ゑ
び
偕
 坊
を
作
り
、
 

 
 

 
 

受
持
読
話
す
る
者
は
、
 

 
 

 
 

に
 、
 塔
寺
 ・
 僻
坊
 ・
 衆
 

 
 

 
 

口
ぃ
 
換
え
ら
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

る
こ
と
が
推
知
さ
れ
る
 

一
九
 

初
期
大
乗
教
団
に
お
け
る
 

塔
 寺
の
意
味
 

 
 

 
 

行
 品
等
は
、
土
佐
 毘
婆
 

 
 

 
 

塔
 寺
を
重
要
 覗
 し
て
い
 

 
 

 
 

旧
訳
・
新
訳
等
の
翻
訳
 

 
 

 
 

は
 漢
訳
に
三
本
、
並
び
 

 
 

 
 

口
木
、
及
び
西
蔵
 訳
を
 

有
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
典
の
歴
史
的
発
展
に
即
し
て
、
 

 
 

合
す
る
有
力
な
資
料
で
 

あ
る
。
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経
巻
を
供
養
す
る
こ
と
 

 
 

 
 

寺
 が
借
 坊
 ・
衆
情
供
養
 

二
 O
 

2
5
4
 

 
 

 
 

部
分
を
諸
訳
を
対
照
 
し
 

へ
 
5
 ）
 

ゆ
 
法
華
 

正
法
華
 

の
曲
隼
斗
 

オ
の
 
Ⅱ
（
 

コ
の
 
同
仁
中
立
円
円
 

坤
肛
 

 
 

 
 

柑
 片
白
 
ロ
ひ
由
由
 

ゴ
ロ
 
拝
 
Ⅰ
 
曲
 

我
 、
 復
起
塔
寺
 
、
友
佳
 借
坊
 、
  

 

づ
せ
 
川
口
の
 
づ
 
Ⅱ
す
川
Ⅱ
 

川
オ
岸
ひ
 

Ⅰ
侍
の
づ
田
 

倒
臣
が
 

は
 四
事
供
養
衆
俗
。
 

 
 

が
的
ロ
 
川
口
の
で
Ⅰ
曲
目
 

い
せ
 
が
・
 
ヴ
ゴ
 
生
り
ど
 
せ
 の
・
 

づ
曲
 
Ⅰ
 
あ
ガ
曲
 

Ⅱ
沖
の
計
 

0
 
口
 曲
 
コ
ロ
 
ロ
 Ⅱ
の
 
年
 0
 
ド
曲
 
ヴ
ゴ
 
の
づ
り
 

巨
ゑ
 

 
 

 
 

と
な
っ
て
い
る
こ
と
 

 
 

 
 

講
堂
」
と
訳
さ
れ
て
 
ぃ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ぃ
片
 。
 
免
 （
塔
を
作
る
を
 

 
 

 
 

抽
打
仁
幅
 

す
幅
 ガ
ダ
 
の
か
は
 

 
 

 
 

べ
て
合
致
す
る
の
で
あ
る
 

 
 

 
 

宙
 
た
る
こ
と
を
決
定
し
 

て
よ
い
と
思
 
う
 。
 

 
 

 
 

は
 説
く
、
如
来
の
滅
 



一
一
一
 

1
5
5
 

初
期
大
乗
教
団
に
お
け
る
 

塔
 寺
の
意
味
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

い
る
。
西
蔵
 
訳
 8
 発
 本
 

つ
い
隼
オ
川
 

Ⅱ
Ⅱ
 

遠
離
船
橋
 寺
 。
 

数
数
 犯
 本
営
。
 

 
 

濁
世
 悪
 比
丘
、
不
知
 佛
 方
便
、
 

悪
口
前
 奪
寮
 、
数
数
 見
旗
 出
、
 

 
 

如
拙
悪
比
丘
、
 

然
 後
来
末
世
、
 

 
 

ガ
目
古
曲
 

卸
ゅ
ぜ
 

づ
 
Ⅰ
包
目
の
 
麗
日
 

で
 
拙
曲
コ
リ
 

由
江
 
づ
 
ガ
 
白
戸
 

ゆ
廿
 

曲
下
で
由
コ
肛
甘
 

Ⅱ
Ⅱ
 
ヴ
す
円
 

Ⅱ
 

 
 

 
 

華
 に
も
「
 
佛
 滅
度
後
、
 

共
有
得
 
聞
 此
経
典
者
、
持
 
諌
 害
鳥
老
分
別
 
説
 、
云
々
」
 

 
 

法
華
に
全
局
で
な
い
。
 

 
 

 
 

に
 近
い
が
、
し
か
し
 

同
 

 
 

 
 

せ
し
め
る
人
あ
ら
ん
 

 
 

 
 

片
の
 
づ
 
田
川
口
の
の
が
目
的
 

す
 
p
J
 

 
 

 
 

る
 語
を
敢
え
て
求
め
る
と
 

 
 

 
 

ァ
 キ
ス
ト
の
不
一
致
に
よ
 

 
 

決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

 
 

 
 

 
 

如
く
で
あ
る
。
 

の
の
 
宙
隼
プ
が
 

Ⅱ
 
ヨ
の
づ
 

口
目
生
 

り
 
Ⅱ
Ⅱ
 

ガ
の
 

正
法
華
 

ゆ
 
法
華
 



 
 

在
藩
 虎
 」
と
訳
し
、
菊
本
に
は
：
 
ゑ
肝
 
W
q
p
 

㏄
 曲
 （
 
0
 づ
川
 幅
内
 
す
曲
 
的
ゆ
 
圧
 
0
 
 
づ
柑
 、
 
q
 
曲
中
Ⅰ
 

 
 

 
 

兜
木
 は
 4
 日
 W
q
P
 
 

（
 
借
 

 
 

 
 

か
し
こ
の
場
合
に
も
 
三
 

 
 

ァ
 叩
い
で
あ
る
と
決
定
し
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
 

 
 

 
 

。
し
か
し
現
存
菊
本
 

 
 

 
 

ミ
コ
の
の
の
由
の
 

ロ
 
甘
の
ひ
 
す
舶
 

 
 

 
 

若
松
房
中
、
若
経
行
 
虔
 、
 

 
 

 
 

る
 。
こ
の
場
合
三
本
 は
 

 
 

 
 

訳
に
 「
 
若
 在
俗
 坊
 、
 若
 

 
 

 
 

、
正
法
華
に
は
「
 
若
居
 

 
 

 
 

と
な
っ
て
い
る
。
故
に
 

 
 

い
 。
そ
の
二
三
を
示
 

 
 

る
が
、
正
法
華
で
ぼ
 

（
 
4
 レ
 

 
 

の
ヨ
 
の
 ぜ
目
 
：
，
と
な
 

 
 

に
、
 

 
 

ほ
 

（
 
騰
 ）
 

 
 

「
 偕
 

一
一
一
一
 

弱
 
4
 

 
 

 
 

こ
の
例
の
み
か
ら
す
れ
 

 
 

 
 

く
 、
し
か
も
第
一
例
と
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

が
 多
い
。
既
に
第
一
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以 いる 。 。 一 致 

  
ね ぽ 合のし沢川 」訳の語でぼろはの で れに叩にのの 他如テの、 本ず 
な と 語訳 例 き 、 の 原 に の く キ 3% 

  

いる 。 の 見あ 難 6 点でを ぅげ例り 、 現すが・の 有 る晃玉木 S の は 

馨尖 v 、 ; 苦茗 玲 若葉亡ゑ 肇姦矩 9. 
そ で 「 は   

  

  
で こ る 文 が る の め る 

    

  

で舎 と に   

あ の は は 
ら 内で磨 

  

の 寺 が訳 がれ 語 ぃ   が て 
の 塔 」 難 詰姉教 こ 本 お な い 

羅 
什 

  
数 に 
団 は 皓 

の   
  

な 
い 

Ⅰ カ ヰ や 

研 - 一   
法 
護 

の 

正 
法 
華 
に 
は 

（ 由 の 
㌧ 
  

を 
塔 
寺 
と 
訳 

し 
て 

一 い 

三 る 
一 例 

は 
巨卜 

常 
に 
多 
い 
  

そ 



 
 

 
 

「
青
二
の
訳
語
を
 、
 

 
 

 
 

 
 

こ
れ
を
簡
単
に
云
 う
 な
ら
 ぽ
 、
翻
訳
者
は
の
（
 
口
 b
p
 に
 関
し
て
、
「
そ
れ
は
舎
利
 

、
 寺
の
訳
語
に
は
そ
の
 

 
 

 
 

用
い
た
点
に
考
慮
す
べ
 

 
 

 
 

意
味
を
含
め
し
め
よ
 5
 

 
 

か
 ぜ
の
の
曲
目
 

 
 

賓
格
中
し
 

（
 
お
 ）
 

 
 

二
法
護
は
 

 
 

侍
 
Ⅰ
の
 
日
 ハ
ン
・
・
）
 

 
 

が
あ
り
、
 更
 

 
 

の
で
あ
る
。
 

二
四
 

1
5
8
 

 
 

 
 

か
来
 
品
に
は
「
 

如
佛
塔
 

 
 

  

 
 

ハ
 
5
 
り
 

寺
 」
（
仕
訳
「
宝
塔
」
菊
本
日
 

曲
す
 

W
q
D
 

（
 
ロ
 
の
の
（
 

0
 
つ
の
し
。
 

 
 

つ
の
 

甘
 
）
。
「
奇
妙
 

ハ
 
7
 
。
 
佗
 
り
 
、
 
塔
寺
 
」
 

 
 

 
 

梵
本
 

の
（
ロ
口
じ
が
あ
り
、
（
仕
訳
「
七
宝
塔
」
菊
本
（
 

8
 
）
：
 

 
 

 
 

れ
る
。
こ
の
外
に
も
 

正
 

 
 

 
 

あ
る
。
し
か
し
正
法
華
 

 
 

 
 

訳
 「
城
君
 

指
開
 
七
宝
塔
 



 
 

 
 

呼
ぶ
場
合
が
あ
る
」
と
 云
 

 
 

 
 

っ
て
 、
 増
と
訳
さ
れ
た
 

 
 

 
 

塔
を
指
す
こ
と
は
勿
論
 

 
 

 
 

側
 が
あ
る
。
そ
の
こ
と
 

 
 

 
 

た
こ
と
を
示
す
碑
文
が
 

 
 

 
 

戸
を
掘
る
こ
と
は
考
え
 

 
 

 
 

井
戸
を
掘
る
こ
と
は
、
 

 
 

 
 

も
 、
し
か
も
そ
れ
に
 附
 

 
 

解
さ
ね
 ば
 な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

掘
肚
 等
か
ら
 確
め
得
 

 
 

 
 

て
 、
そ
の
周
囲
を
取
巻
 

 
 

 
 

建
て
ら
れ
て
い
る
。
 恐
 

 
 

 
 

口
々
は
の
（
目
 

で
 が
に
は
 広
 

 
 

 
 

般
 の
の
 日
づ
 曲
の
用
例
 

 
 

二
の
広
義
の
の
（
 
目
 も
の
の
用
例
は
上
述
の
如
く
で
あ
り
 、
こ
れ
は
の
日
召
 
を
 中
 

 
 

 
 

わ
れ
る
。
即
ち
佳
所
が
 

附
属
し
て
か
ら
の
転
義
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

け
て
い
る
こ
と
が
 理
 

二
五
 

ゆ
 翔
大
乗
教
団
に
お
け
る
 
塔
 寺
の
意
味
 

碑
 



 
 

 
 

ぃ
 。
し
か
も
現
存
の
曇
 

 
 

 
 

童
 詩
経
に
つ
い
て
も
、
 

四
 

（
㏄
）
 

開
元
銭
 に
よ
 れ
 

竺
法
護
 課
郁
 伽
羅
 

毘
 稚
拙
 
牡
明
 

Ⅲ
生
口
 
古
匪
描
 

仁
一
 

り
 、
訳
者
は
開
元
 

打
紐
（
太
始
 中
ょ
 

た
 内
容
か
ら
見
て
 

但
し
 康
偕
鎧
訳
 

康
健
鎧
の
訳
出
と
 

く
 、
訳
文
か
ら
 見
 

出
 」
と
断
じ
て
お
 

た
と
云
 う
 か
ら
、
 

（
 
仙
 ）
 

ず
 、
 法
経
録
 に
至
 

こ
れ
に
無
量
詩
経
 

解
さ
れ
る
。
同
時
 

郁
伽
 長
者
経
に
お
け
る
廟
の
意
味
 

 
 

 
 

一
巻
、
 

 
 

 
 

郁
伽
 

 
 

 
 

て
お
 

 
 

 
 

仲
立
口
 

か
陸
 

 
 

 
 

、
ま
 

6
 課
 者
 ・
 訳
時
 を
疑
 う
 余
地
は
な
い
。
 

 
 

 
 

云
 う
 

 
 

 
 

は
な
 

 
 

 
 

の
訳
 

 
 

 
 

あ
 っ
 

彼
に
 郁
伽
 長
者
経
の
訳
出
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
 

 
 

せ
 

自
ゴ
 
Ⅰ
 

二
 
巨
 
Ⅱ
 
ユ
 

Ⅰ
 

 
 

 
 

っ
 て
 

 
 

 
 

な
っ
 

一
一
Ⅰ
 

、
ノ
 

 
 

い
て
も
確
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
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初 
期 
大 
乗 
教 
団 
に 

お 
げ 
  
塔 
寺 
  
意 
味 

    
セ 

  Ⅰ 6 丁 

 
 

 
 

の
よ
う
に
見
る
の
は
 早
 

 
 

 
 

鏡
径
で
は
、
こ
の
部
分
 

 
 

 
 

入
る
べ
し
し
と
訳
出
さ
 

（
 
弼
 ）
 

 
 

 
 

舎
 に
入
る
と
き
は
、
 
当
 

 
 

 
 

仏
寺
精
舎
し
と
訳
さ
れ
 

 
 

 
 

に
散
 乱
し
、
然
し
て
後
 

 
 

 
 

幅
侍
 
の
 
仁
抽
 ）
 
曲
抽
 （
Ⅰ
）
の
か
 

隼
屈
 

 
 

 
 

か
が
 つ
ぎ
叩
 
舶
の
訳
語
 

 
 

く
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

見
る
こ
と
も
可
能
で
 

 
 

 
 

の
日
 
せ
の
と
見
て
よ
い
が
、
他
の
四
課
 

 
 

 
 

る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
 

 
 

 
 

れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
 

 
 

 
 

ぼ
 紀
の
訳
出
と
な
り
、
 

 
 

 
 

雲
塵
蜜
多
訳
は
 失
調
と
さ
 

  

 
 

 
 

研
 
や
へ
 

，
 
Ⅰ
と
も
か
く
経
錦
 も
 

 
 

 
 

会
は
宋
馬
糞
三
蔵
 
曇
摩
 



す
 為
に
訳
者
が
附
加
 

交
会
に
移
る
過
渡
期
 

主
要
な
問
 輻
 で
は
な
 

 
 

 
 

沖
 

 
 

 
 

て
 

 
 

 
 

て
 

 
 

 
 

義
 の
外
曲
 づ
 の
で
あ
る
。
 

（
㊧
 
レ
 

 
 

 
 

Ⅰ
曲
で
は
、
門
外
で
信
者
 

 
 

 
 

塔
 が
あ
る
。
故
に
信
者
 

 
 

 
 

か
し
そ
れ
は
用
語
が
変
 

 
 

 
 

る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

の
 「
仏
寺
し
は
、
正
法
 

 
 

 
 

 
 

住
処
の
あ
る
こ
と
る
 示
 

  

ほ
 な
い
。
故
に
吾
人
 

訳
 の
 郁
伽
 長
者
会
の
 

経
の
「
 廟
 し
と
 法
護
 

あ
っ
て
、
乱
辞
 物
 を
 

労
す
る
支
那
 語
 を
求
 

塔
廟
と
 訳
さ
れ
て
い
 

の
 如
き
言
葉
が
有
っ
 

 
 

 
 

い
 

 
 

 
 

鏡
 

 
 

 
 

処
で
 

 
 

 
 

に
柑
 

 
 

 
 

が
 

 
 

 
 

田
ド
曲
 

 
 

 
 

す
 

二
八
 

Ⅰ
㏄
 

 
 

 
 

な
 か
つ
た
と
い
う
保
証
 



エ ㏄ 

五
 
華
厳
 経
 浄
行
器
に
お
け
る
仏
の
宗
廟
 

華
厳
経
浄
行
 
品
 に
関
し
て
は
、
 
吾
 々
は
漢
訳
に
四
課
、
 

 
 

此
等
の
費
料
の
性
格
 

 
 

 
 

一
巻
で
あ
る
。
こ
れ
は
 

月
 

 
 

 
 

れ
る
。
故
に
こ
れ
は
三
世
 

 
 

 
 

浄
行
 品
 に
相
当
す
る
部
 

 
 

 
 

あ
る
。
こ
れ
は
浄
行
 
品
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

あ
る
か
 ほ
 不
明
で
あ
 

 
 

 
 

い
 。
 

 
 

 
 

春
 」
挙
げ
て
い
る
。
 
ぼ
 

 
 

 
 

道
眞
が
 父
の
爵
 永
 遠
 と
 

 
 

 
 

筆
受
を
な
し
つ
つ
、
 
自
 

ハ
 
6
 ）
 

 
 

 
 

の
 経
は
法
誰
時
代
の
訳
 

 
 

 
 

年
か
ら
 永
嘉
 の
 末
 （
 
二
 

八
 0
1
 
三
一
三
）
で
あ
っ
た
と
云
 

う
 。
 

初
期
大
乗
教
団
に
お
け
る
 

塔
 寺
の
意
味
 

二
九
 

い
る
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
 



 
 

 
 

菩
薩
と
田
家
菩
薩
の
 

 
 

 
 

、
ヰ
化
由
味
 

ふ
立
ロ
露
 

汁
岐
 
中
本
る
 

C
 
ぬ
 
一
拍
 

 
 

 
 

い
る
の
で
あ
る
の
こ
の
 

  

第
四
は
実
父
難
陀
訳
の
八
十
華
厳
（
唐
沢
）
 
巻
 十
四
、
 

 
 

二
年
亡
八
九
五
 ｜
六
 

九
九
）
に
 亙
 っ
て
訳
出
せ
ら
れ
た
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

こ
の
浄
行
 品
 の
み
に
 

 
 

 
 

口
薩
 
本
業
経
し
と
呼
ば
れ
 

 
 

 
 

一
口
 
叩
で
 
小
の
る
。
浄
行
 

ロ
叩
 

 
 

 
 

、
 次
に
こ
れ
に
対
す
る
 

 
 

 
 

一
瀬
を
一
偏
に
纏
め
 
褐
 

 
 

 
 

晋
註
 百
四
十
 願
 、
唐
澤
 

 
 

 
 

分
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
 

 
 

 
 

]
 プ
 で
あ
る
 0
 此
等
の
 

 
 

ら
こ
こ
に
は
省
略
す
る
。
 

（ 
匹 夫 
一 に 

入 津 

      訳 

- 一 正士 丑 

） は 
の 仏 
訳 陀 
出 域 
で 陀 
あ 羅 

るの o  こ - 
/ Ⅰ 

十 
華 
嚴 

皿甘 （ 
訳 
  

春   
/ Ⅹ   

第 
七 
  Ⅰ 甘 

の 

浄 

行品 

で 

あ 

る 。 

  
れ 
は 

  
四 
年 
力下 

ら 

水 
初   
  
召， - 

I6% 



徒
 つ
 

ら
う
。
 

法
華
の
 

廟
 」
は
 

恐
ら
く
 て

 西
蔵
 訳
は
唐
調
め
 「
僧
伽
藍
」
に
今
 

、
こ
れ
を
 つ
 ぎ
 甲
 り
の
訳
語
と
見
る
こ
 

更
に
道
 眞
訳
の
 「
仏
寺
」
は
 
、
 彼
が
 竺
 

塔
寺
 ・
 
寺
 等
の
訳
語
よ
り
見
て
、
こ
の
 

仏
 

原
語
は
の
Ⅰ
口
口
の
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
 

初
期
大
乗
教
団
に
お
け
る
 

塔
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と 手 法 政 
は の 護 す 

下原のる 耳語 筆 。 
首邑 を 受 こ 
で " る れ 
あ 目 し に 

60 %  て いし 対 
そ と た て 

の見点 理てよ 背 訳 
白 も り の 
は 無考「 
安理 え 偕   
鏡 。 譲原 
経史 訳語 
の に 郁 は 

        
  の い 経 曲 

揚支 の と 

合 ・ 謙 「 見 
と 訳 仏 " る   
  
  宗 正 あ 

 
 

 
 

に
 願
 う
 べ
し
、
衆
生
、
 

 
 

 
 

衆
生
、
仏
の
行
法
に
近
 

 
 

 
 

て
い
る
。
 

へ
四
 

逆
眞
詫
 
で
は
 

 
 

 
 

す
る
こ
と
 
莫
く
、
 
復
を
 

 
 

 
 

悉
く
諸
経
中
に
入
り
 

 
 

 
 

信
を
以
 
つ
て
家
を
捨
て
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

種
 に
演
説
し
て
 

乖
詮
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
菩
薩
は
、
一
切
衆
生
 

衆
生
が
法
を
行
じ
 

、
法
 

 
 

 
 

の
 
田
内
 
サ
曲
 
Ⅱ
岡
目
舶
の
訳
語
 

で
あ
る
。
 



 
 

 
 

が
 、
時
代
が
下
る
に
 

 
 

 
 

見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
 

 
 

 
 

ば
れ
る
と
う
に
な
っ
た
 

 
 

 
 

起
つ
た
こ
と
が
 ハ
影
笘
 

一
一
一
一
一
 

 
 

 
 

講
ず
る
こ
と
が
 

 
 

 
 

に
 願
う
べ
し
、
衆
生
 

 
 

 
 

第
百
三
十
一
掃
 に
 

 
 

 
 

第
百
三
十
二
何
に
 

 
 

 
 

0
 か
 す
 牛
ロ
 汀
汀
 、
 

 
 

 
 

に
 五
根
、
讃
仏
に
 

 
 

 
 

%
 め
 訳
語
を
用
 い
ず
 

 
 

 
 

し
て
い
る
。
道
理
 

 
 

て
い
た
の
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。
 

 
 

 
 

が
 重
要
な
日
課
 

 
 

 
 

訳
語
の
変
遷
に
つ
 

 
 

 
 

大
用
語
の
変
遷
の
意
味
 

い と 本 " 四     「 「 " 重 
て さ が 軋偶 ・， 見仏 施要 

I ⅠⅠ 



 
 

 
 

と
に
 影
 害
さ
れ
て
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

で
あ
ら
う
。
か
か
る
 
用
 

 
 

 
 

い
た
も
の
な
ど
が
、
 

 
 

 
 

う
 。
と
も
か
く
大
乗
 

 
 

 
 

り
 重
要
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
 

 
 

 
 

が
 、
こ
の
推
定
は
如
 

 
 

 
 

斡
 
（
 
7
 
 

1
 
谷
底
力
多
く
の
 

）
 
。
、
 

碑
 

 
 

 
 

W
n
m
 
 

の
中
に
は
、
 

名
 

 
 

 
 

経
 や
郡
 伽
 長
者
経
・
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

。
こ
の
事
情
は
般
若
 

 
 

 
 

は
軽
現
 し
て
い
る
と
 

 
 

 
 

を
 基
盤
と
す
る
人
々
 

 
 

 
 

て
 、
初
期
の
大
乗
数
 

 
 

 
 

譲
り
た
い
。
 

初
期
大
乗
教
団
に
お
け
る
 

塔
 寺
の
意
味
 

一
一
一
一
一
一
 

徒に か 経乗 こ 法 秘文上 そ 仏 雅語詞大 し 
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M
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（
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リ
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巧
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（
 
M
 ）
 

（
 
け
 ）
 

（
Ⅱ
Ⅱ
）
 

（
 
0
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）
 

（
 
9
 ）
 

（
 
竹
 
Ⅲ
）
 

一
証
 
（
 
1
 ）
 

（
 2
 ）
 

（
 
3
 ）
 

（
 
4
 ）
 

（
 
5
 ）
 

（
 
6
 ）
 

（
 7
 ）
 

三
四
 

 
 

 
 

正
正
 0
 、
三
三
二
中
に
も
云
い
、
諸
経
 
録
 に
も
異
説
は
な
い
。
 

妙
法
蓮
華
経
巻
 五
 、
分
別
功
徳
 品
 、
大
正
元
、
四
五
十
。
 

 
 

き
 m
?
.
 

の
・
 

毛
 0
 四
 オ
の
 
（
 甲
ガ
斥
 江
守
キ
・
 ロ
 ・
 
N
 
の
 q
.
 
 

ミ
 ・
 Ⅰ
 
心
 あ
 

正
法
華
経
巻
尺
、
御
福
 事
品
 、
大
正
元
、
一
一
 セ
上
 。
 

添
品
 妙
法
蓮
華
経
巻
 五
 、
大
正
元
、
一
 セ
 九
丁
。
 

 
 

 
 

が
 （
 
ゴ
 0
 ㏄
 l
 ロ
の
 

 
 

 
 

一
行
。
 

妙
法
蓮
華
経
巻
 五
 、
分
別
功
徳
 品
 、
大
正
元
、
四
五
丁
。
 

正
法
華
経
巻
尺
、
御
福
 事
品
 、
大
正
元
、
一
一
 ゼ
上
 。
 

 
 

 
 

か
 す
 の
Ⅰ
 
0
 
目
 ぬ
 
Ⅱ
 ロ
 

 
 

 
 

、
五
行
と
あ
 

り
 、
梵
文
に
合
す
る
。
 

 
 

 
 

、
勧
説
 品
 、
 

 
 

田
本
、
二
三
三
頁
。
 

 
 

、
上
一
一
八
、
 セ
行
 。
 

ゆ
法
 蓮
華
経
巻
 五
 、
分
別
功
徳
 品
 、
大
正
元
、
四
五
丁
六
行
。
 

正
法
華
経
巻
 八
 、
御
福
 事
品
 、
大
正
元
、
一
一
 セ
 正
二
二
一
行
。
 

 
 

七
頁
一
七
 ｜
 一八
行
。
 

 
 

五
 、
八
行
。
 

 
 

 
 

大
正
元
、
一
 

一
九
七
六
行
。
袴
木
荻
原
土
田
本
二
九
八
頁
十
一
行
。
 

 
 

 
 

、
随
喜
功
徳
 

Ⅰ㏄ 
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三
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1
6
9
 

 
 

 
 

卑
 摩
羅
文
 が
 関
係
し
 

 
 

 
 

為
 で
あ
り
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

。
荻
原
土
田
本
 
四
セ
 

頁
 五
八
行
。
 

 
 

 
 

0
 
 
一
頁
 三
 一
行
。
 

 
 

 
 

原
土
田
本
 二
 0
 セ
頁
 

一
 
0
 行
 。
 

 
 

 
 

土
田
本
 二
 0
 セ
 貞
一
 

八
・
一
九
行
。
 

 
 

正
元
、
三
二
丁
八
行
。
蛭
木
 

二
 0
 八
頁
八
・
九
行
。
 

 
 

三
 二
丁
一
六
行
。
菊
本
 
二
 0
 八
頁
三
一
・
二
二
行
。
 

 
 

三
三
下
九
行
。
楚
水
二
一
五
頁
一
六
行
。
 

 
 

 
 

二
八
 セ
頁
 八
行
。
 

 
 

 
 

行
 。
楚
水
 三
 0
 五
頁
 

二
行
。
 

 
 

 
 

行
 。
 梵
本
 三
丁
二
ハ
 

頁
 

一
九
 
｜
 三
一
行
。
 

 
 

 
 

本
 二
一
四
頁
一
行
。
 

 
 

三
三
下
五
行
。
楚
水
二
一
四
頁
二
五
行
。
 

 
 

。
荻
原
土
田
本
二
九
二
頁
十
四
行
。
 

 
 

 
 

品
 、
大
正
元
、
一
 0
 

セ
 中
丁
。
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（
 
蝸
 ）
漢
鏡
経
、
大
正
一
二
、
一
九
 上
 。
 

（
㏄
）
 郁 伽
羅
越
 問
 菩
薩
石
経
、
大
正
一
二
、
二
七
上
。
 

 
 

ハ
丁
。
 

 
 

穂
径
第
四
巻
、
千
三
百
十
三
、
二
行
。
 

 
 

研
究
第
五
巻
第
二
号
 一
 0 五
頁
。
 

 
 

 
 

れ
る
。
漢
鏡
径
は
そ
 

 
 

婆
沙
 論
所
司
の
 耶
伽
 長
者
経
で
も
「
 塔
寺
 」
と
訳
し
て
い
る
。
 
回
春
 八
 、
一
 

 
 

 
 

伽
 長
者
会
で
 

 
 

 
 

所
で
は
「
 是
 

 
 

 
 

の
 念
を
作
 す
 

 
 

 
 

因
り
て
三
心
 

 
 

 
 

）
等
の
記
述
 

 
 

 
 

正
 五
五
、
二
三
六
丁
・
大
周
 
録
 養
三
、
大
正
岡
、
三
八
 0
 下
 。
 

で
あ
る
か
ら
、
此
等
は
同
じ
語
を
訳
し
た
も
の
と
考
え
た
い
。
 

開
元
銀
替
 二
 、
大
正
 

 
 

 
 

葉
 巻
 こ
 、
大
正
正
 

 
 

 
 

中
 。
静
養
 録
 

 
 

 
 

正
岡
、
四
八
 

八
王
。
貞
元
銀
替
 三
 、
大
正
司
、
 
セ
 八
五
上
。
 

 
 

 
 

二
 、
大
正
岡
、
一
五
 

元
中
。
博
泰
 録
 巻
 こ
 、
大
正
岡
、
一
九
 0
 下
 。
 

呵
五
 0
0
 中
 。
貞
元
銀
 券
四
 、
大
正
岡
、
 
セ
九
セ
下
 。
 

 
 

中
 。
 

（
 
的
 ）
高
僧
伝
番
一
、
大
正
正
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三
二
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上
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初
期
大
乗
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団
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意
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得
 な
か
 

て
い
る
 

 
 

 
 

次
の
如
く
述
べ
 

 
 

 
 

段
目
新
し
い
 
事
 

 
 

0
 間
 題
 

三
九
 

心 の を 
す 専 己 
る ? 門 が 
」）化 導 
こ の 間 
と 段 領 
を 階域 
主 に と 

張 は す 
し い る 
た っ 学 

ゥ て 者 
ヱ お で 

ぼな /.@ Ⅹ り」 、 （ し 3 

  

な 

  
に 「 で 
対ひ あ 

し た る 

  
を 専有 

 
 

 
 

主
義
の
精
神
」
を
 発
 

 
 

 
 

ば
 ・
「
世
界
宗
教
の
経
済
 

 
 

 
 

代
 ユ
ダ
ヤ
教
」
二
九
一
 

 
 

 
 

一
 バ
 ー
 自
身
は
宗
教
学
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
周
知
の
如
 

  

宇
野
光
雄
 

「
古
代
ユ
ダ
ヤ
拳
に
お
け
る
 合
理
性
 の 

問
題
 

マ
ッ
ク
ス
・
 ク
ヱ
 ー
メ
ー
 

俺
 

 
 



四
 O
 

 
 

 
 

。
こ
の
理
想
を
ど
れ
 位
 

 
 

 
 

記
録
的
文
書
に
よ
る
 史
 

 
 

 
 

史
料
的
価
値
 ｜
 こ
れ
ら
 

 
 

 
 

に
つ
い
て
大
い
に
謙
遜
 

 
 

 
 

自
分
の
よ
う
な
か
 ム
る
 

 
 

 
 

な
い
の
で
あ
る
」
。
 

ハ
 
5
 ）
 

 
 

 
 

、
す
ぐ
れ
た
成
果
を
 

 
 

 
 

目
ぅ
 こ
と
が
出
来
る
の
で
 

 
 

 
 

当
然
妥
当
す
る
 よ
う
 に
 

思
わ
れ
る
。
 

（
 
6
 ）
 

 
 

 
 

究
は
 、
そ
れ
迄
の
旧
 

 
 

 
 

的
 関
心
に
導
か
れ
て
 研
 

究
 が
進
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
 、
 

 
 

方
向
を
有
す
る
も
の
で
 

あ
る
と
言
 う
 こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

代
 ユ
ダ
ヤ
教
 L
 研
究
 

 
 

 
 

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

口
，
 

（
二
 

%
 巴
ェ
 

g
e
n
 

甲
 ）
ゆ
め
 

H
.
 

（
以
下
し
帯
の
巨
 
甲
 0
 Ⅰ
 
由
由
 
0
 口
 日
ヨ
と
 略
記
す
。
）
 

l% 



一
 

 
 

 
 

瞭
に
 理
解
せ
し
め
 

 
 

 
 

 
 

の
賎
民
 民
族
（
Ⅰ
の
 
ユ
 

 
 

 
 

あ
 れ
１
社
会
的
環
境
 

 
 

 
 

、
 特
に
久
し
き
間
 強
 

 
 

 
 

り
 方
は
「
 こ
ム
 か
ら
 

 
 

 
 

要
 な
点
に
求
め
ら
 

 
 

 
 

 
 

つ
た
 ）
と
い
う
こ
と
 

 
 

 
 

く
興
 っ
て
い
た
こ
と
 

 
 

 
 

は
 、
未
来
に
約
束
さ
 

 
 

 
 

に
 、
そ
の
世
界
の
支
 

 
 

 
 

あ
り
、
そ
の
現
在
の
 

 
 

0
 間
 題
 

四
一
 

秩 配れ で 。 れ尊 制 か 甲 ら 

 
 

 
 

0
%
 ㍉
 オ
キ
 ぬ
ノ
 
o
D
 の
 
O
 

 
 

れ
た
。
 

 
 

 
 

む
ま
口
抽
の
ダ
 
）
 
S
u
 

の
の
・
㍼
の
 

0
 
 
ヰ
 

 
 

づ
由
ヴ
 
ロ
口
 
幅
 e り
 ・
 ト
ゆ
 

0
%
 
 Ⅱ
 せ
 0
 Ⅰ
 
ヴ
 e ヨ
 e
r
 
ガ
岸
弓
杖
・
の
・
 

ロ
の
 

（
 
6
 ）
 
ノ
 ミ
の
 
メ
セ
デ
 
0
 ヴ
 0q
 
、
 0
 づ
 ・
 
出
 （
・
の
・
 

い
 
の
・
レ
ロ
 

ヨ
 

便
 

 
 



  

一 い た パ 事 そ つ な 我 丈 Ⅱ に 一 に 定 治・ 席   

  
典 侍 あ ら ュ 序 し ゥ い に 数 な 令 で の に 為 
白 9  、 る し 
諸 辮 。 め 
条 々   
伸 明   に 取 一 、 1 の ジ 教 木 画 何 よ れ っ 

の 瞭 ダ 決 り 応 " の で ァ の め に 放っ て を 

も に ャ 定 あ 明 論 あ の 一 方 し な て い れ 
と な 教 約 げ陳述 る 宗切 の か ら 視 た に 
に る は に る に かピ 教の 形通儀 定 の 対 よ 
ュ ラ   

] で が ヤ ェ な 絶 な 、 ら 、 の ュ の 一 

か Ⅰ る 。 合 理 ス あ 円 教 ] しせ 此 ' で そ で ダ所 
ム 尺・『 自り 

る ち な 
特 、 此 
疎 水 自坤 こ れ 生 っ 
な 支 Ⅲ     
性 （ 内   

頁 に   
高 士 - 向 の パ の   ) 教 そ こ 教、 で約 ュ 態     
頭 の さ 一 

  
  
て こ 形 ヤ け 壮 と 問 調教 し 、 術隔 一市 ト煮 た   
  

7
6
 

 
 



 
 

 
 

の
 ア
ジ
ア
 
的
 救
済
諸
士
示
教
 

 
 

 
 

論
証
さ
る
べ
き
中
心
 
課
 

 
 

と
が
明
瞭
に
推
測
出
来
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

る
の
で
あ
る
が
・
 
し
 

 
 

 
 

に
「
知
る
に
値
す
る
」
（
 

3
 ）
 

 
 

 
 

心
 が
向
け
ら
れ
て
い
る
 

 
 

 
 

容
を
有
す
る
の
か
・
 
と
 

 
 

 
 

中
心
課
題
と
し
て
提
起
 

 
 

 
 

0
 
。
既
に
見
た
如
く
（
 
本
 

 
 

 
 

そ
れ
独
自
の
日
 
標
 と
方
 

 
 

 
 

こ
と
は
・
我
々
が
 
、
本
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
 

 
 

 
 

特
に
「
知
る
に
 伯
す
 

 
 

を
、
先
づ
 
尋
ね
な
く
て
 
ぼ
 な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

円
 む
ま
 
目
抽
 
0
 
ロ
、
い
の
 

肚
 
Ⅱ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0
 間
 題
 

四
三
 

1
7
7
 



 
 

 
 

け
で
あ
 

 
 

 
 

、
し
か
し
 

 
 

 
 

に
し
て
 
行
 

5
0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

り
た
ム
し
 

 
 

こ
と
は
、
 

  

る
が
、
今
我
 

な
が
ら
全
く
 

こ
う
と
 思
 

そ
の
特
性
 

て
「
プ
ロ
テ
 

め
た
も
の
 

一   一 

  （ （ 
  3  2 
） Ⅹ ） 

      

四 
0 目） 四 

  

l ワ 8 
  



 
 

 
 

]
D
 ッ
パ
 の
経
済
界
 

 
 

 
 

制
 と
し
て
「
我
々
の
現
代
 

ハ
 
m
 り
 

 
 

 
 

は
 現
在
の
人
間
、
そ
れ
 

 
 

 
 

性
 を
も
つ
た
も
の
と
し
 

ハ
 
4
U
 

 
 

 
 

伏
ョ
 一
 p
 ッ
パ
 の
み
が
 

 
 

 
 

を
 最
も
明
瞭
に
刻
印
し
 

ハ
 
5
 ）
 

 
 

 
 

、
 一
つ
の
 豆
 大
な
組
織
 

 
 

 
 

機
構
 は
 、
人
間
か
ら
 独
 

 
 

 
 

た
の
こ
の
機
構
の
う
ち
 

 
 

 
 

｜
 生
れ
な
が
ら
に
し
て
 

 
 

 
 

も
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
 

（
 
6
 レ
 

 
 

 
 

機
構
の
成
立
し
て
い
な
 

 
 

 
 

そ
れ
 ば
 、
営
利
の
為
の
 

 
 

 
 

、
労
働
を
人
生
に
お
け
 

 
 

 
 

う
し
た
 ヱ
 Ⅰ
ト
ス
に
 着
 

 
 

 
 

を
 得
ず
 、
 而
も
 、
 こ
 う
 

 
 

 
 

に
お
い
て
も
見
出
す
こ
 

 
 

 
 

範
 に
従
っ
て
生
き
る
 外
 

四
五
 

 
 

0
 間
 題
 

ユ Ⅰ 9 



四
土
 
ハ
 

 
 

 
 

近
代
資
本
主
義
の
発
生
 

 
 

 
 

為
に
ば
 、
又
 こ
う
し
た
 ェ
 

 
 

 
 

い
の
で
あ
る
 D
 し
か
ら
 

ぽ
 そ
れ
は
、
 佃
 ん
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

因
 の
一
つ
で
あ
る
と
 

 
 

 
 

代
 資
本
主
義
成
立
に
果
 

 
 

 
 

」
は
、
ま
さ
し
く
、
 こ
 

れ
に
対
す
る
彼
の
割
 期
的
 労
作
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

が
教
 祀
 全
学
的
研
究
、
即
 

 
 

 
 

と
祀
 余
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
 

 
 

 
 

る
 。
即
ち
、
近
代
西
欧
 

 
 

 
 

つ
と
し
て
、
宗
教
の
役
 

 
 

 
 

締
約
事
情
の
許
す
所
で
 

 
 

 
 

ぽ
か
っ
た
の
か
、
 又
近
 

 
 

 
 

点
 に
対
し
て
、
当
該
文
化
 

 
 

 
 

る
の
で
あ
る
り
 

 
 

何
な
る
役
割
を
果
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

に
お
い
て
は
、
経
済
 

 
 

 
 

は
、
殆
 ん
ど
農
業
に
従
事
 

180 



四
ゼ
 

1
8
1
 

 
 

0
 間
 題
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
 至
っ
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

曲
甘
 
毛
色
の
選
民
と
し
 

 
 

 
 

る
 宗
教
団
体
と
し
て
、
 

 
 

 
 

た
儀
礼
的
、
倫
理
的
 規
 

 
 

か
ム
る
 事
態
は
、
必
然
的
に
彼
等
の
生
活
を
規
定
し
 、
 こ
の
教
団
の
あ
り
方
を
 

 
 

 
 

祀
的
 食
事
規
則
、
厳
格
 

 
 

 
 

し
め
、
客
人
民
族
と
し
 

 
 

 
 

者
を
必
要
な
ら
し
め
、
 

 
 

で
あ
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

有
 な
諸
相
を
発
展
せ
し
 

（
照
り
 

め
な
か
つ
た
の
で
あ
る
」
と
。
 

す
る
こ
と
な
く
、
大
都
市
に
居
住
し
、
職
業
と
し
て
、
 

 
 

済
 的
実
力
は
、
無
視
す
 

 
 

 
 

、
近
代
資
本
主
義
の
成
 

 
 

 
 

如
く
言
っ
て
い
る
の
で
 

 
 

 
 

発
生
し
た
よ
う
な
合
理
 

ハ
 
9
 り
 

 
 

 
 

ダ
ャ
 人
も
い
な
い
」
の
 

 
 

ら
、
 而
も
多
く
土
着
し
て
い
た
、
彼
の
オ
リ
エ
ン
ト
、
 

南
部
 ョ
一
 p
 ツ
バ
、
 東
 



註
 （
 v
l
{
 

）
 

（
 2
 
 
）
 

（
 0
0
 
）
 

（
ア
 
サ
 ）
 

（
 二
リ
 
）
 

（
Ⅰ
 

0
 
 
）
 

（
 7
 
 
）
 

（
 0
0
 
）
 

（
 
9
 ）
 

 
 

の
 ・
 
N
.
 
毛
 P
.
 

の
・
 

ま
 。
 

 
 

 
 

の
 す
 の
下
の
 

す
 中
ら
・
 

心
曲
 
ま
巨
 9
 の
 ロ
 ・
Ⅱ
ゆ
め
 

m
.
 

の
・
の
か
ゆ
 

目
交
毛
ま
 縛
 ，
 0
 づ
 ・
 堅
 ・
の
・
 

か
 

 
 

、
安
藤
共
訳
弘
文
室
昭
利
二
十
五
年
四
頁
。
 

の
ナ
ヲ
 
円
い
が
毛
の
 
ヴ
 の
 n
.
 
o
 

Ⅰ
・
 

往
ダ
づ
 0
 Ⅰ
 
ヴ
 0
 Ⅰ
 ヨ
 0
 Ⅰ
 
片
局
目
仮
 

ヴ
や
パ
毛
 0
 ヴ
の
 
q
.
 
0
 

や
・
 

n
w
 

（
・
の
の
・
 

N
o
 
の
ん
 0
 も
 

 
 

木
 評
論
社
昭
和
九
年
八
九
頁
 ｜
 九
三
頁
参
照
。
 

 
 

二
十
四
年
三
一
頁
参
照
。
 

 
 

五
頁
。
 

 
 

 
 

0
 発
展
に
対
す
る
 ュ
 

 
 

 
 

著
し
く
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
。
（
㎎
）
 

  

 
 

 
 

で
あ
る
。
即
ち
 、
そ
 

（
Ⅰ
 
し
 

 
 

 
 

貨
幣
取
引
業
務
に
従
事
 

（
 
旺
し
 

 
 

 
 

で
は
、
克
服
さ
れ
ず
、
 

ハ
 
旧
し
 

 
 

 
 

家
資
本
主
義
、
掠
奪
 費
 

ハ
 
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

義
 に
特
有
な
る
諸
相
、
 

 
 

す
 余
地
は
全
く
な
か
つ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

を
 自
党
し
、
 又
 確
証
す
 

 
 

異
教
徒
と
の
共
同
作
業
を
四
難
な
ら
し
め
た
の
で
 

あ
る
。
ハ
 

%
 ）
 

四 
八 

ュ ㏄ ， 



  

四
 

 
 

て
ヵ
 ー
ス
ト
な
き
環
境
に
お
け
る
 バ
 ）
リ
ア
民
族
 

 
 

の
で
あ
り
、
更
に
、
こ
の
宗
教
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
し
 

加
 す
る
こ
と
を
不
可
能
な
ら
し
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
 し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
 ム
 わ
ら
ず
、
こ
の
宗
教
は
 、
 

 
 

の
 発
展
に
対
し
て
、
決
定
的
役
割
を
果
し
た
と
考
え
 

ぽ
 そ
れ
は
、
如
何
な
る
点
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
 

 
 

代
 ユ
ダ
ヤ
教
 b
 研
究
に
あ
た
っ
て
提
起
せ
る
第
一
一
 

 
 

成
 」
と
 言
 5
 点
に
求
め
ら
れ
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
 

 
 

が
 出
来
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
 、
ユ
 ダ
 

 
 

0
 間
 題
 

（
 M
 ）
 
H
 
江
口
・
の
・
 

u
 ぺ
の
 ・
一
般
経
済
史
要
論
下
巻
四
頁
。
 

（
 騰
 ）
目
付
Ⅹ
 
毛
 。
 ヴ
 e
r
.
 
 

し
む
の
が
 

臣
斤
庁
 
の
り
 目
 あ
の
 
目
 （
 
由
ヨ
 ・
の
・
の
の
う
 

 
 

（
Ⅱ
）
 
綴
 皮
毛
の
 す
 e
 こ
 
o
 っ
 ・
 
黛
 ダ
リ
お
の
 

（
は
）
の
小
円
ヰ
り
田
上
 

ト
 
・
 か
 
り
 
m
 
ツ
 
・
の
の
べ
ん
 

お
 

（
 B
 ）
の
 h
.
H
 

ヴ
ぃ
隼
 
・
の
の
・
の
の
の
も
 

虫
 0
 

 
 

、
 の
の
 
か
 ・
一
般
経
済
史
要
論
下
巻
五
頁
。
 

 
 

執
 0
i
 
㏄
 収
べ
 

 
 

倖
 0
0
 

の
上
 

乙
 0
 ゴ
 の
 曲
 ・
の
の
・
㏄
 

白
ト
日
 

一
般
経
済
史
要
論
下
巻
二
四
五
頁
参
照
。
 

（
 m
 ）
目
銭
 毛
字
 の
二
ロ
が
の
曲
巨
守
の
古
よ
 巨
 ミ
ヨ
・
の
・
 

お
 。
 

た
ら
し
め
、
且
つ
、
そ
の
 脛
 

て
 近
代
資
本
主
義
成
立
に
参
 

あ
る
観
点
か
ら
見
る
時
近
代
 

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
ら
 

の
事
項
、
即
ち
、
「
此
の
世
 

何
故
な
ら
、
我
々
は
 、
ウ
ニ
 

ャ
 教
が
旧
約
聖
書
の
成
立
を
 

四
九
 

  

1
8
3
 

  



  

え
て
行
こ
う
と
思
 う
 。
 

（
本
論
文
四
五
頁
参
照
）
 

 
 

 
 

し
 、
そ
こ
に
の
み
 
特
 

 
 

 
 

主
義
に
見
出
し
て
 

 
 

 
 

こ
の
西
洋
ム
ロ
 

理
 

 
 

 
 

（
 
り
乙
 
）
の
 

h
.
H
 

ヴ
日
・
の
・
 

q
.
 

の
の
・
の
 

目
 
O
 
h
 

（
 
3
 ）
 
テ
般
 
経
済
史
要
論
下
巻
二
四
六
頁
。
 

 
 

目
 
・
の
の
・
め
か
，
ゆ
 

り
 

（
 
5
 ）
 目
 ・
目
安
宅
 乎
呼
 ・
 0
 ゃ
 ・
 
臼
 h
.
 
乙
 ，
）
 
ム
 ）
 

 
 

 
 

た
 近
代
資
本
主
義
の
 

釆
 

 
 

 
 

の
 関
聯
か
ら
 検
当
 を
加
 

 
 

 
 

ろ
 う
か
 、
と
。
 

 
 

 
 

が
 Ⅲ
来
る
 よ
う
 に
思
わ
 

れ
る
。
 

 
 

 
 

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
 

（
 
4
 ）
 

 
 

 
 

示
教
倫
理
」
の
形
成
を
重
 

性 倫通 
格 理 し 

を と て 
キ な   
リ つ キ 

スト て 、 （ るス り 

教 lk  ト 

に の 教 
附 票 の 
年数号 
す の 胎 
ろ う と 
こ ち し 
と に て 
に 生 、 
な き こ 
つ 続 の 
た け 新 
の る 宗 
で こ 教 
あ （と に 

  
且 つ 取 

っ 、 たら 。 れ 

  
う こ 此 
し れ の 

「合 た性 が 
格 我理 
は 々 的 

、 0 な 
ギ 世 宗 
リ 外 教 
シ 史 倫 

  
，思 ら キ 
想 、 見 リ 

  
つ る 常 

・ 1% 
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し
て
、
次
の
如
く
 言
 

 
 

 
 

化
 L
 と
い
う
こ
と
は
、
 

 
 

 
 

、
技
術
、
科
学
的
 労
 

 
 

 
 

だ
 種
々
な
る
究
極
的
価
 

 
 

 
 

、
 円
 非
合
理
的
目
で
あ
 

 
 

 
 

す
る
。
文
化
史
的
観
点
 

か
ら
そ
れ
ら
の
相
違
を
特
徴
づ
 け
 ん
と
す
る
な
ら
 ぽ
、
 

 
 

て
 合
理
化
さ
れ
た
か
と
 

 
 

 
 

-
 
力
 
多
様
に
 、
 而
も
矛
盾
し
 

 
 

 
 

極
々
な
る
意
味
に
お
い
て
 

 
 

 
 

ダ
ャ
 氏
族
が
、
周
囲
の
 

 
 

 
 

基
礎
 づ
 げ
ら
れ
た
彼
等
の
 

 
 

 
 

に
 立
ち
入
っ
て
、
西
洋
 

生
 
・
 

 
 

 
 

を
 尋
ね
な
く
て
は
な
ら
な
 

い
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

ろ
 う
か
 。
そ
れ
は
、
 

五
一
 

 
 

の
 問
題
 

五
 

（
 6
 
 
）
 ツ
ミ
 
u
q
w
u
 

ロ
ロ
の
 

毛
 0
 ヴ
 m
q
.
 
O
D
.
n
 

ロ
 
（
・
の
・
の
 

き
 



の役 も に織 る 値 に 等等に り 程 経理 知 
領 割 " 携 さ で 合 理機 と か 利 " 皮済性 ヴ 何 

五
二
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

関
す
る
も
の
で
あ
 

 
 

 
 

の
 結
果
を
評
価
的
 

 
 

 
 

ろ
 う
 。
即
ち
 
、
何
 

 
 

 
 

又
 、
価
値
、
理
想
 

 
 

 
 

ね
 、
各
構
成
要
素
 

 
 

 
 

な
る
。
前
者
は
価
 

 
 

一
口
 

ぅ
ト
く
 

と
が
 
W
 来
る
市
 
巳
 
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

言
 う
 こ
と
が
出
来
 

 
 

 
 

ゆ
が
機
能
的
に
組
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
。
こ
れ
 

 
 

 
 

し
 、
そ
の
行
為
 

 
 

 
 

と
 技
術
が
支
配
的
 

 
 

 
 

は
 、
ひ
と
り
経
済
 

 
 

 
 

り
、
 他
の
丈
化
 
領
 Ⅰ㏄ 



 
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

い
て
、
実
質
的
に
合
 

理
化
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

社
会
の
特
徴
で
あ
 

 
 

 
 

間
 に
は
、
 神
 と
悪
魔
 と
 

 
 

 
 

理
念
の
客
観
性
を
証
明
 

 
 

 
 

」
要
す
る
に
、
こ
れ
が
 

 
 

 
 

く
の
如
く
見
て
来
る
 

 
 

 
 

の
 究
極
的
価
値
観
点
か
 

 
 

 
 

り
、
 我
々
は
、
こ
の
 範
 

 
 

こ
と
は
出
来
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

て
い
る
と
い
う
点
に
 

求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

中
に
生
活
す
る
人
間
 

 
 

 
 

（
四
五
頁
）
こ
の
機
構
 

 
 

 
 

は
 、
ど
こ
に
求
め
ら
れ
 

る
で
あ
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

的
に
己
が
職
務
に
没
 

五
三
 

 
 

0
 間
 題
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N
.
 
毛
 P
.
 

の
の
・
 

お
ま
 

 
 

Ⅱ
・
㏄
の
・
 

め
巾
 
㏄
 ヰ
 

（
 8
 
 
）
Ⅱ
 サ
 Ⅰ
 
隼
 ・
の
 
，
 
㏄
 べ
 

 
 

㏄
・
白
の
の
 

五
四
 

 
 

 
 

 
 

 
 

経
済
的
淘
汰
 を
 発
か
れ
 

る
こ
と
で
あ
る
 0
 即
ち
 

（
 
8
 ）
 

 
 

 
 

、
 己
が
責
任
に
お
 
い
 

 
 

 
 

る
で
あ
ろ
う
。
か
く
の
 

 
 

 
 

機
構
内
で
生
を
全
 う
す
 

 
 

 
 

こ
と
は
、
更
に
、
人
間
が
 

 
 

 
 

意
味
す
る
、
即
ち
 、
ゥ
 

 
 

 
 

ぅ
 こ
と
、
そ
こ
に
は
 何
 

 
 

 
 

事
柄
は
原
則
上
鞍
 側
 に
 

 
 

 
 

ぅ
 こ
と
を
意
味
す
る
 

で
あ
ろ
う
。
 

 
 

の
 ・
ぃ
円
 

片
 
，
 

（
 
2
 
 
）
の
 

h
.
 

ミ
笘
 
Ⅹ
毛
の
 す
 e
r
.
 
o
 

づ
 ・
 
住
 （
・
の
・
の
 

m
.
 

中
ロ
 

ヨ
 

（
 
3
 ）
 い
 
-
 h.
 
ノ
ミ
 
p
N
 セ
マ
 
の
す
 
市
 q
.
O
M
 

）
：
 

巾
 
w
 
（
・
の
・
さ
つ
・
や
ロ
 

ヨ
 

 
 

駐
 ・
一
般
経
済
史
要
論
上
巻
五
五
頁
以
下
参
照
。
 

 
 

胡
か
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し
た
か
を
考
察
し
た
 

 
 

 
 

た
の
で
あ
っ
た
。
 
又
そ
 

 
 

 
 

事
態
を
如
何
に
考
え
た
 

 
 

 
 

シ
ャ
か
ら
は
じ
ま
る
 西
 

 
 

 
 

 
 

あ
る
 0
 ク
エ
 Ⅰ
バ
ー
が
 

 
 

 
 

「
こ
の
何
千
年
来
西
欧
 

 
 

 
 

も
し
 来
 つ
た
「
進
歩
」
 

 
 

 
 

の
み
で
な
く
、
 
ク
エ
｜
 

（
 
4
 ）
 

 
 

 
 

に
お
い
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

の
で
あ
っ
た
 0
 勿
論
 か
 

 
 

 
 

特
有
な
現
象
で
あ
り
、
 

 
 

 
 

化
 領
域
が
合
理
化
を
こ
 

 
 

 
 

い
る
と
い
う
こ
と
を
 意
 

（
 
5
 ）
 

 
 

 
 

ゥ
ヱ
一
 バ
ー
が
、
西
洋
 

 
 

 
 

の
 文
化
領
域
に
お
い
 

 
 

 
 

過
 の
う
ち
で
、
か
ム
 
る
 

五
五
 

 
 

の
 問
題
 

"
"
"
 

『
Ⅹ
 

フ
 



五
 Ⅰ
 
ハ
 

合
理
化
へ
と
促
進
せ
る
歴
史
的
要
因
は
何
ん
で
あ
り
、
 

 
 

道
を
阻
止
し
た
も
の
は
 

何
 ん
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

、
宗
教
社
会
学
的
 
諸
 

 
 

 
 

よ
 う
 に
思
わ
れ
る
の
で
 

あ
る
。
 

 
 

関
し
て
ふ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

、
そ
れ
に
対
す
る
 
重
 

 
 

 
 

さ
き
に
、
近
代
資
本
主
 

 
 

 
 

構
成
要
素
の
一
つ
を
 
形
 

 
 

 
 

出
現
に
対
す
る
原
因
を
 

 
 

 
 

、
同
時
に
清
教
徒
の
生
 

 
 

 
 

組
織
の
上
に
実
現
し
た
 

も
の
に
 多
 な
ら
な
か
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

た
る
紳
に
対
し
て
 
激
 

 
 

 
 

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
 
ズ
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9
1
 

五
セ
 

 
 

の
 問
題
 

 
 

た る l 旧 く 間適にに人と 

  
リ が は し で ダ ダ生の 勿 更 け 。 お を 、 に を 
ス キ " て あ ヤ ヤ 誕 歴 諦 め る け 件紳 、 認 
ト リ ュ 受 6 人 教 に 史 、 合金 
教 ス ダ 取 。 に の 栗 駒 こ 理運 
は ト マ る そ 対案 し 要 う 化化 

、 数人 こ れ し 教た 因 し 過 l 

  

か 常 ] ょ 救済 は の 総数 お か 
ら 倫 り つ済の 、 役検倫 い ら 

  

を な 故 こ 投 網 る 経 れ み 特 赦 
知 る の の と 対 西天ね が に l 

ら こ 状 宗 し条洋 で ぽ近近の 
ざ と 態教て 件合 あ な 代代 意 
る に を は の と 理 ・つ ら 的的 味 
宗 ょ 儀 、 聖 し 主 た な 今今 を 
教つ 軋 ュ 軋 て 義 と い 理理 以 
と て一的 ダ 典殿 に言 。 主 主 上 の事 してに根 キ 、 教 ャ 式鹿 す 守 対し い得 ホ し 義を 義 と ） 円 3 
発 ソ 拠の 術 る て る し 生 ウ カ、 
展 ス づ 宗 を こ 如 で 、 み ェ ら 
す ト け 教認 と 何 あ そ 出 ] 推 
る 教 て 倫 め を な ろ れ し バ 測 

  

な な う 取 た れ を の で 特 で 
つ る な る の た 時 間 な 徴 あ 

  な 伐 点 そ 
あ （ 2  除つ キ 魔ろ い 自 り を し 

。 全知て 
い 埋 る   

づ主 れ 義と ここ 
に め が ム   せ 全 由 か 

ろ う の 弛 め 
聴 許 栄 上 、 

菜 圃 九曲 教 
持 と を な 会 
働 配 あ 一 酌 
に 慮 ら 切 救 
専 の わ の 済 
心 も す 権 教 
し と こ 威義 
た に と を の 
0 組 を 拒 あ 
で 織 目 杏 ら 

あ 的 標せ ゆ 
る に と し る 

。 拝 し め 残 
そ 形 て 、 津 
し 成 、 理 を 
て せ 此 性 掃 

、 し の を 蕩 
か む 肚 重 す 

ム る の ん る 
る に 「 ぜ に 
禁 至 日 し至 
欲 つ 然 め つ ） 合 へ 的地たの的 、感 た 。 9 
魂 主あ で （」圭姉 位 構築   
8 % 服忌 自   
  

自 
捷恵嘉 第律 
立 に 性 四 百 り 



五
八
 

 
 

 
 

 
 

（
 
却
 ）
 

 
 

 
 

と
す
る
あ
の
著
し
い
 
過
 

 
 

 
 

る
 魔
術
的
方
法
を
迷
信
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ャ
の
豫
 言
者
に
よ
 つ
 

 
 

 
 

の
で
あ
っ
た
。
か
く
 
呼
 

ぴ
 か
け
ら
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
 
補
囚
 後
、
救
済
の
為
 、
 

 
 

環
境
か
ら
自
ら
を
閉
鎖
 

 
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

き
 中
心
課
題
と
し
て
 

 
 

 
 

よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
 
我
 

 
 

 
 

宗
教
倫
理
を
形
成
す
る
 

 
 

 
 

関
し
て
は
、
 ぃ
 づ
れ
 発
 

表
の
機
会
を
待
ち
た
い
と
思
 
う
 。
 

 
 

ぎ
隼
 0
q
 
 

の
 O
 
ふ
 0
 
）
 
0
 
魎
の
目
皮
毛
 
O
 
ヴ
 
m
q
 

の
。
）
 

Q
N
 

べ
 

 
 

呑
屈
 
㏄
 
す
 
「
・
 

O
e
 

の
・
 

レ
 屈
み
・
 

N
.
 

毛
目
 
・
㏄
の
か
の
の
 

味
 

 
 

の
 ・
 
朕
 
㏄
 
の
 

 
 

 
 

 
 

昭
和
二
十
五
年
三
三
頁
参
照
。
 

  Ⅰ 9? 



 
 

0
 間
 題
 

五
九
 

  

 
 

ダ
さ
 は
 

（
 7
 
 
）
 ｜
 （
 
M
 
 
）
の
 h
.
 

ワ
ミ
 

寅
毛
 0
 サ
の
 
（
・
 0
 づ
 ・
 
往
 （
・
の
・
㏄
の
 

ヰ
 

 
 

の
 ・
㏄
 
ド
 
0
 
 
ト
 

 
 

鞍
 ・
 
ト
 下
目
 
イ
 
・
㏄
 

 
 

（
Ⅱ
）
 ツ
 ミ
 
%
 
 毛
 0
 ヴ
の
ク
 
0
 づ
 ・
 
ユ
 侍
の
・
 

N
.
 

の
の
・
㏄
）
 

O
 
h
 

（
 m
 ）
一
般
経
済
史
要
論
下
巻
二
四
六
頁
参
照
。
 

 
 

の
 ・
Ⅱ
 
い
し
 

 
 

 
 

ム
 8
 

（
 幻
 ）
 ひ
宙
 ・
の
の
・
 

ゆ
ぬ
ヰ
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敏
 

小
笠
原
 
政
 

 
 

 
 

 
 

を
手
に
し
、
背
に
は
 

 
 

 
 

開
い
て
中
を
読
ん
で
い
 

 
 

 
 

、
 悲
し
そ
う
な
声
を
あ
 

 
 

い
だ
ら
り
」
Ⅰ
 

ィ
 

 
 

 
 

が
、
 彼
の
お
さ
 え
 が
 

 
 

る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
 

 
 

 
 

町
は
天
か
ら
の
火
で
 

 
 

 
 

お
前
 達
 私
の
可
愛
い
い
 

 
 

か
ら
だ
。
 

 
 

 
 

す
 」
。
死
の
彼
岸
に
 

 
 

 
 

た
 魂
は
絶
望
的
問
い
、
 

。
 ヒ
ウ
 
リ
タ
ン
的
 人
 
商
用
を
の
 一
 

 
 

い
 て
 

六
 O
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遇
し
、
ど
の
様
に
克
服
 

 
 

 
 

「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
」
が
Ⅰ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

た
 。
 

 
 

 
 

 
 

き
さ
え
も
、
 圧
 え
つ
け
 

 
 

 
 

の
手
に
す
が
っ
て
の
み
 

引
き
Ⅲ
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

門
 」
が
あ
る
。
急
い
 

 
 

 
 

ピ
タ
リ
 タ
ソ
 酌
人
間
そ
の
 
一
 

 
 

 
 

山
 
、
一
 

ノ
 荷

 を
負
っ
た
わ
わ
れ
な
 

は
 再
三
叩
か
ぬ
 ぽ
 な
ら
 

195 

 
 

、
 空
し
く
左
右
を
見
ま
わ
し
、
野
原
に
 、
 独
り
 、
も
 

 
 

物
 」
即
ち
、
「
聖
書
」
を
読
ん
だ
こ
と
に
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
 、
と
叫
び
な
が
ら
凡
て
を
後
に
し
て
独
り
走
り
去
 

 
 

救
極
｜
 天
国
へ
と
始
ま
る
の
で
あ
る
。
 

だ
え
 立
つ
の
 

「
聖
書
」
に
 

人
も
、
そ
の
 

で
あ
る
。
 そ
 

チ
ャ
ン
」
は
 

つ
て
い
く
。
  

 
よ
っ
て
彼
自
 

罪
の
為
に
審
 

こ
に
救
い
の
 

気
違
い
の
 様
 

そ
し
て
こ
れ
 



上
 
、
一
一
 

/
 

 
 

 
 

行
こ
 う
 と
し
て
い
る
の
 

 
 

 
 

入
れ
ら
れ
て
か
ら
、
「
 ク
 

 
 

想
 す
る
。
（
 

4
 ）
 

 
 

 
 

呂
 に
川
遭
っ
た
。
 

 
 

 
 

と
ん
だ
。
重
荷
を
負
 う
 

 
 

 
 

危
険
な
し
で
欲
し
い
も
 

 
 

こ
ろ
に
い
く
こ
と
だ
。
彼
は
じ
き
 向
 う
の
「
道
徳
村
」
 旨
 o
n
 
ひ
ロ
め
 

（
 
ぜ
に
 住
ん
で
い
 

 
 

 
 

す
 手
腕
が
あ
る
。
文
そ
 

 
 

 
 

す
る
の
で
あ
る
。
「
 ク
 

 
 

 
 

み
る
と
丘
は
火
を
噴
 

 
 

 
 

又
 後
悔
す
る
。
こ
の
 危
 

（
 
5
 ）
 

機
に
 「
伝
道
者
」
に
遭
遇
し
て
教
導
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

だ
。
「
違
法
者
」
は
 

 
 

 
 

い
 0
 
 
「
律
法
の
行
に
よ
 

 
 

」
 
巴
 

 
 

 
 

。
そ
こ
で
は
律
法
と
 

 
 

 
 

る
ど
こ
ろ
，
あ
た
り
 

 
 

 
 

、
暴
露
さ
れ
、
 禁
 示
さ
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土
 
、
二
一
 

ノ
 

ヒ
ウ
 リ
タ
ン
的
人
間
そ
の
 
一
 

1
9
 

身
軽
に
な
っ
た
「
 

目
ヨ
 の
 
三
ミ
 を
 登
り
 

し
、
「
疑
惑
の
城
」
 

に
到
達
す
る
。
其
の
 

ル
サ
レ
ム
に
迎
え
人
 

思
え
ば
十
字
架
の
 

る
と
こ
ろ
肉
は
未
だ
 

の
 高
揚
に
続
く
反
動
 

 
 

 
 

o
 片
 

 
 

 
 

過
 

 
 

 
 

ざ
ぺ
 

 
 

 
 

の
ェ
 

れ
ら
れ
る
、
 

 
 

 
 

得
す
 

 
 

 
 

精
神
 

 
 

 
 

に
切
 

ね
 、
反
っ
て
 延
 え
ら
せ
ら
れ
、
 

を
 撒
く
と
挨
は
鎮
ま
り
大
広
間
 

 
 

キ
リ
ス
ト
の
住
み
 家
 と
す
る
。
 

律
法
は
安
住
の
魂
に
は
警
告
 

で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
 

罪
の
重
荷
と
律
法
の
呪
い
と
 

祀
幅
る
 受
け
て
別
れ
を
 吉
げ
、
 

基
 の
あ
る
所
に
や
り
て
く
る
。
 

に
荘
然
 と
立
っ
彼
の
眼
か
ら
 歓
 

い
 衣
で
包
み
、
印
を
額
に
お
し
 

 
 

す
る
力
を
与
え
な
い
。
一
人
の
少
女
が
現
わ
れ
 水
 

 
 

い
る
。
福
音
は
内
的
腐
敗
を
き
よ
め
 、
 魂
を
し
て
 

 
 

に
 殴
り
倒
す
も
の
」
 コ
佛
 
み
を
知
ら
な
い
も
の
」
 

 
 

 
 

あ
る
。
「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
」
は
「
解
説
 若
 」
 の
 

 
 

の
巴
づ
 
N
H
 
め
 
o
 さ
の
道
を
駈
け
の
ぼ
り
、
十
字
架
と
 

 
 

に
 墓
の
申
に
落
ち
込
ん
で
し
ま
う
。
そ
の
小
恩
 儀
 

 
 

人
の
天
使
が
輝
き
現
わ
れ
、
彼
を
祀
 幅
し
、
 新
し
 

 
 



 
 

 
 

つ
 干
も
圭
キ
リ
ス
ト
の
 

 
 

 
 

ぇ
 入
れ
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

&
 目
 と
お
の
誘
惑
に
近
 

 
 

 
 

か
く
な
る
頃
、
族
人
は
 

 
 

 
 

が
 試
練
の
前
に
反
転
し
 

 
 

 
 

の
ざ
 戸
叶
 
ロ
 の
の
で
 

舘
ド
の
鞭
 

 
 

 
 

「
 所
り
 」
の
道
 は
よ
っ
 

 
 

 
 

こ
を
抜
け
出
し
「
歓
楽
 

 
 

 
 

0
0
 
臣
 0
 
の
）
付
の
傍
を
通
り
 

も
の
、
と
し
て
捕
え
ら
れ
、
裁
か
れ
、
苦
し
め
ら
れ
、
 

 
 

と
な
っ
た
「
ク
リ
ス
チ
 

 
 

 
 

そ
れ
か
ら
「
 
御
 都
合
 信
 

六
四
 

1
9
8
 

 
 

 
 

は
 「
死
の
陰
の
谷
間
」
 

 
 

 
 

。
「
汝
の
天
に
昇
る
道
 

 
 

 
 

が
 共
に
い
る
こ
と
を
 知
 

 
 

 
 

 
 

 
 

か
 と
り
、
犯
罪
が
無
料
 

 
 

 
 

の
 混
乱
を
ひ
き
お
こ
す
 



 
 

 
 

も
の
で
「
巡
礼
者
の
 

 
 

 
 

の
の
の
 
片
 
Ⅱ
 0
 日
田
 す
 田
の
七
 
く
 
0
 Ⅰ
 目
由
 

 
 

 
 

そ
れ
が
来
る
べ
き
も
の
・
 

 
 

 
 

て
あ
る
と
こ
ろ
に
注
目
 

 
 

 
 

し
に
も
ど
る
可
能
性
を
 

 
 

 
 

と
 同
様
に
、
地
獄
に
通
 

（
 
u
 ）
 

ず
る
道
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
つ
た
」
と
言
っ
て
い
る
。
 

 
 

し
な
が
ら
辿
り
ゆ
く
 基
 

 
 

 
 

吾
 び
を
 味
い
 、
感
謝
の
念
 

 
 

 
 

処
 に
来
て
い
る
の
で
あ
 

 
 

 
 

と
 希
望
と
を
も
つ
て
 待
 

 
 

 
 

。
恩
恵
の
舐
喜
の
中
に
 

 
 

 
 

意
 が
な
く
て
は
い
け
な
 

 
 

 
 

利
 で
あ
っ
た
。
天
路
 歴
 

程
は
ビ
ウ
 リ
タ
ン
の
生
の
古
典
的
寓
意
物
語
で
あ
る
。
 

 
 

為
に
鳴
り
ひ
び
い
た
」
 

（
Ⅱ
Ⅰ
 

 
 

 
 

 
 

読
む
こ
と
に
よ
っ
て
 

（
 
6
0
 
）
 

Ⅰ
八
五
 

ピ
タ
リ
 タ
ソ
 酌
人
間
そ
の
 
一
 一
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受
け
と
め
ら
れ
る
。
 聖
 

 
 

 
 

し
て
、
紳
に
対
し
て
 露
 

 
 

 
 

様
な
事
情
が
生
み
出
し
 

山
 
Ⅹ
Ⅰ
 

ヘ
ノ
ノ
 

 
 

 
 

ャ
ン
 」
が
聖
書
を
手
に
 

 
 

 
 

活
に
 於
け
る
聖
書
の
占
 

 
 

 
 

Ⅰ
 
色
 0
 臣
が
一
六
一
一
年
 

 
 

 
 

一
般
に
読
ま
れ
た
。
 聖
 

 
 

 
 

0
 目
叙
伝
「
恩
寵
あ
ふ
 

 
 

 
 

舞
 さ
れ
た
ぽ
か
り
で
な
 

 
 

 
 

無
毒
 蔵
の
ア
イ
 チ
 ァ
と
 

 
 

 
 

研
究
か
ら
由
来
し
た
と
 

 
 

 
 

と
で
あ
る
。
従
っ
て
 、
 

 
 

 
 

れ
だ
け
強
調
す
る
と
 ぃ
 

 
 

 
 

彼
ら
は
聖
書
に
極
め
て
 

 
 

 
 

。
し
か
も
そ
れ
は
絶
対
 

 
 

 
 

い
難
い
絶
望
の
中
に
も
 

 
 

 
 

に
 外
的
権
威
以
上
の
も
 

 
 

 
 

く
 尖
鋭
 化
 さ
れ
た
の
で
 



 
 

 
 

的
 瞬
間
を
苦
げ
る
こ
 

 
 

 
 

き
、
苦
悶
 し
 Ⅰ
徹
底
し
 

 
 

 
 

も
の
で
は
な
く
、
む
し
 

 
 

 
 

話
の
中
で
ド
ロ
 先
 だ
け
 

 
 

 
 

信
仰
吉
日
に
か
な
り
 生
 

 
 

ピ
タ
リ
 タ
ソ
 酌
人
間
そ
の
 
一
 

 
 

六
セ
 

「
 潔
き
 生
活
」
で
あ
り
、
 

  

 
 

 
 

チ
ャ
ン
し
の
道
を
歩
ん
で
だ
人
々
で
あ
っ
た
。
 

 
 

  

ぬ
っ
た
。
「
宗
教
的
 

 
 

 
 

な
い
。
最
も
良
い
行
と
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、
罪
を
犯
し
た
だ
け
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故
廿
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」
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片
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小
 
さ
れ
る
」
と
は
「
肉
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ス
を
 
信
ぜ
よ
、
さ
れ
ば
 

救
 

  

 
 

め
 
馳
せ
つ
け
る
こ
と
が
 

 
 

罪
の
自
覚
と
、
「
聖
な
る
生
活
を
愛
し
、
 

主
ィ
ヱ
ス
 

の
 
名
 の
 
茗
塞
 
自
と
栄
光
の
た
め
 

  

る
夫
 

o
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考
え
を
も
つ
て
い
る
」
も
の
で
あ
っ
た
：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

い
 な

い
、
自
分
の
考
え
 

る
も
の
」
、
「
無
神
論
 

な
に
沢
山
の
奇
抜
な
 

「
虚
栄
の
町
」
と
は
 

、
奇
怪
な
も
の
と
ミ
 ロ
 

 
 

て
 会
話
の
潔
さ
」
に
よ
っ
て
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 勿
論
「
 潔
き
 生
活
」
は
 

 
 

 
 

あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
 し
 

 
 

 
 

あ
る
。
も
し
そ
う
で
な
 

 
 

 
 

「
宗
教
の
魂
は
実
践
面
 

 
 

 
 

ャ
ン
 」
が
実
践
面
を
強
 

 
 

 
 

、
正
直
、
手
腕
、
 幸
耐
 

 
 

 
 

い
、
恩
恵
の
働
き
の
 露
 

 
 

 
 

に
陥
し
 入
れ
る
も
の
で
 

 
 

 
 

れ
た
 末
 、
そ
れ
に
 5
 つ
 

 
 

 
 

此
の
世
の
生
活
と
は
 極
 

 
 

 
 

々
は
彼
を
噸
 笑
し
 、
「
 頭
 

 
 

 
 

と
す
る
。
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 古
家
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此 に て に チ を 
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活
の
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ス
ト
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す
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イ
的
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間
そ
の
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九
 な

 心
を
励
ま
し
て
、
 

な
 族
人
で
あ
る
。
 な
 

あ
る
。
 彼
は
 此
の
世
 

そ
の
様
な
人
間
と
し
 

あ
る
が
、
彼
は
そ
れ
 

 
 

 
 

し
く
乱
辞
を
し
、
依
然
 

（
 
抑
 ）
 

 
 

 
 

が
そ
の
町
の
貴
族
 達
に
 

 
 

 
 

一
に
「
紳
の
御
言
葉
」
 

 
 

 
 

す
る
。
「
聖
な
る
信
仰
」
 

は
 「
紳
の
啓
示
」
な
く
て
は
あ
り
え
な
い
。
第
三
に
 、
 

 
 

と
い
う
の
で
あ
ハ
 
ツ
 
円
。
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語
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
 

 
 

叩
を
凡
て
軽
視
す
る
も
の
 

 
 

あ
る
「
ね
た
み
 屋
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は
 彼
 

 
 

を
全
力
を
壺
し
て
凡
て
の
 

 
 

も
の
で
、
調
和
出
来
な
い
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証
言
す
る
。
 又
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迷
信
家
 で

は
通
じ
な
く
 野
登
 

で
あ
っ
た
。
異
様
な
 

を
「
王
も
人
民
も
 、
 

人
々
に
持
た
せ
よ
 う
 

と
断
言
し
 、
 更
に
・
 

」
の
証
言
に
よ
る
と
 入

の
様
に
思
わ
れ
た
、
更
に
異
 

彼
の
た
め
に
市
場
に
騒
動
が
お
 

法
律
も
習
慣
も
尊
敬
し
な
い
、
 

と
す
る
も
の
」
、
「
キ
リ
ス
ト
教
 

我
々
の
凡
て
の
賞
讃
す
べ
き
行
 

、
「
非
常
に
危
険
思
想
の
男
」
 
で い と 一 こ つ 

' ㏄ 
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害
の
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に
も
、
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 迎
え
入
れ
ら
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る
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に
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っ
て
最
後
の
 

 
 

 
 

永
遠
の
教
ぃ
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す
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で
、
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人
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そ
の
 一
 

幻
 
。
 

み
に
あ
る
の
で
ほ
な
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、
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し
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、
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の
只
中
に
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の
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ス
ト
に
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け
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（
㏄
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に
よ
っ
て
紳
の
栄
光
を
あ
ら
れ
す
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と
に
あ
る
。
 

る 竜 田 り れ 天 く の 芽荘 
意志 以 己 の な 地 、 栄介殿 人 り " こよ につこ 
志 は 上 申 象 ぃ 0 % 九 本 な が 人 於 て の 

 
 

 
 

。
そ
れ
は
紳
に
 

 
 

 
 

あ
る
こ
と
、
 
そ
 

 
 

 
 

粋
な
 恩
恵
で
あ
 

 
 

し
な
い
。
 

 
 

 
 

自
由
と
 
避
樺
の
 

 
 

 
 

0
 ロ
の
の
（
の
全
く
 

 
 

 
 

、
こ
の
神
白
身
 

 
 

 
 

最
早
、
愛
で
ぼ
 な
 

 
 

 
 

を
意
味
す
る
。
 

 
 

 
 

も
 定
め
、
救
わ
 

 
 

 
 

対
す
る
紳
の
怒
 

 
 

 
 

心
 点
は
人
間
の
 

（
 
綴
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的
 愛
の
意
志
で
も
な
く
・
 
紳
 自
身
の
栄
光
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

、
 紳
の
救
済
の
 

 
 

 
 

創
り
出
し
、
与
え
 

 
 

 
 

俘
 偶
感
情
の
深
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き
る
客
観
的
証
拠
が
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の
 外
的
標
識
で
あ
る
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し
、
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に
な
る
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 ピ
ク
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タ
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に
そ
の
特
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み
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で
あ
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。
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。
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ら
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惨
を
示
し
、
不
断
の
戒
 

提
 と
し
て
の
「
罪
の
自
 

誰
も
私
を
外
に
出
す
こ
 

示
し
て
い
る
。
「
神
は
 

し
く
彼
自
身
の
不
動
の
 

中
で
も
厳
格
な
 ヵ
ル
 

え
 、
又
、
拒
否
す
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て
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。
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矢
 張
り
必
然
的
に
後
者
 

 
 

 
 

く
 迄
も
現
象
そ
れ
自
体
 

 
 

 
 

直
に
一
応
受
入
れ
る
こ
 

 
 

 
 

り
 、
こ
の
点
に
於
て
 説
 

 
 

 
 

極
力
当
事
者
的
見
解
の
生
 

 
 

 
 

写
 と
い
う
こ
と
の
顧
み
 

ら
れ
る
べ
き
不
可
避
な
る
構
造
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

0
%
 Ⅱ
年
が
日
の
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に
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密
に
 且
つ
連
続
的
に
記
 

 
 

 
 

グ
ソ
ン
 が
言
っ
た
如
く
 

 
 

 
 

に
 補
修
し
た
所
で
、
 決
 

 
 

 
 

」
現
今
、
記
録
作
成
者
 

 
 

 
 

な
 事
実
の
全
面
的
再
現
 

と
は
な
り
得
な
い
。
況
ん
や
こ
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
 

 
 

の
み
で
あ
る
な
ら
 ぽ
、
 

 
 

 
 

者
の
筆
に
ま
つ
わ
る
、
 
王
 

 
 

 
 

万
全
な
描
写
で
は
な
く
、
 

 
 

 
 

れ
た
も
の
を
持
つ
の
み
 

 
 

 
 

ム
る
 制
約
さ
れ
限
定
せ
 

 
 

依
存
し
な
け
れ
 ば
 な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

て
 、
現
象
の
描
写
 と
 

 
 

 
 

の
 如
き
意
味
に
於
け
る
 現
 

 
 

 
 

に
体
な
ら
な
い
。
間
接
的
 

 
 

 
 

第
一
の
 足
 ど
り
で
あ
 

る
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つ
い
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ゅ
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の
 
特
殊
な
人
間
的
事
実
 

 
 

  

に
 
、
特
殊
な
一
聯
の
現
 

 
 

 
 

て
い
る
と
は
断
言
出
来
な
 

 
 

  

の
み
、
我
々
は
 

或
積
め
 

 
 

  

づ
 
直
接
の
手
懸
り
と
し
 

 
 

  

 
 

 
 

  

と
見
徴
 

し
て
取
出
す
こ
 

 
 

  

け
を
し
て
行
く
べ
き
で
 

あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

と
と
は
・
必
ず
し
も
 

同
 
・
 
一
 

 
 

  

い
う
こ
と
に
も
な
る
。
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と
か
、
乃
至
は
詐
術
 

 
 

 
 

と
に
は
今
は
何
の
関
 わ
 

 
 

 
 

シ
ヤ
マ
ミ
ズ
ム
の
名
の
 

 
 

 
 

致
し
て
い
る
こ
と
を
 信
 

 
 

 
 

々
と
し
て
ぼ
、
出
来
る
 

 
 

 
 

の
 一
局
部
に
と
ら
わ
れ
 

 
 

 
 

一
ズ
ム
 が
果
し
て
事
実
で
 

 
 

 
 

い
 う
 概
念
に
主
点
を
置
 

 
 

 
 

を
 追
求
し
、
そ
の
事
実
 

 
 

く
こ
と
が
試
み
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

。
そ
れ
等
に
は
そ
の
 
荻
 

 
 

が
 注
が
れ
 れ
は
 な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

の
事
例
を
手
懸
り
と
 

シ
ヤ
マ
ニ
ズ
ム
に
於
け
る
中
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的
内
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特
質
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め
 て
 、
 我
々
 

 
 

 
 

見
倣
 さ
れ
て
 

 
 

 
 

遺
 す
じ
で
あ
 

る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
 

 
 

 
 

検
討
せ
ら
 

る
べ
き
事
柄
で
あ
ろ
う
。
 



の か 白目し 

 
 

来
 な
く
・
な
る
と
思
わ
れ
 穏
 

 
 

 
 

割
を
占
め
て
い
る
。
の
 

 
 

 
 

Ⅱ
 
づ
 ・
 ト
ゆ
 
㏄
㏄
 

 
 

 
 

間
 的
理
解
に
は
 容
 

 
 

 
 

値
 評
価
、
自
 

 
 

 
 

客
観
的
考
察
 

 
 

 
 

ね
を
脱
却
す
 

 
 

 
 

て
こ
の
こ
と
 

 
 

 
 

こ
と
を
自
覚
 

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

れ
 方
な
の
で
あ
ろ
う
 

 
 

 
 

い
 。
 

 
 

 
 

が
 特
殊
な
一
聯
の
も
 

 
 

 
 

は
な
か
ろ
う
か
。
（
 

こ
 

 
 

 
 

四
 
）
 
そ
の
人
物
の
随
 

 
 

 
 

 
 

 
 

が
 成
り
立
つ
て
い
る
の
で
 

（
一
）
 

 
 

 
 

て
 Ⅰ
我
々
は
一
応
こ
の
 消
 

 
 

二
ソ
 

Ⅰ
 

ね
 

し
て
、
そ
れ
等
の
シ
ャ
 マ
目
 ズ
ム
曲
事
象
に
あ
っ
て
 、
 

 
 

眺
め
、
そ
の
構
造
を
分
 

 
 

 
 

一
聯
の
人
間
的
現
象
の
経
 

 
 

 
 

会
の
人
々
に
理
解
せ
ら
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八
三
 

 
 

 
 

 
 

、
 極
め
て
多
く
現
 わ
 

 
 

 
 

ム
 0
 本
質
的
特
色
と
見
 

 
 

 
 

シ
ャ
マ
 ミ
ズ
ム
は
述
べ
 
ろ
 

 
 

 
 

解
 及
 び
 記
述
が
な
さ
れ
 

  

 
 

即
ち
或
る
特
定
の
服
装
を
し
て
現
れ
る
。
即
ち
そ
こ
 

 
 

  

 
 

 
 

ら
れ
る
。
 

当
事
者
）
（
 

氏
 
ノ
、
 

 
 

 
 

が
て
動
き
廻
っ
た
り
 
踊
 

 
 

 
 

 
 

な
ら
ぬ
音
声
が
聞
え
た
 

 
 

 
 

一
途
に
失
神
状
態
と
な
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

名
 づ
け
る
こ
と
 ム
 し
た
い
。
 

 
 

 
 

、
そ
の
就
任
過
程
、
 

そ
 

 
 

し
て
考
え
る
。
そ
れ
は
勿
論
無
視
す
べ
 

き
 も
の
で
は
な
い
が
、
 

我
々
の
問
題
 

 
 

 
 

と
し
て
い
る
 

 
 

 
 

本
が
 
ヨ
 ）
と
呼
ぶ
所
か
ら
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

及
び
欧
露
 

 
 

昭
和
十
五
年
）
二
九
五
頁
。
 



  

がら 、 用々 種附 ぃ 
シい ウ て 
口 ら ェい 

  
フ は 吉相る 違 。 
然し それ にな はあ 

は つる 太     
  
でが 必種 

  
しミ 兵器 

、 ハ と を 
象ィせ用 
役ロ ら か 
的フね た 
なスて り 

意キい す 

  
も衆概あ 
写 。 転婆 る 。 

  
  
押えそ 就 

  
目 と理よ   

ろ
 う
か
 。
 

を
我
々
は
 

く
と
も
こ
 

る
 巫
 昔
は
 

註
（
 

 
 

 
 

失
神
の
三
つ
 

 
 

 
 

ろ
 う
 が
 、
少
 

 
 

 
 

表
現
せ
ら
れ
 

二
 一
一
）
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

、
社
会
学
等
）
 

 
 

 
 

に
よ
っ
て
 複
 

 
 

そ
れ
が
母
権
的
影
響
を
受
け
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
。
 
毛
 ・
 の
 臼
ョ
ぎ
 （
 

 
 

 
 

ヰ
 
e
 Ⅰ
 ヴ
 e
i
 

 
 

 
 

そ
の
こ
と
は
 

 
 

0
 呂
ヨ
 0
 曲
 色
 N
o
 

Ⅰ
：
 

ヰ
 n
.
 
の
・
 
朗
 

 
 

 
 

に
た
 り
わ
 

 
 

 
 

を
つ
け
て
い
 

 
 

 
 

ス
 鈴
が
そ
れ
に
 

八
四
 

 
 

 
 

比
較
考
察
に
は
興
味
あ
 

（
 一
 

 
 

 
 

象
形
態
で
あ
る
。
厳
密
 

 
 

 
 

兎
 も
あ
れ
我
々
と
し
て
 

 
 

 
 

の
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
 

匹 8 



 
 

ム
定
 

 
 

は
な
い
。
然
し
一
種
の
勧
請
 
詞
 、
観
 請
楽
 、
で
あ
る
こ
と
は
、
 %
 々
言
い
 

 
 

 
 

る
が
、
勿
論
 

そ
の
内
容
は
種
々
雑
多
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

態
 が
現
出
せ
ら
れ
 

 
 

 
 

さ
れ
る
の
で
 

 
 

」
の
こ
と
に
 
就
 て
は
後
に
触
れ
る
。
 

 
 

為
的
 表
示
と
し
て
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
 

 
 

 
 

見
出
す
こ
と
が
出
来
 

 
 

 
 

何
な
る
実
状
に
あ
り
「
 

 
 

 
 

も
の
が
如
何
な
る
性
質
 

 
 

る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

こ
の
こ
と
は
直
接
 各
 

 
 

 
 

は
 ㍉
 
ノ
才
 
Ⅰ
 マ
呂
ズ
 ム
ハ
リ
一
つ
 

 
 

 
 

め
ら
れ
て
居
り
、
誰
で
 

 
 

 
 

由
来
が
こ
の
特
定
の
人
 

 
 

 
 

0
 人
物
ほ
こ
の
現
象
 そ
 

 
 

 
 

ン
 行
事
の
行
わ
れ
る
に
 

 
 

 
 

勿
論
こ
の
仔
細
は
各
民
 

 
 

 
 

即
ち
そ
の
行
事
の
行
わ
れ
 

シ
ヤ
マ
ニ
ズ
ム
に
於
け
る
中
核
的
内
容
の
特
質
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も
の
で
あ
る
か
は
、
 
シ
 

 
 

 
 

こ
と
と
す
る
 

 
 

は
 注
目
す
べ
き
特
色
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

を
 経
て
 、
 

 
 

 
 

襲
 的
で
あ
る
 

 
 

 
 

れ
た
も
の
で
 

 
 

 
 

た
り
得
る
に
 

 
 

 
 

過
敏
な
 、
夢
 

 
 

あ
る
。
 ナ
下
 ・
 タ
ロ
 
の
。
の
三
）
 

0
0
 

ゴ
 @
 
 
：
の
 
ゴ
 の
 ヨ
ひ
 
三
の
 
ヨ
 "
 
 
ビ
目
 

出
げ
爪
イ
（
山
ヒ
 

Ⅲ
 
肛
 
ハ
 
m
W
 

 
 

リ
 
ハ
弓
 づ
，
ム
 

ト
田
 

 
 

 
 

た
ら
ざ
る
を
 

得
な
い
と
も
言
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

b
o
 
ロ
 
o
 圧
 n
u
 
ロ
 

 
 

 
 

。
そ
し
て
 更
 

 
 

 
 

、
正
装
、
 巫
 

 
 

 
 

の
 一
つ
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

刻
 に
好
ん
で
行
わ
れ
る
 

 
 

 
 

し
て
摘
出
す
る
も
の
で
 

 
 

 
 

め
 ん
と
し
て
な
さ
れ
る
 

 
 

 
 

は
 或
る
種
の
場
合
に
な
 

 
 

 
 

 
 田井 ハ Ⅰ   

2% 



 
 

八
七
 

2
2
 

シ
ヤ
マ
ニ
ズ
ム
に
於
け
る
中
核
的
内
容
の
特
質
 

な る 態 々 入 た そ あ ほ ろ 

喪顧 こ の ね 。 れ ろ 正 こ 又 
夫 る そ 現 た こ と り に と こ 

    し た 時が " " 象 は かれ とは して 。そ 共をの 通知 演   

  

  

と、々な 

約 し への 

  



 
 

 
 

且
つ
最
も
重
要
な
る
 
共
 

 
 

 
 

が
 根
本
的
核
心
で
あ
 

 
 

 
 

め
て
居
り
、
こ
れ
が
そ
 

 
 

こ
れ
を
 得
 ん
が
た
め
に
先
行
過
程
が
あ
る
の
で
あ
り
、
 
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
 
現
 

 
 

 
 

核
は
、
 正
し
く
こ
の
表
 

 
 

 
 

こ
と
が
告
げ
知
ら
さ
れ
る
 

 
 

 
 

当
事
者
の
立
場
）
に
 
あ
 

 
 

 
 

可
知
 な
る
事
柄
を
知
り
 

 
 

 
 

せ
ら
れ
る
の
で
あ
が
。
 

 
 

常
 的
な
ら
ざ
る
不
可
見
の
事
柄
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

ワ
軋
 （
・
Ⅰ
 

㏄
 ト
 。
 

 
 

 
 

判
断
せ
ら
れ
る
の
み
で
 

 
 

 
 

ヤ
マ
ソ
 
が
 そ
 

 
 

 
 

特
異
な
内
容
 

 
 

に
 於
て
、
自
我
の
全
き
喪
失
と
は
言
い
得
な
い
。
 

 
 

 
 

つ
べ
き
も
の
で
あ
 

さ
れ
る
も
の
で
あ
 

八
八
 

る
と
共
に
。
 

る
と
主
張
す
 

牡
 

 
 

こ
の
概
括
に
よ
 

る
こ
と
が
許
さ
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3
 

特
殊
な
 

た
と
す
 

等
 か
の
 

註
 

 
 

 
 

行
わ
れ
な
か
っ
 

 
 

 
 

口
か
ら
出
る
何
 

 
 

舞
を
意
味
深
く
納
得
す
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

さ
れ
 エ
リ
シ
七
 

v
 マ
ニ
 

 
 

 
 

よ
っ
て
語
ら
 

 
 

 
 

彼
 に
よ
っ
て
 

 
 

 
 

れ
 方
か
ら
推
測
し
て
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
そ
の
 意
 

の
 言
明
に
於
け
る
内
容
 

 
 

あ ぎ を の 
ろ な 時 人 か 
う い つ が く 註 

 
 

 
 

ら
 
せ
ら
れ
、
乃
至
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

如
何
な
る
故
で
 

 
 

 
 

外
 
な
ら
な
い
。
 

 
 

  

ム
 
る
、
特
殊
な
る
通
常
 

@
 



 
 

 
 

た
る
助
力
者
、
依
頼
 

 
 

 
 

 
 

も
の
で
は
な
い
の
で
あ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

は
 申
す
ま
で
も
な
い
。
 

三
者
と
し
て
観
察
し
、
 

 
 

 
 

事
 者
で
も
あ
り
、
 又
 前
 

 
 

 
 

者
の
自
内
証
 

 
 

 
 

見
方
は
 、
ハ
 

ウ
ウ
エ
 ル
ス
等
が
述
べ
て
い
る
。
 

 
 

目
 の
 目
隼
 由
 ろ
 勾
の
む
 
抽
 0
 口
。
 ド
の
俺
 

。
 

 
 

 
 

ん
だ
事
柄
と
し
て
受
取
 

 
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

内
容
と
し
て
解
釈
を
 

施
し
て
記
さ
れ
て
い
る
も
の
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
 

 
 

か
っ
た
な
ら
 ぽ
 、
到
底
 

 
 

 
 

同
一
規
せ
ら
れ
な
い
 差
 

 
 

 
 

そ
の
部
族
の
常
に
シ
ャ
 

 
 

 
 

与
 Ⅰ
次
に
 又
 ・
そ
の
 肚
 

 
 

け
れ
 ば
 、
そ
の
行
動
が
シ
ヤ
マ
 
ソ
的
 意
義
を
持
っ
て
来
な
い
。
 

 
 

 
 

と
を
再
 び
 各
種
の
事
 

 
 

 
 

マ
臣
ズ
ム
 と
し
て
ハ
 
ツ
叙
 

九
 O
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刀
 我
々
は
 
先
 づ
そ
 

 
 

 
 

 
 

ヱ
 ズム
現
象
に
於
け
る
 

 
 

 
 

に
就
て
 
眺
め
て
見
て
 
、
 

 
 

 
 

る
 時
、
我
々
は
或
る
 

種
 

 
 

 
 

相
異
っ
た
表
現
が
用
 

い
 

 
 

 
 

ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

よ
り
、
 

又
 
そ
の
言
明
の
 

 
 

 
 

聯
 
し
て
、
示
唆
及
 

び
暗
 

 
 

 
 

そ
れ
は
シ
ャ
マ
ン
自
ら
 

 
 

 
 

が
 
意
味
説
明
で
あ
り
、
 

 
 

 
 

察
を
進
め
ぬ
 

ぽ
 
な
ら
な
 

 
 

 
 

竺
 般
の
人
々
に
よ
る
 

 
 

 
 

 
 

口
 
様
の
意
味
解
釈
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
 

 
 

 
 

 
 

（
一
般
人
的
 

 
 

 
 

考
え
る
べ
 

き
 

 
 

 
 

@
 
サ
 
）
 
z
.
 

ト
 
%
 
め
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て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

呼
び
来
さ
れ
て
、
 巫
 

 
 

 
 

あ
っ
て
は
、
シ
ャ
 マ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
こ
と
に
定
め
れ
 

ば
な
 

ら
な
い
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

し
て
行
く
立
場
を
 

 
 

 
 

 
 

れ
ば
、
 

か
 
上
る
大
シ
ヤ
マ
ン
は
極
北
 

観
 
に
限
る
と
言
 

う
 
。
 

 
 

 
 

南
方
諸
氏
 

 
 

 
 

等
 
は
か
 

ム
る
 

も
の
を
司
祭
 

と
見
倣
 

し
て
い
る
。
 

 
 

山
 
Ⅰ
の
 

ロ
 
：
い
 

0
0
.
 
 

の
 ヴ
こ
 

.
 
 

Ⅱ
の
・
の
呂
の
・
の
～
，
 

肚
 
。
 

矛 6 
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2
2
 

然 
る 
に  

 

 
 

0
0
 

け
の
 

0
 ）
 
0
 口
 0
 の
 

 
 

 
 

の
 c
 の
 目
 0
 
 
隼
の
の
 

 
 

 
 

。
 p
 自
か
 
（
 
ヲ
の
 
Ⅰ
。
 

 
 

 
 

ュ
ズ
ム
 の
場
 

 
 

 
 

ズ
ム
 の
研
究
 

に
あ
っ
て
充
分
注
意
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

何
な
る
も
の
 

  

 
 

 
 

由
 ～
Ⅱ
 
0
 
 
曲
 偉
ま
の
 

 
 

 
 

Ⅰ
の
目
の
の
Ⅰ
 

0
 局
 

    

ら 清姫 状定 以 と 薙 

  

、 被る 通約論 間る 。 

に 

る " 地 種の に 

あ 精々 提こ 1 ・ し H 

フて 

  
  で 

る 

  

捷 に し る 婬 な と し 



 
 

 
 

に
就
て
 、
我
人
は
そ
 

 
 

 
 

は
そ
こ
に
如
何
な
る
も
 

の
を
摘
出
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

三
に
、
そ
の
 精
轟
が
 

 
 

 
 

釈
の
役
目
を
持
つ
も
の
 

が
あ
る
。
 

 
 

 
 

じ
く
 「
糟
鮫
 
が
近
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
 

 
 

 
 

る
 第
二
次
的
な
意
味
 

内
 

 
 

 
 

検
討
の
歩
み
を
進
め
る
 

こ
と
が
出
来
る
。
 

 
 

 
 

く
 来
た
」
と
い
う
体
験
 

 
 

 
 

知
れ
な
い
。
 

 
 

 
 

 
 

で   

あ 
る 

ヲ 五斗 

と 

い 

う 

  
と 

で 

あ 

る 。 

我 
々 

は 
  
れ 
等 
の   

ぬ味 

内 
容 
に 
於 

て、 
註   

釈   
白り 

な 
そ 
れ 
と 

チヒ 日 

スト。 
古句 

な 
そ 
れ 

  
分 
け 
る 
  
と 

が 
出 
来 

2" 



  

  然もこ 
ら め ム 

註 

      
  

殆 

  
通 あ で 

凡 

  じ つ は 内   
て 、 たな 。 い 

    
し そ 
得 れ   

る は 

と 
い   
召ノ 

  

も 語 
の 

    

召ノ 

カ し 
  

十如 の る 
  な与 入句み の 

"9 

 
 

 
 

 
 

   
 

る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

は
さ
ま
れ
て
い
な
 

 
 

 
 

れ
て
い
る
。
若
し
此
等
 

 
 

 
 

・
現
わ
れ
て
い
る
 限
 

 
 

 
 

。
何
と
な
れ
ば
、
全
く
 

 
 

 
 

あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
 

 
 



九
六
 

 
 

 
 

超
越
し
た
・
通
常
人
に
 

は
 不
可
 祀
 的
な
存
在
 3
 （
Ⅱ
の
 
ぎ
つ
い
 
の
 
ぃ
ヴ
 
ト
色
で
で
あ
り
、
 

 
 

で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
 

 
 

 
 

り
を
持
つ
に
至
っ
て
 い
 

る
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

容
 で
あ
る
。
そ
の
 超
 

 
 

 
 

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
 

 
 

 
 

と
は
諸
種
の
事
例
そ
の
 

 
 

 
 

な
 力
量
の
存
在
で
あ
れ
 

ぽ
 足
り
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

わ
り
を
持
っ
も
の
で
あ
る
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

の
 多
様
性
 

 
 

 
 

の
事
を
概
括
 

し
て
い
る
。
 

 
 

つ
 む
 
ミ
半
 

り
の
「
 

B
-
 

…
 H
 
の
め
帥
が
が
や
Ⅱ
 

 
 

 
 

か
ぼ
す
る
こ
と
が
 出
 

 
 

 
 

%
 主
義
 
6
 九
日
出
 
由
 
い
づ
の
 

 
 

 
 

そ
れ
が
直
ち
に
神
秘
主
 

 
 

 
 

ろ
 う
 。
 

 
 

 
 

ム
 は
神
秘
主
義
の
原
 



 
 

る
 。
之
に
対
し
 

 
 

あ
っ
て
も
特
殊
 

 
 

く
 迄
も
こ
の
 境
 

 
 

一
ズ
ム
 と
伸
 秘
 

 
 

持
ち
、
前
も
 

 
 

れ
に
公
認
せ
ら
 

 
 

ら
ぬ
事
柄
と
し
 

 
 

。
然
し
そ
れ
も
 

シ
ヤ
マ
ニ
ズ
ム
に
於
け
る
中
核
的
内
容
の
特
質
 

 
 

無
目
的
 

 
 

境
地
に
到
 

 
 

柄
 を
得
 ん
 

主
義
と
は
明
確
に
異
 る
 。
 

 
 

主
義
は
本
 

 
 

験
は
他
の
 

 
 

あ
る
で
あ
 

万
本
来
は
仲
間
同
志
の
集
団
的
展
開
な
の
で
あ
っ
て
 、
 第
三
者
を
 

九
セ
 

 
 

 
 

於
て
は
・
そ
の
主
体
 

 
 

 
 

な
い
。
少
く
と
も
そ
の
 

 
 

 
 

ゆ
の
演
ず
る
行
法
と
し
 

 
 

 
 

す
る
意
図
の
下
に
 、
或
 

 
 

 
 

て
い
る
。
Ⅰ
の
 ゴ
 3
 目
 コ
 

 
 

 
 

ヨ
，
 ㏄
 下
 屈
め
 

 
 

 
 

（
 
し
 ・
 オ
 ・
 し
 

 
 

 
 

で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

に
は
 、
一
見
類
似
の
現
 

 
 

 
 

な
い
。
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な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

そ
れ
は
本
質
的
に
対
 

 
 

 
 

告
白
的
に
な
さ
れ
る
の
み
 

の
 世
界
で
あ
る
。
神
秘
家
に
於
て
見
ら
れ
る
表
示
も
 

、
 

 
 

る
 0
 こ
の
点
シ
ヤ
マ
 ヱ
 

 
 

ズ
ム
は
 神
秘
主
義
と
根
本
的
に
性
格
を
異
に
す
る
。
 の

間
に
質
量
差
異
が
見
ら
れ
れ
 
ば
 な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

る
 0
 ㍉
 
ノ
 ヤ
マ
 呂
ズ
ム
 

 
 

 
 

も
 、
絶
対
的
存
在
で
は
 

 
 

 
 

で
あ
っ
て
も
、
此
の
際
 

 
 

 
 

せ
ら
れ
て
い
る
。
然
る
 

 
 

 
 

れ
は
正
に
人
間
に
対
し
 

 
 

 
 

・
相
対
的
優
越
者
に
村
 

 
 

 
 

な
さ
れ
る
直
接
的
接
 

 
 

 
 

意
識
 裡
に
 相
即
と
し
て
 

 
 

 
 

に
あ
り
つ
 ム
 も
・
然
も
 

 
 

 
 

ン
 に
あ
っ
て
も
、
全
く
 

 
 

 
 

か
も
知
れ
な
い
。
然
も
 

 
 

 
 

依
然
神
秘
主
義
と
は
 
相
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シ
ヤ
マ
ニ
ズ
ム
に
於
け
る
中
核
的
内
容
の
特
質
 

  

  

九
九
 

恭 3 

  

  

  

異
 る
も
の
に
体
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 

 
 

質
 性
を
明
に
し
た
の
で
、
 
こ
ム
 で
は
そ
の
経
過
は
省
略
す
る
。
 仔
細
に
は
拙
稿
「
宗
教
 

 
 

文
化
第
三
十
二
号
別
冊
参
照
・
 

  



Ⅰ
は
し
が
き
 

 
 

 
 

達
 で
あ
る
馬
鳴
は
 、
 

 
 

 
 

換
 期
に
際
し
、
彼
は
思
 

 
 

 
 

学
界
 は
 お
い
て
、
認
識
 

 
 

 
 

尋
ね
る
時
、
必
ず
し
も
 

 
 

 
 

 
 

 
 

。
そ
こ
で
は
、
馬
鳴
 

 
 

 
 

、
そ
れ
ぞ
れ
サ
ン
ス
ク
 

 
 

 
 

ほ
 つ
い
て
い
へ
 ぼ
、
第
 

 
 

 
 

い
 目
録
で
あ
る
が
、
 
何
 

 
 

 
 

4
 曲
 
0
 の
目
の
の
が
（
 

コ
由
 
0
 の
の
 
せ
 の
）
 

 
 

コ
 （
。
 
ロ
色
ロ
 

0
 （
 
ロ
 
0
 辞
づ
 b
.
 
 

轄
 Ⅱ
）
。
 

*
 

圓
 

桶
 
血
 
W
 
川
 

倉
 

馬
鳴
 
の
 

 
 

金 

0
O
 

お 。 



  

 
 

 
 

9
o
 口
 0
 唱
名
す
の
の
「
 
ぃ
 
0
 の
 

づ
黛
 
・
 H
u
 

、
の
の
～
 

O
F
 

え
 （
が
 
卍
 0
 
お
 ）
。
 

 
 

 
 

く
い
事
情
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

0
 作
品
が
彼
に
帰
せ
ら
 

 
 

 
 

を
一
人
と
す
べ
き
か
、
 

 
 

 
 

る
 事
柄
で
あ
ら
う
。
 以
 

 
 

 
 

現
存
の
ま
と
ま
っ
た
 作
 

 
 

 
 

つ
い
て
は
、
そ
れ
が
 見
 

 
 

 
 

れ
に
大
体
準
拠
し
た
・
 

 
 

 
 

要
 あ
る
場
合
に
は
、
 梵
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

し
 こ
に
問
題
と
し
な
い
 

一
 O
 
 
一
 

ほ
 

鳴
の
著
作
 

 
 

 
 

題
 を
ほ
 ほ
 同
様
の
形
 

 
 

 
 

ス
博
士
の
労
作
の
ひ
き
 

 
 

 
 

い
且
オ
ケ
 
下
味
 
づ
帥
 
㏄
 す
 o
 の
 
p
.
 

の
 

 
 

 
 

八
部
と
、
南
条
文
雄
 
博
 

 
 

 
 

・
そ
の
間
に
重
複
も
あ
 

 
 

 
 

明
澄
 度
を
扶
 く
結
果
に
 

四 5 



 
 

 
 

 
 

 
 

老
馬
鳴
：
：
 併
 二
仏
本
行
 詩
テ
作
ル
 。
 大
 

ヂ
ョ
 ン
ス
ト
ン
版
の
そ
 

 
 

 
 

し
て
ゐ
る
物
に
該
当
す
 

  

 
 

 
 

八
九
三
年
に
、
カ
ウ
 ヱ
 

 
 

 
 

や
う
 に
、
相
応
す
べ
き
 

 
 

 
 

藏
語
 、
に
相
当
 丈
 の
あ
る
こ
と
を
あ
ら
は
す
。
 

（
 
イ
 ）
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
 
語
 八
ロ
 
ロ
 
u
 に
よ
る
 
脇
核
 

モ
官
 

録
 

  

  
一 一 
  

ぃ利セ （ 
本 の 羅 貢人 

  

    

ピ慈 
  
悲 
Ⅰ " 
印 

疫学 

仏 
教 
学 
論 
集、 

甘召 

利一 

  

  
十 
九 
午 
セ 
月       
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百
 ）
の
曲
目
口
Ⅰ
 

 
 十

）
ス
ト
リ
 
一
が
 

ダ
 チ
ャ
 
ソ
タ
 
b
 と
 

と
 共
に
馬
鳴
研
究
 

馬
鳴
 a

r
a
 

コ
の
 
口
ロ
 

p
,
 

ガ
リ
 

ミ
 の
 

ら
 、
 強
ひ
て
離
れ
さ
せ
、
 

ら
 成
る
。
シ
ナ
西
蔵
 に
 信
 

ヵ
 ル
ヵ
ッ
タ
 で
出
版
し
た
 

同
じ
休
載
で
上
木
し
た
。
 

0
 基
本
的
資
料
で
あ
る
。
 

の
 

著
作
  

 

争
乱
 帥
 難
陀
）
を
 、
 断
ち
が
た
い
 

 
 

と
 同
様
に
 ヵ
 ー
 ヴ
ヤ
 の
形
式
に
よ
る
 

 
 

一
 0
 年
に
、
ハ
ラ
ブ
ラ
サ
ー
 ダ
 ・
 シ
 

 
 

ヂ
ョ
 ン
ス
ト
ン
が
前
出
の
ロ
ブ
 
ク
 

（
四
）
 

 
 

っ
て
再
版
せ
ら
れ
た
。
木
輿
 は
 前
著
 

一
 O 三
 

あ
 
ァ
 

  

 
 

 
 

 
 

駅
 
8
 
町
な
り
の
契
合
を
 

 
 

く
る
。
そ
し
て
、
梵
文
 

た
な
い
。
 

 
 

 
 

Ⅰ
Ⅱ
 

ト
 

 
 

か
な
か
つ
た
。
そ
こ
 

 
 

た
の
が
、
 

ヂ
ョ
 

ン
ス
ト
 

る
と
、
最
初
の
 

示
す
。
第
十
四
 

十
五
、
十
六
、
 

原
文
を
捜
索
し
 

よ
っ
て
、
こ
の
 

義
浄
が
実
検
し
 

し
て
不
完
全
で
 

で
、
純
粋
に
 馬
 

ン
の
 テ
キ
ス
ト
 

数
へ
ら
れ
る
。
 

た
が
発
見
で
 

部
分
が
作
ら
 

た
 既
述
の
梵
 

あ
る
。
そ
し
 

鳴
の
筆
に
成
 

で
あ
る
。
 右
 

（
 
B
 
 
）
（
 
ニ
 ）
 き

な
か
っ
た
の
で
、
西
暦
 一
 

れ
た
と
、
附
記
し
て
あ
る
。
 

本
は
、
漢
画
訳
の
原
書
に
等
 

て
 、
そ
の
後
一
九
 0
 九
年
 ネ
 

っ
 た
と
信
ぜ
ら
れ
る
部
分
だ
 

の
 や
う
 に
、
端
本
の
状
態
で
 

参
照
。
 

二
四
 褐
は
 、
漢
画
 に
扶
 け
て
ゐ
る
。
が
 、
 

章
も
大
部
分
は
三
本
の
同
一
を
表
示
す
る
 

十
七
の
三
章
は
、
直
接
漢
画
に
関
係
を
も
 



 
 

 
 

情
詩
。
 法
賢
 （
或
は
 

 
 

 
 

ゐ
る
 
宅
 。
 
）
こ
の
詩
に
は
、
 

 
 

 
 

語
 へ
還
元
 し
 、
一
九
一
 

 
 

 
 

必
然
の
根
拠
を
快
く
 

 
 

 
 

年
に
 ウ
ヱ
一
バ
 ]
 が
 出
 

 
 

 
 

剛
針
論
 L
 と
題
し
、
 大
 

 
 

 
 

漢
訳
で
は
、
原
著
者
を
 

 
 

 
 

で
、
意
見
が
一
致
し
な
 

 
 

 
 

訳
 と
み
て
お
く
。
ま
た
 

 
 

 
 

ウ
バ
品
 シ
ャ
ド
に
対
す
 

 
 

 
 

改
作
し
た
の
が
、
右
の
 

（
 
ム
ハ
 

）
 

ゥ
パ
 ニ
シ
ャ
ド
で
あ
る
と
、
考
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
 

一
 
O
 四
 

あ
 
8
 

 
 

 
 

蓮
が
 、
仏
門
に
帰
依
 

 
 

 
 

つ
て
、
一
九
一
一
年
、
 

 
 

 
 

る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
 

 
 

 
 

あ
る
。
（
 

壬
 

  



  

（
 
9
 ）
 
り
接
曲
 オ
目
ぎ
 
団
村
キ
ヨ
の
づ
 
の
（
 
す
卸
甘
め
 
0
 

馬
鳴
の
著
作
 

 
 

一
種
、
合
計
十
種
の
不
善
業
 

3
9
 

一
 O
 五
 

 
 

（
 
8
 
 
）
か
り
 
仔
キ
ト
 

ロ
口
曲
目
 

ソ
曲
 
（
 
圧
 
Ⅰ
 0
 

あ
げ
て
示
し
た
簡
短
な
散
文
。
  

 

止
す
る
な
ど
、
 楡
 加
行
者
の
重
大
な
過
失
を
 

 
 

て
ゐ
る
。
（
 
お
 ）
参
照
。
 

る げ れ 歩 調 あ ら さてる れ 訓 。 写 ） れる 

て へ し 私 が の 

る 。 

      
  6 %   
レ こ 臣 が ン 

  
原 罪 O 
文 で 
が あ 

  
ら 興 密 

ればは "  " 阿 

で ） タ闇 ン梨 
と ト （ 
リ怠 う 且 p 

に に ち 
刊 お師 

行け せる） 匠 
ら ・是 に 

れ く 障   
たの 。 如す 順 と 訳 そ 
西 き る し る の 
藏 土蕃 て 添 中 
卸で 四 に ゐ へ に 
ほ の よ る 完て   
尾 根 つ 。 ）金 幣 
鳴 本 て 
の 過 成 致に （ エ ） 8 刊し 

作 替 親 
と を せ   
し あ ら ） 漢 の 

ヘ
八
）
 

 
 

 
 

丈
 に
は
、
原
著
者
の
名
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

ら
れ
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
 

 
 

 
 

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
 

 
 

 
 

と
井
Ⅰ
 
な
ム
ら
み
ノ
 

の
（
艮
一
）
（
 

Ⅰ
Ⅰ
 

ハ
 
Ⅰ
・
 

ノ
 

参
照
。
 

 
 

 
 

に
も
、
掲
載
さ
れ
て
め
 

 
 

 
 

に
も
存
在
が
つ
き
と
め
 

  

 
 

 
 

｜
 ラ
ナ
ー
 タ
 の
仏
教
 史
 

（
一
八
 

し
 
）
 

 
 

一
リ
 文
に
の
 ォ
お
臣
ぎ
ぢ
 の
口
目
と
い
ふ
経
文
が
あ
り
、
 
ビ
ル
マ
借
が
、
梵
文
 か
 

 
 

 
 

の
こ
が
出
版
し
た
梵
文
 

 
 

 
 

  

  
よ 契 ] 褐   

  

Ⅱ @ 題醤峯と、 

      
4
0
 

 
 

 
 

前
に
同
じ
。
下
記
の
 

 
 

 
 

を
 馬
鳴
の
作
と
し
て
ゐ
る
。
 

茄
 ）
五
）
参
照
。
 



 
  

 

馬
鳴
の
著
作
 

一
 O
 

ゼ
 

 
 

註
 
（
一
）
大
正
 蔵
 五
四
巻
 二
 二
八
上
。
 

 
 

 
 

い
ひ
 ・
ロ
ブ
ッ
ダ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ュ
 セ
ッ
ペ
Ⅰ
 ツ
ソ
羊
ノ
博
 

（
一
四
）
 

 
 

 
 

ぽ
 、
ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
の
 

 
 

鳴
の
研
究
に
は
必
要
と
す
る
と
あ
る
と
い
ふ
。
 

 
 

 
 

が
 ポ
カ
ン
寺
で
発
見
 

二
言
 

せ
ら
れ
る
。
（
Ⅰ
Ⅰ
 
Ⅰ
Ⅰ
 
ノ
 参 
昭 

 
 

 
 

の
 前
に
目
が
 ダ
曲
ぜ
川
コ
が
 

・
 

 
 

 
 

来
支
 ）
訳
の
日
外
道
 問
聖
 

 
 

 
 

経
ヒ
 （
同
上
三
二
）
で
あ
 

 
 

 
 

尼
 軽
子
（
即
ち
 ヂ
ャ
イ
 

 
 

 
 

る
が
、
 軽
 部
に
編
入
せ
 

 
 

 
 

る
に
至
っ
た
も
の
と
 解
 

 
 

 
 

問
 ふ
と
い
ふ
趣
向
の
 

 
 

 
 

は
 真
俗
二
諦
を
の
べ
、
 

 
 

 
 

日
寸
 の
古
田
Ⅰ
と
で
あ
る
な
 



 
 

 
 

、
馬
鳴
の
先
 

 
 

 
 

る
 （
戸
ヱ
 び
 （
 

o
 用
 H
 
目
由
 
・
 ヒ
 （
・
Ⅱ
 
0
 ロ
 
・
 H
H
.
 
 

ハ
し
 

呂
の
目
 
ヰ
 
甘
の
 
レ
の
 
の
㏄
・
 
ロ
 ・
 N
 の
 
O
 ）
。
 

 
 

 
 

物
 
（
の
 
い
の
，
お
 
）
 

 
 

 
 

ハ
ソ
 
の
㏄
 
せ
呂
 ③
 弓
 

 
 

 
 

知
ら
れ
て
ゐ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

り
 
口
口
京
チ
 
9
 由
づ
 

 
 

 
 

 
 

0
 Ⅰ
の
 
由
オ
せ
 
が
せ
 
曲
 

 
 

 
 

0
.
 

）
・
英
訳
 

 
 

 
 

凶
 
あ
り
。
 

 
 

四
二
（
昭
和
三
二
、
三
）
あ
り
。
そ
の
他
の
文
献
に
つ
き
 
毛
 Ⅰ
 
口
 （
の
Ⅱ
 

@
 
ロ
ヰ
（
 

z
 

 
 

 
 

ウ
ソ
 ダ
 ラ
 々
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

口
 の
の
・
 

ト
 ガ
リ
 
隼
 e （
（
 

告
 。
 

 
 

 
 

目
 せ
㏄
Ⅰ
 

目
コ
倒
一
 

 
 

 
 

ス
は
 他
に
同
 

 
 

 
 

可
 Ⅱ
 
e
 由
の
四
の
 

0
 ゴ
 

 
 

藻
 （
戸
ロ
 の
 Ⅰ
甘
ロ
）
の
）
 

H
.
 
 

参
看
・
 

 
 

論
集
所
載
）
。
幸
田
（
の
 
ぺ
 
三
 %
 。
 0
 口
 ・
 住
 （
，
 
N
 繍
捧
 参
照
。
 

 
 

 
 

も
あ
る
が
、
望
月
 

 
 

別
人
と
し
て
も
、
同
時
代
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

み
 よ
 。
 

一
 O
 八
 

才 4 名 



次
に
漢
訳
に
つ
い
て
み
よ
う
。
 

馬
鳴
の
著
作
 

一
 O
 九
 

 
 

 
 

か
陣
 s
u
 
ぎ
 ・
に
 そ
 

の
ブ
 ラ
 ソ
ス
訳
 あ
り
。
 

 
 

 
 

（
大
正
蔵
二
九
・
 

 
 

 
 

玄
 英
訳
 さ
示
 

 
 

卒
 」
。
そ
し
て
 レ
 ヴ
ィ
の
発
見
し
た
 梵
 木
の
当
該
の
偶
は
 、
 

 
 

口
ア
 

㌧
 目
 臣
下
の
目
 苧
 3
 番
 ぬ
 o
p
 樹
へ
い
 
局
方
 ぺ
曲
 
ヨ
用
曲
 ガ
ゅ
窃
曲
ず
 

 
 

 
 

共
に
 
巾
 a
r
 
抜
 

 
 

 
 

教
学
の
五
十
 

牛
口
一
三
一
参
看
。
 

 
 

 
 

仏
教
聖
典
叢
書
 
一
 

 
 

日
録
 三
 二
一
頁
脚
註
を
み
 よ
 。
 

 
 

 
 

）
 
8
.
 同
じ
雑
誌
 

支
 Ⅱ
・
 

 
 

 
 

と
い
 

 
 

）
一
四
頁
。
 

 
 

 
 

馬
鳴
の
集
で
あ
る
 

 
 

 
 

レ
 ヴ
ィ
が
 右
 

 
 

 
 

ス
 （
従
っ
て
 

ラ
ウ
 も
）
し
る
さ
な
い
。
 

 
 

 
 

誠
一
四
 セ
 以
下
。
 

2 め 



  

タ で の ら た撰 貸本に を 曇 

  真田鴫） 。 ヘ 14 れ たで のの長行 訳房経 い ふじ 主軸 俄   とし あるに帰ので の歴 の間 と、 核力 こ、   

そ 改 そ 紀 が 以 に         

さ 大所行 そ 荷 姿 降 
れ ・風 付 経 こ 講 数 の 
て 銭 讃 五で 五 の こ 

、 の 五 巻 開 巻 経 と 
牛 見 巻 鼻 元 に 録 で   

し   
た さ い あ れ り 綿 記 
め れ。 ふ つ を 、 密集   で た 古 た 整宝 な そ 
あ と 来 の 理 雲 考 の 
るミ 思の で し訳註 他 
。 ）は 記 、 た と を の 

T ）る れ録 るれ そのす弘吉 でる 要ぃ 
（ 節制 を あ に と 経 

参 る 、 判れ 録 。 は 

照 。 単 に ど は が   
、 宝 

  。 がに仏も一 " 仏所 " 貫頂， 雲 
と 本 行 実 し に と   6 行 讃物 て 夫 な 
か 経 瓦 に ゐ す っ 

に 原 り と く 七 巻 つ た る て 
は 本 ュ 韻 一 巻 と い 。 の ゐ 
レ で Ⅰ 文 

ヴ あ チ の   

元 を 覗 証 し 今 な 
7 等 0 、 ル混 ス合 
の ク が 休 
有 マ 中 で   

力 ] 央 の く 訳 者た 行 け ぅ 

な さ ァ ベ 
反 ラ ジ た 

掲 と を ま 讃 ・を な 
戟認曇 た と 簡錯 

村 ] 7 6 せ め 無 ま 私学課 

 
 
4
 
 
 

（
 
こ
 
漢
訳
ハ
 

%
u
 

に
あ
る
 

物
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

べ
き
で
あ
る
。
訳
者
を
 

一
一
 O
 



        

の ン 法 バ れ末 五部 テ 馬 菩 ン に 酉が 
さ 金 デ が ナ さ な に の は 記 弘 鳴 薩 ト は 域 あ 

  
厳 い と た テ は っ 書 上 と 蓮 と 後 難 い て 通 し   
  

る 。 う し タ と ね め 
と           ） に 付 木 

        
題 こ 作 い 何 
が れ に と な 
残 と ク す る 

つ 近 マ れ関 

てゐ 似の Ⅱ ぅ、 は係 に 

る 尊 う 両 立 
  例 ] 者つ   

それ を タ を と 

  
  の し 作 き   

      ヴ た 占 寸ロ で 
  
    

  ぅを考ら ス、 へう 
王 
が チ ル よ   

] 力 る か 

] バ り 蓋 本 つ     

無 と ナ 他 し が 七 シ 薩 = 云 " モ の あ 

の 法 ] に ； へ 世 ナ 婆仏 ク 馬 ] 経 る 

中 称 マ 方 ル さ 紀 で多 数 、 鳴 メ 録   
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一
一
一
一
 

 
 

 
 

介
さ
れ
て
 

 
 

 
 

る
 学
界
の
 

 
 

 
 

ら
れ
た
 
一
 

 
 

 
 

後
で
な
け
 

 
 

 
 

と
す
る
か
 

 
 

 
 

檜
 補
せ
ら
 

 
 

 
 

Ⅰ
 几
刊
也
に
、
 

 
 

 
 

 
 

（
五
）
 

 
 

 
 

る
シ
ナ
 

 
 

 
 

こ
れ
を
 馬
 

 
 

 
 

で
は
四
一
 

 
 

づ
甘
 
q
m
 
か
，
ヴ
の
 
（
 
り
勒
め
 
川
口
田
付
 

@
 日
川
守
と
と
な
っ
て
ゐ
る
。
 
と
こ
ろ
で
、
 

 
 

 
 

つ
て
、
 標
 

 
 

 
 

四
葉
（
 東
 

 
 

 
 

る
や
う
 に
 

か
 
り
 
抜
奉
梓
 し
あ
る
Ⅰ
 

 
 

 
 

る
と
、
 

 
 

 
 

訳
 で
は
、
 忠

実
な
梵
語
 

第
一
話
に
つ
 

盲
 ）
 

わ
 る
。
 さ
ぅ
 

通
念
に
一
致
 

種
の
冠
辞
で
 

れ
ば
 な
ら
な
 

、
せ
め
て
 王
 

れ
る
の
は
、
 

薩
婆
多
 記
に
 

の
所
伝
を
、
 

鳴
作
 と
見
て
 

九
六
）
に
そ
 

日
曲
守
 
の
は
 

題
の
書
は
、
 

北
 目
録
で
は
 

、
大
部
の
本
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馬
鳴
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作
 

一
一
一
一
 

行
 
"
 

 
 

ふ
こ
と
に
成
る
。
 

 
 

 
 

村
と
 即
ち
付
法
蔵
 樽
 

 
 

 
 

む
 荘
厳
論
は
、
原
初
の
 

 
 

 
 

じ
た
。
か
く
し
て
、
 
中
 

 
 

 
 

。
そ
し
て
、
そ
れ
を
 ヵ
 

 
 

 
 

原
本
の
荘
厳
 論
に
、
教
 

 
 

 
 

ら
の
追
加
を
知
っ
て
 
、
荘
 

 
 

 
 

6
 合
作
で
あ
る
こ
と
に
 

も
と
づ
く
と
、
主
張
し
て
ゐ
る
。
 

 
 

 
 

を
 馬
鳴
 作
 と
す
る
 シ
 

 
 

 
 

  
  
最初 様な）とに、 
四則 帰の 
藏 ち 敬 一 
で讐碍説 
は 楡 を 話 

  
「 せ る る 
ぃ ん が け     
  
  
て 、 る ぽ 
ゐ 漢所 し 

る 文 が め 
の で 、 る 
で 、 四 手 

  

  
 
 

 
 

訳
者
名
が
し
る
さ
れ
て
 

 
 

 
 

の
に
相
当
し
て
ゐ
る
。
 



 
 

 
 

を
 渋
苦
 現
 の
 作
 と
す
 

俺
 ）
 事
 師
法
五
十
領
一
巻
（
同
上
）
 

口
 0
 

参
照
。
 

 
 

た
 。
西
蔵
訳
も
存
す
る
。
（
 

穏
 ）
 

五
 ）
 厄
乾
 

に
 解
説
し
た
。
 手

間
無
我
義
隆
 一
寒
）
（
上
人
正
蔵
一
一
一
一
一
）
 

口
 称
 等
 の
 訳
 。
 梵
文
が
発
見
 せ
ら
れ
、
そ
の
 
西
蔵
 訳
 も
あ
 る
 。
 
す
で
に
（
Ⅱ
）
 

総
 ）
大
宗
地
文
史
本
論
二
十
巻
（
大
正
蔵
 

与
ご
 

 
 

初
め
て
で
、
蔵
経
に
 

 
 

 
 

経
典
に
も
存
在
の
た
し
 

 
 

著
者
も
訳
者
も
仮
託
で
あ
る
と
せ
ら
 

牡
 何
 %
 

  

 
 

諒
一
巻
と
、
唐
の
実
父
難
陀
 

訳
 二
巻
の
二
 

造
 と
す
る
。
一
心
を
眞
 

如
 と
生
滅
の
二
門
に
わ
か
ち
、
 

さ
ら
に
体
相
用
の
三
大
を
た
て
て
大
乗
の
形
 

 
 

本
論
に
つ
い
て
一
部
に
、
馬
鳴
作
を
否
定
 

 
 

も
 首
肯
せ
ら
れ
な
い
。
大
乗
に
関
す
る
論
が
 

 
 

所
で
あ
る
。
（
九
）
 

一
一
四
 

種
類
が
伝
へ
ら
れ
 

面
上
半
と
実
践
と
 

し
、
 眞
諦
 訳
を
認
 

印
度
で
造
ざ
れ
 馬
 、

 共
に
馬
鳴
菩
薩
 

を
簡
単
に
ま
と
め
 

め
ず
、
シ
ナ
に
 於
 

鳴
に
 帰
せ
ら
れ
た
 

ぬ 8 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

独
乙
話
 に
重
 

馬
鳴
の
著
作
 

一
一
五
 

ぬ
 
9
 

 
 

 
 

）
の
下
に
 コ
枕
諦
ノ
 

 
 

 
 

テ
 、
三
尊
 テ
 讃
嘆
 ス
 。
 

 
 

 
 

巾
斗
艮
 

三
目
開
く
 
仙
味
三
三
 

比
 

 
 

 
 

と
 、
そ
の
形
式
は
 、
寄
 

 
 

 
 

歓
喜
、
信
愛
奉
行
」
の
 

 
 

 
 

が
 附
録
せ
ら
れ
、
 宋
 

 
 

 
 

及
ぶ
か
ど
う
か
、
疑
は
 

 
 

 
 

正
蔵
経
八
五
、
一
四
五
 

 
 

 
 

、
尾
題
を
明
瞭
に
「
 
仏
 

 
 

 
 

0
%
 

埋
木
の
尾
題
に
は
 

 
 

三
栗
 造
 セ
リ
。
 
申
 ハ
足
 レ
 正
経
、
金
ロ
 ノ
 所
説
ナ
 ノ
 。
 善
二
三
曲
目
 

叩
ア
 
Ⅱ
 
ノ
 
、
故
主
 

 
 

 
 

明
示
し
て
 仮
 ㌃
 や
 

（
㏄
）
 
十
 不
善
業
 
道
経
 一
巻
面
上
）
 
口
 0
  

 

%
 ）
参
照
。
 

る 

  
10   

参こ 
埠こ 



  

一
一
山
、
 

ノ
 

。
 
"
 
0
 

 
 

 
 

 
 

題
 に
な
る
。
こ
れ
も
記
録
に
錯
乱
が
あ
っ
て
考
証
を
要
す
る
。
 
今
 結
論
だ
け
を
 ぃ
 

 
 

 
 

書
の
関
係
は
 

 
 

 
 

直
接
関
係
が
 

な
い
か
ら
、
立
入
ら
ず
に
お
く
。
 

 
 

 
 

の
 フ
ラ
ン
ス
訳
に
 

 
 

 
 

あ
り
、
和
訳
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

二
王
）
 と
い
ひ
、
 

 
 

 
 

心
 」
（
同
一
一
 

八
セ
上
ハ
 及
び
 下
 ）
と
も
あ
る
。
 

 
 

 
 

め
 る
。
し
か
し
こ
 

 
 

ほ
 な
い
。
但
し
 、
レ
 ヴ
ィ
は
「
荘
厳
経
論
（
の
 申
宙
囲
 
～
 
曲
 ち
 %
 目
じ
 
に
カ
ニ
シ
ュ
 

 
 

 
 

個
の
物
語
の
 

 
 

 
 

を
、
 認
め
る
 

 
 

女
あ
 ・
 せ
 ・
㏄
 
臣
 
）
。
 

 
 

照
 。
 

（
七
）
Ⅰ
 0
 且
円
ロ
の
 

）
中
の
 
口
い
曲
 

出
目
 
0
 ・
Ⅱ
の
は
 

ゆ
 ・
Ⅰ
・
は
㏄
 

ド
の
 
p
 

 
 

 
 

・
ロ
ワ
の
下
ド
 
笘
 ・
 

 
 

 
 

せ
ら
れ
る
。
 

 
 

㏄
 由
 ・
望
月
辞
典
 三
 二
六
 セ
、
 等
を
み
 よ
 。
 

 
 

 
 

が
 種
々
あ
る
。
 ま
 

 
 

 
 

け
円
 
か
 
軋
圧
か
 
Ⅰ
 甘
 



  

 
 

（
三
紙
）
 
口
 （
金
）
漢
字
の
音
訳
が
あ
り
、
す
で
に
 （
 
5
 ）
で
論
じ
た
。
 

馬
鳴
の
著
作
 

一
一
 
セ
 

2
5
1
 

0 % 

富治要 
目 

録絡 
の に 
番   （ （ （   

  
日藏 苦に 寸ぺむ -0 人民 

  リざ この 訳、 

  

藏 学部四 諦 か 前腎 

書 
目 
は 
梵 
語 
名 
だ 
け   
を 
掲 
げ 
る 

そ 
し 

て   

束 
目ヒ   
大 
学 一 俺 0 Ⅱ % ロ 0 

総   
あ 目 

  がぬ 参照る。 O の ） 

  
  
馬 （ あ 

る物 
な コ 

く、 鵠 ） 

摩 一 
珪 百 
里 正 
制 十 
庇護 
の 仏 
造 額 
と （ 
す 六 

る紙 " ） 

く 口 
は の 
し O 
{ 

は 
本 渡 
論 文 
「 で 

は 義 
し 浄 
が 訳 

き め 
」 円 
註 一 

百   
） 十 



 
 

い
由
 
ぢ
目
落
日
月
 
牛
曲
 

 
 

諦
の
両
面
か
ら
㌃
に
。
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乞
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.
8
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Ⅱ
 之
 0
.
 
注
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雙
眞
諦
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提
心
修
習
次
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観
自
在
菩
薩
の
 

徳
を
五
種
に
わ
か
つ
て
讃
歎
す
る
。
 

 
 

 
 

ヒ
 が
あ
る
。
（
 
6
 ）
 と
 

（
 
穏
 ）
を
み
 よ
 。
 

 
 

 
 

必
修
習
 優
波
提
 台
書
 

（
一
紙
 
半
 ）
 

 
 

 
 

7
 ）
に
説
明
し
た
。
 

 
 

 
 

一
一
八
 

お
 
2
 

 
 

 
 

尊
但
特
羅
 

分
別
大
屋
 

林
 

 
 

 
 

れ
ず
、
学
界
へ
の
報
告
 



 
 

 
 

梵
文
お
よ
び
 漢
 

訳
 が
あ
る
。
 官
 ）
と
苑
）
を
み
 よ
 。
 

 
 

 
 

l
 
コ
 
（
 由
の
の
申
せ
 

0
@
 

ム
の
の
 

と
 

 
 

 
 

場
合
は
、
原
著
者
を
馬
 

 
 

 
 

で
 原
作
者
と
翻
訳
者
を
 

 
 

 
 

も
 せ
 よ
、
 同
じ
原
典
の
 

訳
が
 、
四
回
 収
 載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
。
 

一
一
九
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桶
ム
 （
一
軒
 

苗
 ）
 

苦
を
除
く
べ
き
こ
と
を
教
へ
る
。
 

    

ノ入 

難 
に 

  
つ 女と ロ ゴ 曲 

い 

て き漢 5 課 

説 下 日 

  

の ． 汀 

    
除 巴 

< 宙 

  
法 串 

）八 曲づぜ o プ 

  

参 
照   

刊 ワ 人 
聞 メ 一 行 、 宮 
法 
に   
困 
難   
な 一口 g 
ノ入 

の 

状 
  

克 強 。   
『 宮ト 

ち 
る 。 由 のの 



 
 

 
 

る
 所
に
、
相
違
が
あ
る
 

 
 

 
 

和
訳
（
仏
教
 

 
 

ラ
ナ
ー
タ
誠
三
 0
 人
詮
 3
 ）
。
 

す
 

三
、
む
 

ぴ
 

 
 

 
 

も
 、
露
訳
用
語
の
違
 

を の 

謂 帰 べ 

{ 依 た 

の も 趣 や 

（Ⅰ） 二部の。 8 仏雙 を （ 
を 法 

に う 、 以上、 
追 
力 D 

し 締 

な ] 酉 
け 
れ 
ぽ 
な   

ら ㌧   ブ い 

な が田 曲 口 田 Ⅰ て 

いり 

臣 Ⅱ ダ の も 島居 ， 亡 、 テは ィ 、 

し と %  と馬 
か 

し、 
を と 

今   
は、 一 記 

参 
考   
と る て 
し 
て 

掲 
げ 
お   
{ 
に 
と 

ど 詮一 

アト。 め 
  

  

る 。     

一紙 

坐， ） 

不 
圭葦   
業 四 "  10 
道 紙 

  

の 生， ） の 

対 T 
治 で 

 
 

市
路
 集
 
（
一
一
一
行
 

弱
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度
 に
向
 ふ
 べ
き
を
説
く
。
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 何
の
み
か
ら
成
る
。
 

 
 

一
二
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布
施
の
報
ひ
に
よ
っ
て
仏
性
を
え
た
者
が
、
衆
生
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た追 
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が近 
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こ干 

  
で士 
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つ馬 
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会 っ 
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博士 
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  そ 

れ 
そ 
れ 
私 
信 
ぴこ 

て 
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せ 
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院
 学
生
極
量
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慶
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あ
っ
た
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終
に
し
る
し
 

（
 
三
 二
・
一
二
Ⅰ
一
二
）
 

て
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意
を
表
示
し
た
い
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

案
に
、
加
筆
し
た
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の
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者
の
蒐
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も
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内
容
本
位
の
数
を
求
め
る
と
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照
 に
よ
っ
て
整
理
し
 
、
 

  



  

大
谷
 

長
 

 
 

際
会
 

 
 

な
り
 詳
 

 
 

、
学
者
 

 
 

ァ
 の
 花
 

 
 

十
一
日
で
 

 
 

を
 以
て
 

 
 

悼
 女
や
 

 
 

る
も
の
 

 
 

し
、
或
 

 
 

上
に
掲
 

 
 

ほ
 い
出
 

 
 

で
あ
る
 

 
 

時
期
に
 

 
 

行
っ
た
。
 

 
 

従
っ
て
 、
 

 
 

ス
、
彼
 

キ
ヤ
ケ
ゴ
 ）
，
記
 念
 展
覧
会
 

｜
あ
も
 
Ⅱ
の
下
内
 

p
0
 

ド
ガ
 

0
%
 

の
の
Ⅱ
年
三
山
ロ
Ⅰ
の
口
ロ
の
式
日
 

は
斡
 

  
  

一
一
一
一
一
 

お
 
g
 

 
 

い
た
部
 

 
 

或
は
 、
 

 
 

く
の
 学
 

 
 

教
会
ヒ
 

 
 

ト
ロ
 キ
ヤ
 

 
 

㏄
の
の
ら
の
 

 
 

ン
チ
ュ
ク
 

 
 

的
 理
解
 

 
 

し
て
、
 

 
 

ク
と
ソ
 

 
 

の
パ
 
リ
ヨ
 
ワ
 

 
 

 
 

筆
者
 

 
 

々
 と
樺
 

 
 

晩
秋
の
 

 
 

る
キ
ヤ
 

 
 

、
足
元
 

 
 

さ
れ
て
 

 
 

を
 返
し
 

 
 

来
り
 去
 

 
 

目
 
0
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斤
 
0
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口
 ）
・
オ
ラ
 

 
 

ケ
 ・
 
コ
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ァ
 協
会
を
代
表
し
て
 

は
、
 公
の
諸
団
体
の
 

の
 踏
み
場
も
な
い
 程
 

束
を
彼
の
墓
前
に
捧
 

つ
の
 紅
 バ
ラ
の
束
は
 

行
っ
て
見
る
と
、
 こ
 

去
っ
た
直
後
に
 
て
ラ
 

供
え
た
バ
 テ
 を
見
て
 

こ
こ
ア
シ
ス
テ
ン
ス
 

っ
た
 。
彼
女
が
一
九
 

間
 と
い
う
も
の
、
 当
 

維
持
し
ょ
う
と
は
、
 

死
後
も
苦
し
め
ら
れ
 

観
 者
に
 嵌
 げ
て
い
た
 

そ
の
夫
の
墓
所
が
 、
 

れ
て
旅
行
者
の
呼
び
 

達
の
余
り
に
も
質
素
 

今
日
で
も
ご
く
僅
か
 

其
所
か
ら
私
は
吹
 

ァ
が
 生
前
 任
 ん
で
い
 

取
 壊
さ
れ
て
新
し
い
 

場
所
を
訪
ね
て
廻
っ
 

裾
長
 ス
カ
ー
ト
で
 そ
 

キ
ヤ
ケ
 ・
 
コ
 花

環
を
捧
げ
て
い
る
所
だ
っ
た
。
墓
所
の
 一
 製
の
中
 

名
 を
伴
っ
た
花
環
や
無
名
の
花
束
で
も
 
3
 泊
ん
ど
 足
 

た
っ
た
。
筆
者
も
ホ
ン
の
さ
さ
や
か
な
 
紅
 バ
ラ
の
花
 

げ
た
。
筆
者
が
握
っ
て
い
た
同
じ
大
き
さ
の
も
 
う
一
 

、
勿
論
「
彼
女
」
の
墓
所
に
供
え
る
た
め
だ
っ
た
。
 

こ
に
は
さ
す
が
に
何
の
捧
げ
物
も
な
か
っ
た
。
私
の
 

ン
チ
ュ
ク
も
「
彼
女
 
1
 
一
の
墓
所
に
来
た
事
は
 
、
 私
の
 

の
彼
の
後
の
話
で
分
つ
た
事
で
あ
る
。
彼
女
の
墓
が
 

墓
地
に
帰
っ
た
の
は
、
ま
だ
ほ
ん
の
一
年
前
の
事
だ
 

0
 四
年
三
月
十
八
日
に
亡
く
な
っ
て
か
ら
、
五
十
年
 

然
 置
か
る
べ
ぎ
で
あ
っ
た
こ
の
場
所
に
彼
女
の
墓
を
 

少
し
も
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
程
に
、
彼
女
は
 

て
 来
た
の
だ
。
そ
れ
は
。
彼
女
に
対
す
る
愛
情
が
近
 

た
め
で
は
な
か
つ
た
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
彼
女
と
 

キ
ヤ
ケ
 ゴ
ー
 ァ
 に
与
え
ら
れ
る
崇
拝
と
結
び
 
附
 げ
ら
 

も
の
と
な
る
事
が
望
ま
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
彼
女
 

な
 墓
が
そ
こ
に
帰
っ
て
来
て
い
る
の
を
知
る
人
は
 
、
 

で
あ
る
。
 

で
、
巡
礼
の
旅
に
上
っ
た
。
つ
ま
り
、
キ
ヤ
 
ケ
ゴ
｜
 

た
家
 々
を
、
も
と
の
姿
の
ま
ま
の
も
あ
れ
ば
、
今
は
 

の
に
変
っ
て
い
る
の
も
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
一
つ
の
 

た
の
で
あ
る
。
一
九
世
紀
の
中
葉
、
シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
 

と
 

そ
ろ
歩
き
を
し
た
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
 人
 （
内
存
 

汀
甲
 

@
 ァ
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念
展
覧
会
 

 
 

日
か
ら
 

 
 

何
れ
 何
 

 
 

思
 う
 。
 

 
 

の
た
 

 
 

モ
ー
 ッ
 

 
 

れ
た
の
 

 
 

が
 彼
女
 

 
 

 
 

が
 国
立
 

 
 

私
は
そ
 

 
 

い
 う
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所
 を
変
 

 
 

精
神
病
 

 
 

我
侭
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勾
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ロ
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引
 

 
 

も
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て
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は
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こ
 

 
 

彼
の
以
 

 
 

る
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の
 関
係
 

 
 

じ
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し
 



  

 
 

劇
し
た
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っ
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前
で
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あ
る
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り
で
あ
 

 
 

あ
あ
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天
井
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ト
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井
を
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From the God incarnate to the Priest of the God 

Toshiaki HARADA 

Originally almost there was no discrimination of "class" among the 
members of the- agricultural society. Consequently, in the celebration of 
villagegod, there was no special family-line or status for the religious 
duty, and according to age-system and other orders, they celebrated 
it in their charge by turns. Otherwise not only they made the village 

festivals, but also they carried out the leading role in the general social 
festivals of their village. Therefore, the government may be the same 
time the religious matter. 

What was worshiped as thevillage god? It was such the chcrete 
thing as  symbolized the village. For the same reason the principal 
Person in the village government and religious fastivals was not r e -  
garded as an ordinary man but as the divine being. That was to say 
that priest (Kannushi) manifested the essential character of as the god 

it self. The priest acted as the god toward his village members and 

parishoners, and on the other side, he serviced to he  god as the re- 
presentative of them. Thus coincidentally he was the priest and 
serviceman of the god and was called Kaginushi, Negi and Hahuri. 
Especially the village life being complicated the system of priesthood 
developed from the duty-system to elders-system and to hereditary- 
system. Accordingly the priest separated from the village government 
and he exclusively celebrated the god in his charge, likewise he was 
called the priest (Kannushi) but became a serviceman of the god. 

Moreover, afterward, his post became quite hereditary and he was 
named Shinkan or Shinshoh. 

The Significance of the 

Sttipa-Vih~ra in Early Mahiiyiina Buddhist-Sangha , 

Akira HIRAKAWA 



The presently accepted theory is that MahZyHna Buddhism deve- 
loped out of the Schismatic Schools (Nikiiya-Buddhism) but on closer 
examination, we find that the former contains new doctrines and 
practices (Bodhisattvacaryg) not found in the latter. In other words, 
there are some points of contact as well as differences between.the two. 
Accordingly, a true understanding of the development of the Mahgyiina 
cannot be arrived at if one were to presuppose that the former had 
arisen solely from the latter. The writer rejects such a presupposition 
and attempts to interpret the rise of the MahgySna by basing on facts 
found in the Mahiiyiina siitras themselves. A critical examination of 
the oldest Chinese translations of Sanskrit works during the 2nd and 
3rd centuries A. D. reveals that the stiipa was the place of abode of 
the Bodhisattvas in the Early Mahiiygna. This point further comes 
to light when a comparative study is made of the chinese translations 
of the 5th and 6th centuries, the Tibetan translations and the Sanskrit 
originals. The Sanskrit term, stiipa, is variously translated into Chinese 

as  %+, H, and %@I. 
The essay then establishes the fact that the stiipas were definitely 

associated as habitations of the Early Mahsyha Buddhist-Sangha by 
reference to the following siitras : GThapati-Ugraparipycchii n2ma 
MahHySnasiitra, Saddharmapundarikasiitra, and Buddha-avatamsakasii- 
tra. The people who were unified in the worship of Buddha's sttipas 

/ 

had organized themselves as one of the important segments of the 
Mahiiyiina. This fact has deep significance in understanding the 
characteristics of the Early Mahiiyaa. 

A Study on Rationality in Max Weber's 

"The Ancient Judaism". 

Mitsus UNO 

In "The Ancient Judaism", Max Weber took a serious view of 
the fact that this religion had build a very rational religious ethics. 



This paper, a t  first, tries to throw light on why he laid stress 
on this fact, and then on the Significance of the rationality in the 

-ancient Judaism in relation to his various studies of tlfe religious 
Sociology. 

Puritan Man 

Masatoshi OGASAWARA 

The present thesis is the first of series of study on Puritan man. 
It tries to clarify the nature of Puritan man through the examination 
of John Bunyan's Pilgrim's Progress. Puritan man is characterized by 

his intense inner conflict and his final victora over it. His conflict 
beginns with the conviction for (of) sin which is awakened by reading 
of the Bible. I t  lasts until the very end of the pilgrimage. Although 
the cross of Christ takes sin's burden away, yet the conflict does not 
end, for the ungenerated nature still remains within and the sinful 

world exists without, which he has to face and to walk through. He 
has to fight against evil forces within and without. It is a heroic 

struggle of a strong will to overcome them and to try to lead a holy life. 
He fights by himself. He is a lovely man. He is a different man. He 
is a travellor who is not a citizen of this world but of the heavenly 
city, where he returns victoriausly. 

To understand Puritan man, his theological background has to be 
examined. Puntan man is a religious man who has a peculiar idea of 
god. He is a Calvinist predestinarian. His idea of Predestination is 
different from Calvin's. It  is individualistic and deterministic. Here 

the problem of certainty of election comes as  a real thing. Puritan 
man thinks himself as  an elect, who is utterly distinguished from a 
reprobate. The objective c~rtainty of his election depends upon the 
intensity of his inner conflict and of his denid of this world, and his 
holy life as  the result of his subjective election. As an elect he walks 
through on the way which is eternally predistinated. The way is hi$ 



own way to walk by himself with faith in final victory over the inte- 
nse inner and outer conflicts. 

"On the Characteristic Substance of Shamanism" 

Yoshinori MOROI 

There are many materials on shamanism in ethnographical works. 
But the study of shamanisni must be done without any subjective pre- 

conceptions of investigators. Then we can find that the essential core 

of shamanism is the phenomena of the so-called Kamlanie. Shamanism 
must be studied effectively from this point of view. ~ h ;  special fea- 
tures of shamanism are  found ih the following: (1) some specific pe- 
rson (shaman) (2) in some special occasions (3) before the presence 
of certain group (4) puts in motion a s  a voluntary operation (5) with 
special clothes (6) with such special implements and mbsical instru- 

ments as  drums and bells, etc. (7) recites such special phrases and 
tunes a s  chants and incantations (8) in the (shaman's) body appear 

such abnormalities as tremblings and hicco~ghs, etc. (9) moves round 
or dances etc. a s  paroxysmal actions (10) in these actions people hear 
cries of animals or animals or some extraordinal voices (11) soon be- 
comes . ecstatic with excitement (l2) after that becomes fatigued and 
exhausted (13) a t  last falls into a swoon (14) issues special utterances 
and indications. We call these items respectively (1) shaman (2) sha- 
manistic (abbreviation sh. ) time (3) sh. place (14) sh. motion (5) sh. 
clothes (6) sh. implements (7) sh. recitation or sh. music (8) sh. trem- 
b l i n g ~  (9) sh. actions (10) sh. voices (11) (12) (13) sh. situations (14) 
sh. utterances. 

Among these features the most remarkable characteristic are the 
elements (1) (2) (3) (4) (11) (12) (13) (14). Concerning the elements (11) 
(12) (13) (14) it is recog~ized in the shaman's community that some 

spirits controls the person (shaman), the person (shaman) cohverses 
with some spirits, or takes the appearances of the person's (shaman's) 



relationship to some spirits. These spirits a re  invisible and spiritual, 
. but not supreme or absolute beings. They a re  o n b  superhuman in , 

power and many in sorts. Thus shamanism is  to  be regarded a s  a 
way of direct contact between human being and superhuman being. 
In this respect i t  may be considered that  shamanism is  a sort of my- 
sticism. Then, what is shanzanism? Is shamanism really a sort of 
mysticism? Certainly not a few scholars relate i t  a s  a -primitive my- 

sticism ; for example, Edv. Lehmann, W. J. Aalders, J. S. MacCt.dloch, 
J. Marechal etc. According to the conclusion of this study, i t  is not 
so, correctly speaking. Through comparing with mysticism, we can 

define and  explain clearly the characteristic substance of shamanfsm. . 
The differences of shamanism and mysticism are  respectively in re- 
gard to the following ; (I) obiect (2) subject (3) motive (4) stand- 
point (5) character (6) relation between subject and object. In my- 
sticism (1) one god or the absolute' (2) no specific person (3) purpose- 
less and involuntary (4) solitary (6) to oneself and introspective, 
namely cherished to oneself (6) direct union with the absolute in self- 
consciousness; but contrary to the above, in shamanism (1) many 
spirits (2) specific person (3) purposefully and voluntary (4) reco- 
gnized socially (5) to  others and indicative, namely shown to other 
people (6) direct cantact with spirits in ~mconscio~lsness. Shamanism - 

is  not a sort of mysticism or a primitive mysticism, i t  i s  quite different 
from this, having its special and characteristic elements. Thus the 
hitherto ordinary views of shamanism should be corrected. 

/ I 

On the Works of Asvaghosa 

* Dr. F. W. Thomas has  published the list concerning the works of 
ABvaghosa before (Kavindravacanasamuccaya, Bi bl. Ind., Calcutta 1912, 
Introduction). And then recently Dr. B. C. Law has made its another . 
list (ASvaghosa [Royal Asiatic Society of ~ k n g a l  Monograph Series 



vol. 11 Calcutta 1946). But they are not considered sufficient. 
The present author sought thoroughly for the works attributed to 

AQvaghosa, in the Sanskrit original, in the Chinese and in the Tibetan 
versions. As the results of this, he enumerated 37 works (12 in  San- 
skrit, 9 in Chinese, 16 in Tibetan), which should be reduced to 26 
works from the point of contents themselves (see the table on Page 

121). He also elucidated briefly the contents of each, and their mutual 
corelations of each edition-some in two and some in three, if the 

texts stood so. As to the important texts, he also tried to make clear 
the points of authenticity of them and the genuineness of the transla- , 

tions. 




