
      - じ @@ 由， 

    

    宮 の 座 と 株 

  

  

  
ろ な い 関 す と 宮 し 
い か す て し こ る ぃ 座 て 宮 
ろ っ で も た の と っ と お 座 

のたに、 神 。 も美田にちよ 美点 こ てい う りと " し へ 

社 し 述 際 を つ が い こ ま ぅ 

に た べ に 意 い 必 。 と た の 
っ が た は 昧 て ず か は 少 は 

い つ よ 各 す は し っ 民 な   
  今日で 、む 宮座てま て に う 、 地に存 る よ う すでに も常に それも 衆の う からず 

扶 と も 在 な も 同 決 ち 混 は 
し い と し 場 述 じ し に 乱 あ 

て っ も て 合 べ と て 、 を ま 
官 て と い を た ば 全 民 未 り 

    座 も 宮 る 取 と か 国 衆 た に 

と " と こ 上 こ り 的 の し も 使わ それよ、もとにい し う げて るで し む ま、 に各 言葉 て、 
わ は の っ 、 あ え 地 と 似 れ 
    な 宮 は い そ る な で し 前 す 
く の 氏 て ぅ が か 見 て か ぎ 
  て 四玉 ネ中   し ハ っ る 便 ら て 

、 で の い た 社 た こ わ 実   
た あ 社 ろ 内 金 。 と れ 捺 そ 
だ り に い 容 と め て に の 

座 、 つ ろ を 伝 出 来 使 た 

と だれて そいな拝承 場っ、 来 るもてに たっめ 
も の 釆 か 大菅 けいっ えっ も本来 い の う 合を挙 たもの 一 ので であ たも 原 

荒目ぼ ぼだ巴 もるのて な。 と．各 
、 神 っ 見 か げ そ は 人 

さ め て る り そ れ れ む そ 
も 座 、 こ ほ の ば だ し れ 
な に そ と そ う 、 げ ろ ぞ 

田 
く 限 の に の ち ま に 異 れ 
ば つ ほ す 名 で た そ な に 

天 た か る 称 も 地 う つ い 
神 も の 。 は 今 万 古 て る 
座 の 神 い こ に い 来 い 

敏 

と で 社 ろ こ よ も て る 
か   V ァ し い で っ の い と 

八 そ っ ろ は 
幡 の い に持 てでる はも 。 達   明 
  座 ほ て 異 に そ な も た 

  と か は な 祭 の か と 表 
  い の 用 っ 祀 意 っ も 現 
由 ・ l う い い て に 味 た と を 
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宮
 
の
 

座
と
株
 

｜
 宮
座
の
い
ろ
い
ろ
 

  

  
  

憶
，
 



  

  

メ 

合
 の
 中
と
 同
じ
く
全
体
を
指
す
。
座
中
と
い
っ
て
も
、
 

仲
 間
中
で
あ
り
、
講
中
と
か
 株
 中
な
ど
と
い
う
 よ
う
 に
 、
 仲
間
を
結
成
し
て
い
る
 

間
と
、
 大
た
い
七
階
級
に
な
っ
て
村
中
の
も
の
が
そ
の
 い
ず
れ
か
に
属
し
て
い
る
（
昭
和
十
九
年
八
月
二
日
調
）
 
そ
の
ほ
か
に
乙
訓
郡
 

向
日
町
物
集
 大
 で
も
、
神
役
仲
間
と
い
う
の
が
あ
っ
て
 （
京
都
 古
智
 志
、
新
版
一
五
三
頁
、
旧
版
一
二
 0
 頁
 ）
 
、
 
部
落
の
う
ち
で
の
特
別
 

の
家
柄
と
な
っ
て
い
る
。
 

つ
ま
り
座
は
座
席
に
つ
い
て
い
 う
 の
で
あ
る
が
、
そ
の
仝
 尼
抹
 す
る
と
こ
ろ
は
仲
間
の
全
体
を
さ
し
て
い
る
の
で
あ
 る
 。
座
員
の
全
体
 を
 

一
座
と
も
い
 う
 が
、
一
座
と
い
え
ば
そ
の
全
員
を
指
す
。
 

そ
れ
を
ま
た
座
中
と
い
っ
て
も
全
員
を
意
味
す
る
こ
と
 に
な
る
。
つ
ま
り
一
と
 

い
う
の
は
一
国
と
か
一
円
な
ど
と
い
う
場
合
の
 一
 と
同
 じ
く
全
体
を
意
味
す
る
し
、
ま
た
中
と
い
う
の
も
年
中
と
 か
 村
中
な
ど
と
い
う
 場
 

の を よ 

まて雑の柳ここ っ院落青 の 如も天そう 
た い 誌 ぅ 村 と れ 何 と 神 こ に   
で 京 三 も 上 帽 か か 座 人 こ の 
は 郵 券 良 小 子 の わ と 幡に 神 
大 吉 八 い 川 仲 と ら い の 官 社 

稽留母家の （志太柄 口 聞 とろ こず 、 5 のをと 座睡 の 座 
の 古 称 で 共 は 八 い と   

ぅ 一 で で 現 間 行 集 と も る   
宿 
  って 間と市北た京 の仲 いる する な行 る よ ㌧ ぅ 

（ 区 部 材 間 の も 事 ぅ こ い 
し に 荷 方 が と の に に と る 
< な に と 百 も   参 、 で   

じ づ 入 が 五 同 一 手 な   

き ） て る あ 十 じ 走 す し し 
い と り 人 こ の る る た 

イ申 る 、 （ あ と 資 場 た が ; 
旧用 目Ⅱ 、 静 高辻 ま に 格 合 だ っ 

原 野 江 り な を の 座 て 
名 

衆仲 

  
社 島 げ る 福 、 の っ の 

罰 R 、 寒 村 る （ 井 そ 座 て 座 
の の 宮 暗 幕 れ で い と 

Ⅱ 樟身 

達 こ と宮の十 三座和敬にあ 賀よっ るい の ヲ 

  
R 甑 、   

間 で 三 七 軒 結 そ じ で 
大 と も 0 万 町 集 の こ ち 
夫 
イ中   
R 現 、 た 間 日 の た は 意 こ 

り と 宮 謝 辞 集 座 味 れ 
大 、 い 伸 べ 布 団 と し は 
工 押 っ 間 神 と い て 恰 

衆仲 

殿 て と 滋 社 い う い か 
る も 

間、 言葉の 株など おり（ い の 5 賀県高 では、 ってよ 

脇 
イ中   
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宮
ね
 ち
に
は
、
た
と
え
階
級
的
な
差
別
は
あ
る
に
し
 て
も
、
い
ず
れ
も
同
じ
氏
神
に
属
し
た
も
の
で
、
 共
 ど
も
 部
落
全
体
と
し
て
諸
種
の
行
 
3
 

  

の
そ
れ
ら
の
間
に
は
草
分
と
新
来
と
か
、
本
家
と
分
 家
 と
か
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
階
級
的
な
差
別
が
あ
 

る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
 
（
 
絹
 

座 と 株 

対
し
て
区
別
を
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
部
落
の
う
ち
 で
も
分
家
と
か
転
入
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
の
部
落
が
次
第
 に
 膨
張
し
て
来
る
と
、
 

い
ろ
い
ろ
な
点
で
部
落
内
部
で
の
差
別
が
出
来
る
。
 

地
域
に
よ
っ
て
上
座
と
下
座
、
東
 座
と
西
 座
な
ど
と
 分
 か
れ
る
の
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
組
と
い
っ
て
 も
 同
じ
こ
と
に
な
 

る
 。
し
か
も
そ
れ
も
決
し
て
平
等
無
差
別
で
は
な
く
、
 何
 等
 か
の
点
で
組
と
何
と
の
間
に
も
差
別
が
あ
る
の
で
、
 そ
れ
が
同
時
に
上
下
の
 

階
級
的
，
 
な
 差
別
で
も
あ
る
。
 

同
じ
よ
う
な
こ
と
が
血
縁
を
も
と
に
し
て
、
そ
れ
に
 ょ
 っ
て
座
が
分
化
し
て
い
く
と
い
う
場
合
も
あ
る
。
京
都
 
府
 綴
喜
郡
田
原
村
で
 

は
 、
村
中
に
多
く
の
座
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
に
は
田
原
 
一
族
 座
 と
か
荒
木
一
族
 座
 と
い
う
の
が
あ
る
（
京
都
 古
 習
志
 、
新
版
七
九
頁
）
。
 

ま
た
相
楽
郡
瓶
原
村
に
は
御
霊
天
神
の
ぽ
か
に
蛭
子
、
八
 幡
の
両
社
が
あ
り
、
御
霊
神
社
に
は
秋
田
氏
と
 炭
竃
氏
 の
 一
族
 座
 が
あ
り
、
 蛭
 

子
 神
社
に
は
朱
雀
瓜
、
八
幡
神
社
に
は
和
田
氏
と
黒
田
 氏
 の
一
族
 座
 が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
を
支
配
経
営
 し
て
い
る
（
京
都
 古
習
 

志
 、
新
版
一
四
頁
）
。
 

ち
ろ
と
 

そ
れ
を
ま
た
諸
 
声
 （
ま
た
諸
人
、
諸
 
頭
 、
諸
天
、
守
人
、
 
節
人
、
師
 統
 と
か
諸
子
、
諸
 
古
 、
あ
る
い
は
物
頭
、
物
 
党
 、
室
 徒
 、
室
 人
 、
 

村
人
、
村
生
人
な
ど
と
書
い
た
り
、
云
っ
た
り
し
て
い
 

る
 ）
、
 刀
祢
 、
公
文
、
乙
名
な
ど
と
い
い
、
ま
た
特
別
に
 

神
事
に
関
与
す
る
と
こ
 

ろ
か
ら
、
そ
れ
を
社
人
、
神
人
、
社
家
、
神
家
、
ま
た
 

は
神
役
な
ど
と
い
っ
て
、
特
権
的
な
宮
座
を
示
し
て
い
る
 

場
合
が
あ
る
。
 

そ
う
し
た
 座
 ，
す
な
わ
ち
結
果
 
は
 、
そ
れ
自
体
と
し
て
 
は
 成
員
相
互
の
間
に
差
別
が
あ
る
の
で
な
く
て
、
む
し
ろ
 

そ
れ
以
外
の
も
の
に
 

 
 

  

の
で
あ
っ
て
、
 結
衆
 と
い
う
の
も
そ
う
し
た
意
味
を
持
 っ
 た
も
の
で
、
 座
 と
も
ま
た
似
通
っ
た
も
の
で
あ
り
、
 座
 衆
を
指
す
の
で
あ
る
 0
 

一
 一
 

  

ヰ
ヱ
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座
 と
い
う
の
は
行
事
に
お
い
て
の
座
席
に
よ
っ
て
名
づ
 

け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
一
堂
に
会
す
る
も
の
は
 

多
 く
は
地
縁
的
に
結
合
 

 
 

個
 独
立
に
あ
る
の
で
は
無
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
す
。
 
へ
 て
が
相
互
に
関
連
し
、
統
合
さ
れ
て
、
始
め
て
全
体
の
組
 織
 が
形
成
さ
れ
る
し
、
 

そ
れ
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
の
行
事
も
遂
行
さ
れ
て
い
く
 の
で
あ
る
，
 

一
 一
 

て
い
く
。
 

そ
う
し
た
特
権
集
団
も
 、
 新
し
い
時
代
の
政
治
的
な
経
 済
 的
な
変
化
の
激
し
い
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
に
支
配
さ
れ
 て
、
 座
の
持
っ
て
 い
 

た
 特
権
が
次
第
に
部
落
の
も
の
全
体
に
開
放
さ
れ
て
 来
 る
 。
神
社
で
の
行
事
な
ど
特
権
を
持
っ
た
人
び
と
だ
け
で
 な
く
、
部
落
全
体
に
 ょ
 

っ
て
執
り
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
に
は
神
社
 の
 祭
り
に
関
す
る
座
の
持
っ
た
特
権
的
な
性
格
は
次
第
 に
 無
く
な
っ
て
来
る
の
 

で
、
こ
 う
 い
う
こ
と
は
む
し
ろ
新
し
く
出
来
た
部
落
 や
、
 部
落
の
性
格
を
喪
っ
た
よ
う
な
と
こ
ろ
に
起
っ
て
来
る
 現
象
と
い
っ
て
よ
い
。
 

し
か
し
そ
れ
と
は
ま
た
反
対
に
他
の
一
面
に
は
、
一
つ
 0
 集
団
の
特
権
的
な
性
格
が
強
く
な
っ
て
来
る
と
、
そ
の
 部
落
の
全
体
で
は
な
 

く
し
て
、
そ
の
う
ち
の
少
数
の
も
の
か
ら
成
る
特
権
 階
 級
が
 出
来
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
集
団
の
間
に
も
ま
 た
 職
能
と
か
身
分
、
 
お
 

る
い
は
血
縁
な
ど
に
よ
っ
て
 、
 い
ろ
い
ろ
の
特
権
を
持
 っ
た
 階
級
が
分
化
し
て
来
る
。
 

そ
う
い
う
場
合
に
は
同
じ
氏
神
に
対
し
て
も
幾
つ
か
の
 多
く
の
 座
 や
緒
衆
の
組
が
あ
る
こ
と
に
な
る
か
、
そ
れ
は
 お
 互
に
 佃
 関
係
に
個
 

      

て は よ 事 
  、 ぅ ま K= 

在 そ な た 参 
来 れ 場 そ 与 
の ら 合 れ す 
家 を が ら る 
筋 座 あ と の 
だ 外 る は で 
げ の 。 違 お 
で も す っ る 

、 の た て   
そ 、 わ   

れ 平 ち 部 
ま の 分 喀 
で も 家 の 
に の と う 

継 と か ち 
廃 し 転 で 
し た 入 も 

て り な 特 
来 、 ど 別 
た ま に の 

伝 た ょ 衣 
統 は っ の 

約 一 て も 

な 般 、 の 
権 八 軒 だ 
利 と し け 
な い く か 
ど う 増 組 
を 意 加 ん 

  
新 と の 以 
し か 、 外 
い 村 新 の 
家 人 し も 

を な く の 
除 と 一 は 

外 と 家 参 
し い を 加 
た っ 構 す   
団 そ も と 

体 れ の か 
な り に 出 
形 に 対 釆 
成 対 し な 
し し て い 
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そ
れ
て
も
っ
と
、
集
団
形
成
の
た
め
の
必
須
の
条
件
と
 な
る
も
の
は
、
む
し
ろ
共
同
の
目
的
を
持
っ
た
生
活
行
事
 に
 参
与
す
る
と
い
う
 

株
 

こ
と
で
あ
る
。
共
同
の
生
活
を
営
み
、
共
同
の
行
事
に
参
 与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
集
団
が
結
成
さ
れ
る
 

っ
 そ
れ
を
具
体
的
 

 
 

座
 

に
示
す
も
の
が
、
す
な
わ
ち
集
合
し
参
与
す
る
 座
 席
 で
あ
り
、
座
席
の
座
が
そ
れ
で
あ
る
。
 

の
し
か
し
こ
の
座
は
、
も
と
よ
り
座
席
の
座
で
は
あ
 る
が
、
そ
れ
が
同
時
に
集
団
そ
の
も
の
を
表
示
す
る
こ
 と
に
も
な
る
の
て
あ
る
。
 
す
 
⑨
 

 
 

宮
 

な
わ
ち
座
席
の
座
は
一
つ
一
つ
の
座
席
を
指
す
こ
 と
か
ら
、
全
体
の
座
席
、
し
た
が
っ
て
一
座
を
意
味
す
る
 こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
れ
が
 
5
 

件
 が
重
要
な
位
置
を
占
め
な
い
こ
と
に
も
な
る
。
 

 
 

ま
た
古
く
は
狭
い
耕
地
が
山
間
や
自
然
湧
水
の
ほ
と
り
 に
 散
在
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
も
幾
つ
か
が
集
ま
っ
て
は
 
一
つ
の
集
団
を
形
成
 

し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
そ
う
い
う
場
合
に
は
比
較
的
 に
 広
範
囲
に
ま
た
が
っ
て
結
集
し
、
し
ば
し
ば
地
縁
的
で
 は
あ
っ
て
も
、
そ
の
 条
 

集
団
を
形
成
す
る
こ
と
が
あ
る
。
 

 
 

  

す
な
わ
ち
水
田
で
な
く
て
、
畑
作
農
耕
の
場
合
な
ど
に
 は
 住
居
が
聚
落
を
な
し
て
い
な
く
と
も
、
地
域
的
に
広
範
 囲
 に
結
合
し
て
一
つ
の
 

  

成
 に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
 ぅ
 し
た
部
落
だ
け
で
な
く
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
場
合
に
も
 集
団
は
形
成
さ
れ
る
。
 

そ
れ
と
同
時
に
、
地
縁
的
な
結
合
は
多
く
の
場
合
に
は
 自
然
の
結
果
と
し
て
そ
う
で
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
 、
 必
ず
 し
も
必
然
的
な
条
件
 

で
は
な
い
が
、
し
か
し
農
耕
社
会
、
そ
れ
も
日
本
の
場
 ム
 
ロ
 の
よ
う
に
 濯
 潮
水
田
の
農
耕
生
活
で
は
心
殊
の
結
果
と
 し
て
地
域
を
同
じ
う
 す
 

る
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
れ
が
部
落
と
い
う
形
を
と
っ
 て
 来
る
。
そ
し
て
部
落
で
あ
る
か
ぎ
り
、
地
縁
的
集
団
で
 あ
る
た
め
に
、
日
本
の
 

農
村
社
会
の
よ
う
な
場
合
に
は
地
縁
的
条
件
が
必
須
な
 も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

そ
こ
で
集
団
の
形
成
に
は
、
む
し
ろ
地
縁
的
結
合
が
重
 要
 な
素
 要
 と
な
り
、
こ
と
に
水
田
農
耕
の
生
活
に
お
い
て
 は
 、
そ
の
部
落
の
形
 

  
    

  

し
た
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
血
縁
的
に
結
合
し
た
も
の
 で
あ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
も
そ
の
多
く
の
場
合
に
は
、
 血
縁
的
な
結
合
と
い
う
 

の
は
自
然
の
結
果
と
し
て
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
決
し
 て
座
 と
い
う
よ
う
な
集
団
の
結
合
に
対
す
る
必
然
的
な
条
 件
 で
は
な
い
の
で
あ
 

る
 。
 

  

  
  

・
 
中
革
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で る 以 的 い ぅ で 落 れ 約 れ 集 
も " と て 座   に い こ す は の 部 ぺ な ば そ 団 
と そ い し と 

も う っ て い                                                                           う しの そ 
と い て い う 

のを 林 （ 侍 か 意味 ぅ よい。 ，非 る の て の い 

ぶ で 株 常 権 
） ま と に 的 
は た い 広 な   
木 株 の 各 回 条 り 関 を に そ も 

件 、 係 同 参 の の の と は 地 と 

と 狭 が じ 写 生 で 
根 元 かいに見 宮わ用れ 
（ ね 座はぃは 株 座ら 、 
も な 員 れ そ てあ いる い ょ るこ こと 環が 境 、 
と ど た て れ   
） と る い と の う な を 条 の か 一 あ 密 る 
な も こ る 同 
ォ 旨 い と 移 長 じ 
す ぅ の （ よ 都 て な 

のこ でと 出かぅ 釆 ぶな 

同あ 、 がるしこ 資 とと も ち 合 地 
じ る 格 い を   
根 。 で ぅ 表 
一九 あ ょ わ 
か っ ぅ す 
ら 
幾 のに て、 なの 的 て 
つ と い 

か しもも 力 Ⅹ " " 
の も 大 地 う い 

幹 そ た 方 よ よ 

や ね い に   
枝 を 回 よ ぃ 域 が 
が 独 じ っ 

出 占 よ て 血 ・ 合 
て す う い 縁 
  る な ろ 約 し 
る こ こ Ⅰ 、 に た 

  が 
    

よ と と ろ 上 が は ら れ し 
ウ @@ の を と も っ に 、 限 」 て か 

ヰ @ し 出 意 違 し て 面 向 ら と お し 
釆 味 っ く 都 統 じ な は り 部 

そ る し た は 落 な く い 群 、 落 
の も て 語 職 と 同 部   （ 地 と 

本 の い を 能 も じ 藩 部 む 縁 な 

  



      """"" 一 " 一 " 「 "" """ イ 

  

官 の 座 と 林 

の り に 中 ぅ の う 血 な 最 は な 

そ う 無が的 5 5 す     
、 の に で ょ は に い て か 独 与 伝 受 を る   

こ こ 神 も っ 血心 こ 来 、 古 す 続 け 心血 そ かそ 

か 軒 殿 と 種 よ 的 
ィ 中 あ 株 も を っ な     る 老 れ こ 独 っ と か と   
ち と っ 的 す 先 が べ だ る の 占 た 理 し し   
る い て な る 祖 あ @ 
い う い も こ か る     強調 きものけで て 座 性質の 資格は 的な 傾 もので 解して 血縁関     V ァ し 

も 

な たもの ィ ともの仲間 大原村 ある。 あるが 孫 へ、 はなく 数人で 構成す のであ ずしも を持っ るとい くので はもと る 

い を 野 、 親 て 組 る る 伝 た っ あ も で 
そ か も っ 「 本才 

    

て 座 で ね ら   れ 
い 」 は   た ほ で い し 然   ら 

る と ネ中 し ほ の の ま と 継 あ 。 か の そ か 

て と 成 し 結 し ら 

も 果 て 見 。座 そ も 受け 員 た ような る たは 当 えば 部 本され と に こ て   れ 継 る 陽 香 蒲 た と も ほ れ も 

習 先 い ま が 賢 台 む の も い と か を 株 
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志
 ）
。
八
瀬
で
も
明
治
の
こ
ろ
ま
で
は
神
殿
株
が
三
十
八
 軒
あ
ク
て
 、
こ
れ
を
ダ
 イ
ケ
と
 い
り
て
い
た
（
京
都
 古
 習
志
 ）
。
あ
る
い
は
大
家
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
 

南
部
の
相
楽
郡
川
西
村
植
田
で
は
名
主
体
と
い
い
、
 こ
 れ
を
ま
た
神
主
 株
 と
も
い
っ
て
い
る
（
肥
後
和
男
「
宮
座
 

の
 研
究
」
四
五
頁
）
。
 

ま
た
丹
波
加
佐
郡
東
大
浦
村
野
原
で
は
、
昔
は
七
、
八
 軒
の
 ホ
ー
リ
（
 祝
 ）
株
が
あ
り
、
一
年
交
代
で
祝
を
勤
め
 、
神
官
と
も
い
っ
て
 い
 

た
 
（
 
ひ
だ
 び
と
、
九
巻
六
号
三
一
頁
）
。
 

そ
れ
が
奈
良
県
吉
野
部
で
は
一
帯
に
公
事
局
 株
 と
い
っ
 
て
い
る
（
宮
座
の
研
究
）
。
和
歌
山
県
で
も
那
賀
郡
麻
生
 津
村
に
は
こ
れ
と
 同
 

じ
く
、
昔
は
六
十
一
戸
の
公
事
家
と
い
う
座
が
あ
っ
た
。
 こ
れ
に
よ
る
と
 株
 と
い
っ
て
も
 座
と
 同
じ
こ
と
に
な
る
 と
い
っ
て
よ
い
。
 

福
井
県
敦
賀
市
香
具
で
は
十
二
軒
の
宮
株
が
あ
り
、
 ま
 た
こ
れ
を
 宮
 百
姓
と
か
 宮
 講
中
、
諸
戸
な
ど
と
も
い
っ
て
 い
る
（
昭
和
十
二
年
 

セ
月
 十
四
日
調
）
。
鳥
取
県
東
伯
郡
三
徳
村
坂
本
部
落
で
 も
本
家
と
分
家
七
軒
で
持
つ
神
人
株
と
い
う
の
が
あ
っ
 て
 、
そ
れ
が
祭
を
営
み
、
 

最
近
で
は
隣
村
の
東
、
西
小
 鹿
村
 の
も
の
を
入
れ
て
 北
 座
 と
し
、
南
北
二
座
と
な
っ
て
い
る
（
山
村
生
活
の
研
究
 四
一
 0
 頁
 ）
。
 

ま
た
当
屋
が
特
別
の
家
で
あ
る
八
戸
か
ら
成
っ
て
い
る
 た
め
に
、
岡
山
県
美
作
の
真
庭
郡
美
和
村
 樫
東
 で
は
、
 ，
 
」
れ
を
当
屋
 株
と
い
い
 

（
岡
山
県
神
社
資
料
、
真
症
一
四
二
頁
）
、
久
米
郡
 

塀
和
 村
中
 塀
和
 で
も
当
金
 株
 と
い
う
の
が
あ
る
（
同
上
、
久
米
 上
 
八
四
頁
）
。
 

兵
庫
県
で
は
、
広
く
正
月
の
座
の
行
事
を
頭
（
と
 う
 ）
 と
い
っ
て
い
る
。
当
番
で
経
営
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
う
 

い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
 

が
 、
有
馬
部
地
方
で
は
、
そ
れ
に
参
与
す
る
も
の
を
 御
 党
株
 と
い
っ
た
。
有
馬
 部
 蓋
付
大
川
瀬
で
は
、
古
く
か
ら
 御
先
度
 に
 御
免
株
が
あ
 

り
 、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
こ
れ
に
加
入
せ
し
め
な
い
 習
 慣
 で
あ
る
（
兵
庫
県
神
社
誌
上
巻
八
五
一
頁
）
。
人
参
 村
 下
 小
名
田
で
は
 
党
株
と
 

い
っ
て
、
一
般
の
氏
子
に
卓
越
し
た
祭
儀
の
執
行
権
を
 も
つ
二
十
軒
の
も
の
が
い
る
（
同
上
巻
七
五
 セ
頁
 ）
。
 貴
 志
村
上
内
神
で
も
頭
株
 

と
い
う
の
が
六
株
、
出
番
 株
は
千
 株
か
ら
な
り
、
株
数
 の
 増
減
を
許
さ
な
い
（
同
上
巻
八
四
七
）
。
そ
こ
で
三
輪
 町
 桑
原
で
は
現
在
頭
株
 

が
 二
十
七
名
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
 幸
 原
村
主
（
す
ぐ
り
）
 

の
 血
統
だ
と
い
っ
て
（
同
上
巻
八
二
一
四
）
、
そ
の
特
別
は
 
家
柄
を
誇
っ
て
い
る
。
 

同
じ
よ
う
に
し
て
加
東
都
来
往
 村
 あ
た
り
で
は
、
「
 ま
 と
 う
 」
神
事
と
い
っ
て
的
を
射
る
行
事
が
あ
り
、
そ
れ
に
 出
る
も
の
は
 氏
 ・
子
の
 ㏄ 82)  牢 

 
 

  

  

  

  

  

  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

  

    

株
か
 血
縁
的
集
団
て
あ
る
の
と
同
し
く
、
ま
た
そ
れ
 以
 上
に
血
縁
的
関
係
を
示
し
て
い
る
の
に
、
 

筋
 と
か
分
と
い
 
ぅ
 こ
と
か
あ
る
。
 
当
 

屋
筋
 と
い
っ
た
り
、
頭
分
（
社
会
と
伝
承
、
二
巻
 三
呈
 二
八
頁
）
と
い
っ
て
、
血
縁
的
な
家
筋
や
身
分
を
示
し
て
 い
る
。
 

林
家
筋
や
身
分
を
示
す
の
に
、
刀
禰
と
も
い
っ
た
 が
 、
ま
た
 待
 と
か
、
俗
に
ダ
イ
 ケ
 
（
大
家
）
と
も
い
 う
と
 こ
ろ
か
あ
る
。
す
て
に
京
都
 

と
 
市
右
京
区
嵐
山
の
松
尾
神
社
で
は
、
古
く
「
 侍
 座
上
 八
人
祭
礼
 ノ
 常
灯
油
 ヲ
 備
進
」
（
 嘉
祓
 三
年
九
月
東
寺
 百
 ム
ロ
文
書
）
と
あ
る
か
、
中
京
 

座
区
 壬
生
の
壬
生
寺
で
は
、
十
人
衆
の
こ
と
を
十
人
 待
 と
い
っ
て
（
京
都
吉
留
 志
 、
新
刊
三
三
 0
 頁
 ）
、
普
通
 と
は
違
っ
た
士
分
の
も
の
 て
 

の
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
奈
良
県
山
辺
郡
部
分
の
 
都
 介
 山
口
神
社
て
は
、
氏
神
の
子
孫
と
称
す
る
も
の
を
 宮
 侍
 座
乗
と
い
い
、
他
村
他
国
 
拘
 

 
 

宮
か
ら
 来
 た
百
姓
や
商
人
を
平
百
姓
と
い
っ
て
区
別
 し
た
 
（
大
和
志
 料
 ）
。
 

  

  
  

株
 、
獅
子
株
、
御
食
 株
 、
御
座
 株
 、
楽
 株
 と
い
う
よ
う
 に
 、
職
能
に
よ
る
分
担
が
複
雑
に
な
っ
て
来
る
と
、
そ
れ
 ぞ
れ
の
役
割
を
担
当
す
 

る
こ
と
の
出
来
る
特
別
の
家
柄
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
 ，
 
」
れ
ら
は
す
で
に
も
述
べ
た
座
と
同
じ
く
、
ま
た
村
と
い
 ぅ
 の
と
も
同
じ
も
の
で
 

あ
る
が
、
た
だ
 株
 と
い
う
場
人
口
に
は
、
多
分
に
血
縁
的
 
な
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

も
と
も
と
 株
 と
い
う
こ
と
は
血
縁
集
団
を
示
す
場
合
が
 し
ば
し
ば
あ
る
が
、
株
と
い
う
こ
と
で
部
落
の
行
事
に
参
 与
す
る
特
権
集
団
を
 

示
し
て
い
る
の
は
、
ま
ず
京
都
府
、
奈
良
県
の
地
方
か
 ら
 兵
庫
県
あ
た
り
に
多
く
、
ま
た
岡
山
県
あ
た
り
に
も
 少
 な
く
な
い
と
い
っ
て
よ
 

五
 

か
 よ
 う
 に
し
て
京
都
府
何
度
 郡
東
 八
田
村
 於
 手
技
の
 八
 幡
 宮
で
は
、
分
担
す
る
役
目
に
従
っ
て
祐
宣
 株
 、
御
輿
 株
 、
小
袴
 株
 、
 鼻
長
 

 
 （

兵
庫
県
神
社
訪
中
巻
四
二
五
頁
）
。
ま
た
岡
山
県
浅
田
 
郡
 金
光
町
 須
 恵
で
は
、
八
幡
宮
の
灯
明
 株
 と
い
っ
て
 十
 五
軒
の
特
殊
な
家
が
あ
 

り
 、
そ
れ
か
ら
当
屋
と
な
っ
て
勤
め
る
（
昭
和
二
十
年
 四
月
二
十
一
日
 瀬
良
 益
夫
氏
 報
 ）
。
 

 
 

 
 

 
 

う
ち
特
に
ま
と
 5 
株
と
称
す
る
 セ
 軒
の
家
か
ら
、
男
子
 が
 
一
人
ず
っ
出
仕
し
た
が
、
現
在
て
は
株
を
廃
し
て
 氏
 子
 申
の
輪
番
役
と
し
た
 

      卸 

  



  

  

Ⅰ
 
"
"
 

そ
れ
ら
に
は
い
ず
れ
も
血
統
的
に
差
別
し
た
も
の
が
あ
 る
 。
し
か
し
そ
れ
も
も
と
も
と
血
統
的
な
も
の
で
あ
っ
た
 と
い
う
の
で
は
な
 

い
 。
た
と
え
実
際
に
お
い
て
血
縁
関
係
に
よ
っ
て
結
合
 さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
自
然
の
結
果
と
し
て
血
縁
的
に
 な
っ
て
い
る
の
で
あ
 

る
 。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
挙
げ
た
 株
 や
そ
の
他
の
血
 締
約
身
分
、
家
柄
を
示
し
た
よ
う
な
も
の
に
し
て
も
、
 そ
 の
す
べ
て
の
も
の
が
、
 

そ
う
で
あ
っ
た
と
も
い
え
な
い
。
 

ま
た
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
古
く
か
ら
血
統
的
で
あ
っ
た
 と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
古
く
は
血
統
に
 よ
 る
家
柄
、
 身
 分
な
ど
を
余
り
問
題
 

に
し
な
く
て
、
そ
れ
よ
り
も
、
部
落
の
よ
う
に
地
域
に
 よ
っ
て
統
合
さ
れ
た
社
会
で
は
、
そ
の
部
落
の
各
個
人
の
 間
 、
も
し
く
は
各
家
々
 

の
間
に
は
、
階
層
的
な
差
別
が
極
め
て
少
な
い
。
し
た
 が
っ
て
部
落
の
す
べ
て
の
 人
 ひ
ど
が
同
様
に
そ
の
行
事
に
 も
参
与
す
る
こ
と
が
 出
 

釆
 、
そ
こ
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
す
な
わ
ち
 部
落
集
団
に
個
性
が
あ
り
、
そ
の
ほ
か
の
部
落
や
人
 ぴ
と
 に
 対
し
て
、
部
落
と
し
 

習
志
 、
新
刊
 二
 0
 六
頁
）
。
 

同
じ
よ
う
な
こ
と
が
兵
庫
県
有
馬
 部
 大
沢
村
田
西
原
の
 天
満
宮
で
は
、
 
昔
 京
都
の
北
野
神
社
か
ら
分
霊
を
勧
請
し
 た
 岩
村
の
宗
家
元
 大
 

家
が
あ
り
、
こ
れ
を
年
番
 祀
宣
と
 称
し
て
い
た
が
、
 
後
 に
は
そ
の
う
ち
二
大
家
が
絶
滅
し
て
 セ
 大
家
と
な
っ
た
 
（
兵
庫
県
神
社
誌
上
巻
 
セ
 

セ
 八
頁
）
。
 

同
じ
よ
う
な
こ
と
が
大
阪
府
北
河
内
郡
津
田
村
津
田
の
 一
 
二
宮
神
社
で
は
、
祭
祀
は
昔
か
ら
一
定
し
た
氏
子
百
三
十
 九
軒
が
 掌
 ど
る
が
、
 

こ
の
家
柄
を
古
 軒
 と
い
い
、
寛
永
七
年
の
記
録
に
よ
れ
 ば
 津
田
村
に
六
十
九
軒
、
 

藤
 坂
村
に
十
 ゼ
軒
 、
杉
村
に
 六
軒
、
官
廷
 村
 に
十
二
 

軒
 、
 穂
 谷
村
に
二
十
六
軒
の
古
 軒
 が
あ
っ
た
（
大
阪
府
 神
社
 誌
 資
料
下
巻
 一
 0
 五
九
頁
）
。
 

志
 、
新
刊
一
九
五
頁
）
、
八
瀬
で
も
同
じ
く
ダ
 

イ
 と
も
い
 ぅ
が
 （
社
会
と
伝
承
六
巻
三
号
一
六
頁
）
 

、
グ
ィ
ケ
 と
も
 い
っ
て
い
る
（
京
都
 
古
簿
 

ダ
 イ
ケ
 が
大
家
で
あ
る
か
ど
う
か
、
こ
れ
は
明
か
で
な
 い
が
、
京
都
市
北
区
議
 原
 で
は
社
家
の
株
を
ま
た
ダ
 イ
と
 も
い
い
（
京
都
吉
留
 
如
 

  



と
 
現
在
の
担
当
者
に
対
し
て
、
そ
れ
が
当
番
で
あ
れ
 

ば
 、
そ
の
前
の
担
当
者
を
「
 

所
 当
」
（
 
さ
 ぎ
と
 
う
 ）
 な
 ど
と
い
っ
て
、
当
番
を
済
ま
 

 
 

 
 

 
 

宮
 て
の
意
味
も
あ
る
が
、
当
番
を
助
け
て
部
落
の
行
 

事
 に
参
与
し
特
別
な
役
割
を
果
た
す
。
し
か
も
こ
の
役
割
 

は
 決
し
て
余
人
を
以
て
換
え
Ⅱ
 

株
 

て
 、
特
別
の
も
の
と
さ
れ
る
。
 

  

こ
の
行
事
に
参
与
す
る
場
合
の
役
目
の
分
担
が
直
ち
に
 階
層
の
分
化
で
あ
る
と
も
い
え
な
い
。
役
柄
や
身
分
は
個
 々

人
に
違
っ
て
未
て
 

も
 、
そ
れ
は
ま
ず
午
食
そ
の
他
の
順
位
に
 よ
 る
も
の
で
 あ
っ
て
、
終
身
と
か
世
襲
と
い
う
の
と
は
違
っ
て
い
る
。
 決
し
て
家
や
個
人
に
 附
 

い
た
特
権
的
な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
役
柄
 や
 職
分
の
差
異
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
個
人
や
家
の
 職
能
や
技
能
に
 よ
 る
も
 

の
で
も
な
い
。
そ
れ
で
も
こ
れ
ま
た
一
種
の
階
層
の
差
 別
 で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
出
来
よ
う
。
 

す
な
わ
ち
そ
れ
ら
の
人
で
げ
が
、
ほ
か
の
一
般
人
と
は
 区
別
さ
れ
て
、
部
落
の
い
ろ
い
ろ
の
行
事
に
お
い
て
も
 特
 別
な
 身
分
を
持
っ
て
 

来
 る
。
誰
に
で
も
出
来
る
こ
と
が
ら
で
あ
っ
て
も
、
 特
 定
の
人
に
限
っ
て
そ
の
役
目
を
担
任
す
る
こ
と
が
出
来
る
 わ
け
で
、
そ
う
い
う
 意
 

味
 で
は
、
こ
れ
も
一
種
の
特
権
的
な
階
層
で
あ
る
と
い
 っ
て
よ
い
。
 

そ
れ
も
特
に
一
人
だ
げ
に
限
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
が
、
 部
落
の
行
事
が
素
朴
で
、
複
雑
で
も
な
い
よ
う
な
 場
ム
 
ロ
 に
は
、
そ
う
し
た
 時
 

別
の
身
分
を
持
っ
た
も
の
は
、
行
事
の
中
心
と
な
っ
て
 指
導
的
な
役
目
を
担
当
す
る
も
の
だ
け
で
あ
る
の
が
普
通
 で
も
あ
ろ
う
が
、
し
ば
 

し
ば
そ
れ
に
附
随
し
て
い
る
 い
 ろ
と
協
力
的
役
割
を
果
 た
す
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
も
の
が
そ
の
他
一
般
の
も
 の
か
ら
も
区
別
さ
れ
 

  
げ ぃ て 

そてぅ殊 、 っこ特   
事 そ 部 格 
は の 落 を 
大 場 集 持 
ぎ 合 団 っ 
な に の た 
組 は ぅ も 

織 付 ち の 
を ほ に と 

持 ど は さ 
っ か 、 れ 

た そ 別 る 
も の に   

0 行 持 
と 車 種 
な に 的 

  
て な 
の ど 
イ 支 もま 

柄 あ   
あ 得 
る な 
こ い   
に し 

な か 
る し ま 
そ た 
の ィ干 

後 事 
柄 に 
が 当 
い っ 

ろ て 
い そ 
ら め 

に 座 
な 席 
っ Ⅴ こ 

参与す 来 て 

る る 
だ と 



球簗ザ ・ ;.'         

  

  

 
 

 
 

    

  

モと  
 

 
 

 
  

 

 
  

 

  

 
 

一
号
所
載
の
拙
稿
「
宮
座
の
い
ろ
い
ろ
」
に
続
く
も
の
で
あ
り
、
 

参
照
し
て
も
ら
え
 

ぼ
 幸
で
あ
る
。
 

   
 

 
 

 
   

奈
良
県
宇
陀
郡
大
宇
陀
町
官
臭
の
飼
主
神
社
で
は
氏
子
 は
わ
ず
か
に
二
十
一
戸
、
そ
れ
が
四
組
の
垣
内
に
分
れ
て
 い
る
。
当
年
の
当
屋
 

を
 本
宮
サ
ン
と
い
い
、
来
年
の
当
屋
を
若
宮
サ
ン
 と
い
 い
、
そ
の
次
の
年
の
当
番
を
再
来
 些
 と
い
う
。
そ
の
ほ
か
 祭
典
に
関
与
す
る
も
の
 

六
、
セ
 人
を
当
人
と
い
い
、
こ
れ
ら
が
当
屋
 座
 を
つ
と
 め
る
当
人
、
す
な
わ
ち
当
屋
を
中
心
に
し
て
特
別
の
役
割
 を
 担
当
し
て
い
る
（
 昭
 

和
 十
二
年
九
月
十
三
日
調
）
。
こ
れ
は
一
種
の
長
老
 
制
と
 い
う
こ
と
に
も
な
る
が
、
そ
れ
が
ま
た
宮
座
を
経
営
す
る
 の
で
あ
る
。
 

実
際
に
お
い
て
素
朴
な
段
階
で
は
、
特
別
な
職
分
と
か
 身
分
を
規
制
す
る
よ
う
な
こ
と
も
な
く
、
部
落
の
行
事
は
 
一
人
の
当
屋
ま
た
は
 

当
人
が
す
べ
て
の
行
事
を
担
当
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
 任
務
が
複
雑
に
な
っ
た
り
、
重
大
な
意
味
を
持
つ
 2
5
 に
 な
る
と
、
当
番
一
人
。
 
た
 

げ
 で
な
く
、
幾
人
か
の
協
力
者
が
出
来
て
、
こ
こ
に
 一
 つ
の
祭
祀
 団
 が
出
来
る
。
こ
れ
を
さ
し
て
宮
座
と
い
う
 場
 合
 が
あ
る
。
 

る
こ
と
が
あ
る
。
 

き
な
祭
礼
行
事
な
ど
が
執
り
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 そ
 ぅ
 し
た
場
合
に
、
こ
の
祭
礼
担
当
者
の
一
団
が
し
ば
し
ば
 官
産
 と
称
せ
ら
れ
て
い
 

  

る そ 
    
て ・ 

当 

番 
ま 

ア 。 @ 
@ ま 

当 

屋   
  
な 
る 

も 

の 

そ 
の 

人 
ナ " @ 
げ 
で 

な 

く、 

そ 

の   
目 U 
後 
の 

も 

  
数 
  
化ァ " 一 

よ 
  
て 

部 
落 
の 

た行 

事、 
    
  
v ァ し 

氏 
神 
  
大 

( 俺 6) 
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Ⅰ
 

@
 

る
こ
と
の
出
来
る
も
の
て
も
な
く
、
部
落
の
う
ち
で
も
 一
定
の
規
準
に
し
た
か
つ
て
、
そ
の
資
格
 か
 与
え
ら
れ
る
 特
権
的
な
も
の
 
て
あ
 
は
 

 
 



  
  
  

  

  

      " 克 。 ""             

原始神道と 4 ム教の融合 日本 故宮地であるこの 来た。 るのも 幡（ ウ と「八 し し @ @ れてい 論考や （ ） l 
点 、 博 。 平 サ 幡 に る 、 最 宗 
か 士 従 安 ハ 」 於 。 宗 近 教 
ら も っ 以 チ を て 教 報 史   
み 「 て 後 7 % 八 学 吉 上 
る ヤ 奈 で ン に 幡 約 さ 極 

に い 重   立 る 要 

っ論 て 考問 な 
4 ム と 題 

の     の も っ 

関 朝 て   
K こ 語 る 

た が 論 を 信 

  
神の り 、 （ ）一 2 て 一 一 

文 語 信 

大 読 る 野 学 的 が ミ   的 な あ 開 け 明㌧「 て 、 も ヤ 」 宮 はみ ダ 刀 、   申 
の ら ハ の え く た 繊 か こ 

  論 か タ 語 な と と な ら れ 関連 に の神」及であにされ しかみ 、。「 し も文献 思われ 考証を 信 その 

野 
さ 仰 し 

りなで 、 い おず え 宇に 佐は。 る 
  」 

ね め て 
少 ま っ 奈 し た 宗 孝 
く ま た そ の 良 か す 教 く 

と で 事 の 語 時 し ぐ 内 の 

幡 

も あ に 読 が代 田 れ 容 学 
八 ％ な み 附 ま 中 た を 説 

も 加 で 氏 論 探 が 
「 さ は の 文 （ ろ 発 

台目 

幡 宮 たずる 。 ）の で 矢れ 「説 が ゑ 5 表 

神 （ あ 河 て 字 に 発 と さ 
で 表 し れ 
@   さ た て 

13 (@7) 

        

原
始
神
道
と
仏
教
の
融
合
 
口
 

｜
 八幡
神
成
立
の
源
流
に
つ
い
て
 ｜
 

 
 

  



 
 

  

キ が る れこ 

ミ 本 仏 。 伝 持 
） 部 数 わ 代 
の   に の る を 
詩 人 公 場 と 

が T っ 伝 

と ） て りま       
げ の 天 は い   
ら で 皇 氏 宗 

仏 
れは るな 十 三   

。 い 年 人 伝 受 
法 か 王 
師 と 申   宗 の形 

首 謀 五 

済 は 二   
聖 徒 ） 酉己 ひ よ 

明 来 （ 階 次 
三 も 正 級 の 三つ 孫 あっの 確に 入 に 

と た は っ の 
し 。 七 て ケ 
て 例 年 ノ り - 丁 l 
掃 え 戊 く ス 

化 は 牛 場 が 
九 僧 l 
倭 侶 五 会者 ぇ 
君 の 三 ， 

の 意 八   
0% る   両 

あ る で 者 第 
る 「 あ が 、 一 

。 法 る 同 は 

書 師   時 文 
細 君 然 に 配 
に 。 --  る 入 隅 
よ （ に っ 級 
る ハ 分 て に 

と   ソ 仁 ァ一 打 火 
父 シ 以 く づ 

斯 キ 前 場 て 
若 さ に 我 既 

合そ 、 れ 

の ホ に   と が 
釆 ウ ィ ム で 民 
朝 シ 教 あ 聞 

て の は な 

、 ）（ ）ⅡⅠ ） 6 （ ミリ （ ） ん廿 （ ） 3 （ ） 2 （ ） 1 拝進 、八幡 薦 摂社 管見に 極めて ム肩 し 

拙 宮口 四 竹田 信 人 ょ 童 祀 

中宮 人 と 仰   於 も の か み る縁 昭和姉 （昭和 周遍 」 台」（ （徳島 て論 鎮座 地は と思 

八 三 （宗 太 じ し 豊 わ 起 
）一 神教学   、 て 前 れ の 

適所 紀 先 い （ る 上 

    
和 三 ぎ 最 の い る 
三 四     た 初 入 て     
  い の 幡 は 地 

と 八 地 面 理   
思 幡 万 田 的 

5 の 割（ 祀現 博条 千件 
で の 中 も は 
あ 社 津 全 日   

え で れ ネ 申 

て あ ら 社 

信仰 いる（ 6 り、 れて 

。 ） 其 い の 

こ 処 な @ 
の に い 源 
見 「 を 
論ず 地に 宇佐 

上 宮 る 
つ 」 F ァ し 

( 俺 8) 14 



原始神道と仏教の 融合 

こ
の
よ
う
に
仏
教
の
渡
来
は
欽
 明
 十
三
年
以
前
に
民
間
 各
地
に
受
容
さ
れ
て
い
た
事
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
 が
 、
こ
の
仏
教
は
書
 

紀
 に
よ
る
と
 欽
明
 十
三
年
十
月
十
三
日
百
済
聖
明
王
に
 よ
る
仏
像
経
論
等
の
献
上
に
よ
り
、
蘇
我
稲
目
が
向
原
 

の
家
を
寺
と
し
た
に
 始
 

る
 。
従
っ
て
固
有
神
道
を
も
つ
為
政
者
皇
室
の
仏
教
 受
 容
 に
つ
い
て
は
天
皇
自
ら
も
決
し
得
ず
、
群
臣
の
意
見
も
 賛
否
両
論
で
あ
っ
た
。
 

し
か
し
敏
達
天
皇
を
経
て
用
明
天
皇
の
御
代
に
な
る
と
 事
態
は
変
っ
て
来
た
。
書
紀
養
二
十
一
、
用
明
二
年
（
 五
 八
セ
 ）
 丁
 朱
夏
四
月
 乙
 

已
朔
 丙
午
 
D
 一
日
）
の
条
に
よ
る
と
次
の
如
く
あ
る
。
 

足
日
大
畠
 得
病
 遠
人
 宮
 、
群
臣
 侍
焉
 、
天
皇
 詔
 群
臣
 日
 、
 挨
 思
欲
 帰
 三
宝
、
柳
箸
議
定
、
群
臣
入
朝
雨
 議
 、
物
部
 守
屋
大
連
 年
 中
臣
 勝
 

海
道
、
違
 諮
 議
日
、
何
 背
 園
神
 敵
他
 神
位
、
由
来
不
識
 若
 期
央
、
蘇
我
馬
子
宿
禰
大
臣
 日
 、
可
 随
詔
 前
奏
功
、
 
誰
 生
兵
 計
 、
 於
是
 皇
弟
 

子
繋
梯
町
姥
 ㌻
 鮫
鵜
 郡
司
豊
国
法
師
 棚
 昔
人
 於
 内
裏
、
物
部
 守
屋
大
連
 耶
 現
人
悪
（
以
下
略
）
 

（
 
4
 
Ⅰ
）
 

こ
の
・
条
は
元
興
寺
縁
起
所
収
の
丈
一
八
光
背
 銘
 に
あ
る
 銘
 文
 に
よ
 る
と
確
実
な
史
料
と
云
わ
れ
て
い
る
。
同
縁
起
に
 よ
る
と
天
皇
の
態
度
 

は
 確
立
し
て
い
る
が
、
こ
と
さ
ら
に
群
議
に
か
け
た
 ょ
 う
 に
書
紀
生
記
さ
れ
て
い
る
の
は
書
紀
編
纂
の
時
の
造
作
 で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
 

る
が
、
問
題
は
為
政
者
皇
室
が
公
的
に
受
容
す
る
為
に
 は
 群
臣
に
は
か
ら
な
け
れ
ば
で
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
と
、
 物
 部
 、
申
 臣
 に
反
対
さ
れ
 

 
 

(
4
8
 

た
が
蘇
我
氏
の
賛
成
に
よ
り
皇
弟
は
直
ち
に
「
豊
国
法
 師
 」
を
内
裏
に
入
れ
て
い
る
。
 

こ
の
史
料
か
ら
み
る
と
、
天
皇
の
態
度
は
既
に
決
っ
て
 い
た
事
も
 5
 な
 づ
か
れ
る
が
、
畿
内
に
も
多
く
の
法
師
が
 い
た
で
あ
ろ
う
と
 思
騰
 

（
 
3
 ）
 

開
か
れ
た
と
伝
え
て
い
る
。
 

  
影 草 る が 

    O が滋賀 五 五 た、 当 本朝 法 えられ 

に 時華 て ） 

である いたと の人は 験 記を - いる。 
い 大 引 か 
っ 唐 い ら 
て め て 
い 神 継 た 

と 

るすと 。 ） い 休十   
又 っ 六 重目細 性 堂号 て な十 

刊 い （ の 

    二月 継 は て、 Ⅰ わ 

皇叡漬 れても、 体天 

少 
@ ス司馬 （ 五 O 岳 裏話 

も錠明 五一 セ / 顕 にも 達人が 

= 宗 末 大 

皇土 

      
善 ）市 正 
正 に 郡 二 
に は 坂 ） 
よ 北 田 よ 

っ 正 康 @ 
て の に 降 
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の     で 豊 侍 曹 百 わ 

と あ 大豆十一 一     一 あ 同 国 は 後 済 れ 
" も " る れ 法 皇 の 入 る 

り達郎 " 率 豊国にでの道の 泉 " 点と間民 豊 奇豊 3 に的前因惨 め 
同 巫 ハ 神 つ あ 部 数 同 前 巫 回 か し も 豊 名 我 に 
横 位 釆 別 い る 合 の 族 国 の か 。 て 豊 後 の 国 阿 
の 奉 文 夫 て 。 の 信 で 田 後 ら こ も 後 一 切 化 が 
- 一 月 - - 己 、 軍 神 は 結 仰 新 川 身 既 の こ と 国 見 、 故 
事 佛 同 の 既 果 」 羅 郡 の に 点、 の い の は 来 に 

生 の 糸 に 為 雄 に 豊 5 時 文 定 光 に雄 は続 賜姓 条に祖 、 
後 立 神 略 １ 0 昭夫帰化系譜れたではは 香し つ 、 前の より でな 武二 伝法 J 、 ト 

細 部 焼 天 も を 九 春 あ 皇 て 因 む け 年 末 豊 
巻 連 連 皇 
十 、 日 

ム 
御 A であので ね し 写 ー、 神が るま （ （ 四 考え から しろ ば   

五 口口   体 
  不 

七 位 像 師 はある（ を入 たもの 赤 る 。 ） 8 ありそ 力 し 、、 O 五七（ られる 態々 宮 豊助 曲 で ならな D. ・ 故宮 豊 

の ま と 染 れ 四 事 申 あ い セ 俊 六   時 い い 氏 は 七 に に ろ 。 0 氏 せ 
聖 使 V ァ し か わ は 新 
承 香 も 。 れ常羅 九 ）次 % 浅うげ 節 。 だ 九間し ） 、 め 
和 裁 入 て 世 国 御 の を し で 史 た 
十   色 内 ぃ 連 神 体 二 病 、 お 失 の 
  雄 し 小 魚 気 
年 命 ナ， @ るとと 。 呼い 像 が 平 土 方伯であ 豊国 り 、 （ ） 5 @ 

  

セ 之 筑 か ば わ 0 者 癒 ほ 豊 似 ろ 
月 後 紫 

曲 
も 前 国 ぅ 

丙 世、   かれれ（ る、 り ） 時 もら えの 祈 と の 呼 か 
午 国 枚 帯 そ 「 れ 願 も 国 之   
朔 雄 奇 に 世 の 聖 る の と 名 」 豊 
已 略 巫 こ 神 祭 国 。 為 豊 和 と 国 
末 大 と こ の 祀 奇 で 言 一 日 U 見 活 

亘丸 に 信 実 巫   豆田Ⅲ 出 」 
あ ヲヒ む ま つ 師 

育 仲 田 ろ 都 人 て に 
四 体 法 つ む は   ハ ノ ツ が 宝 い つ 

日 不 師   た 有 妻 召     中 ニ る い 

像、 と 豊 し 氏 介 本 年 。 て 
の の 因 て で       入 で の こ は 

条 因 関 法 い お ら 内 あ 戸 こ 元 
Ⅴァ 目 鼓 4% 師 た り れ せ っ 籍 に 享 
も 召 で ・ と て   
み 上， あ は 下 そ       め 訳書 ね た であ 豊後 

え 筑 る こ 出 の る （ る 
珪亘 が る   れ 積 司 。 6 - と るか げで と 事 己 使 さ 嚢て 国 寄 与 祭 

豊国 

  あ ら さ に 
  奇 新 帰 民 音 ハ ト ツ る 、 れ よ 
の 巫 撰 化 説 方 法 事 か 用 て る 
場 姓 八 で 染 師 n ら 明 い と 

合 
令真 

氏 の は 氏   伺 、 天 る 「 
も 録 入 が 

宗 救民 「は 奏 
こ 皇 が 或 

大 棟 巻 内 故 の の 、 日 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 



Ⅰ 4   

  

  
 
 

 
 

幹
は
巫
僧
 で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
事
が
想
像
さ
れ
 る
 。
 

簗
 

更
に
禰
宜
 尼
 よ
り
古
く
八
世
紀
初
頭
に
お
け
る
 重
 且
 
前
に
お
け
る
沙
門
で
最
も
著
名
で
あ
り
 又
 唯
一
の
正
史
 に
 現
れ
る
人
物
に
法
 蓮
 が
あ
 

睦
 
五
日
）
の
条
に
砒
石
。
浅
薄
は
そ
の
医
術
に
よ
っ
て
ぬ
一
旦
前
因
 

四
十
（
 

0
 ）
 

野
 

町
を
賜
っ
て
い
る
。
続
紀
養
三
、
文
武
天
皇
大
宝
三
年
 
（
 セ
 0
 三
）
九
月
 奏
丑
 
（
二
十
  

 
 
 

(
4
9
 

姶
 

 
 

原
 

施
僧
浅
薄
豊
前
因
 野
 四
十
軒
、
褒
医
術
 也
 、
 

 
 

  @-,.  @  .  ...    .  -  -    .-.  ...,@-@,@,,,  ,.-r-l-  ..  ,@@  ,  .-.'@7.@.,'-'  ...@@ 

豊
下
手
 に
 対
し
て
で
あ
り
、
 
奇
 巫
へ
の
期
待
は
そ
の
 医
 術
 で
あ
っ
た
事
は
明
で
あ
る
。
そ
の
点
豊
国
法
師
の
入
内
 と
そ
の
目
的
を
一
に
し
 

た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
が
、
こ
こ
に
み
る
 奇
正
と
は
 奇
 な
る
 巫
 者
で
あ
り
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
に
お
け
 る
 中
心
で
あ
る
。
勿
論
玉
音
 

に
は
男
女
両
性
が
あ
り
、
日
本
で
は
み
 こ
 、
か
ん
な
ぎ
、
 
玉
依
姫
、
命
婦
、
い
ち
 こ
 、
わ
か
、
あ
か
た
、
 
さ
ュ
 は
 た
 き
 、
わ
た
 、
 0
5
 、
 

な
ど
が
歴
史
的
に
も
現
実
的
に
も
各
地
に
存
在
し
た
。
 従
っ
て
天
皇
小
子
に
わ
ざ
わ
 ぎ
 筑
紫
か
ら
巫
を
召
上
げ
る
 必
要
は
な
い
筈
で
あ
る
 

 
 

の
に
、
特
に
豊
国
か
ら
而
も
「
奇
正
」
と
し
て
召
上
げ
 た
 理
由
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

五
世
紀
の
末
に
豊
国
の
・
巫
を
奇
正
と
い
わ
れ
た
事
は
他
 

地
方
の
巫
 と
異
 っ
て
い
た
た
め
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

こ
の
よ
う
に
み
て
く
 

る
と
、
時
代
は
八
世
紀
に
下
る
が
、
奈
良
時
代
の
宇
佐
 八
幡
宮
の
禰
宜
が
同
時
に
尼
僧
で
あ
っ
た
事
に
思
い
至
る
 の
で
あ
る
。
続
紀
天
平
 

隣
室
元
年
十
二
月
十
五
日
の
条
に
次
の
如
く
出
て
い
る
。
 

 
 

（
中
略
）
 
尼
 社
友
 授
 従
五
位
下
、
主
神
大
神
朝
臣
 田
麻
 目
界
 従
 八
位
下
、
 

こ
れ
は
八
幡
神
を
神
輿
に
奉
じ
て
上
京
し
た
時
の
記
事
 で
あ
る
が
、
宇
佐
の
禰
宜
は
託
宣
を
行
 い
 宇
佐
官
で
は
 最
 も
 要
職
で
あ
る
か
ら
 

仕
女
は
従
五
位
で
あ
る
が
、
主
神
は
従
八
位
で
禰
宜
の
 地
位
の
高
さ
が
 う
 な
づ
か
れ
る
。
こ
の
時
の
状
況
を
伝
 ，
 
え
た
と
覚
し
ぎ
資
料
が
 
奈
 

良
 手
向
山
八
幡
宮
の
鎌
倉
時
代
の
転
 害
 会
の
絵
巻
物
に
 残
っ
て
い
る
が
、
そ
の
服
装
は
尼
僧
の
姿
で
馬
に
乗
っ
て
  

 

る
ま
で
八
幡
宮
の
託
宣
に
 当
る
 禰
宜
は
尼
僧
で
あ
っ
た
。
 

い
わ
ば
八
幡
宮
で
は
 尼
 神
主
が
奉
仕
し
て
い
た
わ
け
で
 あ
る
。
斯
の
如
 き
 事
は
 

恐
ら
く
他
社
に
は
み
ら
れ
な
い
点
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
 こ
こ
に
於
て
宇
佐
官
の
官
社
成
立
の
神
亀
二
年
前
の
八
 幡
の
禰
宜
は
巫
女
僧
 ス
 



限
 と
さ
れ
て
い
る
 
卸
 と
の
関
係
か
ら
（
 

3
 
、
棄
民
と
新
羅
 

）
 

人
 

す
る
と
そ
の
仏
教
の
伝
釆
は
新
羅
人
を
通
し
て
既
に
六
世
 

紀
 初
頭
に
民
間
に
伝
っ
 

が
 考
え
ら
れ
、
そ
の
受
容
は
奏
氏
を
中
心
に
行
わ
れ
た
 2
5
 

で
あ
る
が
、
飛
鳥
の
百
済
仏
教
よ
蘇
我
・
 

漢
 Ⅱ
都
市
 的
 貴
族
的
で
あ
る
の
に
 

対
し
て
白
鳳
の
新
羅
仏
教
Ⅰ
 秦
 Ⅱ
在
地
的
土
豪
的
で
あ
 り
、
 更
に
新
羅
仏
教
の
受
容
は
遺
物
の
上
で
は
文
武
二
年
 
（
六
九
八
）
を
以
て
上
 

  

と
あ
り
、
 

僧
法
 
蓮
の
褒
せ
ら
れ
た
点
は
医
術
で
あ
り
、
 

先
 0
 
周
明
大
畠
の
時
に
白
げ
ら
れ
た
豊
国
法
師
や
豊
国
 

奇
 巫
の
場
合
と
同
様
の
事
㎎
 

柄
 が
み
ら
れ
る
。
港
運
は
そ
れ
か
ら
十
八
年
後
の
養
老
 

五
年
に
は
再
び
褒
せ
ら
れ
三
等
親
以
上
の
親
に
宇
佐
若
を
 

賜
っ
た
の
で
あ
る
。
 

  

  

 
 

祭
 
者
の
氏
族
か
ら
沙
門
が
出
る
と
い
う
事
は
当
時
 

役
小
 
角
 
等
々
に
も
み
ら
れ
る
。
 

従
っ
て
こ
の
 

法
 蓮
も
沙
門
で
は
あ
る
が
司
祭
者
の
一
族
 

で
も
あ
る
の
で
こ
れ
も
一
種
の
巫
 

僧
 で
は
あ
る
ま
い
か
。
 

浅
薄
 
と
 
同
時
に
総
称
 

さ
れ
伝
え
ら
れ
て
い
る
人
聞
菩
薩
と
い
う
も
の
も
恐
ら
 

く
こ
の
よ
う
な
 

巫
僧
 
集
団
で
ほ
あ
る
ま
い
か
と
考
え
ら
れ
 

る
 
。
 

も
し
以
上
の
推
定
を
許
さ
れ
る
な
ら
ば
 

奇
 巫
の
系
譜
を
 

引
く
も
の
が
豊
国
法
師
で
あ
り
 

又
 
浅
薄
で
あ
り
そ
の
性
格
 

も
 既
に
 
巫
僧
的
 

存
在
 

で
は
な
か
っ
た
か
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
然
る
と
 

ぎ
は
奇
正
が
み
え
る
雄
略
天
皇
は
四
七
九
年
に
崩
じ
て
い
 

て
 
豊
国
法
師
は
五
八
 

セ
 

年
に
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
 

五
 
?
 大
世
 
紀
の
頃
豊
国
に
於
て
は
氏
族
の
司
祭
者
と
そ
の
も
つ
原
始
 

神
道
と
仏
教
が
融
合
し
 

て
い
る
事
実
が
み
ら
れ
る
。
 

さ
て
こ
の
仏
教
は
如
何
な
る
仏
教
で
あ
ろ
う
か
。
白
鳳
 

期
 の
不
毛
宇
佐
の
寺
院
 

肚
が
 
新
羅
様
式
の
瓦
を
出
す
事
は
 

新
羅
仏
教
の
受
容
 



二
 
、
北
九
州
と
大
和
朝
廷
の
関
係
 

ム
 

融
 

鮫
 豊
国
奇
正
 

が
 
参
内
し
、
そ
の
系
譜
を
引
く
豊
国
 

法
師
、
更
に
 

文
 
法
蓮
の
褒
賞
な
ど
に
よ
っ
て
豊
国
と
宮
廷
 

と
の
関
係
が
密
接
で
あ
っ
た
 

  

 
 

 
 

 
 

て
釆
 た
か
、
乃
至
は
新
羅
の
個
盲
信
仰
が
入
っ
た
も
の
 で
は
あ
る
ま
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

（
 
1
 ）
西
田
長
男
博
士
「
宇
佐
八
幡
成
立
の
周
 

遍
 」
（
神
道
 史
 の
 研
究
第
二
、
一
三
六
頁
）
 

（
 
2
 ）
 橋
 川
正
氏
「
日
本
仏
教
 
史
 」
 

（
 
3
 ）
 豊
鐘
善
鳴
録
 

（
 
4
 ）
西
田
長
男
博
士
前
掲
 

（
 
5
 ）
続
日
本
紀
 巻
 一
四
文
武
二
年
九
の
条
「
豊
後
園
真
先
天
 

々
」
 

 
 

二
 、
三
九
頁
）
 

（
 
9
 ）
奈
良
東
大
寺
手
向
山
八
幡
宮
 
蔵
 

（
 
印
 ）
奈
良
に
は
浅
薄
な
る
地
名
が
あ
る
が
、
宇
佐
で
は
京
に
 

摺
 れ
た
時
に
出
来
た
名
で
あ
る
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
 

（
Ⅱ
）
八
幡
宇
佐
官
御
託
宣
 
集
 、
法
銃
手
文
書
（
大
分
県
史
料
 

第
八
巻
）
 

（
は
）
八
幡
宇
佐
官
御
託
宣
 
集
 

（
㎎
）
平
野
邦
雄
氏
「
 
秦
 氏
の
研
究
 け
 」
（
史
学
雑
誌
 
七
 0
 ノ
 二
 、
三
四
頁
）
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繁
之
 奇
 巫
を
迎
え
て
 御
 病
を
救
っ
た
の
で
 巫
 部
の
姓
を
 賜
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
 巫
 部
の
姓
で
は
 巫
 現
の
種
 に
 呼
ば
れ
る
事
を
忌
ん
 
初
 

 
 

 
 
 
 

で
、
当
世
情
 称
 の
 新
姓
に
 改
め
ら
れ
る
よ
 う
 申
請
う
た
 の
で
あ
る
。
 

 
 

そ
こ
で
真
榛
大
連
を
み
る
と
こ
れ
は
物
部
氏
の
一
族
で
 あ
っ
た
。
物
部
氏
は
長
髄
彦
の
系
統
を
引
く
旧
族
で
、
 朝
 廷
 で
は
、
久
米
、
斉
 

部
に
伐
 っ
て
勢
力
を
有
す
る
一
族
で
あ
る
が
、
こ
の
 物
 部
 氏
と
筑
紫
の
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
旧
事
記
天
神
 本
紀
に
み
る
天
物
部
 二
 

十
五
部
の
一
で
あ
る
筑
紫
間
物
部
の
本
拠
は
豊
前
国
企
 救
郡
 に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
事
か
ら
す
る
と
筑
紫
 奇
 巫
を
率
い
て
い
た
の
 

は
 物
部
で
あ
り
、
物
部
氏
が
豊
国
の
巫
規
を
部
民
と
し
 て
 率
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
言
う
事
も
考
え
ら
れ
る
の
 で
あ
る
。
而
し
て
豊
国
 

法
師
が
奇
巫
の
後
身
と
す
れ
ば
、
先
の
雄
略
天
皇
薄
儀
 に
お
け
る
仏
法
の
問
題
に
も
豊
国
法
師
を
案
内
し
た
事
に
 も
こ
の
よ
う
な
配
慮
が
 

も
た
れ
て
い
た
事
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
北
九
州
就
中
豊
国
と
朝
廷
と
の
関
係
を
み
 る
と
、
大
和
朝
廷
は
始
め
九
州
経
営
の
た
め
に
豊
前
京
都
 郡
長
 峡
 県
を
拠
点
に
 

し
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
か
安
閑
二
年
紀
（
五
三
 五
）
に
み
え
る
屯
倉
は
二
十
六
ヵ
所
が
あ
る
が
、
そ
の
中
 東
国
、
吉
備
、
九
州
に
 

最
も
多
く
、
九
州
に
は
ハ
力
所
が
あ
る
。
そ
の
中
正
屯
倉
 

が
 当
時
豊
国
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
豊
前
（
 現
 福
岡
県
）
 
京
都
、
仲
淳
郎
地
方
に
 

あ
る
。
そ
の
位
置
に
っ
い
て
は
古
来
諸
説
が
あ
る
が
、
（
Ⅰ
）
 佐

伯
有
蓋
 氏
は
肝
等
 屯
倉
を
豊
前
京
都
郡
苅
田
、
大
故
 さ
 豊
前
全
教
 郡
貫
 、
戟
塵
 

（
 
2
 ）
 

を
 豊
前
田
川
郡
 赤
 、
桑
原
を
同
じ
く
田
川
郡
桑
原
、
 

騰
 崎
を
 全
教
都
門
司
、
と
し
て
い
る
。
そ
の
外
、
筑
紫
 国
胆
 山
部
に
つ
い
て
は
私
は
 

豊
前
下
毛
郡
藤
山
脚
 に
 想
定
し
て
い
る
。
（
 

3
 ）
こ
の
よ
う
に
 典
 垂
訓
北
部
の
企
 救
 、
京
都
、
田
川
の
三
部
 に
 限
ら
れ
て
い
 る
 。
い
ず
れ
に
し
て
も
 

北
九
州
と
大
和
朝
廷
の
深
い
関
係
の
あ
っ
た
事
は
こ
れ
 で
 判
明
で
き
る
の
で
あ
る
。
 

そ
こ
で
こ
れ
を
等
北
九
州
と
朝
廷
の
関
係
を
更
に
遡
っ
 て
み
る
と
、
 
旦
 
秀
行
 紀
 十
二
年
の
条
に
次
の
如
く
あ
る
。
 

熊
襲
 反
之
 不
朝
貢
、
八
月
二
元
朔
旦
 酉
 
（
十
五
）
 幸
筑
 紫
 、
九
月
甲
子
 朔
 戊
辰
（
五
）
、
 到
 周
君
 波
磨
 、
時
天
皇
 南
 望
之
 語
辞
 卿
日
 、
 

於
 南
方
 咽
 菊
多
趣
、
 
必
 賊
将
 在
 、
則
之
、
先
遣
 多
 直
視
 武
 諸
本
、
国
前
車
東
名
手
、
物
部
 君
祖
 夏
花
会
祭
具
状
、
 



    

  

  
  

    
原始神道と仏教の 融合 

族 皇 
募こ毒ぢ蟻警竃要麻右 がの こ 

残 平 。 ）が ， 
賊 げ 
平 そ   
定 め 
の ま の 投ホカ 豪族 こ こ、 （ ） 9 従い 等の川 御木川 猪折 、 屯 結於 同年の 黄砂 周 

と 宮 物部     平野 降し 上に は同 隠 住 菟狭 条に 磨 （ 
の を 邦 た い 県 於 川 同 氏 
関 置 
係 い 
も た を除 雄氏は 上、二 。そこ 昇華 る 下毛郡 緑野川 防佐 波 い あ 豊 で 以 山 上 日 柳良 『 て 
る こ 所 天 下 国 、 耳 ） は 

と の よ 既 
忌 地 り に 

わ 方 亘 皇 

れ 郎 
る ち   

。 企 

従救   
つ 下 県 " に 岡 以 屡 て る 

て 京 流 に従 県 多略 釆 よ 

間 着 わ 田 原 人 6 3 
防 ぎ な 刑 人 民 が に 

な 
そ つ   

に ． 田 む 建が 川 四衛 臨 をた田 是 於 のた 間 豪 
み 川 十 て     八 木 に 旅 

豊 に 目 U 緑野川 国 が る 郡光 町の地 たとな 直武 多 亜畳 
点、 っ 諸 は 処 = 

呈示仁川 而型 の 

もの 嘗屯 にて本岡 井口一 豪 大 
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風 地 は 
上 っ 域 い 

記 い は ぅ 

や で 近 ま 

でも 国造 前 国 畿で 

木 目 あ な   
は あ 次 代 
よ る い 日 

と 本の最 豊 る が 、因 で東海 

国 所 道 も 

  遺臣 、 か広 ら範 
国 讐 関 囲 
前 国 東 に 
国 直 で 勢   
TO. カ 
の 葦 四 を 有 祖は す 北君 国、 
全 な 大 る 

く ど 州 雄 
何 は 、 族 
一 孝 出 で 

祖 霊 陰   
先 天 と そ 
に 皇 企 め 
帰 の 国 一 
せ 後 こ 族 
ら 脊 の の 
れ で 民 力 
る あ 族 布 
め る の も 

で 古 い 最 

あ 備 な も 

るす 氏 い 広 
。 ）旗 国 い 

と は 氏 
称 な 族 
せ か で 

ら っ そ   
  の 

る （ 6 景   
大 

豊後 

な 
る 

る
 。
争
臣
氏
族
は
神
武
天
皇
後
背
と
い
わ
れ
、
人
君
、
阿
 

 
 

後
、
豊
後
即
ち
九
州
の
 

中
央
部
を
伊
予
に
か
け
て
の
人
国
、
阿
蘇
 

回
 、
大
分
国
 に
 繁
栄
し
て
い
た
豪
族
系
統
の
一
人
で
あ
る
。
そ
れ
に
 

対
 し
て
物
部
氏
に
つ
い
て
 

 
 



三
 、
物
部
氏
と
中
臣
民
 

暴
行
 紀
 に
よ
る
と
天
皇
が
豊
前
の
討
伐
に
際
し
て
は
 多
 祖
 、
 国
 前
 臣
祖
 、
物
部
 君
祖
が
 従
っ
て
活
躍
し
た
が
、
 
曲
 且
後
 直
入
郡
の
討
伐
に
 

な
る
と
、
す
っ
か
り
様
子
も
変
り
、
そ
の
大
畠
 方
 の
 部
 将
 と
し
て
は
忘
我
、
物
部
、
中
臣
の
三
氏
に
 伐
 っ
て
い
る
 。
暴
行
 紀
 十
二
年
十
月
 

0
 条
に
は
直
入
の
上
蜘
蛛
親
征
の
途
中
城
 原
 に
返
り
ま
 し
て
水
上
で
 
ト
 い
、
そ
の
後
兵
を
集
め
八
田
を
禰
宜
野
に
 撃
ち
、
更
に
賊
を
討
つ
 

た
め
に
 石
ト
を
 行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
時
 構
 っ
た
神
は
士
 心
賀
神
 、
直
入
物
部
 神
 、
直
入
中
臣
 神
 で
あ
っ
た
。
太
田
 亮
 博
士
も
こ
の
点
に
注
目
 

 
 
 
 

進
ん
だ
と
い
う
経
過
も
み
ら
れ
る
。
 

(
4
9
 

旺
 

（
 
1
 
）
太
田
 亮
 博
士
「
日
本
古
代
氏
族
制
度
」
（
五
四
 セ
 （
 八
 頁
 ）
に
は
そ
の
大
部
分
を
豊
前
と
豊
後
直
入
郡
地
方
に
比
定
 し
 て
い
る
。
 

（
 
2
 ）
同
上
に
は
 我
 鹿
は
豊
後
直
入
郡
三
河
鹿
野
を
あ
て
て
い
 

 
 

（
 
3
 ）
平
野
邦
雄
氏
「
豊
前
条
里
と
国
府
」
（
 
九
 工
人
 報
 &
 三
八
 号
 ）
平
野
氏
は
京
都
郡
諫
止
 郷
 に
あ
て
て
い
る
が
、
私
は
豊
前
 下
毛
郡
諫
止
 
郷
 が
適
当
 

で
あ
ろ
う
と
思
う
 0
 又
 回
部
に
は
大
家
郷
も
あ
り
、
田
部
氏
の
 

 
 

（
 
4
 
）
太
田
 亮
 博
士
「
日
本
古
代
史
新
研
究
」
三
七
五
頁
 

（
 
5
 ）
太
田
 亮
 博
士
「
日
本
古
代
史
新
研
究
」
第
六
編
、
六
章
 @
 七
章
 

（
 
6
 ）
（
 4
 ）
に
同
じ
 

（
 
7
 ）
拙
稿
「
古
代
転
換
期
の
神
道
と
仏
教
」
大
分
県
地
方
史
 
二
五
号
三
八
頁
 

（
 
8
 ）
大
宰
管
内
患
、
豊
前
志
 

（
 
9
 
）
豊
後
園
 誌
 、
豊
前
志
、
全
教
都
詰
御
所
 ケ
谷
 と
し
、
 管
 内
 志
は
長
尾
 説
 を
と
っ
て
い
る
。
 

み
や
こ
 

（
 叩
 ）
平
野
邦
雄
氏
「
豊
前
条
里
と
国
府
」
（
九
エ
大
紀
要
）
 景 何
組
は
は
「
天
皇
 遂
幸
 筑
紫
 到
 豊
前
国
長
 峡
県
 、
興
行
宮
前
屈
 、
放
言
其
処
 日
 京
也
」
 

と
あ
る
 0
 

て
は
こ
の
地
方
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
 う
 。
 ，
 
」
の
よ
う
に
北
九
州
を
中
心
に
豊
後
、
速
見
、
大
分
、
直
 大
部
（
大
分
県
）
へ
と
 
勿
 



      

原始神道 と イム教の融合 

る
 。
こ
れ
を
史
実
と
す
れ
ば
四
世
紀
の
初
 項
 直
入
地
方
 に
物
部
 神
 中
臣
神
を
祀
っ
た
神
社
が
あ
っ
た
 と
 せ
れ
ば
な
 ら
な
 Ⅱ
 
リ
 
」
と
舌
口
っ
て
 
い
 

 
 

を
も
っ
て
い
た
事
が
考
え
ら
れ
、
も
し
史
実
で
な
い
に
 し
て
も
、
こ
れ
等
の
伝
承
 

が
 朝
廷
側
に
も
知
ら
れ
て
い
た
事
は
明
で
あ
る
。
 

と
も
あ
れ
朝
廷
の
九
州
統
治
に
志
賀
、
物
部
、
中
臣
の
 諸
族
 が
大
き
な
力
を
も
ち
、
直
入
郡
に
ま
で
そ
の
氏
人
が
 分
布
し
て
い
た
事
を
 

物
語
る
も
の
で
あ
る
。
中
臣
民
に
つ
い
て
黒
田
原
沢
 博
 モ
 は
「
中
臣
民
が
建
国
の
当
初
か
ら
皇
室
に
接
近
し
 、
そ
 の
神
事
に
た
ず
さ
わ
る
 

家
柄
と
し
て
 具
 え
て
来
た
と
い
う
想
定
は
殆
ん
ど
確
証
 を
 見
出
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
 允
恭
朝
か
 雄
略
 朝
 か
ら
ボ
ツ
ボ
ツ
頭
角
を
 

現
 わ
す
 よ
う
 に
な
り
、
本
居
た
る
豊
国
の
仲
 津
 地
方
か
 ら
 四
国
讃
岐
を
経
て
、
和
泉
及
び
高
河
内
の
一
部
並
び
 
に
 摂
津
及
び
北
河
内
の
 

（
 
3
 ）
 

（
Ⅰ
 

乙
 
）
 

一
部
に
根
拠
を
占
め
、
更
に
近
江
か
ら
東
国
 端
 に
ま
で
 発
 属
 し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
 う
 」
と
し
て
、
太
田
 亮
博
 士
の
説
を
と
っ
て
、
中
臣
 

氏
は
豊
前
作
 津
郡
 中
臣
 村
 に
起
っ
た
と
し
て
い
る
。
 而
 し
て
中
臣
民
が
皇
室
に
接
近
で
き
た
の
は
物
部
氏
が
陰
に
 陽
 に
成
 護
 し
た
か
ら
 

で
、
 巫
 部
の
伝
え
が
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
 の
 起
源
は
景
打
紐
に
現
れ
る
 頃
 か
も
知
れ
ぬ
が
、
継
体
 朝
 
（
五
二
七
）
八
）
に
お
 

げ
る
磐
井
の
乱
に
お
け
る
物
部
Ⅱ
 廉
 鹿
火
の
戦
功
で
あ
 っ
 た
ろ
 う
し
 、
そ
の
動
機
に
は
中
臣
民
の
も
つ
 ト
 法
に
す
 ぐ
れ
た
技
術
を
利
用
し
 

た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
 

暴
行
 紀
に
よ
 る
と
豊
前
の
諸
 酉
 投
降
に
は
、
 多
臣
 、
物
 部
 が
用
い
ら
れ
、
中
臣
氏
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
而
も
 又
 「
ト
占
」
も
な
か
 

っ
た
 。
所
が
長
政
行
宮
か
ら
豊
後
、
直
入
に
入
る
と
 皮
 々
「
ト
占
」
を
行
っ
て
い
る
し
、
そ
の
氏
族
も
物
部
に
 志
 賀
 、
中
臣
と
い
う
新
し
 

い
 氏
が
み
え
る
。
何
か
「
ト
占
」
と
中
臣
民
に
関
係
は
 な
い
か
と
疑
わ
れ
る
。
そ
こ
で
中
臣
民
を
み
る
と
中
臣
民
 は
そ
の
家
伝
に
み
る
 如
 

く
 中
臣
烏
賊
使
主
は
神
功
豊
後
に
ト
事
を
以
て
ト
部
 と
 し
て
仕
え
て
い
る
。
而
も
中
臣
 枠
 が
現
れ
る
の
は
直
入
の
 戦
か
ら
で
あ
る
が
、
 中
 

臣
が
 現
れ
る
の
は
京
都
郡
長
岐
阜
に
行
宮
が
定
め
ら
れ
 て
か
ら
の
後
の
事
で
あ
る
。
 

さ
て
中
臣
氏
の
発
生
の
地
と
さ
れ
る
豊
前
仲
達
郎
中
臣
 村
 に
つ
い
て
は
和
名
抄
に
は
中
臣
 郷
 と
あ
り
、
中
世
 サ
舎
 目
 に
よ
る
と
宇
佐
官
 領
 

に
な
っ
て
い
る
。
豊
後
風
土
記
に
よ
る
と
、
景
行
天
皇
 が
 豊
国
 直
 祖
先
名
手
に
話
し
て
豊
国
を
治
め
し
め
た
が
、
 中
臣
 村
 に
着
く
と
白
鳥
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 Ⅰ
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お
 

 
    

 

  

が
 北
か
ら
飛
び
 

乗
 っ
た
。
み
る
と
鳥
が
餅
に
な
り
、
 

更
 に
 芋
に
な
り
数
千
株
に
繁
殖
し
た
。
余
り
に
珍
し
い
の
で
 

天
皇
に
奏
す
る
と
天
皇
 

も
 喜
ん
で
 
蒐
 名
手
の
国
を
豊
国
、
 

蒐
 名
手
に
豊
国
直
 

な
 賜
 わ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

豊
後
国
者
末
年
豊
前
国
合
 

為
 一
国
、
昔
者
 

纏
 向
日
代
官
 
御
宇
大
足
 
彦
 天
皇
 詔
豊
 直
筆
 之
祖
蒐
 
名
手
 道
 治
豊
国
、
往
 
到
 豊
前
作
 
津
郡
 中
臣
 

村
 、
干
時
日
 
晩
僑
宿
 
、
明
日
昧
爽
、
 

勿
有
 白
鳥
、
 
従
北
 飛
来
、
 
朔
 臭
化
 村
 、
 菟
 名
手
 即
勒
 
侠
者
、
道
春
 
其
鳥
 、
 烏
 化
鳥
餌
片
時
 

2
 間
 更
 

仕
手
草
数
千
評
林
花
葉
冬
柴
、
 

菟
 名
手
具
 
之
 偽
果
、
 
歓
士
 
畳
ム
、
化
生
芝
手
、
未
曾
有
見
、
実
至
徳
 

之
感
 
乾
坤
 之
瑞
 、
 既
而
 参
上
朝
廷
、
 

挙
状
奏
聞
、
天
皇
族
 

妓
 歓
喜
之
、
即
効
英
名
手
芸
、
 

有
 天
之
 端
物
、
地
 
之
豊
草
 
、
 政
 治
国
司
 
謂
 豊
国
、
重
賜
姓
 

日
 豊
国
 直
 、
 因
 日
豊
 

国
 、
後
方
両
国
以
豊
後
園
偽
名
、
 

こ
の
白
烏
伝
説
は
記
紀
、
常
陸
風
土
記
、
近
江
風
上
記
、
 

ぬ
城
 風
土
記
逸
文
、
又
豊
後
風
土
記
田
野
の
条
に
も
み
 

え
る
。
奈
良
時
代
に
 

よ
く
使
わ
れ
た
表
現
様
式
で
あ
る
事
に
は
疑
 

う
 余
地
は
 
な
い
が
、
直
入
に
は
「
ト
占
」
が
み
ら
れ
る
の
で
、
豊
国
 

の
場
合
は
当
時
の
日
本
 

一
般
の
原
始
宗
教
に
み
ら
れ
な
い
独
自
の
宗
教
技
術
が
 

，
 
し
の
地
方
に
既
に
み
ら
れ
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
 

蒐
 名
手
が
豊
国
直
を
 

賜
 わ
っ
た
の
は
、
中
臣
村
の
紹
介
 

の
た
め
で
あ
る
、
勿
論
 

荒
 名
手
は
皇
族
を
称
す
る
吉
備
 

氏
 族
 で
あ
っ
て
豊
国
土
 

着
の
氏
族
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
う
し
て
北
九
州
Ⅱ
 

豊
 国
 と
朝
廷
と
の
関
係
は
益
々
深
く
な
っ
て
行
っ
た
あ
と
が
 

伝
え
ら
れ
て
い
る
。
 

こ
 

の
こ
と
は
天
物
部
と
中
臣
と
の
関
係
も
極
め
て
深
い
も
 

の
が
明
に
み
ら
れ
る
。
 

さ
て
豊
国
の
中
臣
民
が
朝
廷
に
従
っ
て
行
く
よ
 

う
 に
 な
 っ
 た
の
も
「
ト
占
」
技
術
や
物
部
氏
と
の
関
係
で
は
な
か
 

っ
 たか
と
思
わ
れ
 

る
 。
先
述
の
雄
略
天
皇
小
子
に
つ
い
て
の
豊
国
奇
正
 

の
 参
内
に
し
て
も
、
文
代
々
天
皇
 

治
病
 の
た
め
の
参
内
に
し
 

て
も
物
部
氏
の
功
は
大
 

 
 

 
 

 
 

る
ま
い
か
。
用
明
二
年
（
五
八
 

セ
 ）
の
豊
国
法
師
も
 

、
西
 田
 博
士
も
指
摘
す
る
如
く
、
当
然
豊
国
 

奇
 巫
の
後
身
で
あ
 

ろ
 う
 が
、
月
明
二
年
の
 

場
合
は
参
内
に
法
師
を
巫
部
連
が
奉
ら
ず
「
皇
弟
皇
子
 

引
 豊
国
法
師
、
入
胎
内
裏
」
と
あ
る
の
で
、
豊
国
の
巫
 

現
 は
巫
郡
 
部
連
に
は
所
属
 

（
 
4
 ）
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                  ・ 丑 Ⅱ @                           

原始神道と仏教の 融合 

と の 

  安し豪農 丸 州 い 。 以 上 曇 皇 氏 て高 族 に 行 紀 ては 豊国 

等 親 は に そ と 国 と 大 は 畿 々 中の 宏量 みえ の頃 覚し 

    
十 を 賀 族 て 九 廷 
心 体 形 が 朝 川 と 

にし着物 出 て 、 部と中 廷 にの 関 
除 い 胎 氏 の 臣 僚   
尊 主 と が 物 く 

全 " し 始 部 っ 

国 字 て っ 氏 て 
に 佳 生 た を 考 
相 者 と の 頼察 
当 等 し で り し 
の め て は 、 て 

勢 如 皇 な 表 来 
力 く 別 い に た 
を 記 を 。 現 か 

有 紀 称 れ   
し に す る 北 
て 現 る よ 九 
  れ 豪 ラ サ 、 iT 

る る 族 ケ ア し ワァ し 

が 、 氏 て な お 
  族 あ る け 

景 か る め る 

，一 打 あ の 
り v こ 

も 朝 
糸弓 既 廷 
ケア し 、 対 に と 

も よ こ し 述 の 
    れ て べ 関 

れ 等   た 係 
等 は そ 女 ロ サ ま 

の 何 れ { " し 

氏   四 の 
族 も 前 世 頃 

  
  か名 

皇 と 紀 始 
則 孝 て っ 

を田 

な え あ た 
  称 ら る わ 

  
さ せ れ 。 げ 

な 然 で 
い   る ひ よ 

の 主 J 、 @ 」 に な 
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四
 、
豊
前
に
於
け
る
 巫
 硯
の
変
容
 

で
 
。
 

  

（
 
1
 ）
大
田
 亮
 博
士
「
日
本
古
代
史
新
研
究
」
 ニ
 二
頁
。
同
氏
は
 
こ
の
神
は
延
喜
式
神
名
 帖
 に
み
え
な
い
の
で
、
後
世
衰
微
し
た
 
事
か
 、
両
氏
の
氏
が
衰
 

徴
 し
た
か
、
他
へ
移
っ
た
 と
 せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
て
 
い
 る
っ
 豊
後
目
 志
 に
よ
る
と
物
部
神
は
大
分
県
直
入
郡
直
入
灯
花
 寒
村
の
籾
山
八
幡
 

社
 
（
現
存
）
で
あ
り
、
中
臣
神
は
直
入
郡
中
野
村
の
神
で
あ
り
 、
忘
我
 神
は
通
証
 で
は
筑
前
志
 加
 海
神
社
と
い
わ
れ
て
い
る
が
 、
佐
伯
有
妻
 氏
は
 

信
じ
難
し
と
称
し
て
い
る
し
、
私
は
土
地
の
伝
え
に
残
っ
て
 い
 る
 如
く
大
野
郡
朝
地
町
志
賀
村
の
若
宮
八
幡
 社
 で
あ
る
と
思
 う
 。
更
に
 柏
趺
 大
野
 

は
 竹
田
市
正
来
の
吉
田
八
幡
 社
 に
社
地
に
石
を
伝
え
て
い
る
の
 で
こ
の
地
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
 

（
 
2
 ）
黒
田
 源
次
 博
士
「
中
臣
民
政
」
（
大
和
文
化
研
究
四
の
 六
号
五
四
頁
）
 

（
 
3
 ）
大
田
博
士
前
掲
 

（
 
4
 ）
西
田
長
男
博
士
前
掲
 

 
 

@
O
 

匪
 

 
 

に
 真
杭
 氏
 て
あ
る
か
ら
そ
の
当
時
豊
国
奇
 正
が
 皇
室
の
 部
民
と
は
思
わ
れ
な
い
。
然
し
安
閑
二
年
（
五
二
五
）
 五
 月
 九
日
の
筑
紫
の
屯
倉
 

に
つ
い
て
は
、
豊
国
に
は
少
く
と
も
四
ヵ
所
の
屯
倉
 か
 考
え
ら
れ
る
の
 て
 、
そ
れ
以
後
奇
 正
が
 部
民
に
な
り
得
る
 可
能
性
は
あ
る
た
ろ
 



で
あ
る
と
同
時
に
宇
佐
川
が
と
り
ま
い
て
い
る
宇
佐
郡
 馬
城
峯
は
御
許
 由
 と
称
し
、
口
碑
に
「
御
許
九
官
」
と
い
 わ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
 

 
 

と
あ
る
が
、
先
代
旧
事
本
紀
 

巻
 三
天
神
本
紀
に
は
大
三
障
 

命
 な
 「
豊
前
宇
佐
国
造
 

祖
 」
と
 

で
あ
る
が
、
宇
佐
 

氏
 が
天
三
障
命
を
祖
神
と
し
て
、
 

天
 神
に
祖
神
を
仮
託
し
た
の
は
国
造
 

を
荷
 な
っ
て
か
ら
の
後
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宇
佐
 

氏
は
奈
良
時
代
以
後
そ
の
氏
神
を
 

住
民
系
図
に
み
る
如
く
「
 

住
 菊
秋
川
上
、
奉
斎
宇
佐
 

明
 神
 」
と
あ
る
の
で
、
宇
佐
川
の
精
 

し
て
い
る
。
宇
佐
氏
は
宇
佐
の
上
表
で
地
祇
系
 

に
任
ぜ
ら
れ
、
大
和
朝
廷
の
九
州
経
営
の
一
環
 

（
 
4
 ）
 

「
 北
 洋
 神
 」
と
し
て
祭
祀
し
て
い
る
事
と
、
 宇
 

霊
 即
ち
川
の
神
を
比
 咋
 神
と
し
て
祀
っ
た
氏
族
 

（
 
士
 
l
 
）
 

は
 、
そ
れ
以
前
活
躍
し
た
豪
族
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
 

ぅ
 。
豊
前
の
場
合
を
み
る
と
神
武
東
征
神
話
に
宇
佐
が
 

現
 れ
る
。
古
事
記
中
巻
に
 

は
 次
の
如
く
出
て
い
る
。
 

白
 日
向
発
車
行
筑
紫
 

指
到
 
豊
国
字
 
沙
 2
 時
、
 
真
 土
人
名
 

手
抄
 

都
比
 
古
、
宇
佐
 

郡
比
 
克
二
人
、
作
 

足
 一
膳
宮
前
報
 

大
 御
饗
、
 

 
 

 
 

氏
の
祖
神
と
し
て
神
格
 

行
至
 
筑
紫
国
穂
 

狭
 、
 雌
擢
轍
穐
 

，
蒔
石
 
蒐
狭
 
国
造
 
祖
号
 
日
菟
 
秋
津
 
彦
 菊
秋
津
 
媛
 、
 乃
 於
菟
秋
川
上
進
一
往
 

騰
宮
 
、
 面
奏
 
饗
焉
 
、
定
時
効
 

は
 菊
秋
津
 
媛
賜
妻
之
於
 

侍
臣
天
種
子
命
、
天
種
子
命
 

是
 中
臣
民
遠
祖
 

也
 、
 

（
 
つ
 
@
 
）
 

こ
の
先
決
 

津
善
 
に
つ
い
て
は
国
造
本
紀
に
も
「
宇
佐
 

国
旺
 
阻
 
、
橿
原
朝
高
説
 

尊
孫
 
宇
佐
 
津
 受
命
 
定
賜
 
」
と
あ
る
。
も
 

と
も
と
宇
佐
 

津
 彦
、
 

（
 
3
J
 

）
 

化
さ
れ
た
名
称
で
あ
る
と
共
に
そ
の
首
長
で
も
あ
ろ
う
。
 

宇
佐
 
氏
 系
図
に
よ
る
と
 

天
孫
大
峰
日
向
 

時
 供
奉
、
 

後
依
 

大
三
障
 
命
 勅
任
 
蒐
狭
 
川
上
、
奉
斎
宇
佐
明
神
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上 こ 武 を 仰 
に の と 内 訓 が 
現 示 こ 宿 い 忽 
れ % ろ 称 て ち 
る 氏 が の い 拡 

神 は 常 民 る 大 
社 伝 世 命 と さ 

と く 神 伝 い れ 
し 山 に 説 つ る   
豊 備 し も る ? 秦 

前 最 中て 、 先の而 そ 。 ） 河 勝 
古 人 に 一 も が 

の 木口 も 例 こ 大 
杜 国 常 と の 生 
で に 世 し 常 部 

、 み 宿 て 世 多 を代 られ豊前 称に とり ィ 々  中言 

因 る 触 あ 仰 っ 
凪 が れ げ は た ので 上記（ⅠⅠ 豊 、 たが られ 神功 に ） 前 る 官 あ 

@ 国 常 。 ） 応 る 
新 田 世 神 が 
瀬 川 遠 

  
国 郡 と 位 下 
キ中 ケこ し 徳 田 
と も て 紀 積 
あ 赤 赤 に 年 
り 柴 染 常 民 

、 連 尺 世 は 
そ 清 が 
の の し   

信
仰
は
「
民
間
道
教
の
信
仰
 

長
命
伝
説
の
記
事
が
数
多
く
 

ば
し
ば
そ
の
姓
に
改
め
ら
れ
 

（
 
0
 
l
 
Ⅰ
 
）
 

名
 が
平
安
に
み
ら
れ
る
。
 
香
 

祭
祀
集
団
は
秦
 氏
 で
あ
る
事
 」

の
系
譜
 

み
ら
れ
、
 

（
 
9
 ）
 

て
い
る
。
 

春
社
は
史
 

は
 既
に
し
 

ら
で
あ
っ
た
と
い
う
事
が
考
え
ら
れ
る
。
 

そ
こ
で
再
び
わ
れ
わ
れ
は
豊
国
 奇
 巫
の
宗
教
性
に
っ
 ぃ
 て
 、
こ
の
 奇
 巫
の
出
身
地
も
北
部
九
州
全
体
に
つ
い
て
 発
 生
し
得
る
可
能
性
を
 

み
た
 わ
 げ
で
あ
る
が
、
そ
の
奇
正
の
も
っ
宗
教
性
に
っ
 い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
先
に
 も
異
国
の
宗
教
様
式
が
 

み
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
に
 つ
 い
 て
 多
少
の
時
代
は
下
る
が
、
大
生
 部
 多
の
事
件
を
採
り
あ
 げ
よ
う
。
こ
の
事
件
は
 

夏
梅
三
年
（
六
四
四
）
七
月
、
「
東
国
不
尽
河
辺
」
に
 住
む
多
が
「
常
世
 神
 」
の
信
仰
を
起
し
、
村
の
巫
 規
が
，
 」
れ
に
加
担
し
、
そ
の
 信
 

る
と
 ・
 北
 洋
神
は
そ
の
山
の
神
と
も
結
び
つ
い
て
宇
佐
 津
彦
 と
い
う
男
性
神
と
共
に
 祭
 

こ
の
宇
佐
 津
媛
が
 中
臣
氏
の
祖
で
あ
る
天
種
子
命
に
 嫁
 し
 宇
佐
 津
臣
 命
を
生
ん
だ
と
 

た
 時
、
豊
前
作
 津
郡
 中
臣
 村
 に
本
拠
を
有
す
る
中
臣
民
 が
 、
朝
廷
に
征
服
さ
れ
、
更
に
 

廷
 に
帰
服
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
景
行
天
皇
の
 %
 麿
 増
設
 滅
 に
は
天
皇
は
宇
佐
 

（
 
6
 ）
 

伐
に
肖
 る
と
い
う
伝
え
が
奈
良
時
代
に
も
伝
え
ら
れ
て
 い
た
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
豊
国
を
仲
 津
郡
 地
方
に
限
り
、
 
宇
佐
国
を
宇
佐
郡
地
方
に
 

合
し
て
北
九
州
文
化
圏
を
形
作
っ
た
事
に
な
る
の
で
あ
 り
 、
豊
国
地
方
の
文
化
は
直
ち
 

あ
る
。
こ
れ
を
巨
視
的
に
み
れ
ば
古
事
記
に
も
「
豊
国
 手
抄
」
と
あ
る
の
で
宇
佐
 因
む
 

（
 
5
 ）
 

祀
 さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
る
。
 

い
 う
 事
は
 、
 始
め
朝
廷
が
九
州
経
営
に
着
手
さ
れ
 

宇
佐
 氏
 討
伐
に
着
手
の
際
、
中
臣
氏
を
通
じ
て
朝
 

の
海
浜
に
行
宮
を
作
り
、
こ
こ
を
拠
点
を
し
て
 討
 

限
れ
ば
、
こ
の
両
地
方
は
九
州
で
も
最
も
早
 べ
 統
 

に
 宇
佐
 回
 に
伝
播
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
 ね
げ
 で
 

含
め
て
豊
国
に
な
っ
た
の
も
極
め
て
古
い
時
代
か
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こ め 
て
 新
羅
仏
教
の
可
能
性
も
見
捨
て
る
 め
 げ
に
は
行
か
な
 い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
も
あ
れ
日
本
の
民
間
仏
教
は
 瓦
硯
が
受
け
入
れ
た
 

と
だ
け
は
云
え
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

（
 
1
 ）
太
田
博
士
「
九
州
の
古
代
豪
族
と
其
の
カ
バ
ネ
」
（
 
日
 本
 古
代
前
研
究
三
七
五
頁
）
 

（
 
2
 ）
先
代
旧
事
本
紀
 
巻
 十
国
造
本
紀
 

（
 
3
 ）
大
分
県
史
料
一
巻
封
律
文
書
所
収
 

（
 
4
 ）
故
宮
地
直
一
博
士
は
こ
の
北
洋
神
を
八
幡
神
の
后
神
と
 
し
て
い
る
（
博
士
 著
 八
幡
宮
の
研
究
）
。
 

（
 
5
 ）
石
清
水
文
書
承
和
十
一
年
の
弥
勒
奇
縁
起
で
は
北
洋
 
神
 は
 大
分
県
宇
佐
郡
安
心
境
（
 国
衛
領
 ）
の
青
苗
（
今
の
妻
塩
入
 幡
 宮
の
本
宮
山
）
に
 祭
 

ら
れ
た
と
あ
る
。
 

（
 
6
 ）
肥
前
風
土
記
 

（
 
7
 ）
下
山
積
 与
氏
 
「
 皇 歴
朝
に
お
け
る
農
民
 層
 と
宗
教
運
動
 」
（
史
学
報
 詰
 ㌍
八
七
の
九
）
 

て
 困
難
な
問
題
で
あ
る
。
平
野
氏
の
研
究
に
 ょ
 れ
ば
 少
 く
と
も
天
智
 セ
年
 以
前
に
は
新
羅
沙
門
の
渡
釆
は
史
料
に
 は
み
え
な
い
の
で
仏
教
 

の
 会
 伝
は
百
済
よ
り
の
も
の
で
あ
っ
た
事
は
否
め
な
い
 

 
 

史
料
に
み
え
な
い
が
 改
 

こ
の
 

は
容
易
 

マ
ニ
ズ
 

師
 集
団
 

ろ
 う
事
 

ハ
こ
 

ヰ
 
ハ
ヰ
 

。
 
こ
 よ

 う
 に
み
て
く
る
と
 秦
 氏
の
豊
前
渡
来
以
後
田
川
郡
を
 含
む
豊
国
の
原
始
シ
ャ
マ
ニ
。
ス
ム
に
大
き
な
変
化
を
与
 
，
 
え
た
で
あ
ろ
う
 事
 

に
 考
え
ら
れ
る
。
雄
略
 朝
 に
始
め
て
み
え
る
豊
国
奇
正
 と
は
、
豊
国
の
巫
現
に
常
世
 神
 信
仰
が
融
合
さ
れ
て
出
来
 上
っ
た
、
シ
ャ
 

ム
 で
は
あ
る
ま
い
か
。
而
も
こ
の
特
異
な
正
規
は
更
に
仏
 教
 と
も
融
合
し
、
六
世
紀
の
終
り
に
は
「
豊
国
法
師
」
 と
 呼
ば
れ
る
 法
 

が
 成
立
し
て
し
ま
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 そ
 し
て
こ
う
し
た
宗
教
文
化
の
交
流
は
豊
国
全
体
を
含
め
て
 行
わ
れ
た
で
あ
 

は
 、
貴
行
 紀
 以
前
か
ら
行
わ
れ
得
る
可
能
性
を
多
分
に
 含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
 

そ
の
場
合
こ
の
豊
国
法
師
の
も
つ
仏
教
は
百
済
仏
教
で
 あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
新
羅
仏
教
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
 点
 が
あ
る
。
極
め
 

  

ね ば 
て ・ し 
ぃ ば 
る （ 12               

。 ） じ 

ら 

  

而 
よも 

赤 
染 
氏 
@% 
秦 
氏 
  
同 
旗 
で 

あ 
  

新 
羅 
系 
帰 
  
人 
で 

常 
世 
ネ中 

信仰 

の 

母 
体 
を 
な 
し 

ナ， @ 
氏 
族 
で 

あ 
ろ 
ワ @ 
  
想 
定 
さ 
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（
 
9
 ）
続
紀
、
天
平
十
九
年
、
赤
染
道
床
尾
、
高
麻
呂
、
宝
亀
 
八
年
赤
染
国
持
、
人
足
等
、
十
三
名
、
そ
の
他
、
平
野
邦
雄
 
氏
 「
 
秦
 氏
の
研
究
㈲
Ⅰ
 

（
史
学
雑
誌
 セ
 0
 の
三
）
三
八
 @
 九
頁
 

（
 
皿
 ）
香
香
社
告
縁
起
（
東
大
史
料
 
偏
 さ
ん
折
形
高
本
）
 

（
Ⅱ
）
八
幡
宇
佐
 官
 御
託
宣
集
而
 引
 

（
は
）
（
 
9
 ）
平
野
氏
論
文
 

（
㎎
）
同
上
三
一
 @
 三
頁
 

五
 、
宇
佐
北
辰
社
の
宗
教
 

豊
国
奇
正
、
更
に
そ
の
発
展
と
み
ら
れ
る
、
豊
国
法
師
 を
 発
生
せ
し
め
た
地
縁
的
問
題
に
つ
い
て
概
括
し
て
 来
 た
 が
 、
こ
の
法
師
の
系
 

譜
を
引
く
沙
門
と
し
て
史
上
に
名
を
留
め
る
唯
一
の
 僧
 が
 宇
佐
浅
薄
で
あ
る
。
豊
国
法
師
を
明
に
す
る
た
め
に
は
 こ
の
 法
 蓮
を
知
る
事
に
 

よ
っ
て
 或
 程
度
の
想
定
が
可
能
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
 の
で
そ
の
 法
蓮
 に
つ
い
み
る
こ
と
に
す
る
。
続
紀
養
三
文
 武
 天
皇
大
宝
三
年
（
 セ
 

①
 一
き
 九
月
発
 丑
 
（
二
十
五
日
）
の
条
に
 

施
僧
 法
蓮
 豊
前
因
 野
 四
十
 町
 、
褒
医
術
 也
 、
 

と
あ
り
、
文
巻
 八
 、
元
正
天
皇
養
老
五
年
（
七
二
一
六
）
 同
氏
 寅
 
（
三
日
）
の
条
に
 

諸
口
沙
門
浅
薄
、
心
柱
 禅
技
 、
行
宮
法
楽
、
充
積
医
術
、
 

済
 治
民
 苦
 、
善
哉
若
人
、
何
不
褒
賞
、
 

其
僧
 三
等
親
 以
 止
観
 賜
 宇
佐
 君
 、
 

と
あ
る
を
み
る
と
、
医
術
に
精
し
と
い
う
点
で
は
豊
国
 法
師
と
全
く
同
系
統
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
 こ
こ
に
み
る
 
法
蓮
は
字
 

住
民
の
一
族
で
あ
り
、
宇
佐
氏
は
宇
佐
明
神
に
仕
え
る
 司
 祭
 者
の
氏
族
で
あ
る
。
こ
の
 司
岱
 小
者
の
氏
族
か
ら
沙
門
 
が
 出
る
と
い
う
事
は
 、
先
 

の
 豊
国
奇
正
 
が
 法
師
に
な
る
こ
と
の
経
過
か
ら
し
て
 余
 り
 不
自
然
で
は
な
い
が
、
巫
が
氏
族
制
社
会
で
は
 巫
都
 連
 、
常
世
宿
禰
の
部
民
で
 

あ
っ
た
の
に
対
し
て
改
新
に
よ
る
部
曲
の
独
者
 立
 は
や
 が
て
司
祭
者
Ⅱ
国
造
の
氏
族
か
ら
も
当
然
 憎
 が
輩
出
し
て
 も
 不
自
然
で
は
な
い
。
 

同
じ
 頃
 加
茂
氏
か
ら
は
役
小
角
等
も
出
て
い
る
。
つ
ま
 9
 日
本
の
原
始
信
仰
は
大
陸
の
民
間
道
教
的
な
信
仰
や
印
 度
数
曲
信
仰
に
結
び
つ
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（
 
8
 
）
岡
本
望
 

次
氏
 
Ⅰ
神
功
皇
后
 

ヒ
に
 

は
 
武
内
宿
称
の
長
命
伝
説
を
と
り
上
げ
て
い
る
（
一
一
二
五
（
 

六
 
頁
 
）
。
 



か
、
 淵
の
上
に
あ
る
岩
壁
の
岩
穴
に
 坐
 

伝
 達
は
寂
 仙
 菩
薩
が
修
行
し
た
と
い
わ
れ
る
役
小
角
、
 

越
 

 
 

く
 
「
僧
尼
令
」
に
も
規
定
が
あ
る
。
 

に
妙
 見
を
祭
り
山
上
に
坐
し
た
ま
ま
鉄
鉢
を
空
中
に
動
 

は
 解
脱
悟
入
を
求
め
る
だ
け
で
な
し
に
呪
術
的
な
験
を
 

の
 地
方
の
伝
説
的
名
称
で
あ
る
浅
薄
和
尚
の
和
尚
か
ら
 

入
り
易
い
道
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
当
時
の
日
本
人
に
 

の
は
 僧
 鋼
や
三
綱
の
下
に
山
に
修
行
す
る
事
が
認
め
ら
 

法
蓮
 に
つ
い
て
も
山
林
修
業
に
つ
い
て
の
数
多
く
の
 伝
 

僧
尼
令
に
よ
る
と
、
お
よ
そ
僧
尼
に
し
て
 禅
行
 修
道
 あ
 

禅
し
 、
そ
こ
に
観
音
堂
を
 セ
 
呈
エ
し
た
と
か
和
尚
山
の
南
 

修
め
よ
う
と
す
る
呪
術
信
仰
が
多
分
に
み
え
る
。
 

起
っ
た
名
で
あ
る
）
山
上
に
は
、
 

法
蓮
が
 
坐
禅
し
た
坐
禅
 

れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
時
代
は
改
新
直
後
の
社
 ム
 

山
林
仏
教
が
盛
に
な
り
「
日
本
霊
異
記
」
に
よ
る
と
百
済
 

禅
 

か
し
、
山
下
の
駅
館
 川
の
 
「
わ
に
か
 淵
 」
で
水
を
入
れ
て
 

ぬ
 え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
道
昭
の
考
え
は
大
宝
令
に
も
 影
 

前
の
泰
澄
な
ど
も
こ
の
時
代
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
時
代
 

説
 が
あ
る
。
そ
の
 一
、
ニ
を
 紹
介
す
る
と
豊
前
宇
佐
郡
 亘
 

り
、
 意
に
映
 静
 を
装
い
、
交
わ
ら
ず
、
山
居
を
求
め
て
 服
 

側
の
小
坂
川
の
岩
壁
に
不
動
 堂
 を
せ
呈
エ
 
し
 

ム
 変
革
の
人
心
動
揺
の
時
 

右
 が
あ
る
。
彼
は
こ
こ
 

師
 が
大
和
国
法
器
 出
 、
 

出
 に
あ
げ
て
い
た
と
 

響
を
与
え
ら
れ
た
ら
し
 

の
 山
林
仏
教
の
主
目
的
 

且
 
川
村
和
尚
山
の
（
 こ
 

餌
 せ
ん
と
欲
す
る
も
 

た
と
か
、
同
郡
院
内
町
高
辻
合
は
浅
薄
 が
 彦
山
に
通
 う
 道
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
彼
は
入
滅
し
、
そ
の
塚
を
法
器
 塚
 と
 称
し
て
い
る
。
 

（
・
Ⅰ
）
 

再
び
禅
院
に
坐
禅
し
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
祥
符
 は
 経
論
研
究
の
知
的
学
に
対
し
て
学
問
を
従
と
す
る
行
業
で
 、
学
問
の
な
い
者
に
も
 

ぎ
 易
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
豊
国
奇
 正
 に
し
て
 

も
法
師
に
し
て
も
そ
の
 

主
 目
的
は
天
皇
芥
子
 に
 際
し
て
の
 参
内
で
あ
る
し
、
 又
こ
 

こ
 に
み
る
浅
薄
 め
 「
 精
 医
術
、
清
治
民
音
」
も
当
時
の
 め
 
小
数
に
対
す
る
基
本
的
な
考
え
方
が
窺
え
る
。
 

更
に
法
 蓮
 に
つ
い
て
は
「
沙
門
浅
薄
、
心
柱
神
技
」
、
 行
 居
 法
楽
、
と
あ
る
が
、
 禅
技
 と
は
 禅
 行
の
事
で
あ
り
、
 禅
は
仏
教
の
実
践
 門
 

と
し
て
釈
尊
在
世
時
代
か
ら
あ
り
、
大
乗
小
乗
共
に
伝
 っ
た
 。
我
か
国
の
禅
は
道
昭
が
伝
え
た
。
彼
は
白
雄
四
年
 
（
六
五
三
）
入
唐
し
て
 

玄
 英
三
蔵
に
教
を
 5
 け
た
が
経
論
は
深
妙
で
究
め
尽
せ
 な
い
の
で
禅
を
学
ん
で
流
伝
 せ
 ょ
と
教
え
ら
れ
、
禅
定
に
 よ
っ
て
悟
る
所
が
多
か
 

っ
 た
と
い
う
。
彼
は
帰
朝
後
元
興
寺
の
東
南
隅
に
禅
院
を
 建
て
、
天
下
の
行
業
の
徒
は
彼
に
学
ん
だ
。
 十
 有
余
年
 0
 間
天
下
を
周
遊
し
 、
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原始神道と 4 ム教の融合 

し
て
い
る
と
い
う
。
而
し
て
全
国
の
北
辰
社
中
最
も
顕
 

 
 

て
 、
御
託
宣
 集
霊
巻
 、
 

小
倉
山
霊
行
事
の
条
に
は
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。
 

我
ネ
 

日
 

 
 

従
レ
 北
西
方
彦
山
神
生
名
言
 三
 権
現
 -
 。
百
こ
十
方
 金
剛
童
子
㍉
、
 
甲
 三
具
権
現
 -
 。
 以
二
 宝
珠
 -
 
一
切
衆
 圭
ヂ
 度
志
給
ぜ
 、
文
音
⑮
 

 
 

 
 

 
 

仁
 
，
 須
 、
 

Ⅰ
ト
リ
オ
 

@
 @
@
 

 
 

春
 大
明
神
言
。
 
彦
 権
現
御
前
如
意
宝
珠
帳
 也
 、
可
 二
 申
レ
 2
%
 
 
大
著
 癖
渡
 抜
山
市
 言
 、
為
末
位
来
着
用
者
（
 
以
 下

め
 -
 
）
 

乃
仁
 

 
 

 
 

 
 

そ
の
 創
祀
は
 つ
い
て
は
明
確
な
る
史
料
は
な
い
が
、
 

社
 伝
 と
し
て
は
宇
佐
再
現
社
地
の
地
主
神
と
し
官
社
八
幡
神
 

宮
 創
立
以
前
よ
り
鎮
座
 

其
間
 に
北
辰
神
と
の
関
係
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
浅
薄
 を
 生
ん
だ
宇
佐
氏
の
氏
神
化
 ヰ
 神
社
の
協
 殿
 に
北
辰
 社
が
 奉
斎
さ
れ
て
い
る
。
 

わ
た
く
し
が
八
幡
神
と
比
 
ヰ
 神
と
を
区
別
し
て
考
察
す
 
る
の
は
、
（
 

4
 ）
八
幡
宮
 ぬ
巴
エ
 
以
前
の
伝
承
と
思
し
ぎ
説
話
が
数
 

多
く
残
っ
て
い
て
、
 

呪
術
的
力
を
行
じ
得
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
 

 
 

と
あ
り
、
彼
の
禅
技
は
豊
前
宇
佐
郡
や
田
川
郡
の
山
々
 に
 行
ぜ
ら
れ
た
が
、
密
雲
も
彼
が
「
 深
通
 神
明
」
と
述
べ
 て
い
る
如
く
す
ぐ
れ
た
 

互
 に
は
 

法
蓮
 和
尚
者
、
世
 謂
 慈
氏
 之
 応
化
 他
 、
 

操
 、
両
総
兵
 能
測
焉
 、
 蓮
 大
宝
籾
蔵
、
 自

称
流
浪
行
者
、
敏
連
帯
末
年
 居
干
 豊
前
宇
佐
 芝
 山
、
広
 修
休
 業
、
深
 通
 神
明
、
人
雅
敏
英
風
 

聞
 空
中
戸
口
、
彦
山
石
如
意
味
、
直
往
 入
 多
聞
 窟
 、
（
 

Ⅱ
以
 

ト
 
@
 故
旧
 
-
 
）
 

と
あ
り
、
彼
の
威
徳
は
太
宰
府
に
聞
え
朝
廷
褒
賞
と
な
 っ
 た
と
あ
る
。
 又
 寛
保
二
年
ニ
セ
四
二
）
 
伝
 密
雲
の
編
 に
な
る
警
鐘
 善
鳴
 銀
券
 

浅
薄
佐
高
原
 嶽
国
 豊
前
、
修
日
想
観
自
修
法
、
峯
 纂
 、
 垂
 云
聲
覆
 
、
太
宰
晴
天
 晋
 紅
血
、
云
々
 

れ
た
如
く
 秦
 氏
の
祭
る
智
春
 

"
@
 

。
 神
 Ⅱ
新
羅
明
神
の
鎮
座
の
 地
 で
あ
り
、
皆
目
て
の
「
豊
国
」
の
山
々
で
あ
る
。
正
応
一
一
 

一
年
（
一
二
八
六
）
よ
り
 

（
 
3
4
 

）
 

正
和
二
年
（
一
二
二
三
）
に
編
纂
 し
 終
っ
た
八
幡
宇
佐
 宮
 御
託
宣
 実
 に
は
 

法
蓮
 は
こ
の
和
尚
山
で
行
じ
た
だ
け
で
な
く
、
豊
前
因
 田
川
郡
高
原
岳
や
彦
山
で
修
業
し
た
と
も
伝
え
て
い
る
。
 田
川
郡
は
先
に
も
 触
 



 
 

甘
  
 

 
 

 
 
 
 

       
 

  
  

と は いこ 幡 で の 

後
に
は
神
宮
寺
の
別
当
に
す
る
か
ら
同
心
し
て
欲
し
い
 と
法
 建
に
依
頼
し
和
与
が
成
立
し
た
と
伝
え
て
い
る
。
 

注
意
す
べ
 
き
 点
は
八
幡
神
は
小
椋
山
の
北
辰
神
や
田
川
 の
 香
香
神
の
託
宣
を
ぎ
い
て
 法
 蓮
の
協
力
を
得
よ
う
と
す
 る
が
き
 か
れ
な
い
の
 

、
宝
珠
 禅
 技
を
奪
っ
て
諫
止
郷
の
高
山
に
逃
げ
た
と
 云
 っ
て
い
る
が
、
諫
止
 郷
は
朝
 延
の
屯
倉
の
地
と
考
え
ら
れ
 る
 土
地
で
あ
り
、
 
八
 

神
 が
多
分
に
政
府
的
な
力
を
背
後
に
有
す
る
事
が
看
取
 さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
 

ス
 北
辰
神
に
つ
い
て
は
八
幡
宇
佐
若
御
託
宣
実
在
 ヱ
き
若
 宮
部
に
次
の
如
く
託
さ
れ
て
い
る
。
 

若
宮
御
体
者
大
神
 薙
 麻
呂
 依
 御
託
宣
前
奏
 造
顕
 文
也
、
 

私
田
若
君
四
所
者
旧
記
分
明
 也
 、
御
井
見
在
 坐
 、
 佛
御
 供
 四
膳
 奉
備
之
 、
宮
 幣
 四
本
 被
献
之
 、
神
事
祝
文
日
若
宮
 姫
 手
札
欠
礼
四
所
 

両
全
五
体
 文
祭
可
 。
 
尋
巴
 先
規
 -
 
乞
者
 也
 、
恒
三
季
 大
祭
文
闘
牛
口
径
 祭
 2
 時
、
名
 二
 
北
辰
韓
 -
 
市
 神
官
等
 令
 レ
舞
之
 、
五
体
 之
内
 

 
 

一
所
者
北
辰
 軟
 、
 又
 大
宮
北
辰
 事
 、
元
暦
 2
 時
勅
使
 権
右
 中
弁
 平
基
親
 朝
臣
 被
ニ
 実
検
 -
 
之
処
 、
 無
 御
鉢
 2
 間
神
官
 社
僧
等
面
面
 雌
 。
 

申
レ
之
 、
一
一
不
分
明
、
抑
大
官
有
別
邸
 有
 祭
祀
 無
御
 鉢
 、
当
社
 無
 祭
祀
若
御
鉢
、
 

若
 元
暦
 2
 等
、
大
宮
北
辰
 若
宮
垣
辺
令
兄
 之
 

給
間
 、
以
 為
 便
宜
、
初
念
 2
 列
奉
安
置
 2
%
 
 

（
下
略
）
 

若
宮
の
神
像
は
重
要
文
化
財
で
、
平
安
の
大
分
県
下
 最
 古
 の
も
の
と
云
わ
れ
、
元
暦
元
年
 セ
月
 六
日
豊
後
緒
方
 惟
 能
の
神
宮
破
却
の
際
 

も
そ
の
難
を
免
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 

神
件
は
 若
宮
の
 祭
 神
は
四
体
で
あ
る
の
に
、
五
鈷
が
安
置
さ
れ
て
い
る
の
は
 
一
 鉢
は
北
辰
の
像
で
 

な
い
か
と
云
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
二
季
の
 天
際
の
間
の
午
の
日
に
こ
の
宮
を
祭
り
、
後
北
辰
韓
を
神
 官
 が
舞
う
と
い
う
こ
 

と
 、
元
暦
の
実
検
の
時
北
辰
の
御
殿
に
御
林
が
な
か
っ
 た
の
で
神
宮
社
僧
も
そ
の
理
由
が
分
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
 、
そ
こ
で
 神
畔
は
祭
 

（
 弔
 @
 
）
 

と
あ
り
、
次
に
異
伝
承
も
加
え
て
い
る
。
こ
れ
を
綜
合
 す
る
と
八
幡
神
は
法
 蓮
を
 招
ず
る
為
に
、
そ
の
方
法
を
小
 椋
 山
の
北
辰
に
ざ
い
㌍
 

た
 。
北
辰
が
い
 う
 に
は
 法
 蓮
は
彦
山
に
教
法
を
学
ん
だ
 の
で
、
彦
山
で
法
 蓮
 に
ぎ
く
 べ
 ぎ
で
あ
る
と
伝
え
、
更
に
 八
幡
は
香
春
の
神
託
も
恥
  

 

つ
け
て
 法
 蓮
を
迎
え
よ
う
と
す
る
が
、
 

件
 々

肯
じ
な
い
。
 
よ
っ
て
八
幡
 鐘
は
 、
無
理
に
宝
珠
を
奪
っ
て
豊
前
下
毛
 %
 諫
止
 郷
 の
高
高
山
に
 

    
  

  



      

原始神道 

 
  

 

 
 

に
よ
っ
て
も
判
る
。
 

 
 

こ
れ
等
は
何
れ
も
七
世
紀
迄
の
頃
の
事
柄
で
あ
る
が
、
 宇
 佐
 氏
の
祭
る
宇
佐
の
北
辰
社
の
場
合
も
本
邦
北
辰
社
中
 最
も
顕
著
な
も
の
で
㏄
 

とィム 教の融合 

い
る
。
こ
の
影
響
が
我
国
に
も
伝
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
 

 
 

道
徳
経
が
引
用
さ
れ
て
 

（
 
2
 
i
 ）
 

い
る
し
、
雄
略
天
皇
は
葛
城
山
に
 猶
 し
て
長
人
を
見
、
 
そ
 の
 貌
は
蓬
 仙
 の
よ
う
で
あ
っ
た
と
か
、
つ
い
で
聖
徳
人
 子
の
片
岡
山
の
真
人
で
 

（
 
3
 
@
@
 

）
 

あ
る
と
か
、
斉
明
天
皇
元
年
五
月
に
は
空
中
で
龍
に
 乗
 る
 者
が
あ
り
九
二
年
九
月
日
 身
嶺
 
（
大
和
多
 武
峯
 ）
に
 観
 を
 建
て
た
と
い
う
こ
と
 

肥
 は
な
い
の
に
若
宮
に
一
鉢
の
御
鉢
が
あ
る
の
は
お
か
 し
い
の
で
 
元
 麿
の
破
却
の
際
若
宮
に
安
置
し
た
の
で
は
な
 い
か
と
云
っ
て
い
る
。
 

（
 
6
 ）
 

若
宮
に
は
拝
殿
の
中
央
に
「
い
ろ
り
」
を
切
り
、
上
古
 以
来
亀
の
甲
を
灼
い
て
、
若
宮
の
前
の
「
サ
マ
シ
 竹
 」
に
 並
べ
て
冷
や
し
て
 ト
 

（
 
7
 ）
 

い
、
亀
甲
は
若
宮
の
前
の
亀
山
社
の
下
に
埋
め
た
と
 伝
，
 え
て
い
る
。
若
宮
は
仁
寿
年
間
（
八
五
一
～
 一
 
し
 
%
 巴
エ
と
 な
っ
て
い
る
が
、
元
暦
 

に
 北
辰
社
を
焼
か
れ
た
の
で
若
宮
に
安
置
し
、
こ
こ
で
 
「
ト
占
」
が
行
わ
れ
始
め
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
 れ
る
。
何
れ
に
し
て
も
 

北
辰
神
は
「
ト
占
」
の
神
と
し
て
祭
ら
れ
た
こ
と
が
 判
 明
 す
る
。
託
宣
車
の
編
纂
さ
れ
た
正
応
正
和
の
頃
祭
祀
の
 な
い
事
か
ら
す
る
と
、
 

鎌
倉
末
期
十
四
世
紀
の
始
に
は
亀
ト
 は
 既
に
な
く
な
っ
 
た
と
み
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
然
れ
ば
宇
佐
の
ト
占
は
若
宮
 で
 行
 う
 以
前
は
、
北
辰
 

殿
 で
行
わ
れ
て
い
た
事
に
な
る
。
 

又
 宇
佐
の
ト
占
を
行
 ぅ
 陰
陽
師
は
神
官
で
な
く
、
 

法
鏡
 寺
の
寺
僧
が
当
っ
て
 い
 た
 。
そ
 う
 す
る
と
北
辰
 

社
は
官
社
宇
佐
官
創
立
以
前
は
宇
佐
 氏
 の
 巫
僧
 集
団
の
悠
 ホ
 6
 社
で
あ
り
、
そ
の
祀
り
 方
忙
 
「
 社
 」
と
も
「
 廟
 」
と
 も
 
「
 観
 」
と
も
判
じ
 難
 

（
 
9
 ）
 

い
 形
で
祭
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
大
胆
な
 想
像
も
さ
れ
る
。
 
又
 陰
陽
師
が
僧
で
あ
る
 点
 奈
良
時
代
の
 八
幡
宮
禰
宜
 か
 禰
宜
 尼
 

で
あ
っ
た
点
と
合
せ
て
佳
日
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。
 

い
 う
 ま
で
も
な
く
北
辰
は
北
極
星
で
あ
り
、
時
に
は
 北
 斗
セ
星
 と
も
混
同
さ
れ
る
が
、
我
国
で
は
北
辰
権
現
、
北
 辰
明
神
、
北
辰
 尊
と
 

称
せ
ら
れ
た
り
、
仏
教
で
は
尊
皇
 王
 ・
北
辰
尊
皇
ス
 は
 妙
見
菩
薩
と
も
称
せ
ら
れ
、
王
朝
時
代
に
支
那
、
仏
教
 思
 想
 と
共
に
伝
え
ら
れ
た
 

と
 云
わ
れ
て
い
る
他
方
支
那
で
は
占
星
術
か
ら
中
宮
 天
 極
星
と
い
い
、
 
又
 太
一
、
天
一
と
し
て
信
仰
さ
れ
、
特
に
 道
教
に
は
こ
の
信
仰
が
 

（
 
0
 
l
 
Ⅰ
 
）
 

極
め
て
盛
で
あ
る
。
支
那
で
は
後
漢
の
献
帝
の
時
、
 牟
 子
が
理
惑
論
を
著
し
て
儒
仏
一
理
を
説
い
て
以
来
、
儒
仏
 道
 の
 混
清
 が
行
わ
れ
て
 



 
 

 
  

 

  

        

あ
り
、
 且
又
 八
幡
発
生
時
に
お
け
る
伝
承
と
を
考
え
合
 せ
る
と
北
辰
社
の
信
仰
は
八
幡
宮
 創
祀
 以
前
の
問
題
で
あ
 り
 、
固
有
宗
教
と
道
教
 

と
の
融
合
過
程
に
お
け
る
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
 な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
く
に
豊
国
奇
正
 が
 豊
国
田
川
、
仲
 律
郡
 即
ち
中
臣
地
方
に
 

関
係
が
多
い
と
す
れ
ば
、
先
に
述
べ
た
如
く
 秦
系
 帰
化
 人
の
存
在
は
常
世
神
の
信
仰
の
影
響
 仁
 よ
る
田
川
郡
一
帯
 の
宗
教
文
化
の
変
容
が
 

考
え
ら
れ
て
然
る
べ
く
、
歴
史
的
な
時
代
の
 ズ
レ
 は
あ
 る
と
し
て
も
宇
佐
 律
姫
 、
天
種
子
命
の
婚
姻
説
話
の
成
上
 
エ
は
 政
治
的
統
一
と
共
に
 

文
化
交
流
亜
 に
 融
合
を
意
味
し
、
そ
の
結
果
が
宇
佐
 北
 辰
 社
の
前
身
の
創
 祀
 に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
 し
そ
れ
が
許
さ
れ
る
な
 

ら
ば
雄
略
天
皇
の
招
じ
た
豊
国
 奇
 巫
は
民
間
道
教
的
な
 色
彩
を
も
っ
た
巫
祝
的
な
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
 

西
田
長
男
博
モ
 も
 指
摘
し
た
如
く
豊
国
 奇
 巫
の
伝
統
を
 引
い
た
の
が
豊
国
法
師
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
豊
国
法
師
は
 明
に
仏
教
的
な
集
団
 

0
 名
称
で
も
あ
る
の
で
、
そ
の
伝
統
を
引
い
た
銃
卒
 者
 の
 一
人
が
法
 蓮
 で
あ
ろ
う
と
い
う
事
に
な
り
、
浅
薄
 と
丑
 
ハ
に
 
伝
え
ら
れ
る
華
厳
、
 

覚
満
 、
 胎
 能
 筆
は
よ
 し
伝
説
の
人
物
と
し
て
も
そ
の
 集
 団
 の
一
員
で
あ
り
、
こ
れ
等
宇
佐
の
僧
集
団
は
平
安
に
入
 っ
て
八
幡
が
菩
薩
を
称
 

す
る
と
、
八
幡
菩
薩
を
生
み
出
し
た
 母
 菩
薩
と
し
て
、
 氏
 神
化
 洋
 神
を
人
聞
菩
薩
と
称
し
、
自
ら
も
人
聞
菩
薩
 と
 称
し
た
と
考
え
ら
れ
 

る
 。
従
っ
て
人
聞
は
神
の
別
名
の
場
合
と
祭
祀
集
団
Ⅱ
 宇
佐
 僧
 集
団
を
さ
す
場
合
の
二
つ
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
  
 

（
 
5
 
l
 
Ⅰ
 
）
 

柳
田
翁
や
中
山
太
郎
氏
に
 よ
 る
と
人
聞
の
語
源
は
神
民
 士
人
母
上
人
聞
 丁
仁
間
 で
あ
る
と
い
わ
れ
た
が
、
そ
の
 史
 的
 経
過
は
明
で
な
か
 

っ
た
 。
し
か
し
そ
の
起
源
を
な
す
も
の
が
豊
国
法
師
で
あ
 り
、
 更
に
 ス
 豊
国
奇
 正
 と
す
れ
ば
、
 仲
津
 地
方
と
宇
佐
 地
方
の
宗
教
文
化
の
結
 

合
 経
路
も
一
応
 背
 け
る
し
、
そ
の
法
師
た
ち
の
 拠
所
寺
 院
 が
飛
鳥
以
後
大
和
仏
教
の
影
響
下
に
建
立
さ
れ
た
の
が
 、
豊
前
上
毛
郡
の
垂
水
 

廃
寺
・
下
毛
郡
の
目
 
本
 原
 廃
寺
で
あ
り
、
 

（
 
6
 
1
 
 

）
 

宇
佐
郡
に
入
る
 と
 山
本
（
 駅
 川
町
）
の
虚
空
厳
守
、
辛
 嶋
郷
 
（
 駅
 川
町
）
 の
 撰
銭
 寺
 等
に
発
展
し
 

た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
 

謹
  
 

（
 
3
 ）
八
幡
宇
佐
官
御
託
宣
 集
 霊
芝
 巻
 小
山
田
社
部
 

（
 
1
 ）
「
続
紀
」
文
武
四
年
三
月
十
日
の
条
 

（
 
2
 ）
村
上
俊
雄
同
修
験
道
の
発
達
 
b
 
 
（
三
一
頁
）
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原始 

宇佐 
（ 
上ヒ 

洋 

）中ネ 

を 
  奉 

ず 
る 

宇 
ィ左 

氏 
@% 
中 
臣 
氏 
  
の 

融 倍 

ム   
v@ し 

よ 

  
ゴヒ 

辱 

（ ト 

占 ） 

信仰 

を 
受 
容 
  

字 
佐 
氏 
  
宇 
佐、 

T 
毛 

上 
毛 
を 
統 

35 

 
 

 
 

道
 

神
 

呼
ば
れ
て
い
る
。
拙
稿
「
宇
佐
仏
教
と
虚
空
 蔵
寺
 」
（
宇
佐
 史
 研
究
一
二
六
）
 
同
 
「
相
原
廃
寺
」
（
中
津
市
 
史
 ）
及
び
「
大
分
 県
 史
料
 
二
 0
 巻
考
 

古
 資
料
」
参
照
 十

ハ
 
、
結
 

 
 

㏄
 
)
 

 
 

" 一 '" "   
  （ （ （ （ （ 
16@ 15@ 14@ 13@ 12@ 11@ 10@ 9       6 5 4 

） ） ） ） ） 
記別 は れ 造 

こ切 前 推 続稿小土 さ土 建 法た昭 喜昭 平拙 
れ円 掲古 細川柳 底 れ の 五境 社和 前相 凡稿 
等国 （ 三 雄正司 社て 山さ寺で造はの 社 「   
考 発掘 L 
さ 。 っ 

れ 妹 
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カ 瓦は L 
新功   
羅収 
系 
瓦 
    せさ一 Ⅱ せ白し 四 

  二そ 院 法験 っ 拝た四 
  
  
  
      
様 「 虚の西 山 ろ 神 
式 
  
法 
隆   
寺 
様 
式 
  
  
  

栢 
原 
廃 
寺 
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ぎ る 法幡 で 亀 移 
    鏡神あ 中 値 
俗 手 が る を し 
  は 隼鷹 埋 て 
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百 厳 佐 瀬 た る 
済 
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  基イ と ゑ遊 " へ , 祀ら 昭和 

 
 



と
 習
合
し
て
行
く
事
も
中
臣
・
 奏
 氏
の
関
係
と
合
せ
て
 注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
天
官
社
宇
佐
官
 セ
廿
ェ
め
 根
拠
に
つ
い
て
は
次
の
 

事
も
無
視
で
き
な
い
。
そ
れ
は
飛
鳥
を
経
た
白
鳳
 期
迄
 の
 半
世
紀
の
政
府
の
仏
教
政
策
は
極
め
て
消
極
的
で
あ
っ
 た
が
、
聖
武
大
畠
を
中
 

心
と
す
る
奈
良
時
代
の
宗
教
政
策
は
積
極
的
な
力
強
い
 中
央
集
権
に
ふ
 み
 ぎ
っ
て
い
る
。
分
散
し
た
地
方
豪
族
の
 秘
仏
教
的
な
寺
院
を
払
 

拭
 し
て
、
統
合
運
動
に
乗
り
出
し
た
結
果
は
、
各
地
の
 官
社
、
官
寺
の
セ
里
 エ
、
 更
に
 文
 弱
い
財
政
の
上
に
立
ち
な
 が
ら
も
寺
院
統
合
の
た
 

豊
前
の
仏
教
が
新
羅
仏
教
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
（
 

4
 ）
新
羅
 系
 仏
教
が
宇
佐
の
場
合
、
或
は
越
前
気
比
神
宮
の
場
合
等
 

の
 如
く
 一
 早
く
神
祇
 

  

一
 し
た
後
、
豊
前
下
毛
郡
 野
伸
 郷
人
 幡
の
 「
焼
畑
」
 

ヤ
 @
 
ク
 の
 地
 に
 棄
民
、
宇
佐
氏
の
共
同
に
よ
っ
て
三
角
袖
が
築
か
れ
 
「
焼
畑
の
神
」
が
生
れ
㏄
 

た
が
、
 秦
 氏
の
血
縁
関
係
に
あ
る
大
和
系
の
大
神
民
 が
 旧
 屯
倉
で
あ
る
下
毛
郡
大
家
郷
や
諫
出
郷
を
基
盤
に
し
て
 政
府
の
中
央
集
権
的
 風
艇
 

潮
を
後
楯
に
 コ
焼
畑
の
ぬ
 

ャ
 @
 タ
に
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
に
よ
り
 

ぃ
 
」
 

新
羅
系
手
嶋
氏
を
用
い
人
間
神
の
神
格
を
附
与
し
、
発
現
 せ
し
め
た
の
が
、
八
幡
 

 
 

母
子
で
あ
る
と
し
て
結
合
せ
し
め
た
の
が
宇
佐
官
の
成
上
 
工
 と
考
え
る
。
 

即
ち
北
ヰ
神
の
祭
祀
集
団
で
あ
る
宇
佐
地
方
に
住
む
 宇
 住
民
 は
 、
中
臣
民
と
の
婚
姻
（
文
化
統
合
）
に
よ
り
、
 北
 辰
 
（
 
s
,
.
 

）
社
の
前
身
 

が
 生
れ
、
中
臣
民
が
朝
廷
 に
 従
っ
て
大
和
に
入
っ
て
も
 中
臣
部
は
残
っ
て
い
る
の
で
豊
国
と
の
交
流
は
続
い
た
。
 豊
国
に
は
 秦
氏
 が
新
羅
 

系
 帰
化
人
を
擁
し
、
製
鋼
製
鉄
の
新
文
化
を
始
め
大
陸
 文
化
を
紹
介
し
た
。
宇
佐
、
三
毛
郡
を
含
め
て
支
配
す
る
 独
立
性
の
強
い
宇
佐
 氏
 

は
や
が
て
 秦
氏
 と
結
合
す
る
こ
と
に
 よ
 り
治
山
治
水
が
 行
わ
れ
る
と
共
に
豊
国
 奇
 巫
や
豊
国
法
師
を
生
ん
だ
。
 

中
臣
氏
の
主
力
が
都
に
移
る
と
豊
国
法
師
は
宇
佐
 国
を
 中
心
 に
 栄
え
た
。
従
っ
て
宇
佐
氏
人
に
よ
る
 巫
僧
的
 集
団
 が
 異
常
な
勢
力
を
有
 

し
て
い
た
が
、
下
毛
郡
に
発
生
す
る
大
神
氏
を
中
心
と
 す
る
八
幡
神
祭
祀
集
団
は
宇
佐
の
巫
 僧
 集
団
と
ど
の
よ
 う
 な
 関
係
を
結
ぶ
だ
ろ
う
 

（
 
う
そ
 

）
 

か
 。
中
世
の
伝
承
に
 よ
 る
と
 北
 洋
神
の
出
家
伝
承
は
全
 く
み
ら
れ
な
く
て
、
八
幡
神
の
出
家
伝
承
の
み
が
み
ら
れ
 る
 。
つ
ま
り
八
幡
祭
祀
 

集
団
は
香
巻
袖
（
 秦
氏
 ）
、
宇
佐
北
辰
 
神
 （
 巫
僧
 集
団
）
の
 仲
介
に
よ
り
、
北
洋
神
を
母
と
し
八
幡
神
を
子
と
す
る
 母
 子
神
 信
仰
（
シ
ヤ
マ
ニ
。
 

ス
 

ム
 ）
を
樹
立
し
、
 
北
 洋
神
の
故
地
で
あ
る
宇
佐
に
進
出
し
、
 大
神
民
に
よ
る
「
八
幡
宮
」
と
共
に
、
宇
佐
 氏
 に
よ
る
 「
弥
勒
 寺
 」
を
同
時
に
 

（
 
つ
 
Ⅰ
）
 

建
立
せ
し
め
大
神
宇
佐
両
氏
の
結
合
に
成
功
し
た
。
 こ
 れ
が
神
亀
二
年
の
官
社
八
幡
宮
の
成
立
で
あ
る
。
 



  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ム
口
 

 
 

融
 

 
 

 
 

教
 

仏
 

 
 

 
 

 
 

神
 

始
 

原
 

 
 

 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
昭
三
八
・
 ニ
 
・
未
完
）
 

 
 

（
 1
 ）
拙
稿
「
 薦
 八
幡
」
（
中
津
市
 史
 ）
、
 同
 
「
宇
佐
文
化
と
六
 
郷
 満
山
」
（
大
分
県
教
育
弘
報
 一
 0
 ノ
 一
こ
 

（
 2
 ）
八
幡
宇
佐
官
御
託
宣
 
集
 、
豊
 鐘
善
鳴
録
 

（
 3
 ）
 
永
 弘
文
書
二
三
八
・
二
三
九
号
（
大
分
県
史
料
三
巻
）
 

（
 4
 ）
田
村
 円
澄
氏
 
「
神
宮
寺
の
創
建
」
（
 
史
淵
 八
七
集
）
 、
鏡
 山
猛
氏
 
「
 日
唐
 交
通
と
新
羅
神
の
信
仰
」
（
 史
淵
一
 

（
 5
 ）
原
田
敏
明
 
氏
 
「
神
仏
 習
ム
ロ
 の
起
源
と
そ
の
背
景
」
（
 日
 本
 宗
教
交
渉
史
論
）
参
照
。
 

ハ
 附
記
り
本
稿
は
昭
和
三
二
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
を
 
ぅ
け
 た
 
「
宇
佐
弥
勒
寺
の
史
的
研
究
」
の
一
部
で
あ
る
。
 

八 
揖   

へ
 
え
 
Ⅰ
）
 

め
に
国
分
寺
の
旺
 呈
エ
 へ
の
発
展
し
て
い
る
。
政
府
の
側
 か
ら
す
る
と
八
幡
宮
 及
 神
宮
寺
弥
勒
寺
の
建
立
も
亦
そ
の
 
一
環
で
あ
っ
た
と
い
わ
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キリスト教と 哲学 

ス と と あ 会 でた 自 つ り   

・同のるはながらた キ時出。 、 けっの。 ス ト 私た   
ト な に 息 根 な 世 を で 」   
と い お た 拠 ら と 保 、 と さ 
の 。 い よ と な し っ キ し ぎ     可 能はか にし とし 会にてる をはく " ス ト 」 と古 不 " 
で " し て こ " れ 常 数 し 教 
あ て 、 の え 社 る に の て と 

る り 弘 昌 て 会 集 緊信 の し 

。 ァ た 己 い の 件 張 何 社 て 
そ や ち の る 中 に の に 含 有 
れ レ の 生 も に よ う 生 に 在 
で ビ 生 存 の 存 る ち ぎ お す   
日 ロ す グ 。 一 

生 り   今テ属て るるはか なれ 存   
ト 徒 マ リ の 社 そ な 、 し 会 大 
昔時 リ ア 趨舎 れ る 教 て と 

と 代 ァ に 越 で 自 。 会 実 し 
た の の お 的 あ 体 こ に 存 て 須 
る キ そ い 性 る が の お す 存 
こ リ れ て 格 Ⅴ こ 、 よ い る 在 する とはスト の ょ の よ @ よ、 すぎ 自ら な う て、 もの 

賀 

小 考 う う ま な の 生 世 で も   
      潔 
ろ は キ キ の が い の し た 会 

@  かィス マ ;                                           
。 ェ ト ト で 教 の し 、 あ キ 
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キ
リ
ス
 

ー
哲
 

ト
教
 

学
の
位
置
に
 

と
 
百
出
軍
（
承
前
）
 

つ
い
て
 

  



っ
て
で
あ
る
。
で
は
、
教
会
が
十
字
架
上
に
死
に
、
そ
し
 て
甦
 え
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
 ば
 

「
証
し
」
と
言
わ
れ
 

た
 啓
示
が
、
今
日
も
起
る
と
い
 5
 こ
と
以
外
に
は
な
い
。
 で
は
、
そ
れ
は
ど
う
し
て
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
 キ
 リ
ス
ト
教
は
、
そ
の
 町
 

能
 性
を
「
キ
リ
ス
ト
の
 休
 」
と
し
て
の
教
会
の
働
 き
以
 外
に
求
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
で
は
、
教
会
の
、
ど
の
 よ
う
な
 働
 ぎ
に
よ
っ
 

て
 、
そ
の
こ
と
は
可
能
に
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
 は
、
 「
キ
リ
ス
ト
の
 体
 」
即
ち
組
織
体
（
 体
 ）
と
し
て
の
 キ
リ
ス
ト
・
イ
ェ
ス
に
 

お
い
て
、
 主
 イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
生
起
し
た
 と
こ
ろ
の
 花
と
甦
 え
り
を
通
し
て
の
、
神
の
愛
の
表
現
が
 完
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
 

そ
れ
で
は
、
今
日
、
キ
リ
ス
卜
者
と
な
る
こ
と
は
、
 い
 か

に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
 ス
ト
に
お
い
て
起
っ
 

キ
リ
ス
卜
者
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
原
理
上
、
可
能
 で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
私
た
ち
は
、
そ
の
 町
 能
 性
を
、
教
会
の
外
に
 

求
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
は
舌
ロ
 
ぅ
 ま
で
も
な
い
こ
と
 で
あ
る
。
 

に
 、
啓
示
の
完
成
と
い
う
事
実
の
側
に
あ
る
こ
と
に
な
 る
 。
と
す
れ
ば
、
今
日
に
お
い
て
も
、
既
に
、
啓
示
が
完
 成
さ
れ
て
い
る
以
上
、
 

可
能
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
イ
エ
ス
，
 キ
 リ
ス
ト
と
の
 出
 遭
い
の
可
能
性
は
 、
 私
た
ち
の
生
存
の
う
 ち
に
あ
る
の
で
は
な
し
 

事
実
こ
そ
、
信
仰
を
可
能
に
す
る
力
で
あ
り
、
こ
の
 
信
 仰
に
お
い
て
、
イ
エ
ス
を
 主
 
（
キ
リ
ス
ト
）
と
し
て
 生
 ぎ
る
と
い
う
 出
 遭
い
は
 

に
 、
信
仰
を
可
能
な
ら
し
め
た
の
は
、
生
起
し
た
事
実
 即
ち
復
活
と
い
う
啓
示
の
完
成
で
あ
っ
た
。
こ
の
啓
示
の
 完
成
と
し
て
の
復
活
の
 

放
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
使
徒
た
ち
が
復
活
の
 主
に
遭
い
得
た
の
は
、
彼
ら
の
信
仰
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
 。
し
か
も
、
使
徒
た
ち
 

の
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
啓
示
が
完
成
さ
 れ
た
時
、
即
ち
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
復
活
に
遭
 う
 こ
と
 に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
 

マ
グ
ダ
 ラ
 の
マ
リ
ア
が
真
に
 イ
 ニ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
 出
 遭

っ
た
の
は
、
十
字
架
の
事
が
あ
っ
て
か
ら
三
日
目
の
朝
 、
 空
に
な
っ
て
い
た
 墓
 

の
 前
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
他
の
弟
子
た
ち
に
お
い
て
 も
 、
復
活
の
主
に
お
い
て
、
真
に
、
 出
 遭
い
が
起
っ
た
 @
 
」
と
は
、
マ
リ
ア
の
場
合
 

と
 同
様
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
十
字
架
の
出
来
事
は
復
 清
 に
お
い
て
、
神
の
愛
の
表
現
と
し
て
の
啓
示
の
意
味
を
 完
成
す
る
こ
と
に
な
る
 

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
啓
示
の
完
成
に
接
す
る
 と
き
 、
私
た
ち
は
人
間
の
罪
の
最
後
の
砦
で
あ
る
 自
罰
と
 し
て
自
己
義
認
か
ら
 解
 

(514) 

そ
う
で
は
な
い
。
使
徒
時
代
の
キ
リ
ス
卜
者
に
お
い
て
 も
、
 前
に
考
察
し
た
よ
 う
 に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
の
 真
 の
 出
 遭
い
が
起
っ
た
 
即
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を
 無
視
し
て
生
き
る
と
き
、
無
責
任
な
生
き
方
に
な
る
 か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
私
た
ち
は
、
社
会
的
生
存
 条
件
に
と
ら
わ
れ
る
よ
 

う
 に
な
り
、
そ
こ
か
ら
自
己
実
現
的
生
存
を
結
果
す
る
，
 
」
と
に
な
り
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
啓
示
さ
れ
 た
 世
界
を
排
除
す
る
 ょ
 

5
 に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
世
界
に
お
い
て
、
 キ
 リ
ス
卜
者
と
し
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
 者
と
し
て
の
役
割
を
果
 

す
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
実
現
的
 主
体
に
負
わ
さ
れ
て
い
る
欲
求
を
、
キ
リ
ス
卜
者
 

の
 愛
に
生
か
さ
れ
て
い
 

る
 生
き
方
に
よ
っ
て
言
わ
れ
て
ぎ
た
事
柄
で
あ
る
。
 

そ
 れ
は
、
キ
リ
ス
卜
者
が
 
、
 自
ら
の
生
存
は
神
の
愛
の
程
に
 
可
能
に
さ
れ
て
い
る
こ
 

と
を
、
現
実
の
生
活
に
お
い
て
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
 

私
た
ち
が
肉
体
を
生
存
の
条
件
と
し
て
生
き
て
い
る
 

限
 リ
 、
社
会
が
提
供
す
る
 

生
存
条
件
か
ら
離
れ
て
生
き
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
 

そ
 ぅ
 す
る
こ
と
な
し
に
は
、
生
き
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
 

ぅ
 許
り
で
な
く
、
そ
れ
 



 
 

 
 
 
 

 
 

  
      
  

  

キ
リ
ス
卜
者
の
「
証
し
」
は
、
教
会
を
通
し
て
可
能
で
 

あ
る
と
い
う
と
 

き
 、
そ
れ
は
、
教
会
に
お
い
て
、
証
し
を
 

可
能
に
す
る
こ
と
が
 

起
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
証
し
を
可
能
に
す
る
こ
と
 

と
は
、
一
体
、
何
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
証
し
を
 

す
る
主
体
に
変
化
が
起
 

る
こ
と
で
あ
る
。
証
し
が
可
能
に
な
る
た
め
に
は
、
 

自
 
然
 的
人
間
の
自
己
実
現
的
主
体
が
、
信
仰
に
 

よ
 る
愛
の
主
 

体
 に
変
化
せ
し
め
ら
れ
 

る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
体
の
 

変
化
は
、
そ
の
主
体
の
生
存
一
般
に
対
す
る
態
度
に
お
い
 

て
 
認
め
ら
れ
る
も
の
で
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
態
度
と
い
う
の
は
、
価
値
評
価
 

の
 
仕
方
で
あ
り
、
そ
れ
が
主
体
の
行
動
全
体
を
通
し
て
 

一
 
貢
 し
た
も
の
で
あ
る
と
 

 
 

 
 

 
 

ょ
 ば
れ
る
、
こ
の
 

ょ
う
 
な
態
度
は
 

、
 
確
か
に
身
体
の
構
 

，
 
ぇ
 
と
し
て
、
自
己
の
最
も
具
体
的
な
現
わ
れ
方
で
あ
る
が
 

、
だ
か
ら
と
い
っ
て
 

、
 

こ
れ
は
自
己
に
と
っ
て
は
周
辺
的
な
、
そ
の
存
在
の
本
 

質
 と
は
深
い
関
わ
り
を
持
た
な
い
こ
と
だ
と
舌
ロ
 

ぅ
 こ
と
は
 

出
来
な
い
。
 

そ
 れ
ど
こ
 

ろ
か
、
態
度
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
自
己
の
在
り
方
は
 

、
 
そ
れ
が
個
別
化
の
原
理
で
あ
る
と
こ
ろ
の
物
質
，
 

し
 
こ
で
は
身
体
に
よ
 

っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
一
義
的
 

な
 表
現
と
な
っ
て
い
る
と
言
わ
 

ほ
 げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

つ
ま
り
自
己
は
、
そ
の
 

態
度
に
お
い
て
、
そ
の
本
質
性
を
現
わ
し
て
い
る
の
で
 

あ
る
。
だ
か
ら
、
自
己
の
態
度
に
お
け
る
、
そ
の
本
質
の
 

表
現
で
あ
る
と
こ
ろ
の
 

宗
教
に
お
い
て
、
自
己
は
、
そ
の
本
質
を
残
り
な
く
 

表
 現
し
て
い
る
の
だ
と
言
 

う
 こ
と
が
出
来
 

る
 
。
と
い
う
の
は
 

、
宗
教
的
態
度
に
お
 

い
 

て
 
表
現
さ
れ
た
自
己
こ
そ
、
自
己
の
全
体
性
に
お
け
る
 

表
現
な
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
宗
教
的
態
度
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
 

に
よ
っ
て
、
全
体
と
し
て
表
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
自
己
と
 

は
 
、
一
体
何
で
あ
ろ
 

の
よ
う
に
、
そ
の
ま
ま
の
存
在
と
し
て
在
る
の
で
は
な
 

く
 、
自
己
の
存
在
の
意
味
理
解
（
自
覚
）
に
よ
っ
て
 

、
存
 
在
 と
な
る
。
こ
の
よ
う
 

な
 
、
自
己
の
存
在
の
意
味
理
解
は
、
具
体
的
な
生
存
の
 

経
験
を
通
し
て
、
最
も
具
体
的
な
形
で
与
え
ら
れ
る
も
の
 

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
 

そ
 

れ
は
、
自
己
の
存
在
の
「
理
解
」
で
あ
り
な
が
ら
、
 

そ
 れ
が
、
意
味
の
理
解
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
最
も
純
粋
な
形
 

に
お
い
て
は
、
 

血
 意
識
 

的
 で
す
ら
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
意
識
さ
れ
て
、
 

限
 局
さ
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
よ
う
な
仕
方
に
お
い
て
 

成
 立
っ
て
い
る
理
解
な
の
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甦
 え
り
に
接
し
て
（
愛
に
触
れ
て
）
、
自
然
的
自
己
が
 克
服
さ
れ
て
、
信
仰
的
自
己
に
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
 

な
ら
う
死
を
死
に
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
果
さ
れ
た
の
で
 あ
っ
た
。
教
会
の
こ
の
よ
う
な
伝
統
は
、
以
上
の
よ
う
な
 死
 を
避
け
よ
う
と
す
る
 

と
ぎ
維
持
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
 う
 な
 イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
死
を
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
 、
信
 仰
の
育
成
を
可
能
に
す
 

る
と
こ
ろ
の
行
動
に
よ
っ
て
教
会
が
「
交
り
」
と
し
て
 成
立
す
る
こ
と
を
可
能
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
 @
 
」
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
 

「
キ
リ
ス
ト
の
 体
 」
の
肢
で
あ
る
と
こ
ろ
の
メ
ン
バ
ー
に
 も
 、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
死
を
死
ぬ
こ
と
の
可
能
性
 
が
 生
れ
る
。
こ
 う
し
 

て
 、
伝
統
の
う
ち
に
保
た
れ
て
い
く
生
命
の
共
同
体
が
 教
会
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
生
命
の
共
同
体
 0
 機
能
を
有
効
に
す
る
 

た
め
に
、
宗
教
に
固
有
の
方
法
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
 な
る
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
は
、
右
に
述
べ
た
生
命
の
共
同
体
の
命
脈
を
保
持
 す
る
た
め
の
生
活
の
秩
序
と
し
て
ま
ず
現
わ
れ
る
。
こ
れ
 は
 
「
祭
り
」
に
お
い
 

て
見
ら
れ
る
よ
さ
に
、
一
年
に
一
度
廻
っ
て
来
る
も
の
、
 聖
日
の
よ
う
に
一
週
間
に
一
度
廻
っ
て
来
る
も
の
な
 
ど
 、
こ
れ
ら
に
お
い
て
 

は
 、
自
然
的
自
己
の
日
常
的
な
時
の
流
れ
の
中
か
ら
、
 特
 定
の
時
を
撰
ん
で
、
そ
れ
を
愛
の
秩
序
の
中
に
お
く
 ナ
 」
と
に
よ
っ
て
、
信
仰
的
 

自
己
の
覚
醒
を
促
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
 数
 に
お
い
て
は
、
聖
日
に
は
礼
拝
が
行
わ
れ
る
。
礼
拝
に
 お
い
て
は
説
教
と
聖
餐
 

が
そ
の
中
心
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
説
教
は
教
訓
で
は
 な
い
し
、
聖
餐
も
単
な
る
食
事
で
は
な
い
。
説
教
は
 、
講
 演
 と
か
講
義
な
ど
に
 ょ
 

っ
て
為
さ
れ
る
よ
う
な
 高
道
 な
人
生
観
や
高
潔
な
生
き
方
 な
ど
の
開
陳
で
は
な
い
。
こ
れ
に
お
い
て
は
、
イ
エ
ス
 
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
 

の
死
 と
そ
れ
に
次
ぐ
 甦
 え
り
の
意
味
が
解
明
さ
れ
な
 げ
 れ
ば
な
ら
な
い
。
聖
餐
に
お
い
て
も
、
こ
れ
は
、
礼
拝
の
 後
に
行
わ
れ
た
最
後
の
 

晩
餐
に
か
た
ど
る
共
同
の
食
事
に
由
 来
 す
る
と
し
て
・
も
 、
こ
れ
が
礼
拝
の
中
に
典
礼
と
し
て
制
定
さ
れ
た
と
 き
 、
 
こ
れ
は
復
活
に
連
る
 

「
主
の
死
」
を
、
培
養
者
に
現
前
せ
し
め
る
こ
と
を
目
的
 と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
 、
 祭
り
や
礼
拝
は
 、
日
常
性
の
時
の
流
れ
 

の
中
か
ら
抽
出
し
た
特
定
の
時
に
、
日
常
的
で
な
い
 特
 殊
の
行
為
を
現
実
に
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
日
常
的
 現
実
に
は
存
在
し
な
い
 

愛
の
行
為
の
現
実
を
通
し
て
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
 現
前
に
接
す
る
こ
と
を
可
能
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
 よ
 う
 に
、
生
存
の
危
機
 

を
 克
服
し
、
キ
リ
ス
ト
教
的
実
存
を
可
能
に
す
る
た
め
 の
 途
は
、
宗
教
に
固
有
の
方
法
と
し
て
は
、
祭
り
礼
拝
な
 ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
 

(518)  44. 
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ほ の は の も 基 機 す に 食 分 化 で か 更 
適 確 態 官 人 の 礎 の る 際 の 化 展 売 主 <  セ " - 
わ 信 皮 覚 間 だ 的 現 と 会 心 展 開 成 存 と 徹 

し 底 の危 も、なけ にお は全 の、 から 条件 われ も言 する 然で 開し にお され て 的 
れ そ い 体 八 で を 方 ぅ こ あ て い る 機   れ @ 甲 

宗 な   教 る 
ら 実 現 も し 。 し 社 が な そ さ 豊 5 服 ぼ と 

な 存 さ の て 固 
ぃ 的 れ で の 修 有 するた でるあ 生 得る皮 会の発 出来よ 分 る 。 して、 を加え 寓 さを ことで 五の道 

方 院 
浅 に 

るため この場 の め あるが 、 のであ 存は 合に 。展に ぅ 展 化 生存 るこ 力， ロえ はな は み   ら 
合散 " に。 るに " 自 巳 こ れ 
生 " こ 意 の   こ ろ 

で ・ よ 

ノ 寒 , う 

環 を 自 深 め 有の途 存の 自己 こに 識 の 生存 生命の のでも 自己の におい 展開す 具体 て 収 る。 は収傲 き た 
境 実 己 肩 息 機 あ 主 て る 性 欲 す は る 

と 生 的 条た把 存がに おの 味 能が る休廷 。 性 る こと をしる 獲 て だ道 修 も 活 
件 ら え い 自 

舌口 そ 

の し た て 覚 生活 分化 つま の現 生存 によ 得 す 深さ げで 5 0 
充 め 目 な と 展 り 実 の つ る を は に "  し @ も 

実 て 覚 さ と と の 
が な 

いる の度 はれも " " に - 出 時   釆 殊   の 危 の 自 は る に 化 ぎ る イヒ 

自 の 故 化 ま 分 機 発 己 斯 の よ し る で ・ し 

展 の し で っ 展 と あ て   ろ し 
主 に 実 こ と   
休 ょ 存 と は し 間 機 性 存 。 生 る こ 

う。 ま う 

性 つ 的 が   た の と の 伏 そ 存 。 と   
め て 確 出 前 生 日 す 確 湿 れ は 収 は の 
確 勤惰 釆 述 命 己 る 立 に 故 会飲     
立 揺 と な の の 疎 も が 直 に 体 に 生 現 
の せ よ い 通 要 外 の 硯 面 、 性 お 存 力つ 

柔 し ん も り で 実し生をいの   
件 め だ の で 求 に   あ 化 存強て危 る 

と ら の で あ よ は る さ 新 の 化 は 機 
  、 か れ し 分 す 深 の そ 

なれであ る 、 あ る。 る の 

の 生 っ か し 可 克服が て惹起 社会が 、生 ら 度合 る い生存 化 展開 るが、 さをま 否 
もよ 

り 危     さ 生存にのは 目 し " そ "     る の 尼 店 擬 生 を 分 こ サ ブ ヒ 
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し 

感情 て 、 
は 生 
単 存 
な め 
る 立 ， E 、 

対 味 
象 理 
の 解 
認 は 

知   
で 感 
は 情 
な め 

  
員 尋思 ンこ 

如 よ 

し っ 

た て 
も 補 
の わ 

に村 ね 、 
す ま 

る た 
価 代 
値 替 
喜平 さ 

価 れ 
な る 
今 よ 

ん ぅ 

で、 に 

い な 
る る   
そ 
れ 
故 
卍ブ し 

感 
生日 ｜ @ 

の要 

求 
れァ し 

応 
え Ⅰ 

る 
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

そ
こ
で
、
態
度
と
い
う
全
体
的
な
自
覚
の
仕
方
が
動
揺
 し
て
く
る
の
で
あ
る
。
自
己
の
生
命
の
分
化
は
、
自
己
の
 主
体
性
の
確
立
に
応
じ
 

て
 、
態
度
に
即
し
た
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
。
つ
ま
り
、
 意
志
の
領
域
が
ま
ず
分
化
し
、
次
い
て
感
情
が
、
そ
し
 て
 最
後
に
理
性
が
目
 醒
 

め
る
。
あ
る
い
は
、
意
志
、
感
情
、
理
性
が
、
相
次
い
 で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
求
を
充
た
そ
う
と
す
る
 よ
う
 に
な
る
 の
で
あ
る
。
理
性
、
感
 

情
 、
意
志
は
、
自
己
を
構
成
す
る
作
用
で
あ
り
、
理
性
 は
 理
解
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
感
情
は
感
じ
る
こ
と
、
 即
 ち
 対
象
を
現
実
感
を
以
 

て
と
ら
え
る
こ
と
を
要
求
し
、
意
志
は
行
動
を
決
定
し
 て
 、
対
象
を
現
実
に
と
ら
え
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
そ
れ
 故
に
、
意
志
は
 、
 最
も
 

現
実
に
即
し
た
作
用
で
あ
り
、
感
情
は
こ
れ
に
次
ぎ
 、
理
 性
の
作
用
は
 、
 最
も
現
実
か
ら
離
れ
た
、
そ
の
意
味
で
 客
観
性
を
持
っ
た
も
の
 

で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
対
象
の
把
握
の
仕
方
に
関
し
て
、
 意
志
は
最
も
具
体
的
で
あ
る
が
一
般
性
を
欠
い
て
お
り
 、
感
情
は
、
意
志
 よ
 り
 

も
 現
実
か
ら
の
距
離
が
あ
る
だ
 け
 一
般
性
を
持
ち
、
 理
 性
は
現
実
か
ら
遠
い
だ
 け
 一
般
性
を
持
っ
た
理
解
を
す
る
 こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
 

る
 。
 

社
会
の
提
供
す
る
と
こ
ろ
の
生
存
の
条
件
が
充
実
さ
れ
 る
 度
合
に
し
た
が
っ
て
、
以
上
の
よ
う
に
、
態
度
の
全
体
 性
の
中
か
ら
意
志
の
 

作
用
が
分
化
展
開
し
て
来
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
惹
起
さ
 れ
る
生
存
の
危
機
に
対
し
て
は
、
宗
教
に
固
有
の
方
法
が
 こ
れ
に
対
処
し
た
の
で
 

あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
さ
き
に
、
祭
り
礼
拝
な
ど
が
、
 特
 殊
 な
行
為
を
実
際
に
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
動
揺
す
る
 実
 存
 的
確
信
の
立
て
直
し
 

に
肖
 っ
た
の
で
あ
っ
た
。
私
た
ち
は
、
さ
き
に
、
こ
の
 ナ
 
」
と
を
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
考
察
し
た
の
で
あ
っ
た
が
 
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
 

だ
け
で
な
く
、
一
般
に
宗
教
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
 こ
 の
よ
う
な
形
態
に
お
け
る
、
生
存
の
意
味
把
握
の
仕
方
に
 つ
ト
リ
て
 
舌
口
わ
れ
て
い
る
 

よ
う
 で
あ
る
。
私
た
ち
が
、
こ
こ
で
、
問
題
に
し
ょ
う
 と
し
て
い
る
哲
学
と
最
も
深
い
関
係
に
在
る
ギ
リ
シ
ャ
 民
 族
の
宗
教
は
こ
の
よ
 う
 

な
も
の
で
あ
っ
た
し
、
最
も
非
宗
教
的
な
人
生
観
と
者
 ，
 
え
ら
れ
て
い
る
儒
教
に
も
、
そ
の
前
史
と
し
て
右
の
よ
 う
 な
形
態
の
宗
教
が
あ
っ
 

た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
社
会
の
発
展
に
よ
り
、
 生
 存
 条
件
が
充
実
さ
れ
る
に
し
た
が
っ
て
、
感
情
の
要
求
が
 解
放
さ
れ
て
来
る
。
 そ
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社
会
の
発
展
と
と
も
に
、
宗
教
か
ら
芸
術
が
生
・
 

れ
 出
て
 、
 こ
れ
に
 伐
 る
と
い
う
形
を
採
っ
て
い
な
い
。
生
存
の
契
 機
 が
一
度
に
展
開
し
て
Ⅱ
 

 
 

れ
た
の
は
、
充
分
に
そ
の
契
機
を
展
開
し
た
社
会
、
 ロ
 １
 7
 帝
国
を
場
と
し
て
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
 、
 

な
る
延
長
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
か
ら
成
長
す
る
と
い
う
 形
で
、
成
立
し
た
も
の
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
が
 

る
 点
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
は
 、
ユ
 ダ
 ヤ
 教
を
そ
の
前
史
と
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
、
キ
リ
 

と
こ
ろ
で
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
事
情
は
ど
 う
 な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
 

キ りそ " ス ト は " 
ス の 教 他 
ト も は の 
教 の 、 宗 
に と ュ 教 
お し ダ と 

い て ヤ 事 
て 形 教 ャ青 

は 成 の が 
、 さ 卓 異 

(521) 

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
支
那
 の
 宗
教
に
お
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。
 

と
の
出
来
る
も
の
は
、
真
実
の
形
象
で
あ
る
。
感
情
の
 世
界
は
、
経
験
的
現
実
で
は
な
い
。
経
験
的
現
実
に
 蹄
跨
 し
て
い
た
自
己
が
 、
ぞ
 

こ
か
ら
解
放
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
世
界
 は
 現
実
で
は
な
く
、
謂
わ
ば
、
抽
象
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
 。
し
か
し
な
が
ら
、
 現
 

美
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
直
ち
に
真
実
で
あ
る
と
 い
う
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
、
そ
こ
で
は
、
余
り
に
 も
対
象
に
近
く
あ
る
と
 

ぎ
に
は
、
こ
の
も
の
が
解
ら
な
い
よ
う
に
、
私
た
ち
は
 真
実
の
自
己
を
見
失
い
が
ち
で
あ
る
。
感
情
の
世
界
で
は
 、
た
だ
対
象
を
認
知
す
 

る
だ
け
で
は
な
く
、
価
値
評
価
が
こ
れ
に
加
え
ら
れ
る
 か
ら
、
立
体
的
に
把
握
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
 そ
れ
故
に
、
感
情
の
要
 

永
生
存
の
危
機
に
対
し
て
持
つ
と
こ
ろ
の
感
清
 め
 要
求
に
対
す
る
答
え
は
、
構
想
 力
が
よ
 り
真
実
な
る
形
象
 を
 作
り
出
す
こ
と
に
よ
 

っ
て
為
さ
れ
る
。
か
く
て
、
芸
術
が
創
造
さ
れ
る
の
で
あ
 る
 。
民
族
の
宗
教
は
 、
 前
に
見
た
よ
う
な
純
粋
に
宗
教
 ぬ
 た
 方
法
か
ら
、
芸
術
 

の
 助
け
せ
借
り
る
よ
 う
 に
な
り
、
や
が
て
芸
術
は
独
立
 す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
民
族
に
お
い
て
 

 
 

刻
を
生
み
、
舞
踊
音
楽
の
よ
う
な
要
素
的
芸
術
だ
け
で
 な
し
に
、
神
話
と
い
う
最
も
自
由
な
ジ
ャ
ン
ル
を
持
っ
 形
 象
を
生
み
出
し
た
の
で
 

あ
っ
た
。
し
か
も
、
芸
術
的
要
求
は
、
さ
ら
に
、
そ
の
 形
象
化
を
進
め
、
最
も
芸
術
的
香
気
の
高
い
ギ
リ
シ
ャ
 悲
 劇
の
産
出
と
な
っ
た
の
 

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
宗
教
か
ら
芸
術
が
独
立
し
 て
 、
生
存
の
意
味
把
握
に
 肖
 る
と
 き
 、
現
実
に
束
縛
さ
れ
 な
い
形
象
の
世
界
に
主
 

体
 が
解
放
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
宗
教
の
世
界
に
お
い
 て
よ
り
は
、
よ
り
自
由
に
探
求
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
 そ
 れ
 故
に
、
宗
教
的
把
握
 

よ
り
も
、
よ
り
明
確
な
意
識
を
持
っ
た
理
解
に
進
む
こ
 と
が
出
来
る
。
だ
が
、
そ
の
反
面
に
、
宗
教
の
持
つ
 、
実
 存
を
支
配
す
る
 力
 は
 失
 



い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
、
 宗
教
か
ら
芸
術
的
要
素
が
分
化
し
て
 釆
 た
事
情
は
 、
ど
 の
よ
 う
 で
あ
っ
た
ろ
う
 
れ
 

か
 。
礼
拝
に
歌
が
加
え
ら
れ
、
礼
拝
堂
に
絵
画
が
架
 け
 ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
芸
術
が
宗
教
を
助
け
る
よ
 う
 に
 な
っ
て
い
る
が
、
キ
リ
②
  

 

ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
芸
術
が
、
や
が
て
、
宗
教
に
代
 
る
 も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
 他
の
宗
教
の
よ
う
に
、
 

実
存
的
確
信
を
形
象
に
ま
と
め
あ
げ
る
と
 き
 、
形
式
と
 し
て
は
神
話
的
表
現
を
採
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
中
川
 

釆
 よ
 う
 。
こ
の
こ
と
を
、
 

私
は
、
聖
書
正
典
の
結
集
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
と
 考
，
 
ぇ
る
 。
旧
約
聖
書
三
十
九
巻
の
文
書
を
正
典
化
し
た
の
は
 、
勿
論
、
 
ュ
グ
ヤ
 教
会
 

で
あ
る
が
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
容
れ
て
、
新
約
聖
書
 一
 一
十
 セ
 巻
の
文
書
と
共
に
正
典
化
し
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト
 教
会
で
あ
っ
た
，
こ
の
 

六
十
六
巻
の
文
書
が
正
典
と
定
め
ら
れ
た
と
き
、
こ
こ
 に
は
様
々
の
文
書
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
 福
立
 回
書
に
お
い
て
形
象
化
さ
 

れ
て
い
る
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
 ナ
 
」
と
は
言
 う
 ま
で
も
な
い
。
だ
か
ら
、
私
た
ち
は
、
聖
堂
 目
ハ
 旧
新
面
的
）
に
お
い
 

て
 キ
リ
ス
ト
教
の
実
存
的
確
信
が
、
神
話
的
に
形
象
化
 さ
れ
て
い
る
の
を
、
こ
こ
に
み
る
こ
と
が
出
来
る
。
 と
 @
 
」
ろ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
 

お
い
て
は
、
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
悲
劇
の
よ
う
に
優
れ
 た
 そ
し
て
宗
教
に
代
る
も
の
と
し
て
存
立
す
る
芸
術
が
 、
 そ
の
生
成
発
展
の
結
果
 

と
し
て
生
み
出
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
勿
論
、
 キ
 リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
、
礼
拝
に
奉
仕
す
る
た
め
の
 サ
 蚕
 術
は
作
ら
れ
て
い
る
。
 

し
か
し
、
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
礼
拝
に
奉
仕
す
る
芸
術
 で
あ
っ
て
、
宗
教
的
芸
術
 ｜
 
芸
術
が
宗
教
と
し
て
の
 内
 容
を
持
っ
て
い
る
 

で
は
 な
い
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
固
有
の
芸
術
、
礼
 拝
 に
奉
仕
す
る
 
よ
う
 に
作
ら
れ
た
芸
術
は
、
芸
術
そ
の
 も
の
が
宗
教
性
を
持
っ
 

の
で
は
な
く
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
形
象
化
、
そ
の
 現
 前
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
却
っ
て
 、
芸
術
に
固
有
の
領
域
 

を
 残
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
点
に
は
、
 い
 ま
は
、
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。
 

さ
て
、
一
般
に
、
人
間
の
生
存
の
意
味
理
解
に
お
こ
る
 と
こ
ろ
の
 危
 ・
機
の
克
服
は
、
ま
ず
宗
教
に
お
い
て
、
次
に
 

感
情
の
分
化
展
開
に
 

応
じ
る
も
の
と
し
て
芸
術
に
お
い
て
、
な
さ
れ
る
の
で
 あ
る
が
、
更
に
、
理
性
の
要
求
が
目
醒
め
る
こ
と
に
よ
っ
 て
 、
そ
の
要
求
に
応
え
 

る
も
の
と
し
て
、
哲
学
が
生
れ
、
こ
れ
が
宗
教
に
代
 る
，
 」
と
に
な
る
。
こ
の
過
程
、
殊
に
最
後
の
過
程
を
最
も
 
典
型
的
に
展
開
し
た
の
 

は
 、
ギ
リ
シ
ャ
民
族
の
宗
教
で
あ
っ
た
。
 

ィ
エ
 ー
ガ
ー
 も
官
 ぅ
 よ
さ
に
、
ギ
リ
シ
ャ
人
の
哲
学
は
、
宗
教
に
代
 る
 も
の
と
し
て
成
立
し
た
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く なを特の 求のこはる言に " 。 ぅ認 動い大的 ととのな 人 でぎ " " 哲 
る 充徴 よ 理 こ こ め 共 し こ 土 間 解 こ 学 
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の
と
し
て
哲
学
（
形
而
上
学
）
が
誕
生
し
た
の
で
あ
っ
 た
 

そ
こ
で
、
私
た
ち
は
、
哲
学
誕
生
の
契
機
と
な
っ
た
技
術
 
的
 理
性
の
経
験
合
理
的
思
惟
の
要
求
と
い
う
も
の
を
：
 」
こ
で
一
応
、
明
ら
か
 

跨
 

 
 

に
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
経
験
合
理
的
思
惟
 と
い
う
も
の
は
、
技
術
と
結
び
つ
い
た
思
惟
方
法
で
あ
る
 か
ら
、
そ
の
具
体
的
 相
 

は
 、
技
術
の
発
達
段
階
に
即
し
て
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
 う
な
い
が
、
そ
の
思
惟
の
要
求
は
、
ど
の
よ
う
な
相
に
お
 い
て
も
変
う
な
い
。
 
し
 

た
が
っ
て
、
経
験
合
理
的
思
惟
の
要
求
を
知
ろ
 う
と
い
 ぅ
 私
た
ち
の
目
的
の
た
め
に
、
そ
の
思
惟
が
最
も
よ
く
 展
 閲
 し
た
、
今
日
の
経
験
 

科
学
に
つ
い
て
見
れ
ば
 よ
 い
わ
ば
で
あ
る
。
経
験
科
学
 の
方
法
は
、
分
析
的
思
考
と
実
験
的
検
証
の
二
つ
の
要
素
 か
ら
成
立
っ
て
い
る
。
 

分
析
的
思
考
と
い
う
の
は
、
経
験
（
観
察
）
に
お
い
て
 与
え
ら
れ
た
物
を
、
そ
の
要
素
に
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
経
験
的
所
与
を
一
 

つ
 

の
 ム
ロ
成
体
と
し
て
構
想
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
 

ょ
う
 に
 し
て
得
ら
れ
た
構
想
の
真
理
性
は
、
そ
の
構
想
に
し
た
が
 っ
て
所
与
物
件
を
再
現
 

す
る
（
実
験
）
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
実
験
に
成
功
し
た
と
 き
 、
こ
の
構
想
が
理
論
（
法
則
）
 
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
 

で
あ
る
。
経
験
科
学
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
獲
得
さ
れ
 た
 個
々
の
知
識
の
蓄
積
を
整
理
し
て
体
系
化
し
た
も
の
で
 あ
る
。
そ
れ
故
に
 、
経
 

総
合
理
的
思
惟
は
、
以
上
の
よ
う
な
思
惟
に
よ
っ
て
 、
 そ
の
認
識
の
限
界
は
ま
め
が
れ
な
い
が
、
世
界
に
就
い
て
 の
 像
を
把
握
す
る
こ
と
 

が
 出
来
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
経
験
合
理
的
思
惟
 0
 把
握
は
、
経
験
か
ら
出
発
す
る
か
ら
、
そ
の
思
惟
は
 、
 ど
こ
ま
で
も
、
経
験
の
 

持
つ
制
約
を
ま
め
が
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
経
験
 合
 理
 的
に
思
惟
 し
 得
る
の
は
、
感
覚
的
経
験
に
現
わ
れ
感
覚
 的
 世
界
に
そ
の
構
成
 物
 

と
し
て
再
生
可
能
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
 ま
 た
 、
そ
の
も
の
の
機
能
構
造
で
あ
る
と
舌
ロ
 
ぅ
 こ
と
に
な
 る
 。
と
こ
ろ
が
、
経
験
 

合
理
的
思
惟
は
、
生
活
経
験
を
通
し
て
獲
得
さ
れ
た
、
 生
 清
 に
有
用
で
あ
り
、
密
着
し
た
と
こ
ろ
の
思
惟
で
あ
る
 の
で
、
こ
の
思
惟
に
よ
 

る
 生
存
条
件
の
処
理
の
可
能
性
が
増
大
す
る
に
 つ
 れ
て
、
 人
々
は
、
こ
れ
が
有
効
な
思
惟
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
 こ
れ
の
み
が
正
当
な
思
 

性
 で
あ
る
と
す
る
傾
向
が
強
く
な
る
。
す
る
と
、
こ
の
 思
惟
は
感
覚
経
験
可
能
の
世
界
に
の
み
有
効
な
思
惟
で
あ
 る
の
で
、
こ
の
思
惟
に
 

よ
っ
て
は
、
意
味
を
把
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
だ
か
 ら
 、
そ
の
よ
う
な
思
惟
に
お
い
て
は
意
味
の
世
界
は
括
弧
 に
入
れ
ら
れ
る
か
、
 
否
 

定
 さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
自
己
は
 、
 単
に
、
世
界
に
お
 げ
る
相
対
的
存
在
で
し
か
な
く
、
生
存
の
意
味
は
掴
み
ょ
 ぅ
 が
な
く
な
っ
て
来
る
 



キリスト教と 哲学 

ト
ン
に
お
 

う
 に
。
 こ
 

て
も
、
 休
 

験
と
、
そ
 い

て
、
善
の
 
イ
デ
 

の
よ
う
に
、
意
味
 

験
的
 把
握
に
お
け
 

0
 人
物
の
肖
像
画
 な る 把 ァ 
見 異 損 が 昆 るこ 同 @ 体性 抽 が 
と に 象 の 

  と 含 的 存 

それ念で 、 ま概在 
め て に あ   
物 る っ 、 
の 重 て こ 

大 要 畳 ね 
相 な き が 
書 要 か   
を 素 え す 
読 は ら べ 

む 捨 れ て 
こ 象 る の 
と さ と 存 

め 違 ． れき て 、 在 理 
い し そ 由 
以 ま れ で 
上 ぅ が あ   
も そ れ 同 
め れ ば 時 
で は ど に 

あ 、 超 認 

ろ 呉 越 識 

ぅ 。 体性理 的を由 
か な 持 で 

く 人 っ あ 

て 、 物たる にもと 
形 遭 の さ 
而 っ で れ 

上 た あ た 
苧 経 っ よ 
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荷 る わ こ れ 
担 こ れ れ て 
す と る と い 

ろ は と 矛 る 

からで 由来なことな 宗 き 、 肩 する   
合 哲 よ な   
理 学 る 排 意 
仕 者 科 除 味 
を は 学 す 把 
貫 、 の る 握 

徹合 し 理圧い世 断とと 
よ 性 に ぅ 界 
ぅ の な 形 像 
と 要 る が を 
す 求 め 、 矛 
る に け ど 盾 

。 強 で の な 
そ く お 宗 く 

の 促 る 教 結 

持 " さがの れ " 歴し 合 
煮 て そ 史 ょ 

味 い の に ぅ 

的 る よ お と 

観 者 う い す 
方 た な て る 
の ち 非 も 場 

方で合 のあ 理っ、 起合 
合 る 的 て 意 
理 か な い 味 

                      る的 「 
必 こ は こ 観 

然 の 、 れ 万 
的 ょ 結 が 」 に 国 なにな う 局、 政   
た政性カ と治のと、 て 
え 的 妥 結 世 
ば な 永 倉 界 

、 動 に し 像 
プ ぎ 抗 て の 
う に す 行   

ぅ
 の
は
、
生
存
の
意
味
把
握
に
由
来
す
る
、
世
界
の
全
 体
 的
な
「
観
方
」
が
、
経
験
合
理
的
思
惟
の
把
え
た
世
界
 像
 と
矛
盾
な
く
結
合
さ
 

理
解
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
そ
れ
は
、
合
理
性
の
要
 求
 を
充
す
と
こ
ろ
の
思
惟
、
即
ち
学
問
で
な
け
れ
ば
な
ら
 な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
 

る
 。
か
く
て
、
哲
学
は
、
そ
の
成
立
当
初
か
ら
、
形
而
 五
字
 的
 世
界
観
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
哲
学
が
世
界
 観
 と
な
っ
て
い
る
と
い
 

の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
哲
学
（
形
而
上
学
）
は
 、
二
 つ
の
要
求
を
充
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
第
一
は
 、
 そ
れ
が
生
存
の
意
味
の
 

理
性
を
持
っ
た
生
存
の
意
味
把
握
を
示
す
こ
と
で
あ
る
 。
こ
の
要
求
に
応
え
る
も
の
と
し
て
、
哲
学
は
、
形
而
 
七
字
と
し
て
誕
生
し
た
 

意
味
把
握
に
対
し
て
 持
づ
 要
求
は
、
思
惟
の
要
求
な
の
 で
あ
る
か
ら
、
合
理
性
の
貫
徹
で
あ
る
。
意
味
の
世
界
を
 括
弧
に
入
れ
（
懐
疑
）
 
、
 

あ
る
い
は
こ
れ
を
否
定
す
る
の
は
、
自
己
の
合
理
性
の
 要
求
を
貫
徹
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
哲
学
に
課
 止
 
と
ら
れ
も
に
も
の
は
、
ム
ロ
 

の
で
あ
る
。
 

一
般
に
苦
手
 は
 、
こ
の
 ょ
う
 な
状
況
に
お
い
て
、
生
存
の
 意
味
の
再
確
認
を
任
と
す
る
思
惟
と
し
て
現
わ
れ
た
も
 の
で
あ
る
。
哲
学
が
 

思
惟
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
経
験
合
理
的
思
惟
 の
 要
求
を
充
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
経
験
 合
理
的
思
惟
が
生
存
の
 



は
 、
経
験
合
理
的
思
惟
が
提
供
す
る
世
界
像
と
合
理
化
 さ
れ
た
意
味
的
観
方
と
が
、
矛
盾
し
な
い
こ
と
を
「
論
証
 」
に
よ
っ
て
保
証
す
る
 

も
の
と
し
て
成
立
す
る
。
こ
こ
に
、
思
惟
の
も
う
一
つ
 の
 相
が
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
惟
の
合
理
性
貫
徹
 の
 要
式
に
応
え
る
こ
と
 

に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
て
、
哲
学
は
、
形
而
上
 学
 と
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
上
述
の
よ
う
な
 成
 立
 事
情
か
ら
、
こ
れ
は
 

宗
教
的
哲
学
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
成
立
 し
た
宗
教
的
哲
学
に
お
い
て
は
、
そ
の
中
核
を
な
し
て
い
 る
 意
味
的
観
方
（
実
存
 

的
確
信
）
は
 、
 既
に
合
理
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
 、
こ
れ
の
実
存
に
対
す
る
支
配
力
は
減
退
し
て
い
る
。
 そ
 し
て
、
合
理
化
の
基
準
 

と
な
る
も
の
は
、
経
験
合
理
的
思
惟
の
要
求
す
る
合
理
 性
 に
あ
る
か
ら
、
こ
の
 ょ
う
 な
形
而
上
学
が
、
そ
の
学
問
 性
 を
一
 
@
 
の
め
る
こ
と
に
よ
 

っ
て
 、
 ム
ロ
理
化
を
進
め
る
こ
と
は
、
世
俗
化
す
る
こ
と
、
 
非
宗
教
的
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
 ょ
ぅ
 に
 宗
教
的
哲
学
と
し
て
 

成
立
し
た
哲
学
は
、
生
存
の
意
味
理
解
を
論
証
的
に
根
 拠
づ
 げ
た
も
の
と
し
て
、
実
存
的
確
信
に
代
る
も
の
で
な
 げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
 と
 

こ
ろ
が
、
意
味
的
観
方
を
既
に
合
理
化
し
て
し
ま
っ
た
 形
而
上
学
は
、
生
存
の
意
味
理
解
の
本
末
の
要
求
に
は
 充
 分
 に
応
え
る
こ
と
が
 出
 

来
 な
い
と
い
う
矛
盾
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
 

キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
こ
の
間
の
事
情
は
 、
ど
，
ヮ
 
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
経
験
合
理
的
思
惟
の
合
理
性
 貫
徹
の
要
求
に
遭
っ
 

て
 、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
一
般
の
哲
学
の
成
立
と
、
そ
の
 恒
 情
を
異
に
す
る
。
勿
論
、
キ
リ
ス
ト
教
が
、
そ
の
も
の
 と
し
て
そ
こ
で
成
立
し
 

た
 社
会
に
お
い
て
は
、
経
験
合
理
的
思
惟
だ
け
で
な
く
、
 形
而
上
学
も
、
相
当
に
行
き
亘
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
 
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
 

は
 、
経
験
合
理
的
思
惟
の
合
理
性
の
貫
徹
に
対
応
す
る
 と
 同
時
に
、
こ
の
戦
い
に
お
い
て
は
同
列
に
並
ぶ
と
こ
ろ
 の
形
而
上
学
を
異
教
と
 

し
て
そ
れ
に
対
し
て
も
自
己
を
護
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
 か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
精
神
状
況
を
契
機
と
し
て
、
キ
リ
 ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
 

宗
教
的
哲
学
と
な
る
の
で
は
な
し
に
、
神
学
と
哲
学
と
 が
 分
化
的
に
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
 、
経
験
合
理
的
思
惟
の
 

合
理
性
貫
徹
の
要
求
に
応
え
る
と
こ
ろ
の
生
存
の
意
味
 把
握
の
思
惟
と
し
て
は
神
学
が
成
立
し
、
そ
の
論
証
に
 ょ
 る
 根
拠
 づ
 げ
を
果
す
も
 

の
と
し
て
は
哲
学
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
 

よ
 こ
ろ
で
、
そ
れ
で
は
、
神
学
は
、
キ
リ
ス
ト
教
 に
 お
 い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
成
立
し
た
だ
ろ
う
か
 。
私
た
ち
は
、
前
に
 

(526) 52 

  



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

て
の
異
端
に
対
し
て
、
信
仰
の
正
統
を
護
っ
て
い
る
こ
 

 
 

イ
エ
ス
の
所
謂
処
女
降
誕
の
こ
と
、
十
字
架
の
死
と
三
 

 
 と

が
認
め
ら
れ
る
。
私
た
ち
 

鰹
 

口
 
目
の
復
活
の
陳
述
に
出
 

遭
 ㏄
 

注意 話に化で 、では て 以前 しな 新 た 便 ある し V @ 、 惟に 存 の とさ y こ、 

こ め が 3 件 リ 

教 こ こ も れ え 私書   
軽 便 ろ 、 実 教 

会とえ でがた七経 のはてたの ま 采ち工 験徒 。 芸 とは   充分 信経 もの、なされ 出来 る 考え ろ 験 合理 ったこ は、そ 典 化の 合理的 」 ま、 的自 もに 

ナ 。 @ 。 そ れ 的 と の 後 屈、 の キ 覚 漸 に 
， 准 制 り 形 遣 そ   

の は は ら 求 わ 現 こ   形 、 は れ に と 

を の う 書 分 の か 一 展開し 式 プ聖充 るもは 応える たいと 仰のか一頁 の神話 話、哲 

    
思 れ を 、 展 背 

ょ 便 書 に て し 
る 徒 の よ い て   主 情 正 る な 現 

る 景 る 的 現 に 思 、 こ 

。 に 趣 意 し お 惟 ろ われ 経に存の ぬ、ヒ ，ィ 実存   
て 、 世 前 と 神 理 ろ の 議 い 信 が る 

・ 聖 界 の す 話 性 ぅ 把 ら て の っ の 

徒 の 表 現 も 表 徴 正 便書の 表る的貫   握し認把 とい め握 てで " "   
は の 式 と 性 、 求 し 

、 使 と し 貫 合 は て れ 認 に 神 ト 

二倍して七 力のての、 % 充 定 
条 目 の も 故 意 煮 ろ   
の 覚 神 の え 識 識 れ で な 偲   そ 拠 ぅ 

      



ぅ
 の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
私
た
ち
は
、
イ
エ
ス
の
十
字
 

架
上
の
刑
死
と
い
う
歴
史
的
事
実
に
対
す
る
態
度
を
要
求
 

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
 

 
 

 
 

 
 

ス
ト
 
教
 神
学
が
現
れ
た
精
神
状
況
は
、
一
般
に
哲
学
的
 

思
 性
 が
生
れ
た
そ
れ
と
同
様
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
う
で
あ
 

る
の
に
、
一
般
の
哲
 

字
 

ほ
 
、
実
存
的
確
信
に
由
来
す
る
世
界
の
意
味
的
観
方
を
 

、
 
経
験
合
理
的
思
惟
の
合
理
性
貫
徹
の
要
求
に
応
じ
る
た
 

め
に
合
理
化
す
る
こ
と
 

に
よ
っ
て
、
世
界
観
と
し
て
成
立
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
 

キ
 リ
ス
ト
 

教
 的
意
識
に
お
い
て
は
、
そ
の
実
存
的
確
信
は
 

、
ど
う
し
て
も
合
理
化
 

す
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
プ
ラ
ト
ン
が
 

究
極
的
実
在
を
善
の
イ
デ
ア
と
し
た
と
 

き
 、
彼
の
意
味
 

理
 解
は
 
、
世
界
人
生
の
善
 

さ
の
体
験
に
 

塞
 い
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
善
さ
と
い
う
 

価
 値
の
体
験
は
、
抽
象
概
念
に
移
す
こ
と
が
出
来
る
。
 

と
，
 
」
 
ろ
が
 
キ
リ
ス
ト
教
的
意
 

識
を
生
ぜ
し
め
て
い
る
意
味
体
験
は
善
さ
で
は
な
く
、
 

愛
で
あ
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
愛
で
あ
 

る
 。
 
愛
忙
 
そ
の
主
体
か
 

ら
 離
す
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
、
単
な
る
 

抽
 象
 概
念
に
移
す
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
神
の
愛
の
 

う
 ち
に
見
出
さ
れ
る
 

自
 

己
の
存
在
こ
そ
、
自
己
の
生
存
の
本
来
的
意
味
な
の
で
 

あ
る
。
こ
の
生
存
の
意
味
の
把
握
は
、
し
た
が
っ
て
 

、
イ
 
エ
 
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
 

通
 

し
て
、
父
子
聖
霊
の
三
態
に
よ
っ
て
貫
徹
さ
れ
る
愛
の
 

う
 ち
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
 

的
 意
識
は
 

、
 
神
の
主
動
 

的
な
愛
に
よ
っ
て
、
他
者
の
側
か
ら
可
能
に
さ
れ
る
も
 

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
人
口
理
化
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
 

な
い
の
で
あ
る
。
し
か
 

も
 、
経
験
合
理
的
思
惟
の
要
求
に
応
え
う
る
、
思
惟
に
 

よ
 る
生
存
の
意
味
把
握
で
あ
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
神
学
 

の
 
成
立
の
基
盤
が
あ
る
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わ
 げ
で
あ
る
。
 

そ
れ
故
に
、
神
学
的
思
惟
は
、
直
接
に
そ
の
対
象
に
向
 

5
 も
の
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
実
存
的
確
信
は
 

、
ィ
 ヱ
ス
 ・
キ
リ
ス
ト
 
と
 

の
出
 遭
い
を
お
い
て
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
故
に
 

、
神
 学
的
思
惟
は
 、
 決
し
て
こ
の
事
実
を
偕
し
ょ
う
と
は
し
な
 

い
で
あ
ろ
う
。
神
学
的
 

思
惟
は
、
使
徒
 
信
 経
に
お
い
て
の
よ
う
に
、
教
会
と
信
 

仰
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
し
に
は
 
鮭
 意
味
な
も
の
で
あ
る
 
が
 、
信
仰
者
が
、
生
存
 

の
 只
中
に
お
い
て
、
経
験
合
理
的
思
惟
の
合
理
性
貫
徹
 

の
 要
求
に
遭
っ
て
、
自
己
の
生
存
を
相
対
化
さ
れ
、
生
存
 

の
 意
味
に
疑
惑
を
覚
え
 

る
と
き
、
彼
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
現
前
せ
し
め
、
 

ィ
 エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
生
存
の
意
味
を
、
そ
の
具
体
 

的
な
事
態
に
即
し
て
 
明
 

ら
か
に
す
る
こ
と
を
任
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
 

神
字
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
啓
示
さ
れ
た
 

生
存
の
意
味
を
具
体
的
 

に
 展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
仰
者
に
起
る
事
態
を
立
 

思
味
 
づ
け
る
も
の
と
舌
ロ
 

ぅ
 こ
と
が
出
来
よ
う
。
 

と
こ
ろ
で
、
生
存
の
意
味
把
握
に
つ
い
て
、
経
験
合
理
 

的
 思
惟
の
合
理
性
を
貫
徹
し
ょ
う
と
す
る
要
求
は
 

、
 右
の
 よ
う
な
神
学
に
お
 
け
 

る
 事
態
の
意
味
 づ
 げ
で
充
分
で
あ
ろ
う
か
。
神
学
に
お
 

い
て
は
、
信
仰
が
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
 

っ
て
、
信
仰
に
お
い
て
 

与
え
ら
れ
て
い
る
事
態
も
ま
た
前
提
さ
れ
て
い
る
。
 

そ
 し
て
ま
た
、
経
験
合
理
的
思
惟
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
 

世
 界
像
 と
信
仰
（
実
存
的
 

確
信
）
に
よ
る
世
界
の
意
味
的
観
方
と
の
統
一
も
 

、
神
 学
 に
お
い
て
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
信
仰
お
よ
び
信
仰
 

に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
 

事
態
を
承
認
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
内
容
を
作
り
出
す
 

の
で
は
な
い
が
、
信
仰
お
よ
び
そ
の
事
態
の
承
認
の
権
利
 

根
拠
が
示
さ
れ
な
け
れ
 

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
次
に
、
信
仰
に
よ
る
 

世
界
の
意
味
的
観
方
と
世
界
像
と
の
統
一
に
も
合
理
的
な
 

根
拠
を
示
す
こ
と
に
よ
 

っ
て
、
矛
盾
の
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
 

こ
そ
、
存
在
論
と
し
て
 

挺
 
群
の
哲
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
 

ょ
う
 な
存
在
論
は
、
キ
リ
ス
 
ト
 教
に
お
い
て
は
、
や
は
り
、
キ
リ
ス
ト
教
的
意
識
の
外
 

で
 形
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
 

 
 

信
を
世
界
像
に
押
し
つ
げ
た
り
、
あ
る
い
は
、
世
界
像
 

0
 合
理
的
要
求
に
合
せ
る
た
 

 
 

っ
て
、
 形
 造
ら
れ
る
世
界
観
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
 

こ
 こ
に
言
 う
 存
在
論
は
、
存
在
 55  ( 辮 ) 



附
記
こ
の
論
文
の
前
半
は
、
一
六
九
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
 
す
 。
 

こ
れ
に
統
一
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
験
合
理
的
 思
惟
の
合
理
性
貫
徹
の
要
求
 

し
、
 私
た
ち
が
、
信
仰
に
矛
盾
し
な
い
と
こ
ろ
の
存
在
 ぁ
 柵
 と
し
て
の
哲
学
を
持
た
な
 

げ
だ
け
で
は
、
今
日
の
よ
う
に
、
経
験
合
理
的
思
惟
の
 器
官
が
充
分
に
自
覚
的
に
働
 

る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
的
実
存
 に
と
っ
て
は
、
神
学
と
哲
学
 

を
す
る
こ
と
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 

に
 完
全
に
応
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
若
 

か
っ
た
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
、
神
学
に
よ
る
意
味
づ
 

い
て
い
る
と
 き
 、
そ
の
合
理
性
貫
徹
の
要
求
に
耐
え
 

と
が
、
教
会
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
の
働
 き
 

て
、
 私
た
ち
は
、
信
仰
お
よ
び
信
仰
に
お
い
て
与
え
ら
 れ
た
事
態
の
承
認
の
権
利
根
拠
を
示
し
、
信
仰
と
世
界
像
 と
の
緊
張
を
解
消
し
、
 

た
め
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
視
野
の
展
開
は
、
そ
の
お
 か

れ
た
位
置
の
高
低
と
相
対
的
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
 、
実
存
的
確
信
と
し
て
 

の
 信
仰
は
、
世
界
に
対
し
て
、
認
識
主
体
に
観
点
を
与
 ，
 

ぇ
 る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
認
識
主
体
に
観
点
を
与
え
 
  

的
確
信
は
私
た
ち
の
態
度
を
決
定
す
る
も
の
だ
か
ら
で
 あ
る
。
私
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
実
存
的
確
信
を
持
つ
か
が
 、
 私
た
ち
が
ど
れ
だ
 け
 

世
界
に
対
し
て
開
か
れ
た
自
己
に
な
る
か
を
決
定
す
る
。
 自

己
が
開
か
れ
て
い
れ
ば
い
る
程
、
世
界
の
真
相
を
深
 く
 掴
む
こ
と
が
出
来
る
 

で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
に
お
い
て
は
、
自
己
 ほ

自
罰
 と
し
て
自
己
義
認
か
ら
解
放
さ
れ
て
お
り
、
し
た
 が
っ
て
、
世
界
を
そ
の
 

も
の
と
し
て
見
る
こ
と
が
出
来
る
立
場
に
在
る
。
そ
し
 て
 、
そ
の
自
己
は
 、
 自
ら
を
そ
の
罪
か
ら
解
放
し
た
 神
ナ
 」
 
そ
 世
界
に
対
す
る
意
味
 

附
与
者
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
 世
 界

の
意
味
的
観
方
を
頼
り
に
し
て
、
経
験
合
理
的
思
惟
の
 提
供
す
る
世
界
像
に
依
 

り
な
が
ら
、
存
在
一
般
の
理
法
を
・
そ
の
世
界
存
在
の
 中

に
見
出
す
の
で
あ
る
。
こ
の
 ょ
う
 に
し
て
得
ら
れ
た
 存
 桂
一
般
の
理
法
に
よ
っ
 

一
般
の
理
法
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
理
法
は
、
信
仰
に
 よ
 る
世
界
の
意
味
的
観
方
に
導
か
れ
て
、
あ
ら
ゆ
る
 存
 在
 に
普
遍
的
な
根
源
的
㏄
 

存
在
の
理
法
を
把
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
信
 仰

が
導
 き
 手
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
、
こ
れ
が
 思
惟
を
支
配
す
る
こ
と
⑨
  

 

を
 意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
信
仰
は
認
識
主
体
に
、
鶴
吉
 一
 を
与
え
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
，
 
ぇ
は
 
私
た
ち
が
山
に
登
。
 

、
ふ
 
・
（
 

り
つ
つ
あ
る
と
 き
 、
低
い
所
に
居
る
時
に
は
見
え
な
い
 も

の
も
高
い
所
か
ら
は
見
え
る
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
 こ
れ
は
視
野
が
開
け
る
 



 
 

  

原
始
仏
教
資
料
の
研
究
は
最
近
道
学
界
に
於
て
著
し
い
 

進
歩
を
遂
げ
て
い
る
が
、
そ
の
究
極
の
目
的
が
釈
尊
 

ゴ
｜
 タ
マ
 ・
ブ
ッ
ダ
そ
の
 

人
の
所
謂
宗
教
体
験
と
そ
れ
に
拠
る
根
本
仏
教
々
説
の
 

解
明
に
在
る
こ
と
は
表
 
3
 迄
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
問
題
 
の
 解
決
は
、
三
国
の
仏
 

敦
史
を
身
近
に
も
つ
 
吾
 々
日
本
人
に
と
っ
て
特
に
痛
切
 

な
 要
求
で
あ
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
も
と
よ
り
此
の
問
題
 

の
 解
決
は
単
に
文
献
学
 

的
 方
法
の
み
に
よ
っ
て
は
得
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
 

ま
、
 

わ
れ
る
所
で
あ
る
。
 

 
 

@
 
批
判
に
留
ら
ず
、
一
般
印
度
文
化
に
関
聯
す
る
多
方
面
 

の
 観
点
が
要
求
さ
れ
る
が
、
 

（
 
2
 ）
 

脇
立
奪
の
観
点
の
一
つ
と
し
て
、
或
は
そ
れ
と
密
接
 
に
 関
係
す
る
も
の
と
し
て
、
釈
尊
以
前
の
所
謂
 

娑
 羅
門
 思
 想
も
亦
 不
可
欠
の
要
素
を
成
 

翻
す
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

拍
義
 
に
就
 て
 、
釈
迦
以
前
の
一
部
の
ヴ
ェ
ー
ダ
文
献
に
よ
 

っ
て
其
の
内
容
を
考
察
し
よ
 

け
ぅ
 と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
所
以
は
 
、
 笠
に
 の
翫
 ・
 
オ
ゴ
岡
 

Ⅰ
が
と
い
う
語
は
漢
訳
「
 

行
 」
を
通
し
て
も
 
遍
 く
 知
ら
れ
て
い
る
の
み
な
ら
 

中
ず
 

ひ
 

、
原
始
仏
教
々
理
の
重
要
な
術
語
の
一
で
あ
り
、
 

従
っ
て
根
本
仏
教
の
解
明
に
も
重
大
な
関
係
を
有
す
る
 

。
 窩
 聖
一
に
の
が
 

臥
 ・
 
オ
ゴ
ゆ
 

Ⅱ
曲
の
 

暗
語
義
は
多
岐
酸
味
で
あ
り
、
難
解
で
あ
る
。
そ
し
て
 
此
の
語
の
難
解
は
や
が
て
仏
陀
の
数
の
難
義
な
る
所
以
 

に
 連
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
更
 

（
 
3
 ）
 

睡
に
 此
の
語
は
釈
迦
以
前
の
印
度
文
献
に
見
出
さ
れ
 

な
い
。
従
っ
て
恐
ら
く
釈
尊
の
独
創
的
な
用
語
で
あ
ろ
 

5
 と
 想
わ
れ
る
，
そ
の
 
放
 か
 従
 

縫
釆
 此
の
語
の
沿
革
に
就
て
は
余
り
論
ぜ
ら
れ
て
い
 

な
い
が
、
梵
語
の
性
質
と
し
て
動
詞
の
語
根
と
そ
の
派
生
 

語
の
関
係
は
比
較
的
明
瞭
で
 57  (531) 

敏
夫
 

 
 

組
ヰ
 守
す
 W
 （
曲
を
中
心
と
す
る
 
五
 繭
 無
我
説
の
解
明
 



（
 
7
 ）
 

至
っ
て
は
い
る
が
、
王
鑑
 が
 仏
説
で
な
い
と
い
う
決
定
 的
 根
拠
も
無
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
今
は
暫
く
こ
れ
を
 真
 正
の
仏
説
と
す
る
立
場
 

て
 思
想
内
容
を
比
較
参
照
す
れ
ば
、
逆
に
釈
迦
用
語
の
 独
創
性
の
所
以
が
解
明
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
者
 ，
 
え
る
か
ら
で
あ
る
。
 

上
述
に
関
聯
し
て
、
 
尚
 此
の
語
の
難
解
性
に
就
て
三
目
 触
れ
て
置
 き
皮
い
 。
但
し
、
原
始
仏
教
聖
典
に
於
け
る
 個
 々

の
用
例
と
そ
の
 
意
 

-
4
 
）
 

味
 聯
関
に
就
 て
更
 め
て
此
所
に
論
ず
る
 り
 も
り
は
な
い
 

そ
れ
は
既
に
 0
.
 ま
ロ
ガ
 の
を
は
じ
め
諸
家
に
よ
っ
て
 論
ぜ
ら
れ
て
 来
 た
所
で
 

（
 
Ⅰ
 
5
 -
 

あ
る
。
併
し
乍
ら
 其
 等
の
結
論
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
 い
な
い
し
、
事
実
聖
典
に
於
け
る
の
の
 

軌
 ・
 
オ
ず
ゅ
 
r
a
 

の
用
法
 

解
釈
に
は
周
知
の
如
く
 

一
見
相
互
に
矛
盾
す
る
も
の
が
存
在
す
る
。
 

倒
 せ
ば
、
 "
 の
曲
 
@
 
ガ
す
ゆ
ぷ
 は
 五
 細
の
中
の
一
統
で
あ
り
乍
ら
、
一
方
で
 ほ
 五
 %
 
の
一
々
を
 偽
 作
 

す
る
も
の
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
。
又
の
が
 

ゑ
 ・
 
寸
ぎ
 母
を
身
 
口
 ・
意
の
三
種
に
分
ち
、
そ
の
 
意
行
 
（
心
行
日
リ
コ
。
 
の
田
仲
 

目
が
 @
 の
 
p
 札
ガ
 甘
鋤
 
Ⅱ
 曲
 ）
 

と
は
 想
 
（
の
曲
接
取
 

倒
 ）
と
党
（
 づ
の
 
Ⅰ
が
 
コ
岡
 
）
と
で
あ
る
と
な
 す
 。
而
る
に
想
も
受
も
又
 何
 と
並
ん
で
王
鑑
の
一
文
で
あ
 る
 。
此
等
の
明
瞭
な
 矛
 

（
 
6
 ）
 

肩
 は
そ
の
ま
ま
で
は
理
解
し
難
い
の
で
、
其
処
に
論
理
 的
 或
は
心
理
的
な
何
等
か
の
会
通
を
必
要
と
す
る
。
更
に
 教
理
的
な
発
展
も
お
の
 

ず
か
ら
予
想
さ
れ
て
来
る
。
併
し
乍
ら
の
ビ
コ
 
臼
 a
r
a
 全
 体
の
意
味
と
な
る
と
、
そ
れ
 
ギ
 れ
の
結
論
に
は
上
記
の
如
 く
 見
解
の
相
違
を
釆
 た
 

し
 、
 又
 何
れ
の
結
論
も
全
体
を
覆
 う
 に
は
不
足
の
感
を
免
 れ
な
い
。
そ
の
所
以
を
考
え
る
に
、
問
題
は
直
接
此
等
 諸 家
の
解
釈
に
存
す
る
の
 

で
は
な
く
し
て
、
原
始
仏
教
僧
伽
の
内
に
於
て
既
に
此
の
 
語
 の
完
調
 が
 無
か
っ
た
こ
と
に
由
 来
 す
る
と
考
え
ら
れ
 る
 。
即
ち
釈
迦
の
此
の
独
 

劇
的
用
語
の
意
味
内
容
が
一
般
僧
伽
に
充
分
理
解
伝
承
 さ
れ
な
か
っ
た
と
い
 Ⅰ
 
ト
 ノ
 こ
と
に
な
る
。
 
か
 イ
 
@
 Ⅰ
舌
口
え
ば
ヰ
品
 

肚
だ
 不
遜
に
聞
え
る
か
も
し
 

れ
な
い
が
、
既
に
根
本
仏
教
と
い
う
も
の
が
上
述
の
よ
 う な
 意
味
で
問
題
に
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
一
環
と
し
て
か
 ュ
る
 問
題
も
亦
可
能
で
 

あ
る
と
云
え
よ
 う
 。
 又
 そ
れ
だ
け
の
 毘
寸
す
倒
 （
が
と
い
 ぅ
 語
に
は
忽
せ
に
出
来
な
い
問
題
が
伏
在
し
て
い
る
と
 考
 え
ね
 ら
る
の
で
あ
る
。
 

さ
て
の
が
 由
 ・
 
お
汀
 Ⅱ
簿
の
語
義
内
容
が
こ
の
よ
う
に
難
解
 で
あ
り
、
従
っ
て
僧
伽
に
於
て
解
釈
的
に
発
展
し
た
結
果
 が
 現
存
の
資
料
で
あ
 

る
と
す
れ
ば
、
先
ず
 其
 等
の
最
も
基
本
的
な
用
例
か
ら
 出
発
す
る
の
が
当
然
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
 五
 繭
及
び
 
そ
の
一
皮
と
し
て
の
 

の
曲
礼
 
オ
 プ
 リ
 Ⅱ
の
が
 而
堅
つ
 
上
び
り
ら
る
べ
き
 
ヒ
 で
あ
ろ
 ミ
 ノ
。
 取
 
貝
 近
の
研
究
で
は
教
理
的
な
も
の
 又
 多
く
が
後
世
の
発
展
的
 産
物
と
考
え
ら
れ
る
に
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あ
り
、
 且
 き
み
 -
s
 
ム
む
 の
動
詞
及
び
少
く
と
も
 総
み
 落
毛
と
い
う
名
詞
形
は
既
に
存
在
し
た
所
か
ら
も
、
 
そ
 の
 用
法
の
沿
革
に
遡
っ
 58 



く a ゐⅠ h 五 れみ山 %
 
 

の
 が
 之
に
関
聯
す
る
時
、
所
謂
王
鑑
無
我
説
は
極
め
 

て
 複
雑
な
も
の
と
な
り
、
容
易
に
断
定
を
許
さ
な
い
も
の
 

と
な
る
。
 

 
 

に
王
鑑
 
説
 が
弾
 ヨ
が
コ
 
の
問
題
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
 

こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
こ
 

薙
 

狂
で
 玉
繭
乃
至
 
五
薙
 の
一
々
と
 
%
 
け
 
日
が
 
コ
 と
の
関
係
 
が
 更
め
て
問
題
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
舟
橋
一
哉
博
士
に
 

依
れ
ば
、
八
一
般
的
に
 

阜
 
ゴ
ロ
 

っ
 

け
て
、
 五
繭
 の
一
々
に
つ
い
て
は
そ
の
意
義
が
か
な
 

り
 明
確
に
な
っ
て
い
る
よ
 

う
 で
あ
る
が
、
之
に
反
し
て
 

五
 繭
 と
い
う
系
列
全
体
は
一
体
 

バ
 何
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
 

点
 に
な
る
と
、
現
今
学
界
に
お
け
る
定
説
が
な
い
Ⅴ
（
原
始
 

仏
教
思
想
の
研
究
 

せ
 ・
 
舘
 ）
。
 

学
界
に
お
け
る
定
説
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
経
典
に
 

も
 充
分
な
根
拠
と
な
る
べ
 

き
 説
明
が
無
い
と
い
う
こ
と
 

で
あ
る
。
一
方
五
 

離
 の
一
々
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が
 現
わ
れ
る
こ
と
か
ら
 
其
 と
の
思
想
的
聯
関
も
問
題
に
 
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
し
、
一
方
完
全
な
毎
我
と
輪
廻
や
虚
 

紬
 と
の
関
係
も
問
題
と
 

刈
 
な
る
。
仏
陀
は
形
而
上
学
的
問
題
に
は
答
え
な
か
 

っ
 た
と
い
う
 八
 無
記
せ
、
最
後
に
成
道
直
後
に
声
明
さ
れ
 

た
と
い
う
が
 日
持
ゆ
 （
不
死
）
 

に
 於
て
考
察
し
た
い
と
思
う
。
と
い
う
の
も
の
い
 由
 @
 
オ
 ダ
岡
 母
を
中
心
 

の
 価
値
も
亦
お
の
ず
か
ら
決
定
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
か
 ら
で
あ
る
。
 

五
 繭
を
問
題
に
す
る
時
、
常
に
先
ず
取
り
上
げ
ら
れ
る
 の
は
周
知
 

常
 で
あ
り
、
苦
で
あ
り
、
従
っ
て
 我
 
（
 舘
ヨ
簿
 し
に
 非
 ざ
 る
こ
と
を
 

は
 我
で
な
い
Ⅴ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
此
の
義
は
実
 は
 重
要
な
問
 

外
に
は
我
が
あ
る
の
か
、
或
は
我
と
い
う
も
の
は
如
何
 な
る
意
味
で
 

洋
 日
当
思
想
を
完
全
に
否
定
し
た
の
で
あ
る
か
、
 
或
 は
阿
甘
コ
 が
コ
 

教
 独
自
の
形
で
よ
り
高
度
に
活
か
し
た
の
で
あ
る
か
、
 等
々
様
々
な
 

（
 
c
0
 
）
 

る
 。
聖
典
中
の
 一
、
ニ
の
 用
例
が
或
る
種
の
舘
日
当
 
容
 認
の
根
拠
と
 と

す
る
玉
繭
の
内
容
意
義
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
 て
 、
王
鑑
 説
 

0
 所
謂
 ヘ
 無
我
相
 経
 Ⅴ
で
あ
る
。
そ
れ
は
充
補
の
一
々
 に
 就
て
、
紬
 

説
く
経
典
で
あ
る
。
そ
の
文
面
か
ら
 帰
 決
さ
れ
る
所
は
 一
応
八
五
 繭
 

題
を
含
ん
で
い
る
。
即
ち
先
ず
 五
 締
は
我
で
な
い
と
し
 て
 、
玉
繭
 の
 

も
 絶
対
に
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
、
釈
尊
は
当
時
 

迄
 
伝
統
の
 

を
そ
の
棒
の
形
で
認
め
な
い
に
し
て
も
、
た
と
え
ば
 @
 
之
 を
 修
正
し
 仏
 

形
で
様
々
な
方
向
に
此
の
問
題
は
展
開
す
る
可
能
性
を
 も
っ
て
 い
 

さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
後
世
大
乗
仏
教
中
に
仏
教
特
有
 の
 常
楽
我
浄
 



あ
る
Ⅴ
（
回
書
 づ
 ・
 
い
 の
）
と
せ
ら
れ
、
こ
の
こ
と
は
博
モ
 

に
よ
 り
充
分
に
論
証
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
五
 %
 全
 休
 と
し
て
の
範
囲
の
規
 

定
 で
あ
る
。
従
っ
て
文
公
そ
れ
 故
五
 臨
説
に
お
い
て
、
 
チ
 、
 れ
ら
玉
文
が
そ
れ
ぞ
れ
 拉
存
的
 
平
面
的
に
列
挙
せ
ら
 れ
て
い
 て
、
そ
れ
ら
の
 
五
 

支
の
間
に
存
す
る
特
殊
な
関
係
や
 、
 
一
々
の
支
分
の
有
 
す
る
特
殊
な
意
義
は
殆
ど
問
題
と
せ
ら
れ
ず
、
 推
 そ
れ
 ら
五
 支
の
実
り
よ
り
成
る
 

所
の
人
間
生
存
の
全
体
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
 

（
 同
口
 ・
㏄
さ
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
経
典
に
 は
 一
般
に
五
 %
 
の
一
々
 、
 

更
に
各
支
の
関
係
の
有
 っ
 意
義
に
就
て
の
充
分
な
説
明
 が
蕪
 い
の
で
あ
っ
て
 
、
 従
っ
て
玉
繭
全
体
と
し
て
も
、
 

そ
 れ
が
人
間
個
体
に
即
 す
 

る
 一
切
を
包
括
す
る
も
の
で
あ
り
、
 

且
 そ
れ
に
よ
り
 紬
 我
が
説
か
れ
る
こ
と
は
判
っ
て
も
、
更
に
そ
の
内
容
に
上
 
エ
ち
 入
っ
て
玉
繭
系
列
が
 

何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
か
 ビ
 明
瞭
で
な
い
の
で
あ
る
 。
単
に
人
間
個
体
に
即
す
る
一
切
で
あ
る
な
ら
ば
、
 よ
 り
 詳
し
い
分
析
も
あ
り
 得
 

る
し
、
必
ず
五
 %
 
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
根
拠
に
 乏
し
い
。
其
処
で
最
後
に
仮
令
経
典
に
説
明
は
無
く
と
も
 、
玉
繭
系
列
即
ち
五
 %
 

各
 支
の
配
列
そ
の
も
の
が
、
特
に
 
舘
 日
当
と
の
関
聯
 に
 於
て
 、
 何
か
を
物
語
っ
て
は
い
な
い
か
、
と
い
う
 質
 問
 が
起
っ
て
来
る
。
こ
れ
 

を
 検
討
す
る
に
は
勢
 い
 釈
迦
以
前
の
思
想
史
に
参
照
 す
 る
よ
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

舘
 日
の
目
思
想
と
云
っ
て
も
時
代
に
よ
る
変
遷
が
考
え
 ろ
 れ
る
。
釈
迦
以
前
の
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
に
限
っ
て
も
 
そ
の
教
理
は
決
し
て
 単
 

一
で
は
な
い
。
併
し
乍
ら
祭
式
学
者
と
し
て
も
、
哲
人
と
 し
て
も
当
代
の
第
一
人
者
と
し
て
、
そ
の
頂
点
を
成
す
 も
の
は
 
ぺ
把
 ひ
が
せ
 
い
汗
 せ
が
 

で
あ
ろ
う
。
 
今
 王
鑑
と
の
関
係
に
於
て
直
ち
に
想
起
さ
 れ
る
も
の
は
、
彼
の
晩
年
遊
行
生
活
に
入
る
直
前
に
目
 
注
巨
 の
 舌
 夫
人
に
対
し
て
 

説
い
た
教
で
あ
る
。
其
処
に
は
の
が
 牡 ・
・
 

ロ
ゅ
と
ま
 古
ゅ
 コ
 帥
 と
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
 あ
る
。
 

め
 ら
 C
 
 
ゆ
 ・
 か
，
ト
い
 

の
が
せ
 
簿
串
蜀
 の
注
コ
 
宙
ゴ
が
セ
斡
 

@
%
 
ゴ
 出
せ
が
目
口
 
曲
甘
 
の
 で
 Ⅱ
卸
の
旺
 

0
 目
 宙
の
オ
 
が
日
の
せ
簿
が
 
コ
佳
 
セ
曲
Ⅰ
 

せ
 O
 侍
 
p
.
 コ
が
目
 ㏄
が
 の
 せ
 ロ
ロ
 宙
 的
弓
 
曲
 ぎ
め
 

a
y
,
 

 
 

 
 

曲
の
つ
い
 
の
Ⅱ
囲
 
い
 
せ
 い
由
 
り
せ
が
 ヰ
 
が
の
 田
づ
倒
宙
曲
 

山
岸
 
が
 下
せ
 倖
お
抽
日
 の
せ
 
p
 、
 0
 つ
 が
ち
 舐
 p
n
p
 
p
 

印
が
月
日
 

P
 は
 建
仁
 す
 ゴ
ロ
釘
目
 曲
 コ
 １
曲
目
 
田
 
p
 円
ヲ
 

Ⅰ
 0
 １
づ
 
帥
 Ⅱ
 曲
口
 
@
 
円
 

 
 

ミ
ミ
 
や
簿
 
さ
ぬ
 
@
 ㏄
 ゴ
が
 
目
が
の
せ
曲
・
 
已
円
 
0
 す
ゴ
ぜ
 
0
 ヴ
 ゴ
口
 
田
 
の
 す
 下
せ
が
 
ゴ
 の
が
 

 
 

 
 

）
 
簿
が
 Ⅰ
の
 す
 Ⅱ
申
せ
Ⅱ
百
ヲ
 

ゲ
 ）
 
曲
 二
曲
目
せ
 
り
 の
が
せ
 囲
巨
 申
せ
 
巴
斤
 せ
の
 
サ
 （
の
の
 

コ
曲
 
日
計
 づ
，
 
の
の
 
し
 

 
 

恰
も
塩
の
一
塊
を
水
中
に
投
ず
る
時
、
 

そ
は
 水
に
溶
解
 し
 去
っ
て
 捉
ぅ
る
 能
わ
ず
、
而
も
何
処
よ
り
そ
の
水
を
 取
る
も
等
し
く
 減
昧
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あ
ら
ん
、
正
に
か
く
の
如
く
此
の
至
極
の
実
在
は
無
辺
 

際
に
し
て
 
丘
古
目
 
こ
の
団
塊
に
 

他
 な
ら
ず
、
 
そ
は
 甘
死
 
後
口
此
等
の
要
素
 

よ
 

 
 

軋
 る
こ
と
も
は
 

し
、
あ
ュ
 

、
か
く
五
口
は
汝
に
生
口
 

く
、
と
ヤ
 
｜
ヂ
ュ
 
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
 

キ
ヤ
 
は
甘
口
え
り
。
ハ
目
り
や
 

肝
 9
 ト
 
つ
 
レ
 
-
 

津
ヨ
 
目
は
せ
円
目
岡
目
 

枯
目
 
曲
目
 
曲
 で
あ
り
、
死
後
蝉
口
の
 

口
 に
帰
一
せ
る
時
の
四
 

き
 吉
凶
は
な
い
と
云
 

う
 。
 ぺ
 四
目
 
申
せ
 
巴
 村
せ
曲
に
あ
っ
て
 

は
、
の
 

片
目
 
り
 
臣
は
ゑ
技
 
叫
 
口
ゅ
と
は
関
係
が
あ
る
が
、
 

綱
 

は
 直
接
 笘
日
 
p
n
 

で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
 

此
 の
八
 
死
後
に
 

な
し
Ⅴ
と
は
如
何
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
此
の
詞
は
 

口
 出
か
（
の
 

君
 夫
人
の
理
解
を
絶
し
、
彼
女
を
混
乱
に
陥
れ
 

た
も
の
で
あ
る
。
抑
々
 

両
者
対
話
の
発
端
 

は
八
 
財
宝
充
満
せ
る
全
大
地
が
己
が
 

所
有
と
な
っ
た
な
ら
ば
不
死
た
り
得
る
か
Ⅴ
と
い
う
 

M
 夫
 人
の
質
問
で
あ
っ
た
。
 

即
ち
死
後
 
弾
 日
当
に
帰
一
し
、
 

弾
 日
当
そ
の
も
の
 
と
な
っ
た
状
態
と
し
て
 

M
 夫
人
の
予
想
し
得
た
内
容
は
 

一
切
 
ガ
 
a
m
p
a
 
 

（
欲
望
）
 

成
 満
の
延
長
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
此
の
予
想
 

に
 反
す
る
意
外
な
表
現
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
 

M
 夫
人
を
 
送
礼
に
陥
れ
た
の
で
あ
 

 
 

 
 

 
 

訪
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
犠
牲
を
殺
 

す
こ
と
を
祭
式
の
術
語
で
の
曲
 

み
 桟
が
 
つ
 
の
Ⅱ
が
印
と
云
う
が
、
 

そ
れ
は
殺
す
に
先
立
っ
て
 

犠
 

織
牲
 に
八
納
得
さ
せ
る
Ⅴ
意
味
で
あ
る
。
実
感
の
結
 

果
 が
予
想
と
一
致
す
る
所
に
調
和
満
足
の
意
識
が
生
れ
 

る
こ
と
は
、
の
曲
目
 

田
 と
い
う
 

琉
づ
 ～
の
 

セ
 
の
（
 

ヴ
 に
よ
っ
て
も
考
え
ら
れ
る
。
一
方
ブ
ラ
 

｜
フ
 
マ
ナ
祭
式
の
発
展
は
一
面
か
ら
観
れ
ば
、
人
間
の
 

窩
日
 が
発
展
の
歴
史
で
あ
 

 
 

」
と
は
云
 

う
 迄
も
な
い
が
、
祭
式
思
想
発
展
の
極
は
や
 

が
て
一
切
 
カ
リ
 
日
が
の
 
成
満
を
 

冊
目
的
と
す
る
に
至
る
。
例
え
ば
高
度
な
祭
式
の
一
で
 

あ
る
 卜
笘
ざ
 
a
 
Ⅱ
 
曲
コ
 
笘
の
祭
儀
に
関
し
て
、
 

ヘ
ブ
 
ラ
 ヂ
ャ
 
｜
 パ
テ
ィ
は
 

歳
 な
り
，
 
巨
 四
六
 

 
 

 
 

 
 

細
片
ゅ
 
日
 い
と
し
て
築
き
た
り
。
彼
は
一
切
 

ガ
 
曲
目
 
漣
と
 成
り
、
彼
の
外
に
は
何
等
の
 

ガ
ゆ
ヨ
 

宙
も
存
せ
ざ
り
 

ぎ
 。
 
Ⅴ
 G
 ロ
 メ
 ・
け
田
ご
と
云
 

う
 ㈲
 



が
 如
く
で
あ
る
。
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
思
想
の
発
展
た
る
 ウ
バ
 ニ
シ
 ヤ
ッ
ド
の
 
藍
ヨ
リ
コ
 も
本
当
然
一
切
の
村
凶
日
が
を
 
そ
の
内
容
と
し
て
有
 っ
 。
 

（
 
2
 
Ⅰ
 ）
 

八
が
化
性
で
失
 う
 
一
切
は
弾
 日
 目
に
帰
一
す
る
こ
と
に
 
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
。
如
何
な
る
欲
望
の
対
象
も
唯
 其
 を
 想
 う
 の
み
で
得
ら
れ
 

る
の
が
岡
ヰ
目
リ
 コ
 で
あ
る
（
 0
 す
口
言
・
 ゆ
 ）
。
故
に
ゅ
田
口
 リ
コ
 は
の
時
 ぢ
 @
 
ゅ
日
が
で
あ
り
、
の
曲
 斤
屈
あ
か
由
 
・
 
庁
 p
-
 
つ
 が
で
あ
る
（
の
 甘
 C
,
 昌
 

ゲ
切
 ）
。
併
し
乍
ら
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
思
想
の
頂
点
を
成
 
す
 
べ
丹
嵌
累
綺
 Ⅱ
 ド
 に
あ
っ
て
は
、
此
の
点
で
も
更
に
一
 

段
の
進
展
を
示
し
て
い
 

る
 。
そ
れ
は
彼
の
詞
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
 八
 ゅ
宮
 

a
@
 

村
 ゅ
目
 ダ
舘
日
ザ
 釘
目
 ダ
キ
 釘
目
 忙
 欲
望
を
成
 満
し
、
 我
の
 み
を
希
求
し
、
欲
望
な
 

ぎ
 Ⅴ
（
㏄
戸
口
 ミ
 ・
の
・
 
き
 、
 執
 ，
 ヨ
し
 ・
 0
 ）
か
ら
も
窺
わ
 れ
る
。
即
ち
欲
望
 成
 満
の
極
は
唯
ひ
た
す
ら
斜
日
 曲
コ
 の
み
を
希
求
す
る
に
 至
 

り
 、
そ
の
結
果
一
般
の
経
験
的
欲
望
は
消
滅
し
去
る
と
 い
う
こ
と
で
あ
る
。
此
処
で
同
じ
く
 
オ
 同
日
の
の
語
が
用
 
い
ら
れ
て
は
い
る
が
、
 

卸
 片
目
 

9
@
 

ガ
刮
目
 

曲
 の
 
柑
 ゆ
日
 曲
 と
ゆ
 づ
 鯖
が
 
@
 オ
 。
 
、
が
 @
 オ
 。
 の
 
釘
目
 a
 
と
は
一
応
そ
の
内
容
に
就
て
は
区
別
さ
れ
ね
ば
 な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
 
即
 

ち
 此
の
場
合
 弾
日
 9
 コ
の
内
容
を
成
す
も
の
は
一
切
の
 経
験
的
欲
望
を
抽
象
 し
 去
っ
た
不
死
永
遠
性
の
み
で
あ
る
 0
 倒
棄
 
（
Ⅰ
が
 

ロ
 。
が
の
曲
 

叶
 
Ⅱ
 曲
｜
 

窩
日
 が
で
あ
り
、
組
目
 キ
 の
が
 
乱
 @
 
オ
ド
甘
口
で
あ
る
と
言
わ
 ね
 た
場
合
、
お
目
が
（
真
実
）
と
は
曲
コ
驚
が
（
虚
偽
）
 

に
 対
す
る
詞
で
あ
る
が
、
 

此
の
虚
偽
に
対
す
る
真
実
と
は
結
局
、
期
待
が
裏
切
ら
 れ
る
こ
と
の
な
い
、
即
ち
紐
帯
で
な
い
、
常
住
永
遠
の
 
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
 

 
 

a
t
 

せ
い
 

笘
 -
S
a
 
臥
 ・
 
F
P
 
与
 旭
日
・
諸
神
は
…
…
不
死
性
に
達
せ
 

り
、
 
（
即
ち
）
真
実
の
 

ゑ
綾
曲
迂
酉
 に
達
せ
り
Ⅴ
（
木
め
・
 緊
 ・
 じ
ヒ
 あ
る
に
よ
っ
 
て
も
判
る
。
経
験
的
欲
望
の
無
常
を
悟
っ
て
注
目
 が
コ
 の
 常
住
性
が
求
め
ら
れ
 

 
 

た
が
、
 ゅ
 件
目
 が
コ
 の
中
に
は
 猶
 
一
切
の
 オ
 凶
日
 曲
 が
投
影
 さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
も
淘
汰
 し
 去
っ
た
処
に
純
粋
な
 永
 遠
 性
の
み
の
寸
オ
 ゅ
 日
が
 

0
%
 
日
 目
が
希
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 
夫
 、
子
孫
、
 
財
 宝
 、
家
畜
等
々
普
通
人
間
の
欲
す
る
一
切
が
愛
し
い
（
 つ
 （
音
曲
）
の
は
 
其
等
 自
体
 

を
 欲
求
す
る
が
故
で
は
な
く
、
斜
日
 p
n
 を
希
求
す
る
が
 鴇
以
で
 
占
め
る
、
と
い
 ミ
 ノ
（
 援
か
 C
.
 

Ⅰ
・
 

仕
 ・
 
雙
 W
 
 
目
 ・
の
・
の
）
。
 

こ
 れ
は
留
日
目
の
常
住
 

性
 の
み
を
希
求
す
る
に
至
っ
た
特
殊
な
、
高
尚
な
人
間
 の
 心
境
で
あ
る
。
始
か
ら
釘
目
が
を
意
図
的
に
捨
離
し
 
た
も
の
で
は
な
く
、
 

寄
口
が
成
満
の
結
果
の
自
然
の
成
行
で
あ
る
。
こ
の
よ
 う
 な
思
想
の
背
景
と
考
え
ら
れ
る
章
句
は
既
に
㏄
援
の
 中
に
見
出
さ
れ
る
。
 
谷
彼
 

は
 一
切
の
寄
口
が
を
具
す
る
が
故
に
㌻
岡
目
い
な
り
 
、
 何
と
な
れ
ば
何
物
に
対
す
る
釘
目
曲
も
彼
に
（
起
る
 ナ
 
」
と
）
な
け
れ
ば
な
り
Ⅴ
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物
の
相
違
を
識
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
識
が
成
立
す
る
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の
 舌
ロ
 
ぅ
ふ
毯
囲
 コ
 ザ
 ㏄
す
 
か
コ
 
が
の
 
り
 日
日
が
目
は
膏
に
不
壊
 
の
 実
在
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
内
容
に
於
て
一
切
 の
ガ
ゅ
ヨ
 簿
の
範
囲
を
 

作
ら
る
べ
 き
 も
の
、
完
成
さ
る
べ
 き
 も
の
で
あ
る
（
の
が
 
（
～
「
 

-
s
-
 

ガ
 「
）
。
 

（
 
6
 
@
 
ム
 
）
 

勿
論
 
砕
日
 が
目
の
内
容
も
素
朴
で
あ
っ
た
。
 

ム
 「
 べ
倒
扶
 申
せ
 
笘
 -
 
村
 せ
が
 

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
 
丘
 @
%
 
倒
 （
他
の
も
の
と
区
別
 
し
て
 識
る
 ）
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
な
い
。
ブ
ラ
ー
 
フ
 マ
ナ
で
は
、
 囲
 田
口
 
団
コ
は
 

に
 比
し
ょ
り
抽
象
的
、
観
念
的
な
作
用
で
あ
る
。
勿
論
 経
験
的
対
象
の
範
囲
に
も
関
係
し
、
そ
の
意
味
で
あ
 
宙
 技
囲
と
 全
然
別
個
の
も
 

の
で
は
な
い
が
、
実
感
を
離
れ
た
抽
象
的
観
念
的
な
領
 域
 に
も
 軸
 制
限
に
展
開
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
 木
 
「
問
題
に
な
る
の
は
こ
の
 

よ
う
な
 丘
妄
倒
コ
 
が
の
特
性
が
発
揮
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
 。
宇
宙
の
根
本
た
る
 梵
と
 一
如
す
る
よ
う
な
実
在
と
し
 て
の
 倒
ヰ
日
 
い
目
は
常
人
に
 

は
識
り
 難
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
思
を
凝
ら
し
、
 観
 念
の
淘
汰
に
由
っ
て
辛
う
じ
て
 識
 得
さ
る
べ
 き
 も
の
で
あ
 る
 。
 せ
巳
 
攻
囲
 
目
リ
 
@
 
的
す
 
曲
コ
 
が
 

の
 語
は
㏄
 ら
 C
 
 
毛
 ・
の
・
 

ト
 の
で
は
 
づ
 （
 
欝
古
倒
臣
帥
 

@
%
 
ゴ
が
 
臣
が
 

 
 

見
出
し
難
い
も
の
を
 

発
見
す
る
、
混
乱
の
中
か
ら
筋
道
、
方
途
を
見
出
す
 、
 と
い
う
意
味
に
用
い
ら
れ
た
語
で
あ
る
。
 倒
 せ
ば
、
 八
 せ
 岡
の
倒
 
ザ
 円
目
け
 
拍
隼
ゴ
が
由
 

・
・
 

づ
お
扶
 ミ
時
の
・
何
と
な
れ
ば
混
沌
た
る
も
の
は
語
に
よ
 り
 明
断
と
な
る
が
故
に
Ⅴ
 
あ
 け
ミ
・
の
・
 
ゲ
の
 ）
 
，
八
 ド
コ
 
Ⅰ
目
す
 

ゆ
 Ⅱ
）
申
せ
が
）
 

臣
曲
 

楓
 ど
 り
 コ
ロ
 
日
 P
 拝
 実
に
 吾
 等
は
混
乱
せ
り
、
方
途
を
知
ら
 ず
 Ⅴ
赤
頭
 臣
 し
む
も
）
・
の
如
く
で
あ
る
。
そ
れ
 
故
ブ
 -
 
フ
ー
フ
マ
ナ
で
は
屑
々
 天
 

界
を
ハ
 見
出
す
Ⅴ
 、
 或
は
天
界
到
達
の
方
途
と
し
て
の
 正
し
い
祭
式
を
八
発
見
す
る
Ⅴ
意
味
に
用
い
ら
れ
る
。
 而
 も
 後
述
す
る
如
く
 、
祭
 

式
の
意
義
は
天
界
に
於
け
る
不
死
の
当
体
た
る
 弾
 国
臣
 を
 完
成
す
る
こ
と
に
在
る
か
ら
、
や
が
て
 か
ュ
る
 神
聖
 な
る
（
 年
ゅ
 
円
く
曲
）
 

舘
日
 曲
コ
 

考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
や
が
て
そ
れ
が
群
口
 
曲
コ
 

を
 曲
目
 1
 月
 ゴ
古
囲
 す
る
、
と
も
表
 5
 
 
（
 田
白
 ・
 ナ
は
 

0
 本
質
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
抑
々
瞠
目
 

お
 ）
。
従
っ
て
 
群
 日
当
に
関
し
て
 ウ
パ
 ニ
シ
ャ
ッ
 

 
 

曲
目
が
日
吉
 ゅ
コ
 
p
 と
関
 

併
用
さ
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
こ
れ
を
裏
返
せ
ば
 、
イ
 山
濤
 
目
ゅ
 
臣
が
の
圧
抑
が
そ
の
旧
物
ム
ロ
 

、
づ
 Ⅱ
 
ど
 取
卸
 
コ
 曲
の
こ
の
よ
 う
 な
意
味
を
裏
附
け
と
 

 
 

と
か
月
ど
 撰
卸
コ
曲
 
と
か
は
何
等
か
の
意
味
で
岡
田
口
 
P
 コ
 を
 捉
え
る
能
力
と
し
て
 

嚇
 し
て
説
か
れ
る
の
は
所
謂
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
に
な
っ
 て
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
で
は
 一
 般
 に
な
い
こ
と
で
あ
 

 
 

に
弾
日
 曲
コ
 が
 実
在
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
 な
い
か
ら
で
あ
る
。
実
在
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超
え
た
不
可
 捉
 の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
曲
目
の
 臣
 曲
の
極
限
で
あ
る
。
 岨
ゴ
 
が
口
曲
の
語
が
そ
れ
を
示
し
て
 い
ろ
。
彼
の
言
に
依
れ
 

ば
 、
 舘
 日
当
は
何
者
に
よ
っ
て
も
 
乱
 @
%
 倒
さ
れ
な
 い
ふ
 嵌
り
 
丼
 
（
 
識
 9
 手
、
認
識
の
主
体
）
で
あ
っ
て
 、
そ
 0
 人
に
と
っ
て
一
切
が
 

舘
ヨ
 の
目
と
な
っ
た
時
、
彼
は
何
に
よ
っ
て
何
者
を
 
づ
 

 
 

の
 ・
 
P
u
 

）
。
こ
れ
は
一
切
 

の
 ま
 @
%
 
ゅ
を
尺
 、
し
た
立
技
 目
コ
呼
砧
ぎ
 
目
が
の
説
明
で
 

 
 

 
 

の
 両
面
で
あ
り
得
る
が
、
こ
の
よ
う
な
高
度
の
観
念
的
 発
展
を
遂
げ
た
意
識
に
就
て
は
 
曲
古
目
 崔
は
適
当
し
て
  

 

 
 

る
か
ら
で
あ
る
。
故
に
 ぺ
囲
糠
蕃
汗
で
 
も
完
全
な
 
り
 
こ
 
日
の
 
ち
 と
の
ム
ロ
 
一
 は
こ
 

れ
を
死
後
に
期
し
た
。
そ
こ
で
更
め
て
 掛
日
 レ
コ
の
 実
 在
性
 が
問
題
に
な
っ
て
 釆
 る
と
同
時
に
、
一
般
日
 み
 吉
岡
 の
 領
域
か
ら
こ
の
よ
 う
 

な
 高
度
の
 ま
 演
目
 臣
に
 進
発
展
し
た
、
そ
の
差
異
の
由
 っ
て
来
る
所
以
が
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
 
最
早
ま
 扶
岡
コ
い
 
で
は
な
 

い
、
こ
の
よ
う
な
 せ
巳
 
取
目
 
コ
 が
の
内
容
、
或
は
内
容
た
る
 へ
ぎ
 要
請
を
発
展
さ
せ
た
過
程
、
機
能
で
あ
る
。
 舘
日
 。
 口
の
実
在
を
信
じ
、
 其
 

の
 体
得
を
或
る
神
秘
的
な
体
験
と
し
て
疑
わ
な
け
れ
ば
 そ
れ
迄
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
々
に
と
っ
て
は
こ
れ
こ
 そ
弾
 日
き
自
体
の
顕
 

鋤
現
 で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
然
し
今
釈
迦
の
五
 繭
を
考
 察
す
る
場
合
、
正
さ
に
此
の
点
が
問
題
で
あ
り
、
そ
の
 問
題
の
焦
点
に
音
 日
 い
目
 思
 

ぬ
 
想
の
歴
史
を
背
景
に
し
て
登
場
す
る
も
の
が
，
 ぽ
 も
ガ
師
曲
 。
で
あ
る
。
 

織
 

既
述
の
如
く
の
曲
み
の
 
ガ
ゆ
 
Ⅱ
肛
の
語
は
釈
尊
 以
冊
の
 ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
 及
 ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
に
見
出
さ
れ
な
い
 、
 少
く
と
も
精
神
的
機
能
、
 

硫
 
作
用
の
意
味
で
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
併
し
の
が
 ま
 あ
キ
唄
の
動
詞
、
 
毬
由
 ・
 
，
の
寸
ヨ
 
と
い
う
名
詞
 は
フ
 -
 
フ
ー
フ
マ
ナ
に
於
て
岡
こ
日
が
 
コ
 

 
 

す
と
密
接
な
関
係
に
於
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
 

と
 五
 %
 の
の
曲
 
か
ガ
ゴ
岡
 

Ⅱ
が
と
の
間
に
如
何
な
る
関
係
が
考
 え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
 こ
 

 
 

れ
の
問
題
を
具
体
的
に
考
察
す
る
為
に
は
、
ブ
ラ
ー
 

フ
 マ
ナ
祭
式
 思
思
 に
論
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
 は
 従
来
比
較
的
 頼
 ら
れ
な
か
 

㎏
 
っ
た
 分
野
で
あ
る
が
、
其
処
に
は
意
外
し
自
然
な
 
人
間
精
神
発
展
の
経
路
が
見
出
さ
れ
る
。
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
 は
 祭
式
万
能
の
時
代
で
あ
 

㎞
 
る
 。
 古
 ぐ
は
諸
神
に
 献
供
 祈
願
し
て
そ
の
恩
寵
を
 乞
 う
 た
が
、
や
が
て
祭
式
は
神
々
を
強
制
す
る
力
を
有
 っ
 独
自
の
メ
カ
ニ
ス
ム
に
進
発
 
い
 
鱒
 
)
 

 
 

%
 
 属
 し
た
。
神
々
も
嘗
て
祭
を
行
い
、
天
上
し
て
 不
 死
 と
な
り
、
そ
の
神
性
に
到
達
し
た
、
 聖
杣
 は
そ
の
跡
を
 尋
ね
て
祭
式
を
発
見
し
た
の
 
鍋
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仰
、
 

 
 

可
 
欠
の
条
件
で
あ
る
。
故
に
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
で
は
倉
卒
 

に
 
来
世
に
赴
く
こ
と
を
忌
む
。
こ
の
よ
 

う
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佃
 
ぃ
 て
い
た
の
 

て
 、
あ
ま
 
匹
ギ
 
宙
に
し
て
も
、
 

又
仮
 
り
に
 盤
ぎ
糾
卸
 

（
燵
の
語
 

か
 用
い
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
 

は
 が
ま
 
0
 
臣
コ
 
0
 
口
目
て
し
か
な
 

略
 か
つ
た
。
然
し
 

更
 め
て
こ
の
思
想
の
発
展
を
省
察
す
 

れ
ば
、
ゑ
技
 

倒
口
が
誌
 

す
が
 
コ
 
が
の
 群
日
 
き
に
 迄
 高
度
な
 
抽
象
的
内
容
を
発
展
さ
せ
た
 

 
 

 
 

が
み
の
 

気
 附
か
れ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
実
在
原
理
と
し
て
 

ガ
倒
 

Ⅱ
が
（
の
曲
 

か
ガ
 
下
付
Ⅱ
が
）
な
る
 

語
か
 
、
五
 
%
 
の
一
史
と
し
（
 

9
 
）
Ⅰ
 

舘
日
リ
コ
 

 
 

 
 

糾
は
万
物
を
創
造
し
了
っ
て
分
解
し
た
。
 

今
 築
か
ん
と
 
す
る
 
祭
 入
壇
の
各
層
の
諸
要
素
は
此
の
分
解
せ
る
 

づ
 
r
a
 

蜀
づ
由
 

由
の
体
の
諸
部
分
を
象
 

 
 

譲
 徴
し
、
入
壇
（
 

か
幅
 
已
を
築
く
こ
と
に
よ
り
此
等
 

諸
部
分
が
残
り
な
く
還
し
集
め
ら
れ
て
、
完
全
な
下
色
 

ゅ
づ
 
が
由
が
構
成
回
復
（
の
が
目
下
 

 
 

一
対
㍑
 叶
、
 
㍑
㍉
。
 

い
一
 
㍉
 終
 "
 
叫
已
村
弓
パ
川
い
パ
ぃ
 

 
 

 
 

 
 

る
 

す
 観
念
的
に
浄
化
再
構
成
さ
れ
て
行
っ
た
も
の
が
 

り
 
（
日
当
の
内
容
を
形
成
す
る
。
当
事
者
達
に
と
っ
て
は
 

眼
 前
 の
目
的
の
み
が
意
識
さ
れ
 

 
 

 
 

 
 

弾
 日
当
（
自
分
、
個
体
）
を
完
成
す
る
と
考
え
て
い
た
 の
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
昔
々
の
立
場
か
ら
歴
史
的
に
鳥
 敵
 す
れ
ば
、
こ
の
 ょ
 5
 な
 

努
力
が
続
げ
ら
れ
て
い
る
間
に
、
祭
式
の
発
展
に
伴
っ
 て
 、
次
第
に
高
度
な
 
津
 日
当
の
観
念
内
容
が
形
成
さ
れ
 
て
 行
っ
た
の
で
あ
り
、
 

こ
の
 ょ
う
 な
形
成
過
程
を
綜
合
的
に
藩
札
・
 
ム
共
円
 の
 作
 用
 と
観
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
，
 

そ
こ
で
此
の
綱
み
 よ
 @
 択
 
な
る
語
の
有
 っ
 意
味
内
容
 に
就
て
 今
少
し
考
察
し
て
み
よ
う
。
既
述
の
如
く
ブ
ラ
 
｜
フ
マ
 ユ
ノ
の
 
倒
 片
目
 
P
 コ
 

は
 多
く
の
要
素
よ
り
成
る
複
合
体
で
あ
っ
て
、
そ
の
 桐
 々

の
要
素
を
ぎ
 出
 ：
 て
村
叱
 す
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
体
 と
し
て
の
岡
目
 日
い
 
臣
が
 

お
み
 ム
 1
%
 

さ
れ
る
。
個
々
の
要
素
を
の
曲
由
ユ
 

共
 キ
 す
る
と
は
、
個
々
の
要
素
を
祭
儀
に
よ
っ
て
神
聖
化
す
 る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
 

お
み
よ
 ，
ガ
 
中
は
八
浄
め
る
、
浄
化
す
る
Ⅴ
と
い
う
意
味
 を
 帯
び
る
。
祭
式
文
献
に
於
て
 
留
 d
.
 
の
 
ガ
曲
 
（
 
曲
 と
い
う
 五
 
仰
 が
一
種
の
八
浄
化
Ⅴ
の
 

意
味
し
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
 こ
 の
よ
う
な
浄
化
と
は
何
か
と
云
え
ば
、
人
間
に
と
っ
て
 好
 ま
し
い
方
向
へ
の
或
る
 

種
の
観
念
的
再
構
成
で
あ
る
。
此
の
関
係
を
別
の
観
点
 か
ら
明
瞭
に
示
し
て
い
る
の
は
 
の
が
せ
の
い
 

づ
 （
 /
 パ
 か
 む
コ
い
 ゅ
 臣
が
祭
の
部
分
で
あ
 

る
 。
そ
の
思
想
は
別
所
に
論
じ
た
の
で
立
所
に
詳
言
し
 

、
、
 @
 
-
 
 

（
 
，
 
工
 

）
 。
 ヒ
党
 な
い
が
、
要
す
る
に
 
巾
 母
樹
 づ
曲
ヰ
の
 八
回
復
、
再
構
成
 Ⅴ
で
あ
る
。
下
ど
 倒
づ
曲
 

（
 
ぃ
 

  
  



 
 
 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

     
 

た
 所
以
が
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
 
一
般
と
特
殊
な
 %
 減
 ビ
逮
 
と
の
差
異
を
費
 す
 所
以
の
作
用
で
あ
る
か
れ
 

ら
 此
等
両
者
の
中
間
に
配
当
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
五
徳
 説
に
 拠
れ
ば
 
ぎ
由
ガ
ゴ
 a
r
a
 
も
 亦
 無
常
で
あ
る
。
無
常
と
   

遠
の
実
在
を
把
握
す
る
よ
う
な
絶
対
的
能
力
で
は
な
い
 
と
い
う
 ナ
 
」
と
で
あ
る
。
故
に
の
 
い
宙
 ・
 
ガ
ゴ
ゆ
 
Ⅱ
が
も
 帥
 片
目
 ゅ
 口
 で
は
な
い
。
 
五
 苗
親
 

は
 単
な
る
一
般
的
な
人
間
の
心
理
学
的
考
察
の
よ
う
な
 も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
性
器
日
日
の
問
題
と
密
接
に
関
 
嚇
 し
、
自
我
と
い
う
 最
 

も
根
本
的
な
人
間
の
問
題
の
歴
史
的
省
察
と
批
判
と
を
 含
む
も
の
で
あ
る
。
玉
繭
 各
 支
の
配
列
そ
れ
自
体
が
こ
の
 こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
 

と
 考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
の
断
案
が
が
 口
曲
ま
 
倒
で
あ
 る
 。
以
上
の
考
察
に
基
げ
ば
、
 

五
 薙
が
 
潔
 日
当
で
な
 い
 と
い
う
所
謂
非
我
は
 、
 

や
が
て
文
無
我
、
即
ち
 梵
と
 
一
如
す
る
実
在
と
し
て
の
 

舘
日
が
コ
 は
存
在
し
な
い
と
い
う
断
案
に
他
な
ら
な
い
。
 

こ
れ
は
菜
単
な
る
論
理
 

酌
婦
 決
 で
も
な
い
。
こ
の
問
題
の
参
考
と
し
て
、
古
代
 印
度
 人
 自
身
の
興
味
あ
る
見
解
が
ア
 イ
 タ
レ
ー
ヤ
・
 
ア
｜
 ラ
 ニ
 ャ
カ
 の
中
に
見
出
 

さ
れ
る
。
 

ら
ナ
・
 ミ
 ・
の
・
 

め
 田
ゆ
 
い
 
せ
申
せ
が
ゆ
耳
目
ゆ
コ
が
 

日
倒
 せ
 ト
 
の
曲
が
Ⅱ
 

ゆ
由
 ・
 づ
 0
 年
 ゆ
い
 
コ
口
 
由
 
0
 目
 ゆ
づ
 
ギ
ヴ
 甘
口
 
ぺ
曲
は
 
・
 0
 ゆ
曲
宙
 
）
）
 

か
 
l
 せ
曲
コ
 
い
 の
で
 
曲
仔
曲
 

Ⅱ
。
せ
 い
 c
 
c
 

の
 日
オ
 
・
 
@
 

の
 
㏄
 づ
ト
 
曲
目
 
か
す
ゴ
出
 

珪
の
曲
 り
 曲
目
 ゆ
コ
曲
 
（
Ⅰ
）
 

鉤
 せ
あ
 ヰ
簿
 
ト
岡
 
由
 
せ
の
四
曲
 0
 ゆ
 
が
ら
ぽ
山
 

l
 セ
 リ
コ
 
㏄
の
 
で
 が
 由
ゆ
仁
 ぽ
か
Ⅱ
が
の
 

0
 
 曲
ハ
い
 

せ
曲
田
の
、
の
 

p
d
 
円
 
の
曲
ピ
づ
 
Ⅱ
 
囲
コ
帥
 

@
 
@
 

下
す
～
（
の
 

目
 

ロ
バ
ゅ
せ
 

が
 ヴ
耳
抜
 口
才
の
鼠
 ゑ
の
 （
 
a
r
 
ゅ
日
 注
目
 や
汀
 %
 
 安
 
Ⅱ
曲
の
 

0
 。
 ヴ
 ）
 年
キ
 
い
せ
 
い
 き
、
コ
リ
の
）
年
の
日
）
億
が
Ⅱ
の
の
 

ロ
 ・
 づ
ぢ
 
Ⅱ
 
ち
り
 
0
 沖
せ
の
 
せ
ゆ
せ
ド
 

の
 
ヰ
 
が
Ⅱ
ゆ
目
Ⅰ
 

ゅ
 耳
コ
 岡
 ・の
曲
 ゴ
 ）
 で
 Ⅱ
 
ど
由
倒
コ
 
0
 目
 曲
 の
が
ま
 
で
 が
 コ
コ
 
が
片
山
㎡
 

ヰ
 0
 
つ
と
 
同
ゆ
 
ヰ
 
が
九
）
 
づ
 が
ら
 
簿
由
セ
 と
 %
 倒
田
曲
由
 

@
 で
 が
い
せ
が
 

由
せ
 0
 Ⅰ
 曲
か
 せ
 が
の
神
曲
コ
 

簿
 ㍉
 -
 せ
の
年
の
 

-
0
 
ガ
里
 

o
F
 

目
 ・
日
銭
目
の
口
ゆ
目
 
咀
 
釘
目
Ⅱ
 牡
 曲
目
の
き
み
 
窪
 臼
 づ
か
 
コ
コ
 
が
 ロ
 ・
 
簿
 （
～
）
の
由
が
Ⅰ
の
㏄
り
市
）
せ
が
い
 

由
コ
 
曲
目
い
か
が
 
コ
ゆ
つ
 
Ⅰ
つ
 
り
 の
 
の
の
 ぺ
 》
 ヴ
甘
 
）
 
田
 ）
 
目
 岡
コ
 
が
 ㍉
）
 

コ
笛
つ
と
 
取
卸
 
硅
 
か
き
 つ
 ㏄
隼
が
 
臣
 曲
コ
 欝
セ
 ど
 %
 倒
ヰ
が
由
 

-
 つ
 り
 か
せ
 
が
 コ
曲
 コ
が
Ⅱ
 卜
宙
 
ロ
ロ
 ひ
 
づ
曲
の
由
 

革
コ
芭
宙
 

）
目
色
 -
0
 
ガ
舘
 0
 ガ
 曲
目
，
神
曲
の
片
岡
 

へ
い
コ
ぢ
す
ゴ
 
申
せ
曲
コ
 

由
 ・
 

せ
が
 
曲
 Ⅰ
 
ゆ
づ
 
Ⅱ
 
ど
 目
が
 
笘
 Ⅰ
 ゴ
ト
 
の
曲
～
 

コ
す
 ゴ
能
 
づ
鋤
臣
 （
本
の
岸
 

下
で
 ・
い
ト
 
め
  
 

自
ら
の
 
笘
 日
当
（
自
我
）
を
ょ
り
明
瞭
に
知
る
者
は
、
 確
に
そ
れ
 丈
 多
く
の
も
の
を
克
ち
 獲
る
 。
諸
の
草
木
灰
 
び
 凡
そ
如
何
な
る
 

動
物
に
て
も
あ
れ
、
（
 其
 等
の
内
に
）
 
営
日
 目
が
 漸
 次
よ
り
顕
著
に
な
る
の
が
知
ら
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
草
木
 に
は
そ
の
 精
 た
る
 汁
 

液
が
 見
ら
れ
、
動
物
に
は
心
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 併
し
動
物
に
於
け
る
方
が
住
日
当
は
一
層
顕
著
で
あ
 
る
 。
動
物
に
は
沖
波
 

 
 



          
輌
 
眩
 
え
て
い
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
而
も
こ
の
㎞
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
釈
尊
も
矢
弦
 

無
我
の
体
験
に
到
達
し
た
と
い
う
経
緯
が
予
想
さ
 

 
 

 
 

 
 

軸
は
更
に
、
五
 %
 無
我
と
い
う
明
瞭
な
知
見
が
成
立
 す
る
為
に
は
、
已
に
そ
の
前
に
釈
迦
自
身
の
内
に
於
て
 
倒
 
田
 
日
省
に
対
す
る
信
仰
が
 
消
 

の
 程
度
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

此
処
で
は
人
間
の
み
な
ら
ず
、
禽
獣
草
木
に
 

迄
 及
ぼ
し
 て
 注
ヨ
 ド
コ
 の
発
展
顕
現
が
説
・
か
れ
て
い
る
。
八
広
死
の
 

身
を
以
て
不
死
を
望
 

む
に
至
る
Ⅴ
と
は
正
さ
に
当
時
 
迄
の
 フ
ラ
ー
フ
マ
ナ
 
思
 想
 で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
人
間
に
特
有
な
瞠
目
 

p
n
 

顕
現
の
 

相
 で
あ
る
と
い
う
。
 
然
 

ら
 。
は
 
笘
 日
当
が
最
も
顕
著
に
な
っ
た
も
の
は
、
そ
の
 

 
 

が
 
@
 
拍
す
が
臣
が
の
 

岡
串
巨
が
ヌ
 

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
一
種
の
史
観
で
あ
り
、
群
口
 

が
コ
 の
 信
仰
に
立
脚
す
れ
ば
こ
の
 
ょ
う
 な
理
論
的
見
解
も
成
立
 
す
る
。
然
し
釈
迦
の
五
 

靭
繭
 、
特
に
そ
の
中
に
於
け
る
 紹
乱
 ・
 
ガ
ダ
岡
 

Ⅱ
が
の
語
の
 
採
択
に
拠
れ
ば
、
 
弾
日
 p
n
 

は
の
が
 

由
 ・
 
あ
 @
 も
 さ
れ
た
も
 の
で
あ
っ
た
。
人
間
が
応
 
死
 

訪
の
身
を
以
て
不
死
を
望
む
が
故
に
、
そ
の
方
途
 
と
 し
て
 弾
 日
当
の
観
念
が
発
展
向
上
し
た
の
で
あ
る
。
 
レ
 下
に
於
て
目
汁
 
日
の
コ
 
自
体
の
 

織
 
顕
現
と
考
え
ら
れ
た
も
の
が
、
実
は
人
間
の
の
 

ゅ
由
 ガ
ま
 斡
の
作
用
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
の
が
 

乙
片
す
 
a
r
a
 

は
無
常
な
る
作
用
で
あ
 

琉
 
っ
た
。
理
乱
 
汗
ゴ
ゅ
 
Ⅱ
帥
の
無
常
と
い
う
こ
と
に
は
 

払
調
 
証
は
無
い
。
従
っ
て
無
我
と
い
う
こ
と
も
論
理
の
問
題
で
 

ほ
 な
く
、
体
得
の
問
題
で
あ
 

す
っ
た
。
 卜
卜
 の
よ
う
な
立
場
の
者
に
は
、
仮
令
正
 

繭
 無
我
が
説
か
れ
た
と
し
て
も
恐
ら
く
納
得
出
来
な
か
っ
 

た
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
 

り
、
 更
に
か
く
の
如
 き
 能
力
を
具
備
し
て
 応
 死
の
身
を
 以
て
不
死
を
望
む
に
至
る
か
ら
で
あ
る
。
而
る
に
人
間
以
 外
の
獣
類
に
と
っ
て
 

は
 、
飢
渇
の
み
が
 繍
 か
に
欲
望
の
意
識
と
な
る
の
み
で
、
 識
別
し
た
こ
と
を
語
り
、
識
別
し
て
も
の
を
見
る
こ
と
 が
な
い
、
文
明
日
を
 

知
ら
ず
、
世
界
及
び
世
界
以
外
の
事
柄
を
知
ら
な
い
。
 獣
 類
 と
は
こ
れ
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
生
物
 の
 存
在
は
そ
の
如
意
 

も
赤
見
ら
れ
る
が
、
草
木
に
は
心
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 併
し
人
間
に
於
て
こ
そ
 弾
 日
当
は
一
層
顕
著
に
な
る
 
。
何
と
な
れ
ば
、
 人
 

間
は
最
も
多
く
知
慧
を
具
え
、
識
別
し
た
こ
と
を
語
り
、
 識
別
し
て
も
の
を
見
、
明
日
を
知
り
、
世
界
と
世
界
 以
 外
 の
こ
と
又
を
知
 



一
般
思
想
状
勢
の
検
討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
今
は
割
 愛
す
る
。
此
処
で
は
 唯
 ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
思
想
史
を
顧
 る
 こ
と
に
よ
っ
て
、
王
鑑
 

説
に
 於
け
る
の
安
打
 は
岡
 
（
 ド
の
 内
容
範
囲
が
新
た
な
観
点
 か
ら
限
定
さ
れ
、
而
も
の
 ゅ
出
 
。
 
F
 は
 a
r
a
 の
無
常
と
い
う
 こ
と
が
玉
繭
盆
栽
 説
に
 

於
て
極
め
て
重
要
な
意
義
を
有
つ
こ
と
を
指
摘
す
る
に
 留
め
る
。
 

五
 %
 観
の
成
立
を
以
上
の
如
く
観
る
時
、
懸
案
で
あ
る
 無
我
の
問
題
に
就
て
も
お
の
ず
か
ら
解
答
の
方
向
が
予
想
 さ
れ
る
。
岡
目
白
日
 
簿
コ
 

は
 一
応
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
当
然
写
生
日
 目
も
否
定
さ
れ
、
此
等
と
本
質
を
同
じ
く
す
る
よ
う
な
 
何
等
 か
 形
而
上
学
的
 原
 

目
的
と
方
途
と
の
関
係
で
あ
っ
た
。
こ
の
関
係
か
ら
 考
 

此
の
が
日
活
が
は
上
米
見
た
如
く
、
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
、
 

宣
言
さ
れ
た
詞
は
八
不
死
の
証
 得
 
（
が
 
ヨ
曲
 （
い
臥
・
 
ま
 
す
齢
 

題
の
伏
在
す
る
こ
と
に
 気
 附
か
れ
る
。
そ
れ
は
り
日
時
 

理
及
び
称
呼
の
存
立
す
る
余
地
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
 

ぅ
 。
併
し
乍
ら
従
来
釈
尊
に
於
け
る
 
緊
日
 き
が
 屡
 々

 

の
 二
人
も
ぎ
 里
 p
 円
 p
 門
下
に
在
っ
て
 、
 互
に
先
に
不
死
 

p
C
 日
叫
 （
 
p
,
 不
死
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
釈
尊
が
 
成
 

ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
を
通
じ
て
古
代
印
度
思
想
の
究
極
目
的
 

P
 薮
日
 ）
Ⅴ
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
（
目
せ
・
 
P
.
 
の
 ぃ
 が
 
い
 

か
，
 」
の
よ
う
な
 
舘
 日
当
追
求
の
内
に
こ
そ
真
の
苦
 
因
は
 

問
題
に
な
っ
た
所
以
を
再
考
す
る
に
、
其
処
に
之
に
 関
 

え
れ
ば
、
釈
尊
に
於
て
群
戸
 p
n
 が
消
滅
し
、
そ
れ
に
 

を
 得
た
も
の
が
告
げ
知
ら
せ
る
と
い
う
約
束
を
も
っ
て
 

聯
 
し
て
 尚
 
複
雑
な
問
 

よ
っ
て
 更
 め
て
が
 日
建
 叶
 
い
 

じ
 。
 
又
 舎
利
弗
、
目
連
 

道
 後
最
初
に
五
比
丘
に
 

求
め
ら
る
 べ
 ぎ
で
あ
ろ
 

で
あ
っ
た
所
の
も
の
で
 

い
た
（
 審
づ
 ・
）
・
 

め
 w
,
 
）
）
。
 

（
㏄
）
 

あ
る
。
釈
尊
の
 ビ
づ
曲
 
（
 
曲
と
 雄
も
、
こ
れ
と
全
く
無
縁
で
あ
 
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
既
述
の
如
く
 
簿
 日
活
 ギ
 8
 日
 の
と
時
日
当
と
は
本
来
 

の
 信
念
が
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
 と
 で
は
な
い
。
併
し
乍
ら
釈
迦
の
そ
の
が
 日
 ㏄
寸
の
内
容
 は
、
 已
に
 
笘
日
 い
口
を
 

否
定
し
た
以
上
、
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
 の
曲
目
 叫
 （
が
と
は
勿
論
同
一
で
は
な
い
。
そ
れ
が
一
体
ど
 の
よ
う
な
具
体
的
内
容
 

を
 有
っ
て
い
た
か
は
容
易
に
窺
い
知
る
こ
と
の
由
来
な
 い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
直
ち
に
淫
薬
と
等
 冒
 す
る
こ
と
 は
 、
思
想
的
に
見
て
も
 

多
大
の
疑
惑
を
禁
じ
得
な
い
。
そ
し
て
此
所
に
今
日
 帳
 本
仏
教
と
称
ば
れ
る
も
の
上
本
質
が
決
定
し
な
い
重
要
な
 一
つ
の
原
因
が
存
す
る
 

と
 思
わ
れ
る
。
 
唯
 こ
れ
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
は
 、
釈
尊
晩
年
に
伝
え
ら
れ
る
 
ヘ
目
千
総
み
 田
村
（
 

0
0
 

牡
 曲
甘
ゴ
 
。
Ⅴ
と
い
う
詞
で
あ
 

-
.
 

2
 
八
）
 

る
 。
此
の
世
の
回
 ヒ
 お
と
彼
の
世
の
が
日
活
が
と
を
 併
 せ
て
又
の
 P
 （
 V
p
 日
出
目
 ト
の
由
 と
言
っ
た
ブ
ラ
ー
フ
マ
 ナ
の
 
一
節
を
想
起
す
れ
 

7
2
 

 
 

(
5
4
 



  
 
 

 
 

Sa,.khara を中心とする 五 % 無我説の解明 

 
 

一
 
"
"
 

 
 

が
 博
士
の
所
論
で
あ
る
。
 

（
 
2
 ）
中
村
元
博
士
人
原
始
仏
教
聖
典
成
立
 

史
 研
究
の
基
準
に
 

つ
い
て
Ⅴ
日
本
仏
教
学
会
年
報
、
第
二
十
一
号
（
昭
二
一
十
年
度
 

）
 口
 
・
 
ピ
 t
 ま
 参
照
。
 

（
 
3
 ）
祭
式
術
語
と
し
て
の
の
 

p
-
@
 

。
寿
町
曲
は
釈
尊
時
代
既
に
 

行
わ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
意
味
内
容
か
ら
見
れ
 

ば
 か
く
の
如
 
き
 推
測
が
 

成
立
す
る
。
 

（
 
4
 ）
口
口
内
 

甘
 
り
ま
 
オ
田
セ
 

p
,
 
ト
の
ト
 

の
・
中
ロ
毎
コ
Ⅰ
 

0
 つ
 ・
 
せ
 
・
㏄
 

つ
 
Ⅱ
 由
 

（
 
（
 
6
 
田
 ）
例
え
ば
前
者
に
就
 
）
例
え
ば
上
記
 

音
三
 
て
 お
と
空
音
 

和
辻
哲
郎
博
士
人
原
始
仏
教
の
 

己
お
 
（
 
め
 （
ロ
耳
色
目
 

こ
 実
践
哲
学
Ⅴ
 原
き
 

l
%
 巨
仁
 
せ
 
（
 
-
.
b
.
N
 

・
）
 

Q
o
f
P
 

べ
毎
コ
 

ゆ
び
 

・
 
・
後
者
に
就
 

ひ
 
）
の
見
解
と
は
対
立
す
る
。
 

て
 
舟
橋
一
哉
博
士
人
 

始
 仏
教
思
想
の
研
究
Ⅴ
 

b
.
P
 

っ
 
）
）
）
 

0
 
ひ
を
 
参
照
。
 

 
 

 
 

い
 
よ
 ロ
 
毎
ぃ
 
目
 ・
 
い
巾
 
（
 
し
之
 

Ⅰ
（
・
 

づ
 
・
 
ト
 
つ
つ
）
 

0
 
円
 
0
 

（
 
9
 ）
ひ
き
 
ガ
害
い
 
註
で
は
 づ
 
@
 
ぬ
 
の
 
の
い
 

よ
 い
 二
ゴ
ゆ
と
解
し
、
個
人
 

意
識
の
消
滅
の
意
と
す
。
更
に
古
く
言
キ
寸
ヴ
 

ゴ
ゆ
 
「
 
ぃ
 
（
ハ
メ
 
目
 （
解
脱
 

@
 口
叩
 

）
 2
1
 

㏄
 
1
 

㎏
Ⅰ
の
 

つ
い
ひ
 

。
 
扶
痔
 
す
 
い
 の
教
は
明
か
に
此
の
巾
や
 

C
 の
一
節
を
予
 

思
 す
る
も
の
で
、
Ⅰ
（
の
（
 

セ
 
の
の
の
 

ふ
こ
ひ
自
 

（
 
N
 
）
 
め
 
・
 
い
 
）
 
，
の
ド
 

か
古
曲
Ⅰ
「
 

ユ
 出
り
ー
 

ヴ
目
ゆ
 

せ
り
ハ
ト
 

ト
 
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

識
 に
比
し
べ
 
倒
田
い
 

き
下
せ
り
と
い
う
天
才
の
特
殊
な
体
験
内
容
 

に
 即
し
て
此
の
語
の
意
味
す
る
所
を
考
察
し
ょ
う
と
す
る
も
の
 

で
あ
る
。
 

印
度
哲
学
研
究
第
二
、
 

や
臣
 
㏄
現
存
資
料
の
批
評
取
捨
 

の
 標
準
と
な
る
べ
 

き
 も
の
は
、
之
を
仏
陀
の
根
本
 

艮
想
 
に
求
め
 
る
 外
な
い
、
と
い
う
の
 

ば
、
 此
の
む
 ヨ
 は
単
に
現
世
の
寿
命
に
は
限
定
さ
れ
 な
い
で
あ
ろ
う
。
 従
 っ
て
 終
 み
ガ
 ォ
川
 
（
麓
も
生
物
学
的
な
 潜
在
力
の
よ
う
な
意
味
 

に
は
解
さ
れ
な
い
 0
 こ
の
日
 窩
ガ
ゴ
曲
 

Ⅱ
が
も
玉
繭
の
 総
 み
ガ
ゴ
ゅ
 

（
曲
の
延
長
発
展
て
あ
る
と
す
れ
ば
、
 接
ミ
 ム
目
 -
 
ガ
ゴ
倒
 
（
曲
の
消
滅
と
し
 う
 

こ
と
こ
そ
真
に
娑
羅
門
的
た
も
の
を
超
え
た
人
類
的
な
 体
験
を
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
初
転
法
輪
 の
が
 日
曲
叶
曲
と
 
雄
も
何
 

等
 か
の
永
遠
性
の
意
味
で
あ
る
こ
と
に
変
り
忙
な
い
、
 永
 遠
追
求
と
い
う
此
の
無
条
件
に
認
容
さ
れ
て
 釆
た
 人
間
 の
 有
り
方
に
対
す
る
、
 

徹
底
し
た
省
察
が
此
の
詞
の
中
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
 ら
で
あ
る
。
 



    

（
 
騰
 ）
 ナ
，
の
抽
か
甘
 

ゆ
は
不
和
、
の
し
Ⅱ
 

ぺ
 ・
 
ゲ
の
 
・
 
の
 

（
Ⅱ
）
以
下
プ
ラ
ー
フ
マ
ナ
思
想
の
説
明
に
就
て
は
、
印
度
 

学
仏
 教
学
研
究
 
通
第
 れ
音
（
 
巾
 ・
の
 

岳
 ?
 ぎ
 ③
拙
稿
 八
 プ
ラ
ー
フ
マ
ナ
 
に
 於
け
る
生
の
完
成
 

｜
 

キ
幅
日
 
c
a
 
Ⅱ
 
り
コ
い
 
の
思
想
 
｜
 Ⅴ
を
参
照
さ
れ
た
い
、
但
し
本
稿
 

執
 華
中
同
誌
は
猶
未
刊
で
あ
る
 

為
 、
以
下
の
叙
述
に
は
国
穂
を
予
 

定
 し
り
、
も
多
少
 

の
 重
複
を
敢
て
し
た
っ
 

（
は
）
の
 
目
由
 
・
 
せ
 H
w
 

（
・
 

ダ
ト
 
@
 ド
同
じ
よ
う
な
考
は
既
に
戸
口
 

づ
 ・
 
ま
 ・
い
に
見
ら
れ
る
、
其
処
で
は
中
幅
 

コ
ぎ
 
0
 
巨
の
祭
を
条
件
 
と
し
て
、
人
が
何
を
失
 

う
も
、
全
て
は
 
彼
 世
に
於
て
得
ら
れ
る
と
説
く
。
 

（
㎎
）
辻
直
四
郎
博
士
 

0
 ヴ
ェ
ー
ダ
 
と
 ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
（
 

昭
 ざ
 ）
 っ
 ・
）
の
の
 

?
 ）
 
賈
 参
照
。
 

 
 

相
違
（
見
分
け
）
は
冷
暖
に
在
る
、
と
い
う
。
 

（
 
巧
 ）
此
処
で
云
 
う
い
 「
：
 
目
 Ⅰ
は
勿
論
思
想
的
な
区
分
で
あ
 

つ
て
、
文
献
的
に
は
例
え
ば
ロ
中
づ
が
 

い
 し
の
一
部
で
あ
っ
 

 
 

（
Ⅱ
）
拙
稿
 
0
 コ
 目
の
の
。
お
の
 

づ
 
（
 
@
0
 

コ
ミ
 里
ヨ
豊
 ぎ
ま
の
 卑
 岡
す
ヨ
 

の
も
 
ハ
 （
印
仏
研
究
、
通
第
十
九
号
 

つ
 ・
の
の
 

ひ
 
）
 ひ
 
の
 
の
 
）
参
照
。
 

（
 
抑
 ）
動
詞
形
で
は
下
し
 
せ
 H
H
H
.
 

ぎ
 ・
 
N
 コ
ル
 
牡
 コ
ミ
 ヨ
 Ⅰ
ぞ
 
い
 
（
 
め
 
 
 

（
 
比
 ）
 註
 十
一
参
照
。
 

（
㎎
）
王
鑑
の
八
 

%
 Ⅴ
は
普
通
人
あ
つ
ま
り
Ⅴ
の
義
に
解
さ
れ
 

て
い
る
が
、
 
往
 3
%
 

Ⅰ
す
 

い
 に
は
本
来
貢
、
幹
等
の
意
が
あ
り
、
 

人
間
個
体
の
主
要
な
作
 

用
 過
程
の
意
に
解
す
る
方
が
適
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

（
 
抽
 ）
雲
井
 昭
善
 茂
人
原
始
仏
教
用
語
と
し
て
の
 

坤
ヨ
注
り
釜
 

3
%
 
（
 
ぃ
 
）
の
概
念
に
つ
い
て
Ⅴ
印
仏
研
究
、
通
第
六
号
 

つ
 ・
 
べ
の
 
?
 Ⅱ
の
・
氏
は
笘
ヨ
ル
（
 

り
が
 

仏
教
以
前
か
ら
の
印
度
的
伝
承
に
 

基
 く
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
 

う
 な
の
日
農
曲
を
以
て
仏
教
の
究
極
目
的
と
解
す
る
如
き
資
料
 

は
 原
始
仏
教
資
料
 

（
 
れ
 ）
 ヨ
い
 
す
 
a
l
 
ロ
ゥ
 
ム
コ
 
こ
す
岡
コ
い
 

よ
 由
 
（
（
の
 

び
 
・
 
ひ
づ
 
（
 
し
之
コ
 
・
 
b
.
P
l
 

か
 
）
 尚
 此
の
詞
に
は
魔
の
物
語
が
附
帯
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
 

無
 理
解
な
者
の
附
加
と
し
 

て
 削
除
さ
る
 
べ
 ぎ
で
あ
る
と
考
え
る
。
 

 
 

で
の
 
（
 
ゴ
 
a
l
 
炭
 「
・
）
 

(548)  74 



  

  

  

 
 

 
 

    
展 望 

    間バ教る 
マ （の ン 授を 
  ユ視コ の得 
マネ 察 ッ随な 
ラ ス 旅ク 行か 
ヤ コ 行か と っ 

う彩 までで 旅 た 。 筋の区 をつづ ら予定 い 

あ 分け 通て程 

    
                た あ 同六 数日 

間は、 便宜上 授が多 南アジ 筆 と 、 
イ ア 者 に東   はの 京 
ド の 東 た大 汗 バ眼 菩 ・ @ 西 午 に出 め、 ナ 

キ界 身 タ ホ   

                                                                        オ ' で 。 "",,"" ヨ " 

東 屋 
南 
ア 
ノ 、、 。 

日 港 、 年 ア 

の 望 
心 

示教 

学 

究 

井   
              をの   

ソ
 ま
で
東
南
ア
ジ
ア
の
中
に
含
め
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
）
 

こ
の
、
い
わ
ゆ
る
 よ
序
本
 ミ
ッ
シ
ョ
ン
 
ガ
 の
目
的
と
し
て
は
、
 

㈱
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
人
文
・
社
会
科
学
者
な
ら
び
に
そ
の
 
研
究
機
 

関
 に
つ
い
て
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
マ
ッ
プ
作
製
に
必
要
な
情
報
 の
 収
集
 

㈲
ユ
ネ
ス
コ
東
ア
ジ
ア
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（
東
洋
文
庫
内
 
）
の
 企
 

画
 に
か
か
る
、
こ
の
地
域
の
社
会
階
層
と
動
態
に
関
す
る
国
際
 的
 共
同
研
 

究
に
 、
協
力
し
て
貰
え
そ
う
な
現
地
学
者
と
の
接
触
 

な
ど
あ
っ
た
が
、
わ
れ
わ
れ
に
最
も
重
要
か
つ
興
味
 潔
い
 仕
事
 @
 
ま
 

㈲
国
際
宗
教
学
宗
教
史
学
会
（
 
I
A
H
R
 

）
本
部
か
ら
の
依
 頼
 に
よ
 

る
 、
ア
ジ
ア
諸
国
の
宗
教
学
研
究
の
実
情
調
査
と
、
各
国
ご
と
 の
め
 
亦
 教
学
 

宗
教
史
関
係
統
一
学
会
の
結
成
促
進
で
あ
っ
た
。
 

ア
ジ
ア
を
旅
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
痛
感
す
る
こ
と
の
第
一
は
 、
 地
理
的
 

な
 近
接
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
諸
国
間
の
連
絡
や
知
識
の
交
換
が
 あ
ま
り
に
 

も
 乏
し
い
こ
と
で
あ
る
。
東
南
ア
ジ
ア
・
プ
ー
ム
と
い
わ
れ
る
 日
本
に
お
 

い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
対
外
的
関
心
は
、
も
っ
ぱ
ら
欧
米
に
向
 げ
ら
れ
 

て
、
 同
じ
ア
ジ
ア
を
知
る
こ
と
は
極
め
て
薄
い
の
で
あ
る
が
、
 
同
 様
に
 、
東
 

南
ア
ジ
ア
の
人
々
の
学
問
的
関
心
は
 、
多
マ
 ・
欧
米
諸
国
に
向
い
 て
い
て
、
 

隣
接
国
の
学
者
や
研
究
機
関
の
名
前
す
ら
知
ら
な
い
場
合
が
 珍
 ら
し
く
な
 

い
 。
そ
こ
で
、
相
互
の
理
解
と
連
携
の
た
め
に
も
ア
カ
デ
ミ
ッ
 ク
 ・
マ
ッ
 

プ
の
 作
製
が
急
が
れ
る
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
が
、
第
二
の
問
題
と
し
て
、
こ
れ
を
作
製
す
る
た
め
の
 手
が
か
 

り
は
、
ま
ず
ユ
ネ
ス
コ
で
あ
る
べ
き
筈
だ
が
、
こ
の
地
域
諸
国
   

 
 

コ
 国
内
委
員
会
は
 、
 必
ず
し
も
日
本
の
そ
れ
の
よ
う
な
強
力
な
 も
の
ば
か
㏄
 

り
で
は
な
い
。
甚
だ
し
い
と
 ぎ
 は
、
マ
ラ
ヤ
の
よ
さ
に
、
た
っ
 た
 
一
人
の
わ
 

 
 



事
務
官
が
兼
任
で
働
い
て
い
る
場
合
さ
え
あ
っ
て
、
彼
等
の
好
 煮
 に
も
か
 

か
わ
ら
ず
、
学
術
面
で
の
情
報
資
料
の
交
換
は
 、
 決
し
て
わ
れ
 わ
れ
の
机
 

上
計
算
の
よ
う
に
、
円
滑
に
は
取
り
運
ば
れ
な
い
実
情
に
あ
る
  
 

そ
こ
で
第
三
の
問
題
は
、
各
国
の
ユ
ネ
ス
コ
国
内
委
員
会
以
外
 の
 情
報
 

源
 で
あ
る
が
、
勿
論
、
現
地
に
は
日
本
大
使
館
や
公
使
館
が
あ
 る
 0
 と
こ
 

ろ
が
、
一
説
に
よ
る
と
、
こ
う
し
た
 筋
 よ
り
も
、
よ
り
正
確
か
 っ
 敏
速
な
 

情
報
源
は
、
民
間
商
社
の
出
先
機
関
で
あ
る
と
い
う
。
わ
れ
わ
 
れ
の
場
 

合
 、
特
に
恩
恵
を
蒙
っ
た
の
は
、
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
と
米
国
 ア
ジ
ア
 財
 

日
 で
あ
っ
た
。
両
者
と
も
東
南
ア
ジ
ア
各
国
に
駐
在
員
を
置
 き
 、
 字
界
の
 

実
情
の
み
な
ら
ず
社
会
や
経
済
の
動
向
に
つ
い
て
も
正
確
な
知
 識
を
持
っ
 

て
い
る
っ
 

第
四
は
、
こ
の
地
域
で
国
際
的
な
学
会
や
共
同
研
究
を
組
織
す
 ヱ
勺
 
場
ム
 口
 

の
 進
め
方
で
あ
る
。
宗
教
学
や
社
会
学
に
限
ら
ず
、
こ
の
地
域
 で
 そ
 う
し
 

た
 企
画
を
す
る
場
合
、
経
済
援
助
は
、
勿
論
そ
れ
ぞ
れ
の
政
府
 機
関
に
頼
 

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
興
国
家
が
多
 い
 の
で
、
経
済
的
実
 潅
は
政
府
 

か
 軍
部
に
握
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
日
本
と
同
様
、
学
者
は
い
 ず
れ
も
 貧
 

乏
 で
、
個
人
資
金
で
ほ
 動
 ぎ
が
と
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
 

関
係
者
の
 

人
選
や
仕
事
の
企
画
，
遂
行
と
い
っ
た
こ
と
は
、
政
府
機
関
を
通
 
し
て
も
、
 

一
向
に
埼
が
あ
か
な
い
場
合
が
多
い
。
折
衝
は
、
直
接
学
者
同
 セ
 
ゆ
め
 文
通
 

に
 頼
ら
な
け
れ
ば
進
ま
な
い
し
、
会
議
の
招
待
状
は
 、
 遅
く
も
 一
年
前
に
 

到
着
し
な
け
れ
ば
間
に
合
わ
な
い
と
い
う
。
暑
 い
国
 ば
か
り
な
 の
で
、
 日
 

本
人
の
 
テ
ソ
ボ
 で
事
が
運
ぶ
と
思
っ
た
ら
大
間
違
い
な
の
で
あ
 る
 。
 

第
五
は
、
国
際
語
、
す
な
 ね
 ち
、
国
際
的
な
意
志
疏
通
の
道
具
 と
し
て
 

の
 、
英
仏
語
の
重
要
性
で
あ
る
り
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
は
、
タ
イ
 と
日
本
を
 

こ
の
た
び
の
旅
行
を
通
じ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
昭
和
三
十
三
年
の
 I
A
H
 

R
 東
京
大
会
に
出
席
し
た
学
者
の
い
く
た
り
か
に
会
い
、
旧
交
 を
 暖
め
る
 

こ
と
が
出
来
た
。
 

た
と
え
ば
パ
キ
ス
タ
 ソ
 の
 
臼
コ
し
 大
学
（
 宙
ぺ
 由
の
（
 
り
す
い
ロ
 

）
 
の
 
レ
 ・
 
目
 

イ
 
円
目
の
で
 

っ
 （
 
り
 教
授
、
い
し
 
か
す
 か
り
 
円
コ
 
（
の
Ⅰ
二
の
乱
 

0
 コ
 日
 Ⅱ
 
コ
の
 
（
 
@
 
（
 
由
ド
の
 
h
Q
 
「
 ら
 宙
 づ
い
 
コ
 。
 0
 Ⅰ
 

口
缶
 
Ⅰ
山
田
 
降
 
㏄
 侍
 
岸
田
の
の
（
 
オ
ぃ
コ
 
の
 0
0
 

二
）
の
国
重
目
館
長
甘
口
の
中
巳
 

臣
 め
瓜
 、
タ
 

イ
国
審
 牛
ぃ
ヨ
 %
 巨
 
仏
教
大
学
の
宗
教
学
者
の
丘
 ぎ
ぎ
目
目
 ヴゴ
い
 
せ
 教
 

授
 、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
新
設
さ
れ
た
 
陛
 三
の
方
 巨
ヨ
ざ
 
大
字
 の
 宗
教
学
 

主
柱
 
ト
サ
ト
 
三
審
美
 ヱ
巨
目
 
助
教
授
な
ど
が
そ
れ
で
、
彼
等
が
 そ
れ
ぞ
れ
 

の
母
国
で
、
こ
の
分
野
の
第
一
線
に
活
躍
し
て
い
る
の
を
知
る
 ナ
 
」
と
は
、
 

何
よ
り
の
喜
び
で
あ
っ
た
。
 

日
本
を
除
い
た
東
南
ア
ジ
ア
は
、
一
般
に
宗
教
字
の
振
わ
な
い
 土
地
で
 

あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
地
域
の
宗
教
研
究
者
の
大
部
分
は
 、
神
 学
者
か
宗
 

教
 哲
学
者
で
あ
っ
て
、
宗
教
学
的
研
究
の
必
要
性
は
、
あ
ま
り
 認
め
ら
れ
 

て
い
な
い
。
し
か
し
最
近
、
そ
の
テ
ン
ボ
は
遅
い
け
れ
ど
、
 少
 し
 ず
 つ
若
 

い
 学
者
の
間
に
、
着
実
な
記
述
的
研
究
が
展
開
し
ょ
う
と
し
て
 い
る
。
 

殊
に
有
望
な
の
 ほ
 、
宗
教
学
周
辺
の
諸
科
学
、
す
な
わ
ち
史
学
 ・
心
理
学
 

社
会
学
・
文
化
人
類
学
・
民
俗
学
，
考
古
学
等
の
専
攻
者
の
う
 ち
に
、
 

除
い
て
、
こ
と
ご
と
く
植
民
地
だ
っ
た
。
こ
の
 悲
 し
ぎ
現
実
が
 、
 逆
に
国
 

際
語
 習
得
の
差
し
迫
っ
た
契
機
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
も
、
 後
 述
 す
る
 現
 

地
大
学
者
の
ほ
と
ん
ど
は
、
欧
米
に
留
学
し
、
英
仏
語
で
む
ず
 か
し
い
 討
 

論
 を
す
る
こ
と
に
馴
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
特
に
、
日
本
語
 で
 育
っ
た
 

わ
れ
わ
れ
の
 、
 心
す
べ
 き
 問
題
か
と
思
わ
れ
る
。
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宗
教
に
興
味
を
も
つ
学
者
が
出
は
じ
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
 若
し
こ
れ
 

5
 周
辺
科
学
者
を
中
心
と
し
て
、
神
学
者
・
哲
学
者
等
を
含
む
 小
規
模
な
 

研
究
グ
ル
 一
プ
が
 彼
等
の
間
に
発
足
す
る
な
ら
 ぱ
 、
や
が
て
 ぃ
 つ
の
 日
か
 

展
開
し
て
、
各
国
ご
と
に
宗
教
の
科
学
的
研
究
学
会
が
結
成
さ
 れ
る
の
で
 

は
な
い
か
。
そ
の
時
こ
そ
 I
A
H
R
 
本
部
は
、
こ
れ
ら
諸
国
の
 学
会
を
 、
 

日
本
宗
教
 @
 会
と
同
様
、
そ
の
傘
下
の
メ
ン
バ
ー
グ
ル
ー
プ
 と
 し
て
取
り
 

扱
え
る
の
で
あ
る
ま
い
か
、
と
い
う
の
が
わ
れ
わ
れ
の
期
待
な
 
の
で
あ
 

る
。
 

は
い
な
い
。
最
近
、
香
港
大
学
以
外
の
三
大
学
を
合
体
し
 

イ
し
 
リ
ム
 
0
 
ス
 
と
 

葵
 ぎ
の
の
の
 
ロ
コ
 
@
 
づ
 ・
を
 九
 能
仁
つ
く
る
計
画
が
進
行
し
て
い
る
。
 と
も
あ
れ
 

香
港
の
諸
大
学
に
は
、
ま
だ
宗
教
学
の
講
座
さ
え
設
け
ら
れ
て
 い
な
い
 0
 

た
だ
中
共
地
区
に
自
由
に
立
ち
入
る
こ
と
の
出
来
な
い
現
在
、
 香
港
は
中
 

国
人
の
宗
教
生
活
を
か
い
ま
見
る
こ
と
の
出
来
る
場
所
の
一
つ
 と
し
て
、
 

曽
 （
重
で
あ
る
。
 

印
度
は
あ
ま
り
に
も
広
く
、
あ
ま
り
に
も
複
雑
で
あ
る
。
 
三
 億
 八
千
 

万
の
人
口
の
八
割
強
が
印
度
教
徒
、
一
割
近
く
が
回
教
徒
と
い
 ラ
 。
一
九
 

四
セ
年
 、
印
度
 と
 パ
キ
ス
タ
 ソ
 の
分
離
居
「
（
～
（
 

@
0
 
コ
 以
来
、
既
 に
十
セ
年
 

を
 経
過
し
て
い
る
の
に
、
庶
民
の
生
活
は
、
社
会
的
経
済
的
に
 あ
ま
り
に
 

も
 悲
惨
で
あ
る
。
 

学
問
の
世
界
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
の
興
隆
を
妨
げ
る
最
大
の
 
も
の
 

は
 、
言
語
か
と
思
わ
れ
る
。
今
日
な
お
、
こ
の
国
に
は
百
余
の
 キ
 
串
語
 が
便
 

用
 さ
れ
、
 田
 コ
日
を
国
語
、
己
 べ
き
 ・
 嶽
 展
生
な
ど
十
四
の
 主
要
地
方
 

語
を
補
助
語
と
定
め
て
い
る
。
東
南
ア
ジ
ア
共
通
の
課
題
と
し
 て
 、
ナ
シ
 

ヨ
 ナ
リ
ズ
ム
の
ム
ロ
頭
に
伴
い
、
国
語
に
よ
る
大
学
教
育
が
は
じ
 
さ
っ
て
 い
 

る
が
、
問
題
は
今
ま
で
西
欧
語
で
教
え
ら
れ
て
い
た
学
術
用
語
 を
 、
如
何
 

に
 国
語
に
翻
訳
す
る
か
で
あ
る
。
印
度
の
場
ム
ロ
も
 
、
 正
に
そ
 う
 し
た
生
み
 

の
 苦
し
み
が
見
ら
れ
る
。
 

政
府
公
認
の
大
学
 は
 三
十
あ
り
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
水
準
 は
一
 
@
 
日
 ぃ
 。
 そ
 

こ
に
は
、
印
度
の
諸
宗
教
に
関
す
る
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
講
座
 が
あ
る
 "
 

し
か
し
、
宗
教
研
究
の
全
体
的
傾
向
は
、
抽
象
的
哲
学
的
分
野
   

力
点
が
置
か
れ
て
い
て
、
記
述
 学
 と
し
て
の
宗
教
学
関
係
講
学
 の
 展
開
 
ひ
 

は
 、
依
然
と
し
て
 途
 遠
し
と
い
っ
た
感
が
な
い
で
も
な
い
。
 

7
7
 



   
 

 
 

 
 

   
 

中
部
印
度
Ⅰ
の
 
す
曲
汀
け
 

Ⅰ
の
レ
オ
ナ
ル
ド
神
学
校
で
は
、
ア
メ
リ
 
力
人
 

口
の
コ
 
r
 
）
 甲
 ㌧
「
の
の
 

-
e
r
 

教
授
が
、
宗
教
社
会
学
的
な
地
域
調
査
 

を
や
っ
て
 

い
る
 "
 ボ
ン
ベ
イ
に
近
い
㌧
 0
0
 
臣
ド
 0
 
ロ
 コ
 @
 
づ
 ・
 ユ
 ㌧
 つ
 0
 日
に
 は
 、
東
京
 

大
会
で
お
馴
染
み
の
し
 い
コ
 
宙
の
拝
 

a
r
 

教
授
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
 

学
科
主
任
 

な
し
て
い
る
。
今
秋
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
で
開
催
さ
れ
る
 

目
 （
の
Ⅰ
 

コ
ハ
ま
 
0
 コ
田
 

n
0
 
ヨ
ヨ
ぎ
 の
の
 
0
h
O
 「
 
@
 
の
三
の
目
の
（
の
の
準
備
に
忙
が
し
い
よ
う
だ
 

力
ル
カ
 

ッ
タ
 の
目
安
い
 コ
 の
（
が
（
 

-
 
の
 （
 
-
n
 
巴
目
の
 （
 
-
 
（
 
け
 （
の
も
見
落
す
こ
と
の
 で
き
な
い
 

機
関
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
ソ
連
装
電
子
計
算
機
な
ど
備
え
、
 国
 勢
 調
査
の
 

デ
ー
タ
集
計
を
は
じ
め
、
幾
多
の
統
計
的
科
学
的
調
査
研
究
が
 な
さ
れ
て
 

い
る
。
 

パ
キ
ス
タ
ン
の
社
会
的
経
済
的
状
況
は
、
印
度
と
変
る
と
こ
 
ろ
な
い
 

程
度
に
厳
し
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
国
全
体
の
就
学
率
は
ま
ず
 十
六
 %
 、
 

-
 
フ
ホ
ー
ル
市
内
で
も
二
十
五
 %
 に
過
ぎ
な
い
。
八
千
万
の
国
民
 の
う
ち
、
 

回
教
徒
数
は
東
パ
キ
ス
タ
ン
で
八
十
五
 %
 、
西
 パ
キ
ス
タ
ン
に
 な
る
と
 九
 

十
五
 %
 に
達
す
る
と
い
う
り
五
つ
の
主
要
 語
 の
う
ち
、
ア
ラ
ビ
 ?
 ノ
乱
 
申
に
 
近
 

い
目
乙
ヒ
が
 国
語
に
指
定
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
印
度
と
同
様
 、
大
学
教
 

育
 は
ま
だ
英
語
に
頼
る
こ
と
多
く
、
国
語
に
 よ
 る
学
問
研
究
の
 問
題
に
悩
 

ん
で
い
る
。
 

  

    

  
人
文
・
社
会
科
学
部
門
の
充
実
し
た
大
学
は
 、
東
 パ
キ
ス
タ
 
ソ
に
 二
体
 

校
 
（
し
 
い
 o
n
 
ヂ
勾
田
 の
す
 
舵
三
 ）
 、
西
 パ
キ
ス
タ
 
ソ
 に
四
校
（
㌧
 ぃ
三
ド
 
サ
 ・
の
 @
 
コ
 Ⅰ
・
の
 

 
 

屈
ぃ
 （
 p
n
 
王
 ・
㌧
の
の
 
ア
ぃ
毛
ぃ
 
「
）
あ
る
。
ほ
か
に
国
民
生
活
に
密
着
 し
た
回
教
 
ぴ
 

の
 、
神
学
・
歴
史
・
法
制
そ
の
他
文
化
一
般
を
研
究
す
る
国
立
 日
数
研
究
 

所
 と
し
て
、
次
の
三
箇
所
が
あ
る
。
 

Ⅰ
 
コ
 の
ま
（
二
神
の
。
小
田
の
 

P
 
ぃ
 ヨ
ゴ
。
の
二
 
%
 由
 Ⅰ
の
（
 ロ
の
ア
 
。
Ⅰ
 
0
 ）
 

の
 の
 下
田
Ⅰ
 

麓
レ
 
Ⅰ
 
コ
 の
ま
（
 

目
 Ⅰ
 
0
0
 （
Ⅰ
の
 
P
 
ぃ
ヨ
 P
0
 
局
の
の
の
 

り
 Ⅱ
 0
%
 （
 ヰ
 
ハ
 
ウ
 Ⅰ
曲
の
す
 

-
 
）
 

し
ふ
 n
p
 

寸
寸
 

ヨ
 T
 
下
 n
p
 

由
の
 

ヨ
出
 （
 し
 p
n
n
 
じ
 

わ
れ
わ
れ
は
前
二
者
を
訪
れ
た
が
、
ラ
ホ
ー
ル
の
所
長
ミ
・
 

ミ
 ・
 の
 オ
ぃ
臣
由
 

（
パ
キ
ス
タ
ン
 哲
手
 の
 文
 と
い
わ
れ
る
）
も
、
カ
ラ
チ
の
 

所
 民
戸
 の
 

の
ミ
 8
%
 

（
カ
ラ
チ
大
学
副
学
長
）
も
、
と
も
に
こ
の
国
の
有
 名
 な
回
教
 

学
 指
導
者
で
あ
る
。
回
教
関
係
諸
学
問
の
専
攻
者
の
間
で
は
 国
 際
 的
交
流
 

が
 盛
ん
で
、
特
に
パ
キ
ス
タ
ン
の
場
ム
ロ
目
立
つ
の
は
、
カ
ナ
ダ
 

の
呂
。
 勺
 @
 
目
 

大
学
回
教
研
究
所
と
の
つ
な
が
り
で
あ
る
。
 

宗
教
学
は
か
な
り
良
く
展
開
し
て
い
る
。
制
約
の
最
大
な
る
も
 の
は
、
 

国
教
で
あ
る
回
教
を
、
あ
ま
り
客
観
的
批
判
的
に
研
究
す
る
こ
 と
が
出
来
 

な
い
点
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
 拘
 わ
ら
ず
、
宗
教
学
へ
の
意
欲
は
 栢
当
 な
も
 

の
が
見
ら
れ
る
。
中
に
も
パ
ン
ジ
ャ
ブ
大
学
の
ヒ
下
ヨ
 

ド
ち
 -
 
曲
目
山
色
 

-
 
自
 

臼
 Ⅰ
 臼
 p
 三
井
教
授
 と
 、
シ
ン
ド
大
字
（
 目
 Ⅱ
年
の
「
 

い
す
 
八
ロ
）
の
 レ
す
巨
 
臣
匡
ド
ゴ
 
@
 
年
 

プ
 笛
生
の
 
で
 。
 ぢ
 
教
授
が
 栢
 提
携
し
て
、
い
ま
、
し
き
り
に
 パ
キ
 ス
タ
ン
う
下
 

教
学
宗
教
史
学
会
の
創
立
準
備
を
や
っ
て
い
る
。
 

ビ
ル
マ
 

は
 一
九
六
一
年
末
、
仏
教
を
国
教
と
定
め
た
。
 

ウ
｜
 
 
 

首
相
が
選
挙
の
公
約
を
果
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
 か
ら
三
月
 

ば
か
り
後
、
す
な
わ
ち
昨
年
二
月
、
わ
れ
わ
れ
が
ピ
ル
 マ
 を
 去
 
っ
て
十
日
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後
に
、
軍
部
の
ク
ー
デ
タ
ー
で
 ゥ
 ー
・
ヌ
 ー
 内
閣
は
瓦
解
し
て
 
し
ま
っ
 

た
 。
東
南
ア
ジ
ア
で
仕
事
す
る
と
 き
 、
こ
う
し
た
政
情
不
安
は
 、
 常
に
考
 

慮
 さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

人
種
は
ビ
ル
マ
 
族
 以
外
に
 、
 シ
ヤ
ン
 族
 
・
カ
レ
ン
族
な
ど
の
 
少
 数
 民
族
 

が
 居
り
、
ビ
ル
マ
語
（
国
語
）
を
含
め
て
八
種
の
主
要
 1
1
!
 

ロ
語
が
 あ
る
。
 経
 

済
 的
実
権
は
か
な
り
前
か
ら
軍
部
が
握
っ
て
い
る
が
、
米
産
額
 年
間
五
百
 

万
 ト
ン
の
四
割
が
輸
出
さ
れ
る
国
だ
げ
に
食
物
に
は
困
っ
て
 い
 な
 い
 0
 
%
 

仲
崎
 

人
ロ
二
千
万
の
う
ち
、
八
十
 セ
 疹
が
仏
教
徒
、
他
は
印
度
 数
 
日
数
・
 基
 

督
 教
の
信
者
。
信
教
の
自
由
は
保
証
さ
れ
て
い
る
。
 ゥ
 ー
・
 ヌ
 l
 政
権
の
 

下
 に
あ
っ
て
、
仏
教
は
小
学
校
か
ら
大
学
ま
で
必
修
課
目
だ
 
っ
た
 。
 現
 

在
 、
仏
教
が
な
お
国
教
か
ど
う
か
不
明
だ
が
、
仏
教
徒
の
動
 き
 

る
 。
後
者
は
国
立
、
前
者
は
費
用
の
八
割
が
政
府
支
出
で
あ
る
 

て
は
、
如
何
な
る
政
治
も
民
心
の
把
握
が
 覚
 付
か
な
い
と
い
う
 

0
 期
間
は
通
常
、
一
週
間
か
ら
 三
 箇
月
の
間
で
あ
る
。
 

の
男
子
は
一
生
一
度
多
く
幼
年
時
代
に
１
１
出
家
生
活
を
 

ピ
ル
 
マ
 の
主
な
大
字
は
、
ラ
ン
グ
ー
ン
大
学
と
マ
ン
ダ
レ
ー
 大
 

。
仏
教
徒
 

送
る
。
 そ
 

を
 無
視
し
 

に
 拘
ら
ず
 

学
 で
あ
 

私
立
で
、
と
も
に
博
士
課
程
が
な
い
。
従
っ
て
ス
タ
ッ
フ
は
 外
 回
 に
留
学
 

し
 、
学
位
を
得
て
帰
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
宗
教
学
は
、
ま
だ
 講
 座
さ
え
な
 

く
 、
全
般
的
に
極
め
て
低
調
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
東
京
大
 会
 に
参
加
 

し
た
こ
の
国
の
代
表
が
、
ほ
と
ん
ど
教
団
 大
 で
、
学
者
で
は
な
 か
っ
た
こ
 

と
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
。
 

だ
が
、
こ
う
し
た
中
で
、
 

P
 
目
 p
E
 
コ
 昨
ゴ
 コ
 博
士
の
存
在
は
大
 ぎ
い
 。
 

同
氏
は
既
に
八
十
余
 す
 、
パ
ー
 
り
 １
話
仏
典
研
究
者
と
し
て
 世
 界
 に
知
ら
 

れ
る
碩
学
で
、
ラ
ン
グ
ー
ン
大
字
 長
 を
つ
と
め
た
こ
と
も
あ
り
 、
宗
教
学
 

へ
の
関
心
も
深
い
。
ピ
ル
 マ
 で
第
一
線
に
活
躍
す
る
学
者
の
 ほ
と
ん
ど
 

が
 、
そ
の
教
え
子
で
あ
る
。
ラ
ン
グ
ー
ン
に
は
国
立
の
仏
教
研
 究
 機
関
と
 

授
 、
な
ら
び
に
彼
の
同
僚
の
若
い
社
会
学
者
・
心
理
学
者
・
 経
 

の
 （
口
ロ
 
@
 
の
の
が
あ
る
。
最
近
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
で
宗
教
学
の
学
 

ど
の
活
動
如
何
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
ま
い
か
。
 

毛
ぎ
 
広
や
、
ラ
ン
グ
ー
ン
大
学
で
極
東
史
を
講
ず
る
 
木
 ）
 ぃ
毛
 

印
象
づ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
国
の
宗
教
学
的
研
究
の
将
来
は
 、
む
 

組
 。
二
 %
 二
 %
 日
 三
ミ
 ぎ
 
氏
が
、
い
ま
そ
の
研
究
部
長
を
し
 

し
て
、
Ⅰ
二
方
 目
 の
 岳
 0
 コ
巴
 
Ⅰ
 
コ
の
岳
 
（
 
緯
 （
 
0
 
（
 
0
n
 

下
ら
せ
の
 

コ
 n
m
 
宙
巾
 

し
か
し
全
体
と
し
て
、
こ
の
研
究
所
も
原
典
研
究
や
教
学
中
心
 位

を
得
た
 

洛
学
者
な
 

し
ろ
こ
の
 

て
い
る
。
 

の
 傾
向
が
 

づ
ゴ
 の
（
 教
 

仁
 Ⅰ
 宙
ゴ
抜
圧
 

タ
イ
は
、
周
辺
諸
国
の
う
ち
、
一
番
安
定
し
た
国
で
あ
る
。
 
食
糧
 事
 

情
は
 、
こ
こ
も
米
産
額
の
四
割
を
輸
出
す
る
。
二
千
五
百
万
の
 人
口
の
 う
 

ち
 、
九
十
二
 
%
 
が
小
乗
仏
教
徒
、
あ
と
は
回
教
徒
（
五
 %
 ）
 と
 基
督
教
徒
 

で
あ
る
。
仏
教
は
準
国
教
で
、
寺
院
数
は
二
万
二
千
、
出
家
者
 の
 総
数
は
 

二
十
四
万
と
い
わ
れ
る
。
 

，
ン
 コ
ッ
ク
に
は
国
立
大
字
が
一
一
つ
あ
る
。
一
つ
は
の
 

ゴ
 三
の
 さ
コ
 仮
オ
 
0
 Ⅱ
 臣
 

大
学
で
創
立
が
古
く
、
社
会
科
学
を
含
め
た
文
科
系
一
般
が
特
 に
 充
実
し
 

て
い
る
り
他
の
一
つ
は
 づ
ゴ
ぃ
 
日
の
の
三
大
学
で
、
前
者
の
政
治
 

経
済
学
 

部
 が
独
立
し
て
 
字
園
 を
つ
く
っ
た
（
し
か
し
後
に
チ
ュ
ラ
ロ
ン
 コ
ン
大
学
 

は
ま
た
別
に
政
経
宇
部
を
付
設
し
て
い
る
）
。
の
 

ア
 三
田
 0
 コ
 破
片
 
0
 （
 コ
 
大
字
 の
 

下
コ
 年
ヨ
 銭
穿
ざ
目
 0
 コ
 教
授
は
、
言
語
学
と
民
族
学
を
講
じ
  
 

国
男
先
生
に
似
た
 巾
 広
い
知
識
の
持
主
で
、
地
主
神
の
研
究
な
 ど
 タ
イ
 文
 

）
 

 
  

 

 
 

化
に
関
す
る
す
ぐ
れ
た
業
績
を
出
し
て
い
る
。
 

同
じ
 バ
ソ
 コ
ッ
ク
の
 
呂
ぃ
オ
 
p
n
 

オ
ロ
 

匡
 0
 コ
 %
0
 

「
二
大
学
と
 

呂
 ハ
サ
 
ド
 ヨ
 ド
ガ
 
偉
 （
 
穏
 



大
学
は
、
と
も
に
仏
教
大
学
で
、
宇
土
は
み
な
黄
衣
を
ま
と
っ
 て
い
る
。
 

後
者
に
所
属
す
る
の
 三
ぎ
づ
仁
コ
せ
 
の
コ
ロ
 

ゴ
オ
 
の
 づ
 教
授
は
ま
だ
若
い
 が
 、
僧
院
 

で
 パ
ー
 リ
ー
 語
を
最
高
段
階
ま
で
修
得
し
た
権
威
。
宗
教
学
の
 講
座
を
担
 

当
 し
て
い
る
。
こ
の
国
は
日
本
と
同
様
、
 
ョ
 ー
ロ
ッ
 バ
 系
の
言
葉
 が
 通
じ
な
 

い
こ
と
で
有
名
で
あ
り
、
諸
大
字
の
講
義
は
、
全
部
タ
イ
語
で
行
 
わ
れ
る
。
 

市
内
の
の
 田
日
の
 0
 ゑ
の
 
（
 
せ
 再
の
お
 
害
注
 
の
の
 
コ
 （
の
Ⅱ
も
、
考
古
学
 仏
教
 

芸
術
関
係
な
ど
活
発
な
研
究
活
動
を
し
て
い
る
。
所
長
は
 ォ
ラ
  
 

卜
 し
 0
 の
 
-
 
の
の
博
士
。
米
国
あ
た
り
か
ら
研
究
に
来
て
い
る
学
者
 も
あ
る
。
 

ア
ジ
ア
財
団
の
ロ
 ブ
ミ
ヨ
ざ
ヨ
 
木
鼠
 u
 の
 
コ
 の
「
は
、
イ
ェ
ー
 ル
 大
学
で
人
 

類
字
・
法
律
学
を
修
め
、
い
ま
北
部
タ
 イ
 の
地
域
研
究
に
従
事
 し
て
い
 

る
 0
 韻
 注
口
 の
コ
 
c
 す
い
ヨ
牛
 
0
 せ
 （
と
い
え
ば
、
タ
イ
 国
 仏
教
の
 "
 
法
王
 "
 が
 

住
み
、
通
称
 呂
ギ
 三
の
 づ
 。
ヨ
三
の
と
い
わ
れ
る
美
し
い
寺
院
 
だ
 が
 、
こ
の
 

境
内
に
仏
教
研
究
セ
ン
タ
ー
が
あ
る
。
所
長
の
Ⅰ
 0
0
 
コ
 的
の
ニ
 
%
 宇
目
コ
博
 

士
は
宗
教
 省
 の
し
目
の
 c
 （
 
0
 「
の
の
コ
代
日
で
も
あ
る
。
こ
の
 研
 宛
所
で
、
 

い
ま
㌧
 

a
-
@
 

。
 
づ
オ
 田
田
 コ
 の
目
の
ず
目
の
（
 

@
o
 
コ
ぃ
 
（
 せ
 （
 
全
 三
、
四
十
 巻
 ）
と
、
 

安
ま
 日
 。
 つ
い
 
の
 d
@
a
o
 

（
田
し
年
三
器
 

づ
浅
日
 の
の
編
纂
が
進
ん
で
 い
る
。
後
 

者
は
明
一
九
六
四
年
ご
ろ
完
成
の
予
定
と
い
わ
れ
る
。
 

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
す
な
わ
ち
南
越
は
 
、
 明
の
時
代
、
中
国
の
支
配
 下
 に
あ
 

つ
た
。
現
在
、
総
人
口
一
千
二
百
万
の
う
ち
、
中
国
系
は
八
十
 万
 と
い
わ
 

ね
 、
特
に
サ
イ
ゴ
 ソ
 は
、
百
五
、
六
十
万
人
中
、
六
十
万
が
中
 国
 系
で
あ
 

る
 。
こ
れ
ら
華
僑
は
、
タ
イ
の
場
合
と
は
逆
に
、
中
国
人
と
し
 て
の
強
い
 

意
識
を
持
ち
、
中
国
文
化
を
誇
り
に
し
て
い
る
。
目
下
、
内
戦
 の
 進
行
に
 

伴
 な
い
、
サ
イ
ゴ
ン
市
内
に
ほ
非
常
事
態
宣
言
が
布
か
れ
、
 市
 外
は
戒
厳
 

今
 で
午
後
八
時
以
後
の
夜
間
外
出
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
 

こ
の
国
に
は
国
教
は
な
い
。
新
興
宗
教
と
し
て
、
在
来
の
 ア
ニ
、
 
く
ズ
ム
 
㏄
 

と
儒
 ・
 仏
 ，
道
教
な
ど
の
混
合
で
あ
る
 カ
オ
 ダ
 イ
 教
が
、
か
な
   

を
 占
め
て
い
る
。
仏
教
は
中
国
よ
り
南
下
し
た
大
乗
仏
教
の
圏
 
内
に
あ
（
 

り
 、
祖
先
崇
拝
１
１
小
乗
仏
教
に
見
ら
れ
な
い
が
広
く
行
 
わ
れ
て
 ぃ
 

る
 。
他
に
少
数
の
基
督
教
・
回
教
・
印
度
教
徒
が
い
る
。
宗
教
 学
は
極
め
 

て
 不
振
で
、
宗
教
学
者
と
言
え
る
ほ
ど
の
人
は
見
あ
た
ら
な
い
 。
 I
A
H
 

R
 東
京
大
会
の
参
加
者
も
、
そ
の
全
部
が
教
団
 大
 だ
っ
た
。
 

主
な
大
学
は
サ
イ
ゴ
ン
大
学
，
 ュ
ヱ
 大
学
（
と
も
に
国
立
）
・
 
ダ
 ラ
 ト
人
 

学
 
（
カ
ト
リ
ッ
ク
）
な
ど
 
"
 研
究
機
関
は
 、
 三
の
（
 
@
 
（
 
C
 （
 乞
い
 
（
 
@
0
 
下
の
 
-
 ら
の
の
 

繍
臼
窯
 。
 す
 9
 玉
海
 0
 （
 
俺
 佳
品
（
考
古
 院
 ）
な
ど
二
、
三
あ
る
。
 考
古
院
長
 

マ
 ・
ゴ
ロ
 0
 コ
拍
 頭
屈
コ
 
口
ヨ
 は
 、
ペ
ル
ギ
ー
で
教
育
を
受
け
た
 二
十
代
の
 

有
能
な
青
年
。
 田
痒
 日
ヨ
 9
 の
 巨
 8
0
n
@
p
 

（
 
@
0
 
コ
 （
 
0
 「
下
の
一
ぃ
 

コ
 の
 二
品
 
偉
 Ⅰ
㏄
 
-
 

の
圧
け
 

臼
の
の
 
蓬
技
 の
 
寸
ヱ
 0
 コ
 0
 ム
 
ム
長
之
幅
億
 
Ⅱ
の
 
コ
し
 巷
の
 ド
 ア
 u
c
 
軌
弘
 
授
は
、
サ
 

イ
ゴ
ン
大
学
文
学
部
長
を
つ
と
め
る
中
国
系
の
哲
学
者
。
 
き
め
 
（
 
ざ
戸
 
ト
田
の
 

0
 ヰ
 

の
三
 （
 
仁
 （
已
下
屯
田
 
助
 
（
国
立
）
の
所
長
 之
拍
岸
 
せ
の
 
コ
 パ
 フ
 a
c
 パ
 フ
 ぃ
ヨ
 教
授
 

（
サ
イ
ゴ
ン
大
学
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
語
学
科
主
任
）
は
、
ユ
ネ
ス
コ
 
国
 内
 委
員
 

会
の
事
務
局
長
を
つ
と
め
る
親
日
家
で
、
調
査
研
究
者
の
重
要
 な
 窓
口
で
 

あ
る
。
の
。
住
の
目
 
o
f
 
）
 
コ
宙
 
0
 ム
ま
 冑
 お
の
苫
庇
 8
 
は
、
月
刊
 学
 術
 雑
誌
を
 

出
し
、
サ
イ
ゴ
ン
一
の
図
書
館
を
持
つ
が
、
蔵
書
数
は
多
く
 

よ
 
レ
 
・
 
ん
、
 
へ
っ
 

Ⅴ
 

づ
ぽ
 （
 
コ
 リ
ヨ
の
の
の
下
の
の
 

o
n
 
ざ
立
 
。
 コ
 h
0
 

「
の
 

0
 コ
 （
㌍
。
 

ぎ
コ
 
@
 
の
 
（
の
（
 
臣
 q
@
 
の
の
 
は
 、
儒
教
 

の
 宗
教
学
的
研
究
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
そ
の
政
治
哲
学
的
研
 究
仁
 重
点
 

を
 置
い
て
い
る
。
 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
今
か
ら
四
年
前
、
一
九
五
九
年
六
月
に
独
 

立
し
 

た
 。
現
人
口
百
六
、
七
十
万
の
う
ち
、
華
僑
が
八
割
を
占
め
て
 、
仏
教
 



  
    

 
 

 
 

      
 
 

 
 

 
 

    

展 望 

ど教 
。 徒 

月 タ   
ヨ
 ハ
田
代
 

a
a
 

（
 臼
コ
幅
い
 
つ
。
お
（
現
在
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
大
字
）
の
 

分
校
と
し
 

て
 発
足
し
、
伸
六
二
年
一
月
独
立
し
た
。
大
学
は
ほ
か
に
も
 う
 
一
校
、
 

ン
 片
目
 
約
ヨ
の
 0
 戸
 洩
 の
き
へ
巴
の
せ
 

い
 が
あ
る
（
と
Ⅰ
も
に
ク
ア
ラ
・
ル
ン
 プ
ー
ル
Ⅰ
 

国
 若
く
、
大
学
も
若
く
、
ス
タ
 "
 フ
の
 大
部
分
は
外
国
人
で
あ
 る
 o
 た
 

と
え
ば
マ
レ
ー
大
学
マ
レ
ー
研
究
学
科
主
任
教
授
は
オ
ラ
ン
ダ
 人
 、
印
度
 

研
究
学
科
は
全
員
印
度
 大
 で
あ
る
。
回
教
は
国
教
で
、
マ
レ
ー
 人
の
生
活
 

の
 全
分
野
に
深
く
 惨
適
 し
、
各
州
の
サ
ル
タ
ン
が
回
教
法
に
も
 と
づ
い
た
 

強
い
権
限
を
行
使
す
る
。
 

マ
レ
ー
大
学
に
は
宗
教
学
科
が
な
い
が
、
宗
教
研
究
に
興
味
を
 寄
せ
る
 

学
者
が
多
い
。
回
教
研
究
学
科
主
任
 審
 。
 ぎ
 ヨ
ョ
 き
下
 ま
王
 
オ
 p
E
 
（
 教
 

授
 
（
回
教
法
・
回
教
文
学
・
人
類
学
な
ど
担
当
。
目
口
 
ニ
ぎ
 
の
 。
 臣
 0
 的
の
 

ま
田
戟
い
 
の
学
長
で
も
あ
る
）
 、
目
コ
抽
 
k
u
 安
 三ン
 注
い
 教
授
 
（
経
済
学
 

科
 主
任
）
 、
し
 「
・
 宙
ぃ
 黒
 い
ゴ
 
。
の
の
 

コ
 山
岸
（
（
人
文
地
理
）
 、
し
 「
 
ナ
 し
 

づ
 0
 ぺ
 年
の
ぎ
 
ヨ
 

（
史
学
科
所
属
、
仏
教
お
よ
び
中
国
中
世
史
 ）
 、
し
 「
 

呂
 0
 ぎ
ョ
ョ
き
下
 ・
 
メ
 ・
 ぎ
 江
口
 注
 。
 乱
 
（
心
理
学
）
 、
し
 （
・
 
9
%
 
臣
ム
コ
レ
ヱ
 

（
マ
レ
ー
地
域
研
究
Ⅰ
 
し
プ
 
㌃
 ヨ
臣
 
之
の
毛
の
 
す
 （
 ア
 ラ
 ビ
 ヤ
文
 学
 ）
な
ど
 

が
そ
の
主
な
人
々
で
、
過
半
数
は
中
近
東
回
教
国
の
出
身
で
あ
 る
 。
 

す
で
に
現
役
で
忙
な
い
が
、
も
と
 目
ユ
ヰ
 ・
 
0
 （
 呂
ゥ
鼠
せ
い
 持
田
烏
 い
で
 
0
 ヘ
 0
 

の
 教
授
で
生
粋
の
マ
レ
ー
人
で
あ
る
 ぎ
田
已
 
下
 ま
臼
コ
 す
ぎ
 下
 ゴ
ヨ
リ
 
Ⅰ
 描
母
 

士
 
（
 
、
 
、
い
し
㌔
と
い
う
筆
名
で
知
ら
れ
て
い
る
）
は
、
マ
レ
ー
 五
 %
.
 

マ
レ
 

｜
 文
学
・
人
類
学
の
権
威
で
、
マ
レ
ー
文
化
に
お
け
る
回
教
の
 影
響
に
詳
 

 
 

首
都
ク
ア
ラ
・
ル
ン
プ
ー
ル
に
、
 

円
汀
 
Ⅰ
 
コ
宙
ユ
 注
目
の
 0
0
 

Ⅰ
の
 

Ⅱ
 ぃ
ヱ
 
0
 コ
 

0
 （
 ソ
自
 
a
-
a
 

ぜ
 曲
が
占
め
る
。
こ
の
ム
乙
三
束
 
し
 り
 さ
 
N
 笘
ぎ
 已
下
 す
ぎ
ぎ
 ヴ
ぎ
由
ど
 @
 

81@ (555) 



螢ク 
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や
サ
 サ
 ド
 の
は
学
者
で
は
な
い
が
、
宗
教
関
係
学
者
へ
の
影
響
力
 
は
 強
い
。
 

も
し
こ
の
人
物
が
マ
レ
ー
の
宗
教
学
ム
ス
 
和
堅
 
止
 め
 イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
 
ヴ
 を
と
る
 

な
ら
、
諸
外
国
出
身
者
の
寄
せ
集
め
で
あ
る
学
界
も
、
案
外
皮
 く
ま
と
ま
 

る
の
で
な
い
か
、
と
い
う
の
が
わ
 a
u
 

（
教
授
の
意
見
だ
っ
た
。
 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
幾
多
の
政
治
的
・
経
済
的
・
社
会
的
間
 
題
 を
抱
 

え
 、
旅
行
者
も
楽
で
は
な
い
。
八
千
三
百
五
十
万
の
国
民
の
八
 割
 以
上
が
 

目
 教
徒
で
、
回
教
が
準
国
教
の
地
位
に
あ
る
。
国
広
く
、
二
百
 余
の
地
方
 

語
や
方
言
が
あ
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
（
マ
レ
ー
語
）
を
国
語
 と
し
、
 ジ
 

ャ
ワ
 ・
 ス
 ン
ダ
・
 
マ
ズ
ラ
 語
な
ど
の
 地
 万
語
が
補
助
語
と
な
っ
 

て
い
る
。
 

国
語
教
育
が
盛
ん
で
、
大
学
の
授
業
は
法
学
部
（
オ
ラ
ン
ダ
語
 ）
以
外
 こ
 

と
ご
と
く
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
で
あ
る
。
 

研
究
機
関
も
多
い
 "
 わ
が
国
の
学
術
会
議
に
相
当
す
る
の
 o
u
 
コ
 の
臣
 Ⅰ
 
0
 Ⅱ
 

㏄
由
の
お
 

9
0
 

（
 峯
宙
 0
 口
 
e
s
i
p
 
（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
の
頭
文
字
を
 と
っ
て
 

目
 Ⅱ
㌧
Ⅰ
と
呼
ば
れ
る
）
が
活
発
な
仕
事
を
し
て
い
て
、
日
本
に
 

も
 留
学
し
 

た
こ
と
の
あ
る
し
プ
レ
 由
 （
 
ぎ
め
 の
 
ぺ
 が
学
界
情
報
の
重
要
な
窓
 ロ
 の
役
割
 

を
 果
し
て
く
れ
る
。
 

と
 、
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
の
 0
 ぺ
つ
（
 

コ
ヨ
 の
ま
再
の
目
 
正
 o
u
 

の
づ
き
 

ぎ
 田
内
㏄
 n
 甘
 
0
0
 

（
が
 

一
九
六
 0
 年
 、
 ジ
自
 グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
の
（
 ぃ
 （
 
n
 
H
 
の
 
-
p
 
ヨ
ざ
 
の
 0
 目
 
0
 ゆ
 。
 

ム
ロ
体
し
て
、
の
宮
古
（
の
 
-
a
 
ヨ
ざ
 
ロ
ロ
～
 

せ
 ・
が
新
設
さ
れ
た
。
こ
の
 大
学
は
宗
 

教
 省
の
管
理
下
に
あ
り
、
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
本
校
以
外
に
 、
 六
 箇
所
 

0
 分
校
を
持
っ
。
 
I
A
H
R
 
東
京
大
会
に
出
席
し
た
き
 &
 目
呂
 臣
左
 
（
 
@
 巨
 -
.
 

助
教
授
が
、
い
ま
そ
の
宗
教
学
科
主
任
で
、
学
長
の
命
を
受
 け
 、
 I
A
H
 

R
 イ
ン
ド
ネ
シ
ア
支
部
の
創
設
の
た
め
動
い
て
い
る
。
 

し
か
し
こ
の
国
の
宗
教
学
研
究
は
、
ま
だ
未
知
数
と
い
う
ほ
か
 な
い
 0
 

宗
教
学
者
の
数
は
あ
ま
り
に
も
微
々
た
る
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
 
わ
れ
の
 
眩
 

希
望
は
、
む
し
ろ
そ
の
周
辺
諸
科
学
者
の
側
に
あ
る
。
た
と
 

え
ぱ
 馬
淵
の
 

東
一
教
授
と
親
し
い
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
大
学
文
学
部
長
力
・
 
旨
 
の
仁
 
こ
る
 円
 
0
 
（
 

毛
ニ
 0
 の
 
宙
づ
 
p
q
 
（
 
0
 教
授
（
民
族
学
・
文
化
人
類
学
）
の
よ
う
な
 
人
物
が
そ
 

れ
で
あ
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
近
く
創
設
さ
れ
る
宗
教
学
関
係
 の
国
内
 統
 

一
 学会
が
 、
ぎ
 （
 
@
@
P
 

（
 
o
 教
授
と
協
力
し
て
、
左
記
学
者
を
そ
の
  
 

に
 加
え
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
そ
の
ア
カ
デ
ミ
ノ
ク
な
水
準
は
 、
か
な
り
 

高
い
も
の
に
な
る
の
で
な
い
か
と
期
待
さ
れ
る
。
 

の
ぃ
 
三
 %
 
目
 ハ
年
 
p
C
 乱
セ
 ：
 む
亜
い
ガ
ゥ
 
（
 
荻
 

㌧
「
 
0
 （
・
㌧
・
 

q
.
 
い
っ
の
（
 

ヨ
 E
-
 
宙
の
「
 

-
 Ⅰ
 p
n
E
-
 

（
Ⅱ
 
0
 （
Ⅰ
の
（
（
 

n
q
 
の
 

出
 む
の
ヰ
コ
 

屈
宙
ぎ
己
臣
 T
 ：
 絹
ぃ
ガ
 Ⅰ
の
 
ぃ
 「
 

㌧
Ⅱ
 
っ
 
f
.
 円
 0
 ヴ
 @
 
コ
 
%
-
 Ⅰ
 ぃ
 
0
%
 
斥
せ
 。
 ハ
 Ⅰ
の
ま
の
Ⅱ
の
 

Q
 ら
ド
ヒ
ハ
コ
い
目
コ
才
 

：
 し
 e
 コ
 Ⅰ
 ル
 
0
%
 
ぺ
 （
 
し
巴
 @
 
）
 

㌧
 q
o
h
.
 
（
・
 
め
 ・
 
ミ
い
コ
日
 
「
 
p
 、
 弓
り
 
0
 三
 （
Ⅱ
 
O
h
 Ⅰ
 O
 （
（
 

0
q
 
の
 

卜
 申
 す
り
 
コ
 
%
 ㏄
 
い
目
 巨
守
キ
昌
巳
 仁
コ
幅
 

ソ
ロ
 
ペ
 
・
の
 っ
 
e
 幸
 @
 
（
 
0
-
 
 

ロ
の
。
 

三
 （
 
せ
 0
 （
口
口
口
 
0
 ハ
円
 
ざ
コ
 （
 
勺
 ・
 
木
 ・
 
H
.
 
㌧
・
）
 

C
 ニ
 4
,
0
 
（
 ソ
コ
宙
 

o
 口
 
e
 の
 
す
 ・
 オ
ぃ
幸
い
日
 
ハ
コ
Ⅰ
 

ヒ
コ
 
-
 け
 る
 ガ
 
a
r
 
広
 

弓
 （
 
0
 （
・
 
円
ち
結
づ
 -
0
 
の
の
 0
 ヨ
 -
 Ⅰ
 p
n
E
@
 
せ
 0
 （
い
の
（
（
の
（
の
 

㌧
Ⅰ
 
o
f
,
 
㌧
。
 
0
 バ
す
 
い
こ
 い
 Ⅰ
 
ヰ
ガ
 
p
.
 Ⅰ
 ぃ
 
c
u
 
年
せ
 0
 （
Ⅰ
の
ま
の
 
べ
 
の
 

ヴ
自
 
Ⅰ
の
・
 

由
 ・
㏄
 
0
 手
 芭
ざ
 -
 弓
雙
 
。
三
ミ
 ス
 
Ⅰ
の
（
（
の
 

お
 

巨
 「
 
0
 ゴ
 
p
n
0
-
o
 

め
ぢ
 巳
の
宰
 由
 。
 
タ
 
ト
 
ド
 
ロ
ナ
 沐
 @
3
 
ざ
，
し
 ）
 
ド
オ
曲
笘
ぃ
 
 
 

亜
デ
 
㏄
。
 
0
 オ
ロ
レ
 

0
 コ
 
0
 

し
ア
壊
珪
 。
 
ゴ
ヰ
ユ
 

フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
 
は
 一
九
四
六
年
 セ
月
 独
立
し
た
。
二
千
万
を
 ケ
 
」
え
る
 

      
ヰ Ⅱ 
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人
口
は
四
十
三
の
主
要
部
族
に
分
れ
る
が
、
ぞ
の
九
割
は
マ
レ
 ｜
系
 と
い
 

ラ
 。
マ
ニ
ラ
周
辺
の
土
語
で
あ
る
タ
ガ
ロ
グ
語
が
国
語
に
な
っ
 
て
い
る
 

が
 、
こ
れ
を
話
す
人
は
二
十
五
 %
 し
か
な
く
、
タ
ガ
ロ
グ
語
を
 ム
 
凸
め
て
 八
 

種
の
土
語
と
八
十
種
を
超
え
る
地
方
 語
 が
使
用
さ
れ
る
。
こ
の
 国
の
農
業
 

人
口
は
、
今
で
も
 セ
割
 以
上
あ
り
、
 援
 a
r
r
@
o
 

と
呼
ば
れ
る
原
始
 

的
な
聚
落
 

 
 

導
者
た
ち
 

フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
の
西
欧
化
は
著
る
し
い
。
国
民
の
四
分
の
一
 は
 英
語
に
 

の
 英
語
は
、
彼
等
の
国
語
よ
り
遥
か
に
う
ま
い
。
上
流
階
層
は
 ス
ペ
イ
ン
 

語
も
話
す
。
 

住
民
の
大
半
（
八
十
三
 %
 ）
は
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
で
あ
る
。
 近
 年
は
プ
 

ロ
テ
ス
タ
 ソ
ト
 の
伝
道
も
進
み
、
ま
た
新
興
宗
教
（
マ
ナ
 口
 を
 指
導
者
と
 

す
る
イ
グ
レ
シ
ア
・
 ニ
 ・
ク
リ
ス
ト
。
信
徒
数
二
百
万
と
 %
 す
 る
 ）
も
 盛
 

ん
で
あ
る
。
ミ
ン
ダ
ナ
オ
島
に
は
、
マ
レ
ー
系
の
回
教
徒
が
多
  
 

し
な
が
ら
、
諸
宗
教
の
間
に
ほ
、
後
述
す
る
 栢
互
 連
絡
機
関
も
 あ
り
、
 か
 

な
り
友
好
的
な
雰
囲
気
で
あ
る
。
 

こ
の
国
の
主
要
大
学
は
、
唯
一
の
国
立
大
学
 
目
田
づ
 
・
 0
 （
 ま
 り
 弓
 す
曲
 
@
 

っ
口
 
@
n
e
 

の
（
マ
ニ
ラ
郊
外
の
宮
 鮨
 0
 口
曳
 巳
 
を
は
じ
め
と
 
し
て
、
 

中
井
の
 

コ
 の
。
年
の
客
八
ロ
 

申
い
 C
 目
 "
v
.
 
 

（
 
D
 臣
の
 
N
0
 
口
の
お
Ⅱ
）
・
 
口
 コ
ミ
・
。
 
円
い
 い
 コ
田
。
 

づ
 0
 日
り
の
（
 
目
ぃ
 三
下
）
・
 
田
い
い
 

（
 
@
C
 コ
宇
 ・
 G
 う
 
い
 ま
下
）
 
、
卜
 Ⅱ
の
 
コ
 の
（
 
ぃ
 白
田
 せ
 

（
 
ん
 守
生
）
 
，
 臼
ま
 ヨ
 ㏄
 コ
 C
 コ
ぎ
 ・
（
 
し
絹
ヨ
ゥ
幅
 

宙
の
富
の
ざ
 
セ
デ
 Ⅹ
 簿
ま
の
 
「
屯
田
 づ
 

（
の
㏄
幅
り
Ⅱ
 

ぃ
コ
宙
ゅ
 0
 Ⅱ
。
の
 
ざ
せ
ン
 
・
 C
 臣
ぎ
 
・
 0
 ヰ
の
 の
コ
 
・
の
が
「
 
-
0
 
の
 （
の
の
 

サ
偉
 

白
モ
）
 
，
 の
の
 
コ
巨
 
土
弓
ゴ
ミ
 
毛
ぎ
 e
C
 田
チ
 
（
 
目
 。
 岸
 0
 出
兵
）
で
あ
 る
 。
 

宗
教
学
の
講
座
は
、
各
大
学
と
も
ま
だ
開
設
し
て
い
な
い
。
 こ
 の
 分
野
 

  

  
  

    
会氏 巨 c 

の 

し、 

依   
然、 

申 
共 
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出
身
地
で
あ
る
広
東
省
山
地
の
客
家
語
を
話
し
て
い
る
。
三
十
 

ム
ロ
以
上
の
力
を
惜
し
ま
ぬ
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
に
托
さ
れ
 

た
 責
任
で
も
あ
る
こ
と
が
 

痛
感
さ
れ
る
。
 

人
々
に
は
日
本
語
も
良
く
通
ず
る
。
 

戦
後
、
学
校
教
育
は
北
京
官
話
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 

大
学
は
 

六
校
で
、
台
北
に
国
立
ム
ロ
 

湾
 大
学
（
 

旧
 ム
ロ
 

北
 帝
国
大
学
）
・
政
治
 

大
め
 
入
南
 

京
か
ら
移
動
し
た
国
立
大
学
。
社
会
学
系
な
し
）
・
師
範
大
学
 

、
 ム
ロ
 

串
 
・
 
に
 

 
 

 
 

学
 専
門
）
が
あ
る
。
 

宗
教
は
、
一
般
中
国
人
社
会
と
変
る
と
こ
ろ
な
く
、
 

儒
 ・
 
ム
 ・
 
道
教
が
 

同
時
存
在
し
て
い
る
 

0
 
 
（
た
と
え
ば
ム
ロ
九
市
 

籠
 山
寺
 
は
 、
仏
殿
 
の
 
背
後
に
 

更
に
神
殿
を
も
ち
、
天
上
聖
母
を
主
神
と
す
る
道
教
の
神
々
を
 

祀
っ
て
 
い
 

る
 。
）
 

こ
の
国
の
大
学
に
も
、
宗
教
学
関
係
の
講
座
は
見
ら
れ
ず
、
 

宗
 教
学
専
 

攻
 者
が
な
い
。
殊
に
、
昨
年
の
胡
博
士
の
逝
去
は
 

、
 大
き
な
 
れ
 撃
 だ
っ
 

た
 。
し
か
し
周
辺
科
学
の
領
域
に
、
宗
教
研
究
に
関
心
を
抱
く
 

一
群
の
字
 

主
任
教
授
凍
結
 

馨
氏
 （
東
北
大
学
出
身
）
は
都
市
社
会
学
・
 

民
 俗
学
の
専
 

攻
 。
 陳
奇
祓
 

教
授
（
 
一
 
高
出
身
）
は
、
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
大
学
 

で
 文
化
人
 

類
 学
を
講
じ
た
こ
と
も
あ
り
、
資
料
室
を
運
営
し
て
い
る
。
 

農
 業
 経
済
史
 

0
 
季
添
書
教
授
は
戦
前
、
総
督
府
企
画
の
台
湾
宗
教
調
査
に
参
 

抗
 し
た
。
 

だ
が
残
念
な
が
ら
、
学
界
一
般
に
、
宗
教
の
科
学
的
研
究
に
対
 

す
る
 
要
 

請
 が
見
ら
れ
る
訳
で
な
く
、
 

小
 研
究
グ
ル
ー
プ
結
成
の
機
運
も
 

ま
だ
熟
し
 

 
 

 
 

 
 

0
 対
立
か
ら
生
ず
る
複
雑
な
政
治
的
社
会
的
問
題
の
渦
中
に
あ
 る
り
山
岳
 

て
い
な
い
こ
と
は
淋
し
い
。
世
界
の
宗
教
学
者
と
手
を
携
え
る
 研
究
組
織
㏄
 



      
え民 弁護 院自 

  
方に 対する い 点があ ておら しょう どなた 私は自 した。       

  

  
  
  

マ 

  
ケ 
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菅
 博
士
に
答
 ぅ
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に
 用
い
て
い
る
か
ら
で
す
。
私
が
、
こ
の
題
を
カ
ッ
コ
の
中
に
   

は
 、
書
物
を
引
用
し
た
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
普
通
用
い
ら
 れ
る
と
ば
 

違
 う
 意
味
に
使
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
 す
 。
そ
の
 

事
は
 、
 私
が
註
の
中
で
、
特
に
、
こ
れ
ら
の
用
語
が
バ
ル
ト
の
 も
の
で
は
 

な
い
と
こ
と
わ
っ
て
あ
る
 点
猛
 注意
下
さ
い
。
 

最
後
に
、
一
番
ひ
ど
い
乱
暴
さ
は
、
ま
る
で
私
が
、
 菅
氏
 の
 著
 書
 の
 解
 

説
 を
や
っ
た
か
の
如
く
に
、
 

菅
氏
 が
ふ
る
ま
っ
て
居
ら
れ
る
 占
 で
あ
り
さ
 

す
 "
 私
は
む
し
ろ
神
学
と
哲
学
の
関
連
の
問
題
に
関
す
る
日
本
 入
神
学
者
 

の
 貢
献
を
解
説
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
 

菅
氏
が
 、
自
分
の
著
書
 を
め
ぐ
る
 

論
議
を
 、
 私
の
論
旨
の
 よ
 り
大
き
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
に
お
   

ら
ば
、
必
ず
や
氏
は
、
そ
の
見
解
を
私
が
誤
解
し
て
も
、
あ
れ
 程
に
御
上
 

腹
 な
さ
れ
ず
に
す
ん
だ
の
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
私
の
 考
察
の
対
 

象
は
 、
 菅
 氏
の
見
解
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
更
に
「
学
問
的
 良
心
土
 や
、
 

主
張
さ
れ
る
私
の
解
釈
の
不
注
意
は
、
そ
れ
自
体
一
つ
の
学
問
 止
め
 フ
 ァ
 

ウ
ル
・
プ
レ
イ
に
す
ぎ
な
い
し
、
神
字
や
哲
学
の
問
題
に
お
い
 て
は
、
 事
 

実
は
非
常
に
見
分
け
に
く
い
の
で
、
解
釈
が
そ
の
本
質
を
な
す
 

，
 

、
、
 

の
で
す
。
 

事
実
の
欠
陥
の
上
に
私
が
立
言
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
点
を
や
 つ
 つ
け
よ
 

 
 

ぅ
と
 な
さ
る
よ
り
も
氏
は
む
し
ろ
、
解
釈
の
問
題
に
入
ら
れ
る
 べ
 ぎ
で
あ
 

っ
 た
の
で
す
。
中
略
 

私
は
こ
う
し
た
誤
解
の
危
険
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
も
こ
れ
 ら
の
方
 

の
 存
在
を
米
国
に
紹
介
す
る
労
を
惜
し
ま
ぬ
も
の
で
あ
り
ま
す
  
 

一
九
六
三
年
二
月
四
日
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周
知
の
ご
と
 

手
酌
信
仰
 L
 と
 

な
表
現
を
あ
た
 

題
を
、
ふ
た
た
 

し
た
も
の
で
あ
 

形
で
の
叙
述
と
 

そ
れ
で
ほ
、
 

て
い
る
の
で
あ
 

ば
、
人
間
存
在
 

る
問
題
に
ほ
か
 

対
象
で
あ
る
人
 

人
間
で
な
く
、
 

「
実
存
」
と
し
 

そ
こ
に
宗
教
的
 

は
、
 
「
わ
た
し
 く

 ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
す
で
に
一
九
四
八
年
の
小
著
に
「
 哲
 

い
 う
 表
題
を
冠
し
て
、
そ
の
な
か
で
、
こ
の
概
念
に
簡
潔
 

え
る
こ
と
を
試
み
た
。
本
書
は
、
そ
こ
に
素
描
さ
れ
た
 主
 

田
 

す
な
わ
ち
世
界
の
な
か
の
一
つ
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
 

び
 と
り
あ
げ
て
、
 

一
 そ
 う
 詳
細
に
（
約
五
六
 0
 頁
 ）
展
開
 

っ
て
、
い
わ
ば
か
れ
の
宗
教
哲
学
の
、
か
な
り
完
結
的
な
 

も
 み
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

い
 5
 
と
こ
ろ
の
「
哲
学
的
信
仰
」
と
は
、
な
に
を
意
味
し
 

ろ
う
か
。
 
マ
 ス
バ
ー
ス
に
と
っ
て
宗
教
は
、
端
的
に
い
え
 

の
 根
源
（
目
口
Ⅰ
 ぺ
 巨
の
汁
の
口
の
目
の
宰
お
ぎ
の
）
に
か
か
わ
 

な
ら
な
い
。
生
物
字
や
心
理
 宇
 、
さ
ら
に
は
社
会
学
等
の
 

 
 

自
由
な
 、
 考
え
る
存
在
と
し
て
の
人
間
 ｜
 主体
的
な
 

て
の
人
間
が
、
み
ず
か
ら
の
根
源
に
つ
い
て
問
 う
と
き
 、
 

な
 次
元
が
ひ
ら
け
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
間
い
と
 

は
 
一
体
ど
こ
か
ら
ぎ
た
の
か
。
そ
し
て
、
わ
た
し
と
い
う
 

  

  

 
 

  

存
在
は
、
そ
も
そ
も
何
者
で
あ
る
の
か
し
と
の
問
い
で
あ
る
。
 こ
の
よ
 5
 

㏄
 

な
 、
究
極
的
な
問
い
が
と
わ
れ
る
と
 き
 、
時
間
・
空
間
的
な
現
 象

の
世
界
⑨
 

の
な
か
に
お
か
れ
た
、
有
限
な
存
在
と
し
て
の
人
間
は
、
そ
の
 よ
っ
て
 き
 
（
 

た
る
根
源
と
し
て
の
存
在
そ
の
も
の
「
超
越
者
」
に
ふ
れ
 
る
の
で
あ
 

る
 。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
、
有
限
な
主
１
審
対
立
の
世
界
を
 こ
え
て
、
 

そ
の
根
源
へ
む
か
う
 働
 ら
ぎ
は
 、
マ
 ス
パ
ー
ス
に
 
ょ
 れ
ば
、
 哲
 学
 
（
 H
 超
 

越
的
 思
惟
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
り
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
 て
ひ
ら
 げ
 

て
く
る
宗
教
的
な
次
元
も
ま
た
、
「
哲
学
的
」
信
仰
（
な
い
し
 「
理
性
情
 

仰
 」
）
と
 よ
 ば
れ
る
。
い
わ
ば
そ
れ
は
、
人
間
が
真
に
自
己
に
め
 ざ
め
る
 

と
き
 、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
必
然
的
に
現
前
し
て
く
る
ご
と
 ぎ
 信
仰
 

そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
人
間
性
一
般
に
根
拠
を
も
つ
信
仰
と
い
っ
 て
も
よ
い
 

で
あ
ろ
う
。
 

以
上
の
よ
う
に
性
格
づ
け
ら
れ
た
哲
学
的
信
仰
は
、
な
に
ょ
り
 
も
ま
 

ず
 、
「
啓
示
」
（
ま
た
「
啓
示
信
仰
」
、
な
い
し
単
に
「
宗
教
Ⅰ
 

と
も
よ
 ば
 

れ
て
い
る
）
に
対
立
し
た
概
念
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
、
い
わ
 ゆ
る
啓
示
 

が
 、
さ
し
あ
た
っ
て
、
伝
統
的
な
形
の
キ
リ
ス
ト
教
の
意
味
で
 も
ち
い
ら
 

れ
て
い
る
こ
と
ほ
 、
 い
 う
 ま
で
も
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
 よ
 そ
れ
 は
 、
特
定
 

の
 祭
祀
団
体
と
し
て
の
教
会
に
そ
の
地
盤
な
も
つ
も
の
で
あ
っ
 て
、
ド
グ
 

マ
 と
し
て
表
現
さ
れ
、
教
会
の
権
威
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
。
 そ
 れ
ゆ
え
 

啓
示
信
仰
は
、
人
間
性
一
般
と
は
 べ
 つ
の
歴
史
的
根
源
か
ら
く
 る
も
の
で
 

あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
、
哲
学
的
信
仰
と
は
一
種
の
緊
張
関
係
に
 た
つ
も
の
 

で
あ
る
。
「
啓
示
信
仰
と
理
性
信
仰
と
は
、
そ
れ
自
体
、
対
極
 的
に
対
立
 

し
た
も
の
で
あ
り
つ
つ
、
立
た
 、
 た
が
い
に
 
他
 と
ふ
か
く
か
か
 
わ
り
あ
っ
 

た
も
の
で
も
あ
る
 一
 （
本
書
 一
 0
0
 頁
）
と
い
う
言
葉
は
 、
，
 」
の
意
味
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の特 あ 人 無 へ り 

で走 る に制の虚 
あ の 。 と 約 情偽 

  
  
    
精的 こ も 耳ざこ 
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かか ク 約 5 な示 
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かて る て所 るれ と お 
な " 可いで と ら 理い     
の と 自は く 要啓哲ろ 
主は分啓べ性示学 ぅ 

張 なて 示 ぎ を 信 的と 
すか し と 卒強 仰信 す 

るつつい直調に よたて う さしたの。 伸 る 

ラ ピ いも を よ い立す な 啓三かを （るのも っ ，と ぅ し場な 、 にわ     
く こ も ま う，。 を す存 自由 不可能れは、 的 げ し つ た単な に言っ ある箇 擁護す ればそ 

対
北
，
権
威
化
を
し
り
 ぞ
げ
 、
そ
れ
を
哲
学
的
信
仰
に
還
元
 し
 よ
 う
と
す
 

る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
伝
統
的
な
宗
教
、
な
い
し
神
学
の
が
 
わ
か
ら
 

は
 、
こ
の
 ょ
う
 な
立
場
は
承
認
さ
れ
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
 0
 そ
れ
ほ
 、
 

み
ず
か
ら
の
主
張
す
る
啓
示
を
 ぅ
 け
い
れ
る
か
、
ま
た
ほ
短
信
 仰
 か
と
い
 

ラ
 、
あ
れ
か
こ
れ
か
の
選
択
を
も
っ
て
迫
っ
て
く
る
。
し
か
し
 、
哲
学
的
 

信
仰
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
 ょ
う
 な
二
者
択
一
こ
そ
、
 じ
 つ
は
誤
っ
 

た
も
の
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
す
で
に
の
べ
た
 よ
う
 に
 、
 特
定
の
啓
 

示
 な
し
に
も
、
人
間
が
み
ず
か
ら
の
存
在
の
根
源
に
め
ざ
め
る
 と
き
 、
 そ
 

こ
に
生
じ
て
く
る
信
仰
１
１
人
間
性
一
般
に
根
ざ
す
信
仰
が
 可
 能
 だ
か
ら
 

  

  
ている @ ｜ス主 対極性 という ，口耳 し浅 ， 

  
  
は侍 宗教 き、 史的 なか 妾 
しなにす 殊そ 

も るなれ 
明に 啓は 

    
  哲 
絶書歴 の 学 

  

 
 

で
、
本
書
の
行
論
の
基
礎
を
な
す
大
前
提
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
 ラ
 0
 こ
の
の
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
 れ
そ
の
歴
史
的
正
当
性
を
 

こ
と
ほ
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
す
で
に
本
書
の
表
題
そ
の
も
の
に
 、
明
白
に
も
っ
特
定
の
啓
示
信
仰
が
、
そ
れ
だ
け
で
唯
一
 絶
対
の
も
の
と
さ
れ
る
と
 



二
年
）
 
、
コ
 真
理
に
つ
い
て
 L
 （
一
九
四
七
年
）
の
二
つ
の
主
著
 を
は
じ
 

め
、
数
 お
お
く
の
著
作
の
な
か
で
取
扱
わ
れ
て
ぎ
た
あ
ら
ゆ
る
 主
題
が
ふ
 

た
た
ひ
と
り
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
さ
な
が
ら
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
 哲
 学
 の
あ
ら
 

ゆ
る
 モ
チ
ー
フ
の
Ⅰ
の
 
つ
 「
 
@
 
の
の
１
１
そ
の
総
決
算
の
ご
と
ぎ
観
を
 
呈
し
て
い
 

る
 。
つ
ぎ
に
、
そ
の
内
容
を
か
ん
た
ん
に
概
観
し
て
み
 よ
 5
 。
 ま
ず
、
 本
 

も
の
で
あ
り
、
か
れ
の
哲
学
は
そ
の
ま
ま
宗
教
哲
学
で
あ
る
と
 い
っ
て
も
 

（
 
り
 
U
 
）
 

過
言
で
は
な
い
。
じ
じ
 つ
 本
書
で
も
、
い
ま
ま
で
㍉
哲
学
 L
 

（
一
九
三
一
 

ち
を
行
こ
う
と
す
る
。
 

数
 す
く
な
い
思
想
家
の
一
人
と
い
う
こ
 と
が
で
 き
 

る
 。
そ
の
意
味
で
か
れ
は
、
ま
た
、
理
性
の
立
場
の
代
弁
者
 と
 も
い
え
よ
 

ヘ
ノ
 

@
 @
 
。
 

一
 一
 

以
上
に
よ
っ
て
、
本
書
の
根
底
と
な
っ
て
い
る
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
 立
場
は
 

あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
、
こ
の
哲
学
的
信
仰
 が
 具
体
的
 

に
 は
 い
 か
な
る
内
容
の
も
の
か
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 "
 前
 も
っ
て
 
い
 

う
 な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
暗
号
解
読
」
に
お
い
て
 成
 立
つ
，
も
の
 

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 

お
よ
そ
い
か
な
る
思
想
体
系
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
よ
 う
 に
 、
こ
の
 

場
合
に
も
、
そ
れ
を
構
成
す
る
一
々
の
要
素
は
、
け
っ
し
て
 単
 な
る
概
念
 

0
2
 せ
 集
め
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
た
が
い
に
内
的
に
連
関
 し
つ
つ
、
 

一
つ
の
有
機
的
な
全
体
を
な
し
て
い
る
。
ま
し
て
ヤ
ス
パ
ー
ス
 に
と
っ
て
 

は
 、
哲
学
的
信
仰
は
、
精
神
の
あ
る
特
定
の
作
用
の
ご
と
 ぎ
 も
 
の
で
は
な
 

く
 、
人
間
の
自
覚
と
し
て
の
哲
学
の
さ
い
ご
の
到
達
 点
 を
な
す
 
の
で
あ
 

る
 。
こ
の
意
味
で
は
、
か
れ
の
思
想
の
全
体
が
哲
学
的
信
仰
に
 っ
 な
が
る
 

第
三
部
哲
学
的
基
礎
知
識
（
 

  

諸
様
態
）
 

 
 

容
 の
 解
 

第
六
部
 
今
 

 
 

反
省
 

第
一
部
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
問
題
の
成
立
の
由
来
を
あ
ぎ
 

ら
 か
に
す
 

る
た
め
に
、
予
言
者
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
古
代
・
中
世
の
キ
 

リ
 ス
ト
教
会
 

を
経
、
近
代
に
い
た
る
西
洋
精
神
史
が
 

、
手
み
 じ
か
に
概
観
さ
 
れ
る
。
 こ
 

こ
で
は
啓
示
の
概
念
、
そ
れ
と
結
び
っ
い
た
教
会
の
組
織
や
潅
 

威
な
ど
の
 

問
題
が
、
客
観
的
な
歴
史
の
事
実
と
し
て
分
析
さ
れ
る
。
 

第
二
部
。
 ヤ
 ス
パ
ー
ス
は
、
す
で
に
い
く
つ
が
の
箇
所
で
、
 

近
 代
 科
学
 

（
 
4
 
寸
 
）
 

の
 内
蔵
す
る
重
要
性
を
指
摘
し
て
ぎ
た
。
か
れ
に
 

ょ
 れ
ば
近
代
 科
学
は
 、
 

つ
ね
に
個
別
的
な
対
象
に
む
け
ら
れ
た
、
方
法
的
で
確
実
な
 

認
 識
 と
し
 

て
 、
世
界
史
の
 
う
 え
で
も
ま
っ
た
く
あ
た
ら
し
い
、
重
要
な
事
 

件
 で
あ
 

る
 。
し
か
し
、
科
学
が
真
に
そ
の
学
問
性
を
た
も
つ
と
こ
ろ
で
 

は
 、
そ
れ
 

第一   
部 

 
 

書
の
構
成
を
図
示
す
る
と
、
左
の
ご
と
く
で
あ
る
（
 二
 一
八
頁
 
以
 不
参
照
）
。
 

序
論
 

第
一
部
信
仰
と
教
会
の
歴
史
１
 l
 啓
示
 ノ
 

(562)  88 



    
    

  

  

は
か
な
ら
ず
、
み
ず
か
ら
の
限
界
に
つ
い
て
の
す
る
ど
い
自
覚
 を
 伴
 う
 。
 

 
 

学
問
の
意
味
に
つ
い
て
の
問
い
は
、
学
問
み
ず
か
ら
に
よ
っ
て
 は
 答
え
 ろ
 

れ
な
い
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
字
間
の
厳
密
性
、
純
粋
性
を
あ
 く
ま
で
も
 

つ
ら
ぬ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
哲
学
は
か
え
っ
て
、
個
別
科
学
と
 は
こ
と
な
 

り
 、
他
方
ま
た
啓
示
信
仰
か
ら
も
独
立
し
た
、
み
ず
か
ら
の
 独
 自
性
を
獲
 

得
す
る
と
さ
れ
る
。
ま
っ
た
く
こ
と
な
っ
た
種
類
の
真
理
を
め
 ざ
し
、
 こ
 

と
な
っ
た
方
法
に
も
と
づ
く
が
ゆ
え
に
、
哲
学
と
 科
字
 と
は
か
 え
っ
て
 離
 

れ
が
た
く
 れ
す
 び
つ
く
の
で
あ
る
。
 

第
三
部
で
は
、
こ
う
し
た
哲
学
の
本
来
の
内
容
を
な
す
も
の
と
 し
て
、
 

「
包
括
者
」
の
概
念
が
展
開
さ
れ
る
。
「
包
括
者
」
は
、
「
理
性
 
と
 実
存
目
 

（
一
九
三
五
年
）
に
お
い
て
は
じ
め
て
導
入
さ
れ
て
い
ら
い
、
 ヤ
  
 

ス
の
 体
系
の
な
か
に
中
心
的
な
位
置
を
し
め
る
に
い
た
っ
た
も
 
の
で
あ
 

 
 

こ
で
現
象
 

す
る
「
 場
 」
「
空
間
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
か
れ
に
 ょ
 れ
ば
、
 こ
 

0
 包
括
者
は
、
す
べ
て
の
哲
学
の
共
通
の
前
提
で
も
あ
る
。
「
 す
べ
て
の
 

 
 

思
想
は
 、
 

一
見
あ
た
ら
し
く
み
え
る
だ
げ
に
す
ぎ
な
い
。
」
だ
か
ら
、
歴
史
 
的
に
は
、
 

き
わ
め
て
多
様
な
形
で
考
え
ら
れ
て
ぎ
た
包
括
者
を
 、
 一
つ
の
 非
完
結
的
 

な
 体
系
に
ま
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
化
・
伝
統
を
異
に
す
 る
 人
び
と
 

の
あ
い
だ
に
、
共
通
の
理
解
・
伝
達
の
可
能
性
が
っ
く
ら
れ
 5
 る
 。
そ
れ
 

評
が
 「
哲
学
的
基
礎
知
識
」
と
 よ
 ば
れ
る
の
も
、
こ
の
ゆ
え
 で
あ
る
。
た
だ
 

そ
れ
は
、
学
問
の
領
域
に
お
け
る
よ
う
な
、
普
遍
妥
当
的
で
確
 実
な
認
識
 

と
い
う
意
味
で
の
知
識
で
は
な
く
、
そ
れ
と
、
主
体
的
に
の
み
 妥
当
す
る
 

書
 
実
存
的
真
理
と
の
中
間
に
あ
る
も
の
で
あ
る
（
本
書
一
四
 九

頁
）
。
 

以
上
の
よ
う
な
予
備
的
な
操
作
の
の
ち
に
、
第
四
部
と
第
五
部
 と
に
お
 

い
て
、
「
暗
号
」
（
の
三
曲
㍉
 ク
 
の
す
 
嵌
 r
e
 
の
 い
 ず
（
 
目
 こ
の
本
質
と
 諸
 形
態
と
が
 

論
じ
ら
れ
る
。
こ
の
部
分
は
、
分
量
か
ら
い
っ
て
も
本
書
ぜ
ん
 た
い
の
ち
 

よ
う
ど
 半
分
を
し
め
、
そ
の
核
心
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
「
 暗
 号
 」
の
 概
 

念
は
、
す
で
に
「
哲
学
 ヒ
 
（
第
三
巻
一
二
八
 ｜
 二
三
六
頁
）
 、
 「
 
真
理
に
つ
 

い
て
 b
 に
も
で
て
ぎ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
一
部
分
ま
え
の
 払
 珊
述
 甘
 う
 

げ
つ
 ぎ
つ
り
、
そ
れ
が
あ
ら
た
な
観
点
か
ら
再
構
成
さ
れ
て
い
 る
 。
 

マ
 ス
パ
ー
ス
特
有
の
、
こ
の
難
解
な
概
念
は
、
な
に
を
意
味
す
 る
の
で
 

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
さ
き
に
一
で
あ
き
 ら
か
に
し
 

て
お
い
た
、
か
れ
の
基
本
的
な
立
場
を
想
起
し
て
み
る
こ
と
が
 必
要
で
あ
 

る
 。
す
な
 ね
 ち
、
哲
学
的
信
仰
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
啓
示
 信
仰
へ
の
 

対
極
と
し
て
の
役
わ
り
を
に
な
 う
 と
さ
れ
た
。
前
者
の
立
場
か
 ら
は
、
 教
 

会
の
権
威
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
、
確
固
不
動
の
真
理
と
さ
れ
る
 ド
 グ
マ
 を
 、
 

そ
の
ま
ま
 ち
 け
い
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
哲
学
的
信
仰
に
と
 っ
て
は
、
 

 
 

ド
グ
マ
も
ま
た
、
宗
教
的
真
理
の
一
つ
の
形
態
「
暗
号
」
 

に
す
ぎ
な
 

い
の
で
あ
る
。
暗
号
は
ド
グ
マ
，
啓
示
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
  
 

ら
 、
後
者
の
ご
と
く
固
定
化
さ
れ
絶
対
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
 「
超
越
者
 

の
 不
確
か
な
言
葉
」
（
の
 
り
コ
 
ミ
の
 す
 。
 コ
 宙
の
の
㌧
 臣
 0
%
 
 音
 「
 
円
 （
 い
コ
 
の
い
り
 

コ
｜
 

き
コ
 z
 ）
と
し
て
の
、
そ
の
本
来
の
多
義
性
の
ま
ま
に
う
け
い
れ
 ら
れ
る
の
 

で
あ
る
。
 

 
 

こ
の
よ
う
に
、
成
立
宗
教
の
啓
示
を
も
一
つ
の
暗
号
と
し
て
、
  
 

再
 解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
本
書
三
七
頁
）
、
哲
学
的
信
仰
は
 
 
 

宥
甘
 獲
得
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
歴
史
的
啓
示
の
ほ
か
に
 も
 、
人
間
 
ぴ
 

性
 そ
の
も
の
の
本
質
に
根
ざ
す
暗
号
が
存
す
る
。
「
 死
 」
「
争
い
 」
Ⅰ
 苦
 」
㏄
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Ⅱ
 
@
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

尹
せ
つ
メ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
罪
責
二
の
い
わ
ゆ
る
限
界
状
況
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
 

人
間
を
 

み
ず
か
ら
の
根
源
に
め
 ざ
 め
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
へ
 の
道
を
ひ
 

 
 

し
 、
お
よ
 

そ
 存
在
す
る
も
の
で
暗
号
に
な
り
え
な
い
も
の
は
な
い
。
 め
ざ
 め
た
実
存
 

に
と
っ
て
は
、
す
べ
て
の
事
物
は
か
く
れ
た
宗
教
的
次
元
を
も
 つ
の
で
あ
 

り
 、
超
越
者
は
一
切
の
存
在
を
つ
う
じ
て
語
り
か
け
る
の
で
あ
 る
 。
 

右
の
よ
う
な
基
本
的
視
点
か
ら
、
本
書
の
第
五
部
は
、
暗
号
を
 三
つ
の
 

グ
ル
ー
プ
に
わ
か
っ
て
詳
論
し
て
い
る
。
超
越
の
暗
号
（
 神
 ）
 、
 
内
在
の
暗
 

号
 
（
自
然
、
歴
史
、
ロ
ゴ
ス
）
、
実
存
的
状
況
の
暗
号
（
こ
こ
 では
、
 限
 

界
 状
況
の
う
ち
、
と
く
に
罪
責
 ｜
 悪
の
間
頭
が
と
り
あ
つ
か
わ
 れ
る
）
が
 

そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
暗
号
は
、
超
越
へ
の
不
確
か
 な
 通
路
 し
 

か
 あ
た
え
な
い
も
の
と
し
て
、
さ
い
ご
に
ふ
た
た
び
否
定
さ
れ
 、
止
揚
 さ
 

れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
を
つ
ら
ぬ
 く
、
強
 烈
な
 超
越
 

（
 
円
 Ⅰ
 銭
 お
の
コ
ロ
 

@
e
 

「
の
 
コ
 ）
の
志
向
の
一
つ
の
例
証
に
ほ
か
な
ら
な
  
 

さ
い
ご
の
第
六
部
と
第
 セ
部
 と
ほ
、
以
上
の
よ
う
な
も
の
と
し
 て
の
 哲
 

学
的
信
仰
が
、
今
日
の
状
況
の
な
か
で
、
い
か
に
具
体
化
さ
れ
 る
か
の
 問
 

題
 を
と
り
あ
つ
か
 ぅ
 。
す
で
に
の
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
も
あ
ぎ
 ら
 か
な
よ
 う
 

に
 、
そ
れ
ほ
あ
る
特
定
の
 ェ
 ー
ト
ス
を
要
求
す
る
 "
 な
に
 よ
 り
 も
ま
ず
、
 

哲
学
的
信
仰
は
、
啓
示
信
仰
の
ご
と
く
ド
グ
マ
や
権
威
と
は
な
 り
え
な
い
 

（
一
一
 0
 頁
 ）
。
そ
れ
は
、
客
観
的
な
保
証
を
も
つ
啓
示
信
仰
 と
 は
こ
と
 

な
り
、
自
由
な
人
間
の
自
覚
と
、
相
互
理
解
を
と
お
し
て
の
み
 、
実
現
さ
 

れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
そ
れ
は
ま
た
「
人
間
の
可
能
性
へ
の
 
信
仰
」
と
 

も
 、
「
伝
達
（
 宙
 0
 ヨ
 5
 目
 ぎ
ぃ
 （
 
@
o
 
コ
 ）
へ
の
信
仰
」
と
も
よ
 ば
 れ
る
の
で
 

あ
る
。
 

（
 
8
 ）
 

に
 関
連
あ
る
ほ
か
の
著
書
を
も
参
照
し
な
が
ら
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
 の
 
「
哲
学
 

的
 信
仰
」
の
輪
廓
を
描
ぎ
だ
 す
ナ
 」
・
と
を
こ
こ
ろ
み
た
。
い
 う
ま
 
で
も
な
 

 
 

く
 、
こ
こ
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
、
一
つ
の
哲
学
的
思
想
で
 あ
っ
て
 、
 

実
証
的
な
宗
教
研
究
の
結
果
の
ご
と
 ぎ
 も
の
で
は
な
い
。
し
た
 が
っ
て
 そ
 

れ
は
、
本
来
そ
れ
を
 ぅ
 け
と
る
者
が
、
お
な
じ
思
惟
を
と
も
に
 遂
行
す
る
 

こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
真
に
把
握
し
う
る
性
質
の
も
の
で
、
 中
 -
 
工
的
 規
準
 

に
よ
っ
て
は
か
り
 ぅ
 る
も
の
で
は
な
い
。
と
は
い
 う
 も
の
の
、
 
そ
れ
は
、
 

 
 

表
現
さ
れ
た
一
つ
の
哲
学
的
思
想
で
あ
る
か
ぎ
り
、
や
は
り
、
 あ
る
程
度
 

の
 客
観
的
な
連
関
の
な
か
に
お
い
て
理
解
し
 ぅ
 る
こ
と
も
、
 
否
 定
 で
き
た
 

い
 。
た
と
え
ば
そ
れ
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
さ
い
ぎ
ん
の
西
欧
 
ぼ
 
神
典
 

の
 、
そ
し
て
さ
ら
に
は
一
般
思
想
史
の
枠
の
な
か
で
、
理
解
し
 ぅ
 る
も
の
 

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
さ
い
ご
に
 、
ヤ
 
ス
パ
ー
ス
の
宗
教
哲
学
を
 こ
の
よ
う
 

な
 問
題
設
定
の
枠
の
な
か
で
み
る
と
 き
 、
興
味
あ
る
と
お
も
わ
 れ
る
二
、
 

三
の
点
を
指
摘
し
て
、
本
書
の
理
解
に
資
す
る
こ
と
に
し
た
い
 。
そ
の
 
一
 

は
 、
哲
学
的
信
仰
と
啓
示
信
仰
と
の
対
極
性
の
問
題
で
あ
り
、
 他
は
 
「
 暗
 

寺
解
読
し
の
思
想
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
 0
 

一
 、
す
で
に
く
り
か
え
し
強
調
し
て
 き
た
 よ
 う
 に
 、
マ
 ス
パ
ー
 ス
ま
、
 

@
 

哲
学
的
信
仰
 ｜
 啓
示
信
仰
（
な
い
し
哲
学
 ｜
 宗
教
、
哲
学
 ｜
神
 字
 ）
 と
い
 

ぅ
 対
極
性
を
前
提
 し
 、
そ
の
う
え
に
た
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
 立
 場
を
選
び
 

と
っ
て
い
る
 
0
 こ
の
対
立
が
、
近
年
の
（
と
く
に
プ
ロ
テ
ス
タ
 ン
ト
 ）
 キ
 

リ
ス
ト
 教
 神
学
の
な
か
で
、
「
理
性
と
啓
示
」
の
問
題
と
し
て
 払
 冊
 議
さ
れ
 

    
れ 
ま 
"@"@" "" 一 
わ 二 
  
わ 
  
@ よ 

主 
  
  
て 
本 
重目 

の 

叙 
述 
に 

も 
  
つ 

き 、 

同時 
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  かれ てカ lp （ ざ わゆ ク のま 問題 じて 力ヵじた るヤ 、ょ ま、 @ まテ 啓示 く 、 組 「 ら好 重要 にお ） ッ のと 並日 、 

ン
ト
頃
か
ら
あ
と
、
宗
教
哲
学
が
独
立
し
て
か
ら
、
そ
れ
は
 多
 か
れ
少
な
 

か
れ
、
ド
グ
マ
と
権
威
に
も
と
づ
く
啓
示
（
神
字
）
に
た
い
し
 て
 、
あ
る
 

批
判
的
な
姿
勢
を
と
り
つ
づ
 け
 て
 き
た
 "
 こ
ヲ
 し
た
点
か
ら
み
 れ
ば
、
 ャ
 

ス
バ
ー
ス
の
「
哲
学
的
信
仰
」
は
 、
 右
の
よ
う
な
な
が
い
伝
統
 か
ら
生
じ
 

た
 、
同
一
の
テ
ー
マ
の
一
つ
の
 バ
り
 エ
ー
シ
ョ
 ソ
 で
あ
り
、
「
 理
性
神
学
 

の
一
つ
の
等
価
 物
 」
（
 り
ク
 ー
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
（
 

ノ
 
2
 
い
 

）
 
）
 

た
だ
こ
れ
 

は
 、
い
わ
ば
形
式
的
な
面
か
ら
み
た
ば
あ
い
で
あ
っ
て
、
内
容
 的
に
は
そ
 

れ
は
、
ふ
る
い
自
然
神
字
に
特
徴
的
な
知
性
主
義
と
は
か
な
り
 こ
と
な
っ
 

て
い
る
こ
と
は
、
い
 う
 ま
で
も
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
「
 暗
ロ
百
 
雄
町
共
布
 

@
 眺
 」
 が
 

実
存
を
地
盤
と
し
て
、
否
定
の
媒
介
に
お
い
て
の
み
 行
 な
わ
れ
 る
 点
か
ら
 

も
、
 あ
ぎ
ら
か
で
あ
る
。
 

二
 、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
第
一
の
占
の
考
察
は
必
然
的
に
第
二
 の
間
頭
 

へ
 と
っ
た
が
っ
て
く
る
。
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
「
暗
号
 解
 読
 」
は
 、
 

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
宗
教
哲
学
（
「
哲
学
 
ヒ
 で
は
そ
れ
は
、
伝
統
的
 用
語
法
に
 

し
た
が
っ
て
、
「
形
而
上
学
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
）
の
中
核
を
 な
す
重
要
 

な
も
の
で
あ
る
。
哲
学
的
信
仰
に
と
っ
て
は
、
ま
ず
成
立
宗
教
 の
シ
ソ
ボ
 

ノ
 ㍉
つ
し
て
は
人
間
存
在
の
一
般
的
性
格
と
し
て
の
限
界
 

（
 
3
 ）
 

状
 況
が
、
そ
 

 
 

し
て
さ
ら
に
は
す
べ
て
の
存
在
が
、
暗
号
 ｜
 超越
者
の
語
り
 か
け
る
 @
 
日
 

葉
 と
な
り
 ぅ
 る
の
で
あ
る
。
 

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
な
か
で
、
「
超
越
者
」
（
 
日
 （
 
ヰ
コ
 
の
 
い
 の
 コ
 隼
の
 
コ
ぃ
 
）
の
 圧
 頑
 が
し
 

ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
し
か
し
、
な
に
か
超
自
然
 的
な
も
の
 

が
 意
味
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
か
れ
に
 よ
 れ
 ば
 、
わ
れ
 
め
 

 
 

わ
れ
が
お
か
れ
て
い
る
現
実
の
世
界
は
、
け
っ
し
て
そ
れ
の
み
 で
 完
結
し
ほ
 

た
 、
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
現
象
」
に
す
ぎ
た
 い
 。
し
か
 
鉱
 

一
 



  

し
ま
た
、
第
二
の
、
背
後
の
世
界
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
 訳
 で
も
な
 

い
 
（
二
三
ー
三
三
頁
㍉
存
在
が
暗
号
と
な
る
と
い
う
こ
と
ほ
 、
人
間
が
 

よ
 り
た
か
い
自
覚
に
到
達
す
る
「
実
存
」
に
な
る
こ
と
に
 
よ
っ
て
 、
 

自
己
と
事
物
と
の
根
源
が
、
突
如
と
し
て
か
れ
に
「
透
明
」
（
 テ
 
Ⅰ
 い
コ
 
の
で
い
 
｜
 

「
の
 
コ
 こ
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
超
越
者
と
は
、
い
わ
ば
、
 す
 。
 
へ
 て
が
そ
こ
 

か
ら
よ
っ
て
来
る
、
現
実
の
よ
り
ふ
か
い
次
元
で
あ
る
と
も
い
 ，
 
え
よ
 @
 。
 

こ
の
 ょ
う
 に
、
こ
の
世
の
事
物
な
よ
り
た
か
い
光
に
お
い
て
み
 る
と
い
 

5
 
「
暗
号
解
読
」
の
思
想
が
、
あ
る
点
で
、
通
常
の
認
識
に
た
 
 
 

あ
た
ら
し
い
も
の
を
附
加
し
な
い
が
、
す
べ
て
の
も
の
を
神
に
 お
い
て
、
 

「
永
遠
の
栢
の
下
に
」
み
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
直
観
 
知
に
 、
一
脈
あ
い
 ぬ
ず
る
 

（
 
4
 
l
 
サ
 
Ⅰ
 

）
 

も
の
を
も
つ
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
意
味
で
は
   

思
想
の
な
か
に
は
、
あ
る
神
秘
主
義
的
な
 、
 グ
ノ
ー
シ
ス
的
と
 さ
え
 い
え
 

る
 要
素
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
、
と
い
っ
て
も
誤
り
で
は
な
い
。
 じ
じ
 つ
か
 

れ
が
、
も
っ
と
も
つ
 よ
 く
影
響
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
 カ
ソ
 ト
、
キ
ヱ
 

ル
ケ
 ゴ
ー
ル
、
 
ヰ
 ー
 チ
ヱ
 、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
ほ
か
に
、
か
な
り
  
 

。
は
、
ま
た
プ
ロ
チ
ノ
ス
、
ブ
ル
ー
ノ
、
ス
ピ
ノ
ザ
 

、
シ
ヱ
 
リ
ン
 グ
 0
 名
を
 

引
用
し
て
い
る
事
実
も
 、
 右
の
推
測
に
多
少
の
根
拠
を
あ
た
え
 る
も
の
で
 

あ
る
。
（
 

i
 
5
 ）
 

し
か
し
ま
た
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
点
だ
 げ
を
 強
 

謝
 し
す
ぎ
る
こ
と
は
、
一
面
性
に
お
ち
い
る
危
険
を
と
も
た
 う
  
 

の
は
、
か
れ
の
う
ち
に
は
、
ま
さ
に
こ
れ
と
は
逆
の
解
釈
を
ゆ
 る
す
、
一
 

連
 の
し
の
 コ
 ガ
日
 0
 （
ぎ
が
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
 、
あ
る
 批
 

評
家
に
よ
れ
ば
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
「
形
而
上
学
的
知
・
・
・
…
 

ヘ
レ
 
二
 ハ
テ
ィ
 

@
 

ッ
ク
 ・
グ
ノ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
要
素
：
…
 

卓
り
 シ
ャ
 哲
字
空
考
 ，
 
え
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と哲 
した く 想 う れ （ ャ こ 用あ 泉来 

  

、 照   知せ的 在ろ @  ュす 



 
 

                    

り
、
 二
つ
の
面
か
ら
例
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 ま
ギ
 、
理
論
 的
な
面
で
 

は
 、
こ
の
信
仰
の
中
核
で
あ
る
「
暗
号
解
読
」
は
 、
 叶
っ
し
て
 、
完
結
し
 

た
 、
存
在
に
つ
い
て
の
知
に
は
な
り
え
な
い
も
の
で
 品
る
 。
 そ
   

に
 「
挫
折
」
 し
 、
超
越
者
の
言
葉
は
あ
ら
わ
れ
て
は
再
び
消
滅
 す
る
。
 こ
 

の
こ
と
は
、
主
体
の
が
わ
で
は
、
一
つ
の
暗
号
に
と
ど
ま
ら
ず
 、
 つ
ね
に
 

そ
れ
を
超
越
し
て
い
こ
 う
 と
す
る
志
向
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
 る
 
（
本
書
 

三
八
五
 ｜
 四
二
八
頁
「
す
べ
て
の
暗
号
の
彼
方
」
）
。
こ
の
志
向
 
は
 、
「
 哲
 

学
 」
（
第
三
巻
第
二
部
）
で
は
「
形
式
的
超
越
」
（
守
の
（
 

0
 Ⅰ
（
～
 

@
 
い
 -
 
の
 

づ
恭
コ
 
の
 
い
 の
 コ
 d
@
 

の
「
の
 

コ
 ）
と
よ
ば
れ
て
い
た
が
、
後
期
の
著
作
で
は
 
「
 哲
 @
 
洋
す
 

的
 基
本
操
作
」
 ぼ
巨
 0
 
の
 0
 つ
 ま
お
汀
の
 ヨ
コ
 Q
0
 

つ
浅
 

い
 （
 
@
o
 
コ
 ）
と
か
 、
 「
 
転
回
」
 

レ
 

（
 
C
 ョ
 名
目
色
 
u
 コ
ぬ
 
）
（
本
書
 一
 三
二
 貝
 以
下
）
と
か
よ
ば
れ
る
よ
 う
 に
 な
 

っ
て
い
る
。
こ
の
超
越
の
作
用
は
、
一
種
の
手
の
 0
-
0
%
 

り
コ
 の
の
 
ぃ
 （
 
ミ
ド
と
 

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
し
か
も
そ
れ
が
、
ど
こ
ま
で
も
 主
 体
の
実
存
 

 
 

こ
ろ
に
、
 

そ
の
特
色
が
あ
る
と
い
え
る
。
 

つ
ぎ
に
、
こ
れ
と
対
応
し
て
、
い
わ
ば
実
践
的
な
面
に
お
い
て
  
 

号
 解
読
」
を
特
徴
づ
け
る
も
の
は
、
そ
の
歴
史
性
で
あ
る
。
 右
  
 

2
3
 に
、
そ
れ
は
客
観
的
な
知
識
と
し
て
固
定
さ
れ
ず
、
 つ
れ
 に
 浮
動
す
 

る
も
の
で
あ
り
、
く
り
か
え
し
主
体
的
に
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
 

い
 。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
真
理
は
つ
ね
に
歴
史
的
で
あ
る
（
 一
 -
 
 
 

評
下
 ）
。
暗
号
を
つ
う
じ
て
の
超
越
者
の
認
知
は
、
 無
 時
間
   

で
お
こ
も
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
具
体
的
な
時
間
の
な
か
、
 現
実
の
世
 

界
 の
な
か
で
の
み
、
遂
行
さ
れ
る
。
こ
の
占
で
は
、
暗
号
を
つ
 う
 じ
て
 超
 

書
 
戯
者
に
ふ
れ
る
こ
と
を
志
す
「
哲
学
的
信
仰
」
は
、
存
在
 に
つ
い
て
の
 偲
 

弁
 と
し
て
の
神
秘
主
義
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
、
世
界
か
ら
の
 

逃
 避
 と
し
て
 

 
 

の
 立
場
か
 

ら
す
る
現
実
の
肯
定
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
最
初
か
ら
、
 

ャ
 ス
 。
ハ
ー
ス
 

 
 

 
 

す
る
と
こ
ろ
の
、
す
ぐ
れ
て
西
欧
的
な
一
つ
の
精
神
的
特
質
で
 

あ
る
と
さ
 

れ
る
。
（
 

1
 
2
 
 

）
 世
に
あ
っ
て
世
を
こ
え
、
他
の
実
存
と
の
伝
達
の
う
ち
 

に
 自
己
を
 

実
現
す
る
 

ナ
 
」
う
し
た
エ
ー
ト
ス
の
う
ち
に
、
「
哲
学
的
 

信
 仰
 」
は
 、
 

そ
の
実
践
的
帰
結
を
見
い
だ
す
の
で
あ
る
。
 

二
 、
以
上
わ
れ
わ
れ
 
ば
、
マ
 ス
パ
ー
ス
の
宗
教
哲
学
の
思
想
を
 

、
形
式
 

内
容
の
両
面
か
ら
検
討
し
、
そ
の
さ
い
と
く
に
、
そ
れ
を
 

構
 成
し
て
い
 

る
 ギ
リ
シ
ャ
的
 
｜
 ユ
ダ
ヤ
 
的
 、
神
秘
主
義
的
 
｜
 聖
書
的
な
そ
れ
 
ぞ
れ
の
 思
 

惟
 動
機
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
交
錯
を
、
不
完
全
な
が
ら
解
明
し
 

よ
う
と
 試
 

み
た
。
こ
れ
は
、
い
 
う
 ま
で
も
な
く
、
西
欧
思
想
史
の
枠
の
な
 

か
で
空
有
 

察
 で
あ
る
。
し
か
し
、
さ
き
に
の
べ
た
ご
と
く
、
さ
ら
に
す
す
 

ん
で
、
 そ
 

れ
を
一
般
思
想
史
の
枠
の
な
か
で
と
く
に
東
洋
思
想
と
の
 
連
関
に
お
 

い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
ほ
 

、
ヤ
ス
 。
 
ハ
 

｜
ス
 自
身
が
、
近
年
の
 
ョ
 ー
ロ
，
 パ
 哲
学
者
の
な
か
 
亦
 
2
 Ⅱ
例
外
 的
に
 、
東
 

洋
 思
想
に
つ
よ
い
関
心
を
し
め
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
ま
す
 

ま
す
必
要
 

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

そ
の
ば
あ
い
、
と
く
に
中
心
と
な
る
の
は
、
仏
教
な
い
し
そ
れ
 

に
っ
な
 

が
る
思
想
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
い
く
つ
 

か
 先
学
の
 

 
 

「
超
越
」
 

（
 
ゴ
 当
の
 
い
 
の
 
コ
 d
@
e
 

「
 
臼
 ）
の
論
理
と
空
観
（
と
く
に
「
八
不
中
道
」
 

の
し
 ざ
一
 93  (5") 



 
 

廿
 
@
*
 

「
 

  

  

  

 
 

 
  
 

円
仁
 

"
 
，
コ
 
 
 

甘
 ，
 
l
 

@
@
 

紺
 

 
 

 
  

 

の
 
O
 す
 
p
h
 
（
 
@
 。
 ア
 
才
色
（
）
の
理
解
に
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
 

の
ふ
か
い
影
響
が
み
と
め
ら
れ
る
。
 

（
 
5
 ）
 せ
幅
レ
 

・
 
N
.
 
ロ
 ・
 
づ
 。
 コ
 Ⅰ
 
e
r
 ミ
ル
牡
 Ⅰ
 
す
 
e
@
 
（
 
，
の
 ・
 
ト
 
Ⅱ
 
｜
い
 ㏄
 
N
.
 う
つ
い
 

｜
 Ⅱ
 
0
 つ
 一
 

Ⅰ
 ぎ
田
 す
 べ
仁
コ
帆
 

ぎ
年
 ざ
 ㌧
 巨
 0
 の
 
0
 つ
オ
ピ
，
ト
 
つ
り
 
P
 
 り
臣
 （
 
汀
せ
 0
 Ⅰ
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

  

-
 
の
ガ
 
（
一
オ
）
、
「
包
括
者
」
の
概
念
と
「
 

無
 」
（
西
田
哲
学
に
お
 け
 る
 「
無
の
 

場
所
」
な
ど
）
、
「
信
仰
」
に
お
け
る
 
主
 １
審
超
越
的
な
要
素
と
 東
洋
的
 智
 

の
 思
想
、
「
限
界
状
況
」
を
中
心
と
す
る
 
下
コ
 
（
 
オ
 「
 
0
 つ
 0
-
0
 

注
の
 と
「
 苦
 」
 

等
々
 、
を
 対
比
さ
せ
る
こ
と
は
、
興
味
あ
る
課
題
で
あ
ろ
う
 "
 た
だ
、
 こ
 

れ
る
の
設
問
 は
 、
現
在
の
段
階
で
は
、
筆
者
の
た
ん
な
る
 
干
   

て
 、
そ
の
詳
細
な
論
究
は
今
後
の
研
究
に
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
 な
い
。
 ま
 

た
 、
こ
れ
ら
の
点
に
た
ち
入
る
こ
と
は
、
本
稿
の
任
務
の
範
囲
 を
こ
え
る
 

こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
問
題
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
 て
、
 筆
を
 

描
 く
こ
と
に
す
る
。
 

註
 （

 
1
 ）
 
づ
住
 ・
 
ロ
の
 
「
つ
す
 
串
 0
 の
 
0
 つ
 三
の
の
 
プ
 の
の
守
二
 
ヴ
 
P
 
ト
の
ト
ダ
 
モ
 %
 ユ
 の
づ
 0
 「
 
｜
 

-
0
 
の
 
屈
コ
 
Ⅰ
 

（
 
2
 ）
 巾
 0
 日
 勾
ざ
 o
 の
 
C
 「
 @
 ㌧
 田
一
 
0
 の
 
っ
 で
 プ
げ
由
コ
の
オ
 
臼
田
 @
0
 
コ
サ
 の
 @
 六
ヰ
（
 
-
 

田
 
の
の
Ⅰ
の
（
の
（
 

@
 
コ
 ㌧
・
 
ナ
 ・
の
。
 

ま
運
ワ
オ
 「
の
の
・
 

@
 木
 ぃ
ユ
 ヒ
 
の
の
で
 

ゅ
 （
の
・
 

ト
の
白
ド
 

）
の
・
 
ウ
つ
ミ
 

・
む
つ
の
 

，
つ
め
 
-
.
 
の
・
Ⅱ
Ⅱ
 

り
 Ⅱ
 

（
 
3
 ）
セ
性
・
の
下
お
目
安
 
0
-
 
ヨ
 -
 ロ
リ
 
の
口
の
Ⅰ
の
・
 

オ
の
 
二
区
 
0
 コ
の
 
で
ア
臣
 

0
 の
 0
 Ⅰ
 プ
 @
 
の
 

（
㏄
 
6
%
@
 

汀
 ㌧
 0
 つ
 ・
 
ユ
 （
・
）
㏄
・
の
何
の
 

-
 セ
坤
 
-
.
 
の
・
 
つ
 い
Ⅱ
・
 
ド
 Ⅱ
 自
 ・
 ウ
 Ⅱ
 

（
 
4
 ）
も
っ
と
も
ま
と
ま
 
つ
た
 論
述
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
 
つ
 っ
 ヨ
 

目
 Ⅱ
の
 
で
 「
 
仁
コ
 
㎏
ロ
ロ
 
由
い
迂
 宙
の
ぺ
の
の
お
す
 

ざ
下
 
（
 
e
.
 ト
の
 
ヰ
田
田
ド
 ニ
 @
 

ト
 な
ど
を
参
照
 0
 ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
け
る
 半
 間
性
（
 秦
お
千
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生
き
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
神
秘
主
義
が
、
非
常
に
し
ば
 

し
ば
（
ぽ
の
 
日
 0
%
 り
コ
の
 掻
ミ
ド
 
を
と
も
な
っ
て
現
わ
れ
る
こ
と
 

が
 、
こ
の
こ
と
を
 証
 示
す
る
 0
 
こ
の
し
 櫨
 寸
口
碑
の
意
識
は
 、
 

出
し
の
 

コ
 （
 
@
 
（
 
ゆ
 （
へ
の
志
向
と
と
も
に
、
神
秘
主
義
の
本
質
を
な
す
 

も
の
で
あ
る
。
神
秘
主
義
的
宗
教
の
古
典
的
な
例
で
あ
る
 

C
 寸
ぃ
コ
 
あ
り
Ⅰ
に
 、
除
づ
 a
 叶
採
 v
a
m
Q
 洛
笘
 
と
な
ら
ん
て
、
 

沃
 ミ
ミ
～
・
さ
ぃ
 
ま
 Ⅰ
が
出
て
く
る
こ
と
は
、
偶
然
で
は
な
 

こ
の
よ
う
に
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
否
定
神
学
が
超
越
的
志
向
 

を
意
味
す
る
か
ぎ
り
、
神
秘
主
義
と
ユ
ダ
ヤ
 的
 ・
聖
書
的
宗
教
 

性
 と
は
、
す
く
な
く
と
も
こ
の
点
に
か
ん
し
て
、
形
式
的
一
致
 

の
 可
能
性
を
も
つ
わ
け
で
あ
る
。
じ
じ
 つ
 レ
ー
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
 

ン
も
 
（
 
ざ
 P
 臼
什
 ）
、
同
時
に
司
死
に
い
た
る
 
病
 L
 の
な
か
の
 
キ
 

ヱ
ル
ケ
 ゴ
ー
ル
の
語
を
引
用
し
つ
つ
、
（
す
の
 
日
 。
 住
い
 さ
。
 

m
p
 

（
 
ぎ
欝
 

が
 ギ
リ
シ
ャ
的
な
も
の
と
ユ
ダ
ヤ
的
な
も
の
と
の
 結
 ム
ロ
体
の
役
 

割
り
を
は
た
し
 ぅ
 る
こ
と
に
論
及
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
極
め
 

て
 示
唆
に
と
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
 

こ
こ
で
、
こ
と
さ
る
こ
の
問
題
に
ふ
れ
た
の
は
、
そ
れ
 

が
 、
あ
と
で
ミ
ロ
 度
 す
る
ヤ
ス
パ
ー
ス
と
東
洋
宗
教
（
そ
れ
は
、
 

多
く
の
学
者
の
認
め
る
ご
と
く
、
い
っ
ぱ
ん
に
神
秘
主
義
的
色
 

彩
 の
つ
よ
い
も
の
と
い
え
る
）
と
の
比
較
の
問
題
に
関
連
が
あ
 

る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 

（
Ⅸ
）
 セ
住
 ・
ド
ロ
・
 ロ
の
 「
良
臣
 0
 の
 0
 づ
 三
の
 c
 ゴ
 の
の
 鼠
け
ヴ
 
の
（
 田
 の
 。
 オ
 0
 Ⅱ
 

レ
扁
四
 ）
 卍
ま
ヂ
 
本
書
 
尽
 の
の
 
@
 
ヨ
 

（
㎎
）
づ
性
・
 巾
ぃ
 二
ヵ
 ざ
 0
 の
 口
 （
 0
 ワ
ゑ
 （
・
の
・
の
い
い
一
ト
 

宙
 0
 号
 プ
口
 0
 す
ユ
幅
｜
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片
色
色
し
の
 q
Q
o
 ヌ
 の
の
 
ゴ
 の
的
 
ふ
曲
ぎ
 
Ⅰ
の
の
で
 

め
 （
の
・
 
巾
プ
牲
 
0
 の
 0
 で
す
 
ざ
 

（
の
 
0
 す
目
ち
で
 
0
 づ
 ・
 
り
岸
 
・
）
の
・
の
Ⅱ
 

つ
 

（
㏄
）
か
れ
の
哲
学
の
出
発
点
を
な
す
と
み
ら
れ
る
し
ず
 

儂
 -
 
の
コ
 
内
 0
 

臼
 （
 
絹
ぃ
ヱ
 
0
 二
ロ
 の
 「
 N
 艦
巳
 
Ⅰ
 の
 の
Ⅰ
に
お
い
て
、
す
で
に
こ
の
こ
と
 

は
は
っ
き
り
 
示
 き
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
哲
学
的
実
存
の
あ
る
 

べ
 き
 姿
は
 、
 ，
 p
 乙
音
 Ⅱ
安
土
（
，
で
な
く
，
 
ぎ
 
日
の
毛
色
（
 ，
 

と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
、
二
幅
 
0
 お
 田
ゎ
年
 
（
 
由
ぃ
 
二
つ
い
 
ぎ
 の
の
コ
オ
 

仁
 口
め
 ，
 

が
要
求
さ
れ
て
い
る
 
G
.
 

こ
の
 

由
 ・
）
。
同
一
の
態
度
は
 
、
コ
哲
 

営
口
（
 し
 チ
田
の
・
㏄
 ぎ
 ・
 セ
哩
 ・
の
・
 

い
 べ
い
 

E
.
p
.
 

）
で
は
、
 

旨
 Ⅱ
 降
守
 

に
た
い
す
る
Ⅱ
（
 
す
守
 
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
 テ
｜
 

て
 は
、
そ
の
後
い
ろ
い
ろ
に
変
形
さ
れ
つ
つ
、
か
れ
の
著
作
の
 

い
た
る
所
で
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
 

（
 れ
 ）
 
く
住
 ・
 
せ
 0
 ヨ
己
 Ⅱ
の
 
つ
 Ⅱ
 ヒ
コ
拍
 ヒ
コ
Ⅰ
な
二
 %
 の
 （
の
の
の
 
c
 三
 。
 す
 ヰ
の
 
-
 Ⅱ
 

づ
 巨
の
一
く
 0
 ヨ
付
 亡
 「
 0
 つ
 ま
の
 り
オ
 
e
 コ
 0
%
 

㌢
・
 

1
 の
 ト
ベ
 蛋
の
毛
・
 こ
 

の
よ
う
に
、
歴
史
意
識
が
、
聖
書
宗
教
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
 

れ
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
西
欧
精
神
の
 一
 特
質
で
あ
る
こ
と
は
、
 

数
多
く
の
字
音
・
思
想
家
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
 き
た
 
（
 
呂
 り
お
 

ゼ
 @
 の
 u
u
@
@
 

「
，
 

q
,
 

（
・
・
七
出
 

の
ヱ
 
の
（
・
 
円
 二
目
 
り
オ
 
・
 い
 @
@
-
 

（
 
ヨ
が
コ
コ
 
-
 円
 。
 ぜ
コ
 
u
u
 

③
の
・
 

由
 の
の
の
の
 

コ
ロ
 の
 ミ
 ・
）
。
そ
れ
を
一
応
み
と
め
る
と
し
て
、
は
た
し
 

て
そ
れ
が
西
欧
に
か
ぎ
ら
れ
た
も
の
か
ど
う
か
が
、
問
題
と
さ
 

れ
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
意
識
の
強
調
 

そ
の
こ
と
を
、
近
代
に
お
け
る
西
欧
精
神
の
自
覚
の
問
題
と
し
 

て
 、
再
検
討
す
る
こ
と
も
必
要
と
思
わ
れ
る
。
 

（
 銭
 ）
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
す
で
に
㍉
歴
史
の
根
源
と
目
標
 

L
  
 

て
 、
世
界
史
の
概
観
を
企
図
し
 
、
コ
 哲
学
入
門
 L
 
に
お
い
て
 

9
6
 

は
 、
附
録
で
、
ご
く
か
ん
た
ん
な
が
ら
東
洋
尽
忠
に
言
及
し
て
 
 
 

 
 
 
 

 
 

い
る
が
、
そ
の
一
般
哲
学
史
と
も
い
う
べ
 
き
し
ざ
俺
 0
 の
お
 口
 

ョ
三
 0
 の
 0
 ㌧
二
の
 
コ
 ・
）
 ぎ
 Ⅱ
で
は
、
仏
陀
、
 
龍
樹
 、
孔
子
を
よ
り
詳
 

し
く
論
じ
て
い
る
。
 

（
㌍
）
ヤ
ス
パ
ー
ス
・
蜂
鳥
 旭
雄
訳
 
「
仏
陀
 
と
龍
樹
ヒ
 

一
九
六
 O
 
年
 、
 

理
想
 社
 、
一
九
五
頁
以
下
の
「
あ
と
が
 ぎ
 」
参
照
。
こ
こ
に
は
 

玉
城
 康
 四
郎
「
ヤ
ス
パ
ー
ス
と
仏
教
」
の
ほ
か
、
こ
の
問
題
に
 

関
す
る
現
在
ま
で
の
論
 者
 の
い
く
つ
か
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 



  
0
 常
務
理
事
会
 

日
時
昭
和
三
七
年
一
二
月
一
五
日
（
土
）
 

  

,<2>-   

報 

  

原
田
敏
明
東
海
大
学
教
授
 

中
野
 
幡
能
 
大
分
県
立
芸
術
短
期
大
学
教
授
 

大
須
賀
潔
立
教
大
学
教
授
 

風
間
敏
夫
東
京
大
学
印
度
哲
学
科
卒
 

平
井
直
夷
国
学
院
大
学
助
教
授
 

田
丸
 
徳
善
 
東
京
大
学
助
手
・
大
正
大
学
講
師
 

  

執
筆
者
紹
介
 

  

  
(570)  96 



  

  

                                                          Ⅰ 

昔 評 

    O 
理   

、 が接   をめ 、 

予し東た 会結ぐ 全戸 受つめ二 

ド "   
ム 二 一 

  

文 倉 Ⅱ L も論一 の 文四 
研 と調   社 を集   

、 れ 人格 に 0 刊 推 @ こ O 
O 薦収 O 

す載時 
るす 
こ ろ   と た 

 
  

 

附
記
 

 
 

本
誌
は
、
直
接
刊
行
 費
 の
一
部
と
し
て
、
文
部
省
研
究
成
果
 刊
 行
費
の
 

 
  

 

補
助
金
の
交
付
を
 ぅ
 け
た
こ
と
を
附
記
し
ま
す
。
 

 
 

 
 

 
 

"
"
"
 
随
 

。
 

可
 

新
入
会
 旦
 紹
介
 

新
井
昭
広
京
都
市
左
京
区
北
白
川
西
伊
織
 
町
 二
三
 

美
 山
荘
内
京
都
大
学
大
学
院
 

目
目
 
Ⅰ
 い
 ）
下
ト
 弔
 ・
 
再
巨
ノ
 
屈
の
宙
）
Ⅰ
 

け
 

名
古
屋
市
昭
和
区
若
柳
町
二
一
八
 

早
坂
 
博
 

宮
城
県
仙
台
市
新
坂
道
入
 0
 

東
北
大
学
大
学
院
 

後
藤
光
一
郎
東
京
都
世
田
谷
区
下
馬
打
 ニ
ー
 四
二
 

東
京
大
学
大
学
院
 

倉
沢
朽
津
京
都
市
上
京
区
北
野
北
町
選
仏
寺
内
 

神
戸
大
学
助
手
 

高
雄
 
義
堅
 
富
山
市
町
村
蓬
莱
 寺
 

高
岡
仏
教
学
院
長
 

田
ノ
倉
亮
繭
 
東
京
都
大
田
区
安
方
町
一
一
二
 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
僧
侶
 

寺
川
越
 
芽
 

大
阪
市
大
王
寺
区
大
道
二
丁
目
 一
 三
二
 

勝
部
 広
 正
方
 

龍
 谷
大
学
研
究
室
副
手
 

佐
藤
成
 
順
 

東
京
都
品
川
区
南
品
川
四
 ｜
三
セ
八
 

大
正
大
学
大
学
院
 

（
以
上
一
月
一
八
日
理
事
会
承
認
）
 

  



Various Types of Mijaza (g@) 

Toshiaki Harada 

Miyaza is usually defined as the cult-group of a Shinto shrine. However, not 

.every shrine has an affiliated Miyaza organization. Originally, only the tutelary 

'deities of local villages were celled Miya, the shrine. Accordingly, Miyaza is 

the cult-group of a village shrine whose proper function consists in a common 

.administration of the ritual performances of the tutelary deity. 

Such being its proper nature, there can be in principle only one Miyaza 

.organization in each village. In other words, it is a social group based on 

.local principle. I t  is not rare, however, that in the course of time a local 

.community be transformed into a kind of kinship organization. This is especially 

the case with the Miyaza where its members become priviledged within the 

-village community. Where the membership has thus become a hereditary 

-priviledge, it is usually called kabu (*literally meanig stock) or suji (Bliterally 

meaning sinue). 

Thus, there are among Miyaza groups some which are primarily based on 

t h e  principle of local affinity, and others based on the hereditary principle. 

Generally speaking, the latter may be regarded as  derived from the former. 



The Syncretism of Ancient Shinto and Buddhism 

-On the Origin of Hachiman (/I@) -Cult- [ 

Hatayoshi Nakano 

The present paper makes an attempt to trace the origin of the Hachiman- 

deity out of the syncretism of various religious trends centered around the nor- 

!< thern part of Kyushu. Originally the Hachiman-deity was the tutelary deity 
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of the Usa (3E) Clan arising out of the naturistic beliefs of the province. 

This cult was then influenced by the divinatory practices of the Nakatomi (+ 
E) Clan and by the Buddhistic beliefs of the Hat a (?&) Clan. Thus  the " stran- 

ge shaman of Kyushu Province" (&3leG) mentioned in the ancient records 

came into existence. In the process of spreading into the  folk, these shamans 

gradually assimilated the Buddhist beliefs and became a kind of shaman-priests. 

At last, there emerged also among the members of the Usa Clan a group of 

such shaman-priests who were later known under the name of Nimmon-bosatsu 

(AM8E). 
In the meantime, the Usa Clan made a league with the Hata Clan and under- 

took a common project of irrigational constructions in the Yawata (/?@) Dis- 

trict in the northern part of Kyushu. Parallel to this, they established a common 

cult of the Deity of Yawata.  After the Taika Reformation (kjC&%) in t h e  

7 t h  Century,  by which the  Japanese s ta te  was centralized to a considerable 

degree, an  increased contact between the northern Kyushu and the Yamato (A 

@) province was established and the Deity of Yawata became identified with 

the  deified Emperor Ojin (jZ@). 

After this, the two cults:  those of Yawata and of the shaman-priests of Usa 

were brought together. By this syncretism, the female deity worshipped by the  

shaman-priests of Usa was given the place of the mother deity of the  Yawata.  

In this way, the cult of Yawata Deity was established who was later renamed 

Hachiman (A@). 



Christianity and 

-On the place of 

Philosophy 

Philosophy- 

In  modern times Christianity had to vindicate itself against the  impact of 
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scientific view of the world and the life. In the  course of it, Christianity ha& 

lost itself into that  against which it was vindicating, and had become a philosophy 

of life. In recent, especially after the First World War Christanity rediscovered 

and reaffirmed itself a s  a historical religion, revealed by Jesus Christ and his 

Church. This rediscovery gave rise to the so-called theologism which denied 

any  stand of philosophy in Chiristianity. But if philosophy has its proper role 

and place for human living, it is the same a s  in Christianity which solely 

depends upon revelation. So, in this paper, I should like to find out what is the  

role and place of philosophy through the analytic examination of Christian 

existence. (For reference, see also No. 169 of this magazine) 



An Interpretation of the Buddhist Theory 

of Non-Ego of Five Elements 

With Reference to Samkhara 

Toshio Kazama 

The meaning of the term smirkhzra in the Pali Canon is difficult to determine. 

However, since it may be regarded a s  a central concept originally introduced 

by the Buddha, it is of utmost importance for the understanding of t h e  

Primitive Buddhism to clarify i ts  connotation. For this purpose, the present 

paper makes an  attempt to examine the nature of the Five Elements Theory in 

terms of the historical development of the concept of iitman before the Buddha. 

Yiijzavalkya, the most important thinker in the Upanisad, said that there 

is no s a n j z  after death, and that Ztman means vij?;iina-ghana. ~ a n j z  is the 

consciousness aiming a t  the satisfaction of empirical desires, whereas v i j 3 n a  

designates the function of discrimination and hence of abstraction. The former 

is derived from the kZma of man, and the latter culminates in the grasping of 
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metaphysical ideas. In a sense, these two may be regarded as the fundamental 

,.conception of the BrZhmaqa and the Upanisad respectively, and the transition 
. - 

.from the former to the latter corresponds to the historical development of Indian 

-thinking from the Briihmana to the Upanisad. In the BrZhmana, self-perfection 

:by means of rituals (Z tma-shskr t i )  is required a s  the necessary condition 
I. 

:for attaining immortal life after death. In the Upanisad, however, atman in 

the sense of v i j h a  or p r a j % m  was transformed into a metaphysical concept. 

The Buddha, by reflecting upon this historical development, came to 

conceive samkhZra as a function of an individual person. In its consequence, 

h e  was led to the thory that the Five Elements do not contain any Ego. 


