
日
本
の
巫
女
を
宗
教
民
俗
学
的
立
場
か
ら
究
明
す
る
 場
 合
に
 、
ど
の
よ
う
な
問
題
点
が
存
す
る
か
に
つ
い
て
は
か
 つ
て
若
干
触
れ
た
こ
 

（
 
l
 
上
 
-
 

と
が
あ
る
。
そ
の
中
で
私
は
、
日
本
の
巫
 俗
を
 、
周
囲
 諸
民
族
と
の
比
較
に
お
い
て
検
討
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
 を
 強
調
し
た
。
そ
し
て
 

9
 
%
 
 そ
の
「
比
較
研
究
の
第
一
歩
と
し
て
は
、
ま
ず
 何
よ
 り

も
先
に
日
本
民
俗
学
プ
ロ
パ
ー
の
領
域
で
、
不
十
分
 な
 点
、
未
整
理
の
要
素
を
究
 

 
 

餅
明
 検
討
す
る
努
力
が
っ
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
 こ
と
、
つ
ま
り
「
比
較
研
究
の
可
能
な
段
階
に
到
達
す
 る
た
め
に
急
い
で
そ
の
お
 膳
 

ぬ
 
立
を
す
る
必
要
が
あ
る
」
（
日
本
民
俗
学
会
編
「
日
本
 
民
俗
学
会
報
 
L
 四
三
号
、
二
八
頁
）
こ
と
を
力
説
し
た
。
 私
 じ
し
ん
も
、
こ
の
要
望
に
 

弓
 
応
え
る
た
め
、
こ
こ
一
両
年
は
主
と
し
て
東
北
地
方
 に
 現
在
す
る
巫
女
の
機
能
や
伝
承
に
注
目
し
な
が
ら
 臨
 地
 調
査
を
 っ
 づ
け
て
き
た
。
 

酪
 
そ
の
結
果
、
こ
れ
ま
で
学
界
に
提
出
さ
れ
て
い
た
 多

く
の
疑
問
点
を
再
確
認
し
た
り
、
新
し
い
問
題
点
を
発
 見
し
た
り
、
ま
た
、
こ
れ
ら
 
い
 

寄
 

ロ
 
の
間
頭
解
決
に
関
す
る
多
少
の
曙
光
が
期
待
で
き
る
 資
料
に
遭
遇
す
る
機
会
に
も
恵
ま
れ
た
。
そ
れ
ら
に
 っ
 い
て
は
逐
次
公
表
し
て
各
位
 
ュ
 

  
  

発 

題 

の 

趣 
し 
日 

１
玉
業
を
通
し
て
観
た
口
寄
せ
の
時
季
に
つ
い
 

て
 桜

井
徳
太
郎
 

日
害
 巫
 俗
の
宗
教
 民
 俗
学
 的
 考
察
 



巫
女
が
施
行
す
る
口
寄
せ
の
時
季
に
一
定
の
原
則
が
み
，
 
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
研
究
は
、
管
見
の
及
ぶ
か
ぎ
り
 で
は
き
わ
め
て
少
な
 

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 

-
2
 
）
そ
の
数
少
な
い
論
究
で
も
、
こ
の
 
点
 に
重
要
な
問
題
の
存
す
る
こ
と
を
強
調
し
、
そ
の
 解
 明
に
学
問
的
意
義
を
み
 

(2)  2 

    
  

方 
法 
と 
見 
通 
し 

ブ い ら 直 巫 て 以 て の 

@ 

所存 

で 

あ 
る 
  

調 と   

本稿 

で 

ま ｜   
そ 
の 
  
つ 

口 

寄 

女 
  
行   よ ナ 

出 れ 口   こつ 判を了コ 。民俗カ カ る る 、 を避 岸 の 一 現 が 寄   
し 些 せ 寄 
た か の せ 
の の 葉 の   で 混 を 時 

と 士 l ロ、 あ 乱 常 季 
ろ を 時 @% 
う ま召 を〒 つ 
か く な   
o こ う て 

そ と も   
の な の 閏月 

題 
な 植 行 っ   K 

を 然 (2@   
究 と 特   
明 匠 定 て   提一   て さ 時 小 

、 解 。 タ な な の 、 れ 季 し 



日害 巫 俗の宗教民俗学的考察 

と
め
、
研
究
の
価
値
の
重
要
度
に
触
れ
た
の
は
、
皆
無
 と
い
っ
て
い
い
く
ら
い
に
少
な
い
。
こ
れ
は
、
研
究
者
が
 初
め
か
ら
巫
女
機
能
の
 

呪
術
的
神
秘
性
に
魅
せ
ら
れ
た
た
め
に
、
心
霊
的
側
面
 の
み
を
重
視
し
て
、
こ
の
点
を
見
過
し
て
し
ま
っ
た
た
め
 か
 、
あ
る
い
は
逆
に
そ
 

れ
を
迷
信
的
行
為
と
断
定
し
、
そ
れ
の
も
っ
民
族
宗
教
 的
 意
義
を
軽
視
ま
た
は
無
視
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
 う
 。
と
に
か
く
そ
う
し
 

た
 偏
っ
た
予
見
の
ま
ま
で
巫
女
伝
承
の
調
査
を
行
な
っ
た
 方
法
上
の
弊
が
現
わ
れ
た
た
め
だ
 る
ぅ
と
 考
え
る
。
 

私
も
ま
た
当
初
は
、
か
か
る
一
般
的
予
見
の
偏
執
を
脱
 す
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
、
相
当
の
調
査
時
日
を
無
駄
に
 し
て
し
ま
っ
た
こ
と
 

憶
 
ま
こ
と
に
惜
し
ま
れ
て
な
ら
な
い
。
巫
女
資
料
 採
 実
 の
た
め
、
東
北
の
各
地
域
を
遍
歴
し
て
い
る
う
ち
に
、
 津
軽
 イ
ダ
コ
 、
南
部
 イ
 

ダ
コ
 、
秋
田
の
 

々
チ
ッ
コ
、
コ
 、さ
ら
に
 旧
 仙
台
藩
領
内
の
 オ
ガ
 ミ
ン
、
オ
ガ
ミ
サ
 マ
 、
福
島
県
下
の
 ノ
リ
ワ
ラ
 、
 北
 奥
羽
に
 

活
躍
す
る
 ゴ
ミ
ソ
 な
ど
の
存
在
を
知
り
、
そ
れ
ら
相
互
 を
 比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
そ
の
盲
点
に
気
 づ
い
た
の
で
あ
る
か
 

ら
、
 深
く
そ
の
不
明
を
恥
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
 

巫
女
の
口
寄
せ
に
、
シ
ン
ク
チ
（
新
口
）
・
フ
ル
ク
チ
（
 舌口
）
・
 イ
 キ
ク
チ
（
生
口
）
・
シ
ニ
ク
チ
（
死
口
）
 

と
 い
 う
 区
別
の
存
す
る
 

こ
と
を
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
 施
行
期
日
や
実
施
の
時
季
に
、
き
わ
め
て
峻
厳
な
規
制
 0
 枠
が
設
け
ら
れ
、
 
強
 

固
 な
制
禁
の
タ
ブ
ー
が
生
き
て
い
る
こ
と
は
知
ら
な
か
 っ
た
 。
数
次
に
わ
た
る
東
北
地
方
の
巫
女
調
査
に
お
い
て
 初
め
て
そ
の
事
実
を
知
 

（
Ⅰ
 

3
 
）
 

り
 大
い
に
驚
嘆
し
た
次
第
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
さ
ら
に
 こ
の
点
を
日
本
列
島
の
各
地
、
と
く
に
南
九
州
か
ら
南
西
 部
 へ
と
点
在
す
る
 
ト
カ
 

ラ
 ・
奄
美
等
の
南
西
諸
島
、
さ
ら
に
沖
縄
列
島
の
巫
 俗
 ほ
 つ
い
て
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
の
地
域
差
が
歴
然
と
し
 て
く
る
。
こ
う
し
た
 地
 

域
 差
の
生
じ
た
所
以
を
追
究
し
、
丹
念
に
正
格
変
化
の
 ト
レ
ー
ス
を
行
な
う
こ
と
が
何
よ
り
も
緊
急
な
作
業
で
あ
 る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

そ
こ
で
第
一
に
は
、
巫
女
機
能
の
今
な
お
活
発
な
北
辺
 の
 東
北
地
方
と
、
そ
の
南
端
の
南
西
諸
島
・
沖
縄
地
方
に
 お
い
て
、
ど
の
よ
う
 

な
 特
徴
が
み
ら
れ
る
か
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 そ
し
て
第
二
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
展
開
す
る
 巫
俗
 相
互
の
比
較
研
究
を
進
 
ぃ
 

め
て
、
相
互
間
に
ど
の
よ
う
な
繋
が
り
・
脈
絡
・
系
譜
 が
 め
 と
め
ら
れ
る
か
の
分
析
を
行
な
う
。
か
く
し
て
各
地
 域
 ご
と
の
特
質
が
明
ら
 
<
x
.
 

  



(4)   

中 の 間 縄 そ 能 機 か 
心 綿 の 週 こ し と 能 に 
に 留 住 し の て な す な 

、 な 急、 て 問 そ る る っ 

期 の 査 唾手   たら、 調査 検討 調 な きた 題 は の の変遷 う こ 0 巫俗 第三 間中 積み 研究 実に 巫女 推移 うし 地域 

筆 垂 で か じ の た 差 に   
み の 功 が ん 学 業 そ 接   
か に 期 、 密 跡 程 子 地 

ら 立 待 ま 結 づ を 宿 帯 にお 被 が 脚 し する た巫 社的 けに 経た を 、 ける 験者 広 た こと 女伝 閉鎖 成功 のち 誤り 

と 地 は 承 仕 す に な 巫 
な 域 無 の 会 る お く 俗 
つ め 埋 門 を こ い 解 の 
て 調 と 容 構 と て 説 採 

体 査 い が 成 が 初 し 集 
験 を う 民 し で め 合 と 

              、 き て 理 分 
た 丹 の 領 ま る 量 的 析 
専 念 で 域 た も 終 な に 
実 に あ の そ の 的 説 着 

な統 どけ る う なうとに かい 者 、 明手 をす こ 基 る る必要にも 加える 。 十分 でもこ 状態 ぅ える。 日本に 

づ が に と を お だ こ 

い る 時 さ 保 け け ま て そ る 。 間らち を機な るので 巫 裏 作   文 材 業 
め が を 
歴 築 造 らかな 一端を 稿では 、か け に属す 

報 、 つ る り 史的 りめ 、 て 行く 告す 東北 心地 こと 長期 系譜 全体   
に 方 に た 歴   
止 で 属 め 史   
め の す に 的 発 精 敏 
た 見 る " 時 
ぃ 聞 玉 垣 代 

。 を 俗 期 を 社会に 属 と、 築が同 

あ そ の あ は 
日 ろ の 断 る な 死 
本 ぅ 古 定 か い の 

のか口は 垂 。 奇正、 ら こ後 。 直 
女 せ し こ れ に 
    
も 変 。 古 対 者 
  
と 化石国しを しし寄、 要 一一 

も て そ せ 死 家 二 
素 
    
                    口 

7:"" よ た す を な て と 
姿 

勢 
を一 

不 
す   
と る 寄 的 経 を 布 
  と せ な た な 
  結 の 風 フ こ 

  論 五 儀 か な 
し が だ ボ ラ 

  て ロ と ト 、 
オー @ も 寄 断 ケ い 
    
  差せじ（ しの て古ゆ 
て 玄 圃 よ 仙 る 

本 え 百 か ） 新 
土 な 形 を に 口 
  
巫 
女 の風は う。生態を示いよう 対する 

  で す な 古   
  あ も く 口 目 

    る の と 寄 木 
" 玉 。 で も せ 列 
を は あ 現 は 島 
表 ア 。 @ 
    全域 存のり、伝 
す て そ 巫 く を 
と そ れ 儀 仝 お 
さ   
    
る 定 し す み て 
南 し て る ら い 
西 
諸 

て 新 限 れ る 

島   
や で   こ で で 



口 毒荏 冊 の宗典民俗学的考察 

キ 一 し か 口 音 
の い い と 寄 無 と 行 そ 目口                         て セ て の は   を会 」、。 仏 露地 して 施し し ， O 地 ど、の ろしとも な し 帯で 東北 こと で シ わゆ 両者 ユ う施 ち、 タ 部に いう 正儀 死者 で行 そこ 朝ロ 。明 ほか をよ 際 立 

のぢ の古手 半 る し第を   
  
て と ど 目 の と コ   と 新 こ の   

の 北 宗 て 一   が で の い口 め うもが， " ろよ " つ 

も も 庵 @ ナ 「，よ 西部）津軽方式 しえ 統 南 番 ナ ど 死 部 あ っ 美   で 郡   る と や ィ 言 
明 。 区 が も 琉 者 

に た 宮 、 多 球 の 
多 ぃセ （ 遅日域 伺 い の 妻   喪 口 く の 県 れ の 島 望 

近 4  @ 手 家 ） と 夜 の   
な ・ も   ヲヒ   

の コ 新 ど ッ 四 あ 部 て 俊 ュ え 
変 が 口 で ギ 十 る に 

化 、 を は ク 丸 い か   
で 喪 寄 、 チ 日 は け   霊 死後 の 目に @ 行 な 
あ 家 せ 以 葬 た 
る に る 一 日次 （ 内式オ 四 施 ラ ロ 
こ 招 イ 二 ロ に を ガ   十 村 口 寄 
と ； 3  タ 晩 ） は 出 、 九 す 寄 せ   が れ コ 連 ・ す し ン 日 る せ を 

続 コ ま た ま の 初 は 行 
と み寄新口 （ 「 明 ら ては 新、 し ま し 日 た ィ 七 新 な 

  (5) 



上
述
の
問
題
点
に
答
え
る
前
に
、
口
寄
せ
の
時
季
を
め
 ぐ
っ
て
展
開
す
る
 巫
 俗
の
特
徴
に
つ
い
て
触
れ
低
け
れ
ば
   

    
な も 

  
一 し す す ガ一 マ る   

  

ィ谷 

      0 死 つ う く 木 
0 霊 ま 質 殺 町 

口口 本番 頷 内 いの機の 。 う 合有 
の せ で こ ち に 無 
玉 に 括 れ に 触 に 川合 り、死に問い日以内 の 問であ 刊 する -6- 
女 精 躍 は 死 れ よ 
研 力 す 新 着 る っ 新け のか後る。 一 。 そ蔵 地 

ボ て 0 こ の 尊   
お 中 い の 寄 に 定 ケ 反 日 点 額 縁 
け す わ 両 せ す す を 応 を を を 日 

る る の 口 を る る 呼 が 経 確 愛 で 
も 風 る る す 。 こ び な 過 め け あ 

っ 儀 南 と る 日 と る 出しⅠ。 Ⅲ し 。 るノ しな て か   て そ い ら ダ そ 
強 真 タ 施 の お い い の 新 イ コ の 
い 何 コ 付 鳳 け っ 6 部 ボ ラ が 地 

こ 度 ト タ 閉 蔵 
関 心 かとすがるた らいる、 巫い と 別 ケ カ ロ 講 
を 対 ち 旧 会 友 ど に 人 に の 策 祭 
よ 立 じ 仙 城 地 う な の 対 数 一 に 
ぶ す る 台 に 帯 い る 死 す 珠 番 は 
問 る し 藩 ね め ぅ   霊 る る に   
題 。 く 頒 た 典 憲 だ が 口 繰 発 ィ 

点 そ 接 の っ 型 味 か 現 寄 っ す タ 

の う 近 オ て 的 を ら わ せ て る コ 

(6)  6 



Ⅲ
新
口
寄
せ
の
種
類
 

ま
ず
新
口
寄
せ
の
時
季
に
つ
い
て
は
、
凡
そ
次
の
 

一
 
0
 種
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
 

1
 、
死
の
当
夜
か
翌
日
つ
ま
り
埋
葬
以
前
の
儀
礼
 と
し
て
行
な
う
も
の
で
あ
る
。
多
く
は
通
夜
の
行
事
と
す
 

る
が
、
通
夜
に
つ
い
 

て
は
、
別
に
仏
僧
を
招
い
て
仏
教
式
の
読
経
世
 

垂
 を
し
、
 口
寄
せ
は
そ
の
後
で
執
行
す
る
。
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
は
 

通
夜
を
省
き
、
口
寄
せ
 

の
み
で
済
ま
せ
る
。
む
し
ろ
そ
の
方
式
が
本
 

伍
に
 叶
う
 ち
 の
だ
と
考
え
て
い
る
所
も
少
低
く
低
い
。
こ
の
例
は
東
 

北
 地
方
 @
 
」
と
げ
 

に
硅
什
注
 

前
 の
 

北
部
地
方
か
ら
三
陸
沿
岸
の
海
村
に
分
布
す
る
。
 

2
 、
埋
葬
日
の
当
夜
、
ま
た
は
翌
夜
こ
の
例
も
ま
 た
オ
ガ
 ミ
ン
・
オ
ガ
ミ
サ
 
マ
 地
帯
に
広
く
拡
が
っ
て
い
る
 
。
し
か
し
分
布
の
広
 

さ
で
は
、
 ェ
 に
ま
さ
る
。
こ
の
地
方
で
は
埋
葬
の
こ
と
 

を
 法
事
と
い
い
、
法
事
が
す
む
と
直
ち
に
「
忌
中
払
い
」
 

を
す
る
。
そ
の
席
に
は
 

仏
僧
が
列
座
す
る
が
、
す
む
と
喪
家
と
菩
提
寺
と
の
 

関
 係
は
四
十
九
日
の
忌
明
け
ま
で
途
絶
え
る
。
そ
こ
で
埋
葬
 

の
す
ん
だ
当
夜
ま
た
は
 

翌
日
の
晩
に
、
同
族
・
親
戚
・
縁
者
・
知
友
を
招
い
て
 

盛
大
な
口
寄
せ
を
す
る
。
北
部
陸
前
地
方
、
こ
と
に
宮
城
 

県
 本
吉
郡
・
気
仙
沼
市
 

手
 県
東
磐
井
郡
・
陸
前
高
田
面
地
区
で
も
っ
と
も
盛
ん
 

で
あ
る
。
こ
の
地
方
の
民
庶
の
間
で
は
、
こ
の
口
寄
せ
 

供
 養
の
済
ま
低
い
う
・
 
岩
 

ち
は
葬
式
が
終
っ
た
気
持
に
な
れ
な
い
と
い
っ
て
 

、
と
 く
に
重
要
視
す
る
。
 

 
 

式
は
 前
二
者
と
同
じ
で
あ
る
。
 

 
 

は
ほ
ぼ
前
者
と
同
じ
で
あ
る
。
 

 
 

ご
と
く
三
日
目
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
例
も
あ
 

る
が
、
多
く
は
東
北
地
方
の
 

 
 

い
だ
に
、
あ
る
い
は
 
セ
 口
目
に
行
な
え
ば
よ
い
、
と
し
て
 

い
ろ
。
要
す
る
に
 
初
セ
 日
域
 

宗
ヒ
 

船
内
と
す
る
点
に
お
い
て
共
通
す
る
も
の
が
み
ら
れ
る
 
 
 

 
 

群
島
の
一
つ
沖
永
良
部
島
の
ご
と
く
、
こ
の
日
を
定
日
 

と
し
、
こ
の
口
寄
せ
を
も
っ
 
7  (7) 



て
、
マ
 ブ
イ
 ワ
カ
シ
 （
死
者
の
霊
魂
と
訣
別
）
の
意
味
と
す
 

る
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
。
 

6
 、
四
十
九
日
、
及
び
そ
れ
以
内
沖
縄
列
島
な
ど
 で
は
、
死
後
セ
口
ご
と
に
 ユ
 タ
を
招
い
て
供
養
を
し
、
 最
 後
に
四
十
九
日
の
中
 

陰
の
日
に
盛
大
な
口
寄
せ
を
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
 本
 土
 で
も
こ
の
例
は
少
な
く
な
い
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
 仏
教
の
経
説
の
影
響
を
 

つ
け
た
た
め
と
み
な
さ
れ
よ
 う
 。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
 今
後
の
討
究
を
必
要
と
す
る
。
 

7
 、
忌
み
明
け
初
七
日
と
か
四
十
九
日
な
ど
と
 日
 を
 限
定
し
な
い
で
、
忌
み
明
け
の
斎
忌
儀
礼
と
し
て
施
行
 す
る
。
そ
う
い
う
 例
 

も
 少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
 

8
 、
 一
 00
 日
東
北
地
方
の
新
口
地
帯
で
は
、
 在
 所
に
 イ
タ
コ
 が
い
な
か
っ
た
り
、
イ
タ
 コ
 の
都
合
に
よ
っ
 て
 口
寄
せ
が
で
き
 

ず
、
 止
む
を
え
ず
四
十
九
日
を
過
ぎ
た
ば
あ
 い
 に
は
、
 一
 00
 日
日
に
施
す
と
い
う
風
が
あ
る
。
筆
者
の
現
地
調
 ま
 中
に
も
、
宮
城
県
石
 

き
市
の
 オ
ガ
 ミ
ン
、
佐
々
木
 き
え
 氏
の
所
へ
在
郷
の
稲
 井
町
 真
野
の
 K
 氏
一
族
が
寄
り
合
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
 一
 
0
 0
 日
経
っ
た
死
者
の
口
 

寄
せ
を
依
頼
し
て
い
る
実
例
に
遭
遇
し
た
（
昭
和
四
十
一
 
年
三
月
二
十
七
日
調
査
）
。
 

9
 、
 初
 彼
岸
・
初
盆
死
後
、
死
者
の
初
め
て
迎
え
 る
 新
盆
、
ま
た
は
 初
 彼
岸
に
行
な
う
と
す
る
例
も
 、
 少
な
 い
 数
で
は
あ
っ
た
 け
 

れ
ど
北
部
陸
前
の
旧
仙
台
藩
領
内
で
み
と
め
ら
れ
た
。
 

㏄
、
二
度
の
 ア
ズ
サ
 

死
者
の
口
寄
せ
を
、
出
棺
前
 0
 通
夜
の
晩
ま
た
は
埋
葬
直
後
に
施
行
し
た
喪
家
が
 、
四
 十
九
日
以
内
に
も
う
 

一
度
繰
り
返
し
行
な
 う
 死
者
供
養
行
事
で
あ
る
。
 ア
ズ
サ
 と
は
梓
弓
を
指
す
。
と
同
時
に
、
か
っ
て
梓
弓
の
弦
を
 棒
 で
打
ち
、
ぶ
ん
ぶ
ん
 

鳴
ら
し
な
が
ら
死
霊
の
心
境
を
か
た
っ
た
時
代
の
古
風
 儀
を
表
わ
す
名
称
で
も
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
起
源
の
古
さ
 を
 示
し
て
い
る
。
愛
惜
 

の
念
 措
く
あ
た
わ
ざ
る
も
の
に
対
し
て
は
、
一
度
の
ロ
害
 せ
 の
み
で
十
分
に
意
を
尽
く
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
の
 で
あ
ろ
う
。
遺
さ
れ
た
 

も
の
の
悲
嘆
が
募
り
に
募
っ
て
、
正
儀
「
二
度
の
梓
」
を
 生
み
出
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
 

㈲
 
イ
タ
コ
 の
出
張
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新
口
寄
せ
の
会
場
に
は
、
原
則
と
し
て
喪
家
が
あ
て
ら
 れ
る
。
喪
家
の
都
合
や
巫
者
の
個
人
的
事
情
に
よ
っ
て
 、
 
一
定
の
期
日
に
開
催
 

不
可
能
と
な
っ
た
ば
あ
い
に
の
み
、
喪
家
の
一
家
 番
族
 縁
者
が
挙
っ
て
 巫
 家
に
赴
き
、
口
寄
せ
を
依
頼
す
る
。
 

そ
 れ
 以
外
は
た
い
て
い
 喪
 

家
で
行
な
う
。
 

し
た
が
っ
て
東
北
地
方
で
も
南
西
諸
島
で
も
、
当
日
 イ
 タ
コ
 の
喪
家
へ
出
張
し
て
く
る
例
が
圧
倒
的
に
多
い
。
 

喪
 家
で
は
、
死
者
が
出
 

る
と
、
そ
の
訃
報
を
旦
那
 寺
 ま
た
は
親
類
縁
者
に
告
知
 す
る
。
そ
の
際
の
告
知
人
足
を
 ッ
カ
ィ
 と
か
 ツ
ゲ
 ま
た
は
 
ッ
ゲ
ト
 と
よ
ぶ
。
日
中
 

で
も
提
灯
を
掲
げ
、
 
蓑
 
・
 笠
 
・
脛
当
て
・
 草
 韓
に
身
を
 固
め
、
も
の
も
の
し
い
扮
装
で
出
掛
け
る
。
そ
し
て
 ッ
ゲ
 に
は
必
ず
人
足
の
二
人
 

を
 充
て
て
い
る
。
口
寄
せ
の
た
め
の
「
イ
タ
コ
 招
び
 」
 も
 ま
た
、
そ
れ
と
同
様
に
行
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
 い
る
所
が
多
い
。
立
者
 

が
 遠
方
の
ば
あ
 い
 に
は
、
仝
日
で
は
タ
ク
シ
ー
と
か
 自
 家
 用
車
で
迎
え
に
行
く
が
、
以
前
は
馬
を
牽
い
て
行
き
、
 そ
の
馬
背
に
の
せ
て
 案
 

内
 し
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
イ
タ
 コ
 の
帰
路
に
は
、
 
か
な
ら
ず
 オ
ク
リ
 が
つ
き
、
祭
壇
に
飾
ら
れ
た
供
物
の
 す
べ
て
、
ま
た
は
口
寄
 

せ
 進
行
中
の
中
休
み
に
出
る
ど
馳
走
、
さ
ら
に
並
居
る
 縁
者
の
奉
仕
す
る
口
寄
せ
料
が
、
こ
と
ど
と
く
 巫
 考
へ
の
 土
産
と
な
り
収
入
と
な
 

る
 。
オ
ク
 リ
 は
立
者
の
道
案
内
と
と
も
に
、
土
産
物
の
 運
搬
役
 ち
果
 た
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
 

㈹
ナ
ナ
 ク
ラ
ョ
セ
 
・
 持
 っ
こ
流
し
 

秋
田
県
の
北
部
と
、
こ
れ
と
境
を
接
す
る
青
森
県
の
南
 津
軽
の
村
々
で
は
、
急
死
者
・
変
死
者
、
ま
た
は
愛
惜
 す
 る
 者
の
死
を
み
た
ば
 

あ
い
、
そ
の
 
愛
 隣
の
情
を
表
現
す
る
た
め
に
、
特
別
の
 口
寄
せ
を
行
な
 う
 。
秋
田
県
の
八
郎
潟
周
辺
か
ら
北
の
山
 本
部
・
北
秋
田
郡
・
 
鹿
 

角
部
地
方
に
か
け
て
は
ハ
 チ
ョ
セ
 
・
ナ
ナ
 ク
ラ
ョ
セ
 
・
 ナ
ナ
 ク
 ラ
オ
ロ
シ
と
い
い
、
両
津
軽
の
村
々
で
「
 舟
 っ
こ
 流
し
」
と
い
う
。
一
家
 

の
 柱
石
た
る
地
位
に
あ
る
人
や
学
齢
前
の
乳
幼
童
 児
 の
 告
 ゅ
 病
死
・
溺
死
・
事
故
死
に
対
し
て
は
、
例
外
な
く
挙
行
 す
る
。
以
下
そ
れ
を
め
 

 
 

 
 

 
 

ぐ
っ
て
の
 
巫
 俗
の
大
要
を
紹
介
し
て
お
く
。
 

津
軽
地
方
で
は
、
た
い
て
い
四
十
九
日
ま
で
に
行
な
う
 こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
 4
 タ
 コ
 を
招
い
て
祭
壇
を
飾
 り
 、
霊
前
に
数
多
く
 
9
 



の
供
 階
と
同
数
の
水
を
供
え
、
親
戚
・
縁
者
・
知
友
を
洩
 れ
な
く
招
待
す
る
。
手
の
こ
ん
だ
正
儀
の
展
開
次
第
は
 省
略
す
る
が
、
要
す
る
 

に
イ
タ
コ
 に
呼
び
出
さ
れ
た
死
者
の
霊
魂
が
、
イ
タ
 コ
 0
 口
を
借
り
て
招
待
客
の
す
べ
て
に
話
し
か
け
る
趣
向
で
 あ
る
。
し
た
が
っ
て
 、
 

招
待
客
の
人
数
が
多
い
と
、
夜
を
徹
し
て
も
二
日
二
夜
 は
か
か
る
。
問
い
 ロ
 の
す
べ
て
が
終
わ
り
神
送
り
が
す
む
 と
 、
ど
ん
な
深
更
に
及
 

ん
で
い
て
も
、
か
な
ら
ず
そ
の
日
の
う
ち
に
列
席
者
一
同
 が
 打
ち
揃
っ
て
 死
 皿
を
送
る
。
新
し
く
っ
く
っ
て
霊
前
 に
 供
え
て
お
い
た
小
型
 

の
舟
の
な
か
に
供
物
を
お
さ
め
、
こ
れ
を
 ホ
ト
ケ
 の
ミ
 ャ
 ゲ
 と
す
る
。
ま
た
別
に
藁
人
形
を
 づ
 く
り
、
そ
れ
を
 死
 ふ
 だ
 ホ
ト
ケ
 当
人
だ
と
 

称
し
て
、
そ
の
舟
に
乗
せ
る
。
そ
う
し
て
参
会
者
の
う
 ち
 縁
の
濃
い
者
が
そ
れ
を
 担
ふ
 。
他
の
も
の
は
野
辺
送
り
 の
会
葬
者
の
ご
と
く
 舟
 

の
後
尾
に
連
な
り
、
海
村
の
部
落
な
ら
浜
辺
の
波
打
際
 ま
で
、
ま
た
内
陸
山
間
の
村
な
ら
川
端
ま
で
行
き
、
そ
こ
 か
ら
 海
 ま
た
は
 川
へ
流
 

す
 。
あ
た
か
も
送
り
盆
の
精
霊
流
し
に
匹
敵
す
る
風
景
 で
あ
る
。
「
 持
 っ
こ
流
し
」
の
称
の
起
こ
っ
て
き
た
淵
源
 は
、
 実
に
こ
こ
に
存
す
 

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 

同
様
の
方
式
は
、
津
軽
地
方
と
境
を
接
す
る
秋
田
県
の
 

 
 

郡
 で
、
そ
れ
を
ハ
 チ
 

ョ
セ
 と
い
う
の
は
、
造
花
で
美
し
く
 祭
 M
.
 

を
飾
る
と
こ
ろ
 

か
ら
み
て
、
「
 花
 寄
せ
」
の
意
で
あ
ろ
う
。
平
安
貴
族
 が
 極
楽
浄
土
を
現
世
に
 

再
現
し
、
そ
の
な
か
で
往
生
を
遂
げ
る
こ
と
を
望
み
、
 居
 室
を
蓮
華
の
造
花
で
飾
り
、
阿
弥
陀
如
来
像
の
五
指
と
 自
分
の
手
と
を
五
色
の
 

余
 で
結
び
な
が
ら
死
ん
で
い
っ
た
 状
温
を
街
佛
 た
ら
し
 め
る
も
の
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
ハ
 チ
ョ
セ
 の
風
儀
が
 、
王
 朝
 時
代
の
西
方
往
生
観
 

と
 結
び
つ
く
か
ど
う
か
は
、
そ
う
筒
型
 に
 断
定
で
き
な
 い
 。
も
ち
ろ
ん
、
東
北
地
方
へ
浄
土
教
が
伝
来
し
た
の
は
 、
そ
ん
な
に
古
い
時
代
 

で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ど
う
み
て
も
浄
土
教
の
直
接
的
 影
響
を
容
認
す
る
材
料
は
発
見
で
き
そ
 う
 も
な
い
。
 そ
 の
 限
り
に
お
い
て
、
 ハ
 

ナ
ョ
セ
 行
事
に
お
け
る
仏
教
的
要
索
の
付
加
影
響
を
あ
 ま
り
強
調
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
地
方
 に
も
、
か
な
り
古
く
か
 

ら
 観
音
信
仰
・
地
蔵
信
仰
の
伝
播
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
 影
響
を
示
す
仏
教
文
化
の
扶
植
が
み
ら
れ
た
か
ら
、
こ
の
 方
面
か
ら
の
追
求
に
も
 

（
 
9
 ）
 

持
続
的
努
力
を
は
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
ハ
 チ
ョ
セ
 を
い
っ
そ
う
大
規
模
に
し
た
の
が
ナ
ナ
 ク
 ラ
ョ
セ
 、
ま
た
ナ
ナ
 ク
 ラ
オ
ロ
シ
で
あ
る
。
そ
の
正
儀
 は
、
 ハ
 チ
ョ
セ
 の
場
 

合
 と
大
同
小
異
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
遺
族
や
縁
者
が
 巫
 

て
 米
銭
の
喜
捨
を
づ
け
る
と
こ
ろ
に
様
式
上
の
連
い
が
 見
 

儀
を
催
す
前
に
、
近
郷
近
在
の
 セ
ヵ
 町
村
を
行
脚
托
鉢
 し
 

ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
喜
捨
を
も
と
で
に
巫
女
を
招
き
 、

戸
 ご
と
に
門
付
け
し
 

、
 ナ
ナ
 ク
ラ
 
（
 セ
座
 ）
 

の
 祭
壇
を
 づ
 く
り
、
口
寄
せ
を
す
る
。
こ
の
正
儀
 を
 ナ
ナ
 ク
ラ
 ョ
セ
ま
た
は
ナ
ナ
 
ク
 ラ
オ
ロ
シ
 と
 称
す
る
の
は
、
 
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
 

口
寄
せ
が
終
る
と
、
小
型
の
木
造
船
に
供
物
や
 、
ホ
ト
 ケ
に
 象
っ
た
人
形
を
入
れ
て
、
 

海
 ま
た
は
川
に
流
す
。
 
参
 会
者
一
同
が
念
仏
を
唱
 

え
な
が
ら
送
っ
て
行
く
風
も
、
ま
た
「
 舟
 っ
こ
流
し
」
と
   

㈹
新
口
寄
せ
の
時
季
の
異
同
 

さ
て
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
新
口
寄
せ
の
全
く
行
な
 わ
れ
な
い
津
軽
地
方
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
南
部
に
ゆ
 く
 に
 つ
れ
て
、
と
く
に
 
秋
 

田
 県
と
境
を
接
す
る
地
域
に
、
そ
の
特
殊
形
態
と
し
て
 の
 
「
 舟
 っ
こ
流
し
」
が
盛
ん
に
執
行
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
 そ
の
接
触
地
帯
の
秋
田
 

県
北
部
で
、
様
式
の
上
か
ら
同
系
統
と
み
な
さ
れ
る
 ハ
 ナ
ョ
セ
 
・
ナ
ナ
 ク
 ラ
オ
ロ
シ
が
催
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
 

こ
れ
は
ど
う
い
う
わ
け
 

で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
が
新
口
寄
せ
で
 あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
も
っ
て
、
こ
れ
を
 オ
ガ
 ミ
ン
 地
帯
（
 旧
仙
 ム
コ
藩
領
内
 

に
 顕
著
）
や
南
島
諸
地
域
の
ネ
ー
シ
 や
ユ
 タ
の
新
口
 寄
 せ
と
同
一
視
す
る
こ
と
、
そ
し
て
両
者
を
無
媒
介
に
結
び
 つ
け
る
こ
と
は
、
早
計
 

に
 過
ぎ
る
と
考
え
ら
れ
る
，
 

し
か
し
な
が
ら
、
と
に
か
く
新
口
寄
せ
類
似
の
方
式
が
 、
 常
人
の
死
で
は
な
く
し
て
変
死
者
や
急
死
者
な
ど
の
 里
 一
 
常
態
に
限
っ
て
適
用
 

さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
 大
 い
に
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
証
明
資
料
の
十
分
に
出
揃
っ
て
 い
な
い
現
段
階
で
は
、
 

い
そ
い
で
結
論
を
下
す
こ
と
に
 跡
蹄
 せ
ざ
る
を
得
な
い
。
 
早
急
な
断
定
を
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
 も
な
い
が
、
い
ち
お
う
 

 
 

の
 予
見
を
立
て
て
み
る
こ
と
も
場
合
に
よ
っ
て
は
必
要
で
 あ
る
。
そ
う
し
た
目
性
を
あ
え
て
お
か
す
と
し
た
ら
ど
 う
 い
う
こ
と
が
い
え
る
㎝
  

 
 
 

で
あ
ろ
う
か
。
 



  

て
 津
軽
地
区
を
中
心
 

津
軽
地
方
で
は
、
 

「
ホ
ト
 ケ
 を
供
養
す
 

と
は
何
処
も
同
じ
で
 

で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
 っ
 

も
ち
ろ
ん
、
 
ホ
ト
 に

 眺
め
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
 

一
般
に
古
口
寄
せ
の
こ
と
を
「
口
開
き
」
と
い
い
古
国
 と
 は
よ
 
ば
な
い
。
北
部
津
軽
地
方
で
は
、
 
古
 ボ
ト
 ケ
と
 か
 

る
 」
と
い
う
の
み
で
あ
る
。
口
寄
せ
の
対
象
た
る
死
者
 の
 霊
を
、
死
後
一
 
0
0
 
日
を
過
ぎ
た
 
ホ
ト
ケ
 に
限
定
す
る
 
 
 

あ
る
が
、
そ
れ
を
彼
岸
 口
 、
金
日
、
ナ
ノ
 カ
 

（
七
日
盆
）
 口
 、
地
蔵
田
、
オ
シ
ラ
ロ
な
ど
と
称
す
る
場
合
が
あ
る
  
 

い
 て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
 

ケ
の
 供
養
を
丁
寧
に
行
な
う
か
否
か
に
よ
っ
て
 、
 家
に
よ
 り
 、
ま
た
地
域
に
よ
り
、
口
寄
せ
の
回
数
に
差
異
が
出
 て
 

（
 
つ
し
 

l
 
人
 
）
 

併
存
地
域
の
旧
 仙
 ム
ロ
藩
領
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。
 
本
稿
で
は
百
口
寄
せ
の
時
季
を
め
ぐ
っ
て
展
開
す
る
 巫
 俗
 の
問
題
 を
、
 
主
と
し
 

く Ⅰ 2) 12 

ま し や そ れ そ れ 
た 東 疑 秋 ぅ よ の れ こ   魚 田 し ぅ 理 て れ 
底 地 は 県 た 。 由 い は 
く 方 す 北 情 と と た ま 

日 @% べ に 勢 に し の ㌧ 

本 お て 現 の か て で た   今 在 な 
島 る 後 み か く " 仏な推 " は く 今古 城田 五 、 のら 研 れ にあ い つが 教 か側 つ の 

穿 る っ の 伝 た 域 
か寄 らせ 古 課 がて 頃 捲 ろを 
            口 悪 ご も か 浸 ぅ 出 
め 盛 穿 と と 、 ら 透 か な 

    
の 津 巫 、 て の の 理 訴 れ 
巫 軽 
俗 藩     解 の の 域 僧 ケ 元 
圧   決 で み か な を 来   を は は ら ど 下 新 
的 南 後 な 依 、 め る 口 

に 郎 日 か 然 そ 関 す 寄 
卓 藩 に ろ と の 年 立 せ   期 う                                 
て の   
い 七 目 い そ 態 ら い 伐 ろ 
る 巫 と の を れ に の く   考 よ 保 な 和 准 か 
帯 の 
で ィ ら東 える 行）Ⅰ @ う こ 持す くな わる 移 と 

も タ 。 判 る っ よ と 北 
あ コ 新 体 て う も 地 
る @C で 制 し に に 方   き が ま な 著 の 
こ ら な 民 っ っ し 北   
に る 6c 間にし、こ た たこ く衰 吾 4 
つ   と の し と 微 お 
づ そ も こ か 低 し い   な り し ど て て 
て て い 、 な も 行 も 
は そ 
新 こ し 。 南が挙っお 淫 らげたこ 
古 は か 軽 ，ら 比 よ @ 



妬
わ
 低
い
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
稀
有
で
あ
る
。
そ
の
 僅
 か
な
例
が
、
北
津
軽
郡
内
の
漁
村
の
 ニ
、
 三
の
部
落
で
 み
ら
れ
た
。
農
村
 郡
 

 
 

 
 

・
五
所
川
原
市
な
ど
の
都
市
で
も
な
い
。
た
だ
し
、
 弘
 前
 市
内
の
寺
院
が
密
集
す
る
㈹
 

 
 

 
 

て
 墓
参
の
人
々
に
口
寄
せ
の
依
頼
を
請
い
、
米
銭
の
士
 
&
 
ロ
 
捨
を
仰
ぐ
風
景
に
接
す
る
こ
 
c
J
 

棚
 
え
て
き
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
 

、
 秋
口
は
い
け
低
い
と
い
う
わ
け
で
は
低
い
こ
と
、
も
ち
 

ろ
ん
で
あ
る
。
 

 
 

森
 県
の
南
部
地
方
、
と
く
に
八
戸
市
内
の
寺
院
で
盆
 

施
 餓
鬼
会
を
催
す
際
に
 

、
 集
る
 

 
 

 
 

は
 、
こ
れ
を
ま
っ
た
く
行
な
 

甘
 く

る
。
丁
寧
な
所
で
は
年
に
何
回
も
繰
り
返
す
け
れ
ど
 も
 、
簡
単
な
家
 

性
差
は
こ
の
よ
う
に
歴
然
と
表
わ
れ
て
く
る
。
そ
れ
に
 も
拘
 わ
ら
ず
、
 

べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
任
務
は
、
主
婦
に
課
 せ
ら
れ
て
い
 

に
 一
回
の
仏
下
ろ
し
は
欠
か
さ
な
い
。
私
の
調
査
期
間
 中
で
も
、
そ
れ
 

女
性
に
少
な
か
ら
ず
遭
遇
し
た
。
 

Ⅲ
苦
口
寄
せ
の
種
類
 

Ⅰ
、
彼
岸
田
春
秋
の
彼
岸
の
期
間
内
に
限
っ
て
 口
 寄
せ
を
す
る
 

秋
口
と
い
う
。
こ
の
型
式
の
古
口
寄
せ
、
つ
ま
り
彼
岸
 口
の
分
布
区
域
 

断
 さ
せ
る
気
持
を
起
こ
さ
せ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
た
だ
し
、
 ど
ち
ら
か
と
 

忙
 を
き
め
 ぬ
 な
い
 う
 ち
の
春
日
が
さ
か
ん
で
あ
る
。
 

と
 く
に
春
の
訪
れ
 

迎
え
る
こ
と
と
な
る
の
で
、
や
が
て
到
来
す
る
農
繁
 季
 直
前
の
春
田
 に
 

の
よ
う
に
稲
の
刈
入
れ
収
穫
の
季
節
が
は
や
く
な
る
と
、
 そ
の
時
季
が
 で

は
一
回
限
り
で
終
り
と
す
る
。
そ
の
地
域
差
や
家
風
に
 よ
る
 個
 

た
い
て
い
の
家
で
は
、
少
な
く
と
も
年
に
一
回
は
口
寄
せ
 を
 頼
む
 

る
 。
し
た
が
っ
て
家
の
主
婦
と
し
て
は
、
ど
ん
な
に
 多
 忙
で
も
 年
 

を
し
な
い
と
肩
の
荷
が
お
り
た
よ
う
な
感
じ
が
し
な
い
 と
訴
え
る
 

側
 で
あ
る
。
 春
 彼
岸
の
ば
あ
い
を
春
日
と
い
い
、
秋
波
 岸
の
際
を
 

が
も
っ
と
も
広
い
の
で
、
こ
の
方
式
 が
 、
舌
口
の
正
統
 型
 だ
と
 判
 

い
う
と
、
 春
 彼
岸
が
も
っ
ぱ
ら
で
、
理
事
や
山
仕
事
が
さ
 ほ
ど
 繁
 

の
 遅
 い
 東
北
地
方
で
は
、
ま
だ
消
え
な
い
雪
の
な
か
で
 春
 彼
岸
を
 

、
口
寄
せ
を
依
頼
す
る
例
が
圧
倒
的
に
多
い
。
秋
彼
岸
 は
 、
最
近
 

ち
ょ
う
ど
農
繁
幸
と
合
致
す
る
た
め
秋
口
を
避
け
る
 農
 村
部
 が
ふ
 

  



  

と
は
あ
る
。
し
か
し
、
い
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
正
統
 的
 イ
タ
コ
本
来
の
姿
で
低
い
。
 

民
間
巫
女
が
盆
に
口
寄
せ
を
す
る
方
式
で
、
最
も
古
型
 を
 存
し
て
い
る
例
が
、
和
歌
山
県
田
辺
地
方
に
み
ら
れ
た
 。
こ
こ
で
は
、
他
の
 

（
 
4
-
 

Ⅰ
 

地
方
で
盆
の
祖
霊
を
提
灯
や
門
火
で
送
り
迎
え
す
る
と
 き
に
、
そ
れ
と
は
別
に
巫
女
を
招
い
て
「
 仏
 迎
え
・
低
速
 り
 」
を
す
る
と
い
う
。
 

こ
れ
は
ま
こ
と
に
貴
重
な
報
告
で
、
若
し
も
祖
霊
の
送
迎
 に
 巫
女
が
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
と
す
る
と
、
そ
れ
 は
 、
仏
教
伝
来
以
前
の
 

民
族
的
祖
霊
崇
拝
形
態
の
珍
ら
し
い
残
存
で
あ
る
と
い
，
 
っ
 べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
今
後
検
討
し
な
け
れ
ば
 な
ら
な
い
重
要
課
題
で
 

あ
る
と
考
え
る
。
 

3
 、
セ
 
目
口
蓋
 肩 の
 セ
日
 、
い
わ
ぬ
 る
 ナ
ノ
 ヵ
ビ
 に
口
寄
せ
を
行
な
 う
 例
が
若
干
あ
る
。
 
北
 津
軽
の
漁
村
で
 、
溺
死
者
や
無
縁
者
 

 
 

の
 供
養
を
七
日
日
に
催
す
と
き
に
、
イ
タ
 コ
 に
頼
ん
で
 死
 者
の
口
寄
せ
を
施
行
す
る
。
あ
る
い
は
、
こ
の
日
 墓
掃
 除
 を
す
ま
せ
、
心
身
 清
 

浄
 と
な
っ
た
老
婆
た
ち
が
、
イ
タ
 コ
 を
招
い
た
り
、
 
み
 ず
か
ら
 ィ
タ
コ
 の
所
へ
出
か
け
て
口
寄
せ
を
依
頼
す
る
。
 

ま
た
青
森
県
八
戸
市
 辺
 

で
は
、
 
セ
 目
蓋
 に
 、
イ
タ
 コ
 が
集
っ
て
口
寄
せ
す
る
の
 を
 4
 タ
 コ
ョ
セ
 と
い
っ
た
（
岩
崎
敏
夫
「
村
の
神
々
 
L
 昭
和
 四
三
年
、
岩
崎
美
術
 社
刊
 

二
八
頁
）
。
何
れ
も
、
イ
タ
 コ
 の
口
寄
せ
日
を
七
日
と
し
 た
の
に
は
、
と
く
 べ
 つ
の
理
由
は
な
く
、
た
ん
に
 セ
 日
食
 を
 機
縁
に
行
な
っ
た
 と
 

し
か
判
断
で
き
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
こ
と
さ
ら
 に
セ
 目
口
と
よ
ん
で
い
る
の
は
、
盆
に
お
け
る
 セ
 日
日
の
 

口
寄
せ
が
か
っ
て
一
 

つ
 

の
方
式
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
は
い
な
い
だ
 る
 う
か
。
後
考
に
譲
り
た
い
。
 

4
 、
地
蔵
田
東
北
地
方
に
お
け
る
民
庶
の
地
蔵
宿
 仰
 は
ま
こ
と
に
強
烈
で
あ
る
。
ど
ん
な
部
落
に
入
っ
て
も
 ぬ
 廟
堂
の
見
ら
れ
な
 

い
 所
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
年
輩
の
婦
人
・
老
婆
に
よ
る
 地
蔵
講
行
事
は
さ
か
ん
で
あ
る
。
そ
の
 雨
 横
綱
株
が
 、
 下
北
半
島
恐
山
の
 セ
月
 

廿
 三
、
四
日
（
現
在
は
新
暦
で
行
な
う
が
、
以
前
は
旧
の
六
 月
 二
十
三
、
四
日
を
縁
日
と
し
た
）
の
地
蔵
会
と
、
 
旧
 六
月
 廿
 三
、
四
日
の
津
軽
金
 

大
町
で
催
さ
れ
る
川
合
地
蔵
尊
の
例
祭
で
あ
ろ
う
。
 両
 方
 と
も
当
日
は
近
郷
近
在
は
お
ろ
か
、
東
北
各
県
下
、
遠
 く
 北
海
道
や
東
京
・
 
大
 

阪
か
ら
も
参
加
す
る
講
中
が
あ
る
。
そ
の
と
き
に
開
か
 れ
る
 イ
 タ
コ
マ
 チ
 を
地
蔵
 ロ
 と
よ
ぶ
。
い
う
ま
で
も
な
く
 そ
の
他
に
も
、
南
部
の
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口 寄文俗の宗教民俗 

直 も は 第 
接 ら 新 三 
の う・ 調 の 

関 。 の ケ 
係 僅 紅 l 
が 人 絹 ス 

あ は の と 
っ こ コ な 

た れ ロ る 
わ る モ   
け も を 各 
で っ 自 家 
は て も に 
な 「 鮮 代 
い オ や 々 

。 シ か 伝 

そ う に わ 
の サ 着 る 
縁 ン け オ 
日 の て シ 

つ 位 も う 

ま が ら サ 
り つ っ て 
本 い て   

尊 た 久 そ 
の 」 還 れ 
開 と 山 は 
帳 い へ 永 
渋 っ 登 年 

全 て り の 

間婿 一 こ 、 喜ぶ 、久 
来 。 股 火 
全 音 手 に 
0 目 木 煙 
善 身 宣 さ 
男 は で れ 
善 元 オ て 

大来 に、 シ うけ 煤 
対 オ ア て 
し シ ソ し 

加 ラ バ ま 
持 サ セ っ 

祈 ン っ て 
祷 と ま い 
し も り る 
た ィ 祈 が 
こ タ 祷   
と コ を こ 

を と し の 
機 も て 日 

15@ (15) 
 
 

  

法
会
に
参
集
す
る
。
こ
れ
が
 

-
7
 

l
l
 

）
 

第
二
 

き
め
て
 

リ
ヱ
 
ー
 

を
唱
え
 

開
き
を
 

ま
っ
た
 は

オ
 シ
ラ
講
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
旧
暦
の
三
・
十
月
十
二
 

八
日
は
十
六
善
神
の
命
日
で
、
オ
シ
ラ
様
を
所
持
す
る
 案
 で
は
、
ヤ
ド
を
 

（
 
6
 
Ⅰ
 ）
 

集
会
し
 オ
 シ
ラ
講
を
開
く
。
娯
楽
や
休
息
の
機
会
に
恵
 ま
れ
な
い
東
北
地
方
で
は
、
こ
の
諸
行
事
が
年
中
で
も
 最
   

ノ
ョ
ン
 の
一
つ
で
あ
っ
た
。
議
員
が
各
自
の
家
か
ら
 オ
シ
 ラ
サ
 マ
 を
持
ち
寄
り
、
祭
壇
に
飾
っ
た
の
ち
、
イ
タ
 コ
 が
オ
 シ
ラ
祭
文
 

て
 供
養
す
る
。
そ
れ
を
 ア
ソ
 バ
セ
ル
と
か
、
オ
セ
ン
タ
ク
 な
ど
と
い
う
。
そ
の
あ
と
で
、
参
集
の
老
婆
た
ち
の
 希
 望
 を
つ
け
て
 
口
 

す
る
。
つ
ま
り
 オ
 シ
ラ
サ
 
7
 の
縁
日
を
 ト
 し
て
た
ま
た
 ま
 寄
り
合
っ
た
こ
と
を
機
縁
に
依
頼
す
る
こ
と
に
な
る
の
 で
、
口
寄
せ
は
 

く
の
副
次
的
な
行
事
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
依
頼
者
は
、
 各
 人
の
祖
先
を
祀
っ
た
 オ
 シ
ラ
サ
 
7
 の
 オ
ミ
チ
ビ
キ
 
で
 祖
 雲
と
語
る
こ
と
 

式
は
オ
 シ
ラ
サ
 7
 所
持
の
家
が
部
落
内
に
少
な
い
場
合
 に
 多
く
行
な
わ
れ
る
。
 

の
 祭
り
日
に
神
棚
の
奥
か
ら
出
し
て
き
て
、
イ
タ
 コ
 の
家
 に
 持
参
し
、
袖
下
ろ
し
の
の
ち
 オ
ハ
 ラ
 イ
 を
し
て
貰
う
 様
式
で
あ
る
。
こ
の
方
 

5 

オ 
  
ラ 

口 

こ
れ
に
は
三
つ
の
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
る
。
第
一
は
、
オ
シ
 ラ
様
 と
い
う
 客
 家
に
代
々
伝
わ
る
家
の
祖
先
神
を
 、
そ
 

両
所
の
地
蔵
 口
 に
は
、
南
部
や
津
軽
の
足
腰
の
う
ご
く
 4
 タ
 コ
 と
い
う
 々
タ
コ
 は
、
全
地
区
か
ら
悉
く
参
集
す
る
 と
い
わ
れ
る
。
 

津
軽
の
今
泉
な
ど
、
か
ま
い
 

乙
 

前
二
者
ほ
ど
名
の
知
 ，
 う
 れ
て
い
な
い
所
を
含
め
る
と
、
そ
の
数
は
栢
 当
 な
も
の
 に
な
る
。
藩
制
時
代
に
 

@
 
巧
 -
 

は
 、
そ
う
し
た
所
も
か
な
り
賑
わ
っ
た
ら
し
い
け
れ
ど
 も
 、
今
日
で
は
、
恐
山
と
川
合
の
 両
 横
綱
に
全
く
お
株
を
 奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
 



縁
に
 、
た
ま
た
ま
そ
の
祖
先
神
と
目
さ
れ
る
 オ
 シ
ラ
サ
 ン
の
 祈
祷
を
も
兼
ね
て
行
な
う
こ
と
に
な
っ
た
の
が
端
緒
 で
あ
る
。
そ
れ
が
今
日
 

の
ご
と
き
盛
況
を
招
く
に
い
た
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
が
、
各
地
の
 イ
 タ
コ
マ
チ
・
 
ミ
コ
ョ
セ
 
の
発
端
 が
そ
う
で
あ
っ
た
と
同
様
に
、
そ
れ
を
契
機
と
し
て
参
集
 の
 善
男
善
女
の
要
望
 

に
 応
え
る
形
で
、
イ
タ
 コ
 た
ち
が
境
内
に
参
り
口
寄
せ
を
 施
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
最
初
は
乞
食
イ
タ
 コ
の
 類
が
開
業
し
て
い
 

た
 、
と
い
わ
れ
る
。
近
来
は
参
詣
者
の
数
が
ふ
え
 、
正
 式
 な
免
許
状
（
こ
れ
を
 4
 タ
 コ
 は
 ュ
ル
シ
 と
い
う
）
を
も
 つ
イ
タ
コ
 も
集
り
、
 
自
 

然
に
ィ
 タ
コ
マ
 チ
 の
観
を
呈
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
 口
 寄
せ
も
ま
た
 オ
 シ
ラ
ロ
と
称
さ
れ
る
。
 

6
 、
そ
の
他
以
上
の
ほ
か
に
、
と
く
 
べ
 つ
の
名
称
 こ
そ
な
い
け
れ
ど
、
社
寺
の
特
定
な
縁
日
や
祭
日
、
さ
ら
 に
木
尊
の
開
帳
 口
 を
 

期
し
て
口
寄
せ
の
 行
 な
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
前
掲
の
 著
名
な
も
の
の
ほ
か
に
も
、
津
軽
地
帯
に
お
い
て
は
、
 岩
 木
山
信
仰
と
密
着
し
て
 

展
開
す
る
 
舌
 口
寄
せ
が
多
く
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
そ
 の
 山
麓
に
鎮
座
す
る
霊
社
の
中
津
軽
郡
 赤
倉
 神
社
・
大
石
 神
社
を
は
じ
め
、
岩
木
 

山
神
社
の
末
社
の
祭
日
に
 蛆
 失
す
る
 々

タ
コ
ョ
セ
 
な
ど
 が
そ
れ
に
あ
た
る
。
ま
た
南
津
軽
郡
尾
上
町
の
猿
 仙
 神
社
 

  

山
神
社
、
大
鰐
町
の
大
円
 寺
 、
北
津
軽
郡
車
力
村
の
高
 山
 稲
荷
な
ど
で
 イ
タ
コ
 の
 ョ
セ
 場
が
つ
く
ら
れ
盛
ん
に
 口
 寄
せ
が
行
な
わ
れ
る
。
 

こ
れ
ら
の
社
寺
の
多
く
は
、
ほ
と
ん
ど
が
山
岳
信
仰
な
ど
 と
 結
合
し
た
霊
験
性
の
高
い
も
の
で
、
か
つ
て
山
伏
 修
 験
者
の
行
場
と
か
、
 
そ
 

の
 効
験
の
ゆ
え
に
人
口
に
 檜
笑
し
 、
近
郷
近
在
に
広
い
 信
 者
圏
 を
も
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
霊
場
は
、
必
然
的
に
 多
数
の
信
者
を
惹
き
っ
 

け
 吸
収
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
る
と
そ
れ
を
 目
 あ
て
 に
イ
タ
コ
 
が
参
集
す
る
。
そ
の
 イ
タ
コ
 の
多
く
は
、
初
め
 は
 公
許
を
与
え
ら
れ
な
 

い
ま
ま
境
内
の
一
隅
に
ひ
そ
や
か
に
口
寄
せ
の
場
を
設
営
 す
る
。
邪
魔
者
扱
い
を
う
け
肩
身
の
狭
い
思
い
を
続
け
 て
い
る
う
ち
に
次
第
に
 

そ
の
効
験
・
機
能
が
み
と
め
ら
れ
、
や
が
て
堂
々
た
る
 存
在
を
自
他
と
も
に
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
初
め
て
 公
 然
 た
石
地
位
を
硅
 
保
す
 

る
 。
そ
う
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
辿
り
な
が
ら
定
着
し
た
 ケ
 ｜
ス
が
 多
い
。
恐
山
と
い
い
、
 
川
倉
 と
い
い
、
い
ず
れ
も
 定
着
の
当
初
に
は
、
 
こ
 

う
し
た
苦
痛
を
嘗
め
な
が
ら
成
立
展
開
へ
の
道
を
歩
ん
 で
き
た
の
で
あ
る
。
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ロ寄 巫 俗の宗教民俗学的考察 

㈲
口
寄
せ
巫
女
の
出
張
 

前
述
の
古
口
寄
せ
の
種
類
の
う
ち
、
Ⅰ
彼
岸
 口
 、
 2
 食
 口
 、
 3
 セ
 目
口
、
の
三
種
は
、
依
頼
者
が
 立
 者
の
家
へ
出
 向
 き
 、
 巫
 家
に
お
い
 

て
 施
行
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
他
の
地
蔵
田
以
外
の
 オ
 シ
ラ
ロ
・
イ
タ
コ
マ
 
チ
 そ
の
ほ
か
は
、
 
巫
 者
が
玉
案
 を
 は
な
れ
て
会
場
（
 祭
 

場
 ）
 へ
 赴
き
、
そ
こ
で
正
儀
を
執
行
す
る
。
こ
の
原
則
 と
そ
の
区
別
は
ま
こ
と
に
厳
然
と
守
ら
れ
て
い
る
よ
 う
 で
 あ
る
。
但
し
金
口
の
ば
 

-
8
 

l
l
 

）
 

あ
い
に
は
、
紀
州
田
辺
地
方
に
限
っ
て
み
ら
れ
る
よ
う
 な
 、
 巫
 者
が
依
頼
者
の
家
へ
出
向
く
例
外
が
あ
っ
た
。
 こ
 材
れ
ば
 
つ
い
て
は
、
仏
供
 払
柵
 

し
た
い
所
存
で
あ
る
が
、
こ
の
一
例
を
除
く
と
、
と
に
 か
く
上
述
の
原
則
は
か
た
く
守
ら
れ
て
い
る
。
 

㈲
地
域
社
会
内
の
出
張
さ
て
後
考
の
巫
者
出
張
 
の
 ケ
ー
ス
の
う
ち
で
は
、
そ
の
多
く
が
 巫
 者
が
自
ら
も
ま
 た
 そ
こ
に
居
住
・
 す
 る
 

地
域
社
会
内
に
出
張
す
る
と
い
う
、
小
規
模
区
域
の
形
 能
 一
で
あ
る
。
 

東
北
地
方
の
民
間
巫
女
は
、
全
盲
・
半
盲
い
ず
れ
に
し
 て
も
、
と
に
か
く
目
の
不
自
由
な
人
が
多
い
。
そ
の
た
め
 に
盲
 女
の
行
動
範
囲
 

は
 大
き
く
制
限
さ
れ
る
。
だ
か
ら
特
別
の
場
合
を
除
き
、
 地
域
社
会
を
離
れ
幾
日
間
も
他
所
で
宿
泊
す
る
こ
と
を
 前
提
と
し
て
の
行
動
は
 

許
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
大
部
分
は
宿
泊
滞
在
を
予
 恕
 し
な
い
一
日
行
程
の
出
張
を
原
則
と
す
る
。
依
頼
光
か
 ら
 道
案
内
に
く
る
か
、
 

こ
ち
ら
か
ら
予
め
案
内
者
を
頼
む
。
後
考
の
ば
あ
い
の
道
 案
内
に
は
、
狂
者
の
家
族
や
血
縁
者
の
頼
ま
れ
る
こ
と
 が
 多
い
け
れ
ど
も
、
 
縁
 

旗
 の
な
い
と
き
は
、
日
当
を
出
し
て
他
人
を
雇
 う
 。
 そ
 の
た
め
に
払
う
手
間
賃
は
、
収
入
の
低
い
彼
女
ら
に
と
っ
 て
 少
な
い
負
担
で
は
な
 

い
 。
い
き
お
い
他
出
、
つ
ま
り
出
張
を
避
け
る
方
向
へ
 と
 傾
く
。
ど
う
し
て
も
止
む
を
え
な
い
得
意
先
の
み
つ
と
 め
る
わ
け
で
あ
る
。
 
そ
 

う
い
う
 小
 範
囲
の
地
域
社
会
内
へ
の
出
張
は
、
地
蔵
田
 
・
オ
シ
ラ
ロ
が
多
い
。
そ
の
と
き
は
 ヤ
ド
 が
す
で
に
き
 ま
 っ
て
い
る
し
、
万
事
 
勝
 

手
が
知
れ
て
い
る
の
で
、
動
き
や
す
い
わ
け
で
あ
る
。
 

㈲
中
規
模
の
出
張
イ
タ
 コ
 が
地
域
社
会
を
越
え
 て
 地
町
村
へ
行
く
た
め
に
ほ
、
宿
泊
を
想
定
し
な
け
れ
ば
 な
ら
な
い
。
こ
れ
は
 

盲
人
と
し
て
甚
だ
難
問
題
と
な
る
。
よ
ほ
ど
の
こ
と
で
 な
い
と
宿
泊
出
張
を
決
意
し
な
い
。
だ
か
ら
恐
山
・
 川
倉
 な
ど
人
々
の
雲
集
が
 予
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本
拠
を
お
く
大
和
 

た
 い
う
こ
の
組
織
的
教
団
の
形
 

宗
 で
あ
る
。
 

成
は
 、
い
う
ま
で
も
な
く
戦
後
で
あ
る
が
、
そ
の
淵
源
は
 、
在
来
の
伝
統
的
な
 妙
 

昔
黄
且
織
こ
 

求
め
ら
れ
る
。
「
 

-
 
。
 
糸
 
，
 一
 

-
0
-
2
 

こ
の
大
和
 宗
は
 部
面
ご
と
 に
 支
部
を
も
つ
。
そ
の
支
部
の
配
下
に
は
、
か
つ
て
藩
制
 

 
 

個
の
自
然
発
生
的
な
妙
音
講
が
っ
く
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
 自
治
的
運
営
に
よ
っ
て
地
域
社
会
ご
と
に
大
き
な
宗
教
 的
 機
能
を
示
し
て
い
た
。
 

こ
う
し
た
在
地
組
織
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
組
織
的
な
出
 張
 体
制
を
見
せ
て
い
る
の
が
石
巻
市
を
中
心
と
す
る
 オ
 カ
ミ
ン
諸
で
あ
る
。
 

（
 
打
 -
 

オ
カ
ミ
ン
講
の
出
離
方
式
に
つ
い
 て
は
す
で
に
触
れ
た
の
で
再
説
す
る
煩
を
省
き
た
い
と
 田
 い
 
う
。
概
要
は
次
の
ご
 

@
 す
ぎ
 
ぬ
 

巫
女
が
体
系
的
な
教
団
を
組
織
し
統
制
あ
る
玉
葉
を
展
 聞
 す
る
例
と
し
て
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
岩
手
県
東
 盤
 

  

恕
 さ
れ
る
著
名
な
寺
社
の
縁
日
・
祭
日
を
目
標
と
す
る
。
 こ
れ
は
 4
 タ
 コ
 に
と
っ
て
、
い
わ
ぬ
 る
カ
 キ
々
 レ
 の
時
 期
 で
あ
る
。
そ
こ
で
 
道
 

案
内
の
 
テ
ヒ
キ
 
（
手
引
）
を
伴
い
、
宿
泊
の
た
め
の
 
諸
 々
の
準
備
を
怠
り
な
く
身
仕
度
を
整
え
て
出
か
け
る
。
 

た
 と
ぃ
 僅
か
で
は
あ
る
け
 

れ
ど
も
、
彼
女
ら
の
生
計
の
資
を
、
い
っ
き
に
こ
の
 事
 に
 得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
期
待
が
 、
 少
な
く
と
も
 今
 日
 に
お
い
て
、
そ
う
し
 

た
 決
断
を
下
す
最
も
大
き
な
動
機
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
 よ
う
で
あ
る
。
 

津
軽
イ
タ
 コ
や
 南
部
イ
タ
 コ
 が
恐
山
へ
赴
く
と
し
て
も
、
 

以
前
は
と
も
か
く
、
交
通
機
関
の
著
し
く
発
達
し
た
 今
 目
 で
は
僅
か
半
日
の
 

行
程
で
あ
る
。
徒
歩
の
時
代
で
も
、
余
裕
を
お
い
て
 見
 積
っ
て
も
数
日
と
は
か
か
ら
な
い
。
し
か
も
滞
在
期
間
は
 二
、
三
日
か
 、
 せ
 い
ぜ
 

-
9
 

1
 ）
 

ぃ
セ
 日
間
で
、
そ
れ
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
に
 対
 し
 、
さ
ら
に
広
範
囲
に
出
張
し
て
正
業
な
い
と
な
む
 例
 が
あ
る
。
そ
れ
も
、
 
そ
 

の
 出
張
期
間
を
五
日
と
か
七
日
の
短
期
間
に
限
る
の
で
は
 な
く
て
、
一
力
 月
 あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
長
期
間
の
出
 張
 と
な
る
場
合
も
見
ら
 

れ
る
。
乙
う
な
る
と
、
 
チ
 0
 行
動
半
径
は
著
し
く
延
長
 さ
れ
、
 正
 業
の
形
態
や
機
能
は
、
前
者
と
質
的
な
相
違
を
 も
た
ら
さ
ざ
る
を
得
な
 

く
 な
ろ
う
。
一
種
の
遊
行
形
式
の
萌
芽
と
も
い
う
べ
き
 で
あ
る
。
こ
う
し
た
後
考
の
長
期
出
張
形
態
は
、
恐
山
や
 川
 合
 0
 々

タ
コ
マ
 
チ
 の
 

場
合
と
も
異
な
る
の
で
、
こ
れ
だ
け
は
項
を
別
に
し
て
 考
究
す
る
だ
け
の
重
要
性
が
存
す
る
と
息
 う
 。
 

㈲
出
張
形
式
か
ら
遊
行
形
態
 へ
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硝
石
巻
市
周
辺
に
み
ら
れ
る
 
出
喫
 方
式
は
 、
 他
の
地
 域
 で
は
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
な
い
。
口
寄
せ
巫
女
と
出
 

張
 先
の
部
落
と
が
、
固
定
的
 

%
 
 関
係
に
お
か
れ
る
条
件
を
除
く
と
、
恐
山
や
川
合
 

に
 お
け
る
 4
 タ
 コ
ョ
セ
 の
、
や
や
長
期
化
し
た
も
の
と
み
 

ら
れ
よ
う
。
け
れ
ど
も
、
 
そ
は
 
）
（
 

晴
 
れ
 ろ
 の
 々
タ
コ
 ョ
セ
が
、
も
っ
ぱ
ら
 
舌
 口
寄
せ
に
 限
 建
 さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
出
離
方
式
で
は
、
狭
く
 

限
ら
れ
な
い
で
玉
葉
全
般
に
㎎
 

民
 
こ
の
期
に
い
っ
き
に
こ
と
ご
と
く
の
舌
口
寄
せ
を
す
 

 
 

俗
 

教
 

と
 く
で
あ
る
。
 

石
巻
市
お
よ
び
そ
の
周
辺
地
区
在
住
の
オ
カ
ミ
ン
は
 、
は
 や
く
か
ら
同
業
者
の
組
合
を
結
成
し
、
自
主
的
に
役
員
 を
 選
び
か
っ
自
治
的
 

な
 ・
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
そ
の
基
盤
と
な
っ
た
の
 

は
 、
藩
政
時
代
か
ら
の
伝
統
的
な
在
来
組
織
で
あ
っ
た
 オ
 カ
ミ
ン
講
で
あ
る
。
 
春
 

の
 総
会
の
席
上
、
牡
鹿
半
島
を
巡
回
す
る
 デ
 バ
ヤ
シ
（
 出
 灘
 ）
 組
と
 、
 巫
 家
に
お
っ
て
地
域
社
会
住
民
の
依
頼
 
に
 応
ず
る
 ウ
チ
 バ
ヤ
シ
 

（
内
灘
）
 組
 と
の
二
班
に
組
分
け
す
る
。
年
若
い
屈
強
な
 巫
女
が
前
者
の
ア
ル
キ
ミ
 コ
 と
な
り
老
年
者
ま
た
は
、
 

有
 力
な
 ミ
コ
 は
内
灘
 組
 

と
な
っ
て
家
に
の
こ
ろ
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
 い
 う
ま
で
も
な
く
長
期
間
の
出
張
形
式
を
ふ
む
前
者
の
 ア
 ル
 キ
ミ
 コ
 で
あ
る
。
 

そ
の
期
間
は
 、
 主
と
し
て
お
盆
（
旧
暦
）
か
ら
秋
彼
岸
 に
か
け
て
の
約
一
力
 児
 で
あ
る
。
出
張
先
の
牡
鹿
半
島
内
 で
は
、
個
々
の
 
オ
カ
 

ミ
ン
と
先
約
が
あ
る
し
、
ま
た
訪
問
の
日
時
も
ほ
ぼ
固
定
 し
て
い
る
の
で
、
依
頼
者
の
部
落
で
は
、
そ
の
日
を
想
 定
 し
て
準
備
を
整
え
て
 

い
る
。
つ
ま
り
オ
カ
ミ
ン
の
縄
張
り
は
、
な
が
い
間
の
慣
 習
 に
も
と
づ
い
て
固
定
し
て
い
る
。
オ
カ
ミ
ン
は
道
案
 内
の
 テ
ヒ
キ
 を
連
れ
 、
 

玉
 具
や
若
干
の
身
 延
 品
を
入
れ
た
道
具
箱
を
背
負
っ
て
 村
 々

を
訪
れ
、
あ
ら
か
じ
め
契
約
し
て
あ
る
部
落
の
 サ
 ド
 へ
 落
ち
つ
く
。
そ
し
て
 

そ
こ
で
正
業
を
経
営
す
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
と
き
は
 口
 寄
せ
の
み
で
は
な
い
。
部
落
祈
祷
で
あ
る
 
神
 オ
ロ
シ
・
 
オ
 シ
ラ
遊
ば
せ
を
は
じ
 

め
 、
安
産
を
祈
る
 エ
 ナ
祈
祷
、
 漁
携
 の
農
産
を
求
め
る
 漁
 祈
祷
、
ト
占
、
八
卦
な
ど
、
部
落
 民
 の
あ
ら
ゆ
る
要
望
 に
こ
と
ご
と
く
 応
ず
 

%
 
 る
 。
け
れ
ど
も
、
口
寄
せ
ほ
そ
こ
で
も
や
は
り
正
業
 の
 重
要
な
領
域
を
構
成
す
る
。
死
者
の
新
口
寄
せ
の
す
 ま
な
い
家
で
は
、
何
を
お
い
 

糊
 
て
も
ハ
ッ
ク
 
チ
 つ
ま
り
初
め
て
の
口
開
き
を
依
頼
 す
 る
 。
ま
た
 古
 ボ
ト
 ケ
 を
も
つ
家
で
は
、
彼
岸
田
・
合
口
 な
ど
の
区
別
を
し
な
い
で
、
 



で
は
、
青
森
県
か
ら
土
地
の
人
に
「
シ
ナ
ノ
 キ
 
（
科
木
）
 の
カ
 ミ
サ
 マ
 」
と
よ
ば
れ
る
 々
タ
コ
 が
春
先
に
訪
れ
て
 き
た
。
名
家
ご
と
に
 招
 

き
 入
れ
ら
れ
た
ア
ル
キ
 4
 タ
 コ
 が
奥
の
座
敷
に
祭
壇
を
 づ
 く
り
御
幣
を
立
て
供
物
を
そ
な
え
る
こ
と
は
、
 

巫
 家
に
 

お
け
る
 

々
 タ
コ
の
正
儀
 

と
具
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
た
だ
そ
れ
を
若
干
簡
略
化
し
 て
い
る
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
で
依
頼
者
に
示
さ
れ
る
 ィ
タ
 コ
 0
 口
語
り
は
、
ミ
ノ
 

ウ
エ
 と
ョ
 ソ
チ
カ
 で
あ
っ
た
。
ミ
ノ
 ウ
エ
 と
は
家
族
の
各
 人
 が
一
年
間
に
遭
遇
す
る
で
あ
ろ
う
命
運
の
す
べ
て
に
 つ
い
て
予
言
 ロ
 す
る
こ
と
 

で
あ
る
。
 病
 災
禍
 厄
に
 何
時
頃
襲
わ
れ
る
と
か
、
そ
の
 難
渋
の
度
合
、
除
去
の
方
法
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
 こ
れ
に
対
し
 
コ
 ソ
 チ
カ
 

と
い
う
の
は
、
作
柄
の
豊
凶
を
予
言
す
る
こ
と
を
い
う
。
 家
や
部
落
が
、
そ
の
一
年
間
に
遭
う
で
あ
ろ
う
風
水
の
 害
 、
晴
雨
の
予
想
、
 
さ
 

ら
に
播
種
の
時
季
、
品
種
（
早
生
・
中
生
・
晩
稲
何
れ
 が
 よ
い
の
か
）
な
ど
に
つ
い
て
も
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
。
 農
 家
に
と
っ
て
は
そ
の
 生
 

命
 に
か
か
わ
る
重
大
な
事
項
で
あ
る
か
ら
、
何
れ
の
家
 で
も
、
こ
れ
を
白
紙
な
ど
に
書
き
留
め
て
お
い
て
、
神
棚
 と
か
玄
関
な
ど
に
貼
付
 

  

て
い
な
い
け
れ
ど
、
多
く
は
農
繁
の
季
を
避
け
た
晩
秋
 か
ら
初
春
に
か
け
て
の
農
閑
 事
 で
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
 鹿
 角
部
十
和
田
町
老
馬
肉
 

地
域
に
お
い
て
は
、
な
お
か
す
か
な
が
ら
認
め
る
こ
と
 が
で
き
る
。
 

秋
田
県
の
鹿
角
地
方
は
、
か
つ
て
南
部
藩
領
に
所
属
し
 た
た
め
に
、
い
ま
で
も
南
部
の
 々
タ
コ
 が
訪
れ
て
く
る
。
 
そ
の
時
期
は
定
ま
っ
 

落
を
来
訪
す
る
と
き
に
、
彼
女
を
家
に
招
き
入
れ
て
 ロ
 寄
せ
を
依
頼
す
る
例
は
少
な
く
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
 0
 例
も
ま
た
、
東
北
地
 

方
や
南
西
日
本
の
巫
女
地
帯
を
の
ぞ
 い
た
 日
本
列
島
全
 域
 に
つ
い
て
眺
め
て
み
る
と
、
き
わ
め
て
稀
有
な
分
布
を
 示
し
、
急
速
な
衰
退
に
 

-
 
お
 -
 

見
舞
わ
れ
た
こ
と
を
も
の
が
た
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
 一
 
刊
 代
の
遺
風
を
う
か
が
い
知
る
の
に
困
難
す
る
。
た
だ
 前
 記
 巫
女
地
帯
に
接
す
る
 

巨 ) 

遊 
行 
形 
態 

地
域
社
会
の
住
民
が
 、
 個
々
の
口
寄
せ
巫
女
と
特
定
な
 契
約
を
結
ぶ
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
巫
女
が
不
時
に
 部
 

及
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、
あ
き
ら
か
に
、
巫
女
が
地
域
 社
会
の
地
域
的
制
約
を
超
え
て
、
広
く
他
地
域
を
遊
行
す
 る
 形
式
へ
と
移
行
す
る
 
初
 

た
め
の
過
渡
型
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
 眼
 り
に
お
い
て
、
定
型
化
さ
れ
た
巫
女
口
寄
せ
形
態
の
上
 か
 ら
み
る
と
き
は
、
大
き
恥
  

 

な
 質
的
変
化
だ
と
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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21 く 2 Ⅰ ) 

っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
こ
の
問
題
究
明
の
手
が
か
り
が
存
す
 る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

た く   
、 な 一 致 

や っ 持 参 
が た 的 く 

て の 出 訴 

ねて 消滅ま 、｜ 張形 

す 時 式 き 

る 代 か た 
で の ら け 
あ 趨 畏 れ 
ろ 勢 期 ど   
  
入 社 襲 三 
も 会 し 十 
否 住 た 年 
定 民 国 来 
し の 寄 は ま せ正 えな 、 宗教 

い 鶴 女 っ 

と の が た 
こ ま 蛭 、 く 

ろ 化 さ み 
で に ら る 

あ ら に れ 

るとアな 。 づか く 

た く キ な 
ブご も 座 っ 

そ の 女 た 
の で の と 

践 め ご い 

彩 ろ と ね 
が ぅ き れ 
    遮 る 

ね そ 行   
ず し 形 

かて態 にこを 
古 の と 
荒 遊 ら 

0 行 ざ   

記 方 る 

憶 式 を 
@ も え 
止 ま な 

（
 
目
什
 

）
 

し
 、
そ
れ
に
も
と
ら
な
い
よ
う
留
意
す
る
と
い
う
。
 

筆
者
が
調
査
し
た
関
東
の
水
戸
市
郊
外
で
も
、
ま
た
 栃
 木
 県
小
山
市
の
農
村
に
お
い
 

力
 
，
 
Ⅰ
 来
訪
し
て
き
 

@
 
 

れ
 2
 
5
 
。
 
）
 死
者
の
出
た
家
を
不
思
議
と
か
 ぎ
 つ
け
て
く
る
の
で
、
喪
家
で
は
 

だ
。
そ
れ
を
聞
い
て
ま
た
近
所
の
も
の
が
か
け
う
け
て
、
 い
っ
し
ょ
に
 
ホ
ト
ケ
 を
下
ろ
 

仕
事
と
な
っ
た
と
い
う
。
依
頼
者
が
多
い
場
合
に
は
、
 ワ
 力
 を
一
晩
と
め
て
口
寄
せ
を
 

産
か
 、
ど
こ
か
ら
訪
れ
て
く
る
の
か
全
く
わ
か
ら
な
い
。
 ま
た
問
い
乱
す
こ
と
も
し
な
 て

も
、
ワ
カ
と
土
地
の
人
が
称
す
る
ア
ル
キ
巫
女
 

か
な
ら
ず
座
敷
に
上
げ
て
死
者
の
口
寄
せ
を
頼
ん
 

し
て
も
ら
う
。
そ
の
た
め
、
結
構
に
 ワ
カ
 の
一
日
 

っ
 づ
け
た
。
し
か
し
こ
の
 ヮ
ヵ
 が
ど
こ
の
所
在
の
 

か
っ
た
。
以
前
は
こ
う
し
た
ア
ル
キ
巫
女
の
 ヮ
カ
 

  

  



し
 、
同
三
十
六
年
五
月
と
同
四
十
二
年
七
月
の
二
回
に
わ
た
る
 秋
田
県
下
、
さ
ら
に
昭
和
四
十
一
年
三
、
四
月
の
宮
城
・
岩
手
 の
 両
県
下
、
同
じ
 

花
 

く
 
四
十
一
・
二
年
の
七
 ?
 
八
月
に
施
行
し
た
青
森
県
下
の
場
合
 
 
 

 
 

（
 
4
 ）
折
口
信
夫
「
沖
縄
採
訪
 
記
 」
（
同
全
集
第
一
 
-
 
八
巻
、
一
 
0
 
五
頁
）
、
野
間
白
犬
 ロ
わ
，
マ
の
 生
活
 誌
 

沖
永
良
部
島
 採
 訪
記
 

L
 昭
和
 
一
セ
 

㏄
 

年
 、
六
七
頁
、
 
柏
常
 秋
日
神
永
 
良
 部
民
侍
講
 L
 昭
和
二
四
年
、
 
一
四
七
 
l
 
八
頁
、
大
藤
晴
彦
「
久
米
島
見
聞
記
」
伝
承
文
化
、
 

一
号
、
昭
和
三
八
 

年
、
セ
七
 !
 
八
頁
、
下
野
敏
晃
「
 吐
 腕
巾
列
島
民
俗
話
・
第
一
 

巻
 、
悪
石
島
・
平
島
 め
扁
 
L
 
昭
和
四
一
年
、
な
ど
参
照
の
こ
と
。
 

（
 
5
 ）
拙
稿
「
民
間
 巫
 俗
の
形
態
と
機
能
」
（
和
歌
森
太
郎
 編
 
同
陸
前
北
部
の
民
俗
」
昭
和
四
四
年
刊
行
予
定
、
所
収
）
参
照
 
 
 

（
 
6
 ）
拙
稿
「
津
軽
イ
タ
 
コ
 の
生
態
と
機
能
」
（
青
森
県
津
軽
 
半
 円
 民
俗
総
合
調
査
団
偏
向
津
軽
半
島
の
民
俗
・
第
一
次
 服
 吉
ヒ
 
昭
和
四
一
年
、
孔
版
、
 

所
収
）
八
八
 l
 
九
四
頁
参
照
。
の
ち
に
改
稿
し
て
拙
著
 可
 死
霊
 

民
俗
学
へ
の
招
待
 

L
 
昭
和
四
二
年
三
一
五
 ?
 四
セ
 艮
 と
く
に
 

四
三
 !
 
七
頁
参
照
の
こ
と
）
に
収
載
し
た
。
 

（
 
7
 
）
同
様
の
例
は
青
森
県
下
や
岩
手
県
下
に
広
く
見
ら
れ
る
 
「
神
島
は
る
子
氏
前
掲
論
文
三
五
頁
の
上
北
郡
 
馬
門
 温
泉
の
例
 
、
三
沢
市
百
五
の
注
連
 

寺
の
イ
 
タ
コ
マ
 チ
 に
お
け
る
筆
者
の
聞
書
な
ど
）
 
0
 

こ
と
に
 有
 名
 な
の
は
下
北
半
島
恐
山
で
、
七
月
二
十
三
、
四
日
の
地
蔵
尊
 縁
日
を
申
已
に
 
、
 

そ
の
一
週
間
前
か
ら
展
開
す
る
地
蔵
会
の
場
合
に
つ
い
て
も
い
 え
る
 0
 こ
こ
で
は
、
 

川
 倉
の
地
蔵
講
の
よ
う
に
一
定
の
坐
 席
を
 設
け
て
の
 
々
タ
コ
 

マ
チ
 
で
は
な
く
、
イ
タ
 
コ
 の
口
寄
せ
は
、
地
蔵
堂
・
薬
師
堂
、
 

さ
ら
に
霊
場
内
の
随
所
に
展
開
す
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
対
象
 

 
 

一
 0
0
 
日
を
過
ぎ
た
 
古
ポ
ト
ケ
 
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
 い
る
。
こ
の
点
、
津
軽
・
南
部
地
方
で
は
ま
っ
た
く
共
通
し
て
い
 る
と
み
て
よ
い
 

（
前
掲
拙
著
「
死
霊
の
誘
い
」
 

一
 三
 f
 
二
 二
頁
、
参
照
）
。
 

（
 
8
 ）
青
森
県
三
沢
市
在
郷
の
 
イ
 タ
コ
、
 

チ
 両
氏
よ
り
聴
取
し
た
 笘
 者
の
聞
書
に
拠
る
。
 

（
 
9
 ）
 
堀
 
一
郎
㍉
我
が
国
民
間
信
仰
史
の
研
究
 
L
 
昭
和
二
八
年
 、
第
六
章
、
 
セ
 0
 セ
 @
 セ
二
 二
頁
、
お
よ
び
菅
原
（
早
川
）
 

征
 子
 
「
平
安
末
期
に
お
け
 

る
 地
蔵
信
仰
」
 
史
潮
 、
九
六
号
、
昭
和
四
一
年
、
同
「
金
肌
 に
 お
け
る
古
代
仏
教
」
日
本
歴
史
、
二
手
二
号
、
昭
和
四
二
年
、
 な
ど
参
照
。
 

（
㎜
）
く
わ
し
く
は
拙
稿
「
な
な
く
ら
お
ろ
し
 

女
の
口
寄
せ
」
群
侶
、
昭
和
四
二
年
九
月
号
所
載
、
の
ち
 
に
 拙
著
 
コ
 日
本
人
の
生
 

と
死
 L
 
 （
岩
崎
美
術
 社
 、
昭
和
四
三
年
）
に
所
収
、
参
照
。
 

（
Ⅱ
）
こ
の
課
題
の
解
明
の
た
め
に
は
、
老
残
、
新
ロ
 と
 舌
口
 と
の
関
連
に
注
目
し
な
が
わ
調
査
し
考
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

  

全
体
の
構
想
を
素
描
し
た
拙
稿
「
私
文
仁
 廿
 の
 宇
拙
氏
 岱
山
・
 

w
.
 

ポ
粟
 」
 宗
拍
 研
究
、
四
一
の
 
三
 、
昭
和
四
三
年
、
を
参
照
し
て
 頂
け
る
と
幸
で
あ
 

る
 。
 

（
 
ぱ
 ）
 
口
 寄
せ
を
業
と
す
る
東
北
地
方
の
盲
目
巫
女
の
分
布
 区
 域
が
 、
藩
制
時
代
の
蒲
 朋
と
 深
く
関
係
を
保
っ
て
い
る
点
は
 、
 注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
 



な
い
。
た
と
え
ば
、
南
部
 イ
ダ
コ
 
は
垣
面
部
藩
領
内
に
、
ま
た
 津
軽
 々

ダ
コ
 は
 旧
 津
軽
藩
領
内
に
分
布
し
、
ご
く
最
近
ま
で
、
 

み
 
 
 

統
制
が
と
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
 オ
ガ
ミ
ソ
 
・
オ
ガ
ミ
 サ
 マ
 0
 分
布
区
域
は
、
市
部
落
 と
 境
を
接
す
る
 旧
 仙
台
落
城
に
ひ
 
ろ
が
り
、
そ
の
 
境
 

弄
 は
 、
 決
し
て
泉
界
と
一
致
し
な
い
。
こ
の
点
は
秋
田
 イ
チ
ッ
 
コ
 ・
イ
タ
 コ
 の
 坤
 廿
も
同
様
で
、
そ
の
分
布
は
旧
秋
田
藩
領
内
   

こ
の
よ
う
に
巫
女
の
分
布
が
旧
藩
 頷
 の
落
城
と
一
致
し
、
そ
れ
 ぞ
れ
 ご
と
に
特
色
シ
ニ
 小
 す
こ
と
は
、
恐
ら
く
旧
藩
の
瀋
当
局
が
 、
 こ
れ
ら
 自
藩
 

域
内
の
巫
女
を
 、
藩
 ご
と
に
統
括
規
制
し
た
に
違
い
な
く
、
 

そ
 の
こ
と
が
自
然
に
 
藩
内
 イ
タ
 コ
 の
 巫
 谷
を
類
同
な
ら
し
め
、
 

か
 つ
 落
城
ご
と
の
 
地
 

域
 差
を
際
立
た
し
め
た
主
要
な
原
因
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
 推
 察
さ
れ
る
 
0
 筆
者
の
調
査
に
お
い
て
も
、
そ
の
証
拠
を
示
す
 資
 料
 に
遭
遇
し
た
。
 

す
な
わ
ち
津
軽
藩
や
仙
台
 藩
 で
は
、
盲
僧
、
 
盲
 巫
女
を
統
制
す
 る
た
め
に
専
任
の
代
官
を
任
命
し
、
そ
の
監
督
 下
 に
検
校
を
お
 
き
 、
さ
ら
に
そ
の
 

不
に
 惣
 座
頭
・
座
頭
 ガ
 シ
ラ
な
ど
を
 
選
ぴ
 運
営
に
あ
た
ら
し
め
 た
 
（
弘
前
市
立
図
書
館
所
蔵
の
津
軽
軒
け
口
器
日
記
 
ヒ
 

 
 

台
 藩
は
中
尊
寺
の
所
管
文
書
を
参
照
 モ
 

い
っ
ぽ
う
盲
僧
の
属
す
る
当
道
で
は
、
主
と
し
て
天
台
 め
 
亦
の
什
 轄
下
 
に
お
か
れ
た
の
で
、
そ
う
し
た
寺
院
を
別
当
や
総
検
校
に
 任
命
し
て
監
督
 

さ
せ
る
原
則
を
つ
ら
ぬ
い
た
。
た
と
え
ば
津
軽
 藩
 で
は
津
軽
 市
 内
の
天
台
宗
報
恩
手
を
、
ま
た
仙
台
 藩
が
 同
じ
く
平
泉
の
天
台
々
 
小
車
導
音
 を
、
総
 

検
校
に
指
定
し
、
配
下
の
木
 
坊
に
 支
配
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
点
は
 、
地
薄
に
お
け
る
 曹
 女
の
取
り
締
り
 万
 
（
中
山
太
郎
日
日
不
盲
人
 定
日
昭
和
九
年
、
 

 
 

三
四
年
、
佐
 
肪
親
雄
 
「
 曹
 支
考
 

曹
女
 の
 丹
 E
 と
性
格
に
つ
  
 

宗
教
育
大
学
教
育
学
部
紀
要
第
十
三
号
、
昭
和
四
二
年
、
な
ど
 ）
と
と
も
に
、
今
後
さ
ら
に
究
明
し
た
い
所
存
で
井
る
。
 

（
㍑
）
八
戸
市
在
住
の
 イ
 タ
コ
、
 

ち
照
 。
 

（
Ⅱ
）
雑
賀
貞
次
郎
「
紀
州
田
辺
の
巫
女
の
話
 一
 民
俗
学
、
五
 の
三
 、
昭
和
八
年
、
参
照
。
 

察
 

（
 巧
 ）
そ
の
 段
賑
 ぶ
り
や
狂
信
的
実
況
に
つ
い
て
は
、
 

マ
ス
コ
ミ
の
活
発
な
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
触
れ
た
 

但
し
そ
の
宗
教
的
行
市
や
 巫
俗
 

考
 

の
も
つ
意
義
に
つ
い
て
、
 
W
 
耳
も
ま
た
そ
の
見
聞
記
を
宗
教
 民
 俗
学
的
立
場
か
㍉
素
描
し
た
（
前
掲
拙
著
）
 叶
 A
 
の
誘
い
ロ
参
  
 

 
 

 
 

フ
 神
の
性
格
や
そ
の
成
立
展
開
の
事
情
、
ま
た
 オ
 シ
ラ
禁
や
 
オ
シ
 ラ
 講
の
祭
祀
儀
礼
・
 
諦
 行
事
の
 

民
 

具
体
 栢
は
 つ
い
 ィ
、
は
 
日
本
常
民
文
化
研
究
所
編
コ
お
し
ら
さ
ま
 図
録
 ヒ
 昭
和
一
八
年
、
柳
田
国
男
「
大
白
神
 考
ヒ
 岡
元
主
著
作
 
集
 、
第
十
一
冊
、
 

教
 

実
業
二
日
本
社
刊
、
昭
和
二
六
年
、
今
野
円
鞘
コ
 馬
娘
 婚
姻
 譚
 

 
 

美
術
 社
 刊
、
昭
和
 

心
下
 

 
 

四
一
年
、
石
津
 照
璽
 
「
東
北
の
お
し
ら
「
（
東
北
大
学
東
北
文
化
 

研
究
室
編
㍉
紀
要
二
 
%
 
二
 %
 
、
昭
和
三
六
年
Ⅰ
 楠
 正
弘
「
 下
 北
 地
方
に
お
け
る
 

 
 

巫
 

オ
 シ
ラ
サ
 ソ
 祭
祀
集
団
に
つ
い
て
二
人
類
科
学
、
一
 セ
 、
昭
和
 
三
九
年
、
同
一
 1
 丁
北
の
宗
教
」
（
大
学
会
連
合
下
北
調
査
委
員
 ム
 
ム
編
 司
 下
土
 

寄
 

自
然
・
文
化
・
社
会
 

L
 昭
和
四
二
年
所
収
）
 

二
セ
三
 Ⅰ
 二
 八
七
頁
、
な
ど
 
参
昭
 の
こ
ど
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 



（
昭
和
四
十
三
年
四
月
一
日
 稿
了
 、
同
六
月
 セ
日
 補
訂
）
 

（
 け
 ）
近
頃
で
は
、
在
所
で
 
オ
 シ
ラ
講
を
設
営
す
る
と
 否
 と
に
 杓
 わ
ら
ず
、
人
波
音
 
へ
登
 拝
し
オ
セ
ン
ダ
ク
（
新
調
し
た
紅
絹
の
 

布
衣
を
着
せ
る
こ
と
）
 

れ
 

を
し
、
 
ア
ソ
バ
セ
 
て
も
ら
 ぅ
 。
こ
 う
 す
る
と
 オ
 シ
ラ
様
の
「
 ク
 ラ

イ
が
つ
く
」
と
も
、
ま
た
「
ク
ラ
イ
が
あ
が
る
」
と
も
い
い
 、
そ
れ
 臣
 誇
る
風
 

 
 

 
 

が
 広
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
か
な
り
の
遠
方
か
ら
で
も
、
つ
と
め
 て
 人
波
 手
 に
参
詣
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
高
ま
っ
て
き
た
。
 

（
 
M
@
 
 雑
賀
貞
次
郎
「
紀
州
田
辺
の
巫
女
の
話
」
 宍
 民
俗
学
」
 
五
の
三
、
昭
和
八
年
）
参
照
。
 

（
㎎
）
 前
拙
拙
楠
 「
津
軽
イ
タ
 
コ
 の
生
態
と
機
能
」
（
青
森
県
 津

軽
半
島
民
俗
総
合
調
査
団
 編
 
㍉
津
軽
半
島
の
民
俗
 
L
 昭
和
四
 
一
年
、
所
収
㍉
 

（
幼
し
他
用
 コ
 巫
女
教
団
の
近
代
化
大
和
字
成
立
の
背
景
 

」
日
本
仏
教
文
化
協
会
編
「
あ
そ
 か
 L
 
一
九
六
八
年
陽
春
 
号
 
（
昭
和
四
三
年
四
月
 

刊
 ）
参
照
。
 

（
 れ
 ）
拙
著
㍉
 講
 集
団
成
立
過
程
の
研
究
 L
 昭
和
三
 セ
年
 、
吉
 川
 弘
文
館
刊
、
第
二
篇
第
一
章
第
五
節
二
、
巫
女
の
活
躍
と
 %
 、
参
照
。
 

（
 
我
 ）
軍
者
の
昭
和
四
十
一
年
三
月
下
旬
よ
り
同
四
月
初
旬
に
 

か
け
て
の
臨
地
調
査
に
拠
る
。
佐
藤
正
 順
 氏
の
貴
重
な
調
六
円
 告
も
 、
こ
の
点
を
考
え
 

る
 上
に
重
要
で
あ
る
（
同
氏
 稿
 
「
牡
鹿
半
島
の
ミ
コ
」
日
本
 
民
 俗
学
会
報
 セ
 、
昭
和
三
四
年
㌔
た
だ
し
 巫
 俗
の
細
部
に
つ
い
 て
は
若
干
筆
者
の
 

見
聞
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
 0
 こ
れ
に
つ
い
て
は
 
別
稿
で
触
 れ
た
い
所
存
で
あ
る
。
 

（
㌍
）
こ
の
稀
有
な
な
か
で
も
、
紀
伊
半
島
 は
 注
意
し
な
け
れ
 ば

な
ら
な
い
地
帯
で
あ
る
（
雑
賀
貞
次
郎
氏
前
掲
論
文
、
 廿
 Ⅲ
Ⅰ
 。
筆
者
も
ま
た
、
最
近
 

こ
の
地
を
訪
れ
 
南
 伊
勢
か
ら
志
摩
半
島
に
広
く
展
開
す
る
「
 、
、
 

,
 コ
 寄
せ
」
「
ミ
コ
参
り
」
の
実
情
を
詳
し
く
調
査
す
る
こ
と
が
で
 

 
 

申
 他
界
観
 
と
 死
霊
信
仰
朝
熊
山
の
タ
ケ
参
り
と
ミ
コ
寄
せ
 

」
参
照
）
。
 

 
 

（
 舛
 ）
瀬
川
清
子
氏
の
 街
 示
教
に
拠
る
（
昭
和
四
十
二
年
二
月
 十
二
日
筆
者
の
聴
取
）
。
瀬
川
氏
の
幼
時
の
記
憶
に
よ
れ
ば
、
 氏
の
生
家
に
お
い
て
も
 

同
様
の
巫
 
俗
が
 行
な
わ
れ
た
と
い
う
。
同
部
落
に
お
い
て
は
、
 現
在
も
な
お
実
施
し
て
怠
ら
な
い
家
が
多
い
と
の
こ
と
で
あ
る
  
 

（
 わ
 ）
水
戸
市
郊
外
は
昭
和
四
十
年
六
月
、
小
山
市
内
は
昭
和
 
四
十
一
年
十
二
月
の
臨
地
調
査
に
拠
る
。
 



 
 

含
経
 

 
  

 

お
り
、
し
た
が
っ
て
径
数
を
「
 一
 三
四
四
四
」
と
数
え
 て
い
る
（
同
室
 邑
一
 、
解
題
三
五
ぺ
 
ー
 ジ
）
。
」
 

 
 

 
  

 

の経の数につい 

よ 分 と 

れ か え 
ば つ ば 

（ ・ て 椎 
ま い 尾 
た る 弁 
そ こ 匡 

の と 博   
阿 も 労 
合 判 任 
新 然 で 
旧 と あ 
巴 す る 
互 る 『 
無 よ 国 
録 う 訳 

」 に 一 
@c  、 切 

も 経 経 
明 文   
ら の 阿 
か 内 合 部 なご L 容 ・ 

と 居、 を 
く 想 、 見 
） 、 ・ る 

  

  
  

区 も 
一 分 の 

三 四て しを 、 
四 お 第 一 四に z り、 
達 そ 第 
し れ 四 
て に に 

  

  
に私 ず、 河合 

、本 ・・・コ大 は 最後の 経 L の 

正 註 経 誌 
大 の の 一 
蔵 あ 数 九 一 

二号 経 L （ と こつ @ 

我 
間 ほ 」   
で 

  
始 つ 刊 

ま ぎ ） 
る の @ ミ 

  よ   
フバ 

ラ 

  

を、   
そ 

  

れ 数 

ぞ 
V. 

  
つ 

    
経 て 

」 
と 

し 
と 

て 
  

扱   
    

巨 Z 又 

て 
  珊土で 

る 
よ 発表 

  
  

で 

あ 
そ 

る 
  

  末 
尾 

た 
  

雑
 阿
含
経
の
経
の
数
に
つ
い
て
 

三
枝
 
充
恵
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つ に う す か ただ 以上の 列挙しは 、さ 結果を 前回と べく 意 ったか の あ らは 新俺   
。 き す 如 「 弟 な 討   始 また、招くいは 3 、 遺感 j に踏 を @ 3 @   

含     
  匹 @ 

、 る一述も 
諸 そ   

  達 し 誤 

が う の   
討を加 実際を 司雑阿 になる、 とめあ の文章 

一 倉 げ な え 
そのいずを れ四 る、 御 

ヒ日 ネ イ @ 
つ 経 と た 補 て 
一 -@  。 " 

を行 （のそ 。 Ⅱ 大摘 
い 。 足 な 一 経 れ 正 ぃ 

  
を あ 経で下 の " " 
ら 番 ど Ⅲ 

  雑阿 ） く わす 号は、 特殊 ㍉ 

合経ヒ 「大正 場合 な 
新 を で 
脩 除 は 
大 い   

fca@ __ 

  
の 

0 旬 別 
言己 省 は 
号 略 便 な に 
ら 経 な 
っ の も 
て 番 の 

、 号 に 

（ の す 
み ぎ 

）をず を示、 
付 す と 

し こ く 

て と に 
示 に こ     -a. 

（   
ナ - @ で 

と は 
え 
ま ｜ そ 

れ 
（ は 
四 実 
五 
） 

用 
@% 

は第 

も 
よ ナ @ 

四 り @ 
十 ： Ⅰ ん ム = 
五   



経
 

重
要
性
を
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
様
の
例
が
 、
 
（
 八
）
Ⅰ
 

い
 の
白
河
合
邦
一
口
 

p
.
 
じ
 
そ
の
他
に
見
ら
 れ
る
。
㈲
（
四
五
 

 
 

 
 

経
 

五
）
は
、
そ
の
番
号
に
従
え
ば
、
当
然
 巻
 第
十
六
の
末
 尾
 も
し
く
は
 巻
 第
十
 セ
の
 冒
頭
す
な
わ
ち
）
 ふ
 つ
に
あ
 る
べ
き
も
の
が
、
㎝
 

人
日
 

 
 

「
大
正
ヒ
で
は
、
 

巻
 第
十
 セ
の
 末
尾
で
（
四
八
九
）
の
 つ
 ぎ
 
）
 は
 曲
に
移
さ
れ
て
、
位
置
し
て
い
る
。
こ
こ
の
 
欄
外
の
註
Ⅰ
に
 よ
 

㌶
 

雑
 

 
 

ら
は
、
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
。
ま
た
 摂
頒
は
 、
 
司
雑
阿
 含
経
 」
 中
 ほ
ん
の
 少
 部
分
し
か
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
 、
そ
れ
に
多
く
の
 

数
 

 
 

ぽ
 「
 
雑
 阿
含
経
 
L
 を
収
め
る
「
大
正
新
脩
大
蔵
経
 

L
 （
 
養
二
）
は
、
た
ん
に
ロ
大
正
ヒ
と
す
る
。
し
か
し
煩
雑
を
 

避
け
て
、
そ
れ
を
 

も
 記
さ
ず
、
た
だ
ぺ
ー
ジ
数
と
、
 

上
 ・
 
中
 ・
下
の
段
 

と
 を
 、
 洋
 数
字
と
 

a
.
b
.
c
 

だ
け
で
あ
ら
れ
す
場
合
が
 

多
 い
 。
換
言
す
れ
 

ば
 、
以
下
、
洋
数
字
に
 

a
.
b
.
c
 

の
つ
い
て
い
る
 

も
の
は
、
す
べ
て
「
大
正
し
の
場
所
を
示
す
。
 

㈹
経
文
の
引
用
は
㍉
大
正
 

L
 に
従
い
、
句
点
及
び
 

ナ
カ
 
グ
ロ
点
も
そ
れ
に
従
 

う
 。
た
だ
し
返
り
点
は
省
略
す
る
。
 

㈲
 椎
尾
弁
匡
 
「
国
訳
一
切
経
，
阿
舎
 

部
 」
三
冊
は
 
、
た
 
ん
に
「
河
合
邦
 

一
 
」
「
阿
舎
 
部
 一
口
「
阿
舎
 

部
 一
一
己
と
 

記
 し
 、
ま
た
そ
の
 

ぺ
 

｜
ジ
 
付
け
は
、
 
各
冊
各
 
ぺ
ー
ジ
中
央
 

下
 の
 洋
 数
字
で
書
 
か
れ
て
あ
る
も
の
を
掲
げ
る
。
 

こ
の
日
阿
舎
 

部
 L
 に
つ
い
て
、
一
言
し
て
お
こ
う
。
司
書
 

が
 傑
出
し
た
力
作
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
満
腔
 

の
 敬
意
を
払
い
つ
 

つ
 、
な
お
つ
ぎ
の
よ
う
な
、
「
大
正
ヒ
 

0
 本
文
と
は
異
な
 

る
 ・
や
や
強
引
な
操
作
を
、
指
摘
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
 

㈲
（
一
）
）
曲
の
 

末
尾
二
行
は
 

、
 「
（
自
知
）
本
支
 

後
有
 
。
 如
観
 
無
常
吉
 
空
 非
我
。
 
亦
復
 
如
是
。
 
時
 諸
比
丘
 
聞
 仏
所
説
。
歓
喜
奉
行
 

」
 L
 
こ
あ
ス
 

㌧
。
 
司
阿
 

 
 

 
 

 
 

 
 

れ
ば
、
 
摂
頒
 
に
よ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
「
 

大
正
ヒ
 
0
 本
文
ま
で
も
変
え
て
し
ま
う
こ
と
は
、
文
献
 

学
的
取
扱
の
上
 

か
 

つ
 
@
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6   上 し 掲 
（ " 僧 苦 （（（（（て " " " "  「 知 小 

ト Ⅰ よ @ 
い す 

  
で @c 
始 記 

） ま し 
の " ノ   " り 尤 こ 

  す Ⅴよう @ ム @ Ⅰ 

@I @ こ     
も 

  
の 

経 亦 是是。 。 。 如一 か か難 『 
第一       
経 ら 含   
亦 差   
復 別 於 於 経 一 @  @ ま 

ネ U@@ 
経 各 

上   と 経 

」 苦 僧 滅 中 し が 

の 集 狐 道 諦 
  滅 疑 狐 」 「口 て扱 女 

行 道 断 疑 の わ 是 
  狐 。 新 三 れ 我 
み 疑 於 」 行 

断 苦 の の   
合 で 

」莫二み の 滅行 。   
二 道 の ま 
行 狐 み か る 

と 疑   
よ Ⅰ ん @ 

  り と 

」 多 し 

@ 「 数 た 

隆 二 
見 が 

不 行 ら @ 
  れ そ 

足 み 
ろ う 
  で 

そ な 
土左 

月 l 」 

  
者。 る 例、 ら 

こ す 
  こ な 

法 に わ 

も 輪 王 は に る 
の で ヒ （ ナ - 

かほ ら " に 美玉原三 四 「 "   
0 合 て に 十 本 

一 路 部 ぃ 相 セ 経 一 " 
を ヒ る 当 巻 を 
果 に も す 外 港 
し 見 の る に 第 
て ら を 。 一 十 
行 れ 省 し 経 七 
く る 略 か を の 
こ よ し し 載 初 
と う て な す に 
に な し が 、 お 

す 無 ま ら こ い 
る 理 ぅ 、 れ て 

。 は の た 第 い 

一 切 はと " え六 十る " 
巻 と     

専 る と 六 ㍉ 
ら の 解 セ 阿 
『 で す と 含 
大 は る 同 部 一コ 上口七は人 下 経の 炒 に @ し 

め る て 重 は     
も 上 は と 載 
の の 冥 い せ 
に よ な 3 々 
旦ロ う つ 

  
し な て な そ 
て 見 お お の   
く ら し 一 ぺ   か 工 l 
式 こ も 0 ジ 
的 の 『 大 証 
な 心 夫 セ 59 



雑 阿含経の経の 数につ し   

7
 、
 （
四
三
六
）
Ⅰ
お
の
「
 
加
 須
達
長
者
坊
間
。
」
で
 
始
 ま
る
。
 

8
 、
 （
四
三
 セ
 ）
 
ト
 お
す
「
 如
異
 比
丘
 問
 。
」
で
始
ま
る
  
 

9
 、
 （
四
セ
七
）
 
ト
ミ
 n
?
P
N
o
 

が
「
 

如
異
 比
丘
間
縄
。
 
尊
者
阿
難
所
間
縄
。
 
亦
 如
是
」
の
二
行
の
み
。
 

m
 、
 （
四
九
一
）
円
盤
㏄
「
 
如
 閻
浮
車
前
聞
 経
 。
沙
門
 出
家
所
 問
 。
 亦
 如
是
」
の
二
行
の
み
。
 

u
 、
 
（
六
二
六
）
）
お
 
か
 「
第
二
経
 亦
 如
上
 説
 差
別
者
。
 
如
是
比
丘
。
超
越
生
死
」
の
二
行
の
み
。
 

は
、
 
（
六
四
 0
 ）
 
ド
 
ま
す
「
爾
時
世
時
 告
 尊
者
阿
難
。
」
 で
 始
ま
る
。
 

H
 、
 
（
二
八
四
一
）
 お
 o
p
 

「
阿
育
王
 

施
半
阿
摩
勒
果
因
 縁
経
 」
の
一
行
を
お
い
て
、
「
阿
育
王
。
 

於
 如
来
法
中
。
 

ま
る
。
 

M
 、
 
（
六
九
五
）
 
ト
 
の
の
 
す
 ?
n
 
「
 
如
 尊
者
舎
利
弗
間
 経
 。
 如
是
 異
 比
丘
 問
仏
 」
の
二
行
の
み
。
 

お
、
 
（
六
九
六
）
 
ト
葵
り
 「
 
問
 諸
比
丘
 経
 。
 亦
 如
上
 説
 」
の
 
二
 何
の
み
。
 

M
 、
 
（
七
五
五
 ｜
セ
 ）
 P
g
 ヴ
「
如
上
三
径
。
如
是
 仏
 問
 諸
比
丘
三
径
。
 
亦
 如
是
 説
 」
の
二
行
の
み
。
 

n
 、
 
（
 
セ
 七
二
 ｜
 四
）
 

N
o
P
 

ヴ
 「
如
是
 異
 比
丘
 問
 尊
者
 阿
難
問
仏
間
諸
比
丘
。
 
此
 三
径
。
 亦
 如
上
 説
 」
の
二
行
  
 

M
 、
 
（
 
八
 0
0
 ）
 0
0
 

の
の
「
如
是
娑
羅
門
 

法
 
・
娑
羅
門
 

娑
羅
門
 義
 
・
娑
羅
門
 果
 。
」
の
二
行
と
、
「
梵
行
法
・
 

梵
行
 果
 。
 亦
 如
上
 説
 」
の
一
行
の
み
。
 

m
 、
 
（
八
一
一
 ｜
 八
一
二
）
 

N
o
 

の
の
「
如
是
 

異
 比
丘
 所
 問
 。
仏
間
諸
比
丘
。
 
亦
 如
上
 説
 し
の
二
行
の
み
。
 

m
 、
 
（
八
四
 0
 ）
の
し
 曲
 「
 次
経
亦
 如
上
 説
 。
差
別
者
。
 」
で
始
ま
る
。
 

m
 、
 （
八
四
一
）
 
い
お
ゅ
 「
 次
経
亦
 如
上
 説
 。
差
別
者
。
 」
で
始
ま
る
。
 

%
 、
 
（
 一
 0 三
三
）
 
ま
 o
p
 

「
達
磨
損
 

離
 長
考
修
多
羅
。
 
し
で
始
ま
る
。
 

み
 。
 

梵
行
者
・
梵
行
 義
 
・
 

得
 大
敬
信
。
」
で
 始
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と考同 んえ 一如 「 外 御上   
裏 差 の 聞 う に 論 
」 支 繰 」 べ よ に 

「 え り で き っ 、 
爾 な 返 姶 も て 右 
時 い し ま の 掲 に 
」 経 を っ で げ 記 = 
「 （ 避 た あ 、 し 一 

時以け一ろこた 」上るつうれよ 
な の た の 。 に う 

    
で は て 二 コ a 我 

つ ） 聞         
が 経 、 成 る 阿 扱 

、 を と 立 。 合 わ 

司 大げえてだして あ 君 し た経れ 

べ     
で 例 

洛     
つ ら よ し か む 野 
て は う く し し 教 
い ほ に は 、 ろ 授 

註 
る @c  @  あ 

  。 関 つ ま な 23 
      " ハ 
  る 巻 あ 先   
  記 二 る に 
  述 十   

    
『 @' て 

  
  で五た相 あ がだ 応 、エ、 ） ノノ 

部 
    し部 " L めづ @. Ⅰ 

の曲 " 二 二 の   
  
  
申田   
    如 「 

手 
z@ 合 わ 外 記 比 
    経 ち が し 

Ⅰ @ 
丘 

せい （ あ た   難 
  中大りよ " 四 " う 陀 
  
当 最 も）の 0 そに 、 
  役 と 一 司 

修多 

  
羅 

代 （ つ 雑 
経 
典   
  の も四、 六は阿 含   
見 の 一 巻 @ " ） 一 c-. 

疋 
  説 

  」 

  も短 ナし ょ、 、 一十三とか     
      

，一 行 （ ） 成る 工 一の 巻経   
@ 乙 0 -- よ み 
挿 そ 経 り 

入 し す 成 

さてなり れこ ね 、 
た の ち そ 
も 二 （ の 
の つ 六 は 
で の 0 と 
あ 巻 四 ん 

  
が れ 成 王 

萌 瞭阿 もり 、 ヒ の 
で 育 仙 一 
あ 王 の 投 



雑阿 

14 

（   
  
  
九 ） 

し っ 
の 
の 
ヴ 
  
  

含 経の経の数につⅤ 

Ⅰ 3  12  丁 1  10     
七 五 三 七 
四 九 四 一 
） ） ） し 

ト収ト め 印 Ⅰ め肚 か ㏄㏄ ド 
0 の ① オ 
/ こ で 1 
Ⅰ Ⅰ し ア [o@ ドミ tX'@  co ぐつ 

し Ⅰ Ⅰ 河 Ⅱ コ 
リ の す （ ． づ 

'w_/' 

  

る
 。
（
勿
論
。
途
中
に
段
落
を
は
さ
ん
だ
も
の
が
。
こ
と
 ご
と
く
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
の
で
は
な
い
。
）
 

エ
、
 
（
五
八
）
 
に
 す
こ
し
 サ
 

2
 、
 
（
 二
 0
0
 
）
の
 ト
ヴ
 

（
 ぺ
 ）
 

3
 、
 
D
 一
五
四
）
の
い
 す
て
 9
 
ヴ
 

4
 、
 
（
一
一
一
一
 

0
 ）
の
 o
u
 
 

（
～
）
 

5
 、
 
（
一
二
一
一
）
㏄
 
の
す
 ）
 く
の
 

6
 、
 
（
ニ
一
一
一
一
）
㏄
の
の
Ⅰ
く
の
。
 

す
 

7
 、
 
（
四
九
 O
 ）
 
P
N
 
の
 u
!
 馬
の
の
そ
の
第
一
段
の
末
 
尾
に
 
「
如
是
 比
 閻
浮
 草
 前
聞
 序
 四
十
 経
 」
と
あ
る
。
 
こ
 の
 第
一
段
を
之
 0
.
 
）
 

と
し
、
以
下
名
 段
 ご
と
に
番
号
づ
け
を
し
て
行
く
と
 之
 0
.
 
ど
 
（
 P
N
 
㏄
 斡
 ）
で
終
り
、
そ
の
あ
と
に
別
行
に
、
「
 如
 荷
 。
如
是
 垢
臆
刺
 

恋
縛
 小
潮
」
の
一
行
が
あ
る
。
こ
れ
を
「
 垢
 」
以
下
 各
 
一
 経
と
数
え
て
も
、
 

之
 0
.
 
鮒
 ?
 お
で
、
上
述
の
「
四
十
 経
 」
に
は
達
し
な
 

い
 。
（
向
阿
 舎
 赴
 こ
て
 ・
 ミ
註
 仏
参
照
。
な
お
赤
沼
 智
 善
司
 漢
巴
 四
部
四
阿
 舎
互
 無
銭
 ヒ
毛
 ・
 
ま
 h
.
 

は
無
理
に
四
十
経
に
 

 
 

8
 、
 
（
五
ハ
Ⅱ
 

レ
エ
ハ
 

）
 
ト
 の
か
 
a
 Ⅰ
 く
 c
 

9
 、
 
（
五
五
上
 
ハ
 ）
 
ト
ト
 
m
n
!
P
 
お
 か
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最
後
に
 、
 経
の
数
を
数
え
る
の
 

れ
た
も
の
で
、
そ
こ
で
は
、
 テ
 １
 

%
 っ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
 

部
分
こ
れ
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
 一
 隆
な
 

休
が
 段
落
を
切
っ
て
別
行
と
し
て
 に

 最
も
厄
介
な
の
は
、
経
の
末
尾
に
一
行
な
い
し
数
十
 行
が
 
（
大
体
は
「
如
是
…
…
」
と
し
て
）
付
さ
 

マ
 の
み
異
な
り
、
そ
の
内
容
や
表
現
な
ど
が
そ
れ
ま
で
の
 経
と
同
種
・
同
類
・
同
思
想
で
あ
る
こ
と
を
 

憶
数
 が
非
常
に
多
い
け
れ
ど
も
、
以
下
に
そ
の
す
べ
 て
を
列
挙
し
て
 
行
 乙
う
。
「
阿
舎
 部
 」
は
 、
大
 

い
し
数
十
経
に
数
え
て
い
る
が
、
ご
く
ま
れ
に
、
そ
う
で
 な
い
例
も
見
ら
れ
る
。
「
大
正
」
で
は
、
 

大
 

付
言
し
て
あ
る
け
れ
ど
も
、
少
数
の
例
で
は
、
前
の
経
 と
 続
け
て
記
さ
れ
て
い
る
。
 

四 

邸
、
 
（
一
一
一
一
ハ
 

し
 ）
㏄
の
の
 
c
@
 く
め
ゆ
 

Ⅱ
 ヴ
 

M
 、
 
（
一
一
一
一
一
エ
 

ハ
 ）
 N
o
o
n
 

@
 
Ⅰ
 の
 O
O
p
 

U
 、
 
（
一
一
四
九
）
 u
O
 
の
 p
!
 
n
 

㎎
 、
 
（
一
一
セ
四
）
の
 に
 

の
ト
 
の
す
 

㎎
 、
 
（
一
一
九
六
）
の
 
燵
 り
て
㍊
印
 
す
 

m
 、
 
（
一
二
二
四
）
の
 u
A
u
!
n
 

m
 、
 
（
一
一
一
セ
 

い
 
し
）
 ひ
串
 
㏄
 0
@
@
 

の
か
 

o
u
 
 

（
 ぺ
 ）
 

%
 、
 
（
一
二
 セ
 二
）
 び
 お
 す
 2
n
 
 （
 ぺ
 ）
 

為
、
 
（
一
二
 セ
 三
）
㏄
 め
り
 
n
@
 。
 
u
o
o
 

あ
 
（
 ぺ
 ）
 

%
 、
 
（
一
二
 セ
 四
）
の
の
 

o
u
 

目
の
（
 

ぺ
 ）
 

%
 、
 
（
一
一
一
一
四
六
）
 

ひ
 q
o
n
 
）
 、
ひ
 
～
）
が
（
 
べ
 ）
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雑阿 

観
察
非
我
 法
 。
観
察
無
常
吉
 空
 非
我
 法
 。
観
察
 病
法
 。
 観
 察
魎
法
 。
観
察
刑
法
。
観
察
投
法
。
観
察
 殺
 根
本
法
。
 観
察
 病
辮
 刺
殺
。
 殺
 
㏄
 

%
 
 却
、
 （
一
二
 
セ
 ）
の
末
尾
母
の
に
、
「
如
是
 
我
 観
察
 新
法
。
如
是
観
察
滅
法
。
観
察
秦
檜
 

法
 。
観
察
無
常
法
 
。
観
察
苦
渋
。
観
察
空
法
。
 
(33) 

の経 

す 
る 

の 数につい 

9@ 8   
（（ 一セ 
二 九 
五 ） 
） の 

の 末 
末 尾 
尾 ㎏ 

。 

も 。 ハり 

の @ こ 

@@ 「 フし、 円タ 、「 口 

無常 第三 

苦 経 聖 亦 

地 井 
是我 O 一 

所 一 経 
里   
,, 者亦 
ピ 如 

」 以下 是説     
，一 行 一 

  
さ 

こ ら 

こ @ こ 

に 三 

別 経   
一 存 
綾 花 
め る 
あ 示 
る 唆 
こ す 
と る 

を一 
小 

唆 

  

1
 、
 
（
六
六
）
の
末
尾
に
 ヴ
 に
、
「
 
如
 観
察
。
如
是
 分
 別
種
種
分
別
 知
 。
 広
知
 種
種
 知
 親
近
。
親
近
修
習
。
 
入
 触
証
 三
径
。
 亦
 如
是
 広
 

説
 」
の
二
行
が
あ
る
。
こ
の
「
三
径
」
を
 
司
 河
合
邦
 一
 L
 づ
 ・
 
ま
註
 ㏄
は
「
十
二
経
」
の
 誤
 ま
り
と
い
う
（
次
項
 参
照
）
。
い
ず
れ
に
し
 

て
も
、
こ
こ
に
径
数
は
数
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
同
類
 の
 諸
経
の
存
在
を
示
唆
す
る
。
 

2
 、
 
（
六
六
）
の
末
尾
ま
の
に
、
「
 如
 観
察
。
如
是
 乃
 至
作
証
 。
十
二
経
赤
麻
伝
説
」
と
い
い
、
さ
ら
に
十
二
経
 の
 存
在
を
示
唆
す
る
。
 

3
 、
 
（
六
七
）
の
末
尾
目
の
に
、
 右
と
 全
く
同
じ
。
 

4
 、
 
（
六
八
）
の
末
尾
 あ
 曲
に
 、
 右
と
全
く
同
じ
。
 

5
 、
 
（
六
九
）
の
末
尾
お
 す
 に
、
「
 
如
当
説
有
及
当
知
 。
 亦
 如
是
 説
 」
の
一
行
が
あ
る
。
 

6
 、
 
（
 
セ
 0
 ）
の
末
尾
 
お
す
に
、
 右
と
全
く
同
じ
。
 

7
.
 
 （
 
セ
 一
）
お
す
 2
 お
 ゅ
 は
、
第
一
段
の
十
三
行
の
 あ
と
、
 田
 「
 余
 如
是
 説
 。
差
別
者
。
 当
 知
育
 身
 。
 当
知
 断
有
身
集
 。
 当
 知
正
 有
 

身
滅
 。
通
知
 修
断
有
 見
道
 跡
 。
仏
説
此
経
 已
 。
諸
比
丘
。
 聞
 仏
所
説
。
歓
喜
奉
行
」
の
三
行
、
そ
の
あ
と
㈲
「
 
ぬ
当
説
 。
 有
及
当
知
 

亦
 如
是
 説
 。
 ス
復
 差
別
者
。
比
丘
知
 育
身
 。
 断
有
 具
案
。
 ま
有
身
滅
 。
 修
断
有
身
道
 。
 具
 名
比
丘
 断
 愛
欲
 縛
諸
結
 筆
法
。
 修
 無
間
等
。
 

究
寛
苦
辺
 。
 又
復
 差
別
者
。
具
名
比
丘
。
克
章
辺
際
。
 究
 寛
 離
垢
。
克
章
梵
行
。
 純
浮
 上
士
」
の
五
行
、
そ
の
あ
 と
さ
ら
に
㈲
「
 又
 

復
 差
別
者
 し
 以
下
十
一
行
が
あ
る
。
 

  



  

  

  

根
本
法
。
如
是
諸
経
。
 

皆
 如
上
 説
 」
の
六
行
が
あ
っ
て
 、
 十
三
法
を
掲
げ
て
お
り
、
さ
ら
に
十
三
経
の
存
在
を
示
 唆
す
る
。
 

n
 、
 
（
一
二
八
）
の
末
尾
 
凸
 ㏄
に
、
「
如
是
 比
 十
四
経
。
 
亦
 如
上
 説
 」
と
い
い
、
さ
ら
に
十
四
経
あ
る
こ
と
を
 示
 唆
す
る
。
 

は
 、
二
三
 0 ）
 
凸
ず
 は
、
五
行
の
経
の
あ
と
に
、
「
 如
当
断
 。
如
是
 当
知
当
吐
 当
 意
当
捨
 云
々
」
の
計
十
三
行
 
が
あ
る
。
 

u
 、
 
（
 一
 三
一
）
の
末
尾
 下
 P
n
 

に
、
「
如
是
 

習
 近
者
。
 習
 著
者
。
昧
者
。
決
定
著
者
。
 

止
 者
。
使
者
。
往
者
。
 
撰
択
 者
。
 
不
捨
者
不
吐
 

者
。
如
是
等
沙
門
 娑
 羅
門
。
 随
魔
 自
在
。
如
上
 説
 」
の
 一
 
二
行
 ぶ
朋
あ
フ
つ
 

。
 

M
 、
 
（
 一
 三
一
こ
の
末
尾
 か
 ）
 0
 に
、
「
乃
至
 吐
色
 。
 亦
 復
 如
是
」
と
い
い
、
さ
ら
に
 一
経
 あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
  
 

お
、
 
（
一
四
五
）
お
 す
 ?
 
 （
 一
セ
 一
）
㌫
の
の
計
二
十
 
セ
 経
の
末
尾
に
は
、
す
べ
て
「
如
是
伝
説
。
次
第
上
二
一
 

経
 」
と
あ
り
、
各
三
径
 

ず
 つ
 、
計
八
十
一
経
の
存
在
を
示
唆
す
る
。
 

M
 、
 
（
一
七
三
）
の
末
尾
お
の
に
、
「
如
是
未
来
現
在
 
ぬ
去
 。
現
在
未
来
。
現
在
過
去
。
未
来
過
去
。
未
来
現
在
 」
の
二
行
が
あ
る
。
 

H
 、
 
（
 一
セ
 四
）
は
六
行
の
経
の
あ
と
 ふ
 曲
に
、
 ナ
 行
 が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
、
Ⅲ
「
如
是
…
…
八
種
 経
 如
是
。
」
 ㈲
「
種
種
 教
 ・
・
・
・
・
・
一
一
 

入
綾
。
 亦
 如
上
 説
 。
」
㈲
「
如
斯
 義
 。
如
是
 知
 義
民
 義
吐
 義
正
義
 捨
義
 。
 亦
 如
是
」
と
い
う
。
「
阿
舎
 部
一
 」
 
口
 ）
の
の
 
註
抑
は
、
 
Ⅲ
 は
 

八
 経
、
㈲
は
そ
の
項
目
 数
 六
十
項
を
数
え
、
そ
の
各
々
 に
 六
経
、
し
た
が
っ
て
計
四
百
八
十
 経
 
（
 @
o
o
X
 
㏄
）
 と
 し
 、
以
上
、
（
 一
セ
 

二
）
（
（
 
一
セ
 三
）
の
末
尾
の
付
加
の
計
八
経
と
Ⅲ
㈲
 
合
わ
せ
て
四
百
九
十
六
経
と
す
る
。
さ
ら
に
目
っ
・
）
の
の
 
註
 B
 は
 、
 ㈲
は
上
の
 

も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
五
項
ず
っ
、
合
計
二
千
四
百
八
十
 経
 
（
Ⅱ
心
の
の
 

X
 鏑
 ）
と
数
え
る
。
 

ぬ
 、
ニ
セ
五
）
は
九
行
の
経
の
あ
と
 ふ
 

ヴ
に
、
 六
行
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
、
Ⅲ
「
如
斯
無
常
。
 

如
是
八
種
。
教
頭
燃
書
経
。
 

如
上
底
 説
 。
」
㈲
「
如
是
式
種
種
 
教
 随
順
 教
 。
如
上
伝
説
 。
」
㈲
「
如
斯
 義
 。
如
是
 知
 義
 民
義
吐
 義
正
義
 捨
義
滅
義
 没
義
 。
赤
腹
如
是
」
 

と
い
う
。
「
阿
舎
 
部
一
 L
 
 毛
 ・
 デ
の
註
れ
 !
 紐
は
 、
 Ⅲ
 は
人
経
、
②
は
四
百
八
十
八
 経
 
（
Ⅱ
 串
 X
 ㏄
）
、
以
上
計
 四
百
九
十
六
経
、
 
そ
 

れ
が
 ㈲
の
 セ
項
 ず
つ
に
よ
っ
て
、
合
計
三
千
九
百
六
十
 八
経
 
（
 n
p
 

の
の
 

十
 き
の
 X
 づ
 ）
と
数
え
て
い
る
。
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雑 阿含経の経の 数につし 

28  27  26  25  対   
（ （ （ （ （   
/ Ⅰ / Ⅰ / Ⅰ / Ⅰ / Ⅰ 

五 四 三 二 一 
） し ） ） ） 

鵠 ミ ミ ミ ミ 
が n の す ヴ 

! すあ 2 も " ? n は " 

もが同も（ " も じ " 一 

同 、 よ 同 人 
じ 伺 う じ 0 
よ じ に よ り 
う よ し う と 
に う て に 全 
し @C    し く 

て、セ 同じ して、 経、 セ て、 セ   

十   
/ ヘ   
+ 二 十 目 
八 百 八 九 

隆二軽土 。 十 。 一   
四 経 。 
経 

  

m
 、
ニ
セ
六
）
は
 セ
 行
の
経
の
あ
と
 お
 す
に
、
十
村
 が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
、
Ⅲ
「
 如
 
無
常
Ⅰ
 ロ
 

 
 

  

ノ
 桂
女
 是
 
」
 乏
 
「
 外
 身
身
 観
 

一
一
八
 経
亦
 如
上
 説
 。
」
㈹
「
如
斯
無
常
 義
 。
・
・
・
・
・
・
 

亦
 如
上
 説
 」
と
あ
る
。
向
阿
舎
 部
一
 L
 
き
 ・
）
の
の
（
は
 

、
 Ⅲ
 は
 八
 経
、
㈲
は
項
目
敏
 

十
一
、
し
た
が
っ
て
計
八
十
八
経
、
両
者
合
わ
せ
て
 計
 九
十
六
経
、
㈲
は
 セ
 項
に
よ
り
六
百
 セ
 十
二
経
（
Ⅱ
 き
 X
 Ⅱ
）
 L
 こ
す
ス
リ
。
 

m
 、
ニ
セ
 セ
 ）
は
お
す
の
十
一
行
の
経
の
あ
と
 
ふ
 の
に
、
九
行
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
、
山
口
 

 
 

「
 女
 無
常
 
女
是
 過
去
無
常
。
未
来
 無
 

常
 。
現
在
無
常
。
過
去
未
来
無
常
。
過
去
現
在
無
常
。
 未
 来
現
在
無
常
。
過
去
未
来
現
在
無
常
。
」
㈲
「
知
府
 身
 身
 親
柱
 八
経
 。
 

二
十
四
経
。
如
上
 説
 。
」
㈲
「
 如
当
断
 無
常
九
十
種
。
 

一
一
九
十
六
経
。
 
亦
 如
上
 説
 」
と
あ
る
。
「
河
合
邦
 一
口
 や
ト
 の
～
は
 、
 Ⅲ
 

は
セ
 経
、
㈲
は
八
十
八
経
、
㈲
は
六
百
 セ
 十
二
経
（
Ⅱ
の
 の
 X
q
 

）
と
数
え
る
。
 

m
 、
 
（
 一
セ
 八
）
は
 
お
 の
の
十
一
行
の
経
の
あ
と
 ふ
 

ミ
 の
に
、
 ナ
 行
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
二
七
七
）
 
な
 ど
と
ほ
ぼ
等
し
く
、
 
三
 

部
 に
分
か
れ
、
「
阿
舎
 部
一
 J
]
 づ
 ・
）
の
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
 
セ
 経
、
二
十
四
経
、
二
百
二
十
四
経
と
数
え
る
。
 

%
 、
 
（
 一
セ
 九
）
は
 ミ
い
 の
 ナ
 行
の
あ
と
 ミ
 り
に
、
 セ
 行
 が
あ
る
。
そ
れ
ら
も
前
例
と
同
じ
く
三
部
に
分
か
れ
 

「
阿
舎
 部
一
 J
 
 き
 

）
の
の
（
・
は
、
そ
れ
ぞ
れ
 
セ
 経
、
二
十
四
経
、
二
百
二
十
 日
経
と
数
え
る
。
 

%
 、
二
八
 0 ）
は
 
ミ
い
 の
九
行
の
あ
と
 ミ
 p
f
 ミ
 ヴ
に
、
セ
 行
が
あ
る
。
そ
れ
ら
も
前
例
と
同
じ
く
三
部
 に
 分
か
れ
、
 
円
 阿
舎
 部
 

一
 」
 
七
 ・
）
の
の
（
・
は
、
そ
れ
ぞ
れ
 
セ
 経
、
三
十
二
経
、
 
二
 百
八
十
経
と
数
え
る
。
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%
 、
二
八
六
）
の
前
半
 
お
サ
 も
 、
 同
じ
よ
う
に
し
て
 、
セ
 経
、
六
経
、
百
十
二
経
が
数
え
ら
れ
る
。
さ
ら
 
に
そ
の
あ
と
（
後
半
）
 

お
 す
 

に
、
「
諸
所
有
色
。
…
…
歓
喜
奉
行
」
の
 八
 打
 と
、
「
 如
 無
常
。
…
…
歓
喜
奉
行
」
の
二
十
九
行
と
が
 付
さ
れ
て
い
る
。
 
こ
 

の
後
半
の
二
つ
の
部
分
を
併
せ
る
と
、
二
八
六
）
は
 、
前
 節
の
三
に
加
え
た
方
が
適
当
か
も
し
れ
な
い
。
「
阿
舎
 部
 
一
ヒ
 毛
 ・
 
P
 の
か
 
片
 

は
 、
そ
れ
ぞ
れ
を
独
立
の
 一
 経と
見
な
し
て
い
る
。
 

3
 
 
（
一
八
 セ
 ）
は
 
鵠
 

お
の
の
八
行
の
経
の
あ
と
 き
い
 に
、
「
 知
 成
就
不
成
就
。
如
是
 知
 不
知
。
・
・
・
・
・
・
 

歓
 喜
 奉
行
」
の
一
段
が
あ
 

0
 ヰ
 

り
 、
二
十
 行
 に
及
ぶ
。
「
河
合
邦
一
し
 

毛
 ・
 
P
 の
の
 
h
.
 は
 、
 独
立
の
 
一
 経
と
扱
う
。
 

M
 、
 
（
一
八
八
）
の
末
尾
お
 す
 に
、
「
 如
 無
常
。
如
是
 苦
空
 非
我
。
 亦
 如
是
 説
 」
の
一
行
が
あ
る
。
 

%
 、
二
九
五
）
の
末
尾
の
 o
p
 

に
、
「
 

如
 無
常
経
。
 
如
 是
苦
 空
無
我
。
 
亦
 如
是
 説
 」
の
一
行
が
あ
る
。
 

%
 、
 
（
一
九
六
）
の
末
尾
の
 
0
 ヴ
に
 、
「
如
説
一
切
 無
 常
 。
如
是
一
切
 苦
 。
一
切
生
。
一
切
非
我
。
一
切
虚
業
法
 

一
切
破
壊
 法
 。
一
切
 

坐
法
。
一
切
走
法
。
一
切
 病
法
 。
一
切
死
法
。
一
切
 愁
 憂
法
 。
一
切
煩
悩
 法
 。
一
切
集
 注
 。
一
切
滅
法
。
一
切
畑
 法
 。
一
切
調
法
。
 

一
 

ゆ
 新
渋
。
一
切
常
法
。
一
切
 作
証
 。
一
切
 魔
 。
一
切
磨
 勢
 。
一
切
磨
 器
 。
一
切
 然
 。
一
切
 職
然
 。
一
切
 焼
 。
 皆
如
 七
二
経
伝
説
」
の
 セ
 

行
 が
あ
る
。
 

%
 、
 
（
一
九
八
）
の
末
尾
の
 
o
n
 

に
、
「
 

如
 肉
入
 処
 。
 如
 是
 外
人
処
。
色
声
香
味
 触
法
 。
眼
識
耳
鼻
音
 身
 意
識
。
 
眼
触
 耳
鼻
音
 身
意
触
 。
 

眼
 鮎
生
 麦
 。
耳
鼻
音
 身
意
触
 生
 麦
 。
 眼
 鯛
生
 想
 。
耳
鼻
 古
身
 意
触
生
想
 。
 眼
触
 生
息
。
耳
鼻
音
 身
意
触
 生
息
。
 眼
 敏
生
 麦
 。
耳
鼻
音
 身
 

意
触
 生
麦
。
 亦
 如
上
 説
 」
の
六
行
が
あ
る
。
 

お
、
 
（
一
九
九
）
の
末
尾
 
簗
い
 に
、
「
 如
 肉
入
。
如
是
 外
人
。
乃
至
 意
触
 。
因
縁
生
麦
。
 
亦
 如
是
 広
説
 」
の
 二
 行
 が
あ
る
。
 

%
 、
 
（
 二 0
 
一
）
の
末
尾
目
り
に
、
「
如
是
比
丘
所
説
 経
 。
 若
 差
別
者
。
…
・
・
・
歓
喜
 
已
 作
礼
而
去
」
の
八
行
が
 あ
る
。
 

w
 、
 
（
 二 0
 八
）
の
末
尾
 縫
 。
に
、
「
 如
 無
常
。
 苦
空
 無
我
。
 亦
 如
是
 説
 」
の
一
行
と
、
「
加
門
人
処
 四
経
 。
 如
是
外
人
処
。
色
声
番
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  所 知 
内 

亦 

入     
是諦 一月 硯二 

苦使 

是 
      説 

四 経 。 」 の 受     

持 
  

  
繋 五 

外 著 。 
入 

根一       
    我   経 
四 前 月   戸 一 現 

経     求 内 """ / Ⅰ 

径   八 
処 

根一 

亦       
  世 」 る 経 

是 尊 濃 
説 

の 

法 
      

」 
眼   行   

の 法 処 が 是 
    根 セ あ 

  
  亦 」 

37  (37) 

  

  



  

  

  

行
 が
あ
る
。
 

㏄
 、
 
（
三
五
四
）
の
末
尾
 
ゆ
り
 
。
 こ
、
口
 

@
 
 
「
 
女
 老
死
乃
至
大
入
 処
 三
径
」
の
一
行
と
、
「
 如
是
老
死
乃
至
行
三
径
。
 

亦
 如
是
 説
 」
の
一
行
 

と
が
あ
る
。
 

u
 、
 
（
三
五
八
）
の
末
尾
 
P
o
o
p
 

に
、
「
加
増
上
減
法
。
 

如
是
空
法
変
易
浅
葉
法
滅
法
。
如
上
 説
 」
の
二
行
と
、
 

「
 
如
当
 諦
三
径
。
百
店
 

当
 知
工
 経
 。
如
上
 説
 」
の
一
行
と
が
あ
る
。
 

%
 、
 
（
三
六
六
）
の
末
尾
 
P
o
P
 
ヴ
に
 、
「
知
愚
 婆
戸
仏
 。
 如
是
円
葉
 仏
 。
 毘
湿
 渡
洋
 仏
 。
 迦
羅
迦
孫
提
仏
 。
 迦
那
 迦
 牟
尼
 仏
 。
迦
葉
仏
。
 

皆
 如
是
 説
 」
の
三
行
が
あ
る
。
 

%
 、
 
（
三
六
九
）
の
末
尾
 
P
o
 

）
の
に
、
「
 

如
毘
婆
戸
仏
 。
 如
是
 戸
棄
仏
 。
 毘
湿
 渡
洋
 仏
 。
 迦
羅
迦
孫
提
仏
 。
 迦
那
 迦
 牟
尼
 仏
 。
迦
葉
仏
。
 

亦
 如
是
 説
 L
 の
三
一
行
が
あ
る
。
 

M
 、
 
（
三
九
二
）
の
あ
と
 
P
o
 
の
 n
2
 ）
 
0
 の
 ゅ
 に
、
「
 如
於
 苦
 不
解
脱
解
脱
。
如
是
 捨
 悪
趣
。
（
途
中
隔
 頒
が
 ナ
 行
あ
る
）
・
・
・
・
・
・
歓
喜
 

奉
 

行
 口
の
計
二
十
 行
 が
あ
る
。
「
河
合
邦
一
己
 

p
.
 
ミ
は
、
 
こ
れ
ら
を
 計
セ
 経
と
数
え
る
。
 

%
 、
 
（
三
九
三
）
は
 
ド
 
寓
の
に
九
行
の
経
の
あ
と
に
、
 

P
o
 
の
 a
 （
 
、
 ヴ
に
 、
「
如
是
 知
 。
知
日
吾
兄
。
：
：
 
:
 歓
士
 
H
 目
 
奉
行
 」
の
六
行
が
あ
り
、
 
さ
 

ら
に
そ
の
あ
と
に
、
「
 若
二
 一
 
緒
尽
 。
 貢
志
癌
薄
 。
 得
斯
 陀
含
 。
…
…
歓
喜
奉
行
」
の
計
二
十
二
行
が
あ
る
。
「
 阿 合
邦
 一
 
亡
き
・
 お
 （
 

は
 、
最
初
の
九
行
を
「
善
男
子
 経
 」
、
中
間
の
六
行
を
「
 須
陀
直
径
」
、
最
後
の
二
十
二
行
を
「
新
院
 含
経
 」
「
 阿
 %
 台
経
 」
「
阿
羅
漢
 

経
 」
「
群
吏
仏
経
」
「
無
上
正
覚
 経
 」
に
五
分
し
て
 計
 セ
 経
と
数
え
る
。
 

弼
、
 
（
三
九
四
）
の
末
尾
Ⅰ
 
む
 
の
の
 こ
、
ロ
 

一
 

「
 女
是
知
 
如
是
 見
 。
如
是
無
間
等
。
 
亦
 如
是
 説
 」
 の
 
一
行
が
あ
る
。
 

鮨
、
 
（
四
二
 セ
 ）
の
末
尾
ト
ト
 o
p
 こ
、
口
 

 
 

一
 

「
 
女
当
 説
文
屋
 有
 

如
是
 当
知
 。
 亦
 如
上
 説
 」
の
 
一
 行
 が
あ
る
。
 

 
 

如
是
 薩
 雑
多
年
 迦
 
・
 恒
伽
 ・
邪
行
 那
 
・
 薩
羅
遊
 ・
 伊
羅
 践
提
 
・
 摩
酪
 。
 及
 四
大
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爾
 」
の
一
行
、
「
地
大
地
上
。
如
是
 生
 辺
地
者
 亦
爾
 」
 の
 一
行
、
「
 如
 手
上
土
。
如
是
成
就
 聖
 慧
眼
者
。
小
腹
 如
 是
 。
 如
 大
地
上
。
 
如
 

是
 不
成
就
。
 
聖
 慧
眼
者
 亦
爾
 」
の
二
行
、
「
 如
中
 上
土
。
 如
是
衆
生
。
如
此
法
律
者
。
赤
腹
如
是
。
 

如
 大
地
上
。
 
如
是
衆
生
。
不
知
 法
 

偉
者
 亦
爾
 。
 如
知
 如
是
等
知
音
 知
 。
 正
想
 正
覚
正
解
。
 
法
 無
間
等
 亦
 如
是
」
の
四
行
、
「
 如
 中
上
土
。
如
是
衆
生
 。
知
育
父
母
赤
潮
」
 

の
 一
行
、
「
 如
 大
地
上
。
如
是
衆
生
。
不
知
育
父
母
小
瀬
 」
の
一
行
、
「
 如
 中
上
土
。
如
是
知
育
沙
門
娑
羅
門
家
 2
 尊
長
。
 作
所
 応
作
 

作
福
 。
 此
世
 他
世
。
 畏
 非
行
 施
 。
 受
斎
 持
戒
小
瀬
」
の
 一
 
二
行
、
「
 如
 大
地
上
。
不
知
育
沙
門
娑
羅
門
立
尊
長
。
 

作
 所
 応
作
 作
福
 。
 此
世
 

他
世
。
 畏
 非
行
 施
 。
麦
藁
持
戒
。
 
亦
 如
是
 説
 」
の
三
行
、
 「
 如
中
 上
土
。
如
是
衆
生
。
 
不
殺
 。
下
姿
。
不
邪
婬
。
 
不
 妄
語
。
不
両
舌
。
 
不
 

悪
口
。
木
綿
 語
亦
爾
 」
の
二
行
、
「
 如
 大
地
上
。
如
是
 衆
生
。
不
時
諸
成
 者
亦
爾
 。
如
是
雄
 貫
志
 邪
見
。
 及
 不
離
 貢
志
 邪
見
。
 亦
 如
是
 

説
 」
の
三
行
、
「
 如
 中
上
土
。
如
是
界
数
本
 盗
 不
邪
婬
 不
妄
語
不
飲
酒
。
 
如
 大
地
上
。
如
是
不
時
五
戒
者
 亦
爾
 」
 の
 二
行
、
「
 如
 中
上
 

土
 。
如
是
衆
生
。
 
持
 八
戒
者
。
 亦
 如
是
」
の
一
行
、
「
 如
 大
地
士
。
如
是
衆
生
。
不
時
八
戒
者
 亦
爾
 」
の
一
行
、
 

「
 如
中
 上
土
。
如
是
 

衆
生
。
 持
 十
善
者
。
 
亦
 如
是
」
の
一
行
、
「
 如
 大
地
士
 。
如
是
衆
生
。
下
侍
十
善
者
。
 
亦
 如
是
」
の
二
行
、
「
 如
中
 上
土
。
如
是
 衆
 

生
 。
 従
 地
獄
命
終
。
生
人
中
者
。
 

亦
 如
是
」
の
二
行
、
 

「
 
如
 大
地
上
。
如
是
衆
生
。
 

従
 地
獄
命
終
。
 
還
 生
地
獄
 者。
 
亦
 如
是
。
加
地
㊦
 

獄
 。
如
是
畜
生
餓
鬼
小
潮
。
し
の
二
行
、
「
 
如
 手
上
土
。
 如
是
衆
生
。
 
従
 地
獄
命
終
。
生
天
上
者
。
 

亦
 如
是
」
の
 
一
 一行
、
「
 
如
 大
地
上
。
㏄
 

海
 。
真
薯
 亦
 如
上
訴
」
の
三
行
が
あ
る
。
 

M
 、
 
（
四
四
一
）
の
末
尾
 ド
に
 ㏄
に
、
「
 如
 雪
山
王
。
 如
 是
 居
民
 陀
羅
山
 。
 毘
那
多
 遊
山
。
 馬
 茸
山
。
 善
 兄
山
。
 快
捷
 羅
迦
山
 。
 伊
沙
陀
 

羅
山
 。
 由
腱
陀
 離
山
。
須
弥
山
。
 及
 大
地
土
石
。
赤
腹
 如
是
。
知
契
 果
 。
如
是
 阿
摩
勒
迦
果
 。
 趺
陀
羅
果
 。
 迦
羅
 翅
果
。
豆
果
。
乃
至
 

蒜
子
讐
 。
本
復
如
是
」
の
五
行
が
あ
る
。
 

m
 、
 
（
四
四
二
）
の
末
尾
 ト
 志
す
 f
n
 に
、
つ
ぎ
の
よ
，
 
っ
な
 多
数
の
付
加
が
あ
る
。
「
 如
 陸
地
。
如
是
水
性
 亦
爾
 」
の
一
行
、
「
 如
 田
上
 

土
 。
如
是
衆
生
。
人
道
者
。
小
腹
如
是
」
の
一
行
、
「
 
如
 大
地
上
。
如
是
非
人
 亦
爾
 」
の
一
行
、
「
 如
 中
上
土
 。
如
是
 生
 中
国
者
 亦
 

  

  



  

  

如
是
衆
生
。
 
従
 地
獄
命
終
。
 
還
 生
地
獄
者
。
 
亦
 如
是
。
 如
 地
獄
。
如
是
畜
生
餓
鬼
赤
潮
」
の
二
行
、
「
 如
 中
上
土
 。
如
是
衆
生
。
人
道
 

中
段
。
 還
 生
人
道
中
者
。
 
亦
 如
是
」
の
二
行
、
「
知
人
 ぬ
土
 。
 某
 諸
衆
生
。
徒
人
道
中
 没
 。
生
地
獄
中
者
。
小
知
 是
 。
加
地
獄
。
如
是
 

畜
生
餓
鬼
 亦
爾
 」
の
二
行
、
「
 如
 田
上
土
。
 其
 諸
衆
生
。
 
従
 天
命
終
。
 
還
 生
天
上
者
。
 
亦
 如
是
」
の
二
行
、
「
 如
 大
地
士
。
 
其
 諸
泉
 

生
 。
天
上
段
生
地
獄
中
者
。
 

亦
 如
是
。
 加
 地
獄
畜
生
 餓
 鬼
 。
 亦
 如
是
」
の
二
行
が
あ
る
。
「
阿
舎
 
部
 一
己
 
ヨ
 ・
㌫
 
@
 ミ
は
 、
以
上
全
部
を
 

「
比
類
 経
 」
と
し
て
 一
 経
と
扱
い
、
そ
れ
ぞ
れ
に
 
a
!
 n
 と
番
号
づ
け
を
し
て
い
る
。
 

M
 、
 
（
四
四
三
）
の
末
尾
 
ト
ト
 
p
n
 

に
、
「
知
己
 

生
 。
 如
 是
 今
生
老
生
」
の
一
行
と
、
「
知
生
如
是
 起
習
近
修
多
修
 触
作
証
 。
 亦
 如
是
」
の
 

一
行
と
が
あ
る
。
 

m
 、
 
（
四
五
 0
 ）
の
末
尾
 ト
 ㌫
の
に
、
「
知
信
不
信
。
 
如
 是
 精
進
不
精
進
。
失
念
不
失
念
。
 

正
受
 不
正
 受
 。
多
聞
 少
聞
 。
 樫
者
施
 者
。
 悪
 

き
 善
意
。
 難
 春
男
 養
 。
 難
 満
男
 満
 。
多
欲
少
欲
。
知
足
 不
知
足
。
摂
受
不
摂
受
 界
倶
 。
如
上
 経
 如
是
応
詔
」
の
 四
 行
 が
あ
る
。
 

%
 、
 
（
 四
セ
 五
）
の
末
尾
 ぃ
 N
P
n
 

に
、
「
 

如
毘
婆
戸
仏
 。
 如
是
式
 棄
仏
 。
 毘
 海
波
 浮
仏
 。
 迦
羅
迦
孫
提
仏
 。
 迦
那
 迦
 牟
尼
 仏
 。
迦
葉
仏
。
 

ゑ
我
 釈
迦
文
 仏
 。
未
成
仏
 時
 観
察
 諸
受
 。
 亦
復
 如
是
」
の
 
三
行
が
あ
る
。
 

M
 、
 
（
四
八
 0
 ）
の
あ
と
 P
N
N
 
ヴ
に
 、
「
 如
 沙
門
井
 沙
 門
 。
如
是
沙
門
数
非
沙
門
数
。
 

亦
 如
是
」
の
二
行
が
あ
る
  
 

㏄
 、
 
（
四
五
五
）
の
あ
と
 
P
N
 

の
が
に
、
「
知
府
大
入
 

処
 。
 外
人
人
処
 亦
 如
是
 説
 」
の
一
行
が
あ
る
。
 

%
 、
 
（
 五
 0
 セ
 ）
の
あ
と
Ⅰ
 ざ
 曲
に
、
「
 如
 四
十
天
子
。
 
如
是
四
百
八
百
十
千
天
子
。
 

亦
 如
是
 説
 」
の
二
行
が
続
 @
O
 

W
 、
 
（
五
一
三
）
の
あ
と
 
ト
 の
の
 
す
 に
、
「
知
識
 家
 士
。
 如
 是
 調
馬
 士
 。
 調
 中
上
。
 好
 繰
入
者
。
 
及
 諸
種
種
 苦
 初
入
 者
。
赤
腹
如
是
」
の
 二
 

行
 が
あ
る
。
 

㏄
 、
 
（
五
一
 セ
 ）
の
あ
と
 
ト
 の
の
の
に
、
「
如
斯
人
頭
。
 把
 頭
亦
 如
是
」
の
一
行
が
あ
る
。
 

m
 、
 
（
五
一
八
）
の
あ
と
Ⅱ
 
び
 q
p
 

に
、
「
 

如
 鍛
鋼
 師
 。
 如
 是
斗
秤
 数
人
。
村
主
両
蓋
。
本
復
如
是
」
の
二
行
が
あ
 る
 。
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ね
、
（
五
五
 セ
 ）
の
あ
と
Ⅰ
 肚
 
o
p
 に
、
「
 如
闇
知
羅
比
 圧
尾
。
 迦
羅
抜
 比
丘
尼
 亦
爾
 」
の
一
行
が
あ
る
。
 

%
 、
 
（
六
一
 
0
 ）
の
あ
と
 
ト
づ
ト
す
 

に
、
「
過
去
未
来
。
 修
 四
念
処
。
 亦
 如
是
 説
 」
の
一
行
が
あ
る
。
 

%
 、
 
（
六
一
二
）
の
あ
と
 ト
づ
ド
 

の
に
、
「
一
切
四
念
処
 経
 。
音
域
北
総
包
。
所
謂
是
政
比
丘
。
 於
 四
念
処
。
修
習
 追
増
上
歌
精
勤
方
便
 正
 

念
 正
智
。
 応
当
 孝
二
の
三
行
が
あ
る
。
 

%
 、
 
（
六
一
三
）
の
あ
と
 P
q
o
p
 
に
、
「
虹
二
不
善
根
」
 の
 一
行
、
「
如
是
三
悪
行
。
 身
 悪
行
口
悪
行
 意
 悪
行
」
 の
 一
行
、
「
 三
 無
欲
 想
 

意
想
 害
想
 」
の
一
行
、
「
三
覚
 欲
覚
患
 覚
書
 覚
 」
の
一
行
 、
「
三
界
欲
界
 悪
界
 善
果
。
仏
説
此
経
 已
 。
諸
比
丘
 聞
仏
 所
説
。
歓
喜
奉
行
」
 

の
 二
行
が
あ
る
。
 

%
 、
 
（
六
二
四
）
の
あ
と
）
 
ぷ
 の
に
、
 
ロ
 
・
ロ
ヨ
 

日
ト
 

「
 女
欝
低
 近
所
由
 
女
 差
異
比
丘
前
田
芥
 女
 上
 説
 」
と
 続
く
。
 

w
 、
 
（
六
三
四
）
の
あ
と
 い
 お
㏄
に
、
「
抽
出
離
。
 如
 是
正
民
音
。
克
章
 苦
辺
 。
待
人
 果
 。
 得
 大
福
利
。
 得
 甘
露
 法
究
寛
 甘
露
。
甘
露
法
 

て
作
証
 。
如
上
底
 説
 し
の
三
行
が
あ
る
。
 

%
 
 鴇
、
 
（
 
エ
 
ハ
 
@
 %
 
ハ
ハ
Ⅱ
 

り
 
）
の
 

か
り
 

キ
 ア
し
巨
の
に
、
 

@
 

刊
毬
 、
（
六
二
五
）
の
あ
と
 
ト
づ
 
の
が
に
、
「
如
浄
衆
生
 。
如
是
末
廣
彼
岸
者
合
皮
。
 得
 阿
羅
漢
。
 得
辞
 支
 払
 。
 得
阿
褥
多
罹
 一
義
一
一
一
生
口
 

提
 。
 

 
 ゑ

亦
 如上
 説
 」
の
三
行
が
あ
る
。
 

 
 

「
女
若
 断
 
如
是
 究
寛
苦
辺
 。
苫
屋
 苦
 良
吉
 没
 。
 度
苦
流
 。
 於
博
 得
 解
 。
 害
 諸
色
。
過
去
未
来
現
 

%
 
 
在
 。
一
切
 漏
尽
 。
 亦
 如
是
 説
 」
の
二
百
が
あ
る
。
 

抑
 
㏄
 、
 
（
六
六
三
）
の
あ
と
 巨
ヴ
に
 、
「
 如
 四
念
処
 。
如
是
 修
 四
玉
 断
 ・
 四
 如
意
 足
 ・
五
根
・
五
力
・
 セ
覚
 分
 ・
八
聖
道
 分
 ・
四
道
・
 四
 
41@ W 

m
 、
 
（
五
一
九
）
の
あ
と
 ト
ミ
 り
に
、
「
 如
捕
魚
師
 。
 捕
 鳥
網
 兎
 。
赤
腹
如
是
」
の
一
行
が
あ
る
。
 

n
 、
 
（
五
三
 
0
 ）
の
あ
と
お
㏄
 サ
に
、
コ
如
 比
丘
。
 如
 是
 比
丘
尼
。
式
叉
摩
那
。
沙
弥
・
沙
弥
尼
・
優
婆
塞
・
 優
 婆
夷
 ・
赤
腹
如
是
」
の
 

二
行
が
あ
る
。
 

  



  

  

90 89 ㏄ 87 86 85 
上
謝
 し
の
五
行
が
あ
る
。
 

（
 
セ
 六
一
）
の
あ
と
 き
 o
p
 に
、
「
 如
学
 無
学
。
 如
 是
正
士
。
如
是
大
士
。
 
亦
 如
是
 説
 」
の
一
行
が
あ
る
。
 

（
 
セ
 六
六
）
の
あ
と
 N
o
o
 

ヴ
に
 、
 一
 
1
 

如
除
 仏
所
説
 除
圭
 ロ
遊
所
説
。
 
亦
 如
上
 説
 」
の
一
行
が
あ
る
。
 

（
 
セ
 八
一
）
の
あ
と
 o
o
N
 

す
 

に
、
「
如
説
邪
見
 
正
見
。
如
是
邪
思
正
志
・
邦
語
 
正
語
 ・
 邪
業
 正
業
・
 邪
命
 正
命
・
 邪
 方
便
正
方
 

便
 ・
邪
念
正
念
・
 
邪
 歪
正
宗
。
七
経
如
上
 
説
 。
 如
 内
法
 八
経
 。
如
是
外
法
八
 
経
 。
 亦
 如
是
 説
 」
の
四
行
が
あ
る
。
 

（
 
セ
 八
二
）
の
あ
と
 N
o
N
n
 

に
、
「
 如
 非
法
 是
法
 。
 如
 是
非
 律
正
律
 ・
非
望
 
是
聖
 ・
不
善
法
書
法
・
 
非
習
 法
 曹
 法
 ・
非
善
哉
 
法
 善
哉
 

法
 ・
 黒
法
 古
法
・
非
義
正
義
・
 
卑
 決
勝
 法
 ・
有
罪
 
法
無
 葬
法
・
店
主
浅
木
兵
法
。
一
一
 
経
皆
 如
上
 説
 」
の
四
行
が
 あ
る
。
 

（
セ
八
三
）
の
あ
と
 
N
o
N
n
 

に
、
「
如
斯
 
貫
 ・
 志
凝
 。
 如
是
調
伏
 貫
 ，
 志
 ・
 凝
 。
友
博
淫
薬
。
 及
 厭
離
。
 及
 不
起
程
 葉
 。
 及
 沙
門
 

義
 。
 及
娑
 羅
門
 義
 。
 及
 解
脱
。
 及
苦
断
 。
友
党
 寛
苦
辺
 。
 反
正
民
音
。
一
一
 
経
 。
 皆
 如
上
 説
 」
の
四
行
が
あ
る
。
 

（
 
セ
 八
八
）
の
あ
と
 0
o
 
ら
 c
 に
、
「
世
間
出
世
間
。
 
亦
 如
是
 説
 。
如
上
三
径
。
邪
智
 
説
 %
 高
「
 郡
 法
木
晒
 近
 
放
逸
本
店
付
 木
 

応
習
 邪
見
増
長
松
世
間
候
健
育
世
間
正
見
増
上
 者
雌
復
 百
千
 生
終
 下
垣
悪
趣
」
仏
説
此
経
 己
 。
 諸
 比
丘
 聞
 仏
所
説
。
 歓
 

法
句
・
止
観
。
 亦
 如
是
 説
 」
の
二
百
が
あ
る
。
 

m
 、
 
（
六
六
五
）
の
あ
と
 ト
 
の
か
の
に
、
「
 
如
 精
進
力
。
 念
 力
 ・
定
力
。
 亦
 如
是
 説
 」
の
一
行
が
あ
る
。
 

ぬ
、
 
（
六
六
六
）
の
あ
と
）
の
 
A
n
 に
、
「
金
工
 カ
 。
 如
 上
説
 」
の
一
行
が
あ
る
。
 

%
 、
 
（
 
セ
 四
五
）
の
あ
と
 
H
o
 
の
 の
 に
、
「
加
修
聖
人
処
。
 如
是
誠
人
処
。
 短
 所
有
人
処
。
非
想
非
非
想
人
処
三
径
 。
 亦
 如
上
 説
 」
の
二
行
 

が
あ
る
。
 

M
 、
 
（
セ
匹
 
セ
 ）
の
あ
と
 

H
o
 

の
が
に
、
「
 

如
 無
常
 想
 。
 如
 是
 無
常
吉
 想
 。
 苦
 無
我
 想
 。
 観
 食
思
。
一
切
世
間
不
可
 楽
想
。
思
想
。
断
想
。
 

無
欲
 想
 。
 滅
想
 。
恵
和
。
不
浄
 想
 。
 青
膝
想
 。
 膿
潰
想
 。
 腱
脹
想
 。
 壊
想
 。
 食
 不
尽
 想
 。
面
無
。
分
類
 想
 。
 骨
想
 。
空
想
。
一
一
 経
如
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雑 阿含経の経の 数に 

102 101  100 

句 。 
  

（・ （。Ⅰ 、 j@ 正 （。Ⅰ j 
入 観 セ セ 
一 條 九 四 

） の 習 。 ）） のの 
あ 亦 あ あ 
と 友田 と と 

め ㌍ 22 22 ） 是説 ） 

O  」 cl  が 

に " の 一 に " に "     

「口 何が「口女女 「口 女 

断 あ 四 五 

貫 欲 る倉藏 。 処 。 
瞑   
患 
愚 是信 如是 

凝 四 戒 
正 施 

  新 聞 
" こ   慧 

調伏 知 経 四 。 
貫 意 亦 

足 如 
欲損 

志 
愚 
凝   
貫 
  一行が 五力。 
究 

土日 皿 。 
ヒ垣 コ R ハ 

志 

  
愚   
凝 道 

出生刀圭 支 。 
見 。 

四 

出   

要遠 四 
離 法 

43  W 

ついて 

喜
 奉
行
」
の
、
四
行
の
喝
 頒
 を
ま
じ
え
た
 計
セ
 行
が
あ
 る
 。
 

m
 、
 
（
 セ
 八
九
）
の
あ
と
 N
o
o
p
 

に
、
「
知
正
見
。
 

如
 是
正
志
 正
語
 正
業
正
命
正
方
便
正
念
正
建
一
一
 

経
 。
如
上
 説
 」
の
二
行
が
あ
る
。
 

%
 、
 
（
セ
九
三
）
の
あ
と
 
N
o
 

の
す
に
、
「
 

如
 順
流
逆
流
。
 
如
是
 退
 道
勝
 道
 。
，
下
道
上
 
通
 。
友
二
 経
 遺
跡
。
 亦
 如
上
 説
 」
の
二
行
が
あ
る
。
 

%
 、
 
（
 八
 0
 四
）
の
あ
と
 N
o
o
 
ヴ
に
 、
「
如
斯
寛
恕
。
 
如
 是
 不
動
揺
 得
 大
泉
大
福
利
。
如
是
甘
露
突
貫
甘
露
。
 

得
 三
栗
四
果
 七
果
 。
一
一
 

経
 。
 亦
 如
上
 説
 」
の
三
行
が
あ
る
。
 

%
 、
 
（
八
二
六
）
の
あ
と
め
 
馬
い
 に
、
「
 戸
婆
迦
修
多
 羅
 。
 如
 後
仏
当
 説
 」
の
一
行
と
、
「
如
是
阿
難
陀
比
丘
。
 

及
異
 比
丘
前
聞
。
仏
間
 

諸
比
丘
。
三
径
 亦
 如
上
 説
 」
の
二
行
と
が
あ
る
。
 

%
 、
 
（
八
三
二
）
の
あ
と
㎏
お
の
に
、
「
三
学
会
 
経
 。
 如
 朝
倉
 如
 説
。
」
の
一
行
と
、
「
 如
禅
 如
是
無
量
無
色
。
 
如
 四
聖
諦
。
如
是
四
食
 

処
 。
四
玉
 断
 。
 四
 如
意
 足
 。
五
根
。
五
力
。
七
覚
 分
 。
 八
 聖
道
。
四
道
四
法
句
。
止
観
修
習
。
 

亦
 如
是
 説
 」
の
一
一
 
一
行
と
が
あ
る
。
 

%
 、
 
（
八
六
三
）
の
あ
と
め
お
 
す
 に
、
「
 如
 仏
説
六
経
。
 
如
是
 異
 比
丘
 問
 六
経
。
仏
間
諸
比
丘
六
経
。
 

亦
 如
是
 説
 」
の
二
行
が
あ
る
。
 

W
 、
 
（
 八
セ
 0
 ）
の
あ
と
 S
 。
 す
に
 、
「
 如
 四
禅
。
 如
 是
四
 無
色
 定
 。
 亦
 如
是
 説
 」
の
一
行
が
あ
る
。
 

%
 、
 
（
 八
セ
 
一
）
の
あ
と
 
S
 。
 ヴ
に
 、
 
一
 
1
 
説
 如
是
。
 異
 比
丘
 問
仏
 。
仏
間
諸
比
丘
。
 
亦
 如
是
 説
 」
の
二
行
が
あ
る
  
 

%
 、
 
（
 八
セ
 三
）
の
あ
と
 燵
 o
n
 

に
、
「
 

如
 調
伏
。
 如
 足
癖
柔
和
無
畏
多
聞
通
達
注
説
法
 法
次
 法
句
随
順
法
行
。
 
亦
 如
是
 説
 」
の
二
行
が
 

あ
る
。
 

  

  

  

  



  

  

  

浬
磐
 。
 亦
 如
是
 説
 」
の
三
行
が
あ
る
。
 

m
 、
 
（
八
八
二
）
の
あ
と
 N
o
N
p
z
n
 

に
、
「
如
是
一
一
 

ゆ
倶
毘
陀
羅
樹
 。
 薩
婆
 邪
言
 羅
倶
毘
陀
羅
樹
為
 第
一
。
 如
是
一
切
案
目
 
法
 。
 下
 放
 

逸
為
 根
本
。
如
上
 説
 。
乃
至
 浬
盤
 。
 警
如
 諸
山
城
須
弥
 山
王
 為
 第
一
。
如
是
一
切
首
 法
 不
放
逸
 為
 其
根
本
。
如
上
 説
 。
乃
至
淫
薬
。
 

仏
説
此
経
 已
 。
諸
比
丘
 聞
 仏
所
説
。
歓
喜
奉
行
」
の
 合
計
五
十
八
行
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
「
一
切
 書
法
不
放
逸
 為
 其
根
 

本
 。
如
上
 説
 。
乃
至
淫
薬
」
に
「
 警
如
 ・
・
・
・
・
・
」
の
反
復
 

で
あ
る
。
 

W
 、
 
（
八
九
 
0
 ）
の
あ
と
 

N
N
 

下
 す
に
 、
「
 如
 無
為
。
 如
 是
 離
見
・
不
動
・
不
屈
・
不
死
・
無
漏
・
積
陰
・
 

渡
 ・
依
正
・
擁
護
・
 不
 

流
転
・
離
職
 焔
 ・
 離
焼
然
 
・
流
通
・
清
涼
・
 安
 穏
 ・
無
病
・
 短
 所
有
・
淫
薬
。
 亦
 如
是
 説
 」
の
四
行
が
あ
 る
 。
 

M
 、
 
（
八
九
一
）
の
あ
と
 N
N
 
か
す
に
 
、
「
 如
毛
端
 滞
水
。
 如
是
草
筆
左
端
滞
水
 亦
 如
是
。
 如
湖
 池
水
如
是
。
 薩
羅
 多
旺
伽
 ・
厄
水
・
 耶
扶
 

W
.
 薩
 羅
漢
・
 伊
 羅
城
 提
 ・
 摩
酪
 ・
大
海
布
如
是
 説
 。
 
説
 此
経
 已
 。
諸
比
丘
 聞
 仏
所
説
。
歓
喜
奉
行
」
の
四
行
 が
あ
る
。
 

m
 、
 
（
八
九
二
）
の
あ
と
 N
N
 
俺
 。
に
、
「
 如
内
 六
八
姓
。
 ぬ
 是
体
大
入
 処
 。
六
識
見
。
 六
触
身
 。
 六
 受
身
。
 六
 想
身
 。
大
恩
 身
 。
大
変
 

身
 。
六
界
 身
 。
五
陰
。
 亦
 如
上
 説
 」
の
三
行
が
あ
る
。
 

W
 、
 
（
八
九
三
）
の
あ
と
 N
N
 
か
 O
 に
、
「
知
行
如
是
 識
 ・
名
色
，
大
入
 処
 ・
 触
 ・
 受
 ・
 愛
 ・
 取
 ・
 有
 ・
 生
 ・
老
死
 。
 亦
 如
是
 説
 」
の
二
行
 

が
あ
る
。
 

M
 、
 
（
八
九
四
）
の
あ
と
 o
o
m
p
 

に
、
「
如
是
世
間
。
 

世
 間
 葉
 。
世
間
 滅
 。
世
間
 葉
 。
世
間
 田
 。
世
間
葉
。
 
世
 間
滅
 。
世
間
 味
 。
世
間
 

患
 。
世
間
田
。
世
間
葉
。
世
間
 滅
 。
世
間
田
。
世
間
葉
。
 世
間
滅
道
 跡
 。
世
間
葉
。
世
間
 
滅
 。
世
間
葉
追
跡
。
 
世
間
滅
道
 跡
 。
世
間
 

集
 。
世
間
 滅
 。
世
間
 味
 。
世
間
 患
 。
世
間
田
。
世
間
葉
。
 世
間
 滅
 。
世
間
 集
 遺
跡
。
世
間
滅
道
 跡
 。
世
間
 味
 。
 世
 間
患
 。
世
間
 出
 。
 仏
 

説
 此
経
 已
 。
諸
比
丘
 聞
 仏
所
説
。
歓
喜
奉
行
」
の
八
行
 が
あ
る
。
 

M
 、
 
（
八
九
五
）
の
あ
と
 o
N
 

の
㏄
に
、
「
如
来
大
師
。
 

如
 差
次
節
。
教
師
。
伝
導
師
。
 良
 師
。
低
度
 師
 。
読
師
。
 伝
説
 師
 。
 随
 読
師
。
 何
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哺
 

沙
弥
沙
弥
尼
。
優
婆
塞
優
婆
夷
。
一
一
四
経
如
上
 

説
 」
の
三
行
が
あ
る
。
 

%
 
 瑚
、
 （
一
一
三
五
）
の
あ
と
 

燵
 お
の
に
、
「
 
如
四
 干
 天
子
。
如
是
四
百
天
子
。
八
百
天
子
。
十
千
天
子
。
 

二
 
十
千
天
子
。
三
十
千
天
子
。
 
鱗
 

㍼
四
十
千
天
子
。
五
十
千
天
子
。
六
十
千
天
子
。
 

七
 十
千
天
子
。
八
十
千
天
子
。
客
船
仏
前
。
自
記
 

説
 須
陀
 疸
果
已
 
。
 即
 投
下
現
し
の
五
仏
 

の 数に 

119 

（   
  
      

O ） 

の 

あ 
と 

い の 
の 
  
K 

如 「 
経 
行 
処 

  

是住 

処 
坐 
  
  
処 

亦 
  
是 

説 。 

  
" こ 
比 
丘 

  

是比 

丘 

尼 。 

式 
叉 
摩 

尼 。 

閾
梨
 。
同
伴
 真
 知
識
 之
 善
友
。
哀
感
慈
悲
。
敬
義
敏
宏
。
 

歓
楽
欲
 触
 。
 欲
通
 。
 欲
 者
。
精
進
者
。
方
便
者
。
 
出
 者
。
堅
固
者
。
勇
猛
 

者
。
堪
能
者
。
 
摂
者
 。
 常
 者
。
学
者
。
不
放
逸
者
。
 

修
 者
。
思
惟
者
。
憶
念
者
。
寛
恕
者
。
思
量
 者
 。
梵
行
者
。
 
神
力
者
。
智
者
。
 
識
 

者
。
 慧
 者
。
分
別
者
。
 
念
処
 。
正
勤
棋
力
覚
道
。
止
観
 余
臭
。
 正
 思
惟
 求
 。
 亦
 如
是
 説
 」
の
八
行
が
あ
る
。
 

M
 、
 
（
八
九
六
）
の
あ
と
 
o
N
 
の
 す
 に
、
「
如
来
大
師
。
 
如
 是
 乃
至
末
工
思
惟
。
 
亦
 如
是
 説
 」
の
一
行
が
あ
る
。
 

m
 、
 
（
八
九
 セ
 ）
の
あ
と
 N
N
 
の
 す
 に
、
「
 如
内
 六
人
処
。
 
如
是
外
人
人
処
。
乃
至
五
陰
 亦
 如
是
 説
 」
の
二
行
が
あ
 る
 。
 

M
 、
 
（
八
九
八
）
の
あ
と
 
N
o
 
の
 す
 に
、
「
 如
 内
人
人
処
。
 
如
是
体
大
入
 処
 。
乃
至
五
陰
。
 
亦
 如
是
 説
 」
の
二
行
が
 あ
る
。
 

M
 、
 
（
八
九
九
）
の
あ
と
 
め
 ㌶
 0
 も
 、
 前
と
同
じ
。
 

M
 、
 
（
 
九
 0
0
 ）
の
あ
と
 
め
 
㌶
の
も
、
前
と
同
じ
。
 

M
 、
 
（
 
九
 0
 
一
）
の
あ
と
 
り
 ㌶
 0
 も
 、
 前
と
同
じ
。
 

M
 、
 
（
 一
 0
 五
 
こ
の
あ
と
め
 村
 。
に
、
「
如
是
 
異
比
 三
所
 問
 。
尊
者
阿
難
所
 問
 。
仏
間
諸
比
丘
三
径
。
 
亦
 如
上
 説
 」
の
二
行
が
続
く
。
 

M
 、
 
（
一
ハ
 
レ
 
キ
ハ
一
）
の
士
の
と
㏄
 
べ
白
 
n
@
@
0
 

臼
の
㏄
に
 
、
 
「
 キ
期
 
非
律
正
律
 。
如
是
非
望
友
里
。
不
善
政
 善
 。
非
親
近
親
 近
 。
非
善
哉
善
哉
。
 
黒
 

法
 白
浜
。
非
義
正
義
。
軍
法
 勝
法
 。
有
罪
 法
 無
罪
 法
 。
 棄
 渋
木
葉
 法
 。
一
一
 経
 如
上
 説
 」
の
四
行
が
あ
る
。
 

て
 
Ⅲ
 、
 
（
一
一
二
 セ
 ）
の
あ
と
 N
o
 

の
の
に
、
「
如
木
 

分
 別
説
 。
如
是
分
別
。
比
丘
比
丘
尼
。
 

式
叉
 摩
尼
。
沙
弥
 沙
弥
尼
。
優
婆
塞
優
婆
夷
。
 

 
 

」
の
三
行
が
あ
る
。
 

  

  

  



  

  

  

  

な
り
の
変
動
を
免
れ
が
た
い
」
旨
の
添
え
書
が
必
ず
 付
 さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

註
 （

 1
 ）
 
増
 合
文
雄
㍉
 ア
 ー
ガ
マ
資
料
に
よ
る
仏
伝
の
研
究
 L
 二
 二
ぺ
ー
ジ
、
前
田
恵
 学
 
㍉
原
始
仏
教
聖
典
の
成
立
 
史
 研
究
 L
 六
四
 九
ぺ
 l
 ジ
、
 

司
 仏
教
思
想
研
究
 ヒ
一
 -
 
ハ
 ペ
ー
ジ
、
増
永
 
霊
 風
コ
根
本
仏
教
の
研
 究
 三
一
三
 
ぺ
 「
 ジ
は
 、
い
ず
れ
も
「
 一
 三
六
二
」
の
径
数
を
掲
 げ
 ろ
 

宇
井
伯
寿
コ
印
度
哲
学
研
究
 L
 第
二
巻
、
一
三
三
ぺ
 

ー
 ジ
は
 、
 
「
 雑
 阿
舎
 は
、
 ：
：
：
異
数
は
明
ら
か
に
せ
ら
れ
得
な
い
」
と
い
 

っ
て
 

（
 2
 ）
赤
沼
音
書
㍉
 漢
巴
 四
部
四
阿
舎
 
互
照
録
 L
 そ
の
他
の
 
ょ
 う
 に
、
 各
巻
 ご
と
に
、
第
一
経
よ
り
の
番
号
 づ
 げ
を
す
る
こ
と
 は
 、
さ
ら
に
 

ぎ
 や
す
い
。
ま
た
 
各
 経
に
名
称
を
付
す
る
こ
と
は
、
赤
沼
 コ
互
 照
録
 L
 と
コ
 河
合
 部
ロ
と
 異
な
る
場
合
が
見
ら
れ
る
上
に
 、
 
㍉
 大
正
」
 

に
は
付
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
検
出
に
甚
だ
不
便
で
あ
る
。
 

（
 3
 ）
つ
ぎ
の
唯
一
の
誤
植
が
あ
る
の
を
注
意
。
す
な
 
ね
 ち
、
 
ト
ベ
 
ミ
 リ
 の
ヱ
八
二
三
）
を
ヱ
八
二
二
）
に
あ
ら
た
め
る
。
 

宇
井
伯
寿
 

た
だ
し
 

る
。
 

混
乱
を
導
 

そ
の
も
の
 

以
上
の
ニ
 
ー
 四
に
示
し
た
よ
う
に
、
 

月
雑
 阿
含
経
 L
 中
 に
は
、
あ
ま
り
に
も
多
く
の
混
乱
な
い
し
混
乱
を
招
く
 文
 章
 が
見
ら
れ
る
。
 
そ
 

れ
る
の
一
々
を
ど
の
よ
う
に
扱
い
、
ど
の
よ
う
に
数
え
 る
か
に
よ
っ
て
、
当
然
経
の
数
が
異
な
っ
て
来
る
。
こ
れ
 ま
で
に
、
そ
の
と
こ
ろ
 

ど
こ
ろ
に
、
 
司
 阿
舎
 部
 目
の
見
解
を
示
し
た
が
、
私
は
 そ
れ
ら
に
全
く
賛
成
す
る
訳
に
は
行
か
ず
、
ま
た
四
の
場
 合
 、
そ
の
取
扱
を
 、
そ
 

の
 一
部
を
除
い
て
、
こ
こ
に
は
例
示
し
な
か
っ
た
け
れ
 ど
も
、
必
ず
し
も
統
一
さ
れ
て
い
な
い
き
ら
い
が
あ
る
。
 ま
し
て
、
「
大
正
 凹
め
 

（
・
Ⅰ
）
 

番
号
づ
け
に
よ
っ
て
、
 

q
 雑
 阿
含
経
し
の
経
の
数
を
「
 一
 三
六
二
」
と
す
る
こ
と
は
、
（
そ
の
番
号
づ
け
は
経
の
表
 

示
 に
便
利
で
あ
り
、
 
そ
 

（
Ⅰ
 
3
 
）
 

（
Ⅰ
 

力
 
）
 

れ
を
利
用
す
る
こ
と
が
最
も
利
益
が
多
い
で
あ
ろ
う
け
 れ
ど
も
）
、
一
応
棚
上
げ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
 う
 な
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
 

径
数
を
い
く
つ
と
い
う
結
論
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
 こ
 こ
に
は
提
示
し
な
い
こ
と
に
す
る
。
も
し
も
そ
れ
ら
を
 或
る
原
理
の
も
と
に
 統
 

一
 し
て
、
そ
の
径
数
を
数
え
た
に
し
て
も
、
上
掲
論
文
の
 末
尾
（
 口
 ・
 
お
 ）
に
記
し
た
よ
 う
 に
、
「
数
え
か
た
に
 よ
 っ
て
、
そ
の
径
数
は
か
 

 
 

 
 

五
 

 
 

 
 

行
 が
あ
る
。
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付
記
「
別
記
 雑
 阿
含
経
 L
 
 （
失
調
・
大
正
 2
o
.
P
o
 

ゥ
 ）
 は
 一
六
 装
 佑
二
 

じ
く
、
 各
 経
に
番
号
を
付
し
て
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
「
 如
是
我
聞
」
で
 

い
 。
し
か
し
「
如
是
我
聞
」
で
始
ま
ら
ず
、
「
爾
時
云
々
 し
で
始
ま
る
 

あ
る
。
経
の
番
号
の
み
を
示
せ
ば
、
 

つ
 ぎ
の
通
り
 

（
一
一
一
）
 

（
一
五
 セ
 ）
（
一
山
 ハ
 0 ）
（
一
九
三
）
（
 二
 0
 セ
 ）
（
 二
 一
一
一
つ
（
一
一
二
一
 

四
）
（
三
五
五
）
三
五
六
）
（
三
五
 
セ
 ）
（
三
五
八
 ）
（
三
五
九
）
 

「
 雑
 阿
含
経
」
（
失
調
・
大
正
 

z
0
.
 

）
 
o
P
 
）
は
一
巻
二
セ
 経
 か
ら
成
る
 

第
二
十
 セ
 経
に
は
「
仏
説
 セ
 坦
三
観
経
」
の
前
書
が
あ
 る
 。
 

六
四
経
か
ら
成
る
。
大
正
蔵
に
は
、
上
述
の
「
 雑
 河
合
 経
ヒ
と
同
 

始
ま
り
な
が
ら
 経
 番
号
の
付
し
て
な
い
も
の
は
、
 
ひ
 と
う
も
な
 

も
の
を
 一
 経
と
数
え
番
号
を
付
し
て
い
る
も
の
が
、
計
一
 一
十
七
経
 

（
一
一
九
）
（
一
二
二
）
（
一
二
ム
ハ
）
（
一
二
八
）
（
 
一
 二
九
）
 

0
 ）
 
当
 一
一
一
一
 

0
 ）
与
一
五
一
）
 
宝
 一
五
二
）
 竺
 一
五
三
 
）
公
一
一
五
 

D
 一
一
六
 

0
 ）
全
一
二
八
一
）
 D
 一
二
ど
う
 公
 三
公
一
む
ゴ
一
一
 

エ
八
四
）
。
 

。
二
十
 セ
経
 す
べ
て
「
 聞
 如
是
」
で
始
ま
っ
て
い
る
が
、
 最
後
の
 



ヒソズ一 社会に おける 「 P0@ution コンセプト」につ いて 

儀
礼
的
な
純
潔
 と
識
 れ
に
関
す
る
一
連
の
信
念
は
 、
ヒ
 
ン
ズ
ー
イ
ズ
ム
の
中
核
的
教
義
た
る
 叶
 a
r
 

五
曲
及
び
口
目
 

ミ
ヨ
 リ
 
の
原
理
と
重
 

合
し
て
ヒ
ン
ズ
ー
の
社
会
成
層
体
系
に
深
い
関
わ
り
を
 
仕
付
 
つ
て
い
る
（
匁
が
 宙
 プ
リ
 
オ
ユ
 の
 
ゴ
コ
 
の
 鰻
 
Ⅰ
の
 
か
 ㏄
 @
 円
㏄
 
｜
 ㏄
 0
 一
 叫
蛋
帝
 
0
 且
ト
 の
醇
の
 
@
 ト
 ド
ト
 

1
.
 
ト
め
切
 
@
 の
 曲
田
セ
の
ダ
ト
 
の
町
㎏
 
@
 り
 印
 
1
 。
 め
の
一
の
の
ま
 

ゴ
 リ
コ
 
宙
ン
キ
 
の
 Ⅱ
オ
コ
Ⅰ
 

と
の
 ・
 ト
の
 
の
の
 @
 ト
 田
 Ⅱ
１
ト
 
け
 ㏄
）
 
0
 
 
の
 0
 蛋
帆
ゴ
 （
 ト
の
 
の
。
 鰹
 ）
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ン
 

 
 

ズ
 ー
イ
ズ
ム
に
お
け
る
 浄
と
 不
浄
の
対
立
は
、
万
物
を
 

の
 、
世
界
と
官
能
へ
の
執
着
を
克
服
し
て
神
と
の
合
一
を
 「

神
と
の
ユ
ニ
オ
ン
を
助
け
る
も
の
」
と
「
か
か
る
 ュ
ニ
 

促
す
べ
く
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
儀
礼
的
行
為
や
儀
礼
対
象
 」
、
後
者
は
、
「
す
べ
て
 

オ
ン
を
妨
げ
る
も
の
」
 

と
に
分
三
一
分
法
的
な
宇
宙
哲
学
と
し
て
構
想
さ
れ
て
 お
り
、
前
者
は
、
「
物
質
的
及
び
感
覚
的
な
諸
 動
桟
が
、
 中
陣
れ
た
霊
魂
そ
の
も
 

の
 攻
撃
的
衝
動
及
び
肉
体
的
衝
動
、
肉
体
そ
の
も
の
、
 経
 済
的
 局
面
に
関
わ
る
物
質
 界
 の
す
べ
て
、
更
に
、
人
間
 を
 物
質
 界
 に
つ
な
ぎ
と
 

め
 、
転
生
か
ら
の
救
済
を
可
能
な
ら
し
め
る
精
神
的
 高
 揚
を
妨
害
す
る
が
如
き
一
切
の
活
動
」
が
そ
の
内
容
と
な
 る
 0
 こ
の
折
口
受
，
に
従
っ
 49@ m 

  

ヒ
ン
  

 ズ
 I
 

㌧
 o
 巳
 社

会
 

け
 叶
 
H
O
 

・
 （
 
" 』 り， 

お
け
る
 

コ
ン
セ
プ
 
ト
 」
に
つ
い
て
 岩

田
 

靖
 

啓
 

  

  



  

  

  

  

儀
礼
的
純
潔
の
保
持
と
 伍
礼
的
椅
 れ
の
国
田
 へ
 方
向
 づ
 け
ら
れ
た
ヒ
ン
ズ
ー
・
ダ
ル
マ
は
 、
 先
ず
、
カ
ル
マ
・
 プ
 ロ
セ
ス
の
後
続
ス
テ
 

｜
ジ
 に
お
け
る
宗
教
的
福
祉
と
Ⅲ
わ
 う
て
 、
来
世
に
再
生
 す
る
当
該
ヒ
ン
ズ
ー
の
霊
が
よ
り
上
位
の
儀
礼
身
分
を
 保
障
さ
れ
る
よ
う
に
 デ
 

-
2
-
 

 
 

等
は
常
に
ブ
ラ
ー
マ
ン
体
制
へ
の
同
調
者
た
ら
ざ
る
を
 得
 

 
 

た
 筈
で
あ
る
が
（
例
え
ば
の
 %
 安
 が
 コ
 %
 
 
絹
ゅ
 
（
（
 
ゃ
 
ロ
ロ
田
の
 

-
 お
 S
 
 ト
ミ
ー
 寺
だ
 Q
o
E
 
吾
 。
お
 0
0
-
 
㌍
）
、
と
も
か
 く
も
 ヒ
ン
ズ
ー
 

上
 、
か
か
る
 繊
念
 と
の
関
連
性
に
よ
っ
て
の
み
意
義
を
 賦
与
さ
れ
た
体
制
の
外
に
生
活
の
手
段
と
場
を
持
つ
こ
 
と
は
不
可
能
で
  

 
あ
っ
た
 

て
 、
正
統
な
る
ヒ
ン
ズ
ー
は
神
と
の
ユ
ニ
オ
ン
を
妨
害
す
 も
あ
ら
ゆ
る
市
田
を
回
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
 を
危
 く
す
る
生
活
行
為
 

を
 免
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
儀
礼
的
 純
 弗
の
獲
得
と
維
持
へ
の
努
力
如
何
が
、
ま
た
そ
の
努
力
 の
 成
否
如
何
が
、
再
生
 

 
 

に
お
け
る
彼
等
の
宗
教
的
福
祉
に
直
接
 影
紳
を
 及
ぼ
す
 

こ
さ
れ
る
が
故
に
、
ヒ
ン
ズ
ー
の
上
 

活
 態
度
は
浄
と
不
浄
 を
め
ぐ
っ
て
著
し
く
 セ
 

ン
シ
テ
ィ
ブ
な
も
の
な
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
「
個
人
 の
あ
ら
ゆ
る
（
儀
礼
的
も
し
く
は
倫
理
的
な
）
劫
掠
 と
 失
敗
は
一
種
の
貸
借
 勘
 

定
表
 と
な
り
、
そ
の
帳
尻
が
再
生
に
お
け
る
霊
魂
の
運
 命
 な
 、
不
可
避
的
に
、
し
か
も
帳
尻
の
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
 ス
 勘
定
に
正
確
に
従
っ
 

て
 決
定
づ
け
る
」
（
の
 織
臼
 
㏄
 巨
乙
キ
 （
 
ぎ
 往
の
）
の
・
 

お
 S
 

）
）
 
め
 ）
と
す
る
上
級
ヒ
ン
ズ
ー
の
思
想
が
社
会
組
織
の
 地
平
に
投
射
さ
れ
た
と
 

き
 、
個
々
人
の
社
会
的
迎
合
、
す
な
わ
ち
カ
ー
ス
ト
 身
 分
、
を
 正
当
化
す
る
強
固
な
カ
ー
ス
ト
弁
神
論
の
成
立
を
 見
る
の
で
あ
る
が
、
 
こ
 

の
場
合
の
功
 甑
 
・
失
敗
と
は
、
な
に
よ
り
も
先
ず
、
 

犠
礼
 

 
 

  

す
る
も
の
に
 他
 な
ら
低
い
。
カ
ー
ス
ト
・
ハ
イ
ア
ラ
ー
 

・
 下
 あ
れ
こ
れ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
 は
、
霊
 
魂
の
状
態
と
し
て
の
 

蔵
 れ
の
度
合
が
 、
 従
っ
て
ま
た
儀
礼
的
 純
捷
 の
 卍
庄
が
 
Ⅱ
現
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
、
受
容
さ
れ
て
 い
く
の
で
あ
る
（
㌍
已
下
 

）
の
下
の
 

@
 ト
ゆ
 
Ⅰ
ー
）
の
 
臼
 @
 ワ
 自
の
（
 

ゴ
宙
 Ⅰ
）
の
の
 心
 @
 ゅ
 
0
 １
 0
 づ
）
。
 た
 だ
し
、
カ
ー
ス
ト
・
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
 全
 セ
グ
メ
 

 
 

ヰ
 
0
 コ
 "
 

 
 

け
 下
級
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
分
担
す
る
メ
ン
バ
ー
達
が
 、
上
 級
 ヒ
ン
ズ
ー
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
か
か
る
カ
ー
ス
ト
 弁
 

  

 
 

 
 

 
 

い
た
と
か
、
信
じ
て
い
た
と
か
、
あ
る
い
は
同
意
し
て
い
 た
な
ど
と
主
張
す
る
 り
 も
り
は
な
い
。
恐
ら
く
 妾
 く
の
 坊
令
そ
う
で
は
な
か
っ
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な
く
、
ペ
ス
ト
、
天
然
痘
、
コ
レ
ラ
を
 

ば
 
じ
め
と
す
る
 

ぬ
 
行
 
厨
 
、
早
 

越
 
、
洪
水
、
飢
 

蝕
等
 

、
共
同
体
の
運
命
を
危
 

 
 

大
災
害
は
わ
け
て
も
、
儀
礼
的
違
反
 

や
弗
 

甘
の
不
履
行
 

に
 
対
し
て
超
自
然
界
か
ら
人
間
界
に
示
さ
れ
た
警
告
、
制
 

裁
 
、
報
復
で
あ
る
と
 

見
 

な
さ
れ
る
。
従
っ
て
 

、
 
神
々
を
宥
和
し
、
有
害
な
 

超
自
 

無
力
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
、
共
同
体
に
と
っ
て
 

第
一
義
的
な
関
心
事
で
 

 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
超
自
然
界
に
対
す
る
 

人
間
の
義
務
と
は
、
な
に
よ
り
も
先
ず
神
々
の
津
佐
を
保
 

護
 
す
る
こ
と
で
あ
り
、
 

 
 

儀
礼
的
な
機
れ
を
排
除
し
て
超
自
然
界
と
緊
密
な
 

コ
、
、
、
 

ュ
 
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
持
つ
資
格
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
 

る
 （
田
ひ
（
で
の
 

r
-
 
 

ト
 
の
の
 

肝
 

ト
 
㏄
㏄
１
ト
㏄
 

0
.
 
 

ト
 
の
的
１
日
の
か
 

@
 
ノ
ミ
ゅ
田
 

す
目
 

二
日
の
の
 

ね
 
@
 
ゆ
 
Ⅱ
）
 

0
 

こ
う
し
て
、
宗
教
的
並
び
に
社
会
的
福
祉
に
尋
常
な
ら
ざ
 

る
 
効
果
を
及
ぼ
す
と
こ
ろ
の
「
儀
礼
的
 

浄
 
・
不
浄
」
を
 

め
ぐ
る
観
念
は
 

、
ヒ
 

ン
ズ
ー
の
ラ
イ
フ
・
サ
イ
ク
ル
と
彼
等
の
社
会
的
諸
制
度
 

の
中
へ
く
ま
な
く
 

惨
適
 

し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ヒ
ン
ズ
 

１
 
0
 
宗
教
と
社
会
を
結
 

け
て
い
る
中
心
的
な
原
理
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
他
者
 

と
の
相
対
的
な
関
係
に
お
け
る
「
津
佐
・
不
浄
性
の
度
合
 

」
に
他
な
ら
な
い
（
 

例
 

え
ば
、
Ⅱ
 

三
 
（
 
0
 
鰻
 ）
 
0
4
 

の
 
-
 
）
 
し
 
一
の
ユ
田
 

づ
餌
 

。
 
P
 
の
の
の
 

-
 
㌧
 
の
 
@
 
の
こ
の
く
 

e
 
二
の
 

0
 
由
 
。
 
ト
 
の
の
 

怪
 
@
 
怪
の
一
の
 

0
 
Ⅰ
 
幅
ゴ
，
ト
 

の
の
 

0
 
@
 

切
ト
 

1
,
 

臼
 
め
 
）
。
祭
司
集
団
の
別
格
 

約
分
離
、
不
可
 

触
 
佳
ロ
 

ま
 
。
口
目
き
田
 

モ
 
、
カ
ー
ス
ト
 

排
 
他
 
主
義
（
 

通
婚
 
・
共
食
・
接
触
の
拒
否
、
世
襲
職
業
の
 

独
占
）
と
い
っ
た
イ
ン
 

ド
 
社
会
の
肛
木
山
特
徴
に
対
し
て
も
、
儀
礼
的
純
潔
 

と
槻
 

れ
を
め
ぐ
る
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ッ
ク
な
諸
概
念
が
品
も
重
要
 

な
 
理
由
づ
け
の
基
盤
と
 

な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
イ
ン
ド
の
・
社
会
・
文
化
現
象
 

へ
 
宗
教
社
会
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
ん
と
す
る
す
べ
 

て
の
学
的
企
画
に
と
っ
 

51@ (51) 

  

  

  

  



註
 （

 
1
 ）
 
目
 p
x
 毛
色
目
（
の
 %
 安
 
銭
 色
目
 目
 （
 
ぎ
詳
鯨
 ・
 お
 S
-
N
 ト
 ー
 N
 ど
は
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
教
義
と
儀
礼
を
論
じ
た
一
節
で
 

ヒ
ン
ズ
ー
イ
ズ
ム
の
 

内
部
で
は
「
教
義
」
 

ヨ
 注
の
に
関
す
る
限
り
極
め
て
広
汎
な
 寛
 容
 さ
が
示
さ
れ
、
最
大
の
重
点
は
儀
礼
義
 轄
 
口
オ
 
弐
ヨ
い
 

に
 置
 か
れ
て
い
る
こ
と
 

 
 

を
 指
摘
し
た
。
 
ヒ
ソ
ズ
 ー
イ
ズ
ム
に
お
け
る
異
端
は
、
「
正
統
 諸
派
と
異
っ
て
、
個
人
の
儀
礼
的
 義
 辞
す
な
わ
ち
生
得
的
な
 カ
 ｜
 ス
ト
義
務
か
ら
 

彼
を
引
離
し
、
従
っ
て
彼
の
ダ
ル
マ
を
無
視
し
、
破
壊
す
る
。
 こ
の
場
ム
ロ
、
当
該
ヒ
ン
ズ
ー
は
カ
ー
ス
ト
を
失
っ
て
し
ま
う
。
 

カ
ー
ス
ト
を
通
し
 

て
の
み
ヒ
ン
ズ
ー
共
同
体
へ
の
所
属
が
可
能
で
あ
る
が
故
に
 、
 彼
に
ヒ
ン
ズ
ー
社
会
へ
の
所
属
 権
 を
も
失
 う
 
こ
と
に
な
る
。
 
ダ
 

マ
 、
す
な
わ
ち
 

儀
礼
的
義
勝
こ
そ
が
ヒ
ン
ズ
ー
イ
ズ
ム
の
中
心
的
な
基
準
で
あ
 る
 」
 
C
 ト
 ）
 
0
 

こ
の
ス
テ
ー
ト
メ
 
ソ
ト
 に
は
二
つ
の
重
要
な
示
 
 
 

 
 

ン
ズ
ー
 教
括
 た
る
資
格
は
誕
生
に
よ
っ
て
自
動
的
に
賦
与
さ
れ
 、
カ
ー
ス
ト
・
ダ
ル
マ
の
履
行
、
つ
ま
り
自
 ら
 生
れ
つ
い
た
 
カ
 ｜
 ス
ト
集
団
固
有
 

 
 

の
 実
践
を
通
し
て
表
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
㈹
し
か
も
、
 か
か
る
カ
ー
ス
ト
・
ダ
ル
マ
の
拒
否
や
侵
犯
は
、
宗
教
所
属
の
 み
な
ら
ず
た
だ
ち
 

K
 社
会
の
成
員
権
を
も
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
。
 

（
 
2
 ）
た
だ
し
、
「
西
欧
化
」
、
「
都
市
化
」
の
趨
勢
が
顕
著
 と
 な
っ
た
今
日
の
状
況
下
で
は
、
が
ち
ん
多
少
と
も
事
情
が
異
 ぅ
て
 ぎ
て
い
る
。
ヒ
ン
 

口
か
 
（
の
ぎ
の
（
 ト
 
の
の
ど
 、
の
 業
績
を
参
照
せ
よ
。
 

ズ
 1
 社
会
の
近
代
的
変
化
の
諸
相
は
現
在
カ
ー
ス
ト
研
究
に
お
 け
る
最
も
多
産
な
領
域
で
あ
ろ
う
が
、
 

本
 
楠
の
関
心
が
変
動
論
 の
 
コ
ン
テ
キ
ス
ト
 

の
外
に
あ
る
 
為
 、
こ
の
局
面
へ
の
レ
フ
ェ
レ
ン
ス
は
す
べ
て
 省
 略
す
る
 0
 
こ
の
分
野
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、
め
の
巴
の
谷
の
収
 

亜
 
べ
 
㏄
１
円
 つ
ト
 
・
 ト
の
 

の
 
e
 

古
屋
野
宮
 っ
 
0
1
@
 の
 ア
 P0
 と
の
 r
 ぎ
 @
 
く
い
 
の
父
の
の
 2
a
@
 下
ぃ
 
｜
 の
 
o
 。
 P
o
 
の
の
）
 

、
の
 @
4
 
の
Ⅱ
（
の
の
 

コ
 （
）
 
の
 の
の
）
 
、
 ⑧
 ロ
の
 
（
の
 
@
 
コ
 
（
）
の
の
 

か
 ）
、
一
 

%
 
武
・
他
ド
 0 の
 へ
 ）
 、
 

（
 
3
 ）
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
種
の
問
題
に
対
す
る
昔
々
の
知
識
に
 は
 現
在
な
お
多
大
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
。
ヒ
ン
ズ
ー
・
シ
ス
テ
 ム
 に
関
す
る
デ
ー
タ
の
 

総
量
は
少
な
く
な
い
が
、
す
べ
て
は
断
片
的
部
分
的
な
資
料
の
 未
 整
理
な
束
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
イ
ン
ド
全
域
に
及
ぶ
よ
う
な
 
 
 

は
ま
だ
し
ば
ら
く
期
待
出
来
な
い
。
不
十
分
な
 ニ
ビ
 
デ
ン
ス
 か
 ら
 早
急
な
理
論
的
帰
結
を
求
め
れ
ば
、
必
然
的
に
判
断
の
誤
り
 に
 陥
入
ら
ざ
る
を
 

（
 
3
-
 

い
と
思
う
。
 

て
 、
 浄
 
，
，
，
 

・
不
浄
を
め
ぐ
る
ヒ
ン
ズ
ー
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
 は
、
 避
け
て
通
る
こ
と
の
出
来
な
い
戦
略
高
地
の
一
つ
 で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
 

の
 （
の
 
v
 の
 乙
 0
 ロ
 （
お
盆
）
の
用
語
法
を
借
り
て
こ
の
コ
ン
プ
 レ
ッ
ク
ス
を
「
 弔
 。
目
口
（
 

か
 
0
 コ
 
コ
ン
セ
プ
ト
」
と
仮
称
し
 

ヒ
ン
ズ
ー
・
シ
ス
テ
 

ム
 に
関
す
る
諸
論
文
の
 エ
 ビ
デ
ン
ス
に
依
拠
し
つ
つ
、
 以
 不
に
、
そ
の
中
核
的
特
性
の
若
干
を
め
ぐ
っ
て
試
論
的
 な
 整
理
を
行
っ
て
み
た
 

(52)  52 



ヒンズ一社会における 「 PoHution コンセプト」につ l   

ま
た
は
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
こ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
 

そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
「
儀
礼
身
分
」
と
し
て
評
定
さ
れ
て
 

ぃ
 く
こ
と
に
な
る
。
「
 
浄
 
㈱
 

一
 

「
 巾
 0
 二
 %
 立
 の
ロ
コ
ン
セ
プ
ト
」
と
は
、
儀
礼
的
純
潔
と
荷
 （
Ⅰ
）
 

れ
 に
 関
わ
る
ヒ
ン
ズ
ー
に
特
殊
な
信
念
体
系
で
あ
っ
て
 、
 個
人
と
集
団
の
間
 

の
 、
そ
し
て
ま
た
、
集
団
 対
 集
団
の
儀
礼
的
な
身
分
関
係
 は
 、
原
則
と
し
て
こ
の
信
念
体
系
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
 一
定
の
行
動
型
に
依
存
 

し
て
い
る
（
の
 き
 
の
 せ
 の
 コ
 の
 
0
 コ
 。
 ト
ゆ
収
 

ト
 @
 心
の
り
。
こ
の
コ
ン
セ
 

プ
ト
 の
主
要
な
特
性
と
そ
の
作
用
は
、
ほ
ぼ
次
の
よ
う
 な
 概
念
モ
デ
ル
に
 基
つ
 

い
て
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
 

㈲
ヒ
ン
ズ
ー
は
、
彼
等
の
宇
宙
観
に
基
づ
い
て
 
超
自
 然
 界
及
び
自
然
界
の
あ
ら
ゆ
る
対
象
を
「
 浄
 ・
不
浄
コ
ン
 テ
ィ
ニ
ウ
ム
」
の
 尺
 

 
 

度
の
上
に
配
列
す
る
（
 目
 ㏄
（
 
プ
 E
q
,
P
 

き
 か
の
⑧
。
万
物
 は
、
内
在
的
な
津
佐
、
不
浄
性
の
度
合
に
応
じ
て
こ
の
 

・
・
 
，
 ・
・
 

コ
 ン
テ
ィ
ニ
ウ
ム
の
上
位
 
(53) 

得
な
い
の
だ
が
、
そ
う
し
た
危
険
を
十
分
承
知
し
た
 ぅ
 え
で
あ
 え
 て
予
備
的
な
分
析
を
行
な
お
 う
 と
す
る
に
つ
い
て
は
、
次
の
 よ
う
な
理
由
が
あ
 

る
 。
先
ず
第
一
に
、
民
族
誌
や
人
類
字
の
リ
ポ
ー
ト
に
現
わ
れ
 た
ヒ
ソ
 
ス
ー
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
諸
相
は
た
し
か
に
極
め
て
 錯
綜
し
た
も
の
で
 

あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
儀
礼
的
な
純
潔
 と
傲
 れ
に
 関
 す
る
信
念
と
そ
の
行
動
面
へ
の
現
わ
れ
に
関
す
る
限
り
は
、
 ヒ
 ン
ズ
ー
文
化
圏
を
 

通
じ
て
か
な
り
の
斉
一
性
が
観
察
さ
れ
、
こ
れ
を
一
定
の
 パ
タ
 ｜
ソ
 の
も
と
に
包
摂
す
る
こ
と
が
必
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
い
 よ
 う
 
に
 巴
 わ
れ
 

る
 
（
 
由
由
 （
 
円
 
。
 季
 ・
Ⅰ
の
 
ヰ
 の
 @
 セ
ぶ
 @
 の
円
の
弓
 

0
 コ
の
 
。
 コ
，
ト
の
窩
ト
 

@
 下
 0
 ）
。
ヒ
ン
 ス
 ー
イ
ズ
ム
が
「
儀
礼
本
位
の
宗
教
」
 

6
 の
Ⅱ
（
 

ア
 ㏄
 註
日
麓
 「
（
 
ぎ
 Ⅰ
 ハ
 -
0
-
 
ト
の
由
ド
 

@
N
 
ト
 ）
 

で
あ
る
為
に
、
ヒ
ン
ズ
ー
の
日
常
的
実
践
を
律
し
て
い
る
「
 巾
 。
 二
年
（
 
ざ
コ
 コ
ン
セ
プ
ト
」
に
は
一
定
範
囲
の
コ
ン
シ
ス
テ
 ソ
ト
 な
 中
核
が
存
在
す
 

る
こ
と
に
な
り
、
地
域
、
人
種
、
言
語
、
信
条
と
の
雑
多
な
 交
 錯
か
ら
派
生
す
る
多
様
な
現
象
も
、
大
方
の
と
こ
ろ
、
こ
の
中
 核
的
 パ
タ
ー
ソ
の
 

変
 奏
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
そ
う
で
あ
る
。
第
二
に
 、
 差
 当
っ
て
の
予
備
的
整
理
を
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
も
か
 

 
 

な
 資
料
を
体
系
づ
け
る
糸
口
が
見
つ
か
る
か
も
し
れ
な
い
。
 少
 く
と
も
、
問
題
 索
 出
の
為
の
基
礎
作
業
と
し
て
、
戦
略
概
念
「
 ㌧
 0
 目
仁
宙
 
0
 コ
 コ
ン
 

セ
プ
ト
」
に
焦
点
を
置
い
た
，
 注
可
日
 目
ざ
コ
日
 臼
の
 0
q
 
ぜ
，
 （
 
呂
 a
r
r
 

ぎ
臣
 、
 お
 5
9
:
 
紐
１
 の
ど
の
構
成
を
目
指
す
 丑
力
 に
は
、
 な
に
が
し
か
の
 
意
 

義
 が
あ
る
筈
だ
と
考
え
る
。
 

  

  

  



  

な
 存
在
に
対
し
て
の
儀
礼
的
脅
威
と
な
る
。
こ
の
二
次
 的
な
で
 0
 ）
 ぎ
 （
 
ぎ
幅
 
m
o
u
r
c
 

の
の
性
質
は
、
接
触
し
た
で
。
 目 由
由
 。
二
の
 

 
 

 
 

の
 状
況
な
い
し
様
式
と
い
う
二
つ
の
変
数
に
よ
っ
て
決
定
 つ
け
ら
れ
る
。
㈲
こ
の
よ
う
に
感
染
伝
達
さ
れ
た
 
口
 。
 ）
 
三
 （
～
 
0
 コ
は
 

さ
れ
て
い
る
適
当
な
手
続
（
浄
化
儀
礼
）
に
よ
っ
て
 除
 去
 さ
れ
な
い
限
り
は
、
 
被
 伝
達
者
の
属
性
と
し
て
作
用
し
   

さ
れ
て
い
る
浄
化
儀
礼
の
 力
 能
は
一
定
範
囲
内
に
限
ら
 れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
浄
化
手
段
の
 力
 能
を
凌
駕
す
 る
ほ
ど
 強
 

刻
 な
で
 0
 二
三
円
 
0
 コ
 
は
も
は
や
い
か
な
る
方
途
に
よ
っ
て
 も
 排
除
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
か
か
る
重
大
な
で
 0
 ）
）
 
口
 （
 
ピ
 コ
の
被
伝
 

 
 

に
 下
級
な
儀
礼
身
分
の
引
受
 手
 と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
 

こ
う
し
て
そ
れ
は
、
自
ら
の
本
性
内
に
生
得
的
な
「
 不
 浄
性
 」
 を
 

一
次
的
な
で
。
 目
 u
t
 
田
コ
 
沖
の
 0
 目
 り
の
と
し
て
残
余
か
ら
分
離
 
さ
れ
、
「
 浄
 
・
不
浄
コ
ン
テ
ィ
ニ
ウ
ム
」
の
比
較
的
下
位
 に
 
再
配
 

と
に
な
る
。
云
 い
 か
え
れ
ば
、
宗
教
的
・
世
俗
的
福
祉
 の
 実
現
 を
危
 く
す
る
不
浄
性
は
、
そ
れ
が
相
対
的
に
軽
度
 な
 範
囲
に
 

の
で
あ
る
限
り
、
各
種
の
浄
化
手
続
に
よ
っ
て
こ
れ
を
 払
 拭
し
 再
び
資
格
と
権
利
を
回
復
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
 る
 。
従
っ
 

や
 社
会
的
相
互
作
用
の
過
程
で
、
不
可
避
的
な
、
あ
る
 い
は
過
失
や
怠
慢
に
基
づ
く
せ
二
三
（
 
ざ
コ
 
を
招
来
し
て
も
 、
そ
れ
を
 

力
能
 範
囲
内
に
と
ど
め
る
べ
く
努
力
す
る
こ
と
が
、
 

す
 べ
て
 
ヒ
ン
ズ
ー
た
る
も
の
に
と
っ
て
第
一
級
の
要
請
と
な
   

 
 強

度
と
接
触
 

、
予
め
指
定
 

し
か
し
用
意
 

烈
 に
し
て
 深
 

達
者
は
永
久
 

内
包
す
る
 男
 

列
さ
れ
る
こ
 

と
ど
ま
る
も
 

て
生
活
行
為
 

 
 ゃ

 0
 コ
ヒ
エ
 
0
 口
は
 

 
 

不
浄
尺
度
」
の
下
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
た
対
象
は
、
そ
の
 本
質
的
属
性
と
し
て
強
烈
な
 欄
 れ
を
保
有
す
る
 
"
b
o
 目
 

 
 

あ
っ
て
、
こ
の
コ
ン
テ
ィ
ニ
ウ
ム
の
対
極
に
位
置
す
る
 「
津
佐
」
か
ら
厳
重
に
隔
離
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

㈲
こ
の
で
 0 二
年
占
ぎ
の
 

 
 

o
 庄
 e
c
 （
の
は
、
直
接
ま
た
は
間
接
の
コ
ン
タ
ク
ト
を
介
し
 
て
 
直
ら
の
不
浄
性
 づ
 二
ミ
 叶
ざ
コ
 

を
他
者
に
感
染
移
動
さ
 

 
 

 
 

 
 

接
の
 
コ
ン
タ
ク
ト
と
は
、
身
体
的
、
物
理
的
な
タ
ッ
チ
 の
こ
と
で
あ
り
、
一
方
間
接
的
コ
ン
タ
ク
ト
と
は
、
な
ん
 ら
か
の
伝
導
体
も
し
く
 

は
 運
搬
休
を
介
在
し
た
間
接
接
触
と
、
血
縁
関
係
及
び
 姻
戚
関
係
を
含
め
て
の
親
族
紐
帯
を
意
味
す
る
。
㈲
 
づ
 。
 ）
（
 

岸
 （
 
ざ
コ
 が
伝
達
さ
れ
る
 

 
 

と
 、
 被
 伝
達
者
は
た
だ
ち
に
 ロ
 三
三
ヰ
 0
 コ
の
 
「
不
浄
性
」
 
に
 
影
響
・
同
化
さ
れ
て
、
そ
の
存
在
状
態
を
機
れ
た
も
 の
に
す
る
。
す
な
わ
ち
 

そ
の
儀
礼
身
分
が
下
級
な
も
の
と
な
り
、
こ
の
時
点
 よ
 り
被
 伝
達
者
は
そ
れ
自
体
 口
 0
 二
目
（
 
ぎ
 的
の
 o
u
 

「
の
の
の
の
一
つ
 

に
 転
化
し
、
よ
り
清
浄
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て
 
状
態
で
あ
る
。
つ
ま
り
儀
礼
的
 
浄
 と
は
、
失
う
こ
と
 
は
 出
来
る
が
世
襲
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
カ
テ
ゴ
リ
 
１
 で
あ
っ
て
、
各
存
在
は
た
 

叫
だ
 、
他
者
と
の
相
対
的
な
関
係
に
お
い
て
、
よ
り
 

多
 く
 、
も
し
く
は
よ
り
 
少
く
 、
純
潔
（
宗
教
的
・
世
俗
的
 
福
祉
へ
の
関
与
資
格
）
を
 
獲
 

」
得
す
る
可
能
性
を
世
襲
す
る
に
と
ど
ま
る
（
（
 

由
ゅ
 
（
 
っ
 の
コ
お
総
 
お
か
）
。
一
般
に
そ
れ
は
、
一
時
的
、
非
 

永
続
的
な
状
態
で
あ
っ
て
 
、
 

 
 

プ
ロ
 0
 
）
）
三
円
 

0
 
コ
の
 入
念
な
忌
避
、
浄
化
儀
式
の
煩
雑
な
 

実
践
を
通
し
て
の
み
維
持
さ
れ
て
い
く
。
た
だ
わ
ず
か
 

・
不
浄
 コ
 

 
 

ン
テ
ィ
ニ
ウ
ム
」
の
最
上
端
に
位
℡
づ
け
ら
れ
た
神
聖
 

 
 

「
津
佐
」
を
保
有
し
て
 

 
 

 
 

 
 

コ
ン
テ
ィ
ニ
ウ
ム
」
の
両
端
は
 

、
 少
く
と
も
相
対
的
に
 
固
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
 

 
 

㎝
に
は
永
遠
に
最
下
級
に
と
ど
ま
ち
ぎ
る
を
得
な
い
 
「
不
浄
性
」
が
あ
り
、
乙
の
放
牧
す
る
で
三
三
目
 

ざ
 口
の
何
 成
 い
ん
に
 れ
珪
 階
の
上
位
者
 

 
 

r
 
 か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
テ
ィ
タ
ス
格
差
に
応
じ
た
 

度
 合
 で
回
避
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
対
極
に
 

、
 ヒ
ン
ズ
ー
の
超
越
的
価
値
で
 

 
 

掛
 
あ
る
完
壁
な
「
 
浄
性
 」
が
位
置
し
て
い
る
。
残
余
の
 
全
存
在
は
、
こ
の
両
端
の
間
に
、
そ
れ
ぞ
れ
各
ポ
ー
ル
 

  

 
 

か
 
挨
 
ネ
 
@
 
,
.
.
 

多
少
と
も
自
ら
の
基
礎
身
分
を
上
昇
も
し
く
は
下
降
 
し
て
基
礎
的
な
、
い
わ
ば
生
得
的
な
ス
テ
ィ
タ
ス
・
 

・
・
・
・
 

 
 

  

 
 

げ
中
間
に
位
置
す
る
存
在
の
、
あ
る
モ
メ
ン
ト
に
お
け
 
る
 ア
ク
チ
ュ
ア
ル
 
な
 「
儀
礼
身
分
」
は
、
生
得
的
な
基
 

艇
身
分
と
、
相
互
作
用
に
よ
 

55  (55) 

血
縁
紐
帯
に
よ
っ
て
媒
介
・
伝
達
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
 故
に
、
そ
れ
は
生
殖
の
連
鎖
を
通
じ
て
自
動
的
に
相
続
 さ
れ
て
い
く
。
従
っ
 

て
 、
 
口
 三
ミ
 由
 0
 口
に
基
づ
く
「
下
級
儀
礼
身
分
」
は
誕
生
 に
よ
っ
て
賦
与
さ
れ
る
生
得
的
な
属
性
の
一
つ
と
な
る
 。
わ
け
て
も
、
そ
の
 水
 

性
に
 
D
 三
こ
ま
 0
 口
の
内
在
す
る
第
一
次
的
な
 
ち
 0
 二
三
 ぎ
的
 の
 
o
 由
 r
e
 

の
の
と
し
て
分
類
さ
れ
た
 

動
 
・
植
物
及
び
人
問
の
 
子
孫
は
 、
 少
く
と
も
そ
 

の
 ラ
イ
フ
・
サ
イ
ク
ル
の
中
で
は
「
津
佐
」
へ
の
接
近
 可
 能
 性
を
奪
わ
れ
て
お
り
、
か
く
て
世
界
内
的
な
「
救
済
 」
の
恩
恵
に
は
あ
ず
か
 

 
 

こ
れ
に
反
し
て
「
上
級
儀
礼
身
分
」
の
評
定
基
準
と
な
る
 

儀
 礼
的
 純
潔
は
 、
 決
っ
し
て
伝
達
す
る
こ
と
も
、
 

移
 

る
こ
と
が
出
来
な
い
。
Ⅲ
 

 
 

議
 す
る
こ
と
も
、
相
続
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
そ
れ
 は
ち
 。
 目
 u （
 
円
 
0
 コ
を
 回
避
す
る
不
断
の
努
力
に
よ
っ
て
の
み
 達
成
さ
れ
る
獲
得
的
な
 

  

  



証
 （

 
1
 ）
一
般
に
 
ヒ
ソ
ズ
 ー
は
、
儀
礼
的
な
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
お
 け
る
，
 つ
仁
 
「
 @
 目
，
と
 
二
日
で
 E
q
@
 

（
 
ゼ
，
を
 、
生
理
的
、
物
理
的
、
 

審
美
的
な
意
味
で
の
 

清
潔
 と
 不
清
潔
、
清
浄
と
汚
れ
、
清
純
と
醜
悪
か
ら
弁
別
し
て
 

 
 

旧
川
Ⅰ
 

叩
 （
で
 
ド
べ
ぎ
 
Ⅱ
 ド
，
 

ハ
審
ユ
キ
 リ
 
及
び
の
名
お
 ゴ
 。
下
す
や
ま
 
毛
お
プ
 リ
 ブ
プ
 
と
が
あ
る
が
、
 
地
方
土
語
に
お
い
て
両
者
が
同
一
夕
ー
 ム
 で
併
用
さ
れ
て
い
る
 場
合
で
も
、
各
々
 

の
 コ
ン
テ
キ
ス
ト
は
明
確
に
識
別
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
 い
て
は
、
例
え
ば
、
 

目
ぃ
 （
 
年
 Ⅰ
「
（
Ⅰ
 
っ
の
 
ト
こ
Ⅱ
１
 0
 ㏄
）
を
参
照
。
 

（
 
2
 ）
厳
密
に
は
サ
ン
ス
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
な
普
遍
 神
 が
こ
の
 
コ
 ン
テ
ィ
ニ
ウ
ム
の
最
右
翼
を
占
め
る
（
の
「
 

ぎ
ぎ
帯
 ・
 
ト
っ
 
り
い
一
の
 
ヂ
 
圭
 @
 
 
ミ
リ
「
「
 

@
0
 
（
（
。
 

ト
 の
り
り
 
@
 ト
ト
の
 

｜
い
 Ⅰ
㏄
 
@
 七
 ズ
叶
ヒ
ド
 

「
（
 
オ
 @
.
 ）
の
の
）
 

@
 い
 つ
 １
 ）
Ⅰ
ト
一
日
出
 

い
 「
で
の
「
 

・
 ト
 の
の
さ
 
@
 ト
 ㏄
の
１
ト
㏄
の
一
審
 

い
 （
下
口
「
 

，
ト
 の
の
仁
一
ト
 

ひ
ト
 
ー
Ⅰ
㏄
 
り
 ）
。
Ⅱ
以
下
 
、
菜
食
主
義
の
 
ロ
 

｜
 カ
ル
 神
 、
非
菜
食
主
義
の
ロ
ー
カ
ル
 神
 、
各
種
ス
ピ
リ
ッ
ト
 
（
精
霊
、
祖
霊
、
 
死
チ
 き
の
順
位
で
配
列
さ
れ
て
い
る
が
、
 
」
れ
ら
各
種
神
格
 

と
、
 例
え
ば
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
オ
ー
ダ
ー
の
最
上
位
に
位
置
す
る
 
巾
 「
半
ヨ
 ぎ
 の
が
ど
の
よ
う
な
相
対
的
身
分
関
係
に
あ
る
か
と
 
い
う
こ
と
は
難
し
 

い
間
 題
 で
あ
る
 0
 し
か
し
な
が
ら
、
 
サ
ソ
 ス
ク
リ
ッ
ト
神
よ
り
 

は
か
な
り
下
位
に
、
し
か
し
動
物
供
犠
を
要
求
す
る
非
菜
食
の
   

は
 上
位
に
そ
の
ス
テ
イ
タ
ス
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
来
る
こ
と
は
 確
 か
だ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
前
者
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
 り
 Ⅱ
 斗
ヨ
 ぎ
は
 、
そ
の
 前
 

提
 と
し
て
極
め
て
入
念
な
浄
化
儀
礼
に
よ
っ
て
高
度
な
儀
礼
 身
 分
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
他
方
後
者
と
の
コ
ン
タ
ク
ト
 は
、
し
 （
 
ぃ
オ
日
ぎ
 

ほ
 
で
。
二
口
（
 

@
O
 
コ
を
 結
果
す
る
。
こ
の
持
田
芋
 
ヨ
 ぎ
は
非
菜
食
 ロ
ー
カ
ル
神
に
司
祭
サ
ー
ビ
ス
を
行
ほ
つ
こ
と
が
出
来
ず
 、
そ
 の
役
割
を
担
当
す
 

る
 為
に
 
コ
 ヨ
干
 い
 Ⅰ
 ぃ
オ
日
ぎ
 僧
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
ス
ピ
リ
 ツ
 ト
の
 多
く
は
本
質
的
に
で
 0
 二
三
ぎ
の
の
 
0
/
 
（
 
S
 の
で
あ
っ
て
 
、
こ
 
れ
と
の
接
触
は
常
 

に
 浄
化
儀
礼
を
要
求
さ
れ
る
。
 

（
 
3
 ）
こ
こ
に
論
議
の
残
る
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
 
叫
 ㏄
 Ⅱ
七
の
「
谷
の
求
一
お
⑤
は
、
こ
の
コ
ソ
テ
ィ
ニ
ウ
ム
の
最
上
端
 

に
 位
置
す
る
高
級
神
格
 

 
 

も
 、
 栢
射
 的
に
高
度
の
儀
礼
的
純
潔
を
獲
得
す
る
能
力
を
蔵
し
 て
は
い
る
が
、
そ
の
状
態
は
可
変
的
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
 る
 。
つ
ま
り
神
々
 

の
 「
 浄
性
 」
も
 、
 例
え
ば
人
間
の
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
 

づ
 。
 ニ
 三
ざ
コ
 の
伝
達
に
よ
っ
て
 
償
 わ
れ
る
脆
弱
な
状
態
と
想
定
さ
れ
 て
い
る
。
彼
は
次
 

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
神
々
に
対
す
る
人
間
の
関
係
の
様
 式
は
 、
カ
ー
ス
ト
 
対
 カ
ー
ス
ト
の
そ
れ
と
あ
ま
り
違
わ
な
い
。
 

一
 
局
級
 神
格
 
年
 。
 千
 

p
l
 
岸
は
不
浄
の
ソ
ー
ス
か
ら
保
護
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
 

す
ぎ
 E
 は
ま
た
、
食
餌
が
供
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
 

寺
 院
は
清
掃
さ
れ
、
 

 
 

っ
て
一
時
的
に
、
ま
た
時
と
し
て
は
永
続
的
に
そ
こ
が
ら
 

逸
脱
す
る
（
上
方
も
し
く
は
下
方
へ
）
修
正
身
分
の
複
合
と
 

 
 

 
 

し
か
も
、
こ
こ
で
の
基
礎
的
な
儀
礼
身
分
は
、
カ
ル
マ
 概
 念
を
通
じ
て
転
生
に
お
け
る
再
生
・
 再
 死
の
無
限
の
継
 起
に
鎖
繁
 さ
れ
て
い
る
 

均
 

 
 

為
に
、
こ
の
ハ
イ
ア
ラ
ー
キ
ー
は
極
め
て
安
定
し
た
げ
 挑
ま
れ
ざ
る
も
の
み
と
し
て
の
権
威
を
持
つ
こ
と
に
な
る
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の 占い侍り 

  
り ㏄ 
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い圧 
け り 
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身分 三 ドの 

宙 」 

の の侍の に 属 ヰ   
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ヒ ンスー 社会における 「 Pollution コンセプト」に     

ト
 
0
 町
 
め
 @
 い
 の
 @
 ト
 
ゆ
の
 
臼
 @
 ㎏
 
0
1
 
。
め
目
 
一
の
 
0
 目
的
 
デ
 
Ⅰ
 
の
 の
 
0
 
@
 

の
切
 
1
 。
白
 
の
 @
 の
目
の
 

セ
 の
 コ
 の
 
0
 い
 、
 ト
 
0
%
 
肚
 @
 ひ
 0
1
.
 

白
 ト
一
 
%
 の
 Ⅱ
で
 

e
r
 

。
 ト
 
の
の
み
 ト
切
 
Ⅰ
）
。
で
 

0
 旨
甘
申
 
0
 口
は
 、
 

-
l
l
 

）
 

時
間
及
び
空
間
を
含
め
て
の
あ
ら
ゆ
る
物
質
 界
 に
内
在
 化
さ
れ
た
属
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
各
種
器
材
の
 儀
礼
的
序
列
を
決
定
し
 

て
お
り
、
金
、
銀
、
真
鋳
、
鉄
、
陶
土
の
順
で
儀
礼
的
 チ
ャ
ー
ジ
の
異
な
り
が
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
（
の
（
の
 

づ
 の
 コ
 の
。
 
二
日
ゆ
 臼
か
 
@
 白
ト
）
。
絹
は
 

木
綿
よ
り
も
高
い
儀
礼
的
純
潔
度
を
持
っ
て
い
る
（
 ヱ
 ㏄
 （
で
の
（
。
お
 

求
ト
 ㌍
）
。
こ
の
よ
う
な
物
質
対
象
内
に
属
 性
 化
さ
れ
た
 づ
 0
 ）
～
 

け
 （
 
ぎ
コ
 

は
 、
各
種
の
什
器
 類
 、
オ
ー
ナ
メ
ン
ト
、
衣
服
な
ど
の
 あ
れ
こ
れ
を
上
級
身
分
集
団
も
し
く
は
下
級
身
分
集
団
に
 適
当
す
る
も
の
と
し
て
 

選
択
的
に
配
分
し
、
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
場
面
、
生
 法
場
面
で
の
使
用
妥
当
性
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
 
づ
 0
 ）
 
巨
 （
 
乙
コ
は
 植
物
種
の
 

ハ
イ
ア
ラ
ー
キ
ー
に
も
関
わ
っ
て
お
り
、
 署
臼
 
（
 
ヨ
目
 の
巴
の
二
恩
 

0
 の
 
ゅ
 ）
 樹
、
ヴ
斡
パ
ゆ
曲
宙
 

（
 
弓
げ
 
仁
の
Ⅰ
 
コ
 仁
田
。
㏄
 

り
樹
 
ヰ
田
口
紅
（
 

0
 ㌔
 日
由
む
 

紐
コ
 c
 
（
口
目
）
 
草
 、
あ
る
い
は
バ
ナ
ナ
や
マ
ン
ゴ
ー
の
 如
 き
 果
実
が
高
い
儀
礼
身
分
を
賦
与
さ
れ
て
い
る
反
面
で
 

す
 め
 宙
三
 （
下
の
の
 

の
 。
 
ぎ
 

Ⅰ
 
コ
 全
曲
コ
 
ゅ
 ）
Ⅲ
 
柑
叫
 
、
 
片
す
 
ゑ
目
Ⅱ
（
 
出
 
W
 
っ
 Ⅱ
 
い
 の
の
目
の
め
り
 

す
匹
 
-
@
 

Ⅱ
の
Ⅱ
）
 

樹
 ，
そ
れ
に
ニ
ン
ニ
ク
、
玉
ネ
ギ
、
ニ
ン
ジ
ン
な
ど
あ
る
 種
の
野
菜
類
が
 
つ
 
2
 丁
 

巨
ざ
コ
 を
比
較
的
多
量
に
保
有
す
る
植
物
種
と
し
て
下
級
 

 
 

せ
 0
 コ
の
 
0
 コ
 。
 ト
 
ゆ
 り
か
 
@
 の
ト
 
ー
 ｜
 

の
ド
一
ワ
目
 

㏄
 ヰ
 
す
口
（
。
 

ト
 
の
の
 
下
 @
 の
 
の
 @
 目
 ㏄
㍉
で
の
「
 

-
 
 
ト
 
0
 の
か
 
@
 ト
の
切
）
。
 

更
に
動
物
種
に
も
、
儀
礼
的
資
質
に
基
づ
い
た
明
確
な
 順
列
が
あ
る
。
 牛
 、
 と
 

り
わ
け
牡
牛
が
、
と
び
離
れ
て
高
級
な
儀
礼
身
分
を
与
 -
 
え
，
 
b
 れ
て
い
る
。
そ
れ
に
続
い
て
、
水
牛
、
コ
ブ
ラ
 、
あ
 る
 種
の
サ
ル
、
リ
ス
な
 

ど
が
上
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
、
他
方
こ
の
尺
度
の
対
極
に
 -
 
一
ヮ
ト
リ
や
 
豚
が
置
か
れ
、
そ
の
中
間
 に
羊
 、
山
芋
、
 ィ
 ノ
シ
シ
、
野
島
、
有
 鱗
 

魚
 、
無
 鱗
 魚
な
ど
が
く
る
（
 由
三
 （
 
0
 田
 
）
組
の
Ⅰ
の
 
ど
 
の
 ～
 
ぎ
か
 
v
a
 
の
。
お
 
鰻
 
㎏
 さ
 。
物
質
界
の
中
で
最
も
高
等
な
儀
 礼
 身
分
を
保
持
し
て
 ぃ
 

る
の
ほ
 、
牡
牛
、
火
、
及
び
水
、
と
り
わ
け
の
 ロ
コ
 
㎏
 い
甘
 
～
の
三
者
で
あ
っ
て
（
例
え
ば
、
 目
 ㏄
安
江
プ
 ト
き
 
か
 -
 ト
 
o
0
1
 
ト
 
0
8
 、
こ
れ
ら
は
 

い
ず
れ
も
「
神
聖
性
」
の
領
域
内
に
置
か
れ
て
別
格
的
な
 取
扱
い
を
受
け
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
自
体
有
力
な
 浄
 化
 エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
 と
し
 

て
ロ
 0
 ）
）
 

由
 （
 
@
0
 
コ
の
 除
去
手
続
に
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
 い
 る
 
（
ヱ
け
（
（
 

0
 ダ
ト
ゆ
 心
の
 
@
 べ
 ）
 
1
,
 
べ
ゆ
 
一
の
（
 

ぎ
円
 
4
 の
 s
 
。
）
 
ゆ
切
け
 の
す
・
 
目
 一
の
（
の
Ⅱ
の
 

コ
 ㏄
。
 
コ
 ・
 

ト
の
切
下
 

@
 ㎏
 0
 一
山
 

p
q
 

で
 浦
 。
 ト
 
の
の
 
脂
 @
P
 
白
 
㎏
 1
 
。
 ）
 
白
 0
 ）
。
こ
れ
に
 対
 し
て
、
本
質
的
に
多
量
の
 っ
 0
 二
三
 

p
o
 

コ
を
 含
有
す
る
 動
 ・
植
物
種
は
、
そ
れ
ら
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と
の
職
業
的
な
関
わ
り
合
い
を
通
し
て
、
あ
る
い
は
 食
 事
 慣
行
を
通
じ
て
、
個
人
も
し
く
は
集
団
の
下
級
な
儀
礼
 身
分
に
直
接
反
作
用
し
㏄
 

て
い
く
の
で
あ
る
。
 づ
 0
 目
岸
 
（
 
ざ
コ
 は
ま
た
、
人
間
の
さ
ま
 ざ
ま
な
身
体
放
出
物
色
 巳
 の
の
 
@
o
 
己
に
内
在
す
る
属
性
 で
も
あ
る
。
 息
 、
 唾
 、
⑨
 

鼻
汁
、
 汗
 、
糞
尿
、
 垢
 、
 経
血
 、
分
娩
時
の
汚
 血
 、
 精
 液
 、
身
体
か
ら
 切
 離
さ
れ
た
体
毛
、
 爪
 
（
下
け
（
（
 

0
 コ
 。
お
 か
 つ
 @
 Ⅰ
 
づ
 
ト
一
の
 
ユ
コ
円
 

セ
リ
の
。
 

ト
の
 
の
㎏
 
@
 ト
 
0
 の
 @
 ）
の
切
り
 

@
 ㎏
 0
1
 
。
め
 
P
@
 
叫
ひ
 
（
で
の
 

q
,
 
P
 

の
の
 

肚
 @
 ト
鋼
 
㏄
 
１
ト
 
の
 ）
 ，
ト
の
ぺ
 

１
ト
 
円
 Ⅰ
一
目
㏄
 
甘
ゴ
由
グ
ト
の
 

の
 か
 @
 ト
 
0
 肚
 
１
ト
 
0
 の
）
 な
ど
は
、
動
物
一
般
の
 

血
及
び
糞
尿
を
も
含
め
て
、
強
烈
な
で
。
目
ぎ
（
ヨ
コ
的
の
 

o
u
 
（
 
ぃ
 
幼
 
で
あ
り
、
す
べ
て
儀
礼
的
純
潔
に
と
っ
て
の
深
刻
な
 脅
威
と
見
な
さ
れ
る
。
 

わ
け
て
も
、
理
髪
、
月
経
、
分
娩
、
性
交
渉
な
ど
に
 関
 保
 し
た
ぎ
ヨ
当
の
日
 い
 
の
の
ぎ
已
の
危
険
が
強
調
さ
れ
、
 
細
 目
 に
わ
た
る
行
動
規
範
 

が
 、
随
意
・
不
随
意
に
か
か
わ
ら
ず
こ
の
よ
う
な
で
 o
P
 
）
 
目
 （
 
ぎ
ぬ
 0
 三
の
の
（
の
と
コ
ン
タ
ク
ト
を
持
つ
に
い
た
る
す
べ
 

て
の
人
間
を
厳
し
く
 統
 

制
し
て
い
く
。
次
に
 、
づ
 。
 コ
 三
 %
 コ
 は
死
と
腐
敗
の
著
 し
い
属
性
で
も
あ
る
。
 死
 と
接
触
す
る
す
べ
て
の
人
間
は
 深
甚
な
稔
れ
の
状
態
を
 

惹
起
す
る
。
か
く
て
家
族
成
員
や
近
親
者
に
発
生
し
た
 死
は
関
係
者
達
に
さ
ま
ざ
ま
な
度
合
の
ス
テ
ィ
タ
ス
・
 ロ
 ス
を
 結
果
し
、
遺
骸
の
 

処
理
や
葬
儀
に
た
ず
さ
わ
る
要
員
、
あ
る
い
は
各
種
 動
 物
 の
 屍
 休
を
取
扱
う
人
間
、
さ
ら
に
は
生
命
一
般
の
殺
傷
 な
こ
と
と
す
る
人
間
、
 

も
し
く
は
生
命
破
壊
を
前
提
と
す
る
生
活
行
為
に
従
事
 す
る
者
は
、
並
々
な
ら
ぬ
 
口
 0
 手
占
～
 
0
 コ
の
 保
有
者
と
な
 る
 
（
の
 
ゴ
け
卜
 

せ
タ
ト
の
の
め
 

ト
め
 
一
 %
 岸
田
 
ヰ
 
0
 由
 。
 ト
 
の
心
の
 
@
 ㏄
 0
.
 
 

Ⅰ
㏄
 

つ
 一
の
 
ま
 
の
 づ
 の
 コ
 の
 
0
 コ
 ・
 ト
ゆ
収
か
 
の
 ト
一
下
㏄
（
口
の
 

H
 
。
 P
o
o
 

か
 @
P
 
の
 ト
 
@
,
 
ト
の
 
q
@
 
ミ
 ゅ
 （
 
ゴ
 Ⅰ
 q
.
 
P
o
 

の
 
か
 
P
o
o
l
P
o
o
 

）
。
最
後
 

に
、
で
 。
 目
 u
 （
 
円
 
0
 コ
は
 身
体
各
部
に
賦
与
さ
れ
た
属
性
で
も
 あ
る
。
踏
を
中
心
と
し
た
上
半
身
は
下
半
身
よ
り
も
 礒
 れ
曲
礼
 溜
度
 の
高
 い
状
 

態
 に
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
（
里
宰
 目
の
 
0
 タ
 
）
の
の
 

か
 ㌍
 １
 の
だ
呂
の
（
口
の
（
 

-
P
 
安
心
Ⅰ
 鍵
 ）
。
下
半
身
の
う
ち
で
 も
 最
下
端
部
の
足
が
不
 

浄
度
 の
一
番
強
い
部
分
と
さ
れ
る
が
、
屈
が
 ち
浅
 （
お
の
 
曲
 
）
 
鍵
 ）
は
、
年
期
奉
公
関
係
の
更
新
儀
礼
と
し
て
、
 毎
 年
一
回
 
C
 コ
 t
o
u
c
 

す
 か
｜
 

三
の
サ
ー
バ
ン
ト
が
下
目
ヨ
 
ぎ
 
マ
ス
タ
ー
の
足
に
 タ
 
チ
 す
る
事
例
を
報
告
し
て
い
る
。
（
 

2
 ）
更
に
、
左
手
に
対
す
 
る
 右
手
の
儀
礼
的
優
越
 

も
 一
つ
の
留
意
点
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
こ
れ
は
単
に
身
 休
 局
部
間
の
儀
礼
的
差
異
と
し
て
の
み
解
釈
さ
る
べ
き
で
 は
な
く
、
儀
礼
行
為
に
 

お
け
る
 右
緯
 ・
 左
 暁
の
対
立
、
右
 道
泳
ぎ
団
 毬
山
・
 左
 道
 派
の
宙
が
ぬ
臼
の
区
別
等
と
共
通
し
た
コ
ン
テ
キ
ス
ト
 を
 持
っ
て
い
る
も
の
と
 



ヒ
し
 佳
ヨ
 
0
 
コ
片
簿
コ
年
巾
 

0
 
の
 
0
0
 
オ
 -
 
 
Ⅰ
 
ゆ
 
切
の
Ⅰ
 
肚
 
１
ト
 
の
 一
定
 

a
r
 

で
 
e
 
「
。
 
ト
 
の
の
仁
 

@
 ト
 
の
 
㏄
 
1
,
 
ト
の
 
。
 
り
、
 
し
か
し
こ
れ
も
、
生
起
し
た
 
勺
 o
P
 

三
ヰ
 

ざ
コ
 が
相
対
的
に
 
6
1
 

 
 

別
 と
し
て
、
こ
の
亡
き
 

0
 季
 臼
目
目
を
排
除
す
る
 手
 だ
て
が
な
い
。
で
。
 

肝
 （
 
ざ
コ
 

か
の
強
度
が
時
間
的
経
過
の
中
で
多
少
と
も
段
階
的
に
 

減
退
す
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
だ
が
（
の
（
 

片
 
臣
 
～
 
せ
 
の
の
・
 

ト
の
 
収
め
 
@
 ト
ト
 
㏄
 
1
.
 
ト
ト
 
か
 @
 

 
 お

厳
格
な
社
会
的
排
斥
を
蒙
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
 
儀
礼
的
危
機
の
程
度
に
応
じ
て
指
定
さ
れ
た
一
定
の
浄
 仕
手
順
の
実
践
に
よ
っ
て
 ノ
 

 
 

ナる @   Pollution コソセプト」 はっ 

づ
 0 ）
）
 

目
 （
 
ぎ
 的
の
 0
 目
 お
の
と
直
接
の
接
触
、
も
し
く
は
、
 な
 ん
ら
か
の
伝
導
体
及
び
親
族
紐
帯
を
介
し
て
の
間
接
的
 コ
ン
タ
ク
ト
を
持
つ
 

に
い
た
っ
た
人
間
（
あ
る
い
は
物
質
対
象
）
は
、
そ
れ
 が
の
 o
u
r
c
 

の
の
の
不
浄
な
儀
礼
状
態
と
同
化
し
、
 

少
 く
と
 も
そ
の
不
浄
性
に
 岩
皆
 

さ
れ
て
正
常
な
ス
テ
ィ
タ
ス
を
喪
失
し
、
か
く
て
そ
れ
 自
体
、
他
者
に
対
し
て
の
 
づ
 0
 二
ロ
（
 

ぎ
 ㏄
の
 0
 目
の
の
の
に
転
化
 
し
た
と
見
な
さ
れ
る
が
 

故
に
、
た
だ
ち
に
残
余
成
員
か
ら
隔
離
さ
れ
な
け
れ
ば
 な
ら
な
い
。
も
し
こ
の
よ
う
な
隔
離
が
迅
速
に
行
わ
れ
な
 け
れ
ば
、
社
会
的
交
渉
 

の
 ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
し
て
で
 0
 ）
三
支
 
0
 コ
は
 全
共
同
体
成
 員
の
儀
礼
身
分
を
財
価
す
る
こ
と
に
な
り
、
結
局
は
共
 同
体
全
体
の
宗
教
的
・
 

世
俗
的
運
命
を
悲
惨
な
も
の
に
立
ち
至
ら
し
め
る
。
 Q
o
 
）
 
）
 
け
 t
i
0
 

コ
 の
被
 伝
達
者
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
 
"
E
 里
 o
E
 
の
プ
ゅ
 

匡
の
 "
 と
 見
な
さ
れ
 

 
 

四
 

 
 

思
わ
れ
る
（
の
Ⅱ
～
 コ
 ～
 
4
p
 の
。
 P
o
 の
㌧
ト
コ
ー
 目
 3
P
 

鰍
の
蕊
 ㏄
一
 %
 が
 Ⅱ
 
つ
め
 1
.
 
 
ト
 ゆ
の
 
肝
 @
 ト
 Ⅱ
 ゆ
 ）
。
 

註
 （

 
1
 ）
 
ヨ
ハ
 （
 
プ
年
 
（
省
の
の
ト
一
ト
の
り
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
 。
「
ヒ
ン
ズ
ー
の
古
典
的
伝
統
に
お
い
て
は
、
樹
木
、
鳥
獣
、
 

今
   

更
に
は
寺
院
、
時
間
、
土
地
に
い
た
る
ま
で
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
 浄
 も
し
く
は
不
浄
な
性
格
に
従
っ
て
で
代
目
の
の
中
へ
階
層
 づ
  
 

こ
の
点
に
つ
い
て
の
 田
 三
春
の
つ
っ
白
 
い
 @
 べ
さ
 
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
 
ト
も
 折
る
。
 

 
 

（
 
2
 ）
こ
の
行
事
は
 
、
い
 Ⅰ
半
ヨ
ぎ
が
儀
礼
的
 
槻
 れ
の
状
態
に
 
陥
入
っ
た
時
期
を
見
て
 、
い
 「
の
す
ヨ
ヨ
の
屋
敷
の
 
"
 ア
ウ
ト
サ
  
 

い
る
べ
ラ
ン
ダ
で
と
り
行
な
わ
れ
る
。
 

河
川
、
 

い
 る
 ピ
 

さ
れ
て
 

  

  



 
 

  

強
烈
な
場
合
そ
の
時
点
で
た
だ
ち
に
浄
化
儀
礼
を
適
用
 す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
て
、
一
定
日
時
の
経
過
後
に
 、
し
か
も
一
連
の
複
数
 

偉
礼
 を
送
付
す
る
過
程
で
部
分
的
に
そ
の
不
浄
性
を
弱
 化
せ
し
め
、
つ
い
に
 艮
芸
 的
な
浄
化
儀
礼
の
 力
 佳
範
囲
内
 に
こ
れ
を
 持
 込
む
手
続
 

 
 

と
 解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
時
間
は
浄
化
の
為
 の
 単
な
る
前
提
条
件
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
 

づ
 。
二
口
（
 

ぎ
コ
 
は
 、
そ
れ
が
除
去
可
能
な
 

性
質
の
も
の
で
あ
る
限
り
、
す
べ
て
儀
礼
的
実
践
と
こ
 れ
に
対
す
る
社
会
的
認
可
を
通
じ
て
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
 な
 ，
う
な
い
 0
 
で
 臼
 -
 
宙
 （
 
丁
 

0
 コ
 
0
 自
動
的
消
滅
を
示
唆
す
る
が
如
き
 ェ
 ビ
デ
ン
ス
は
 、
こ
の
問
題
に
関
す
る
い
か
な
る
リ
ポ
ー
ト
に
も
見
受
   

 
 

と
こ
ろ
で
、
対
応
す
る
浄
化
手
段
が
準
備
さ
れ
て
い
る
 限
り
、
儀
礼
的
危
険
度
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
は
す
 べ
て
一
時
的
、
状
況
 

的
な
で
。
二
 %
 （
 
ざ
コ
 
で
あ
っ
て
 、
 遅
か
れ
早
か
れ
ノ
ー
マ
 か
 な
儀
礼
身
分
へ
の
復
帰
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
 対
し
て
、
 

先
 き
に
述
べ
 

て
き
た
如
き
第
一
次
的
な
で
 0
 ）
 ぎ
 （
 ぎ
 洩
の
 0
 ヨ
 o
e
 の
す
な
わ
 ち
 本
質
的
属
性
と
し
て
 一
 
1
 不
浄
性
」
を
内
在
し
て
い
る
 存
在
は
、
対
応
す
る
 浄
 

 
 

仕
 手
段
を
持
た
な
い
と
い
う
意
味
で
、
永
続
的
、
固
定
 的
な
で
三
）
 岸
 （
 
ざ
口
 
と
分
類
出
来
る
だ
ろ
う
（
の
（
の
 づ
 の
口
の
 
0
 口
 

ト
 の
の
 
肝
 @
 の
 0
 ）
 0
 
@
 ，
つ
，
 

し
て
、
 

E
 ョ
 o
 昌
 き田
 モ
 
に
は
分
析
的
に
見
て
二
つ
の
 カ
 テ
コ
リ
ー
、
状
況
的
年
三
 0
 目
の
オ
リ
 
互
ミ
ゼ
と
 永
続
的
 
仁
コ
 （
 
o
C
 
り
 甘
む
庄
ト
ぎ
 
ぜ
が
 存
 

在
す
る
こ
と
に
な
る
。
 

先
立
つ
論
議
に
お
い
て
、
感
染
伝
達
を
蒙
っ
た
第
二
次
 的
な
で
 已
 三
田
 ぎ
 的
の
 o
 目
 r
e
 
の
の
の
性
質
は
、
接
触
し
た
第
一
 
沈
約
 
づ
 。
二
 
%
 曲
 。
 コ
の
 

 
 

 
 

強
度
と
、
コ
ン
タ
ク
ト
の
状
況
な
い
し
様
式
と
い
う
 二
 

つ
の
変
数
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
 。
こ
の
場
合
特
に
重
要
 

 
 

な
の
は
後
考
で
あ
っ
て
 、
 先
ず
、
有
機
体
の
生
理
過
程
 と
し
て
不
可
避
的
に
生
起
す
る
不
随
意
的
な
で
臼
こ
 す 0
 コ
 
（
発
汗
、
睡
眠
、
排
泄
、
 

 
 

 
 

食
事
、
月
経
、
出
産
、
性
交
、
 

死
 ）
と
、
儀
礼
的
禁
忌
 の
 諸
ル
ー
ル
を
偶
然
た
る
と
意
図
的
た
る
を
問
わ
ず
侵
犯
 し
た
結
果
と
し
て
の
 随
 

 
 

意
 的
な
 
B
o
 

）
日
ヱ
 

0
 コ
 
の
間
に
は
、
そ
の
浄
化
手
続
に
関
 し
て
明
ら
か
な
区
別
が
見
ら
れ
る
（
田
の
べ
毬
の
 
0
 こ
ト
 0
0
 
か
 
0
 ㎏
一
目
の
（
ゴ
口
 
l
 。
 P
o
o
 
肝
 

ト
ト
リ
ー
ト
ト
㏄
一
目
 

ゅ
 （
で
の
 
グ
ト
 の
の
 
朕
 @
 ト
ベ
ト
ー
ト
Ⅱ
 

ゆ
 ）
。
一
別
者
の
 タ
イ
プ
に
お
い
て
も
、
重
大
な
ラ
イ
フ
・
ク
ラ
イ
シ
ス
 を
 契
機
と
し
て
生
起
し
 

た
で
 0
 ）
）
 
岸
 （
 ざ
コ
 
（
強
度
な
で
 0
 ）
ヨ
 %
 。
互
に
対
し
て
は
こ
 み
 入
っ
た
浄
化
儀
礼
の
遂
行
が
指
定
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
 も
 、
そ
れ
が
な
ん
ら
 共
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ヒンズ一社会における「 Po@lutinn コソセプト」について 

図表① 土日心 髄 的 pollution 
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非力 一 スト 貝 との 笘婚 「カースト・ステ                 沐浴。 体刑。 何 @., 。 過 五円 曲 
ィ タスが円位であ る場合Ⅰ     ラトカースト 員 との新婚 ( カースト・ステ   曲折。 @, Ⅱ """"" 冊寺 卜卍 よりも厳酷 。 体刑。 押臼 / 。 過丑 Ⅲ 命 「 制 

          煎的 pollution 

  
  

    浄 工 i- ま @ 。 ヒ 

発 汗 日月としての 沐浴 

唾 棄 洗 淋   沈 嵌 

北 ィな ℡ 條   沐 浴 

  
刀弼 丑睡 ， ( 当 当許宝拙の 油女性にもタッチして メンバーもタッチされ は ならな 月縮 t. ド ト，計 、 市川 ， 干正 朋 丁日におけ山折キのままでの された 川 Ⅲ 卍過 笘の浄め 
て ⅡたらないⅠ 
可てワ - 系家族の メ ソバ ーは タッチされて                                         された 咀 明月 坦睡 の千め   

  
(K ． S ． Mathur@ (1964) ， Caste@ and@ Ritual@ in@ a@ Malwa@ Vllage ， pp ． 119-120.) 
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同
体
的
制
裁
を
伴
な
れ
な
い
の
に
反
し
て
、
で
 

三
 
（
 
u
 
（
 
ざ
コ
 
の
後
考
の
タ
イ
プ
に
お
い
て
は
、
極
め
て
些
細
な
怠
慢
 

な
い
し
違
反
で
あ
る
 

場
 

合
を
除
き
、
一
定
の
儀
礼
遂
行
と
共
同
体
へ
の
な
ん
ら
 

か
の
 
賄
非
 
行
為
が
セ
ッ
ト
さ
れ
て
「
浄
化
手
続
」
を
構
成
 

す
る
こ
と
に
な
る
。
 

中
 

央
 イ
ン
ド
（
 

U
.
P
 

）
の
目
凹
 

妄
 
り
地
方
に
お
い
て
 

儀
 礼
 慣
行
を
調
査
し
た
 

目
 注
目
～
自
害
 

か
ト
お
 
１
 %
0
 

）
の
 

報
告
１
図
表
①
 

｜
は
、
 

 
 

こ
の
事
情
を
う
か
が
う
に
格
好
な
材
料
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
 

り
 、
ラ
イ
フ
・
サ
イ
ク
ル
の
中
で
不
可
避
的
に
発
生
す
 

る
 不
随
意
的
で
。
二
年
（
 

@
0
 

コ
 

 
 

に
 比
較
し
て
、
行
動
規
則
の
随
意
的
侵
害
の
結
果
も
た
 

，
 
ら
さ
れ
た
 

で
 
二
ヨ
（
 

ざ
コ
 
は
よ
り
厳
格
な
共
同
体
的
サ
ン
ク
 

シ
ョ
ン
を
蒙
ら
ね
ば
な
 

 
 

ら
ず
、
し
か
も
、
そ
の
中
で
も
偶
発
的
違
反
と
故
意
の
 

侵
犯
で
は
、
そ
の
浄
化
手
順
に
軽
重
の
差
が
看
取
さ
れ
る
 

 
 

 
 

 
 

次
に
、
コ
ン
タ
ク
ト
の
状
況
も
し
く
は
様
式
に
関
し
て
 

い
ま
一
つ
の
注
目
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
 

儀
礼
的
身
分
評
定
の
 

 
 

 
 

 
 

だ
と
判
断
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
り
わ
け
そ
の
よ
，
 

っ
な
 
内
的
汚
染
が
、
相
対
的
に
上
級
な
儀
礼
身
分
集
団
に
 

お
い
て
、
当
該
集
団
の
 

 
 

上
位
性
が
そ
れ
に
依
拠
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
 

「
キ
ィ
・
カ
ス
タ
ム
」
の
意
図
的
侵
犯
と
重
合
し
た
 

場
 本
旧
 
（
 
屈
 
a
r
 

つ
め
 

q
.
 
 

Ⅰ
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の
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ヒンズ一社会における 「 P0@ution 

 
 

（
 
2
 ）
 

と
 関
係
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
 ク
ス
 な
食
事
形
態
と
し
て
「
肉
食
慣
行
」
を
持
っ
グ
ル
ー
 プ
は
 、
こ
の
不
浄
な
行
 

 
 

為
 る
 
「
侵
犯
」
も
し
く
は
「
違
反
」
の
 
絡
脈
 に
お
い
て
 
律
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
の
よ
う
な
日
常
的
、
公
的
 な
で
 0
 目
口
（
）
コ
帳
の
 

0
 由
 Ⅱ
 ｜
 

お
の
と
の
コ
ン
タ
ク
ト
に
対
し
て
は
い
か
な
る
浄
化
 手
 段
 も
そ
の
意
味
を
持
ち
得
ず
 、
 従
っ
て
 
づ
 三
三
曲
 0
 コ
 
排
除
 の
為
の
方
途
は
一
切
片
 

 
 

煮
 さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
す
な
 ね
 ち
、
日
常
的
 ・
公
的
な
行
動
型
に
媒
介
さ
れ
て
で
三
こ
 
叶
ざ
コ
 を
受
託
す
 る
 存
在
は
、
そ
の
の
 0
 一
 

u
r
c
e
 
の
の
不
浄
性
に
同
化
さ
れ
て
儀
礼
身
分
を
姥
価
し
、
 し
か
も
下
級
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
固
化
さ
れ
て
自
ら
で
三
三
 ま
 コ
的
の
。
 
/
 Ⅰ
 0
 の
の
 か
り
一
城
 

即
世
 

時
に
変
質
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
 

食
 慣
行
に
せ
よ
職
業
に
 せ
よ
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
恒
久
化
さ
れ
た
「
集
団
の
行
動
 型
 」
で
あ
っ
て
、
か
か
 

 
 

 
 

る
 実
践
か
ら
結
果
す
る
儀
礼
的
下
級
性
は
、
個
人
と
い
，
 
っ
 よ
り
む
し
ろ
集
団
を
単
位
に
賦
与
さ
れ
る
評
価
と
な
り
 、
 従
っ
て
集
団
内
部
の
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コンセプト」 はっ  
 

 
 

討
 し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 0
 
づ
 0
 二
年
ヰ
 ぎ
 軸
の
 0
 ヰ
弓
 お
の
 

と
 の
 
接
触
が
、
怠
慢
、
違
犯
、
ラ
イ
フ
・
ク
ラ
イ
シ
ス
 と
い
 
づ
た
い
わ
ば
非
公
式
な
 

 
 

形
を
と
っ
て
発
現
す
る
の
で
は
な
く
て
、
こ
こ
で
は
そ
 れ
が
公
式
化
さ
れ
た
も
の
と
な
る
。
例
え
ば
父
を
 亡
 っ
た
 息
子
は
「
 死
 」
（
 Do
 丁
 

 
 

 
 

p
E
d
 
ぎ
 ㏄
の
 O
E
 （
の
の
）
と
非
公
式
に
関
わ
っ
て
い
る
に
す
 

ぎ
な
い
が
、
隠
亡
は
そ
の
職
能
に
お
い
て
い
わ
ば
公
的
に
 「
死
も
し
く
は
死
骸
」
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0
 

三
東
打
と
の
コ
ン
タ
ク
ト
が
、
職
業
も
し
く
は
食
事
 慣
 付
 そ
の
他
の
生
活
習
俗
を
通
し
て
日
常
化
さ
れ
、
恒
久
化
 さ
れ
て
い
る
場
合
を
検
 

  

ミ
じ
 、
こ
の
可
能
性
は
更
に
大
き
な
も
の
と
な
る
筈
で
 あ
る
。
ヒ
ン
ズ
ー
社
会
に
お
い
て
「
カ
ー
ス
ト
破
門
・
 追
 放
 」
と
い
う
形
で
の
 成
 

 
 

 
 

員
権
 剥
奪
が
断
行
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
浄
化
儀
 礼
の
効
力
を
超
出
す
る
肉
体
内
的
な
 、
 深
い
 
D
o
-
 
～
 
E
d
 

ピ
コ
 

の
被
 伝
達
に
対
し
て
で
 

あ
る
。
逸
脱
し
た
当
事
者
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
儀
礼
身
分
 は
、
 
再
び
母
集
団
の
ノ
ー
マ
ル
・
ス
テ
ィ
タ
ス
 ヘ
 回
帰
す
 る
 手
だ
て
が
な
い
と
 見
 

な
さ
れ
る
が
故
に
永
遠
に
。
 u
 コ
 （
 
0
 由
 り
す
麓
荘
の
，
な
 状
態
 と
し
て
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
ず
、
母
集
団
は
、
た
だ
ち
 
に
こ
の
儀
礼
的
資
格
に
 

お
い
て
不
等
価
な
メ
ン
バ
ー
を
排
除
し
て
自
ら
の
集
団
 儀
礼
身
分
を
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
 ヒ
 
ン
ズ
ー
社
会
に
お
け
る
 

 
 

成
員
権
剥
奪
と
は
、
当
該
個
人
が
、
儀
礼
的
下
級
性
を
 存
在
の
内
的
属
性
と
し
て
持
っ
第
一
次
的
な
づ
。
二
三
 
ピ
洩
 
の
 0
 目
い
 の
に
転
化
し
た
 

 
 

 
 

こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
儀
礼
身
分
に
 最
も
重
大
な
関
係
を
持
っ
接
触
状
況
な
い
し
接
触
様
式
 と
し
て
、
で
 0 ）
 三
 か
ぎ
㎎
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れ な の 資 ィ 諸 
  （ 註 て い コ 格 ダ 関 
    ） Ⅰ l 

白 散 タ 共 に に 
食礼 ベ 息 従 っ き し肉 ・。 る 壷 ㏄ レ ベヒ の に ク 育 と 儀 

序列 牛肉を低級とースト も 3 １ もま 、     
肉す皆 会則はも。 しる つ Ⅰ " め の @ 
を 由 、 良小 宮 い シ 

  

るるに牛が @   一、 にム 

  

ヴト 

が あ な 大             
で 

の 

    な 近 が 肉           

  

さ し て の     略 - 
土、ノ 

    
団   

分 去 っ な ウ 

離 し 不 儀 ト   
  

さ 得 新 札 サ 

目 儀 

礼的 円 岸の 0 
ぎ 資 
巨 格   

  
脅 

戒と 墓 の 五 
本 な 
的 る 

英置 
脈 目   
あ ㏄ 

。一明 る の 0 偉 Ⅱ りの 

節 の 

の は 
令 厳 
析 重 
@C f こ 

お 隔   
てさ 、 れ 

こ な 

の け 

  
  
  

  
に 者Ⅰ   

  一 " 一 ヒ 

つ ン 

の ズ   
類 l 
型 社 
が 会 

あ に 
る お 
こ け 
と る 



ヒンズ一社会における「 Po@lution コンセプト」 ほ つい   

  

    

  

 
 

へ
 
上
昇
す
る
）
手
段
が
無
い
為
永
久
に
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
 

に
と
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ど
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
の
 

m
o
 
の
基
礎
 
身
分
が
 

 
 
 
 礼

亮
 

美
礼
 

㌦
 "
 。
（
⑧
 

翻
 
：
 

 
 

 
 

 
 

る
 三
韓
 

態
 

 
 

分
 

 
 

る
、
ま
 
少
く
と
も
、
相
対
的
に
当
該
集
団
の
儀
礼
身
分
 

を
 「
 
下
 

 
 

 
 

 
 

②
 
田
 
[
 
)
 
ス
ケ
ー
 

し
 
l
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
 
ヱ
 け
ヰ
 

ヰ
 
0
 
コ
，
ト
 

の
心
の
 

@
 
ね
 
Ⅰ
 
窩
 
・
一
の
 

宙
 
コ
 
%
 ゆ
め
 

-
 
 
ト
 
の
の
㏄
 

@
 
め
 
0
 
１
㎏
 
キ
 ト
の
 
鮭
 

を
 指
摘
し
た
。
一
つ
は
浄
化
手
続
の
履
行
に
よ
っ
て
 遅
 か
れ
早
か
れ
解
除
さ
れ
得
る
下
級
儀
礼
身
分
で
あ
り
、
 他
 は
 、
対
応
す
る
浄
化
 手
 

 
 

 
 

段
の
準
備
が
無
い
固
定
的
な
下
級
身
分
で
あ
る
。
前
者
 は
 、
個
人
が
単
位
と
な
る
暫
定
的
な
逸
脱
身
分
で
あ
り
、
 主
と
し
て
所
属
集
団
円
 

郡
ハ
 し
 
"
 ぎ
ヰ
 の
Ⅱ
 
コ
リ
 
）
 0
 Ⅱ
串
の
Ⅱ
 

，
 （
 
リ
 4
%
 
ら
の
）
 

，
ト
 ゆ
の
 
甲
 @
 ト
づ
 
の
）
 に
 関
与
す
る
限
り
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
考
 は
 、
集
団
の
固
着
し
た
 

 
 基

礎
的
身
分
と
し
て
集
団
 対
 集
団
の
 
"
 の
 
x
 （
の
Ⅱ
コ
 

%
 
 。
 日
 

 
 

系
の
 ス
テ
イ
タ
ス
評
定
 

に
 原
理
的
な
基
盤
を
提
供
す
る
も
の
と
な
る
。
こ
の
 二
 つ
の
 
岸
ま
 。
け
 
り
ゴ
ド
由
 
ま
ぜ
の
間
の
関
係
を
図
表
②
に
示
し
 た
 。
 A
 の
ノ
ー
マ
ル
・
 

ス
テ
イ
タ
ス
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
位
置
す
る
の
㏄
 
0
 は
 、
 B
 お
よ
び
 C
 
の
二
つ
の
逸
脱
・
修
正
身
分
へ
一
時
的
に
上
 昇
 も
し
く
は
下
降
す
る
 

こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
深
刻
な
㌧
 0
 ）
）
 

甘
由
 0
 口
の
被
 伝
達
に
よ
っ
て
 D
 
へ
 下
降
し
た
の
的
 0
 
は
、
も
は
や
 A
 
へ
 復
帰
す
る
（
従
っ
て
 B
 

  

  

  

  



 
 

 
 

「
 巾
 。
 青
ざ
コ
 
コ
ン
セ
プ
ト
」
と
結
び
合
っ
た
行
動
類
型
で
あ
っ
 て
 、
か
か
る
行
動
型
の
遵
守
を
通
し
て
の
み
、
 名
 構
成
単
位
間
 
の
 儀
礼
的
距
離
 

は
 社
会
的
に
表
現
さ
れ
、
裁
可
さ
れ
て
い
く
と
見
ら
れ
る
。
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註
 （

 1
 ）
分
析
的
に
見
て
、
ヒ
ン
ズ
ー
共
同
体
内
で
機
能
し
て
い
 
る
 
ス
テ
ィ
タ
ス
評
定
の
 
ク
 ラ
 イ
 テ
リ
ア
は
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
 に
 分
類
す
る
こ
と
が
 出
 

来
之
つ
 *
L
 
ス
リ
ラ
 （
 s
 卜
 
㊦
せ
 
0
 コ
 の
 0
 卜
こ
 
Ⅰ
の
り
ト
 
@
 ト
 申
｜
 仁
の
一
陣
 ぎ
 @
 
七
 %
,
 
）
 0
%
 
一
ぎ
 
一
 %
 
二
幅
 
ゴ
 ・
お
の
 っ
 @
 簿
 １
 %
 
）
。
す
な
わ
ち
「
世
俗
 的
 ス
テ
ィ
タ
ス
」
 

と
「
儀
礼
的
ス
テ
ィ
タ
ス
」
で
あ
る
。
前
者
は
、
職
業
、
熟
練
 、
財
産
、
土
地
所
有
、
公
職
、
婚
姻
慣
行
、
学
歴
、
西
欧
化
な
 ど
の
諸
基
準
に
よ
 

 
 

 
 

っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
一
般
に
可
変
的
な
も
の
と
 考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
必
ず
し
も
誕
生
の
状
況
に
よ
っ
て
 決
 定
 
さ
れ
な
い
獲
得
 

的
な
身
分
原
理
で
あ
り
、
ヒ
ン
ズ
ー
社
会
の
日
常
的
諸
関
係
に
 少
な
か
ら
ざ
る
ウ
ニ
 

イ
ト
 を
占
め
て
い
る
こ
と
は
多
く
の
 ブ
イ
 
｜
 ル
ド
調
査
に
よ
 

っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
例
え
ば
、
 

紹
ぎ
 了
お
 

）
の
町
の
一
口
仁
 
す
 P
P
 
つ
 白
の
一
の
 り
ゴ
 
タ
ト
の
切
り
一
ロ
 の
ド
打
 
・
 P
 つ
り
い
 
一
 巾
 p
@
-
 

の
ぜ
。
）
 
0
 目
べ
一
 

 
 

の
 0
 由
 幅
 5
 
Ⅰ
の
の
 
つ
一
 ミ
ド
 嶌
 Ⅰ
 

ト
 の
の
 
つ
 ）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
集
団
 相
互
間
の
、
あ
る
い
は
集
団
内
部
の
儀
礼
的
身
分
関
係
を
規
定
 
 
 

竹
印
 @
 め
 
0
1
 は
の
 
@
 の
叶
の
 

づ
 の
 
コ
 の
 
0
 コ
 。
 ト
 
0
 町
ト
 @
 の
 
0
 １
 0
 ㎏
一
プ
 自
燵
 
Ⅱ
 
ユ
 o
 （
 
t
.
 
 

ト
 の
切
の
 
@
 の
の
 
1
,
 
Ⅰ
 
o
 も
 @
 の
 o
 岸
の
 
ゴ
 -
 
 
ト
の
 
の
 
0
 
@
 
収
ト
 
。
臼
 

l
 
㏄
）
。
 が
ら
ん
、
ロ
ー
カ
ル
・
 

（
 
l
l
 
）
 

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
 
ズ
や
 、
儀
礼
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
外
の
い
 わ
ゆ
る
世
俗
的
な
ス
テ
イ
タ
ス
・
ク
ラ
イ
テ
リ
ア
 と
 の
 相
互
作
用
に
よ
っ
て
 現
 

実
相
は
裡
 維
 多
岐
な
姿
を
示
す
け
れ
ど
も
、
 

朋
団
 固
有
 0
 行
動
型
を
通
し
て
そ
の
「
基
礎
身
分
」
の
決
定
に
関
 
わ
る
基
準
を
抽
象
す
れ
 

ば
 、
ほ
ぼ
次
の
五
原
則
に
集
約
出
来
る
だ
ろ
う
。
①
 生
 命
 現
象
は
す
べ
て
神
聖
な
対
象
で
あ
る
。
従
っ
て
 、
 例
え
 ば
 漁
師
や
菜
種
搾
り
の
 

 
 

如
き
生
計
の
為
の
生
命
破
壊
は
一
般
に
不
浄
で
あ
る
。
 牛
 は
あ
ら
ゆ
る
生
き
も
の
に
抜
き
ん
出
て
神
聖
で
あ
り
、
 こ
れ
を
殺
傷
す
る
こ
 

と
 、
そ
の
皮
を
繰
し
た
り
、
工
作
し
た
り
、
十
匹
 
見
 す
る
 こ
と
は
極
度
の
儀
礼
的
稔
れ
を
結
果
す
る
。
③
肉
食
は
不
 浄
 で
あ
る
。
牛
肉
食
が
 

最
も
厳
し
く
忌
避
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
対
極
に
 卵
 あ
る
い
は
猟
鳥
、
 
ィ
 ノ
シ
シ
、
山
羊
等
の
肉
が
位
置
す
る
 。
こ
の
観
点
か
ら
菜
食
 

主
義
が
上
級
ス
テ
イ
タ
ス
の
マ
ー
ク
と
な
る
。
④
死
友
 び
 腐
敗
は
不
浄
で
あ
り
、
こ
れ
と
職
業
上
の
関
係
を
持
っ
 集
団
を
不
浄
に
す
る
。
 

㊤
身
体
放
出
物
は
不
浄
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
れ
ら
と
 職
 美
的
に
関
係
す
る
集
団
も
ま
た
不
浄
で
あ
る
。
⑧
 
フ
 ル
 コ
ー
ル
を
飲
用
す
る
 
集
 

-
2
-
 

団
 、
こ
れ
を
売
買
す
る
集
団
は
不
浄
で
あ
る
。
 



こ
の
よ
う
に
、
「
㌧
 

0
 
二
ヰ
 
ヰ
む
コ
 

コ
ン
セ
プ
ト
」
と
こ
れ
に
 

由
来
す
る
。
 

目
 （
 
o
u
c
 

は
 
い
 
す
 
～
～
 

@
 
ヰ
ゼ
，
 

0
%
 

念
は
、
 

伍
 礼
賛
 
格
の
不
等
価
性
に
墓
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

仮
説
的
概
念
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
説
明
出
来
る
だ
ろ
う
。
 

A
 
 
ヒ
ン
ズ
ー
共
同
体
の
め
 

不
 

 
 

る
 教
的
・
世
俗
的
福
祉
は
、
共
同
体
に
関
っ
て
い
る
 

各
 種
 レ
ベ
ル
の
神
格
に
よ
っ
て
直
接
保
証
さ
れ
る
か
、
 

あ
 る
い
は
そ
う
し
た
桂
月
 

煕
界
 

 
 

掛
の
 サ
ポ
ー
ト
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
。
従
っ
て
神
々
 

を
 礼
拝
し
こ
れ
を
宥
和
す
る
こ
と
は
、
共
同
体
に
と
っ
 

て
 第
一
義
的
な
関
心
 

薬
 。
項
で
 

 
 
 
 

桧
 あ
り
、
こ
の
よ
う
な
献
身
と
引
換
に
超
自
然
界
は
人
 

間
 に
各
種
の
便
益
を
も
た
ら
す
。
 

B
 
 
神
々
へ
の
直
接
 

的
な
礼
拝
、
あ
る
い
は
神
々
 

 
 

ズ
 と
の
直
接
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
高
度
な
儀
 

礼
的
 
純
潔
を
保
持
す
る
人
間
に
よ
っ
て
の
み
、
可
能
で
 

あ
る
。
 
C
 
 
か
く
て
当
該
 

共
 ㈹
 

 
 

げ
 同
体
は
、
超
自
然
界
と
の
コ
ン
タ
ク
ト
を
担
当
す
る
 

成
員
に
可
能
な
限
り
高
い
儀
礼
的
純
潔
を
保
障
し
、
 

こ
 れ
を
保
護
し
て
い
か
な
け
れ
㏄
 

Ⅰ
 
"
"
;
 

 
 

（
 
2
 ）
ア
ル
コ
ー
ル
の
飲
用
慣
行
は
明
ら
か
に
不
浄
集
団
の
標
 識
 
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
根
拠
が
は
っ
き
り
し
だ
い
 0
 
㏄
（
の
 

ぺ
 の
 
コ
の
。
 

コ
 つ
の
 笘
ト
 @
 り
い
）
に
 

よ
れ
ば
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
Ⅰ
目
ヨ
（
 
@
 
コ
 的
な
性
格
は
本
質
的
な
不
 津
佐
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
ア
ル
コ
 l
 
ル
飲
用
 と
 禁
制
や
   

の
間
の
関
係
か
ら
派
生
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
何
故
な
ら
 ぼ
、
 
自
制
は
霊
的
解
脱
に
至
る
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
の
主
要
な
日
 け
 口
幅
り
 （
道
程
）
の
一
つ
 

で
あ
っ
て
、
自
制
Ⅰ
に
対
す
る
脅
威
は
同
時
に
霊
的
救
済
へ
の
 脅
威
と
な
る
。
な
お
㍗
 
ぎ
ぎ
舗
父
 の
 鰍
 
@
 ぎ
 ）
の
報
告
に
 ょ
 れ
ば
、
西
欧
か
ら
 

輸
入
さ
れ
た
酒
が
一
部
の
富
裕
な
階
層
で
た
し
な
ま
れ
て
い
る
 

 
 

 
 

  



も
 

メ
 Ⅰ
 

は
 な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
社
会
的
諸
目
標
が
達
成
さ
れ
 る
 為
に
は
、
そ
れ
に
従
事
す
る
メ
ン
バ
ー
を
不
浄
た
ら
し
 め
る
よ
う
な
多
く
の
 行
 

為
も
遂
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
上
記
の
目
的
を
達
 す
る
為
に
は
結
局
選
抜
さ
れ
た
成
員
を
こ
う
し
た
で
 臼
 ～
 
仁
 （
 き
 安
安
か
ら
隔
離
し
、
 

  

共
同
体
の
残
余
メ
ン
バ
ー
が
特
定
の
儀
礼
的
に
不
浄
な
 行
為
を
代
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
 D
 

つ
ま
り
、
神
々
へ
の
 
ア
 

7
D
 
ー
 チ
 を
専
門
職
と
す
る
グ
ル
ー
プ
に
そ
の
職
能
遂
行
 上
 必
要
な
儀
礼
資
格
を
保
障
す
る
為
に
は
、
自
ら
の
 儀
 礼
 身
分
を
財
価
す
る
と
 

い
う
犠
牲
を
払
っ
て
で
も
、
さ
も
な
け
れ
ば
祭
司
グ
ル
ー
 プ
に
 生
起
す
る
で
あ
ろ
う
ち
。
二
ロ
（
 
ぎ
コ
 を
 肩
 替
り
す
る
 特
殊
な
グ
ル
ー
プ
を
 設
 

走
 す
る
こ
と
が
、
共
同
体
的
要
請
と
な
る
。
 

E
 
 但
し
 、
 純
潔
度
の
高
い
成
員
に
対
し
て
儀
礼
的
浄
化
の
役
割
を
 担
当
す
る
メ
ン
バ
ー
は
 、
 

上
位
者
と
の
儀
礼
的
距
離
が
一
定
範
囲
を
超
え
な
い
と
 こ
ろ
に
自
ら
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
維
持
す
る
必
要
が
あ
る
。
 何
故
な
ら
ば
、
儀
礼
的
 

格
差
が
極
端
に
な
る
と
上
位
者
か
ら
比
較
的
軽
度
な
口
。
 旨
 （
 
ざ
コ
 を
 肩
 替
り
す
る
能
力
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
 。
こ
う
し
て
、
中
間
 位
 

ス
テ
ィ
タ
ス
に
所
属
す
る
成
員
に
 伐
 っ
て
更
に
強
度
な
 
ち
 三
こ
（
 
ざ
コ
 を
専
門
的
に
引
受
け
る
一
層
純
潔
度
の
低
い
 ス
テ
イ
タ
ス
・
グ
ル
ー
 

プ
が
 分
離
さ
れ
る
。
 
F
 
 か
く
て
、
儀
礼
資
格
の
獲
得
 

，
，
 ・
・
 

と
 維
持
に
関
し
て
上
位
者
は
下
位
者
に
依
存
し
、
下
位
者
 は
 、
各
種
福
祉
の
保
障
 

の
 為
に
上
位
者
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

㌧
 0
 ）
 
ヨ
曲
 0
 コ
と
 結
び
合
っ
た
各
種
の
儀
礼
的
禁
忌
は
 、
こ
 う
し
て
「
 浄
 
・
不
浄
ス
ケ
ー
ル
」
に
沿
っ
て
配
列
さ
れ
た
 

各
集
団
に
、
そ
の
 ス
 

ケ
ー
ル
に
応
じ
た
厳
格
 度
 に
よ
っ
て
配
当
さ
れ
、
当
該
 集
 団
 固
有
の
カ
ー
ス
ト
・
ダ
ル
マ
の
中
核
を
構
成
す
る
こ
 と
に
な
る
。
そ
れ
は
 極
 

め
て
コ
ン
シ
ス
テ
ン
ト
な
行
動
類
型
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
 っ
て
、
こ
の
よ
う
な
行
動
型
の
遵
守
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
 る
 儀
礼
的
な
ス
テ
イ
 タ
 

 
 

ス
 ・
ハ
イ
ア
ラ
ー
キ
ー
は
 
、
 神
々
に
向
け
ら
れ
た
共
同
体
 的
 サ
ー
ビ
ス
を
め
ぐ
っ
て
組
織
さ
れ
た
儀
礼
的
相
互
依
 存
 関
係
の
体
系
と
見
な
 

す
こ
と
が
出
来
る
。
 

目
曲
 （
口
の
Ⅱ
 
父
 き
か
 
ト
ま
 ）
の
言
葉
 を
 借
り
て
い
え
ば
、
「
こ
の
社
会
は
神
々
の
世
話
を
す
る
 仕
事
を
め
ぐ
っ
て
有
機
 

づ
け
ら
れ
て
お
り
、
諸
カ
ー
ス
ト
問
の
分
業
は
こ
の
 日
 的
の
為
に
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
」
。
従
っ
 て
 、
ヒ
ン
ズ
ー
の
 力
｜
 

ス
ト
、
シ
ス
テ
ム
と
は
、
「
㌧
 
0
 ヰ
年
ヰ
 
の
コ
 コ
ン
セ
プ
ト
」
 
に
 準
拠
し
た
適
格
条
件
及
び
欠
格
条
件
に
基
づ
い
て
 分
 断
 さ
れ
た
 各
 セ
グ
メ
ン
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戸
 ワ
ト
 l
 目
の
 ヨ
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ト
が
 、
共
同
の
儀
礼
目
標
達
成
に
伺
っ
て
再
び
相
互
依
 存
 的
な
、
あ
る
い
は
相
互
補
完
的
な
、
協
同
体
制
の
中
へ
 積
分
さ
れ
た
も
の
と
 考
 

え
ら
れ
、
少
く
と
も
、
か
か
る
儀
礼
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
 -
 
テ
 ィ
 ブ
 に
お
け
る
構
造
原
理
が
、
こ
の
社
会
成
層
体
系
の
 基
本
的
骨
格
を
決
定
し
 

て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

ハ
 
附
記
 口
 Ⅲ
「
 つ
 っ
コ
 
%
 
（
 
ざ
コ
 コ
ソ
セ
プ
ト
」
を
め
ぐ
っ
て
 

、
こ
 @
 
@
 に
 関
税
し
た
も
の
以
外
に
な
お
多
く
の
重
要
な
問
題
点
が
あ
 

る
 。
取
上
げ
る
こ
と
が
 

出
来
な
か
っ
た
の
は
主
と
し
て
情
報
の
不
足
に
よ
る
も
の
だ
が
 

っ
た
 
。
後
日
に
 倹
 ち
た
 

㈲
本
稿
は
、
「
哲
学
年
祝
し
第
二
 セ
 宿
所
戟
の
拙
稿
「
 
ヒ
ソ
 
ズ
 l
 社
会
に
お
け
る
 "
 
儀
礼
身
分
 "
 に
つ
い
て
」
の
中
で
発
表
 
し
た
考
え
方
を
足
場
に
 

し
て
、
更
に
こ
れ
を
敢
行
、
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
部
に
 

記
述
の
重
複
が
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
ぎ
た
い
。
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木
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財
団
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年
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 %
 



 
 

よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
り
、
あ
る
い
は
知
っ
 

た
と
思
 う
 な
ら
ば
、
我
々
は
 

（
・
Ⅰ
）
 

め
そ
の
彼
を
ス
コ
ラ
学
者
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
」
。
 

グ
ラ
ー
プ
マ
ン
は
こ
れ
を
中
世
研
究
者
の
意
気
を
阻
喪
 

さ
 せ
る
言
葉
と
し
て
あ
げ
て
 

 
 

学
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
者
は
長
ら
く
こ
う
い
う
言
葉
 

と
 闘
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
 

論
た
 。
あ
る
い
は
現
在
も
あ
る
意
味
で
悩
ま
さ
れ
て
い
 

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
今
日
こ
う
い
う
誤
解
は
ほ
か
な
 

ら
ぬ
 グ
ラ
ー
プ
マ
ン
な
ど
が
 

在
 

哺
 
先
達
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
急
速
に
改
め
ら
れ
つ
 

つ
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
今
で
も
ス
コ
ラ
 

的
と
い
う
言
葉
が
 
殆
 ん
ど
の
 

れ
 
場
合
決
定
的
な
悪
評
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
 

に
は
変
り
は
な
い
。
あ
ま
り
に
ス
コ
ラ
的
 

だ
 、
ス
コ
ラ
 
哲
学
的
だ
と
い
え
ば
、
無
益
㈹
 

睡
な
 、
 煩
隙
 な
、
滑
稽
て
も
あ
る
よ
う
な
努
力
を
さ
す
 
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
こ
う
い
う
 

悪
い
意
味
の
言
葉
に
な
っ
た
㌍
 

神
学
者
に
つ
い
て
、
彼
が
、
現
代
の
問
題
を
い
き
い
き
 と
 把
握
し
な
い
で
、
権
威
的
に
働
く
過
去
の
重
圧
の
も
と
 で
、
気
の
抜
け
た
内
容
 

 
 

第
一
章
ス
コ
ラ
学
の
方
法
に
つ
い
て
 

マ
ル
テ
ィ
ン
・
グ
ラ
ー
プ
マ
ン
は
そ
の
 日
 ス
コ
ラ
学
的
方
 
法
の
歴
史
 ヒ
の
 冒
頭
に
お
い
て
、
 
G
 

の
次
の
よ
う
な
舌
口
薬
 

を
 誌
し
て
い
る
。
「
今
日
の
我
々
に
ス
コ
ラ
学
者
と
い
，
 
つ
 名
前
は
、
よ
い
響
き
を
も
っ
て
い
な
い
。
も
し
我
々
が
 学
者
に
つ
い
て
、
殊
に
 

神
の
存
在
の
存
在
論
的
証
明
を
 め
ぐ
っ
て
 

ア
ン
セ
ル
ム
ス
ロ
プ
ロ
ス
 ロ
ギ
 オ
ン
 ヒ
 第
二
 章
 註
釈
の
試
み
 
｜
 

 
 

 
 

山
宙
 
丸
 

/
 

 
 

今 

  



 
 

 
 

の
で
あ
ろ
う
か
。
否
定
的
関
心
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
 て
も
、
と
も
か
く
ス
コ
ラ
学
が
当
時
の
 、
 ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
 
の
頃
の
、
重
要
な
問
題
 

の
 一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
た
し
か
だ
。
で
な
け
れ
ば
た
 と
 え
 悪
い
意
味
で
あ
る
に
し
て
も
、
一
般
的
に
用
い
ら
れ
 る
 舌
口
七
百
木
に
は
な
ら
な
か
 

っ
 た
で
あ
ろ
う
。
す
な
む
ち
否
定
的
な
形
で
あ
る
に
し
て
 も
 、
こ
の
こ
と
は
ス
コ
ラ
へ
の
関
心
の
強
さ
を
語
る
も
 の
な
の
だ
。
最
盛
期
の
 

ス
コ
ラ
学
を
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
そ
の
当
時
 の
中
世
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
ダ
ン
テ
の
評
価
を
借
り
 る
ま
で
も
な
く
、
人
類
 

の
華
 と
し
て
仰
ぎ
見
る
 、
 光
り
輝
く
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
 。
そ
れ
は
大
変
魅
力
の
あ
る
も
の
と
し
て
、
当
時
の
人
 々
は
さ
き
を
争
っ
て
 
ス
 

コ
ラ
学
に
没
頭
し
た
の
だ
。
そ
れ
が
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
頃
 に
な
る
と
、
そ
の
精
神
と
技
術
と
が
分
離
し
、
高
度
に
 発
達
し
た
技
術
が
そ
れ
 

だ
け
で
空
転
し
、
学
問
が
形
骸
化
し
、
そ
こ
に
い
わ
ゆ
 る
 ス
コ
ラ
学
の
腐
敗
と
い
わ
れ
る
も
の
が
始
ま
っ
た
の
だ
 。
多
く
の
人
々
を
ひ
き
 

つ
け
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
い
っ
た
ん
腐
敗
が
は
じ
 ま
る
と
そ
の
弊
害
も
大
き
な
も
の
が
あ
る
の
だ
。
し
か
 し
 現
在
の
ス
コ
ラ
学
に
 

対
す
る
評
価
は
多
く
、
そ
の
弊
害
だ
け
を
誇
張
し
て
い
 る
 。
だ
が
決
し
て
そ
の
精
神
を
忘
れ
て
は
な
ら
広
い
だ
 る
 う
 。
中
世
の
人
々
を
 ひ
 

き
つ
け
た
理
由
は
現
在
で
も
我
々
が
行
り
み
石
に
値
 い
 す
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
ス
コ
ラ
学
が
悪
い
名
前
に
な
 る
 原
因
に
、
も
う
一
つ
 

の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
 及
び
宗
教
改
革
は
中
世
か
ら
の
解
放
で
あ
る
と
い
う
こ
 と
だ
。
従
っ
て
そ
の
 上
 

場
 に
立
つ
人
々
は
、
自
分
の
立
場
を
確
立
す
る
た
め
に
、
 出
来
る
限
り
中
世
を
 、
 従
っ
て
ス
コ
ラ
学
を
叩
か
ね
ば
 な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
 

る
 。
対
立
抗
争
す
る
 両
 当
事
者
の
一
方
に
、
他
方
に
対
 す
る
冷
静
正
当
な
評
価
を
き
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
 ど
 う
し
て
も
他
者
を
最
大
 

限
に
 酷
評
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
の
中
世
 に
 対
す
る
評
価
は
 、
 概
し
て
こ
の
立
場
の
人
々
の
見
解
 
に
よ
っ
て
い
た
の
で
あ
 

る
 。
客
観
的
な
評
価
は
生
れ
に
く
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 

い
ま
ふ
つ
う
に
「
ス
コ
ラ
学
の
父
」
と
い
わ
れ
て
い
る
 カ
 リ
 
ア
タ
バ
 
ペ
リ
ー
の
ア
リ
ア
 ち
 Ⅰ
 ル @
 
ハ
つ
入
 
（
 
レ
コ
 の
の
）
 

日
 目
の
 0
 リ
コ
ヰ
 

㌍
 ゆ
ロ
 の
 
コ
 の
）
の
 

@
 
 
ト
 
。
㏄
㏄
 

｜
 

（
 
2
 ）
 

目
 。
 
e
 
 の
こ
と
を
調
べ
て
み
た
い
と
思
 う
 の
で
あ
る
が
、
 
M
.
 グ
ラ
ー
プ
マ
ン
は
「
精
神
の
騎
士
道
」
で
あ
る
 ス
 コ
ラ
学
は
こ
の
頃
に
つ
 

ま
り
・
一
一
世
紀
の
後
半
頃
に
始
ま
っ
た
と
し
て
い
る
。
 

一
 一
世
紀
の
後
半
は
 
ぺ
 シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
そ
の
前
半
 と
 は
 対
照
的
に
、
あ
ら
ゆ
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る
 方
面
に
い
ろ
い
ろ
な
運
動
が
活
発
に
展
開
さ
れ
た
 

時
 代
 で
あ
る
。
こ
れ
を
象
徴
す
る
人
物
が
、
王
権
に
対
し
て
 

教
権
を
伸
張
し
、
中
世
 

キ
リ
ス
ト
教
の
最
盛
期
を
準
備
し
た
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ラ
 

ス
セ
 世
で
あ
ろ
う
 
0
 ア
ン
セ
ル
ム
ス
に
対
し
て
は
「
 
学
 間
の
 グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
セ
 

W
@
 
」
と
い
う
評
価
も
あ
る
。
（
 

3
 ）
彼
自
身
も
後
年
カ
ン
タ
ベ
 リ
ー
の
大
僧
正
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
 

王
と
 必
死
の
抗
争
を
す
 
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
 

代
 に
学
問
も
目
ざ
ま
し
い
躍
進
を
と
げ
る
の
で
あ
る
が
、
 

そ
れ
を
代
表
す
る
の
が
ア
ン
セ
ル
ム
ス
で
あ
る
。
我
々
 

に
 名
を
知
ら
れ
て
い
る
 

有
名
な
学
者
の
数
も
こ
の
頃
か
ら
急
に
ふ
え
は
じ
め
る
。
 

ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
弁
証
 
力
は
 抜
群
で
、
か
な
り
実
際
的
 
な
 実
用
的
な
学
問
を
し
 

た
前
 時
代
の
学
問
の
中
に
 
、
 彼
の
直
接
の
先
 
縦
 者
を
見
 つ
け
る
こ
と
は
困
難
だ
と
い
わ
れ
る
。
（
 

4
 ）
形
式
は
厳
密
に
学
 
間
 的
で
あ
り
、
問
題
 
設
 

定
は
明
快
で
鋭
く
、
概
念
は
精
密
に
固
定
さ
れ
、
証
明
 

は
 非
常
に
細
心
で
あ
る
。
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
た
し
か
に
 

キ
 リ
ス
ト
教
の
全
体
系
を
 

示
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
主
な
問
題
 

点
を
独
創
的
な
把
握
と
見
通
し
と
で
、
注
意
深
く
説
明
し
 

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
 

丁
度
パ
 リ
 の
セ
ン
ト
・
シ
ヤ
 
ペ
ル
 （
の
ま
巨
 

%
 の
す
の
で
の
 

コ
 の
 
）
が
、
カ
テ
ド
ラ
ル
と
し
て
は
ミ
ニ
ア
チ
ュ
ア
で
あ
る
け
 

 
 

ト
ル
ダ
ム
や
ラ
ン
ス
の
大
伽
藍
に
負
け
な
い
建
築
的
 

天
 オ
を
 示
し
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
 

比
較
的
小
さ
な
諸
著
作
 

（
 
ミ
 
5
 
）
 

・
論
文
は
、
最
盛
期
ス
コ
ラ
の
あ
の
大
規
模
な
神
学
 

ス
ン
 て
 に
劣
ら
な
い
、
堂
々
た
る
体
系
的
天
才
を
示
し
て
い
 

る
の
で
あ
る
。
 
ジ
ル
ソ
 

 
 

つ
 

ン
の
 「
中
世
哲
学
史
 
口
 （
「
の
ロ
ゴ
～
 

-
0
 

の
 
0
 
ロ
 ゴ
 ざ
ゅ
 口
ヨ
。
 
潟
 コ
ゆ
 幅
の
し
の
ア
ン
セ
ル
ム
ス
 

室
に
 、
 旧
 P
 倣
に
あ
っ
て
 
新
し
い
版
に
な
い
言
葉
 

 
 

め
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
「
も
し
わ
れ
わ
れ
が
 

、
共
通
の
教
説
の
或
る
種
の
集
成
を
ス
コ
ラ
学
と
定
義
 

す
る
こ
と
に
満
足
す
る
こ
と
 

 
 

 
 

  

ム
冊
 

嘩
 
マ
ス
 と
聖
 ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
で
あ
る
が
、
し
か
し
 

聖
 ア
ン
セ
ル
ム
ス
を
そ
の
最
も
力
強
い
も
の
と
な
す
こ
 

と
に
、
異
議
を
さ
し
は
さ
む
 

ね
 
も
の
は
な
か
ろ
う
」
。
（
 

長
 返
信
寿
民
訴
）
 

 
 

ラ
 学
の
領
域
設
定
が
明
確
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
感
 

摸
 す
る
の
で
あ
る
。
 
豊
 焼
で
 75  (75) 

  

  

  



  

方
 

は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
強
い
線
で
 画
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
可
能
に
な
っ
た
の
 は
 、
こ
れ
と
表
裏
の
関
 

係
 に
あ
る
方
法
の
確
立
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
 こ
の
こ
と
を
な
し
え
た
の
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
 次
 の
 舌
口
葉
を
切
断
す
る
こ
 

-
 
六
 
U
 
）
 

と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
「
信
ず
る
た
め
に
知
り
、
知
る
 た
め
に
信
ぜ
よ
」
の
前
半
を
す
て
て
、
後
半
だ
け
を
と
り
 あ
げ
る
の
で
あ
る
。
 
ア
 

-
7
 
レ
 

ウ
グ
ス
テ
ィ
 
ヌ
ス
 の
こ
の
言
葉
は
か
な
り
さ
ま
ざ
ま
な
 解
 釈
を
許
す
も
の
だ
が
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
「
知
る
た
め
 に
 信
ず
る
」
（
 ま
籠
 0
 。
 

ま
ぎ
 （の
 
ヨ
 ゆ
の
 
日
 ）
は
は
っ
き
り
と
定
ま
っ
て
い
る
。
 

今
 こ
の
言
葉
を
知
（
 円
コ
 
（
の
）
 

@
 
の
お
）
の
 面
と
、
信
 ⑧
 お
緒
 L
 ⑧
の
 面
 と
に
分
け
て
 
考
 

（
 
父
 
U
-
 

え
て
み
た
い
。
こ
の
知
は
い
か
な
る
方
法
で
知
る
の
か
 と
い
え
ば
「
理
性
に
よ
っ
て
の
み
」
（
の
 

0
 守
 
（
 巴
ざ
黒
り
 
と
い
う
舌
口
薬
が
示
す
よ
 

う
に
、
純
粋
に
弁
証
法
（
出
色
 然
 （
 
p
n
 
拐
 ）
に
従
う
の
で
 あ
っ
て
、
途
中
に
権
威
や
信
仰
が
介
在
す
る
こ
と
は
な
い
 。
そ
し
て
ア
ン
セ
ル
 ム
 

ス
は
 弁
証
 力
 に
す
ぐ
れ
て
い
る
。
た
だ
こ
の
知
の
向
 う
 対
象
が
信
仰
の
内
容
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
知
が
 
働
く
た
め
に
は
、
す
で
 

に
 信
仰
の
内
容
が
そ
こ
に
存
在
し
な
け
れ
ば
、
或
い
は
 そ
こ
に
前
提
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 0
 
こ
の
前
 提
が
 存
在
す
る
こ
と
、
 

こ
れ
が
ス
コ
ラ
学
の
た
め
の
一
つ
の
必
要
条
件
で
あ
る
。
 こ
の
条
件
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
る
時
、
ス
コ
ラ
学
は
 い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
ひ
 

き
お
こ
す
の
で
あ
る
。
内
容
が
忘
れ
ら
れ
る
と
方
法
だ
 け
に
な
り
、
し
か
も
方
法
と
し
て
の
制
限
を
守
ら
な
い
こ
 と
に
よ
っ
て
、
方
法
自
 

体
 が
空
転
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
こ
の
条
件
 す
な
わ
ち
内
容
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ス
コ
ラ
学
が
 、
単
 な
る
弁
証
 家
 、
論
理
学
 

者
 と
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
 ア
 ン
セ
ル
ム
ス
が
す
ぐ
れ
た
弁
証
家
で
も
あ
り
、
ま
た
方
法
 と
し
て
も
弁
証
法
を
用
 

い
る
こ
と
を
許
さ
な
い
保
守
派
が
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
そ
の
 師
 ラ
ン
フ
ラ
ン
ク
ス
 
と
 共
に
 、
 唯
名
論
者
と
間
違
え
る
 

れ
た
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
が
。
「
彼
は
（
ロ
ス
ケ
リ
 ス
 ス
 を
さ
す
）
、
尊
敬
す
べ
き
思
い
出
を
残
し
て
い
る
 人
 僧
正
ラ
ン
フ
ラ
ン
ク
ス
 

ハ
 
9
 ）
 

が
 、
こ
の
考
え
（
三
神
論
）
で
あ
っ
た
と
申
し
立
て
、
 そ
 し
て
私
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
と
申
し
立
て
た
㌔
（
ア
ン
 セ
ル
ム
ス
、
フ
ル
コ
 
ヘ
 

の
手
紙
）
 

ま
た
こ
の
条
件
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
者
以
 外
の
者
の
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
へ
の
発
言
を
封
ず
る
と
い
 う
こ
と
が
で
て
く
る
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坤
 
い
う
こ
と
が
不
可
能
に
な
る
。
ま
た
ス
コ
ラ
哲
学
の
 

領
域
そ
の
も
の
が
消
滅
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
信
仰
 

の
 第
一
に
承
認
す
る
神
の
存
 

存
在
が
、
理
性
に
と
っ
て
は
証
明
す
べ
き
最
大
の
問
題
 
の
 一
 つ
 に
な
る
し
、
信
仰
は
理
性
が
困
惑
せ
ざ
る
を
 

得
 

 
 

在
 

ゆ
か
 な
事
実
を
平
然
と
承
認
す
る
の
で
あ
る
。
ア
ン
セ
 

ル
ム
ス
も
 
、
八
 ロ
ス
ケ
リ
 ス
ス
 の
問
題
に
関
連
さ
せ
て
 
り
 
、
信
仰
と
理
性
と
の
矛
盾
の
竹
 

刮
 
の
問
題
と
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
 

殆
 ん
ど
理
性
の
介
 入
す
る
余
地
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
 

ま
た
両
者
は
全
く
同
一
で
あ
 

制
 
る
の
で
も
な
い
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
信
仰
の
説
明
と
 

い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
し
、
信
仰
の
確
認
が
直
ち
に
 

理
性
の
確
認
に
な
ら
な
い
と
 

在
 

をめぐ っ て 

さ
き
の
「
 知
 」
と
「
 信
 」
と
に
分
け
た
信
の
間
 題
 に
か
・
 
ぇ
 れ
ば
、
そ
れ
は
す
で
に
信
仰
内
容
と
し
て
ふ
れ
ら
れ
て
 い
る
の
で
あ
る
が
、
 

対
象
的
に
は
そ
こ
に
「
経
験
」
（
の
が
で
の
 ヱ
 の
 コ
ヱ
 
㏄
）
と
し
て
 あ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
経
験
の
説
明
、
知
解
す
な
わ
 ち
 信
仰
の
知
解
（
～
 
コ
 （
の
 
干
 

の
 り
 （
目
の
め
Ⅰ
 

ふ
 ）
が
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
 
三
要
 な
仕
事
に
な
る
 の
で
あ
る
。
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
成
功
は
こ
の
信
仰
と
理
性
 と
の
両
者
を
前
者
を
対
 

家
 に
、
後
考
を
方
法
に
と
分
離
し
て
は
っ
き
り
定
め
た
 と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
し
分
離
し
た
と
い
っ
て
も
、
両
者
 が
 無
関
係
な
も
の
に
な
 

る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
 

い
 づ
れ
か
一
方
が
な
く
て
も
よ
 い
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
全
く
分
離
し
て
し
ま
っ
て
 、
 信
仰
を
昔
 ギ
ゅ
 乃
至
感
情
 

い
 だ
ろ
う
人
は
経
験
し
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
経
験
し
な
 か
っ
た
人
ほ
理
解
し
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
 事
 物
の
経
験
は
そ
れ
に
つ
 

（
・
・
Ⅰ
）
 

l
 

い
て
聞
く
の
に
ま
さ
る
よ
う
に
、
丁
度
経
験
者
の
学
問
 は
 聞
く
人
の
認
識
に
ま
さ
る
の
で
あ
る
」
。
 

さ
ら
に
当
然
 イ
 ザ
ヤ
書
（
 七
ノ
 九
）
の
「
信
じ
な
け
れ
 ば
 理
解
し
な
い
だ
ろ
う
」
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
「
 と
い
う
の
は
信
じ
な
 

（
 
0
 
l
 ）
 

れ
に
よ
っ
て
謙
遜
に
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
 て
 教
義
が
ど
う
し
て
そ
う
な
っ
て
い
る
か
を
調
べ
る
こ
と
 が
で
き
る
の
で
あ
る
」
。
 

の
だ
が
、
そ
れ
は
党
派
的
な
発
言
で
は
な
く
、
対
象
の
理
 解
を
欠
く
者
が
対
象
の
批
評
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
 と
い
う
方
法
的
な
問
題
 

な
の
で
あ
る
。
音
楽
や
絵
画
を
理
解
し
な
い
者
が
 、
そ
 れ
ら
を
批
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
だ
い
い
ち
 批
評
を
試
み
な
い
で
あ
 

ろ
う
。
「
勿
論
な
ん
ら
キ
リ
ス
ト
教
信
者
で
な
い
者
が
 、
 カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
心
で
信
じ
、
口
で
告
白
す
る
こ
と
 を
 、
そ
れ
が
い
か
に
そ
 

う
で
な
い
か
を
論
ず
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
 く
て
 キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
い
っ
も
疑
う
こ
と
な
く
そ
の
 信
 仰
を
保
ち
、
愛
し
、
 
そ
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o
 
幅
 @
o
 
い
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Ⅰ
 

ま
た
両
者
、
信
仰
と
知
性
と
が
或
る
分
離
を
保
ち
な
が
，
 
ら
 両
者
と
も
必
須
の
も
の
と
し
 

面
か
ら
見
れ
ば
哲
学
と
神
学
と
の
一
致
と
い
え
る
の
で
 あ
る
。
も
し
対
象
が
い
か
な
る
も
 

と
に
哲
学
と
い
う
言
葉
を
許
し
う
る
な
ら
ば
、
こ
の
場
 合
 ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
学
問
は
哲
学
 

も
 、
対
象
が
信
仰
の
問
題
で
あ
る
時
に
、
神
学
と
い
う
 こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ア
ン
 

法
 に
解
消
す
べ
き
理
性
的
方
法
が
た
ま
た
ま
信
仰
内
容
 を
 対
象
に
選
ん
だ
と
い
う
の
で
は
 

と
を
目
的
と
す
る
理
性
的
方
法
と
、
理
性
的
方
法
を
単
 に
 外
縁
的
に
の
み
許
す
信
仰
で
ほ
 

と
し
て
認
め
る
信
仰
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
哲
学
と
神
 学
 と
が
一
致
す
る
こ
れ
が
 ス
 

6
 所
で
あ
る
。
そ
し
て
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
何
ら
の
 暖
昧
 さ
な
く
、
厳
密
に
問
題
設
定
を
行
 て

一
つ
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
別
の
 

の
で
あ
ろ
う
と
も
、
理
性
的
方
法
を
用
い
る
こ
 

で
あ
る
。
ま
た
も
し
方
法
は
ど
 う
 
あ
ろ
う
と
 

セ
ル
ム
ス
の
学
問
は
神
学
で
あ
る
。
本
来
弁
証
 

低
く
、
は
じ
め
か
ら
信
仰
対
象
を
解
明
す
る
こ
 

な
く
、
理
性
的
方
法
を
自
ら
に
内
在
す
る
も
の
 

コ
ラ
 学
 、
ス
コ
ラ
ス
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
理
想
と
す
 

い
な
が
ら
こ
の
こ
と
を
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
 

し
 ㏄
 
コ
色
 
。
 お
 S
.
 四
 Ⅰ
拙
稿
、
ス
コ
ラ
哲
学
の
領
域
 

解
消
に
「
多
く
の
人
が
努
力
し
て
い
る
の
を
知
っ
て
 い
 た
の
で
、
彼
ら
の
間
で
は
信
仰
に
矛
盾
す
る
と
思
わ
れ
る
 理
性
よ
り
も
信
仰
の
方
 

-
 
乾
 @
 

が
 優
位
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
矛
盾
を
解
決
 す
る
こ
と
は
無
用
な
こ
と
だ
と
は
私
に
は
考
え
ら
れ
な
 い
の
で
あ
る
」
、
と
い
う
。
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神の存在の存在論的証明をめぐ っ て 

み
た
い
。
は
じ
め
に
第
二
章
の
全
訳
を
か
か
げ
る
。
 

「
そ
れ
ゆ
え
、
 主
よ
 、
あ
な
た
は
信
仰
に
理
解
を
与
え
る
 。
だ
か
ら
、
あ
な
た
が
有
用
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
 限
 り
、
 我
々
が
信
ず
る
 

よ
 う
 に
あ
な
た
が
存
在
す
る
こ
と
、
そ
し
て
我
々
が
 信
 ず
る
よ
う
な
も
の
で
、
あ
な
た
が
あ
る
こ
と
を
私
が
理
解
 す
る
よ
う
に
さ
せ
て
 下
 

さ
 い
 。
そ
し
て
た
し
か
に
我
々
は
、
あ
な
た
が
そ
れ
 以
 上
 よ
り
大
き
な
も
の
が
考
え
ら
れ
な
い
或
る
も
の
で
あ
る
 で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
 

信
じ
て
い
る
。
そ
れ
と
も
何
か
そ
う
い
う
種
類
の
も
の
 は
 存
在
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
 八
 愚
か
な
 も
の
は
心
の
中
で
、
 
神
 

は
 存
在
し
な
い
と
い
っ
た
 V
 
（
詩
篇
十
三
 ノ
 一
八
十
四
 ノ
 一
）
の
で
あ
る
か
ら
。
し
か
し
た
し
か
に
同
じ
愚
か
な
 も
の
さ
え
も
、
そ
れ
よ
 

り
も
大
き
な
も
の
が
何
も
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
或
る
 も
の
、
と
私
が
い
う
の
を
聞
く
時
に
は
、
彼
は
聞
く
こ
と
 を
 理
解
す
る
。
そ
し
て
 

彼
が
理
解
す
る
も
の
は
、
た
と
え
そ
れ
が
存
在
す
る
か
 ど
う
か
を
理
解
し
得
低
く
と
も
、
彼
の
知
性
の
中
に
は
 存
 在
し
て
い
る
の
で
あ
 

る
 。
と
い
う
の
は
も
の
が
知
性
の
中
に
存
在
す
る
こ
と
 と
 、
も
の
が
実
際
に
存
在
し
て
い
る
の
を
理
解
す
る
こ
と
 は
 別
の
こ
と
だ
か
ら
で
の
 

あ
る
。
た
と
え
ば
画
家
が
こ
れ
か
ら
描
こ
う
と
す
る
も
の
 を
 考
え
る
時
、
画
家
は
そ
の
ま
だ
描
い
て
い
な
い
も
の
 を
 、
た
し
か
に
知
性
の
中
 

鴇
 

ス
コ
ラ
学
の
最
も
大
き
な
問
題
の
一
つ
に
神
の
存
在
の
証
 明
 の
問
題
が
あ
る
。
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
「
プ
ロ
ス
 ロ
ギ
 オ
ン
 し
 は
そ
の
一
つ
 

の
 典
型
的
な
証
明
方
法
を
提
出
し
た
も
の
と
し
て
知
ら
れ
 て
い
る
。
そ
の
第
二
章
が
証
明
の
骨
子
を
示
し
て
い
る
 。
 今
 そ
れ
を
検
討
し
て
 

  第
二
章
コ
プ
ロ
ス
 ロ
ギ
 オ
ン
 L
 第
二
章
註
釈
 

（
 
9
 ）
 
@
.
 
。
⑧
で
 

ず
キ
 
0
 下
ぃ
 年
 Ⅱ
 巴
い
 
っ
 
づ
 の
 
ヨ
 。
 官
日
洩
コ
の
 

-
 ロ
 ・
 
ト
ト
 
の
㏄
 
と
  
 

（
 
騰
 ）
 
モ
 。
目
ロ
 

ず
 （
 
0
 厨
 色
ひ
 き
 c
a
 

「
コ
ド
（
 

ぎ
コ
 
の
せ
の
「
 

田
 
Ⅱ
 G
 い
 
す
ヨ
 
@
 
ヰ
ヰ
，
ロ
 
・
 つ
 ・
 
ゆ
 1
 べ
・
）
 

尖
 u
 ）
 
モ
，
 
0
 つ
 ・
 
ユ
 （
・
 

，
ロ
 ・
 
つ
 

（
 
り
 ）
 
@
.
.
0
 

つ
 ・
 
0
 ご
 ・
。
 
ロ
 ・
 
の
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ら れ か る 得 で ざ す し に     た る な あ も よ い が 知 し ら な し に 。 に の し 

が か た ろ の い 成 ム 性 こ ば 存 少 、 と は を そ   こ わ "  で り より う。 るも の ス のれ 中はそで " 在 くと そはが 
れ あ も 例 な あ の ㍉ に 明 れ あ も よ の れ 加 ま 

  ロ に あ 太 れ 中 き を 大 に て 

な っ   
も も がにがたな 、 も 或 いる 、そく、 られ 在 た 性の は同 もの る。 
ね い た 葉   そ れ は 在 中 で が そ の 
た ち で が 讃 仏 も の れ よ い す に も 存 れ で 
も の き 見 辞 統 の 定 よ り も る だ 如 在 ゆ あ 
の は な 出 に の で 義 り も の と け 性 す え る 

に こ い し は 中 あ は も 大 が 考 存 の る 愚   
大 き 知 え 在 中 と か   
き な 性 ら す に い な か 

か い こ れ な も の れ る 存 う も し   の に て の 以 も の 中 る こ 在 こ の 波 
え の あ で こ み 定 上 め が に か と す と で が 
た に な あ れ る 義 よ が 者 だ ら は る を さ 描 
だ ま た る に な は り 

ろ さ は 。 返 ら 一 大 考えけで てら しあ あり か らめ、 認 えい て 



神の存在の存在論的証明をめぐ っ て 

ム
ス
自
身
「
モ
ノ
ロ
 
ギ
 オ
ン
 ヒ
 の
序
文
で
「
本
書
を
私
は
 し
ば
し
ば
よ
み
返
し
て
み
て
、
正
教
の
教
父
た
ち
、
 こ
 と
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
 
ヌ
 

ス
の
 著
作
と
一
致
し
な
い
よ
う
な
こ
と
を
、
何
も
い
わ
な
 か
っ
た
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
い
っ
て
 
る
 。
し
た
が
っ
て
さ
ま
 

ざ
ま
な
神
の
規
定
の
中
の
一
つ
の
も
の
を
選
ぶ
の
は
 何
 で
も
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
 は
 神
の
い
ろ
い
ろ
な
 規
 

定
の
中
ど
れ
で
も
一
つ
選
ん
で
い
い
の
か
と
い
う
と
、
 っ
 ま
り
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
そ
れ
ら
の
規
定
の
中
か
ら
思
い
 づ
 く
ま
ま
に
一
つ
の
も
 

の
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
決
し
て
そ
う
で
は
 な
い
。
プ
ロ
ス
 ロ
ギ
 オ
ン
に
お
け
る
神
の
存
在
の
証
明
 は
 単
純
で
明
快
で
あ
る
 

と
 或
る
意
味
で
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
決
し
て
そ
の
 明
快
さ
か
ら
考
え
ら
れ
る
よ
 う
 に
ず
ら
す
ら
と
書
か
れ
た
 も
の
で
は
な
い
。
モ
ノ
 

ロ
ギ
 オ
ン
（
 一
 0
 セ
 六
年
）
か
ら
続
い
て
プ
ロ
ス
 ロ
ギ
オ
 ン
 
（
 一
 0
 セ
 セ
 ー
 八
年
）
は
書
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
 

そ
の
間
の
苦
 巴
 に
つ
い
 

て
 ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
プ
ロ
ス
 ロ
ギ
 オ
ン
の
序
文
で
語
っ
て
 い
る
。
プ
ロ
ス
 
ロ
ギ
 オ
ン
の
意
図
は
、
モ
ノ
ロ
 ギ
 オ
ン
 の
証
明
が
 梱
穏
で
 離
し
 

い
の
を
、
た
っ
た
一
つ
で
よ
く
、
し
か
も
充
分
な
も
の
を
 見
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
絶
望
と
期
待
の
 

 
 

よ
う
や
く
見
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
決
し
て
 単
 に
 自
然
に
出
来
上
っ
た
も
の
な
の
で
は
な
い
。
 

例
え
ば
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
 ガ
ウ
 
二
ロ
へ
の
答
え
「
こ
の
 
本
の
著
者
は
こ
れ
に
対
し
て
何
と
答
え
る
か
」
の
中
で
、
 ガ
ゥ
 
二
ロ
の
引
用
が
 

正
確
で
な
い
こ
と
を
責
め
て
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
 あ
な
た
は
、
私
が
「
す
べ
て
の
も
の
よ
り
も
大
き
い
も
 の
 」
（
 日
 注
目
㏄
 0
 通
三
一
 

ヴ
拐
 ）
が
知
性
の
中
に
存
在
す
る
云
々
、
と
く
り
返
し
 い
っ
て
い
る
。
し
か
し
私
は
こ
う
い
う
舌
口
薬
使
い
は
し
な
 

い
の
で
あ
る
。
「
と
い
 

つ
 め
は
、
 八
 す
べ
て
の
も
の
よ
り
も
大
き
い
も
の
 V
 と
、
 八
 そ
れ
よ
り
も
大
き
い
も
の
が
考
え
ら
れ
低
い
も
の
Ⅴ
 

  

-
2
-
 

れ
て
い
る
こ
と
が
実
際
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
 
す
る
の
に
同
じ
 力
 を
も
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
 

そ
 れ
枚
ア
ン
セ
ル
ム
ス
が
 

神
の
定
義
と
し
て
最
大
と
か
最
善
と
か
で
は
な
く
、
 こ
 0
 表
現
を
選
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
意
味
の
あ
る
こ
と
な
の
 で
あ
る
。
い
や
ざ
ら
に
 

ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
神
の
存
在
の
証
明
の
成
否
は
、
こ
の
 
「
そ
れ
以
上
よ
り
大
き
な
も
の
が
考
え
ら
れ
な
い
も
の
」
 

と
い
う
定
義
を
選
ん
だ
 

81@ (81) 

（
 
l
 
ユ
 
）
 

う
し
。
そ
し
て
ア
ン
セ
ル
ム
ス
が
と
り
わ
け
ア
ウ
グ
ス
 -
 
ア
イ
ヌ
 
ス
 に
多
く
の
点
で
依
拠
し
て
い
る
こ
と
は
指
摘
さ
 れ
て
い
る
。
ア
ン
セ
ル
 

  

  



  

こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
わ
れ
 わ
れ
は
こ
の
命
題
を
さ
ら
に
吟
味
し
低
く
て
は
な
ら
な
  
 

第
二
章
の
は
じ
め
の
所
で
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
「
そ
し
て
 た
し
か
に
我
々
は
、
あ
な
た
が
そ
れ
以
上
よ
り
大
き
な
も
 の
が
考
え
ら
れ
な
い
 

9
 日
 宙
 …
・
・
・
）
と
い
う
の
は
、
ど
う
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
 ，
 

あ
な
た
は
信
仰
に
理
解
を
与
え
る
。
⑧
田
口
 舖
 
か
口
 
苦
 （
 

或
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
信
じ
て
い
る
」
と
 述
 

す
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
コ
ク
ー
ル
・
デ
ウ
ス
・
 ホ
 

信
ず
る
と
う
に
あ
な
た
が
存
在
す
る
こ
と
、
そ
し
て
 我
 

せ
て
下
さ
い
」
。
従
っ
て
こ
こ
で
も
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
 里
 

点
は
深
く
信
仰
の
中
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
 

と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
で
は
 

ス
 の
方
法
と
矛
盾
す
る
の
で
は
低
か
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
 

こ
れ
は
「
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
が
理
性
に
矛
盾
す
る
と
 考
 

ル
ズ
ヮ
 ー
 ス
 は
無
神
論
者
を
二
つ
の
種
類
に
分
け
、
「
 実
 

し
か
し
そ
う
な
る
と
こ
の
神
の
定
義
を
忍
め
る
か
ど
う
 

 
 

コ
ヰ
 
の
 
コ
 の
 
c
t
u
 

ヨ
 ）
だ
か
ら
、
あ
な
た
が
有
用
で
あ
る
と
考
え
 

々
が
信
ず
る
よ
う
な
も
の
で
、
あ
な
た
が
あ
る
こ
と
を
 私
 

べ
て
い
る
。
こ
の
「
信
じ
て
い
る
」
（
 已
片
 の
三
 き
日
 
。
お
 

つ
か
。
こ
れ
は
「
理
性
に
よ
っ
て
の
み
」
（
の
 
0
 守
 
こ
由
 0
 コ
の
 

田
 
く
も
の
が
、
キ
リ
ス
ト
教
を
信
じ
て
い
る
も
の
に
向
け
 

モ
 L
 の
中
に
「
不
信
の
者
」
 
-
3
 
）
 
公
曳
宙
 の
目
色
と
い
う
言
葉
 

の
前
の
二
章
の
冒
頭
に
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
 

え
て
、
そ
れ
を
拒
否
す
る
不
信
者
の
異
論
と
信
者
の
答
 

際
の
無
神
論
者
」
（
定
文
仁
 
凹
緊
プ
 の
田
の
さ
と
「
論
理
的
 

な
い
。
理
性
に
よ
っ
て
だ
け
進
行
す
る
の
は
、
途
中
の
 

か
は
必
ず
し
も
理
性
だ
け
の
間
 胆
 で
は
低
い
、
と
い
う
こ
 

年
プ
ゴ
 
目
の
 ヰ
 
の
の
の
㏄
の
い
目
 
｜
 

）
 と
卜
円
う
 
7
 
ノ
ン
セ
ル
 ム
 

無
神
論
考
」
 
公
 。
 
哩
 c
a
 
）
 

。
「
そ
れ
ゆ
え
、
主
 
よ
、
 

ら
れ
る
限
り
、
我
々
が
 

が
 理
解
す
る
よ
う
に
さ
 

ら
れ
て
い
る
の
を
確
認
 

 
 

ぬ
 程
で
あ
っ
て
、
出
発
 

を
ふ
く
ん
で
い
る
」
 
こ
 

と
に
な
る
。
チ
ャ
ー
 

外
囲
 め
 
@
 
の
 
（
）
と
し
、
前
者
は
、
神
が
存
在
す
る
に
ふ
さ
わ
 

し
い
も
の
で
あ
る
と
知
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
 し
か
も
神
が
実
際
に
存
 

在
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
人
で
あ
る
。
後
者
は
神
の
観
 念
 そ
の
も
の
が
、
い
か
に
定
義
さ
れ
る
に
し
て
も
全
く
 軸
 @
 
土
日
 

ひ
味
 七
ハ
は
も
の
で
女
木
つ
り
、
 

神
 が
存
在
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
さ
え
、
 

理
解
し
な
い
人
で
あ
る
。
従
っ
て
チ
ャ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
 は
 ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
 
定
 

義
は
前
者
に
は
意
味
を
も
ち
 ぅ
 る
が
、
後
考
に
は
無
意
 味
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
（
 

4
-
 

確
に
限
界
づ
け
ら
れ
る
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神
証
明
は
自
明
的
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
自
明
的
な
ら
ば
 
、
証
明
は
い
ら
ず
、
ま
た
証
明
と
も
い
わ
な
い
の
で
は
 

な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
 83 

存在の存在論的証 サ @ をめぐ っ て 

が 大 牙 な れ 絵 台す・ い かは穴で   のよ 神 ものいる「 え ち であ れな なも てい 浮 い 途を とい ナ っこ って 低く れる 啓示 

                  る べ 簡 う と   " と V う に 限 実際うこ存在一 ァし ま、 実 。 もの が考 時は るこ 単に思わ 問題 アン 信者 して の聖 

を ト に も 際 が え 、 と 辿 が れ セ の い な 定 
白 7 も の に 、 ら そ が つ 残 る ル た る る す 
明 ス 存 、 も 心 れ の で て る 。 ム め 

ふ て れ は 申 証 る 者 れ ル 

在 中 と の は に り 題 と 人 も に か 証   
のの 
づ のⅡ ハ ツ ス 自注 と、 皇だ 男茗竿 ニ恩階下重 乙 

そ き 合 は い の い   
以 か 者 し で は 観 

である。 念は 違う そのさ 上 よ ら @ 、 えて それ ある 

  
り そ み 以     l 亡 ¥ 解 だ る を お ゥ 

太 れ る 上 と 画 の に け 相 め コ 二 

き 以 と よ こ 家 中 特 の 手 ざ お ロ 

な 上 、 り ろ が に 
も よ 自 大 で あ （ へ 珠な の もの にし して のもざ 

の     色 と て 書 し 答 
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こ
の
神
の
定
義
は
自
明
的
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
 証
明
に
は
推
論
が
伴
う
。
ト
マ
ス
の
認
識
 説
 に
は
経
験
  

 

き
 要
素
が
あ
る
。
そ
の
要
素
が
こ
の
証
明
方
法
に
は
な
 い
こ
と
が
、
そ
の
ア
プ
リ
オ
リ
ズ
ム
的
な
行
き
万
が
 、
ト
 
マ
ス
を
し
て
こ
の
方
法
 

を
 自
明
的
と
よ
ば
せ
た
の
で
あ
る
か
も
知
れ
低
い
。
 

た
し
か
に
こ
の
証
明
は
自
明
的
と
も
見
え
る
ほ
ど
に
 理
 解
 に
暖
味
な
点
は
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
何
故
こ
の
証
明
は
 「
変
化
に
富
ん
だ
 歴
 

史
 
@
0
 
Ⅰ
 
）
 士 と
も
つ
こ
 L
 こ
 
に
わ
 
な
 っ
ち
Ⅰ
の
で
士
の
 

ム
 リ
 
ラ
ふ
叶
 
。
そ
の
間
 題
 点
の
 
一
、
 ニ
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
「
 よ
 り
 大
き
な
」
（
 日
 ㏄
 
ぎ
 ⑪
 

と
い
う
言
葉
を
め
ぐ
る
問
題
で
、
神
の
定
義
の
中
に
あ
 る
 場
合
と
、
証
明
の
過
程
で
表
わ
れ
る
場
合
と
の
二
 
つ
 が
 考
え
ら
れ
る
。
 

チ
 ヤ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
 い
 る
 。
「
我
々
の
 経
 煥
の
中
に
は
、
そ
れ
以
上
よ
り
大
き
な
も
 の
が
存
在
し
な
い
よ
 

 
 

点
で
最
大
の
も
の
は
あ
り
得
る
。
例
え
ば
光
の
速
度
は
 
我
々
の
宇
宙
に
存
在
す
 

る
 最
大
の
速
度
で
あ
る
。
し
か
し
光
の
速
度
は
一
定
の
 速
度
で
あ
る
。
我
々
は
よ
り
以
上
大
き
な
速
度
を
充
分
に
 考
え
う
る
の
で
あ
る
。
 

す
な
ね
 ち
、
そ
れ
以
上
よ
り
大
き
な
速
度
が
な
い
速
度
 と
い
う
も
の
は
な
い
し
、
ま
た
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
 こ
の
こ
と
は
我
々
の
 
経
 

験
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
つ
い
て
い
え
る
の
で
あ
る
。
 八
 そ
れ
以
上
よ
り
大
き
な
も
の
が
考
え
ら
れ
低
い
も
の
 Ⅴ
と
い
う
制
令
が
意
味
 

を
も
ち
う
る
た
め
に
は
、
 

八
 我
々
の
経
験
の
中
の
 V
 事
 物
が
 、
事
物
の
唯
一
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
 示
 さ
れ
ね
ば
仕
ら
な
い
だ
 

ろ
う
。
従
っ
て
こ
の
定
義
が
有
意
味
の
も
の
で
あ
る
か
、
 無
意
味
の
も
の
で
あ
る
か
は
た
だ
ち
に
は
い
え
低
い
。
 八
 我
々
の
経
験
の
中
 V
 

の
事
物
が
唯
一
の
も
の
で
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
定
義
は
 有
意
味
で
あ
ろ
う
し
、
 

八
 我
々
の
経
験
の
中
 V
 の
事
物
が
  

 

こ
の
定
義
は
無
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
我
々
 は
神
の
存
在
の
論
理
的
可
能
性
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
肯
定
 も
 否
定
も
低
し
得
な
い
 

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ア
ン
セ
 ル
ム
ス
は
 ガ
ウ
 
二
ロ
へ
の
 答
 
（
九
）
の
中
で
、
「
し
か
 
し
た
と
え
、
そ
れ
以
上
 

よ
り
大
き
な
も
の
が
考
え
ら
れ
な
い
も
の
 
ハ
 
の
存
在
し
を
 
考
え
或
い
は
知
解
し
え
な
い
と
い
う
 i
J
 
と
が
真
実
で
あ
 る
と
し
て
も
、
 
八
 そ
れ
 

以
上
よ
り
大
き
な
も
の
が
考
え
ら
れ
な
い
も
の
 V
n
 と
 い
う
定
義
 ロ
が
 考
え
或
い
は
知
解
さ
れ
う
る
と
い
う
の
 
は
 誤
り
で
は
な
い
だ
 る
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授
 い
っ
て
（
き
の
 

0
 
三
 （
の
官
名
 

9
 カ
円
 

コ
的
 

）
人
間
は
馬
 

よ
 り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
因
果
的
 

な
 依
拠
Ⅲ
係
の
あ
る
所
で
は
 

紺
 
堀
田
あ
る
い
は
そ
う
い
う
こ
と
が
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
 

ヤ
ー
ル
ズ
 

ヮ
 ー
 ス
 は
絶
対
的
比
較
が
可
能
で
あ
り
 

正
 

 
 

 
 

 
 

（
 
a
r
 

の
）
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
こ
れ
を
 

「
知
解
す
る
」
（
 

ぎ
 （
の
）
）
俺
の
「
の
）
 

神
と
区
別
し
て
用
い
て
い
る
。
前
者
は
単
に
論
理
的
に
 

可
能
な
も
の
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
あ
り
、
後
者
は
 

実
際
に
存
在
し
て
い
る
も
の
 

沖
 に
つ
い
て
直
接
に
何
か
を
知
る
よ
う
な
場
合
に
用
い
 

る
の
で
あ
る
。
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 っ

が
 、
知
性
の
点
で
は
人
間
は
馬
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
 る
 。
し
か
し
存
在
の
よ
り
高
い
段
階
に
あ
る
と
い
う
 意
 味
 で
、
我
々
は
、
絶
対
的
に
 

 
 

ぅ
 。
」
と
書
い
て
い
る
が
、
こ
の
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
 知
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
定
義
が
し
か
し
、
た
だ
ち
 に
 有
意
味
の
も
の
で
あ
 

る
と
は
い
え
な
い
、
論
理
的
に
可
能
な
も
の
で
あ
る
か
 ど
う
か
、
予
め
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
 で
あ
る
。
 

ま
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
 は
 次
の
よ
う
な
こ
と
も
い
っ
 て
い
る
。
こ
の
定
義
の
中
に
お
け
る
「
よ
り
大
き
な
」
と
 い
う
舌
口
葉
の
意
味
は
 

ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
（
 

8
 ）
チ
ャ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
は
 
、
 こ

れ
は
量
的
な
意
味
で
は
な
く
、
 
新
 プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
 的
 意
味
で
「
よ
り
完
全
 

な
 」
、
す
な
む
ち
存
在
の
「
段
階
」
を
表
わ
す
も
の
だ
と
 い二
ノ
 
。
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
 ガ
ウ
 
二
ロ
へ
の
 答
 
（
八
）
で
 

「
よ
り
大
き
な
」
を
 

「
よ
り
善
い
」
（
 
邑
あ
 ）
と
同
意
味
で
使
っ
て
い
る
 所
 が
あ
る
。
例
え
ば
超
時
間
的
な
事
物
は
、
時
間
的
事
物
 よ
り
も
よ
り
大
き
な
 、
 

・
よ
り
善
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
ア
ン
セ
ル
ム
ス
 

は
 モ
ノ
ロ
 ギ
 オ
ン
の
中
で
（
第
四
章
）
、
「
馬
が
 
木
 よ
り
も
 よ
り
よ
く
、
（
日
色
 ざ
こ
 

人
間
が
 馬
 よ
り
も
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
（
 笘
 お
の
（
が
 

コ
田
ざ
ハ
 

）
」
こ
と
を
疑
う
も
の
は
人
間
で
は
低
い
、
と
い
っ
て
 い
 る
 0
 ア
ン
セ
ル
ム
ス
に
 

と
っ
て
は
「
完
全
性
」
の
 新
 プ
ラ
ト
 
ニ
 。
ス
ム
的
な
観
念
 は
 疑
い
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
 完
全
性
の
考
え
方
は
 、
 

近
代
人
に
と
っ
て
は
少
し
も
自
明
的
で
は
な
い
、
当
惑
 さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
だ
、
と
チ
ャ
ー
ル
ズ
 
ヮ
｜
 ス
 は
い
う
。
特
殊
な
点
 

（
 
ぎ
づ
ゅ
 （
 
オ
の
 
日
銭
～
の
の
 
客
ぃ
 （
の
）
で
の
比
較
な
ら
ば
我
々
 
近
代
人
に
も
出
来
る
。
例
え
ば
馬
は
力
の
点
で
は
人
間
 
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
 

  



  

と と 文 台 に の る 
を に 章 で 知 美 。 次 
並 な に あ ，佳 例 そ の 
べ る い る の が の 問 
て 。 ね 。 中 表 時 題 

おしれ「にわには けかて 知 だれは 証 
る し い 性 け る 「 明 
も 今 る の あ 。 よ の 
0 間 こ 中 る そ り 週 一 
な 題 と に も し 犬 種 一 
の に は 」 の て き に 

な 果 な あ 
で あ は、 る A （ ぎらし 存ら   

も そ も り 

      
い 同 、 公 方 あ っ の 
づ じ 少 コ が る た で 
れ よ く お よ 。 。 あ 

かぅと 一なも ） る り第今る 大二度。 
尤 も 数 る き 章 は こ 

よ の 挙 場 い に そ れ 
の は 

りも な釣合の「 のにをでと「 前 
大 で は B あ い よ の 

き あ 正 と る う り 問 
い る し す 。 の 大 悪 関連 といえ と か、 A いとい ると、 」とい はもし きな存 

るとうこうす も B この場で」 在が あ 

  註 
9 8 7 6 5 4 3 2 1   

レ コ宙 のの レ 

  

りの 
  

  
  
  

    
つ ㏄ - 目 

  やダ ト " @.@ @ ウ の - 目の 

    

す色     ますの の トの ・ コ ・㌧・ 申     
  

圭 @ ヒ 

( ㏄ ) 86 



神の 

力卜 

87 

存在の存在論的証明 

時に とに て、 左里佳 

よし っ " 実際 " 実 

て概際の 、 念の 一 
金 の - 万 
博 一 万 円 
に 万 円 は 
も 円 の   
貧 は 万 考 
乏 概 が え 
に 念 " ら 

も と 概 ね 
な し 念 た 
ら て の 一 
な 存 一 万 
ぃ 在 万 円 

。 す 月 ょ 

概 る よ り 

念 。 り も 
は こ も よ 
実 れ よ り 

際 は り 大 
の 地 大 き 

も 敏 き い 
の し い と 
に よ と い 
つ " つ し ' " つ 

い が え こ 

て な る と 

い い で は 
え の あ い 

る で ろ え 
よ は う る る うなⅠ だ 几 1 りこよ ， カ Ⅰ 0   
は 人 の し 
も は 一 か 

た 概 万 し 

な 倉 田 そ 
い の は れ 

  
あ 考 の え 
る え と て 
ま る し み 
い こ て た 
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の
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
 B
 と
 A
 と
 る
 そ
の
両
者
の
関
係
に
お
い
て
種
々
検
討
し
な
け
れ
ば
な
 ，
う
な
い
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
 

ヮ
 ー
 ス
 は
実
際
に
存
在
し
て
い
る
も
の
は
、
心
の
中
に
だ
 け
 存
在
し
て
い
る
も
の
よ
り
も
大
き
い
、
或
い
は
実
際
 の
 存
在
者
は
概
念
的
存
 

狂
者
よ
り
も
大
き
い
、
従
っ
て
 B
 は
 A
 よ
り
も
大
き
い
 

 
 

念
は
必
ず
心
の
中
に
あ
 

る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
い
う
形
を
と
る
こ
と
も
可
能
 か
も
知
れ
な
い
が
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
 ヮ
 ー
 ス
 も
認
め
て
い
る
 と
お
り
、
ア
ン
セ
ル
 ム
 

ス
 0
 間
 題
 と
や
や
ず
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
 さ
き
の
 新
 プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
 的
 秩
序
を
適
用
す
れ
ば
、
 A
 ぬ
 存
在
の
方
が
 B
 的
 存
 

在
 よ
り
も
よ
り
完
全
、
従
っ
て
よ
り
大
き
い
と
い
う
こ
 と
も
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
チ
ャ
ー
ル
ズ
ワ
ー
 ス
 は
も
っ
と
論
理
的
な
 

問
題
意
識
の
中
で
考
え
て
い
る
よ
 う
 で
あ
る
が
。
 

先
ず
第
一
に
 、
 心
の
中
の
、
あ
る
い
は
知
性
の
中
の
も
 の
と
、
実
際
の
も
の
と
の
比
較
は
で
き
る
も
の
な
の
で
あ
 ろ
う
か
。
カ
ン
ト
の
 

側
 に
な
ら
っ
て
、
お
金
で
考
え
て
み
る
と
、
心
の
中
に
 あ
る
一
万
円
と
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
っ
て
い
る
一
万
円
と
を
 比
 駁
 し
う
る
で
あ
ろ
う
 

か
 。
た
し
か
に
両
者
の
間
に
違
い
が
あ
る
こ
と
は
 誰
れ
 に
で
も
分
る
。
し
か
し
そ
の
違
い
は
、
よ
り
大
き
い
、
 よ
 り
 小
さ
い
と
比
較
し
得
 

る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
チ
ャ
ー
ル
ズ
ワ
ー
 ス
は
 奇
抜
な
例
を
出
し
て
い
る
。
例
え
ば
癌
を
考
え
た
 場
 合
に
 、
実
際
の
癌
が
 考
 

Ⅰ
え
ら
れ
た
 癌
 よ
り
も
よ
り
大
き
い
、
あ
る
い
は
よ
り
 完
全
だ
と
い
え
る
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
例
は
さ
 て
お
い
て
、
比
較
を
絶
対
的
 

 
 

め
な
場
合
と
或
る
点
に
関
す
る
場
合
と
に
分
け
る
な
，
 り
は
 後
者
に
つ
い
て
い
え
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
貧
乏
な
 
金
 に
困
っ
て
い
る
男
に
と
っ
 

  

  



  

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
が
「
存
在
は
 述
語
で
は
な
い
」
と
い
う
定
式
に
な
る
の
で
あ
っ
て
 、
 存
在
は
他
の
一
般
の
述
 

語
 と
同
じ
よ
う
に
は
述
語
さ
れ
な
い
。
例
え
ば
「
三
角
 形
ロ
 と
い
う
観
念
に
「
そ
の
内
角
の
和
は
二
直
角
」
と
い
 う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
 

る
よ
う
に
は
、
存
在
と
い
う
述
語
は
主
語
の
中
に
分
析
 的
に
は
含
ま
れ
 え
 低
い
。
よ
く
こ
の
こ
と
が
ア
ン
セ
ル
 ム
 ス
 の
証
明
に
対
し
て
 致
 

金
的
な
傷
を
な
す
よ
 う
 に
い
 う
 が
、
そ
れ
は
誤
り
だ
。
 ァ
 ン
セ
ル
ム
ス
は
別
に
こ
の
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
 は
低
く
、
こ
の
こ
と
は
 

充
分
に
承
知
し
な
が
ら
、
そ
の
上
例
外
的
に
そ
の
主
張
 が
な
し
 ぅ
 る
こ
と
を
 い
う
 の
だ
か
ら
。
こ
こ
で
こ
れ
以
上
 存
在
が
普
通
の
述
語
で
 

な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
 ろ
う
か
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
 ヮ
 ー
 ス
 は
存
在
す
る
と
い
う
言
葉
 0
 機
能
は
「
論
理
的
な
 

述
語
の
主
語
を
設
定
す
る
こ
と
」
（
（
 
0
 ぉ
 （
 u
Q
a
 ざ
哩
 c
a
 
）
 組
庄
 の
 降
 @
0
 
ア
づ
ぺ
 
の
 
日
 S
 由
 0
 し
だ
と
述
べ
て
い
る
。
 
つ
ま
り
何
か
が
存
在
す
 

る
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
が
、
そ
れ
に
い
ろ
い
ろ
な
 述
屯
 
巾
が
 
適
用
さ
れ
 ぅ
る
 主
語
と
し
て
機
能
し
得
る
こ
と
だ
と
 述
べ
て
、
存
在
す
る
と
 

い
う
言
葉
の
普
通
の
述
語
で
は
な
い
所
以
を
明
 ，
 
ら
か
に
し
 よ
う
と
し
て
い
る
。
た
し
か
に
存
在
す
る
と
い
う
舌
口
薬
 
は
 普
通
の
述
語
で
は
な
 

 
 

い
 。
し
か
も
使
用
さ
れ
る
頻
度
か
ら
い
え
ば
そ
の
回
数
の
 も
っ
と
も
多
い
述
語
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
一
般
的
に
 普
遍
的
に
使
わ
れ
な
が
 

ら
 、
し
か
も
も
っ
と
も
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
と
こ
ろ
 屯
 
我
々
の
疑
問
も
根
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
 

比
較
の
問
題
に
戻
ろ
う
。
も
し
比
較
と
い
う
も
の
が
 二
 つ
の
似
た
よ
う
な
主
語
が
異
な
っ
た
述
語
を
も
つ
時
に
は
 さ
れ
る
も
の
で
あ
る
 

な
ら
ば
、
カ
ン
ト
が
い
う
よ
う
に
、
存
在
は
述
語
で
は
 な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
比
較
は
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
 な
る
。
我
々
は
実
際
の
 

（
 
り
 
z
 ）
 

で
あ
ろ
う
」
。
こ
れ
を
一
般
的
な
形
で
い
え
ば
、
存
在
は
 、
事
物
の
他
の
い
ろ
い
ろ
な
性
質
や
属
性
と
同
じ
よ
う
 な
 性
質
・
属
性
で
は
な
 

カ
ン
ト
は
 
コ
 純
粋
理
性
批
判
 L
 の
こ
の
問
題
を
扱
っ
た
 場
所
で
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
そ
れ
 
故
 私
が
一
つ
 
の
も
の
を
考
え
る
時
、
 

（
完
全
な
規
定
に
ま
で
）
ど
ん
な
、
ま
た
い
か
に
多
く
の
 述
語
で
考
え
よ
う
と
も
、
こ
の
も
の
が
存
在
す
る
、
 と
 つ
け
加
え
る
こ
と
に
よ
 

っ
て
そ
の
も
の
に
は
何
も
つ
け
加
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 

と
い
う
の
は
も
し
そ
う
で
な
い
と
私
が
概
念
で
考
え
て
 い
た
も
の
が
存
在
す
る
 

の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
以
上
の
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
に
 な
る
。
そ
し
て
私
は
概
念
の
対
象
が
ま
さ
に
存
在
す
る
 の
だ
と
い
え
 
な
 く
な
る
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る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
も
し
そ
れ
が
実
際
に
も
 

あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
よ
り
 

め
 小
さ
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
定
義
 

に
 反
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
結
論
が
ど
 

の
よ
う
に
検
証
さ
れ
る
に
し
 

て
も
、
こ
れ
は
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
原
理
が
い
か
に
的
論
こ
の
第
二
章
の
註
釈
の
終
り
に
チ
ャ
ー
ル
ズ
 

力
刮
 

ヮ
｜
 

 
 

 
 

在
 

哺
 な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
 

聖
 ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
証
明
が
 

正
当
で
あ
る
た
め
に
は
、
 

八
 そ
れ
以
上
よ
り
大
き
な
も
 

の
が
考
え
ら
れ
な
い
も
の
 

V
 

存
 と
い
う
観
念
が
ま
ず
意
味
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
 

、
 示
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
そ
の
観
念
が
 

意
味
あ
る
も
の
で
あ
る
と
い
⑨
 

在
 

榊
う
 証
明
な
し
に
は
、
そ
の
観
念
は
と
り
あ
げ
ら
れ
 

-
 
え
な
い
か
ら
で
あ
る
」
。
そ
し
て
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
証
明
 

は
 、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
な
㏄
 

結
論
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
は
同
じ
方
法
で
最
小
を
 考
え
て
み
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
「
そ
れ
以
上
よ
り
 小
さ
な
も
の
が
考
え
 ろ
 

 
 

五
千
円
を
実
際
の
一
 

際
の
五
千
円
を
観
念
 

に
あ
る
と
い
う
こ
と
 

す
る
こ
と
が
で
き
る
 

こ
と
は
い
え
な
く
な
 

人
間
は
身
体
の
面
 

い
 。
し
か
し
知
性
は
 

物
質
 男
 よ
り
も
よ
り
 

広
が
る
大
空
間
と
小
 

し
て
比
較
を
断
念
す
 万

円
と
比
較
し
、
観
念
の
五
千
円
を
観
念
の
一
万
円
と
 比
較
し
て
、
そ
の
大
小
を
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
 実
 

の
 
一
万
円
と
比
較
し
た
ら
、
ど
う
な
る
の
か
。
単
に
 額
 だ
け
を
い
 う
 な
ら
ば
、
後
者
の
方
が
大
き
い
。
し
か
し
 実
 際
 

を
 観
念
に
は
な
い
性
質
と
考
え
る
な
ら
ば
、
前
者
の
方
 が
 大
き
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
両
者
を
絶
対
的
に
比
 較
 

だ
ろ
う
か
。
も
し
比
較
で
き
な
い
も
の
と
す
る
な
ら
 ぱ
、
 
観
念
よ
り
も
、
観
念
プ
ラ
ス
実
際
の
方
が
大
き
い
と
い
 -
 
つ
 

る
わ
け
で
あ
る
。
 

で
 考
え
て
ゆ
く
と
き
、
宇
宙
で
も
っ
と
も
小
な
る
も
の
 の
 
一
 つ
 
で
あ
る
。
宇
宙
は
人
間
を
越
え
て
限
り
な
く
 
大
 き
 

こ
の
全
宇
宙
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
点
 を
と
ら
え
て
、
 
新
 プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
的
に
人
間
の
知
性
は
 全
 

価
値
あ
る
も
の
、
よ
り
大
き
な
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
 

さ
な
 ・
身
体
に
宿
る
知
性
。
こ
れ
ら
を
比
較
す
る
基
準
が
 

べ
き
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
ワ
ー
 

あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
違
っ
た
秩
序
の
も
の
 

ろ
う
か
。
ど
う
や
っ
て
比
較
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
無
限
 

ス
は
 
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
推
論
が
も
た
ら
す
一
つ
の
奇
妙
 よ
 
す
 
=
 

と
 

こ
 
@
 

  



  

し
か
し
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
 「
い
っ
も
す
べ
て
の
人
が
最
も
注
意
深
く
聖
書
の
問
題
に
 近
づ
く
よ
う
に
、
 気
 

を
つ
け
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
殊
に
あ
の
現
代
の
弁
 記
家
た
ち
、
い
や
む
し
ろ
弁
証
法
の
異
端
者
た
ち
、
そ
の
 人
た
ち
は
声
の
風
と
し
 

か
 普
遍
的
実
体
が
存
在
す
る
こ
と
を
考
え
ず
、
色
を
物
 体
 以
外
の
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
人
間
の
英
 知
 る
魂
 以
外
の
も
の
と
 

考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
が
、
そ
の
人
た
ち
は
 全
 く
 精
神
の
問
題
の
論
議
か
ら
追
放
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
 勿
論
そ
の
人
た
ち
の
 魂
 

の
中
で
は
、
人
間
の
う
ち
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
の
支
配
 者
で
あ
り
裁
判
官
で
あ
る
べ
き
理
性
が
、
物
体
的
な
 想
 像
力
 に
お
お
わ
れ
て
し
 

（
 
ク
 
3
 
）
 

め
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
同
時
に
し
か
も
そ
れ
は
 誤
 り
で
あ
る
と
も
主
張
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
。
 

「
実
際
の
無
神
論
者
」
に
の
み
有
効
で
、
「
論
理
的
無
神
仏
 

謂
者
 」
に
は
力
が
及
ば
な
い
と
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
 論
理
的
無
神
論
者
に
と
 

っ
て
は
「
神
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
の
は
、
論
理
的
 に
 、
「
一
角
獣
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
の
に
似
て
い
る
 と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
 

「
四
角
い
円
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
の
に
似
て
い
る
の
 で
あ
る
。
論
理
的
無
神
論
考
は
「
経
験
の
中
で
は
」
 絶
 射
的
な
意
味
で
事
物
を
 

大
き
さ
、
完
全
さ
の
点
で
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
 従
っ
て
必
然
的
に
、
事
物
に
は
そ
の
意
味
で
は
大
き
さ
 、
完
全
さ
は
な
い
と
い
 

う
の
で
あ
る
 0
 
一
方
「
経
験
の
外
」
に
お
い
て
暗
黙
に
 絶
対
的
完
全
さ
の
観
念
に
意
味
を
与
え
う
る
可
能
性
を
靭
 叫
 
め
る
 か
 
り
で
あ
る
が
。
 そ
 

し
て
論
理
的
無
神
論
考
は
経
験
の
中
の
事
物
が
唯
一
の
事
 物
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
相
対
的
な
 比
 較
を
許
す
時
間
的
空
間
 

的
な
、
偶
然
的
な
事
物
ば
か
り
で
、
そ
れ
以
上
よ
り
 太
 き
な
も
の
が
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
も
の
は
存
在
し
な
い
 の
で
あ
る
。
そ
れ
 故
ア
 

ン
セ
ル
ム
ス
の
神
の
定
義
は
無
意
味
に
な
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
し
て
ま
ず
ア
ン
セ
ル
ム
ス
が
こ
の
観
念
の
立
 
愚
昧
あ
る
所
以
を
示
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
論
理
 的
 無
神
論
者
は
こ
の
 

観
念
が
無
意
味
で
あ
る
こ
と
を
示
す
べ
き
だ
ろ
う
。
 そ
 し
て
こ
れ
ら
の
問
題
は
調
べ
る
に
 値
 い
す
る
も
の
で
あ
 っ
て
、
そ
れ
は
や
が
て
 

「
神
は
存
在
す
る
」
「
神
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
命
題
 

の
も
っ
て
い
る
論
理
的
な
特
殊
性
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
 役
立
つ
だ
ろ
う
。
「
 聖
 

ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
議
論
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
教
訓
の
一
つ
 は
、
 我
々
は
八
神
は
存
在
す
る
 V
 と
い
う
命
題
を
意
味
 あ
る
も
の
で
あ
る
と
 認
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神の 存在の存在論的証明をめぐ っ て 

く
わ
し
く
ふ
れ
る
余
裕
を
失
っ
た
が
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
 0
 間
 題
 は
す
ぐ
れ
て
形
而
上
学
的
な
も
の
で
あ
る
。
チ
ャ
 

題
の
取
り
扱
い
方
は
む
し
ろ
論
理
的
で
あ
る
。
こ
れ
を
 少
な
く
と
も
形
而
上
学
的
に
補
完
す
る
こ
と
、
或
い
は
 深
  
 

の
で
あ
る
。
今
は
こ
の
こ
と
を
予
想
す
る
に
と
ど
め
な
け
 れ
ば
な
ら
な
い
。
 

註
 （

Ⅰ
）
こ
の
章
は
多
く
チ
ャ
 l
 ル
ズ
ワ
ー
ス
ロ
 ア
ソ
 セ
ル
ム
ス
 
の
 プ
ロ
ス
 
ロ
ギ
 オ
ソ
ロ
の
お
か
げ
を
こ
う
 わ
 ろ
こ
と
に
な
っ
て
 

っ
て
お
ぎ
た
い
 
0
 し
か
し
彼
の
説
に
従
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
 

彼
の
指
摘
が
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
問
題
の
次
元
を
明
ら
か
 

る
の
で
あ
る
。
主
と
し
て
使
っ
た
の
は
プ
ロ
ス
 ロ
ギ
 オ
ン
第
一
二
 

早
の
註
釈
五
四
 

｜
セ
 
二
頁
で
あ
る
。
以
下
細
か
く
註
記
し
 

（
 2
 ）
木
ぃ
 コ
 （
 
，
尻
ユ
 （
戸
口
の
 

r
r
 

の
ぎ
の
 

ヰ
づ
 の
「
 
コ
仁
ロ
 
（
（
・
 
ロ
 ・
 
つ
 い
㏄
 

（
Ⅰ
 
0
 ）
の
す
い
Ⅱ
こ
の
 

毛
 。
Ⅱ
 
ヰ
オ
 
・
 0
 ロ
 ・
 ユ
 （
・
 
，
づ
 ・
Ⅱ
㏄
 

（
 4
 
サ
 ）
ト
コ
の
の
 
-
 
ヨ
年
の
 
"
 目
凹
㌧
 

@
 
の
ヰ
 
0
 下
 由
の
Ⅰ
白
り
 

り
 Ⅰ
 
目
ぃ
 
（
 
ざ
 二
の
 メ
ト
ひ
 

Ⅱ
 
ヴ
 @
 Ⅰ
 ロ
 ・
の
１
ト
 
ウ
 

１
ル
ズ
ワ
ー
ス
の
間
 

 
 

す
る
こ
と
が
必
要
な
 

し
ま
っ
た
。
こ
れ
を
断
 

に
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
 

よ
、
。
 

（
 
4
 ）
 

と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
」
。
 

ま
っ
て
い
て
、
そ
れ
ら
か
ら
自
ら
を
と
き
は
な
す
こ
と
 が
で
き
ず
、
自
分
だ
け
で
純
粋
に
観
想
す
べ
き
対
象
を
そ
 ね
 ら
か
ら
分
離
す
る
こ
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@ ㍉ 
中 
国 
4 ム 

教 
通 
史 
し， 

結
城
・
山
崎
・
道
端
・
小
笠
原
博
士
等
と
と
も
に
、
こ
の
支
那
 仏
教
史
学
 

会
の
創
設
期
の
同
人
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
指
導
的
 役
割
を
も
 

果
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
 

こ
れ
ら
の
新
進
学
徒
に
よ
っ
て
中
国
仏
教
の
学
問
的
研
究
が
開
   

た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
大
き
く
二
つ
の
面
か
ら
 追
 わ
ら
れ
 た
と
思
わ
 

れ
る
。
第
一
は
基
礎
 学
 と
し
て
の
東
洋
史
字
を
踏
ま
え
、
従
来
  
 

者
 専
用
の
中
国
仏
教
 史
を
 、
中
国
の
社
会
・
文
化
の
中
に
生
き
 た
 中
国
人
 

イ
ソ
 ド
 仏
教
か
ら
変
化
し
た
中
国
宗
教
 

史
 と
し
て
 

塚
本
博
士
の
「
支
那
仏
教
   

地
目
 

柿
ヒ
 

て
 の
 ナ
 ニ
体
 

に
も
と
づ
い
た
す
ぐ
れ
た
成
果
で
あ
り
、
道
端
博
士
の
「
中
国
 仏
教
主
ヒ
 

は
 、
文
化
史
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
概
説
 也
 で
あ
っ
た
。
第
二
 
 
 

う
な
社
会
史
・
文
化
史
と
の
関
連
の
上
か
ら
七
回
仏
教
の
研
究
 を
 推
進
す
 

る
と
と
も
に
、
中
国
固
有
の
宗
教
と
し
て
の
に
 拍
 ・
道
教
と
の
 対
遮
 ・
 交
 

流
 ・
融
合
の
史
的
過
程
か
ら
中
国
仏
教
を
中
国
宗
教
史
の
中
に
 位
置
づ
け
 

よ
う
と
す
る
努
力
が
な
さ
れ
た
。
常
盤
大
 宝
 博
士
の
名
著
日
文
   

る
 仏
教
 二
 に
拍
・
道
教
 L
 は
そ
の
成
果
で
あ
る
。
そ
の
う
え
 博
 士
 が
中
国
 

寺
院
の
実
態
調
査
を
ふ
ま
え
て
中
国
仏
教
研
究
に
あ
ら
た
な
 視
 点
を
導
入
 

し
た
こ
と
は
特
筆
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
こ
の
よ
う
な
  
 

面
 を
ふ
ま
え
甘
が
ら
、
中
国
仏
教
史
の
全
体
的
歴
史
的
叙
述
を
 意
図
し
た
 

 
 

一
 

と
こ
ろ
で
中
国
仏
教
史
の
全
般
を
見
通
し
た
通
史
は
従
来
も
い
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書
か
れ
て
い
る
が
、
現
在
の
学
的
水
準
か
ら
見
る
と
か
な
り
 問
 題
 が
あ
 

る
 。
た
と
え
ば
、
境
野
 黄
洋
 博
士
の
同
支
部
仏
教
夷
講
話
し
 

コ
 支
那
仏
教
 

情
史
 L
 な
ど
は
詳
細
に
記
述
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
 は
ど
こ
ま
 

で
も
教
理
史
中
心
の
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
資
料
の
渉
猟
 も
 内
典
を
 

主
 と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
社
会
史
・
文
化
史
・
経
済
史
な
ど
 と
の
関
係
 

は
ほ
と
ん
ど
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
教
理
の
展
開
を
社
会
的
 基
盤
の
変
 

動
か
ら
ひ
き
は
な
し
て
論
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
研
究
 と
い
っ
て
 

も
、
 真
の
意
味
の
歴
史
的
研
究
に
は
な
り
得
な
い
も
の
で
あ
っ
 た
 。
ま
た
 

宇
井
伯
寿
博
士
の
「
支
那
仏
教
典
 ヒ
は
 、
中
国
仏
教
の
各
宗
派
 の
 法
系
・
 

学
 系
、
お
よ
び
各
宗
派
の
教
理
の
概
説
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
 っ
て
 、
や
 

は
り
一
面
的
な
る
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
。
そ
の
ほ
か
中
国
の
字
者
   

し
て
は
、
場
席
形
の
「
 漢
魏
 両
舌
南
北
朝
仏
教
 史
 」
が
あ
る
。
 
本
書
 は
多
 

く
の
資
料
 モ
 駆
使
し
た
本
格
的
な
中
国
仏
教
史
の
概
説
書
で
あ
 る
が
、
お
 

し
む
ら
く
は
時
代
が
南
北
朝
木
で
終
り
、
中
国
仏
教
の
全
盛
期
   

唐
 仏
教
 児
 硅
の
記
述
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
 

吉
た
岬
維
喬
 の
 
司
 中
国
仏
教
 

史
 L
 は
境
町
博
士
の
「
支
那
仏
教
 史
綱
 」
に
も
と
づ
く
も
の
で
  
 

ら
 、
教
理
史
中
心
の
叙
述
で
あ
る
。
ま
た
英
文
で
書
か
れ
た
 中
 国
 仏
教
 史
 

と
し
て
は
 
0
 プ
 。
Ⅰ
甘
の
 

@
a
 

烏
 井
け
 ぃ
 コ
 %
 
 （
 周
祥
 ヰ
入
）
の
ト
目
 の
神
 
0
 Ⅱ
 ぜ
 0
 片
 

宰
 ぎ
の
の
の
 
し
 Ⅰ
ロ
ロ
三
の
日
が
あ
 
石
 ，
た
し
か
に
キ
全
垂
口
は
描
仏
氏
か
ら
 
現
代
に
至
 

る
ま
で
の
通
史
に
ほ
ち
が
い
な
い
が
、
そ
の
記
述
が
簡
 咄
 に
す
 @
 
旺
品
 き
ら
 

い
が
あ
る
。
近
年
出
版
さ
れ
た
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
字
の
穴
の
 
コ
コ
 
の
 （
 
プ
の
プ
 。
の
 
臣
 

坊
弘
拉
 

Ⅸ
の
め
目
口
口
三
の
 ヨ
ぎ
 の
 ヨ
コ
ダ
 ナ
立
 宜
 （
 
0
 「
 ざ
 巴
の
 亡
 「
 せ
の
セ
 は
 、
中
国
 

社
会
や
中
国
文
化
と
の
関
連
を
顧
慮
し
て
書
か
れ
た
勝
れ
た
 仏
 敦
史
で
あ
 

り
 、
参
考
文
献
も
く
わ
し
く
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
各
時
代
の
 記
述
の
詳
 

密
 と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
も
う
一
歩
と
い
う
感
を
ま
ぬ
か
れ
 ない
。
 
そ
鍵
 

の
ほ
か
 
申
い
 山
お
 ア
 目
の
ド
ア
の
 
け
 E
 年
年
日
二
の
 
0
 コ
 自
由
の
海
 
絃
 の
ま
 

 
 

色
 あ
る
著
書
で
は
あ
る
が
、
仏
教
伝
来
か
ら
五
世
紀
初
め
ま
で
 を
 論
じ
た
 

も
の
で
、
時
代
的
に
制
限
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
内
外
の
学
者
 の
中
国
体
 

散
史
を
見
る
に
つ
け
て
も
、
あ
る
い
は
教
理
史
の
一
面
に
偏
し
   

、
文
化
史
的
側
面
が
強
す
ぎ
た
り
、
通
史
で
あ
っ
て
も
、
概
略
 程
度
の
も
 

の
で
あ
っ
た
り
、
詳
密
さ
に
お
い
て
勝
れ
て
い
れ
ば
、
各
宗
派
 や
 、
時
代
 

に
 制
限
が
あ
っ
た
り
し
て
、
全
般
的
に
わ
た
っ
て
詳
細
に
叙
述
 さ
れ
た
 中
 

国
 仏
教
 史
 は
ま
だ
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
さ
ら
 に
 仏
教
学
 

者
の
書
い
た
教
理
史
で
は
、
東
洋
史
研
究
者
に
読
む
こ
と
が
 
困
 難
 で
あ
 

り
 、
東
洋
学
の
な
か
で
、
重
要
な
領
域
を
占
め
る
仏
教
に
つ
い
 て
 理
解
を
 

深
め
る
こ
と
を
㌍
 げ
モ
 巾
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
欠
陥
を
克
服
し
 、
仏
教
学
 

以
外
の
広
い
東
洋
学
一
般
へ
門
戸
を
解
放
し
よ
う
と
し
て
 著
わ
 さ
れ
た
の
 

が
 、
ま
さ
し
く
本
書
コ
中
国
仏
教
通
史
 ロ
 で
あ
る
。
「
本
書
は
   

外
来
仏
教
が
い
つ
頃
か
ら
伝
来
し
つ
づ
け
、
い
か
よ
う
に
中
国
 民
族
に
受
 

容
 せ
ら
れ
て
、
彼
ら
の
伝
統
の
思
想
信
仰
と
ど
の
よ
う
に
対
決
 し
 、
交
流
 

し
 、
妥
協
し
て
、
中
華
的
思
想
と
な
り
、
中
国
社
会
に
行
な
わ
 れ
る
宗
教
 

と
し
て
成
立
し
発
展
し
消
長
し
た
か
を
、
中
国
の
政
治
、
経
済
 、
社
 4
 ム
の
 

変
遷
と
関
連
せ
し
め
う
っ
記
述
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
・
 

モ
 も
の
 で
あ
る
・
 一
 

（
 セ
ー
 八
頁
）
。
本
吉
は
た
ん
に
仏
教
手
者
の
た
め
に
 

再
 か
れ
た
 も
の
で
 

は
な
く
、
著
者
の
言
葉
に
し
た
が
え
 ぱ
一
 1
 仏
教
学
会
に
お
く
る
 純
 学
術
書
 

と
し
て
、
中
国
仏
教
通
史
 在
 星
目
か
ず
に
、
東
洋
学
一
般
に
お
け
 る
 啓
蒙
 

書
 、
研
究
へ
の
案
内
書
と
し
て
中
国
仏
教
通
史
の
筆
を
と
る
こ
 と
に
決
め
 

た
 」
と
の
べ
て
お
ら
れ
る
ご
と
く
、
ど
こ
ま
で
も
、
東
洋
字
の
 -
 
上
場
か
ら
 



書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
の
意
義
は
ま
さ
に
そ
こ
に
求
め
、
 
り
 ・
 
叩
 
@
-
 
ゐ
ハ
 
リ
 

で
あ
り
、
将
来
、
東
洋
学
の
領
域
に
お
い
て
中
国
仏
教
の
 ウ
ヱ
 イ
ト
 夫
て
 
古
国
 

め
て
ゆ
く
、
開
拓
者
的
役
割
を
果
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
 

こ
の
よ
う
だ
立
場
か
ら
書
か
れ
た
古
書
の
特
徴
は
従
来
の
中
国
 仏
教
 史
 

に
お
け
る
資
料
の
取
扱
い
よ
り
も
 ぱ
 る
か
に
視
野
が
広
く
 、
か
 亡
 綿
密
 に
 

な
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
中
国
正
史
は
も
ち
ろ
ん
、
地
方
史
、
金
 下
拙
、
 文
 

集
 を
は
じ
め
と
し
、
中
国
社
会
史
・
文
化
史
・
宗
教
史
の
各
 舟
 町
 に
わ
た
 

っ
て
 、
 実
に
 彪
 大
な
資
料
を
収
集
し
駆
使
し
て
い
る
ぱ
か
り
で
 な
く
、
 内
 

外
の
学
者
（
た
と
え
ば
常
盤
大
宅
、
宇
井
伯
寿
、
佐
藤
泰
 
舜
 、
干
潟
 龍
 

祥
 、
周
一
良
、
湯
円
形
、
尼
「
 手
 日
中
ま
詩
な
ど
）
の
研
究
 成
果
 亡
出
 

 
 

そ
れ
に
つ
け
て
も
一
つ
の
学
問
分
野
が
あ
 弓
 水
準
に
到
達
 @
,
 
る
 た
め
に
 

ぼ
、
 長
い
年
月
と
、
め
ぐ
ま
れ
た
手
酌
環
境
 モ
 必
要
と
す
る
も
 の
で
あ
る
 

こ
と
を
 痛
杷
 す
る
。
著
者
の
恩
師
 羽
浬
了
諦
 ・
松
本
文
三
郎
 博
 士
 を
は
じ
 

め
と
す
る
京
大
の
東
洋
学
，
仏
教
学
の
伝
統
や
、
京
大
人
文
科
 字
 研
究
所
 

を
 中
心
と
す
る
シ
ナ
 字
 研
究
の
高
ま
り
が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
 こ
と
を
 忘
 

れ
て
は
な
ら
な
い
。
本
書
の
な
か
に
は
長
年
、
共
同
研
究
と
し
 て
お
こ
 な
 

わ
れ
た
「
弘
明
集
 ヒ
の
 胡
乱
な
ど
の
成
果
が
十
分
に
も
り
こ
 
%
 
 
 

り
 、
福
永
光
司
氏
の
す
ぐ
れ
た
訳
文
（
 一
 三
一
、
三
五
六
頁
）
 
も
 本
書
の
 

な
か
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
を
は
じ
め
、
各
章
ご
と
に
綿
密
な
 出
典
・
 註
 

記
を
記
さ
れ
た
牧
田
 諦
亮
 博
士
の
御
努
力
も
み
ご
と
に
結
実
し
 て
い
て
，
 
-
 
。
 

評
 

こ
の
よ
っ
に
一
つ
の
字
間
が
成
熟
し
て
ゆ
く
た
出
に
は
、
 

多
く
の
研
究
者
 

0
 字
 的
 努
力
が
一
歩
一
歩
つ
み
か
さ
ね
ら
れ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
   

書
 

あ
る
。
以
下
本
書
の
内
容
を
冊
げ
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
  
 

中
国
の
社
会
と
風
上
の
な
か
に
受
容
さ
れ
、
定
着
し
て
い
っ
た
 中
国
人
 

の
 宗
教
と
し
て
の
中
国
仏
教
の
性
格
を
究
明
し
た
の
が
第
一
章
 「
序
説
 

」
 
で
あ
る
。
 

著
者
は
中
国
仏
教
を
定
義
し
「
イ
ン
ド
の
シ
ャ
カ
ム
 ニ
 に
よ
っ
 て
 開
創
 せ
 

ら
れ
た
仏
教
が
、
イ
ン
ド
や
そ
の
流
布
地
と
な
っ
た
中
央
ア
ジ
 ァ
 諸
国
か
 

ら
 、
あ
る
い
は
 セ
イ
ロ
ソ
 な
ら
び
に
南
海
諸
国
か
ら
、
中
華
 と
 自
ら
称
し
 

て
い
る
古
い
特
異
な
高
次
の
文
化
 田
 に
伝
わ
り
、
す
っ
か
り
 特
 質
の
異
な
 

る
 中
国
語
 丈
 に
翻
訳
せ
ら
れ
た
お
び
た
だ
し
い
漢
訳
仏
典
の
う
 -
 
え
に
、
 中
 

国
人
民
が
選
択
を
加
え
系
列
を
与
え
、
解
釈
を
加
え
組
織
を
与
 -
 
え
て
、
 自
 

ら
の
思
想
・
信
仰
と
し
、
実
践
 
し
 体
験
し
、
宣
布
し
て
、
中
国
社
 会
 に
広
く
 

長
く
「
仏
教
」
の
名
で
行
な
わ
れ
る
に
至
っ
た
宗
教
を
さ
す
・
 
一
 公
一
言
 
@
 
貝
 ）
 

と
の
 
べ
て
い
る
。
イ
ン
ド
仏
教
と
異
な
っ
た
中
国
仏
教
の
成
立
 ぱ
 、
ま
ず
 

第
一
に
伝
来
す
る
仏
教
の
性
格
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
、
第
二
に
 受
容
者
 側
 

の
 思
想
、
信
仰
な
い
し
社
会
状
勢
に
よ
っ
て
制
約
せ
ら
れ
る
。
 そ
こ
で
 伝
 

来
初
 斯
の
仏
教
が
大
小
二
乗
の
祖
 合
 仏
教
で
あ
っ
た
こ
と
、
 

仏
 儀
 礼
拝
の
 

宗
教
に
移
行
し
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
地
域
的
に
も
、
イ
ン
ド
   

支
 
・
安
息
・
康
居
・
 
亀
妓
 ，
手
間
な
ど
の
広
い
中
央
ア
ジ
ア
 

諸
 国
 に
伝
わ
 

っ
た
 仏
教
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
 伝
 来
 仏
教
を
 

制
約
す
る
受
容
者
側
の
中
国
の
学
術
思
想
に
つ
い
て
の
べ
、
 
教
 独
尊
体
 

制
 の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
し
て
仏
教
が
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
・
 

ぬ
  
 

か
ぼ
す
る
と
と
も
に
、
受
容
を
柑
 掬
 的
に
可
能
な
ら
し
め
た
 要
 件
 と
し
て
 

識
緯
説
や
 、
神
仙
，
方
術
な
ど
の
 民
旧
 信
仰
の
盛
行
、
黄
老
 忠
  
 

 
 

し
ぉ
 広
く
 信
 せ
ら
れ
て
い
た
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
つ
い
で
 太
 早
道
、
五
㏄
 

首
 ・
・
 

、
 

斗
米
道
な
ど
の
宗
教
的
反
乱
に
つ
い
て
も
説
明
し
て
い
る
。
 著
 者
は
中
国
 
r
a
 



に
 受
容
さ
れ
る
仏
教
は
、
儒
家
・
道
家
の
古
典
の
教
学
や
、
民
族
 

的
伝
統
 信
 

仰
 、
そ
の
上
に
成
立
し
発
展
し
た
道
教
と
の
対
立
や
妥
協
な
く
  
 

中
国
宗
教
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
点
を
強
調
す
る
。
 

つ
ぎ
に
第
二
章
「
仏
教
初
伝
 期
｜
 後
漢
の
仏
教
」
で
は
、
後
漢
  
 

感
受
求
法
説
か
ら
検
討
し
、
仏
教
初
伝
何
様
相
に
ふ
れ
、
さ
ら
   

漢
訳
仏
典
に
説
き
お
よ
ん
で
い
る
。
明
帝
の
感
 夢
 末
法
の
記
事
   

あ
 る
 卓
子
の
日
理
惑
論
 ヒ
は
 
つ
い
て
、
著
者
は
「
 洩
 ボ
兵
初
 め
 三
 -
 
世
紀
前
 

手
頃
に
、
こ
の
よ
う
な
著
述
が
交
肚
の
地
方
に
あ
っ
て
も
よ
い
   

頁
 ）
と
い
う
立
場
か
ら
こ
れ
を
取
扱
っ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
 
白
馬
寺
 伝
 

説
 、
四
十
二
章
経
・
老
子
化
胡
経
に
っ
 い
 

 
 

教
の
初
伝
を
可
能
な
ら
し
め
た
さ
ま
ざ
ま
な
外
的
条
件
に
つ
い
 
て
 記
述
 

し
 、
 張
 奏
の
遠
征
 や
 、
 敦
咄
 の
発
展
、
さ
ら
に
は
貴
霜
王
朝
の
 
 
 

ニ
 シ
カ
王
の
治
世
に
説
き
舌
 よ
 ぶ
と
と
も
に
、
徳
江
口
西
域
 肚
 甲
仁
 @
 
ど
の
 

実
態
を
明
ら
か
に
し
、
「
 東
 ト
ル
キ
ス
タ
ン
横
断
と
い
う
よ
う
 
 
 

危
険
を
冒
し
て
の
長
途
の
旅
に
つ
く
古
代
人
の
集
団
が
、
旅
行
 の
 無
事
を
 

祈
願
し
旅
行
中
の
災
害
を
避
け
る
た
め
に
は
、
彼
ら
の
信
奉
 す
  
 

力
 に
依
存
し
、
ま
た
時
に
は
宗
教
生
を
什
う
こ
と
も
あ
り
そ
う
 な
こ
と
で
 

あ
る
。
ま
た
伝
道
の
情
熱
に
も
え
た
宗
教
家
が
自
ら
進
ん
で
、
 こ
の
よ
う
 

な
 隊
商
の
一
行
に
加
わ
っ
て
同
行
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
 托
モ
 つ
 」
 
C
 ハ
 

0
 頁
 ）
と
い
う
仏
教
初
伝
の
姿
を
え
が
い
て
い
る
。
か
く
て
 卸
   

伝
 に
あ
ら
わ
れ
た
現
存
の
最
初
の
仏
教
東
漸
に
関
す
る
 記
申
を
 検
討
し
、
 

さ
ら
に
影
戯
の
 楚
 正
英
 が
 黄
帝
・
老
子
と
浮
屠
と
を
併
せ
両
ん
 だ
と
い
う
 

奉
体
 は
 つ
い
て
、
周
一
良
教
授
の
学
説
（
 
魏
門
 南
北
朝
論
集
所
収
 「
能
仁
 与
 

七
 %
 ヒ
 
な
ど
を
参
照
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
 て
 い
ろ
。
 

そ
の
ほ
か
河
水
・
 
准
 水
流
域
の
仏
教
、
兵
麦
地
方
の
仏
教
や
 、
 桓
帝
 ・
 霊
 

㏄
 

希
代
の
 洛
叫
 仏
教
に
つ
い
て
そ
の
金
親
モ
と
ら
え
 七
 Ⅰ
 ろ
 。
 ま
 た
 %
 柑
 の
の
 

 
 
 
 

上
書
や
、
 旭
 融
の
仏
寺
造
営
や
、
徐
州
の
仏
教
を
明
 

な
お
 

中
国
文
献
の
性
格
に
も
説
き
及
び
、
中
国
史
 害
は
 
「
 佑
 教
主
義
 の
知
織
人
 

官
吏
に
よ
っ
て
皇
帝
を
中
心
と
し
、
都
を
中
心
と
し
、
政
治
を
   

て
か
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
」
（
八
三
頁
）
か
ら
、
記
録
 外
 の
 仏
  
 

つ
い
て
も
考
え
て
 
殊
 る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
な
お
後
漢
に
お
 げ
る
漢
訳
 

仏
典
に
つ
い
て
は
 安
世
 高
の
訳
出
し
た
安
殿
宇
 意
 経
な
ど
の
 小
乗
仏
典
 

や
 、
 樺
 経
典
に
つ
い
て
ふ
れ
、
さ
ら
に
月
支
系
仏
教
と
し
て
・
 直
 葉
山
 裁
 

の
 訳
出
し
た
 
司
 般
若
道
行
 品
経
し
 「
 百
 機
 厳
経
 L
 な
ど
の
大
乗
 経
典
に
つ
 

い
て
の
べ
て
い
る
。
と
く
に
 日
 般
舟
三
昧
経
ロ
牛
ロ
道
行
 牡
笘
 経
 L
 な
ど
 

の
 性
格
を
廿
 述
し
、
 
モ
 %
 般
若
研
究
が
佳
の
釈
 %
 安
の
 般
 井
手
  
 

と
な
り
、
さ
ら
に
田
川
 珊
 什
の
般
若
系
仏
典
の
訳
出
 モ
 契
機
と
 
し
で
、
 中
 

国
 般
若
 牛
 が
発
展
し
 、
 附
の
三
論
宗
成
立
に
実
を
結
ぶ
に
い
た
 っ
 た
こ
と
 

を
 指
摘
す
る
。
 

第
三
章
「
三
国
時
代
の
仏
 批
 ・
一
に
お
い
て
 ぱ
 、
地
口
 民
川
 億
件
 の
ポ
態
 

，
建
 Ⅲ
壬
申
ひ
と
し
た
仏
教
に
 

 
 

る
 。
古
 す
 後
漢
の
朋
 壊
己
 仏
教
に
つ
い
て
の
べ
、
 

侶
 僻
地
方
の
 
混
乱
不
安
 

か
ら
、
漢
訳
仏
教
が
 弓
朋
 以
外
の
各
地
に
拡
大
し
て
 叶
く
 。
 ま
 た
 %
 隔
地
 

方
の
政
治
不
安
は
、
西
方
か
ら
 就
 い
て
く
石
仏
地
 徒
セ
軌
 h
   

し
 、
そ
の
地
方
に
停
滞
ぜ
し
め
、
甘
粛
仏
教
モ
光
圧
さ
せ
た
と
 

Ⅱ
イ
ナ
 

 
 

 
 

に
お
い
て
 民
 Ⅲ
 祝
脾
 の
 廃
韓
中
 、
方
士
 
屯
 叫
い
 民
 Ⅲ
 活
肋
れ
計
   

と
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
仙
信
仰
と
同
一
視
さ
れ
た
道
教
   



ら
道
家
学
的
仏
教
へ
移
行
す
る
萌
芽
が
生
れ
た
と
い
う
。
前
漢
 、
後
漢
を
 

通
じ
て
長
く
続
い
た
儒
教
独
尊
時
代
も
三
国
時
代
に
な
る
と
 次
 第
に
 崩
壊
 

し
 、
儒
教
の
権
威
は
哀
ろ
え
、
 

反
 経
学
の
声
が
高
ま
り
、
老
子
 
荘
子
の
 

道
家
思
想
に
媒
介
せ
ら
れ
た
形
而
上
学
的
新
儒
学
が
生
れ
た
。
  
 

手
で
あ
る
王
弼
（
 二
 二
六
 ｜
 四
九
）
、
 何
 婁
な
ど
に
よ
っ
て
 無
 完
 哲
学
が
 

唱
え
ら
れ
た
。
無
は
言
葉
で
説
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
 
思
 想
は
、
 

「
維
摩
経
 L
 で
さ
と
り
の
境
地
を
「
 黙
 」
を
も
っ
て
答
え
た
 維
庁
 居
士
の
 

仏
教
教
義
に
 、
 
・
容
易
に
共
鳴
し
う
る
基
盤
を
与
え
た
 こ
と
 を
 注
意
し
て
 

い
る
。
そ
の
ほ
か
 葎
康
と
 仏
教
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
い
る
。
 

後
漢
 末
 以
来
、
洛
陽
に
根
を
お
ろ
し
た
仏
教
は
、
洛
陽
に
仏
寺
 を
 建
立
 

さ
せ
た
が
、
初
期
の
仏
寺
は
塔
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
 と
い
う
。
 

漢
訳
仏
典
を
 っ
 た
え
た
人
々
に
も
 曇
 阿
遮
 羅
 
，
 康
僧
鎧
 ・
 曇
帝
 
白
起
な
 

ど
の
翻
訳
 僧
 が
あ
っ
た
と
と
も
に
、
朱
子
行
の
よ
う
に
中
国
人
 出
家
者
で
 

あ
り
な
が
ら
、
 
干
閲
 に
ま
で
求
法
留
学
し
た
僧
も
い
た
。
ま
た
 一
方
南
の
 

建
康
に
は
海
路
南
海
を
へ
て
伝
わ
っ
て
き
た
仏
教
が
北
上
し
て
 、
建
康
に
 

伝
え
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
呉
の
仏
教
は
 、
一
は
 華
北
か
 ら
 南
下
 す
 

る
 仏
教
と
、
さ
ら
に
海
路
中
国
領
の
南
端
部
に
上
陸
し
て
北
上
 す
る
仏
教
 

と
の
 二
 系
の
仏
教
が
 、
 呉
の
楊
子
江
流
域
の
主
要
拠
点
で
あ
る
 式
目
目
や
建
 

康
 、
こ
と
に
後
者
に
進
出
し
交
流
し
て
、
東
晋
、
南
朝
に
建
康
 仏
教
全
盛
 

を
 開
く
基
礎
を
つ
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」
（
一
四
五
頁
）
 

 
 

南
下
し
た
 支
 謙
の
訳
経
に
は
 
コ
 
維
摩
詰
 経
ヒ
や
コ
 阿
弥
陀
経
」
 
な
ど
の
 重
 

評
要
 経
典
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
南
よ
り
北
上
し
 建
初
 
 
 

訳
 に
従
事
し
た
 
康
 僧
 舎
 に
は
、
ヨ
ハ
 皮
集
 経
ヒ
な
ど
が
あ
り
、
 

彼
 は
 江
南
 

書
 

宣
教
に
大
き
な
役
割
を
果
し
、
翻
訳
・
宣
教
事
業
な
ら
び
 に
 梵
唄
の
実
践
 

指
導
に
果
し
た
功
績
は
大
き
い
と
い
う
。
 

第
四
章
「
 西
 w
d
 ご
 二
八
 

F
n
 

｜
 三
一
丁
 ハ
 ）
の
仏
教
」
に
お
い
て
 は
、
ま
 

ず
 西
晋
の
社
会
と
学
術
仏
教
界
に
つ
い
て
ふ
れ
、
外
来
仏
教
 か
 骨
喜
 さ
れ
 

る
 好
期
が
当
来
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
 、
 円
 西
晋
 

政
界
の
不
安
定
性
や
 、
 ㈲
学
問
思
想
 界
 に
お
け
る
作
半
の
衰
退
 ど
 、
自
由
 

な
 老
荘
的
思
索
の
勃
興
と
、
㈲
外
来
仏
教
の
宣
教
者
の
な
か
に
 、
七
国
土
 

ま
れ
の
外
人
の
二
世
三
世
仏
教
徒
が
活
動
し
た
こ
と
な
ど
に
よ
 っ
て
 、
外
 

釆
 仏
教
が
よ
う
や
く
中
国
中
央
文
化
圏
で
、
中
国
知
識
人
社
会
 に
 根
を
お
 

ろ
し
、
中
国
学
術
思
想
の
一
部
に
 、
 徐
々
に
仲
間
入
り
す
る
よ
・
 
 
 

た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
か
く
て
仏
教
受
容
に
重
要
 な
役
割
を
 

果
し
た
㌍
逸
の
士
、
竹
林
の
七
賢
、
 

郭
 象
の
荘
子
学
 仁
ど
 ㌍
玄
学
 
の
 流
行
、
 

民
間
道
教
信
仰
と
と
も
に
普
及
し
た
仏
教
、
中
国
の
厄
打
な
ど
 ほ
 つ
い
て
 

ふ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
西
晋
時
代
、
仏
教
の
発
展
に
貢
献
し
た
 第
一
人
者
 

と
し
て
の
竺
法
護
に
つ
い
て
詳
説
す
る
。
日
出
三
蔵
記
集
 
ヒ
に
 
一
五
四
部
 

合
し
て
 
二
 0
 九
巻
と
記
述
さ
れ
た
彼
の
大
冊
 訳
 事
業
と
宣
教
に
 ま
こ
と
に
 

め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
り
、
し
か
も
そ
由
吉
祥
に
長
安
、
Ⅲ
 卍
 地
方
 れ
 M
.
 

乱
の
時
代
に
長
期
間
に
わ
た
っ
て
、
し
か
も
 択
托
他
 が
た
え
ず
 
移
動
し
た
 

問
 に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
 ぱ
 驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
 

そ
  
 

典
 が
す
こ
ぶ
る
流
布
 力
 に
富
む
信
仰
内
宮
を
も
っ
て
い
た
こ
と
 卜
卜
 
、
日
干
 
止
 

法
華
経
田
の
訳
出
一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
、
首
肯
で
き
モ
仁
で
 曲
 ら
 0
 さ
 

 
 

な
こ
と
が
 

で
き
る
。
そ
の
ほ
か
日
放
光
般
若
 描
 L
 を
訳
出
し
た
イ
ン
ド
 帰
 化
人
二
世
 

 
 

 
 

の
竺
叔
苗
は
 
つ
い
て
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
 

第
五
章
「
華
北
 朝
 旗
国
家
の
仏
教
興
隆
」
に
お
い
て
は
仏
図
澄
 を
 中
心
 

囲
 



と
し
た
華
北
仏
教
を
詳
述
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
門
下
の
竺
 僧
朗
 ・
 竺
 

浩
雄
・
駅
道
安
に
つ
い
て
も
ふ
れ
る
が
、
道
安
に
つ
い
て
は
 第
 セ
 章
に
別
 

出
す
る
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
西
晋
以
来
の
社
会
不
安
が
説
明
さ
  
 

「
社
会
不
安
が
外
来
仏
教
を
完
全
に
中
国
社
会
の
も
の
と
す
る
に
 格好
 め
 

機
会
を
提
供
し
た
」
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
こ
で
こ
の
 西
 晋
 社
会
に
 

最
大
の
影
響
を
与
え
た
仏
図
澄
の
伝
記
を
詳
細
に
の
べ
、
石
勒
 と
の
関
係
 

を
 明
ら
か
に
し
、
仏
図
澄
の
霊
能
を
説
く
。
彼
の
示
し
た
 
神
 異
的
 性
格
 

が
、
 彼
を
し
て
華
北
仏
教
の
指
導
者
た
ら
し
め
た
と
と
も
に
、
 実
践
的
に
 

委
 ね
た
彼
の
戒
律
的
性
格
が
、
現
実
社
会
の
徳
化
に
大
き
な
 効
 果
を
与
え
 

た
と
い
う
。
な
お
こ
の
時
代
、
特
記
す
べ
 き
 こ
と
は
、
釈
迦
の
 
誕
生
を
祝
 

ぅ
 四
月
八
日
の
仏
誕
生
会
が
お
こ
な
わ
れ
た
り
、
行
儀
が
流
行
 す
乙
 よ
 う
 

に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
仏
図
澄
の
弟
子
に
は
 三
   

れ
た
憎
が
で
た
が
、
そ
の
第
一
は
中
国
の
隠
逸
的
生
活
態
度
を
 と
っ
て
 太
 

山
寺
に
修
道
し
た
 竺
僧
朗
 で
あ
り
、
第
二
は
格
義
仏
教
を
開
い
 
た
空
 法
 

雅
 、
第
三
は
格
義
を
ぬ
け
て
仏
典
の
真
義
に
迫
ろ
 う
 と
し
た
 道
 安
 で
あ
る
 

と
い
う
 0
 

第
六
章
「
江
南
東
晋
つ
三
一
七
 ｜
 四
二
 0
 
）
の
仏
教
興
隆
」
に
  
 

は
 建
康
を
中
心
と
す
る
東
晋
仏
教
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
清
談
 玄
学
的
 貴
 

族
 仏
教
が
老
荘
的
学
風
と
と
も
に
東
晋
精
神
文
化
の
基
礎
を
つ
 く
 ・
 
り
、
南
 

朝
に
 継
承
さ
れ
て
南
朝
貴
族
仏
教
の
全
盛
を
招
致
し
た
こ
 ケ
 三
 -
 
明
ら
か
に
 

す
る
。
東
晋
時
代
は
仏
教
が
優
位
を
 っ
 づ
け
て
南
朝
へ
と
進
む
 井
 -
 い
う
、
 

中
国
思
想
史
 げ
 特
異
な
時
代
の
基
調
の
成
立
 期
 で
あ
を
と
も
い
 
え
よ
，
「
 
，
 
。
 

そ
こ
 千
 -
 
佳
朋
 い
 貴
族
仏
教
、
甘
 唄
 略
定
、
八
 関
斉
 、
尼
僧
教
団
 の
 成
立
 発
 

展
 、
法
顕
な
ど
の
西
域
イ
ソ
 ド
 式
法
な
ど
さ
ま
ざ
 蓋
な
 町
立
を
 の
べ
、
 さ
 

以
上
本
書
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
た
の
 @
 
、
あ
る
が
、
省
略
し
 
て
，
し
ヰ
 

@
 か
 

っ
 た
と
こ
ろ
も
あ
り
、
中
に
は
私
の
未
熟
な
た
円
仁
 卍
坤
 Ⅱ
 卦
 。
 
億
人
か
 

L
 こ
恩
 

わ
れ
る
が
、
そ
の
点
 お
 許
し
頂
き
た
い
と
思
う
。
本
書
は
ま
こ
 と
に
重
量
 

感
 が
あ
り
、
読
み
ご
た
え
の
あ
る
通
史
で
あ
り
、
と
き
に
重
複
  
 

箇
所
や
叙
述
の
冗
長
の
部
分
も
ヰ
ジ
る
が
、
そ
れ
は
著
者
の
老
婆
 

 
 

一 一 一 

ら
に
思
想
と
し
て
は
老
荘
 学
 に
う
ら
づ
け
ら
れ
た
般
若
 学
 の
 流
 行
 に
つ
い
㏄
 

て
 詳
述
す
る
。
な
お
付
録
と
し
て
 郡
超
の
 
「
奏
法
要
」
 ｜
 仏
教
 要

義
の
現
の
 

低
語
訳
を
収
録
し
て
い
る
。
さ
ら
に
東
晋
時
代
の
仏
教
が
一
つ
 の
 重
要
な
（
 

転
換
期
に
き
た
点
を
三
つ
あ
げ
て
い
る
。
㈲
は
小
乗
仏
教
の
伝
 来
 宣
布
、
 

大
乗
非
仏
説
論
の
興
起
紛
糾
、
 

ロ
は
姐
 
摩
羅
什
系
の
新
訳
仏
教
   

よ
る
 龍
 掛
糸
仏
教
の
研
究
、
㈲
は
鳩
摩
羅
什
と
対
立
し
た
仏
陀
   

南
 渡
を
中
心
に
し
て
、
鳩
摩
羅
什
系
の
般
若
系
仏
教
と
異
な
る
 面
を
強
調
 

す
る
新
大
乗
仏
教
の
伝
 訳
 と
そ
の
影
響
で
あ
 石
 。
 

最
後
の
第
七
章
「
中
国
仏
教
史
上
の
道
安
」
に
お
い
て
ほ
 、
慧
せ
 起
 と
と
 

も
に
仏
図
澄
の
弟
子
で
あ
っ
た
道
安
が
 、
 白
ら
漢
人
仏
教
徒
と
 し
て
の
 自
 

克
 と
自
信
と
を
も
っ
て
、
中
国
仏
教
教
団
を
樹
立
し
、
仏
教
を
 中
国
の
風
 

上
に
根
を
お
ろ
し
茂
り
ば
じ
め
さ
せ
た
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
 に
す
る
。
 

そ
こ
で
道
安
伝
の
資
料
の
検
討
か
ら
は
じ
め
、
河
北
の
社
会
状
 勢
を
明
ら
 

か
に
し
つ
つ
、
道
安
の
生
涯
 王
 旦
明
に
記
述
す
る
。
な
か
で
も
 寺
院
教
団
 

の
 清
規
制
定
は
、
中
国
寺
院
清
規
の
範
 と
乞
 
っ
た
こ
と
や
、
 
般
 若
 経
研
究
 

の
 歴
史
的
意
義
、
漢
訳
仏
典
舗
Ⅱ
牡
の
編
纂
を
詳
述
し
、
最
後
 に
 道
安
の
 

兜
率
天
弥
勒
信
仰
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
。
 



ら
で
た
も
の
で
あ
っ
て
、
著
者
が
中
国
仏
教
を
他
の
研
究
者
に
 少
し
で
も
 

理
解
さ
せ
よ
う
と
す
る
情
熱
の
発
露
と
思
わ
れ
る
。
本
書
の
な
 か
に
は
 従
 

来
の
中
国
仏
教
典
が
ほ
と
ん
ど
 あ
 っ
か
わ
な
か
っ
た
重
要
な
問
 題
 が
い
く
 

っ
か
 説
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
 六
 何
の
仏
教
絵
画
（
四
二
一
 

頁
 ）
 や
、
 

中
国
最
古
の
仏
像
の
記
述
（
八
四
、
一
二
一
頁
）
な
ど
、
美
術
 史
 関
係
を
 

は
じ
め
と
し
、
仏
教
受
容
の
二
重
構
造
（
一
二
五
，
二
四
九
頁
 ）
、
尼
僧
 

教
団
の
成
立
発
展
（
四
三
二
頁
 ぺ
 
山
岳
仏
教
の
開
拓
（
二
八
 八
頁
）
 な
 

ど
、
 広
い
視
野
と
す
る
ど
い
分
析
に
も
と
づ
く
究
明
が
な
さ
れ
 て
い
る
こ
 

と
は
特
筆
に
価
す
る
。
ざ
ら
に
経
済
、
政
治
、
言
語
を
異
に
す
 る
 広
大
な
 

土
地
で
行
な
わ
れ
た
中
国
仏
教
の
研
究
に
は
、
歴
史
地
理
的
研
 究
の
必
要
 

が
あ
る
こ
と
（
五
三
二
頁
）
を
提
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
今
 後
の
中
国
 

仏
教
研
究
の
一
つ
の
方
向
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
今
後
の
中
国
仏
教
 史
 研
究
は
、
本
書
の
如
き
 巨
大
な
 

基
礎
的
業
績
を
ふ
ま
え
て
、
さ
ら
に
一
歩
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
 な
ら
ぬ
で
 

あ
ろ
う
。
著
者
が
序
文
の
な
か
で
「
わ
た
く
し
の
入
門
書
的
証
 述
 的
中
国
 

仏
教
通
史
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
史
観
に
よ
っ
て
 、
 い
ろ
い
ろ
と
 
書
 き
 改
め
ら
 

れ
る
こ
と
を
期
待
し
楽
し
み
に
す
る
」
と
の
べ
て
お
ら
れ
る
が
 、
後
進
の
 

わ
れ
わ
れ
学
徒
は
、
安
易
な
史
観
で
こ
れ
を
切
る
こ
と
を
厳
に
 い
ま
し
め
 

つ
つ
も
、
思
想
史
的
立
場
に
立
脚
し
な
が
ら
、
中
国
仏
教
典
 を
 構
造
的
 体
 

系
 的
に
把
握
す
る
こ
と
が
、
今
後
の
研
究
者
に
課
せ
ら
れ
た
 童
 要
 な
課
題
 

で
あ
ろ
う
。
 

許
 

そ
れ
に
つ
け
て
も
、
著
者
が
中
国
仏
教
研
究
の
学
的
情
 熱
 を
た
ぎ
ら
せ
 

た
 直
接
の
原
因
は
、
大
日
本
 続
 蔵
経
の
刊
行
で
あ
っ
た
と
い
う
 っ
 こ
の
 人
 

書
 

叢
書
を
活
用
し
、
新
分
野
を
開
括
す
る
こ
と
こ
そ
、
日
本
 の
 学
徒
に
課
せ
 

ら
れ
た
義
務
で
あ
る
と
い
う
著
者
の
言
葉
は
、
現
在
に
お
い
て
 も
そ
の
ま
 

ま
 通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
著
者
が
駅
道
安
に
傾
倒
し
な
が
ら
、
 激
し
い
 情
 

熱
 を
も
っ
て
「
六
十
五
才
を
こ
え
て
も
、
な
お
も
研
究
求
道
 う
 む
こ
と
を
 

知
ら
ず
、
四
百
の
漢
人
仏
教
徒
を
指
導
し
つ
づ
け
、
自
ら
も
 研
 究
 し
つ
づ
 

け
る
 老
 求
道
者
の
姿
が
目
に
浮
 ぶ
 」
（
五
二
二
頁
）
と
描
写
し
た
 こ
と
は
、
 

そ
の
ま
ま
著
者
自
身
の
研
究
姿
勢
を
え
が
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
 。
著
者
が
 

「
精
進
呈
仏
教
」
の
精
神
を
も
っ
て
、
こ
の
中
国
仏
教
通
史
第
一
 巻
 に
ひ
 

き
っ
 づ
き
、
全
四
巻
の
体
系
を
完
成
さ
れ
る
こ
と
を
願
わ
ず
に
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A Religio-ethnological Study of 

the Female Shaman Tradition in Japan. 

TokutarG Sakurai 

In spite of the increasing modernization of Japanese society and the concomitant 

rationalization of Japanese religion, there still persistently remain magico-religious 

activities of female shamans among the common people in Japan. 

Characteristic of these female shamans, in comparison with those among other 

peoples around Japan, is their kuckiyose ac t ;  namely, they, possessed by the souls 

of the dead, talk about the latter's state of mind to the bereaved. Attention 

should also be paid to the fact that there is a special principle concerning the day, 

the month, and the season, when the kuchiyose is performed. Among the female 

shamans, there are 1) shinkuchi (lit. new mouth), who talk for the souls of persons 

who died for the past year, and 2) furukuchi (lit. old mouth), who talk for those 

of persons who died prior to it. 

The purpose of this article is to make a report of the result of my researches 

on this phenomenon and to see the religious significance of the kuckiyose activities 

of Japanese female shamans. 



On the Numbers of the Suttas 

in the Tsa-a-han ching 

Mitsuyoshi Saigusa 

As I have showed in this Journal No. 192 that the total of the numbers of the  

Suttas in the Safnyzktta-nik2ya is to amount to 2872 instead of 2889 (PTS V, 

Introduction p. viiij, I dare to doubt of the numbers of the Suttas in the Tsa-a-haw 

ching ($@J'&@). The Tsa-a-han ching is said to contain 1562 Suttas and the 

text of this Agama in Taisho (vol. 2, No. 99) gives the numbers from 1 to 1362 to  

each Sutta. This text assigns the Sutta-numbers to the Suttas which begin with 



the four characters.~.kaj?$&~ (Pali, "evam me sutam "). I find however several 

confusions in this numbering. (1) The Sutta No. 1112 (Taisho 293 b ) is composed 

of 4 lines. The next line begins with the four c h a r a c t e r s . . . & n E B  and this Sutta 

is composed of 23 lines. But this Sutta is not given any numbering. (2) The 23 

examples show that the Suttas which do not begin with the four characters...$p@ 

?&H are given the Sutta-numbers, i. e. Nos. 20, 50,  137, 138, 140-1, 143-4, 436, 

437, 477,  491, 626,  640, 641,695,  696, 755-7, 772-4, 800, 811-2, 840, 841, 1033, 

1066. (3) It seems to me that there are 25 examples in which each Sutta is  

compacted of two or many ones in order to avoid to repeat the same subject. (4) 
1 find 120 examples which have the additions a t  the end of the Suttas. Because 

the additions say ''~uE (so it is) .",they show the same contents with the Suttas. 

These additions suggest that many other Suttas are to exist. (The word "many" 

means between 2 and about 4000) .  

In conclusion we can not decide that the T s a - a - h a n  c h i n g  consists of 1362 

Suttas, but only say that the total numbers of the Suttas in this Agama are diffe- 

rent according to the method of calculation. 



On the "Pollution Concept" 
in Hidu Community. 

Hiroyasu Iwata 

In this paper, I should like to discuss tentavely some of central traits on the 

relationships between beliefs about ritual purity-impurity and their social strati-  

fication. The main tr i ts  and functions of this pollution concept are roughly able to 

explain with the theoretical model as following ; ( i ) In Hindu world, all of the 

natural and supernatural objects are  arranged into a uni-demensional order of 

"purity-impurity continuum" based on their cosmic philosophy. Everythings are 

located on the higher or lower positions of this contifluurn according to their own 

degrees of intrinsically pure or impure nature, and these positions are  evaluated as 

proper "ritual status ". Some objects ranked on the lowest station of the continuum 

are considered as polluting sources which keep internally severe ritual defilement, 

and therefore they should be strictly separated from pure beings located on the 



opposite side. (ii) Polluting objects can transfer their own pollutions to another 

by direct or indirect contacts. The direct contact means phisical or bodily touch 

and.indirect contact, touch mediating with some conductors or vehicles and kinship 

ties. (iii) Any person or object once recieved pollution, must be immediately re- 

arranged in more or less lower status position for the reason of its assimilation 

with the defilement of the polluting sources. From this moment, the pollution- 

reciever change itself into a kind of polluting sources, which become ritual threat 

to every pure being. And the nature of such secondary polluting objects is deter- 

mined by two variables : a. the intensity of recieved pollution, and b. the situation 

or manner of contact. (iv) The pollution, recieved from any sources, would con- 

tinue to work as one of the attributes of the reciever, unless the contagion i s  

removed by a set  of designated procedures (purificatory rituals). However, the 

ability of prepared purificatory means is limited within a certain extent, and then, 

some sort of severe pollution which overed this limitation could not be removed by 

any means. The reciever of such havy pollution is parmanently to remain in 

relatively lower ritual status. It must be segregated from the rest as  a kind of 

the primary polluting sources which keeps intrinsic defilement in its own nature, 

and must be re-ranked in a lower position of the purity-impurity continuum. ( v ) 

Pollution is automatically inherited through reproductory chains, because it can be  

mediated or carriered by kinship ties. Consequently, the lower ritual status based 

on ~ollution is one of the ascribed qualities determined by birth. Some persons who 

classified as the primary polluting sources and their descendants are eternally 

deprived of accessibility to "purity", a t  least in their life-cycles, so they can not 

participate in innerworldly salvation. 

The ritual avoidances of Hindus, intimately connected with their ideas about 

pollution, appear to make a certain kind of system which is composed of consistent, 

inspite of much complicated, patterns of action. Hindu status hierarchy realized 

by the performance of these patterns seems to be a system of ritual interrelation- 

ships which organized in terms of common service to the supernaturals. In other 

words, Hindu caste community is essentially a complementary or interdependent 

organization which reintegrate , toward the attainment of conimon ritual goals, the  

segments once devided and stratified into each ritual positions based on the "Pol- 

lution Concept. '' 



The Ontological Argument for the 
Existence of God 

-A Commentary on St, Anselm's 

Proslogion, Chap. 11. - 

Chumaru Koyama 

I. On the Scholastic Method 

The Augustinian formula 'intellige ut credas, crede ut  intelligas ' is an impo- 

rtant proposition to show main themes of medieval philosophy, which is a religious 

metaphysics about faith and reason. But St. Anselm resolutely segments this formula 

and adopts its latter half and abandons the former. Tberefore St. Anselm's formula 

becomes ' neque quaero intelligere, ut  credam ; sed dredo, ut  intelligam, ' or ' fides 

quaerens intellectum. ' The formula of St. Augustine is to some extent vague and 

equivocal, while Anselm's simple and clear, because the relation between faith and 

reason becomes more evident and distinct; namely, first comes the acceptance of 

faith, and then the understanding of faith 'sola ratione '. That is the Scholastic 

method, for the reason of which St. Anselm is called ' the Father of Scholasticism '. 

11. A Commentary on Proslogion, Chap. 11. 

It seems that St. Anselm's ontological argument for the existence of God is very 

lucid and cogent. But this argument had many, difficult questions and so it has 

had ' a  checquered history '. This article tries to point out one or two of those 

questions. According to M. J. Charlesworth, the essential one of them is about the 

possibility of the comparison, 'maius ', which St. Anselm makes (1) in his defini- 

tion of God, 'aliquid quo maius nihil cogitari potest ', and (2 )  in the whole process 

of his argument. Charlesworth makes a closely logical examination of St. Anselm's 

comparison and suggests its impossibility at the end. 

In consequence it seems to become clear that St. Anselm's argument is not of 

logical dimensioc, but of metaphysical dimension. 




