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有
部
は
三
帰
依
中
の
帰
依
仏
を
八
菩
提
の
法
 

V
 と
の
 密
 接
 な
関
係
に
お
い
て
説
い
て
い
る
。
す
な
 

ね
 ち
、
帰
依
 す
 る
と
こ
ろ
の
 仏
と
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無
学
を
成
ず
る
菩
提
の
法
に
他
な
ら
な
い
と
Ⅱ
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 卜
さ
ら
に
仏
と
は
八
法
を
自
性
と
な
す
 

V
 も
の
で
あ
る
 と
 強
調
し
て
い
る
。
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仏身論の展開 

仏
伝
文
学
の
普
及
に
つ
れ
て
、
仏
陀
信
仰
は
一
般
民
衆
 に
惨
速
 し
た
が
、
成
仏
の
八
経
路
 V
 が
一
般
化
さ
れ
る
と
 と
も
に
、
釈
尊
の
ほ
 

@
M
-
 

か
に
も
、
そ
の
過
程
を
経
て
成
仏
し
た
者
の
存
在
が
想
定
 さ
れ
、
過
去
 仏
 、
未
来
 仏
 、
な
い
し
現
在
他
方
 仏
 の
 多
 仏
 思
想
が
派
生
し
た
。
 

こ
の
展
開
に
関
し
て
は
、
 
ノ
 。
 ンド
 
の
民
間
信
仰
の
諸
要
素
 の
 影
響
を
 よ
 り
精
密
に
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
と
 い
 え
 よ
，
つ
 。
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「
異
邦
家
輪
講
」
に
見
ら
れ
る
大
衆
部
等
の
仏
陀
論
は
 
、
 超
越
的
な
存
在
と
し
て
仏
陀
を
と
ら
え
て
い
る
が
、
 そ
 れ
は
歴
史
的
仏
陀
、
 

（
四
）
 

人
間
釈
尊
の
わ
く
を
は
み
だ
し
、
複
数
で
あ
ら
わ
れ
る
 八
 す
べ
て
仏
陀
た
る
も
の
 V
 を
さ
し
て
い
る
と
解
せ
ら
れ
 る
 。
 

さ
ら
に
、
大
乗
仏
教
に
な
る
と
、
釈
尊
以
外
の
仏
と
し
 て
 、
 阿
閻
仏
 、
薬
師
如
来
、
阿
弥
陀
仏
等
が
登
場
し
て
 
信
仰
の
対
象
と
さ
れ
 

た
 。
こ
れ
ら
の
仏
陀
た
ち
の
登
場
に
よ
っ
て
救
済
仏
教
の
 道
 が
開
か
れ
た
。
 

以
上
の
如
く
入
仏
な
し
て
 仏
 た
ら
し
め
る
も
の
 V
 の
 追
 究
は
 、
仏
陀
を
八
法
を
自
性
と
す
る
も
の
 V
 す
な
わ
ち
 八
 法
を
身
体
と
す
る
も
 

 
 
 
 

の
 V
 
（
ら
ぎ
日
日
奏
卸
せ
 麓
 ）
と
見
る
有
部
の
代
表
的
立
場
と
 、
超
人
的
仏
陀
を
仰
ぎ
、
そ
の
偉
大
さ
を
種
々
 な
 方
法
 で
 讃
嘆
す
る
一
般
民
衆
①
 

 
 

の
 信
仰
的
立
場
と
に
分
か
れ
る
が
、
前
者
は
八
法
中
心
 V
 的
立
場
で
あ
り
、
後
考
は
八
仙
中
心
 V
 
の
立
場
で
あ
る
 
と
い
わ
れ
る
。
大
ま
か
 

し
か
し
、
入
滅
し
た
師
を
追
慕
す
る
こ
と
ほ
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化
す
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
か
の
仏
陀
が
こ
の
 

を
 経
て
善
行
を
積
み
、
修
行
を
な
し
た
か
ら
で
 

た
行
為
を
物
語
る
本
生
譚
（
）
翠
の
甘
 P
 ）
は
こ
の
 

題
は
仏
陀
が
い
か
な
る
径
路
を
辿
っ
て
仏
陀
 と
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で
あ
る
。
 

や
ま
ず
、
そ
の
偉
大
さ
を
讃
嘆
す
る
に
 つ
 れ
て
、
か
れ
 を
 理
想
化
し
、
超
人
格
化
・
神
格
 

地
位
に
至
っ
た
の
は
、
今
生
の
修
行
に
よ
る
だ
け
で
は
 な
く
、
実
は
過
去
の
多
数
の
生
涯
 

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
釈
尊
の
前
生
に
 め
げ
る
諸
功
徳
、
大
悲
に
基
づ
い
 

 
 

よ
う
 に
作
成
さ
れ
た
。
そ
の
他
種
々
の
仏
伝
文
学
 類
 が
発
 生
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
中
心
 課
 

な
っ
た
か
、
す
な
わ
ち
成
仏
の
因
縁
（
大
起
）
及
び
 修
 行
の
階
梯
（
本
行
）
と
い
う
こ
と
 

-
@
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る
か
ら
、
今
な
お
入
仏
陀
 V
 と
し
て
仰
が
れ
る
べ
き
も
の
 ぱ
 そ
の
残
し
た
 法
 以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
、
と
い
う
 こ
と
で
あ
る
。
 

要
す
る
に
、
部
派
仏
教
を
代
表
す
る
有
部
の
立
場
に
 ょ
 れ
ば
、
釈
尊
は
八
十
歳
に
し
て
入
滅
し
、
人
格
と
し
て
 何
 も
 残
ら
な
い
の
で
あ
 



す
も
の
で
も
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
 

以
上
の
如
く
、
八
仙
な
し
て
 仏
 た
ら
し
め
る
も
の
 V
 
の
 追
究
は
種
々
の
か
た
ち
で
行
な
わ
れ
て
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
 て
 厳
密
な
意
味
で
の
 

仏
身
論
的
考
察
が
準
備
さ
れ
た
。
 

ニ
 

%
 身
 説
の
発
想
 

仏
陀
の
本
質
に
対
す
る
問
 い
 が
さ
ら
に
行
な
わ
れ
て
、
 

八
 仏
陀
 V
 
に
お
け
る
三
身
の
区
別
が
考
え
だ
さ
れ
た
。
 

有
 部
 で
は
、
真
に
仏
陀
 

と
 仰
ぐ
べ
 き
 も
の
は
八
法
を
自
性
と
な
す
も
の
 V
 で
あ
り
 、
そ
の
自
性
た
る
法
と
は
 八
 無
学
を
成
ず
る
菩
提
の
法
 V
 
で
あ
る
と
説
か
れ
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砿
り
 

@
 

る
が
、
そ
の
場
合
、
こ
の
立
場
に
お
け
る
釈
迦
牟
尼
 仏
の
 位
置
が
当
然
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
入
仏
陀
 V
 
に
お
け
る
入
能
 依
の
 

法
 V
 と
八
所
依
の
身
 V
 と
い
 5
 二
種
の
区
別
が
説
か
れ
、
 

前
者
は
仏
の
本
質
、
仏
を
し
て
 仏
 た
ら
し
め
る
も
の
と
 さ
れ
、
後
者
は
そ
れ
を
 

恒
 =
 
ロ
 え
ば
、
法
中
心
の
立
場
は
釈
尊
の
教
え
に
従
っ
て
 修
 行
 に
従
事
す
る
出
家
者
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
、
 

仏
 中
心
 の
 立
場
は
在
家
信
者
の
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信
仰
的
態
度
に
あ
ら
れ
さ
れ
る
が
、
特
に
後
者
の
 グ
ル
 ｜
プ
は
 仏
塔
信
仰
の
主
な
る
担
い
手
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
  
 

八
仙
な
し
て
 仏
 た
ら
し
め
る
も
の
 V
 
の
追
究
の
も
 
う
一
 ・
 
つ
の
側
面
は
、
仏
陀
た
る
も
の
の
功
徳
に
関
す
る
考
察
で
 あ
る
。
こ
れ
に
も
 

六
法
中
心
 V
 と
 八
仙
中
心
 V
 の
 三
 線
が
見
ら
れ
る
。
 

｜
リ
 仏
典
に
お
い
て
、
修
行
の
結
果
と
し
て
無
学
聖
者
の
 身
中
に
成
就
す
る
五
種
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の
 功
徳
 法
 が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
 
戒
 
・
 定
 ・
 慧
 ・
解
脱
・
 解
脱
知
見
と
い
う
八
五
分
法
身
 V
 説
が
見
ら
れ
る
が
、
 
そ
れ
は
 色
 等
の
五
種
に
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よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
凡
夫
の
身
体
に
対
照
さ
れ
、
仏
陀
 た
る
も
の
の
入
身
体
 V
 を
構
成
す
る
五
種
の
功
徳
 法
 で
あ
 る
と
解
せ
ら
れ
る
。
他
 

方
 、
理
想
化
さ
れ
た
仏
陀
が
い
か
に
す
ぐ
れ
た
も
の
で
 あ
る
か
を
証
明
す
る
も
の
と
し
て
、
十
八
不
兵
法
等
に
関
 す
る
考
察
が
行
な
わ
 

-
 
舛
 @
 

ね
 、
仏
教
全
般
に
伝
わ
っ
た
。
こ
れ
ら
諸
功
徳
は
仏
陀
 の
 悟
り
の
智
慧
に
結
び
つ
く
も
の
に
体
な
ら
ず
、
そ
の
 超
 人
 た
る
性
格
を
あ
ら
れ
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身
 、
す
な
 ね
 ち
、
か
た
ち
を
も
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
歴
史
 

 
 

成
 と
同
一
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
十
二
相
等
を
具
足
 

的
 仏
陀
と
結
び
つ
く
八
色
身
 V
 と
を
区
別
し
て
成
立
し
た
 仏
身
論
で
あ
る
。
こ
れ
 

し
た
人
格
的
仏
陀
が
か
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た
ち
あ
る
も
の
と
し
て
本
質
的
仏
陀
で
は
な
い
と
い
う
 強
 調
も
導
き
だ
さ
れ
る
。
 

要
す
る
に
、
般
若
経
典
発
想
の
二
 身
説
は
 、
木
質
的
 仏
 身
 、
す
な
 ね
 ち
、
智
慧
の
完
成
と
結
び
っ
げ
ら
れ
る
六
法
 身
 V
 と
、
現
象
的
 仏
 

開
 

唾
は
 、
い
わ
ば
八
法
中
心
 V
 的
立
場
に
立
っ
た
仏
身
 論
 で
あ
り
、
仏
塔
信
仰
を
担
っ
た
仏
教
徒
た
ち
の
信
仰
的
 態
度
と
対
照
さ
せ
ら
れ
る
も
 

  

 
 

他
方
、
超
人
格
的
仏
陀
を
信
仰
の
対
象
と
す
る
、
い
わ
 ゆ
る
八
仙
中
心
 V
 的
立
場
は
 、
 趣
を
異
に
し
た
三
身
の
 区
 別
を
立
て
て
い
る
と
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具
現
し
た
釈
尊
に
 

他
 
な
ら
な
し
と
解
せ
ら
れ
る
、
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す
な
 

ね
 
ち
、
仏
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
先
ず
第
一
に
八
法
を
身
 

体
 
と
す
る
も
の
 

V
 
で
あ
 

 
 

般
若
経
典
に
お
い
て
も
、
 

仏
 
た
る
も
の
の
本
質
が
中
心
 

的
な
問
題
で
あ
り
、
そ
こ
で
本
質
的
仏
陀
と
、
い
わ
ば
 

現
 
豪
的
仏
陀
の
区
別
が
 

あ
る
も
の
（
物
質
を
身
体
と
す
る
も
の
、
「
 

口
づ
笘
 

ガ
リ
せ
じ
 

と
し
て
、
見
ら
れ
る
べ
ぎ
で
は
な
く
、
法
を
身
体
と
す
 

る
も
の
と
し
て
、
観
る
 



  

般
若
経
系
の
二
具
 説
は
 、
仏
陀
の
本
質
と
説
か
 

の
（
色
身
）
は
非
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
と
見
な
 

土
豹
方
向
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
 

め
に
歴
史
上
の
顕
現
を
な
す
と
説
か
れ
る
が
、
 こ
 

以
上
二
種
の
八
二
 身
説
 V
 が
注
目
さ
れ
る
が
、
 

智
慧
の
完
成
に
他
な
ら
な
い
仏
陀
（
た
ち
）
の
 木
 

と
そ
の
歴
史
的
顕
現
（
化
身
）
と
を
区
別
す
る
 二
 

「
大
智
度
論
義
に
お
い
て
も
、
既
に
指
摘
さ
れ
 

は
 種
々
の
区
別
原
理
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
 れ

る
六
法
身
 V
 を
智
慧
の
完
成
と
同
一
視
し
、
こ
れ
を
 重
視
す
る
が
、
か
た
ち
あ
る
も
 

し
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
真
の
仏
陀
を
求
め
る
者
に
は
、
 色
身
か
ら
法
身
へ
と
い
う
 向
 

「
法
華
経
」
の
本
身
 
仏
は
 、
超
歴
史
的
な
次
元
か
ら
世
間
 を
 観
察
し
、
衆
生
済
度
の
た
 

れ
は
い
わ
ば
両
下
 的
 方
向
で
あ
る
。
 

一
 つ
 は
か
た
ち
あ
る
も
の
（
色
身
）
、
非
本
質
的
な
も
の
 と
 、
か
た
ち
を
な
さ
な
い
、
 

質
 
（
法
身
）
と
を
区
別
す
る
三
身
 
説
と
 、
も
う
一
つ
は
 超
歴
史
的
・
超
人
格
的
本
身
 仏
 

身
説
 で
あ
る
。
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論
 に
見
ら
れ
る
八
二
具
 説
 V
 に
 

 
 

て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
 

「
法
華
経
」
自
体
に
お
い
て
は
、
仏
身
論
的
考
察
は
な
さ
 れ
て
は
い
な
い
が
、
超
歴
史
的
本
身
 仏
と
 、
そ
の
歴
史
 約
六
顕
現
 V
 と
の
 二
 

-
 
糾
 -
 

種
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ほ
 八
 変
化
 V
 思
想
 の
 注
目
さ
る
べ
き
所
依
で
も
あ
る
と
 い
 わ
 ほ
 げ
れ
ば
な
ら
 な
い
。
超
歴
史
的
本
身
 

 
 

仏
を
説
く
「
法
華
経
 ヒ
 は
さ
ら
に
救
済
仏
教
の
土
台
を
 築
 き
 、
八
仙
中
心
 V
 
の
信
仰
的
態
度
を
高
揚
し
た
も
の
で
 あ
る
と
見
ら
れ
る
。
 

@
 
㏄
 -
 

多
方
に
お
け
る
諸
仏
の
帰
一
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
、
 と
 説
か
れ
る
。
 

い
う
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
見
方
は
「
法
華
経
」
の
 八
 久
遠
仏
 V
 
に
よ
っ
て
新
た
な
段
階
に
至
っ
た
も
の
で
 あ
る
。
 

 
 

「
法
華
経
  

の
如
来
寿
量
品
に
説
か
れ
る
久
遠
仏
は
 、
久
 し
い
昔
に
成
仏
し
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
時
間
 
を
 超
え
た
次
元
と
し
⑥
 

 
 
 
 

て
解
せ
ら
れ
、
寿
命
無
量
（
の
 
で
 の
「
ま
 い
 
（
 p
.
w
 
せ
ロ
 の
・
 

b
q
p
 

日
ゆ
 セ
盤
）
た
る
も
の
と
し
て
常
に
住
し
な
が
ら
、
絶
え
間
 
な
 く
 一
切
衆
生
の
た
め
に
 

-
 
㏄
 @
 

種
々
の
巧
み
な
手
段
を
も
っ
て
は
た
ら
き
を
な
す
如
来
 で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
超
歴
史
的
仏
陀
は
釈
尊
 0
 本
身
と
さ
れ
、
ま
た
 



仏身論の展開 

ま
た
、
戒
を
保
つ
こ
と
か
ら
生
じ
、
三
昧
か
ら
生
じ
、
 

知
 恵
か
 ㌦
生
じ
、
解
脱
か
ら
生
じ
、
解
脱
を
自
覚
す
る
 知
 か
ら
生
じ
る
。
ま
た
 

お
そ
 

い
つ
く
し
み
（
 慈
 ）
と
同
情
（
 悲
 ）
と
喜
び
と
不
偏
の
心
 と
か
ら
生
じ
る
…
（
中
略
）
…
十
力
、
四
種
の
畏
れ
の
な
 

い
こ
と
、
仏
陀
に
 
特
 

 
 

 
 

有
 な
十
八
種
の
性
格
か
ら
生
じ
る
。
あ
ら
ゆ
る
パ
ー
ラ
、
 
，
タ
ー
か
ら
生
じ
、
（
六
種
の
）
神
通
や
（
三
種
の
）
 

知
 か
ら
生
じ
る
…
（
中
は
 

 
 

略
 -
 
）
 

さ づ 

      

（ 摩 れ 。 見 八 そ っ 身 
  
の 

と と   展 
開 

はいる向の語意 、 て 。 上本にとと こ いうご 結びつ 

浩 次 的 質 、 そ に け く 

鼻 の な Ⅱ 本 れ よ 

の よ 入 替 質 に っ 
， Ⅰ う 

素朴 られ 

て な 
に一 と 智慧的 慧 、 Ⅱ なづ 基 て 調 楽 

で、 不 へ 法 曹 く そ か 想 
あ さ の 専 意 諾 め れ で 

  追 V 及 功 智 た 用 

知 究 V とび 、 そがの 徳慧 がい 、 ら 

か 八 れ 
ら 完成 と、 諸 功 の諸 仏陀 仏 た 
生 と 陀 八 
じ   の 法 

る 釣 具 の 来 離 本 身 
な 定 両 ） れ 質 V 

如来 

あ し 面 の な 
り た が あ い V の は " 

身 か 趨 舎 り 諸 
よ、 @ た 大 ま か 功 

を 格 れ た 徳 
功 示 的 て の が 
徳 す 救 い 最 八 
か 救 済 る も 法 

済 仏 と 根 身 ら   
生 仏 と 説 本 V 

に を か 的 の 
る て 

じ、 
対 統 れ な 所 

布 す 一 た 特 属 智慧の ととも 

施 る す 。 質 で 
か 八 る す と あ 
ら 信 八 な し る 
生 

、そ に 完成 

じ 
る と強 V 観 二 の ち、 法身 ね て、 そ 調 

つ Ⅴ 以 の さ の意味は（：・ づ ひレコ 「 p. 
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な 
お 

  
上 
の 

女 
く、 

徳 
性 
を 
有 
す 
る 

法 
身 
ひよ 

如来 

の 

地 
位 ヱ 

を   

思味 

し 
て 
い 

る 
ガ、 

そ 
れ 
十文 

煩 
  
蔵 
を 
離 
れ 
て 
い 

な 
い 

時、 

如来 

蔵 

ら た （ 不 可 後 来 
り、 向て 

  友 

請 来 ㍉ 通 い 形 に 
  
心 の 如 
す 気 来 

0 件 い 本 説 
べ 持 身   
の 起 善 
で こ が 

あ す 無 
る実べ 量 

を 法 ピ @ き に 
で ・ 行 

あ な 

りわ 、 れ 

あ た 

か す     る か 

に 恒年 
八 々 

々 生 
め じ 

慣 る 

智 
， 悩 の 
の で 

病 あ 
な る 断 
つ る 

仏 なる 不変 
た な 
め た 

（永続） 功徳を 
ル 1 リナこ Ⅱ 店 @ こ 。 ン 

六   こ の は 、 
備 自 

す 性 
上 こ 

（ た の 
る 清 く と 

も 浄 
第一 く よ 
  

の     正 ぅ 

期 し な 
（ 離 
で、 d 大 く （ 

あ 切 
完 如 

る 煩 成 し） 来 

悩蔵 ヒ ）。 （ た 身 
特 ， 吾 に 

であ 

  Ⅴ @ し r)  文サ 

れ か 界 Ⅹ 否   女 に し 



存 ・ 身蓋 の良問   
基 で を 
盤 あ 真 裏 

て か するに にし る結 o ） 偏 し、 
い よ 寂   

る う 静 以 
。 な で 上 

八 展 あ の 
仏 開 り 諸   
  
  
進展 て、ャ禾 統一 こ ｜ し 六如来 、無 地のは 仏と、 

た 色 
法 身般ら無 『 
V 君 ぎ 形 

なる 」はさ 径 を な 
ら 説 し 仏 
ほ の て 陀 
高 智 い の 
場 慧 る 本 
さ の 入 質 
れ 宗 結 か ら るよ 老 成Ⅱ 対 、 
ぅ 仏 V 不 
に の 的 辺 
な 本 な に 

づ 質 存 し 
た総た 在 て 

。 ） る へ 不 

法 と 町 
卑 属 思 
と 聞 議 
の さ な 
統、 れ る 
宙た 功 
を の 徳 
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（
㏄
）
 

よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

次
に
、
「
 浬
穏
経
ヒ
は
 八
法
身
常
住
 説
 V
 を
宣
揚
し
た
も
 

そ
れ
は
以
上
の
「
 不
 増
 不
滅
 経
円
 
「
 
勝
隻
 

経
 」
等
と
同
じ
伝
統
に
立
っ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
 

円
浬
興
経
 」
の
常
住
た
る
法
身
は
、
ま
た
 衆
 生
 済
度
の
た
め
に
三
界
 

@
 
皿
 -
 

に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
わ
た
っ
て
種
々
の
八
方
便
 身
 V
 を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
 

「
如
来
応
供
 正
 等
覚
者
は
、
所
化
の
衆
生
の
た
め
に
三
界
 に
 三
種
の
方
便
身
を
現
ず
る
。
す
な
 ね
 ち
、
生
れ
る
か
 
の
 如
く
、
生
長
す
 

（
功
田
）
 

る
か
の
如
く
、
 
浬
 興
に
入
る
か
の
如
く
示
現
す
る
が
…
 如
 来
は
常
住
で
あ
る
 ピ
 

常
住
、
す
な
 ね
 ち
、
時
間
の
次
元
を
全
く
超
え
て
い
る
 と
い
う
あ
り
か
た
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
お
 い
 て
姿
を
あ
ら
れ
 

し
 、
利
他
の
は
た
ら
き
を
な
し
て
い
る
と
い
う
如
来
法
身
 は
 、
さ
ら
に
「
智
光
明
荘
厳
 経
ヒ
の
 主
題
と
な
り
、
 
そ
 の
は
た
ら
き
は
 
九
楡
に
 

づ
 。
・
の
 
臣
ヴ
甘
 
p
.
 
づ
 。
）
と
い
う
四
徳
が
如
来
の
不
 
共
 な
る
も
 の
で
あ
り
、
阿
羅
漢
、
独
覚
、
菩
薩
に
存
せ
ざ
る
も
の
で
 あ
る
と
説
か
れ
る
と
こ
 

（
 
毬
 @
 

ろ
に
お
い
て
見
ら
れ
る
強
調
点
で
も
あ
る
。
 

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
如
来
法
身
の
常
波
羅
蜜
、
 楽
 波
羅
蜜
、
我
波
羅
蜜
、
海
波
羅
蜜
（
三
モ
 P
 。
 
苗
 口
目
 ざ
 ゆ
 ・
の
二
片
す
の
。
 

づ
 0
.
 
 

ゆ
任
 
づ
が
 

（
 ・
 

@
 
仰
 -
 

（
（
 
肢
 （
 
す
ゅ
 仮
が
 壷
ぬ
銭
ヴ
プ
曲
 ）
と
呼
ば
れ
、
衆
生
の
地
位
を
示
 す
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
如
来
蔵
 は
 八
柱
 纏
 位
の
法
身
 V
 

 
 

 
 

と
 定
義
さ
れ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
木
性
に
お
い
て
は
法
身
 は
 如
来
蔵
Ⅱ
衆
生
と
全
く
平
等
で
あ
る
が
、
 

得
果
 と
い
う
 点
 に
お
い
て
は
区
別
さ
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に 厳 仏 法 が 十 れ み 説 と 

し 経 ち V 法 、 既 種 し る 重 光 以 い 二 

て いに 』なと蔵 み呼 苦報 六に ふ 好たボねず前わ ・が サ が、 のれ 易 説 
る お に ば 薩 身 れ 十 っ ツ 想 イ 話 8% か 
。 い 、 れ と 仏 た 八 て の 定 ン 要 。 ） ら 三身謀 しかし て見ら 報身 八 るもの 誓 して V は生 如く 、 小兵法 、仏陀 修行・ され、 思想 ド 素に ょ 報身に   

報 国 原 型 立 て の そ て が 結 の 準 て い 
V 果 語 と て 訳 経 れ の そ 異 板 備 種 ぅ 

。 ） 行 外 一 る 徳 あ て あ た 既 読   
無 れ さ 然 
量 ら れ そ   

の 陀 律 う ら 八 
    果 

位 前 
の 地を V                   

ノ 一 行 （ 
報 

に 提 
唯 V 

  識 （   ヤ @ し 達 は 0 % 
し し 何 て 釈 他 な 

ら たて と 、 
考 釈   

道 下     え 尊 
ら め 
れ 成 と結びがせ p. ガ， 

    る ㊨ 道 
0@ 

つ 受 
が ナ - Ⅰ ら に し い 用 

れ 本 は 
る 生 蕃 

  
譚 数 え 居 、 

  そ の ら @ '@ 代目 主 "' 
什ノ @ @ の 前 ね め 
ま 他 生 て 導   で、 の に い 入   も 払 わ る に 

伝 た がミ総よ 

文 る 
  とし a] 隼す 仏 は 叩   

      そ て     に 行 ， 一 の 開 
十一 お   成 か 
  い 差 目 立 れ 
相   の 語ら 行 て 積 じ 64 昇 華 身 ナ、 Ⅰ 八 鼻 の 

四 

  
報 
身 
  
成 
立 
の 

背 
旦 
牙く 



 
 

仏
陀
の
智
慧
と
大
悲
を
さ
す
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
 

阿
弥
陀
仏
の
無
量
寿
と
無
量
 

開
 

 
 

-
0
-
 

仏
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き
を
除
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
え
 

目
燵
甘
 
卸
せ
り
 

臣
ま
繕
 
Ⅱ
 
甲
繕
ユ
 Ⅱ
の
給
の
で
の
）
 

三
 の
せ
 
宝
田
じ
と
見
な
し
、
全
く
利
他
 

鼻
 と
は
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
 

す
な
ね
 ち
、
受
用
身
（
報
身
）
の
 

は
こ
の
点
に
お
い
て
対
照
的
に
見
ら
 よ

 う
 。
こ
の
点
に
お
い
て
、
同
じ
く
三
身
を
説
く
「
 究
 寛
一
乗
空
性
 論
 」
（
 繍
 官
簿
 的
 o
 （
 
r
a
 
ま
 %
 ゅ
的
曲
 

（
略
号
、
由
の
 

「
）
（
 

メ
 
7
 
6
 
 

）
 は
、
第
二
身
の
受
用
身
（
報
身
）
を
 大
 悲
の
清
浄
な
る
等
 流
 
（
 
ガ
 p
q
E
 

づ
 w
.
 
ぬ
 
E
&
&
 
ま
 ・
 

行
 を
な
す
も
の
と
す
る
が
、
た
だ
あ
ら
わ
れ
る
領
域
・
 場
 所
に
お
い
て
同
じ
く
利
他
行
を
な
す
変
化
 

（
㏄
）
 

説
い
て
い
る
。
 

理
解
に
そ
の
自
利
的
方
面
を
強
調
す
る
目
の
や
と
、
 
利
 他
的
 方
面
を
重
視
す
る
抽
の
く
の
両
立
場
 

れ
る
が
、
同
じ
報
身
に
自
利
の
み
な
ら
ず
利
他
の
は
た
 ら
ぎ
が
認
め
ら
れ
、
 自
 受
用
と
他
受
用
の
両
 

の
は
た
ら
ぎ
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
菩
薩
行
の
完
成
者
と
 

見
な
さ
れ
る
諸
仏
（
諸
々
の
報
身
 

仏
 ）
に
は
報
身
 

仏
と
、
、
 

、
、
 し
て
マ
マ
の
利
他
の
は
た
ら
 

（
㏄
 
-
 

の
 
用
法
が
見
ら
れ
、
仏
の
受
用
身
す
な
わ
ち
法
を
享
受
 

す
る
 
身
 （
 
&
 
す
ミ
 

ョ
キ
約
千
 

ヴ
ォ
 

。
 
幅
 
p
.
 

カ
リ
 

Ⅱ
じ
と
軌
を
一
に
 

す
る
 
語
 
と
な
 

る
 
。
 

 
 

  

 
 

見
ら
れ
る
が
、
や
が
て
報
身
仏
は
三
身
説
の
中
に
位
置
 

づ
 
げ
を
受
け
る
 

よ
う
 
に
な
っ
た
。
 

三
身
 
説
 
が
あ
ら
れ
さ
れ
て
か
ら
も
、
 

八
執
身
仏
 

V
 
の
 
概
 
念
 
が
さ
ら
に
展
開
さ
れ
る
余
地
を
有
し
て
い
た
と
い
え
る
 

の
で
あ
る
 

の
は
、
 

八
 
報
身
 
V
 （
受
用
身
）
を
重
視
し
て
、
そ
れ
を
三
身
 

の
う
ち
に
最
初
に
説
い
た
と
思
わ
れ
る
ョ
大
乗
荘
厳
経
論
 

六
目
 
麓
す
ゆ
せ
ゆ
 

（
㏄
 

-
 

享
受
者
で
あ
り
、
自
利
の
ほ
た
ら
き
の
結
果
を
受
用
 

し
、
 
そ
れ
を
あ
ら
わ
す
仏
身
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
が
、
 

利
 
他
行
 
は
 
第
三
 

る
の
で
あ
 

諸
要
素
が
 

。
と
い
う
 

 
 諸

功
徳
の
 

の
 変
化
身
 



性
 の
 義
 、
す
な
わ
ち
一
切
の
煩
悩
所
知
障
を
離
れ
た
あ
 り
か
た
を
さ
し
、
自
性
 身
 ま
た
は
法
身
と
呼
ば
れ
る
。
 
-
 
篠
 ）
 

の
 第
一
身
は
他
の
一
一
身
 

の
よ
り
ど
こ
ろ
 宙
絆
 申
せ
 
ひ
 ）
で
あ
る
が
、
他
の
二
 身
 と
は
 、
自
利
の
は
た
ら
ぎ
を
な
す
受
用
身
と
、
利
他
行
を
な
 す
 変
化
身
で
あ
る
。
 
受
 

片
身
（
報
身
）
は
、
以
上
見
た
如
く
、
菩
薩
行
の
完
成
 者
で
あ
り
、
清
浄
法
界
の
諸
功
徳
法
の
享
受
者
で
あ
り
、
 会
衆
論
に
あ
ら
わ
れ
る
 

具
体
的
な
仏
陀
（
た
ち
）
を
さ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
 て
 、
変
化
身
は
、
衆
生
教
化
の
た
め
に
世
間
に
あ
ら
わ
れ
 る
 仏
身
で
あ
る
。
 

ヨ
の
 巨
は
 第
一
身
を
清
浄
法
界
の
自
性
の
身
と
し
、
 

平
 等
 ・
微
細
な
る
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
ほ
か
、
あ
ま
り
 許
 し
 ぃ
 説
明
を
な
さ
な
 

（
 
乃
 -
 

ぃ
が
 、
そ
れ
を
不
動
な
る
、
無
色
無
形
の
仏
陀
の
木
質
と
 見
 な
し
て
い
る
と
い
え
よ
 う
 0
 そ
し
て
、
そ
の
本
質
を
 具
現
す
る
も
の
、
主
体
 

的
 仏
陀
は
、
諸
功
徳
法
の
享
受
者
で
あ
る
受
用
身
に
他
 な
ら
な
い
。
 

（
 
ム
 
7
1
 

u
 
）
 

ヨ
 の
レ
自
体
に
お
い
て
は
、
受
用
身
，
報
身
の
利
他
的
 方
面
 は
 ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ほ
後
の
安
意
訳
 、
そ
し
て
「
仏
地
 経
 

 
 

論
卜
 
「
成
唯
識
論
」
そ
の
他
の
唯
識
系
の
諸
論
書
に
お
 い
て
あ
ら
わ
に
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
に
よ
 っ
て
英
仏
と
し
て
の
 
報
 

身
は
仏
陀
た
る
も
の
の
根
本
で
あ
る
智
慧
と
大
悲
の
具
 現
 者
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
こ
 ね
 ち
に
よ
っ
て
、
受
用
 

@
n
@
 

三
身
謀
に
よ
っ
て
仏
身
論
 は
 理
論
と
し
て
の
 充
 全
的
な
 士
 
万
成
 に
至
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
大
ま
か
に
見
て
 、
 三
身
謀
以
後
の
仏
身
 

論
 に
は
二
系
統
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
ほ
 旨
い
キ
 に
よ
っ
 て
 代
表
さ
れ
る
立
場
で
あ
 冗
 
@
2
 
）
い
わ
ば
 

、
 

八
 報

身
中
心
 V
 の
仏
身
論
 

で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
れ
の
く
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
、
 い
わ
ば
八
法
身
中
心
 V
 の
仏
身
論
的
立
場
で
あ
る
。
 

唯
識
思
想
の
立
場
に
立
つ
目
の
 キ
 は
、
菩
薩
 行
 を
め
ぐ
 る
こ
と
が
ら
を
主
題
に
し
て
、
そ
の
菩
薩
 行
 が
目
ざ
す
、
 清
浄
法
界
（
 目
ミ
 ・
 

日
 注
す
 ひ
 （
 
u
.
 
丘
 当
ロ
 ロ
ミ
 
）
と
呼
ば
れ
る
仏
の
世
界
の
叙
述
 に
お
し
て
三
身
謀
を
あ
ら
わ
し
て
し
る
。
 

、
、
、
 
@
3
@
@
 
 

そ
こ
で
第
一
 身
 と
は
清
浄
法
界
の
自
 

 
 

五
二
系
統
の
仏
身
論
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法 （ 仏 

  
の 

    
る舖 o ） 
ぃじ し 

し か 

な お 荒れ 、 の 
" つ 教 

八 て え 
を 

  

  
  
  
法 空 教 

抱 でを 
対 は 
的 こ 釈 
な の 尊 
も 意 の 
の 味 悟 
て "  て "  り 

あ 仏 の 
る 教 内 
と の 容 
い 展 Ⅱ 

ぅ 開 運 
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う
 
な
 
八
 
報
身
中
心
 

V
 の
仏
身
論
は
特
に
阿
弥
陀
仏
の
仏
 

格
を
裏
づ
け
る
理
論
的
構
造
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
。
 

杢
 

（
 
7
 
8
 

）
 

  

 
 

 
 

@
 
乃
 
-
 

し
て
、
そ
の
如
来
法
身
の
自
利
・
利
他
の
二
種
の
は
た
ら
 

き
を
も
っ
て
三
身
と
い
う
あ
り
か
た
を
区
別
す
る
。
 

そ
 
こ
で
は
、
第
一
身
と
は
 

 
 

煩
悩
所
知
障
を
離
れ
、
無
漏
法
身
を
獲
得
し
た
仏
身
で
 

あ
り
、
自
利
を
な
す
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
他
の
 

二
具
ほ
利
他
行
を
な
 

し
 
、
会
衆
論
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
て
菩
薩
を
相
手
に
し
て
 

説
法
す
る
受
用
身
と
、
世
間
に
お
い
て
衆
生
の
教
化
を
 

な
す
変
化
身
と
の
 

二
 

@
 
㏄
 
-
 

種
 
と
説
か
れ
る
。
す
な
 

ね
 
ち
、
第
一
身
は
、
三
身
を
含
 

む
 
総
括
的
な
如
来
法
身
の
自
性
 

鼻
 
と
し
て
、
仏
地
を
獲
得
 

し
 
、
成
道
の
主
体
、
仏
 

@
 
㎝
㏄
）
 

@
 
㏄
 
@
 

小
兵
功
徳
法
の
完
成
者
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
て
い
る
。
他
 

の
 
三
身
は
そ
の
如
来
法
身
の
大
悲
の
等
 

流
 
と
し
て
、
 

そ
 
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
お
 

い
 

 
 

-
 
㏄
 
@
 

す
る
総
括
的
如
来
法
身
で
あ
る
。
す
べ
て
の
仏
身
は
 

、
，
 

」
の
如
来
法
身
に
帰
す
る
も
の
で
あ
り
、
衆
生
の
め
ざ
す
 

究
 
覚
他
で
あ
る
と
同
時
 

に
 
、
信
仰
の
対
処
と
さ
れ
る
 

八
 
絶
対
者
 

V
 
的
 
仏
 
で
も
あ
る
 

と
 
解
せ
ら
れ
る
。
さ
か
の
ば
っ
て
み
れ
ば
、
司
法
華
経
ヒ
 

の
 
統
一
仏
力
見
ら
れ
 

。
、
、
（
 

8
 
4
@
 

（
 
@
 
㏄
）
 

@
 
㏄
 
@
 

｜
 む
す
び
 
｜
 

 
 

（
 行
 ）
 

身
 
・
報
身
が
八
自
性
 
鼻
 と
変
化
身
を
 っ
 な
ぐ
三
身
 調
め
 中
軸
を
な
す
も
の
・
・
・
真
に
仏
身
と
称
す
べ
 き
 も
の
 V
 

と
し
 て
 高
揚
さ
れ
る
 0
 
か
ょ
 



フ
，
ダ
観
 
・
仏
身
論
の
種
々
の
考
察
の
結
果
、
八
絶
対
 

（
 
4
 ）
最
近
の
研
究
成
果
に
 
よ
 る
訂
正
を
要
す
る
が
、
中
国
に
 

者
 V
 的
伝
 が
 説
か
れ
る
 
よ
う
 に
な
っ
た
。
そ
の
絶
対
的
伝
 

お
け
る
仏
身
論
の
分
類
の
図
式
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
、
 塩
 回
議
 遊
 
「
仏
身
論
の
展
 

は
 、
智
慧
と
大
悲
を
 

根
本
と
な
す
も
の
で
、
普
遍
性
・
具
体
性
（
特
殊
性
）
 
、
 超
越
性
・
内
在
性
、
そ
し
て
人
格
性
・
非
人
格
性
を
特
 質
 と
す
る
宗
教
的
最
高
 

@
 
㏄
 -
 

原
理
と
し
て
高
揚
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
報
身
 仏
の
 阿
弥
陀
仏
と
名
づ
け
ら
れ
、
ま
た
は
如
来
法
身
の
大
日
如
 来
 と
名
づ
げ
ら
れ
る
 絶
 

対
 看
的
 仏
は
 、
 八
 創
造
 V
 と
い
う
は
た
ら
ぎ
を
除
い
て
 
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
、
キ
リ
ス
ト
教
の
 神
 、
そ
の
他
諸
宗
教
の
 

八
 絶
対
者
 V
 
の
概
念
と
共
通
性
が
濃
い
と
き
 
ロ
 っ
て
よ
か
 ろ
 う
 。
 

註
 

（
 
1
 ）
長
尾
雅
人
「
仏
身
論
を
め
ぐ
り
て
 
円
 
「
哲
学
研
究
 ヒ
第
 五
二
一
号
（
一
九
七
一
年
）
一
八
八
頁
（
又
は
、
長
尾
 著
 
「
 
中
 観
と
 唯
識
 口
 岩
波
書
 

店
 、
一
九
七
八
年
、
二
六
六
 ｜
 二
九
二
頁
）
参
照
。
 

（
 
2
 ）
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
「
大
乗
荘
厳
経
論
 
L
 と
円
 究
 寛
一
 乗
 空
性
輪
ヒ
の
ほ
か
に
、
日
現
 観
 荘
厳
論
円
目
摂
大
乗
論
」
 及
 び
そ
れ
に
対
す
る
 釈
、
 

「
仏
地
経
論
宗
「
十
地
経
論
 円
 司
法
華
経
論
 目
 
「
金
剛
般
若
経
論
 
L
 、
そ
し
て
未
解
決
の
問
題
を
提
示
す
る
「
仏
性
論
 ヒ
 「
大
乗
 
起
信
論
」
、
 そ
 

の
 他
も
あ
げ
ら
れ
る
。
 

（
 
3
 ）
拙
稿
「
法
身
と
智
慧
」
、
「
仏
教
学
 ヒ
 第
三
号
（
一
九
七
 セ
年
 ）
 一
 0 三
 @
 一
 0 四
頁
参
照
。
 

開
 」
、
口
印
仏
所
」
 
セ
巻
 
（
一
九
五
九
年
三
月
）
一
二
 
0
@
 
一
二
 三
頁
が
参
考
と
な
る
。
ま
た
、
「
大
乗
義
章
」
第
十
九
に
見
ら
 れ
る
 八
開
 具
合
 

-
 
㏄
 -
 

の
 重
要
な
一
部
門
と
な
っ
た
。
 

こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
の
法
を
体
得
す
る
こ
と
は
仏
教
徒
 の
め
ざ
す
と
こ
ろ
に
他
な
ら
な
い
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
法
を
実
際
に
体
得
し
、
そ
れ
を
説
い
た
 釈
尊
へ
の
追
慕
、
そ
し
て
具
体
的
な
信
仰
対
象
を
求
め
 る
 仏
教
徒
た
ち
の
 ぬ
不
 

教
 的
要
望
が
、
八
仙
中
心
 V
 の
信
仰
的
態
度
を
成
立
さ
 せ
た
。
故
に
 、
 法
と
並
ん
で
仏
は
帰
依
 処
 と
し
て
立
て
 も
 れ
た
の
で
あ
る
 0
 そ
こ
 

で
仏
の
あ
り
か
た
に
関
す
る
考
察
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
、
、
、
、
、
、
 

@
 

理
想
境
地
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
依
る
べ
 き
 師
の
追
究
 と
し
て
な
さ
れ
、
教
理
 

(124) 14 



仏身論の展開 

（ （ （ （ （ （ （   
12@ 11@ 10   9 8@ 7 6       

河 論 ㌍ 

ア 

（ ヒ " 
山 （ 」 Ⅰ 

  

        と舵 

    
中村元 ヨ原 く 

始 「 
( ム原 
教始   の仏 究   
ぽ、 教 

大 ち、 
利目 聖 第一 

ヒ興       
八巻 

観   由典   
村研 号 

  元究   
選 め       
    に 七 

三つ 年 ・） 仏を観 九二四 

頁 る 四 
下 着 。春秋いて」 、 

五一   
参 V 社 「   

    に地 照 。 二本 四 Ⅰ て @   
15  (125) 



5 2 （ （ 6 2 
  

  9 2 （ （ ノ甘 2 （ 00 2 （ 2 2 （ l 2 （ 0 1   ） ） 1 ll o0 ） l Ⅰ リ l ） l Ⅰ ムリ ） 1 5 ） 1 4 3   
七 

    
ナニ Ⅰ 日 頁   

        
昭昭   

  
の Ⅰ     一 コ 「 一 

  

第一 

一巻、     頁 の 昭 弟 
大   正   軍せ 干 たち 六巻（一二七頁 ハ頁、神 成立 教研究 ヒ 参照。 史 和 四四 

(126)@ 16 



仏身論の展開 

（ ハ （ 
1 3 （ 

  8 % ） ） ） 3 9 3 2 ） ） 33 （ （ 7 （ ） 6 33 ）（ （ 5 ） 4 3 ） （ 3 3   30 29 % 27   
  

  

ⅠⅠ 

『 華基想 Ⅰ さ 

@% 

な 

絶   
対化 

さ 
    

ら二 さ る 
れ せ と   
ナ - @ 七八 ず 、 よ い   

17  (127) 



公
妃
）
 

（
 
穏
 ）
 

（
 
4
 ）
 

（
 
5
 ）
 

（
 
蝸
 ）
 

（
 
7
 ）
 

（
 
毬
 ）
 

ハ
仰
 ）
 

（
㏄
）
 

（
 
1
 ）
 

（
 り
乙
 
）
 

（
 
5
 
3
 ）
 

（
 
5
 
ア
 
ド
）
 

（
・
 

l
l
 
）
 
如
来
蔵
思
想
形
成
の
重
要
な
諸
経
典
に
つ
い
て
、
高
崎
直
道
 
日
 如
来
蔵
思
想
の
形
成
口
（
以
下
「
形
成
ヒ
と
す
る
）
春
秋
社
、
 

 
 

照
 。
 

 
 
 
 
 
 
 
 

「
大
正
月
第
一
六
巻
、
大
正
十
四
年
、
四
六
六
 ｜ 四
六
 セ
頁
 。
 古
 
日
時
円
形
成
ヒ
六
九
 
@
 九
六
頁
参
照
。
 

 
 

「
大
正
し
第
一
六
巻
、
四
六
七
頁
 

中
 。
 

（
月
輪
 賢
隆
日
蔵
 漢
和
二
一
誠
合
壁
、
勝
 鷺
 経
、
室
戸
童
子
前
聞
 経
 ヒ
 ハ
室
 憧
 金
編
、
一
九
四
 0
 年
し
）
一
二
八
 @
 
一
二
 0
 頁
 参
照
。
 高
崎
ョ
形
成
 目
 

高
崎
同
形
成
」
七
三
頁
参
照
。
 

六
如
来
性
 V
 を
意
味
す
る
法
身
は
八
性
と
し
て
の
法
身
 V
 と
呼
 ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
拙
稿
「
法
身
と
智
慧
」
、
㍉
仏
教
学
」
第
二
一
 

号
 
（
一
九
七
七
 

年
 四
月
）
 、
八
 -
 
ハ
 @
 
一
 0
 四
頁
参
照
。
 

「
大
正
月
第
一
二
巻
、
大
正
十
四
年
、
二
二
一
頁
 下 、
及
び
「
 宝
 性
論
ヒ
 
（
再
の
 
メ
 
）
 0
 ワ
コ
 
の
（
 
0
 コ
 （
の
Ⅹ
（
・
 

ワ
馬
 -
 ト
 0
1
 三
）
、
そ
し
 て
 チ
ベ
ッ
ト
 訳
 

一
 0
 四
頁
参
照
。
 

註
邸
と
 同
じ
。
 

ヨ
大
正
ヒ
第
一
二
巻
、
二
二
二
頁
上
、
そ
し
て
 オ
 の
 せ
 ㏄
亡
ト
 ｜
 ～
の
引
用
参
照
。
 

光
 宝
寺
沫
雪
（
四
六
七
 @
 五
二
九
頁
）
の
「
法
華
叢
記
」
昌
大
 正
 」
第
三
三
巻
、
大
正
十
五
年
、
五
七
一
 @
 六
五
一
頁
）
で
は
 「
法
華
経
」
に
 

は
ま
だ
説
か
れ
な
か
っ
た
八
法
身
常
住
 説
 V
 が
 
日
 淫
薬
 経
 」
に
 至
っ
て
説
き
明
か
さ
れ
た
と
見
な
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
そ
 の
ま
ま
広
く
 
採
 

崩
 さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
が
、
 

司
 不
増
不
減
 経
 」
 日
勝
鷺
経
 」
そ
の
他
も
常
住
法
身
観
を
説
い
て
お
り
、
 
日
浬
繋
 経
口
と
同
 じ
 伝
統
に
立
っ
 

て
い
る
。
 

註
鵜
と
 同
じ
。
高
崎
ヨ
形
成
」
一
二
七
 @
 一
九
 0
 頁
 参
照
。
 

チ
ベ
ッ
ト
 訳
、
い
 可
約
 
版
之
 0
.
 ド
 ド
 N
.
 つ
つ
 ほ
 の
 １
ト
 き
 ・
㍉
大
正
 ヒ
 第
一
二
巻
、
四
 0
 二
頁
上
、
八
七
九
頁
 干
 、
ま
た
、
Ⅰ
 ゴ
り
終
 版
 
p
.
1
9
 
つ
 ・
 

日
大
正
二
第
一
二
巻
、
四
二
一
頁
 

七
 、
八
九
四
頁
上
 @
 中
 、
参
照
 。
高
崎
「
形
成
し
一
六
九
 り
 一
七
二
頁
参
照
。
 

「
 オ
 が
の
り
 
版
や
ぢ
べ
 
高
崎
日
形
成
ヒ
一
七
 0
 頁
 参
照
。
 

高
崎
「
形
成
ヒ
大
 0
 四
 @
 六
三
八
頁
参
照
。
 

中
国
に
お
い
て
八
法
身
有
色
無
色
 V
 の
論
議
が
行
な
わ
れ
た
が
 、
イ
ン
ド
に
お
け
る
そ
の
背
景
は
法
身
観
の
展
開
の
種
々
の
 段
 階
 に
見
ら
れ
、
 

有
色
無
色
の
両
立
場
を
さ
さ
え
る
所
依
が
あ
る
と
い
え
 よ
う
 。
 古
澤
 宜
英
 「
法
身
有
色
調
 は
 つ
い
て
」
、
「
仏
教
学
 ヒ
 第
三
号
（
 一
九
七
七
年
四
 

月
 ）
二
三
 @
 四
四
頁
参
照
。
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奄
 

一
見
し
て
奄
美
大
島
の
他
の
小
村
落
と
 

装
 ら
な
い
四
阿
 
室
 を
調
査
 地
 と
し
て
選
定
し
た
の
  

 

美の村落における 宗教観と信仰実践 

今
回
（
一
九
七
 

セ
年
 
九
月
）
宗
教
・
社
会
調
査
を
実
施
 

し
た
 

乱
 
呼
塗
は
奄
美
半
島
の
西
南
に
浮
か
ぶ
加
計
呂
麻
島
 

（
周
囲
一
四
二
・
五
 

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
面
積
八
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
の
 

外
海
に
面
し
た
ほ
ぼ
中
央
（
東
経
一
二
九
度
一
三
分
、
北
 

緯
 
二
八
度
六
分
）
の
海
 

 
 

 
 

 
 

セ
セ
年
 

九
月
現
在
）
と
い
う
小
部
落
で
あ
る
。
正
式
の
 

名
称
は
鹿
児
島
県
大
島
 

同
室
。
 

三
方
を
猛
毒
の
蛇
ハ
ブ
が
棲
息
す
る
山
で
囲
ま
れ
、
一
方
 

が
 
海
に
面
す
る
狭
い
平
地
に
位
置
 

し
 
住
民
は
肩
を
寄
せ
合
う
 

よ
う
 
に
小
さ
な
村
落
共
同
体
 

な
 
形
成
し
、
 

ほ
 
そ
ば
そ
と
農
業
を
営
  

 

十
せ
ぬ
 

・
 
ふ
 

 
 

金
や
大
島
紬
の
織
り
賃
に
仰
い
で
生
活
し
て
い
る
。
 

  

問
題
の
所
在
と
調
査
目
標
 

伸
 

安
斎
 

奄
美
の
村
落
に
お
け
る
宗
教
観
 と
信
 仰
 実
践
 

瀬
戸
内
町
四
阿
 室
 全
世
帯
調
査
結
果
 か
ら
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主
 ）
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
宗
教
所
属
と
宗
教
観
、
日
 常
 生
活
に
お
け
る
宗
教
実
践
の
様
相
を
調
査
し
、
こ
れ
ら
 と
村
落
生
活
、
人
問
関
 

係
な
ど
と
の
相
関
の
実
態
を
で
き
る
限
り
繊
密
に
 、
ま
 た
 数
量
的
に
把
握
し
、
宗
教
と
地
域
社
会
の
関
係
を
解
 
明
 す
る
こ
と
を
目
指
し
 

キ
ハ
 

-
 
Ⅰ
。
 

村
落
生
活
の
面
で
は
、
過
疎
化
が
進
行
す
る
な
か
で
の
 生
業
に
対
す
る
態
度
や
転
出
者
急
増
の
理
由
、
転
出
先
と
 そ
の
職
業
、
村
落
 内
 

で
の
生
活
程
度
、
地
域
の
社
会
構
造
の
解
明
に
も
留
意
し
 た
が
、
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
稿
を
改
め
て
報
告
す
る
こ
 と
と
し
、
本
稿
で
は
 紙
 

数
の
限
り
も
あ
り
、
「
宗
教
」
に
関
す
る
調
査
事
項
に
焦
 点
 を
あ
て
る
の
み
に
止
め
た
い
。
 

さ
れ
た
こ
と
を
機
と
し
て
、
四
阿
室
の
全
戸
調
査
を
計
 画
し
、
急
激
に
過
疎
化
が
進
行
す
る
雪
村
落
の
全
世
帯
主
 
（
も
し
く
は
準
世
帯
 

に
 百
一
つ
て
カ
ト
リ
 
ソ
ク
 教
を
は
じ
め
と
す
る
移
入
宗
教
の
 受

容
に
お
け
る
住
民
の
思
考
・
意
識
構
造
の
変
化
と
 村
 落
 生
活
の
相
関
に
つ
い
 

@
 
註
 l
 ）
 

 
 

て
 調
査
を
継
続
し
て
き
た
。
 

昨
年
は
文
部
省
科
学
研
究
費
に
よ
る
大
学
会
連
合
の
総
 ム
 口調
査
 地
が
 奄
美
大
島
に
ぎ
ま
り
、
筆
者
が
宗
教
学
会
 調
 査
班
 の
一
員
に
委
嘱
 

 
 

西
岡
室
の
調
査
は
今
回
が
初
め
て
で
は
な
く
、
す
で
に
 第

一
回
の
調
査
は
十
五
年
前
の
一
九
六
三
年
に
さ
か
の
 ，
ほ
 り
 、
そ
の
後
も
数
次
 

は
 、
戦
後
ま
で
伝
統
的
な
 ノ
 p
 の
祭
祀
を
持
続
さ
せ
て
い
 た

こ
の
村
落
に
、
大
正
中
期
に
大
本
教
が
伝
え
ら
れ
て
 定
着
し
、
戦
後
の
 ソ
 ロ
 

祭
祀
の
崩
壊
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
が
 宣
教
さ
れ
て
、
広
く
受
容
さ
れ
、
さ
ら
に
創
価
学
会
の
折
 伏
も
行
わ
れ
て
、
住
民
 

の
 一
部
に
受
容
さ
れ
て
い
る
と
い
う
宗
教
学
的
に
興
味
 深
い
現
象
に
注
目
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
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調
査
の
経
過
 

調
査
の
計
画
か
ら
実
施
、
集
計
、
分
析
に
至
る
経
過
は
 次
の
通
り
で
あ
る
。
 

一
九
七
 セ
年
 七
月
昭
和
五
二
年
度
四
阿
空
宗
教
社
会
 
調
 査
を
企
画
。
 

八
月
調
査
項
目
の
検
討
及
び
質
問
項
目
の
 
ヮ
 ー
デ
ィ
ン
 
グ
 。
 

九
月
調
査
 票
 設
計
及
び
印
刷
。
九
月
二
一
日
二
 
九
日
現
地
調
査
実
施
 

十
月
集
計
方
針
の
検
討
と
整
理
 

十
一
月
「
転
出
と
家
族
の
実
態
」
「
宗
教
と
生
活
」
に
 一
 一
分
類
し
て
デ
ー
タ
カ
ー
ド
を
作
成
。
 

践
 

十
二
月
「
転
出
と
家
族
の
実
態
」
に
つ
い
て
電
算
処
理
 
開
始
。
 

仰
実
 

ポ
 

一
九
 セ
 八
年
一
月
「
宗
教
と
生
活
」
に
つ
い
て
 電
算
処
理
開
始
。
 

観
 

一
二
月
古
本
教
実
践
の
ス
コ
ア
 1
 等
の
検
討
 0
 

教
 

士
 
小
 

 
 

四
月
第
一
次
集
計
完
了
 

げ
 

 
 

 
 

 
 

間
葉
に
基
づ
い
て
、
四
阿
 室
 の
全
実
質
世
帯
に
対
し
、
 
上
 智
 大
学
社
会
学
科
学
生
 3
 名
）
 

 
 
 
 

顛
か
ら
成
る
調
査
員
と
筆
者
に
よ
る
、
条
目
訪
問
、
面
 

接
 聞
き
取
り
調
査
 沃
 に
よ
っ
て
 家
 施
さ
れ
た
。
 

 
 

 
 

奄
 

 
 

対
象
と
な
っ
た
世
帯
は
、
行
政
上
の
世
帯
（
住
民
票
の
 世
帯
）
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
同
一
家
屋
に
住
み
、
 生
計
を
同
じ
く
す
る
 

ニ
 
調
査
の
計
画
・
実
施
・
集
計
 



実
質
世
帯
と
し
た
。
 

し
た
が
っ
て
、
行
政
上
は
同
一
世
帯
と
さ
れ
て
い
て
も
、
 家
 際
に
は
二
世
帯
に
分
れ
て
い
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
 を
 対
象
と
し
、
ま
た
 

住
民
票
は
二
世
帯
と
な
っ
て
い
て
も
共
同
生
活
を
営
ん
 で
ド
 る
も
の
は
一
世
帯
と
し
て
扱
っ
た
。
 

さ
ら
に
住
民
票
に
は
記
載
さ
れ
て
い
て
も
、
調
査
時
に
世
 帝
人
員
の
す
べ
て
が
転
出
し
て
い
る
も
の
を
対
象
外
 と
 し
た
 0
 

こ
れ
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
 

住
民
票
に
 よ
 る
世
帯
数
八
六
。
転
出
世
帯
数
匹
。
住
民
 西
 否
一
 、
実
質
一
の
世
帯
数
匹
。
実
質
 二
 、
住
民
票
一
の
 世
 帯
 敬
二
、
増
減
世
帯
 

教
士
。
実
質
世
帯
数
七
九
。
調
査
不
能
世
帯
 三
 。
調
査
 実
施
世
帯
数
七
六
世
帯
。
 

調
査
不
能
の
三
世
帯
ほ
い
ず
れ
も
高
齢
者
が
一
人
暮
し
 な
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
病
弱
、
老
齢
の
た
め
面
接
 聞
 ぎ
 取
り
が
不
可
能
な
 

も
の
で
あ
っ
た
。
 

し
か
し
、
残
る
全
世
帯
の
全
面
的
な
協
力
を
得
て
回
収
率
 九
六
・
二
 %
 と
高
い
数
値
を
得
た
こ
と
は
、
地
域
の
全
 世
帯
調
査
と
し
て
 極
 

め
て
高
い
水
準
に
達
し
た
も
の
と
舌
口
っ
て
よ
く
、
調
査
結
 

果
の
信
頼
度
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
 

そ
れ
は
、
調
査
 地
 の
西
岡
室
の
住
民
が
こ
れ
ま
で
の
数
 次
の
調
査
で
調
査
者
と
面
識
が
あ
り
、
区
長
や
郵
便
局
長
 、
小
学
校
長
な
ど
こ
 

の
地
の
指
導
的
地
位
に
あ
る
人
び
と
の
全
面
的
協
力
が
あ
 っ
た
 上
に
、
調
査
期
間
を
豊
年
祭
の
期
に
合
わ
せ
て
、
 

調
査
委
員
全
員
が
祭
り
 

の
 準
備
を
手
伝
い
、
祝
宴
に
招
か
れ
る
な
ど
し
て
住
民
か
 ら
 広
く
好
感
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
、
調
査
員
も
熱
心
に
 訪
問
面
接
に
当
っ
た
こ
 

と
に
由
る
も
の
で
あ
る
。
 

調
査
票
の
構
成
 

本
調
査
の
目
的
か
ら
調
査
票
は
五
つ
の
大
項
目
に
分
 け
 た
が
、
（
 l
 ）
は
回
答
者
の
属
性
と
家
族
構
成
、
（
 
D
 ）
は
 転
 出
の
実
態
、
（
Ⅲ
）
は
 

生
活
状
況
、
（
 N
 ）
は
地
域
と
社
会
構
造
、
（
 V
 ）
は
宗
教
 所
 属
 、
信
仰
実
践
で
あ
る
。
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奄美の村落における 宗教観と信仰実践 

「 
調 （ （   

査 属 島 
V Ⅳ Ⅲ T 調調 

1 1 Ⅰ・ 1 続 1   宗か部 か生か 転 ㊥ フ 目 の 

で ・ 

  
稿 

  で， 

省   取 
2   

上 
げ 
な     
要   因   の 
も     の 

4 口 を 
面積、 対象 省 

46 落 す Q 略 
し     て 

神 次 
の に 

積 0 F 紹 

F 4 介 
基 の   し 

Q 8 世 て 
お Q8 無 づく 質 4 必要度 神山の Q 。   
@ 

  
  

家 
族 

お 構 
成 
と   位 世   神 
帝土 

と 

Ⅲ ま 室 易 礼 
区 所 蔵 者 拝 の関 
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世
帯
主
の
宗
教
別
と
家
族
成
員
 

今
回
の
調
査
で
解
答
を
得
る
こ
と
の
で
き
た
七
六
世
帯
 

の
家
族
成
員
は
転
出
者
数
を
含
め
る
と
 

四
 0
 七
名
で
あ
る
 が
、
 

六
名
が
転
出
し
、
こ
の
数
は
実
在
成
員
総
数
の
過
半
数
 

（
五
五
・
五
 
%
 ）
を
占
め
て
い
る
。
 

い
ま
、
世
帯
主
の
宗
教
別
に
世
帯
数
、
転
出
中
の
家
族
を
 

含
め
た
世
帯
人
員
数
を
見
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
 

㈹
 
カ
ト
り
 "
 ク
数
 
一
 三
世
帯
、
九
二
名
。
 

そ 
の 

あノ 

ち   
    
  

" 一 " 一 一 

宗
教
観
と
信
仰
実
践
の
諸
相
と
特
色
 

域
別
 分
担
を
き
め
、
九
月
二
三
日
の
豊
年
祭
（
て
ん
て
 ん
 祭
り
）
後
の
調
査
期
間
中
、
連
日
早
朝
か
ら
夜
半
ま
で
 丹
念
に
各
戸
を
訪
問
し
 

て
 、
解
答
を
集
め
、
こ
れ
を
調
査
本
部
に
持
ち
帰
っ
た
。
 

た
が
、
集
計
に
は
デ
ト
ロ
イ
ト
大
学
で
編
集
さ
れ
た
 S
P
 

ラ
ム
を
用
い
た
。
 

集
計
と
電
算
処
理
 

以
上
の
二
種
類
の
デ
ー
タ
 は
 I
B
M
 

の
デ
ー
タ
カ
ー
ド
 

S
S
 
 

（
の
 

ヰ
 
P
 （
ざ
ま
。
 

由
 ）
㌧
欝
の
方
 

革
波
の
 Ⅰ
 
0
 Ⅱ
の
 0
 缶
曲
 ～
の
 う
柑
臣
 

に
 穿
孔
さ
れ
、
上
智
大
学
電
子
計
算
機
 室
の
 B
 五
セ
 0
0
 

 
 

c
e
 
）
第
五
版
の
プ
ロ
グ
 

に
よ
っ
て
集
計
さ
れ
 

調
査
結
果
の
集
計
と
電
算
処
理
に
は
主
と
し
て
上
智
大
 掌
大
学
院
社
会
学
専
攻
の
鈴
木
隆
が
こ
れ
に
当
り
、
本
調
 査
 票
か
ら
「
転
出
と
 

家
族
の
実
態
」
と
「
宗
教
と
生
活
」
の
二
種
類
の
 デ
｜
 タ
を
 作
成
し
た
。
前
者
は
、
 
I
F
5
 と
Ⅱ
転
出
の
実
態
の
 項
目
か
ら
一
人
に
つ
き
 

一
票
の
デ
ー
タ
を
作
成
し
、
職
業
や
転
出
の
実
態
を
一
応
 世
帯
と
は
切
り
離
し
て
集
計
が
で
き
る
よ
 う
 に
配
慮
 さ
 ね
 、
一
方
後
者
の
「
 宗
 

教
 と
生
活
」
に
つ
い
て
は
 V
Q
 騰
の
宗
教
所
属
を
中
心
 に
 、
世
帯
ご
と
に
地
域
と
の
つ
な
が
り
が
解
明
で
き
る
よ
 う
 な
デ
ー
タ
と
し
た
 0
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奄美の村落に 

位 
こ 牌 V 
の を Q 
部 安 1 
落 置 

の     
僻 」 

地 へ 
推 の 

進 解 

対策 

答 
ワ @ し 

であ 

サよ   
る 

土 
不黍 歌 
所 

木 属 
河 ケ @ し 

  よ 

工 る 

事 
の 

幸月 立 Ⅲ 

振 
興 

目心丑 古ル 

もよ 

か み 

ら現 

ら 

れ 
金 ず、 
収 
入 解 
を 
得 
て 

答者 

世 
帯 

最 の 

八一 初に   
手 
を 
ノつ 

九 
拷 

げ が 

29  (139) 

: おける宗教観 

た 教 

度   
ナ， Ⅰ 

住 
民 
の 

信仰 

実 
践 
を 

分析 

し 

南 
島 
村 
落 
ヶ @ - 
お 
  
る 

住 
民 
の   

小姑 裂 

に関 

す 
る 

思考 

と 

音、 レ， 
識 
の 

構 
ユ旦 

を 
ど 

れ 
レま 

ど 
か 

解 
明 
し 

と信 

含
ま
れ
た
一
七
の
質
問
項
目
へ
の
解
答
結
果
で
あ
り
、
 ，
 
」
こ
で
は
（
 V
 ）
 
Q
 巧
に
よ
る
解
答
者
の
宗
教
所
属
別
に
考
 察
を
加
え
、
特
に
無
宗
 

践
 

仏
 
浅
さ
て
、
本
稿
に
お
け
る
住
民
の
宗
教
観
と
信
仰
 実
践
の
関
係
の
考
察
に
お
い
て
、
調
査
結
果
か
ら
取
り
上
 

げ
ら
れ
る
の
は
、
（
 

V
 ）
項
に
 

㈹
大
本
教
大
世
帯
、
三
五
名
。
 

㈹
創
価
学
会
 
四
 世
帯
、
三
二
名
。
 

第
一
回
の
西
町
 室
 調
査
を
家
施
し
た
一
九
六
三
年
に
は
 一
二
二
世
帯
、
住
民
数
四
二
 
0
 名
で
あ
っ
た
 

㈲
そ
の
他
の
宗
教
士
世
帯
、
四
四
名
。
 

㈲
 
無
 宗
教
表
明
 
四
 上
 
ハ
 
世
帯
、
二
一
三
名
。
 

実
質
世
帯
数
七
九
世
帯
、
定
住
住
民
一
八
四
名
と
住
民
 数
は
半
数
以
下
に
な
り
、
こ
の
部
落
の
過
疎
が
 

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

甚
だ
し
い
過
疎
の
進
行
と
住
民
の
家
族
構
成
、
社
会
構
 造
 、
経
済
生
活
、
生
業
、
教
育
、
そ
し
て
、
 

の
 解
明
 は
 今
回
の
調
査
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
が
、
調
査
 は
 今
年
も
続
行
中
で
あ
り
、
宗
教
に
焦
点
を
 

て
は
、
前
述
し
た
 よ
う
 に
部
分
的
な
発
表
に
と
ど
ま
ら
 ざ
 る
を
得
な
い
。
 

の
が
、
十
五
年
の
歳
月
を
経
て
、
 

い
か
に
深
刻
な
も
の
で
あ
る
か
を
 

宗
教
分
布
と
信
仰
生
活
と
の
相
関
 

あ
て
た
中
間
報
告
の
本
稿
に
お
い
 



れ
な
い
が
、
位
牌
が
広
く
受
容
さ
れ
、
定
着
し
た
経
過
 ほ
 つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
文
化
宗
教
定
着
解
明
の
一
貫
 と
 し
て
も
、
次
回
の
調
査
 

で
 取
上
げ
た
 い
 。
 

な
お
、
当
地
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
の
殆
ん
ど
が
位
牌
を
 安
置
し
、
そ
の
中
に
は
十
字
架
を
し
る
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
 式
の
位
牌
が
安
置
さ
 

れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
に
価
い
し
ょ
う
。
 

神
棚
の
有
無
 

Q
2
 
 

「
神
様
を
ま
つ
っ
て
い
ま
す
か
」
の
解
答
に
は
 

解
 答
 者
の
宗
教
所
属
に
よ
っ
て
異
な
る
結
果
が
見
ら
れ
た
 。
こ
れ
を
奉
斎
す
る
 

神
の
種
類
に
つ
い
て
の
 Q
3
 
 

「
そ
れ
は
ど
ん
な
神
様
で
 

す
か
。
」
へ
の
解
答
と
あ
わ
せ
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
 

カ
ト
リ
ッ
ク
 教
 信
者
は
そ
の
九
二
・
三
 %
 が
神
を
ま
つ
っ
 て
い
る
と
回
答
し
 、
 神
の
名
は
イ
エ
ズ
ス
・
キ
リ
ス
ト
 で
あ
っ
た
 0
 キ
リ
ス
 

ト
 教
で
は
、
 父
 ・
 チ
 ・
聖
霊
の
三
位
一
体
の
神
が
説
か
れ
 る
が
、
四
阿
室
の
信
者
が
祀
る
神
と
し
て
あ
げ
た
の
は
 筆
 一
位
の
神
の
子
キ
リ
 

ス
ト
の
名
で
あ
っ
た
。
 

大
木
教
の
信
者
も
六
六
・
七
 %
 が
ま
つ
っ
て
い
る
と
 回
 答
 し
て
お
り
、
そ
の
神
は
大
本
の
神
様
で
あ
り
、
他
方
 日
 蓮
 正
宗
、
創
価
学
会
 

の
会
員
の
中
に
は
神
を
ま
つ
っ
て
い
る
と
答
え
た
人
は
全
 く
な
く
、
そ
の
教
え
に
神
を
た
て
な
い
日
蓮
正
宗
の
面
 目
 躍
如
た
る
も
の
が
あ
 

っ
た
 。
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
質
問
項
目
へ
の
回
答
で
最
も
興
味
が
 持
た
れ
た
の
は
、
そ
の
他
の
宗
教
と
く
に
無
宗
教
を
表
明
 し
て
い
る
住
民
の
そ
 

れ
で
あ
り
、
そ
の
他
の
宗
教
で
は
約
半
数
が
自
宅
に
神
 を
ま
つ
り
、
そ
の
内
容
は
天
 照
 皇
大
神
、
神
仏
、
水
神
、
 拝
所
と
多
様
で
あ
る
。
 

 
 
 
 

さ
れ
て
慣
習
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
、
住
民
の
家
系
と
 祖
先
に
対
す
る
強
 い
 関
心
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
 表
 I
 参
照
 ハ
 
）
 

 
 

 
 

一
般
住
民
の
葬
式
も
仏
式
に
よ
ら
ず
、
墓
碑
に
仏
式
の
戒
 名
 が
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
部
落
と
仏
教
寺
院
と
の
 直
 接
の
関
係
は
認
め
ら
 

た
の
は
墓
地
の
大
々
的
な
整
備
と
各
家
の
墓
碑
の
建
設
で
 あ
り
、
既
成
仏
教
や
寺
院
を
知
ら
な
い
こ
の
地
に
仏
式
 0
 位
碑
や
墓
碑
が
受
容
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奄美の村落における   宗教観と信仰実践 

神 @ ま 

観 無 一 
を 宏 神 
総 裁 と 

体 表 す 
的 明 る 
に 者 も 

み に の 

れ % 五 
ば け 四 

参 神 る光 一 。 
教 神 多 
的 観 神 
基 に と 

盤 は す 
に こ ろ 

立 の も 

つ 地 の 
も で   四 

の とも 最大 老 を 言える 示し 広く 活 

。 動 た 
し 。 

  
    
  
教 

信者 

の 

影 
響 
が 

考 
，え 
ら 

れ 
る 
ガ、 

住 
民 
の 

31@ 041) 

一
方
、
無
宗
教
表
明
者
の
四
一
・
三
 %
 が
神
を
ま
つ
っ
て
 い
る
と
答
え
て
 

四
 、
火
の
神
 三
 、
祖
先
 二
 、
大
工
 神
二
 、
山
の
神
 一
 、
天
 の
神
Ⅰ
 
ウ
チ
ガ
 

無
 宗
教
表
明
世
帯
四
六
の
う
ち
一
九
世
帯
が
種
々
の
神
 を
ま
つ
っ
て
い
る
 

帯
 で
数
種
の
神
を
ま
っ
る
な
ど
の
例
が
あ
る
か
ら
で
あ
 る
 。
 

我
が
国
に
お
い
て
は
無
宗
教
の
表
明
が
そ
の
ま
ま
 無
神
 主
義
や
反
宗
教
に
 

の
場
合
、
無
宗
教
の
表
明
は
回
答
者
が
特
定
の
組
織
 宗
 数
 に
所
属
し
て
い
な
 

容
 と
矛
盾
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
解
答
 か
ら
も
明
ら
か
で
あ
 

ま
た
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
や
大
本
教
な
ど
は
別
と
し
て
、
 無
 宗
教
表
明
者
が
 

が
 見
ら
れ
、
 天
照
 皇
大
神
の
奉
斎
も
、
そ
の
お
ふ
だ
が
 全
国
的
な
ひ
ろ
が
り
 

て
 受
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
 

一
神
観
と
 
多
神
韻
 

Q
4
 
 「
神
様
は
一
つ
以
上
あ
る
と
思
い
ま
す
か
。
」
の
 
設
問
は
西
岡
重
任
 

に
は
 宗
教
所
属
に
 よ
 る
有
意
差
が
明
確
に
見
ら
れ
た
 0
 

カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
は
一
神
を
主
張
し
、
大
本
教
信
者
に
 は
 一
神
と
多
神
の
 

設
問
に
解
答
せ
ず
、
そ
の
他
の
宗
教
は
多
神
を
表
明
し
 、
 無
 宗
教
表
明
者
は
 お

り
、
挙
げ
ら
れ
た
神
の
名
は
、
水
神
一
二
、
天
 照
 皇
天
 神
 

，
 三
 、
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
。
 

わ
け
だ
が
、
神
の
種
類
の
合
計
が
二
八
に
及
ぶ
の
は
、
 

一
 世
 

つ
な
が
ら
な
い
こ
と
は
断
る
ま
で
も
な
い
 現
 家
で
あ
り
、
 
そ
 

い
と
い
う
表
明
で
あ
っ
て
、
宗
教
的
習
俗
や
民
間
信
仰
の
 受
 

る
 。
 

ま
つ
っ
て
い
る
神
に
は
家
族
の
日
常
生
活
に
密
着
す
る
性
 格
 

で
 家
庭
に
配
布
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
家
の
ま
も
り
と
 し
 

民
の
神
観
念
の
理
解
に
資
す
る
た
め
に
問
は
れ
た
が
、
 回
 答
 

ば
ら
つ
き
が
見
ら
れ
、
創
価
学
会
の
信
者
の
殆
ん
ど
は
 @
 
」
 の
 

一
神
 、
多
神
半
々
に
分
れ
る
と
い
う
ふ
う
で
あ
り
、
全
体
 で
 
・
 



制
度
宗
教
や
組
織
宗
教
側
か
ら
す
れ
ば
、
一
神
 か
 多
神
 か
 無
神
か
と
い
う
こ
と
は
、
教
理
の
立
て
方
の
根
木
問
題
 で
あ
り
、
ゆ
る
が
せ
 

に
で
き
な
い
重
大
事
項
で
あ
る
が
、
西
岡
室
の
村
落
生
活
 に
お
い
て
は
、
 
神
 観
念
の
差
に
 よ
 る
対
立
は
見
ら
れ
ず
 
一
 神
と
多
神
、
神
と
 

仏
 は
速
緯
線
上
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
 思
 考
 構
造
を
見
る
思
 い
 が
す
る
。
 

つ
ま
り
、
南
島
の
こ
の
小
村
落
で
は
 ア
ニ
 ミ
ス
テ
ッ
ク
な
 
宗
教
基
盤
の
上
 悟
一
神
 、
多
神
、
無
神
的
信
仰
を
悉
 く
 受
容
し
て
い
る
と
 

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

位
牌
、
 神
 礼
拝
の
頻
度
 

す
で
に
、
位
牌
の
安
置
や
神
を
ま
つ
る
こ
と
の
有
無
は
 明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
住
民
の
態
度
を
 知
る
た
め
に
、
次
の
 

設
問
が
な
さ
れ
た
。
 

Q
5
 
 

「
位
牌
 

か
 神
様
を
拝
み
ま
す
か
。
㈹
毎
日
、
㈲
 

と
き
ど
き
、
㈹
拝
ま
な
い
。
」
 

こ
の
設
問
に
対
し
て
は
予
想
外
に
高
い
肯
定
的
回
答
を
得
 て
 、
全
体
が
八
二
・
九
 %
 が
毎
日
拝
ん
で
 い
 る
と
答
え
 、
無
宗
教
表
明
 層
に
 

お
い
て
も
七
八
・
三
 %
 と
い
う
高
率
が
毎
日
の
信
仰
実
践
 を
 示
し
て
い
る
 0
 （
 表
 m
 参
照
）
 

目
答
 結
果
に
は
宗
教
所
属
に
 よ
 る
有
意
差
は
見
ら
れ
ず
、
 

大
本
教
と
他
の
宗
教
（
カ
ト
リ
ッ
ク
 教
 、
大
本
教
、
 

創
価
学
会
以
外
の
宗
 

教
 ）
の
信
者
回
答
者
の
す
べ
て
ほ
毎
日
の
実
践
を
表
明
 し
て
い
る
。
 

こ
れ
ら
の
回
答
率
に
お
い
て
、
筆
者
 は
 西
町
室
の
住
民
が
 家
系
へ
の
関
心
、
祖
先
へ
の
思
慕
、
家
内
安
全
へ
の
 願
 い
 な
 、
位
牌
や
身
近
 

に
 置
い
た
種
々
の
神
々
の
シ
ン
ボ
ル
に
向
け
て
の
信
仰
 実
 践
に
 具
現
化
し
て
い
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
 で
あ
る
。
 

呪
 
（
ま
じ
な
い
）
の
実
施
 
度
 

Q
7
 
 

「
ま
じ
な
い
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
」
の
 

問
い
に
対
し
て
、
八
四
・
二
 %
 が
「
し
な
い
。
」
と
回
答
 し
た
の
は
意
外
な
ほ
 

ど
で
あ
り
、
大
本
教
信
者
は
す
べ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
 信
 者
は
一
名
を
除
い
て
、
ま
じ
な
い
を
し
な
い
と
解
答
し
て
 い
る
。
 

(142) 32 



奄美の村落にお け   魑
え
 、
宗
教
的
な
上
棟
式
が
存
続
し
て
い
る
こ
と
が
 わ
か
る
 0
 

綜
た
だ
、
創
価
学
会
の
信
者
の
場
合
、
そ
の
半
数
 が

頭
ぃ
 ご
と
を
す
る
と
答
え
て
 Q
7
 同
様
の
ば
ら
つ
き
を
 示
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
の
 

場
合
は
肯
定
度
が
三
 0
.
 八
 %
 と
低
く
、
伝
統
的
な
 上
 株
式
儀
礼
に
対
す
る
拒
否
の
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。
 

し
か
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
の
場
合
で
も
、
棟
上
げ
に
 際
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
祭
を
招
い
て
神
別
を
依
頼
し
た
 り
し
て
お
り
、
儀
式
 

内
容
に
変
化
は
あ
っ
て
も
、
上
棟
式
が
宗
教
的
儀
礼
を
 伴
っ
て
挙
行
さ
れ
る
風
習
は
今
後
も
継
続
す
る
と
思
わ
れ
 る
 。
 

こ
の
こ
と
を
示
す
よ
う
に
、
こ
の
項
目
で
は
上
棟
式
儀
礼
 を
入
れ
替
え
る
カ
ト
リ
ッ
ク
以
外
の
宗
教
所
属
に
よ
る
 有
意
差
は
見
ら
れ
な
 
33@ (143) 

と 信仰実践 

る 

Q か 移 
8 に 入 

つ 宗 

教が受 「上棟 し 、て、 

  

  
  
」 0 % 
の 頂 い 

て、 月 し 現、目は 
に そ 旧 
全 の 来 
体 一 の 

の つ 伝   
八 宗ぬ歌る 。 
老 
がュ 

願 
行事 

が 

  
  ど 
  れ 
と クま 

を ど 

存続 する 

と 
し 
て 

答   

創
価
学
会
の
信
者
に
お
い
て
は
、
他
の
信
仰
実
践
の
項
 目
で
は
統
制
の
と
 

が
ま
じ
な
 い
 の
実
行
を
答
え
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
   

無
 宗
教
表
明
者
に
お
い
て
も
八
四
・
八
 %
 が
ま
じ
な
い
 
の
 実
行
を
否
定
し
 

を
 示
し
て
い
る
。
 

思
う
に
学
校
教
育
に
よ
る
合
理
的
思
考
の
推
進
、
内
地
 の
 都
会
に
転
出
し
 

し
た
 カ
ト
リ
ッ
ク
教
や
大
本
教
の
呪
術
否
定
の
宗
教
 態
 度
が
 、
こ
の
部
落
に
 

ら
れ
る
。
 

こ
の
項
目
で
の
宗
教
所
属
に
よ
る
有
意
差
は
見
ら
れ
な
い
  
 

上
棟
式
儀
礼
実
施
の
有
無
 

れ
た
徹
底
し
た
態
度
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
 半
 数
 

て
お
り
、
こ
の
部
落
で
の
呪
術
的
行
為
は
消
滅
に
近
い
一
 

衰
退
 

た
 多
く
の
家
族
、
親
族
と
の
交
流
、
そ
し
て
、
部
落
に
定
 着
 

お
 げ
る
ま
じ
な
い
の
衰
退
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
と
 考
 え
 



し
か
し
、
彼
ら
が
部
落
内
で
職
能
的
活
動
を
展
開
し
得
 て
な
 い
 現
実
は
、
部
落
の
住
民
に
す
で
に
広
範
囲
に
易
者
 離
れ
、
 ユ 
  
離 
れ 
が 

の
 霊
知
権
能
を
語
っ
て
い
た
 0
 

ユ
 タ
は
本
来
沖
縄
本
島
区
域
で
活
動
し
た
女
性
占
者
を
指
 し
た
が
、
後
に
は
男
性
で
も
 ユ
 タ
的
な
職
能
者
が
出
て
 、
西
岡
 室
 で
も
戦
後
 

男
性
の
占
者
が
活
躍
し
た
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
 職
能
者
が
こ
こ
で
は
易
者
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
 

南
島
の
住
民
間
で
は
病
気
、
不
幸
な
ど
に
際
し
て
 ユ
 タ
 や
 易
者
に
対
す
る
依
存
度
が
か
な
り
高
い
の
で
、
 Q
9
 で
 ほ
 「
不
幸
が
あ
っ
た
 

と
き
易
者
を
た
ず
ね
ま
す
か
。
」
の
設
問
に
よ
っ
て
 
、
住
 民
の
依
存
度
を
調
べ
た
。
 

回
答
は
七
七
，
六
 %
 の
高
率
で
易
者
を
た
ず
ね
な
い
と
 い
 う
 結
果
を
示
し
、
組
織
宗
教
所
属
者
に
は
一
様
に
否
定
 度
 が
高
く
、
カ
ト
リ
 

ッ
ク
 信
者
の
場
合
は
例
外
な
く
全
員
が
易
者
に
対
す
る
 依
 存
を
否
定
し
て
い
る
。
 

こ
れ
に
対
し
、
無
宗
教
を
表
明
し
た
四
六
世
帯
の
う
ち
 一
 二
世
帯
と
宗
教
所
属
が
組
織
宗
教
以
外
の
七
世
帯
の
 う
 ち
 三
世
帯
が
易
者
を
 

訪
ね
る
と
答
え
て
い
る
こ
と
は
、
前
記
の
移
入
宗
教
が
 宣
教
地
の
伝
統
的
呪
術
行
為
を
否
定
し
、
こ
れ
が
住
民
に
 も
 影
響
を
及
ぼ
し
て
い
 

る
 反
面
、
村
落
文
化
の
枠
内
で
の
宗
教
・
 無
 宗
教
表
明
 層
 の
中
に
ほ
、
易
者
や
 ユ
 タ
に
対
す
る
依
存
が
低
率
な
が
 ら
 見
ら
れ
の
で
あ
る
。
 

（
 
表
 
+
 N
 仝
 
全
照
 
）
 

今
回
の
調
査
で
、
こ
の
部
落
に
易
者
や
 ユ
 タ
に
対
す
る
 受
容
度
が
高
け
れ
ば
、
部
落
内
で
充
分
に
職
能
を
発
揮
し
 得
る
と
思
わ
れ
る
 潜
 

在
的
 易
者
、
 ユ
 タ
と
も
言
え
る
 父
 娘
の
家
を
訪
ね
て
、
 面
 接
す
る
機
会
を
得
た
が
、
家
屋
内
に
立
派
な
祭
壇
を
設
 げ
 、
 父
娘
 と
も
に
自
ら
 

在 い 

  
住 は 
民 そ 
の の 

霊視 上に 

及 能 
ん 力 
で に 

い 経よ 
8% っ 
o て 

占 
  
を 
す 
る 
    
と 

を 
職 
ム 弓 ヒ ヒ 

と 

す 
る 

通 
称 
ユ 
  
と 

呼 
十ま 

れ 

る占 

者 
が 

お 

り、 

そ 

の勢 

力 
をま 

現 
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奄       
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姥
 

現
在
は
甘
庶
の
栽
培
も
ご
く
僅
少
で
、
耕
地
は
 家
庭
菜
園
化
さ
れ
、
過
疎
に
よ
っ
て
狭
い
耕
地
が
放
置
さ
 れ
て
お
り
、
部
落
の
生
業
は
 

 
 

 
 

翔
大
ぎ
く
転
換
し
て
し
ま
い
、
農
耕
儀
礼
も
消
滅
し
、
 

豊
年
祭
も
宗
教
と
は
無
関
係
な
部
落
の
親
睦
行
事
に
変
 化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
 
皿
 

こお げる宗教観 と信 

イ 

ン 過 そ Q 
ア 去 し Ⅰ 0 

ッめ プ長 て「 、 収 
ル い 佳 模   
培 そ 九 る 

さ の 七 行 

  
も 甘 「 ま 
試 庶 な す 

い か   

  
  

ナ， し 

の第   
回 
調 

査 
時 
ケ - - 

も、 

そ 
の 

他 
ァ @ L 

米、 
  

難
 

た
ち
は
も
は
や
神
々
に
収
穫
を
祈
願
す
る
と
い
う
，
 

」
と
を
や
め
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

今
回
、
調
査
班
が
参
加
 

こ
に
は
白
装
束
に
身
を
包
 

願
 も
な
か
っ
た
 0
 

祭
り
は
無
宗
教
の
区
長
 

列
 、
 班
 別
の
演
芸
も
展
開
 し

た
八
月
十
五
夜
（
旧
暦
）
の
豊
年
祭
（
て
ん
て
ん
祭
り
 ）
は
現
在
で
は
唯
一
の
部
落
の
祭
典
で
あ
る
が
、
 そ
 

ん
で
し
 ず
し
 ず
と
入
場
し
た
 ソ
 ロ
を
始
め
と
す
る
カ
ミ
 -
 
一
 ン
ジ
，
（
神
役
の
巫
女
た
ち
）
の
姿
も
、
厳
粛
な
 祈
 

の
 挨
拶
に
始
ま
り
、
ニ
ャ
ー
の
聖
域
 助
 で
伝
統
的
な
角
 力
 が
力
強
く
展
開
さ
れ
、
地
区
別
の
目
を
奪
 
う
 花
街
 

さ
れ
て
、
人
々
は
湧
き
立
っ
た
が
、
角
力
も
行
列
に
も
 
「
奉
納
」
の
性
格
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
 0
 住
民
 

（
注
 
3
-
 

サ
チ
 

（
豊
年
感
謝
の
神
事
）
、
十
五
夜
（
豊
年
祭
）
な
ど
 

が
 部
落
総
出
で
挙
行
さ
れ
た
。
 

収
穫
祈
願
の
有
無
 

奄
美
の
農
・
漁
村
で
あ
る
こ
の
地
で
は
、
か
っ
て
は
 豊
 年
を
祈
願
す
る
農
耕
儀
礼
が
年
中
行
事
と
し
て
盛
ん
に
 行
 わ
れ
、
 

ノ
ト
 の
日
の
ア
ッ
ラ
 ス
ブ
 イ
（
田
の
草
と
り
、
害
虫
駆
除
 の
神
事
）
、
六
月
キ
ノ
 ェ
 の
日
の
 ム
 ギ
ャ
 ム
イ
 （
新
米
 の
 祝
い
）
 
、
 旧

暦
五
月
 キ
 

八
月
の
シ
バ
 

進
ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
調
査
結
果
は
こ
れ
 を
 実
証
し
た
の
で
あ
っ
た
。
 



部
落
唯
一
の
神
式
神
社
に
対
す
る
住
民
の
態
度
を
知
る
 た
め
、
 Q
 は
「
厳
島
神
社
に
お
ま
い
り
す
る
こ
と
が
あ
り
 ま
す
か
。
」
 

し
た
と
こ
ろ
、
過
半
数
の
約
六
五
 %
 が
参
拝
を
肯
定
し
た
 が
 、
回
答
に
は
住
民
の
宗
教
所
属
別
に
顕
著
な
有
意
差
 が
 見
ら
れ
た
。
 と 

設 

問 

（
 
ヰ
比
 
4
 ）
 

勧
請
さ
れ
た
も
の
な
の
か
、
建
立
の
動
機
と
時
期
は
 、
ま
 だ
 明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
 

大
漁
祈
願
の
有
無
 

西
岡
室
は
大
正
末
期
か
ら
昭
和
の
初
期
に
か
け
て
 鰹
漁
 業
の
中
心
と
し
て
湧
き
立
っ
て
お
り
、
大
正
一
三
年
頃
は
 大
型
の
動
力
 船
が
四
 

隻
 も
あ
っ
て
漁
業
も
盛
ん
に
行
わ
れ
、
部
落
の
古
老
 た
 ち
は
一
様
に
当
時
を
懐
し
み
、
現
在
も
釣
り
好
き
の
老
人
 が
 多
い
。
 

し
か
し
、
漁
場
が
遠
く
 南
へ
 去
り
、
か
っ
て
の
盛
況
は
 幻
 の
よ
う
に
消
え
て
、
今
は
見
る
影
も
な
く
、
と
れ
た
 魚
 類
は
僅
か
に
各
家
の
 

食
卓
を
賑
わ
す
程
度
で
漁
業
と
も
言
え
な
い
状
況
で
あ
 る
 。
 

し
た
が
っ
て
 Q
 Ⅱ
「
大
漁
を
祈
る
行
事
が
あ
り
ま
す
か
。
 
」
の
問
い
に
対
し
て
も
 殆
 ん
ど
全
員
の
九
七
・
三
 %
 が
 大
漁
祈
願
行
事
の
消
 

滅
を
 生
口
げ
て
い
る
。
 

前
項
と
も
関
連
し
て
、
生
業
や
生
活
の
変
化
が
宗
教
 行
 事
の
信
仰
に
及
ぼ
す
影
響
が
極
め
て
大
き
い
こ
と
を
部
落
 祭
祀
廃
止
の
現
実
や
 

住
民
の
解
答
か
ら
明
確
に
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
 

家
庭
内
に
奉
斎
さ
れ
て
い
る
水
神
、
火
の
神
へ
の
信
心
 も
 、
各
戸
に
水
道
が
ひ
か
れ
、
炊
事
、
洗
濯
に
ガ
ス
や
震
 気
が
用
い
ら
れ
、
 家
 

量
も
火
に
弱
い
か
や
葺
き
が
な
く
な
っ
た
現
在
、
衰
退
 を
 早
め
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
今
後
の
宗
教
調
査
も
「
 蛙
 塞
 本
数
に
お
け
る
宗
教
 

性
 」
に
目
を
向
け
る
こ
と
の
必
要
が
一
層
強
ま
っ
て
 ゆ
 く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 

厳
島
神
社
参
拝
の
有
無
 

四
阿
 室
 に
は
神
山
の
中
腹
の
海
を
見
渡
す
ム
ロ
地
に
内
地
 
式
 に
鳥
居
、
社
殿
を
持
っ
厳
島
神
社
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
 古
く
、
平
家
の
落
人
 

た
ち
の
怨
霊
の
慰
撫
の
た
め
に
住
民
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
 た
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
水
神
も
し
く
は
航
海
神
と
 し
て
 薩
落
 体
制
の
下
で
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麹
 

空
押
信
仰
の
立
場
に
立
つ
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
 と
 神
信
仰
の
立
場
に
立
た
な
い
 

族
 
こ
と
は
、
前
項
設
問
の
回
答
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
 

た
が
、
そ
の
よ
う
な
信
仰
上
の
 

け
 

お
を
 櫨
 出
す
る
こ
と
は
、
信
仰
上
の
立
前
と
し
て
は
 

考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 
 
 

蠕
 

し
か
し
、
実
際
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
も
創
価
 

学
会
員
も
改
築
 
費
を
 橡
金
し
て
 

麺
る
 村
落
共
同
体
統
合
へ
の
志
向
と
厳
島
神
社
が
必
 

ず
し
も
宗
教
的
な
信
仰
対
象
で
 

奄
 
予
想
さ
れ
る
。
 

創
 価
学
 

立
場
か
 

い
る
こ
 

は
な
 い
 

 
 

 
 

と
い
う
住
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
あ
る
こ
と
が
 

3
7
 

と
は
、
住
民
の
信
仰
、
無
信
仰
の
立
前
を
こ
え
 

 
 

 
  

 

会
の
信
者
が
厳
島
神
社
へ
の
参
拝
を
否
定
す
る
 

ら
す
る
な
ら
ば
、
厳
島
神
社
の
改
築
に
奉
賛
 金
 

と ィ言 

厳
島
神
社
改
築
に
対
す
る
所
感
 

仰 実践 

と 

に そ 
し の   

  
  
  
  
  

信者 

も 

ⅡⅡリ ム日ね 

  
学 
ム 
ム 
貝 

も 

抜 
金 
  
て 

お 

  

あ 
ら 

ナ - @ 
め 

て 

住 
民 
の 

厳 
島 
神 
社 
改 
築 
Ⅱ @ し 

つ 
@@V 

て 
の 

見 
解 
を 
問 
ハ @@ @ ・     

カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
の
八
 0
 老
 以
上
と
創
価
学
会
信
者
の
 セ
 五
 %
 が
参
拝
し
な
い
と
答
え
 

宗
教
の
表
明
者
の
八
 0
 老
 以
上
が
参
拝
す
る
と
答
え
、
 益
 り
 
宗
教
表
明
者
の
 セ
 五
 %
 も
参
拝
 

こ
の
神
社
の
社
守
は
大
本
教
の
信
者
が
こ
れ
に
当
り
 、
神
 道
 系
の
大
本
教
と
厳
島
神
社
 

表
明
層
も
部
落
の
産
土
神
と
し
て
慣
習
的
な
参
拝
を
行
 っ
て
い
る
の
に
対
し
、
一
神
教
の
 

価
 学
会
の
信
者
は
参
拝
に
抵
抗
を
感
ず
る
こ
と
が
、
 こ
 れ
ら
の
回
答
か
ら
数
量
的
に
も
 知
 

参
拝
の
度
数
は
年
に
一
、
二
度
か
多
く
て
も
数
度
の
 ょ
 ぅ
 で
あ
る
が
、
次
回
の
調
査
で
 

よ
う
な
性
格
の
神
と
考
え
て
い
る
か
、
参
拝
に
際
し
て
ど
 ん
な
こ
と
を
所
願
す
る
か
に
つ
 

さ
て
、
第
一
回
の
調
査
時
に
こ
の
神
社
は
破
損
が
激
し
く
 、
建
物
の
崩
壊
も
遠
く
な
い
 

と
し
て
は
巨
額
の
数
百
万
円
を
か
け
て
、
鉄
筋
コ
ン
ク
 り
 ｜
ト
 造
り
に
改
築
さ
れ
、
部
落
 て

い
る
の
に
対
し
、
大
本
教
信
者
と
そ
の
他
の
 

す
る
と
答
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
 表
 V
 参
照
）
 

に
違
和
感
は
な
く
、
そ
の
他
の
宗
教
や
無
宗
教
 

カ
ト
リ
ッ
ク
 裁
 と
神
を
立
て
な
い
日
蓮
正
宗
 削
 

る
こ
と
が
で
き
た
。
 

は
住
民
が
こ
の
神
社
の
祭
神
に
つ
い
て
、
ど
の
 

い
て
設
問
し
て
み
た
い
。
 

こ
と
を
示
し
て
い
た
が
、
昨
年
、
こ
の
小
村
落
 

の
 住
民
総
出
で
落
成
式
が
挙
行
さ
れ
た
。
 



末
項
の
設
問
で
は
厳
島
神
社
改
築
に
関
す
る
住
民
の
見
 

解
を
直
接
に
聞
き
取
り
、
こ
の
間
の
事
情
を
明
ら
か
に
す
 

る
こ
と
を
試
み
た
。
 

Q
 穏
 「
厳
島
神
社
の
改
築
に
つ
い
て
、
㈹
よ
ろ
こ
ん
 

で
い
る
 0
 ㈲
な
ん
と
も
思
わ
な
い
 0
 ㈹
改
築
し
な
く
 て
も
よ
い
 0
 
」
の
 選
 

択
 設
問
の
結
果
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
 

者
で
は
一
一
・
一
 
%
 で
あ
り
、
大
本
教
信
者
と
そ
の
他
 

の
 宗
教
で
は
ゼ
ロ
で
あ
っ
た
。
 

 
 

「
よ
ろ
こ
ん
で
い
る
。
」
と
答
え
た
者
は
カ
ト
リ
ッ
ク
 

信
 者
と
 創
価
学
会
員
で
約
半
数
、
大
本
教
、
そ
の
他
の
宗
教
 

で
は
全
員
、
無
宗
 

数
 表
明
者
で
ほ
八
九
 
%
 で
あ
っ
た
。
 

「
な
ん
と
も
思
わ
な
い
。
」
と
答
え
た
者
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
 

信
者
で
は
そ
の
三
八
・
五
 
%
 、
創
価
学
会
員
で
は
二
五
 
老
 、
無
宗
教
表
明
 

「
改
築
し
な
く
て
よ
い
 

0
 
」
と
答
え
た
者
 
は
 カ
ト
リ
ッ
ク
 
信
者
の
一
五
・
四
 
%
 、
創
価
学
会
員
の
二
五
 
%
 で
あ
り
、
 大
本
教
、
そ
の
他
 

の
 宗
教
、
 虹
 岩
本
教
表
明
者
に
は
一
名
も
い
な
か
っ
た
。
 

住
民
の
総
体
で
は
「
 
ょ
 ろ
こ
ん
で
い
る
。
」
が
八
一
・
三
 

拷
 、
「
な
ん
と
も
思
わ
な
い
。
」
が
一
四
・
七
 

%
 で
あ
り
、
 「
改
築
し
な
く
て
も
 

よ
い
。
」
と
否
定
的
で
あ
っ
た
の
が
四
 

%
 で
あ
り
、
住
民
 の
 大
多
数
が
積
極
的
に
改
築
計
画
に
参
加
し
、
こ
れ
を
 

喜
ん
で
い
る
こ
と
が
 
明
 

ら
か
に
な
っ
た
。
 

住
民
の
中
の
僅
か
の
改
築
否
定
論
者
を
六
六
・
七
 

%
 の
 比
率
で
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
が
、
三
三
・
三
 

%
 の
比
率
で
創
 
価
 学
会
員
が
構
成
し
 

て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
の
否
定
回
答
者
も
 

ヵ
 

ッ
ク
 信
者
の
中
で
は
一
五
・
四
 
%
 、
創
価
学
会
員
 の
中
で
二
五
 
%
 に
と
ど
 

ま
り
、
絶
対
数
か
ら
見
る
な
ら
ば
七
六
回
答
世
帯
の
 

う
 ち
 僅
か
に
三
世
帯
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
な
ら
ば
厳
島
 

神
 社
の
改
築
は
村
落
共
同
 

体
の
総
意
で
行
わ
れ
た
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
 

表
 Ⅳ
参
照
）
 

し
か
し
、
前
に
も
述
べ
た
よ
 
う
 に
、
こ
の
事
実
か
ら
厳
島
 
神
社
を
西
何
重
鎮
護
の
宗
教
的
施
設
と
し
て
改
築
す
る
 

こ
と
が
住
民
の
総
意
 

で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
面
接
 

の
 聞
き
取
り
の
際
に
耳
に
し
た
諸
見
解
を
総
合
す
る
と
 

、
住
民
の
多
く
は
厳
島
 (148) 38 



 
 

の
 信
仰
は
南
島
特
有
の
信
仰
と
さ
れ
、
か
っ
て
は
 

ソ
 ロ
 た
 ち
に
よ
っ
て
旧
暦
二
月
の
 
ウ
 

鯨
 
ム
ケ
ー
（
神
迎
え
）
四
月
の
オ
ー
フ
リ
（
神
送
り
 

）
の
神
事
が
部
落
祭
礼
と
し
て
盛
大
に
挙
行
さ
れ
た
こ
と
 

は
 古
老
た
ち
の
見
聞
談
か
ら
 

鮒
も
明
ら
か
で
あ
り
、
神
が
鎮
座
し
た
と
伝
え
ら
れ
 

る
 神
山
（
 オ
ボ
ッ
山
 ）
は
今
も
そ
の
 
冬
裕
 の
ま
ま
に
呼
ば
 
ね
 、
部
落
全
体
を
傭
敵
し
て
 

 
 
 
 

 
 

め
 

神
祭
が
途
絶
え
た
と
は
言
え
、
部
落
の
伝
統
 

神
 オ
ボ
ッ
 神
に
対
し
て
住
民
が
ど
の
よ
う
な
心
を
抱
い
て
い
 

る
か
を
知
る
た
め
、
我
々
は
 

奄
 
Q
 Ⅱ
「
神
山
の
お
ば
っ
神
を
拝
み
ま
す
か
。
」
と
の
 

設
問
を
行
っ
た
。
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と 信仰実践 

v こ と 

す 部 そ 
る 落 の 
部 の 原 
落 石 国 
委 力 に 
員 層 つ 
た へ い 

ち め て 

、策 の反対 は 伝播、 
な 貧 一 
ど し 回 
な い 調 

あ 佳 奈 
げ 民 後 
て に の 

こょ れる 執 告 
を 祭 に 
諭 示 巳   

じ 集 字 
た 田 校 
。 や 教 

神 官 
祭 の 
維 普 
持 及 
の と 

経 由 
済 稼 
的 ぎ 
角 額 
坦 坦 
0 者 
重 に 

さよ 、 る 

力 新 
ト 知 
り 識 
ッ の 

ク 流 

入、 や創 

佃 人 
羊 水 
全 数 
を の 
背 移 
貴 人 

神
社
を
宗
教
 色
 を
こ
え
た
西
岡
 室
 共
同
体
の
 シ
ソ
ボ
ル
 と
し
て
改
築
に
協
力
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
ひ
 

次
回
の
調
査
で
は
、
こ
の
神
社
施
設
が
住
民
に
ど
の
よ
 う
 な
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
を
 よ
 り
一
層
具
体
的
に
調
査
 し
 、
神
信
仰
 と
 

連
 を
さ
ぐ
っ
て
み
た
い
。
 

伝
統
的
な
お
 ぼ
っ
神
 信
仰
の
有
無
 

四
阿
 室
 に
お
い
て
も
奄
美
の
他
の
村
落
と
同
様
に
伝
統
 的
な
宗
教
は
女
性
神
役
（
 ソ
 ロ
や
ィ
ガ
、
、
、
な
ど
の
 

力
 、
、
、
 

ニ
 ン
ジ
ョ
）
 卜
ト
よ
 

営
ま
れ
る
 ソ
 ロ
神
祭
で
あ
り
、
 ソ
 ロ
の
部
落
祭
祀
 は
昭
 和
 初
年
ま
で
行
わ
れ
、
敗
戦
に
 よ
 る
国
家
神
道
に
 よ
 る
 政
 治
的
 弾
圧
や
統
制
 

除
 と
と
も
に
、
そ
の
復
活
が
部
落
合
で
真
剣
に
討
議
さ
 れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
 

し
か
し
、
戦
後
に
一
時
は
 ノ
 p
 推
進
論
者
に
よ
っ
て
 ソ
 ロ
 ガ
ミ
や
グ
 ジ
 ス
シ
 な
ど
神
役
の
推
挙
が
あ
っ
た
も
の
の
 、
神
事
の
復
興
 

ら
ず
に
、
こ
の
部
落
に
お
い
て
 ソ
 ロ
の
神
祭
は
徹
底
的
 に
 崩
壊
し
た
の
で
あ
る
 0
 

の
 関
 

っ
て
 

の
解
 

ほ
戊
 



興
味
深
い
こ
と
は
、
オ
ボ
 

っ
て
お
る
こ
と
で
、
カ
ト
 
り
 

る
 。
 

好
感
を
持
た
れ
て
い
る
宗
教
 

前
述
し
た
よ
う
に
こ
の
部
 

る
と
い
う
ふ
う
に
、
村
落
 生
 

に
暮
ら
し
を
営
ん
で
い
る
。
 

し
か
し
、
宗
教
と
村
落
 生
 

う
に
思
っ
て
い
る
か
を
知
る
 

Q
 托
 
Ⅰ
あ
な
た
が
信
者
で
 

ツ
 神
を
拝
む
と
答
え
た
四
名
が
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
、
大
木
 教
 、
そ
の
他
の
宗
教
、
無
宗
教
の
表
明
者
か
ら
 成
 

ッ
ク
 信
者
と
大
本
教
信
者
の
信
仰
に
伝
統
的
信
仰
と
移
入
 信
仰
の
重
層
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
 ょ
 り
に
思
わ
れ
 

落
 で
は
厳
島
神
社
の
改
築
な
ど
に
際
し
て
は
、
特
定
家
 教
の
所
属
者
で
も
教
理
上
の
立
前
を
こ
え
て
協
力
す
 

活
 上
、
宗
教
の
差
異
に
 よ
 る
対
立
は
見
ら
れ
ず
、
住
民
 は
 年
長
者
を
兄
さ
ん
、
姉
さ
ん
と
呼
び
合
っ
て
平
穏
 

活
の
内
的
関
係
の
探
求
に
お
い
て
、
宗
教
所
属
者
が
他
心
 
本
数
 を
 、
無
宗
教
表
明
者
が
宗
教
所
属
者
を
ど
の
 ょ
 

た
め
、
設
問
の
節
度
に
留
意
し
つ
つ
次
の
よ
う
な
問
い
か
 げ
な
し
て
、
こ
の
回
答
を
集
め
て
み
た
。
 

な
く
と
も
、
宗
教
の
中
で
好
感
の
も
て
る
も
の
が
あ
り
 ま
す
か
。
」
が
そ
れ
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
五
二
世
 

（
 
ぽ
 @
5
D
 

）
 

南
島
の
去
来
神
は
こ
の
地
で
ほ
今
や
去
り
行
く
の
み
で
 訪
ね
る
こ
と
の
な
い
神
と
ほ
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 

こ
の
問
い
に
対
し
て
、
拝
む
と
答
え
た
も
の
ほ
七
六
回
答
 世
帯
 甲
 、
僅
か
に
四
世
帯
に
と
ど
ま
り
、
九
四
・
六
 %
 0
 世
帯
は
拝
ま
な
い
 

と
 答
え
た
の
で
あ
る
。
（
 表
 Ⅶ
参
照
）
 

不
リ
ヤ
カ
ナ
 サ
 の
テ
ル
コ
神
な
ど
に
つ
い
て
は
南
島
特
有
 の
神
観
念
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
南
島
 の
こ
の
小
村
に
お
い
 

て
は
祭
祀
の
崩
壊
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
神
は
住
民
の
心
 の
中
か
ら
も
そ
の
姿
を
消
し
去
っ
て
い
る
こ
と
が
、
 そ
 0
 回
答
か
ら
明
ら
か
と
 

な
っ
た
 0
 

種
々
の
歴
史
的
、
文
化
的
、
社
会
的
要
因
が
理
由
と
し
 て
 挙
げ
ら
れ
る
に
せ
 よ
 、
地
域
の
伝
統
的
神
韻
の
こ
の
 ょ
 5
 な
 消
滅
、
変
化
は
 

人
間
の
宗
教
的
精
神
構
造
の
解
明
に
決
し
て
軽
く
な
い
 問
題
を
提
起
す
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
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ど
れ
ほ
ど
か
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
一
般
的
に
言
っ
て
 宗
 教
が
 部
落
の
共
同
体
生
活
に
 

 
 

鯨
 
と
っ
て
必
要
な
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
か
否
か
 す

か
」
の
設
問
に
対
し
て
、
四
九
・
三
 %
 が
必
要
で
あ
る
 

ほ
 つ
い
て
 V
 の
宗
教
に
関
す
る
設
問
の
し
め
く
く
り
に
す
 と

 回
答
し
、
 五
 0
.
 七
 %
 が
 

る
こ
と
に
し
た
。
 

 
 
 
 

姥
 
不
必
要
と
答
え
て
お
り
、
見
解
は
半
々
に
分
れ
て
 い
る
。
 

 
 

類
 

こ
の
項
目
に
関
し
て
は
宗
教
所
属
に
よ
る
有
意
 差
が
認
め
ら
れ
、
 

ク
 信
者
が
一
 0
0
 膠
 、
創
価
 学
会
員
が
七
五
 %
 宗
教
の
必
 

奄
 

要
 性
を
肯
定
し
て
い
る
が
、
大
本
教
信
者
は
五
 0
 老
 、
 そ
 の
他
の
宗
教
が
四
二
・
九
 %
 と
い
う
肯
定
度
を
示
し
、
 他
方
、
無
宗
教
表
明
 層
 
41@ (151) 

践
 

美
 
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

帯
 六
八
・
四
 
%
 が
「
な
い
。
」
と
回
答
し
、
二
四
世
帯
 

三
 一
・
六
 
%
 が
「
あ
る
。
」
と
答
え
て
い
る
。
 

他
宗
教
に
好
感
を
持
て
な
い
と
す
る
も
の
は
、
創
価
宴
会
 

貞
一
 
0
0
 老
 、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
九
二
・
三
 

%
 、
大
 本
 数
 信
者
六
六
 

拷
 、
そ
の
他
の
宗
教
四
二
・
九
 

%
 、
無
宗
教
表
明
者
 

杢
 二
 ・
 
0
%
 で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
 

と
創
 
価
学
 
ん
 
本
の
信
者
の
明
確
 

な
 他
宗
教
観
が
伺
わ
 

る
と
同
時
に
住
民
の
過
半
数
が
他
宗
教
に
対
し
て
消
極
的
 

、
敬
遠
、
無
関
心
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
 

ひ
 

他
方
、
住
民
か
ら
好
感
が
持
て
る
宗
教
と
し
て
あ
げ
ら
 

れ
た
の
は
カ
ト
リ
ッ
ク
 

教
 （
キ
リ
ス
ト
教
）
で
、
肯
定
的
 

回
答
の
二
四
世
帯
 

 
 

 
 

 
 

無
 宗
教
表
明
者
の
三
 

0
.
 四
 %
 が
好
感
の
持
て
る
宗
教
 

と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
は
、
当
地
で
現
 

在
も
他
の
宗
教
 

よ
 

多
い
信
者
を
持
ち
、
定
着
し
て
い
る
カ
ト
リ
，
 

ク
 教
が
 四
阿
 
室
 で
最
も
多
数
の
無
宗
教
表
明
者
の
中
に
約
三
分
の
 

一
の
シ
ン
パ
を
持
っ
 

て り て の れ 七 



こ
れ
ま
で
宗
教
に
関
す
る
調
査
項
目
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
 

、
全
戸
数
量
調
査
の
結
果
を
紹
介
し
、
筆
者
な
り
の
 

解
 釈
を
述
べ
て
き
た
が
 

次
に
 
ゐ
 
示
教
所
属
に
よ
る
特
徴
的
な
パ
タ
ー
ン
を
示
し
、
 

西
 同
室
の
宗
教
事
情
を
概
観
し
て
本
稿
の
ま
と
め
と
し
た
 

¥
 
し
 
。
 

四
阿
 
室
の
 
カ
ト
リ
ッ
ク
 

当
地
の
カ
ト
リ
ッ
ク
世
帯
は
特
定
の
宗
教
へ
の
所
属
を
 

表
明
し
た
世
帯
の
四
三
・
三
 

%
 を
占
め
、
宗
教
所
属
世
帯
 

の
 最
上
位
を
占
め
、
 

 
 

 
 

で
な
い
協
力
奉
仕
の
姿
 

カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
が
総
じ
て
部
落
の
有
力
、
富
裕
層
を
占
 

め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
 

現
 郵
便
局
長
や
有
力
な
 

%
 落
委
員
、
ま
た
 

自
 

宅
を
解
放
し
て
旅
人
の
宿
泊
に
供
す
る
（
民
宿
も
旅
館
 

も
な
い
こ
の
部
落
で
調
査
班
は
こ
こ
に
世
話
に
な
っ
た
）
 

当
地
で
声
望
の
あ
る
 

信
 

勢
 が
好
感
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
て
い
る
と
言
 

う
 こ
と
が
 
で
き
る
。
 

四 

宗
教
別
の
特
色
と
ま
と
め
 

に
お
け
る
三
三
・
三
 %
 の
肯
定
度
は
「
部
落
の
生
活
」
と
 い
う
こ
と
が
回
答
者
の
立
場
か
ら
多
様
に
考
え
ら
れ
て
 い
る
こ
と
を
予
想
さ
 

せ
 、
こ
こ
で
は
結
論
づ
げ
と
解
釈
 は
 差
し
控
え
た
い
 0
 

次
回
の
調
査
で
は
あ
ら
た
め
て
「
人
生
に
宗
教
は
必
要
 と
 思
い
ま
す
か
。
」
と
い
う
よ
う
な
設
問
で
聞
き
取
り
を
 行
 い
た
 い
 が
 、
い
 ず
 

れ
に
せ
よ
、
無
宗
教
表
明
者
の
約
三
分
の
一
が
宗
教
の
 必
要
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
は
、
四
阿
 室
 で
各
宗
教
が
 現
 桂
一
応
の
バ
ラ
ン
ス
を
 

保
っ
て
、
活
発
な
宣
教
活
動
を
展
開
し
て
い
な
い
状
況
 に
お
い
て
、
ま
だ
入
信
予
備
軍
の
よ
う
な
存
在
が
い
る
こ
 と
を
こ
の
回
答
は
示
し
 

て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
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員
の
信
徒
リ
ー
ダ
ー
や
古
住
屋
か
ら
毎
週
来
訪
す
る
 

熱
 
心
 
な
宣
教
師
の
信
徒
養
成
の
結
果
を
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
 

で
き
ょ
 

ぅ
 
。
 

他
方
、
信
者
の
中
に
僅
か
で
は
あ
る
が
、
厳
島
神
社
に
 

参
拝
す
る
と
答
え
た
者
、
ま
じ
な
 

い
 
を
す
る
者
、
神
山
の
 

オ
ボ
ッ
 

神
を
拝
む
者
 

-
 
汁
世
 

6
 
）
 

も
 
含
ま
れ
、
旧
来
の
信
仰
が
未
消
化
に
な
っ
て
い
る
点
 

も
 
注
目
さ
れ
る
。
 

四
阿
室
の
大
本
教
 

 
 

 
 

 
 

践
 

 
 

と
 

観
 

山
下
 

甜
ク
 
0
 
部
落
委
員
と
協
力
し
て
こ
れ
を
阻
止
す
る
と
 

い
 
う
 
主
体
性
を
発
揮
し
た
の
で
あ
る
。
 

 
 
 
 

瑠
西
阿
 

室
の
創
価
学
会
 

 
 

動
 
人
口
を
折
伏
吸
収
し
、
地
方
に
あ
っ
て
も
崩
壊
し
つ
つ
 

あ
る
伝
統
宗
教
の
間
隙
を
広
 

奄
 げ
て
会
員
を
拡
大
し
て
世
の
注
目
を
浴
び
て
い
る
 

創
価
学
会
も
、
す
で
に
大
本
教
、
カ
ト
リ
，
 

ク
 
教
が
受
容
 

さ
れ
、
両
者
が
協
力
態
勢
に
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各
設
問
の
回
答
か
ら
ほ
カ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
の
主
体
性
 

も
 伺
わ
れ
る
が
、
 
ヵ
 ト
リ
ッ
ク
受
容
の
昭
和
三
十
年
代
か
 

ら
の
信
者
で
郵
便
局
 



け
て
部
落
生
活
へ
の
適
応
の
姿
勢
を
と
り
、
静
か
な
 折
 伏
を
目
指
し
て
い
る
 よ
う
 で
あ
る
。
 

し
か
も
上
棟
の
神
願
い
、
ま
じ
な
い
、
易
者
へ
の
依
存
 な
ど
に
つ
い
て
は
回
答
は
ま
ち
ま
ち
で
、
神
信
仰
や
厳
島
 神
社
へ
の
参
拝
な
ど
 

へ
の
徹
底
的
な
態
度
と
対
照
的
な
ば
ら
つ
き
も
見
ら
れ
、
 在
来
の
民
間
信
仰
的
な
慣
習
に
つ
い
て
は
、
他
の
宗
教
 や
無
 宗
教
表
明
の
住
民
 

と
 共
通
の
態
度
が
見
ら
れ
る
。
 

学
会
員
は
貧
困
な
底
辺
層
か
ら
成
る
と
か
っ
て
は
 よ
 く
 壬
 
一
口
わ
れ
た
が
、
当
地
で
は
現
在
、
学
会
の
り
ー
ダ
ー
を
は
 

じ
め
比
較
的
裕
福
な
 

壮
年
層
の
世
帯
か
ら
成
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
 

西
岡
 室
 の
 無
 宗
教
表
明
者
 

今
回
の
調
査
結
果
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
回
答
 世
 帯
の
上
 ハ
 
0
.
 五
 %
 を
占
め
る
無
宗
教
表
明
の
四
六
世
帯
の
 宗
教
に
関
す
る
思
考
 

と
意
識
、
そ
の
実
践
の
特
徴
で
あ
ろ
う
。
 

調
査
の
結
果
は
明
白
に
 
之
 。
 オ
匹
楯
ざ
コ
 の
表
明
者
が
 之
 0
 目
り
 匹げ
セ
 
の
（
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 

四
阿
 室
 の
 無
 宗
教
表
明
者
の
七
八
・
一
 %
 は
家
庭
に
位
 牌
を
安
置
し
、
四
一
・
三
 %
 は
な
ん
ら
か
の
神
を
ま
っ
 り
 、
し
か
も
こ
れ
ら
が
 

形
式
的
安
置
で
な
 い
 こ
と
は
、
そ
の
七
八
・
三
 %
 が
「
 毎
日
拝
む
」
と
答
え
、
「
拝
ま
な
い
」
と
答
え
た
の
は
 僅
 か
 一
五
 % で
あ
っ
た
こ
 

と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
 

厳
島
神
社
へ
の
参
拝
に
つ
い
て
も
七
六
，
一
 %
 が
「
 参
 拝
す
る
し
と
答
え
、
神
社
の
改
築
を
「
よ
ろ
こ
ん
で
い
る
 」
と
答
え
た
も
の
が
 

八
八
，
九
 %
 に
の
ば
り
、
「
改
築
し
な
く
と
も
よ
い
」
と
 
答
え
た
も
の
は
全
く
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 

答 
か 第 
ら 一 
撤 回 
底 調 

し 査 
た 時 
数 に 
羊 一 
約 三 
主 世 
体 帯 
桂 を 
が 獲 

伺得 て ，し 
る た １ ム局も 

価 半ム のの、 
  
は 過 
学 政 
会 イヒ 

の の 

信 波 
  の 
竹 中 
  ン @ し 

学 現 
の 在 
深 は 
化 四 
を 世 
日 常 
指 を 
す 数 
和 え 
楽 る 
の の 

方 み 
針 で 
も る 

あり、 り、各 
孤 設 

五 間 
を の 
避 回 
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あ
る
西
岡
 室
 に
広
宣
流
布
の
実
を
あ
げ
る
こ
と
は
難
か
 し
か
っ
た
。
 

 
  

 



  落 y 、 奄美の村 _ おけ 

  
    T 註   

磯回 安第 
井 斎一 

  

  

  
  

  
  
ユ社 
  一 

安生 

八五年 い十し卜は 

本 
車 主日 

を 

参 
照 
さ 

れ 
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ぬ
 

電
算
処
理
、
集
計
に
当
っ
た
鈴
木
隆
 

君
 と
と
も
 に
そ
の
労
苦
に
感
謝
し
た
い
 
0
 

七
本
 

。 と信仰実践 

附 
筆 
考 証 
と 

共 
v@ し 

面 
接 
調 

査 

に当 

  
ナ ・ Ⅰ 

の 

もま 

上智 

大 

学文 

学 

部社 

会 

学科 

学生、 

田島 

忠篤 、 
  
同 

橋 
由 

和、 

内 
野 

繁 
の       
君 

であ 

り、 

（
 
ヰ
比
 
7
 ）
 

的
 地
位
な
ど
と
宗
教
の
相
関
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
 て
 報
告
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
 

彼
ら
は
 
ソ
 ロ
信
仰
や
制
度
宗
教
と
し
て
の
伝
統
的
な
部
 落
 祭
祀
を
否
定
し
、
 
呪
 
（
ま
じ
な
 い
 ）
を
行
わ
ず
、
易
者
 ユ
タ
 

点
 に
お
い
て
、
南
島
の
伝
統
的
宗
教
や
民
間
信
仰
の
立
 場
か
ら
す
れ
ば
、
無
宗
教
の
色
を
濃
く
し
て
い
る
こ
と
は
 確
か
で
 

島
津
 藩
 支
配
下
に
移
入
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
神
社
と
仏
 式
の
位
牌
と
の
つ
な
が
り
を
保
持
す
る
と
と
も
に
、
信
教
 0
 目
 

の
風
潮
の
も
と
に
無
宗
教
を
表
明
し
っ
つ
そ
の
三
分
の
 
一
が
 キ
リ
ス
ト
教
に
好
感
を
抱
い
て
、
そ
の
影
響
を
受
 げ
て
ぃ
 

が
 明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
宗
教
と
社
会
生
活
の
相
 関
を
解
明
す
る
上
で
種
々
の
い
と
ぐ
ち
を
提
供
す
る
も
の
 と
 思
わ
 

つ
ま
り
、
奄
美
村
落
に
お
け
る
 家
 意
識
と
祖
先
崇
拝
、
 
社
 会
 変
動
と
制
度
宗
教
の
相
関
、
村
落
共
同
体
統
合
の
 シ
 ン
ボ
 

か
ら
の
離
反
と
近
接
、
総
じ
て
無
宗
教
表
明
の
裏
に
か
く
 さ
れ
た
宗
教
性
の
間
題
な
ど
が
今
後
実
証
的
、
数
量
的
 デ
ー
タ
 

嘩
 
解
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
 う
 。
 

今
回
の
調
査
で
同
時
に
把
握
さ
れ
た
過
疎
の
実
態
、
 各
 世
帯
の
経
済
生
活
、
人
間
関
係
、
家
族
構
成
と
年
齢
、
回
 答
者
 に

 依
存
し
な
い
 

あ
る
。
 

由
 と
教
団
離
れ
 

る
と
い
う
事
実
 

れ
る
。
 

ル
 、
組
織
宗
教
 

を
手
が
か
り
 

の
職
業
と
社
会
 



 
 
 
 
 
  
 

研
究
所
一
九
五
八
年
参
照
 

 
 

（
 
4
 ）
奄
美
に
お
け
る
神
社
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
薗
田
給
 

ァ
 」
 
一
 0
 
四
号
一
九
七
七
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 

「
神
社
成
立
の
奄
美
的
類
型
」
「
人
類
科
学
」
第
三
 

0
 
与
一
 九
七
八
年
参
照
。
 

（
 
5
 ）
南
島
の
村
落
と
神
の
関
係
を
実
証
的
に
調
査
し
た
の
に
 
神
松
 弥
 秀
の
名
著
㍉
神
と
 村
ヒ
 
伝
統
と
現
代
社
一
九
七
五
年
 
参
照
。
著
者
は
本
書
 

の
中
で
南
島
の
伝
統
神
に
つ
い
て
「
神
は
遠
く
 、
 遠
く
へ
去
っ
 
て
 行
く
 !
 」
と
詠
嘆
し
て
い
る
（
一
四
 0
 頁
 ）
。
 

南
西
諸
島
の
神
観
念
に
つ
い
て
は
住
谷
一
彦
 と
 ク
ラ
イ
ナ
ー
 

ヨ
ー
ゼ
フ
の
労
作
「
南
西
諸
島
の
神
観
念
 ヒ
 未
来
社
一
九
七
 七
年
の
一
生
 -
m
 

な
 お
す
す
め
し
た
い
。
 

（
 
6
 ）
奄
美
へ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
の
伝
来
、
そ
の
受
容
と
定
着
 
に
つ
い
て
は
、
安
斎
 
伸
 
「
奄
美
に
お
け
る
移
入
宗
教
の
受
容
 」
上
智
大
学
「
ソ
フ
ィ
 

（
 
7
 ）
日
本
人
の
祖
先
崇
拝
の
社
会
的
、
宗
教
的
意
義
に
っ
 
い
 て
 、
最
近
柳
川
啓
一
、
阿
部
美
哉
は
異
色
の
論
文
「
日
本
に
お
 げ
る
宗
教
社
会
学
の
課
 

題
 」
「
東
洋
学
術
研
究
」
第
一
セ
キ
・
第
三
号
一
九
七
八
年
を
 
発
表
し
て
い
る
。
 

-
@
@
 

十
ト
：
 

v
 
。
 

（
 
3
 ）
奄
美
、
加
計
呂
麻
島
の
ノ
コ
神
事
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
 幹
 浩
司
奄
美
の
神
祭
 ｜
 加
計
呂
麻
島
 ソ
 ロ
神
事
調
査
報
告
１
ヒ
 

国
学
院
大
学
日
本
文
化
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表 @  位牌を祀っている 西 同室 

  カトリ， ク   大本教創価学会その 他   無 宗教令 き十 

12       36 63 

は     
        10 13 

a . 7. 7 7. 7   
い い え 

b . 7.7 16. 7   
c . 1.3 1. 3       

a. はいと答えた 人全体またはいいえと 答えた人全体の 中での比率   c. 全体の中での 比率 

表 Ⅱ 神様は一つ以上あ るか 

は   

え
 

計
 

 
 

4
 口
 

 
 

１ り ｜ 大 本 教 ｜ 倉 Ⅱ 価 字 合 その他 

        

a. 3. 4 10.3 3.4 24. 1 

b . 7. 7 50. 0 100.0 1 ㎝ 田 

c . 1. 6 4.8 1.6 11. 1 

12       

a. 35. 3 8.8 0. 0 0. 0 

b . 92. 3 50.0 0. 0 0. 0 

c . 19. 0 4.8 0.0 0. 0 

    

              9.5   1.6   11.1 

無 宗教令高士 

17 29 

  
19 34 

  
              100.0 63 

47@ (157) 



三毛Ⅲ 

NA.   

毎   

ときど ぎ 

拝まない 

0 口 計 

位牌 か 神様を拝むか 

  カトリック   大本教創価学会   

      

      

    

一一 
    

11     

a. 17. 5 9.5 4.8 

b. 84.6 @ 100.0 75.0 

c . 14. 5 7.9 3.9 

      

a . 25. 0   25. 0 

b . 7.7   25.0 

c . 1. 3   I. 3 

      

a. 12. 5     

b . 7. 7     

    1. 3     

13     

17. 1 7. 9 5. 3 

その他 

  

  

  

  

  

11. 1 

100. 0 

9.2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9. 2 

無 宗教 合 計 

    

  
36 63 

47. 4   
    

  
    

  
46 76 

60. 5 100.0 

(158)@ 48 



表 N  不幸の時易者をたずねる 

  カトリ， ク   大本教創価学会その 他   無 宗教会 き十 

一     
    12 17 

a    """ 5. 9 5. 9 17.6 70. 6 
@ 土   

b   一 

。 「   一 
  

13 

  
      34 

  
59 

い い え   
合 計 

13         
  

表 V  厳島神社におまいり 

  

は 

  

  

  

ム口 

  

  

い え 

計 

カト 

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

4. 1 

15. 4 

2. 6 

l1 

40. 7 

84. 6 

14.5 

大本教創価学会   

    

10. 2 2. 0 

83. 3 25. 0 

6.6 1. 3 

    

3.7 11. 1 

16. 7 75. 0 

1. 3 3.9 

13 

17   
  

  
          

  

7.9 

    

  

5. 3 

その他 

  

12. 2 

85.7 

7. 9 

  

3. 7 

14. 3 

l. 3 

  

9.2 

無 宗教 

35 

71. 4 

76. 1 

46. 1 

11 

40. 7 

23. 9 

14. 5 

46 

60. 5 

  ム ロ 三十 口   

49 

  64.5 

27 

  35.5 

76 

100. 0 

49  (159) 



表 Ⅵ 厳島神社の改築について 

  カトリック大本教創価学会その 他   無 宗教合計 

        40 61 

    
          11 

なんとも 居 、 a. 4S.5   9. 1   
わ な い b. 38.5   25. 0   

    c . 6.7 I. 3   
        

改築しなく a. f66.7   33. 3   
て よ い b. 15.4   25.0   

c . 2.7   1. 3     
合 - 一 口 一 一 十 6 l 4 75. 0 8.0 5.3 7 色 3 46 5 れ 100.0 

表 Ⅶ 神山の オボッ 神を拝むか 

  カトリ， ク l 大本教 

    

@ ま   a . 25.0 25. 0 
b . 7.7 16. 7 

c . 1. 4 1. 4 

12   

し " し " " え a. 17. 1 7. 1 

b . 92. 3 83.3 

c . 16. 2 6. 8 

合 計   
11 6 3 Ⅰ 8.1 

創価学会その 他 

    

  25.0 

  14. 3 

  1. 4 

    

5. 7 8. 6 

100 ・ 0 85. 7 

5.4 8. 1 

  

無 宗教   ム 号目片ロⅠ 

    

  
43 70 

  
  

(160)  50 



  

 
 

 
 

 
 

万
 祝
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
「
方
等
 

陀
 羅
尼
経
 

」
は
、
現
在
、
「
大
正
新
脩
大
蔵
経
口
第
二
十
一
 

巻
の
 
「
密
教
部
 

四
 
」
に
収
録
 

に
 

っ
た
の
か
 0
 管
 頴
 は
こ
れ
以
前
に
こ
の
経
を
基
に
し
 て
 、
よ
り
具
体
的
な
戦
 悔
法
 と
し
て
、
日
方
等
三
昧
 
行
 法
 L
 を
 著
 わ
し
、
ま
た
別
に
 

経
 。
 

一
 
問
題
の
所
在
 

天
 ム
ロ
 
智
掠
 は
、
「
 
摩
詞
 止
観
 ヒ
巻
 第
二
上
の
八
四
種
三
昧
 V
 を
説
示
す
る
中
で
、
「
方
等
陀
羅
尼
 
経
ヒ
 四
巻
に
基
づ
 く
 
「
方
等
三
昧
（
 
方
 

等
蛾
法
 ）
」
を
、
 
一
 
・
法
華
三
昧
」
と
と
も
に
 
八
 平
行
平
坐
 三
 昧
 V
 の
一
つ
と
し
て
 広
税
 し
て
い
っ
た
。
「
法
華
三
昧
」
 
を
 八
手
打
手
 坐
 三
昧
 V
 

察
 

酵
 
と
し
て
説
示
し
た
こ
と
は
、
 諸
僧
伝
竺
督
 し
て
 、
「
法
華
経
」
の
 依
 周
回
数
の
頻
繁
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
 中
国
南
北
朝
時
代
以
降
と
く
 

鞍
に
 重
視
さ
れ
た
こ
と
が
解
か
る
。
そ
れ
と
と
も
に
 智
顎
は
 、
ど
こ
ま
で
も
同
法
華
経
口
を
根
幹
と
し
て
、
 独
 自
の
円
融
実
相
の
教
学
体
系
 

樽
を
形
成
し
た
こ
と
か
ら
も
首
肯
さ
れ
る
の
で
あ
る
 
 
 

 
 つ

し
か
し
な
が
ら
、
「
方
等
陀
羅
尼
 経
ヒ
に
 基
づ
く
 「
方
等
三
昧
」
を
何
故
に
八
平
行
半
生
三
昧
 
V
 の
一
 つ
に
 加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
 

基
 

方
等
陀
羅
尼
経
に
基
づ
 

中
国
に
お
け
る
 く

 方
等
 繊
 法
の
考
察
 

実
修
 と
そ
の
意
義
 

大
野
末
人
 



に
 考
察
す
る
よ
う
に
 俄
悔
 法
を
明
か
す
に
あ
る
が
、
智
門
 在
世
当
時
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
中
国
の
僧
俗
間
に
 お
い
て
、
果
し
て
重
視
 

さ
れ
、
 実
 修
さ
れ
て
い
た
の
か
。
こ
の
辺
の
事
情
を
解
 明
し
ょ
う
と
す
る
の
が
、
こ
の
小
論
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
 で
あ
る
 0
 そ
の
た
め
 

悔
 
「
方
等
陀
羅
尼
 
経
 」
の
原
意
と
そ
の
 餓
 海
法
を
明
ら
 か
に
し
、
中
国
の
僧
俗
間
に
お
け
る
 戦
悔
法
 の
 実
修
と
 そ
の
意
義
を
究
明
し
 、
 

南
北
朝
時
代
よ
り
 趙
宋
 時
代
前
期
に
至
る
方
等
 繊
法
の
 実
 惨
状
況
を
諸
経
 録
 ・
 諸
僧
伝
 に
よ
り
摘
出
し
、
併
せ
て
 方
等
 繊
 法
 案
 修
の
背
景
 

と
 意
義
に
つ
い
て
も
論
究
し
て
い
き
た
い
。
中
国
に
お
 け
る
 戯
 侮
の
総
合
的
な
研
究
は
、
す
で
に
塩
入
長
道
教
授
 に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
 

る
 。
こ
の
塩
入
教
授
の
諸
研
究
を
基
底
と
し
て
、
こ
の
 小
 論
 で
ほ
、
方
等
 俄
法
 に
限
定
し
て
考
察
し
て
い
き
た
い
 。
 智
顎
 に
お
け
る
方
等
 

俄
法
 の
 実
修
 と
意
義
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
論
ず
 る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
背
景
を
解
明
し
ょ
う
と
す
 る
も
の
で
あ
る
。
 

二
ロ
方
等
陀
羅
尼
 経
 」
の
原
意
 と
俄
悔
法
 

智
抑
が
 、
「
方
等
陀
羅
尼
 径
 」
を
伏
屈
し
て
い
く
背
景
に
 は
 、
「
方
等
戦
法
 ヒ
の
選
述
 も
あ
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、
 こ
の
経
に
説
示
す
る
 

俄
 海
法
に
関
心
が
あ
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
 俄
悔
目
ゆ
り
 
日
が
法
に
（
 

l
@
 
 つ
い
て
 広
謝
 す
る
経
典
は
多
種
あ
る
 の

に
、
 智
 顎
は
何
故
、
 

「
方
等
陀
羅
尼
 経
 」
を
選
択
し
、
こ
の
経
に
基
づ
い
て
、
 別
行
木
「
方
等
三
昧
行
法
 ヒ
を
著
 わ
し
、
「
国
債
百
錬
 
口
 中
に
も
「
方
等
 俄
法
 」
 

を
 収
録
し
、
「
 摩
詞
 止
観
 ヒ
の
 平
行
学
生
三
昧
の
一
つ
と
 し
て
、
「
方
等
三
昧
」
を
説
示
し
て
い
っ
た
の
か
。
こ
れ
 ら
 三
本
の
い
づ
れ
も
 

と
 
「
方
等
陀
羅
尼
経
口
を
根
幹
・
伏
屈
し
て
、
体
系
化
 さ
れ
た
行
法
な
の
で
あ
る
ひ
こ
れ
ら
の
点
か
ら
考
え
て
 

@
@
 
ノ
 

い
か
に
こ
の
経
が
 重
 

 
 

俄 な さ 

渋 色 れ 
ヒ 合 て 

いる。 いはほ 「刀筆   

睦 ; お 
ど め 

生みる 

  
ナ， Ⅰ 

羅 
尼 

  哩   - 

  
つ 卜 

  
め て に 

    
後 等 的 

(162)@ 52 



「
方
等
陀
羅
尼
 
経
 」
四
巻
は
、
 初
分
巻
 第
一
（
 初
 分
会
 巻
 第
二
）
・
授
記
 
分
 第
二
・
薄
行
分
番
第
三
・
 
護
 成
分
 巻
 第
四
・
不
思
議
蓮
華
 

分
 第
五
の
五
章
よ
り
成
り
立
っ
て
い
る
。
 

八
初
分
巻
 第
一
（
 初
 分
会
 巻
 第
二
）
Ⅴ
あ
る
と
ぎ
 仏
 が
 、
 舎
衛
国
祇
 陀
林
の
中
に
お
い
て
、
五
百
の
大
弟
子
 
達
 と
在
っ
た
。
そ
の
 

と
き
文
殊
 師
 刑
法
王
子
は
王
舎
城
よ
り
、
九
十
二
億
の
互
 

口
 
薩
摩
 詞
薩
と
 倶
に
仏
の
も
と
へ
行
 
き
 、
衆
生
の
無
量
の
 
苦
悩
を
滅
す
る
た
め
 

に
 、
陀
羅
尼
名
字
を
敷
 
演
 ・
解
説
す
る
こ
と
を
勧
請
し
た
 

。
そ
こ
で
仏
は
、
文
殊
 
師
 利
の
勧
請
に
応
じ
て
、
正
法
 
中
 最
勝
の
摩
 詞
祖
持
陀
 

羅
尼
 等
の
十
八
種
の
陀
羅
尼
法
門
を
説
い
た
 

0
 こ
の
会
 中
に
 雷
昔
 と
い
う
 一
 比
丘
が
あ
り
、
祥
三
昧
に
入
っ
て
 
い
 た
 。
そ
の
時
、
祖
 
茶
羅
 

察
 

め
と
い
う
魔
王
が
あ
り
、
九
十
二
億
の
谷
 
属
 を
ひ
 き
 い
て
、
 雷
 昔
の
善
根
因
縁
を
こ
わ
そ
う
と
し
た
。
 
雷
昔
 は
 、
「
南
無
十
方
三
世
無
量
 

諸
 

鞍
仏
 、
南
無
十
方
三
世
無
量
諸
法
、
南
無
十
方
少
分
 

尺
八
」
と
、
大
声
で
叫
ん
で
救
い
を
求
め
た
。
衆
中
に
 

華
 緊
 と
い
う
菩
薩
が
い
て
、
 
摩
 

%
 
 詞
祖
持
 陀
羅
尼
の
章
句
を
も
っ
て
 
、
 彼
の
波
旬
（
 
魔
王
 祖
茶
羅
 ）
を
降
伏
し
た
。
 華
聚
 菩
薩
は
雷
 昔
や
魔
 王
 ・
十
二
夢
主
・
六
百
の
魔
 

{
 

。
そ
の
と
ぎ
仏
は
舎
利
弗
に
対
し
て
、
大
衆
の
方
 

等
る
 
ぅ
 菩
薩
が
、
 恒
伽
 と
い
う
比
丘
を
教
化
し
て
い
く
 

っ
壬
 ・
六
百
萬
の
魔
王
波
旬
・
十
二
大
王
・
十
二
神
 

 
 

王
な
ど
の
た
め
に
、
 
摩
詞
裡
持
 陀
羅
尼
の
威
力
を
説
 
き
、
 、

乞
士
と
な
っ
た
上
首
と
い
ち
七
日
間
を
一
期
と
し
、
 

日
 

こ
れ
を
受
持
さ
せ
菩
提
心
を
 

墓
 

が
 
発
さ
せ
た
。
 
華
聚
 は
と
く
に
 雷
 昔
に
、
「
陀
羅
尼
は
 
父
 と
も
母
と
も
な
す
べ
く
、
 
よ
 く
受
持
せ
よ
」
と
教
え
 
た
 。
さ
ら
に
、
 摩
詞
伽
頼
著
 

羅
 
と
い
う
天
王
や
婆
 
英
 仙
人
が
地
獄
よ
り
九
十
二
億
 
の
諸
の
罪
人
を
と
も
な
っ
て
 
、
 仏
の
も
と
へ
来
会
・
 
帰
仏
 し
た
因
縁
を
詳
し
く
述
べ
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-
3
-
 

か
に
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
密
教
部
に
属
す
る
 経
典
と
し
て
は
、
早
い
時
代
の
成
立
で
あ
る
。
 

現
 さ
れ
た
か
を
窺
い
知
る
こ
こ
と
が
で
き
る
。
 智
顎
が
一
 
二
本
も
講
述
し
た
こ
の
「
方
等
陀
羅
尼
 経
ヒ
 

も
っ
た
 教
説
 な
の
か
。
以
下
、
原
意
を
尋
ね
な
が
ら
、
 そ
 こ
に
説
か
れ
る
 繊
悔
 法
を
明
ら
か
に
し
て
 

「
方
等
陀
羅
尼
 経
ヒ
は
 、
北
涼
の
法
泉
 が
 、
東
晋
の
安
希
 0
 世
（
三
九
七
 ｜
 四
一
八
）
 か
 、
北
涼
 と

は
、
一
体
如
何
な
る
思
想
内
容
を
 

い
 ぎ
た
い
 0
 

の
 大
安
年
中
（
 四
 0
 ニ
ー
 四
一
三
）
 



に
 三
度
 体
 を
洗
い
、
浄
潔
衣
を
着
て
 、
 仏
の
形
像
に
座
し
 て
 、
五
色
の
旛
蓋
を
懸
け
る
。
そ
こ
で
陀
羅
尼
の
章
句
 を
 百
二
十
通
話
し
な
が
 

ら
 百
二
十
回
 を
達
る
 。
章
句
を
謂
 し
達
り
 終
っ
た
ら
、
 
坐
 し
て
思
惟
す
る
 0
 思
惟
 し
 終
っ
た
ら
章
句
を
諦
 し
達
る
 。
こ
れ
を
 セ
 日
間
繰
り
 

返
す
。
要
ら
ず
月
の
八
日
と
十
五
日
は
 

師
に
対
し
て
、
か
な
 

、
 

己
の
犯
し
た
罪
を
生
口
目
せ
よ
、
と
規
定
す
る
 
0
 ま
た
も
 し
 一
一
の
 諸
 戒
を
犯
す
 

こ
と
が
あ
れ
。
は
、
一
心
に
 俄
 悔
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
 ぃ
 ぅ
 。
次
に
上
首
菩
薩
所
説
の
二
十
四
重
戒
の
相
を
述
べ
 る
 。
さ
ら
に
大
方
等
 陀
 

羅
尼
 経
を
受
持
・
読
話
す
る
こ
と
の
 威
 神
功
徳
の
殊
 妙
 な
る
こ
と
を
明
か
す
。
 

八
 授
記
 分
 第
二
 V
 
 

仏
は
こ
の
経
を
阿
難
に
付
嘱
し
、
 

雷
 土
日
比
丘
に
は
、
将
来
に
お
い
て
 
雷
昔
宝
 如
来
と
な
る
 で
あ
ろ
う
、
と
授
記
 

し
た
。
ま
た
仏
は
五
百
の
大
弟
子
 衆
に
 、
同
一
の
宝
刀
工
 如
来
と
 号
 す
べ
し
、
と
授
記
さ
れ
た
。
仏
は
諸
天
に
も
 授
記
さ
れ
た
。
す
な
わ
 

ち
 、
東
方
の
天
子
 は
 離
垢
世
界
に
お
い
て
、
南
方
の
天
子
 は
 染
色
世
界
に
お
い
て
、
西
方
の
天
子
は
、
 

妙
色
 世
界
 に
お
い
て
、
北
方
の
天
 

子
は
衆
 難
 世
界
に
お
い
て
、
ま
た
下
方
の
天
子
は
衆
 声
 世
界
に
お
い
て
、
上
方
の
天
子
は
衆
妙
世
界
に
お
い
て
そ
 れ
ぞ
れ
 仏
 と
な
る
で
あ
 

ろ
 う
 、
と
成
仏
の
記
を
授
げ
ら
れ
た
。
ま
た
餓
鬼
や
阿
膠
 羅
 に
も
記
を
授
げ
ら
れ
た
。
 

文
殊
菩
薩
は
、
菩
薩
の
授
記
 法
 に
つ
い
て
、
虚
空
の
無
 色
 の
よ
う
で
あ
り
、
無
形
の
よ
う
で
あ
り
、
浮
雲
の
無
実
 の
よ
う
 で
あ
り
、
 風
 

の
 無
体
の
よ
う
に
、
 
形
段
 な
く
、
空
性
に
住
し
て
 取
 著
す
 べ
き
で
な
い
と
 空
 思
想
に
基
づ
い
て
説
く
。
ま
た
 陀
羅
 ほ
を
 受
持
す
る
功
徳
に
 

つ
い
て
述
べ
る
。
も
し
も
 魔
 波
旬
あ
り
て
、
善
根
の
因
縁
 を
 破
壊
し
ょ
う
と
す
れ
ば
、
異
口
同
音
に
諸
法
王
の
名
 字
 を
講
じ
、
 摩
詞
祖
持
 

陀
羅
尼
を
念
ず
る
な
ら
ば
、
観
世
音
菩
薩
が
、
そ
の
 室
 に
入
る
を
観
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
ま
た
諸
仏
の
前
で
 至
 心
 に
戦
 悔
 す
れ
ば
、
 
九
 

十
二
億
の
生
死
の
罪
が
減
し
、
三
途
（
三
悪
趣
）
に
お
 い
て
大
く
生
死
を
分
け
ず
煩
悩
も
尽
き
て
し
ま
 5
 。
さ
ら
 に
 、
こ
の
経
の
修
行
法
 

に
つ
い
て
、
具
体
的
に
述
べ
て
い
 き
 、
最
後
に
こ
の
 陀
羅
 尼
を
 誹
議
す
る
も
の
の
罪
報
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
  
 

六
夢
待
命
 巻
 第
三
 V
 
 

仏
が
世
に
在
る
時
も
 、
 世
を
 去
っ
た
後
で
も
、
陀
羅
尼
を
求
め
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
 十
 三
事
 王
を
 数
式
さ
せ
 

ょ
 。
も
し
 
一
 王
を
見
る
な
ら
ば
、
七
日
の
行
法
を
教
授
す
 べ
し
、
と
仏
は
文
殊
 師
利
 に
告
ぐ
。
そ
こ
で
十
二
夢
主
 を
 明
か
し
、
 
摩
詞
裡
持
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%
 
 八
不
思
議
蓮
華
 

分
 第
五
 
V
 
 祇
 陀
林
中
に
お
 

い
て
無
量
の
大
衆
が
い
る
中
で
、
宝
蓮
華
が
 

他
 よ
り
 
踊
出
 
し
 、
そ
の
花
は
八
十
万
恒
河
 

大
経
 

が
沙
重
 
僅
 

が
そ
れ
ぞ
れ
陀
羅
尼
を
説
く
と
、
こ
の
奉
ょ
 

あ
っ
て
、
そ
の
一
重
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
一
仏
 

り
 

 
 

 
 

雛
曾
 有
の
奇
瑞
を
見
て
、
こ
の
華
に
四
種
の
不
可
思
 

議
を
感
じ
、
こ
の
葉
の
も
と
に
至
り
、
諸
仏
に
供
養
し
 

陀
 羅
尼
 
を
話
し
た
。
こ
れ
ら
は
 

%
 
 
み
な
陀
羅
尼
の
無
量
の
威
神
力
に
 

よ
 る
も
の
で
あ
 

っ
て
、
よ
く
こ
の
経
を
受
持
し
、
よ
く
修
行
し
て
そ
の
 

義
 を
 解
す
る
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
 

方
る
 種
類
の
神
通
力
を
身
に
つ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
、
 

と
 説
く
。
こ
の
陀
羅
尼
の
諸
功
徳
は
無
量
で
あ
る
こ
と
 

を
 種
々
の
観
点
か
ら
明
ら
か
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 陀

羅
尼
の
七
日
間
の
行
法
の
一
一
に
つ
い
て
具
体
的
に
 述
べ
て
い
る
。
 
華
衆
 菩
薩
は
、
も
し
衆
生
あ
り
て
こ
の
 陀
 羅
 尼
を
行
ず
る
な
ら
 

ば
 、
わ
た
く
し
は
彼
の
人
の
た
め
に
、
昼
夜
 法
 を
説
 い
 て
 歓
喜
を
得
さ
せ
、
命
終
の
日
に
は
、
 

必
 ら
ず
 妙
楽
 世
界
 に
 生
ず
る
で
あ
ろ
う
、
 

と
い
っ
た
。
ま
た
菩
薩
中
道
 究
寛
 慧
を
得
る
こ
と
の
 必
 要
を
説
く
。
 

八
講
成
分
 巻
 第
四
 V
 
 

も
し
四
重
禁
戒
を
殻
し
た
 比
 丘
は
 、
至
心
に
こ
の
 摩
詞
祖
持
 陀
羅
尼
を
憶
念
し
て
、
 

一
 千
四
百
 遍
な
 話
し
て
 

一
戦
 悔
 と
し
、
 
一
 比
丘
に
請
う
て
証
人
と
な
っ
て
も
ら
 い
 、
 自
か
ら
そ
の
罪
を
形
像
に
伺
っ
て
陳
べ
る
。
こ
れ
を
 八
十
七
日
間
繰
り
返
し
 

て
繊
 悔
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
八
重
禁
戒
を
穀
し
た
 比
丘
尼
は
、
ま
ず
内
外
の
律
に
通
達
し
た
比
丘
を
請
 う
て
 、
そ
の
 罪
 各
を
彼
の
比
 

丘
 に
伺
っ
て
陳
べ
る
。
こ
れ
を
九
十
七
日
間
繰
り
返
し
、
 

日
 に
四
十
九
遍
の
陀
羅
尼
を
話
す
。
八
重
禁
戒
を
致
し
 た
 菩
薩
は
、
六
十
七
日
 

間
 に
わ
た
っ
て
陀
羅
尼
を
六
百
 遍
諒
 し
て
一
戦
 悔
 と
す
 る
俄
 海
法
を
修
す
。
ま
た
仏
は
一
切
衆
生
を
慈
恕
す
る
か
 ら
 、
こ
の
陀
羅
尼
を
説
 

く
と
し
、
も
し
下
劣
の
沙
 爾
 
・
 沙
禰
尼
 ・
優
婆
塞
・
 優
 婆
夷
 あ
れ
ば
、
四
十
 セ
 日
間
に
わ
た
り
四
百
遍
の
陀
羅
尼
 な
 話
し
て
一
戦
 悔
を
修
 

す
る
。
ま
た
 護
戒
 に
関
す
る
七
種
の
五
事
（
た
と
え
ば
 そ
の
 
一
 っ
と
し
て
、
陀
羅
尼
の
義
を
犯
さ
ず
・
方
等
経
を
 誘
ら
ず
，
他
の
過
を
見
 

%
 
 ず
 ・
大
衆
を
讃
 ぜ
す
 小
乗
を
股
さ
ず
・
善
友
 と
離
 れ

ず
常
に
衆
生
に
妙
行
を
説
く
 、
の
 五
事
を
挙
げ
る
）
に
 つ
い
て
具
体
的
に
 
-
 
記
し
て
い
 

の
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以 
塵土 

と 
  
ラノ @ 

ンァ ヒ 

  

あ   
経 

  
た 現 の は 沙 に 奈 穂 径 
め 世 隆 也 禰 セ す は 』 
の 利 の の   日 る 広 の   

『しれ 法 てた 中 
苑 い の 国       
L  い そ き 光   
巻 。 ） た 朝 
築 こ 申 時 中 
八 の 国 代 国 
十 間 社 以 ｜ 
六 題 会 降 お 
  解 の よ ゴ ｜   る 篇糸 の口に坤 開智 儀 悔 
記 を お 在 法 
車 載 ぃ 世 の 

で小て あ し 、 （ 五 
実 
修 

三八 るぞ o ） てく 戦 悔 
と 

こ れ 法 l 
そ 
の     

資 唐 6 所 
料 の 意 後 
と 道 義 に 
し 世 を お   て って 充分 て 、 （ ?i 
と 六 突 @ 

悔法 まい ｜ 八三 修さ 

ぃ ） れ と 

難 が た し 

て一体 元く、問 ぬ 壁草 カ のミ 

題 字 尊 い 
は （ に か 

残 六 つ な 
る 大 い る 
と 八 て 経 
し ） 少 論 
て に し が ミ   
当 た 観 さ 

に
す
る
。
仏
は
こ
の
大
方
等
陀
羅
尼
経
を
阿
難
に
付
嘱
し
 

、
こ
の
陀
羅
尼
を
諸
種
の
鬼
病
の
治
療
に
用
い
て
は
な
 

 
 

5
6
 



方等陀羅尼経に 基づく方等 戯 法の考察 

時
の
 =

3
 

ず
 、
 

し
く
 

一
一
一
 

１
丁
 

経
ロ
 

ー
、
 

写
 し
 

最
後
 

に
基
 

俄
悔
 

諭
 し
 

経
き
 

て
い
 

ま
た
 

九
 

-
9
 

曇
遷
 

１
丁
 

-
7
@
 

諸
経
論
に
基
づ
い
て
、
体
系
的
に
究
明
さ
れ
れ
て
い
る
 の
で
、
以
下
口
法
苑
珠
林
 ヒ
 0
 所
説
に
し
た
が
っ
て
論
究
 し
て
い
く
。
 

法
苑
珠
林
」
 
峨
悔
篇
は
 、
 述
意
部
 ・
引
証
部
・
違
順
部
 

会
意
部
・
儀
式
部
・
 
洗
戯
 部
の
六
項
目
に
分
け
て
論
じ
 ら
れ
て
い
る
 0
 ま
 

 
 

俄
悔
法
 と
し
て
、
 
い
 か
な
る
経
典
が
重
視
さ
れ
た
か
を
 解
明
す
る
。
「
引
証
部
第
二
」
に
は
、
「
辰
砂
 
初
 裁
縫
 ヒ
 「
 大
荘
厳
経
論
」
（
 正
 

は
 
「
大
荘
厳
論
 経
 」
と
い
う
。
 
巻
 第
六
、
大
正
蔵
四
・
一
 
一
八
八
 a
 ｜
 二
八
九
 a
 ）
、
「
大
腿
 浬
盤
経
 L
 （
北
本
巻
筆
 二
十
一
、
大
正
蔵
 

五
五
三
 
c
 。
南
木
 巻
 第
三
十
、
大
正
蔵
一
二
・
七
九
九
 c
 ）
、
「
虚
空
蔵
経
ロ
台
観
虚
空
蔵
菩
薩
経
口
、
大
正
蔵
 

一
 三
・
六
七
七
 
b
 

セ
八
 a
 ）
、
「
仏
名
経
」
（
 巻
 第
八
、
大
正
蔵
一
四
・
一
五
 八
 c
 ｜
 一
五
九
 a
 、
一
山
八
一
 c
 ）
の
文
を
挙
げ
、
最
後
 に
 
日
方
等
陀
羅
尼
 

（
 巻
 第
四
、
大
正
蔵
 三
 一
・
六
五
六
 a
 ｜
 六
五
七
 
c
 ）
の
 

文
を
収
録
し
て
い
る
。
 

繊
侮
 法
の
理
論
的
根
拠
と
し
て
 

以
上
の
六
経
を
 

つ
く
 戯
悔
法
は
、
 
他
の
経
と
と
も
に
、
か
な
り
中
国
の
 

て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
経
は
、
か
な
り
重
視
さ
れ
 

悟
 
「
方
等
陀
羅
尼
 経
ヒ
が
 入
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
 

僧
俗
間
に
浸
透
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
「
 
ム
至
 

た
 い
 。
撰
者
道
世
が
収
録
せ
ぬ
 め
 げ
に
ゆ
か
ぬ
ほ
ど
、
「
 

、
僧
俗
間
に
お
い
て
読
話
，
 実
 修
さ
れ
て
い
た
と
推
定
 息

 邸
第
四
」
に
は
、
 

方
等
陀
羅
尼
 経
し
 

さ
れ
る
。
六
経
の
 

は
よ
 く
罪
業
を
滅
す
と
し
、
 

繊
悔
に
事
戦
悔
と
理
繊
悔
 が
あ
る
と
し
、
諸
経
論
 中
 、
「
千
住
 婆
沙
論
 L
 台
十
住
民
 婆
沙
 論
じ
、
口
授
 

尖
 摂
大
乗
論
 し
 ）
、
「
優
婆
塞
 戒
経
円
 

日
華
厳
経
 卜
 
「
 大
 宝
積
 経
 円
円
諸
法
 無
 行
径
 卜
 
「
普
賢
菩
薩
経
口
 
尖
 仏
説
 観
 普
賢
菩
薩
行
法
 

、
 日
 維
摩
経
 卜
 
「
 浬
穏
経
日
 
「
業
報
差
別
経
し
 宍
仏
為
首
 迦
 長
者
 説
 業
報
差
別
 経
ヒ
 ）
、
「
未
曾
有
 経
円
 
「
大
集
経
口
 な
ど
の
文
を
挙
げ
 

る
 。
こ
れ
ら
の
経
論
が
、
 

事
俄
悔
と
理
戯
 悔
の
理
論
的
 根
 拠
 と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
重
視
さ
れ
て
い
た
 左
証
で
あ
ろ
う
。
 

「
 洗
 織
部
第
六
」
に
は
、
「
舎
利
弗
悔
過
経
口
（
大
正
蔵
一
 

一
四
・
一
 0
 九
 O
a
 
｜
一
 0
 九
一
 a
 ）
、
「
 観
 普
賢
菩
薩
 行
 法
経
し
 
（
大
正
蔵
 

三
九
二
 
c
 ｜
 三
九
三
 b
 ）
の
文
を
挙
げ
て
、
 
繊
悔
法
 の
 実
 修
 方
法
を
明
示
す
る
。
つ
づ
い
て
、
 

俄
悔
法
 の
 実
修
者
 ほ
 つ
い
て
、
惰
の
 

 
 

 
 

 
 （

五
四
二
１
人
 0
 七
）
の
「
十
悪
戯
文
」
と
、
惰
の
霊
 裕
 
（
五
一
七
 ｜
上
ハ
 
0
 五
）
の
「
 総
蛾
 十
悪
 渇
文
 」
と
、
 唐
 の
 支
院
（
 五
 上
八
二
 

三
六
）
の
「
九
行
 掲
 」
な
ど
の
全
文
を
収
録
し
て
い
る
。
 

ま
た
、
「
感
応
 録
 」
と
し
て
、
晋
の
慧
連
を
三
 %
0
 

コ
 冥
 唾
汁
 

庁
記
 

-
 口
，
 

L
 よ
り
、
 

、
 
2
-
 

1
 

  



（
 
廿
 
4
 
@
 -
 

（
は
 
"
 

梁
 の
 法
寵
 
（
四
五
一
 ｜
 五
二
四
）
を
 口
 壁
面
 僧
 広
口
よ
 り
、
 唐
の
徳
 美
 
（
五
七
四
 ｜
 六
三
セ
）
を
「
 続
 高
僧
伝
 ヒ
 よ
り
列
立
し
て
、
 
い
づ
 

れ
も
 洗
繊
 に
よ
っ
て
感
応
を
得
た
こ
と
を
記
録
し
て
い
 る
 。
「
感
応
 録
 」
に
収
録
す
る
三
師
は
 、
ぃ
 づ
れ
も
 礼
餓
 を
 業
と
し
た
熱
心
な
戦
 

浩
美
 修
 者
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
な
か
の
 徳
 美
の
伝
に
は
、
 

（
 
徳
 ）
美
は
乃
 ち
 画
院
 に
 於
て
 俄
悔
 堂
を
造
り
、
 
像
 設
は
 厳
華
 、
堂
宇
は
宏
 麗
 な
り
。
…
…
倉
主
（
衆
生
の
こ
と
）
 

と
 共
に
諸
の
悪
業
 

を
 断
ぜ
ん
と
誓
い
て
鎮
兵
 乱
 悔
し
、
方
等
を
潔
浄
す
。
 

凡
 そ
進
 具
せ
ん
と
欲
せ
ば
 必
 ら
ず
先
に
依
 雨
し
 、
身
心
を
 蕩
條
し
 方
に
 壇
位
に
 

（
 
い
 
@
 ）
 

登
る
。
・
・
・
…
時
に
応
じ
て
 
泉
涌
し
 還
る
こ
と
直
日
に
同
 じ
 な
り
 0
 

と
あ
り
、
「
方
等
を
潔
浄
 
す
 」
と
は
、
「
方
等
陀
羅
尼
経
口
 
に
よ
 る
戦
法
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
諸
の
悪
業
を
断
 ず
 る
た
め
に
 実
 修
し
た
こ
 

と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
儀
法
に
よ
っ
て
 、
洞
 れ
て
い
た
 井
 戸
の
水
が
涌
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
 

以
上
、
「
法
苑
珠
林
 
口
 に
掲
示
す
る
 
繊
悔
 法
の
主
要
大
乗
 諸
経
論
と
実
 修
 者
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
つ
ぎ
に
こ
の
 蛾
悔
 浩
美
 修
 に
い
か
 

な
る
意
義
が
あ
っ
た
の
か
、
や
は
り
司
法
苑
珠
林
  
の
 選
 者
 道
世
に
語
っ
て
も
ら
 ぅ
 こ
と
に
し
た
い
。
「
 述
意
部
 第
一
」
に
は
、
 

仏
日
暉
を
潜
め
、
正
像
靴
を
侵
す
。
人
情
 瞼
 異
に
し
て
 、
 
世
序
洗
璃
す
 。
仰
で
大
師
に
別
れ
て
 よ
 9
 千
石
七
百
 、
衆
生
は
頑
 曹
 に
し
 

て
 、
善
根
 鼠
薄
 な
り
。
正
法
既
に
衰
え
て
邪
見
増
長
す
 。
内
に
勝
 解
 な
く
、
常
に
五
 蓋
 の
た
め
に
自
ら
 糸
 わ
る
 。
外
に
良
縁
を
失
 な
 

い
、
四
魔
を
し
て
便
を
得
し
む
る
を
致
す
。
故
に
三
毒
に
 放
縦
し
、
六
塵
に
 馳
駿
す
 。
日
夜
に
 
肇
縁
 し
て
禍
を
構
 に
 非
ず
と
い
う
こ
と
 

な
し
。
 招
男
 の
 各
 、
罪
を
積
む
こ
と
尤
も
多
し
。
今
暁
 に
覚
寝
せ
。
は
 
、
 誠
を
尽
く
し
て
 戦
悔
 せ
 よ
 0
 然
る
に
 俄
悔
 の
 儀
は
 、
須
 ら
く
 聖
 

数
 に
漏
る
べ
し
。
教
に
大
小
あ
り
、
罪
に
軽
重
あ
り
、
 

通
 塞
 同
じ
か
ら
ず
、
開
通
異
な
る
こ
と
あ
り
。
…
・
・
・
今
、
 方
等
・
仏
名
経
等
に
 

依
り
て
、
在
家
・
出
家
を
問
 う
 こ
と
な
く
、
大
小
乗
の
 戒
 、
若
し
犯
す
こ
と
あ
る
者
は
名
 種
を
牒
 ぜ
ず
。
所
以
に
 戯
さ
 開
す
。
 惟
だ
此
 

@
@
 

㎏
）
 

の
俄
 悔
は
罪
障
を
除
か
ん
が
た
め
に
、
 

業
 非
を
免
る
こ
と
 を
翼
い
 、
 清
升
を
欣
慕
す
 。
 

と
あ
り
、
 俄
 悔
は
在
家
，
出
家
に
限
ら
ず
、
大
小
乗
の
戒
 を
 犯
し
た
も
の
が
 必
 ら
ず
 実
 修
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
 %
 示
す
る
。
右
の
引
 文
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%
 
 ど
に
よ
っ
て
規
制
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
の
 

内
面
を
観
て
ゆ
 
き
 、
こ
の
 戦
悔
法
 に
よ
っ
て
 
、
 人
々
に
 光
 明
を
与
え
よ
う
と
す
る
 
0
 戦
 

ぺ
悔
 法
は
四
重
五
逆
を
犯
し
た
 
断
 善
根
の
一
 %
 提
 （
 
ぃ
 
c
c
 
オ
い
耳
ヨ
ゅ
 

）
は
も
と
よ
り
、
す
べ
て
の
衆
生
を
救
済
 
し
ょ
う
と
す
る
大
乗
仏
教
 
原
 

睦
 
理
か
ら
生
ま
れ
た
慈
悲
行
の
実
践
で
あ
る
と
も
い
 

ぇ
よ
う
 
。
そ
こ
に
 蛾
悔
法
 と
い
う
 実
修
 が
生
じ
た
背
景
と
 
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
 

経
 

尼
る
 。
 

 
 

や
大
乗
諸
経
論
で
説
か
れ
る
 
礼
仏
戦
悔
は
 つ
い
て
関
税
 
す
 る
 多
く
の
大
乗
諸
経
論
が
 
翻
 

 
 

翻
訳
事
業
と
並
行
し
て
、
中
国
 
僧
に
よ
 る
中
国
独
自
の
 
経
典
、
 い
 わ
ゆ
る
炭
籠
 

方
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の
 

法
 

罪
業
に
ま
み
れ
た
裸
の
み
に
く
い
自
己
の
罪
業
性
 が
 内
観
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ぎ
り
ぎ
り
の
自
己
の
問
題
な
 
の
で
あ
る
。
外
的
な
法
律
な
 

繊
 

か
ら
も
、
「
仏
名
経
 L
 と
と
も
に
、
「
方
等
陀
羅
尼
 
経
ヒ
に
 基
づ
く
 戦
侮
法
が
 、
僧
俗
間
に
お
い
て
盛
ん
に
 実
 修
さ
 れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
 

れ
る
。
ま
た
「
違
順
部
第
三
」
に
は
、
 

夫
 れ
四
重
五
逆
は
仏
界
の
死
屍
な
り
。
小
乗
経
の
律
は
彗
 -
 
え
ば
首
を
斬
る
に
同
じ
。
既
に
律
に
開
 縁
 な
く
、
戯
す
 れ
ど
も
本
に
復
せ
 

ず
 。
大
乗
経
に
 ょ
 ら
ば
其
の
洗
蕩
を
許
す
。
枯
木
を
呪
 し
て
 華
果
を
還
 生
す
る
が
如
し
。
此
の
湖
を
許
す
と
雄
も
 、
領
 ら
く
犬
心
を
立
 

て
、
 教
に
順
じ
て
奉
行
し
 、
 死
せ
る
も
還
っ
て
活
す
る
が
 如
く
す
べ
し
。
大
士
の
行
ず
る
所
の
義
 唐
 損
な
ら
ず
。
 
身
戒
 ・
心
意
 を
志
ざ
 

（
 
リ
 
Ⅱ
）
 

し
、
 常
に
修
習
せ
ん
 0
 既
に
 漸
て
 且
つ
 塊
て
 彫
心
 を
精
 勅
 せ
よ
 0
 心
想
な
お
 虚
 な
り
、
 罪
豊
 に
定
性
な
ら
ん
や
。
 

と
述
べ
、
四
重
五
逆
を
犯
し
た
罪
人
は
、
 

漸
 塊
の
心
を
 も
ち
、
す
み
や
か
に
大
乗
経
典
に
よ
っ
て
 俄
悔
 す
る
こ
と
 を
 明
ら
か
に
し
て
い
 

る
 。
小
乗
経
の
律
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
 人
々
も
、
大
乗
経
典
の
原
理
を
な
す
 戯
悔
法
 に
基
づ
い
て
 
救
済
す
る
と
い
う
。
 
俄
 

悔
法
 は
た
だ
単
に
現
世
利
益
を
目
的
と
し
た
 実
修
 で
な
 い
 。
ど
こ
ま
で
も
救
済
原
理
の
顕
現
で
あ
り
、
実
践
な
の
 で
あ
る
 0
 か
り
に
戦
法
 

を
 修
し
て
、
そ
の
結
果
何
ら
か
の
 果
 
（
神
異
や
奇
瑞
な
 ど
 ）
が
得
ら
れ
た
と
し
て
も
、
 

戯
 海
法
そ
の
も
の
の
 水
 質
 に
関
わ
り
の
な
い
事
 

鞍
柄
 な
の
で
あ
る
。
自
ら
を
仏
身
で
あ
る
と
説
く
大
 来

経
典
を
真
摯
に
読
め
ば
読
む
だ
け
、
本
当
の
意
味
で
の
 自
己
が
問
わ
れ
る
。
そ
こ
に
 



は
 、
そ
れ
だ
け
、
 繊
悔
法
が
 浸
透
し
実
修
さ
れ
た
左
証
 と
 な
る
で
あ
ろ
う
。
南
北
朝
後
期
よ
り
 惰
唐
代
 に
わ
た
っ
 て
犠
悔
法
は
 、
大
乗
 仏
 

教
徒
の
必
要
絶
対
条
件
と
し
て
、
中
国
の
僧
俗
間
に
受
 け
 入
れ
ら
れ
、
 実
 修
さ
れ
た
こ
と
を
如
実
に
語
っ
て
い
る
 の
で
あ
る
。
 

四
方
等
儀
法
の
 実
 惨
状
況
と
そ
の
背
景
 

中
国
の
僧
俗
間
に
お
い
て
、
「
方
等
陀
羅
尼
 経
 L
 に
基
づ
 く
 「
方
等
 
繊
法
 」
が
、
い
か
に
 実
 修
さ
れ
て
い
た
の
か
 。
 諸
僧
伝
 ・
諸
経
 録
 

等
 を
ょ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
以
下
、
実
修
の
事
例
を
摘
 出
し
、
そ
の
状
況
に
つ
い
て
概
観
し
て
い
く
。
 

ま
ず
、
「
出
三
蔵
記
集
 
ヒ
巻
 第
十
二
・
決
死
雑
録
原
始
 集
 目
録
 序
 第
七
に
は
、
六
経
に
よ
る
 繊
悔
法
 が
あ
っ
た
こ
 と
を
記
録
し
、
そ
の
 

（
 
花
 ）
 

な
か
に
、
①
「
刃
広
陀
羅
尼
 セ
衆
 海
法
縁
起
（
出
役
 経
 ）
 」
と
あ
り
、
万
床
陀
羅
尼
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
 
肖
 る
他
の
経
は
経
 録
中
 

に
な
い
の
で
、
お
そ
ら
く
「
方
等
陀
羅
尼
 経
ヒ
 に
ょ
 る
戦
 悔
法
 の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
 経
 
（
 
僧
祐
は
 
「
 止
悪
興
善
 の
 教
 」
と
 

い
 う
 ）
が
、
中
国
に
お
け
る
重
要
な
 繊
悔
法
 と
し
て
、
 実
 際
に
依
 片
 さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
内
容
は
記
録
さ
 れ
て
い
な
い
の
で
不
明
 

で
あ
る
。
 

監
 十
何
年
か
に
編
纂
さ
れ
た
「
出
三
蔵
記
集
 ヒ
 十
五
巻
、
 惰
 の
 法
経
 等
の
編
纂
し
た
「
来
経
目
録
 し
 七
巻
、
同
じ
 清
代
 に
彦
 珠
の
編
纂
 し
 

た
 「
来
経
目
録
し
五
巻
、
唐
の
麟
徳
元
年
（
大
上
八
四
）
に
 

道
宣
（
五
九
六
 ｜
 六
六
七
）
の
編
纂
し
た
「
大
唐
内
典
 録
 」
千
巻
、
洛
陽
 仏
授
 

記
寺
 の
 明
栓
等
が
 則
天
武
后
の
命
に
よ
り
、
周
期
更
新
 の
際
に
、
経
蔵
の
内
容
を
確
定
し
、
よ
り
完
備
し
た
天
威
 目
録
を
作
る
目
的
を
も
 

っ
て
大
冊
万
歳
年
二
八
九
五
）
に
編
纂
さ
れ
た
「
大
周
到
 走
衆
縄
目
録
」
十
五
巻
、
唐
の
開
元
十
八
年
（
 セ
三
 0
 ）
に
長
安
西
福
寿
 智
昇
 

（
二
八
六
八
 

｜
 七
四
 0
 ）
が
編
纂
し
た
日
開
元
釈
教
録
」
 二
 千
巻
な
ど
に
収
録
さ
れ
る
 疑
 経
の
中
で
、
 俄
悔
に
 関
す
 る
 経
典
の
多
い
 

@
l
@
2
 
 
い
こ
と
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五
）
の
「
 綜
埋
 来
経
 目
鈍
 」
、
梁
の
僧
 祐
 
（
四
四
五
 ｜
 五
一
八
）
に
よ
っ
て
 天
 

 
 

 
  

 



方等陀羅尼経に 基づく方等機法の 考察 

の い し 収 に 

か が て 銀 閣 右 
目パ 、 い す す に 

③ 

休 意 る る る 摘 
的 咬 。 諸 も 出     ハ （   

c 大義 

したよ に記さの史観 また神 僧 太 の の二例 解篇 ） b 正蔵元 蔵 O 五   一｜ 禅篇 四四 宵 、 、 
れは て、 異平めぅ 篇がみに O 竺   

三田玄   法 
い 結 に " で " 

洗 二（ 竺 実 
達 ） 法   

僧 l 順 修       
七 者     

、 が 奇 
      瑚て 

羅     
  修 セ日 に依 は重 し哀 久 日 るが 房戸 

り くをし 六口をⅡ コ 
ている 口も多 詞 の なる経 ・ 冶病 話 経 

。 延 ・ 録 ま 、 く依用 論に基 明確 寿を 経師 生怯臆 なう 自 。から 横浜 脱 玄 高がしたと その結 に方等     のため たとい 徳 に方等 の繋縛 が全治   した。 
に た な 録 に 達 
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つ
ぎ
に
、
梁
の
慧
 咬
 
（
四
九
七
 ｜
 五
五
四
）
が
、
後
漢
の
 太
平
十
年
（
 六
セ
 ）
 よ
 り
梁
の
天
覧
十
八
年
（
五
一
九
 ）
ま
で
の
四
五
三
年
 

間
に
 輩
出
し
た
高
僧
の
事
蹟
を
記
録
し
た
日
奥
高
僧
伝
」
 を
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
煩
雑
を
避
け
る
た
め
、
 表
 に
よ
っ
て
掲
示
し
て
い
 

<
O
 



⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ 

舌粟掌出   
訳経 参伍四二一 

五   惰処 ） 篇 四 （大正 b 、 
五 五周 蔵 め 

（ 慧 五 （ 慧 五 （慧 大（ 彦 六 （ 閣 実 
O 五部 勇 五一 五 一 一 一 % 六八 五三 合 目 八三 一五 O ） 五 セ % 0 三堀 修 

四 ） 一 ） 五 
        

）姉多 
  者 

律 等五 と り ちに 

  師 に のに 俄し 各総 一 了す 試みた 。 
遍 圭 史 須 て法華 沖ヰノ， を行じ 十 に   

兼 、 を ま 大筆 
ね 華語 

で 花 方経 尊な て 厳し 
方 に       
等 証       厳 
に 拠学 浬 青帝 し 

通 しぶ 
ず てに 薬 しむ て 。 
る 以常 
が てに 

方 数 減 
専 日 七 

故 明師 に千 
大 赤 言 に 道な 
集 たな         大 口口 ロ すを o 、     事 ㌃ 方 を 、 聚の 

ヘノ @ 。 等 講   
に 

防 の 窟 
ず 衛二あ 

て 慧 を方 じ司 う諦 円 筒どに 伝仏 記 した 膿が 録 筆 俄 た と尊 方 して 大方 にを『す法 畳字 方 るが 目 

、 尊 い 護等 たあ 

記伝     
ナ - @ に す。 通     ヒを た とし 経うし 。 てヒ 経 経国 とに 徳 

  と 
請 い な 浄な 大相   

さ
て
つ
ぎ
に
、
 
梁
初
 よ
り
唐
の
貞
観
十
九
年
（
六
四
五
）
 

に
 至
る
百
四
十
余
年
間
の
高
僧
の
事
蹟
を
収
録
し
た
 唐
 の

道
宣
（
五
九
六
Ⅱ
 
め
 

 
 

六
六
 セ
 ）
の
撰
に
な
る
「
 続
 高
僧
伝
 卜
 
お
よ
び
章
宏
 潅
 瞑
 
（
 五
 上
八
一
 
｜
上
 八
三
二
）
の
撰
し
た
「
情
夫
ム
ロ
智
者
 大
 師
 別
伝
 L
 （
以
下
「
別
伝
 ヒ
 

と
 略
す
）
を
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
や
は
り
表
に
よ
っ
 て
み
て
い
き
た
い
。
 

基
づ
い
た
 俄
 海
法
が
か
な
り
 実
 修
さ
れ
て
い
た
と
推
定
 さ
れ
る
。
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方等 陀羅 尼 経に基づく方等儀法の 考察 

⑬
 
司
 別
伝
 ヒ
 
（
大
正
蔵
 王
智
凱
 

0
.
 

一
九
六
 

b
 ）
。
番
一
（
五
三
八
 
｜
 

七
・
 習
 神
農
、
 智
顎
伝
 

五
九
七
）
 

（
大
正
蔵
 五
 0
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 五
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ハ
 

セ
 b
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l
1
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1
1
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1
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1
1
1
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1
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1
.
1
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1
1
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.
1
l
 

巻
一
七
・
 
習
禅
篇
 、
 智
 

顎
伝
 
（
大
正
蔵
王
 0
 
.
 

五
六
五
 b
 
）
 

⑫
「
別
伝
 ヒ
 
（
大
正
蔵
元
 

0
.
 
一
九
三
 c
 ）
 

水
場
三
仙
 智
 

⑨
「
別
伝
 ヒ
 
（
大
正
蔵
 王
彗
 
ぬ
中
臣
 

心
 

（
五
一
五
 
｜
 

0
 
.
 

一
九
一
 

c
 ）
 

五
七
七
）
 

 
 

⑩
 巻
 一
七
・
 
習
禅
篇
 、
 慧
 

思
 伝
 
（
大
正
蔵
元
 0
 
.
 

五
六
三
 
C
 ）
。
「
仏
祖
統
 

紀
」
 
巻
六
 
（
大
正
蔵
四
 

九
・
一
八
 O
b
 
）
 

⑪
「
別
伝
」
（
大
正
蔵
 五
智
顎
 

0
 
.
 
 

一
九
一
 

c
 ）
。
「
仏
（
五
三
八
 ｜
 

祖
統
 細
口
巻
末
（
大
正
蔵
五
七
九
）
 

口
 九
・
一
八
一
 

b
l
c
 
）
 

 
 

一
六
一
一
一
一
 

り
 

顎
 貴
は
か
っ
て
聞
か
づ
 や
 、
波
羅
提
木
叉
は
是
 れ
 汝
が
 師
 な
り
 と
 。
 わ
 

ね
 、
常
に
説
く
、
四
種
三
昧
は
是
 れ
 汝
が
 明
尊
 な
り
。
汝
に
 重
 僧
を
捨
 

つ
 る
を
教
え
、
汝
に
三
毒
を
降
す
る
を
教
え
、
汝
に
四
大
を
治
 す
る
を
 

教
え
、
汝
に
 業
 縛
を
解
く
を
教
え
、
汝
に
 魔
 事
を
破
す
る
を
 教
 え
、
汝
 

に
 禅
味
を
調
 う
 る
を
教
え
、
汝
に
 慢
 憧
を
折
る
こ
と
を
教
え
、
 

故
 に
 邪
 

智
顎
が
 入
寂
し
当
っ
て
四
 

種
三
昧
を
実
修
す
る
こ
と
 

の
必
要
性
と
重
要
意
義
に
 

つ
い
て
門
人
に
教
示
す
 

る
 。
こ
の
文
に
よ
っ
て
 、
 

水
楊
玉
柏
 

智
 …
…
ま
た
七
夜
の
方
等
 

俄
 
法
を
建
つ
。
 

王
 
、
 

治
を
理
し
て
、
夜
は
便
わ
ち
 

習
観
す
 

。
 

昼
は
則
ね
 

ち
 

衆
人
に
告
げ
て
日
く
、
「
若
し
十
人
の
身
命
を
惜
し
ま
ず
し
て
 、
 常
に
慧
思
が
入
滅
時
に
門
人
に
 

法
華
・
 般
舟
 ・
念
仏
三
昧
・
方
等
 俄
 悔
を
修
し
、
 常
 生
苦
行
す
 る
者
あ
 
対
し
て
方
等
 俄
 法
な
ど
の
 

ら
ば
、
 須
 う
る
所
あ
る
に
随
っ
て
、
 吾
 、
自
ら
供
給
し
て
 必
ら
 ず
栢
ぃ
 
重
要
性
に
つ
い
て
述
べ
 

利
益
せ
ん
。
如
し
此
の
人
な
く
ん
ば
 、
苦
 れ
常
に
遠
く
去
る
べ
 し
ピ
る
 。
 

凌
大
賢
 出
 に
詰
り
、
・
・
・
…
進
み
て
方
等
繊
を
修
む
る
に
、
 

心
浄
 く
 、
 行
智
凱
が
 最
初
に
方
等
儀
法
 

を
実
 修
し
た
記
録
で
あ
 

勤
 み
、
 勝
柏
 現
前
 す
 。
 

る
 。
 

陳
 文
の
皇
太
子
永
陽
三
、
出
で
て
 蟻
越
を
無
す
 。
信
を
累
ね
て
 段
勤
 な
永
陽
 壬
が
 方
等
儀
法
を
修
 

り
 。
何
て
、
 寓
 大
に
赴
く
。
朗
ら
方
等
を
行
じ
、
 宥
属
 同
じ
く
 浄
戒
を
し
、
そ
の
 春
 属
も
浄
戒
を
 

受
け
た
こ
と
を
記
す
。
 

稟
く
 。
昼
は
講
説
を
浪
 し
、
 夜
は
坐
禅
を
習
 う
 。
 

 
 

時
に
慧
思
禅
師
あ
り
。
・
・
・
・
・
・
十
年
常
語
、
 

セ
載
 方
等
、
九
旬
 常
 坐
 、
 一
 
慧
思
が
七
年
間
方
等
 俄
法
 

を
 修
し
た
こ
と
を
記
録
す
 

時
に
円
 証
す
 。
 希
 れ
に
し
て
能
く
有
る
あ
り
。
 

る
 。
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一
 
⑱
 巻
二
 
0
.
 
習
禅
篇
 
、
庸
一
 
畳
栄
 

一
楽
（
 

曇
栄
 
）
、
 
形
 輝
雄
 
達
す
、
 

病
と
称
し
て
方
を
設
く
。
 

毎
年
夏
に
一
塁
 

栄
 が
方
等
機
法
を
実
修
一
 

⑪
 巻
 一
九
・
 習
禅
篇
 、
唐
音
 明
 

来
り
て
天
台
に
入
り
、
正
に
智
者
の
処
 坐
 説
法
す
る
に
 植
 う
。
 

暁
智
 顎の
も
と
で
方
等
 俄
法
 

0
 音
明
信
（
大
正
蔵
 五
 

（
 １
 六
二
 
タ
 左
右
に
 伏
贋
 し
て
 

解
る
こ
と
な
し
。
専
ら
禅
法
を
求
め
、
兼
ね
て
方
を
修
し
た
 

こ
と
を
記
す
。
 

セ
頃
 ）
 

等
 ・
 般
舟
 ・
観
音
の
俄
悔
を
行
じ
、
法
華
経
一
部
を
話
す
。
 

0
.
 

五
八
六
 

a
 ）
 

  
 
 

 
 ⑯

番
一
八
・
 
習
禅
篇
 、
晴
法
網
 

の
法
網
 伝
 
（
大
正
蔵
 王
 

（
五
一
九
１
 

0
.
 
五
七
五
 b
 ｜
 c
 ）
人
 0 三
）
 

O 

  
九 
セ 
    

⑮
「
別
伝
 

ヒ
 （
大
正
蔵
五
一
 

棟
鉱
 

梁
 の
 音
 宝
玉
串
 兵
参
軍
陳
 鍛
は
 、
 即
ち
智
者
の
長
兄
な
り
。
 年
 知
命
に
 
智
 顎
の
長
兄
 陳
銭
 が
死
に
 

在
れ
ど
も
、
張
果
、
こ
れ
を
相
す
る
に
 
死
 晦
朔
に
在
り
と
。
 師
 
（
 
智
 
臨
ん
で
方
等
機
法
を
修
し
 

頴
 ）
、
方
等
俄
を
行
ぜ
し
む
。
 錯
 、
天
堂
の
牌
門
を
見
る
に
、
 此
 れ
は
て
十
五
年
の
延
寿
を
得
た
 

足
 れ
棟
 鉱
 の
 堂
 、
十
五
年
を
過
ぎ
て
、
当
に
此
の
地
に
生
ま
る
 べ
し
。
と
い
う
。
 

遂
に
十
五
年
の
寿
を
延
ぶ
。
 某
 、
後
に
鉱
を
見
て
 驚
 ろ
い
て
間
 う
 「
 君
 

は
 何
の
薬
を
服
す
る
や
 ピ
 。
 答
ぅ
 「
 但
だ
 俄
を
修
す
る
の
み
。
」
 

辞
し
て
本
寺
へ
還
り
、
歎
じ
て
日
く
、
 危
身
 晩
食
、
無
常
久
 し
か
ら
方
等
 餓
 法
を
修
し
て
延
寿
 

ず
 。
終
日
保
養
す
る
も
 、
 何
ぞ
牢
固
な
る
を
 見
ん
 。
 上
供
は
鎖
 し
 難
し
を
得
、
ま
た
道
場
の
灯
明
 

と
て
、
遂
に
方
等
 糊
 法
を
行
ず
る
こ
と
四
十
五
年
、
常
に
浄
 道
 に
処
っ
は
油
 住
を
添
え
な
い
で
 と
 

て
、
 経
を
宗
と
し
失
を
検
す
，
 食
 便
利
を
除
く
 、
 余
は
閾
 廃
す
 る
な
 

夜
も
常
の
倍
の
明
り
を
 出
 

し
 。
…
…
（
以
下
略
）
 

し
、
 説
ま
・
 教
 投
の
声
 あ
 

る
を
聞
い
た
と
い
う
。
 

0
.
 

一
九
七
 

b
l
c
 ）
。
（
五
七
二
ー
 

く
 、
法
喜
 当
 に
西
方
 に
 往
 き
、
 次
の
生
に
道
を
得
べ
し
。
豊
に
汝
の
命
を
ま
っ
と
 

う
し
、
端
坐
し
 

巻
 一
九
・
 習
禅
篇
 、
 唐
 

六
三
二
）
を
 償
 ん
や
。
何
っ
て
 冗
官
寺
に
お
い
て
端
坐
し
て
入
滅
 す
 。
建
業
 成
 く
て
入
滅
し
 た
こ
と
を
 記
 

観
、
天
地
共
に
知
る
。
 

の
 法
喜
 伝
 
（
大
正
蔵
王
 

す
 。
 

0
.
 

五
八
八
 

a
 ）
 

⑭ 

月 ョ Ⅱ 

伝ヒ 

大 （ 
正 
蔵 
五   
法 
宜ト 

  
ま 作汝済   
に 悲遠 
方 のざ   
を 雛 こ 
行 る と 

ず を を 
る 教教 
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方等陀羅尼経に 基づく方等 餓 法の考察 

⑳
養
二
四
・
護
法
篇
、
唐
 

の
 量
選
伝
 
（
大
正
蔵
 王
 

0
 
.
 
エ
 
八
四
一
 L
 
リ
 ）
 

知
見
満
 

（
五
五
一
 ｜
 

エ
 
八
一
一
八
）
 

（
 曇
選
 ）
告
げ
て
日
く
、
「
 
卿
 筈
緒
 聚
 し
て
、
何
物
の
在
る
を
 作
 し
、
 

何
れ
の
 経
詣
 に
か
依
る
。
後
生
を
昌
 岡
 す
る
有
ら
ざ
る
や
。
」
 満
 日
く
、
 

「
方
等
経
に
依
り
て
、
方
等
 
戦
 を
行
 ず
 。
」
選
日
 く
 、
「
 経
は
 何
れ
 の
処
 

に
か
在
る
。
 
持
 ち
 乗
 っ
て
村
議
せ
よ
。
」
遂
に
一
巻
を
将
 

ち
来
 た
る
。
 

選
日
 く
 、
「
経
に
四
巻
有
り
、
何
ぞ
一
時
に
之
を
読
ま
ざ
る
 ピ 
沙
門
 道
 

緯
ロ
く
 、
「
経
文
の
次
第
 
識
 る
や
不
や
倶
に
聞
く
を
や
。
」
選
日
 

く
 、
「
 
吾
 

が
識
 、
繭
の
識
と
共
に
同
じ
か
る
 可
 ぎ
や
。
」
 但
 、
四
巻
ひ
と
 L
 し
 く
 %
-
m
 

み
て
、
文
言
未
だ
 了
 ぜ
ず
。
 
便
ち
 日
く
、
「
呪
に
依
り
て
罪
を
 

滅
せ
ん
 

の
み
。
こ
れ
を
罷
む
可
し
。
」
。
文
目
 

く
 、
「
仏
法
吏
流
し
て
 
自
 り
、
矯
 

詐
少
 ぎ
に
非
ず
、
前
代
の
大
乗
の
賊
、
近
時
の
弥
勒
の
妖
、
 註
 誤
 無
識
 

⑳
養
二
三
・
護
法
篇
、
間
道
 積
 
（
五
六
便
 丘
 @
 
口
 
を
用
い
ず
 。
 乃
ち
 同
友
七
人
と
弥
勒
像
の
前
に
於
て
 礼
俄
 七
日
 

の
 講
讃
 伝
 
（
大
正
蔵
五
八
 ｜
 
六
三
既
に
食
わ
ず
し
て
、
 

一
時
に
同
じ
く
逝
く
。
 

0
 
.
 
エ
 
八
一
一
 

-
 
ハ
 c
 ）
 

Ⅰ
 
ハ
 ）
・
 
m
 二
ゑ
 
七
 

 
 

⑳
養
二
三
・
護
法
篇
、
 周
 
北
周
武
帝
 

帝
 、
 精
 悟
朗
 竪
に
 し
て
、
 内
烈
に
 外
温
な
り
。
僧
を
召
し
て
、
内
に
入
 

の
静
諒
伝
 （
大
正
蔵
王
（
五
六
 
0
 ｜
 
れ
七
賓
礼
 徴
 せ
し
め
 、
親
ら
潜
 犯
を
観
て
 、
莫
 わ
く
は
 殿
 離
を
中
さ
ん
 

五
 セ
八
柱
と
欲
す
。
時
に
既
に
密
に
知
り
て
、
お
の
お
の
 

懇
到
を
加
 う
 。
帝
も
ま
 

0
 
.
 
エ
 
八
一
一
 

-
 
ハ
 L
 
し
 ）
 

た
 七
夕
、
僧
 と
 同
じ
く
眠
ら
ず
。
僧
の
た
め
に
 讃
瞑
 し
、
並
び
 に
 諸
の
 

侍
 @
 
）
 

法
事
、
経
声
 七
 呵
し
て
 清
摩
 な
ら
ざ
る
 莫
し
 。
 

の
 量
栄
伝
 
（
大
正
蔵
 五
 

0
.
 

五
八
九
 

b
 ）
 

⑲
養
二
 0
.
 習
禅
篇
 、
唐
 

の
 量
栄
伝
 
（
大
正
蔵
 五
 

0
.
 五
八
九
 b
 ）
 

六
三
九
）
（
五
五
五
 

｜
 て
韓
 

方
等
・
 

川
棚
 

般
 県
 
舟
を
立
て
、
秋
冬
に
お
の
お
の
坐
禅
 

の
 延
 聖
寿
 
に
 往
 き
俄
悔
 
法
を
立
っ
 

話
を
興
す
。
（
 

余
 
舛
 ）
。
 

嘗
 

清
信
士
 
常
凝
 貞
観
 
セ
年
 
（
 
-
 
八
三
三
）
、
清
信
士
 

常
凝
保
等
 

、
栄
 （
 
曇
栄
 
）
を
 
州
治
 
の
 法
 

住
専
に
請
 

い
 、
方
等
儀
法
を
行
 

ず
 。
 

床
箸
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在
俗
者
が
 曇
栄
 の
 法
 住
専
 

に
来
て
、
方
等
 俄
 法
を
修
 

し
た
と
い
う
。
 

北
周
武
帝
が
七
夜
蛾
法
を
 

僧
に
修
さ
せ
、
自
か
ら
も
 

修
し
て
己
の
暦
 犯
を
俄
 悔
 

し
た
と
い
う
。
 

道
積
 と
同
友
七
人
が
方
等
 

儀
法
を
修
し
て
断
食
し
た
 

こ
と
を
記
す
。
 

智
満
が
王
臣
や
三
百
余
 僧
 

と
 共
に
「
方
等
陀
羅
尼
 
経
 」
 

に
よ
る
方
等
 蛾
法
 を
実
修
 

し
た
と
い
い
、
方
等
儀
法
 

実
 修
の
意
義
に
つ
い
て
 -
 
記
 

す
 。
 

  

し
た
こ
と
を
記
す
。
 

  



ず
で
あ
る
。
事
実
道
宣
は
そ
の
著
「
四
分
律
㍼
 繁
補
蕨
 わ
事
妙
 」
 巻
 中
文
四
に
「
 繊
 大
衆
 法
篇
 十
六
」
を
収
録
し
 、
 犯
し
た
 罪
 
（
破
戒
）
 

右
に
摘
出
し
た
よ
 う
 に
、
日
続
高
僧
伝
ヒ
ヨ
別
伝
 L
 で
、
「
 方
等
陀
羅
尼
経
口
に
 よ
 る
 戦
悔
 法
や
読
話
し
た
こ
と
を
 記
録
し
て
い
る
の
は
、
 

訳
経
篇
二
名
・
義
解
篇
一
名
・
 習
禅
篇
 
（
「
別
伝
 
ト
 も
台
 め
て
）
十
一
名
・
護
法
篇
三
名
・
 

興
福
 農
一
名
な
ど
で
 あ
る
。
「
 梁
 高
僧
伝
 ヒ
と
 

比
べ
て
「
 続
 高
僧
伝
 L
 に
な
る
と
、
仏
教
界
の
事
情
が
 

 
 

ほ
 つ
い
て
も
い
え
る
。
 

も
と
よ
り
 選
 近
者
道
宣
の
編
纂
方
針
や
宗
教
性
に
よ
っ
て
 、
史
観
そ
の
も
の
が
変
化
し
て
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
 し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

い
 。
し
か
し
本
質
的
に
そ
の
用
例
が
多
く
摘
出
さ
れ
る
 と
い
う
こ
と
は
、
当
時
の
社
会
や
仏
教
界
の
こ
の
経
に
 
対
す
る
 依
 用
の
仕
方
が
 

変
化
し
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
「
方
等
陀
羅
尼
 
経
 」
 に
 基
づ
く
方
等
戦
法
が
 、
よ
 り
教
界
で
重
視
さ
れ
て
 き
 た
こ
と
が
わ
か
る
 0
 道
 

宣
は
「
 続
 高
僧
伝
 ヒ
 養
二
十
五
・
二
十
六
の
感
応
篇
に
ほ
 、
配
水
・
祈
雨
・
涌
泉
・
 

治
 病
な
ど
の
記
事
を
多
く
 載
 せ
 、
そ
こ
で
傲
慢
 は
余
 

り
 重
視
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
道
宣
が
「
美
神
州
三
 宝
 感
通
銃
口
「
道
宣
律
師
感
通
 
録
 」
な
ど
を
撰
し
、
彼
の
 問
題
の
主
観
は
感
通
に
 

あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
 
人
ア
 
ご
お
そ
ら
く
「
 続
 高
僧
伝
し
に
 記
 載
 さ
れ
る
よ
り
も
、
も
っ
と
 俄
 海
法
 は
 教
界
に
お
い
て
 重
視
さ
れ
て
い
た
の
で
 

あ
ろ
う
 0
 た
だ
道
宣
の
私
親
 と
 合
致
し
な
い
の
で
、
 
余
 り
俄
悔
は
 
つ
い
て
の
記
事
を
収
録
し
な
か
っ
た
と
も
考
え
 ら
れ
る
 0
 し
か
し
、
 道
 

宣
 自
身
が
い
く
ら
感
通
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
 、
 蛾
悔
法
 に
無
関
心
で
い
る
こ
と
は
で
き
ぬ
ほ
ど
、
 

教
 界
 に
浸
透
し
て
い
た
は
 

⑳
養
二
九
・
 
興
福
篇
 、
唐
 
徳
美
 

の
徳
美
信
（
大
正
蔵
元
（
 五
セ
 四
 

-
 
八
一
一
 

-
 
し
 て
）
 

0
.
 

六
九
七
 

b
 ）
 

      

（
 
徳
 ）
美
は
乃
 ち
西
院
に
 於
て
 俄
悔
 堂
を
造
り
、
 像
 設
は
散
華
、
 堂
宇
は
 

安
産
な
り
。
…
・
・
・
倉
主
と
共
に
諸
の
悪
業
を
断
ぜ
ん
と
誓
い
て
 

鎮
兵
乱
 

悔
し
、
方
等
を
潔
浄
 す
 。
凡
そ
遊
具
せ
ん
と
欲
せ
は
 必
 ら
ず
 先
 に
侠
 愚
 

し
 、
身
心
を
蕩
 條
し
 方
に
 壇
位
 に
登
る
。
・
・
・
・
・
・
時
に
応
じ
て
 

泉
 涌
 L
 レ
里
屋
 

る
こ
と
直
日
に
同
じ
な
り
。
 

諸
の
悪
業
を
断
ず
る
た
め
 

に
方
等
儀
法
を
実
修
し
た
 

と
い
う
。
こ
の
 俄
法
 に
よ
 

っ
て
 洞
 れ
て
い
た
井
戸
の
 

水
が
涌
い
た
こ
と
を
記
す
。
 

 
 

に
し
て
、
 

某
 佳
一
な
ら
ず
。
繭
が
衆
を
 

 
 

を
壊
 

把
る
と
 

5
  

 

雄
も
椅
傍
 

な
お
 
可
 な
り
。
」
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方等陀羅尼経に 基づく方等儀法の 考察 

浄
土
を
約
し
て
 真
帰
 の
 地
 と
な
し
、
方
等
舷
を
行
じ
、
 服
 動
天
 く
こ
と
 
岸
 禅
師
が
常
に
方
等
儀
法
 

⑳
番
一
八
・
感
通
篇
、
唐
津
禅
師
 

を
 修
し
た
こ
と
を
記
す
。
 

の
岸
 禅
師
伝
（
大
正
蔵
（
 -
 
ハ
 
0
-
 ハ
 ー
な
し
。
微
に
 疾
 作
 る
 れ
ど
も
 禅
 観
は
驚
か
ず
。
 

五
 0
 
.
 

八
一
二
八
 

b
 ）
 

-
 
八
八
五
）
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常
に
四
種
三
昧
を
以
て
、
身
心
を
錬
磨
 す
 。
…
…
方
等
を
礼
 餓
 し
て
、
 

⑳
巻
毛
・
義
解
篇
、
唐
の
志
 遠
 

志
 遺
伝
（
大
正
蔵
 王
 

（
七
六
八
 ｜
必
 らず
精
誠
を
仮
 り
 、
こ
れ
を
志
し
永
く
 壊
 っ
て
吾
が
意
に
副
え
よ
。
 

0
.
 七
四
五
 b
 ｜
 c
 ）
八
四
四
）
 

志
 遠
は
在
世
中
、
四
種
三
 

昧
を
行
じ
、
臨
終
に
際
し
 

て
 、
門
人
に
方
等
 繊
 法
 る
 

修
す
る
こ
と
の
要
を
説
く
。
 

方
等
陀
羅
尼
 経
 
・
方
等
 餓
法
 の
読
話
・
 実
 修
の
状
況
 

出
 

目
的
・
功
徳
 

処
実
修
 者一
 

 
 

 
 

大
層
十
一
年
（
七
七
六
）
 、
 誓
っ
て
五
台
に
遊
び
、
一
一
巡
礼
し
 て
 祥
瑞
澄
観
が
大
華
厳
寺
で
方
等
 

⑳
 巻
五
 
・
義
解
篇
、
唐
の
澄
観
 

み
 ま
え
 

ほ
 親
仁
（
大
正
蔵
王
（
七
三
八
 
｜
愈
 々繁
し
 、
仇
 っ
て
 峨
媚
 （
 山
 ）
に
往
 き
 、
普
賢
に
 
見
 ん
こ
と
を
 求
俄
法
 を
行
 な
っ
た
こ
と
を
 

ま
た
 

の
ぱ
 

八
三
九
）
 

め
、
 
険
に
登
り
高
き
に
捗
り
、
つ
ぶ
さ
に
聖
像
 を
 観
、
 
却
 、
五
台
に
還
記
録
す
る
。
 

0
.
 
七
三
七
 
a
 ）
 

り
 大
華
厳
寺
に
居
り
、
専
ら
方
等
 繊
法
 を
行
な
 う
 。
 

を
 発
露
し
 戯
悔
 す
る
方
法
と
し
て
、
大
篆
 法
 
（
 戯
波
羅
 乗
法
・
 糊
 僧
残
 法
 
・
 俄
倫
蘭
遮
法
 ・
 俄
波
逸
 操
法
，
 俄
 提
舎
尼
法
 ・
 俄
突
 首
縄
 

（
 
兜
穏
 

）
 

法
 ）
に
よ
り
、
理
事
二
儀
 に
 分
け
て
論
じ
て
い
る
こ
と
 か
ら
も
そ
の
こ
と
は
窺
わ
れ
る
。
 

さ
て
、
同
じ
道
宣
の
撰
に
な
る
「
広
弘
明
集
口
巻
第
二
十
 八
 ・
 悔
罪
篇
 に
は
、
南
北
朝
後
期
か
ら
 陳
 代
に
か
け
て
 制
せ
ら
れ
た
皇
帝
の
 

-
 
㌘
 @
 

戯
文
を
十
六
種
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
中
に
、
 

陳
 文
帝
（
 世
祖
・
五
五
九
 ｜
 五
六
 %
 
ハ
 在
位
）
の
⑳
「
方
等
陀
羅
尼
 斎
 戯
文
」
が
記
さ
れ
て
 ぃ
 

る
 。
も
と
よ
り
「
方
等
陀
羅
尼
 経
ヒ
 に
よ
る
 俄
悔
 文
で
あ
 る
 。
「
広
弘
明
集
」
に
は
、
 
陳
 文
帝
の
俄
 文
 と
し
て
こ
 
の
他
、
七
種
挙
げ
て
 ぃ
 

る
 。
皇
帝
自
ら
が
戯
文
を
制
す
る
こ
と
は
、
僧
俗
間
に
お
 い
 て
、
そ
れ
だ
け
 繊
悔
法
 が
頻
繁
に
実
修
さ
れ
て
い
た
 と
 推
定
さ
れ
る
。
 

つ
ぎ
に
、
 唐
 貞
観
年
中
（
六
二
七
 ｜
 六
四
九
）
よ
り
、
 
宋
 端
洪
 元
年
（
九
八
八
）
に
至
る
三
百
四
十
余
年
間
に
お
 げ
る
高
僧
の
伝
を
集
 

成
し
た
宋
の
賛
 寧
 
（
九
一
九
 ｜
一
 0
0
 
二
）
撰
の
 
ョ
杢
 貴
僧
 伍
 し
を
み
る
こ
と
に
す
る
。
 



な 観 つ り る づ に は れ に 広 る 

「
 宋
 高
僧
伝
」
に
は
、
方
等
 俄
法
 の
 実
修
 者
と
し
て
、
 右
 に
 摘
出
し
た
 よ
う
 に
、
義
解
篇
二
名
・
感
通
篇
一
名
 
興
福
 農
一
名
を
挙
げ
 

の
み
で
あ
る
。
事
例
が
少
な
い
か
ら
、
 必
 ら
ず
し
も
方
等
 戦
法
の
実
 修
 者
が
減
少
し
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
た
 
い
 
@
 
v
 
。
 @
@
 

Ⅰ
 @
n
 

り
 同
家
一
口
同
 

僧
 

白
の
記
録
す
る
期
間
中
に
、
 唐
 武
宗
に
 よ
 る
廃
仏
が
 八
 四
四
年
か
ら
八
四
六
年
に
か
け
て
、
ま
た
後
周
世
宗
に
 ょ
 る
 廃
仏
が
九
五
五
年
 

断
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
わ
せ
て
み
る
に
、
 逆
 に
方
等
戦
法
の
 実
修
 者
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
 多
 く
あ
っ
た
の
か
も
 知
 

な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
推
定
で
あ
る
。
廃
仏
 の
後
に
訪
れ
る
の
は
僧
団
の
粛
清
で
あ
る
。
そ
の
た
め
 俄
 悔
 法
の
果
し
た
役
割
 

重
大
で
あ
っ
た
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 

は
 上
に
お
い
て
、
南
北
朝
時
代
 よ
 り
 趙
宋
 時
代
前
期
に
至
 る
ま
で
の
「
方
等
陀
羅
尼
 経
 」
に
基
づ
く
方
等
 蛾
浅
め
 実
 膠
状
況
を
諸
資
料
 

よ
っ
て
二
十
八
例
を
摘
出
し
た
。
諸
賢
 料
 と
い
っ
て
も
、
 自
づ
と
 限
定
が
あ
り
、
全
資
料
を
駆
使
し
た
わ
 け
 で
 な
 く
 、
こ
れ
の
み
に
よ
 

て
 即
断
を
許
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
右
に
摘
出
 し
た
事
例
か
ら
、
明
確
に
い
え
る
こ
と
は
、
「
 梁
 高
僧
伝
 」
で
は
二
名
を
あ
げ
 

の
み
で
あ
る
が
、
「
 
続
 高
僧
伝
」
に
な
る
と
多
数
の
事
例
 が
あ
り
、
史
観
の
違
い
に
よ
っ
て
も
収
録
の
増
減
は
あ
 る
と
し
て
も
、
や
は
 

多
く
の
用
例
を
出
す
と
い
う
こ
と
ほ
、
と
く
に
 梁
代
後
 期
よ
 り
 唐
代
 後
期
に
至
る
ま
で
盛
ん
に
 実
 修
さ
れ
た
と
い
 ぅ
 こ
と
を
如
実
に
語
 

て
い
る
 0
 方
等
戦
法
が
、
 智
顎
 以
前
に
お
い
て
、
一
定
の
 儀
礼
と
し
て
確
立
し
て
い
た
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
 
。
 智
顎
は
 
「
 
摩
詞
止
 

ヒ
 番
入
左
下
に
、
「
方
等
 師
 」
と
、
方
等
戦
法
の
 実
 膠
着
 を
 呼
称
す
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、
あ
る
い
は
確
立
さ
れ
 て
い
た
の
か
も
知
れ
 

い
 。
し
か
し
、
そ
れ
を
傍
証
す
る
資
料
が
な
い
の
で
明
確
 な
こ
と
は
い
え
な
い
。
い
ま
、
方
等
 俄
法
 が
い
か
な
る
 目
的
を
も
っ
て
 実
修
 

蔵
元
 

0
.
 

八
八
七
 

b
 
）
 

あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
 

も
 
方
等
 

戯
法
 

の
 
実
修
 

者
で
 

⑳
 巻
 二
八
・
 興
福
篇
 、
 宋
 
漢
南
国
王
 銭
 
漢
南
国
工
銭
 氏
 、
 最
も
欽
 消
 す
る
と
こ
ろ
、
 寿
 
（
延
寿
）
を
請
い
て
 
方
 
漢
南
国
 工
銭
 氏
が
 延
寿
に
 

の
 未
明
延
寿
（
 九
 0
 四
民
 八
 延
寿
 V
 
 等
俄
を
行
じ
、
物
類
 を
 暗
な
 い
て
 放
生
す
。
 

方
等
 俄
 法
を
修
し
て
も
ら
 

｜
 九
七
五
）
 伝
 
（
大
正
 

っ
 た
こ
と
を
記
す
。
延
寿
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さ
れ
た
の
か
、
右
に
摘
出
し
た
事
例
を
項
目
別
に
分
 け
 

㈹
方
等
戦
法
を
修
し
て
病
が
全
治
し
た
②
 

て
み
る
。
 

 
 

㈲
業
の
繋
縛
・
犯
し
た
罪
か
ら
脱
す
る
た
め
修
し
た
③
 
⑤
⑳
⑳
 

㈹
方
等
陀
羅
尼
経
を
守
護
の
経
と
し
た
④
 

㈲
方
等
陀
羅
尼
経
を
講
説
し
た
⑥
 

㈲
方
等
 糊
法
 を
実
修
し
た
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑰
⑱
⑲
⑳
 
⑳
⑳
⑰
⑳
 

㈲
方
等
戦
法
を
修
し
て
天
寿
を
ま
っ
と
う
し
た
⑫
⑳
 

㈲
方
等
 俄
 法
を
修
し
て
延
寿
を
得
た
⑬
⑱
 

㈹
そ
の
他
 
0
 ⑬
⑳
 

す
で
に
横
超
慧
日
・
塩
入
庫
 道
 両
教
授
が
指
摘
さ
れ
た
 よ
 う
 に
 、
 他
の
諸
種
の
俄
 法
 と
と
も
に
、
こ
の
方
等
 俄
法
 は
治
病
 延
寿
・
除
災
 

察
 

め
招
福
 を
願
 う
 中
国
人
の
現
実
主
義
的
傾
向
か
ら
、
 現
 世
 利
益
を
と
も
な
 う
 が
ゆ
え
に
 実
 修
せ
ら
れ
た
と
い
わ
 れ
る
。
 

@
a
 

2
 
 

）
 し
か
し
、
右
の
資
料
 

蹄
 
に
み
る
限
り
、
 必
 ら
ず
し
も
現
世
利
益
を
目
的
と
 し
て
 実
 修
さ
れ
た
と
い
い
 き
 れ
な
い
。
先
頃
 の
 「
決
死
 珠
 林
 」
の
と
こ
ろ
で
も
述
べ
た
 

樽
 
よ
 う
 に
、
よ
り
業
の
繋
縛
や
犯
し
た
罪
を
俄
 悔
す
 る
た
め
、
こ
の
日
方
等
陀
羅
尼
経
口
に
 よ
 る
方
等
 繊
法
が
 用
い
ら
れ
、
 実
 修
さ
れ
た
と
 

{
 

方
ぅ
 ）
が
説
示
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
名
称
を
挙
げ
る
 

 
 

と
、
 

塩
入
 両
 教
授
が
指
摘
さ
れ
る
 よ
う
 に
、
儀
法
が
中
国
社
会
 の
 僧
俗
中
に
驚
異
的
に
浸
透
 

緋
 
し
て
い
く
た
め
に
は
、
 繊
 法
の
純
粋
な
本
来
的
意
 義
 だ
け
を
説
い
た
の
で
は
 実
 修
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
 事
 実
で
あ
ろ
う
 0
 そ
の
意
味
に
 

離
 
お
い
て
、
現
世
利
益
と
奉
景
一
体
を
な
し
て
い
た
 と
 考
え
ら
れ
る
。
つ
ぎ
に
 諸
僧
伝
 に
は
、
一
体
如
何
な
る
 俄
悔
法
 
（
潔
斎
・
 
繊
法
 ・
 
俄
 

<
 
。
 J
 法
 悔
過
・
礼
儀
・
斎
会
・
 斎
法
 ・
 
斎
講
 ・
 
斎
俄
 
設
斎
 ・
 
宿
斎
 ・
 
禅
斎
 ・
大
会
・
大
斎
・
 大
施
 ・
 
内
斎
 ・
 
普
 度
会
・
 福
会
 ，
法
会
と
も
い
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孟
蘭
盆
斎
 、
観
音
 俄
悔
 ・
 俄
法
 ・
 礼
戯
 、
観
世
音
 斎
 、
供
 善
業
、
華
厳
 神
 集
礼
 俄
 、
 結
壇
 祈
雨
、
護
国
金
光
明
二
 昧
俄
 ・
 斎
 、
三
七
 斎
 

俄
 、
三
千
僧
斎
、
三
百
菩
薩
大
斎
、
自
 撰
蛾
法
 、
捨
身
 斎
 
・
 大
俄
 、
聖
僧
斎
、
浄
土
 俄
 
・
 俄
法
 、
水
陸
 斎
 、
千
僧
 斎
 、
白
票
決
 餓
 、
 大
 

悲
 戦
法
、
 搭
 戦
法
、
二
時
花
 戦
 、
如
来
茶
法
、
仁
王
 大
 斎
 、
百
僧
斎
、
普
賢
荒
儀
・
 

俄
 、
法
華
 俄
 ・
 戯
法
 ・
 俄
侮
 
長
 戦
、
高
僧
斎
、
 

弥
陀
 俄
 ・
乱
戦
、
文
殊
 悔
法
 ・
乱
戦
、
羅
漢
 斎
 ・
斎
会
、
 六
時
 禅
俄
 ，
 礼
悔
 ・
花
碇
・
 礼
俄
 、
大
輪
 会
 

な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
 戦
悔
法
 と
と
も
に
、
「
方
等
 陀
羅
尼
経
口
に
よ
る
 戦
悔
法
が
 、
「
方
等
 悔
法
 ・
方
等
 戯
 
方
等
 俄
悔
 ，
方
等
 俄
 

法
 
・
方
等
乱
戦
・
七
夜
 
礼
戯
 ・
七
日
七
夜
 祈
 試
札
 俄
 」
 な
 ど
と
呼
称
さ
れ
、
盛
ん
に
 実
 修
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 

南
北
朝
時
代
以
降
、
右
に
挙
げ
た
多
種
の
俄
 法
が
 驚
異
 的
に
発
展
し
て
い
っ
た
背
景
と
し
て
、
横
超
教
授
は
 、
功
 徳
 付
嘱
を
力
説
す
る
 

@
 
捜
 -
 

経
典
の
出
現
、
そ
れ
に
呪
術
経
典
の
伝
訳
な
ど
を
挙
げ
 ら
れ
る
。
ま
た
、
塩
入
教
授
は
、
原
始
道
教
の
五
斗
米
道
 
太
平
道
と
深
 い
関
わ
 

 
 

り
を
も
っ
て
い
る
ほ
ず
で
あ
り
、
そ
れ
と
と
も
に
、
 

諸
 種
の
仏
名
経
典
の
出
現
に
 よ
 る
仏
名
札
俄
の
盛
行
を
挙
げ
 ら
れ
る
。
さ
ら
に
先
述
 

し
た
よ
う
に
、
膨
大
な
疑
 経
 経
典
が
僧
団
の
粛
正
と
人
 々
の
救
済
を
求
め
る
中
国
人
の
現
実
的
・
必
然
的
要
求
 か
 ら
 生
ま
れ
た
。
そ
の
中
 

に
 、
 戦
 悔
を
説
く
多
種
の
経
典
が
選
 述
 さ
れ
た
こ
と
は
、
 
械
悔
 法
の
浸
透
に
ょ
り
一
尾
拍
車
を
か
け
た
か
と
推
定
 さ
れ
る
。
 

ま
た
、
三
武
一
宗
の
法
難
と
い
わ
れ
る
 い
 わ
ゆ
る
北
魏
 太
武
帝
（
四
四
六
 ｜
 四
五
二
年
断
行
）
，
北
周
武
帝
（
 
五
 七
四
 ｜
五
セ
 八
年
 断
 

む
 ）
・
 唐
 武
宗
（
八
四
四
 ｜
 八
四
六
年
断
行
）
・
後
周
 
世
ゐ
 不
 （
九
五
五
年
断
行
）
な
ど
に
 
よ
 る
廃
仏
が
断
行
さ
れ
、
 
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
 

僧
団
や
出
家
者
各
自
が
己
心
を
内
省
す
る
こ
と
の
必
要
 か
ら
、
こ
れ
ら
の
 
戯
悔
法
 が
実
修
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
 る
 。
と
く
に
右
の
資
料
 

⑳
に
は
、
廃
仏
を
断
行
し
た
北
周
武
帝
自
か
ら
 暦
犯
を
 俄
 悔
し
た
と
あ
り
、
 
俄
悔
 法
の
重
要
性
を
如
実
に
語
っ
て
 い
る
。
 俄
悔
 法
の
本
来
 

的
 意
義
は
失
な
っ
て
 、
 単
に
儀
礼
化
し
て
い
っ
た
こ
と
 へ
の
批
判
で
も
あ
ろ
う
。
さ
て
、
 

繊
悔
法
 が
出
家
者
の
間
 で
実
 修
さ
れ
る
の
は
、
 

当
然
の
こ
と
と
し
て
首
肯
さ
れ
る
が
、
在
俗
間
で
実
 修
 さ
れ
る
た
め
に
は
、
い
か
な
る
背
景
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
 ぅ
か
 。
確
か
に
現
世
 利
 

益
を
期
待
す
る
余
り
実
修
し
た
と
す
る
傾
向
の
あ
っ
た
 ，
 
」
と
は
否
定
で
き
な
い
と
し
て
も
、
単
に
そ
れ
だ
け
の
 
理
 白
 だ
と
は
考
え
ら
れ
な
 

(180)  70 



方等陀羅尼経に 

以 
上、 

露 玉 録 結 
諸 
曽 ィ 

伝 ミ三 
Ⅰ 臣 

を 
根 
本 
資 
料 
と 

し 

て、 

中 
国 
の 

南 
ゴヒ 

朝 
時 
代 
よ 

り、 

趙 
宋 
時 
代ュ 

明朗 

ケ @ し 

至 
る 

方 
等 
戯 
法 
の 

実 
修 
状 
況 
と、 

そ 
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よ 策 後   
離 錬 成 妖 こ 勧 に 『 第 九 想     

い
 。
わ
た
く
し
は
こ
の
背
景
に
、
地
獄
思
想
の
影
響
が
あ
 る
と
考
え
た
い
。
地
獄
に
関
す
る
諸
経
論
は
、
 魏
晋
南
 北
朝
時
代
（
三
世
紀
も
 

六
世
紀
）
に
ほ
と
ん
ど
訳
出
さ
れ
た
。
ま
た
中
国
で
成
 立
 T
 た
い
わ
ゆ
る
 疑
経
 経
典
に
お
い
て
中
国
的
な
地
獄
 観
 が
 確
立
し
、
民
衆
社
会
 



の
 意
義
に
つ
い
て
概
観
し
た
 0
 方
等
 俄
法
は
 、
い
つ
れ
の
 時
代
に
あ
っ
て
も
、
他
の
諸
種
の
戦
法
と
と
も
に
、
 中
 国
社
会
の
僧
俗
間
に
お
 

 
  

 

て
 盛
ん
に
 実
 修
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
 

従
 来
、
方
等
 俄
 法
は
寿
命
延
寿
な
ど
の
現
世
利
益
を
目
的
 と
し
て
 実
 修
さ
れ
た
、
 

 
 
 
 
 
 
 
 

と
い
う
考
え
方
が
、
定
説
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
 0
 し
 か
し
諸
資
料
に
よ
る
限
り
、
 

必
 ら
ず
し
も
そ
う
と
ば
か
り
 言
い
切
れ
な
い
面
が
残
 

る
 。
ま
た
反
面
従
来
い
わ
れ
て
い
た
 よ
う
 に
、
在
俗
間
 
に
お
い
て
盛
ん
に
 
実
 修
さ
れ
る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
音
 ゅ 味
 に
お
い
て
現
世
利
益
 

を
と
も
な
う
形
で
実
修
さ
れ
た
こ
と
も
確
実
で
あ
ろ
う
。
 正
信
の
背
後
に
は
 必
 ら
ず
迷
信
が
表
裏
一
体
と
な
っ
て
 あ
る
こ
と
を
考
慮
に
 入
 

れ
れ
ば
、
何
ら
か
の
現
世
利
益
を
期
待
し
て
、
行
な
わ
 れ
た
と
い
う
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
在
俗
間
 で
実
 修
さ
れ
る
た
め
に
 

は
 、
な
お
一
層
そ
の
域
か
ら
脱
し
得
な
い
性
格
を
 、
現
 代
の
宗
教
も
も
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
 め
の
確
実
な
資
料
は
欠
 

い
て
い
る
の
で
、
何
と
も
い
い
え
な
い
が
、
捷
径
経
典
の
 中
に
 蛾
悔
 法
を
直
接
・
間
接
的
に
説
く
経
典
の
多
い
こ
 と
は
、
何
よ
り
も
そ
の
 

こ
と
を
如
実
に
語
っ
て
い
る
。
 

疑
経
 経
典
は
中
国
社
会
の
 中
で
、
現
実
に
お
け
る
必
然
的
要
求
か
ら
生
ま
れ
た
も
 の
で
あ
り
、
中
国
人
の
 

視
点
で
も
っ
て
、
人
間
の
生
 き
 ゆ
く
仏
教
原
理
を
究
明
 し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
中
国
仏
教
の
中
国
仏
教
た
る
 ゆ
え
ん
は
、
こ
の
捷
径
 

経
典
中
に
い
い
つ
く
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
 ロ で
 な
い
で
あ
ろ
う
 0
 

ま
た
、
「
方
等
陀
羅
尼
 
経
 」
は
、
終
始
一
貫
し
て
 摩
詞
祖
 持
 陀
羅
尼
の
功
徳
の
広
大
な
る
こ
と
を
 広
諒
 し
、
こ
の
 章
句
を
唱
え
れ
ば
、
 

そ
の
功
徳
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
魔
障
罪
業
か
ら
解
放
 さ
れ
、
善
根
を
増
長
さ
せ
る
こ
と
を
主
題
と
し
て
教
示
し
 て
い
く
。
こ
の
径
を
功
 

徳
の
面
か
ら
だ
 け
 把
捉
す
れ
ば
、
 
経
 自
体
が
現
世
利
益
 的
 信
仰
形
態
を
も
っ
て
 実
 修
さ
れ
る
必
然
性
を
も
っ
て
 い
 る
と
い
え
る
 0
 
し
か
 

し
 
「
方
等
陀
羅
尼
 経
ヒ
の
 終
局
は
、
あ
く
ま
で
も
現
世
 利
益
を
明
か
す
に
あ
る
の
で
な
い
。
ど
こ
ま
で
も
自
己
を
 内
観
し
て
い
く
過
程
の
 

中
で
、
魔
障
罪
業
は
自
心
の
中
に
あ
る
こ
と
を
大
乗
 仏
 教
の
空
の
原
理
を
根
底
に
し
て
、
個
々
の
人
間
た
ち
に
 教
 示
し
ょ
う
と
す
る
。
 
人
 

間
 は
こ
の
現
実
に
お
い
て
、
六
道
の
苦
海
の
真
直
中
に
 生
き
る
活
 き
 方
を
な
し
、
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
こ
の
 現
 実
の
罪
業
に
ま
み
れ
た
 

自
己
を
、
ご
ま
か
す
こ
と
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
直
視
し
 て
 内
観
し
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
を
問
題
に
し
て
い
っ
た
 も
の
で
あ
る
。
そ
の
 罪
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と 

思 
@ 

業
 に
ま
み
れ
た
人
間
を
 、
 仏
の
慈
悲
に
よ
っ
て
最
後
の
 一
人
ま
で
救
済
し
ょ
う
と
す
る
原
理
と
し
て
 ぅ
 ま
れ
た
も
 の
が
、
こ
の
 
司
 方
等
 陀
 

羅
尼
 経
口
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
そ
の
こ
と
は
、
他
の
 捲
 
悔
を
説
く
経
典
で
は
、
 
戯
 海
法
は
具
体
的
に
教
示
さ
れ
 て
い
な
い
の
に
、
こ
の
 

経
 は
よ
り
具
体
的
な
実
 修
 方
法
を
明
示
す
る
こ
と
か
ら
 も
 窺
え
る
。
 
俄
悔
法
は
 、
大
乗
仏
教
に
至
っ
て
よ
り
重
要
 な
 性
格
を
も
っ
て
き
た
 

と
 考
え
ら
れ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
自
か
ら
を
仏
性
を
本
真
 し
た
仏
身
で
あ
る
と
す
る
大
乗
仏
教
諸
経
典
を
前
に
し
て
 、
 余
り
に
も
罪
業
性
の
 

深
さ
を
観
ぜ
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
。
生
き
る
行
為
そ
 の
も
の
が
破
戒
行
為
に
つ
た
が
る
活
き
方
を
な
し
て
い
る
 人
間
に
残
さ
れ
た
唯
一
 

の
道
が
 繊
悔
法
 で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
 

繊
 海
法
が
生
ま
れ
る
背
景
に
、
戒
律
と
の
関
係
に
っ
 ぃ
 て
も
考
察
す
べ
き
で
あ
 

終
わ
ら
せ
る
の
で
な
く
、
そ
こ
に
こ
そ
大
乗
仏
教
の
木
 

る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
言
及
で
ぎ
な
か
っ
た
。
 

質
も
内
在
し
、
正
信
に
向
わ
し
め
る
契
機
の
あ
る
こ
と
を
 明
ら
か
に
し
た
も
の
な
 

こ
の
よ
う
な
願
い
を
も
っ
て
教
示
さ
れ
た
方
等
 餓
法
 も
本
 来
 的
な
ふ
の
は
 夫
 な
わ
れ
て
、
た
だ
現
実
の
霊
験
奇
瑞
 を
 目
的
と
し
て
中
国
 

の
 僧
俗
間
で
実
修
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
先
述
し
た
 と
 う
 り
で
あ
る
。
奇
瑞
に
満
ち
た
 非
 ム
ロ
 
理
 な
体
験
に
 、
 論
理
的
な
根
拠
が
与
え
 

ら
れ
な
い
限
り
、
そ
れ
は
正
信
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
 論
理
的
根
拠
を
、
 
智
 凱
は
諸
経
論
に
求
め
な
が
ら
も
、
 

そ
 れ
だ
け
で
ほ
充
分
で
な
 

い
こ
と
を
知
っ
た
 0
 智
 顎
の
み
が
到
達
し
え
た
円
融
実
相
 の
 原
理
こ
そ
、
実
は
当
時
の
奇
瑞
を
目
的
と
し
た
現
世
 利
益
を
、
た
だ
俗
信
で
 

の
で
あ
る
。
「
方
等
陀
羅
尼
 
経
 」
に
よ
っ
て
、
「
方
等
三
昧
 
行
法
口
を
、
さ
ら
に
「
方
等
戦
法
口
を
、
そ
し
て
「
 摩
 詞
 止
観
」
所
説
の
「
 方
 

等
 三
昧
」
へ
と
開
展
し
て
い
く
 智
 顎
の
思
想
的
変
化
が
 、
 何
よ
り
も
そ
の
こ
と
を
明
確
に
語
っ
て
く
れ
て
い
る
の
 で
あ
る
。
 

こ
の
小
論
で
は
、
 
智
 顎
の
方
等
 繊
法
 摂
取
の
契
機
や
思
想
 的
 展
開
等
の
間
 題
 に
つ
い
て
論
究
で
ぎ
な
か
っ
た
の
で
 、
後
日
を
期
し
た
 い
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（
 ノ
廿
 
）
 

ハ
 5
 ）
 

注
 

（
 1
 ）
 

（
 2
 ）
 

（
 3
 ）
 

 
 

イ
ン
ド
仏
教
の
立
場
よ
り
、
 

俄
悔
は
 
つ
い
て
の
詳
細
な
研
究
は
 、
山
口
盃
 稿
 「
 俄
海
に
 
つ
い
て
」
 尖
 仏
教
学
 セ
、
、
 

、
ナ
ー
ヒ
第
九
 号
 ）
に
な
さ
れ
 
7
 

 
 
 
  
 

て
い
る
。
 

 
 
 
 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
愛
知
学
院
大
学
「
 禅
 研
究
所
紀
要
し
 

同
出
三
蔵
記
集
 ヒ
の
 説
に
よ
っ
て
い
る
。
一
方
、
八
永
安
年
中
の
 

第
八
・
九
ム
ロ
俳
号
に
収
録
予
定
の
拙
稿
「
四
種
三
昧
の
典
拠
 

と
 

説
 V
 
は
、
「
開
元
釈
教
録
」
 
巻
 四
 に
 、
「
大
方
等
陀
羅
尼
 
径
 四
巻
 

そ
の
考
察
（
中
）
 

、
 或
は
大
の
 

平
行
平
坐
三
昧
八
方
等
三
一
味
 
V
 
に
つ
い
て
ー
 
｜
 」
を
 参
昭
 さ
れ
た
い
。
た
だ
、
 
q
.
 

方
等
三
味
行
法
 口
は
 、
下
方
等
陀
羅
尼
 経
 一
 を
根
幹
と
し
 

て
繊
悔
 法
を
説
示
し
て
い
る
が
、
他
の
諸
経
論
も
依
用
し
て
、
 禅
観
実
 修
の
方
法
に
つ
い
て
 広
説
 し
て
い
る
。
 
智
 顎
の
禅
 観
思
 想
の
原
型
が
 、
 

「
方
等
三
昧
行
法
し
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
に
関
 し
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。
 

「
方
等
陀
羅
尼
 経
ヒ
の
 翻
訳
年
次
に
二
説
あ
る
。
入
首
女
帝
位
 の
説
 V
 
は
、
「
出
三
蔵
記
集
 
ヒ
螢
疋
 、
「
方
等
檀
特
（
 
持
 ）
 陀
 羅
尼
径
 四
巻
、
 

或
は
云
 く
 、
大
方
等
陀
羅
尼
経
と
。
若
一
部
、
凡
て
四
巻
な
り
 。
晋
の
安
帝
の
時
、
高
日
日
郡
の
沙
門
 
釈
法
 衆
の
訳
出
す
る
所
な
 り
ピ
 
（
大
正
蔵
 

五
五
・
一
二
 a
 ）
と
い
う
。
 

日
 歴
代
三
宝
 紀
 」
 巻
九
 
（
大
正
蔵
 口
 九
・
八
四
 a
 ）
・
「
大
唐
内
典
 録
 L
 養
三
（
大
正
蔵
五
五
・
二
 五
五
 c
 ）
も
 、
 

字
 な
し
。
一
名
、
方
等
檀
特
陀
羅
尼
経
、
或
は
直
だ
檀
 特
陀
羅
 尼
 経
と
云
 う
 。
 竺
道
祖
 の
晋
也
雑
録
お
よ
び
 僧
祐
録
 に
見
ゆ
。
 有
一
部
四
巻
、
 

其
の
木
見
る
在
り
。
沙
門
 釈
法
 衆
は
高
昌
郡
の
人
な
り
。
 

亦
た
 
大
安
年
中
を
以
て
、
 
張
腋
に
 
於
て
河
西
王
蒙
 遜
 の
た
め
に
、
 
大
 方
等
陀
羅
尼
 経
 

一
部
を
訳
す
 ピ
 
（
大
正
蔵
五
五
・
五
一
九
 
b
 ）
と
あ
る
。
こ
の
 
「
方
等
陀
羅
尼
 経
ヒ
は
 
、
元
来
「
方
等
檀
特
（
 持
 ）
陀
羅
尼
 経
 」
 と
 呼
称
さ
れ
 

て
い
た
こ
と
が
解
る
。
「
歴
代
三
宝
 

紀
 」
 円
 大
唐
内
典
 録
ヒ
 「
開
元
 釈
教
録
 ヒ
い
 づ
れ
も
、
河
西
三
 %
 渠
蒙
遜
 の
た
め
に
、
こ
の
 経
を
訳
出
し
た
 

こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
河
西
 王
阻
渠
蒙
 遜
の
伝
は
、
衰
日
害
 
L
 
一
 二
九
・
「
魏
書
ヒ
九
九
・
「
北
史
 
L
 九
七
・
「
周
書
」
 
五
 0
 
に
 出
 る
 ，
そ
れ
に
 ょ
 

る
と
、
 咀
渠
蒙
遜
は
 、
五
胡
十
六
国
の
北
涼
の
第
二
代
 王
 で
、
 噴
水
の
胡
人
に
し
て
何
奴
 族
 で
あ
る
。
建
康
の
大
守
役
 業
 を
推
 し
て
涼
州
の
牧
 

と
な
し
、
の
ち
 段
 業
を
殺
し
て
 胡
 威
に
遷
り
、
河
西
王
と
称
す
 。
在
位
三
十
三
年
（
 四
 0
 
一
｜
 四
三
三
）
で
あ
る
。
ま
た
「
 出
 三
蔵
 記
集
ヒ
巻
 

十
四
の
曇
 轟
 @
 
議
広
に
は
、
「
河
西
 
王
氾
渠
蒙
 遜
は
識
の
名
を
聞
き
 、
 呼
ん
で
興
に
相
見
し
、
接
待
す
る
こ
と
甚
だ
厚
か
り
 ぎ
ピ
 （
大
正
蔵
五
五
 

一
 O
 
三
 a
 ）
と
あ
り
、
「
 一
 
@
 
ロ
僧
伝
 」
 巻
 十
一
の
玄
言
 伝
 に
ち
、
「
 氾
渠
蒙
遜
 、
深
く
 相
 敬
事
 し
 、
 英
 賓
を
集
会
し
て
、
高
の
勝
 解
 を
発
 わ
す
。
」
 

（
大
正
蔵
元
 0
.
 
三
九
七
 b
 ）
な
ど
と
あ
る
。
 

「
方
等
陀
羅
尼
 経
ヒ
 四
巻
（
大
正
蔵
三
一
・
六
四
一
 

a
l
 
六
六
一
 
a
 ）
。
佐
藤
哲
菜
箸
「
 
天
 ム
ロ
大
師
の
研
究
」
に
も
論
究
さ
れ
て
 
い
る
。
 

中
国
に
お
け
る
 戯
悔
 法
の
諸
問
題
に
関
し
て
、
す
で
に
、
先
学
 の
 有
益
な
研
究
が
あ
る
。
そ
の
主
要
な
も
の
を
挙
げ
る
と
、
 横
 超
慧
日
 著
 「
 中
 

国
 仏
教
に
於
け
る
国
家
意
識
」
 

宍
 中
国
仏
教
の
研
究
 ヒ
二
 一
二
 
%
 
ハ
 ｜
 三
八
一
頁
所
収
）
、
お
よ
び
、
塩
入
長
道
 

稿
 「
 俄
 法
の
成
立
と
 智
 顎
の
立
場
」
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蔵
王
 

0
.
 

四
 O
 九
 b
 ｜
 四
一
 

O
b
 

）
に
出
る
。
同
仁
 に
ょ
 れ
ば
 、
「
礼
拝
し
て
過
を
悔
 
い
 、
以
て
先
 非
を
俄
す
 。
…
…
 唯
だ
礼
 戯
を
以
て
先
と
 

 
 

 
 

な
す
。
」
（
大
正
蔵
 五
 0
.
 四
 O
 九
 b
 ）
と
あ
り
、
常
に
 俄
法
を
 修
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
 

（
 
ほ
 ）
「
法
苑
珠
林
 ヒ
 に
は
、
「
 右
 此
の
一
駄
 は
梁
 高
僧
伝
に
出
 づ
ピ
 
（
大
正
蔵
五
三
・
九
二
 
O
b
 

）
と
あ
る
が
、
 

法
 寵
の
伝
は
 、
「
 続
 高
僧
伝
 ヒ
巻
第
瑚
 

 
 

五
 
・
義
解
篇
 初
 
（
大
正
蔵
 五
 0
.
 

四
六
一
 

a
 ｜
 c
 ）
に
出
る
。
「
 
法
苑
珠
林
 ヒ
の
 誤
記
で
あ
る
。
 

（
 
u
 ）
 徳
 美
の
伝
は
、
「
 続
 高
僧
伝
 ヒ
巻
 第
二
十
九
・
 
興
福
篇
第
 九
 
（
大
正
蔵
 五
 0
.
 

六
九
六
 

c
 ｜
 六
九
七
 
c
 ）
に
出
る
。
同
仁
 に
は
、
「
 開
皇
 の
未
裁
 

に
 京
師
（
長
安
）
に
 観
 化
し
、
 戒
 検
を
受
持
し
礼
儀
 を
 業
と
な
 す
 。
…
…
所
以
に
毎
歳
 礼
 俄
し
将
に
道
場
に
散
ぜ
ん
と
す
る
や
 。
」
（
大
正
蔵
 五
 

0
.
 

六
九
七
 

a
 ）
と
述
べ
、
や
は
り
熱
心
な
儀
法
 案
修
 者
で
あ
 っ
 た
こ
と
が
解
る
。
 

（
 
巧
 ）
大
正
蔵
王
 0
.
 

六
九
七
 

b
 

（
 
巧
 ）
「
法
苑
珠
林
」
 
巻
 第
八
十
六
（
大
正
蔵
五
三
・
九
一
二
 b
  
 

（
Ⅳ
）
周
君
（
大
正
蔵
五
三
・
九
一
五
 a
 ）
。
こ
の
「
違
順
部
 
第
 三
 」
の
文
は
、
「
 国
清
 百
 錬
 」
 巻
 第
一
・
方
等
 餓
法
 第
六
の
逆
 順
 ふ
 第
四
（
大
正
蔵
 四
 

六
・
七
九
 セ
 c
l
 七
九
八
 
a
 ）
に
基
づ
い
て
説
示
さ
れ
て
い
る
 

ほ
と
ん
ど
同
文
で
あ
る
。
同
主
旨
の
文
が
、
「
 摩
詞
 止
観
 L
 巻
 第
四
上
（
 大
 

正
蔵
四
六
・
三
九
 c
 ）
に
も
あ
る
。
 

（
 
B
 ）
 注
 （
 
5
 ）
に
挙
げ
た
塩
入
長
道
教
授
の
諸
研
究
に
詳
し
く
 論
究
さ
れ
て
い
る
。
 

（
㎎
）
 疑
 経
に
関
す
る
詳
細
な
研
究
は
、
牧
田
 諦
亮
著
日
疑
経
 研
究
」
に
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
望
月
宿
 亨
著
 
「
仏
教
経
典
 成
 立
 史
論
 ヒ
 ・
「
浄
土
教
の
 

起
源
 及
 発
達
」
、
矢
吹
慶
輝
 
著
 
「
 
鳴
 砂
絵
誤
解
説
 目
 
「
 
敦
 煙
道
 圭
 目
 
総
目
索
引
」
（
台
湾
商
務
印
書
館
）
な
ど
が
あ
る
。
 

（
 
豹
 ）
「
出
三
蔵
記
集
 ヒ
巻
 第
五
（
大
正
蔵
五
五
・
三
八
 b
 １
匹
 O
c
 

）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
 

（
 
れ
 ）
こ
こ
で
は
 俄
 悔
を
説
示
す
る
経
典
名
は
省
略
す
る
。
 

詳
 し
く
は
、
常
盤
大
宝
 著
 
「
後
漢
よ
り
宋
音
に
至
る
訳
経
総
録
 L 
お
よ
び
小
野
玄
妙
 著
 

「
仏
教
経
典
総
論
 
L
 尖
 仏
書
解
説
大
辞
典
ヒ
別
巻
に
所
収
）
な
ど
 に
 述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

（
 
盤
 ）
「
出
三
蔵
記
集
」
 
巻
 第
十
二
（
大
正
蔵
五
五
・
九
一
 a
 ｜
 b
 ）
 

（
 
盤
 ）
「
 梁
 高
僧
伝
」
の
神
異
に
つ
い
て
、
村
上
事
実
積
「
高
僧
 伝
の
神
異
」
（
ヨ
ハ
 朝
 思
想
史
研
究
し
二
 0
 五
｜
 二
三
二
頁
に
 
収
 録
 ）
を
参
照
 "
 

（
 
舛
 ）
「
三
宝
感
応
要
略
 録
ヒ
巻
 中
に
は
、
「
第
十
七
景
 栄
 
・
 僧
 定
の
二
人
、
方
等
 俄
 法
を
行
じ
感
応
を
得
記
す
」
（
大
正
蔵
王
 

一
・
八
四
 

O
a
 

）
 と
し
 

て
 、
 -
 
・
 
続
 高
僧
伝
 ヒ
の
 文
を
引
く
。
 
僧
 定
の
伝
は
「
 続
 高
僧
伝
 ヒ
 巻
 第
二
十
の
曇
 栄
 広
中
（
大
正
蔵
 五
 0
.
 

五
八
九
 

b
l
c
 ）
に
 あ
る
。
 

（
 
乃
 ）
詳
し
く
は
、
山
崎
宏
 
稿
 
「
唐
の
道
宣
の
感
通
に
つ
い
て
 」
 尖
 塚
本
博
士
 頗
 芳
記
念
仏
教
史
学
論
集
」
八
九
五
１
元
 0
-
 ハ
頁
所
収
）
・
 同
 
「
唐
の
 

四
明
寺
道
宣
と
感
通
」
 

宍
惰
唐
 仏
教
史
の
研
究
 口
 一
五
九
 ｜
一
 
八
六
頁
所
収
）
に
論
究
さ
れ
て
い
る
。
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（
 
恭
 ）
横
超
慧
日
・
塩
入
長
道
教
授
、
前
掲
 

書
 参
照
。
 

（
㌍
）
横
超
 

教
睡
 
豊
肌
 
掲
 釜
日
（
一
一
一
一
一
一
一
一
一
 

｜
 一
一
一
一
一
一
四
頁
）
 

参
は
べ
 

で
あ
る
」
（
七
三
頁
）
と
述
べ
ら
れ
、
こ
の
文
に
示
唆
を
受
 

け
 た
 。
塩
入
教
授
は
 

、
つ
づ
 
げ
て
 
智
 顎
の
十
界
互
具
 

説
 と
地
獄
に
 
つ
い
て
論
究
さ
 

（
 
釦
 ）
塩
入
稿
「
中
国
仏
教
儀
礼
に
お
け
る
 

俄
 悔
の
受
容
過
程
 

」
（
三
五
六
 

｜
 二
元
七
頁
）
・
「
中
国
仏
教
に
於
け
る
礼
儀
 

と
 仏
名
 経
典
」
（
五
六
九
 

｜
五
 

九
 0
 頁
 ）
・
「
シ
ナ
仏
教
に
お
け
る
人
間
論
」
二
八
八
 

｜
 七
四
頁
）
 
参
照
。
 

（
 
頷
 ）
「
経
律
異
相
 

ヒ
巻
 
第
四
十
九
・
五
十
（
大
正
蔵
五
三
・
一
 

一
五
八
 

b
 ｜
 二
六
八
 
c
 ）
 

（
㏄
）
「
法
苑
珠
林
」
 

巻
 第
五
１
巻
第
七
（
大
正
蔵
五
三
・
二
 

一
 
0
 一
 a １
１
一
一
一
一
一
一
一
一
 

c
 ）
 

（
㏄
）
「
諸
経
 

要
集
ヒ
巻
 
第
十
八
（
大
正
蔵
五
四
・
一
六
六
 

a
 ｜
 一
七
五
 
a
 ）
。
た
だ
し
、
こ
の
文
は
先
の
「
法
苑
珠
林
口
巻
 

第
 七
 と
ほ
と
ん
ど
同
文
で
 

あ
る
。
中
国
に
お
け
る
地
獄
思
想
に
関
し
て
、
道
端
 

良
 秀
穂
「
 
中
国
仏
教
に
於
け
る
地
獄
の
恐
怖
」
 

宅
 印
仏
研
究
」
第
八
巻
 

二
 号
 ）
、
沢
田
端
 

穂
著
 「
地
獄
変
 

ヒ
に
 
詳
し
い
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
 

塩
入
長
道
橋
「
シ
ナ
仏
教
に
お
け
る
人
間
論
」
に
、
「
 

礼
俄
が
 
現
世
的
目
的
で
 

用
い
ら
れ
た
事
例
に
、
地
獄
を
現
世
の
延
長
と
考
え
て
い
た
 

発
 想
 が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
中
国
人
の
宗
教
意
識
の
特
性
を
 

如
実
に
示
す
の
 

れ
て
い
る
。
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アニミズム論 

る た 
も 諾 マ 
の 事 レ 

で 例   
あ な シ 
る 再 ア 
。 分 の 

  
は る の 
道 こ 特 
然 と 徴 

、 に を   
学説 て 、 上 で 
史 従 

上来テ の 「 一 

ア マ 、 

ズム」 ニ，、ズ レ 0 １ 、 

  

  
あ なゑ 

湊蓑蕊 
こ に 怯 
こ し 

報告さ 主 でほ ようと 

題 す れ 
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序
 

検
討
 

再
 

の
 
 
 
 
 
 
 

亨
 

一
万
物
の
霊
魂
 

三
 

遍
在
す
る
 霊
質
 

ニ
 

ス
マ
ガ
ッ
ト
 

む
す
び
 

ア
ニ
ミ
ズ
ム
論
の
再
検
討
 

マ
レ
ー
シ
ア
の
場
合
 

山
本
春
樹
 



ズ て や わ す ， あ 書 ら い の 
は 、 縄張 康すべ p ろ 0 マムジパ 
マ し る ト こ レ 口   ちる 、 六） ? スら物敢 トの のり えて展 なレ開 

上
に
必
要
な
最
小
限
に
留
め
、
更
に
詳
細
な
検
討
 は
別
 な
 機
会
に
試
み
た
い
。
 

｜
シ
ァ
 の
宗
教
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
民
族
誌
的
著
作
 ほ
 比
較
的
豊
か
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
理
論
的
研
究
は
決
 し
て
多
い
と
は
 

へ
 
l
l
 

）
 

い
 。
今
日
、
政
治
、
経
済
、
社
会
学
的
な
方
面
か
ら
の
 マ
 レ
ー
シ
ア
研
究
は
数
多
く
為
さ
れ
て
い
る
が
、
宗
教
の
 問
題
を
正
面
か
 

（
 
り
乙
 

-
 

上
げ
た
も
の
は
極
め
て
限
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
 そ
の
一
方
で
、
入
門
書
、
概
説
書
を
含
め
て
、
マ
レ
ー
 シ
ァ
 に
関
す
る
 

多
く
が
、
共
通
し
て
、
そ
の
宗
教
的
な
特
徴
の
 一
 っ
と
 し
て
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
挙
げ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
見
ら
れ
 る
 0
 「
彼
ら
は
、
 

る
 自
然
物
、
と
り
わ
け
食
用
作
物
の
な
か
に
生
命
力
、
 あ
 る
い
は
霊
の
実
質
（
ス
マ
ン
ガ
ッ
ト
）
が
宿
っ
て
い
る
 と
 信
じ
る
 
ア
二
 

-
3
-
 

で
あ
っ
た
 日
 
「
ア
ニ
ミ
ズ
ム
は
マ
レ
ー
人
の
も
つ
最
も
古
 い
 信
仰
で
あ
り
、
そ
れ
が
影
響
を
与
え
続
け
て
い
る
 諸
 側
 が
今
 尚
 存
在
 

「
ロ
マ
レ
ー
人
社
会
の
口
内
部
に
は
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
、
 

ヒ
 ン
ド
ク
ー
お
よ
び
 
ア
 ダ
ッ
ト
が
今
日
も
生
き
て
い
る
の
で
 あ
る
。
す
な
 

ア
ニ
ミ
ズ
ム
は
 
、
 セ
マ
ン
ガ
 と
 呼
ば
れ
る
人
間
と
物
の
双
 方
の
内
部
に
存
在
す
る
あ
る
種
の
「
 活
 カ
ロ
へ
の
信
仰
 や
 民
衆
の
祭
り
 

（
 
氏
 
5
 
）
 

ン
、
ホ
 モ
 と
 呼
ば
れ
る
初
稿
師
の
役
割
に
現
わ
れ
て
お
り
 目
 
「
マ
レ
ー
農
民
に
お
い
て
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
浸
透
 
度
 は
 平
均
的
に
み
 

ヮ
の
 ア
バ
ン
ガ
ン
よ
り
も
ず
っ
と
強
い
が
、
そ
れ
で
も
 ア
 ハ
ン
ガ
ン
の
保
持
す
る
よ
う
な
伝
統
的
な
土
着
文
化
の
 要
素
ロ
 ア
ニ
、
、
ャ
 

 
 

は
か
な
り
存
在
し
て
い
る
」
等
、
そ
の
例
は
枚
挙
に
い
と
 さ
が
な
い
。
 

｜
 シ
 フ
 の
い
わ
ゆ
る
土
着
信
仰
の
研
究
は
、
一
九
世
紀
後
 半
か
ら
盛
ん
に
な
る
が
、
纏
っ
た
も
の
は
今
世
紀
初
頭
 に
 現
わ
れ
て
く
 

@
7
@
 

の
時
期
に
発
表
さ
れ
た
も
の
の
中
で
代
表
的
な
も
の
と
し
 て
は
、
 W
.
W
.
 

ス
キ
ー
 ト
 の
 
ロ
 マ
レ
ー
の
呪
術
 L
 と
 、
 A
 
.
C
 
.
 ク
 

@
c
0
 

）
 

0
 
日
東
イ
ン
ド
諸
島
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
 
ロ
 が
挙
げ
ら
れ
る
。
 
両
者
共
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
土
着
信
仰
が
ア
ニ
ミ
ズ
ム
で
 あ
る
こ
と
を
 主
 

が
 、
現
在
ま
で
広
く
い
わ
れ
て
ぎ
た
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
 土
着
信
仰
 即
 ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
い
う
見
方
は
、
こ
れ
ら
の
 主
 張
 を
そ
の
ま
ま
 

た
も
の
で
あ
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
 見
解
を
取
り
上
げ
、
そ
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
論
を
再
検
討
し
 て
み
る
こ
と
 

レ
ー
シ
 ァ
 の
宗
教
の
特
徴
を
求
め
る
上
で
の
出
発
点
と
な
 る
で
あ
ろ
う
。
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ス
キ
ー
 ト
 が
マ
レ
ー
民
族
の
古
典
的
民
族
誌
で
あ
る
「
 マ
 レ
 ー
の
呪
術
し
を
発
表
し
た
の
は
一
九
 0
0
 

年
の
こ
と
 

で
と
 
木
 り
る
 
0
 
 
こ
の
車
 
王
 
白
物
 

の
 末
尾
で
、
ス
キ
ー
 ト
 は
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
 0
 「
ハ
マ
 
レ
 ー
の
呪
術
と
伝
承
全
体
系
の
）
基
本
的
観
念
は
 、
一
 切
に
浸
透
し
て
い
る
 ァ
 

二
 ミ
ズ
ム
で
あ
り
、
人
間
と
自
然
の
中
の
、
あ
る
共
通
 し
た
生
命
原
理
（
ス
マ
ガ
ッ
ト
）
を
伴
っ
て
い
る
」
 
0
 こ
 0
 基
本
的
観
念
 ｜
ァ
ニ
 

、
ズ
ム
 
１
が
実
生
活
の
諸
要
求
に
結
び
つ
い
た
と
こ
ろ
に
 呪
術
が
成
立
し
、
さ
ら
に
こ
の
呪
術
は
、
実
践
的
に
は
 

ハ
 ワ
ン
、
 ボ
そ
 と
 呼
 

ね
所
有
者
に
生
命
を
与
え
て
い
る
も
の
で
、
睡
眠
、
 
ト
 

ね
 
討
梼
 

再
 
所
論
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
 

ス
キ
ー
 

ト
 に
 ょ
 れ
ば
、
人
間
は
誰
で
も
自
分
の
 

先
づ
 、
そ
の
ス
マ
 

為
 で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
幾
多
の
事
例
に
よ
っ
て
こ
れ
 

ば
れ
る
呪
術
的
職
能
者
が
慰
撫
あ
る
い
は
強
制
に
 よ
 り
 

ス
キ
ー
 ト
 の
基
本
的
立
場
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
 、
 

マ
ガ
ッ
ト
の
観
念
が
あ
る
と
彼
が
考
え
て
い
る
こ
と
は
 明
 

 
 

ラ
ン
ス
状
態
、
あ
る
い
は
病
気
の
際
、
一
時
的
に
身
体
 

を
 明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
構
想
の
下
に
こ
の
書
物
は
圭
 

ス
マ
ガ
ッ
ト
 

ら
か
で
あ
る
 0
 そ
こ
で
、
「
マ
レ
ー
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
」
 

マ
レ
ー
民
族
の
土
着
信
仰
が
ア
ニ
ミ
ズ
ム
で
あ
り
、
 こ
 

を
 離
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
 

こ
の
ス
マ
ガ
ッ
ト
は
、
そ
の
 

白
か
 
Ⅰ
 
L
 
廿
 
て
い
る
 0
 こ
れ
が
 

に
関
す
る
ス
キ
ー
 ト
 の
 

の
 信
仰
の
中
核
に
は
 ス
 

（
 
汐
日
 P
 コ
幅
栗
 
）
に
作
用
を
及
ぼ
し
、
有
益
な
効
果
を
引
 
き
 出
す
行
 

（
 
g
 ）
 

目
永
久
に
こ
れ
を
失
う
と
そ
の
身
体
は
死
ぬ
こ
と
に
 
な
る
 0
 人
間
生
命
の
原
因
と
し
て
の
こ
の
ス
マ
ガ
ッ
ト
は
 、
水
蒸
気
や
影
の
よ
う
な
 実
 

 
 

体
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
り
、
普
段
は
眼
に
見
え
な
い
 も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
人
間
の
形
象
を
持
っ
た
 栂
指
 大
の
小
人
と
し
て
表
象
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一
万
物
の
蛙
 魂
 

以
下
、
ス
キ
ー
 ト
と
 ク
ロ
イ
ト
の
著
作
に
依
り
つ
つ
、
 

い
 わ
ゆ
る
「
マ
レ
ー
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
」
の
問
題
点
を
探
っ
 て
い
く
こ
と
に
す
 

る
 。
 



す
 儀
礼
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
様
に
、
マ
レ
ー
人
の
間
 で
は
、
ス
マ
ガ
ッ
ト
が
身
体
を
離
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 病
 気
が
生
じ
る
と
信
じ
 ろ
 

れ
て
い
る
 0
 そ
こ
で
病
気
を
な
お
す
た
め
に
は
、
こ
の
 ス
マ
ガ
ッ
ト
を
取
り
戻
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
の
 儀
礼
と
し
て
、
ス
キ
 l
 

ト
は
 四
つ
の
事
例
を
報
告
し
て
い
る
 0
 こ
こ
で
は
、
 う
 ち
 二
つ
を
紹
介
す
る
。
 

Ⅰ
鶏
卵
一
個
、
鳥
貝
の
殻
 セ
個
 、
定
量
の
米
が
用
意
 さ
れ
、
一
緒
に
米
 籠
に
 入
れ
ら
れ
る
。
呪
医
は
こ
の
籠
で
 病
人
の
身
体
を
撫
で
回
 

し
て
か
ら
、
よ
く
振
っ
て
肉
味
を
混
ぜ
合
せ
、
病
人
の
頭
 部
 近
く
に
こ
れ
を
置
く
 0
 籠
を
振
り
な
が
ら
唱
え
ら
れ
 る
 呪
文
は
次
の
様
な
 

も
の
で
あ
る
。
 

「
来
い
、
来
い
、
こ
の
病
人
何
某
の
ス
マ
ガ
ッ
ト
 よ
 

戻
っ
て
何
某
の
身
体
に
入
れ
 

汝
の
家
と
階
段
、
土
地
と
庭
に
帰
っ
て
こ
い
 

汝
の
両
親
、
汝
の
輔
に
戻
っ
て
こ
い
」
 

三
日
後
、
呪
医
が
籠
の
中
の
米
を
量
る
が
、
こ
の
時
、
米
 が
 増
え
て
い
れ
ば
ス
マ
ガ
 ，
ト
が
 戻
っ
て
ぎ
た
徴
で
あ
 り
 、
変
化
が
な
け
れ
 

（
 
博
 
@
@
 

ば
、
 未
だ
半
分
し
か
戻
っ
て
い
な
い
。
逆
に
米
が
減
っ
 て
い
る
と
、
ス
マ
ガ
ッ
ト
は
逃
げ
去
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
 に
な
る
。
 

Ⅱ
 
濱
榔
 樹
の
葉
七
枚
か
ら
七
つ
の
噛
煙
草
が
つ
く
ら
 れ
る
。
こ
の
噛
煙
草
と
、
 皿
一
 盛
の
染
木
、
炒
米
、
洗
米
 、
七
本
の
多
色
の
糸
 、
 

鶏
卵
一
個
が
病
人
の
足
許
に
置
か
れ
る
。
糸
の
一
端
が
 病
人
の
手
に
握
ら
さ
れ
、
他
の
端
は
卵
に
結
び
つ
げ
ら
 れ
る
。
準
備
が
整
 
う
 

と
 、
呪
文
に
よ
っ
て
ス
マ
ガ
ッ
ト
が
呼
び
戻
さ
れ
る
が
、
 こ
の
時
ス
マ
ガ
 

先
づ
 卵
に
入
り
、
そ
こ
か
ら
 糸
を
伝
っ
て
病
人
の
 

（
 
Ⅱ
 
@
 @
 

マ
レ
ー
人
が
行
う
病
気
な
お
し
の
呪
術
行
為
に
は
幾
つ
か
 の
種
類
が
見
ら
れ
る
が
、
当
面
問
題
と
な
る
の
は
、
 

ス
 マ
ガ
ッ
ト
を
呼
び
戻
 

  

ッ さ 

ト れ 
め る 
観 も 

念 の 
が で 

強 る 
く る 

き方   
ルい 

め さ 
ら ら 

れば ろ 、 
め そ 

はの 、 7 所 

病 有 
気 音 
た か 
お ら 
し 独 
立しと、 
ス た 

マ 感 
ガ 情 
ッ と 

ト 意 
を 恵 
奪 を 
ぅ 持 
崇 つ 
呪 と 

術 者 
で ・ え 

あ ら 

る れ 
  て 

  
る 

    
の 

よ 

ハ ツ @@ 

な 
人 
間 
の 
ス 
マ 
力 。 
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身
体
に
戻
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 

「
汝
に
平
安
あ
れ
、
 息
ょ
 

こ
ち
ら
に
や
っ
て
来
い
、
 
息
よ
 

こ
ち
ら
に
や
っ
て
来
い
、
ス
マ
ガ
ッ
ト
 よ
 

こ
ち
ら
に
や
っ
て
来
い
、
小
さ
い
者
 よ
 

こ
ち
ら
に
や
っ
て
来
い
、
薄
霧
の
よ
う
な
 音
よ
 

私
は
坐
っ
て
汝
を
称
え
る
 

私
は
坐
っ
て
汝
を
招
く
 

汝
の
家
、
汝
の
階
段
に
戻
っ
て
来
い
 

汝
 の
 床
 、
星
を
見
上
げ
る
汝
の
草
葺
の
屋
根
に
 

恨
や
悪
意
を
抱
か
ぬ
よ
 う
 に
 

こ
こ
に
私
は
坐
っ
て
汝
を
称
え
引
き
寄
せ
る
 

こ
こ
に
私
は
坐
っ
て
汝
に
呼
び
か
け
手
招
ぎ
す
る
 

（
は
 
-
 

寸
 梼

 

た
っ
た
今
直
ぐ
に
戻
っ
て
来
い
」
 

 
 

奪
 う
 こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
所
有
者
に
危
害
を
加
え
よ
 ぅ
 と
す
る
呪
術
的
行
為
で
あ
 

 
 ム

る
 0
 ス
マ
ガ
ッ
ト
を
失
う
こ
と
は
、
病
気
に
な
っ
た
 り
 、
気
力
、
体
力
を
失
っ
た
り
す
る
結
果
と
な
る
か
ら
 で
あ
る
。
 

Ⅱ
Ⅲ
敵
の
足
跡
か
ら
一
握
り
の
土
を
取
り
、
こ
れ
を
 赤

 、
黒
、
黄
色
の
布
に
包
ん
で
、
多
色
糸
で
蚊
帳
の
中
 央
に
 市
す
。
こ
 
う
 す
る
と
 土
 

 
 

は
 敵
の
ス
マ
ガ
ッ
ト
そ
の
も
の
と
な
り
、
こ
の
 上
 
（
 
ス
マ
 ガ
ッ
ト
）
を
日
没
、
夜
中
、
夜
明
げ
に
七
度
 づ
つ
、
三
 
日
間
、
呪
文
を
唱
え
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Ⅳ
太
陽
が
昇
る
時
、
あ
る
い
は
出
た
ば
か
り
の
月
が
 
赤
く
見
え
る
時
、
外
に
出
て
、
右
足
の
栂
指
を
左
足
の
栂
 指
 に
の
せ
て
立
つ
。
 
右
 

手
を
刺
弧
状
に
し
て
三
度
呪
文
を
繰
り
返
す
。
 

「
私
は
槍
を
放
っ
 

月
は
雲
に
覆
わ
れ
、
太
陽
は
消
え
、
星
は
霞
む
 

私
が
射
る
の
は
 月
や
 星
や
太
陽
で
は
な
い
 

私
は
何
某
の
肝
臓
を
射
る
 

来
い
、
何
某
の
ス
マ
ガ
ッ
ト
 よ
 

私
と
一
緒
に
歩
こ
う
 

私
と
一
緒
に
坐
り
、
共
に
寝
よ
う
 

来
い
、
何
某
の
ス
マ
ガ
ッ
ト
 よ
 」
 

（
 
い
 
@
 @
 

こ
れ
は
、
他
人
の
ス
マ
ガ
ッ
ト
を
奪
う
一
番
簡
単
な
や
り
 方
で
あ
る
。
 

病
気
な
お
し
と
 黒
 呪
術
と
い
う
二
種
類
の
呪
術
行
為
を
 通
し
て
、
人
間
の
ス
マ
ガ
ッ
ト
の
具
体
的
な
現
わ
れ
方
を
 見
て
ぎ
た
が
、
ス
キ
 

元
山
）
 

｜
ト
 に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
ス
マ
ガ
ッ
ト
は
、
タ
イ
 一
 
フ
 ー
の
霊
魂
（
 ぎ
目
 ）
の
定
義
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
 も
の
で
あ
る
 0
 タ
イ
ラ
 

（
 吋
 
4
 
@
 @
 

ら
れ
て
い
る
。
 

 
 

な
が
ら
本
校
 で
打
郵
 す
る
。
 

 
  

 

「
私
が
打
つ
の
は
士
で
は
な
い
 

1
9
4
 

 
 

私
は
何
某
の
肝
臓
を
打
つ
の
で
あ
る
」
 

こ
れ
が
終
る
と
、
こ
の
土
を
敵
が
通
り
そ
う
な
道
の
真
中
 に 
埋
め
て
お
く
。
こ
れ
を
踏
む
と
、
そ
の
敵
は
気
が
狂
 っ
て
し
ま
う
と
信
じ
 



アニミズム 論 の再検討 

以
上
が
ス
キ
ー
 ト
 の
記
述
を
通
し
て
得
ら
れ
る
 ス
 マ
ガ
ッ
ト
の
観
念
の
内
容
で
あ
る
 0
 ス
キ
ー
 ト
 の
ス
マ
ガ
 ッ
ト
 論
か
ら
は
、
そ
の
性
 

格
 に
関
し
て
二
つ
の
点
が
指
摘
出
来
る
と
思
わ
れ
る
。
 第
一
に
、
ス
マ
ガ
ッ
ト
は
、
タ
イ
ラ
ー
の
霊
魂
論
に
見
ら
 れ
る
、
身
体
的
自
己
に
 

対
す
る
 い
 わ
ゆ
る
「
第
二
の
自
己
」
と
考
え
ら
れ
、
 昔
呈
 
ぬ
を
 持
っ
た
人
格
的
存
在
と
し
て
、
そ
の
所
有
者
と
の
間
 に
 不
可
分
の
関
係
を
有
 

す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
 0
 第
二
に
、
ス
マ
 

人
間
、
動
植
物
、
鉱
物
等
自
然
界
の
全
て
に
 内
在
し
、
こ
れ
に
生
命
 

を
 与
え
る
も
の
で
あ
る
点
で
あ
る
 0
 こ
の
 ょ
う
 な
性
格
 を
 持
つ
ス
マ
ガ
ッ
ト
を
中
心
と
す
る
観
念
と
儀
礼
の
体
系
 が
 、
ス
キ
ー
 ト
 の
い
う
 

85 (195) 

農
耕
儀
礼
に
於
て
主
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
も
の
で
 あ
る
。
 

@
g
 

1
 
 

）
 こ
れ
ら
人
間
以
外
の
も
の
が
持
つ
ス
マ
ガ
ッ
ト
も
 、

そ
の
所
有
主
の
姿
を
 

そ
の
ま
ま
縮
小
し
た
形
象
を
持
つ
が
、
 

ホ
 と
か
鉱
石
の
 
ス
マ
ガ
ッ
ト
は
 
、
 時
に
は
獣
や
鳥
の
姿
を
と
る
と
い
わ
れ
 る
 。
動
植
物
、
鉱
物
が
 

ス
マ
ガ
ッ
ト
を
持
つ
と
い
う
信
念
に
関
し
て
は
、
ス
キ
ー
 ト
は
 再
び
タ
イ
ラ
ー
を
援
用
し
て
こ
れ
を
説
明
し
よ
う
 と
す
る
。
す
な
 ね
 ち
、
 

（
 
初
 -
 

こ
れ
ら
の
ス
マ
ガ
ッ
ト
は
、
未
開
 人
 に
よ
る
、
人
間
の
 
ス
 マ
ガ
ッ
ト
か
ら
の
推
論
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
 る
 。
 

１
 %
 ょ
 れ
ば
、
人
間
の
霊
魂
は
、
「
薄
い
実
質
を
持
た
な
 い
 人
間
の
形
象
で
あ
り
、
性
質
上
、
蒸
気
や
影
の
如
 き
 も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
 

生
命
を
与
え
て
い
る
人
間
の
生
命
と
思
惟
の
原
因
で
あ
 り
、
 ざ
の
人
物
か
ら
は
独
立
し
た
意
識
と
意
志
を
持
っ
。
 身
体
を
去
り
、
こ
こ
か
 

し
こ
と
素
早
く
移
動
す
る
こ
と
が
出
来
、
大
抵
は
 、
触
 れ
た
り
見
た
り
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
物
理
的
な
 カ
 を
 示
し
、
身
体
を
離
れ
 

た
 幻
影
と
し
て
人
々
の
前
に
姿
を
現
わ
す
。
肉
体
の
死
後
 も
 生
き
続
け
る
し
、
ま
た
、
他
の
人
間
、
動
物
、
事
物
 の
中
に
入
り
込
む
こ
と
 

も
 出
来
る
」
も
の
で
あ
る
。
（
 

7
@
1
 
 

ス
マ
ガ
ッ
ト
は
、
こ
の
 様
 な
 霊
魂
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
 0
 概
し
て
、
ス
キ
ー
 ト
 の
 研
究
は
、
事
例
の
蒐
 

集
 、
報
告
に
主
眼
が
あ
り
、
理
論
的
に
は
（
少
な
く
と
 も
 ス
マ
ガ
ッ
ト
に
関
す
る
限
り
）
 
、
 彼
は
タ
イ
ラ
ー
に
 全
 面
的
に
依
拠
し
て
い
た
 

と
い
っ
て
よ
い
 0
 

こ
の
よ
う
な
ス
マ
ガ
ッ
ト
は
、
し
か
し
、
人
間
だ
け
が
 持
 つ
も
の
で
は
な
い
 0
 動
物
、
植
物
、
さ
ら
に
は
鉱
物
等
 の
 無
生
物
に
至
る
ま
 

で
、
ス
マ
ガ
ッ
 ト
 を
所
有
す
る
と
し
わ
れ
 

、
 

ケ
 
O
@
@
@
 

な
か
で
も
 重

要
な
の
は
、
稲
の
ス
マ
ガ
ッ
ト
（
の
の
日
の
 

コ
油
ド
 

（
㌧
 
曲
臼
 
）
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
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る う 物 詣 
  

口 イ木 「 
  
の 

  
ふ め のア 白 雪 た ま 、 民族 世に 

結 - 

ケ @ し 口 

を 

、 ト る   
を     

と ィ刀 - 一 窃千 

し の 九 究 
て も 0 の 
把 の 大 吉 
え で 牢 輿 

の さ残る 。 ら れ 、 あ の と 

こるこな れととっ 
な い で て 
分 つ あ い 

析 て る る 

し よ ょが『 い、 東 
う で   こ イ 

と あ の ン   す る 書 ド   

    

遍 
在 
す 
る 
霊 
質 

と
こ
ろ
の
マ
レ
ー
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
で
あ
る
。
 

8
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後
に
は
他
の
も
の
に
転
移
し
て
こ
れ
を
生
命
化
す
る
、
 本
 来
 的
に
非
人
格
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
マ
レ
ー
 半
島
て
は
ス
マ
ガ
ッ
ト
 

と
 呼
ば
れ
、
類
似
の
名
で
こ
れ
を
呼
ぶ
地
方
が
多
く
あ
 る
 Ⅰ
例
え
ば
、
ス
マ
ト
ラ
の
 ミ
 ナ
ン
カ
ボ
ウ
地
方
の
 ス
マ
 ゲ
 、
マ
カ
サ
ル
、
モ
ル
 

ッ
カ
 地
方
の
ス
マ
ガ
ッ
ト
、
フ
ル
島
の
 ニ
 ス
 マ
 ゲ
ン
、
 ア
 ソ
ボ
ソ
 地
方
の
ス
マ
ガ
ン
で
あ
り
、
ス
マ
ト
ラ
の
バ
タ
 ッ
ク
 地
方
で
は
ト
ン
 デ
 

ィ
 と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
普
遍
的
生
命
原
理
と
し
て
の
 霊
 質
は
 、
本
来
的
に
非
人
格
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
 の
 現
わ
れ
に
於
て
は
、
 

非
人
格
的
性
格
と
並
ん
で
人
格
的
性
格
も
見
ら
れ
る
。
 個
 人
 が
共
同
体
に
埋
没
し
て
い
る
段
階
で
は
、
 霊
質
 も
井
 人
格
的
性
格
が
顕
著
で
 

あ
る
が
、
個
人
の
自
意
識
が
高
ま
り
、
自
己
の
人
格
が
立
 
思
議
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
共
に
、
 霊
 質
も
人
格
的
性
格
 を
 示
す
 よ
う
 に
な
る
。
 

ま
た
、
動
植
物
、
事
物
の
霊
 質
も
 、
人
間
と
の
間
に
強
 い
 利
害
関
係
を
持
っ
も
の
は
人
格
的
性
格
が
認
め
ら
れ
る
 よ
う
に
な
る
。
マ
レ
ー
 

半
島
に
 於
る
 雪
質
に
は
両
方
の
性
格
が
認
め
ら
れ
る
。
 非
 人
格
的
 霊
質
が
 、
一
切
の
も
の
に
共
通
す
る
無
個
性
的
 な
も
の
で
あ
る
の
に
 対
 

し
 、
人
格
的
 霊
質
は
 、
そ
れ
を
宿
す
人
間
、
動
植
物
、
事
 物
の
縮
小
さ
れ
た
形
象
を
持
ち
、
そ
れ
と
の
間
に
不
可
 分
の
関
係
を
有
す
る
も
 

の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
マ
レ
ー
キ
 島
 を
は
じ
め
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
群
島
に
み
ら
れ
る
雪
質
 観
 念
 に
は
二
種
類
の
も
の
 

が
 認
め
ら
れ
る
が
、
詳
細
に
検
討
す
れ
ば
、
人
格
的
 霊
 質
 と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
、
普
遍
的
生
命
原
理
と
し
て
の
 性
格
を
失
っ
て
お
ら
 

ず
 、
結
局
、
非
人
格
的
雪
質
が
よ
り
根
源
的
な
も
の
と
 考
え
ら
れ
る
。
 ク
 p
 イ
ト
 が
理
解
す
る
ス
マ
ガ
ッ
ト
１
 %
 並
 
質
の
内
容
は
こ
の
よ
う
 

な
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
重
要
な
指
摘
と
し
て
 二
 っ
 の
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
 霊
質
 に
人
格
的
な
も
の
と
非
人
 格
 的
な
も
の
が
あ
る
と
 

ぽ
 
い
う
点
、
及
び
、
非
人
格
性
が
 霊
質
 の
本
来
的
 性
 格
 で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
二
点
に
関
し
、
ク
ロ
 イ
ト
 の
所
論
を
詳
し
く
見
て
 

ゆ
 
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
 

論
 

 
 

 
 
 
 

明
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
 先
づ
 問
題
と
な
る
の
は
 、

そ
の
「
人
格
性
」
「
非
人
格
性
」
と
い
う
概
念
の
内
容
 で
あ
る
。
何
が
「
人
格
的
」
 

 
 

最
初
に
、
人
格
性
、
非
人
格
性
の
間
題
を
扱
う
。
 ク
 p
 イ
ト
 は
、
非
人
格
的
 霊
質
 と
人
格
的
 霊
 質
 さ
、
夫
 

 
 

 
 



で
あ
り
、
何
を
「
非
人
格
的
」
と
呼
ぶ
か
に
つ
い
て
は
、
 

ク
 p
 ィ
ト
 
は
明
示
的
に
は
何
も
述
べ
て
お
ら
ず
、
 

暖
昧
 
で
あ
る
と
い
え
る
 

0
 し
 

か
し
、
そ
の
説
明
を
つ
ぶ
さ
に
追
っ
て
い
く
と
、
こ
の
 

一
 
一
つ
の
概
念
を
規
定
す
る
幾
つ
か
の
内
容
が
浮
 

び
 上
っ
て
 
く
る
。
こ
れ
を
纏
め
る
 

 
 

的
に
他
地
域
に
関
す
る
も
の
に
も
言
及
す
る
こ
と
に
す
る
 

 
 

非
人
格
性
 

｜
 そ
れ
を
宿
す
も
の
と
の
間
に
、
特
別
な
人
 

格
 的
関
係
を
持
た
な
い
こ
と
 

流
動
的
で
、
分
割
が
可
能
で
あ
る
こ
と
 

1
 
人
格
性
そ
れ
を
宿
す
も
の
と
の
間
に
、
特
別
な
人
 

格
 的
関
係
を
持
っ
こ
と
 

形
象
化
さ
れ
、
個
体
的
で
あ
る
こ
と
 

そ
こ
で
、
こ
の
図
式
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
 

ク
 p
 イ
ト
 
の
 説
明
を
整
理
し
て
み
た
Ⅱ
 

0
 こ
こ
で
は
、
彼
の
書
物
に
 

現
わ
れ
る
具
体
例
の
 

（
 
4
 
2
 

）
 う
 

（
 
q
 
。
）
 

1
 
 
霊
質
｜
 
ス
マ
ガ
ッ
ト
は
人
間
に
生
命
を
与
え
る
も
 

の
で
あ
る
が
、
こ
の
雪
質
は
人
間
の
身
体
の
全
て
を
満
た
 

し
て
い
る
 

0
 こ
の
よ
 
う
 

な
 身
体
の
中
で
も
、
雪
質
を
含
む
場
所
と
し
て
重
要
視
 

さ
れ
る
部
分
が
 

幾
 っ
か
あ
る
。
例
え
ば
頭
部
で
あ
る
。
 

霊
 質
 は
額
門
を
通
っ
て
 

身
体
に
出
入
り
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
雪
質
 

を
 宿
す
場
所
と
し
て
の
頭
部
の
意
味
は
、
か
っ
て
群
島
全
域
 

に
 行
わ
れ
て
い
た
で
 

あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
首
狩
の
慣
習
に
 

よ
 く
現
わ
れ
て
 

い
る
。
さ
ら
に
、
頭
部
そ
の
も
の
よ
り
も
重
要
視
さ
れ
る
 

の
は
髪
の
毛
で
あ
る
 

が
 、
そ
れ
は
、
髪
の
毛
の
持
つ
眼
に
見
え
る
生
長
力
に
 

よ
 る
 0
 こ
の
他
に
も
、
 

腸
 、
肝
臓
、
血
液
、
さ
ら
に
は
、
 

身
体
か
ら
分
離
す
る
 

唾
液
、
 
汗
 、
 涙
 、
八
等
 
も
 、
 霊
 質
の
宿
る
と
こ
ろ
と
し
 

て
 重
要
視
さ
れ
る
。
 

こ
こ
で
は
、
雪
質
 

が
 、
個
体
的
統
一
体
で
は
な
く
、
各
所
 

に
 浸
透
す
る
流
動
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
 

故
 分
割
 
可
 能
 な
も
の
で
あ
る
こ
と
 

が
 見
て
と
れ
る
。
 

Ⅱ
こ
の
様
に
霊
 
質
｜
 ス
マ
ガ
流
動
的
、
分
 制
可
能
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
適
切
な
手
段
に
よ
っ
て
 

、
 こ
れ
を
転
移
さ
せ
る
こ
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雪
質
に
関
す
る
部
分
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
  
 

 
 

Ⅲ
 

霊
質
｜
 ス
マ
ガ
ッ
ト
は
人
格
的
性
格
を
も
持
っ
て
 お
り
、
こ
れ
は
、
 
霊
質
が
 、
そ
れ
が
宿
る
人
間
の
（
縮
小
 さ
れ
た
）
姿
で
表
象
さ
 

 
 

れ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
と
ク
ロ
イ
ト
は
い
う
。
 垂
 正
賞
が
人
間
の
形
象
と
し
て
表
象
さ
れ
る
の
は
、
雪
質
 の 

  

中
に
想
像
す
る
こ
と
に
由
来
す
る
に
違
 い
 な
く
、
雪
質
 即
影
 で
あ
る
と
の
観
念
か
ら
、
自
分
あ
る
い
は
他
人
の
影
 が
 落
ち
て
い
る
食
物
 
8
 

鏑
 

以
上
が
、
雪
質
 ｜
 ス
マ
ガ
ッ
ト
は
非
人
格
的
な
 も
の
で
あ
る
と
い
う
ク
ロ
イ
ト
の
主
張
を
裏
付
け
る
具
体
 側
 で
あ
る
が
、
次
に
人
格
的
 

再
 

と
が
出
来
る
。
こ
の
性
質
を
利
用
し
て
、
自
分
の
毒
質
 を
 強
化
し
た
り
、
他
人
あ
る
い
は
動
植
物
、
事
物
の
霊
 質
 を
 強
め
た
り
す
る
 行
 

為
 が
行
わ
れ
る
。
人
は
、
他
人
や
動
植
物
の
霊
 質
 を
獲
 得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
霊
質
を
強
め
よ
う
と
す
る
 が
 、
こ
の
行
為
の
 一
 

っ
に
 食
事
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
食
事
は
単
に
肉
 体
 的
欲
求
を
充
足
す
る
だ
け
で
な
く
、
食
物
の
材
料
（
 動
植
物
か
ら
得
ら
れ
 

る
 ）
の
雪
質
を
獲
得
す
る
手
段
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
 。
ま
た
人
は
、
自
分
の
霊
質
を
与
え
る
こ
と
に
 ょ
 り
、
 他
 の
雪
質
を
強
化
し
 

よ
う
 と
す
る
。
健
康
人
が
病
人
や
死
に
か
け
て
い
る
者
に
 息
 を
吹
ぎ
か
け
る
の
は
、
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 

自
分
の
霊
質
を
転
移
 

さ
せ
、
病
人
に
力
を
与
え
、
死
を
先
に
の
ば
そ
う
と
す
 る
も
の
で
あ
る
。
他
人
の
健
康
や
安
全
を
確
保
す
る
た
め
 に
 、
唾
液
を
か
け
 ろ
 

こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
霊
質
を
与
え
よ
う
と
す
る
習
慣
 は
 広
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
日
常
品
等
の
事
物
を
 長
持
ち
さ
せ
る
た
め
 

に
 、
唾
液
を
塗
り
つ
げ
る
こ
と
も
あ
る
。
セ
レ
ベ
ス
 島
 の
 ト
ラ
ジ
ャ
人
は
 
、
 髪
の
毛
の
つ
い
た
頭
蓋
骨
を
椰
子
の
 本
 に
打
ち
つ
げ
て
お
 

く
と
豊
か
な
実
り
が
得
ら
れ
る
と
い
う
が
、
こ
れ
は
、
 髪
 の
 毛
に
宿
る
霊
 質
が
 、
椰
子
の
木
の
霊
質
を
増
大
さ
せ
 る
か
ら
で
あ
り
、
 
同
 

（
領
り
 

@
 

様
の
行
為
は
、
マ
レ
ー
半
島
の
マ
レ
ー
人
の
間
で
も
 行
 わ
れ
る
。
 

こ
こ
で
は
、
雪
質
 が
 、
そ
れ
を
宿
す
も
の
と
の
間
に
何
ら
 人
格
的
な
関
係
を
持
た
ず
、
人
間
の
霊
 質
 、
動
植
物
の
 雪
質
、
事
物
の
霊
 質
の
 

間
 に
は
質
的
な
違
い
は
な
く
、
無
個
性
で
、
一
切
の
も
 の
に
共
通
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
 0
 人
間
も
 動
物
も
皆
、
同
一
の
 霊
 

質
 に
よ
っ
て
生
命
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
ク
ロ
イ
ト
は
 い
，
り
ノ
 

0
 



を
 摂
っ
て
は
い
げ
な
い
と
い
う
禁
止
が
生
ま
れ
た
。
も
 し
 食
べ
る
と
、
そ
の
影
の
持
ち
主
は
霊
 質
 を
失
い
、
や
せ
 衰
え
る
こ
と
に
な
 

る
 。
ま
た
、
精
霊
 達
 が
住
み
つ
い
て
い
る
も
の
の
上
に
自
 分
の
影
を
落
さ
な
い
よ
う
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 。
さ
も
な
い
と
、
 
精
 

霊
に
霊
 質
を
奪
わ
れ
て
、
病
気
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
 で
あ
る
。
 

こ
こ
で
は
、
 
霊
質
 が
何
ら
か
の
形
で
形
象
化
さ
れ
て
い
る
 こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
 

Ⅳ
そ
れ
を
宿
す
人
間
の
形
象
を
持
つ
雪
質
 
｜
 ス
マ
ガ
 ッ
ト
 は
・
ま
た
、
そ
の
人
間
と
の
間
に
不
可
分
の
関
係
を
持
 

つ
こ
と
に
な
る
。
夢
の
 

中
で
 霊
 質
は
地
下
の
霊
魂
の
国
に
行
 き
 、
そ
こ
で
死
ん
 だ
 親
族
 達
 に
会
 う
 。
こ
の
時
、
死
者
の
霊
魂
に
親
切
に
迎
 え
ら
れ
る
と
、
こ
の
 

霊
 質
の
所
有
者
は
早
死
す
る
こ
と
に
な
り
、
逆
に
 、
邪
 樫
に
 扱
わ
れ
る
と
長
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
夢
の
 中
で
死
者
に
呼
び
か
 

げ
ら
れ
て
こ
れ
に
応
え
る
と
、
そ
の
人
間
は
早
死
し
 、
拒
 否
 す
れ
ば
長
生
す
る
。
こ
の
 ょ
う
 な
事
解
釈
 は
 、
人
間
 は
 死
ん
だ
血
縁
者
に
 

そ
の
雪
質
を
奪
わ
れ
る
た
め
に
死
ぬ
と
い
う
信
仰
に
 由
 来
し
て
い
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
雪
質
と
そ
の
所
有
者
の
 名
前
の
間
に
は
緊
密
 

な
 関
係
が
あ
り
、
名
前
は
霊
質
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
 わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
関
係
か
ら
し
て
、
人
々
は
 、
 自
分
の
子
供
の
命
名
 

に
あ
た
り
大
き
な
注
意
を
払
い
、
ひ
ど
い
名
前
を
つ
け
て
 、
精
霊
に
子
供
の
霊
 質
 を
奪
 う
 の
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
 よ
う
と
す
る
こ
と
も
 

あ
る
。
病
気
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
精
霊
を
惑
わ
せ
る
 為
に
病
人
の
名
前
を
改
め
る
慣
習
も
、
こ
の
関
係
か
ら
 
説
明
出
来
る
 0
 
こ
の
 

時
 、
病
人
は
新
し
い
人
間
に
変
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 以
 上
は
人
間
の
霊
 質
 に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
人
間
以
外
の
 も
の
に
つ
い
て
も
、
 

霊
質
 と
所
有
主
の
不
可
分
の
関
係
が
見
ら
れ
る
。
 

例
え
 ば
、
幾
 
っ
か
の
食
物
は
摂
取
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
 

こ
 れ
は
、
摂
取
に
よ
っ
 

て
 食
物
の
霊
 質
 が
人
間
に
移
る
際
、
食
物
（
そ
の
材
料
と
 な
っ
て
い
る
動
植
物
）
の
性
質
な
ど
も
移
転
す
る
の
を
 恐
れ
る
か
ら
で
あ
 

@
 
㏄
）
 

る
 。
ボ
ル
ネ
オ
の
 ダ
 ヤ
ッ
ク
人
は
鹿
の
肉
を
食
べ
な
い
が
 、
こ
れ
は
、
鹿
の
臆
病
な
性
質
が
移
る
の
を
恐
れ
る
か
 ら
で
あ
る
。
 

こ
こ
で
は
、
雪
質
 が
 、
そ
れ
を
宿
す
も
の
と
の
間
に
 、
不
 可
分
で
性
格
的
に
も
結
ば
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
 人
格
的
関
係
を
右
し
、
 

個
性
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
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。
 ム
場
所
で
あ
る
が
、
マ
レ
ー
人
の
間
に
見
ら
れ
る
 

m
 二

た
 
Ⅰ
 
ノ
と
コ
 
Ⅰ
 ノる
 乱
 
Ⅰ
 り
の
で
上
林
 り
ろ
た
 
つ
 @0
 

削
歯
 儀
礼
 は
 、
雪
質
全
体
を
守
る
た
め
に
、
そ
の
一
部
を
 、
歯
と
 共
に
精
霊
に
供
え
よ
 

 
 
 
 

 
 

 
 

（
 神
 @
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

こ
こ
に
は
、
雪
質
の
非
人
格
性
と
人
格
性
が
混
在
し
て
い
 る
 。
髪
の
毛
、
 

爪
 、
唾
液
等
が
人
間
の
身
体
か
ら
分
 け
 ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
 

 
 

0
 代
り
に
、
雪
質
全
体
を
守
ろ
 う
 と
す
る
の
で
あ
る
。
 
歯
 も
ま
た
雪
質
を
宿
す
重
要
な
 

 
 

    検討 

こ
れ
が
、
 霊
質
｜
 ス
マ
ガ
ッ
ト
に
ほ
人
格
的
性
格
も
見
ら
 れ
る
こ
と
を
裏
付
け
る
具
体
例
で
あ
る
。
こ
の
 ょ
う
 に
 ク
ロ
イ
ト
は
、
雪
質
 

に
 二
種
類
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、
こ
の
区
別
は
 、
分
 析
 的
に
引
き
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
行
為
の
当
事
 者
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
 

て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
当
然
、
両
方
の
性
格
が
 混
在
す
る
現
象
も
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

V
 
 基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
、
 霊
質
 の
一
部
に
起
っ
た
 こ
と
は
、
そ
の
全
体
、
そ
し
て
ま
た
所
有
主
の
身
体
に
 も
 影
響
を
及
ば
す
と
 ぃ
 

う
 観
念
が
あ
る
と
、
ク
ロ
イ
ト
ほ
い
う
。
こ
れ
は
、
 髪
 の
 も
 、
 爪
 、
唾
液
等
を
用
い
る
呪
術
に
典
型
的
に
示
さ
れ
 る
 0
 髪
の
毛
を
用
い
 

る
 呪
術
は
、
マ
レ
ー
半
島
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
諸
島
全
域
 で
 広
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
霊
 質
 の
一
部
を
 宿
す
髪
の
毛
を
手
に
 

入
れ
、
こ
れ
に
操
作
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
 人
間
自
身
に
対
し
影
響
を
及
ば
そ
う
と
す
る
も
の
で
、
 良
 い
 目
的
に
も
、
悪
い
 

目
的
に
も
用
い
ら
れ
る
。
 爪
 、
唾
液
に
つ
い
て
も
同
様
 で
あ
る
。
こ
の
呪
術
の
他
に
も
、
傑
出
し
た
人
物
が
手
足
 を
 洗
っ
た
水
に
は
 特
 

別
 な
力
が
あ
る
と
い
う
考
え
が
広
く
見
ら
れ
、
人
の
足
 跡
 に
は
、
そ
の
人
の
毒
質
が
付
着
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
 て
い
る
。
半
島
の
 マ
 

レ
 1
 人
 は
 、
足
跡
の
砂
、
歩
い
た
あ
と
の
床
の
削
属
を
 利
 崩
 し
て
、
そ
の
人
間
に
対
し
、
力
を
行
使
出
来
る
と
 考
 え
て
い
る
 0
 ま
た
、
 

雪
質
の
一
部
に
起
っ
た
こ
と
は
そ
の
全
体
に
影
響
を
及
 ぼ
す
と
い
う
観
念
は
、
雪
質
全
体
を
守
る
た
め
に
、
そ
の
 一
部
を
犠
牲
に
す
る
 

と
い
う
観
念
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
 0
 こ
の
観
念
は
 、
精
 霊
 、
死
霊
に
供
物
す
る
行
為
の
中
に
示
さ
れ
る
。
雪
質
 を
 取
り
戻
し
、
あ
る
 

い
は
奪
わ
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
精
霊
、
死
霊
へ
の
 供
 物
 が
行
わ
れ
る
が
、
こ
の
供
物
の
中
に
は
木
製
の
小
さ
 な
人
形
が
含
ま
れ
て
 

い
る
。
こ
の
人
形
に
は
、
唾
液
、
髪
の
毛
、
衣
類
の
糸
屑
 等
 が
つ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
 う
 す
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
こ
 0
 人
形
を
身
代
り
と
 



な 性 性 界 な な げ た し 
ス い 的 と に 以 い も て と て 次 
キ 。 、 無 遮 上 よ っ 
  
      
及     ク あ 八 点 明 。 ロ 

びク ス   
  マ の に を ト に 政 所 イ の 
イ ガ と 赤 膚 の 先 し に ト ス 
    し す す ス 行 て 見 の マ 

の、 ト て 非 も て す い ろ 書 ガ   
現 人 の ガ   る た れ 物 ッ 

マ わ 格 に ッ 、 と る に ト 

  。 は 論 
    
  

  
  
の 

の 検 ものこと を与 

も と え 討 来 そ 
第二の 木 に も 、 かし、 非人格 

土 あ し る を 的 の そ 性 問 
着 る て 生 終 な 論 の が 題 

信仰 

。 現 今 え 
し わ 掠 る のもの論証人格 、 証 ： 6 、 

を か れ 理 こ 
め 

で 仕 は 性 す 
あ 方 殆 に な 

  とにす 弦吹 し、 ることⅡ 幸 立后 貝 

る は ん 先 わ 
る 
  
    者 も と る   

の め し 。 定 な さ る ヲ戸 

場 れ て こ 
ズ   

す も れ と 人 
る の て い 格 

  こネし ムロで ャ ギよ、 把え こ で い う 性 

論 - 。 - - 
を   

転 を て ス 
検討 移 宿 し て 
し 呵 す る ガ   た の っ 韓 
て 能 も         
き な の さ ト 

  
と 々 ょ は 的 

ナ、 し 

が、 
流 と ら サよ 

動 の に 基     
両   
者 
と 格緊 は 密、 はに   
も、 尚 な 転 人 事 ら 具 的 い 

大 関 務 間 
そ わ 保 司 を 
の 

  
れ を 籠 舎 ら 弁 事 の 張 

後 て 持 な む は 八 例 で を 
の 
マ 

は っ 流 自 出 格 を あ 検 
ぃ 個 動 燃 来 性 挙 っ 討 

 
 

の
 

一
部
は
、
分
離
後
も
、
所
有
 生
 と
の
関
係
を
維
持
す
る
 個
性
的
な
も
の
と
し
て
、
人
格
性
を
示
し
て
い
る
。
 

2
0
2
 

 
 

て
 、
雪
質
の
一
部
が
全
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
と
い
う
の
 

は
 雪
質
の
分
割
可
能
な
非
人
格
性
を
示
す
も
の
で
あ
り
 

、
 切
り
離
さ
れ
た
 
雪
 質
 
2
 



 
 

居
 、
非
人
格
的
な
る
も
の
を
も
っ
て
、
雪
質
 ｜
 ス
マ
ガ
 

 
 

 
 

 
 

る
 ク
ロ
イ
ト
説
に
対
し
て
は
、
肯
定
・
否
定
い
ず
れ
に
 於
 て
も
最
終
的
判
断
を
保
留
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
 ろ
 う
し
 、
こ
れ
を
確
認
 

ゆ
 

シ
 フ
 で
は
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
 

一
般
論
と
し
て
は
承
認
し
が
た
い
と
し
て
、
非
人
格
 的
 雪
質
を
本
来
的
な
も
の
と
 

論
ム
す
る
ク
ロ
イ
ト
の
見
解
に
否
定
的
な
態
度
を
と
っ
 て
い
る
 0
 こ
の
ク
ロ
イ
ト
の
見
解
が
、
説
得
力
あ
る
論
証
 に
 裏
付
げ
ら
れ
た
も
の
で
な
 

 
 
 
 

 
 

 
 

の
 非
人
格
性
先
行
 説
 に
疑
問
を
投
げ
か
け
、
「
雪
質
と
人
 
格
的
 霊
魂
と
は
、
あ
る
一
つ
の
原
型
か
ら
の
分
化
で
も
 な
く
、
一
方
か
ら
他
を
 

派
生
し
た
も
の
で
も
な
く
、
本
来
ち
が
っ
た
系
統
の
観
 念
 と
し
て
対
立
す
る
も
の
」
で
あ
り
、
「
八
人
格
的
霊
魂
は
 
し
 雪
質
よ
り
も
む
し
ろ
 

素
朴
な
観
念
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
そ
の
根
源
に
於
て
も
 恐
ら
く
一
般
に
霊
 質
 観
念
に
先
立
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
 か
 と
ま
で
思
わ
れ
る
の
 

で
あ
る
」
（
）
 

@
3
 
 

と
述
べ
て
い
る
 0
 し
か
し
、
こ
こ
に
は
、
ク
ロ
 ィ
ト
 の
雪
質
論
へ
の
誤
解
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
 い
 0
 ク
ロ
イ
ト
が
 、
非
 

人
格
的
 霊
 質
の
先
行
を
主
張
し
た
の
は
、
人
格
的
雪
質
 に
 対
し
て
で
あ
り
、
人
格
的
霊
魂
に
対
し
て
で
は
な
か
っ
 た
 。
彼
は
霊
 質
と
 霊
魂
 

を
 区
別
し
て
お
り
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
宇
野
 氏
 と
同
様
に
、
「
互
い
に
相
手
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
 く
 、
並
存
し
て
い
る
も
 

 
 

に
 誤
解
を
含
む
議
論
で
は
あ
る
が
、
宇
野
、
棚
 瀬
 両
氏
 共
 

マ
レ
ー
シ
ア
、
イ
ン
ド
ネ
 

@
 
つ
 
3
3
3
 

i
 
）
 

討
 

 
 

れ
ど
も
、
し
か
し
こ
れ
か
ら
一
般
的
に
霊
魂
観
念
の
根
 源
 を
雲
 質
 に
帰
着
せ
し
め
る
こ
と
は
少
し
無
理
で
あ
る
」
 

と
い
っ
て
、
ク
ロ
イ
ト
 

レ
ー
シ
 ァ
 研
究
に
影
響
を
及
ば
し
て
ぎ
た
点
で
重
要
で
あ
 る
 0
 な
か
で
も
ク
ロ
イ
ト
は
、
マ
レ
ー
人
の
持
つ
 ス
マ
 ガ
ッ
ト
の
観
念
の
理
解
 

に
帝
 
一
皿
質
の
概
念
を
導
入
し
た
点
で
、
大
き
な
貢
献
を
し
た
 

込
 い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
我
国
で
は
、
宇
野
園
生
民
 と
棚
 頬
嚢
藤
氏
 が
、
彼
 

の
 雪
質
 論
 に
注
目
し
て
い
る
。
宇
野
氏
は
、
「
 霊
質
 観
念
 の
 特
徴
を
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
諸
民
族
に
於
け
る
事
実
 ほ
 つ
い
て
明
ら
か
に
論
 

断
 し
た
の
は
ク
ロ
イ
ト
 で
亡
 
の
る
」
 

-
 
怨
 @
 と
し
て
、
彼
の
功
績
 
を
 認
め
る
。
そ
し
て
そ
の
雪
質
 論
 に
言
及
す
る
中
で
、
「
 ク
ロ
イ
ト
は
 霊
質
 観
念
 

の
 非
人
格
的
な
も
の
を
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
諸
民
族
に
於
て
 は
 根
本
的
な
も
の
と
し
て
、
人
格
的
な
霊
魂
は
こ
れ
か
 ら
 変
化
し
た
も
の
で
あ
 

る
か
の
よ
う
に
晃
敏
し
た
が
、
（
中
略
）
こ
れ
は
イ
ン
ド
 不
 シ
 フ
 に
於
け
る
事
実
に
関
し
て
ほ
必
ず
し
も
不
当
な
相
 必
定
で
は
よ
 

イ
本
か
イ
 

ハ
レ
 
ぅ
け
 



る
で
あ
ろ
う
。
 

ス
キ
ー
 ト
 は
、
ス
マ
ガ
ッ
ト
の
雪
質
と
し
て
の
非
人
格
性
 ほ
 つ
い
て
は
、
何
も
い
っ
て
い
な
い
 0
 こ
れ
は
彼
が
 、
 タ
イ
ラ
ー
の
 ア
ニ
ミ
 

ズ
ム
論
を
そ
の
ま
ま
援
用
し
た
た
め
で
あ
り
、
ス
マ
ガ
 

動
的
で
あ
り
個
性
を
持
た
ず
、
人
間
を
含
む
存
在
の
一
切
 

の
 「
第
二
の
自
己
」
と
し
て
の
人
格
的
側
面
に
し
か
 

に
 生
命
を
与
え
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
と
措
定
す
る
 注

意
を
払
っ
て
い
な
 

こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
 

い
 0
 し
か
し
、
彼
が
 ロ
 マ
レ
ー
の
呪
術
 L
 の
中
で
列
挙
す
 る
 数
多
く
の
ス
マ
ガ
 ，
ト
 に
関
す
る
事
例
の
中
に
も
、
 そ
の
非
人
格
的
性
格
を
 

指
摘
し
う
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
 例
え
 。
は
、
一
節
に
 
紹
介
し
た
具
体
例
Ⅲ
に
は
、
ス
マ
ガ
ッ
ト
が
個
体
的
な
も
 の
で
な
く
、
分
割
可
能
 

な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
し
、
ま
た
、
ロ
マ
レ
ー
 の
 呪
術
」
の
随
所
に
見
ら
れ
る
散
米
や
浄
 糊
 
（
 
汀
 p
E
 
コ
幅
 守
キ
曲
 
「
）
の
儀
礼
的
 
付
 

為
は
 、
ス
マ
ガ
ッ
ト
が
、
存
在
の
異
っ
た
カ
テ
ゴ
 り
｜
 間
を
自
由
に
転
移
し
 5
 る
 無
個
性
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
 示
し
て
い
る
。
す
な
わ
 

ち
 、
こ
れ
ら
の
行
為
は
、
通
過
儀
礼
、
農
耕
儀
礼
、
 病
 気
な
お
し
等
の
諸
儀
礼
の
中
の
 一
 要
素
と
な
る
も
の
で
あ
 る
が
、
こ
こ
に
は
、
 米
 

や
津
糊
を
振
り
か
け
る
こ
と
に
よ
り
、
米
に
宿
る
 ス
マ
 ガ
ッ
ト
を
人
間
に
移
転
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
見
出
せ
 る
か
ら
で
あ
る
。
ス
キ
 

｜
ト
の
 記
述
す
る
と
こ
ろ
を
通
し
て
も
、
ス
マ
ガ
ッ
ト
に
 は
 、
非
人
格
的
性
格
が
認
め
ら
れ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
 い
で
あ
ろ
う
 0
 

ス
キ
ー
 ト
と
ク
 p
 イ
ト
 が
 、
 「
マ
レ
ー
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
」
 
の
中
核
的
観
念
と
し
た
ス
マ
ガ
ッ
ト
こ
 
ケ
や
 
%
 ）
 発
生
論
的
 な
 先
後
問
題
は
別
に
 

し
て
、
非
人
格
的
性
格
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
 明
 ら
か
に
し
て
き
た
 0
 こ
う
し
て
、
ス
マ
ガ
ッ
ト
と
は
、
 主
 要
 な
側
面
に
於
て
 、
流
 

と
 思
わ
れ
る
。
彼
ら
が
「
マ
レ
ー
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
」
と
 呼
ん
だ
の
は
、
こ
の
よ
う
な
ス
マ
ガ
ッ
ト
を
中
心
と
し
て
 展
開
さ
れ
る
観
念
と
 儀
 

礼
の
体
系
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

に
 共
通
す
る
、
無
個
性
的
、
非
人
格
的
性
格
を
持
っ
て
 い
 る
こ
と
も
、
前
節
で
検
討
し
た
具
体
例
か
ら
認
め
ら
れ
 ね

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
 
め
 

 
 

う
 a
 ス
マ
ガ
ッ
ト
の
持
つ
こ
の
よ
う
な
性
格
に
着
目
し
、
 

明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
点
に
、
ク
ロ
イ
ト
の
最
大
の
 貢
献
が
あ
っ
た
と
い
え
 

す
る
に
足
る
資
料
の
準
備
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
 

一
 万
に
於
て
、
ス
マ
ガ
ッ
ト
が
、
一
種
の
生
命
原
理
で
あ
 

る
 雪
質
と
し
て
、
万
物
 
4
 



 
 

説
明
し
ょ
う
と
す
る
際
、
タ
イ
ラ
ー
を
援
用
し
た
こ
と
は
 

、
あ
な
が
ち
不
当
で
あ
る
と
 

錦
 
ほ
い
え
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
問
題
と
す
る
 

ス
 マ
ガ
ッ
ト
の
非
人
格
的
な
側
面
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、
 

タ
イ
ラ
ー
の
い
う
霊
魂
 

と
ス
 

ぬ
 
マ
ガ
ッ
ト
の
間
に
は
、
大
き
な
 

距
 り
が
あ
る
と
い
 

わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
タ
イ
ラ
ー
の
い
 

う
 霊
魂
は
 ス
マ
ガ
ッ
ト
と
同
様
に
 

、
 

 
 

る
 身
体
を
生
命
化
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
、
一
切
の
 

も
の
に
共
通
し
て
、
こ
れ
を
 

毛
人
間
の
（
あ
る
い
は
人
間
以
外
の
諸
存
在
の
）
 

身
 体
の
中
に
存
在
し
、
こ
れ
を
生
命
づ
け
る
、
生
命
原
理
 

で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
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ス
マ
ガ
ッ
ト
の
非
人
格
的
な
性
格
が
明
ら
か
と
な
っ
た
 と
 こ
ろ
で
、
次
に
、
こ
の
観
念
の
、
宗
教
学
的
、
人
類
学
 的
 位
置
づ
げ
を
考
察
 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 0
 こ
こ
で
は
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
 論
、
 及
び
、
こ
れ
へ
の
批
判
と
し
て
出
さ
れ
た
ア
ニ
マ
テ
ィ
 ス
ム
 論
 と
の
関
連
に
 於
 

て
 考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
ス
キ
ー
 ト
 が
、
そ
の
 ス
マ
 ガ
，
ト
 論
を
展
開
す
る
に
あ
た
り
、
全
面
的
に
タ
イ
ラ
 ｜
に
 準
拠
し
て
い
た
こ
 

と
は
、
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
タ
イ
ラ
 １
 0
 ア
ニ
ミ
ズ
ム
論
と
こ
れ
へ
の
批
判
と
し
て
出
さ
れ
た
 マ
レ
ッ
ト
の
 て
 て
論
を
 

概
観
し
、
そ
こ
か
ら
ス
マ
ガ
ッ
ト
を
な
が
め
る
こ
と
に
 す
る
。
 

 
 

未
開
人
は
、
人
間
の
非
活
動
的
状
態
、
す
な
 ね
 ち
、
 睡
 眠
や
昏
睡
、
病
気
や
 

死
 と
い
っ
た
現
象
か
ら
、
生
命
の
原
理
と
し
て
の
霊
魂
 を
 想
像
し
 、
 夢
や
幻
覚
の
経
験
を
通
し
て
、
こ
の
霊
魂
に
 自
己
の
形
象
を
与
え
て
 

人
格
化
し
、
さ
ら
に
、
自
分
の
霊
魂
か
ら
の
推
論
に
 ょ
 っ
て
 、
 他
の
生
物
や
自
然
現
象
の
中
に
も
夫
々
の
霊
魂
の
 存
在
を
認
め
、
こ
れ
を
 

畏
れ
、
 ぅ
 や
ま
 い
 、
あ
る
い
は
慰
霊
す
る
と
い
う
も
の
 で
あ
り
、
こ
の
身
体
的
自
己
に
対
す
る
「
第
二
の
自
己
」
 と
し
て
の
霊
的
存
在
 へ
 

の
 信
仰
を
も
っ
て
、
宗
教
の
最
小
定
義
と
し
た
の
で
あ
る
 0
 こ
の
よ
う
に
、
タ
イ
ラ
ー
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
は
、
自
然
 界
の
存
在
、
現
象
は
全
 

て
 霊
魂
を
持
つ
と
い
う
信
念
に
基
づ
く
、
観
念
と
儀
礼
 の
 体
系
で
あ
る
 0
 そ
し
て
、
こ
の
霊
魂
は
、
一
定
の
形
象
 を
 持
ち
、
身
体
か
ら
 離
 

れ
て
存
在
し
行
動
し
う
る
と
い
う
意
味
で
人
格
的
で
あ
 り
 、
ま
た
、
個
々
の
身
体
的
自
己
と
の
個
別
的
な
対
応
 関
 係
の
中
で
存
在
す
る
も
 

の
で
あ
る
と
い
う
点
で
も
人
格
的
な
も
の
で
あ
る
 0
 こ
の
 よ
う
な
霊
魂
は
、
ス
マ
ガ
ッ
ト
の
人
格
的
な
現
わ
れ
の
 中
に
見
出
せ
る
も
の
で
 



生
命
化
す
る
、
無
個
性
的
な
ス
マ
ガ
 ，
ト
 と
は
 昇
 っ
て
 

 
 

ト
を
 中
核
と
す
る
観
念
 

と
 儀
礼
の
体
系
を
意
味
す
る
、
ク
ロ
イ
ト
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
 と
 、
タ
イ
ラ
ー
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
は
、
異
な
る
立
場
に
 立
つ
も
の
で
あ
り
、
 
非
 

人
格
的
性
格
を
顕
著
に
示
す
ス
マ
ガ
 ソ
ト
 を
中
核
と
す
 る
 信
仰
現
象
を
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
規
定
す
る
こ
と
は
、
学
説
 史
的
に
み
て
、
疑
問
と
 

-
@
 

り
）
 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

タ
イ
ラ
ー
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
論
に
対
す
る
有
力
な
反
論
に
は
 

マ
レ
ッ
ト
の
ア
ニ
マ
テ
ィ
ズ
 

士
論
 が
あ
る
 0
 
マ
レ
 ッ
ト
 は
 、
 「
タ
イ
ラ
ー
 

の
 ア
ニ
ミ
ズ
ム
論
は
余
り
に
も
主
知
主
義
的
で
あ
る
が
 故
 に
、
狭
 ぎ
に
失
し
て
い
る
 0
 心
理
学
的
に
は
宗
教
と
は
 、
思
考
以
上
の
も
の
、
 

 
 

し
て
、
タ
イ
ラ
ー
の
主
知
主
義
的
ア
ニ
 、
、
、
 

ズ
ム
論
を
批
判
 し
 、
神
秘
的
な
力
に
対
 

す
る
人
間
の
情
緒
的
な
反
応
の
中
に
、
呪
術
 ｜
 宗
教
の
 本
質
が
あ
り
、
「
未
開
人
の
宗
教
は
 、
 考
え
出
さ
れ
た
と
 い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
 

踊
り
出
さ
れ
た
」
 

-
,
7
 

3
 
 

）
 も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
神
秘
的
 力

の
観
念
を
 、
 コ
ド
リ
ン
ト
ン
の
研
究
に
基
つ
い
て
マ
ナ
 と
 名
づ
け
る
の
で
あ
 

る
 。
マ
ナ
と
は
、
非
日
常
的
で
、
異
常
な
力
を
持
つ
と
 信
 じ
ら
れ
る
も
の
で
、
「
自
然
の
お
そ
 

ろ
 べ
 き
 現
わ
れ
 方
 、
す
な
わ
ち
雷
雨
、
日
 

食
 、
月
食
、
噴
火
等
は
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
が
そ
の
特
有
の
 色
彩
を
そ
の
上
に
押
し
つ
げ
る
こ
と
に
成
功
す
る
に
せ
 よ
 、
し
な
い
に
せ
 よ
、
そ
 

（
㏄
 
-
 

の
 木
質
と
結
果
に
於
て
、
宗
教
的
で
あ
る
と
私
が
信
じ
て
 い
る
畏
怖
を
、
未
開
人
の
内
に
呼
び
起
す
も
の
で
あ
る
 」
と
さ
れ
る
の
で
あ
 

る
 。
す
な
わ
ち
人
間
は
 、
 嵐
や
雷
鳴
の
中
に
霊
的
存
在
を
 想
像
す
る
以
前
に
、
そ
の
異
常
な
力
に
対
し
畏
れ
お
の
 の
く
情
緒
的
反
応
を
持
 

（
㏄
 
@
 

つ
の
で
あ
る
 0
 マ
ナ
は
、
人
間
を
は
じ
め
と
す
る
諸
生
物
 、
無
生
物
１
例
え
ば
 石
｜
 か
ら
自
然
現
象
に
ま
で
見
ら
 れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
 

そ
の
異
常
な
作
用
力
 め
 故
に
、
積
極
的
に
利
用
さ
れ
る
，
 
」
と
も
あ
れ
ば
、
逆
に
タ
ブ
ー
と
し
て
 

遠
ざ
 げ
ら
れ
る
こ
 
と
も
あ
る
。
こ
の
マ
ナ
 

に
 対
す
る
相
反
す
る
二
つ
の
態
度
の
相
関
的
な
組
み
 ム
ロ
せ
 
、
す
な
 ね
 ち
、
タ
ブ
ー
ー
マ
ナ
公
式
の
中
に
、
宗
教
の
 原
本
形
態
が
あ
る
と
、
 

マ
レ
ッ
ト
ほ
い
う
の
で
あ
る
 0
 こ
の
よ
う
な
マ
ナ
は
 、
人
 格
 化
さ
れ
な
い
 
カ
 と
し
て
、
ス
マ
ガ
ッ
ト
と
共
通
し
た
 も
の
を
持
っ
て
い
る
。
 

し
か
し
、
マ
ナ
 
と
 ス
マ
ガ
ッ
ト
の
間
に
は
、
明
ら
か
な
 違
い
が
見
ら
れ
る
。
マ
ナ
が
特
異
な
も
の
の
中
に
感
じ
 ろ
 れ
る
異
常
な
力
で
あ
る
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む
す
び
 

ス
マ
ガ
自
然
界
に
遍
在
し
、
か
っ
流
転
す
る
，
 
」
と
に
よ
っ
て
、
人
間
を
含
む
、
存
在
す
る
も
の
一
切
に
 

生
命
を
与
え
て
い
る
 

-
"
-
"
 

婦
 
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
締
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
げ
ら
れ
る
 

ね
と
し
た
 い
 。
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ス
マ
ガ
ッ
ト
の
観
念
と
、
こ
れ
を
め
ぐ
る
信
仰
現
象
 

｜
，
 
」
れ
を
仮
に
ス
マ
ガ
ッ
ト
信
仰
と
呼
ぶ
１
が
、
従
来
、
 

マ
 レ
 ー
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
㏄
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

と
 呼
ば
れ
て
ぎ
た
こ
と
は
、
繰
り
返
し
述
べ
た
通
り
で
 

あ
る
 0
 そ
こ
で
は
、
こ
の
信
仰
現
象
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
に
 

於
る
 原
始
宗
教
、
あ
る
 

の
に
対
し
、
ス
マ
ガ
ッ
ト
に
は
、
こ
の
異
常
な
 カ
 と
し
て
 の
 属
性
は
顕
著
で
は
な
く
、
一
切
の
も
の
に
遍
在
し
 、
 こ
れ
に
生
命
を
与
え
て
 

い
る
、
あ
る
意
味
で
は
自
然
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
 か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
ス
マ
ガ
 "
 ト
を
 中
核
と
す
る
 信
仰
現
象
を
、
ア
ニ
マ
 

テ
ィ
ズ
ム
論
か
ら
説
明
し
尽
す
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
 ろ
 う
 。
 

ス
マ
ガ
ッ
ト
は
、
タ
イ
ラ
ー
の
い
う
霊
的
存
在
で
は
な
く
 、
ま
た
、
マ
レ
ッ
ト
の
い
う
マ
ナ
と
も
違
っ
て
お
り
、
 こ
れ
は
、
人
間
か
ら
 

動
植
物
、
無
生
物
に
至
る
自
然
界
の
全
存
在
が
 、
 一
つ
 の
 共
通
し
た
も
の
 ｜
 ク
ロ
イ
ト
の
用
語
を
借
り
れ
。
は
 
霊
 質
｜
 に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
 

て
い
る
と
見
る
信
念
、
あ
る
い
は
生
命
観
を
象
徴
す
る
 観
 念
 で
あ
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
か
か
る
信
念
と
、
そ
れ
 に
 伴
う
儀
礼
の
総
体
 

を
 、
い
か
な
る
タ
ー
ム
で
呼
ぶ
べ
き
か
は
、
学
説
史
上
 の
 諸
理
論
と
の
関
連
で
さ
ら
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 い
 問
題
で
あ
る
。
本
稿
 

で
は
、
従
来
、
マ
レ
ー
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
て
 き
た
 信
仰
現
象
の
根
底
に
は
、
こ
の
よ
う
な
信
念
が
見
出
せ
 る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
 

留
め
た
い
。
 



い
は
、
そ
れ
が
今
日
ま
で
残
存
し
た
と
こ
ろ
の
土
着
信
仰
 

と
し
て
 
押
 え
ら
れ
て
い
る
 

0
 こ
の
点
は
、
ス
キ
ー
 

ト
 に
 も
 ク
ロ
イ
ト
に
も
共
通
 

 
 

 
 

 
 

は
 、
本
稿
の
冒
頭
で
触
れ
た
通
り
で
あ
る
。
ス
マ
ガ
 

信
仰
が
マ
レ
ー
シ
ア
の
原
始
宗
教
で
あ
っ
た
こ
と
、
 

す
 な
ね
 
ち
、
外
来
宗
教
の
 

渡
来
以
前
の
マ
レ
ー
半
島
で
ド
ミ
ナ
ン
ト
に
見
出
せ
る
 

も
の
で
あ
る
と
の
主
張
は
、
宗
教
史
学
、
あ
る
い
は
民
族
 

史
学
的
方
法
を
も
っ
て
 

立
証
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
こ
の
 

ょ
う
 
な
方
法
の
可
 

能
 性
と
妥
当
性
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
 

ス
 マ
ガ
ッ
ト
信
仰
を
マ
レ
 

｜
シ
ァ
 
の
宗
教
現
象
全
体
の
中
に
位
置
づ
け
る
、
新
た
な
 

視
点
を
提
起
し
て
お
ぎ
た
い
。
 

ス
マ
ガ
ッ
ト
信
仰
が
 

、
 遠
い
過
去
の
時
代
の
も
の
で
あ
っ
 

た
こ
と
を
否
定
す
る
積
極
的
理
由
は
な
い
が
、
同
時
に
 

、
そ
れ
は
優
れ
て
 

今
 

（
 
如
 
）
 

近
代
化
の
波
を
蒙
り
つ
つ
も
、
現
在
も
、
マ
レ
ー
シ
ア
 

で
 起
り
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
後
に
書
か
 

れ
た
多
く
の
書
物
に
徴
 

し
て
も
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
、
現
在
の
マ
レ
ー
人
の
生
 

活
 を
一
瞥
す
れ
ば
、
こ
れ
を
立
証
す
る
に
十
分
で
あ
ろ
 

う
 。
過
去
の
残
存
と
い
 

う
 に
は
、
そ
れ
は
余
り
に
も
広
く
浸
透
し
 

、
 生
き
た
 
信
 仰
 で
あ
る
。
そ
れ
故
、
歴
史
的
位
置
づ
 

け
と
は
 
別
に
 
、
ス
 
マ
ガ
ッ
ト
信
仰
を
、
今
 

目
的
現
象
と
し
て
 

抱
 え
、
マ
レ
ー
人
の
信
仰
生
活
全
域
の
 

中
で
の
そ
の
位
置
を
探
る
こ
と
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
 

宗
 教
の
実
態
と
特
徴
を
理
 

解
す
る
た
め
の
有
力
仕
方
法
と
な
り
 

ぅ
 る
で
あ
ろ
う
。
 

ス
マ
ガ
ッ
ト
の
観
念
を
通
し
て
、
こ
の
世
界
に
遍
在
し
 

、
 存
在
す
る
全
て
の
も
の
に
生
命
を
付
与
す
る
も
の
を
 

想
 像
｜
 
あ
る
い
は
直
観
 

｜
 す
る
心
的
態
度
は
、
一
種
の
自
然
観
、
生
命
 

観
 で
あ
 
り
 、
そ
れ
自
体
、
宗
教
と
呼
び
う
る
も
の
で
ほ
な
い
。
 

し
 か
し
こ
れ
は
、
種
々
の
 

儀
礼
行
為
を
通
し
て
、
呪
術
的
 

｜
 宗
教
的
信
仰
現
象
と
 

し
て
立
ち
現
わ
れ
、
さ
ら
に
は
、
高
度
に
体
系
化
さ
れ
た
 

信
仰
に
結
び
つ
い
て
、
 

@
 
穏
 
@
 

こ
れ
に
一
定
の
色
調
を
与
え
る
も
の
と
な
る
可
能
性
を
秘
 

め
た
も
の
で
あ
る
。
非
体
系
的
信
仰
の
レ
ベ
ル
で
は
、
 

諸
々
の
信
仰
現
象
が
 

、
 

折
 に
ふ
れ
て
生
起
し
、
夫
々
の
間
の
脈
絡
は
意
識
さ
れ
 

る
こ
と
が
少
な
い
。
ス
マ
ガ
ッ
ト
観
念
に
象
徴
さ
れ
る
 

心
 的
 態
度
も
ま
た
、
生
活
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，
し
 
。
 
セ
り
 
Ⅰ
㌧
 
目
 
す
ま
い
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井
 

@
0
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の
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の
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ド
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Ⅰ
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へ
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Ⅱ
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 、
 
5
 
）
 

 
 

（
Ⅱ
）
こ
の
一
つ
に
 
悪
 圭
一
皿
祓
い
に
 

よ
 る
病
気
な
お
し
が
あ
る
。
 
拙
稿
「
 パ
ワ
 ン
に
つ
い
て
」
ミ
論
集
」
四
号
一
九
七
七
）
 

 
 

（
 
B
 ）
の
托
の
ゆ
（
・
 

0
 
や
・
 
n
@
 

（
・
・
 

づ
で
 
・
も
の
の
 

l
l
 
肚
 

や
 数
多
く
の
民
族
誌
家
運
 が
 、
マ
レ
ー
シ
ア
の
土
着
信
 仰
 と
し
て
記
録
し
た
も
の
は
こ
の
 ょ
う
 な
も
の
 

礼
 、
農
耕
儀
礼
か
ら
病
気
な
お
し
儀
礼
に
及
ぶ
広
範
な
 も
の
で
あ
る
 0
 し
か
し
、
こ
の
心
的
態
度
は
 、
 

す
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
が
、
今
日
の
マ
レ
ー
人
の
 ィ
 ス
ラ
ム
信
仰
 ｜
 体
系
的
信
仰
 ｜
 に
も
浸
透
し
 、
 

を
 、
教
義
の
背
後
か
ら
特
徴
づ
け
る
も
の
と
な
っ
て
 い
 る
こ
と
は
十
分
予
想
し
 ぅ
 る
こ
と
で
あ
る
 0
 し
 

す
る
だ
け
の
準
備
は
な
い
。
今
後
の
研
究
の
見
通
し
と
 し
て
述
べ
る
に
留
め
た
い
。
 

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
通
過
 儀
 

こ
の
レ
ベ
ル
の
諸
現
象
を
生
み
出
 

こ
の
宗
教
に
 於
る
 信
仰
の
あ
り
方
 

か
し
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
を
論
証
 

上
の
必
要
、
人
生
の
諸
問
題
に
結
び
つ
い
て
、
そ
の
 都
 度
 、
雑
多
な
信
仰
現
象
 ｜
 ス
マ
ガ
ッ
ト
信
仰
 ｜
を
 生
み
出
 

し
て
い
く
。
ス
キ
ー
 

ト
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の
オ
 の
り
 
ダ
 
0
 づ
 ・
 n
@
 
（
：
 

b
.
 

り
曲
 

マ
レ
ー
民
族
の
農
耕
儀
礼
、
稲
の
ス
マ
ガ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
 宇
 野
 回
生
氏
の
詳
細
な
研
究
が
あ
る
。
「
マ
ラ
イ
シ
 ァ
 の
稲
木
 儀
 礼
 」
日
光
書
院
 

昭
和
一
九
年
 

の
村
 
め
の
 
ダ
 
0
 づ
 ・
 い
 ～
（
：
Ⅰ
Ⅰ
・
 
り
い
 
@
 、
の
 

こ
の
中
に
は
、
マ
レ
ー
半
島
（
マ
レ
ー
シ
ア
）
の
マ
レ
ー
民
族
 も
 含
ま
れ
て
い
る
。
 

パ
 l
E
 
こ
 （
・
 o
 ワ
 
n
@
 
（
：
や
ら
 

「
人
格
性
」
「
非
人
格
性
」
の
概
念
の
暖
 

昧
 さ
に
伴
っ
て
、
具
体
 側
な
両
ヵ
 
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
す
る
際
に
も
不
明
瞭
な
点
が
多
く
 見
ら
れ
る
。
 
こ
 

こ
で
は
、
こ
の
図
式
に
従
っ
て
 再
 整
理
し
て
み
た
。
 

ク
ロ
イ
ト
は
、
事
例
紹
介
に
あ
た
っ
て
、
ス
キ
ー
 ト
 の
如
く
 詳
 網
 に
わ
た
っ
て
記
述
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
で
、
彼
の
書
物
は
 実
証
性
の
占
で
 

不
十
分
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
 

具
体
例
 l
.
n
 

は
、
ク
ロ
イ
ト
前
掲
 書
 、
第
一
章
第
一
節
、
一
山
 
ハ
 @
 四
九
頁
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 

具
体
例
Ⅲ
・
Ⅳ
は
、
ク
ロ
イ
ト
前
掲
 書
 、
第
一
章
第
三
節
、
 

六
 六
｜
 
一
一
九
頁
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 

具
体
例
 V
 は
、
ク
ロ
イ
ト
前
掲
 書
 、
第
一
章
第
一
 
@
 三
節
、
 

一
 六
 @
 
一
一
九
頁
に
散
見
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

例
え
ば
、
 

木
 （
年
ぎ
・
 0
 口
 ・
 c
@
 

（
：
 

ヮ
甘
 

宇
野
園
生
ヱ
本
敷
民
族
学
」
図
書
院
、
昭
和
四
年
、
三
一
六
頁
 

宇
野
回
生
日
宗
教
の
史
実
と
理
論
」
同
文
館
昭
和
六
年
二
 
0
 
四
 @
 五
頁
 

宇
野
園
生
、
前
掲
喜
三
一
二
 
@
 三
頁
 

木
 「
（
 
@
-
 
（
・
 0
 つ
由
ダ
や
 Ⅰ
 下
 

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
 

棚
瀬
襄
繭
氏
 に
も
同
様
の
誤
解
が
あ
る
 よ
 う
 で
あ
る
。
「
他
界
観
念
の
原
始
形
態
」
中
西
印
刷
昭
和
 
日
 
一
年
八
七
 

二
頁
 



アニ， ズム論の再検討 

（
 絃
 ）
以
下
の
タ
イ
ラ
ー
説
の
要
旨
は
、
タ
イ
ラ
ー
前
掲
 
書
に
 よ
 る
も
の
で
あ
る
。
 

（
 お
 ）
タ
イ
ラ
ー
説
を
も
っ
て
ア
ニ
・
 、
、
 

ズ
ム
論
の
全
て
を
 ヵ
バ
 Ⅰ
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
序
で
あ
ら
か
じ
め
 断
 っ
た
よ
う
に
、
学
説
 史
 

の
 詳
細
な
検
討
は
別
の
機
会
に
行
い
た
い
。
 

（
 t
0
 
）
 力
 ・
 再
 ・
 ニ
笛
 
「
の
（
（
・
 

づ
キ
へ
づ
 
キ
ミ
 
め
浮
 
0
 ～
 
目
母
 
わ
色
～
 
憶
 ぎ
さ
（
 r
o
 
己
 。
 鰻
ヨ
の
 （
 
オ
由
雙
ト
箪
さ
ワ
ト
 
竹
中
信
 常
訳
 「
宗
教
と
 呪
術
」
誠
信
書
房
 
昭
 

和
 三
九
年
一
二
頁
 

（
 舘
 ）
 旨
穏
の
 
（
（
。
 

o
b
.
c
 

～
（
：
 

ロ
コ
 
（
「
 

注
斥
宙
 0
 コ
炎
ユ
 
竹
中
 訳
 
九
頁
 

（
㏄
）
 紬
ミ
の
 
（
（
・
 

o
b
.
n
@
 

（
：
や
に
竹
中
 訳
一
 三
頁
 

（
㏄
）
 目
キ
痒
ヰ
 
・
 0
 ゃ
 ・
 宙
ニ
 や
お
竹
中
・
誠
二
上
ハ
頁
 

（
 
蛆
 ）
こ
こ
で
非
体
系
的
信
仰
 
と
 名
づ
け
る
信
仰
現
象
は
 、
普
 

（
 即
 ）
例
え
ば
、
 ミ
 ・
の
 
ぎ
ミ
 ・
ら
め
も
め
 

ハ
 
～
 
め
ミ
 ・
 寅
 Ⅰ
～
心
法
ぎ
さ
安
東
 

頁
 ）
と
い
わ
れ
る
 よ
う
 に
、
歴
史
的
要
素
を
多
分
に
含
む
も
の
 

点
 に
あ
る
」
、
「
民
間
信
仰
は
い
わ
ば
自
然
宗
教
と
し
て
の
無
限
 

ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
「
民
間
信
仰
の
中
心
的
な
特
色
は
 、
 

れ
て
来
た
人
間
欲
求
の
上
に
、
そ
の
生
命
を
維
持
し
て
い
る
の
 

通
 、
民
間
信
仰
、
庶
民
信
仰
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
 民
 

音
 （
木
耳
の
）
㏄
Ⅰ
 

ロ
ヨ
づ
屈
 

q
.
 
ミ
仁
注
 
佳
ヨ
之
の
ぬ
 

ぃ
 「
 
p
 、
 p
 
ゆ
ぷ
 ）
 

で
あ
り
、
本
稿
で
の
視
点
に
は
馴
染
ま
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
 

に
 遡
り
得
る
と
こ
ろ
の
過
去
を
背
負
い
、
そ
の
歴
史
的
過
程
の
 

で
あ
る
」
（
 堀
 一
郎
「
民
間
信
仰
」
岩
波
書
店
一
九
五
一
年
 

自
然
宗
教
と
直
接
的
に
 、
 或
は
残
留
的
、
習
合
的
に
連
続
し
 

間
 信
仰
」
の
概
念
は
必
 

中
に
形
成
せ
ら
 

に
 対
し
「
庶
民
 

た
 性
格
を
持
っ
 

一
二
、
一
四
 

信
仰
」
の
用
語
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
民
間
信
仰
」
と
同
義
に
用
 い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
明
確
に
規
定
さ
れ
た
概
念
と
し
て
 は
 補
正
弘
 氏
 

の
 「
庶
民
信
仰
」
が
あ
る
。
（
補
正
弘
「
庶
民
信
仰
の
構
造
」
「
 

宗
教
と
歴
史
」
山
本
書
店
一
九
七
 
セ
 年
所
収
 他
 ）
。
こ
れ
は
、
 具
体
的
信
仰
 

現
象
の
構
造
的
論
分
析
を
通
し
て
得
ら
れ
る
、
呪
術
的
 ｜
 宗
教
 的
 本
質
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
現
象
の
広
が
り
に
於
て
は
、
 制
 度
的
 宗
教
か
ら
 

い
 わ
か
る
民
間
信
仰
を
も
 ヵ
 バ
ー
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
 ょ
 う
 に
、
本
質
構
造
論
的
な
概
念
内
容
を
持
っ
「
庶
民
信
仰
」
の
 用
語
を
こ
こ
で
 

用
い
る
こ
と
は
、
本
稿
で
の
問
題
領
域
を
超
え
て
し
ま
う
こ
と
 に
な
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
理
由
か
ら
、
民
間
信
仰
、
庶
民
情
 仰
の
用
語
を
避
 

げ
 、
非
体
系
的
信
仰
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
。
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薪 l- い 酒は新し し             ゴ 器に 

い モ 直 様 ク 問 る 
る 黒 面 性 ト 的 の ェ 

ト 出 み で 究 

ホ 
を た ひ と と 

の 

  
問 

    

い -   
れ ひ り め た 研 ら ら   
にはい 理論的にして （の 岸ヴ， 相違に しい多 教的セ 専 また 
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語
の
氾
濫
を
も
た
ら
す
だ
け
で
あ
ろ
う
。
こ
の
論
文
は
 、
 宗
教
集
団
の
社
会
学
的
研
究
に
お
け
る
継
続
性
を
促
進
 し
 、
そ
し
て
そ
れ
に
 ょ
 

っ
て
、
定
義
と
分
類
の
諸
問
題
を
克
服
す
る
方
法
を
工
夫
 し
よ
う
と
い
う
意
図
に
基
づ
い
て
、
そ
の
他
の
可
能
な
 道
を
検
討
し
ょ
う
 と
ぃ
 

ぅ
 も
の
で
あ
る
。
 

本
論
は
、
こ
の
分
野
で
の
概
念
上
の
混
乱
状
態
を
概
観
 す
る
こ
と
か
ら
始
め
、
こ
の
混
乱
を
少
な
く
す
る
た
め
の
 い
く
つ
か
の
類
型
論
 

的
 、
分
類
論
的
試
み
の
検
討
に
進
み
た
い
と
思
 う
 。
 次
 に
 、
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
批
判
的
立
場
か
ら
再
構
成
 し
 、
そ
の
潜
在
的
な
 有
 

効
 性
を
吟
味
す
る
。
最
後
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
 ヱ
 ホ
バ
 の
証
人
派
に
対
す
る
著
者
の
最
近
の
研
究
を
引
 き
ム
 
口
 い
に
出
し
て
、
概
念
的
 

混
乱
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
全
く
新
し
い
 ァ
 プ
ロ
 ｜
チ
の
 輪
郭
を
描
き
出
し
て
み
た
い
と
思
 う
 。
 

二
 
概
念
化
と
定
義
の
紹
介
 

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
今
日
で
は
、
社
会
学
者
が
「
 セ
 ク
ト
」
と
い
う
用
語
を
使
用
す
る
際
、
そ
の
言
葉
に
 、
 「
 
重
要
で
な
い
、
少
数
 

旅
帥
地
位
に
あ
る
、
逸
脱
し
て
い
る
、
神
学
的
に
も
 素
 朴
 で
あ
る
」
と
い
っ
た
侮
蔑
的
な
意
味
を
含
ま
せ
る
の
を
 避
け
た
け
れ
ば
な
ら
な
 

い
 。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
種
の
宗
教
集
団
を
概
念
化
し
 、
定
義
す
る
べ
き
方
法
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
全
く
 と
い
っ
て
よ
い
程
、
見
 

解
 が
一
致
す
る
こ
と
が
な
い
。
非
社
会
的
学
的
要
素
が
 考
察
か
ら
除
か
れ
て
い
る
 場
 ム
ロ
で
さ
え
、
ひ
と
つ
の
有
効
 
な
 定
義
を
構
成
す
る
た
 

め
に
挙
げ
ら
れ
る
（
セ
ク
ト
の
）
特
徴
の
一
覧
表
は
 、
驚
 く
ほ
ど
膨
大
な
も
の
と
な
る
。
今
日
の
社
会
学
者
は
、
 多
く
の
様
々
な
セ
ク
ト
 

を び 命 
構 だ 題 
成 す の   
る あ の 
な る 中 
得 い に 

な は 位 
く 既 置 
な 成 づ 
っ 0 げ 
て 研 る   
。 果 が 

後 の む 
の 価 ず 
立 値 か 
場 を し   
研 し っ 

究 を てて " い 
継 目 る 

航介。 、 白 む 
進 身 し 

歩め さ目 る 、 
せ 的 所 
る に 究 
の か 者 

K=  使 な っ、 十文 

立 た 使 
た そ え 

ずのそ 、 場ぅ な資 さら かぎ 

に り 料 
は の を 
相 観 手 
互 念 あ 
に と た 
無 理 り 

閲 読 次 
係 的 第 運 な新 に 命題 
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新しい酒は新 

い
 う
 も
の
が
、
あ
る
具
体
的
意
味
に
お
い
て
現
実
に
存
在
 

し
た
と
考
え
て
い
た
節
が
濃
厚
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 

、
あ
る
特
定
の
観
点
か
 

ら
す
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
諸
組
織
は
一
定
数
の
諸
持
 

徴
の
 パ
タ
ー
ン
に
よ
っ
て
概
括
で
き
る
と
示
唆
す
る
か
わ
 

り
に
、
ニ
ー
バ
ー
は
 
次
 

の
よ
う
に
主
張
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 

    しい容器に 

い か 

  
よ バ - 

、 試 

と べ の   
か て 過 
セ は 程 

クト るは 力 、 、   
と に H ほうと 付 そ 汽ゥゆ 
か 不   
ヂ 明 R 
l 確   
      で ・ ニ 

ネ わ l   
l か ハ h@ I 

  
シリ ヨ の   ル ト 

ン に 著 - 徒 の し 太 っ 枝 チ ン 

と く 作 巴 の 著 よ ま た ら の チ 

概
念
を
ウ
ェ
 l バ
ー
と
ト
レ
ル
チ
か
ら
 
尊
 び
き
出
し
た
 と
 主
張
す
る
が
、
も
し
実
際
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
 

と
 ト
レ
ル
 チ
が
 セ
ク
ト
と
い
う
用
 

語
の
多
様
な
概
念
化
を
ひ
き
お
こ
し
た
と
す
る
と
、
 

彼
 ら
の
罪
は
ま
こ
と
に
大
き
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 

0
 ウ
ェ
ー
バ
ー
 
と
 ト
 ン
 

ル
チ
（
の
名
誉
）
に
と
っ
て
幸
い
な
こ
と
に
、
多
く
の
場
 

ム
ロ
 
、
そ
れ
ら
は
名
高
い
学
者
を
権
威
あ
る
先
駆
者
と
し
 

て
も
ち
出
す
・
こ
と
に
 

ょ
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べ た 基 な 義 
ら か づ い が 

か
く
も
多
様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
既
存
の
文
献
か
ら
 有
益
な
青
軸
を
引
ぎ
だ
そ
う
と
し
て
い
る
社
会
学
者
に
 は
、
 避
け
て
通
れ
 

示
唆
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
的
 セ
 ク
ト
 に
関
す
る
諸
命
題
に
つ
い
て
、
そ
の
記
述
的
と
さ
れ
 る
 内
容
が
定
義
に
 

い
 て
実
際
に
そ
の
と
お
り
だ
と
言
え
る
か
ど
う
か
、
ま
た
 あ
る
特
定
の
定
義
の
使
用
が
 、
 別
の
ち
が
っ
た
定
義
に
 よ
っ
て
与
え
ら
れ
 

も
し
れ
な
い
、
い
わ
ゆ
る
セ
ク
ト
の
い
く
つ
か
の
重
要
 な
 特
徴
を
考
察
か
ら
除
外
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
な
ど
の
 点
が
注
意
深
く
調
 

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 

「
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
 
、
 チ
ヤ
 L
 チ
 、
セ
ク
ト
は
、
そ
れ
 ら
を
区
別
す
る
基
準
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
階
級
 や
ヵ
 ス
ト
の
秩
序
に
 、
ど
 

 
 

こ
ま
で
か
れ
ら
が
協
調
し
て
い
る
か
と
い
う
程
度
に
求
め
 ら
れ
る
べ
き
、
そ
う
し
た
社
会
学
的
集
団
で
あ
る
。
」
 

多
く
の
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
集
団
に
み
ら
れ
る
そ
の
狭
い
 社
会
階
級
的
基
盤
に
関
す
る
記
述
と
み
る
か
ぎ
り
、
疑
い
 も
な
く
彼
は
正
し
か
 

っ
 た
わ
け
だ
が
、
社
会
階
級
的
諸
特
徴
の
特
定
パ
タ
ー
ン
 が
 、
集
団
そ
れ
自
体
を
忠
実
に
描
写
し
て
い
る
か
ど
う
 か
と
い
う
議
論
と
な
る
 

と
 、
そ
れ
は
全
く
別
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
 ぅ
 。
本
来
、
あ
る
特
定
の
概
念
化
は
、
特
定
の
目
的
の
た
 め
に
だ
け
な
さ
れ
る
も
 

の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
あ
る
対
象
を
概
念
化
す
る
に
 際
 し
て
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
方
法
か
ら
導
出
さ
れ
 た
ひ
と
っ
の
抽
象
に
す
 

ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
理
解
す
る
の
に
失
敗
 す
る
と
、
い
か
に
も
そ
の
概
念
が
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
 か
の
よ
う
な
錯
覚
を
も
 

た
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
 

「
セ
ク
ト
」
と
い
う
用
語
は
、
す
で
に
半
世
紀
以
上
も
の
 
間
 、
社
会
学
的
文
脈
の
中
で
練
り
上
げ
ら
れ
て
 き
た
 に
 も
か
か
わ
ら
ず
、
 そ
 

の
 概
念
と
定
義
 は
 、
依
然
と
し
て
き
わ
め
て
多
様
で
あ
る
 。
私
が
論
じ
た
 い
 の
は
、
定
義
は
、
そ
れ
が
必
要
と
さ
 れ
る
目
的
に
適
合
す
る
 

よ
う
 に
明
確
に
選
び
だ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
 こ
う
し
た
事
態
は
嘆
か
わ
し
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
 。
そ
う
で
は
な
く
、
 定
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定
義
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
言
葉
に
の
 み
関
 わ
る
も
の
で
あ
り
、
観
察
で
き
る
現
実
に
つ
出
て
の
 知
識
を
直
接
に
促
進
 

す
る
こ
と
ほ
で
き
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
定
義
の
有
効
性
 は
 、
そ
れ
が
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
現
象
の
研
究
に
 、
そ
の
定
義
を
適
用
す
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
 ば
 げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
 う
 し
た
理
由
か
ら
、
一
定
の
対
象
に
で
き
る
限
り
多
く
の
 光
を
投
ず
る
た
め
に
、
 

-
4
 
）
 

時
と
し
て
特
定
の
目
的
に
も
と
づ
い
て
必
要
最
小
限
の
 定
義
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
 E
.
T
 

ク
ラ
ー
ク
と
ブ
ラ
イ
ヤ
 

 
 

宗
教
集
団
に
関
す
る
多
く
の
歴
史
的
、
教
義
的
、
社
会
 学
的
資
料
を
整
理
す
る
 

た
め
に
、
こ
う
し
た
方
法
を
採
用
し
て
い
る
 0
 彼
ら
は
 と
 も
に
、
宗
教
集
団
の
社
会
学
的
特
徴
の
い
く
つ
か
を
 と
 り
あ
げ
、
そ
こ
に
大
ま
 

か
な
パ
タ
ー
ソ
を
捉
え
、
そ
れ
ら
は
、
類
型
と
し
て
概
念
 化
し
う
る
よ
う
な
明
確
な
相
違
を
も
っ
て
い
る
と
し
て
 い
 る
 0
 そ
の
中
の
 
一
 
・
 
セ
 

ク
ト
」
と
呼
ば
れ
る
類
型
に
つ
い
て
、
彼
ら
は
、
さ
ら
に
 も
う
一
組
の
区
分
を
行
う
の
に
充
分
な
ほ
ど
多
く
の
 諸
 特
徴
の
パ
タ
ー
ソ
を
 捉
 

え
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
想
像
力
を
駆
使
し
て
い
く
つ
 か
の
異
な
っ
た
次
元
か
ら
意
義
あ
る
（
つ
ま
り
、
問
題
と
 な
っ
て
い
る
集
団
の
組
 

，
織
 と
信
念
等
に
対
し
て
重
要
な
帰
結
を
も
た
ら
す
）
 

と
 見
な
さ
れ
る
諸
特
徴
の
群
を
作
り
あ
げ
る
こ
と
に
 ょ
 っ
て
、
下
位
類
型
が
発
見
さ
 

 
 

鰍
 

れ
る
わ
け
で
あ
る
。
宗
教
的
セ
ク
ト
を
こ
う
し
た
 下
位
類
型
へ
と
類
別
す
る
論
理
上
の
地
位
、
及
び
そ
の
 親
 美
的
有
効
性
と
は
 何
 ん
で
あ
 

い
る
の
か
が
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

新
 

 
 
 
 

ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
業
績
の
中
に
は
、
下
位
類
型
の
論
理
上
の
 地
位
に
つ
い
て
か
、
い
く
つ
か
の
混
乱
が
あ
る
よ
う
に
 思
わ
れ
る
。
と
し
 う
わ
 

酉
 

 
 

新
 

め
の
基
礎
と
し
て
、
ひ
と
つ
の
純
粋
な
基
準
を
も
 

か
の
も
、
彼
は
、
同
時
に
次
の
二
つ
の
こ
と
を
主
張
 

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
㈲
宗
教
的
セ
ク
ト
の
全
領
域
を
 

つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
㈹
セ
ク
ト
に
対
す
 明

確
な
諸
紙
型
に
分
け
る
た
 

る
 彼
の
類
型
化
は
、
分
類
論
 

0
7
 

 
 

三
分
類
と
類
型
化
 



る
 0
 た
し
か
に
，
エ
ホ
バ
の
証
人
派
は
、
歴
史
に
お
け
る
 支
配
的
な
力
に
対
し
て
極
め
て
決
定
論
的
な
観
点
を
保
 持
し
て
い
る
 0
 
し
か
 

人
 派
を
「
革
命
型
」
の
セ
ク
ト
の
代
表
と
し
て
挙
げ
て
 い
る
の
で
、
私
は
、
手
短
に
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
、
革
命
型
 と
 い
 う
 
「
世
俗
に
対
す
る
 

ば
、
 ヱ
ホ
 バ
 の
証
人
派
は
、
「
個
人
の
運
命
を
あ
ら
か
じ
 

反
応
」
を
記
述
し
て
い
る
の
に
使
っ
て
い
る
用
語
が
 、
ェ
 

と
 集
団
の
構
造
を
説
明
す
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

「
 
適
 ム
ロ
」
す
べ
 き
 だ
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
 

た
 

第
一
に
 、
 エ
ホ
バ
の
証
人
派
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
革
命
 

 
 

 
 

だ
 少
な
く
と
も
、
こ
の
旅
の
そ
の
類
型
パ
タ
ー
ン
か
ら
 

ホ
 吟
味
し
て
み
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
ヱ
ホ
 バ
 の
証
人
派
 く

な
い
し
、
ま
た
、
 

そ
 

が
 、
そ
の
類
型
構
成
に
 

の
 逸
脱
が
、
そ
の
行
動
 

て
い
な
い
 0
 例
，
 え
 

@
9
-
 

の
神
学
的
主
張
を
「
ア
ル
 、
、
、
 

ニ
ア
ン
で
あ
る
よ
り
も
 
力
ル
 ヴ
ィ
ニ
ス
ト
で
あ
る
」
と
評
価
す
る
こ
と
も
正
当
な
こ
 と
で
ほ
な
い
の
で
あ
 

-
 
コ
 
1
 
）
 

環
境
と
の
因
果
関
係
や
相
互
関
係
の
認
識
を
容
易
に
す
 る
 し
そ
の
能
力
の
検
証
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
 。
彼
は
 、
 
エ
ホ
バ
の
証
 

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。
と
こ
ろ
で
、
類
型
構
成
の
論
 理
は
 、
純
粋
な
基
準
を
要
求
し
な
い
。
（
ト
レ
ル
チ
の
場
 合
 参
照
）
こ
れ
は
、
 分
 

類
 論
の
場
合
に
お
い
て
だ
け
要
求
さ
れ
 ぅ
 る
も
の
だ
か
 ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
実
際
に
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
 、
ひ
 と
つ
の
分
類
論
の
枠
組
 

@
6
-
 

を
 提
出
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
こ
と
は
、
「
こ
の
 類
型
論
的
公
式
は
、
す
べ
て
の
可
能
性
を
く
み
尽
す
べ
 ぎ
だ
」
と
い
う
彼
の
意
 

図
か
ら
明
ら
で
か
あ
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
 な
 ぜ
、
 彼
は
一
方
で
分
類
論
的
で
あ
る
こ
と
を
拒
否
せ
ね
ば
 な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
 

か
 。
多
分
そ
れ
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
、
分
類
論
は
あ
ま
 り
に
ぎ
っ
ち
り
し
す
ぎ
て
い
て
、
あ
る
セ
ク
ト
を
ひ
と
つ
 0
 項
目
の
下
に
で
し
か
 

含
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
 そ
 の
 結
果
は
、
項
目
相
互
が
排
他
的
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
 あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
く
 

み
づ
く
し
て
い
る
と
い
う
分
類
論
が
も
っ
厳
密
さ
を
欠
い
 て
い
る
と
い
う
点
を
除
け
ば
、
疑
い
も
な
く
や
は
り
 ひ
 と
つ
の
分
類
に
終
っ
て
 

い
る
。
（
と
い
う
の
も
、
そ
れ
が
「
空
箱
」
の
可
能
性
を
 
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
が
。
）
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
 混
乱
は
さ
て
お
き
、
 そ
 

の
 理
論
の
現
実
的
有
効
性
は
、
依
然
と
し
て
「
集
合
行
動
 及
び
組
織
の
パ
タ
ー
ン
と
そ
れ
が
発
生
し
、
維
持
さ
れ
 、
変
化
を
こ
う
な
 ろ
諸
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新しい酒は新しい 容   器に 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

1
0
9
 

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

@
 携
り
 
）
 

に
お
い
て
は
、
「
神
性
と
の
直
接
的
な
関
係
の
感
情
が
ほ
 
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
」
と
い
う
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
見
解
 は
  
 

ヱ
ホ
 バ
 の
証
人
派
が
 

に
 対
す
る
合
目
的
方
向
の
 

ぅ
 で
あ
ろ
 

5
0
 

彼
ら
が
、
 

る
 」
こ
と
に
深
刻
な
疑
い
 理

解
）
す
べ
て
は
存
在
理
由
を
失
い
、
そ
し
て
伝
道
 活
 動
を
正
当
化
す
る
如
何
な
る
理
由
も
な
く
な
っ
て
し
ま
 

歴
史
的
事
件
の
展
開
パ
タ
ー
ン
を
考
え
る
 場
 ム
ロ
の
確
信
 
の
 深
さ
は
、
も
し
彼
ら
が
、
神
の
意
志
が
「
洞
察
し
 ぅ
 

な
 い
だ
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
っ
た
く
消
え
う
せ
て
し
 ま
う
だ
ろ
う
。
こ
れ
と
関
連
し
て
、
革
命
型
セ
ク
ト
 

し
、
 彼
ら
は
ま
た
こ
の
種
の
決
定
論
を
、
個
人
が
も
つ
 自
 由
 と
い
う
穏
健
な
教
義
に
結
び
つ
げ
よ
う
と
し
て
い
る
 0
 し
た
が
っ
て
、
人
間
 

社
会
の
全
体
的
方
向
性
は
支
配
的
な
力
に
従
っ
て
決
定
 さ
れ
て
は
い
る
が
、
個
人
の
運
命
は
、
た
だ
人
間
が
神
の
 法
 に
従
 う
か
 、
そ
れ
を
 

無
視
す
る
か
と
い
う
人
間
の
基
本
的
に
は
自
由
な
決
断
 に
の
み
依
存
し
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
仮
に
 、
ヱ
ホ
 
ハ
 の
証
人
派
が
厳
格
な
 

力
 ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
的
教
義
を
も
っ
て
い
る
セ
ク
ト
な
ら
ば
 、
そ
の
セ
ク
ト
を
有
名
に
し
た
か
の
大
規
模
な
伝
道
 活
 動
 に
と
り
 く
 む
こ
と
は
 

不
可
能
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
ヱ
ホ
 ハ
 の
証
人
派
の
行
動
が
、
ま
た
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
革
命
型
 セ
 ク
ト
 に
つ
い
て
の
次
の
 

へ
 
Ⅲ
）
 

@
 

よ
う
な
主
張
「
す
べ
て
の
で
 き
 ご
と
を
ひ
と
つ
の
聖
な
る
 計
画
の
完
遂
と
考
え
よ
う
と
す
る
場
合
、
道
徳
的
非
難
 は
 問
題
と
さ
れ
な
い
。
」
 

と
 食
い
違
う
こ
と
を
簡
単
に
言
及
す
る
こ
と
も
む
だ
な
 @
 
」
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

第
二
に
 、
 仮
に
一
歩
譲
っ
て
 、
 神
の
性
質
に
対
す
る
そ
 の
 集
団
の
理
解
が
そ
の
神
学
に
お
い
て
核
心
的
な
要
素
で
 あ
り
、
そ
の
集
団
の
 

神
学
が
そ
の
成
員
の
行
動
に
と
っ
て
重
要
な
帰
結
を
も
 つ
 と
す
る
な
ら
ば
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
革
命
型
セ
ク
ト
の
神
 0
 把
え
方
に
つ
い
て
 与
 

え
る
二
つ
の
 
誤
 ま
っ
た
印
象
を
指
摘
す
る
の
は
重
要
な
 ，
 
」
と
で
あ
る
 0
 エ
ホ
バ
の
証
人
派
は
萌
ら
か
に
神
の
意
 
志
 さ
 
「
は
か
り
し
れ
た
 

い
も
の
」
と
考
え
て
い
な
い
 

@
,
@
 

，
 

0
 も
し
彼
ら
が
そ
の
 ょ
う
 に
 」
 考

え
て
い
る
と
す
る
と
、
諸
時
代
の
計
画
（
～
～
 

銭
 0
*
 下
内
の
の
）
（
彼
ら
の
歴
史
 



い
わ
れ
て
い
る
 

0
 
明
ら
か
に
エ
ホ
バ
の
証
人
派
は
 

、
こ
 

ね
か
ら
の
特
徴
を
示
す
セ
ク
ト
の
 

ヵ
 
テ
ゴ
リ
ー
の
中
に
 

は
い
る
。
し
か
し
、
 

私
 

は
 
、
あ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
作
用
に
よ
っ
て
、
こ
の
特
定
 

の
 
セ
ク
ト
が
 

、
 
上
に
概
略
し
た
展
開
の
コ
ー
ス
の
ど
ち
ら
 

か
一
方
を
た
ど
る
こ
と
 

 
 

 
 

 
 

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
権
威
の
配
分
の
あ
り
方
が
功
利
 

的
 
世
俗
組
織
に
類
似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

結
 
局
 
、
「
革
命
型
」
と
い
 

ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
革
命
型
セ
ク
ト
の
典
型
的
な
イ
デ
オ
 p
 ギ
 ｜
と
 神
学
の
記
述
か
ら
の
こ
う
し
た
逸
脱
は
、
第
三
番
 目
の
逸
脱
、
即
ち
 構
 

進
講
，
展
開
に
お
け
る
逸
脱
に
比
較
す
れ
ば
と
る
に
た
 り
な
い
こ
と
で
あ
る
 0
 こ
の
問
題
は
充
分
に
取
り
扱
わ
れ
 る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
 

@
 
㍑
 -
 

ま
た
、
他
の
と
こ
ろ
で
も
詳
細
に
吟
味
さ
れ
て
ぎ
た
が
、
 

し
か
し
、
現
在
の
論
点
に
関
連
す
る
限
り
で
要
約
的
に
 概
略
す
る
こ
と
は
可
能
 

で
あ
る
 0
 ウ
ィ
ル
 ソ
ソ
 は
、
革
命
型
セ
ク
ト
は
二
種
類
の
 展
開
を
た
ど
る
傾
向
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
す
な
わ
 ち
 ㈲
国
家
の
権
威
に
対
 

す
る
明
白
な
闘
争
の
方
向
と
㈲
受
動
性
と
内
向
性
の
増
 大
の
方
向
と
い
う
二
つ
の
方
向
へ
の
展
開
で
あ
る
。
ま
た
 、
展
開
の
後
者
の
 コ
｜
 

@
M
@
 

ス
は
 、
「
良
く
保
護
さ
れ
」
そ
し
て
「
そ
の
内
輪
で
の
 
補
 充
を
維
持
す
る
都
合
の
よ
い
機
会
を
も
っ
て
い
る
」
 セ
 ク
ト
 の
特
徴
で
あ
る
と
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ラ
タ
イ
ト
ル
は
 
、
 エ
ホ
バ
の
証
人
派
の
集
ム
ロ
 

的
 イ
デ
オ
 ロ
ギ
ー
の
い
く
つ
か
の
形
式
的
な
側
面
を
映
し
出
す
に
 

す
 ぎ
ず
、
そ
れ
は
、
そ
の
 

主
要
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
方
向
、
ま
た
成
員
の
人
生
観
 

を
 映
し
出
す
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
 

実
 際
、
 ヱ
ホ
 バ
 の
証
人
派
 

の
 信
者
の
中
心
的
関
心
事
は
、
千
年
王
国
の
到
来
が
ま
 

ぢ
 か
に
迫
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
 

、
聖
書
の
枠
組
の
中
で
 

過
去
の
出
来
事
を
理
解
す
る
と
い
う
主
要
な
関
心
事
に
 

く
ら
べ
れ
ば
第
二
義
的
な
関
心
に
と
ど
ま
り
、
こ
の
点
 

か
 ら
し
て
、
革
命
型
と
い
 

ラ
タ
イ
ト
ル
は
誤
解
を
招
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

E
.
T
 
ク
ラ
ー
ク
に
よ
る
宗
教
的
セ
ク
ト
の
分
類
も
、
イ
ギ
リ
 

ス
の
 ェ
ホ
 バ
 の
証
人
派
 

を
 組
み
こ
む
こ
と
に
成
功
し
て
い
な
い
点
で
、
ウ
ィ
ル
 

ソ
ン
 の
も
の
と
同
様
で
あ
る
 
0
 と
く
に
イ
ギ
リ
ス
の
ヱ
ホ
 
ハ
 の
証
人
派
に
関
す
る
 

限
り
、
セ
ク
ト
に
つ
い
て
理
論
化
す
る
場
合
の
い
く
つ
 

か
の
障
害
を
さ
け
る
た
め
の
方
法
は
 

、
 私
の
目
的
に
と
っ
 
て
 充
分
に
満
足
の
ゆ
く
 

も
の
で
は
な
い
。
 

宗
教
集
団
に
つ
い
て
の
未
だ
形
を
な
さ
な
い
資
料
の
塊
 

を
 、
適
当
な
類
型
や
分
類
 
頃
 に
整
理
し
 
、
 ヱ
ホ
 バ
 の
証
人
 派
の
研
究
者
の
必
要
 

-
 
Ⅸ
 -
 

を
 満
足
し
 ぅ
 る
よ
う
な
試
み
が
ほ
か
に
存
在
す
る
だ
 

る
 う
か
 O
J
.
 ミ
ル
ト
ン
・
イ
ン
ガ
ー
は
、
セ
ク
ト
を
 

、
 「
 
望
ま
し
く
な
い
状
況
」
 

に
 対
す
る
セ
ク
ト
の
反
応
を
基
礎
と
し
て
、
逃
避
型
、
容
 

認
型
 、
攻
撃
型
の
三
類
型
に
区
分
け
し
て
い
る
。
こ
れ
 

は
 、
は
っ
き
り
と
、
 
複
 

ム
ロ
的
な
反
応
を
組
み
こ
み
 

ぅ
 る
こ
と
が
め
ざ
さ
れ
て
い
 
る
と
い
う
長
所
を
も
っ
て
い
る
。
実
際
、
エ
ホ
バ
の
証
人
 

派
は
 、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
 

，
 
@
 
 っ
た
 程
度
で
、
三
つ
の
す
べ
て
の
類
型
の
性
格
を
一
 

が
し
て
い
る
 
0
 し
か
し
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
、
 

イ
 ン
 ガ
 １
 の
類
型
論
は
 
、
 望
ま
し
く
 

 
 

%
 
 な
い
状
況
に
対
す
る
反
応
の
諸
類
型
に
伴
っ
て
 

生
 ず
る
他
の
諸
特
徴
の
予
知
を
も
た
ら
さ
な
い
の
で
あ
る
。
 

ク
ラ
ー
ク
や
ウ
ィ
ル
ソ
ン
 
と
 

離
れ
 

親
い
 同
様
に
、
イ
ン
ガ
ー
は
、
宗
教
的
セ
ク
ト
に
対
す
 

ば
 、
説
明
を
可
能
な
ら
し
め
る
類
型
論
で
あ
る
 

 
 

  

新
プ
 p
 ー
 チ
 す
る
際
の
一
層
見
込
み
の
あ
る
方
法
と
 

 
 

聖
化
し
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
説
明
を
円
滑
に
 

思
わ
れ
る
も
の
が
、
ア
ラ
シ
・
 
エ
 イ
ス
タ
ー
と
オ
ー
 
ェ
ン
 お

こ
な
う
と
い
う
課
題
に
 
ア
 

デ
ン
ト
に
よ
っ
て
、
別
個
 Ill  (221) 



ヱ
 イ
ス
タ
ー
の
貢
献
の
重
要
性
は
 、
 彼
が
、
理
念
型
（
 山
 
③
 凹
 ・
 
ミ
 p
e
 
巴
か
ら
経
験
的
類
型
（
の
 日
宮
 「
～
 
ゎ
田
 ・
ミ
ヌ
の
 
）
へ
の
移
行
を
指
示
 

し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
両
方
の
類
型
 構
 成
は
 、
想
像
力
に
よ
る
工
夫
の
 オ
と
 幅
広
く
経
験
的
資
料
 に
 通
じ
て
い
る
と
い
う
 

こ
と
の
い
ず
れ
を
も
、
異
な
っ
た
比
率
に
お
い
て
要
求
し
 て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
見
逃
す
べ
ぎ
で
は
な
い
。
 し
た
が
っ
て
 、
 仮
に
多
 

次
元
的
経
験
的
類
型
に
含
ま
れ
て
い
る
す
べ
て
の
特
性
 が
 、
ひ
と
つ
の
確
定
で
き
る
パ
タ
ー
ン
で
そ
ろ
っ
て
変
化
 す
る
こ
と
を
示
す
こ
と
 

が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
類
型
を
し
い
て
 多
迭
 几
 的
で
あ
る
と
主
張
す
る
理
由
は
存
在
し
な
い
わ
げ
で
あ
 る
 。
 

ひ
と
つ
の
経
験
的
類
型
、
あ
る
い
は
下
位
類
型
を
作
る
上
 で
の
実
際
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
 ほ
 、
オ
ー
 
ェ
ン
 ・
デ
ン
ト
に
 よ
っ
て
一
層
厳
密
に
 

検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
基
本
的
に
は
、
 彼
 が
 類
型
構
成
の
 
一
 
・
量
的
経
験
主
義
者
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
 
と
 呼
ぶ
も
の
で
解
決
さ
 

れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
精
巧
な
形
の
ひ
と
つ
に
お
い
て
、
 こ
の
ア
フ
ロ
ー
チ
は
次
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
て
い
る
 。
「
あ
ら
ゆ
る
重
要
な
 

属
性
を
定
め
、
あ
ら
ゆ
る
連
続
的
変
数
を
両
極
を
結
ぶ
 線
上
に
取
り
、
多
次
元
的
な
属
性
空
間
を
構
成
し
、
こ
の
 空
間
の
各
々
の
区
画
を
 

ひ
と
っ
の
類
型
と
し
て
名
づ
け
る
。
」
彼
に
 

ょ
 れ
ば
、
 
こ
 の
 ア
プ
ロ
ー
チ
 
は
 、
つ
い
に
は
、
セ
ク
ト
 
空
 諸
特
徴
が
 連
続
的
な
複
合
的
変
数
 

と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
要
素
分
析
の
 一
 形
態
に
到
り
、
 
そ
 0
 目
的
は
 、
 個
々
の
例
を
「
類
型
体
系
の
ど
れ
か
ひ
と
 つ
に
入
れ
る
こ
と
で
は
 

（
 
笘
り
 

）
 

な
く
、
相
互
に
直
交
す
る
い
く
つ
か
の
次
元
に
」
位
置
づ
 げ
る
こ
と
に
あ
る
 0
 こ
の
テ
ク
ニ
 
"
 ク
を
、
宗
教
集
団
 の
 研
究
に
対
し
て
採
用
 

す
る
場
合
に
含
ま
れ
る
問
題
は
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
 そ
 の
 正
確
さ
の
増
大
の
見
返
り
と
し
て
、
研
究
が
つ
ま
ら
 ぬ
 些
事
に
関
わ
る
も
の
 

（
 
円
 @
-
 

っ
 特
性
群
を
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
 

「
現
在
、
「
セ
ク
ト
」
や
「
チ
ャ
ー
チ
」
と
さ
れ
て
い
る
 

多
次
元
的
な
集
成
体
を
、
そ
れ
ら
を
構
成
す
る
変
数
や
属
 性
 へ
と
解
析
す
 

る
こ
と
、
次
い
で
、
歴
史
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
運
動
や
組
 織
 に
お
い
て
、
同
時
に
出
現
し
た
り
、
そ
の
他
の
仕
方
で
 関
係
を
も
っ
よ
う
な
 

側
 に
注
目
し
、
は
っ
き
り
と
そ
う
し
た
例
に
基
づ
い
て
 様
々
な
性
質
の
組
み
合
わ
せ
の
可
能
性
を
明
ら
か
に
し
、
 経
験
的
な
論
拠
を
も
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に
 素
描
さ
れ
て
い
る
。
 

エ
 イ
ス
タ
ー
は
 
、
 次
の
よ
う
な
 方
 法
を
示
唆
し
て
い
る
。
 

1
2
 



新しい酒は         

る 経 
。 験 要 

し 釣 的 
か 事 し 

伝 
よ 、し、 実を う 。 
紡 い 論   
タ か 分 
l の 類 
ン 北 や 
の 較 理 
そ 釣 金 
れ 株 型 
ぞ 序 化 
れ を に 
の も よ 

内 つ ろ 

部 た 宗 
で 理 教 
の 解 約 
（ し セ 
諾 う ク 

尾 ろ ト 

世 @  パ の 

の タ 概   
l 食 

連 ン イヒ 

動 に や 

やま 、 と議 定 
パ め の 

タ 6 間 
l 上 題 
ン て， を 

相 ひ め 
互 と く     
の つ る 

相 の 既 
達 太 存 
の き の 
微 な 枠 
妙 価 組 

な値 陰 を @ ま） 

  
す い の 
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し
 

あ
り
、
特
に
、
も
の
み
の
塔
の
連
動
の
組
織
の
歴
 史
 と
現
在
の
構
造
の
分
析
に
非
常
に
都
合
が
よ
い
と
思
わ
 れ
る
。
 

新
 

の
意
見
で
は
、
こ
の
種
の
ア
プ
 

:
 
"
 
毛
 ユ
 %
 恩
ロ
ー
チ
は
 、め
木
 
胡
歌
 

集
団
の
組
織
の
展
開
の
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
を
説
明
す
 る
の
に
最
も
有
効
な
も
の
で
 

@
 
公
 
2
z
 

U
 
）
 

  

分
野
で
の
理
論
と
研
究
へ
と
結
び
つ
げ
る
こ
と
。
㈹
 明
 確
 な
仮
説
の
公
式
化
は
、
比
較
研
究
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
 こ
と
な
ど
で
あ
る
。
 
私
 

に
な
る
と
い
う
危
険
が
待
ち
構
え
て
い
る
。
 

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
述
べ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
宗
教
 的
 セ
ク
ト
を
構
成
す
る
諸
属
性
が
明
ら
か
な
パ
タ
ー
ン
を
 な
し
そ
ろ
っ
て
 変
 

化
す
る
仕
方
を
正
確
に
捉
え
る
努
力
を
重
ね
て
も
、
 

セ
 ク
ト
 の
典
型
的
な
構
造
や
動
態
に
つ
い
て
の
知
識
を
改
 蓑
 由
 
す
る
こ
 ア
し
バ
か
 

@
 
@
 
で
き
よ
什
は
い
 

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
一
方
、
宗
教
集
団
の
類
 型
 を
と
り
ま
く
使
い
な
れ
た
概
念
を
放
棄
し
、
す
べ
て
 の
 宗
教
集
団
の
特
に
経
 

ぬ
的
 側
面
に
比
較
的
狭
く
焦
点
を
絞
る
と
い
う
方
法
は
 、
 セ
ク
ト
の
構
造
と
動
態
を
一
層
よ
く
理
解
す
る
の
に
 役
 立
つ
で
あ
ろ
う
。
多
分
 

そ
う
し
た
研
究
の
成
果
は
 、
 古
い
概
念
の
改
訂
と
、
 
我
 々

の
思
考
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
新
し
い
形
態
へ
と
組
み
か
え
 る
 必
要
性
を
明
ら
か
に
 

す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
見
込
み
は
、
す
で
に
部
分
的
に
 ほ
 、
 J
 
.
K
 
.
 

ベ
ン
ソ
ン
 

と
 J
 
.
H
 
.
 

ド
ー
セ
ッ
ト
に
 よ
 る
 宗
教
集
団
の
諸
類
型
 

 
 

に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
る
 0
 組
織
の
概
念
を
四
つ
の
 次

元
（
官
僚
化
、
専
門
 

化
 、
世
俗
化
、
統
合
）
に
解
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
彼
 ら
は
、
宗
教
集
団
の
「
内
的
論
理
」
と
外
的
 力
 に
対
す
 る
そ
の
反
応
に
関
す
る
 

基
本
的
命
題
を
生
み
だ
す
こ
と
が
で
き
た
。
す
な
 ね
 ち
、
 こ
の
命
題
か
ら
、
彼
ら
は
、
宗
教
集
団
の
主
た
る
次
元
 と
 状
況
と
の
複
雑
な
相
 

互
 関
係
に
関
し
て
、
経
験
的
研
究
に
よ
っ
て
検
証
で
ぎ
 る
 多
く
の
仮
説
を
ひ
き
だ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
枠
組
の
 お
も
な
長
所
ほ
次
の
 ょ
 

う
な
も
の
で
あ
る
。
㈲
窮
屈
な
チ
ャ
ー
チ
Ⅱ
セ
ク
ト
の
 伝
 統
帥
概
念
の
境
界
を
越
え
て
い
る
こ
と
。
㈲
宗
教
組
織
 の
 研
究
を
、
非
宗
教
的
 



私
は
、
以
下
の
提
案
が
、
現
在
「
チ
ャ
ー
チ
」
「
セ
ク
ト
 
」
「
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
そ
し
て
「
カ
ル
ト
」
と
考
え
 ら
れ
て
い
る
諸
集
団
 

に
、
 等
し
く
適
用
し
う
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
ふ
れ
な
 い
で
お
き
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
セ
ク
ト
 0
 分
野
に
限
っ
て
い
え
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る 合 き ひ か て と で 
た の ま と し ヱ い る 私   
ひ と にセ 焦ク定 侍 らのと 、 証を よ う こ れ 

四 見落 をあっの方 まで、 点 ト的 現 のセク 既存の 人派を 示唆し に思え 

法 わ 象 ト 類 位 よ る 宗 
に せ の に 型 貴 う か 教 

さ 

つ る 全 参 構 づ と も 的 
れ 
て 

き 

加する 詳 セク 、 いて かにあ 領域を 成は げ、 いう しれ 

細 つ ぎのあ そのな れでいの ト 大力 こ ロ 

入 

論 私 て い 要 っ い か を 

すは る こ肢疑点、 一 うたて。 そ 
円 し @ 、 滑   

こ れ 的 問 で 彼 れ そ に 
と か な に す ら ど の す 
に ら 佳 容 べ の こ い る 
す こ 方 え て 相 ろ ず た 
も の で る 下 達 か れ め 
。 不 整 の 充 魚 皮 も の 様々 充分 理す 役 に 命な を明 対に が 

さ る 立 の ら 、 全 な 試み を是力 たな であ ヵ ケ 、こ クラ くも 

正 あ い る す l 0 を     し ソ の た 

ぃ ば ィ 者 そ     

未 こ 立 る 
開 れ っ 課 
妬 ま で 題 
領 で あ に 

域 で類 の ろセよ う（、 24 
の 型 。 ） 類 

卓 論 4 型 
な 的 ギ 論 
る な り 的 
遁 走 ス ア 
し 式 の プ 
る に ヱ ロ 

べ お ホ l 
以 い バ チ 

上 の認証 てのの 境 

価 め 人 を 
値 ら 派 と 

な れ の り 

も て 研 は 
っ こ 究 ず 
か な へ し 
否 か の た   
疑 い に 個 
わ わ よ 々 

せ ゆ っ の 

る る て 次 
も セ 開 元 
の ク ら の 

な ト か 変 
の の に 化 
で 話 さ v こ 

あ 側 れ 狭 
る 面 た く 

。 を 限 焦 
明 り 点、 
ら で を 

しま カ p 、こ 6 ま、 音 

  
そ の と 
れ ァ の 
ら プ 方 
0 口 が 

  



 
 

  

 
 

 
 

、 酒は新しい容器に 

自 酌 卜機 な 体 育ヒ ヒ 

外 に つ に 

の 含 な つ 

埋 ま が い 

論 れ り て 
的 て が の 

仮 い る 如 
走 る る 何 
が : の か な 

、 で   ら る 
概 あ で 仮 
念 る父 あ 読 

形 成 。 @ るも 。 、 
及 
び 
経 

挫かれ 結局、 
験 圧 ． る 

究 
ケ @ し 

お 
げ 
る 

理 

ま 

れ   
て 「 Ⅰ 吏 
Ⅰ セ 用 
る ク さ 

ナ， @ ト れ 
め 」 ナ， @ 
ケ @ し の 定 

い 義 
さ く と 

ら つ め 
ア @ ヒ か 間 

の に 

研 定 論、 
究 義 理、 
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咲
 
一
定
数
の
加
入
の
理
論
が
（
暗
黙
の
内
と
は
い
え
）
 

利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
 て
、
 私
の
意
図
は
 、
単
 

に
そ
れ
を
一
層
明
確
か
つ
体
系
的
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
 加
入
に
関
す
る
理
論
が
「
セ
ク
ト
」
と
い
う
言
葉
の
既
 存
の
使
用
法
に
内
包
 さ
 

れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
 、
 私
が
、
こ
の
論
文
の
冒
頭
 で
 嘆
じ
た
概
念
と
定
義
の
幅
の
広
さ
の
ひ
と
つ
の
原
因
と
 も
な
っ
て
い
る
 0
 

「
内
包
さ
れ
た
理
論
」
（
の
 コ
 c
a
 

つ
の
二
）
 

曲
 （
の
年
寄
 
の
 0
 屯
 ）
 と
い
 う
 い
い
方
で
私
が
考
え
て
い
る
も
の
を
、
手
短
に
説
明
 し
よ
う
 0
 「
セ
ク
ト
」
 

と
い
う
言
葉
の
概
念
を
め
ぐ
る
混
乱
を
も
や
に
た
と
え
 る
な
ら
ば
、
そ
の
も
や
の
彼
方
か
ら
、
若
干
の
共
通
の
考
 え
方
１
人
間
の
動
機
を
 

支
配
す
る
基
本
的
原
理
に
つ
い
て
な
か
ば
公
式
化
さ
れ
 た
 観
念
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
考
え
方
１
が
ば
ん
や
り
と
 浮
 び
あ
が
っ
て
く
る
。
 
換
 

舌
口
す
れ
ば
な
ん
に
ん
か
の
社
会
学
者
に
よ
る
「
セ
ク
ト
」
 

と
い
う
概
念
の
定
義
づ
け
に
は
、
同
時
に
、
な
ぜ
人
々
 が
 セ
ク
ト
に
参
加
す
る
 

の
か
を
（
他
の
事
柄
と
と
も
に
）
説
明
す
る
ひ
と
つ
の
 潜
 在
 的
な
理
論
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
理
論
的
 仮
 定
を
内
包
さ
せ
て
し
ま
 

っ
 た
た
め
、
す
で
に
隠
さ
れ
て
い
た
説
明
が
確
証
さ
れ
る
 に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
が
た
び
た
び
生
ず
る
。
な
ぜ
 な
ら
、
定
義
に
よ
っ
て
 

選
び
出
さ
れ
る
証
拠
は
、
内
包
さ
れ
た
仮
定
を
確
証
す
 る
も
の
ば
か
り
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
 0
 例
え
 ば
 、
宗
教
は
、
剥
奪
感
 

（
 
監
偶
守
笘
ざ
コ
 ）
と
欲
求
不
満
に
対
し
て
人
々
に
補
償
の
 機
能
を
果
す
と
考
え
て
い
る
社
会
学
者
は
、
「
セ
ク
ト
」
 

と
い
う
言
葉
を
 、
剥
 

奪
 感
や
欲
求
不
満
を
も
つ
人
々
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
 集
団
だ
け
を
示
す
よ
う
な
 具
 ム
ロ
に
定
義
し
が
ち
で
あ
る
。
 し
た
が
り
て
セ
ク
ト
の
 



あ
る
。
 

大
 ざ
っ
ぱ
に
い
っ
て
、
理
論
的
枠
組
は
、
研
究
 

の
方
法
と
範
囲
に
厳
し
い
制
限
を
も
づ
け
る
も
の
で
あ
る
 

。
こ
の
こ
と
は
、
仮
に
 

理
論
的
枠
組
が
明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
 

自
 
体
で
特
に
深
刻
な
問
題
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
 

、
も
し
そ
れ
が
明
確
に
 

さ
れ
 
ば
 げ
れ
ば
、
研
究
方
法
に
対
し
て
本
来
そ
う
で
あ
 

る
べ
き
で
あ
る
以
上
に
、
好
都
合
な
研
究
成
果
が
も
た
ら
 

さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
 

ヘ
ノ
 

@
 
。
 

し
た
が
っ
て
 

、
 仮
に
社
会
学
者
が
様
々
に
定
義
す
る
 

ょ
 
5
 な
 「
宗
教
的
セ
ク
ト
」
と
い
う
概
念
の
背
後
に
あ
る
 

理
 論
 釣
枠
組
の
中
に
 

、
 

い
く
つ
か
の
基
本
的
パ
タ
ー
ン
を
 

見
ぎ
ね
 

め
る
こ
と
が
で
 

ぎ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
ひ
と
つ
の
特
定
の
 

セ
 
ク
ト
 
に
対
す
る
研
究
に
 

と
っ
て
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
い
わ
ゆ
る
セ
ク
ト
に
つ
い
て
 

な
さ
れ
て
き
た
経
験
的
命
題
辞
よ
り
も
、
よ
り
一
層
 

実
 り
 
多
い
出
発
点
と
な
る
 

 
 

 
 

 
 

の
そ
れ
と
一
層
都
合
 

よ
 
く
比
較
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
 

る
 
。
基
本
的
概
念
に
対
す
る
批
判
的
考
察
は
、
ど
の
 

ょ
 
う
 な
科
学
的
手
続
ぎ
に
 

お
い
て
も
絶
え
ず
健
全
で
あ
り
、
ま
た
し
ば
し
ば
有
益
な
 

も
の
で
あ
る
 

0
 こ
の
こ
と
ほ
 

、
 「
チ
ャ
ー
チ
」
と
「
 

セ
 
ク
ト
」
の
概
念
が
 

、
そ
 

0
 本
来
の
意
味
を
与
え
ら
れ
た
社
会
的
文
化
的
文
脈
に
も
 

は
や
あ
て
は
ま
う
な
い
現
在
の
場
合
、
特
に
そ
う
な
の
 

で
あ
る
。
教
会
が
多
く
 

の
 ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
民
族
の
生
活
の
か
な
り
の
部
分
に
影
 

響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
、
教
会
法
が
依
然
と
し
て
 

効
 力
 の
あ
る
法
的
な
力
で
 

  

な
ね
 ち
、
彼
ら
が
言
 う
 、
補
償
的
機
能
と
関
係
を
も
た
 な
い
宗
教
的
セ
ク
ト
の
特
徴
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
 き
な
 く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
 

1
6
 



新
 

 
  
 

配
 

欲
求
不
満
 / 
補
償
 

 
 
 
 
 
 

し
い
 

こ
の
方
向
性
に
お
け
る
基
本
的
仮
定
は
、
当
事
者
の
（
 絶
 射
 的
で
あ
れ
相
対
的
で
あ
れ
）
剥
奪
感
や
欲
求
不
満
の
 感
覚
が
 、
 
彼
に
 、
そ
 

 
 

 
  

 

斬
 

れ
ら
の
除
去
あ
る
い
は
そ
の
補
償
の
追
求
を
動
機
 つ
け
る
の
に
役
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

分
析
の
目
的
の
た
め
に
、
私
は
、
内
包
さ
れ
た
理
論
上
 

一
 
、
欲
求
不
満
 
ノ
 補
償
 

の
方
向
性
の
多
様
性
を
三
つ
の
項
目
に
類
別
し
た
。
 

こ
れ
ら
の
方
向
性
と
関
連
し
た
仮
説
に
目
を
通
 

す
 前
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
性
の
範
囲
に
つ
い
て
二
、
三
 

 
 

あ
っ
た
時
代
、
ま
た
教
会
の
指
導
者
た
ち
が
、
国
家
 

及
 
び
 
国
際
的
な
場
面
で
重
要
な
役
割
を
は
た
し
、
教
会
の
富
 

が
、
 

多
く
の
 

ョ
 
ー
ロ
，
 

ハ
 
の
国
家
の
経
済
的
源
泉
の
一
部
を
構
成
し
、
教
会
の
教
 

義
が
 

、
宗
教
的
信
念
を
ほ
と
ん
ど
独
占
し
て
い
た
時
代
 

に
お
い
て
は
、
異
議
を
 

 
 

 
 

 
 

を
 
崩
し
去
っ
た
の
で
あ
る
。
 

正
理
論
的
方
向
性
 



世
界
観
の
構
成
 

@
 
答
 ）
 

今
日
、
お
も
に
ピ
ー
タ
ー
・
バ
ー
ガ
ー
の
著
作
と
結
び
 つ
 げ
ら
れ
る
考
え
方
に
、
人
間
の
思
想
と
行
動
の
根
底
に
 は
 、
社
会
的
相
互
変
 

渉
を
通
じ
て
、
現
実
を
妥
当
性
あ
る
か
た
ち
に
構
成
す
 る
と
い
う
「
人
間
学
的
必
然
性
」
が
あ
る
と
す
る
も
の
が
 あ
る
。
こ
の
考
え
方
に
 

ょ
 れ
ば
、
人
間
の
文
化
は
、
世
界
観
の
構
成
、
破
壊
、
 

そ
 し
て
再
構
成
と
い
う
継
続
的
な
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
観
点
 か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
 

で
き
る
。
宗
教
的
思
想
と
制
度
は
、
世
界
観
に
対
し
て
 、
「
人
間
の
歴
史
的
努
力
 
よ
 り
以
上
に
力
の
あ
る
源
泉
 か
 ら
 由
来
す
る
安
定
性
」
 
-
0
@
3
 

を
 与
え
る
限
り
に
お
い
て
「
上
記
の
プ
ロ
セ
ス
内
で
基
本
 的
な
役
割
を
果
た
す
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
 、
 
ハ
 ー
ガ
ー
は
 、
ゐ
 示
教
 は
 

社
会
制
度
に
「
究
極
的
に
有
効
な
存
在
論
的
地
位
を
与
、
 
ぇ
 る
こ
と
、
す
な
 ね
 ち
、
そ
れ
ら
を
ひ
と
っ
の
神
聖
か
つ
 宗
教
的
な
準
拠
枠
に
 位
 

（
・
・
 

つ
 
0
 
，
 
）
 

置
 づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
正
当
化
の
機
能
を
は
た
す
 と
 主
張
す
る
。
次
の
よ
う
な
発
言
は
、
こ
の
一
般
的
ア
プ
 ロ
ー
チ
の
代
表
例
と
し
 

て
受
 げ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

「
宗
教
 は
 意
味
の
問
題
に
解
答
を
あ
た
え
 ょ
 5
 と
す
る
 "
 そ
れ
は
、
毎
日
の
生
活
体
験
に
直
接
関
わ
る
目
の
前
の
 経
験
的
な
世
界
を
超
 

越
す
る
深
い
存
在
へ
の
展
望
に
も
と
づ
い
て
、
ひ
と
び
 と
の
心
に
信
仰
と
根
本
的
な
行
動
の
指
針
を
示
す
こ
と
に
 よ
っ
て
…
…
社
会
秩
序
 

 
 

の
な
か
の
各
種
の
規
範
に
、
神
聖
な
意
味
 づ
 げ
を
あ
た
 ，
 
え
 て
 い
 く
の
で
あ
る
 0
 
」
 

社
会
統
合
 

宗
教
が
、
究
極
的
リ
ア
 り
 テ
ィ
の
観
念
を
与
え
る
機
能
 を
 果
た
す
と
い
う
仮
定
に
極
め
て
密
接
に
関
連
し
て
い
る
 の
が
、
そ
の
よ
う
な
 

 
 

（
竹
筏
）
 

る
ひ
と
つ
の
根
元
的
な
抗
議
で
あ
る
 0 」
 

  
ク 年 老 
ト 王 な 
的 園 神 
な の 償 
ァ 居、 を 
イ 想 期 

テ ン は千手 、 し 尹 

テ セ 予 

ィ ク 期 
テ ト す 

ィ め る 

はメこ 、 ンと 
ア ノく 

  ま、 ひ 

  
大 葬 球 
の し 上 
至 聖 の 
活 み ど 
の の こ 

主 な に 
要 い も 
な 生 最 
ェ 存 も 
l へ 広 
ト め が 

ス 補 っ 
で 償 て 
あ と か 
る し る 

中 て 大 
屋 号 衆 
階 え 信 
級 ら 仰 
の れ の 
ア て 形 

態な ィデ きた @7 2 
ン ピ ） の 
ア 
  

ア 
であ 

る父 
  0 ） 一 

ケ "" """ 

、 ノ、 ナ 

す 
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新しい酒は新し し     容器に 

の 態 
で は 

あ 、 

ると、 こづ 
と く 

な と 

強 こ 

調 ろ 
し が 
な 大 
げ き 

ねい ば 。 
最後 なら 

こ、 ない y   
T 
の 

仮 
  説 

もよ 

  

示軋軟 

集 
団 
へ 
の 

カ 
入 
と 

社 
ムム 

学 
的 
諸 
要 
因 
と 

の関 

係 
ヤ @ し 

の 

み関 

わ 
る 

も 

観
念
を
学
習
 

で
あ
る
 0
 こ
 

ら
す
と
考
え
 

リ
テ
ィ
の
 異
 

よ
う
な
主
張
 

「
セ
ク
ト
 

つ
の
飛
躍
で
 

明
ら
か
に
 

分
離
し
て
い
 

を
ひ
き
だ
す
 

義
 を
く
み
た
 

た
 。
同
様
に
 

し
 、
内
面
化
す
る
た
め
に
は
、
社
会
集
団
に
お
け
る
 満
 足
 の
ゆ
く
統
合
が
ま
ず
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
 る
 考
え
方
 

の
 観
点
に
お
い
て
は
、
当
事
者
と
（
彼
に
と
っ
て
）
重
要
 な
 社
会
集
団
と
の
関
係
の
変
化
は
 、
 彼
の
世
界
観
の
変
 化
 を
も
た
 

ら
れ
る
。
同
様
に
 、
 仮
に
他
の
集
団
と
の
関
係
が
徹
底
 的
な
変
化
を
こ
 う
 か
っ
た
場
合
、
あ
る
集
団
全
体
は
 、
究
 極
的
 リ
ア
 

な
っ
た
観
点
を
追
求
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
 チ
 の
ひ
と
つ
の
適
当
な
説
明
は
、
レ
ナ
ー
ト
・
 ポ
 ブ
レ
ー
 ト
 の
次
の
 

で
あ
る
。
 

の
形
成
の
要
因
は
、
お
も
に
社
会
学
的
で
あ
る
ひ
と
つ
の
 現
象
に
求
め
ら
れ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
ア
ノ
ミ
ー
状
況
か
 ら
 の
ひ
と
 

（
㏄
 
@
 

あ
り
、
よ
り
一
層
積
極
的
に
い
え
ば
、
他
の
場
所
で
は
 発
見
で
き
な
い
共
同
体
の
精
神
の
追
求
と
い
う
現
象
で
あ
 る
 o
 
」
 

、
こ
の
三
つ
の
理
論
的
方
向
性
は
、
か
な
り
重
複
を
示
 

、
以
下
の
仮
説
の
選
択
も
、
現
在
の
理
論
的
思
考
の
主
 

る
と
考
え
る
理
由
は
な
い
。
私
は
 、
 次
の
二
つ
の
目
的
 

て
る
場
合
に
 、
 三
つ
の
方
向
性
の
う
ち
少
な
く
と
も
ひ
 

の
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
そ
し
て
㈲
宗
教
的
セ
ク
ト
を
 

要
 な
要
素
を
反
映
し
た
検
証
可
能
な
命
題
が
必
要
で
あ
る
 

し
て
い
る
 0
 そ
し
て
、
分
析
的
目
的
を
除
け
ば
、
そ
れ
ら
 

と
つ
を
強
調
す
る
と
い
う
事
実
に
注
意
を
換
起
す
る
た
め
 

の
た
め
に
そ
れ
ら
を
区
別
し
た
。
す
な
 ね
 ち
、
㈲
検
証
し
 

研
究
す
る
ほ
と
ん
ど
の
学
生
が
、
セ
ク
ト
的
現
象
を
説
 が

 実
際
に
 

萌
 す
る
 定
 

う
る
仮
説
 

と
い
う
 事
 

で
あ
っ
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一
 、
五
個
人
が
、
他
人
に
比
べ
て
経
済
的
、
社
会
的
、
 
心
理
的
、
肉
体
的
、
倫
理
的
性
格
に
お
い
て
剥
奪
さ
れ
 て
い
る
と
感
ず
る
こ
 

-
 
舘
 -
 

と
が
多
け
れ
ば
多
 い
程
 、
一
層
、
彼
は
あ
る
宗
教
的
セ
ク
 ト
に
 加
入
す
る
傾
向
が
強
い
。
 

世
界
観
の
構
成
 

二
 、
一
個
人
が
、
道
徳
的
規
範
に
つ
い
て
の
混
乱
を
 
深
刻
に
感
じ
て
い
れ
ば
 い
 る
程
、
一
層
、
積
極
的
に
伝
道
 者
の
援
助
の
申
し
出
 

に
 反
応
し
や
す
い
。
 

二
 、
二
個
人
の
妥
当
性
の
構
造
（
宮
の
あ
ぎ
 民
臼
 の
 
寄
 珪
ユ
建
 
「
の
）
に
お
け
る
変
化
は
 
、
 新
し
い
世
界
観
の
受
容
に
 先
立
つ
。
 

二
、
三
セ
ク
ト
の
 メ
ソ
 バ
ー
 9
 仕
合
関
係
が
、
セ
ク
 ト
の
メ
ソ
 バ
ー
に
限
定
さ
れ
て
い
れ
ば
い
る
程
、
一
層
、
 彼
は
セ
ク
ト
の
成
員
 

不   
、 致 

四 の 
程 

セ 度 
ク Ⅴ こ 

ト 直 

  
低 に 
い 相 
社 関 
ム コ し 
的 て 
地 変 
位 イヒ 

に す 

ある る o 35 @ ） 

人 
  

を補 

償 
す 
る 

ナ， ヒ 

め 

に し 

  
F' 訂 

  
社 
会 
的 
地 
位 止 

を 
提 
供 
す 
る父 o ） 

欲
求
不
満
 /
 補
償
 

一
 、
一
宗
教
集
団
 へ
 

（
 
椴
 
@
 ）
 

数
 で
あ
る
。
 

一
、
二
あ
る
社
会
に
 

る
 。
 

一
 、
三
白
示
教
的
セ
ク
 の

 加
入
は
、
特
権
を
持
た
な
い
人
々
の
、
社
会
に
お
け
る
 財
産
の
不
平
等
な
分
配
に
対
す
る
抗
議
の
欲
求
の
関
 

お
 げ
る
経
済
的
社
会
的
不
安
の
程
度
と
宗
教
的
セ
ク
ト
の
 会
員
数
の
発
展
と
の
間
に
は
、
正
の
関
係
が
存
在
す
 

ト
 へ
の
関
心
は
、
当
事
者
の
総
体
的
な
社
会
的
地
位
の
異
 な
っ
た
者
次
元
に
お
け
る
序
列
の
自
覚
相
互
の
間
の
 

Ⅰ
・
 宗
教
集
団
へ
の
加
入
に
関
す
る
仮
説
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こ
 

イ
ギ
リ
ス
の
エ
ホ
バ
の
証
人
派
へ
の
参
与
調
査
 

と
 非
無
作
為
サ
ン
プ
ル
に
対
す
る
調
査
 

票
に
よ
 る
最
近
の
 
研
究
は
 、
 三
つ
の
理
論
的
方
 

 
 

ぬ
 
向
性
の
価
値
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
、
き
わ
め
 

て
 興
味
深
い
調
査
結
果
を
 
ぅ
 み
だ
し
た
。
ど
の
よ
う
な
 
要
 素
が
 、
セ
ク
ト
に
参
加
す
る
 

い
 
プ
ロ
セ
ス
に
因
果
関
係
を
も
つ
か
見
出
す
た
め
に
、
 

上
記
の
仮
説
の
各
々
が
検
証
さ
れ
た
が
、
そ
の
 

い
 く
 っ
 か
に
対
し
て
は
、
操
作
上
の
 

 
 

た
 。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
調
査
結
果
は
、
全
体
と
し
 

て
 、
も
の
み
の
港
運
動
へ
の
 

%
 
 だ
そ
れ
ぞ
れ
の
仮
説
の
有
効
性
に
の
み
狭
く
限
定
 

い
 
加
入
を
説
明
す
る
場
合
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
性
 

が
も
つ
適
切
性
の
ち
が
い
を
ほ
 
ば
 明
ら
か
に
し
た
。
紙
面
 

し
て
、
き
わ
め
て
簡
単
に
そ
の
調
査
結
果
を
要
約
し
た
い
 

 
 

の
 都
合
上
こ
こ
で
は
、
 た
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七
 
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
、
も
の
み
の
 塔
 運
動
へ
 の
 加
入
 

と
し
て
と
ど
ま
る
傾
向
が
あ
る
。
 

三
 、
四
当
人
の
社
会
階
級
の
地
位
が
 
傾
 げ
れ
ば
低
 い
程
 、
過
激
な
政
治
的
宗
教
的
見
解
を
採
用
す
る
傾
向
が
強
 い
 
（
 
o
3
@
 

）
 

社
会
統
合
 

三
 、
一
あ
る
人
が
 、
 様
々
な
社
会
集
団
と
広
範
囲
な
 っ
 な
が
り
を
も
つ
こ
と
が
少
な
け
れ
ば
少
な
い
程
、
一
層
 、
十
本
 
数
的
 セ
ク
ト
 

参
加
す
る
傾
向
が
あ
る
。
 

二
 、
三
大
規
模
な
社
会
変
動
の
速
度
が
早
け
れ
ば
 
早
 い
 程
、
人
々
が
宗
教
的
セ
ク
ト
に
参
加
す
る
可
能
性
が
増
 大
 す
る
。
 

二
 、
三
あ
る
人
が
、
そ
の
社
会
環
境
を
拒
否
す
れ
ば
 
す
る
程
、
一
層
、
宗
教
的
セ
ク
ト
に
参
加
す
る
傾
向
が
あ
 る
 0
 

三
、
四
あ
る
人
が
 、
 暖
か
く
愛
情
豊
か
な
第
一
次
 集
 囲
 へ
と
統
合
さ
れ
た
い
と
感
じ
れ
ば
感
じ
る
程
、
宗
教
的
 セ
ク
ト
に
参
加
す
 

傾
向
が
強
ま
る
。
 

る V@ 町 



る
 0
 も
の
み
の
塔
の
信
仰
へ
の
回
、
心
の
プ
ロ
セ
ス
に
 
と
 っ
て
、
伝
道
者
と
潜
在
的
回
心
者
と
の
相
互
交
渉
の
性
格
 は
 、
こ
の
運
動
を
説
明
 

大
 ざ
っ
ぱ
に
い
っ
て
、
欲
求
不
満
Ⅱ
補
償
の
方
向
性
の
 諸
仮
説
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
確
証
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
 。
す
な
 ね
 ち
、
相
対
 

的
 あ
る
い
は
絶
対
的
剥
奪
感
（
ど
の
よ
う
な
種
類
で
あ
 れ
 ）
 と
 ヱ
ホ
 バ
 の
証
人
派
の
メ
ン
バ
ー
と
な
る
動
機
と
の
 間
に
 、
明
確
な
関
連
は
 

存
在
し
な
か
っ
た
。
ま
た
地
位
相
互
の
不
一
致
の
自
覚
 や
 社
会
に
お
け
る
経
済
的
、
社
会
的
不
安
の
程
度
、
 
あ
 る
い
は
地
位
の
低
さ
等
 

も
 、
も
の
み
の
港
運
動
へ
の
加
入
と
深
く
関
連
を
も
た
 な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
公
平
を
期
す
る
た
め
に
つ
げ
加
え
 ね
 。
ば
は
、
 

現
ヰ
 
仕
の
弼
剋
太
 
且
紡
叩
 

果
を
推
定
以
上
の
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
い
く
つ
か
 の
 仮
説
を
さ
ら
に
検
証
し
て
ゆ
く
こ
と
が
絶
対
に
欠
く
こ
 と
の
で
き
な
い
こ
と
で
 

（
㏄
 
@
 

あ
る
。
 

一
方
、
世
界
観
の
構
成
及
び
社
会
 統
 ム
ロ
の
二
つ
の
理
論
的
 方
向
性
の
仮
説
は
、
確
証
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
証
拠
 が
 少
な
く
な
い
。
 
道
 

徳
的
 規
範
に
つ
い
て
の
混
乱
、
重
要
な
妥
当
性
の
構
造
 に
お
け
る
変
化
、
そ
し
て
ヱ
ホ
 バ
 の
証
人
派
の
活
動
家
と
 の
 頻
繁
な
個
人
的
接
触
 

は
、
 明
ら
か
に
、
人
々
が
も
の
み
の
 塔
 運
動
に
参
加
す
る
 動
機
の
中
心
を
な
し
て
い
る
。
同
様
に
 、
 人
々
が
自
発
 的
な
集
ま
り
や
職
業
的
 

集
団
に
十
分
に
参
加
し
て
い
な
い
場
合
、
そ
れ
は
、
 

も
 の
み
の
塔
の
活
動
家
か
ら
の
援
助
の
申
し
出
に
 ょ
 ろ
こ
ん
 で
 反
応
す
る
傾
向
と
関
 

達
 し
て
い
る
と
い
う
観
点
も
、
か
な
り
の
程
度
確
証
さ
 れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
調
査
結
果
以
上
に
 
よ
り
一
層
意
義
深
い
の
 

は
、
 エ
ホ
バ
の
証
人
派
に
な
る
素
因
は
潜
在
的
要
素
に
す
 ぎ
ず
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
場
ム
ロ
、
セ
ク
ト
の
メ
ン
バ
 

１
 0
 個
人
的
介
在
に
 ょ
 

る
 活
性
化
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
 5
 こ
と
で
あ
る
。
個
人
 的
 接
触
の
ほ
 ば
 半
分
は
、
戸
別
訪
問
の
伝
道
活
動
に
 ょ
 る
も
の
で
あ
り
、
残
り
 

の
 半
分
は
、
す
で
に
も
の
み
の
塔
に
加
入
し
て
い
る
家
族
 の
 仲
介
に
よ
る
も
の
で
あ
る
 0
 し
た
が
っ
て
、
イ
ギ
リ
 ス
の
 エ
ホ
バ
の
証
人
派
 

内
で
、
自
ら
進
ん
で
こ
の
運
動
と
接
触
を
も
っ
た
と
い
，
 
ぇ
 る
も
の
は
、
お
そ
ら
く
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
と
い
わ
れ
 ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
 

の
 結
果
が
示
し
て
い
る
の
は
、
エ
ホ
バ
の
証
人
派
に
加
入
 す
る
プ
ロ
セ
ス
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
私
が
上
で
 概
 親
 し
た
理
論
的
方
向
性
 

だ
け
で
な
く
、
伝
道
者
の
説
得
活
動
の
有
効
性
に
焦
点
 を
し
ぼ
っ
た
 棚
 可
恋
 瀕
主
封
 的
な
視
角
を
補
 う
 必
要
が
あ
 る
と
い
う
こ
と
で
あ
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 騰
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こ
の
点
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
な
分
析
 
は
 次
の
も
の
 
参
 照
 。
 牡
ト
 ・
 起
り
 
。
 ガ
 h
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「
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オ
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Ⅱ
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仮
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カ
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を
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要
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に
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す
る
最
近
の
研
究
は
、
同
様
に
、
「
剥
奪
感
 」
が
驚
く
ほ
ど
小
さ
な
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・
 い
 @
 
す
 サ
 
ド
曲
コ
 Ⅰ
 
ヲ
 
ミ
ロ
・
け
才
 
コ
オ
 
0
 「
 
0
 臣
 ・
 ，
の
 
0
 臣
ベ
 
0
0
 
の
 0
 片
 お
目
的
 ざ
 仁
の
 ぃ
コ
 
・
 

Ⅰ
の
 
づ
 も
 @
 ベト
ー
Ⅱ
の
 

せ
 0-
 
せ
 0 ヨ
 0
 コ
（
 
@
-
 ㏄
の
 
F
0
 の
 片
 
0
 Ⅱ
片
 F
 田
仁
 
Ⅰ
 
0
0
%
@
 
づ
 
-
1
-
 

い
か
ト
 
）
 
目
く
 
0
 の
ま
幅
が
ま
。
 

鰻
 二
 %
 
文
運
息
わ
 雨
 
～
～
 

叫
 ～
 
ミ
 お
局
 ぬ
お
ミ
き
 
・
 舌
 、
 が
 

（
山
中
乱
訴
）
 

八
 訳
者
付
記
 V
 

本
稿
は
、
本
年
春
、
来
日
し
た
著
者
の
意
向
に
 よ
 り
訳
出
す
る
 も
の
で
あ
り
、
原
題
及
び
掲
載
 詰
 は
 、
、
、
 2
 の
 も
毛
 @
 
コ
 
0
 
ぎ
 
之
 の
も
 
し
 0
 笘
庁
 の
一
曲
 

し
 0
 づ
り
二
目
Ⅱ
の
 

申
 0
@
 
コ
の
 下
け
Ⅰ
 
り
甘
 
。
の
の
ひ
神
の
 

o
 コ
 
n
0
 
つ
 （
仁
が
 

-
 
（
Ⅱ
㏄
Ⅰ
 

ユ
 0
 コ
こ
 い
 も
 へ
 ～
 
&
 ～
の
。
 き
守
湧
タ
メ
ポ
 
Ⅰ
（
 

w
.
 

古
コ
お
お
、
で
あ
る
。
 



書評と紹介 

本
書
は
 、
 〒
講
座
宗
教
学
 ヒ
 全
五
巻
の
う
ち
、
宗
教
社
会
学
的
 な
 分
野
 

を
 取
り
扱
っ
た
巻
で
あ
り
、
そ
の
巻
頭
 は
 、
編
者
の
井
 門
 富
 三
 夫
 氏
に
よ
 

り
 「
秩
序
へ
の
挑
戦
」
と
名
づ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
 巻
 題
 め
っ
け
 

方
は
 、
こ
れ
ま
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
「
秩
序
維
持
」
の
 機
 能
を
主
に
 

果
た
し
て
ぎ
た
宗
教
が
、
現
代
的
状
況
の
も
と
で
著
し
く
「
 
内
心
倫
理
 

化
」
し
た
た
め
、
「
こ
れ
ま
で
秘
め
隠
し
て
き
た
㍉
秩
序
へ
の
 挑
戦
 し
 の
 

機
能
の
方
を
、
よ
り
つ
よ
く
発
揮
す
る
 よ
う
 に
な
っ
て
ぎ
た
」
 （
 田
 首
星
）
 

と
す
る
編
者
の
現
代
宗
教
理
解
に
由
来
し
て
い
る
。
と
は
 

え
 、
本
書
 

は
 、
編
者
に
よ
っ
て
挑
戦
機
能
を
強
め
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
 現
代
宗
教
 

の
み
を
取
り
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
維
持
機
能
 を
 主
に
果
 

た
し
て
い
る
と
さ
れ
る
「
制
度
と
し
て
の
宗
教
」
を
も
取
り
扱
 
っ
て
 い
 

る
 。
こ
う
し
た
意
味
で
、
は
た
し
て
「
秩
序
へ
の
挑
戦
」
が
 本
 書
 の
 巻
題
 

と
し
て
最
適
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
点
に
若
干
の
問
題
も
あ
 ろ
 う
 が
 、
 

い
ず
れ
に
せ
 よ
 、
か
つ
て
「
 神
 殺
し
の
時
代
」
を
 著
 わ
し
た
 編
 者
の
選
 好
 

茂
 

西
山
 

書
評
と
紹
介
 

井
門
 
軍
夫
 編
 

「
講
座
宗
教
学
第
三
巻
目
秩
序
へ
の
挑
戦
 

東
京
大
学
出
版
会
昭
和
五
三
年
三
二
一
 一
頁
 

に
 み
あ
っ
た
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
こ
と
に
は
疑
問
の
余
地
は
な
い
  
 

本
書
の
章
構
成
お
よ
び
執
筆
分
担
は
 、
 次
の
通
り
で
あ
る
。
 

序
章
秩
序
へ
の
挑
戦
（
 井
門
富
 二
夫
）
 

第
一
章
現
代
社
会
と
宗
教
（
 井
門
富
 二
夫
）
 

第
二
章
制
度
と
し
て
の
宗
教
（
伊
藤
 
幹
治
 ）
 

第
三
章
教
団
と
し
て
の
宗
教
（
赤
池
憲
治
）
 

第
四
章
運
動
と
し
て
の
宗
教
（
藤
井
正
雄
）
 

「
ま
え
が
 ぎ
 」
に
 ょ
 れ
ば
、
本
書
の
目
的
は
、
 

目
 宗
教
社
会
学
的
 な
し
 

分
野
の
理
論
や
課
題
の
現
代
的
展
開
を
紹
介
す
る
こ
と
」
（
・
 
l
 頁
 ）
に
 あ
 

り
 、
こ
の
目
的
に
沿
っ
て
、
序
章
な
ら
び
に
第
一
章
で
は
、
古
木
 

教
の
定
義
 

や
宗
教
と
社
会
変
動
と
の
関
連
、
あ
る
い
は
挑
戦
機
能
を
強
め
 て
い
る
と
 

さ
れ
る
現
代
宗
教
の
多
元
的
展
開
状
況
な
ど
に
関
す
る
一
般
的
 考
察
が
な
 

さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
第
二
章
以
下
で
は
、
宗
教
現
象
を
「
 制
 度
 」
・
「
 
組
 

織
 」
・
「
運
動
」
の
よ
う
な
社
会
学
的
な
概
念
領
域
に
分
解
し
、
 

そ
れ
ぞ
れ
 

の
 領
域
毎
に
宗
教
現
象
の
各
論
的
な
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
 そ
し
て
、
 

こ
れ
ら
の
各
論
文
の
底
に
流
れ
て
い
る
「
共
通
の
理
解
」
と
し
 て
 、
編
者
 

は
 、
 0
 
「
宗
教
」
の
「
社
会
」
に
対
す
る
本
来
の
機
能
は
何
で
 あ
る
か
と
 

ョ
弓
 
ね
る
態
度
と
、
②
「
 神
 な
ぎ
時
代
」
と
い
わ
れ
る
現
代
に
お
 Ⅰ
り
て
古
木
 

教
 

の
役
割
は
何
か
と
い
う
問
い
、
の
二
つ
を
あ
げ
て
い
る
。
 

序
章
（
 井
門
 論
文
）
で
は
、
ま
ず
「
宗
教
社
会
学
が
対
象
と
す
 る
 
ヱ
 %
 

教
ヒ
 と
「
社
会
」
、
な
ら
び
に
そ
の
両
者
の
相
互
関
係
」
（
二
頁
 

）
が
考
察
の
 

 
 

さ
れ
る
。
筆
者
に
 よ
 れ
ば
「
「
社
会
」
は
、
人
間
が
生
き
て
ゆ
く
 
う
，
え
の
 

㏄
 

道
具
と
し
て
創
出
さ
れ
た
類
型
的
人
間
関
係
」
（
 セ頁
 ）
で
 あ
る
の
 
折
 

 
 

に
 対
し
て
、
 
ヨ
 宗
教
は
、
社
会
と
ほ
異
な
り
…
…
 
口
 
そ
の
社
会
 に
よ
っ
て
 



  

別
 ら
れ
た
 口
 第
二
次
的
産
物
」
（
八
頁
）
で
あ
り
、
三
社
会
」
 や
 
「
個
人
 L
 

に
と
っ
て
究
極
的
意
味
を
付
与
す
る
文
化
的
要
素
…
…
あ
る
い
 は
さ
ま
ざ
 

ま
な
社
会
制
度
に
対
し
て
中
心
づ
げ
の
価
値
を
与
え
る
」
（
 一
 0
 頁
 ）
 機
 

能
 を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
次
に
筆
者
は
、
現
代
に
お
け
 る
 「
有
意
 

性
 構
造
（
人
々
の
行
為
に
ご
く
一
般
的
な
行
為
目
的
を
誘
発
さ
 せ
 う
る
、
 

論
理
的
か
つ
評
価
的
な
首
尾
一
貫
性
）
」
（
一
一
頁
）
と
し
て
の
 
宗
教
の
衰
 

過
 と
拡
散
、
お
よ
び
、
そ
の
帰
結
と
し
て
の
大
ゲ
 
の
 「
視
座
の
 喪
失
」
、
 

「
不
安
」
、
「
淋
し
さ
」
、
「
役
割
へ
の
自
信
の
な
さ
」
に
ふ
れ
、
 

結
 局
 の
と
 

こ
ろ
、
人
間
は
、
こ
う
し
た
状
態
に
は
耐
え
ら
れ
ず
、
ま
た
ぞ
 ろ
 新
し
い
 

筋
書
（
宇
宙
観
的
枠
組
）
模
索
を
迫
ら
れ
、
そ
の
結
果
「
拡
散
 し
た
筋
書
 

を
 自
分
な
り
に
読
み
と
ろ
り
と
す
る
」
（
二
五
頁
）
非
制
度
的
な
 新
し
い
 

「
宗
教
」
を
つ
く
り
出
す
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
世
俗
化
が
 進
ん
で
 

「
表
面
的
に
は
い
か
に
も
非
宗
教
化
の
経
過
が
進
ん
で
い
る
よ
 う
 に
兄
 

ニ
 
（
二
四
頁
）
 る
 現
代
社
会
に
お
い
て
も
、
な
お
、
宗
教
は
 
、
そ
の
 普
 

遠
的
な
機
能
を
果
た
し
続
け
て
い
る
と
結
ぶ
。
 

第
一
章
（
 井
門
 論
文
）
に
お
い
て
筆
者
は
、
ま
ず
第
一
節
「
 宗
 教
 の
 定
 

義
 」
で
宗
教
を
超
文
化
的
な
現
象
と
し
て
規
定
す
る
中
村
広
治
 郎
の
見
解
 

を
 神
学
も
し
く
は
宗
教
哲
学
的
規
定
と
し
て
斥
け
、
宗
教
は
あ
 く
ま
で
 文
 

化
の
一
部
で
あ
る
と
す
る
「
科
学
的
」
立
場
か
ら
、
岸
本
英
夫
 や
 イ
ン
ガ
 

｜
 （
 
せ
 @
 
コ
 ㏄
の
 
コ
ト
ま
 ・
）
の
も
の
を
中
心
に
フ
ロ
ッ
カ
ー
（
 

し
 -
g
n
 

オ
 の
 「
。
 
か
 
り
・
）
 

、
 

験
の
全
体
を
む
こ
う
に
つ
ぎ
 め
 げ
て
そ
れ
を
ふ
り
か
え
っ
て
 み
 

。
ヒ
ー
コ
ッ
ク
（
㌧
の
の
り
持
ガ
・
 

目
 Ⅰ
・
）
、
ギ
ア
ツ
（
の
 

e
 
ぺ
 
（
 
z
.
 

の
・
）
 

ら
 る

 試
み
を
 

の
 右
下
 
教
小
り
 

定
義
が
紹
介
さ
れ
、
検
討
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
こ
で
は
、
 
「
人
間
 
体
 

行
 な
い
つ
 つ
 、
人
間
体
験
の
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
に
意
味
を
与
え
 よ
う
と
す
 

る
 行
為
」
（
四
三
頁
）
と
い
う
、
自
己
超
越
の
要
素
を
重
ん
じ
 た
 筆
者
 自
 

2
8
 

 
 

身
の
宗
教
規
定
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
 

第
二
節
「
宗
教
と
社
会
変
動
」
で
は
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
行
為
 理
 払
冊
 に
よ
⑧
 

 
 
 
 

る
 
「
社
会
変
動
」
の
説
明
が
な
さ
れ
、
次
い
で
社
会
変
動
が
宗
 教
 と
の
 関
 

連
で
 次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
そ
れ
は
「
共
同
 体
的
 社
会
 

（
の
。
 
ヨ
 5
 目
コ
リ
）
の
 

o
n
@
 

の
 （
 
ぜ
 ）
か
ら
…
…
協
同
的
社
会
（
下
の
の
 
持
 @
p
 
（
 
@
 0
 コ
ぃ
 
-
 の
 。
 

n
@
 
の
 （
 
せ
 ）
へ
の
 動
 ぎ
に
沿
う
て
生
じ
る
、
宗
教
機
能
の
、
社
会
 そ
 
の
も
の
へ
 

の
働
 ぎ
か
げ
す
な
わ
ち
「
そ
の
公
的
な
働
 き
方
 」
か
ら
、
個
人
 に
 読
み
と
 

ら
れ
て
彼
の
内
か
ら
個
人
の
行
為
そ
の
も
の
に
働
き
か
け
 ろ
 
「
 私
的
な
 働
 

ぎ
方
 ヒ
が
 主
と
な
る
方
向
へ
の
動
 き
 」
（
五
六
頁
Ⅹ
つ
ま
り
「
 内
心
倫
理
 

化
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
。
そ
し
て
、
筆
者
は
、
さ
ら
に
、
 古
 代
か
ら
 現
 

代
 に
い
た
る
 
諸
 
「
宗
教
の
歴
史
的
展
開
」
過
程
は
、
宗
教
そ
の
 も
の
の
 絶
 

え
ざ
る
イ
デ
ー
 化
 ・
普
遍
化
、
す
な
わ
ち
「
内
心
倫
理
化
」
の
 過
程
で
あ
 

り
 、
現
代
日
本
の
宗
教
状
況
も
、
そ
の
例
外
で
は
な
い
と
す
る
  
 

第
三
節
「
現
代
社
会
と
宗
教
」
で
は
、
現
代
社
会
に
お
け
る
 宗
 数
 は
 、
 

そ
れ
自
体
、
文
化
体
系
・
社
会
体
系
・
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
体
系
 な
ど
の
 行
 

為
の
下
位
体
系
に
照
応
し
て
機
能
分
化
し
て
お
り
、
現
代
人
は
 、
そ
こ
に
 

成
立
し
て
く
る
文
化
宗
教
・
制
度
宗
教
・
組
織
宗
教
・
個
人
家
 教
き
 、
 時
 

と
場
 ム
ロ
に
応
じ
て
使
い
分
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
 

現
 代
 に
お
け
 

る
 
「
宗
教
的
機
能
の
多
元
的
様
相
」
が
み
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
 

そ
し
て
、
 

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
「
現
代
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
 機
能
を
 、
 

個
人
宗
教
の
面
ば
か
り
で
測
定
し
ょ
う
と
す
る
」
（
 七
 0
 頁
 ）
 ル
ッ
ク
マ
 

ン
 
（
Ⅰ
仁
井
ヨ
 
ド
コ
 
・
 円
拝
 ）
の
や
り
方
や
、
「
文
化
宗
教
、
制
度
 宗
 教
の
面
を
 

死
に
ゃ
く
機
能
と
み
た
て
て
、
組
織
宗
教
す
な
わ
ち
…
・
・
・
 

セ
ク
 ト
 の
面
の
 



書評と紹介 

み
に
、
宗
教
の
未
来
を
見
出
し
て
ゆ
こ
う
と
い
う
」
（
 七
 0
 頁
  
 

ソ
ソ
 
（
 毛
日
 0
 コ
 ・
中
戸
）
の
や
り
方
は
、
と
も
に
現
代
に
お
 け
 る
 
「
 ゐ
 木
肌
 

牡
 

地
機
能
の
多
元
的
様
相
」
を
無
視
し
た
片
手
落
ち
の
や
り
方
で
 あ
る
と
 批
 

刊
 す
る
。
ま
た
、
筆
者
は
、
こ
の
よ
う
に
現
代
の
宗
教
が
多
元
   

分
化
し
て
個
人
や
社
会
に
働
き
か
け
て
い
る
以
上
、
世
俗
化
を
 宗
教
衰
退
 

と
み
る
考
え
方
は
 未
 だ
表
面
的
で
あ
り
、
む
し
ろ
「
宗
教
衰
退
 と
か
、
 
常
 

識
 的
に
い
 う
 世
俗
化
の
尺
度
は
、
い
つ
の
時
代
に
も
存
在
し
な
 
い
 」
（
 七
 

四
頁
）
 し
 、
「
内
心
倫
理
化
」
の
進
行
に
よ
っ
て
宗
教
は
ま
す
 ま
す
挑
戦
 

機
能
を
強
め
て
い
る
と
す
る
。
し
か
し
、
ま
た
、
筆
者
は
、
 そ
 ぅ
 で
あ
れ
 

ば
こ
そ
、
現
代
に
お
い
て
は
、
秩
序
づ
け
と
挑
戦
の
両
機
能
の
 調
和
（
 シ
 

ン
ボ
リ
ッ
ク
・
バ
ラ
ン
ス
）
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
く
る
と
  
 

第
四
節
 
一
 
・
宗
教
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
。
 
ン
 」
で
筆
者
は
ぶ
う
（
 い
 0
 目
ぃ
ゴ
、
 

戸
 
2
.
 
）
の
編
著
「
新
し
い
宗
教
意
識
」
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
 
い
る
青
年
 

文
化
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
・
最
近
の
日
本
の
青
少
年
漫
画
週
刊
 誌
 、
あ
る
 ぃ
 

は
 ビ
ー
ト
ル
ズ
の
音
楽
に
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
 葉
 ム
目
的
 
探
 索
 」
（
 0
 

E
.
 ク
ラ
ッ
プ
）
を
続
け
る
青
年
た
ち
の
志
向
性
の
な
か
に
 挑
 戦
機
能
を
 

み
 と
め
、
「
こ
れ
を
現
代
宗
教
と
 よ
 べ
な
い
と
す
れ
ば
、
筆
者
 
の
い
う
 

「
個
人
宗
教
ョ
…
・
・
・
は
成
立
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
」
（
八
九
頁
 
）
と
述
べ
 

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
「
意
味
を
求
め
る
動
物
と
し
て
の
 人間
が
 、
 

い
か
な
る
 社
ム
ム
 に
お
い
て
も
全
社
会
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
 ン
 の
場
を
 

確
立
さ
せ
る
必
要
上
、
何
ら
か
の
形
で
宗
教
も
し
く
は
宗
教
 類
 仮
現
象
を
 

生
み
出
し
て
き
た
」
（
九
一
頁
）
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
 

こ
 ぅ
し
た
 仝
 
昌
 

味
か
ら
も
、
「
筆
者
は
、
現
在
も
、
こ
れ
か
ら
も
、
宗
教
が
そ
 の
ま
ま
こ
 

の
 地
上
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
う
と
は
、
ど
 う
 に
も
思
え
な
い
 
」
（
九
四
 

頁
 ）
と
結
ぶ
の
で
あ
る
。
 

第
二
章
（
伊
藤
論
文
）
は
、
ま
ず
、
「
宗
教
と
社
会
の
構
造
 連
 関
 」
に
 

閲
す
る
諸
説
（
内
容
 %
 分
省
略
）
を
紹
介
し
た
あ
と
、
 

レ
 

フ
 ー
 ィ
ル
 

ド
 
（
刃
の
 
ロ
め
 
0
-
&
.
 

戸
 ）
の
民
俗
社
会
理
論
を
批
判
的
に
継
承
し
 つ
つ
、
 
日
 

本
の
村
落
社
会
に
お
け
る
宗
教
と
社
会
変
化
の
連
関
メ
カ
ニ
ズ
 ム
を
 捉
え
 

よ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
「
親
族
レ
ヴ
ェ
ル
の
宗
教
と
社
会
 

変
 化
の
あ
 い
 

だ
に
、
連
関
性
が
認
め
ら
れ
」
（
一
四
六
頁
）
 

て
 、
レ
ッ
ド
 フ
 

ル
ド
 

の
 示
唆
が
裏
付
け
ら
れ
る
か
た
ち
と
な
っ
た
が
、
他
方
で
は
、
 家
族
形
態
 

や
 相
続
形
態
の
よ
う
な
村
落
の
社
会
構
造
と
直
接
か
か
わ
る
 局
 面
は
、
変
 

化
に
抗
し
て
相
対
的
な
安
定
を
保
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
 宗
 教
 的
な
行
 

車
体
系
も
、
農
家
の
兼
業
化
や
脱
農
家
の
進
行
に
も
か
か
わ
ら
 ず
 新
旧
 行
 

事
の
部
分
的
な
入
れ
替
わ
り
に
 よ
 る
再
編
成
が
お
こ
た
わ
れ
て
 継
続
さ
れ
 

て
い
る
こ
と
が
判
明
し
、
そ
の
意
味
で
、
筆
者
は
、
現
実
は
 レ
 ツ
 ・
ド
フ
ィ
 

ル
ド
 の
 説
 ほ
ど
単
純
で
な
い
と
結
ん
で
い
る
。
 

 
 第

三
章
（
赤
池
論
文
）
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
（
旧
の
 ヴ
 の
コ
 ミ
 ・
）
 
、
 
ト
レ
ル
 

チ
 
（
 
づ
 「
 
泳
 -
 
（
の
 
り
ゴ
 
。
 め
 ・
）
、
ニ
ー
。
ハ
ー
（
 
之
 @
 
の
 す
 年
ゴ
 
q
 
。
Ⅰ
・
 オ
 ・
）
 ら
 0
%
 

示
教
 

社
 

全
学
界
の
巨
頭
た
ち
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
、
今
日
で
は
ウ
ィ
 

 
 

（
 キ
 二
の
 
0
 や
ロ
 ・
 力
 ・
）
、
マ
ー
チ
ン
（
目
代
 曲
 二
ロ
 し
 、
イ
ン
ガ
ー
 ハ
ペ
 
-
 
コ
的
の
 
q
 
。
 

目
口
目
 ・
レ
、
 
p
@
 
バ
 ー
 Ⅰ
 
@
 リ
 
ノ
ン
ハ
ヵ
。
 
す
の
 
Ⅱ
（
の
 

0
 巳
こ
目
 
Ⅳ
 
@
 
）
 わ
 に
よ
っ
て
 継
 承
 発
展
さ
 

せ
ら
れ
て
き
た
チ
ャ
ー
チ
・
セ
ク
ト
理
論
を
、
現
代
的
視
点
か
 ら
 再
検
討
 

し
て
い
る
。
筆
者
は
、
ま
ず
、
教
団
類
型
論
（
チ
ャ
ー
チ
・
 

セ
ク
 ト
 理
論
）
 

 
 

の
類
型
化
を
お
こ
な
い
、
次
い
で
、
そ
れ
ら
の
う
ち
、
と
く
に
 

 
 

，
ス
テ
ィ
シ
ズ
ム
（
ま
た
は
カ
ル
ト
）
を
取
り
上
げ
て
詳
説
す
 

 
 

終
 的
に
は
 
ロ
 ・
ハ
ー
ト
ソ
ン
か
ら
「
組
織
構
造
を
欠
く
教
団
概
念
 
」
二
王
 し
 



一
頁
）
と
し
て
 

乏
 価
さ
れ
つ
つ
も
、
ミ
ス
テ
ィ
シ
ズ
ム
（
 

力
ル
 
ト
 
）
の
 
芽
 

組
織
的
・
普
遍
主
義
的
・
非
道
徳
的
な
性
格
の
ゆ
え
に
、
そ
れ
 

が
あ
ら
た
 

 
 

ィ
 
ン
 
シ
ズ
ム
 

（
 
リ
 
㏄
 

の
 
現
代
的
意
義
」
を
強
調
す
る
。
 

第
四
巻
（
藤
井
論
文
）
は
、
ま
ず
、
カ
タ
リ
派
や
再
洗
礼
派
の
 

よ
う
な
 

キ
リ
ス
ト
教
の
異
端
運
動
、
カ
ー
ゴ
カ
ル
ト
や
ゴ
ー
ス
ト
ダ
ン
 

ス
 
の
よ
う
 

な
白
人
植
民
地
社
会
の
土
着
主
義
運
動
、
そ
し
て
日
本
の
新
奈
 

教
 運
動
や
 

既
成
教
団
の
再
編
成
運
動
な
ど
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
運
動
の
 

事
例
紹
介
 

か
ら
始
め
ら
れ
、
次
い
で
人
類
学
的
、
社
会
学
的
、
歴
史
比
較
 

文
化
的
な
 

「
宗
教
運
動
の
系
譜
と
そ
の
理
論
」
（
内
容
紹
介
省
略
）
が
取
り
 

上
げ
ら
 

毛
 
の
む
 

コ
 
・
 
の
レ
し
と
 

ゲ
ッ
テ
ィ
ス
（
の
の
（
（
 

せ
の
 

-
 
ミ
 ・
 
巴
 
こ
の
四
段
階
（
 

0
 社
 

会
 不
安
、
②
集
合
興
奮
、
③
形
式
化
、
④
制
度
化
の
各
段
階
）
 

説
 を
用
 
い
 

て
 
説
明
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
戦
後
三
十
年
を
経
過
し
た
 

日
 
本
の
新
古
本
 

教
 運
動
の
展
開
 

は
 
、
形
式
化
の
段
階
を
経
て
制
度
化
の
段
階
に
 

入
っ
て
 

い
 

る
 
」
（
三
一
四
頁
）
と
診
断
さ
れ
る
。
な
お
、
筆
者
は
、
本
章
の
 

な
か
で
・
 

「
宗
教
運
動
」
を
「
宗
教
」
と
「
社
会
」
の
合
成
概
念
と
み
な
し
 

、
ま
た
 

 
 

 
 

立
場
か
ら
、
そ
れ
を
「
社
会
の
転
換
期
に
不
安
・
苦
悩
に
あ
え
 

ぐ
人
び
と
 

の
 
欲
求
に
応
え
て
出
現
し
、
絶
え
ず
そ
の
様
相
を
変
化
さ
せ
な
 

が
ら
も
、
 

あ
る
一
定
離
間
持
続
的
に
展
開
さ
れ
る
、
救
済
目
的
に
方
向
 

づ
 
げ
ら
れ
た
 

集
合
体
」
（
二
九
五
頁
）
と
定
義
づ
け
て
い
る
。
 

さ
て
、
全
体
を
み
わ
た
し
た
と
き
、
「
宮
本
教
社
会
学
的
な
口
分
 

野
 の
 
理
 

な
り
に
遂
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
い
 う
る
 。
だ
が
、
「
ま
え
が
 ぎ
 」
で
編
者
 

 
 

が
 述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
も
し
、
本
書
が
日
講
座
宗
教
学
 ヒ
第
 二
巻
の
巻
 

B
 

末
の
 
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
具
体
的
な
形
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
課
題
 を
ひ
き
つ
㈲
 

ぐ
 役
割
を
も
負
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
本
書
に
お
い
て
は
、
 た
 ん
に
欧
米
（
 

の
 研
究
者
の
理
論
や
概
念
を
「
紹
介
す
る
」
だ
け
で
は
な
く
、
 も
っ
と
 実
 

際
の
日
本
社
会
の
宗
教
状
況
を
地
道
に
ふ
ま
え
た
立
論
が
な
さ
 れ
て
然
る
 

べ
 ぎ
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
例
え
ば
、
編
者
の
井
間
民
 は
、
第
 二
巻
の
 シ
 

ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
創
価
学
会
と
立
正
佼
成
会
の
「
あ
ま
り
に
も
 早
 い
 既
成
 

化
 
（
自
己
防
衛
化
）
」
を
な
 げ
き
 、
「
最
初
か
ら
新
興
宗
教
集
団
 

に
は
ご
く
 

少
数
の
例
外
を
除
い
て
は
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
の
機
能
は
な
か
っ
た
」
 

と
 断
ず
る
 

阿
部
美
哉
氏
の
見
解
を
肯
定
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 本
 串
 
三
日
に
お
い
 

て
は
、
準
拠
集
団
と
し
て
の
組
織
宗
教
化
を
含
む
現
代
宗
教
の
 動
向
を
 、
 

総
じ
て
「
秩
序
へ
の
挑
戦
機
能
」
の
強
化
と
し
て
捉
え
て
い
る
 。
こ
う
し
 

た
 矛
盾
は
、
実
証
研
究
を
重
視
す
る
と
い
う
よ
り
も
最
新
の
宗
 数
社
会
学
 

理
論
の
紹
介
を
目
的
と
し
た
本
書
の
性
格
と
関
係
が
あ
ろ
う
。
 ま
た
、
 組
 

織
 白
木
教
化
は
よ
い
と
し
て
も
、
漫
画
小
説
や
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
歌
 

（
 井
門
 ）
 、
 

あ
る
い
は
マ
イ
ホ
ー
ム
主
義
や
性
行
動
（
ル
ッ
ク
マ
ン
）
な
ど
 を
 主
題
と
 

す
る
個
人
宗
教
化
の
動
ぎ
が
、
実
際
に
社
会
に
対
し
て
、
ど
れ
 だ
け
「
 挑
 

戦
の
機
能
」
を
発
揮
し
、
社
会
変
動
の
原
因
と
な
る
こ
と
が
で
 ぎ
る
か
に
 

つ
い
て
、
評
者
は
編
者
ほ
ど
楽
観
的
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
こ
 と
も
、
 編
 

者
が
、
期
待
概
念
（
本
来
の
機
能
）
と
し
て
の
挑
戦
機
能
を
重
 規
 す
る
あ
 

ま
り
、
実
態
を
期
待
の
方
に
強
引
に
ひ
き
 よ
 せ
す
ぎ
た
結
果
、
 
生
起
し
た
 

も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 

次
に
、
個
別
論
文
に
逐
一
批
評
を
加
え
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
 、
 限
ら
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対
す
る
信
念
体
系
」
（
 一
 
0
 頁
 ）
と
規
定
し
た
り
、
ま
た
、
 
宗
 教
が
 制
度
 

や
 組
織
の
拘
束
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
（
内
心
倫
理
化
）
を
 積
 極
 的
に
評
 

価
し
た
り
す
る
筆
者
の
姿
勢
の
な
か
に
は
っ
き
り
と
み
と
め
ら
 れ
よ
 う
 。
 

次
に
、
編
者
は
、
そ
う
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
観
点
か
ら
「
 古
本
 

和
仏
の
 

w
 

歴
史
的
展
開
」
を
整
序
し
て
、
そ
こ
に
「
宗
教
の
進
化
」
を
 

み
と
め
 

る
 。
い
う
ま
で
も
な
く
「
進
化
」
の
方
向
は
、
「
内
心
倫
理
化
 」
と
「
 秩
 

序
へ
の
挑
戦
」
機
能
の
強
化
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
二
の
前
提
で
 あ
る
。
 

そ
し
て
、
第
三
の
前
提
は
、
第
二
の
前
提
お
よ
び
、
彼
の
「
 広
 い
 意
味
 

で
 の
 め
 
示
教
」
（
一
九
頁
）
理
解
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
「
宗
教
 

機
能
の
普
 

通
性
」
を
み
と
め
、
ま
た
、
宗
教
の
「
本
来
の
機
能
」
（
 -
u
 
頁
 、
 -
 
八
五
頁
）
 

を
み
と
め
る
編
者
の
立
場
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

最
後
に
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
前
提
の
行
き
つ
く
先
に
、
編
者
は
 
、
「
古
本
 

教
 不
滅
論
」
と
い
う
第
四
の
大
前
提
を
設
定
し
て
い
る
こ
と
が
 わ
か
る
。
 

だ
が
、
こ
れ
ら
の
前
提
は
、
す
べ
て
経
験
的
に
検
証
さ
れ
る
 事
 柄
 と
い
 

う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
研
究
者
自
身
の
主
観
的
な
価
値
判
断
と
 大
胆
な
 直
 

威
力
に
依
存
し
た
事
柄
で
あ
ろ
う
。
編
者
は
第
二
巻
の
 シ
シ
ポ
 ジ
 ゥ
ム
で
 

「
 口
 
宗
教
的
な
 ロ
 機
能
の
有
効
性
と
か
価
値
が
問
題
に
な
る
場
合
 

ど
う
 

し
て
も
ノ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
，
サ
イ
ェ
ン
 ス
 と
し
て
の
側
面
が
入
っ
 て
く
る
」
 

（
二
巻
二
九
 
0
 頁
 ）
と
述
べ
て
い
る
が
、
前
述
し
た
四
つ
の
前
提
 も
、
編
 

者
の
こ
う
し
た
姿
勢
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
 

 
 

こ
う
し
た
意
味
で
、
編
者
の
立
場
は
「
宗
教
を
全
文
化
・
会
社
 会
 と
の
 

相
引
明
保
に
お
い
て
と
ら
え
る
、
広
い
意
味
で
の
宗
教
社
会
学
 
」
二
八
②
 

頁
 ）
の
立
場
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
の
ノ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
 な
 側
面
に
 

紬
 

注
目
す
れ
ば
、
む
し
ろ
、
彼
が
「
宗
教
的
社
会
学
」
と
呼
ん
で
 批
判
す
る
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藤
田
富
雄
編
「
講
座
宗
教
学
第
四
巻
、
秘
め
ら
れ
た
意
味
 
口
 （
 東
京
大
 

学
 出
版
会
、
昭
和
五
二
年
）
は
、
革
新
的
で
復
古
的
な
、
両
面
 的
 特
徴
を
 

持
つ
。
全
体
の
構
成
は
、
第
一
論
文
と
第
三
論
文
が
理
論
と
方
 法
き
 、
 第
 

二
論
文
と
第
四
論
文
が
神
話
と
言
語
の
事
例
を
扱
っ
て
い
る
。
 

第
三
字
・
藤
田
富
雄
「
宗
教
の
意
味
を
求
め
て
宗
教
的
 シ
  
 

に
よ
る
試
み
 ｜
 」は
、
象
徴
的
思
考
 法
 に
よ
り
宗
教
の
意
味
 を
 理
解
す
 

る
 認
識
論
的
試
み
で
あ
る
。
そ
の
意
図
は
、
世
俗
化
さ
れ
た
 現
  
 

木
田
理
 文
 

吉
原
和
男
 

げ
の
体
系
Ⅱ
宗
教
的
世
界
観
の
中
で
統
一
的
に
行
わ
れ
る
。
 

以
上
の
占
か
ら
、
こ
の
世
界
観
は
二
重
の
構
造
に
な
っ
て
い
る
 。
第
一
 

に
 宗
教
世
界
は
人
間
の
主
体
的
意
味
づ
け
に
よ
る
リ
ア
 り
 テ
ィ
 
の
あ
る
 シ
 

ン
ボ
ル
の
世
界
で
あ
る
。
 

弟
 二
に
宗
教
的
意
味
は
一
定
の
時
空
 構
造
と
 形
 

式
を
持
つ
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
に
 ょ
 り
、
指
示
さ
れ
表
現
さ
れ
る
 自
己
の
生
 

の
 開
示
で
あ
る
，
こ
の
把
握
は
実
存
理
解
 ｜
 象
徴
形
式
 ｜
 生
活
 世
界
と
い
 

う
 解
釈
学
Ⅲ
方
法
に
 慕
 い
て
い
る
，
ま
た
論
弁
（
言
語
）
的
形
 式
 に
よ
る
 

形
而
上
学
（
所
学
）
的
世
界
観
へ
と
 耕
百
 す
る
、
一
つ
の
重
要
 な
 宗
教
的
 

世
界
観
の
構
造
で
も
あ
る
。
 

こ
の
構
造
は
、
第
一
に
象
徴
形
式
の
構
造
に
 於
 い
て
、
特
殊
な
 
体
験
に
 

基
 い
た
、
感
性
的
に
把
握
で
き
る
象
徴
の
意
義
を
明
確
に
す
る
 。
第
一
一
に
 

東
京
大
学
出
版
会
昭
和
五
二
年
一
三
二
 
0
 頁
 

こ
の
よ
う
な
伝
達
機
能
に
よ
り
日
常
生
活
が
、
可
能
的
改
変
的
 な
 範
囲
を
 

拡
大
し
相
互
に
参
与
す
る
宗
教
の
場
と
な
る
。
こ
れ
が
包
括
的
 な
 意
味
 づ
 

て
 、
個
人
や
集
団
に
究
極
的
実
在
や
関
心
を
現
示
Ⅱ
再
現
す
る
 

。
そ
し
て
 

「
講
座
宗
教
学
第
四
巻
、
秘
め
ら
れ
た
意
味
Ⅰ
 

藤 
田 

富雄 

編 

て
、
 見
え
な
く
な
っ
た
世
界
を
見
え
る
構
造
と
し
て
 再
 形
成
す
 る
 事
に
あ
 

 
 
 
 

る
 。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

た
 支
配
的
実
在
の
世
界
、
従
者
は
現
示
的
象
徴
に
よ
る
根
源
的
 実
在
の
世
 

界
 で
あ
る
。
そ
し
て
日
常
的
自
己
を
非
日
常
的
他
者
で
根
拠
 づ
 げ
る
と
こ
 

ろ
に
七
 
%
 教
の
世
界
が
成
立
す
る
。
こ
の
シ
ン
ポ
 ル
 の
世
界
は
 、
 対
面
的
関
 

係
 に
基
 く
伝
 辻
の
可
能
な
共
通
の
意
味
の
世
界
で
あ
る
。
 

そ
の
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
と
は
感
性
的
事
物
で
あ
り
、
超
越
的
な
 体
験
を
 

表
現
し
、
 超
栖
 的
な
も
の
を
指
示
す
る
，
ま
た
共
通
の
コ
ー
ド
 
を
 通
し
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空 

（統合、 の外的 

    
さ
れ
た
象
徴
体
系
は
、
一
定
の
テ
ー
マ
を
持
つ
ド
ラ
マ
と
し
て
 把
握
さ
れ
 

る
 。
次
に
分
節
化
さ
れ
た
構
成
要
素
や
支
配
的
象
徴
 問
 の
線
的
 配
 何
に
基
 

く
楡
換
 的
な
統
ム
ロ
規
則
が
分
析
さ
れ
る
。
ま
た
そ
れ
ら
を
範
例
 

と
 対
比
し
 

て
隠
楡
 的
な
連
合
規
則
を
分
析
す
る
。
こ
こ
か
ら
二
重
の
対
立
 規
則
に
基
 

く
 意
味
体
系
の
構
造
モ
デ
ル
が
設
定
さ
れ
る
。
 

第
三
の
過
程
は
世
界
観
の
仮
説
的
モ
デ
ル
の
設
定
、
内
的
１
件
 的
 構
造
 

の
 検
証
を
行
う
，
里
俗
理
論
と
象
徴
的
二
元
論
に
基
 く
 宗
教
的
 世
界
観
の
 

モ
デ
ル
が
設
定
さ
れ
る
。
そ
の
内
部
構
造
の
各
部
分
が
象
徴
の
立
 
思
味
と
構
 

造
 に
照
ら
し
て
検
証
、
精
 級
 化
さ
れ
る
。
ま
た
外
的
構
造
が
社
 会
 構
造
と
 

日
常
生
活
の
人
問
や
時
空
構
造
の
正
常
 ｜
 異
常
関
係
に
照
ら
し
 て
 検
証
さ
 

れ
る
。
 

以
上
の
よ
う
な
研
究
方
法
と
そ
の
成
果
か
ら
、
日
本
の
民
俗
 宗
 教
が
自
 

然
の
法
に
基
 く
 神
と
人
と
の
間
の
互
酬
性
と
い
う
均
衡
モ
デ
ル
 と
し
て
 
示
 

さ
れ
る
。
こ
の
モ
デ
ル
は
二
元
論
的
分
類
 l
 形
式
的
構
造
 ｜
思
 若
様
式
と
 

い
う
経
験
科
学
（
文
化
人
類
学
、
記
号
学
）
的
方
法
に
 塞
 い
て
 

い
る
。
 

ま
 

た
こ
れ
は
対
陣
Ⅰ
仲
介
、
 

徴
 な
し
Ⅰ
 徴
 つ
き
、
文
化
 
ノ
 自
然
と
 い
 う
 三
つ
 

0
 対
立
項
か
ら
成
る
抽
象
的
構
造
図
式
で
説
明
さ
れ
る
。
 

こ
の
構
造
モ
デ
ル
は
、
第
一
に
、
部
分
か
ら
全
体
へ
、
統
合
関
 係
 
（
 連
 

群
論
）
か
ら
連
合
関
係
（
範
列
 %
 超
）
へ
と
展
開
さ
れ
た
、
象
徴
 体
系
の
内
 

部
 構
造
を
明
確
に
し
て
い
る
。
第
二
に
、
同
一
の
象
徴
 
体
統
   

て
 、
コ
ー
ド
の
共
通
性
に
基
き
、
感
覚
表
象
と
内
包
的
意
味
が
 象
徴
の
 
/
 

 
 
 
 

 
 

タ
 舌
口
語
機
能
に
よ
り
変
換
さ
れ
る
事
を
明
示
し
て
い
る
。
 

 
 

だ
が
、
象
徴
体
系
か
ら
世
界
観
へ
と
展
開
す
る
象
徴
の
階
層
構
   

知
覚
か
ら
文
化
へ
と
至
る
構
成
単
位
と
、
そ
の
上
位
下
位
関
係
 が
 明
示
さ
 



れ
て
い
な
い
。
ま
た
象
徴
体
系
間
の
対
応
関
係
と
領
域
構
造
、
 特
に
分
節
 

的
な
言
語
象
徴
と
非
分
節
的
な
視
覚
象
徴
と
の
対
応
が
明
確
で
 な
い
，
 
こ
 

の
た
め
個
別
の
象
徴
体
系
の
意
味
構
造
を
抽
象
的
構
造
図
式
と
 し
て
説
明
 

す
る
の
は
可
能
と
な
る
。
そ
の
反
面
、
象
徴
と
そ
の
体
系
に
含
 煮
 さ
れ
る
 

意
味
を
内
的
、
外
的
に
何
度
も
コ
ー
ド
変
換
す
る
事
で
構
成
さ
 れ
る
、
 明
 

示
 的
な
具
体
的
モ
デ
ル
は
不
均
衡
な
も
の
に
な
る
と
思
わ
れ
る
  
 

以
上
見
て
き
た
よ
 う
 に
、
第
一
論
文
は
宗
教
的
実
存
を
解
明
す
 る
 解
釈
 

者
（
聞
き
手
）
の
モ
デ
ル
で
あ
る
。
一
方
、
第
三
論
文
は
宗
教
 め
 構
造
を
 

解
読
し
 ぅ
る
 
テ
キ
ス
ト
の
モ
デ
ル
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
多
様
な
 意
味
の
解
 

釈
と
 説
明
を
可
能
に
し
て
い
る
。
問
題
は
、
テ
キ
ス
ト
の
階
層
 ｜
 領
域
 構
 

造
と
 究
極
的
意
味
の
分
析
に
あ
る
。
こ
の
た
め
に
表
現
者
（
 話
 し
手
 ）
 の
 

モ
デ
ル
の
導
入
は
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
 

ま
た
両
論
文
で
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
近
世
・
近
代
の
世
俗
 化
さ
れ
 

た
 宗
教
が
示
す
現
世
的
な
宗
教
的
世
界
観
の
解
明
と
、
宗
教
を
 成
立
さ
せ
 

る
聖
 
・
俗
曲
契
機
（
歴
史
的
形
成
）
の
問
題
に
、
象
徴
の
理
論
 と
 力
法
が
 

ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

さ
て
 三
 論
文
の
意
義
は
、
第
一
に
宗
教
学
方
法
論
の
中
核
と
な
 る
 統
合
 

理
論
と
し
て
、
機
能
主
義
に
代
わ
り
象
徴
主
義
が
提
唱
さ
れ
て
 い
る
。
 だ
 

が
 第
二
に
象
徴
の
理
論
と
方
法
が
規
範
的
学
問
（
哲
学
）
 と
記
 述
 地
学
問
 

（
文
化
人
類
学
）
の
偶
有
の
対
象
と
そ
の
意
義
を
再
生
す
る
に
 留
 さ
っ
て
 

い
る
 よ
う
 に
見
え
る
。
宗
教
学
理
論
の
変
動
が
未
来
を
志
向
 す
 る
 相
互
 媒
 

介
 的
な
も
の
に
な
る
事
を
望
み
た
い
。
 

（
木
田
）
 

 
 

教
学
試
 

論
 」
が
示
す
 2
5
 に
、
神
代
説
話
に
反
映
し
た
古
代
人
の
宗
教
 的
 心
意
 ぉ
 

よ
び
宗
教
的
世
界
観
を
象
徴
解
読
に
よ
っ
て
探
ろ
う
と
す
る
 意
 欲
 的
な
試
 

み
で
あ
る
。
論
文
の
構
成
は
次
の
様
に
な
り
て
い
る
。
 

序
 
宗
教
と
し
て
の
復
権
 

第
一
節
脱
俗
の
構
造
 

第
二
節
残
響
の
リ
ズ
ム
 

第
三
節
残
響
の
構
造
（
上
）
生
成
と
祭
式
の
状
 
景
 

第
四
節
残
響
の
構
造
（
下
）
再
生
と
祭
式
の
構
成
 

第
五
節
残
響
の
彼
方
 

（
苦
節
の
項
の
紹
介
は
省
く
）
 

著
者
は
既
発
表
論
文
「
祝
祭
 と
聖
犯
 」
省
思
想
㌧
一
九
七
五
年
 十
一
月
 

号
 ）
で
、
祭
の
祝
祭
的
局
面
に
見
い
出
さ
れ
る
 
"
 秩
序
の
自
己
 放
棄
に
よ
 

る
 混
沌
へ
の
回
帰
 "
 （
八
一
頁
）
と
い
う
テ
ー
マ
を
指
摘
し
て
 

い
る
。
 
こ
 

の
 同
じ
テ
ー
マ
を
「
古
事
記
」
上
巻
の
前
半
部
の
構
造
分
析
 か
 ら
も
導
 き
 

出
し
、
そ
こ
に
古
代
宗
教
に
お
け
る
救
済
構
造
が
あ
る
こ
と
を
 論
証
し
て
 

い
る
点
に
お
い
て
、
こ
こ
に
紹
介
す
る
論
文
は
そ
の
続
編
と
 
も
言
え
よ
 

@
O
 

こ
の
 ょ
う
 な
題
材
設
定
は
、
神
話
を
対
象
と
す
る
際
の
著
者
の
 一
貫
し
 

た
 前
提
と
問
題
意
識
１
１
歴
史
で
は
な
く
あ
く
ま
で
も
伝
承
と
 
し
て
の
 

「
古
事
記
」
の
神
代
説
話
は
、
そ
れ
が
撰
録
さ
れ
た
時
代
を
は
る
 かに
 遡
 

る
 古
代
に
生
き
た
神
話
の
残
響
を
伝
え
て
い
る
は
ず
ー
 ｜
 か
ら
 十
分
に
納
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得
 が
い
く
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
神
話
に
は
古
代
宗
教
を
構
 

成
し
た
も
 

う
 一
方
の
柱
で
あ
る
祭
式
（
祭
り
）
と
互
い
に
共
鳴
し
合
う
 

リ
 ズ
ム
 
が
 る
 

る
 、
と
い
う
の
が
著
者
の
仮
説
で
あ
る
。
本
論
文
の
結
論
部
に
 

あ
た
る
 
第
 

そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
祭
式
と
共
鳴
す
る
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
神
話
 

五
節
の
第
三
項
「
神
話
の
現
実
構
成
」
は
こ
れ
に
十
分
応
え
た
 

も
の
で
あ
 

と
 祭
式
の
 

る
と
思
わ
れ
る
。
 

従
来
、
神
話
の
モ
チ
ー
フ
分
析
に
よ
っ
て
、
混
沌
か
ら
秩
序
 

へ
 の
方
向
 

性
 が
見
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
 

著
者
は
、
 

そ
の
一
方
で
は
逆
の
方
向
性
、
す
な
わ
ち
秩
序
か
ら
再
び
混
沌
 

へ
の
方
向
 

性
が
 
、
前
者
と
共
に
サ
イ
ク
ル
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
 

て
い
る
。
 

共
生
を
支
え
た
秘
密
で
あ
る
と
見
る
。
 

た
だ
、
読
者
と
し
て
幾
分
気
に
な
る
点
は
別
の
面
に
関
し
て
で
 

あ
る
。
 

著
者
は
、
神
話
に
反
映
し
た
古
代
人
の
宗
教
的
世
界
観
を
決
し
 

て
 現
代
人
 

の
そ
れ
と
断
絶
し
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
文
化
的
共
同
主
 

観
の
現
実
 

と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
そ
 

う
 で
あ
れ
 

 
 

 
 

こ
の
こ
と
が
ど
れ
だ
 

け
 実
現
さ
れ
て
い
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
 

く
る
。
 

著
者
は
 
"
 
脱
俗
の
構
造
 

"
 の
根
本
動
機
の
理
解
に
お
い
て
桜
井
 

徳
太
郎
 

氏
 の
 億
 Ⅱ
 ケ
 （
 
気
 ）
 枯
レ
の
 
説
に
基
礎
を
求
め
、
古
代
宗
教
の
 

救
済
構
造
 

を
 論
じ
て
い
る
。
古
代
宗
教
の
祭
式
の
現
象
学
的
理
解
を
主
張
 

す
る
の
で
 

あ
れ
ば
、
 

只
ケ
の
 
再
生
の
た
め
に
）
凡
俗
の
次
元
を
脱
し
 

た
異
 
次
元
の
存
 

一
往
秩
序
を
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
 

九
 0
 頁
 ）
 
と
分
 
析
 者
の
立
場
か
 

て
の
祭
式
挙
行
を
な
ぜ
に
古
代
人
が
 ケ
 の
回
復
・
再
生
を
は
か
 る
 上
で
 リ
 

ア
ル
 な
も
の
と
し
て
と
ら
え
た
か
、
と
い
う
そ
の
根
拠
を
探
る
 こ
と
は
 重
 

要
 で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
 

第
四
章
・
鈴
木
箆
入
フ
 
ヵ
 、
、
三
の
訳
語
 
考
 」
で
は
、
異
な
る
 文
化
・
 

社
会
間
に
お
け
る
宗
教
の
伝
播
と
受
容
に
つ
ぎ
 ま
 と
 う
 根
本
的
 問
題
が
取
 

り
 扱
わ
れ
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
中
国
と
日
本
に
お
け
る
、
 キ
 リ
ス
ト
 教
 

の
 「
の
 
呂
 」
、
あ
る
い
は
「
早
房
」
の
訳
語
選
定
の
 い
 き
さ
つ
 を
 丹
念
に
 

調
べ
る
こ
と
を
通
し
て
、
本
来
、
中
国
に
も
日
本
に
も
な
い
 観
 念
 で
あ
る
 

と
さ
れ
る
「
万
物
の
創
造
 生
 」
あ
る
い
は
「
人
間
か
ら
超
絶
し
 た
 存
在
」
 

が
い
か
に
表
象
さ
れ
た
か
を
論
じ
て
い
る
。
 

検
討
の
手
順
は
日
本
、
中
国
に
お
け
る
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
の
 場
 ム
ロ
 
、
 

そ
し
て
中
国
、
日
本
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
場
合
と
な
っ
て
 い
 る
 。
 

中
国
で
の
布
教
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
が
直
面
し
た
問
題
は
偶
 像
 崇
拝
 

に
 関
し
て
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
一
切
認
め
な
い
立
場
は
、
や
が
 て
 典
礼
 問
 

題
を
引
き
起
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
教
義
上
の
厳
格
主
義
 か
、
そ
 ぅ
で
は
 げ
 

れ
ば
布
教
の
た
め
の
政
治
的
権
力
と
の
妥
協
か
と
い
う
二
者
択
 一
 を
余
 義
 

な
く
さ
れ
た
。
こ
れ
は
表
現
を
変
え
れ
ば
、
中
国
に
お
い
て
は
 伝
統
的
に
 

最
高
存
在
を
表
わ
す
た
め
の
 話
 と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
皇
帝
 崇
拝
を
も
 

含
意
す
る
「
上
帝
」
を
造
物
主
で
あ
る
「
 宜
 」な
ど
の
訳
語
 と
し
て
 採
 

崩
 す
る
か
否
か
の
問
題
で
あ
っ
た
。
 

用
語
問
題
が
切
実
な
も
の
と
な
る
の
は
一
九
世
紀
に
入
っ
て
 プ
  
 

タ
ン
ト
各
派
に
よ
っ
て
聖
書
の
中
国
語
訳
事
業
が
始
ま
っ
て
 か
 ら
で
あ
②
 

る
 。
「
上
帝
日
「
 神
 」
、
「
天
主
」
な
ど
の
語
が
各
派
に
よ
っ
て
 
議
論
さ
れ
 

鵠
 

 
 

た
が
、
要
す
る
に
「
の
 乙
 」
の
概
念
内
容
を
適
切
に
表
象
す
る
 訳
語
を
諸
 



 
 

教
派
が
一
致
し
て
付
す
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
概
念
そ
の
も
の
 が
 、
元
来
、
 

中
国
に
は
な
い
と
い
う
理
由
で
不
可
能
で
あ
っ
た
。
 

日
本
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
よ
る
聖
書
の
翻
訳
は
「
 神
 」
の
 語
 

を
 用
い
て
な
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
訳
業
が
「
 押
 し
な
用
い
た
 中
 国
語
訳
里
 

書
を
基
礎
と
し
て
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
 

著
者
は
こ
こ
で
、
日
本
で
は
聖
書
の
訳
業
過
程
に
お
い
て
「
 神
 」
が
ほ
 

と
ん
ど
抵
抗
な
く
採
用
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
、
さ
ら
に
、
 当
 時
の
信
者
 

で
あ
っ
た
知
識
人
達
の
反
応
を
紹
介
し
な
が
ら
日
本
の
神
概
念
 を
 検
討
し
 

て
い
る
。
そ
し
て
、
「
 室
 」の
訳
語
と
し
て
「
 神
 」
が
不
適
 当
 で
あ
っ
 

た
こ
と
を
著
者
自
身
の
意
見
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
な
 が
ら
、
 
こ
 

0
 部
分
の
論
証
は
 、
 多
く
二
次
文
献
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
必
ず
 し
も
説
得
 

力
 あ
る
も
の
で
は
な
い
。
 

な
お
、
こ
の
論
文
に
お
け
る
結
論
の
力
点
は
、
文
化
接
触
を
背
 旦
示
 
と
し
 

た
 宗
教
伝
播
に
お
け
る
中
心
観
念
の
表
象
方
法
を
類
型
化
し
て
 一
 
亦
 す
こ
と
 

に
置
か
れ
て
い
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
本
書
 牛
 収
め
 

ら
れ
た
 

他
 

の
 論
文
と
は
異
色
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
最
後
の
 部
分
で
は
 

概
念
の
表
象
化
に
関
し
て
再
確
認
さ
れ
る
べ
き
指
摘
が
な
さ
れ
 て
い
る
。
 

そ
れ
は
、
類
似
す
る
が
厳
密
に
は
異
な
る
二
つ
の
意
味
内
容
も
 、
そ
れ
ら
 

が
 
一
旦
、
あ
る
同
一
用
語
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
と
（
例
え
ば
 「
 神
 」
）
 
、
 

I
l
1
1
 

Ⅰ
ま
頭
の
記
号
と
し
て
の
面
が
媒
介
機
能
を
果
し
、
意
味
の
相
互
 

浸
透
作
用
 

が
あ
る
程
度
ま
で
進
展
す
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
 

宗
教
を
一
つ
の
象
徴
体
系
と
し
て
と
ら
え
、
宗
教
が
人
間
に
と
 っ
て
 持
 

っ
 意
味
を
問
い
直
そ
う
と
す
る
試
み
が
本
書
の
統
一
的
課
題
で
 あ
っ
た
。
 

こ
う
し
た
全
体
の
構
成
の
中
で
、
第
二
章
は
舌
ロ
語
に
よ
っ
て
 

表
 記
さ
れ
た
 

神
話
の
構
造
を
祭
り
の
構
造
と
対
応
さ
せ
て
分
析
す
る
こ
と
を
 通
し
て
 
古
 

 
 

代
 世
界
の
宗
教
的
集
合
表
象
を
探
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
 、
第
四
章
 
B
 

は
 異
な
る
文
化
間
に
お
け
る
概
念
の
翻
訳
化
を
意
味
分
析
の
領
 域
 で
取
り
 

妃
 

 
 

扱
っ
て
い
る
。
 

こ
れ
ら
 一
 ろ
の
論
文
は
宗
教
的
世
界
の
表
現
形
態
を
分
析
す
る
 こ
と
に
 

よ
っ
て
言
語
使
用
の
背
後
に
秘
め
ら
れ
た
意
味
を
探
っ
た
も
の
 と
 言
え
よ
 

ら
ノ
 
。
 

（
土
ロ
 

百
胚
 
）
 



0
 第
一
回
選
挙
管
理
委
員
会
 

日
時
六
月
二
四
日
（
土
）
午
時
二
時
 

場
所
本
郷
三
丁
目
パ
ー
ラ
ー
・
タ
ム
 ラ
 

出
席
者
大
畠
 清
 、
小
口
 佳
 一
、
後
藤
光
一
郎
、
桜
井
秀
雄
、
 田
丸
 

善
 、
藤
田
富
雄
、
脇
本
手
也
の
各
氏
。
 

議
事
桜
井
秀
雄
委
員
長
司
会
の
も
と
に
、
日
本
宗
教
学
会
 
会
長
 

挙
 、
第
一
次
選
挙
人
資
格
者
（
当
日
現
在
一
四
一
名
）
に
 

い
て
、
会
則
に
従
い
審
査
、
決
定
し
た
。
 

0
 「
宗
教
研
究
三
編
集
委
員
会
 

日
時
七
月
一
二
日
（
水
）
午
後
五
時
半
 

場
所
学
士
会
館
本
郷
分
館
一
号
室
 

出
席
者
加
藤
智
見
、
後
藤
光
一
郎
、
芹
川
博
通
、
薗
田
給
、
 
山
折
 

雄
の
各
氏
。
 

議
事
「
 み
 
本
数
研
究
 ヒ
 第
二
三
七
号
、
舞
戸
一
九
号
の
内
容
 に
つ
 

て
 報
告
及
び
検
討
。
次
い
で
「
宗
教
研
究
 ヒ
 に
お
け
る
 "
 

集
 "
 の
あ
り
方
に
つ
い
て
論
議
し
た
。
 

0
 第
二
回
選
挙
管
理
委
員
会
 

日
時
八
月
五
日
（
土
）
午
後
一
時
 ｜
 三
時
 

場
所
学
士
会
館
分
館
七
号
 
室
 

出
席
者
桜
井
秀
雄
、
安
洋
泰
彦
、
小
口
佳
一
、
後
藤
光
一
郎
 
 
 

居
常
、
田
九
徳
 善
 、
中
川
秀
 恭
 、
住
戸
田
六
三
郎
、
藤
田
 

市
 

0
 卜
 

圭
十
 

ム
ヌ
 

宮中 特い 哲 つ選 徳 

雄
 、
脇
本
手
 也
 

議
題
 
0
 昭
和
五
三
年
度
日
本
宗
教
学
会
会
長
選
挙
第
一
次
 投
票
 開
 

古
 一
 
ネ
 

投
票
者
数
七
五
名
（
投
票
率
五
三
 % ）
 

投
票
総
数
一
二
一
五
票
 

有
効
投
票
三
一
四
票
 

て
 九
百
一
本
 

無
効
投
票
 

-
 
ハ
 %
 不
 

白
票
 

開
票
の
結
果
、
次
の
三
氏
が
第
二
次
投
票
の
会
長
候
補
者
と
 

決
定
し
た
。
 

大
畠
 
清
 

柳
川
哲
 一
 

脇
本
手
 也
 

（
五
十
音
順
）
 

0
 第
二
次
投
票
有
権
者
資
格
認
定
に
つ
い
て
 

一
 0
 四
九
名
を
一
括
承
認
し
た
。
た
だ
し
慣
例
に
よ
り
、
 前
 

年
度
会
費
を
投
票
用
紙
発
送
 日
 ま
で
に
納
め
た
こ
と
が
確
認
 

さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
有
権
者
に
加
え
る
こ
と
と
 

な
っ
た
。
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執
筆
者
紹
介
（
執
筆
順
）
 

ル
ー
ベ
ン
・
 L
.
F
.
 
ア
ビ
 ト
 
東
京
大
学
博
士
 

安
斎
 

伸
 
上
智
大
学
教
授
 

大
野
柴
人
愛
知
学
院
大
学
常
勤
講
師
 

山
本
春
樹
東
北
大
学
助
手
 

ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
 A
.
 

ベ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ド
ダ
ー
ハ
 

西
山
茂
東
洋
大
学
常
勤
講
師
 

木
田
理
 文
 
慶
応
義
塾
大
学
博
士
課
程
 

吉
原
和
男
慶
応
義
塾
大
学
博
士
課
程
 

課
程
 

ム
 大
学
教
授
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 



THE DEVELOPMENT OF THE BUDDHA-BODY THEORY 
Centering on the Rise of the Trikaya 

Ruben L. F. Habito 

After the passage of the Buddha into Nirvana, Bu ddhist followers 

came to be concerned with speculation concerning the mode of his 

existence, thus giving rise to different Buddha-body theories. Of these, 

the trikaya (threefold-body) theory is said to mark the theoretical 

completion of buddhological speculation, but differing interpretations 

in the various siitras and commentaries concerning the three bodies 

invite us to a closer examination of the purport of these texts. 

This paper deals with the various elements that led to the rise and 

development of the trikaya theory, and aims to point out two distinc- 
tive trikaya structures which in turn served as the basis for two stra- 

ins of future buddhological development. 

It will first examine how the question concerning the nature or 

essence of buddhahood (i. e. what makes Buddha a Buddha) was treat- 

ed by followers. With this question it will go on to examine the rise 

of the twofold-body theory. Further, it will touch on the notion of 

dharmakaya as used to express the essence of buddhahood in various 

sutras. Then it will consider the various elements that led to the 

sambhoga-kaya concept until it finally became incorporated into the 

threefold structure. Finally, it will aim to distinguish a dharmakaya- 

centered threefold theory from a sambhoga-kay8 centered one, and 

point out how the latter serves as  a theoretical basis for the Buddhology 

of Pure Land Buddhism centered on Amitabha or Amitayus, and the 

former for that of Esoteric Buddhism centered on Mahavairocana 

Buddha. 

-. Buddhism started out as  a teaching that rejected all ideas of a perso- 

nal absolute, but it is worthy and of extreme interest to note that in 

the long course of its development as  a religious movement, an influent- 

ial segment of its followers have made a turn in standpoint on this 

issue, setting up an all-wise and all-compassionate eternal Buddha, 



which, except for the function of creation, presents striking notes of 

similarity with the notion of a personal absolute in other religions. 



The Concept of God and Other Beliefs 
in a Hamlet of Amami-Oshima- 

Shin ANZAI 

In September 1977, we carried out a socio-religious investigation of 
the 79 households of Nishi-amuro, a hamlet on the island of Kakeroma, 

belonging to the Amami Archipelago. The method adopted was that 

of interviews, based upon a questionnaire. Except for three households 

of older people living alone, answers were obtained from all families. 

7 As a result of this investigation we learned that the traditional - nor0 

rituals have disappeared completely and that also the belief in the kami - 

peculiar to the southern islands has vanished. 
The present population of the hamlet consists of Catholics, faithful 

of the Shinto sect Omoto, adherents of the Buddhist Sokagakhai, and 

of popular beliefs, and of about 60% who claim not to profess any 

particular faith. Almost all of them, however, possess ihai (mortuary 

tablets) in their houses and pay their daily respects to the ancestors. 

This is a characteristic common to both believers and so-called unbe- 

lievers. 

There exists in the hamlet also a Shinto shrine (Itsukushima Shrine), 

a tradition introduced from mainland Japan. The shrine has been rebuilt 

recently with monetary contributions from all the households of the 

hamlet and from people originating from the hamlet. Interestingly 

enough, the shrine has become the central symbol of the community. 

The Catholics and Sokagakkai members do not recognize the shrine as  
a religious institution, but cooperated nevertheless in its reconstruction. 

In this report statistical results of the investigation are presented 

and several aspects of the concept of Kami and the beliefs of the 

population are clarified and analyzed from the viewpoint of the sociology - 
of religion. 



The S t u d y  of the Fang- thg-ch 'an-hui  (3 % 1% .E Vaipulya- 

confession ritual) Based on Vaipulya-dhgrani-stitra (3%F2,% 
E& Fang-t6ng-t'o-lo-niching) 

Eijin  NO 

Throughout the period since Nan Pei Dynasties to Zhao-song Dynasty 
in China, the practice of Fang-thg-ch'an-hui, along with other kinds 

of ksama (#& Ch'an-hui practice), was very popular among both 

priests and lay believers. 

The Vaipulya-dharani-siitra consistently speaks of the merit of Ma- 
h e - t h  chi-dharani (@g$JleE,EE). According to this sutra, one will 

not only be free from all impediments and sins but also his good roots 
(%@) will be accumulated if one recites the passages of the siitra. 

Therefore, as long as this siitra is seen in terms of immediate worldly 

benefits, we must necessarily conclude that the practice of this' siitra 
is a form of faith oriented toward obtaing such benefits. 

But the ultimate purpose of this sDtra lies not in the doctrine of 
one's obtaining such benefits; rather, through the practice of deep 
insight it lets each one realize that impediments and sins lie in one's 

own mind, this being in accord to the basic principle of Maha-yana 

Buddhism. That is to say, this siitra asks as its cenlral theme, what 

is the way to live in the ocean of suffering of the six-paths and how 
to obtain deep insight without deceiving oneself who is entangled in 

impediments and sins. This siitra was written from the earnest wish 
for sinful human beings to be saved down to the last being by the 
compassion of Buddha. 

But soon the fundamental purpose of ths sutra was forgotten and in 
the end this was practiced simply for getting patihariya (3% mira- 
culous ends). Miraclous events have nothing to do with true Buddhist 
faith as long as  it remains a mere illogical experience and permits no 
rational basis. 

T'ien-t'ai Chih-i (x3@% 538-597) sought in various siitras for the 

rationalie for miraculous events but did not reach any satisfactory 



conclusion. In the very T'ien-t'ai-Chih-i's principle of the 'Reality 

which knows no obstruction' (PJSgB), faith in immediate worldly 

benefits......although accepted among people a t  the time just for obtain- 

ing miraculous ends......had become more than mere popular belief. 

Chih-i elucidated that only in this principle lies the essence of Maha- 

yana Buddhism and the opportunity for directing one towards true 

Buddhist faith. 

This fact is most explicitly evident in the chage of thinking found 

in Chihi's Ma-he-chih-kuan (@a&@), at the point where Fang-t&ng- 

sang-mei-king-hui (3%3@5-&) as well as the Fang-thg-ch'an-hui 

(3%lf&&) as manifested in the Vaipulya-dharani-sutra (ZfiXK,gE@) 
develops into the Fan-thg-san-mei (3fiXZR). 



Re-examination of Animism theory 
-in the case of Malaysia- 

Haruki YAMAMOTO 

So many researchers have characterized the folk belief in Malaysia 

a s  animism that animism is an indispensable subject for the Malaysian 

study of religion. 

This paper is an attempt to re-examine the so-called Malay animism 

through the re-analysis of the cases reported in the books of W. W. 

Skeat and A. C. Kruijt. 

Both of them are of the same opinion that the folk belief in Malaysia 

is animism and Semangat is its central idea. But, in some points, their 

assertions are different from each other. Kruijt attaches importance to 

the impersonal character of Semangat and regards it as a soul-subdance 

(zielestof), while Skeat, quoting the animism theory of E. B. Tylor, 

defines Semangat as  a personal soul. But, in spite of Skeat's definition, 

impersonal character of Semangat also can be recognized in his book. 

So we may consider Semangat as a vital source which is common to 

all beings in nature and animates them. Such a Semangat is not the 

same a s  Soul of Tylor's animism theory, and also differs from Mana 

of Marett's animatism theory. The religious phenomenon which has 

been called Malay animism is the one which is centering around the 

idea of Semangat like this. 

Such a phenomenon-Semangat belief-has been studied as an ancient 

religion or  its survival. But it can still be found out in Malaysia as  

she is, particularly in its rural society. Therefore it may be adequate 

to say that Semangat belief is a belief which is still alive and the idea 

of Semangat make up the basic characteristic of the religion of Malay- 

sia. 




