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か
か
る
過
程
を
と
お
し
て
、
従
来
、
 

立
 者
か
ら
教
祖
へ
の
 転
換
点
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
 き
た
 新
た
な
世
界
観
Ⅱ
 教
 

え
の
形
成
が
可
徒
に
な
る
。
し
か
し
教
祖
化
の
た
め
に
 は
こ
れ
を
必
要
条
件
と
し
な
が
ら
も
、
同
じ
く
第
二
極
が
 カ
リ
ス
マ
的
個
人
と
帰
 

依
 者
に
よ
る
カ
リ
ス
マ
化
過
程
の
現
実
化
の
局
面
と
し
 て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
換
起
す
る
必
要
が
 あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
 ヵ
 

リ
 ス
で
 化
 過
程
が
現
実
的
な
基
盤
を
も
っ
た
め
に
は
、
 

人
 々

が
帰
依
者
と
し
て
そ
れ
に
か
か
わ
る
必
要
が
あ
る
の
 で
あ
る
。
人
々
が
カ
リ
 

ス
マ
 化
 過
程
に
参
加
す
る
の
は
、
第
一
義
的
に
は
 ヵ
 リ
ス
 
マ
 に
よ
る
具
体
的
な
証
し
を
と
お
し
て
で
あ
る
が
、
 

こ
 れ
を
テ
コ
 
と
し
つ
つ
も
 

彼
の
提
示
す
る
世
界
観
を
何
ら
か
の
形
で
 ぅ
げ
 い
れ
る
，
 」
と
に
よ
っ
て
象
徴
的
超
越
的
位
相
を
共
有
し
、
救
済
 財 自
体
が
即
時
的
・
問
題
 

解
決
的
な
も
の
か
ら
魂
の
救
い
に
関
連
す
る
象
徴
的
 迩
 万
を
含
む
に
至
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
絶
え
ざ
る
磁
力
と
 し
て
両
者
の
継
続
的
関
 

係
を
可
能
に
し
、
依
頼
者
を
帰
依
者
へ
と
移
行
さ
せ
る
 の
で
あ
る
 0
 そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
両
者
の
相
互
作
用
に
焦
 点
 を
あ
て
、
立
者
が
教
 

祖
 へ
と
展
開
し
て
い
く
様
相
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
す
 る
 。
 

こ
の
よ
う
な
問
題
に
接
近
す
る
に
あ
た
っ
て
、
教
団
と
し
 て
す
で
に
成
立
し
た
も
の
を
対
象
に
時
代
 期
及
 的
に
教
 祖
 誕
生
の
過
程
を
跡
 

 
 

ラ
 カ
リ
ス
マ
 化
 過
程
の
第
二
極
に
属
し
、
現
在
、
教
祖
 誕
生
の
道
程
に
あ
る
と
 

-
Z
-
 

み
る
こ
と
が
で
き
る
浜
松
市
の
自
戒
会
を
事
例
と
し
て
と
 り
あ
げ
、
自
戒
会
会
員
に
対
し
て
行
な
っ
た
調
査
結
果
 を
も
と
に
、
相
互
作
用
 

論
的
 視
点
か
ら
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
本
論
 に
入
る
前
に
自
戒
会
 は
 つ
い
て
若
干
の
説
明
を
試
み
る
こ
 と
に
す
る
。
 

れ
ん
 
耳
よ
 
5
 

自
戒
会
は
昭
和
四
六
年
に
神
 蟻
 り
と
な
っ
た
女
性
霊
 能
 者
 蓮
華
（
本
名
北
田
晶
子
、
昭
和
一
五
年
生
、
以
下
「
 蓮
 華
 」
と
呼
ぶ
）
が
 創
 

始
し
 、
浜
松
市
を
中
心
に
展
開
し
て
い
る
集
団
で
あ
る
。
 現
段
階
で
は
面
接
集
団
の
域
を
出
ず
、
組
織
は
ま
だ
 形
 成
さ
れ
て
い
な
い
が
、
 

若
干
の
役
割
分
担
の
発
生
が
み
ら
れ
る
の
で
、
教
団
 ぅ
 イ
フ
サ
イ
ク
ル
論
か
ら
は
萌
芽
的
組
織
の
段
階
に
位
置
づ
 け
ら
れ
よ
 
う
 。
蓮
華
は
 

昭
和
三
六
年
に
結
婚
し
て
以
来
の
姑
と
の
葛
藤
の
な
か
 で
、
病
床
と
い
う
身
体
的
衰
弱
状
況
に
お
い
て
突
如
と
し
 て
 神
懸
り
を
体
験
し
、
 

そ
の
後
神
の
指
示
の
も
と
に
修
行
を
重
ね
た
召
命
型
 シ
 

 
 

か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
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た
っ
て
 、
 教
え
の
学
習
が
ど
の
よ
う
に
「
お
伺
い
」
と
 い
 う
 立
者
と
し
て
の
活
動
を
変
容
さ
せ
た
か
を
入
る
こ
と
 か
ら
は
じ
め
よ
 
う
 。
 

蓮
華
を
と
り
ま
く
信
者
集
団
の
中
 T
@
 周
辺
に
か
か
わ
 る
 分
類
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
 

立
 者
か
ら
教
祖
へ
の
 展
開
を
考
察
す
る
に
あ
 

-
4
@
 

る
 
「
勉
強
会
」
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
自
分
の
元
を
 知
る
と
い
う
意
味
の
自
生
会
、
そ
し
て
 一
ラ
ソ
 ク
進
ん
で
 行
動
す
る
段
階
に
入
っ
 

た
と
さ
れ
る
自
戒
会
は
、
こ
の
 ょ
う
 な
勉
強
会
に
対
し
て
 与
え
ら
れ
た
名
称
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 n
@
 
期
の
自
生
 会
 以
降
、
 り
，
プ
 

ぅ
 第
二
極
に
突
入
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 自
 生
 会
で
の
「
勉
強
会
」
は
昭
和
五
二
年
の
離
婚
を
契
機
に
 拡
大
し
は
じ
め
、
そ
の
 

終
了
時
に
は
ハ
ヵ
 所
 
（
浜
松
市
内
 五
ケ
所
 、
浜
北
市
、
磐
 田
 市
、
名
古
屋
市
）
で
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
 参
加
者
の
個
人
的
な
関
 

係
を
媒
介
に
小
集
団
が
形
成
さ
れ
た
段
階
で
、
各
々
の
「
 
勉
強
会
」
相
互
の
間
に
は
つ
な
が
り
は
な
い
 0
 自
戒
会
に
 至
っ
て
は
じ
め
て
「
 
勉
 

-
5
@
 

強
 金
 」
が
一
 
つ
 に
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
、
横
の
つ
な
が
り
 を
 含
め
た
信
者
集
団
が
萌
芽
的
な
が
ら
も
で
き
た
と
い
え
 る
 。
 

現
在
官
威
会
に
お
い
て
は
、
蓮
華
と
の
相
互
作
用
の
場
 ほ
 
一
対
一
の
個
別
的
場
と
し
て
の
「
お
伺
 い
 」
（
水
土
 日
 
一
一
一
時
 
9
 二
八
時
）
 

と
 集
団
的
場
で
、
か
つ
教
え
の
学
習
の
場
で
も
あ
る
「
 勉
強
会
」
（
第
一
勉
強
会
…
…
第
一
日
曜
午
後
一
時
三
 0
 分
 5
 四
時
、
第
二
勉
強
 

会
 ・
・
・
…
第
二
日
曜
午
後
七
時
三
 
0
 分
ち
九
時
、
但
し
 筆
 一
は
 第
一
の
参
加
者
に
は
公
表
し
て
い
な
い
）
の
両
者
を
 基
本
的
な
軸
と
し
て
 成
 

り
た
っ
て
い
る
。
こ
の
他
に
、
昭
和
五
五
年
一
月
か
ら
 再
開
し
た
「
 旗
星
 」
が
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
 な
 場
と
し
て
 
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
 

は
 、
「
勉
強
会
」
は
蓮
華
と
の
関
係
性
を
継
続
化
し
、
 参
 加
 者
間
に
も
相
互
作
用
の
機
会
を
与
え
、
さ
ら
に
教
え
 の
 受
容
に
大
き
な
役
割
 

 
 

を
 担
 う
 と
い
う
、
場
と
し
て
の
重
要
性
の
認
識
か
ら
、
 

自
 成
 会
会
員
を
第
一
勉
強
会
参
加
度
と
第
二
勉
強
会
参
加
 資
格
有
無
の
一
一
つ
の
 指
 

標
 に
よ
っ
て
分
類
し
、
こ
れ
を
軸
に
以
下
の
分
析
を
行
 な
 う
 こ
と
に
す
る
。
 
A
 グ
ル
ー
プ
は
第
二
勉
強
会
参
加
 有
資
格
者
（
三
四
名
）
 
、
 

B
 グ
ル
ー
プ
は
第
一
勉
強
会
定
期
的
参
加
者
（
三
八
名
）
 
、
 C
 グ
ル
ー
プ
は
第
一
勉
強
会
不
定
期
的
参
加
者
（
 三
 0
 名
 ）
に
よ
り
構
成
さ
 

 
 

れ
る
。
 

@
7
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C
 の
外
側
に
は
「
お
伺
い
」
の
み
の
か
か
わ
り
 を
も
つ
者
が
潜
在
的
な
信
者
 群
 と
し
て
い
る
こ
と
は
い
 う
 ま
で
も
な
い
。
こ
れ
は
   



「
お
伺
い
」
の
場
で
あ
る
蓮
華
の
実
家
に
は
次
の
よ
う
な
 

文
を
書
い
た
紙
が
は
っ
て
あ
る
。
 

お
う
か
が
い
に
際
し
て
 

本
人
の
た
ま
し
い
（
 
因
 巴
を
害
か
ら
守
る
 為
又
 た
ま
 し
い
を
生
か
す
為
に
あ
る
も
の
で
、
決
し
て
 

物
慾
 の
た
め
 で
は
な
い
こ
と
を
 

マ
マ
 

確
住
 し
て
、
心
し
づ
か
に
お
う
か
が
い
す
る
こ
と
。
 

こ
の
よ
う
な
文
章
は
、
蓮
華
自
身
が
「
お
伺
い
」
と
い
う
 

ま
さ
に
立
者
と
し
て
の
活
動
を
単
に
具
体
的
問
題
解
決
 

と
い
う
現
世
利
益
的
 

レ
ベ
ル
で
と
ら
え
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 

そ
，
 
」
で
、
蓮
華
に
お
け
る
「
お
伺
い
」
の
と
ら
え
方
の
変
化
 

を
ふ
ま
え
て
、
勉
強
会
 

に
 参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
依
頼
者
側
に
ど
の
よ
う
な
 

対
 応
の
変
化
が
生
じ
た
の
か
、
ま
た
、
そ
う
し
た
変
化
は
 

何
に
支
え
ら
れ
て
い
る
 

程
 
か
を
 A
B
C
 の
区
分
を
軸
に
検
討
し
て
い
こ
 
う
 。
 

過
 

 
 

発
 的
に
神
 接
 っ
た
が
、
本
格
的
な
 
正
 業
に
入
っ
た
の
は
 
翌
 四
七
年
八
月
か
ら
の
こ
と
で
 

 
 

里
の
ぬ
三
一
九
名
に
「
お
伺
 

沖
 
る
る
 （
四
八
年
 
セ
月
 @
 
い
 」
で
の
回
答
の
仕
方
の
変
 

五
 0
 守
二
月
ま
で
 は
  

 

  

 
 

お
 
六
 %
 が
そ
こ
に
何
ら
か
の
変
化
を
認
知
し
て
い
る
 

0
 そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
変
化
は
二
点
あ
る
。
①
方
法
上
の
 

変
化
、
②
回
答
の
内
容
の
変
 

 
 
 
 

鈍
化
で
あ
る
。
笠
の
点
の
変
化
を
は
っ
き
り
と
 述
 べ
て
い
る
例
を
ひ
こ
 
う
 。
「
最
初
…
・
・
・
神
に
い
わ
れ
た
 

@
 
」
と
を
そ
の
ま
ま
言
 
う
 の
で
 口
 

穀
調
 に
く
だ
け
た
と
こ
ろ
が
な
い
。
口
答
で
答
え
る
 

。
真
中
（
 1
 
鹿
屋
」
を
止
め
た
 
頃
 ）
…
…
先
生
が
念
じ
て
 

神
 に
 伺
い
、
回
答
を
紙
に
書
い
 

新
て
 、
そ
れ
を
説
明
し
て
く
れ
る
。
わ
か
り
や
す
く
 

話
し
、
わ
か
ら
な
い
時
は
質
問
で
き
る
。
 

今
 …
・
・
・
や
り
方
 

は
 真
中
と
同
じ
。
先
生
自
体
   

二
 
「
お
伺
い
」
に
お
け
る
変
容
の
様
相
 



が
 上
の
位
に
な
っ
て
ぎ
た
の
で
、
同
じ
こ
と
や
ち
ょ
っ
 と
 相
談
し
た
い
こ
と
で
は
わ
ず
ら
わ
せ
て
は
い
け
な
い
感
 じ
が
す
る
 0
 
」
紙
に
指
 

示
を
書
く
よ
さ
に
な
っ
た
の
は
、
蓮
華
は
「
言
い
っ
ぱ
 な
し
だ
と
人
間
は
勝
手
に
と
る
か
ら
」
だ
と
し
、
ま
た
あ
 る
 者
は
「
信
じ
な
い
人
 

へ
の
証
拠
を
残
す
た
め
」
と
と
ら
え
て
い
る
が
、
蓮
華
 自
 鼻
 の
 恩
依
 状
態
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
高
ま
り
、
「
お
 伺
 い
 」
の
場
で
は
霊
感
型
 

に
 近
づ
い
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
 ま
た
、
最
後
の
指
摘
は
回
答
の
方
法
ば
か
り
で
な
く
、
 第
二
点
に
も
か
か
わ
る
 

も
の
で
あ
る
。
内
容
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
「
勉
強
会
 が
 始
ま
っ
て
以
降
、
心
の
あ
り
方
や
魂
と
い
う
こ
と
が
 前
 面
 に
出
た
」
「
お
伺
い
 

だ
け
の
お
伺
い
で
は
な
く
、
教
え
の
よ
う
な
も
の
に
 発
 属
 し
た
」
「
 日
 
取
初
は
伺
っ
た
こ
と
へ
の
返
事
だ
っ
た
が
、
 現
在
は
心
の
も
ち
方
、
 

人
間
と
し
て
生
き
る
生
き
方
を
教
え
て
く
れ
る
」
と
い
 っ
た
 例
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
 よ
う
 に
 、
 心
の
あ
り
方
、
 生
 き
 万
に
対
す
る
指
示
 

が
 前
面
に
出
る
よ
 う
 に
な
っ
た
。
そ
れ
に
伴
っ
て
回
答
 の
 仕
方
も
「
以
前
の
よ
う
に
親
切
で
は
な
い
 ロ
 
「
細
か
く
 言
わ
な
い
」
「
ピ
ッ
 と
 

切
る
」
と
い
う
よ
さ
に
厳
し
く
な
り
、
受
け
る
側
も
「
 甘
え
て
は
い
げ
な
い
と
い
う
気
に
な
ら
せ
る
」
「
実
行
し
 な
い
と
次
の
お
伺
い
に
 

ぃ
 げ
な
い
」
と
い
う
 よ
う
悟
支
 げ
と
め
て
い
る
。
し
た
 が
っ
て
、
現
在
の
蓮
華
の
「
お
伺
い
」
の
と
ら
え
方
は
 、
 初
期
か
ら
か
か
わ
っ
て
 

ぎ
た
人
々
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
、
方
法
と
内
容
の
両
 面
 に
お
い
て
、
吉
日
土
山
で
の
神
秘
体
験
に
よ
る
自
覚
を
へ
 
て
 、
勉
強
 ふ
ム
 
の
形
成
を
 

契
機
と
し
て
変
化
し
て
ぎ
た
と
い
え
 よ
う
し
 、
蓮
華
に
 お
 げ
る
変
化
が
勉
強
会
の
形
成
に
至
ら
せ
た
と
も
い
え
る
 だ
ろ
う
。
 

目
 答
の
仕
方
に
つ
い
て
 二
 側
面
で
の
変
化
が
見
い
出
さ
 れ
た
が
、
と
く
に
回
答
の
内
容
で
生
き
方
や
心
の
あ
り
方
 が
 前
面
に
出
て
 き
た
 

こ
と
が
、
こ
こ
で
の
課
題
に
関
連
し
て
重
要
に
な
る
。
 そ
 れ
で
は
具
体
的
に
、
問
題
に
対
し
て
蓮
華
が
ど
こ
に
 原
 囚
を
求
め
、
ど
の
よ
 う
 

な
 指
示
を
行
な
っ
て
い
る
か
を
、
こ
れ
ま
で
「
お
伺
い
」
 し
た
な
か
で
の
最
大
問
題
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
 最
 初
 め
 「
お
伺
い
」
時
の
 

問
題
で
は
、
病
気
（
二
四
 %
 ）
、
商
売
・
仕
事
（
一
四
 %
 ）
、
対
人
関
係
（
 一
 三
 %
 ）
、
進
学
（
八
 %
 ）
、
縁
談
（
 八
 膠
 ）
の
順
に
な
る
が
、
 

最
も
大
き
な
問
題
に
な
る
と
、
表
 1
 に
み
る
 よ
う
 に
 対
 大
 関
係
が
第
一
位
に
な
り
、
次
い
で
病
気
、
商
売
・
仕
事
 と
な
る
。
グ
ル
ー
プ
 別
 

に
み
る
と
、
 A
 で
「
今
の
あ
り
方
と
前
世
・
今
世
で
の
 任
 務
 」
を
あ
げ
る
者
が
 B
C
 

と
比
べ
て
圧
倒
的
に
多
 

い
 -
 
」
 
と
と
、
 B
 で
対
人
関
係
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新宗教集団における 教相 

表 1 

  の 誕生過程 

今まで「お伺い」 したなかでの 最大問題 

  計     

 
 

病
対
縁
 
逆
戟
帝
命
 そ
 

  

職 ・ 転 

売 ， 仕 

フ あ り方 

  
世
 

気
体
 談
学
 職
事
前
 
他
 

 
 

3@ C@ 9.@1)@ 9@ (@ 23.7)@ 6@ ( 

10  (  30.3)  16  (  42.1)  7  ( 

2@ (@ 6.1)@ 3@ (@ 7.9)@ 3@ ( 

1@ (@ 3.0)@ 3@ (@ 7.9)@ 4@ ( 

4  (  12.1)  2  (  5.  3)  2  ( 

6  (  18.2)  1  (  2.6)  4  ( 

今世での任務 7  (  21.2)      2.6)  0  ( 

0@ (@ -)@ 3@ (@ 7.9)@ 2@ ( 

21.4) 

25.0) 

10.7) 

14.3) 

7. 1) 

14.3) 

一 ) 

7.1) 

計 33 く 100   0)  38  (100.0)  28 (100.0) 

* これまでに「お 伺い」の経験のない A l 例 ， C2 例を除く 

の っ 分 て か い 民 肉 い 間 ③ 

療 精 

聴 聞   
場 題 ょ き は さ 、 わ 民 る と 方 

い が そ わ さ り 間 。 物 

友、 は と あ の り わ Ⅰ 療 こ 理 ③ 
入 金 
  体 いる人をり⑨込の 3 場が受に 払 表慶 的 さ わ 
近 で 

前 景 
と も 一 り、の （№のでは 合 やさし げる 原 原因が い ⑥ + ②精神 に即し 法 とし 

0 局 

関 よヒ 

係 率 三 なく、 つが ㏄）の いので 因が当 あると 自分の 的なあ 原因 て 指 ての 

が な 占 
三 め 認めら 自分 二つ 霊に 持者 され あり 申 も と指示 圧 ）⑪ 

老 て   
で ・ い め る れ 部 会 見 自 の 分 る 

あ る 整 。 る に は 正 分 か の 。 
る が   理 し 場 も " " の か あ ま 

を た 合 あ 単 と あ わ り た 
対 対 
八 象 
関 は 
孫 家 
に 族 
お     ⑨ ④ 
げ 親 る 払 自 れ ば み ③ ① 仏 氏 

85  (329) 

ま
ず
、
蓮
華
の
回
答
に
つ
い
て
、
問
題
の
は
っ
き
り
し
 て
い
る
病
気
に
つ
い
て
検
討
 

し
ょ
う
。
表
 2
 に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
 よ
う
 に
、
病
気
の
 原
因
と
し
て
は
①
肉
体
の
酷
使
 

18  (  18.2) 

33@ (@ 33.3) 

8  く 8. Ⅰ @ 

8@ (@ 8.1) 

8  (  8.  1) 

11  ( 11.1) 

8  (  8. 1) 

5@ (@ 5.1) 

99@ (100.0) 

の
 問
題
が
四
二
 %
 に
及
ぶ
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
な
お
、
 最
も
大
き
な
問
題
は
、
全
体
 

の
 九
五
 %
 が
自
生
会
以
降
の
「
お
伺
い
」
な
の
で
、
 回
 答
は
教
え
が
形
成
さ
れ
て
か
ら
 

の
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
よ
い
。
 



表 2  病気における 原因と指示 

  Nn.   対象者症 状   原 因 指 不 本人 ぎ指い っが くま りが 腰ち ， な 働きすぎ お腹 暖める を冷やさないようにし ， 

A  l0 子供一週間熱が 続 のところへ ひ 医者いらず ( う どん 粉 ． さっ 
まいも，玉子の 白沫 ) をね っ 

  {   
                ホルモンバラ ンスのくずれ         

質を減らす 

37   子供知恵連れ       胎教が悪 い       子供に対する 接し方の指導 

41 本人顔面神経マヒ Ⅲ 位 ぎり ，方 事 の自 や分 りの す あ ｜ a ・ +b 我をすてる。 沸方兎 指圧 欲をすてる 

42    本人         自分のあ り方   a+h   自分勝手をやめる。 ニヮトコ 
なせんじて飲む 
気からぎている。 気持を整理 

46   本人                                                   自分のあ り方   a+b   する。 せんじ 薬 
寝るときにコソ プ に水を入 

    父の心配の原因をとり 除く 

事故の意味づけ ( 前世はイン   ドの僧 。 自分の肉体を 傷つけ 
ることによってそれが 成長の 
大きな役目となる ) 。 指圧 

60   本人足 痛       自分のあ り方       不平不満をなくせば もなくなる 足の痛み 

      本 A  l 胃 ml1i 疲 れ       ゆづくり休む 

71   子供知恵遅れ   2   自分のあ り方       
親の接し方をかえ ，できるだ 
げ 子供に自主的にさせる 

81   木人 l 身体をもみほぐすとか 運動を   
蓮華による霊の 払い ， 我をな 

くす。 自分の気持で 人をはか   ってはいけない。 先のことま 
で 悩まない 

88 子供がわるく 心配ない。 遺伝とか前世とか 

      睾丸の下がり がっている，上           
92    木人           ェ ビオスと中将 湯 をのむ 

神経の便 い すぎなので，考え 93   本人胃 痛自分のあ り方         
100   子供ひきつけ           六神丸，砂糖 湯 をのませる 

* 原因 ㈹ 肉体の酷使 (2) 精神的なあ り方 ㈹ 霊的さわり 

指示 ( 。 ) 民間療法 (b) 自分のあ り方の是正 ( 。 ) 払い 

く 340) 86 



鮒
 

じ
だ
が
、
向
い
て
い
る
方
面
の
指
示
を
さ
れ
る
 場
ム
 口
 も
あ
る
。
仕
事
・
商
売
に
つ
い
て
は
商
売
の
場
所
替
え
 、
 始
め
る
時
期
、
や
り
方
、
 

団
体
 ポ
 
へ
の
対
し
方
等
で
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
 時
 
期
の
指
定
等
か
な
り
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
 気
 ぐ
せ
の
タ
イ
ミ
ン
ク
と
し
て
 

 
 
 
 
 
  
 

集
 

 
 

穀
 

と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
商
売
の
や
り
方
、
仕
 事
へ
の
対
し
方
に
は
心
の
持
ち
方
の
注
意
が
含
ま
れ
る
。
 

 
 

 
 

新
 

ま
た
、
 
A
 に
 他
と
 比
べ
て
顕
著
な
「
 ム
 「
の
あ
り
方
と
前
 世
 
・
今
世
で
の
任
務
」
に
つ
い
て
は
、
人
間
は
何
度
も
生
 ま
れ
か
わ
っ
て
い
る
 

程
大
 で
あ
り
場
所
で
あ
る
と
の
位
置
づ
げ
を
担
 

う
 
。
 縁
 
談
は
相
手
と
の
相
性
良
否
を
問
 

う
が
 
、
前
世
の
因
縁
、
 

宿
命
、
今
の
あ
り
方
の
全
部
 

輌
を
含
め
て
の
判
断
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
 

自
分
に
足
り
な
い
も
の
を
補
っ
て
く
れ
る
の
な
ら
ば
良
縁
 

と
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
、
財
産
 

 
 

 
 

 
 

る
 問
題
の
原
因
は
、
自
分
 

手
の
性
格
の
指
摘
（
前
世
 

が
あ
る
と
受
け
る
「
下
が
 

手
も
よ
し
自
分
も
よ
し
と
 

調
 
（
 
和
 ）
で
あ
り
、
そ
れ
 

サ
ラ
ッ
と
し
た
関
係
が
よ
 

親
子
と
い
う
関
係
は
前
者
 

つ
ぎ
に
、
縁
談
、
進
学
 

進
学
は
学
校
と
の
、
就
職
 

親
か
ら
も
ら
っ
た
特
徴
と
 の

あ
り
方
と
前
世
の
因
縁
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

な
お
自
分
の
あ
り
 
方
 江
原
因
が
あ
る
場
合
に
も
、
 
相
 

の
 因
縁
を
ふ
ま
え
て
）
と
そ
れ
に
合
わ
せ
・
に
・
対
応
を
指
 

ホ
 す
る
も
の
で
、
自
ら
が
下
が
っ
て
す
べ
て
自
分
に
非
 

る
 」
倫
理
よ
り
も
人
は
人
と
い
う
わ
り
切
り
が
強
調
さ
れ
 

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
わ
り
切
り
は
、
「
 

筋
 」
（
 相
 

い
 5
 合
理
）
と
「
け
じ
め
」
（
自
分
の
分
１
役
割
・
立
場
 

｜
 と
人
の
分
と
の
違
い
の
認
識
）
の
上
に
立
っ
た
 

協
 

、
就
職
・
転
職
は
、
基
本
的
に
相
性
と
い
う
 

ヵ
 テ
ゴ
リ
 

が
お
互
い
を
生
か
す
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
 

-
 

で
、
後
者
を
ょ
り
重
要
視
す
る
の
で
あ
る
。
 

１
 で
一
括
で
き
る
。
す
な
わ
ち
縁
談
で
は
相
手
と
の
、
 

」
と
に
 
よ
 る
。
た
と
え
親
子
で
あ
っ
て
も
わ
り
切
り
や
 

い
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
肉
体
の
先
祖
と
魂
の
先
祖
（
 

一
 
朋
世
）
は
異
な
る
と
い
う
認
識
を
関
連
す
る
だ
ろ
う
。
 

ぱ
 会
社
と
の
相
性
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
相
性
 

と
は
、
前
世
か
ら
今
世
に
求
め
て
ぎ
た
 

冤
 ぐ
せ
（
今
世
 

前
世
か
ら
も
っ
て
き
た
特
徴
）
を
生
か
す
こ
と
で
あ
り
、
 

欠
点
を
消
す
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
魂
の
浄
化
に
役
だ
つ
 



が
 、
そ
の
な
か
で
も
と
く
に
委
託
を
 ぅ
 げ
た
前
世
の
人
の
 影
響
下
に
あ
っ
て
、
そ
れ
に
関
連
し
て
今
世
の
任
務
（
 人
 に
与
え
る
役
目
と
 汚
 

れ
を
消
す
役
目
）
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
、
さ
ら
に
 肉
 体
の
因
縁
と
し
て
の
父
方
母
方
の
因
縁
を
指
摘
す
る
も
の
 で
あ
る
。
例
を
あ
げ
る
 

と
 次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
「
江
戸
時
代
が
変
わ
る
 時
に
人
を
指
導
し
て
い
た
人
で
 魂
 自
体
は
き
れ
い
で
あ
る
 0
 こ
の
世
に
は
人
の
世
 

話
 を
す
る
た
め
に
お
り
て
き
た
魂
だ
か
ら
人
と
会
 う
こ
 と
を
仕
事
に
し
て
付
き
な
さ
い
。
父
方
の
因
縁
は
あ
れ
も
 こ
れ
も
や
ら
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
と
思
 う
 傾
向
が
あ
り
、
母
方
の
因
縁
は
欲
が
 深
い
。
」
こ
れ
に
つ
い
て
は
現
在
、
蓮
華
が
あ
る
レ
ベ
ル
 以
上
と
認
め
る
者
し
か
 

問
 う
 こ
と
を
許
さ
れ
て
い
な
い
が
、
生
き
方
に
か
か
わ
 る
こ
う
し
た
も
の
が
最
も
重
要
な
「
お
伺
い
」
と
し
て
 出
 て
く
る
背
景
を
考
え
る
 

必
要
が
あ
ろ
う
。
 

「
お
伺
い
」
に
際
し
て
も
教
え
の
個
別
的
問
題
へ
の
具
現
 とも
い
 う
 べ
 き
 も
の
が
随
所
に
見
い
出
せ
る
こ
と
は
こ
 れ
ま
で
検
討
し
て
き
 

た
と
お
り
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
蓮
華
の
「
お
伺
い
」
の
と
ら
 

え
 方
が
依
頼
者
の
側
に
も
変
容
を
も
た
ら
す
こ
と
な
し
 に
は
カ
リ
ス
マ
化
の
現
 

実
化
Ⅱ
教
祖
化
は
達
成
し
え
な
い
。
「
お
伺
い
」
を
蓮
華
や
 

そ
れ
に
 網
休
 す
る
神
と
依
頼
者
と
の
相
互
作
用
の
場
 と
 し
て
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
 

勉
強
会
を
通
じ
て
の
教
え
の
学
習
は
そ
れ
に
ど
の
 よ
う
 な
 影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
を
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
 そ
 こ
で
、
依
頼
者
側
の
「
お
 

伺
い
」
で
の
内
容
の
変
化
を
み
た
の
が
表
 3
 で
あ
る
 0
 変
 化
の
方
向
は
二
つ
あ
る
。
第
一
に
 、
 
「
お
伺
い
」
の
 内
 容
が
 、
現
実
的
な
悩
み
 

か
ら
自
分
の
生
き
方
が
こ
れ
で
 よ
 い
の
か
を
確
か
め
る
 も
の
へ
と
変
化
し
た
こ
と
、
第
二
に
、
問
題
の
た
び
ご
と
 に
 
「
お
伺
い
」
を
し
て
 

い
た
者
が
、
自
分
で
考
え
で
も
ど
う
し
て
も
解
決
で
ぎ
 な
 い
 時
や
自
分
の
考
え
方
で
 よ
 い
の
か
を
 確
 め
に
伺
 う
と
 い
 う
 方
向
へ
の
変
化
で
 

あ
る
。
第
一
点
の
変
化
を
認
め
る
者
は
全
体
の
二
 0
 拷
 だ
が
、
 A
 四
一
 %
 、
 B
 
一
四
 %
 、
 C
 四
 %
 と
 A
 と
 B
C
 と
 の
差
は
大
き
い
。
第
二
 

点
の
変
化
は
全
体
の
一
一
 

%
 で
、
 

A
B
C
 

間
の
差
は
ほ
 と
ん
ど
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
お
伺
い
」
の
内
容
の
変
化
を
 

自
己
認
知
し
て
い
る
者
 

は
 A
 五
二
 %
 、
 B
 二
七
 %
 、
 C
 一
一
 %
 と
、
中
心
に
近
 づ
く
に
つ
れ
て
増
大
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
変
化
を
最
近
 一
年
間
の
主
な
「
お
 
伺
 

い
 」
の
内
容
が
「
生
き
方
の
確
か
め
」
な
の
か
そ
れ
以
外
 の
 
「
個
人
的
問
題
」
な
の
か
と
い
う
点
に
か
か
わ
ら
せ
 て
み
る
と
、
内
容
の
変
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新宗教集団における 教祖の誕生過程 

表 3  「お伺い」の 内容の変化 ( 自由回答を分類 ) 

      計 

現実の悩みづ 生き方の確かめ 
12C101@ 5[@ 5]@ 1C@ 1]@ 18C16] 

(@ 41.4)@ (@ 13.9)@ ( 3.7)@ (@ 19.6) 

問題のたびに 伺う つ 自分で考えて 解決で 乱 3]  5[ 5)  2[ 2 コ 10C10 コ 

きない時，自分の 考えで よい かの確かめ C I0 ） (((((( ） （ Ⅰ・ (  10.9) 

変 化 な し 
14[@ 6]@ 26[@ 7]@ 24[@ 4]@ 64[17] 

(@ 48.3)@ (@ 72.2)@ (@ 88.9)@ (@ 69.6@     
計 29[19]@ 36[17]@ 27[@ 7]@ 92[43] 

(100.0)@ (100.0)@ (100.0)@ (100       

* 非該当 ( 「回数が少ないので 変化を言えない」 「お伺いをしたことがない」 ) の 10 例 

を除く 

甜 個別的問題内部の 移行について 言及した者も ¥0% いたが， 「変化なし」に 含めた 

村 * 仁 コ 内は最近一年間の「お 伺い」の主な 内容として「生き 方の確かめ」をあ げた 

者の数 

経 で 性 方 が 討 大 同 容 き 解 官 接 は 合 の 化 
験 あ   ケ -   し 「 老 い の 方 決 己 し 一 0 割 を 
的 る 来 つ 彼 て お と 」 変 に の の た 七 そ 合 意   
て、 生き見通よいじろで 彼 よう 」こ % 的な 容 と つ し 、 わる して や 考 ある 三例 率は 八 A し 

ら れ す 教 方 に お 差 し て も の え 。 を A セ る 
が て 震 え に   拷 「生き 華の霊 、 ほかな それに るとい 題を蓮 に る よ なとら ことを 割合が る方 伺い 枠組 強金 形成 

え おぎ勉が七 % 、 の 確 
C か 

ヒ ム ヒ 弓 ら も う 華 彰 え み A 方 向 」 を で さ C 一 め 
に な と ば に 響 方 て 六 の に を 得 の れ 一 0 」   が こ あ セ 主 こ 線 個 を 降 。 化 っ ている 蓮華が確認しでの ついて 指 単に生 できょ れまで ろ う 。 @0- 1 膠 C 、 要な「 とは、 上に、 的問 別 とおし に蓮華 なお後 なしの 

て 、 示 前 き ぅ 倹 二 お 内 生 題 て と 音 場 者 

89  (343) 



表 4  「お伺い」があ たらなかった 経験 

      計 

たくさんあ る 

それほどではないがあ る 

ほとんどない 

全然ない 

あ たるあ たらないではない 

まだ結論がてていない 

わからない 

0(  一 )  0(  一 )  0(  一 )  0(  一 ) 

1(  3.0)  3(  7.9)  2(  7.1)             

5( 15.2)@ 6( 15.8)@ 9( 32.1)@ 20( 20.2) 

17(@ 51.5)@ 25(@ 65.8)@ 10(@ 35.7)@ 52(@ 52.5) 

8(@ 24.2)@ 4(@ 10.5)@ 5(@ 17.9)@ 17(@ 17.2)   
1(  3.0)  0(  一 ) 1(  3.6)  2(  2.0) 

計 33(100.0)@ 38(100.0)@ 28(100.0)                   

  
 
 

巾
が
、
 B
 に
な
る
と
「
自
分
の
修
行
不
足
」
と
自
ら
の
 

内
部
に
原
因
を
求
め
た
り
、
「
 

は
 

 
 

繭
 
-
-
"
 

ず
れ
た
時
は
ど
う
し
て
か
と
思
っ
た
が
、
現
在
は
 

長
い
目
で
み
て
あ
と
あ
と
良
い
方
向
 

端
 
に
導
い
て
く
れ
る
も
の
だ
と
わ
か
っ
た
」
と
即
断
 

的
な
あ
た
り
は
ず
れ
と
 

ぃ
 5
 観
点
か
 

ま
 

「
 
ら
 の
と
ら
え
方
か
ら
脱
却
し
 

、
 A
 で
は
「
当
時
は
自
 

分
の
気
持
の
上
で
欲
望
が
先
行
し
 

 
 

た
別
て
し
ま
い
、
あ
た
ら
な
か
っ
た
と
錯
覚
し
た
の
で
 

は
な
い
か
。
期
間
を
お
い
て
考
え
る
 

く
 ㏄
と
あ
の
時
は
そ
れ
で
よ
か
っ
た
と
わ
か
っ
て
く
 

る
 」
と
と
ら
え
て
い
る
。
 

C
 は
別
と
し
 

一
一
㍑
 穏
バ
 ㌢
㌶
㌶
㍊
㌶
㌣
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
お
伺
い
」
は
努
力
し
て
い
く
方
向
 

づ
 げ
で
あ
っ
て
 
即
結
 果
 は
で
な
い
と
い
う
見
方
で
 

  ら 十曲 出 

お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
勉
強
会
か
ら
先
に
入
っ
た
 

を
契
機
に
か
か
わ
っ
た
者
が
九
四
 %
 を
占
め
る
と
 

義
的
に
彼
ら
を
ひ
き
つ
け
た
と
い
え
る
か
ら
で
あ
 

そ
こ
で
表
 4
 で
「
お
伺
い
」
が
あ
た
ら
な
か
っ
 

「
た
く
さ
ん
あ
る
」
と
認
知
す
る
者
は
全
く
な
く
、
 

六
 %
 あ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
ど
の
 ょ
ぅ
 

み
る
と
、
 C
 で
は
「
ど
う
し
て
か
わ
か
ら
な
い
」
 

者
は
八
名
に
す
ぎ
ず
、
「
お
伺
い
」
 

い
う
事
実
を
み
て
も
、
 
霊
能
 が
第
一
 

る
 。
 

た
 経
験
を
も
つ
程
度
を
み
る
と
、
 

「
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
が
あ
る
」
が
 

に
 解
釈
し
た
か
を
 A
B
C
 

別
に
み
て
 

「
仕
方
が
な
い
」
と
い
っ
た
も
の
だ
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表 5  救 けられた体験 ( 内容 ) 

( 自由回答を分類 ) 

      - 十 

病気・事故 12(@ 19.4)@ 15(@ 26.3)@ 9(@ 27.3)@ 36(@ 23.7) 
対人関係 7(@ 11.3) 6(  10.5) 5( 15.2) 18( 11.8) 

相 性 5(@ 8.1)@ 11(@ 19.3)@ 6(@ 18.2)@ 22(@ 14.5) 

商売・仕事 6(@ 9.7)@ 5(@ 8.8)@ 2(@ 6.1)@ 13(@ 8.6) 

生き方・性格の 変化 15(  24.2)  11(  19.3)  5(  15.2)  31(  20 ・ 4) 

そ の 他 17( 27.4)@ 9( 15.8)@ 6( 18.2)@ 32( 21.1) 

計 62(100.0) 57(100.0) 33(100.0) 152(100.0) 

ホ 相性……縁談，恋愛，進学，就職 

あ
る
。
こ
れ
は
「
お
伺
い
」
を
し
た
な
か
で
の
最
も
大
 き
な
問
題
や
「
お
伺
い
」
の
内
容
 

の
 変
化
で
み
た
よ
 う
 に
、
問
題
そ
れ
自
体
が
精
神
的
 レ
 ・
 
べ
 ル
に
 移
行
し
て
い
る
こ
と
を
 示
 

す
も
の
で
も
あ
る
が
、
例
え
ば
病
気
と
い
っ
た
問
題
で
 も
心
の
あ
り
方
を
直
す
こ
と
が
 強
 

調
 さ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
対
応
す
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
 「
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
が
あ
る
」
 

「
ほ
と
ん
ど
な
い
」
と
幾
分
な
り
と
も
あ
る
と
認
知
し
て
 い
る
者
は
 A
 一
八
 %
 、
 B
 二
四
 

%
 、
 C
 三
九
 %
 と
順
次
増
大
し
て
い
る
が
、
蓮
華
の
壷
一
正
 

能
 に
対
す
る
評
価
を
含
ん
だ
認
知
 

度
 は
か
な
り
一
局
い
と
い
え
 
ょ
 ら
く
 

さ
ら
に
感
情
的
側
面
で
の
受
益
感
の
程
度
を
「
 救
 け
ら
 れ
た
体
験
」
の
有
無
か
ら
検
討
 

し
て
お
こ
う
。
 救
 け
ら
れ
た
体
験
が
「
た
く
さ
ん
あ
る
」
 と
 認
知
す
る
者
は
 A
 六
五
 %
 、
 

B
 四
七
 %
 、
 C
 二
 O
%
 で
、
「
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
が
 あ
る
」
ま
で
い
れ
る
と
 
A
 八
五
 

老
 、
 B
 八
四
 %
 、
 C
 六
三
 %
 と
な
り
、
 

C
B
A
 

の
順
に
一
 

局
 く
な
る
。
そ
の
内
容
（
但
し
 三
 

つ
ま
で
と
い
う
指
定
だ
が
、
具
体
的
に
あ
が
ら
な
か
っ
た
 も
の
も
あ
る
の
で
、
平
均
件
数
 

は
 A
 二
・
一
件
、
 B
 一
・
八
件
、
 C
 一
・
七
件
で
あ
る
 ）
を
表
 5
 で
み
る
と
、
全
体
で
 

は
 、
病
気
・
事
故
（
二
四
 %
 ）
 、
 生
き
方
・
性
格
の
変
化
 （
 
二
 0
 拷
 ）
、
相
性
二
五
 %
 ）
 、
 

対
人
関
係
（
一
二
 %
 ）
、
商
売
・
仕
事
（
九
 %
 ）
の
順
に
 な
る
。
 

A
B
C
 

別
に
み
る
と
 

A
 

で
は
生
き
方
・
性
格
の
変
化
が
、
 B
C
 

で
は
病
気
・
 

車
 故
 が
一
位
に
な
り
、
ま
た
相
性
に
 

関
す
る
も
の
を
あ
げ
る
率
は
、
 B
C
 

で
は
 

A
 の
二
倍
以
 上
 あ
る
。
な
お
生
き
方
・
性
格
の
 

変
化
を
あ
げ
る
者
の
割
合
は
 A
B
C
 

の
順
で
わ
ず
か
 

ず
 っ
 減
少
す
る
が
、
内
容
的
に
も
 A
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表 6  神の指示に従 うと 自分の損になると 

    

神の指示に従う 17(  50.0)  21(  55.3) 

自分の損にならないようにする 1( 2.9) （ ） 

いちがいにいえない 5(  14.7)  6(  15.8) 

損得は考えられない 11(  32.4)  10(  26.3) 

わからない 0(  一 )  0(  一 ) 

- 十 34(100.  0) 38(100.     

し
 
た
 
い
 
。
ま
ず
、
「
自
分
の
損
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
 

る
 
」
は
 

A
B
 

と
も
に
三
 

%
 
弱
あ
る
の
み
だ
 

が
、
 

C
 
に
な
る
と
二
二
 

%
 
に
上
昇
す
る
。
こ
れ
に
「
 

ぃ
 
ち
が
い
に
 

い
 
え
な
 

い
 
」
と
答
え
た
者
を
加
 

出
 

 
 

 
 

思われる 時 

  計 

11  (  36.7)  49(  48.0) 

4(@ 13.3)@ 6(@ 5.9) 

10(  33.3)  21(  20.6) 

4(@ 13.3)@ 25(@ 24.5) 

1(  3.3)  1(  1.0) 

30(100.0)  102(100.0) 

で
は
生
き
方
の
変
化
に
圧
倒
的
な
比
重
が
あ
る
の
に
比
べ
 、
 B
C
 

で
は
性
格
の
変
化
に
力
点
が
あ
 

 
  

 

る
 。
こ
の
 ょ
う
 に
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
 
救
 げ
ら
れ
た
 体
 験
 と
し
て
内
面
に
か
か
わ
る
も
の
が
 前
 

 
 
 
  
 

面
 に
出
て
お
り
、
通
常
の
巫
者
を
こ
え
る
こ
と
が
示
さ
 れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
治
癒
が
全
体
㏄
 

の
 
一
位
を
占
め
る
こ
と
は
、
 
霊
 能
を
具
体
的
側
面
で
も
 発
 揮
 し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 

最
後
に
 、
 「
お
伺
 い
 」
で
の
指
示
は
世
間
的
な
基
準
か
ら
 

の
 
判
断
と
異
な
る
こ
と
も
あ
り
 ぅ
る
 の
 

で
、
「
神
の
指
示
に
従
 う
と
 自
分
の
損
に
な
る
と
思
わ
 れ
る
 時
 」
の
選
択
を
表
 6
 
で
み
る
，
」
と
に
 



程
 と
の
関
係
の
継
続
化
に
役
だ
つ
た
め
に
は
、
対
象
 

世
界
の
認
知
的
枠
組
を
変
え
る
よ
う
な
内
的
変
化
を
人
々
 

に
も
た
ら
し
、
教
え
が
絶
え
 

過
 

 
 

 
 

 
 

潮
 か
か
わ
る
実
践
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
 

単
 な
る
生
活
倫
理
的
な
も
の
で
は
な
く
、
今
世
で
の
生
き
方
 

を
 
前
世
、
来
世
と
の
 

っ
な
 
が
 

知
り
の
な
か
で
と
ら
え
現
状
に
対
し
て
の
危
機
的
 

認
識
に
も
と
つ
い
て
か
つ
て
の
人
間
ら
し
い
存
在
へ
の
 

復
 
帰
を
求
め
る
が
、
前
世
の
影
 

 
 
 
 
 
 

に
あ
り
な
が
ら
も
基
本
的
に
仝
世
で
の
自
分
新
的
価
値
へ
と
移
行
す
る
こ
と
を
含
む
既
成
の
価
値
 

%
 
 
響
 下
 

 
 

 
 

き
な
い
。
③
た
と
え
物
質
 界
 で
は
損
で
も
精
神
界
で
は
 フ
ラ
ス
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
か
ら
 演
緩
 し
て
神
の
指
示
の
 

正
し
さ
を
信
じ
る
場
合
（
①
）
、
今
世
内
部
で
は
あ
る
 
が
 長
期
的
な
見
方
で
み
て
い
る
場
合
（
②
）
、
今
世
を
 
超
え
て
来
世
ま
で
の
 範
 

囲
を
射
程
に
い
れ
て
考
え
て
い
る
場
合
（
③
）
が
 
あ
 る
と
い
 え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
霊
寵
に
対
す
る
評
価
や
受
益
 感
 に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
 

な
が
ら
も
、
教
え
の
受
容
の
影
響
が
こ
う
し
た
場
面
で
 の
と
ら
え
方
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
 い
 え
る
だ
ろ
う
。
 

三
教
え
の
受
容
と
自
己
変
革
 

二
節
で
み
た
よ
 う
 に
 、
 
「
お
伺
い
」
と
い
う
立
者
と
し
 て
の
活
動
の
と
ら
え
方
の
変
容
は
、
蓮
華
自
身
に
お
 け
 る
 変
化
と
対
応
す
る
 

が
 、
そ
れ
に
は
蓮
華
の
霊
 能
 に
対
す
る
プ
ラ
ス
の
評
価
 を
も
た
ら
し
た
体
験
を
基
礎
と
し
な
が
も
、
勉
強
会
参
加
 に
よ
 る
教
え
の
学
習
が
 

大
き
な
役
割
を
果
た
し
、
こ
の
中
で
蓮
華
は
通
常
の
巫
 者
を
超
え
る
側
面
を
も
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
教
え
を
 受
容
し
た
こ
と
が
蓮
華
 



表ァ 霊界を信じる よう になった契機 ( 複数回答の場合は 主な理由 ) 

      計 --- 

自分で体験して 

体験した人の 話を 

蓮華先生の話をき 
「お伺い」が 正し 

なんとなく 

そ の 他 

4(  17.4)  5(  16.1) 

  きいて 1(@ 4.3)@ 3(@ 9.7) 

  いて 11(@ 47.8)@ 15(@ 48.4) 

  かったので 2( 8.7) 2( 6.5) 

3(  13.0)  5(  16.1) 

2(  8.7)  1(  3.2) 

(
 
ア
 

Ⅱ
（
 
ー
 

ノ
 
(
 

（
 /
(
 Ⅹ
（
 

3
3
8
1
2
 

ノ
廿
 

14.3) 

14.3) 

38.1) 

4.8) 

9.5) 

19.0) 

 
 

2
.
7
4
5
0
7
 

l
R
3
 

Ⅰ
Ⅰ
 

6
9
5
6
3
9
 

l
l
 
山
 

4
1
 

1
 
Ⅰ
 
ノ
 

1
 
Ⅰ
 
ノ
 

1
 
Ⅰ
 
ノ
八
 
1
 

ノ
へ
 
1
 

ノ
ヘ
 
1
 

ノ
 

0
 
3
 
3
 
7
 
0
3
 

し
皿
Ⅰ
 

計
 

23(100. 0) 31(100.0) 21(100. 0) 75(100.0) 

  「お伺いが 正 しか っ たので 」は「   その他 」
 
から抽出 

的
 存
在
を
事
実
と
し
て
受
け
入
れ
、
そ
う
し
た
状
況
 規
 定
 の
も
と
で
今
世
の
自
分
を
再
規
定
 

し
て
い
く
こ
と
を
含
む
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
教
え
の
 前
 提
 に
あ
る
こ
の
 
ょ
う
 な
超
自
然
的
存
 

在
 を
ど
の
程
度
ま
た
ど
の
よ
う
な
契
機
で
 ぅ
げ
 い
れ
る
 
よ
 う
 に
な
っ
た
か
の
検
討
か
ら
は
じ
 

め
た
い
。
 

ま
ず
、
霊
界
の
存
在
を
信
じ
る
程
度
を
み
る
と
、
そ
の
 存
在
を
「
信
じ
る
」
者
は
 A
 六
八
 

老
 、
 B
 八
二
 %
 、
 C
 セ
 O
%
 で
 全
体
で
は
七
四
 %
 に
 及
 ぶ
 。
「
信
じ
な
い
」
と
い
う
者
は
 B
 

に
 三
老
（
一
例
）
 、
 C
 に
 セ
膠
 
（
二
例
）
あ
る
に
す
ぎ
ず
 
、
あ
と
は
「
半
信
半
疑
」
ま
た
は
 

「
わ
か
ら
な
い
」
と
答
え
た
者
で
あ
る
。
ま
た
、
神
の
 存
在
を
「
信
じ
る
」
者
は
霊
界
を
 

「
信
じ
る
」
者
よ
り
も
 
A
B
 

で
は
 

一
 0
 膠
 程
度
多
く
 、
 A
 セ
 大
老
、
 B
 九
二
 %
 、
 C
 七
 O
 膠
 

で
、
全
体
で
は
七
九
 %
 の
者
が
信
じ
て
お
り
、
信
じ
な
い
 者
は
 C
 に
三
老
（
一
例
）
あ
る
だ
 

（
 
u
@
 

げ
で
あ
る
。
な
お
、
両
者
の
間
に
は
高
 い
 相
関
関
係
が
 あ
る
。
 

霊
界
を
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
契
機
を
表
 7
 で
み
る
と
 

「
蓮
華
先
生
の
話
を
ぎ
い
て
」
 

「
お
伺
い
が
正
し
か
っ
た
の
で
」
と
い
う
蓮
華
と
の
接
触
 

を
き
っ
か
け
と
す
る
者
が
全
体
の
半
 

数
 以
上
を
占
め
、
そ
の
割
合
は
 A
B
 は
 C
 よ
り
も
 
一
 0
 老
 程
度
多
い
。
ま
た
「
自
分
で
体
験
 

し
て
」
と
答
え
た
者
の
な
か
に
も
、
そ
の
内
容
を
検
討
 す
る
と
蓮
華
を
通
じ
て
雲
と
話
を
す
 

る
こ
と
が
で
き
た
と
か
、
あ
る
出
来
事
を
蓮
華
に
よ
っ
て
 霊
に
よ
 る
も
の
だ
と
指
摘
さ
れ
た
 

 
 

場
合
も
含
ん
で
い
る
。
神
の
存
在
を
信
じ
る
 よ
う
 に
 な
 
っ
た
 契
機
（
表
 8
 ）
は
、
霊
界
と
同
 

様
に
蓮
華
と
の
接
触
に
起
因
す
る
理
由
が
半
数
を
占
め
 る
が
、
霊
界
で
は
「
先
生
の
話
を
ぎ
 

( 笘 8) 94 
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表 8  神の存在を信じるようになった 契機 ( 複数回答の場合は 主な理由 ) 

      計 

自分で体験して 5(  20.0) 

体験した人の 話をきいて 0(  -) 
蓮華先生の話をぎいて 6(  24.0) 

「お伺い」が 正しかったので 6( 24.0) 

なんとなく 5(  20.0)   3(  12.0) 

@ Ⅰ - -- 十 25(100.0) 

8(@ 22.9)@ 2(@ 9.5) 

0(  一 )  oC  一 ) 

13(@ 37.1)@ 4(@ 19.0) 

7(  20.0)  5(  23.8) 

6( 17.1)@ 8( 38.1) 

1(  2.9)  2(  9.5) 

35(1 ㎝． 0)  21(1 ㏄． 0)   

15(  18.5) 

0(@ -) 

23C  28.  4) 

18(  22.2) 

19(  23.5) 

G(  7.4) 

81(100.0) 

い
て
」
と
い
う
理
由
が
大
多
数
で
あ
っ
た
の
に
比
べ
て
、
 

一
 
・
お
伺
い
が
正
し
か
っ
た
の
で
」
 

 
 

 
 

と
こ
ろ
で
、
神
や
霊
界
の
存
在
の
認
知
に
お
い
て
、
 

蓮
 車
 と
の
接
触
が
重
要
な
役
割
を
果
 

た
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
 

は
 漠
然
と
し
た
一
般
的
な
概
念
も
入
 

り
こ
ん
で
い
る
の
で
、
よ
り
直
接
的
な
も
の
と
し
て
、
 

「
お
伺
い
」
や
勉
強
会
で
蓮
華
が
 

怒
 

-
 
は
 
@
 

依
 状
態
に
な
っ
て
語
る
神
の
言
葉
を
信
じ
る
度
合
に
つ
 

い
て
次
に
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
 

こ
 

れ
を
「
全
面
的
に
信
じ
て
い
る
」
者
は
 

A
 七
九
 
%
 、
 B
 八
二
 
%
 、
 C
 五
 
O
 老
 だ
が
、
「
全
面
 

的
に
信
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
参
考
に
し
て
い
る
 

」
ま
で
を
い
れ
る
と
 

A
B
 
で
は
九
七
 

膠
 に
の
ば
り
、
 

C
 で
も
七
七
 

%
 に
な
る
。
「
参
考
に
し
 

て
い
る
」
以
上
の
も
の
に
つ
い
て
、
 

そ
の
契
機
を
表
 

9
 で
み
る
と
、
そ
れ
が
蓮
華
の
霊
能
に
 

対
す
る
評
価
（
四
九
 

%
 ）
か
ら
 
ば
か
  
 
 
 
 
 

り
で
な
く
、
教
え
の
適
切
さ
三
九
 

%
 ）
か
ら
も
か
な
 

り
の
率
で
ひ
き
だ
さ
れ
て
い
る
こ
と
㏄
 

が
 注
目
さ
れ
る
。
前
者
は
①
「
お
伺
い
」
で
指
示
ど
お
 

り
に
行
な
っ
た
ら
結
果
が
よ
ヵ
ナ
 

 
 

  
* 「お伺いが正しかったので」は「その 他」から抽出 

      



表 9  蓮華の語る神の 言葉を信じるようになった 契機 ( 複数回答の場合は 主要契機 ) 

      計 

 
 ）

）
）
 

l
 上
り
て
 

り
乙
 

4
 牛
ワ
 在
り
 3 山
 

 
 

(
.
 

，
 Ⅰ
（
Ⅰ
：
Ⅰ
 

l
 工
リ
臼
り
 
0
 

 
 

）
）
）
 

 
  

 
（
 
(
 
ノ
 Ⅰ
（
 

つ
と
ハ
 U 
 
ハ
し
 

 
 ）

）
）
 

g
 リ
 

"
@
 
4
 廿
 

ム
 
Ⅱ
 

リ
 ム
二
 
%
 

 
 （

（
（
 

l
 エ
ー
 
つ
ハ
 

 
 

Ⅰ
：
 
ノ
 

）
）
 

リ
 0
 
 
ハ
 リ
ハ
リ
 

牡
り
 

4
 

3
 山
 

つ
こ
 

 
 （

（
（
 

ク
し
 

l
 ユ
 

l
 上
 

め
 

る
 

と
な
 

こ
に
 

 
 

な
お
 

た
ら
と
 

か
わ
い
 

し
ば
で
 

五
れ
 
外
 

 
  

 

何
 
で
 摘
伺
 

お
神
指
お
 

教
え
 

自分の人生観と 合致 

自分の人生観と 反対 

勉強会に出席する う ちに納得 

10( 30.3)  7( 18.9)  3( 13.0)  20( 21.5) 

1(  3.0)  0(  一 )  0(  一 )  1 て Ⅰ． 1) 

5C  15.2)  4( 10.8)  6( 26.1)  15( 16.1) 

そ の 他 7( 21.2) 2( 5.4) 2( 8.7) 11， 11   

計
 

33(100.  0) 37(100. ） 23(100.0) 93(100     

  

依
 
・
通
信
す
る
神
に
対
す
る
信
頼
を
 テ
コ
 と
し
て
、
 
自
 己
の
行
為
・
態
度
・
生
き
方
 

「お伺いが 

に 話 

効 の 
異 な 
を か 
も て 、 
つ め 
た し 「   
し と味 目 ，じ、 
は 」 

以 の 

上 交 
て 、 圭興 

みが こ 

と 自 

お 己 
り の 

  
る す る 
こ 対 

  
範囲の 蓮華 

に 拡 
恩 人 

れ
が
、
「
 お
 伺
 い
 」
で
個
別
的
問
題
に
即
し
て
、
 

ま
 た
 勉
強
会
で
の
一
般
的
な
教
え
の
 

  かった 

    

れ 
ま 

て ・ 

超 
自 

然 
的 
存 
在 
ル @ し 

か 

か 

わ 

る       
つ 
の 

項 
目 

ヤ - - 
つ 
  
て 

検 
討 

し 

て 

き 

ナ - @ 

「
 
そ
 

@
 

外
 

 
 

 
 致

 

4
 口
 

 
 

 
 観

 

生
 

 
 

の
 

 
 

自
 

 
 

 
 

が
 、
仕
事
を
し
て
お
金
を
も
っ
て
い
る
人
が
一
番
強
い
 と
 思
っ
て
い
た
が
、
 そ
 

一
八
 0
 度
違
 r
,
 

，
 「
永
遠
へ
の
道
口
を
読
ん
で
、
勉
強
会
出
 席
 以
前
に
信
じ
た
と
 

例
 ）
 、
 ⑥
勉
強
会
に
出
席
す
る
 う
 ち
に
だ
ん
だ
ん
と
納
得
 し
た
場
合
が
あ
る
。
 

C
 別
に
み
る
と
 A
 で
は
 B
C
 に
比
べ
、
 霊
能
 よ
り
も
 教
 え
の
評
価
に
よ
る
契
機
 

く
 、
そ
れ
も
次
第
に
納
得
し
て
き
た
と
い
う
よ
り
、
 自
 ら
が
漠
然
と
生
き
方
に
 

て
 思
っ
て
い
た
こ
と
と
合
致
し
た
こ
と
を
そ
の
信
じ
る
 核
 と
し
て
い
る
 場
 ム
ロ
が
 

っ
て
い
る
。
ま
た
神
の
存
在
を
信
じ
る
度
合
よ
り
も
蓮
華
 の
神
の
舌
口
葉
を
信
じ
 

ム
ロ
 
は
 A
B
C
 す
べ
て
に
お
い
て
高
い
が
、
と
り
わ
け
 A
 0
 差
が
顕
著
で
あ
る
。
 る め つ が A い れ 

割 だ い 多 B 5 と 

他
生
観
と
合
致
）
 
、
 ⑤
自
分
の
思
っ
て
い
た
こ
と
と
 

逆
 方
向
二
例
の
み
で
は
あ
る
 

」から抽出 

（
指
示
に
逆
ら
っ
た
ら
結
果
が
悪
く
な
っ
た
場
合
も
含
む
 
）
 、
 

②
神
で
な
け
れ
ば
わ
 

 
  

 

か
ら
な
い
こ
と
（
前
世
、
宿
命
な
ど
）
を
指
摘
さ
れ
た
、
 ③
「
お
伺
い
」
以
外
で
い
㏄
 

 
 
 
 

@
 Ⅱ
 -
 

 
 

ぅ
 と
お
り
に
な
る
（
世
の
中
、
天
気
、
写
真
の
光
）
に
 区
分
で
き
る
が
、
 
0
 

に
よ
る
 

者
が
圧
倒
的
に
多
い
、
ま
た
後
者
は
、
④
自
分
が
思
っ
 て
い
た
こ
と
と
同
方
向
（
 人
 



程
 
と
は
「
お
伺
い
」
し
な
い
と
わ
か
ら
な
い
と
い
い
 

な
が
ら
も
蓮
華
の
 
カ
ン
 で
述
べ
る
場
合
や
、
こ
れ
を
問
 
う
 こ
と
を
直
接
的
に
目
的
と
し
 

 
 

知
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
前
世
と
仝
世
で
の
任
務
の
 

両
者
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
 

さ
 
肋
た
よ
う
 に
、
蓮
華
が
こ
れ
を
 
ぎ
 い
て
受
け
る
力
が
 
あ
る
と
判
断
し
た
者
以
外
に
は
「
お
伺
い
」
を
す
る
こ
と
 

が
 許
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
 

緩
 
側
面
を
持
つ
か
ら
、
基
本
的
に
は
こ
れ
ら
が
一
組
 

に
な
っ
て
こ
そ
意
味
が
あ
る
と
 
い
 え
 よ
う
 。
 表
托
 の
よ
 う
 に
 、
宿
命
・
前
世
・
今
世
で
 

が
の
任
務
の
三
つ
を
と
も
に
知
っ
て
い
る
者
は
、
 
A
 上
 
八
二
 
%
 、
 B
 三
一
 %
 、
 C
 二
七
 %
 で
あ
る
。
ま
た
個
々
に
 
つ
い
て
み
る
と
、
宿
命
を
知
 

 
 
 
 

鄭
 
っ
て
い
る
者
は
 
A
 八
五
 %
 、
 B
 六
六
 %
 、
 C
 五
七
 膠
 と
い
ず
れ
に
お
い
て
も
半
数
を
超
え
る
が
、
前
世
と
今
 

世
の
任
務
の
両
者
を
知
る
者
 

%
 
 は
、
 A
 セ
 四
 %
 、
 B
 二
四
 %
 、
 C
 二
七
 %
 で
、
 A
 と
 B
C
 と
の
差
は
さ
ら
に
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
 

新
 

と
こ
ろ
で
、
宿
命
を
知
っ
た
こ
と
に
よ
る
生
き
方
の
変
 

化
を
認
知
し
て
い
る
者
は
全
体
で
四
二
 

%
 
 
（
 
A
 四
一
 %
 、
 B
 四
八
 %
 、
 C
 一
二
二
 97@ f351) 

を
み
る
視
点
の
変
化
に
つ
な
が
り
 ぅ
る
 。
そ
こ
で
ま
ず
 、
蓮
華
に
よ
っ
て
因
縁
を
指
摘
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
 
変
 化
を
、
「
宿
命
（
の
形
 

態
 ）
」
、
「
前
世
と
今
世
で
の
任
務
」
を
手
が
か
り
に
み
て
 
い
く
こ
と
に
す
る
。
 

前
世
と
今
世
で
の
任
務
に
つ
い
て
は
二
節
で
説
明
し
た
 と
お
り
だ
が
、
宿
命
の
形
態
に
つ
い
て
若
干
の
べ
て
お
こ
 ぅ
 。
こ
れ
は
結
婚
の
 

相
性
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
本
来
説
か
れ
た
も
の
で
、
 人
間
は
 4
 、
 5
 、
 6
 の
三
つ
の
器
に
分
げ
ら
れ
る
が
、
 こ
れ
は
前
世
の
徳
分
、
 

因
縁
に
よ
っ
て
定
ま
っ
た
宿
命
で
あ
り
身
巾
と
し
て
と
 ら
え
ら
れ
て
い
る
。
夫
婦
は
相
補
 う
 縁
で
あ
る
た
め
足
し
 て
 薦
に
な
る
縁
が
よ
い
 

と
さ
れ
る
。
徳
分
の
量
は
 4
5
6
 
の
順
で
増
大
す
る
が
、
 各
々
の
特
徴
と
注
意
す
べ
 き
 点
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
 。
 6
 の
人
は
責
任
感
 

自
主
性
が
あ
り
、
人
に
甘
え
ず
に
全
て
自
分
で
責
任
を
 も
っ
て
や
る
よ
う
に
す
る
と
よ
い
。
 5
 の
人
は
人
と
は
 常
に
対
等
の
立
場
で
協
 

力
し
、
 助
け
合
う
関
係
で
い
く
。
 4
 の
人
は
依
頼
の
心
 が
 強
く
 、
 人
の
上
に
あ
が
ろ
 う
 と
す
る
が
、
自
分
を
押
え
 て
 相
手
を
立
て
て
い
く
 

と
こ
ろ
に
幸
せ
が
あ
る
。
 

宿
命
は
「
お
伺
い
」
の
場
で
な
く
、
通
常
の
蓮
華
と
の
 会
話
の
な
か
で
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
し
、
ま
た
前
世
 も
は
っ
き
り
し
た
こ
 



表 10  前世と今世での 任務，宿命 

      宿命 前世 任務 
計 

①
 
X
O
C
X
X
O
X
 

①
 
つ
 
x
 こ
 
Ⅱ
 こ
 
x
v
i
 

①
 O
 
①
 
X
 ロ
 
y
X
X
 

21(  61.8) 8(  21.1) 8(  26.7) 37(  36.3) 

4(@ 11.8) 1(  2.6) 0(  一 ) 5(  4.9) 

4(  11.8) 4C@ 10.5) 0 Ⅰ 一 ) 8(  7.8) 

3(  8.9) 2(@ 5.3)   5(  4.9)   2(@ 5.3)       1(@ 2.6) 0(  一 )     11(  28.9)   21(  20.6) 

1(  2.9) 9(  23.7) 10(  33.3) 20(  19.6) 

計 34(100.0) 38(100.  0) 30(100     102(100.0) 

が
 、
自
分
の
こ
れ
ま
で
の
あ
り
方
を
宿
命
に
あ
て
 は
め
 て
 納
得
す
る
者
も
含
ま
れ
る
。
 こ
 

こ
で
の
変
化
は
 、
 大
ざ
っ
ぱ
に
い
え
ば
、
指
摘
さ
れ
た
 宿
 命
の
特
徴
に
あ
わ
せ
る
と
い
う
 

方
向
を
と
る
。
と
く
に
ド
ラ
ス
チ
 ，
ク
な
 変
化
が
起
き
 る
の
は
、
自
己
が
認
識
す
る
性
格
 

と
は
全
く
正
反
対
の
宿
命
が
指
摘
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
 す
な
ね
 ち
、
指
摘
さ
れ
た
宿
命
 

と
 自
己
認
知
が
類
似
し
て
い
る
か
一
致
す
る
場
合
に
は
 生
き
方
は
変
わ
ら
な
い
し
、
こ
れ
 

ま
で
の
人
生
を
顧
み
て
納
得
も
し
ょ
う
が
、
自
己
に
 ょ
 っ
て
全
く
認
識
さ
れ
ず
、
ま
た
 他
 

者
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
深
層
部
分
が
 、
 本
質
的
な
も
の
と
し
て
 浮
 び
あ
 

が
っ
て
ぎ
た
時
、
蓮
華
の
霊
 能
 に
対
す
る
信
頼
と
相
い
 伴
っ
て
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
 

 
 

よ
う
に
な
る
。
 

4
 、
 5
 、
 
6
 各
々
に
つ
い
て
具
体
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
 ㈲
 
4
 と
指
摘
さ
れ
た
場
合
、
 

「
以
前
は
自
分
は
性
格
面
で
し
っ
か
り
し
て
い
る
と
思
い
 
、
結
婚
は
考
え
ず
に
仕
事
に
生
 

き
 ょ
 ぅ
と
 思
っ
て
い
た
が
、
先
生
か
ら
そ
う
で
は
な
い
 と
い
わ
れ
た
の
で
人
に
合
わ
せ
る
 

よ
う
努
力
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
「
強
い
人
間
だ
と
 思
 っ
て
い
た
が
弱
い
人
間
と
思
う
よ
 

う
 に
な
っ
た
。
宿
命
を
ぎ
い
て
無
理
を
し
な
く
な
っ
た
 の
で
楽
に
な
っ
た
」
「
も
と
も
と
 

は
 自
分
か
ら
や
り
た
が
り
や
だ
っ
た
。
 4
 は
受
け
る
 役
 な
の
で
、
受
け
て
お
願
い
す
る
し
 

か
な
い
と
思
っ
た
ら
、
心
が
楽
に
な
っ
た
」
「
一
時
は
 4
 で
あ
る
こ
と
が
頭
に
こ
び
り
 り
 

い
て
悩
み
、
自
信
を
も
つ
こ
と
が
で
ぎ
な
く
な
っ
た
。
 今
 は
 4
 で
あ
る
こ
と
に
開
き
直
っ
 

(352) 

0
%
 ）
い
る
。
但
し
 、
 
変
わ
ら
な
い
と
い
う
者
の
な
か
に
 は
、
 

生
き
方
自
体
は
変
わ
ら
な
い
 

 
  

 



新宗教集団における 曲 

@ と なる 点を確の （ よう ） 神 女だ 

認 な か て 。 
し 変 ら ら し 
て 化 み に た 
お な て と が 
く 入 王 い っ 

心 々 当 ぅ て 
妻 は 性 あ 女 
が も が り 性 

あ た 仕 方 で 
ろ ら 与 に 6 
ぅ す さ " と 

  何 は霊媒のであ は、 が与え 

  

  
， て も 

    
とい らのに 、 秩い 
ぅ こ 序 え 

  

    拍 の社主過程 

つ ら と 
た の ら   
し か て 
か ら 激     
男 あ 内 
女 が 的 
ぼ る 葛 
か ょ 藤 
か ぅ を 

わに経 ろ 、 験 
ず 徒 し 
4 束 た 
5 の 者 
6 価 も   
宿 観 る 

命 か こ 

に し と 

わ は は 

前出 け ち 6 
れ は の 

る 異 例 
と 性 に 
い 役 示 
ぅ 劃 さ 

こ は れ 

と 、 て   
既 玄 と 

成 性 お   
佃 @  害 Ⅱ で 
値 に あ 
親 付 る 
か 着   
ら さ ま 
の せ た 

月 脱色 ら さ 
反 れ ら に @ ロ を立日 心て Ⅰ い 
味 た え   
も て   こ 

の あ れ 

て
い
る
」
㈲
 
5
 と
指
摘
さ
れ
た
場
合
、
「
人
に
甘
 え
ず
宿
命
に
そ
っ
て
フ
ィ
フ
テ
ィ
・
フ
ィ
フ
テ
ィ
で
や
っ
 て
い
こ
う
と
思
う
よ
う
 

に
な
っ
た
」
 一
 
・
家
族
に
甘
え
て
い
て
は
い
げ
な
い
こ
と
が
 
わ
か
っ
た
」
 一
 
自
分
は
 4
 、
夫
は
 6
 だ
と
思
っ
て
い
た
。
 5
 と
 5
 と
知
っ
て
自
信
 

が
つ
い
た
」
「
以
前
は
自
分
が
主
役
の
つ
も
り
で
い
た
 が
 、
自
分
の
枠
が
見
え
、
無
理
を
し
な
く
な
っ
た
」
㈹
 

6
 と
指
摘
さ
れ
た
 場
 

ム
ロ
 
、
「
自
分
は
人
に
指
導
さ
れ
て
い
く
立
場
だ
と
思
っ
 て
い
た
の
だ
が
正
反
対
だ
っ
た
。
や
っ
て
み
た
ら
ば
そ
の
 と
お
り
だ
っ
た
し
「
 人
 

に
 甘
え
て
は
い
げ
な
い
と
強
く
な
っ
た
」
「
男
の
人
の
よ
 う
 な
気
持
で
一
切
合
切
や
る
 よ
う
 に
な
っ
た
」
 一
 
・
夫
が
 
い
る
の
に
何
故
自
分
が
 

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
 思
 っ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
知
っ
て
不
足
が
な
く
な
っ
た
」
 

こ
れ
ら
の
例
が
示
す
 よ
う
 に
 、
 5
 の
場
合
は
自
分
が
 4
 と
 思
っ
て
い
た
場
合
と
 6
 と
思
っ
て
い
た
場
合
と
で
変
化
 の
方
向
が
異
な
る
 

が
、
 4
 の
場
合
は
自
分
が
 6
 、
 6
 の
場
合
は
自
分
が
 4
 と
 思
っ
て
い
た
時
に
と
く
に
大
き
な
変
化
が
あ
ら
わ
れ
 て
い
る
。
ま
た
蓮
華
は
 

「
宿
命
は
前
世
の
徳
分
で
あ
っ
て
、
今
世
で
は
な
い
 04
 5
6
 は
ど
れ
が
一
番
よ
い
と
で
は
な
く
て
、
一
別
 か
ら
も
っ
て
ぎ
た
魂
を
 

知
り
、
そ
れ
を
あ
や
っ
る
の
が
運
命
で
あ
る
」
と
言
 う
 が
、
 4
 は
最
も
徳
分
の
量
が
少
な
い
と
さ
れ
る
た
め
に
、
 そ
れ
を
ス
テ
ィ
グ
 マ
と
 



前
世
と
今
世
で
の
任
務
に
関
し
て
み
る
と
、
前
世
 お
ょ
 び
ノ
 ま
た
は
任
務
を
知
っ
て
「
変
わ
っ
た
」
と
認
知
す
る
 者
（
但
し
、
そ
の
ほ
 

と
ん
ど
が
「
任
務
」
と
の
か
か
わ
り
で
変
化
を
感
じ
て
 い
る
）
は
全
体
の
五
一
 %
 
 （
 
A
 五
 O
 老
 ・
 B
 五
六
 %
 、
 C
 三
六
 %
 ）
で
あ
る
。
 

「
変
わ
ら
な
い
」
の
な
か
に
は
、
宿
命
の
場
合
と
同
様
に
 、
ふ
り
か
え
っ
て
み
て
今
ま
で
の
人
生
を
納
得
す
る
者
 が
 含
ま
れ
る
。
任
務
は
 

前
世
の
特
徴
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
の
 指
示
は
か
な
り
抽
象
的
で
あ
る
。
汚
れ
を
消
す
任
務
の
場
 合
は
、
指
摘
さ
れ
た
 欠
 

点
を
直
す
方
向
や
、
「
人
に
尽
く
す
喜
び
を
受
け
よ
 と
 い
わ
れ
た
の
で
、
生
活
す
べ
て
の
細
か
い
こ
と
で
人
の
世
 話
 を
し
た
り
、
人
の
い
 

や
が
る
こ
と
で
も
気
に
な
ら
な
い
で
や
る
こ
と
が
で
 き
 る
よ
 5
 に
な
っ
た
」
「
五
人
の
魂
に
委
託
さ
れ
て
ぎ
た
の
 で
、
今
世
い
ろ
い
ろ
な
 

試
練
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
」
と
い
う
よ
 う
 に
 、
任
 務
 と
し
て
困
難
を
積
極
的
に
ひ
き
つ
け
ろ
、
ス
テ
ィ
グ
 マ
の
 積
極
的
受
容
と
も
 

い
 う
 べ
 き
 方
向
へ
の
変
化
が
み
い
だ
せ
る
。
ま
た
、
「
 精
 神
 的
に
人
を
導
く
」
「
人
に
謙
虚
と
清
楚
を
指
導
す
る
 」
な
ど
の
人
に
与
え
る
 

任
務
の
者
は
、
「
情
に
溺
れ
た
 ユ
 ダ
は
自
分
に
似
て
い
 る
 。
そ
う
い
う
部
分
を
改
善
し
な
が
ら
、
で
き
る
範
囲
で
 人
 に
お
役
に
た
て
る
 ょ
 

う
に
と
思
 う
 よ
 う
 に
な
っ
た
」
「
自
分
と
し
て
は
人
か
 ら
 言
わ
れ
た
こ
と
を
す
る
の
が
好
き
で
、
人
の
上
に
立
っ
 の
は
む
い
て
い
な
い
と
 

思
 う
 。
し
か
し
 P
T
A
 
の
役
員
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
 お
こ
る
し
、
舌
口
わ
れ
た
 
よ
う
 に
人
に
接
し
な
け
れ
ば
い
け
 な
い
と
思
っ
て
い
る
」
 

と
い
っ
た
、
前
世
に
現
在
の
自
分
と
の
類
似
点
を
み
た
 り
 、
自
己
認
知
と
全
く
違
 う
 深
層
部
分
が
指
摘
さ
れ
な
が
 ら
も
、
現
実
に
そ
 う
し
 

た
 状
況
に
た
ち
い
た
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
れ
を
確
認
 し
 方
向
づ
け
る
と
い
う
変
化
が
み
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
 て
も
、
今
世
で
の
人
と
 

の
 接
触
の
な
か
で
自
分
の
 よ
 さ
を
出
し
、
欠
点
を
な
く
す
 努
力
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
対
人
関
係
 即
 修
行
の
場
と
し
て
の
 認
 

識
 が
反
映
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
宿
命
、
 前
世
と
今
世
で
の
任
務
を
知
っ
た
こ
と
に
よ
る
変
化
は
 、
 神
や
蓮
華
に
 よ
 る
 サ
 

ソ
 ク
シ
ョ
ン
が
眠
っ
て
い
た
深
層
部
分
を
堀
り
お
こ
し
、
 本
質
と
し
て
突
出
さ
せ
、
状
況
規
定
を
変
え
る
こ
と
に
 よ
っ
て
次
な
る
セ
カ
ン
 

 
 

ダ
リ
ー
・
パ
ー
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
規
定
し
て
い
く
の
で
 あ
る
。
 

こ
れ
ら
は
主
と
し
て
「
お
伺
い
」
の
場
で
の
個
人
指
導
で
 、
当
事
者
の
個
人
的
な
因
縁
を
指
摘
さ
れ
た
こ
と
に
よ
 る
 変
化
だ
が
、
次
に
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蓮
華
は
自
ら
を
、
「
お
伺
い
」
の
時
に
は
自
分
は
無
で
 あ
り
白
紙
の
状
態
で
、
人
間
と
し
て
の
願
い
が
な
く
神
の
 啓
示
を
 ぅ
 け
る
人
で
 

あ
り
、
そ
の
意
味
で
神
の
器
と
な
り
 挿
 そ
の
も
の
、
 勉
 強
 金
 時
は
神
を
使
わ
ず
自
分
の
知
恵
で
あ
る
の
で
蓮
華
（
 前
世
の
慈
恩
大
師
十
本
 

人
 ）
、
個
人
の
時
は
物
体
の
特
徴
や
欠
点
を
も
つ
晶
子
、
 と
し
て
区
別
し
て
ぎ
た
し
、
ま
た
折
に
ふ
れ
て
区
別
す
 べ
 き
 こ
と
を
強
調
し
て
 

 
 

い
た
 0
 こ
の
点
に
関
し
て
蓮
華
は
次
の
よ
う
に
舌
ロ
 
ぅ
 0
 
 
「
 
神
の
使
い
を
し
て
い
る
時
と
区
別
し
な
い
で
日
明
子
と
い
 
ぅ
 物
体
を
神
と
 ル
て
み
 

る
 人
が
い
る
。
晶
子
の
時
は
神
に
従
い
仕
え
る
人
間
で
、
 そ
の
点
で
他
の
人
と
対
等
で
あ
る
。
ま
た
物
体
を
持
つ
 限
り
は
欠
点
と
の
戦
い
 

が
あ
り
、
こ
う
し
た
い
と
い
う
望
み
も
あ
る
。
自
分
と
 神
と
を
い
っ
し
ょ
に
さ
れ
た
ら
神
に
失
礼
で
あ
り
、
申
し
 訳
 な
い
。
け
れ
ど
も
 神
 

と
は
な
れ
た
と
ぎ
で
も
一
人
の
人
間
と
し
て
通
用
す
る
 者
に
な
り
た
い
と
思
 う
 。
・
 
一
 し
か
し
ま
た
、
こ
の
区
別
の
 強
調
を
「
自
分
は
常
に
 

蓮
華
先
生
と
し
て
接
し
て
い
る
か
ら
区
別
す
る
必
要
は
 な
い
が
、
蓮
華
に
な
る
時
は
区
別
せ
 よ
 と
い
う
の
は
、
 神
 を
 敬
え
 、
 教
え
を
受
 け
 

る
 時
は
失
礼
の
な
い
よ
う
に
と
い
う
意
味
で
あ
る
」
と
 と
ら
え
る
者
も
い
る
。
 

そ
こ
で
、
「
お
伺
い
」
、
勉
強
会
と
い
う
二
つ
の
い
わ
ば
 
公
的
な
場
面
と
個
人
の
場
面
を
ど
の
よ
う
に
区
別
し
て
い
 る
か
を
み
る
と
 表
 Ⅱ
 

を
 得
る
。
全
体
と
し
て
は
「
ど
の
場
面
で
も
区
別
し
な
 い
 」
が
三
六
 %
 と
最
も
多
く
 、
 次
い
で
「
お
伺
い
、
勉
強
 会
 、
個
人
の
三
つ
の
場
 

面
を
区
別
す
る
。
 
一
 0
 回
 %
 Ⅹ
「
お
伺
い
・
勉
強
会
の
時
 と
 個
人
の
時
を
区
別
す
る
」
三
三
 %
 ）
 、
 「
お
伺
い
時
と
 
勉
強
会
・
個
人
の
時
を
 

区
別
す
る
」
（
一
七
 %
 ）
の
順
に
な
る
。
 A
B
C
 別
に
 

み
る
と
、
 

B
 と
 C
 に
は
似
た
傾
向
が
あ
る
が
、
 A
 は
 B
C
 に
 比
べ
て
「
三
つ
の
場
 

面
を
区
別
す
る
」
者
が
二
 0
 膠
も
多
く
、
こ
れ
と
「
 区
 刑
 し
な
い
」
者
に
大
別
で
き
る
。
他
方
 B
C
 で
は
 二
 0
 老
 台
を
占
め
る
「
お
伺
い
 

時
と
勉
強
会
・
個
人
の
時
を
区
別
す
る
」
者
は
 A
 に
 生
 二
 
%
 し
か
い
な
い
。
「
お
伺
い
」
の
時
の
み
聖
な
る
存
在
 と
と
ら
え
る
の
が
基
本
 

四
 
玉
 者
か
ら
教
祖
 へ
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表 Ⅱ 蓮華に対する 区別 
    

      目計 --- 
          
お伺 い Ⅰ勉強会 / 個人 13(  38.2)  7(  18.4)  4(  13.3) 

お伺 い ・勉強会 / 個人 6(  17.6)  9(  23.7)  8( 26.7) 

お伺 い / 勉強会・個人 1(  2.9)  10(  26.3)  6( 20 ． 0) 

どの場面でも 区別しない 14( 41.2)  12(  31.5)  11(  36.7) 

そ の 他 0(  一 )  0(  一 )  1(  3.3) 

- 一 頁 - - 十 34(100.0)@ 38(100.0)@ 30(100.0) 

*  「その他」は 勉強会以外の 蓮華をしらない 者 

24C@ 23.5) 

23(  22.5) 

Ⅰ 7(  16.7) 

37(@ 36.3) 

1(  1.0) 

102(100.0) 

表 12 蓮華に対する 呼称 

      計 口 --- 

伺 ・ 勉 ・ 普 ・ ( 旗 ) Ⅰ先生   伺 ・ 勉ノ普 ・ ( 旗 ) 二 先生 / 個人名 3 水ⅠⅠ 求 38.・ 8(・ 

伺 ・ 勉 ， 普 /  旗二 先生 ノ 個人名 2(  5.9)  1(  2.6) 
伺 ， 勉ソ   二 先生ノー 0(  一 )  1(  2.6) 

一一 / 普 ， ( 旗 ) Ⅰ一一 / 個人名 0(  一 )  0( 一 ) 

伺 ・ 勉 ・ 普 ・ ( 旗 ) 二個人名 0(  一 )  0( 一 ) 

計 34(100.0)  38(100.0) 

* 「お伺 い 」は非該当の 1 例を含む 

** 伺 ・ 勉 ・ 旗ノ 晋三先生 / 個人名の 1 例を含む 

む む む伺二 お伺 い ， 勉二 勉強会，晋三ふだん ， 旗 三族 屋 

13(@ 43.3)@ 60(@ 58.8) 

7(@ 23.3)@ 28(@ 27.5) 

0(@ -)@ 3(@ 2.9) 

5(@ 16.7)@ 6(@ 5.9) 

2(  6.7)  2(  2.0) 

3(@ 10.0)@ 3(@ 2.9) 

30(100.0)@ 102(100.0) 

比 8 人 の を い 揚 が   
は 食 な 例 い 「 別 り こ 問 る す こ て け こ み 民 
前 店 場 を た 行 み に で 題 の べ れ と て の る 間 

恵展をいⅩたとの 華も   
者
に
対
す
る
位
置
づ
げ
で
あ
 

ば
 A
 と
 B
C
 と
の
差
は
大
き
い
 

個
人
を
勉
強
会
時
の
蓮
華
と
ひ
 

か
 、
勉
強
会
時
も
個
人
の
延
長
 

る
の
か
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
 

区
別
し
な
い
」
場
合
に
つ
い
て
 

聖
な
る
存
在
を
具
現
し
て
い
る
 

個
人
的
レ
ベ
ル
で
み
る
の
か
と
 

か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
 

に
 対
す
る
呼
称
（
 表
乾
 ）
を
 手
 

点
 を
検
討
し
て
み
た
い
。
ま
ず
 

（
但
し
「
呼
ん
だ
こ
と
が
な
 

こ
と
が
な
い
」
と
い
う
非
該
当
 

「
お
伺
い
」
、
勉
強
会
で
は
 
C
 

た
す
べ
て
が
先
生
と
呼
ぶ
。
 個
 

「
ふ
だ
ん
」
と
蓮
華
が
経
営
す
 

屋
 」
に
わ
け
る
と
先
生
と
呼
ぶ
 

は
 A
 六
二
 %
 、
 B
 七
八
 %
 、
 C
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表 13  蓮華と自生会以前に 知りあ った者の関係別呼称 

先 生   先生 / 個人名   個人名 
  A[4]B[2] 
@  所 ( 砂山町 )  B[2 コ BC21 CL2] ） 所 （ 八 幡 町 AC2] Bcnccu 
@ 屋 A 仁 l] A[2]   A[4] 
: の他の直接的関係 A(2 コ B[1]CC2] 介 @@ A[41B[51CC1]  B[1]C[31 

- 一 口 - 一 十   A  [  9  ]  B  [  7  ]  C  [  1  ]   A[10]BC7]C[6']   C[2 コ 

  

な
場
面
で
は
先
生
と
呼
ん
で
も
個
人
的
な
場
面
で
は
 個
 人
名
で
呼
ぶ
こ
と
か
ら
脱
し
に
く
 

    コ 内は事例数 

な
お
呼
称
は
、
蓮
華
を
ど
 う
 み
る
か
と
い
う
要
因
の
他
 に
 接
触
契
機
に
 よ
 る
影
響
を
考
 

慮
 し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
自
生
会
 以
前
に
蓮
華
と
知
り
あ
っ
た
者
に
 

つ
い
て
関
係
別
に
 
A
B
C
 
と
の
関
連
で
呼
称
を
み
た
の
が
 表
毬
 で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
い
え
 

る
こ
と
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
，
①
親
戚
関
係
に
あ
る
 者
は
 

A
B
 

に
か
か
わ
ら
ず
、
公
的
 

五
二
 %
 、
後
者
で
は
 A
 六
五
 %
 、
 B
 七
八
 %
 、
 C
 四
八
 老
 と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
二
 

者
の
聖
的
な
も
の
に
直
接
か
か
わ
る
場
と
、
後
二
者
の
 世
俗
的
な
場
で
の
呼
称
は
一
線
を
 

画
す
る
が
、
一
方
世
俗
的
な
場
面
に
お
い
て
も
聖
な
る
 も
の
に
か
か
わ
る
者
と
し
て
の
 尊
 

称
 が
か
な
り
の
程
度
拡
大
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
 べ
 ぎ
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
呼
称
 

ほ
 つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
場
面
で
先
生
と
呼
ぶ
者
（
五
九
 老
 ）
と
「
お
伺
い
」
や
勉
強
会
 

で
は
先
生
、
ふ
だ
ん
と
 旗
 屋
で
は
個
人
名
で
呼
ぶ
者
（
 一
 一
九
 %
 ）
で
全
体
の
八
八
 %
 を
 占
 

め
 、
す
べ
て
の
場
面
で
個
人
名
で
呼
ぶ
者
は
三
 %
 に
し
 か
す
ぎ
な
い
。
す
べ
て
の
場
面
で
 

先
生
と
呼
ぶ
率
は
 A
 五
六
 %
 、
 B
 七
四
 %
 、
 C
 四
三
 %
 で
、
 B
 が
最
も
高
率
を
占
め
る
。
 

呼
称
と
前
述
し
た
場
面
に
お
け
る
区
別
と
を
ク
ロ
ス
 す
 る
と
、
先
生
と
 よ
ぶ
 割
合
は
「
 区
 

刑
 し
な
い
」
者
で
は
七
三
 %
 に
及
び
、
他
で
は
い
ず
れ
 も
 五
 0
 老
 程
度
で
あ
る
の
に
比
べ
 

て
 顕
著
に
高
い
。
但
し
そ
の
う
ち
す
べ
て
個
人
名
で
呼
ぶ
 者
が
五
 %
 
 （
二
例
）
あ
り
、
 こ
 

れ
は
「
区
別
し
な
い
」
と
い
っ
て
も
 俗
 的
な
面
に
ひ
き
 つ
け
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
の
で
 

区
分
け
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
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四
セ
拷
 、
 B
 四
 O
 拷
 、
 C
 三
 O
 老
の
順
に
な
る
。
こ
の
よ
 う
 に
 、
 
「
お
伺
い
」
や
教
え
 

肋
 

 
 
 
 

穀
 

ば
か
り
で
は
な
く
、
神
と
こ
れ
ら
の
人
々
の
媒
介
 的
 役
割
を
担
 う
 蓮
華
の
人
間
性
に
ひ
か
れ
る
者
が
全
体
の
 六
九
 %
 を
占
め
、
そ
れ
自
体
 

 
 
 
 
 
 

 
 

が
 吸
引
力
を
も
つ
に
至
っ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
そ
れ
に
 人
間
と
し
て
の
理
想
的
な
も
し
く
は
望
ま
し
い
価
値
を
体
 現
す
る
も
の
と
し
て
 積
 

い
 0
 ②
近
所
の
場
合
は
 A
B
C
 

の
順
で
個
人
名
か
ら
 

先
 生
 へ
と
切
り
か
わ
っ
て
い
く
が
、
結
婚
後
か
ら
知
り
あ
っ
 た
者
（
八
幡
町
）
に
 比
 

お
葉
 」
に
ひ
か
れ
る
者
二
九
 %
 、
蓮
華
の
「
人
柄
・
 人
 

べ
 、
幼
少
時
か
ら
知
っ
て
い
る
者
（
砂
山
 巴
 は
よ
り
 個
 

間
性
」
に
ひ
か
れ
る
者
三
 0
 拷
 、
「
両
方
」
三
九
 %
 で
 

人
名
で
呼
ぶ
傾
向
が
あ
る
。
③
 旗
星
 の
 客
 と
し
て
知
り
 

、
 A
B
C
 

間
に
あ
ま
り
大
 

き
 

あ
っ
た
者
、
友
人
関
係
 

に
あ
る
者
は
、
個
人
的
な
場
面
で
は
個
人
名
で
呼
び
が
ち
 で
あ
る
。
④
そ
の
他
の
直
接
的
関
係
で
以
前
か
ら
知
っ
 て
は
い
て
も
親
し
く
な
 

っ
 た
の
は
「
お
伺
い
」
を
契
機
と
す
る
者
や
、
紹
介
に
よ
 っ
て
始
め
か
ら
「
お
伺
い
」
の
依
頼
者
と
し
て
か
か
わ
 っ
た
 者
は
、
 

C
B
A
 

の
 

順
 で
先
生
と
呼
ぶ
率
が
上
昇
す
る
。
全
般
的
に
み
る
と
 親
戚
・
友
人
で
は
す
べ
て
の
場
面
で
先
生
と
呼
ぶ
者
は
い
 な
い
が
、
そ
れ
以
外
は
 

あ
る
程
度
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
な
が
ら
も
 A
 に
 近
づ
く
 程
 先
生
と
呼
ぶ
 よ
う
 に
な
る
と
い
え
よ
 う
 。
ま
た
 、
公
的
場
面
で
は
 
先
 

生
 、
私
的
場
面
で
は
個
人
名
で
呼
ぶ
者
の
う
ち
、
 A
 セ
 セ
老
 、
 B
 八
八
 %
 、
 C
 六
七
 %
 が
自
生
会
以
前
に
知
り
あ
 っ
 た
こ
れ
ら
の
人
々
で
 

占
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
 ょ
う
 に
呼
称
は
関
係
性
に
 ょ
 っ
て
限
定
さ
れ
る
側
面
を
も
つ
が
、
た
と
え
親
戚
と
い
う
 血
縁
関
係
に
あ
っ
て
も
 

「
お
伺
い
」
や
勉
強
会
に
お
い
て
は
先
生
と
呼
ん
で
接
し
 
て
い
る
こ
と
は
教
祖
化
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
意
味
深
 l
.
 

Ⅴ
 

 
 

立
 者
が
教
祖
化
し
て
い
く
過
程
に
は
、
聖
に
か
か
わ
る
 場
面
と
日
常
的
場
面
と
の
間
の
差
が
減
少
す
る
こ
と
を
 含
 ん
で
い
る
。
こ
の
よ
 

程
 
5
 な
方
向
へ
の
移
行
は
区
別
や
呼
称
の
点
か
ら
も
 看
取
で
き
る
が
、
蓮
華
自
身
が
前
述
の
三
つ
の
場
面
で
の
 自
分
を
区
別
し
な
が
ら
も
、
 

鮭
 

一
人
の
過
 

私
的
部
分
に
お
い
て
も
神
の
教
え
に
従
 う
 

信
者
で
あ
り
た
い
と
述
べ
て
い
る
点
と
も
関
連
し
て
、
 彼
 ら
が
蓮
華
の
人
間
的
側
面
を
 

腰
 
ど
の
よ
う
に
み
て
い
る
か
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
 ろ
，
ヮ
 
。
 

週
 

ま
ず
、
蓮
華
の
ど
の
部
分
に
ひ
か
れ
て
い
る
の
 か
 な
 み
る
と
、
全
体
で
は
、
「
お
伺
 い
 」
や
教
え
に
か
か
 わ
る
「
蓮
華
の
語
る
神
の
 @
 

 
 



表 14  蓮華の手本にしたい 点 ( 自由回答の分類 ) 

      十 

①人間的魅力 

②教えの体現 

③人に対する 接し方 

① キ ② 

② 十 ③ 

O+ ③ 

すべて 

6(@ 30.@0)@ 5(@ 31.@3)@ 2(@ 22.@2)@ 13(@ 28.@9) 

4( 20.0)@ 1(@ 6.3)@ 1( 11.1)@ 6( 13.3) 

2( 10.0)@ 4( 25.0)@ 5( 55.6)@ 11( 24.4) 

3(  15.0)  0 て 一 )  0(  一 )  3 く 6.7) 

0(  一 )  0(  一 )  0(  一 )  0(  一 ) 

3(@ 15.0)@ 2(@ 12.5)@ 0(@ -)@ 5(@ 11.1) 

2(@ 10.0)@ 4(@ 25.0)@ 1(@ 11.1)@ 7(@ 15.6) 

-
 
十
 
一
 
-
 
-
 
ヰ
 

20(100.0) 16(100.0) 9(100.0) 45(100.0) 

極
 的
な
評
価
が
与
え
ら
れ
た
な
ら
ば
、
「
手
本
に
し
た
 い
人
 」
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
 さ
 

れ
る
こ
と
に
な
る
。
蓮
華
を
一
手
本
に
し
た
 い
人
 」
と
し
 て
あ
げ
て
い
る
者
は
四
五
名
お
り
、
 

A
 五
九
 %
 、
 B
 四
二
 %
 、
 C
 三
 O
 老
の
者
が
指
名
し
て
 い
る
 0
 手
本
に
し
た
い
点
の
自
由
 画
 

答
を
分
類
す
る
と
 表
 Ⅱ
の
と
お
り
だ
が
、
そ
の
内
容
は
 ①
人
間
的
魅
力
②
教
え
の
体
現
 

③
 人
 と
の
接
し
方
の
三
つ
に
 分
 げ
ら
れ
る
。
①
に
つ
い
 て
は
、
「
大
ら
か
、
陽
気
、
明
る
い
、
 

楽
天
的
」
な
ど
の
陽
性
の
性
格
と
、
「
清
ら
か
、
心
が
ぎ
 
ね
 い
、
私
心
が
な
い
」
と
い
っ
た
 神
 

が
 蓮
華
を
霊
媒
と
し
て
選
ん
だ
こ
と
を
納
得
さ
せ
る
 ょ
 う
 な
性
質
や
「
行
動
力
、
実
行
力
、
 

ハ
イ
タ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
行
動
的
な
側
面
が
指
摘
さ
れ
 て
い
る
。
②
で
は
「
物
事
に
対
し
て
 

適
格
性
が
あ
る
」
「
そ
の
場
そ
の
場
に
応
じ
て
生
き
る
」
 、
「
人
を
サ
ラ
ッ
と
と
ら
え
る
」
 

「
 
筋
 と
け
じ
め
が
あ
る
」
と
い
っ
た
教
え
を
自
ら
体
現
し
 た
 あ
り
方
が
 、
 ③
で
は
「
ど
の
 人
 

も
 差
別
せ
ず
平
等
に
扱
 5
 」
と
い
う
人
と
の
接
し
方
が
 壬
 
-
 
口
 
及
 さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
①
 は
 

蓮
華
の
本
来
も
つ
性
格
で
あ
る
と
と
も
に
、
人
々
が
 教
，
 
え
 ど
お
り
に
行
な
っ
た
結
果
も
ち
 ぅ
 

る
 望
ま
し
い
性
質
と
し
て
、
ま
た
③
は
人
は
平
等
で
あ
 る
と
の
教
え
を
態
度
で
示
し
た
も
の
 

と
み
る
と
、
す
べ
て
②
に
か
か
わ
っ
て
く
る
部
分
が
あ
 る
と
思
わ
れ
る
。
 A
B
C
 別
に
み
る
 

と
 0
 を
あ
げ
る
者
は
 A
 六
 O
 老
 、
 B
 四
四
 %
 、
 C
 二
三
 %
 で
、
②
は
 A
 三
五
 %
 、
 B
 六
 %
 、
 

C
 一
一
 %
 、
 ③
は
 A
 二
五
 %
 、
 B
 三
八
 %
 、
 C
 五
六
 %
 で
あ
る
。
ま
た
「
す
べ
て
」
を
手
本
 

に
し
た
い
と
い
う
者
は
 A
C
 で
は
 一
 0
 路
程
度
だ
が
 B
 で
 は
 二
五
 %
 を
占
め
（
そ
の
中
に
は
 

「
神
と
し
て
尊
敬
し
て
い
る
」
と
答
え
た
者
も
い
る
）
 
、
 こ
れ
ま
で
み
た
区
別
や
呼
称
の
点
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以
上
、
民
間
の
巫
者
か
ら
教
祖
が
誕
生
し
て
い
く
過
程
 

を
 、
帰
依
者
と
の
相
互
作
用
と
い
う
視
点
か
ら
、
カ
リ
ス
 

マ
の
 提
示
し
た
世
界
 

観
 Ⅱ
教
え
の
帰
依
者
に
よ
る
受
容
を
軸
と
し
て
考
察
し
 

て
 ぎ
た
。
な
お
、
こ
う
し
た
新
し
い
世
界
観
に
も
と
づ
く
 

「
意
味
」
の
交
換
の
妥
 

当
 性
を
支
え
る
社
会
的
基
盤
と
し
て
の
帰
依
者
間
の
相
 

工
作
用
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
 

に
つ
い
て
は
別
宿
に
ゆ
 

か
ら
も
、
「
お
伺
い
」
や
「
勉
強
会
」
以
外
で
蓮
華
と
の
 

接
触
 坤
度
 が
高
い
 A よ
り
も
、
む
し
ろ
 
B
 か
ら
神
格
化
 
が
 始
ま
っ
て
い
る
と
み
 

る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
 



っ
 た
も
の
の
、
 
P
L
 教
団
や
金
光
教
に
も
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
 と
い
う
よ
う
に
、
蓮
華
が
民
間
信
仰
と
新
宗
教
の
と
り
ま
く
 環
 境
 で
育
っ
た
こ
 

 
 

と
の
影
響
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
，
こ
の
な
か
で
最
も
蓮
華
に
 比
 響
を
与
え
た
の
は
心
霊
界
教
団
で
、
教
祖
存
命
中
に
声
を
か
け
 られ
た
り
、
一
 

%
 

二
歳
の
時
に
医
者
に
行
っ
て
も
治
ら
な
か
っ
た
悪
性
の
ジ
ン
マ
 シ
ソ
 が
心
霊
界
の
布
教
師
に
心
の
あ
り
方
を
指
摘
さ
れ
る
こ
と
 に
よ
っ
て
治
っ
 

 
 

た
と
い
う
体
験
を
も
つ
。
 

（
 
4
 ）
蓮
華
の
戊
 巫
 過
程
お
よ
び
教
義
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
 

拙
稿
「
新
宗
教
集
団
の
発
生
過
程
 ｜
 浜
松
市
の
自
戒
会
に
お
 け
 る
 教
祖
誕
生
を
め
ぐ
っ
 

て
｜
 」
（
 田
 九
徳
 善
 
（
 
編
 ）
「
都
市
社
会
の
宗
教
 ｜
 浜
松
市
に
 お
 げ
る
宗
教
変
動
の
諸
相
 ｜
 」
東
京
大
学
宗
教
学
研
究
室
、
一
 九
八
一
年
、
一
 

0
 ニ
ー
 
一
二
七
ぺ
 ー
 ジ
）
参
照
。
ま
た
 成
巫
 過
程
に
お
け
る
 ス
 テ
ィ
グ
 
マ
 Ⅰ
カ
リ
ス
マ
の
転
換
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
 新
宗
教
集
団
発
 

生
 過
程
に
お
け
る
カ
リ
ス
マ
化
 ｜
 浜
松
市
の
自
戒
会
の
事
例
 ｜
 」
（
 一
 
・
明
治
学
院
大
学
論
叢
社
会
学
・
社
会
福
祉
 学
 研
究
」
 
-
 
八
一
号
、
一
九
 

八
二
年
、
一
 
｜
 二
九
べ
 ｜
ジ
 ）
参
照
。
ま
た
自
戒
会
に
は
勉
強
 余
 で
の
講
話
を
ま
と
め
た
も
の
に
「
、
 
永
 遠
へ
の
道
 L
 
 
（
鈴
木
正
 人
 
（
 
編
 ）
神
谷
 

昌
子
発
行
、
一
九
 セ
 八
年
、
一
四
七
ぺ
 
ー
 ジ
）
が
あ
る
。
 

（
 
5
 ）
 
l
 期
Ⅱ
 期
 血
潮
に
「
お
伺
い
」
を
つ
う
じ
て
集
ま
っ
て
 ぎ
た
人
々
の
蓮
華
と
の
接
触
契
機
、
地
域
的
分
布
、
宗
教
歴
 る
 含
め
た
諸
属
性
に
つ
い
 

て
は
、
拙
稿
「
前
掲
論
文
（
一
九
八
二
年
）
」
を
参
照
。
 

（
 
6
 ）
第
二
勉
強
会
へ
の
参
加
資
格
有
無
の
判
断
は
、
い
わ
ば
 蓮
華
の
 
ヵ
ン
 に
よ
る
も
の
で
確
固
と
し
た
基
準
は
な
い
。
前
世
 0
 分
と
今
世
で
の
あ
り
 

方
 で
一
定
水
準
以
上
の
人
々
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

（
 
7
 ）
こ
の
二
つ
の
指
標
は
基
本
的
に
は
質
的
に
異
な
っ
た
部
 分
 が
あ
る
。
第
二
勉
強
会
参
加
有
資
格
者
は
出
席
者
と
は
 4
 コ
 ｜
ル
 で
は
な
く
、
全
く
 

参
加
し
た
こ
と
が
な
い
も
の
が
三
名
含
ま
れ
る
。
ま
た
第
一
勧
 強
 会
参
加
度
に
つ
い
て
も
 B
 で
は
「
毎
月
」
出
席
者
七
四
 %
 、
 コ
一
｜
 三
ヵ
月
 

仁
一
度
」
出
席
者
二
六
 %
 で
あ
る
の
に
対
し
て
、
 

A
 で
は
「
 毎
 月
 」
五
九
九
、
「
 ニ
 ー
三
カ
月
に
一
度
」
一
五
 %
 と
む
し
ろ
 
B
 よ
り
出
席
率
は
 

低
く
、
定
期
的
に
参
加
し
て
い
な
い
者
も
二
 セ
 老
い
る
 "
 し
か
 し
な
が
ら
第
二
勉
強
会
で
は
第
一
勉
強
会
よ
り
も
高
度
な
教
え
 が
 説
か
れ
て
 ぃ
 

る
の
で
、
参
加
資
格
の
有
無
は
無
視
で
き
な
い
。
 

こ
こ
で
各
グ
ル
ー
プ
の
属
性
に
つ
い
て
若
干
ふ
れ
て
お
く
と
、
 性
別
で
は
男
性
の
占
め
る
割
合
は
 A
 四
四
 %
 、
 B
 
一
一
 
%
 、
 C
 一
七
 %
 で
あ
 

る
 。
年
齢
で
は
 A
C
 

で
は
 

三
 0
 代
を
中
心
に
二
 0
 １
匹
 0
 代
で
 と
も
に
七
七
 %
 を
占
め
る
が
、
 
B
 は
そ
れ
よ
り
も
高
年
齢
層
が
 多
い
。
学
歴
で
 

は
 A
 は
 B
C
 

よ
り
も
高
学
歴
で
あ
る
。
 

ま
た
、
こ
の
指
標
に
も
蓮
華
と
の
接
触
頻
度
の
一
部
が
入
り
こ
 ん
で
い
る
が
、
最
近
一
年
間
の
「
お
伺
い
」
の
回
数
を
み
る
 
と
二
 @
 匹
 

回
 」
が
 A
 四
一
 %
 、
 B
 三
 二
 %
 、
 C
 五
 O
 老
 と
い
ず
れ
の
 グ
ル
 ｜
ブ
 で
も
最
大
の
集
中
層
だ
が
、
他
に
 A
 で
は
「
一
五
回
以
上
 」
が
二
九
 %
 、
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こ
 
付
記
」
調
査
に
際
し
て
は
、
北
田
晶
子
氏
を
は
じ
め
と
し
て
 
、
自
戒
会
の
方
々
に
は
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
長
時
間
に
わ
 た
る
調
査
に
心
よ
く
 御
 

協
力
下
さ
り
、
い
ろ
い
ろ
と
便
宜
を
は
か
っ
て
い
た
だ
い
た
こ
 と
に
心
か
ら
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。
 

本
稿
は
一
九
八
一
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
（
奨
励
研
究
 A
 ）
 に
よ
 る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
 

（ ハ （   ） Ⅰ ー 8 り 17 ） 6 15   和 菩島薗進 青井 蓮華 調査時 台ソシ 逸脱行 る。 よって 夫 編 （ 潜在 層 も分か 他者か す る 。 
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藤
田
富
雄
 
著
 

㍉
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
 L
 

大
明
堂
昭
和
五
七
年
三
月
刊
 

B
6
 判
 
三
 0
 五
頁
一
六
 0
0
 円
 

荒
井
 
芳
廣
 

ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
と
い
う
地
域
で
展
開
す
る
種
々
雑
多
な
 宗
 教
 現
象
 

を
 宗
教
学
の
視
点
か
ら
把
握
し
 呈
 示
す
る
試
み
と
し
て
、
本
書
 は
、
 ヱ
 %
 

教
字
 辞
典
し
 
ハ
 
昭
和
四
八
年
刊
）
に
お
け
る
「
ア
メ
リ
カ
の
み
 
不
 
教
 」
の
 頃
 

（
佐
藤
信
行
執
筆
）
に
続
く
、
だ
が
 2
0
 

包
括
的
な
試
み
で
あ
る
 

。
日
本
 

か
ら
の
移
民
、
ラ
テ
ン
音
楽
へ
の
愛
好
な
ど
を
通
じ
て
、
名
称
  
 

馴
染
ん
で
い
る
が
そ
の
実
情
に
つ
い
て
は
比
較
的
知
ら
れ
て
い
  
 

ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
。
本
書
は
こ
の
地
域
に
宗
教
研
究
 の
 立
場
か
 

ら
 眺
め
て
ほ
と
ん
ど
蛙
足
蔵
と
舌
口
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
研
究
素
材
 
が
 存
在
し
 

て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
書
が
言
及
 し
て
い
る
 

宗
教
現
象
に
対
し
て
関
心
を
も
っ
て
い
る
研
究
者
の
数
 は
、
各
 々
の
祝
日
 

こ
そ
異
な
れ
、
決
し
て
少
な
く
な
い
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
 わ
ら
ず
そ
 

れ
ら
を
全
体
的
に
見
通
す
と
い
う
作
業
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
 行
 な
わ
れ
 

ず
、
 例
え
ば
人
垣
学
者
の
多
く
ば
イ
ン
・
デ
ィ
オ
の
宗
教
、
キ
 
リ
 ス
ト
教
坊
 

究
 者
や
政
治
学
者
は
急
進
的
な
 ヵ
 ト
リ
シ
ズ
ム
と
い
う
よ
う
に
 関
心
の
対
 

書
評
と
紹
介
 

象
 が
特
定
化
さ
れ
て
ぎ
た
。
筆
者
を
含
め
他
の
宗
教
研
究
者
の
 
知
的
 怠
 

慢
 、
著
者
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
知
的
な
ゲ
リ
ラ
性
、
弥
次
馬
 性
の
欠
如
 

に
そ
の
原
因
の
一
端
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 逆
 卜
ト
 
舌
口
え
ば
 

著
者
が
こ
の
よ
う
な
本
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
著
者
が
 そ
の
学
問
 

的
 キ
ャ
リ
ア
に
加
え
そ
う
し
た
属
性
を
も
十
分
に
兼
ね
備
え
て
 い
る
と
い
 

ぅ
 こ
と
を
示
し
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
以
上
に
著
者
の
対
象
を
見
 る
視
白
な
 

規
定
し
て
い
る
様
々
な
要
素
、
宗
教
の
構
造
と
機
能
に
つ
い
て
 の
 著
者
の
 

見
解
、
著
者
自
身
が
現
在
そ
の
発
展
に
貢
献
し
て
い
る
宗
教
研
 究
 の
一
つ
 

0
 流
れ
、
あ
る
い
は
立
教
大
学
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
研
究
所
の
 所
長
と
し
 

て
の
役
割
な
ど
が
本
書
の
誕
生
に
大
き
く
作
用
し
て
い
る
こ
と
 は
、
書
 石
 
々
 

の
 選
択
や
本
文
の
記
述
な
ど
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
 

円
 ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
 口
 と
い
う
書
名
は
何
げ
な
く
 見
 え
て
 実
 

は
 本
書
の
も
っ
意
図
を
 よ
 く
表
わ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
本
書
 は
、
円
ブ
 

ラ
ジ
ル
の
示
教
し
で
も
 弓
 ペ
ル
ー
の
宗
教
し
で
も
な
く
国
家
の
 枠
を
越
え
 

た
 ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
 ヵ
 と
い
う
地
域
全
体
の
な
か
で
の
比
較
 宗
 教
を
眼
目
 

と
し
て
い
る
。
特
定
の
地
域
の
み
を
取
り
挙
げ
て
「
ラ
テ
ン
 
 
 

力
 」
を
代
表
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
書
名
の
選
択
に
 は
 、
か
つ
 

て
 A
.
 ヴ
ァ
 ソ
 ・
ジ
ュ
ネ
ッ
プ
が
日
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
フ
ォ
ー
 ク
ロ
ア
 し
 

と
い
っ
た
た
ぐ
い
の
書
名
を
も
つ
本
の
欺
 職
 佳
を
批
判
し
つ
 
つ
、
 自
ら
 

「
フ
ラ
ン
ス
・
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
手
引
き
」
を
執
筆
し
た
の
と
 同
 じ
 意
味
 

で
の
正
当
性
を
も
っ
て
い
る
。
 

著
者
の
そ
う
し
た
意
図
は
、
第
一
章
の
「
ラ
テ
 ソ
 ・
ア
メ
リ
カ
 と
ぼ
 何
 

か
 」
で
十
分
に
示
さ
れ
て
い
る
 "
 こ
の
章
で
は
、
ま
ず
そ
の
 名
 称
の
由
来
 

の
 説
明
に
始
ま
り
、
地
域
・
 ム
 ・
地
域
・
人
種
・
 @
 伍
 m
.
 

文
化
 

の
 特
性
か
 

 
 

3
6
5
 

 
 

 
  

 
 
 



ら
 ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
を
記
述
し
、
そ
の
う
ち
の
人
種
お
よ
び
 

文
化
の
特
 

性
 に
も
と
づ
い
て
、
こ
の
地
域
を
「
イ
ン
ド
，
ア
メ
リ
カ
」
 

、
 「
メ
ス
テ
 

イ
 ー
 ソ
 ・
ア
メ
リ
カ
」
、
「
 

ニ
 ー
 p
.
 

ア
メ
 

り
刀
 
」
お
よ
び
「
 

ア
 フ
 p
 

に
 区
分
す
る
民
族
地
理
的
分
類
を
採
用
し
て
い
る
。
 

，
 
」
の
分
類
 

概
念
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
三
章
「
ユ
ー
ロ
，
ア
メ
リ
 

ヵ
 の
宗
教
」
 

、
第
四
章
 

「
イ
ン
デ
ィ
オ
・
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
」
、
第
五
章
「
ア
フ
 

p
.
 
ア
  
 

の
め
示
教
」
、
第
六
章
「
メ
ス
テ
ィ
ー
ソ
・
ア
メ
リ
カ
」
で
具
体
 

的
な
事
例
 

を
 挙
げ
て
宗
教
現
象
を
説
明
す
る
さ
い
の
基
礎
と
な
る
重
要
な
 

概
念
で
あ
 

る
 。
著
者
は
こ
れ
ら
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含
ま
れ
る
様
々
な
 

 
 

宗
教
を
偏
る
こ
と
な
く
取
り
挙
げ
説
明
を
加
え
て
い
る
。
こ
れ
 

に
よ
っ
て
 

本
書
は
同
地
域
の
宗
教
を
研
究
を
始
め
る
者
に
と
っ
て
包
括
的
 

な
 手
引
 
き
 

と
な
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
 

「
ラ
テ
ン
・
ア
ノ
リ
カ
」
と
い
う
対
象
を
選
ぶ
こ
と
は
宗
教
学
 

お
 ょ
び
 

 
 

問
題
で
 
題
で
あ
 
あ
る
。
 
通
じ
て
 
念
で
あ
 
宗
教
 
と
は
、
 

変
 

「
在
来
の
宗
教
と
は
異
な
っ
た
他
の
宗
教
が
伝
来
す
る
」
（
三
八
 

頁
 ）
 こ
 

と
に
よ
っ
て
生
ず
る
宗
教
現
象
を
指
し
、
「
受
容
 

目
 「
拒
否
」
、
「
 

 
 

「
選
択
」
、
「
新
解
釈
」
、
「
高
繍
ム
ロ
」
ま
た
は
 

コ
 
再
構
成
」
、
「
 

習
ム
 
口
 
」
、
「
ヰ
立
 

存
 」
な
ど
種
々
の
形
態
を
と
っ
て
現
わ
れ
る
。
ラ
テ
ン
，
ア
メ
 

 
 

合
は
 
つ
い
て
言
え
ば
、
「
在
来
宗
教
」
と
は
も
っ
ぱ
ら
イ
ン
デ
 ィ
オ
の
 上
 

 
 

着
信
仰
の
こ
と
で
あ
り
、
「
伝
来
」
宗
教
と
し
て
は
キ
リ
ス
ト
 教
 
（
 
カ
ト
 

Ⅱ
 

り
シ
 ・
ズ
ム
お
よ
び
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
）
、
ア
フ
リ
カ
の
 

部
族
宗
教
⑥
 

教
な
ど
が
加
わ
る
。
第
三
章
以
下
で
は
、
上
述
の
「
宗
教
変
容
 

が
 主
な
も
の
で
、
こ
れ
に
イ
ス
ラ
ム
教
、
日
本
か
ら
の
既
成
仏
 

が
 
「
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
の
特
徴
が
最
も
 

よ
く
 現
わ
れ
て
い
る
 事
 教

 や
新
京
㏄
 

例
を
中
心
 

の
 過
程
」
 

と
し
て
」
（
三
八
頁
）
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

在
来
宗
教
と
伝
来
宗
教
と
が
織
り
成
す
ダ
イ
ナ
，
女
ム
 の
 結
果
 と
し
て
 

の
 
「
宗
教
変
容
」
と
い
う
概
念
は
、
一
九
四
四
年
に
発
表
さ
れ
 た
 R
.
 り
 

ン
ト
ソ
の
論
文
以
来
、
批
判
検
討
を
重
ね
な
が
ら
宗
教
学
お
ょ
  
 

無
学
に
お
い
て
発
展
し
、
現
在
も
宗
教
研
究
に
お
け
る
指
導
的
 な
 仮
説
の
 

一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
比
較
的
最
近
に
行
わ
れ
た
共
同
研
究
、
 例
え
ば
 

「
社
会
変
革
と
宗
教
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
、
「
ハ
ワ
イ
日
系
人
宗
教
 

調
査
」
、
 

「
土
着
主
義
的
宗
教
運
動
の
比
較
研
究
」
な
ど
も
、
直
接
あ
る
い
 は
 間
接
 

に
 
「
宗
教
変
容
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
。
本
書
の
な
著
者
も
 こ
う
し
た
 

研
究
動
向
の
流
れ
の
な
か
で
、
「
社
会
変
革
と
宗
教
の
関
係
 っ
 い
て
の
 試
 

輪
チ
 チ カ
ス
テ
ナ
ン
 
ゴ
 の
場
 ム
口
 
を
中
心
に
」
（
脇
本
平
他
 括
縮
 
W
 「
判
任
ム
ま
 

変
革
と
宗
教
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
東
大
宗
教
学
研
究
室
、
昭
和
 五
三
年
、
 

五
｜
 三
八
頁
）
あ
る
い
は
「
現
代
ブ
ラ
ジ
ル
宗
教
の
一
考
察
 

ウ
シ
 バ
 

ソ
ダ
 の
場
合
」
（
小
口
佳
一
教
授
古
稀
記
念
論
集
円
宗
教
と
社
 会
 」
春
秋
 

社
 、
昭
和
五
六
年
、
三
 0
 セ
ー
三
 
二
二
頁
）
な
ど
本
書
で
の
 記
 述
の
基
礎
 

と
な
る
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
発
表
し
て
い
る
。
著
者
は
本
書
を
「
ぬ
本
 

教
の
意
味
 

と
 機
能
を
問
い
直
す
同
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
論
」
と
い
う
研
究
 テ
 １
％
 の
各
 

論
 で
あ
る
」
（
 
三
 0
0
 頁
 ）
と
「
宗
教
変
容
の
過
程
」
の
研
究
 と
い
う
 規
 



定
ま
り
も
さ
ら
に
一
般
的
な
研
究
枠
組
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
 い
る
。
 こ
 

れ
を
別
の
言
葉
で
言
い
換
え
れ
ば
、
「
な
ぜ
ラ
テ
ン
・
 ァ
メ
リ
 力
 な
ど
と
 

い
う
日
本
人
に
と
っ
て
地
理
的
に
も
心
理
的
に
も
遠
い
地
域
で
 生
起
す
る
 

宗
教
現
象
を
研
究
す
る
の
か
」
と
い
う
素
朴
な
設
問
に
対
し
て
 著
者
は
き
 

ね
 め
て
明
確
な
解
答
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 繰
 返
し
述
べ
 

る
よ
う
に
著
者
の
こ
う
し
た
明
確
な
る
姿
勢
が
対
象
に
対
す
る
 全
体
的
な
 

展
望
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
明
確
で
は
あ
る
が
、
 あ
 ま
り
に
 謙
 

遜
な
 態
度
の
よ
う
に
思
え
る
。
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
 わ
れ
わ
れ
 

日
本
人
ほ
征
服
者
で
も
 被
 征
服
者
で
も
な
い
。
従
っ
て
日
本
人
 研
究
者
が
 

「
宗
教
変
容
」
を
論
ず
る
と
 
き
 、
こ
の
概
念
は
 、
 良
く
言
え
ば
 
「
中
立
 

的
 」
、
悪
く
舌
口
え
ば
「
傍
観
者
的
」
 
な
響
 ぎ
を
も
っ
て
し
ま
う
 。
と
り
わ
 

け
 同
じ
イ
ン
デ
ィ
オ
の
文
化
変
容
を
主
題
と
し
た
 N
.
 

フ
シ
ュ
 

 
 

ヨ
被
 征
服
者
の
幻
影
 ヒ
 （
 イ
圭
 お
す
の
（
の
）
・
Ⅰ
㏄
 

ま
臼
 0
 コ
 &
9
 セ
 い
 -
 
コ
り
 
仁
の
 
@
 

）
 
0
 へ
 
り
）
に
お
け
る
「
構
造
解
体
」
 

宋
 e
s
t
r
u
c
 

（
 
仁
 「
 
り
 （
 
@
o
e
 
 
の
 概
 念
 、
あ
る
 

い
は
 

R
.
 

ジ
ョ
ー
ラ
ン
が
イ
ン
デ
ィ
オ
に
関
す
る
一
連
の
著
作
 
に
お
い
 

て
 、
あ
る
民
族
の
文
化
や
社
会
を
外
来
者
が
完
全
な
る
壊
滅
 状
 態
 ま
で
 追
 

い
 込
む
こ
と
を
指
す
た
め
に
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
」
 寂
 g
o
n
 
日
 0
 ）
か
ら
 吐
坦
 

語
 し
た
「
 ニ
 ス
ノ
サ
イ
・
 ド
 」
 宋
臼
臣
 o
n
 
ぎ
 0
 ）
の
概
念
の
よ
う
に
 

ラ
テ
 

ン
 ・
ア
メ
リ
 ヵ
 の
社
会
的
文
化
的
現
実
に
対
し
密
接
に
関
与
し
 な
が
ら
、
 

し
か
も
学
問
的
に
優
れ
た
業
績
を
生
み
出
す
概
念
を
前
に
し
た
 と
き
、
 研
 

ト
究
 対
象
に
対
し
て
強
く
 魅
 か
れ
な
が
ら
も
確
固
た
る
研
究
 動
機
を
持
た
ず
 

 
 紺

に
 研
究
を
始
め
よ
う
と
し
て
い
る
者
は
行
く
べ
き
方
向
を
 失
っ
て
た
だ
 迷
 

 
 

吾
 
許
 

関
し
て
い
ま
強
く
望
ま
れ
て
い
る
の
は
、
新
し
い
研
究
を
 

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
 

 
   

国で ア 留い容い義ン 象選 ン ト ム おム う ら あ い ら シ で（ 実践の 家形成 文化 の プ ロ 、 保され か 、と に対応 事柄を ではな ・アメ を豊富 んでも テコス リシズ および よび日 ） 、デ まで 王 う 。 事 ろう は宗教 本書に アティ   著者 ミ 

リに宗タ ムウ ） 糸 ィも 着例一はプ は 水 
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ソ
 ・
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
の
動
き
を
理
解
す
る
う
え
で
不
可
欠
な
 問
題
で
あ
 

り
 、
し
か
も
 筆
 三
草
以
下
の
記
述
の
な
か
で
著
者
は
こ
の
問
題
 に
 舌
口
 
及
し
 

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
要
望
と
い
う
よ
り
提
言
で
 、
本
書
が
 

ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
を
も
つ
者
に
と
っ
て
の
共
有
財
産
 と
な
る
こ
 

と
を
前
提
と
し
て
、
こ
の
さ
い
に
固
有
名
詞
な
ど
に
つ
い
て
 研
 究
 者
間
の
 

統
一
を
図
っ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
 し
た
将
来
 

の
 研
究
に
対
す
る
布
石
を
捉
供
し
て
く
れ
た
と
い
う
点
だ
け
を
 と
っ
て
 み
 

て
も
、
本
書
は
後
続
の
研
究
者
に
と
っ
て
大
き
な
贈
物
で
あ
る
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柴
田
 有
著
 

「
グ
ノ
ー
シ
ス
と
古
代
宇
宙
論
 

目
 

動
 草
書
房
一
九
八
二
年
一
月
刊
 

二
八
四
頁
三
五
 

0
0
 

円
 

隆
 

大
貫
 

 
 

 
 

義
 」
の
典
型
的
文
書
で
あ
る
「
ボ
イ
マ
ン
ド
レ
ー
ス
」
（
「
ヘ
ル
 

メ
ス
 
選
 

集
 」
第
一
冊
子
、
以
下
㎝
 

l
 と
 略
記
）
を
足
掛
り
と
し
て
 

グ
ノ
 
｜
 シ
ス
 
主
 

義
の
本
質
規
定
を
試
み
、
「
伝
統
的
宇
宙
論
」
の
星
辰
崇
拝
に
 

対
す
る
 
拒
 

新
 プ
ラ
ト
ン
主
義
や
ス
ト
ア
哲
学
の
与
故
の
文
献
を
鞍
 

甘
 し
て
 「
伝
統
 

的
 宇
宙
論
」
が
 

へ
 
レ
ニ
ズ
ム
古
代
世
界
の
「
文
化
 

中
梱
 
」
で
あ
 
っ
 
た
こ
と
 

を
 論
証
し
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
星
辰
拒
否
が
そ
れ
に
対
抗
し
 

て
 果
し
た
 イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
の
役
割
り
と
逆
に
伝
統
陣
営
か
ら
の
反
論
 を
 解
明
す
 

る
 。
 睾
ヨ
 早
は
教
父
神
学
 
｜
 特
に
 
ユ
 ス
テ
ィ
ノ
 
ス
と
 ラ
ク
タ
ン
 
一
 
ア
イ
ク
ス
 

皿
 

が
 
「
伝
統
的
宇
宙
論
」
を
変
容
さ
せ
つ
つ
も
、
「
キ
リ
ス
ト
教
 
的
 宇
宙
 

め
 

 
 

 
 
 
 

論
 」
へ
と
「
継
ぎ
 木
 」
し
て
い
っ
た
過
程
を
追
跡
し
て
い
る
。
 

先
ず
第
二
章
で
の
著
者
の
右
の
テ
ー
ゼ
は
 、
 グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
 0
 字
 宙
 

論
を
 、
古
代
の
単
に
宿
命
論
的
な
悲
観
主
義
を
超
え
る
「
革
命
 的
 行
為
」
 

@
1
@
 

と
し
て
捉
え
た
 H
.
 
ヨ
 ナ
 ス
 の
命
題
を
考
え
れ
ば
、
決
し
て
 新
  
 

で
は
な
い
（
著
者
の
 ヨ
 ナ
ス
理
解
は
後
述
の
よ
う
に
根
本
的
に
 不
十
分
で
 

あ
る
が
、
 
ヨ
 ナ
 ス
 が
ク
ノ
ー
シ
ス
主
義
を
「
悲
観
主
義
」
で
 括
 っ
て
い
る
 

か
の
よ
う
な
著
者
の
言
い
方
１
本
書
一
一
一
頁
 ｜
も
 正
確
で
は
 
な
 
い
 ）
。
 

し
か
し
、
「
革
命
的
価
値
転
倒
」
の
当
の
対
象
で
あ
る
「
伝
統
的
 
宇
宙
論
」
 

の
 側
を
広
範
囲
の
史
料
に
即
し
て
再
構
成
し
、
更
に
は
 古
 カ
ト
 リ
ッ
ク
 教
 

会
 に
お
け
る
変
容
過
程
に
ま
で
辿
っ
た
研
究
は
 、
 私
の
知
る
限
 り
そ
う
な
 

い
と
思
わ
れ
る
。
本
書
の
第
二
ー
三
章
は
、
「
古
代
宇
宙
論
」
   

シ
ス
主
義
を
も
含
め
て
 

へ
 レ
ニ
ズ
ム
思
想
史
を
鳥
 敵
 す
る
の
に
 
大
変
有
効
 

な
 ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
点
た
り
得
る
こ
と
を
示
し
て
印
象
的
で
あ
 る
 。
 

こ
れ
に
反
し
第
一
章
の
論
述
は
方
法
的
に
も
内
容
的
に
も
か
な
 り
 根
本
 

的
な
疑
義
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
論
証
の
た
め
の
素
材
 の
 選
択
の
 

問
題
で
あ
る
。
㎝
 l
 は
 著
者
の
根
本
命
題
を
支
え
る
の
に
果
し
 
て
ど
こ
ま
 

で
 適
切
な
素
材
で
あ
ろ
う
か
。
 

ヨ
 ナ
 ス
 の
類
型
区
分
で
言
 う
 
「
   

エ
ジ
プ
ト
 型
 」
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
 ，
 ㎝
 I
 も
こ
れ
に
属
す
る
 ｜
 に
 限
っ
て
 

見
て
も
、
例
え
ば
 ナ
グ
 
・
ハ
マ
デ
ィ
文
書
の
中
、
司
ヨ
ハ
ネ
の
 ア
ポ
 ク
リ
 

ュ
 フ
オ
ン
テ
 
一
 こ
の
世
の
起
源
に
つ
い
て
三
 %
 ア
ル
コ
ー
ン
の
 
本
質
 ヒ
な
 

ど
 、
著
者
の
テ
ー
ゼ
を
支
え
る
に
は
 よ
 り
好
都
合
な
文
書
が
多
 数
 存
在
す
 



書評と紹介 

    
創
 る
主
体
の
間
の
存
在
論
的
相
互
関
連
（
後
述
）
の
次
元
で
 グ
 
 
 

主
義
の
本
質
規
定
を
試
み
、
そ
こ
に
彼
の
方
法
の
革
命
的
新
し
 さ
が
あ
っ
 

 
 

た
の
で
あ
る
。
著
者
も
例
え
ば
、
「
ア
ン
ト
ロ
ー
ポ
ス
神
話
は
   

 
 

て
 0
 

ロ
 ボ
 イ
マ
ン
ド
レ
ー
ス
ロ
の
中
、
心
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
 

 
 

 
 

 
 

 
 

｜
 
シ
ス
思
想
と
し
て
の
 

同
 ボ
イ
 
マ
ソ
 
ド
レ
ー
 
ス
口
の
中
、
心
で
は
な
い
の
で
㎝
 

あ
る
」
（
八
六
頁
、
傍
点
筆
者
）
と
書
く
こ
と
で
、
神
話
の
外
に
 

あ
る
次
元
 
5
 

 
 

 
 

連
絡
の
ま
 

自
分
の
テ
ー
ゼ
を
論
理
的
に
引
き
出
し
に
く
い
素
材
を
選
ん
で
 し
ま
っ
た
 

の
で
あ
る
。
著
者
が
素
甘
の
こ
の
不
適
合
性
を
、
造
物
主
と
 星
 辰
の
拒
否
 

を
ょ
 り
 明
確
に
打
ち
出
す
別
の
文
書
を
指
示
す
る
こ
と
で
補
わ
 ざ
る
を
 得
 

な
く
な
る
（
八
七
頁
）
の
も
当
然
の
帰
結
 と
 言
 う
べ
 
ぎ
で
あ
る
 
 
 

し
か
し
、
よ
り
根
本
的
な
疑
義
は
著
者
が
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
 本
質
 規
 

定
を
試
み
て
い
る
次
元
の
問
題
で
あ
る
。
著
者
の
論
述
は
終
始
 

「
宇
宙
 

論
 」
Ⅱ
「
星
辰
論
」
、
「
人
間
論
」
Ⅱ
「
人
間
神
話
」
と
同
定
 

し
 

た
ぅ
え
 

で
、
こ
れ
ら
二
つ
の
「
神
話
中
の
ど
の
要
素
に
著
者
の
力
点
が
 あ
る
か
」
 

（
 四
 0
 頁
 ）
を
問
 う
 。
 両
 
「
要
素
」
の
相
関
を
否
定
し
な
い
ま
で
 

 
 

話
 を
一
 
担
 素
因
数
に
分
解
し
、
ど
の
素
女
の
「
モ
チ
ー
フ
集
結
 力
 」
が
 最
 

も
強
い
か
を
問
う
姿
勢
は
、
 

W
,
 
ブ
 
セ
ッ
ト
 と
 宗
教
史
学
派
の
 方
法
と
基
 

本
 的
に
は
 装
 ら
な
い
。
だ
が
す
で
に
 H
.
H
.
 

シ
ュ
ー
ダ
ー
が
 
グ
ノ
ー
シ
 

ス
 主
義
の
本
質
規
定
は
、
神
話
そ
れ
自
体
の
内
側
に
留
ま
っ
て
 い
て
は
な
 

ら
ず
、
本
来
概
念
的
・
弁
証
法
的
思
考
と
し
て
神
話
の
外
、
 そ
 の
恨
低
に
 

あ
る
ロ
ゴ
ス
に
お
い
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
 指
 摘
 し
て
ぬ
 不
 

-
2
@
 

拙
 史
学
派
の
立
場
を
鋭
く
批
判
し
て
い
る
。
 

ヨ
 ナ
 ス
 は
更
に
一
 
歩
を
進
め
 

 
 

 
 

て
 、
「
語
ら
れ
た
も
の
」
、
「
書
か
れ
た
も
の
」
と
し
て
の
神
話
 

と
そ
れ
を
 

 
 



べ
て
見
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
 

今
 そ
の
詳
細
を
論
ず
る
こ
と
 

的
 世
界
内
の
全
て
が
二
義
的
と
な
り
、
星
辰
は
 ｜
 太
陽
と
月
を
 は

 不
可
能
 

 
 

だ
が
、
こ
の
神
話
は
善
（
 光
 ）
 と
悪
 
（
や
み
）
の
絶
対
的
二
元
 
論
か
ら
 出
 

発
す
る
の
で
、
シ
リ
ア
・
エ
ジ
プ
ト
型
の
神
話
が
光
（
押
界
）
 
と
や
み
 

（
可
視
的
・
物
質
的
世
界
）
を
垂
直
軸
に
配
置
す
る
の
に
対
し
て
 、
両
者
 

を
 @
 わ
ば
水
平
軸
で
対
置
す
る
。
従
っ
て
、
太
初
の
戦
い
で
 光
 の
 一
部
分
 

（
原
人
）
が
や
み
に
飲
み
込
ま
れ
て
生
じ
る
両
者
の
混
合
が
 、
星
 辰
か
ら
 

地
上
の
人
問
と
動
植
物
に
至
る
ま
で
の
可
視
的
世
界
に
光
を
分
 敵
 さ
せ
る
 

仕
方
は
、
至
高
者
か
ら
の
垂
直
的
な
距
離
に
よ
っ
て
 光
 （
神
性
 ）
の
 度
 4
 口
 

を
 考
え
る
タ
イ
プ
と
は
異
な
る
独
特
な
も
の
と
な
る
。
す
な
わ
 ち
 、
可
視
 

て
｜
 
一
方
で
人
間
を
宿
命
に
よ
っ
て
抑
圧
す
る
力
で
あ
り
な
が
 ら
 、
他
方
 

で
 黄
道
十
二
支
宮
の
回
転
は
世
界
内
の
元
の
断
片
を
回
収
し
、
 肩
 
に
送
 

り
、
 月
は
そ
れ
を
受
け
て
満
ち
、
そ
れ
を
太
陽
へ
送
っ
て
 盈
け
 、
太
陽
は
 

更
に
そ
の
上
の
元
の
領
域
へ
と
送
り
返
す
。
い
ず
れ
も
「
光
の
 船
 」
で
あ
 

ま
 放
置
さ
れ
て
し
ま
う
。
第
一
章
全
体
を
通
じ
て
著
者
の
本
質
 規
定
の
動
 

い
て
い
る
次
元
が
終
始
 暖
昧
で
 混
乱
し
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
 で
あ
る
。
 

し
か
し
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
本
質
を
そ
の
「
宇
宙
論
」
に
 、
 特
に
そ
 

の
核
と
し
て
の
「
星
辰
拒
否
」
に
求
め
る
著
者
の
最
終
命
題
 そ
  
 

 
 

が
、
 語
ら
れ
（
書
か
れ
）
た
も
の
と
し
て
の
神
話
（
物
語
）
の
 次
元
に
拘
 

束
 さ
れ
た
命
題
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
何
故
な
ら
「
 

、
 、
、
 

星
 辰
 拒
否
」
 

を
 含
め
て
「
星
辰
論
」
は
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
神
話
の
 一
 要
素
、
  
 

 
 変

 的
な
要
素
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
前
述
の
 々
グ
 
・
 ハ
 マ
デ
ィ
 文
 

@
3
-
 

書
に
、
 例
え
ば
 
テ
オ
 ド
ー
ル
，
バ
ル
・
 
コ
 ナ
 ノ
 
（
「
評
註
じ
と
  
 

@
4
-
 

ド
 ・
ベ
ン
・
イ
サ
ク
（
「
諸
科
学
目
録
じ
が
伝
え
る
 マ
 二
教
の
 神
話
を
並
 

る
 。
可
視
的
世
界
の
創
造
そ
の
も
の
が
こ
こ
で
は
、
や
み
を
 閉
 じ
 込
め
 光
 

 
 

を
 回
収
す
る
目
的
で
光
の
側
の
主
導
で
な
さ
れ
た
救
済
事
業
な
  
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 
 
 

こ
の
見
方
は
「
 
ケ
 パ
ラ
イ
ヤ
六
口
詩
篇
目
㍉
説
教
案
」
な
ど
 必
 ず
し
も
 

体
系
的
教
理
叙
述
を
意
図
し
な
い
 マ
 二
教
文
書
に
も
一
貫
し
て
 
確
か
め
ら
 

 
 

周
辺
に
星
 

辰
 
、
 崇
拝
を
行
な
う
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
的
グ
ル
ー
プ
が
存
在
し
た
 

@
 、
 

こ
と
を
 指
 

 
 

マ
 二
教
 ハ
し
 

一
大
対
抗
勢
力
で
あ
っ
た
所
謂
 ズ
 ル
バ
ン
教
の
神
学
が
太
陽
 と
 月
 を
は
じ
 

め
と
す
る
星
辰
に
必
ず
し
も
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
意
義
を
付
与
し
て
 い
な
か
っ
 

た
と
す
る
説
が
も
し
正
し
け
れ
ば
、
 

?
@
 
 

マ
 二
教
の
星
辰
観
の
相
対
 
的
に
た
目
差
 

的
姿
勢
こ
そ
 ほ
 、
そ
の
 
ょ
う
 な
神
学
に
対
す
る
拒
否
を
示
す
も
   

れ
な
い
。
 

こ
う
し
て
見
る
と
、
可
視
的
世
界
に
対
す
る
拒
否
を
神
話
の
迩
 凡
 で
 表
 

現
す
べ
き
「
宇
宙
論
」
は
 、
 必
ず
し
も
「
星
辰
拒
否
」
を
含
む
 必
要
は
な
 

 
 

く
 、
星
辰
の
価
値
づ
け
ば
そ
の
神
話
を
生
み
出
す
主
体
の
側
の
 固
有
な
 宗
 

教
 文
化
史
的
条
件
に
よ
っ
て
も
左
右
さ
れ
る
可
変
的
要
素
以
上
 の
も
の
で
 

は
な
い
の
で
あ
る
，
著
者
の
前
述
の
命
題
は
神
話
の
内
部
に
留
 ま
り
、
 し
 

か
も
そ
の
恒
常
的
な
ら
ぬ
可
変
的
要
素
に
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
 本
質
を
求
 

め
た
と
い
う
二
重
の
意
味
で
、
狭
小
な
定
義
で
あ
る
。
 

こ
の
狭
小
な
定
義
は
 ｜
 そ
れ
が
余
り
に
狭
小
で
あ
る
た
め
に
 ｜
 著
者
 自
 

身
も
長
く
は
保
持
で
き
な
い
。
す
な
 ね
 ち
、
著
者
は
第
一
章
の
 結
び
で
は
 

単
に
「
伝
統
的
宇
宙
論
」
の
否
定
に
で
は
な
く
、
 よ
 り
厳
密
に
 は
 
「
星
辰
 

拒
否
」
に
こ
そ
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
本
質
を
認
め
る
の
だ
が
、
 第
一
一
玉
早
で
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ノ
ー
シ
ス
主
義
の
本
質
は
。
て
の
よ
う
な
歴
史
的
多
様
性
を
 

ナ
廿
  
 

こ
ろ
で
規
定
さ
れ
な
け
れ
・
 

ぱ
 な
ら
な
い
。
 
ヨ
 ナ
 ス
 は
正
に
 
巧
冊
 な
 神
話
を
 

生
み
出
し
て
く
る
そ
の
「
超
越
的
」
か
つ
「
統
一
的
 

根
抵
 」
 を
 人
間
実
存
 

の
 特
定
の
姿
勢
（
「
世
界
不
安
」
）
と
性
向
（
「
 

脱
 世
界
化
」
）
に
 

求
め
た
の
 

で
あ
る
。
 
ヨ
 ナ
 ス
 に
よ
れ
ば
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
神
話
は
、
そ
の
 

 
 

間
 実
存
が
一
旦
自
己
を
「
 

外
 化
」
し
て
、
自
己
を
 

%
 己
の
外
側
 
 
 

化
 ・
客
観
化
し
て
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
Ⅰ
己
を
岬
釈
し
 

、
こ
  
 

「
媒
介
」
さ
れ
て
初
め
て
、
彼
の
当
初
の
姿
 

坤
 を
町
 び
 、
し
か
し
 
ム
 
「
度
は
 

実
際
に
そ
れ
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
「
受
け
取
 

り
 直
す
」
 

行
為
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
人
間
実
存
は
抽
象
的
に
「
自
己
 

」
の
み
を
 

持
つ
の
で
は
な
く
、
「
自
己
」
と
「
世
界
」
の
 

凹
係
 に
お
い
て
 
初
め
て
 
具
 

休
 的
に
な
る
も
の
、
 

否
 、
こ
の
関
係
そ
の
も
の
と
し
て
の
現
存
 

在
 で
あ
る
 

が
 故
に
、
神
話
に
お
け
る
実
存
の
白
 

己
 解
釈
は
人
旧
約
・
人
格
 

 
 

を
 「
世
界
（
宇
宙
）
化
」
す
る
一
力
、
同
時
に
外
的
世
界
（
 

宇
宙
）
を
 

 
 

 
 

の
 「
人
間
 
論
 」
と
「
宇
宙
論
」
は
実
存
の
自
己
解
釈
と
し
て
 

一
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

神
話
の
レ
ベ
ル
で
「
人
間
 

%
 
巴
が
優
勢
に
な
る
こ
と
は
あ
る
と
 

し
て
も
、
 

そ
れ
と
「
宇
宙
論
」
の
間
に
本
質
的
な
意
味
で
の
二
者
択
一
 

は
 あ
り
得
な
 

い
の
で
あ
る
。
 
ヨ
 ナ
 ス
 の
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
研
究
が
「
人
間
論
 

的
 」
だ
と
 

法
的
立
場
を
言
う
の
で
あ
っ
て
、
神
話
そ
の
も
の
の
 

レ
 ・
ペ
ル
で
 

の
 狭
義
の
 

「
 
人
 問
調
」
（
「
人
間
神
話
」
）
を
偏
重
す
ら
と
い
う
意
味
で
は
な
 

い
 。
 重
宙
 者

が
 
ヨ
 ナ
 ス
 を
こ
の
第
二
の
意
味
 へ
倭
小
 化
し
て
お
い
て
批
判
 す
る
の
は
 

 
 

 
  

 

公
正
を
欠
く
。
 

し
か
も
、
著
者
白
身
が
他
方
で
実
際
に
は
第
一
の
（
 ヨ
 ナ
 ス
 の
 ）
土
日
 
@
 味
の
 

 
 
 
 

で
の
人
間
論
的
出
発
点
を
も
当
初
か
ら
積
極
的
に
採
用
し
て
 ぃ
 る
と
す
れ
 

ば
 、
ま
す
ま
す
公
正
を
欠
く
や
り
方
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
 。
す
な
わ
 

ち
 著
者
は
第
一
章
一
節
（
「
ボ
イ
マ
ン
ド
レ
ー
ス
の
「
情
況
 ヒ
 ）
で
、
㎝
 

１
 0
 
「
宇
宙
（
星
辰
）
論
」
は
臼
井
 
す
 ゐ
口
 姓
 胸
宇
宙
を
そ
れ
 自
体
と
し
 

て
 問
題
に
す
る
「
自
然
学
」
と
し
て
で
は
な
く
、
著
者
（
人
間
 ）
が
置
か
 

れ
た
「
政
治
・
社
会
的
情
況
」
と
思
想
的
に
関
連
し
 拾
う
 も
の
 と
し
て
 解
 

釈
す
べ
き
こ
と
を
正
当
に
も
指
摘
し
た
の
ち
、
「
 と
 言
 う
 の
も
 著
者
は
、
 

自
己
の
置
か
れ
て
い
る
 清
 況
を
星
辰
の
悪
魔
化
と
い
う
形
で
表
 現
し
た
 

」
と
書
く
（
 二
 0
 頁
 ）
。
こ
の
と
ぎ
著
者
は
一
体
ど
れ
だ
 け
 
ヨ
 ナ
 ス
か
 

ら
ナ
糠
に
隔
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
か
。
 

ヨ
 ナ
 ス
 が
グ
ノ
ー
シ
 
ス
 主
義
 神
 

話
 の
 担
低
 に
あ
る
実
存
は
、
「
自
己
」
と
「
世
界
」
の
特
定
の
 関
係
（
 前
 

述
 ）
と
し
て
の
現
存
在
（
 
し
 出
の
ぎ
）
だ
と
言
う
と
き
、
こ
の
「
 

現
 」
（
 
し
 p
.
 
）
 

屋
 正
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
そ
の
実
存
が
特
定
の
歴
史
的
諸
条
件
 に
も
規
定
 

さ
れ
た
「
政
治
，
社
会
的
情
況
」
の
中
に
あ
る
こ
と
を
含
む
の
 で
あ
る
。
 

で
あ
れ
ば
こ
そ
 ヨ
 ナ
 ス
 は
 ダ
 ノ
ー
シ
ス
主
義
の
社
会
学
的
分
析
 
研
究
の
 

-
 
ぱ
 @
 

意
義
を
積
極
的
に
肯
定
す
弔
の
で
あ
る
。
た
だ
 ヨ
 ナ
 ス
 の
 主
た
 
る
 関
心
 

は
 、
そ
の
人
間
実
存
が
彼
の
「
政
治
・
社
会
的
情
況
」
を
 、
す
 で
に
述
べ
 

た
 意
味
で
実
存
の
自
己
解
釈
の
行
為
で
あ
る
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
 神
話
の
媒
 

介
 に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
新
し
い
「
自
己
」
と
「
世
界
」
の
 関
係
の
投
 

企
 へ
と
 超
 出
し
て
ゆ
く
か
を
、
人
間
実
存
一
般
の
「
根
本
的
 可
 龍
佳
」
と
 

-
H
-
 

し
て
示
す
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
神
話
 蛙
   



書評と紹介 

    
の
 定
義
を
厳
密
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
，
筆
者
 は
こ
の
 提
 

題
 も
な
お
不
十
分
な
点
を
残
し
て
い
る
と
苦
ぅ
 が
 、
そ
の
方
向
 性
は
正
し
 

い
と
考
え
る
，
 

ヨ
 ナ
 ス
 を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
著
者
の
意
欲
は
よ
く
理
解
で
 き
る
。
 

し
か
し
、
 
ヨ
 ナ
 ス
 の
思
考
を
先
ず
可
能
な
限
り
正
確
に
理
解
し
 よ
う
と
し
 

て
 、
す
で
に
そ
の
難
渋
な
ド
イ
ツ
語
に
手
を
焼
い
て
い
る
筆
者
 に
は
、
 著
 

者
の
 
ヨ
 ナ
ス
批
判
は
、
率
直
し
言
っ
て
 、
 余
り
に
）
 自
ノ
 （
 
す
 「
（
 
@
 
的
 だ
と
 烏
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，
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Ⅰ
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～
 牡
コ
ね
お
由
卜
ぺ
も
 
七
お
㏄
 史
 む
む
 曲
 ト
め
 コ
 
も
 ぃ
 

Ⅰ
 0
 コ
ら
 
0
 二
ロ
偉
の
オ
ミ
 
0
 二
才
・
 

P
O
 

㍉
の
・
せ
 

%
@
 
十
り
巨
 Ⅰ
Ⅰ
 

進
 

島
薗
 

日
本
文
化
を
通
し
て
見
た
大
乗
仏
教
 

日
本
文
化
全
般
と
大
乗
仏
教
は
次
の
点
で
共
通
の
特
質
を
も
っ
 
て
い
 

る
 。
自
己
と
は
か
な
り
異
質
な
存
在
を
も
、
そ
れ
が
自
己
の
「
 体
質
」
を
 

否
定
す
る
も
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
で
き
る
だ
け
取
り
込
ん
で
 自
 己
の
内
に
 

包
摂
し
て
し
ま
う
と
い
う
占
で
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
自
己
と
 
取
 り
 込
ま
れ
 

た
 存
在
、
ま
た
取
り
こ
ま
れ
た
存
在
同
士
が
矛
盾
し
た
ま
ま
 雑
 居
し
て
い
 

る
こ
と
を
意
に
介
さ
な
い
ま
ま
、
「
新
し
い
」
も
の
を
ど
ん
ど
 ん
 取
り
込
 

ん
で
い
く
と
い
う
「
開
放
」
的
な
性
格
で
あ
る
。
（
た
だ
し
、
 取
り
込
ま
 

れ
る
も
の
が
、
「
開
放
」
性
と
い
う
「
体
質
」
そ
の
も
の
を
 否
 走
 す
る
 恐
 

れ
が
生
じ
る
と
、
強
固
な
抵
抗
と
排
他
性
を
示
す
の
で
は
あ
る
 が
 。
）
 大
 

乗
 仏
教
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
そ
の
原
点
に
お
い
て
有
神
 観
や
呪
術
 

や
来
世
（
パ
ラ
ダ
イ
ス
）
信
仰
を
包
摂
し
、
日
本
に
お
い
て
は
 
祖
先
業
 

拝
 、
押
紙
信
仰
、
西
洋
の
科
学
や
哲
学
等
々
を
旺
盛
に
取
り
込
 ん
で
き
た
 

の
だ
っ
た
，
そ
の
こ
と
が
、
外
来
文
化
Ⅱ
「
新
し
い
」
も
の
を
 ほ
と
ん
ど
 

見
さ
か
い
も
な
く
取
り
込
ん
で
い
く
日
本
文
化
の
特
質
と
関
わ
   

 
  

 

 
  

 

め
再
 Ⅱ
 い
 ㍉
 史
い
 

芯
 

」
 

③
 お
ノ
あ
 。 
卜
 0
0
 

ノ
巴
 門
下
 づ
 
づ
 

1
2
0
 

ヲ
ミ
 
O
 
す
 a
e
 
）
 づ
ぜ
 
の
 



そ
う
だ
と
い
う
着
眼
は
、
ご
く
自
然
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

マ
イ
ケ
ル
・
パ
イ
の
著
作
め
か
～
～
㌔
 

ま
 ～
寒
き
 ぉ
タ
 も
 9
 き
 め
㌧
～
～
 

ぉ
寒
 Ⅰ
 

オ
壷
ヒ
 

a
n
a
 
 
達
ミ
 ～
 
の
 
ま
（
「
方
便
 @@
 大
乗
仏
教
の
一
概
念
 

ヒ
 
）
の
 主
 

た
る
着
眼
点
の
一
つ
は
こ
こ
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
 本
書
の
序
 

論
 で
著
者
は
、
「
方
便
」
研
究
を
思
い
た
っ
た
動
機
と
し
て
、
 現
代
日
本
 

の
 ヴ
ァ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
を
象
徴
す
る
一
宗
教
教
団
、
立
正
使
 成
 会
の
本
部
 

を
 訪
問
し
た
と
ぎ
の
 驚
 ぎ
の
経
験
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
華
麗
 な
 諸
施
設
 

や
 信
徒
た
ち
の
繁
栄
へ
の
志
向
と
、
物
質
的
繁
栄
を
無
常
と
観
 ず
る
根
本
 

仏
教
へ
の
回
帰
と
い
う
そ
の
主
張
の
間
に
不
調
和
は
な
い
の
か
 、
と
い
う
 

疑
問
を
著
者
は
い
だ
く
。
こ
の
疑
問
に
対
す
る
教
団
人
の
答
 
ぇ
が
 
「
 
方
 

便
 」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
以
来
、
日
本
文
化
と
 大
乗
仏
教
 

の
 寛
容
性
・
柔
軟
性
・
適
応
自
在
性
を
「
方
便
」
と
い
う
概
念
 に
お
い
て
 

と
ら
え
る
と
い
う
着
想
が
育
て
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
 こ
 の
 経
験
 

は
 、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
者
で
も
あ
る
イ
ギ
リ
ス
人
の
著
者
の
六
 年
 
（
本
書
 

執
筆
ま
で
）
に
わ
た
る
「
日
本
文
化
体
験
」
あ
る
い
は
「
日
本
 宗
教
と
の
 

出
会
い
」
を
象
徴
す
る
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
 

そ
う
い
う
わ
け
で
、
本
書
 は
 主
と
し
て
イ
ン
ド
で
 形
 づ
く
ら
れ
 た
 宗
教
 

思
想
を
対
象
と
し
て
は
い
る
が
、
著
者
の
関
心
の
か
な
り
の
部
 分
は
、
そ
 

の
 思
想
を
吸
収
し
づ
く
し
た
日
本
の
文
化
的
土
壌
に
向
け
ら
れ
 て
い
る
の
 

で
あ
る
。
本
書
が
も
っ
ぱ
ら
仏
教
の
教
義
の
探
究
と
い
う
形
を
 と
っ
て
 い
 

な
が
ら
、
仏
教
学
（
仏
教
教
義
学
）
の
枠
を
こ
え
て
、
明
ら
か
 に
日
 
不
教
学
 

介
 

紹
 

（
そ
こ
に
こ
そ
著
者
の
「
立
場
 二
 が
あ
る
の
で
あ
る
が
）
 の
 領
域
に
属
す
 

 
 

許
 

る
も
の
と
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
比
較
文
化
の
生
 き
生
ぎ
と
し
た
 

土
圭
 

目
 

視
線
に
よ
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

た人 。 乗 方達人とまお 到 がこどにの 経 「 方 
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を
 得
ぬ
者
が
陥
り
が
ち
な
誤
っ
た
分
別
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
が
  
 

で
あ
る
，
 
ざ
 ・
 こ
 

以
上
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
 う
 に
、
著
者
の
理
解
す
る
 -
 方
便
」
 
0
 基
本
的
 

な
 内
容
は
「
宗
教
的
真
理
を
伝
え
る
た
め
の
、
巧
妙
な
仮
の
手
 段
 」
と
い
 

う
こ
と
に
な
ろ
 う
 。
 

著
者
は
こ
こ
に
、
解
釈
学
的
な
問
題
を
考
え
る
た
め
の
一
つ
の
 手
が
か
 

り
を
見
出
し
て
い
る
。
宗
教
的
真
理
は
元
来
普
遍
的
な
も
の
で
   

別
 的
な
空
間
的
時
間
的
状
況
に
拘
束
き
れ
た
人
間
の
思
考
や
表
 現
の
限
界
 

を
 超
越
し
た
も
の
で
あ
る
（
あ
る
い
は
、
そ
 う
目
 ざ
し
て
い
る
 ）
は
ず
で
 

あ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
具
体
的
宗
教
（
そ
の
教
義
や
実
践
）
 は
 、
そ
れ
 

が
 置
か
れ
た
地
域
や
時
代
の
文
化
的
条
件
に
制
約
さ
れ
た
相
対
   

約
一
時
的
）
な
も
の
で
し
か
な
い
。
宗
教
が
は
ら
む
こ
の
両
極
 

ぉ
日
 
一
ぬ
 

的
 超
越
的
真
理
と
相
対
的
多
元
的
「
宗
教
」
を
媒
介
す
る
 
概
念
と
し
 

て
 
「
方
便
」
が
想
定
さ
れ
る
。
す
べ
て
の
「
宗
教
」
は
実
は
方
 便
 で
あ
 

る
 。
究
極
的
な
宗
教
的
真
理
と
い
う
表
現
不
能
な
も
の
の
仮
の
 表
現
形
態
 

が
 諸
宗
教
と
い
う
方
便
な
の
で
あ
る
。
 

そ
う
で
あ
れ
ば
、
現
に
あ
る
宗
教
の
個
々
の
姿
に
排
他
的
に
固
 執
す
る
 

必
要
は
な
く
、
他
の
多
様
な
思
想
や
実
践
に
積
極
的
に
関
わ
っ
 て
い
く
と
 

い
 う
 姿
勢
が
生
ま
れ
よ
 う
 。
し
か
し
、
多
様
な
も
の
に
関
わ
り
 つ
つ
も
、
 

究
極
的
真
理
へ
の
志
向
と
い
う
点
で
の
首
尾
一
貫
性
が
保
た
れ
 ね
ば
な
ら
 

な
い
。
仮
の
手
段
と
し
て
の
表
現
形
態
は
巧
妙
に
統
御
さ
れ
て
  
 

ば
な
ら
な
い
。
著
者
は
そ
れ
を
解
釈
学
的
統
御
と
い
う
語
で
 ょ
  
 

る
 。
方
便
と
は
こ
の
解
釈
学
的
統
御
の
た
め
の
重
要
な
概
念
と
 児
 な
さ
れ
 

も
の
で
あ
る
。
 

 
  

 
 
 

用
法
の
検
討
と
解
釈
 

本
書
は
九
章
ょ
り
な
る
が
、
序
論
と
結
論
を
除
い
た
七
章
が
 、
 「
 方
 挿
め
」
の
 

 
 

の
語
の
用
法
の
検
討
と
「
方
便
」
の
思
想
を
展
開
し
た
文
献
の
 解
釈
に
あ
て
 

て
ら
れ
て
い
る
。
以
下
そ
の
概
要
を
紹
介
し
、
注
目
す
べ
き
 点
 を
 取
り
上
 

げ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
 

第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で
は
法
華
経
が
素
材
と
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
 れ
 
「
 方
 

便
品
 」
の
内
容
（
第
一
二
字
）
、
方
便
に
つ
い
て
の
 

楡
 
（
い
わ
ゆ
 る
 法
華
 七
 

き
 （
第
三
章
）
、
方
便
思
想
の
神
話
的
表
現
（
第
四
章
）
が
論
 

じ
ら
れ
て
 

い
る
。
周
知
の
よ
う
に
法
華
経
は
そ
の
第
二
章
「
方
便
 品
 」
に
 お
い
て
、
 

こ
れ
ま
で
に
仏
陀
が
説
い
て
き
た
す
べ
て
の
教
え
は
、
受
け
と
 9
 手
で
あ
 

る
 衆
生
の
条
件
に
あ
れ
せ
て
説
か
れ
た
仮
の
も
の
で
あ
り
、
 こ
 の
 法
華
経
 

こ
そ
が
最
後
の
究
極
の
教
え
だ
と
い
う
思
想
を
主
張
し
て
い
る
 

そ
し
 

て
 、
そ
の
後
の
諸
 章
 で
、
さ
ま
ざ
ま
な
楡
を
用
い
な
が
ら
同
じ
 こ
と
を
 説
 

き
 直
し
て
い
る
 "
 著
者
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
平
明
な
要
約
を
試
 み
つ
つ
、
 

彼
の
独
特
な
法
華
経
観
を
提
示
し
て
い
く
の
で
あ
・
 

る
 。
 

法
華
経
二
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら
「
法
華
経
 無
 内
容
 説
 」
と
い
 う
べ
き
 

批
判
的
見
方
が
あ
る
（
田
村
芳
朗
司
法
華
経
」
中
分
新
書
）
。
 法
華
経
に
 

は
 
「
こ
れ
ま
で
と
は
ち
が
 
ぅ
 最
終
的
な
教
え
を
開
示
す
る
」
と
 い
う
効
能
 

書
 が
あ
ふ
れ
て
は
い
る
が
、
肝
心
の
教
え
の
内
容
に
あ
た
る
も
 の
が
ど
こ
 

に
も
書
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
著
者
は
あ
る
意
味
 で
 こ
空
説
 

に
 質
成
す
る
。
賛
成
し
た
上
で
そ
れ
を
逆
手
に
と
っ
て
、
法
華
 径
の
 

セ
ー
ジ
の
意
義
を
論
じ
る
。
法
華
経
は
「
教
義
」
に
つ
い
て
の
 経
 で
は
な
 

く
 、
教
義
の
「
働
き
方
」
（
内
的
万
法
）
に
つ
い
て
の
経
で
あ
 る
 。
新
し
 



い
宗
 取
的
手
段
を
提
起
し
ょ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
既
存
 の
小
心
教
的
 

手
性
な
い
か
に
正
し
く
 反
 け
と
め
 そ
か
 を
テ
ー
マ
と
し
た
も
の
 だ
 、
と
い
 

う
の
で
あ
る
。
 

著
者
は
こ
の
観
点
の
下
に
法
華
経
全
体
を
見
直
し
、
い
く
つ
か
 の
曲
 件
 

な
 解
釈
を
ひ
き
出
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
「
如
来
寿
量
品
 」
に
お
け
 

る
 「
久
遠
本
仏
」
の
開
示
に
対
す
る
解
釈
で
あ
る
。
ふ
つ
 5
 の
 理
解
 で
 

は
 、
こ
れ
は
、
歴
史
的
人
格
と
し
て
の
仏
陀
を
こ
え
た
超
越
的
 存
在
と
し
 

て
の
仏
陀
へ
の
信
仰
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
 著
 者
は
、
 こ
 

0
 章
を
も
方
便
の
思
想
の
一
局
面
を
表
現
し
た
も
の
と
し
て
と
 ら
え
る
。
 

久
遠
本
仏
と
い
う
神
話
的
表
象
は
、
有
神
 観
的
 仏
陀
観
の
表
出
 な
の
で
 は
 

な
く
、
成
道
・
入
滅
を
軸
と
す
る
仏
陀
の
生
涯
の
物
語
に
 、
固
 産
 し
た
 信
 

仰
を
寄
せ
る
こ
と
へ
の
 警
星
口
 
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
 
。
仏
陀
の
 

「
教
え
」
が
仮
の
も
の
と
見
な
さ
れ
た
と
居
じ
ょ
 ぅ
 

 
 

記
 」
（
と
く
に
 浬
菜
 の
 具
伯
的
 イ
メ
ー
ジ
）
も
仮
の
も
の
、
 方
 便
 で
あ
る
 

こ
と
を
示
し
た
も
の
、
 と
梓
 釈
す
る
の
で
あ
る
。
 

ま
た
、
法
華
経
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
「
神
話
」
も
方
便
と
 ぃ
 ぅ
 親
日
 

か
ら
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
「
序
品
」
に
お
け
る
白
光
の
 神
話
が
と
 

り
あ
げ
ら
れ
る
。
仏
陀
が
発
す
る
光
は
あ
ら
ゆ
る
世
界
の
あ
ら
 ゆ
る
存
在
 

を
 照
ら
し
出
す
の
で
あ
る
が
、
著
者
に
 よ
 れ
ば
、
こ
れ
は
あ
ら
   

的
 特
殊
的
存
在
に
く
ま
な
く
ゆ
 き
 わ
た
る
不
変
の
も
の
、
す
な
  
 

介
の
方
便
力
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
次
に
 

、
 「
 
白
ル
六
五
班
Ⅰ
日
明
」
に
 

哺
 

お
け
る
同
等
の
分
身
諸
仏
の
神
話
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
  
 

 
 

後
に
、
「
観
世
な
い
も
の
と
見
 

旨
 菩
薩
普
門
品
・
一
に
お
け
る
変
身
の
神
話
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
 

。
観
音
菩
 

ド
の
 変
身
 は
 救
わ
れ
る
べ
き
衆
生
の
さ
ま
ざ
ま
な
状
態
に
応
じ
 て
な
さ
 ね
 

る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
単
な
る
民
衆
的
な
神
信
仰
、
 ご
 利
益
 信
仰
で
は
 

な
く
、
背
後
に
方
便
の
思
想
を
潜
ま
せ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
 こ
 れ
ら
の
神
 

話
的
 表
象
は
法
華
経
以
外
、
大
乗
仏
教
以
外
、
さ
ら
に
は
仏
教
  
 

見
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
法
華
経
に
お
い
て
は
、
方
便
 思
 想
の
自
覚
 

的
な
表
現
手
段
と
な
っ
て
い
る
と
見
る
の
で
あ
る
。
 

第
五
章
、
第
六
章
で
は
、
維
摩
経
お
よ
び
そ
の
他
の
般
若
思
想
 
文
献
 

（
小
品
般
若
経
、
中
観
派
の
諸
論
）
に
お
け
る
「
方
便
」
の
用
法
 が
 検
討
 

さ
れ
て
い
る
。
法
華
経
で
は
仏
陀
の
用
い
る
方
便
が
主
題
で
あ
 つ
こ
 
キ
ハ
カ
 

。
 
@
@
 

こ
こ
で
は
進
ん
だ
段
階
の
信
仰
者
（
菩
薩
）
の
用
い
る
方
便
が
 主
題
と
な
 

し
て
い
る
。
菩
薩
に
お
け
る
方
便
と
は
、
自
己
自
身
の
人
格
的
 達
成
と
他
 

者
へ
の
奉
仕
と
い
う
菩
薩
の
行
の
二
面
を
嬉
介
す
る
概
念
で
あ
 る
 。
他
者
 

を
 救
い
、
悟
り
へ
導
く
た
め
に
は
、
僧
院
の
生
活
に
閉
じ
こ
も
 っ
て
い
る
 

わ
け
に
は
い
か
ず
、
世
俗
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
が
ら
に
関
わ
 り
を
も
た
 

ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
関
わ
り
こ
そ
方
便
の
概
念
 に
よ
っ
て
 

示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
菩
薩
の
方
便
を
体
現
し
て
い
る
 維
摩
居
士
 

0
 人
物
像
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
維
摩
は
世
俗
生
活
の
あ
ら
ゆ
 る
 局
面
に
 

精
通
し
た
、
い
わ
ば
酸
い
も
甘
い
も
知
り
づ
く
し
た
在
家
信
者
 で
あ
る
。
 

（
と
り
わ
け
、
世
俗
文
献
へ
の
精
通
が
注
目
さ
れ
る
。
）
そ
こ
か
 
ら
 生
ず
 

る
推
悸
 の
 探
い
 知
恵
に
 
、
 も
ろ
も
ろ
の
仏
弟
子
や
菩
薩
た
ち
は
 た
ち
 う
 ち
 

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
維
摩
 冊
 の
 物
 語
が
、
病
 

㎝
 

に
か
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
衆
生
の
苦
に
自
ら
の
身
を
置
く
と
い
 う
 維
摩
の
 

3
 

方
便
を
軸
と
し
て
展
開
し
て
い
く
こ
と
、
浄
土
は
方
便
で
あ
る
 と
い
う
 非
 



神
話
化
的
思
想
が
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
 

維
摩
経
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
維
摩
と
文
殊
菩
薩
の
対
話
 、
小
品
 

般
若
経
や
中
観
派
の
諸
論
に
お
け
る
「
方
便
」
の
用
法
の
検
討
 に
お
い
て
 

は
 、
大
乗
仏
教
の
中
心
理
念
で
あ
る
「
知
恵
」
（
般
若
）
や
「
 空
 」
の
 思
 

想
 と
「
方
便
」
の
思
想
と
の
不
可
分
性
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
 空
の
体
得
 

に
 代
表
さ
れ
る
知
恵
の
完
成
と
は
、
世
俗
の
諸
価
値
に
し
ろ
 教
 え
の
特
定
 

の
形
態
に
し
ろ
、
有
限
な
存
在
に
対
す
る
執
着
か
ら
の
解
放
を
 意
味
す
る
 

の
で
あ
る
が
、
そ
の
解
放
の
実
現
は
 、
 他
の
衆
生
の
救
済
を
目
 ざ
し
有
限
 

な
 存
在
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
く
方
便
な
し
に
は
あ
り
え
な
 い
と
い
う
 

逆
説
的
な
構
造
が
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
の
仏
教
学
者
が
方
便
を
 論
じ
る
 際
 

の
 
一
つ
の
焦
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
著
者
は
そ
れ
ら
の
 正
   

を
ふ
ま
え
、
大
す
じ
で
そ
れ
ら
に
同
意
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
 い
で
あ
ろ
 

ら
ノ
 
。
 

第
七
章
で
は
、
大
乗
仏
教
以
前
の
仏
教
に
お
い
て
方
便
に
相
当
 す
る
 思
 

想
が
 、
ど
の
よ
う
な
表
わ
れ
方
を
し
て
い
る
か
が
検
討
さ
れ
て
 い
る
。
 原
 

始
 仏
教
、
部
派
仏
教
に
お
い
て
は
、
方
便
と
い
う
 語
 そ
の
も
の
 
が
 特
別
の
 

用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
著
者
の
考
え
で
 は
 、
方
便
 

概
念
に
よ
っ
て
明
示
化
さ
れ
た
思
考
様
式
そ
の
も
の
は
大
乗
 仏
 数
 に
限
ら
 

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
仏
教
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
 る
 。
そ
れ
 

は
 何
よ
り
も
ま
ず
、
仏
陀
の
説
法
の
決
意
（
 い
 わ
ゆ
る
梵
天
 勧
 珪
硝
 
）
の
 物
 

話
 に
表
れ
て
い
る
。
自
己
の
悟
り
を
他
者
に
伝
え
る
こ
と
へ
の
 俊
巡
 、
。
 
て
 

し
て
衆
生
の
状
態
を
見
 ぎ
ね
 め
た
上
で
の
説
法
の
決
意
と
い
う
 初
五
 胆
 の
 内
 

容
は
 、
宗
教
的
真
理
の
伝
達
に
伴
う
問
題
性
と
い
う
観
念
、
お
 ょ
び
 教
え
 

を
 受
け
る
も
の
の
状
態
に
あ
れ
せ
た
歩
様
な
教
え
と
い
う
観
念
 が
 、
仏
教
 

の
 原
点
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
う
。
 

 
 

ま
た
、
教
え
の
受
け
と
め
方
に
つ
い
て
の
阿
含
経
の
四
つ
の
た
 
と
え
は
 

毒
矢
の
た
と
え
、
 
ホ
 の
髄
の
た
と
え
、
 
水
蛇
 の
た
と
え
、
 
筏
 の
た
と
⑧
 

 
 

ぇ
 

が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
毒
矢
に
つ
い
て
の
 あ
れ
こ
れ
（
 

の
 芽
撃
 よ
り
も
、
ま
ず
毒
矢
を
抜
く
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
 毒
 矢
 の
た
と
 

え
の
 プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
真
理
観
、
流
れ
を
渡
っ
た
あ
と
は
 筏
を
捨
て
 

て
 歩
み
去
る
と
い
う
筏
の
た
と
え
に
お
け
る
「
い
か
に
教
え
を
 捨
て
る
べ
 

き
か
」
と
い
う
関
心
な
ど
は
、
方
便
の
思
想
を
先
ど
り
す
る
も
 の
だ
と
さ
 

れ
る
。
さ
ら
に
、
大
乗
仏
教
に
と
く
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
が
、
 仏
教
全
体
 

の
 特
徴
と
い
え
る
、
他
の
思
想
や
民
間
信
仰
に
対
す
る
柔
軟
な
 
姿
勢
も
 

「
方
便
」
的
な
考
え
方
に
由
来
す
る
も
の
だ
と
論
じ
ら
れ
る
。
 

第
八
章
で
は
、
現
代
日
本
に
お
け
る
「
方
便
」
と
い
う
 語
 ・
の
 
用
 法
 が
倹
 

試
 さ
れ
て
い
る
。
い
ろ
い
ろ
な
辞
典
や
仏
教
書
を
素
材
と
し
な
 が
ら
、
 著
 

者
が
と
り
あ
げ
る
問
題
点
は
二
 つ
 あ
る
。
一
つ
は
「
 う
 そ
も
 方
 便
 」
と
い
 

う
 形
で
用
い
ら
れ
る
日
常
的
用
法
の
問
題
点
で
あ
る
。
こ
の
 -
=
 

ロ
 葉
は
、
そ
 

の
場
そ
の
場
で
の
対
決
を
避
け
て
、
時
に
は
表
面
上
の
矛
盾
を
 む
い
 と
 ね
 

ず
 、
一
貫
性
を
背
後
に
求
め
よ
う
と
す
る
日
本
的
な
人
間
関
係
 の
あ
り
方
 

を
 反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
の
「
方
便
」
は
 、
普
遍
的
 

真
理
へ
の
志
向
の
も
と
に
統
御
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
 単
な
る
 欺
 

肺
の
弁
解
に
堕
す
る
危
険
も
あ
る
と
い
う
点
で
、
本
来
の
用
法
 か
ら
逸
脱
 

し
た
も
の
で
あ
る
。
仏
教
者
、
仏
教
学
者
が
こ
ぞ
っ
て
日
常
 
的
な
「
 方
 

便
 」
の
用
法
を
批
判
す
る
の
は
、
こ
の
点
に
対
し
て
で
あ
る
と
  
 

も
う
一
つ
は
、
日
本
の
仏
教
諸
宗
 エ
 が
こ
の
語
を
用
い
る
と
き
 0
 日
本
 
折
い
 

@
 

的
 用
法
の
問
題
点
で
あ
る
，
（
こ
れ
は
「
現
代
日
本
」
に
限
ら
 れ
た
も
の
 



方
便
概
念
の
理
想
化
 

本
書
が
方
便
概
念
の
奥
行
を
掘
り
下
げ
た
の
は
確
か
な
と
こ
ろ
 で
あ
る
 

が
 、
そ
の
反
面
・
こ
の
概
念
が
や
や
過
大
に
評
価
さ
れ
て
い
る
 

ぅ
 印
象
を
と
ぎ
と
し
て
も
た
 ，
 
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
 

の
で
は
な
 

い
か
と
い
う
疑
念
を
、
筆
者
は
 い
 だ
い
た
。
方
便
概
念
も
一
 つ
 の
 歴
史
的
 

状
況
の
中
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
担
い
手
の
さ
ま
 ざ
ま
な
 動
 

機
を
自
ら
の
う
ち
に
含
み
こ
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
著
者
の
 提
示
し
た
 

方
便
概
念
は
、
そ
う
し
た
い
わ
ば
ど
ろ
ど
ろ
と
し
た
も
の
を
は
 ら
ん
だ
 現
 

実
の
宗
教
の
中
の
方
便
概
念
で
は
な
く
、
現
代
の
解
釈
学
者
の
 頭
の
中
で
 

作
ら
れ
た
、
抽
象
化
さ
れ
理
想
化
さ
れ
た
方
便
概
念
で
は
な
い
 か
 、
と
い
 

た
と
え
ば
、
著
者
は
日
本
の
仏
教
宗
派
に
お
け
る
方
便
の
 セ
ク
 ト
 主
義
 

的
 用
法
を
、
「
本
来
の
」
用
法
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
と
見
る
の
 
で
あ
る
 

介
が
 、
筆
者
な
ど
に
は
、
方
便
概
念
は
元
来
セ
ク
ト
主
義
的
 な
も
の
と
不
可
 

%
 
 分
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
と
く
に
、
法
華
 経
に
お
け
る
 方
 

評
 
便
の
用
法
に
つ
い
て
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
 、
 方
便
概
念
の
理
 

書
 

悪
化
に
対
す
る
疑
念
は
、
著
者
の
法
華
経
観
に
対
す
る
疑
問
で
 も
あ
る
。
 

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
。
）
著
者
は
天
ム
コ
 

宗
 、
日
蓮
宗
、
真
ミ
 昌
 示
、
 %
 巳
凋
 

宗
 、
浄
土
真
宗
に
お
け
る
方
便
観
を
検
討
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
 い
ず
れ
の
 

宗
派
に
お
い
て
も
、
方
便
は
他
宗
の
シ
ン
ボ
ル
 や
 、
呪
術
的
 儀
 礼
な
ど
の
 

周
辺
的
実
践
を
さ
す
も
の
と
し
て
使
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
貞
宗
 の
中
心
的
 

ジ
ン
ボ
ル
は
方
便
以
外
の
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
 論
 静
的
・
 セ
 

ク
ト
主
義
的
な
用
法
は
、
こ
の
語
の
本
来
の
用
法
で
ほ
な
い
と
 い
う
の
が
 

著
者
の
見
方
で
あ
る
。
 

法
華
経
は
そ
れ
ま
で
の
仏
教
経
典
の
積
み
重
ね
を
強
く
意
識
し
 、
そ
れ
 

ら
に
対
す
る
自
ら
の
優
越
性
を
執
 勘
に
 主
張
し
て
い
る
。
こ
の
 優
越
桂
を
 

証
明
し
、
法
華
経
を
他
の
諸
経
典
に
ま
し
て
尊
び
信
仰
す
る
 ょ
 ぅ
 促
す
こ
 

と
が
、
法
華
経
の
中
心
的
な
関
心
事
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
こ
 そ
、
 自
ら
 

と
こ
れ
ま
で
の
教
義
と
の
関
係
を
方
便
と
い
う
概
念
で
と
ら
え
 返
し
た
と
 

も
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
法
華
経
自
身
の
信
愛
（
隼
の
せ
。
 

（
 
@
0
 
コ
 ）
 的
 

な
 側
面
が
な
け
れ
ば
、
法
華
経
が
日
本
に
お
い
て
多
く
の
人
々
 0
 献
身
的
 

信
仰
を
集
め
た
事
情
も
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
著
者
の
と
 ら
え
る
 法
 

華
経
は
 
、
こ
う
し
た
側
面
を
捨
象
し
た
観
照
的
な
思
索
的
宗
教
 者
の
反
省
 

の
 産
物
の
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
 

こ
の
こ
と
は
、
方
便
概
念
を
維
摩
経
，
般
若
経
や
中
観
派
の
思
 想
の
方
 

に
 引
き
寄
せ
す
ぎ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
も
し
れ
な
 い
 。
法
華
 

径
の
中
の
民
衆
宗
教
的
側
面
や
有
神
 観
 的
側
面
に
つ
い
て
、
 

著
 者
は
そ
れ
 

ら
を
文
字
ど
お
り
に
 受
 げ
と
る
こ
と
を
拒
み
、
い
ず
れ
も
方
便
 の
田
り
相
ぬ
の
 

地
 楡
 的
 表
現
と
し
て
の
み
解
釈
し
て
い
く
。
法
華
経
が
語
り
出
 さ
れ
た
 信
 

愛
 的
な
場
を
想
像
し
、
た
と
え
ば
中
論
な
ど
が
書
か
れ
た
思
索
 的
な
場
と
 

の
 言
葉
の
場
の
相
違
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
こ
う
し
た
無
理
な
 解
釈
は
避
 

け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
 

こ
こ
で
、
著
者
が
本
書
で
と
っ
た
方
法
の
文
献
学
上
の
間
 題
に
 も
ふ
れ
 

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
著
者
は
本
書
で
用
い
た
諸
仏
 典
 せ
、
基
 

本
 的
に
ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ
ァ
の
漢
訳
に
依
拠
し
て
検
討
し
て
い
 る
 。
周
知
 

 
 
 
 

の
よ
う
に
、
ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ
ァ
は
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
か
な
り
 自
由
な
意
⑧
 

誠
な
 行
な
っ
て
お
り
、
そ
の
意
訳
は
彼
の
学
問
的
背
景
で
あ
る
 
 
 

思
想
に
も
と
づ
く
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
加
え
て
、
著
者
の
 法
華
経
研
 



ば
 、
本
書
に
限
界
が
あ
る
の
は
否
め
な
い
と
こ
ろ
だ
が
、
本
書
 

博
識
に
根
ざ
し
た
着
実
な
文
献
学
的
古
典
研
究
と
い
う
面
か
ら
 

文
化
的
多
様
性
と
宗
教
 

を
 貫
く
 ァ
 

 
 

ク
チ
ュ
 ァ
か
 な
問
題
意
識
は
そ
れ
を
補
う
に
足
る
も
の
で
あ
ろ
 ぅ
 ，
本
書
 

究
の
背
景
と
な
っ
た
日
本
の
仏
教
界
に
お
け
る
法
華
経
 観
 の
 上
 ム
ロ
は
 
、
ク
 

マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ
ァ
Ⅱ
天
台
 智
 顎
の
系
譜
に
よ
る
法
華
経
 観
 で
あ
 
る
こ
と
も
 

思
い
出
す
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
著
者
の
「
日
本
を
通
し
 て
 大
乗
 仏
 

教
を
見
る
」
と
い
う
視
点
が
、
法
華
経
観
の
中
国
Ⅱ
日
本
仏
教
 的
 か
た
 ょ
 

り
と
い
う
欠
点
と
な
っ
て
表
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
  
 

今
一
つ
方
法
上
の
間
頭
に
ふ
れ
れ
ば
、
大
乗
仏
教
の
成
立
の
事
 情
 、
法
 

華
 経
の
成
立
の
事
情
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
 占
 を
あ
げ
 ぬ
 

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
現
代
の
大
乗
仏
教
成
立
 史
 研
究
が
明
ら
 か
に
 し
て
 

い
る
よ
 う
 に
、
大
乗
仏
教
に
は
新
し
い
宗
教
思
想
の
創
出
と
い
 う
 面
と
同
 

時
に
、
大
衆
的
な
宗
教
運
動
と
し
て
の
一
面
が
あ
る
。
と
く
に
 法
華
経
に
 

つ
い
て
は
、
菩
薩
 ガ
ナ
 と
 2
 ば
れ
た
信
仰
者
集
団
と
直
接
の
つ
 な
が
り
を
 

も
つ
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
，
こ
う
し
た
現
実
の
社
会
 集
団
の
あ
 

り
 方
を
背
景
に
お
 き
 、
経
典
が
語
り
出
さ
れ
た
言
葉
の
場
と
い
 ぅ
 も
の
を
 

想
定
す
れ
ば
、
法
華
経
の
民
間
信
仰
的
 有
 神
統
帥
局
面
、
あ
る
 い
は
方
便
 

概
念
の
論
争
的
セ
ナ
ト
主
流
的
局
面
を
今
少
し
考
慮
に
入
れ
ざ
 る
を
え
な
 

か
っ
た
だ
ろ
う
。
宗
教
思
想
を
そ
れ
自
体
と
し
て
内
在
的
に
理
 解
す
る
と
 

い
う
方
法
に
よ
っ
て
本
書
は
大
き
な
功
績
を
あ
げ
て
い
る
の
で
 あ
る
が
、
 

一
方
、
そ
れ
を
下
部
構
造
か
ら
説
明
す
る
と
い
う
志
向
に
お
い
 て
 欠
け
る
 

と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
思
 う
 の
で
あ
る
。
 

の
 主
た
る
意
図
は
、
多
様
な
文
化
（
お
よ
び
そ
の
中
核
に
あ
る
 価
値
観
）
 

 
 

の
 並
存
と
そ
れ
ら
相
互
の
出
会
い
と
い
う
現
代
の
文
化
状
況
、
 お
よ
び
そ
は
 

こ
に
お
け
る
宗
教
の
問
題
性
を
正
面
か
ら
受
け
と
め
、
そ
の
 位
 置
か
ら
仏
の
 

 
 

教
の
思
想
的
伝
統
を
と
ら
え
返
そ
う
と
い
う
点
に
あ
る
。
宗
教
 
 
 

場
 ム
ロ
、
そ
れ
が
唯
一
絶
対
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
志
向
す
る
た
 

め
、
 こ
 う
 

ざ
る
を
え
た
い
傾
向
が
あ
る
。
柔
軟
な
思
考
は
「
科
学
」
の
 側
 

し
た
文
化
状
況
に
対
し
て
は
も
っ
ぱ
ら
受
 け
 身
で
防
御
的
な
姿
 勢
 を
と
ら
 

に
あ
り
、
 

「
宗
教
」
の
側
は
硬
直
し
た
思
考
に
加
担
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
 ぅ わ
 け
 

で
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
大
乗
仏
教
に
関
す
る
か
ぎ
り
 、
 他
の
思
 

想
や
信
仰
に
対
す
る
柔
軟
な
対
処
の
伝
統
が
そ
の
出
発
点
に
お
 い
て
確
立
 

し
て
い
た
。
そ
の
思
想
的
基
礎
に
方
便
の
概
念
が
あ
る
わ
け
で
 あ
る
。
 

ま
た
、
本
書
の
こ
の
 ょ
う
 な
仏
教
観
は
、
日
本
の
宗
教
史
を
見
 直
す
 手
 

が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
日
本
の
宗
教
史
 を
 貫
く
 特
 

徴
 と
し
て
、
諸
宗
教
の
多
元
的
共
存
 と
シ
ソ
ク
レ
 
テ
ィ
ズ
 ム
 の
 根
強
い
存
 

在
 を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
特
徴
は
、
あ
る
意
味
で
多
 様
な
文
化
 

と
 価
値
観
の
並
存
と
い
う
現
代
の
世
界
の
文
化
状
況
を
先
ど
り
 す
る
も
の
 

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
日
本
に
お
け
る
仏
教
の
あ
り
方
に
も
と
づ
 く
と
こ
ろ
 

が
 少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
仏
教
は
民
衆
生
活
の
奥
 深
 く
ま
で
し
 

み
こ
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
他
方
、
社
 ム
 耳
へ
の
倫
理
的
 指
 導
 力
を
失
 

い
、
そ
の
意
味
で
日
本
社
会
の
世
俗
化
は
早
く
か
ら
進
行
し
て
 い
っ
た
の
 

で
あ
っ
た
。
こ
の
両
面
を
「
神
道
的
な
も
の
の
根
強
さ
」
と
か
 「
仏
教
の
 

堕
落
」
と
い
っ
た
形
で
だ
け
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
仏
教
 そ
  
 

宗
教
的
思
考
の
性
格
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
本
書
は
 多
く
の
 
示
 

唆
を
与
え
て
く
れ
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 



う て を 性 な に 的方 込 ろ っ 
方
便
と
い
う
 概
 

て
 初
め
て
刊
行
 

う
 ，
方
便
の
思
 

み
を
常
態
化
す
 

便
の
思
想
は
い
 

に
主
題
化
す
る
 

「
開
放
」
性
の
 

な
り
、
「
 外
 な
 

い
傾
向
が
あ
る
 

の
背
後
の
隠
さ
 

免
れ
る
に
は
、
 

客
観
的
か
っ
 
明
 

な
 
「
外
か
ら
の
 念

 に
つ
い
て
の
意
欲
的
な
著
作
が
、
西
洋
の
学
者
に
よ
 

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
だ
 

想
 と
結
び
つ
い
た
「
開
放
」
佳
は
 、
 外
の
も
の
の
取
り
 

る
 。
「
開
放
」
佳
の
伝
統
の
中
に
い
る
者
に
と
っ
て
 、
 

わ
ば
空
気
の
よ
う
に
白
熊
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
、
意
識
 

こ
と
が
困
難
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

伝
統
の
下
で
は
、
「
自
己
と
は
何
か
」
が
い
つ
も
 暖
昧
 

る
も
の
」
と
の
緊
張
関
係
の
下
で
し
か
明
確
化
し
て
こ
 

。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
緊
張
関
係
の
下
で
、
「
開
放
」
 

れ
た
閉
鎖
性
が
露
出
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
危
険
 

「
開
放
」
性
の
伝
統
を
、
そ
の
長
所
と
欠
点
を
あ
わ
せ
 

噺
に
 自
覚
化
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
本
書
の
 ょ
 

視
線
」
が
貴
重
で
あ
る
の
え
ん
で
あ
る
。
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蠕
 
日
本
の
宗
教
に
つ
い
て
の
末
大
学
生
用
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教
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三
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こ
の
版
の
新
し
さ
は
、
決
し
て
局
の
 

-
@
 

四
 。
 
絹
 
㏄
コ
 
%
 
 
ぎ
の
。
 

コ
 
（
 
の
ヨ
づ
 

。
 

「
 
ぃ
 
「
 
ぜ
 甘
も
胃
と
い
う
新
し
い
章
の
み
に
限
ら
な
い
。
目
立
つ
 

と
こ
ろ
に
 

限
っ
て
い
え
ば
、
道
元
 

と
禅
 
、
さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
教
の
受
容
に
 

関
す
る
 
三
 

つ
の
部
分
が
拡
張
さ
れ
、
徳
川
政
府
と
宗
教
お
よ
び
復
古
神
道
 

に
関
す
る
 

部
分
が
全
体
的
に
書
き
直
さ
れ
、
加
え
て
新
儒
学
と
本
居
宣
長
 

と
に
関
す
 

る
 新
し
い
部
分
も
あ
る
。
二
五
枚
の
写
真
も
こ
の
版
の
価
値
を
一
 

局
 め
る
に
 

違
い
な
い
。
そ
の
上
、
学
生
の
要
求
に
応
じ
て
一
一
ぺ
 

ー
 ジ
 の
の
（
 

由
 
申
せ
 

O
E
n
 

の
（
 

@
o
 

已
も
用
意
し
て
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
い
は
著
者
の
 

史
料
集
 

ね
隠
穫
 

ぎ
さ
 
ぎ
 ～
か
馬
Ⅰ
 

a
 
㌧
 
a
n
 

め
り
 

0
 
 

目
ぉ
寸
心
 

ふ
 
e
n
n
Q
 
 

に
 
ム
ロ
 

わ
せ
て
 

作
 っ
 
た
も
の
 

で
、
本
書
の
各
章
の
重
点
を
把
握
し
や
す
く
た
め
に
付
し
た
と
 

説
明
が
あ
 

 
 

 
 

な
っ
た
 

"
 各
章
も
前
よ
り
読
み
や
す
い
い
く
つ
か
の
部
分
に
分
 

げ
ら
れ
、
 

各
部
分
に
小
額
が
付
い
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
 

小
題
は
今
 

度
 始
め
て
 

目
次
に
も
入
れ
ら
れ
た
の
で
、
特
に
見
た
 

い
 と
思
 
う
 部
分
を
簡
 

単
に
し
ら
 

の
だ
と
思
う
。
 

ア
メ
リ
カ
の
大
学
生
に
日
本
の
宗
教
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
知
 

識
 を
紹
 

介
す
る
の
に
、
こ
の
本
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
私
の
感
想
と
し
 

て
は
、
 

な
 

ん
の
 
薦
曙
 
も
せ
ず
に
「
抜
群
 

だ
 」
と
言
い
た
い
。
（
日
本
の
大
 

学
生
に
と
 

っ
て
も
概
観
的
な
入
門
書
と
し
て
ほ
悪
く
な
い
の
で
は
な
い
か
 

と
 思
 う
じ
 

分
り
や
す
い
言
葉
を
以
て
日
本
人
一
般
の
宗
教
的
経
験
を
歴
史
 

的
に
説
明
 

方
 、
慎
重
な
要
約
の
仕
方
な
ど
の
特
徴
を
持
ち
、
普
通
の
米
人
 

学
生
（
 
お
 

よ
び
他
の
分
野
の
専
門
家
）
が
認
識
す
る
以
上
に
博
学
の
木
で
 

あ
る
。
 

仮
 

に
 私
が
も
し
 ム
 「
の
時
点
で
ア
メ
リ
カ
あ
る
い
は
カ
ナ
ダ
の
大
学
 
主
 に
日
本
 

の
 宗
教
に
つ
い
て
教
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
す
れ
 ば
、
 確
か
に
 
教
科
書
と
 

し
て
こ
の
本
を
選
ぶ
で
あ
ろ
う
。
私
が
知
っ
て
い
る
限
り
、
 こ
 れ
に
匹
敵
 

す
る
本
は
な
い
。
 

と
は
言
う
も
の
の
、
改
善
す
る
余
地
が
な
い
と
い
う
意
味
で
は
 よ
 
力
 、
。
 

㌧
 

い
つ
か
第
四
版
が
出
る
だ
ろ
う
こ
と
を
予
期
す
る
意
味
で
、
 四
 つ
の
 改
 豊
ロ
 

で
き
る
と
こ
ろ
を
あ
え
て
指
摘
し
た
い
と
思
 う
 。
 

第
一
に
 、
 細
か
い
間
違
い
を
直
す
こ
と
で
あ
る
。
二
四
ぺ
 ー
 ジ
 で
は
、
 

「
縄
文
」
と
い
う
言
葉
は
 

n
o
 
繍
づ
曲
 （
（
の
「
 

コ
 と
し
て
説
明
さ
れ
 
て
い
る
 

が
 、
石
器
時
代
の
日
本
の
陶
工
が
い
っ
た
い
何
の
暗
号
を
そ
の
 土
器
に
重
目
 

き
た
か
っ
た
は
、
さ
っ
ぱ
り
分
ら
な
い
。
同
店
辞
苑
円
目
日
本
 文
化
史
 辞
 

典
 モ
ロ
考
古
学
辞
典
」
な
ど
に
 よ
 る
と
、
こ
の
時
代
の
土
器
の
 特
徴
は
 、
 

棒
に
 繊
維
を
巻
い
た
縄
文
原
体
を
廻
転
さ
せ
て
 付
 げ
ら
れ
た
も
 
の
で
あ
 

る
 。
縄
目
で
は
な
い
が
、
縄
目
に
似
た
模
様
で
あ
る
の
で
、
 縄
 文
武
土
器
 

と
い
う
名
称
に
な
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
想
像
に
過
ぎ
な
い
が
、
 ひ
ょ
っ
と
 

し
た
ら
著
者
が
日
本
人
か
ら
「
縄
文
」
の
説
明
を
聞
い
た
 
時
 
に
 、
 n
o
 
「
 
年
 

づ
簿
 
（
（
の
「
 

コ
を
 
n
0
%
 
 
つ
い
 
（
（
の
「
 

コ
 
と
し
て
の
聞
き
違
い
が
起
っ
た
 か
と
思
わ
 

れ
る
。
 文
 
一
 0 
八
 。
 
へ
｜
ジ
に
 
「
木
地
車
 迩
 」
の
説
明
と
し
て
 
0
 二
ゆ
 @
H
 

ヲ
り
キ
 

の
仁
ヴ
の
 

（
 
麓
コ
 
り
の
日
の
 
コ
 @
 
（
 
0
 の
（
の
（
 

q
p
n
 

の
の
と
あ
る
。
誤
植
で
あ
ろ
う
 が
 、
誤
解
 

を
 招
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
正
し
い
言
い
方
は
 
0
q
 
俺
ぎ
 巴
の
 E
 す
め
 
（
 帥
コ
い
 
の
 べ
 の
 

ヨ
 が
田
 寂
降
 
t
r
a
c
 

の
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
一
三
 
0
 
。
 
へ
｜
 ジ
に
 
コ
国
 

鉢
 の
木
叢
」
の
注
解
と
し
て
、
「
一
九
三
八
年
以
来
、
公
立
学
 校
 に
使
わ
 

れ
た
国
粋
主
義
的
な
教
科
書
」
と
あ
る
が
、
「
一
九
三
八
年
か
 ら
 一
九
四
 

五
年
ま
で
に
…
」
と
説
明
し
た
方
が
正
確
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

(382)  128 
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が 参 に 考 並 かの   
が
 役
に
立
つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
全
て
の
参
考
 文
 献
の
項
目
 

を
 
一
括
し
て
 

A
B
C
 

順
に
並
べ
る
こ
と
、
各
項
目
に
付
き
分
類
 番
号
（
 一
 

か
ら
十
二
ま
で
）
を
割
り
当
て
る
こ
と
、
し
か
も
分
類
番
号
の
 説
明
を
参
 

孝
文
献
の
各
ぺ
 
ー
 ジ
の
注
に
示
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
く
ら
い
 簡
単
に
す
 

れ
ば
、
特
定
の
参
考
書
や
そ
の
注
解
を
捜
し
や
す
く
な
る
で
あ
 
ろ
 う
 。
 

（
も
し
今
ま
で
の
分
類
別
の
順
序
を
保
持
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
 

目
 次
に
各
 

部
分
の
題
や
べ
 
｜
ジ
 番
号
を
含
め
れ
ば
、
 

い
 く
ら
か
役
立
っ
で
 あ
ろ
う
。
 

私
は
自
分
の
木
で
は
そ
う
い
う
ふ
 う
 に
し
た
が
、
ど
ち
ら
か
と
 い
え
ば
、
 

一
括
し
た
 

A
B
C
 

順
の
や
り
方
の
ほ
う
が
時
間
を
要
し
な
い
じ
 

以
上
の
三
つ
は
大
切
で
は
あ
る
が
、
あ
ま
り
中
身
の
あ
る
 よ
う
 な
も
の
 

で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
第
四
の
こ
と
は
、
本
の
中
身
ば
か
 り
で
は
な
 

く
 、
宗
教
学
と
い
う
学
問
の
将
来
に
関
係
が
あ
る
も
の
で
あ
る
 。
こ
の
 木
 

を
 読
み
終
え
て
顧
み
た
ら
、
日
本
宗
教
を
専
門
 に
 し
て
い
る
 学
 者
が
現
に
 

取
り
組
ん
で
い
る
研
究
問
題
に
は
何
が
あ
る
か
と
知
り
た
く
な
 る
よ
う
な
 

ま
じ
め
な
大
学
生
が
、
ど
の
よ
う
な
手
が
か
り
を
得
る
事
が
出
 来
る
で
あ
 

ろ
う
か
と
居
っ
た
。
も
し
そ
の
よ
う
な
学
生
が
あ
る
問
題
を
選
 び
 、
そ
の
 

問
題
に
つ
い
て
の
今
ま
で
の
研
究
に
は
何
が
あ
る
か
を
調
べ
て
 み
た
い
と
 

思
 う
 よ
さ
に
な
っ
た
ら
、
ど
う
い
う
手
が
か
り
が
あ
る
だ
ろ
う
 か
 。
苦
土
牢
 

に
 付
い
て
い
る
 之
 0
 （
の
の
と
参
考
文
献
の
注
解
と
は
き
わ
め
て
 

亘
 
貝
重
 な
も
 

の
で
は
あ
る
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
一
般
論
的
で
あ
る
。
 従
っ
て
 
、
 

こ
の
学
問
の
こ
れ
か
ら
の
学
者
を
育
て
る
意
味
で
、
数
年
前
か
 ら
の
い
く
 

 
 
 
 

つ
か
の
研
究
テ
ー
マ
に
関
し
て
今
ま
で
ど
う
い
う
発
行
物
が
あ
 る
か
、
 ど
 

㎝
 

う
 い
 う
 技
術
的
・
方
法
論
的
な
特
徴
が
あ
る
か
を
示
す
こ
と
は
 、
重
要
で
 

舘
 

 
 

か
と
思
う
。
 



わ
が
国
で
、
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
と
総
称
さ
れ
る
独
特
な
思
想
が
 注
目
さ
 

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
必
ず
し
も
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
 。
そ
 う
し
 

た
 論
議
の
端
緒
は
 、
 遡
る
な
ら
ば
す
で
に
明
治
時
代
に
求
め
る
 こ
と
も
で
 

き
る
。
例
え
ば
姉
崎
正
治
は
、
一
九
 0
 三
年
か
ら
東
大
で
「
 神
 秘
 主
義
」
 

に
つ
い
て
講
じ
、
そ
の
中
で
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
 や
 タ
ウ
ラ
ー
な
ど
 に
ふ
れ
た
 

が
 、
こ
れ
と
前
後
す
る
よ
う
に
、
当
時
の
学
界
の
動
向
を
代
表
 す
る
 
ョ
哲
 

学
 雑
誌
し
は
、
 
べ
｜
メ
は
 
つ
い
て
の
論
説
を
の
せ
た
（
一
四
 0
 ｜
 一
百
万
）
。
 

同
誌
に
は
、
降
っ
て
大
正
に
入
っ
て
か
ら
も
、
石
原
謙
が
「
 ル
 １
タ
ー
 と
 

神
秘
主
義
」
（
三
六
二
号
、
一
九
一
七
年
）
を
寄
稿
 

し
 、
 佐
蕗
曲
 彦
も
同
じ
 

テ
ー
マ
を
繰
返
し
論
じ
て
い
る
。
他
方
、
わ
が
国
の
近
代
思
想
 穿
 と
し
て
 

逸
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
西
田
幾
多
郎
も
、
ほ
ぼ
同
じ
頃
か
ら
  
 

神
秘
主
義
に
関
心
を
示
す
 よ
う
 に
な
っ
た
。
す
な
 ね
 ち
、
一
九
 二
 二
年
に
 

は
 
「
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
神
秘
説
と
一
灯
園
生
活
」
 

宅
光
 L
 
一
六
 ｜
リ
 セ
ロ
 
言
，
 

）
 

ほ
 つ
い
て
講
演
し
、
二
八
年
に
は
、
「
叡
知
的
世
界
」
（
 門
 哲
学
 研
究
・
 -
 
）
 

で
べ
一
メ
に
 
閲
読
す
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
 

日
本
に
お
け
る
神
秘
主
義
研
究
の
歴
史
を
た
ど
る
の
は
、
た
し
 か
に
 興
 

田 

丸 

  

羊ロ 

創
立
 社
 昭
和
五
 セ
年
 二
月
刊
 

A
5
 

版
 

三
 +
 六
七
四
 +
 三
四
頁
、
八
五
 0
0
 円
 

日
 ド
イ
ツ
神
秘
主
義
研
究
 L
 

上
田
 閑
 無
偏
 

味
 を
そ
そ
ら
れ
る
課
題
に
違
い
な
い
が
、
こ
の
小
文
の
意
図
は
 、
も
ち
 ろ
 

 
 

ん
そ
こ
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
に
も
 拘
 わ
ら
ず
、
こ
こ
に
 二
 、
 三
の
事
 

1
 

例
を
引
合
い
に
だ
し
た
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
本
書
の
全
体
 
 
 

性
格
が
、
何
程
か
把
 膣
し
号
 く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
 か
ら
で
あ
（
 

る
 。
ご
く
概
括
的
に
言
Ⅰ
 

て
 、
わ
が
国
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
   

秘
 主
義
研
究
に
は
、
そ
の
態
度
と
方
法
の
上
で
二
つ
の
方
向
が
 認
め
ら
れ
 

る
よ
う
 
に
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
そ
れ
を
歴
史
的
な
い
し
精
神
史
   

方
向
で
あ
り
、
他
は
い
わ
ば
哲
学
的
思
索
を
媒
介
に
し
、
主
体
  
 

し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
に
は
、
も
っ
ぱ
ら
 ヨ
ー
 口
 

ハ
 精
神
史
の
枠
の
中
で
の
究
明
が
中
心
と
な
っ
て
く
る
が
、
 後
 者
で
は
 歴
 

史
的
な
連
関
 よ
 り
は
思
想
の
内
容
が
問
題
と
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
 
時
と
し
 

て
、
 他
の
思
想
伝
統
と
の
比
較
の
視
点
も
重
要
と
な
る
。
も
ち
 ろ
ん
、
 歴
 

史
的
な
研
究
と
い
っ
て
も
、
精
神
史
的
な
取
扱
い
は
思
想
の
解
 釈
 な
し
に
 

は
 逆
行
で
き
な
い
か
ら
、
そ
の
点
で
、
こ
れ
ら
二
つ
の
立
場
は
 ふ
た
た
び
 

接
近
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
一
応
は
こ
の
よ
う
に
考
え
て
お
く
 こ
と
に
し
 

よ
 5
 。
 

仮
 り
に
こ
の
見
方
に
 よ
 る
な
ら
ば
、
前
掲
の
石
原
、
佐
藤
ら
に
 代
表
さ
 

れ
る
研
究
は
 、
 明
ら
か
に
第
一
の
系
列
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
 。
そ
れ
ら
 

は
と
も
に
波
多
野
精
一
の
流
れ
を
く
み
、
ひ
ろ
い
意
味
で
キ
 リ
 ス
ト
 教
的
 

な
 背
景
か
ら
で
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
も
う
一
つ
の
立
場
 を
彩
づ
く
 

る
の
が
、
西
田
を
は
じ
め
と
す
る
 い
 わ
ゆ
る
京
都
学
派
で
あ
る
 -
 
こ
と
は
 @
=
 

ロ
 

ぅ
 ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
ド
イ
ッ
神
秘
主
義
を
、
キ
リ
ス
ト
教
 史
上
の
現
 

象
 と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
一
般
的
な
宗
教
体
験
の
表
現
形
態
 と
し
て
 捉
 

え
よ
う
と
す
る
傾
ぎ
が
つ
よ
い
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
第
二
の
 系
列
は
 
、
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西
田
自
身
に
最
も
顕
著
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
仏
教
、
中
で
も
 禅
 仏
教
の
 

お
月
旦
 

示
と
 密
接
に
結
び
つ
く
も
の
で
も
あ
っ
た
。
（
因
み
に
、
 西
 田
の
心
友
 

で
あ
っ
た
鈴
木
大
拙
も
、
つ
と
に
一
九
 0
0
 

年
前
後
か
ら
、
 

し
 ば
し
ば
 神
 

秘
 主
義
に
論
及
し
て
い
る
じ
し
か
も
興
味
ふ
か
い
こ
と
は
、
 従
 来
の
研
究
 

の
 多
く
が
こ
の
第
二
系
列
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
と
い
う
 事
 実
で
あ
 

る
 。
第
一
の
系
列
で
、
石
原
以
後
あ
ま
り
見
る
べ
き
成
果
が
生
 ま
れ
な
か
 

っ
 た
の
は
、
欧
米
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
界
で
二
 0
 年
代
か
 ら
 主
流
と
 

な
り
、
わ
が
国
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
弁
証
法
神
学
が
、
神
秘
 主
義
に
関
 

心
を
払
わ
な
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
進
ん
で
そ
れ
を
 排
 捜
し
た
と
 

い
う
こ
と
も
一
因
で
あ
っ
た
ろ
う
。
 

さ
て
、
こ
の
 
ょ
う
 な
流
れ
の
中
に
置
い
て
み
る
と
き
、
本
書
は
 ど
の
よ
 

う
 な
位
置
を
し
め
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
指
摘
で
き
る
の
は
、
 そ
れ
が
 全
 

体
 と
し
て
、
や
は
り
右
の
京
都
学
派
的
な
伝
統
の
地
盤
に
立
っ
 て
い
る
と
 

い
う
こ
と
で
あ
る
。
編
者
上
田
氏
を
は
じ
め
、
一
一
名
に
の
ぼ
 る
 執
筆
陣
 

0
 編
成
か
ら
も
、
そ
の
こ
と
は
直
ち
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
 き
 る
 。
「
あ
と
 

が
き
」
に
 
よ
 る
と
、
こ
の
論
文
集
の
発
端
を
な
し
た
の
は
、
 

十
 数
年
ま
え
 

西
谷
官
治
氏
の
指
導
の
下
に
行
わ
れ
た
研
究
会
だ
っ
た
と
の
こ
 と
で
あ
る
 

が
 、
こ
う
し
た
成
立
の
経
緯
も
、
こ
の
推
定
を
裏
書
き
す
る
。
 し
か
し
、
 

一
歩
踏
み
こ
ん
で
そ
の
豊
か
な
内
容
に
ふ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
 よ
う
な
 単
 

純
 な
理
解
だ
け
で
は
決
し
て
十
分
で
な
い
こ
と
が
分
る
で
あ
ろ
 う
 。
と
い
 

ぅ
 の
は
、
本
書
に
収
め
ら
れ
た
諸
論
文
は
、
第
二
の
立
場
 を
 特
徴
づ
け
る
 

一
宗
教
体
験
一
般
へ
の
関
心
や
比
較
の
見
地
を
、
な
ん
ら
か
 

明
 す
る
こ
と
に
主
力
を
注
い
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
 前
 

の
形
で
根
底
に
 

込
 め
よ
う
 

 
 

@
 
 す え
な
が
ら
も
、
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
の
諸
局
面
を
、
精
神
 更
 に
即
し
て
 
解
 

に
 、
第
一
の
立
場
の
基
本
的
な
方
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
 ね
 ち
、
 本
 

書
は
今
ま
で
の
二
つ
の
見
地
を
綜
合
し
た
も
の
な
の
で
あ
っ
て
 、
こ
の
 も
 

題
 に
関
し
て
わ
れ
わ
れ
が
現
在
の
と
こ
ろ
手
に
し
 ぅ
る
、
 最
も
 包
括
的
な
 

研
究
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
 

次
に
内
容
に
つ
い
て
か
ん
た
ん
に
紹
介
し
て
み
よ
う
。
本
書
は
 「
現
代
 

に
お
け
る
神
秘
主
義
研
究
の
意
義
」
（
西
谷
再
治
）
を
論
じ
た
 

序
立
 卑
は
大
 き
 

く
 二
部
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
第
一
部
は
総
論
で
あ
り
、
西
谷
 智
治
「
 独
 

逸
 神
秘
主
義
」
（
一
九
四
 0
 年
 ）
な
ら
び
に
「
 独
逸
 神
秘
主
義
と
独
 挽
 一
お
 
E
@
 

普
 
+
.
 

」
 

二
九
四
六
年
）
の
 
三
 論
文
を
収
録
し
て
い
る
。
西
谷
底
は
す
で
 に
一
 
@
 
日
等
 

学
校
在
学
中
の
一
九
二
 0
 年
前
後
か
ら
、
 
エ
，
 ク
ハ
ル
ト
の
 
書
 に
 親
し
ん
 

で
こ
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
り
、
わ
が
国
に
お
け
る
ド
イ
ツ
 神
 秘
 主
義
 研
 

究
の
開
拓
者
の
一
人
に
数
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
 三
 論
文
は
 、
す
 で
に
 四
 0
 

年
も
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
ド
イ
ッ
神
秘
主
義
の
ゲ
ル
マ
ン
的
 性
格
へ
の
 

言
及
な
ど
、
当
時
の
時
代
思
潮
の
制
約
を
 ぅ
 け
て
い
る
部
分
も
 あ
る
と
は
 

い
 え
、
総
体
的
に
は
神
秘
主
義
研
究
の
問
題
点
を
 よ
 く
押
さ
え
 て
い
て
、
 

今
後
も
指
針
と
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 

こ
れ
を
 ぅ
 げ
た
第
二
部
は
、
い
わ
ば
各
論
で
あ
り
、
 

ヱ
 

 
 

ら
へ
｜
 
ゲ
ル
に
い
た
る
代
表
的
な
思
想
家
を
論
じ
た
 一
 0
 章
か
 ら
な
っ
て
 

い
る
。
そ
れ
ら
は
、
扱
っ
た
主
題
の
時
代
順
に
配
列
さ
れ
て
お
 り
 、
そ
れ
 

ぞ
れ
の
独
自
性
と
と
も
に
、
ま
た
そ
れ
ら
を
一
貫
す
る
ド
イ
ツ
 神
秘
主
義
 

 
 

の
 共
通
の
特
徴
が
示
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

高
神
の
子
の
誕
生
」
と
㍉
神
性
へ
の
突
破
 亡
 
（
上
田
 閑
照
 ）
 は
 
 
 

ツ
 神
秘
主
義
の
主
峰
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
説
教
を
手
が
か
り
と
し
   

 
 

宗
教
思
想
の
基
本
構
造
を
解
明
し
ょ
う
と
す
る
。
 ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
 ト
 
の
中
 



  

に
、
 魂
の
受
動
性
と
能
動
性
と
の
 雨
 契
機
が
併
存
し
て
い
る
こ
 と
は
、
 す
 

で
に
前
掲
の
西
谷
論
文
で
も
指
摘
さ
れ
た
（
五
五
頁
以
下
）
 点
 
で
あ
る
 

が
 、
上
田
氏
は
さ
ら
に
一
歩
を
す
す
め
、
と
も
に
神
と
人
間
と
 の
 
Ⅰ
 -
 」
 

に
か
か
わ
る
こ
の
両
者
の
動
的
な
関
連
を
さ
ぐ
っ
て
い
く
の
で
 あ
る
。
 そ
 

の
 結
果
、
誕
生
モ
チ
ー
フ
は
基
調
で
あ
り
、
突
破
モ
チ
ー
フ
は
 主
調
で
あ
 

る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
（
 一
 
0
 八
頁
）
。
 

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
継
承
者
 ゾ
イ
ゼ
 が
、
な
ぜ
師
の
思
弁
的
神
秘
 主
義
 か
 

ら
 受
苦
の
神
秘
主
義
へ
と
転
じ
た
か
を
追
求
し
た
の
が
、
次
の
 
「
 
ゾ
イ
ゼ
 

解
釈
の
諸
問
題
」
（
川
崎
幸
夫
）
で
あ
る
。
 

ゾ
ィ
ゼ
 の
正
し
い
 理
 解
 の
た
め
 

に
は
、
ゾ
イ
 
ゼ
 を
 ゾ
イ
ゼ
 自
身
か
ら
見
る
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
 か
 ら
ゾ
イ
ゼ
 

を
 見
る
、
そ
し
て
逆
に
 ゾ
イ
ゼ
 か
ら
 ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
を
見
る
と
 い
う
複
眼
 

的
な
視
点
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
従
来
や
や
も
す
れ
ば
 

エ
 

ル
ト
 に
比
し
て
低
く
評
価
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
 ゾ
イ
ゼ
 を
 、
そ
 の
 生
き
た
 

時
代
の
中
で
捉
え
直
そ
う
と
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
 
の
 転
換
 

は
、
 少
な
く
と
も
部
分
的
に
、
ス
コ
ラ
哲
学
の
側
で
の
 ト
 ミ
ズ
 ム
 か
ら
 オ
 

ッ
カ
 ミ
ズ
ム
へ
の
転
換
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
 
さ
れ
る
 

（
二
四
五
、
二
六
九
頁
）
。
 

「
風
格
と
し
て
の
神
」
（
松
山
康
国
）
は
、
お
そ
ら
く
本
書
の
中
で
 

も
最
 

も
 独
特
な
論
文
で
あ
る
。
「
ド
イ
ツ
神
秘
思
想
体
得
の
た
め
に
 」
と
い
う
 

副
題
の
示
す
よ
う
に
、
そ
れ
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
か
ら
ク
ザ
ー
 ヌ
 ス
 に
い
た
 

る
 い
つ
、
か
の
主
題
の
変
奏
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
 。
「
風
格
」
 

と
は
、
 神
 自
身
に
し
て
し
か
も
 神
 な
ら
ざ
る
も
の
（
 三
 二
二
頁
 ）
、
一
切
 

の
中
に
あ
っ
て
、
一
切
を
現
成
せ
し
め
る
作
用
と
し
て
の
 霊
 Ⅱ
 息
吹
Ⅱ
 
風
 

（
の
丘
「
 

@
 
（
㌍
の
）
を
さ
す
た
め
に
導
入
さ
れ
た
語
で
あ
り
、
そ
れ
は
 

結
局
は
 

「
働
き
の
 生
 」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
 

「
「
 
亜
限
 L
 の
思
惟
」
（
薗
田
 坦
 ）
は
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
，
ク
ザ
ー
 ヌ
 ス
に
 

お
け
る
神
と
世
界
の
関
係
に
焦
点
を
絞
る
。
ク
ザ
ー
 ヌ
ス
 は
 、
 ふ
つ
り
 神
 

秘
 主
義
に
特
徴
的
と
さ
れ
る
体
験
や
瞑
想
に
つ
い
て
、
殆
ど
 語
 る
こ
と
が
 

な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
、
彼
が
神
秘
主
義
と
無
縁
で
あ
る
こ
と
 を
 意
味
す
 

る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
が
独
眼
 の
 
「
思
惟
」
と
し
て
遂
行
 
さ
れ
る
こ
 

と
を
示
す
も
の
な
の
で
あ
る
（
三
五
五
頁
）
。
こ
こ
で
は
「
最
大
 

し
 
、
「
 一
 」
 

「
存
在
」
を
特
質
と
す
る
神
が
、
「
絶
対
」
と
「
 縮
限
 」
な
ら
び
 
に
 
「
 
包
 

括
 」
と
「
展
開
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
、
世
界
に
関
係
づ
 け
 ら
れ
る
 仕
 

方
が
詳
細
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
 

「
ル
タ
ー
に
お
け
る
信
仰
と
神
秘
主
義
」
（
武
藤
一
雄
）
で
は
、
 

前
掲
 

の
 石
原
論
文
が
取
り
あ
げ
、
ま
た
 撮
通
 ふ
た
た
び
国
際
的
に
も
 注
目
を
ひ
 

き
つ
つ
あ
る
テ
ー
マ
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
 キ
エ
 ル
 ケ
 コ
ー
ル
の
 

「
宗
教
性
 

A
.
B
 

」
の
区
別
に
な
ら
 づ
て
 、
「
神
秘
主
義
 A
.
B
 」
を
 区
 

則
 し
、
ル
タ
ー
の
立
場
を
信
仰
的
な
神
秘
主
義
 B
 と
規
定
し
た
 
上
 で
、
 ァ
 

レ
オ
パ
 ギ
タ
的
 、
ラ
テ
ン
的
、
ド
イ
ツ
的
と
い
う
三
群
の
神
秘
 主
義
と
の
 

そ
の
関
係
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
の
結
論
に
 ょ
 れ
ば
、
ル
タ
ー
 
の
神
秘
主
 

義
は
 、
パ
ウ
ロ
の
場
合
と
同
じ
く
、
何
よ
り
も
福
音
的
な
キ
リ
 ス
ト
神
秘
 

主
義
と
呼
ぶ
べ
 
き
 も
の
な
の
で
あ
る
（
四
三
四
頁
）
。
 

「
 ョ
 ハ
ン
・
ア
ル
ン
ト
ー
ロ
キ
リ
ス
ト
の
教
え
の
中
ヒ
（
山
内
 貞
 男
 ）
 

は
 、
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
を
 ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
、
 
ル
タ
 Ⅰ
 べ
｜
メ
 と
い
う
 三
 

つ
の
節
を
も
っ
た
流
れ
と
捉
え
た
（
四
六
二
 ｜
 六
頁
）
上
で
、
 
ル
タ
ー
後
 

の
 展
開
の
一
段
階
を
な
す
ア
ル
ン
 ト
 を
詳
述
す
る
。
ア
ル
ン
 ト
 は
、
 後
の
 

敬
虔
主
義
へ
の
橋
渡
し
を
し
た
人
物
と
し
て
重
要
で
あ
る
が
、
 そ
の
立
場
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書評と 紹介 

か
み
 

は
ロ
 ド
イ
ッ
神
学
」
か
ら
受
け
つ
い
だ
神
神
秘
主
義
と
、
 

ル
タ
  
 

ス
ト
神
秘
主
義
と
の
統
合
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
 

「
。
 
へ
｜
メ
 の
神
秘
主
義
・
 一
 （
岡
村
圭
 真
 ）
は
、
ア
ル
ン
 
ト
と
は
ぽ
 
向
性
 

代
 の
こ
の
思
想
家
を
、
 
最
 晩
年
の
 
ヨ
 キ
リ
ス
ト
へ
の
道
 L
 を
 手
 が
か
り
に
 

解
釈
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

べ
｜
メ
 解
釈
の
困
難
さ
は
 、
そ
の
 思
 

想
 展
開
の
複
雑
さ
に
よ
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
岡
村
氏
 は
 そ
の
 最
晩
 

年
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
 

べ
｜
メ
の
 
立
場
が
、
通
俗
的
に
い
わ
 れ
る
ご
と
 

く
 自
然
に
関
す
る
思
弁
な
ど
と
は
 異
 っ
た
、
「
主
意
主
義
的
な
 ク
ノ
ー
シ
 

ス
 」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
（
五
五
四
頁
）
。
 

こ
れ
ら
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
の
諸
形
態
と
、
 

い
 わ
ゆ
る
ド
イ
ツ
 
観
 念
論
哲
 

学
 と
の
親
近
性
は
、
す
で
に
前
世
紀
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
た
こ
 
と
で
あ
 

り
 、
本
書
所
収
の
西
谷
論
文
で
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
 と
 る
ブ
イ
 

ヒ
テ
 に
即
し
て
論
じ
た
の
が
、
「
知
的
直
観
と
神
秘
主
義
」
（
 大
室
 顕
 ）
 

で
あ
る
。
そ
れ
に
 ょ
 れ
ば
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
い
わ
か
る
後
期
の
み
 で
な
く
、
 

す
で
に
初
期
か
ら
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
の
ふ
か
い
類
似
を
示
し
て
 い
た
の
で
 

あ
り
、
そ
れ
は
神
を
固
定
し
た
実
体
と
し
て
で
な
く
、
わ
れ
わ
 れ
が
生
 き
 

る
 当
の
生
命
と
し
て
体
験
す
る
「
生
命
の
神
秘
主
義
」
（
 
五
 六
七
１
人
 

頁
 ）
 ナ
ニ
 
=
 
ロ
 え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
 

ド
イ
ツ
観
念
論
を
代
表
す
る
も
う
一
人
の
思
想
家
 シ
ヱ
リ
ソ
グ
 
が
、
同
 

じ
 よ
 う
 に
神
秘
主
義
の
背
景
を
有
す
る
の
は
、
周
知
の
こ
と
で
 
あ
る
。
 

「
無
風
」
（
辻
村
公
一
）
は
 
、
 彼
が
 べ
｜
メ
 か
ら
摂
取
し
た
こ
の
 独
特
な
 

概
念
が
、
そ
の
日
自
由
論
し
の
中
で
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
か
 を
検
討
し
 

て
い
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
神
の
世
界
創
造
の
 一
 
万
祝
 と
終
 

挽
 と
に
想
定
さ
れ
る
「
 虹
底
 Ⅰ
は
、
し
か
し
実
は
、
人
間
の
現
 在
の
生
の
 

根
源
で
も
あ
る
筈
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
 （
 -
 
八
一
一
二
一
、
 

-
 
八
一
一
一
一
一
頁
）
。
 

最
後
に
収
め
ら
れ
た
「
 生
 と
反
省
」
（
 H
.
 ブ
フ
ナ
ー
）
は
 、
 初
期
 へ
 

｜
 ゲ
ル
の
 
日
 一
八
 0
0
 
年
の
体
系
断
片
 L
 の
中
で
の
哲
学
と
宗
 教
の
関
係
 

を
 扱
っ
て
い
る
。
 
へ
｜
 ゲ
ル
は
そ
こ
で
、
人
間
の
高
揚
、
す
な
 わ
ち
有
限
 

な
 生
か
ら
無
限
な
る
生
へ
と
人
間
を
高
め
る
こ
と
が
宗
教
で
あ
 る
と
言
う
 

が
 、
こ
の
宗
教
と
は
神
秘
宗
教
を
さ
す
も
の
に
 ク
ヵ
ォ
 5
 ナ
 し
 

@
 一
 
ま
 

以
上
、
各
 篇
 の
 要
占
と
 思
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
み
を
摘
記
し
て
み
 た
 。
 限
 

ら
れ
た
紙
幅
で
、
そ
の
全
容
を
再
現
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
 る
の
は
 =
=
 

ロ
 

う
ま
で
も
な
く
、
誤
っ
た
要
約
に
よ
り
、
却
っ
て
真
意
を
歪
め
 た
の
で
は
 

な
い
か
と
恐
れ
る
。
実
際
、
こ
れ
ら
 各
篇
は
 
、
そ
れ
ぞ
れ
が
 力
 の
こ
も
っ
 

た
 雄
篇
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
 異
 っ
た
形
と
程
度
に
お
い
て
、
 

前
 記
 二
つ
の
 

視
点
に
立
ち
な
が
ら
、
テ
ー
マ
に
肉
迫
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
 通
読
す
る
 

こ
と
に
 よ
 り
、
わ
れ
わ
れ
は
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
に
つ
い
て
、
今
 ま
で
に
な
 

く
 豊
か
な
展
望
を
う
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
 第
 一
一
部
の
各
 

主
題
に
つ
い
て
、
巻
末
に
付
せ
ら
れ
た
計
三
四
頁
に
の
 ぽ
る
欧
 文
 研
究
 文
 

献
 目
録
は
、
関
心
を
い
だ
く
読
者
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
有
効
 な
手
引
き
 

と
な
る
も
の
で
あ
る
。
本
書
が
今
後
こ
の
分
い
の
基
礎
的
な
文
 献
 と
な
る
 

こ
と
は
、
疑
い
を
容
れ
な
い
。
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0
 選
挙
管
理
委
員
会
 

日
時
昭
和
五
七
年
九
月
一
一
日
（
土
）
午
後
一
時
半
 

場
所
神
田
学
士
会
館
 
三
 0
 三
号
室
 

出
席
者
植
田
重
雄
、
小
口
健
一
、
桜
井
秀
雄
竹
中
信
 常
 、
 

著
 、
平
井
直
属
、
藤
田
富
雄
、
柳
川
啓
一
 

議
題
会
長
選
挙
第
二
次
投
票
開
票
 

開
票
結
果
 

有
権
者
数
一
、
二
八
二
名
 

四
三
票
、
田
丸
 徳
 善
一
 0
 七
票
と
な
り
、
脇
本
平
 他
氏
 

ぼ
 百
一
丁
総
数
四
三
九
票
（
投
票
率
三
四
・
一
方
 

召
 

有
効
投
票
四
三
一
票
 

無
効
投
票
七
票
 

白
票
一
票
 

有
効
投
票
の
内
訳
は
、
脇
本
手
 也
 

一
八
一
票
、
小
口
 偉
 

当
選
者
と
な
っ
た
。
 

0
 第
四
一
回
学
術
大
会
開
催
 

第
四
一
回
学
術
大
会
は
 一
 0
 月
一
日
 @
 三
日
に
か
け
て
九
州
 

お
い
て
開
催
さ
れ
、
約
三
三
 0
 人
の
参
加
者
、
二
一
六
人
の
研
 

者
が
あ
っ
た
。
 

一
 0
 月
一
日
（
金
）
 

学
会
質
審
査
委
員
会
一
二
時
 ｜
 一
四
時
 

口
け
い
 

ま
 十
 

ム
下
 

一
一
 

が
 ム
ム
長
 

大
学
 仁
 

先
報
告
 

田
丸
 徳
 

な
 開
講
演
会
 

フ
 メ
ロ
ー
ズ
・
 

M
.
 

コ
ト
 ワ
ル
 氏
 
（
ボ
ン
ベ
イ
大
学
教
授
）
 

中
野
 幡
 龍
茂
（
別
府
大
学
教
授
）
 

「
八
幡
神
と
弥
勒
 神
 」
 

「
 ゾ
 p
 ア
 タ
ス
 ー
 教
に
お
け
る
ダ
 ブ
っ
 （
鳥
葬
の
塔
）
」
 

理
事
会
午
後
五
時
二
 0
 分
｜
 八
時
 

一
 0 月
 二
日
（
土
）
 

開
会
式
九
時
 ｜
 九
時
二
 0
 分
 

研
究
発
表
九
時
二
 0
 分
｜
 一
二
時
、
一
三
時
 ｜
 一
五
時
 二
 O
 

分
 

評
議
員
会
一
二
時
 ｜
一
 三
時
 

記
念
写
真
押
形
一
五
時
二
 0 分
｜
一
 -
 
八
時
 

全
一
工
八
時
 ｜
 一
セ
 時
 

総
 懇

親
会
一
八
時
 ｜
二
 0
 時
 

一
 0 月
三
日
（
日
）
 

研
究
発
表
九
時
 ｜
 一
二
時
、
一
三
時
 ｜
 一
五
時
 

編
集
委
員
会
一
二
時
 ｜
 ニ
八
時
 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
一
五
時
 ｜
 一
七
時
三
 0
 分
 

閉
会
式
 一
セ
時
三
 0
 分
 

0
 宗
教
学
会
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 神
の
国
」
思
想
の
現
代
的
展
開
１
社
会
主
義
的
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実
践
的
 

キ
リ
ス
ト
教
の
根
木
構
造
１
 %
 

（
 
教
文
館
 ・
昭
和
五
七
年
三
月
）
 

（
選
考
理
由
）
 

本
書
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
中
心
思
想
で
あ
る
「
神
の
国
」
思
想
 

の
 構
造
を
、
個
人
の
信
仰
と
歴
史
社
会
的
な
も
の
と
を
結
ぶ
 切
 点
 

と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ
を
、
神
学
思
想
と
し
て
よ
り
も
、
社
会
 爪
甲
 

旧
 

想
 と
し
て
考
察
す
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立
場
か
ら
・
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者
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十
年
間
に
直
っ
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 研
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成
果
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十
四
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0
0
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に
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す
る
大
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あ
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。
「
神
の
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思
想
の
内
容
に
 

関
 

し
 、
宗
教
学
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立
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に
立
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い
視
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豊
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い
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研
究
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外
に
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わ
め
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で
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書
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 画
期
的
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績
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あ
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来
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す
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。
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一
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告
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一
、
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挙
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植
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介
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T h e  Process of Becoming a Religious Founder in a New 
Religious Group 

-Aspects of Evolution from Shaman to Religious Founder : 

A Case Study of Jiseikai in Hamamatsu City- 

Masako Watanabe 

The aim of this paper is to analyse the process of the emergence 

of a religious founder from his role as  shaman by focusing on the 

interaction of a charismatic person and his followers. 

To  analyse this theme, we examine the case of Jiseikai which seems 

to  be still actualizing the charismatic process. Jiseiki is a new reli- 

gious group which was established by a female medium by the name 

of Rengyti who experienced her first possession in 1971. Following a 

mystical experience on Mt. Fuji in 1975,she transformed stigma into 

chanisma via self-stigmatization, and developed a doctrine based on an 

alternative world-view. with this phase, she began to hold meetings 

to  teach her new revelation. 

There are two main activities in Jiseikai a t  the present time. These 

are Oukagai (the practice of receiving questions from clients and the 

giving of divine replys) and Benkyokai (meetings for the study of doctr- 

ine). To see how the study of doctrine has transformed these people 

from clients to followers, we analyse this process from the following 

three aspects : 

(1) How the study of doctrine has transformed Oukagai which 

focuses upon concrete "this-worldly" benefits into an occasion for 

dealing with more general matters of how-to-live. 

( 2 )  How the degree of internalization of doctrine relates to the 

followers' image of self-transformation. 

( 3 ) How the study of doctrine has changed the the way of looking 

a t  RengyCi from merely mediumistic shaman to religious founder. 



On the Development of the Conception advaya 

Koitsu Yokoyama 

In the Vijnaptimiitravtida the word advaya is considered as one of the 
- most important conceptions, which express the character of the truth 

- .. 
i tattva. In this paper I examined the development of this term and 

tried to make clear the relation between the Yogtictirabhumi, especially 

the chapter of Viniicayasamgrahani (VinSg),  and the Mahiiyiinaszitdlam- 

kara ( M S A ) .  

The conclusion is as follows: 

,4s a typical thought of advaya we can indicate the theory of five 

characters of advaya, which appears in the verse-1 of the Tattvddhikiira 

of the MAS.  It may be considered that the author of this text 

gathered various preceding thoughts of advaya and summarized those 

only in a verse. Through a detailed investigation it proved out that in 

the VinSg we can also find out the five kinds of advaya, although 

these are stated, each other seperately and in a original form. This 

fact gives us the conclusion that the author of the M S A  created this 

verse, refering to the VinSg. 

The verse-51 of Guncidhikiira of the M S A  states : tathat6lambanam 

jriiinarn dvaygriihavivarjitam (the knowledge which has "Suchness" as a 

object is free from the attachment to the two). This statement con- 

sists of three elements : tathatdlambanam @.hnam (the knowledge seeing 

"Suchness"), advay&rthav jGinam (the knowledge free from two things) 

and grcihyagr6hakcibhc7vah (the nonexistence of the perceived and the 

perceiver). These three appear also in the VinSg, therefore we can 

attain to the conclusion that the above-mentioned verse-51 has a close 

connection with the VinSg. 

Summary: the examination limited to the conception advaya proves 

that MSA was written under the great influence of the VinSg. 



Augustine's Life in the Early Days and Its Basis 

Yasuharu Kosaka 

Three points are discussed in this paper. 

First, Augustine's thought of life in Cassiciacum and Thagaste can 

be inferred from his term otium, various descriptions about life in "Soli- 

loquia" and other books, and his opinion about a community shown 

in "De moribus ecclesiae catholicae." In short, it does never seem 

that Augustine spent an extreme ascetic life in those days. 

Secondly, if he has the basis for his daily life, it appears to be 

symbolized by the terms modestia, temperantia, and similar terms. 

While temperantia is not yet used as an important term in "Soliloquia" 

or "De beata vita", this term comes to play an important role in "De 

moribus. " 
Thirdly, the basis of his life symbolized by such terms appears to 

be very similar to his thought of ordo. The terms libido and cupiditas 
also occupy a certain position in his thought, beyond the meanings 

of eagerness and desire. Augustine thought that the world is in har- 

mony by ordo and man is kept what he ought to be by temperantia; 
that is, the basis of Augustine's life may be closely related to his 

thought. 



Die Kritik der Moral und die Rehabilitierung des Lebens 
---Von der Kritik des Christentums bei Nietzsche- 

Yukio Ogasawara 

& 

Es ist die bekannte Tatsache, daB Nietzsche die Ursache von der . 
Entstehung des Christentums nach dem Ressentiment aufsucht und dies 

kritsiert. Hier mochte ich das von Nietzsche aufgestellte Ressentiment 

erforschen und ein Teil von seiner Moral-Kritik iiberblicken. 

"Das Ressentiment," redet Nietzsche, "solcher Wesen, denen die 

eigentliche Reaktion, die der Ta t  versagt ist, die sich nur durch eine 

imaginare Rache schadlos halten." Das Ressentiment ist auch der 

psychologische Mechanismus, der die Sklaven-Moral entstehen macht. 

Das Ressentiment ist das Gefuhl von Ha8 gegen die andern, wenn die 

Schwachen aus der Ohnmacht und der Eifersucht heraus die Starken 

als die Bosen annehmen. Nach seiner Meinung aufbluht das Ressenti- 

ment als die christliche Moral, wenn die Schwachen ihre Ohnmacht 

zur positiven Wert durch eine imaginare Rache umwechseln. 

Nietzsche kritisiert die durch das Ressentiment entstehende Sklaven- 

Moral und anderseits anfstellt die Herren-Moral. Er definiert diese 

Herren-Moral als die Moral der Selbstverherrlichung. Wer sich selbst 

nicht zu verherrlichen weil3, der weil3 nicht zu leben gut. Nietzsche 

erkennt das Vorbild der Herren-Moral in der Praktik des Lebens Jesu. 




