
参
 

前
 

花
祭
 

土
公
荒
神
は
こ
の
さ
ん
じ
ん
・
の
う
ち
の
 

 
 

楽
 

成
文
の
す
み
の
に
し
き
の
ま
 き
 柱
に
 

k
 
青
史
 

Ⅰ
Ⅱ
 

し
っ
か
と
た
ち
 た
ま
へ
 

（
 
3
 ）
 

神 と く し 舞 
  な ， 々そま はので そ 悪 地。 

ど 象 続 の に は 比 国 : 
を め   除 の 

も が の の こ 祭 げ 踊 
顕み 一 中 加 の し て り 

現ぁ 層 で 護 地 で 神 は 
れ 頭 屋 と 固 唱 ぞ ね 
し く 開 予 め わ 大 く 

て 感 さ 祝 の れ り る 

く じ れ を 葬 る 来 （ 此 
る も て 願 は 歌 る芭庭 
め れ く ぅ 歎 く     化 @ く o 
て   る る 性 調 ら 

あ 。 の 界 か の 

ろ こ で の ら 一 
ぅ の あ 再 も っ 
か よ る 生 判 て， 

。 ぅ 。 の る あ 
に 地 物 よ る 
新 区 語 ぅ 。 

生 " にをに よ説 " 祭 の 
も っ く こ 冒 

頭、 こに しくて異 序 と 

は る か 新 神 
高 が ぅ し 事 

@ い の 一部 生した 「湯立 しとが 大地 

大 て 乙で を と 

地 」 き 踏 し 
と の よ み て 
豪 俊 ぅ 国 籍 
散 で 。 め わ 
さ こ こ " れ 

れ の の そ る 

る舞物 花い語新 の 溌 、 
祭 が は し 笛 
0 行 延 い の 

舞 な 々 大 鋸 
雇 わ と 地 と 

は れ 翌 に い 

摺 る 日 神 わ 
請 の の 々 れ 
さ を タ を る 
れ 見 刻 摺 染 
る る 近 請 の 

北
 
設
楽
の
一
札
 塞
示
 

ー
そ
の
祭
儀
空
間
の
構
造
に
つ
い
て
 1
1
 

春
日
井
 

真
英
 

1@ ( 1 ) 



( 2) 2 

@
6
0
 

）
 

こ
れ
ら
「
大
土
公
室
祭
文
 し
ゃ
歌
 ぐ
ら
、
ま
た
 中
 在
家
の
 ョ
 さ
ん
ご
ば
や
し
 

、
（
 

5
 ）
小
林
の
「
し
き
さ
ん
ぐ
う
 

L
 

ヒ
な
 ど
か
ら
は
「
成
文
」
と
 

い
 5
 方
位
が
神
々
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
理
解
す
 る
こ
と
が
で
き
る
。
他
の
諸
々
の
祭
文
等
に
も
方
位
は
 出
現
す
る
が
、
そ
れ
は
 

東
西
南
北
中
央
の
五
方
位
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
 ，
 
」
の
「
成
文
し
の
よ
う
に
単
独
で
用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
  
 

「
成
文
」
と
は
北
西
の
方
角
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
こ
 
の
 「
成
文
」
隅
に
住
む
神
に
は
福
徳
を
さ
づ
け
る
力
が
 あ
っ
た
こ
と
は
注
意
 

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
三
谷
栄
一
は
こ
の
成
文
 隅
 に
降
臨
 す
 る
 神
と
そ
の
対
称
に
位
置
す
る
辰
巳
隅
の
神
は
同
一
概
 念
か
ら
導
 き
 出
さ
れ
た
 

-
 
Ⅰ
 
U
 
）
 

神
と
考
え
て
い
る
。
（
 

7
 ）
こ
の
こ
と
は
「
辰
巳
」
の
家
と
称
 し
 、
東
南
の
方
向
か
ら
家
に
続
く
道
を
右
す
る
家
屋
を
尊
 重
 す
る
山
内
の
場
ム
ロ
に
 

も
 該
当
す
る
と
い
え
 よ
う
 。
こ
れ
を
花
祭
の
場
合
に
当
 て
は
め
て
検
討
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
考
え
が
導
 き
出
 さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
 辰
 

巳
 隅
の
神
と
成
文
隅
の
神
が
三
谷
の
理
解
す
る
よ
う
に
 同
 じ
 概
念
に
基
づ
い
て
い
る
と
し
て
も
こ
の
一
一
神
の
違
い
 
は
 、
花
祭
で
み
る
と
 戊
 

亥
 隅
の
神
に
定
着
神
 約
 性
格
が
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
、
 辰
巳
の
隅
の
神
に
は
来
訪
神
 約
 性
格
を
見
る
こ
と
が
で
 き
 る
 。
こ
の
こ
と
は
 北
 

設
楽
地
方
の
家
屋
構
造
を
合
せ
て
考
え
れ
ば
理
解
で
き
る
 。
山
内
に
限
ら
ず
こ
の
地
方
の
古
い
民
家
は
外
に
連
る
 道
を
辰
巳
の
方
向
に
求
 

め
 、
 辰
 已
か
ら
の
来
訪
者
を
迎
え
る
と
い
う
象
徴
的
構
造
 を
 示
す
と
同
時
に
、
各
戸
の
神
棚
・
仏
壇
（
 神
 ・
仏
の
 住
み
分
け
は
行
な
わ
れ
 

て
い
な
い
）
は
 戊
 亥
の
方
に
当
 る
奥
デ
ェ
 で
祀
ら
れ
て
い
 る
こ
と
が
コ
ス
モ
ス
と
し
て
の
家
に
定
着
神
と
し
て
の
 機
能
を
見
る
こ
と
が
で
 

き
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
来
訪
神
は
即
福
徳
神
と
い
う
わ
 げ
で
は
な
い
 0
 後
述
す
る
 よ
う
 に
こ
の
辰
巳
隅
か
ら
 出
 現
す
る
の
は
 榊
鬼
 で
あ
 

り
、
 荒
ぶ
る
神
と
し
て
顕
現
れ
し
、
後
に
禰
宜
と
の
問
答
 に
 負
 け
 属
従
す
る
の
で
あ
る
 0
 こ
の
 榊
 改
め
の
問
答
の
 中
に
は
 榊
鬼
 が
地
区
の
 

人
々
の
生
活
を
脅
か
さ
な
い
こ
と
を
誓
 う
 こ
と
ば
は
 存
 在
し
な
い
が
、
 榊
 改
め
の
問
答
は
榊
 鬼
と
 禰
宜
に
象
徴
さ
 れ
る
見
え
ざ
る
神
と
の
 

わ
が
庵
は
戊
亥
の
隅
に
神
ぞ
す
 

れ
 

高
天
原
と
人
は
い
ふ
ら
ん
（
 

4
 
）
 



北 設楽の花祭 

現 は 月 Ⅱ 

れ 神 と な 
は 座 こ 処 
し が る 遇 
て て で   を 

い 特 免 し 
な 別 に な 
い に 述 く 

。 勧 べ て 
請 た は 
さ 神 な 

れ々 、 の ら た 
ま 内 い 

た 、 と 

「 花 考 
土 祭 え 
公 神沃 のら れ 

」 第 る 

も の 。 
儀 中 
式 で 
の 実 
絡 繰 
7 頭 
直 観 
煎 れ 
の す 
し る 

ず ら 

め の 

祭 は 
の 榊 
な 鬼 
か だ 
で げ 
値 で 
男 @1  し 
は か 

千己 な 
ち い   
て 他 
い の 

る が 3  「 旬 
と 。 目 

こ の 

に 王 
も 子 
顕 」 

3  ( 3 ) 

禰
宜
 

続
い
 

の
神
 

徒
 し
 

（
・
・
 

@
@
 

，
 
）
 

に
 象
徴
さ
れ
る
常
世
の
神
に
屈
従
す
る
過
程
を
見
る
こ
と
 が
で
き
る
 
0
 こ
の
 榊
 鬼
の
荒
ぶ
る
神
か
ら
の
変
質
は
問
 答
 終
了
後
、
引
き
 

て
 行
な
わ
れ
る
「
反
間
（
へ
ん
 
べ
 ）
し
が
 新
 菰
を
敷
い
た
 上
 で
 踏
ま
れ
る
所
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
 0
 今
、
手
持
の
資
 料
か
ら
は
こ
れ
ら
 

々
の
性
格
及
び
機
能
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
論
を
進
め
る
 ァ
 」
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
荒
ぶ
る
神
々
が
た
と
え
 大
い
な
る
神
に
屈
 

て
い
く
に
し
て
も
、
そ
れ
が
 即
 村
人
に
恩
恵
を
も
た
ら
す
 こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
為
に
は
村
人
が
土
公
神
 や
 す
め
の
よ
う
な
 特
 

-
0
-
 

i
 

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
 0
 ま
た
 榊
 鬼
の
場
合
は
後
に
も
 述
べ
る
が
禰
宜
と
の
問
答
の
中
に
、
そ
の
荒
ぶ
る
神
が
 和
御
魂
へ
、
も
し
く
は
 

主
従
関
係
の
本
縁
を
説
く
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
。
 

こ
れ
に
対
し
 

戊
亥
隅
 
に
お
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
神
は
「
 

切
目
の
 

い
 う
 特
異
性
か
ら
花
祭
で
招
請
さ
れ
る
他
の
神
々
と
は
 

異
 な
っ
て
 
い
 

行
 な
わ
れ
て
い
た
様
子
で
白
木
綿
亘
 

反
 で
神
座
の
三
方
を
 

幕
を
張
っ
 

い
う
こ
と
か
ら
こ
の
「
切
目
の
王
子
」
を
成
文
隅
の
神
と
 

し
て
考
え
 

 
 

式
の
内
に
 

成
文
 神
 Ⅱ
切
目
の
王
子
Ⅱ
土
公
神
Ⅱ
 

榊
鬼
 

と
い
う
式
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
神
々
は
 

花
 祭
 に
関
し
 

 
 
 
 



褒
美
の
山
と
の
関
連
か
ら
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
 0
 ま
 た
こ
の
白
山
が
古
戸
の
北
西
に
位
置
す
 

と
い
え
よ
 う
 0
 こ
の
よ
う
に
花
祭
に
は
北
、
よ
り
厳
密
 な
 表
現
を
す
れ
ば
北
西
の
戊
亥
の
方
角
 

え
ら
れ
る
っ
 

花
祭
に
お
け
る
正
位
と
し
て
の
東
は
 、
 必
ず
し
も
実
際
 の
方
位
に
 よ
 る
東
を
意
味
す
る
も
の
 

さ
れ
て
く
る
 っ
 一
つ
は
 舞
 庭
の
竃
を
中
心
に
し
て
神
座
に
 面
し
た
側
を
正
位
と
し
、
事
実
の
い
 

つ
ま
り
神
座
の
側
を
東
と
仮
定
し
、
こ
れ
よ
り
五
方
位
が
 導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
 

い
る
。
も
う
一
つ
は
舞
及
び
行
事
に
よ
っ
て
篭
の
前
を
東
 と
す
る
場
合
で
あ
る
。
つ
ま
り
神
座
 る

と
い
う
こ
と
は
単
な
る
偶
然
で
は
な
い
 

に
重
要
な
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
考
 

で
は
な
い
。
こ
の
方
位
は
二
通
り
に
設
定
 

（
 
5
 ）
 

か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を
 東
 と
す
る
。
 

は
舞
 健
全
体
と
し
て
の
も
の
と
い
わ
れ
て
 

を
 基
準
と
す
る
か
、
ま
た
は
竃
を
基
準
と
 

（
Ⅱ
 

リ
 
@
 

る
こ
と
に
な
る
の
が
古
声
の
問
答
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
 で
き
る
。
 

古
 声
 で
は
花
祭
に
先
立
っ
て
部
落
の
北
西
に
位
置
す
る
 白
 出
 こ
登
り
そ
こ
が
（
 

4
-
@
 
 
で
高
嶺
祭
を
祀
っ
た
と
い
う
が
、
先
の
 榊

鬼
に
 与
え
ら
れ
た
 

榊
鬼
の
 
「
 庭
 入
り
」
は
本
来
花
祭
の
次
第
の
中
に
は
な
 い
も
の
で
あ
る
 
0
 こ
れ
は
「
へ
ん
べ
」
（
反
間
）
を
踏
み
に
 
客
家
々
を
巡
っ
た
 榊
 

鬼
 が
花
 宿
 に
帰
還
し
た
と
き
の
こ
と
を
い
い
 舞
庭
 は
こ
 の
榊
 鬼
の
出
現
で
そ
れ
ま
で
と
は
う
っ
て
変
っ
た
荒
々
 し
 奮
 理
気
を
醸
し
出
す
。
 

@
 
Ⅱ
 -
 

こ
の
 榊
 鬼
の
猛
々
し
い
姿
に
折
口
信
夫
の
「
…
常
世
神
と
 英
に
対
抗
す
る
精
霊
と
に
扮
し
た
神
人
…
」
と
い
う
 国
 式
 を
う
か
が
う
こ
と
が
 

で
き
る
。
つ
ま
り
土
地
の
精
霊
と
し
て
の
 榊
鬼
 が
対
抗
す
 
る
魂
 と
し
て
出
現
す
る
の
が
こ
の
 度
 入
り
の
場
面
に
お
 い
て
で
あ
る
と
見
る
こ
 

と
が
で
き
る
。
こ
の
 庭
 入
り
の
際
の
激
し
い
動
き
と
、
 

榊
 検
 め
の
後
の
そ
れ
は
対
立
か
ら
服
従
へ
と
い
う
姿
を
象
 徴
し
て
い
る
と
い
え
 

る
 。
 庭
 入
り
で
 榊
 鬼
の
舞
 庭
へ
 侵
入
す
る
方
角
は
神
座
を
 東
 と
し
て
、
西
北
、
成
文
の
階
ょ
 り
 現
わ
れ
る
こ
と
に
 な
る
が
、
後
で
触
れ
る
 

よ
 う
 に
こ
の
時
の
榊
は
竃
で
は
な
く
神
座
を
重
視
し
た
 動
 ぎ
を
示
し
て
い
る
。
一
通
り
舞
っ
て
か
ら
 榊
 鬼
は
神
部
 量
 に
引
き
あ
げ
る
。
 

@
0
 

l
 
名
）
 

榊
鬼
と
 禰
宜
の
問
答
、
も
し
く
は
 榊
倹
 め
が
行
な
わ
れ
 
る
の
は
次
に
 
榊
鬼
 が
出
現
し
た
時
で
あ
る
 0
 こ
の
問
答
を
 
検
討
し
て
見
る
と
 榊
 

鬼
は
荒
 
ぁ
更
 
霊
 

さ
き
い
る
 

荒
天
狗
で
あ
る
と
さ
れ
て
 

0
 ま
た
蔵
地
 
べ
 で
も
 榊
鬼
 は
こ
の
地
の
氏
神
に
負
け
、
さ
ら
に
櫛
引
き
 に
も
負
け
て
、
屈
従
 す
 

(  4  )  4 



北 設楽の花祭 

 
 

せ
ん
じ
 -
 

い
る
こ
と
が
 
図
 1
 
、
 2
 
を
比
較
し
て
み
 

 
 

家
 

民
 

の
 
a
 

）
 
一
 

家
ェ
 

S
 図
 

 
 

楽
 

一
尺
，
 

-
 
-
 
取
 

申
 

神
仏
 

 
 
 
 

ア 。   

  

b
  

 

Ⅰ
・
Ⅰ
 

図
徒
 

な
 

 
 

 
 

宿
 

4
 
わ
 
Ⅰ
 
巳
 

@
1
 

 
 

  

  

花
祭
に
は
本
来
民
家
で
行
な
わ
れ
て
 

い
た
も
の
と
、
神
社
で
行
な
わ
れ
て
い
 

た
も
の
の
 一
 
一
通
の
形
式
が
あ
る
。
、
（
 

8
-
l
 
 

し
か
 

し
 民
家
の
例
は
一
九
八
一
年
一
月
三
 

連
綿
 

。
・
・
 

か
 ・
 
注
 

日
 、
四
日
の
下
乗
代
を
最
後
に
も
は
や
 

 
 

な
わ
 

Ⅰ
）
Ⅰ
 廿
 

車
 @
 l
 し
 

れ
て
い
た
所
で
は
 
在
 宿
を
地
区
の
公
民
 

神
道
㌣
 

館
や
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー
 
へ
 移
し
て
 催
 

屋
 

 
 

し
て
い
る
 0
 こ
れ
ら
の
建
物
は
民
家
に
 

準
じ
た
 建
方
 も
し
く
は
構
造
を
右
し
て
 

そ 位 内 し 
し に 、 て   
な の か を 

花 基 柱 ら 定 める 宿 準 と を あ 見て 

@@ Ⅴ 

  
て もめ、 のてをう 柱 い 

な い 京 間   
仕 合 る そ 
と も と こ 

呼 見 さ に 
桁 受 れ あ 
す け て る 

る これると らいこ 
と る縛が に 
ほ げ 必 な 

し 便 ず る 
た 宜 し 0 
い 上 も 大 
    そ 入   

よ @ ま @% 
り 限 舞 
神 ら 庭 
座 な 全 
な い 体 
基 よ の 
準 5 万 
と で ィ立 

し あ （ を 
て る ぜ導 
設 。 く 

定 ま の 
さ た に 
れ 振 舞 
る 草 @ 
も 糸 の 

  
、 方 の 

く 5 ) 



（
 
初
 @
 

れ
ば
 明
白
と
な
る
。
 

 
 

f
 丁
 

図
 に
示
し
た
民
家
と
並
ん
で
 
ヒ
 ダ
 リ
 ガ
マ
 エ
 （
左
横
 .
 
つ
 の
家
と
称
さ
れ
 

 
 

舞
庭
 

-
 
勿
 @
 

め
間
 
と
 

る
 民
家
も
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
土
間
が
図
の
家
屋
の
左
 

側
に
位
置
す
る
も
 

㌔
Ⅰ
 

る
 Ⅰ
 

な
一
 

の
と
考
え
て
い
い
で
あ
ろ
う
 
0
 こ
の
時
 オ
 グ
デ
ー
の
位
置
 
ほ
 通
常
家
屋
の
北
 

 
 

 
 

西
 に
あ
る
の
に
対
し
、
北
東
も
し
く
は
南
東
に
位
置
す
 

る
こ
と
に
な
る
。
 
し
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

よ
｜
 

ホ
 
ー
 

月
 地
区
の
公
民
館
を
利
用
し
た
在
宿
の
構
造
は
図
 

3
 の
よ
 う
に
な
っ
て
 い
 

 
 

一
 
せ
ん
 
出
 

る
 。
こ
の
よ
 5
 な
喰
 違
変
型
と
い
う
構
造
を
有
す
る
建
物
 
は
 富
山
村
の
方
に
多
く
、
東
栄
町
を
中
心
と
す
 

3
 一
 

図
 Ⅳ
接
待
 所
 
会
所
 
i
.
 
 

る
振
 草
莱
地
域
に
は
極
ぐ
 
少
 勘
 
輯
に
属
す
る
。
 尚
 こ
の
地
区
の
民
家
は
ほ
 
ば
 図
 1
 の
型
式
を
有
し
た
も
 

と
 称
す
る
奥
の
間
が
神
部
屋
と
な
り
、
そ
こ
で
仕
度
が
な
 

 
 

さ
れ
る
の
で
あ
る
 
0
 月
の
公
民
館
で
こ
の
よ
う
な
 
変
っ
 た
 方
式
が
と
ら
れ
る
の
 

月
 

Ⅰ
 
+
 舞
庭
 

の
と
い
え
よ
 
う
 。
 

こ
の
月
地
区
で
は
図
 
3
 の
 B
 の
位
置
に
 
榊
鬼
 等
の
役
 鬼
の
 面
形
が
お
か
れ
、
し
ず
め
も
そ
の
 

B
 の
あ
る
 

 
 

接
待
所
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
他
の
舞
及
び
 

役
 鬼
 に
つ
い
て
出
る
 
伴
 鬼
の
仕
度
は
 A
 の
部
屋
で
行
 

 
 

な
わ
れ
て
い
る
。
民
家
で
の
場
ム
ロ
こ
の
よ
う
に
神
部
屋
が
 

分
離
し
て
い
た
こ
と
は
な
い
 
0
 必
ず
 オ
 ク
デ
ー
 

は
 A
 の
部
屋
が
手
狭
な
た
め
に
 
B
 の
と
こ
ろ
で
便
宜
的
に
 
役
 鬼
の
仕
度
や
し
ず
め
の
儀
式
を
行
っ
て
い
る
と
の
こ
 

と
で
あ
る
が
実
質
的
に
 

（
㌍
 
@
 

A
 の
神
部
屋
は
形
骸
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
と
も
あ
れ
 

花
祭
の
神
部
屋
は
民
家
の
 
オ
 ク
デ
ー
も
し
く
は
力
、
 

、
、
ノ
 

マ
と
 称
す
る
部
屋
に
設
 (  6  )  6 



握
革
糸
の
場
合
、
神
座
と
 
舞
 庭
の
籠
の
二
つ
が
方
位
 
設
 定
の
基
準
と
な
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
 

0
 こ
の
二
種
類
 
の
 設
定
さ
れ
た
方
位
 

の
 存
在
理
由
が
舞
 
庭
 全
体
の
も
の
と
か
、
竃
の
前
の
場
合
 

と
い
う
理
由
か
ら
で
は
ど
う
も
納
得
し
難
い
。
こ
れ
を
 

祭
 全
体
の
流
か
ら
考
え
 

て
み
る
と
こ
の
二
種
類
の
方
位
の
存
在
理
由
は
神
入
れ
の
 

前
と
後
の
違
い
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
 

紅
 を
 正
位
と
す
る
 
B
 方
位
 

が
 実
際
に
は
神
入
れ
が
済
ま
な
く
て
は
用
い
ら
れ
な
い
 

の
に
対
し
、
神
座
を
正
位
と
す
る
 

A
 方
位
が
、
八
百
万
の
 
神
々
を
そ
の
神
部
屋
へ
 

（
 
@
 
り
）
 

か
み
あ
げ
 

ぬ
語
 し
 、
神
座
に
渡
る
神
々
の
来
る
べ
き
所
と
し
て
 

機
 能
 し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
 
0
 し
か
も
こ
の
神
座
は
 
押
上
の
諸
々
の
祭
文
 
か
 

祭
 
ら
も
判
る
 よ
う
 に
神
々
が
花
祭
の
神
座
を
原
点
と
 

し
て
そ
こ
に
集
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
 

歌
 ぐ
 ち
 の
 

 
 

拮
コ
と
唄
 

鱒
 

集
り
給
へ
四
方
の
神
々
 

わ
れ
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
 

0
 ま
た
こ
 の

こ
と
は
神
座
が
高
天
原
の
象
徴
と
し
て
機
能
し
て
い
る
 

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
 
そ
 

7  ( 7 ) 

在
宿
に
お
け
る
方
位
の
設
定
に
つ
い
て
 

冒
 さ
れ
る
が
こ
の
部
屋
は
神
座
を
正
位
と
す
る
 A
 方
位
 

の
 づ
 く
り
に
 よ
 り
こ
の
方
位
が
明
白
に
な
ら
な
い
と
き
 

在
宿
の
中
心
は
こ
の
最
も
神
聖
た
る
べ
 き
 神
部
屋
と
 

ば
れ
る
土
間
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
先
に
述
べ
た
方
位
 

築
か
れ
、
そ
こ
に
大
き
な
釜
が
か
け
ら
れ
て
湯
を
沸
か
 

も
で
き
る
が
 別
稿
 に
ゆ
ず
る
こ
と
に
す
る
。
 

で
み
れ
ば
辰
巳
に
当
り
、
ま
た
竃
を
正
位
と
す
る
 B
 方
位
 で
は
成
文
と
な
る
。
 
家
 

は
神
部
屋
ょ
 
り
舞
庭
 に
至
る
神
道
を
調
べ
れ
ば
明
確
に
な
 る
 0
 

勧
請
さ
れ
た
神
々
の
 座
 と
し
て
の
神
座
、
そ
れ
に
こ
の
神
 座
 に
接
し
た
 舞
庭
 と
よ
 

に
よ
っ
て
緊
密
に
結
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
 0
 こ
の
舞
 庭
 の
ほ
ば
 中
央
に
は
竃
が
 

@
 
ぬ
 @
 

す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
 0
 竃
の
形
か
ら
も
大
入
系
、
振
 草
 系
の
違
い
を
見
る
こ
と
 



し
て
 A
 方
位
で
入
り
来
る
も
の
は
こ
の
と
ぎ
北
西
Ⅱ
氏
文
 よ
り
こ
の
花
椿
に
参
集
す
る
こ
と
に
な
る
。
 

（
 
W
 
句
 
）
 

「
押
入
り
」
と
い
う
言
葉
に
は
地
区
に
 

よ
 り
い
ろ
い
ろ
な
 解
釈
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
こ
こ
で
は
神
勧
請
に
関
わ
 
る
 一
連
の
神
事
と
し
 

て
 理
解
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
 0
 今
で
は
こ
の
宮
人
の
儀
 式
を
神
座
で
す
ま
せ
る
所
も
あ
る
が
神
々
が
降
臨
す
る
 の
は
本
来
は
神
座
で
は
 

な
く
、
神
部
屋
で
あ
る
こ
と
は
一
連
の
神
事
の
中
に
神
部
 屋
 よ
り
神
座
へ
移
る
「
神
座
渡
り
し
の
式
が
存
在
す
る
 こ
と
か
ら
り
か
が
い
 
う
 

る
 。
と
も
あ
れ
神
部
屋
も
し
く
は
神
座
に
収
飯
さ
れ
る
 異
 次
元
の
来
訪
者
は
こ
の
神
座
渡
り
に
よ
っ
て
人
間
と
の
 接
触
が
可
能
な
世
界
を
 

共
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
換
言
す
れ
 

で
舞
庭
 に
下
り
立
つ
者
達
が
ま
ず
竃
に
拝
礼
し
て
い
る
，
 

ば
 花
祭
の
神
事
は
村
の
一
角
に
東
で
象
徴
さ
れ
る
押
界
 

」
と
に
よ
る
。
つ
ま
り
竃
は
吉
野
裕
子
の
い
う
よ
 
う
 に
 神
 

と
し
て
の
あ
の
世
と
、
あ
の
世
 

界
を
象
徴
す
る
東
と
 、
 

か
ら
来
る
も
の
を
迎
え
る
比
佐
と
の
接
点
を
築
 き
 

@
 
」
の
接
点
が
花
宿
の
神
部
屋
で
あ
り
、
そ
れ
が
拡
大
さ
れ
 て 神
座
に
渡
り
、
 
舞
庭
 

に
 接
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
舞
 庭
 全
体
は
別
 0
 世
界
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
す
る
た
め
に
神
座
の
神
々
 を
 基
準
に
 A
 方
位
が
適
 

円
 さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
神
座
に
神
々
を
迎
え
る
 村
人
に
と
っ
て
 東
 Ⅱ
酉
の
軸
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
に
 他
な
ら
な
い
 
0
 と
こ
ろ
 

 
 

間
 界
を
東
西
の
軸
上
に
設
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
東
方
 の
海
の
彼
方
の
常
世
 国
 

の
あ
り
方
か
ら
帰
結
さ
れ
る
思
考
と
し
て
日
本
の
古
代
 信
 仰
を
解
明
す
る
 鍵
 だ
と
い
う
。
花
祭
の
場
合
に
も
こ
の
 東
西
 軸
 上
の
世
界
観
を
 

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
そ
れ
は
仮
定
さ
れ
た
も
 の
で
、
東
西
 軸
が
 入
替
る
と
い
う
可
逆
構
造
を
有
す
る
と
 い
 う
 特
徴
を
も
ち
、
後
 

述
 す
る
二
段
階
の
神
界
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
 か
ら
の
象
徴
的
隔
絶
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
吉
野
は
 こ
の
東
西
の
中
央
に
 、
 

東
か
ら
西
へ
、
西
か
ら
東
へ
の
神
お
よ
び
人
間
の
去
来
を
 中
継
さ
せ
る
も
の
が
擬
似
母
胎
、
「
 
入
 し
つ
ま
り
祭
場
 な
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
 

は
 花
祭
の
中
心
が
神
部
屋
や
神
座
で
は
な
く
、
竃
の
あ
る
 舞
庭
 と
さ
れ
る
理
由
に
も
な
る
。
事
実
神
事
に
お
い
て
 神
座
に
は
八
百
万
の
神
 

々
が
勧
請
さ
れ
て
い
る
が
舞
は
こ
の
神
座
を
中
心
と
し
て
 見
て
は
い
な
い
 0
 そ
れ
は
楽
の
舞
お
よ
び
そ
の
他
の
神
 部
屋
か
ら
神
道
を
踏
ん
 

人
間
界
を
表
わ
す
 西
 と
の
中
央
に
あ
る
擬
似
母
胎
と
し
て
 機
能
す
る
こ
と
に
な
り
、
村
人
は
神
々
と
と
も
に
こ
こ
 に
 顕
現
す
る
よ
り
高
次
 

(8 ) 8 



北 設楽の花祭 

の
神
を
象
徴
的
に
西
で
迎
え
る
の
で
あ
る
 

0
 こ
の
こ
と
は
 
行
事
を
通
じ
て
花
祭
が
次
の
よ
う
な
区
分
を
有
す
る
こ
 

と
と
 

い
 。
つ
ま
り
 

神
下
し
 ｜
舞
し
｜
 神
上
げ
、
 

神
下
し
 ｜
舞
し
｜
 

、
 

-
9
-
 

Ⅰ
 

と
い
う
区
分
の
中
の
二
度
目
の
神
下
し
が
村
人
が
々
神
と
 

と
も
に
顕
現
を
心
待
ち
に
す
る
対
象
と
い
う
こ
と
に
な
 

る
 。
 

の
神
の
来
歴
と
威
力
を
語
る
禰
宜
の
前
に
屈
従
 

し
摺
 伏
す
 る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
 

東
 と
し
て
の
神
座
、
つ
ま
り
神
々
の
 

座
 と
し
て
 収
 飯
さ
 れ
て
い
た
こ
の
世
界
が
さ
ら
に
高
次
元
の
神
の
顕
現
を
求
 

め
 

は
 「
 
神
 ひ
ろ
い
し
に
続
く
諸
神
諸
仏
を
位
 

@
L
 つ
け
る
「
 
と
の
 つ
げ
し
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
宮
人
り
の
段
階
で
は
 

何
の
 

有
し
て
い
な
か
っ
た
竃
も
、
神
座
渡
り
の
後
は
祭
儀
の
 

中
心
と
な
り
、
そ
の
前
に
神
々
も
人
も
あ
の
世
か
ら
顕
現
 

す
る
 

（
 
B
 方
位
）
に
 対
侍
 す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
図
式
化
 

す
る
と
の
 沃
 よ
う
に
な
る
 
0
 

 
 

 
 

方
位
 

方
位
 

肋
 
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

方
位
 

方
位
 

A
 

 
 

 
 

こ
れ
を
実
際
の
行
事
次
第
に
対
応
さ
せ
て
み
る
と
別
表
の
 

よ
う
に
な
る
。
 

無
関
係
で
は
な
 

そ
し
て
 榊
鬼
 は
こ
 

て
 拡
大
す
る
様
子
 

儀
礼
的
な
意
味
も
 

も
の
を
待
っ
て
 東
 

9  ( 9) 



Bi 牙乏 

  月 l 方位・転換の 指標   古声     備考 

  0  清祓い 神事 0  清祓 い 

        高根祭り (A 方位の設定 )  0  辻固め   

  0  辻固め 0  高根 祭 

    0 押入れ 宮 入り 0  天の祭       在宿の神部屋までの 行事 

0  き りめのおうじ 神座渡り 
  0  ひ い なおろし 0 殿 入り 0  神 よ せ     を考える。 しでもあ る。 一度目の神下   
  0  さるこばやし     
  ⑩と うど ばやし 0 楽の舞い 二度目の神下しは 神座で 

  0  しき ぼやし 
さる ご ぼやし の行事を終了し 舞庭 の 竃 
四季ぼやし の前での神事終了まで ， 

0  みかぐ し 0  武 さんぱ つまり新 菰 上での舞等が 
の梓の舞 0  川 頁の舞 続く間と考える。 
0  一の舞 0  地固め 

  の 地固めの舞 0  一の舞 

儀
き
 

圃
側
巌
池
 
。
 

の
と
 

て
る
 

は
区
ぃ
表
 

前
 。
 移
 

築
 地
 違
代
 

 
 

。
火
筒
に
で
 

で
妻
 じ
序
戸
 

  

ま
行
る
 順
古
 

了
 の
よ
の
 
と
 

終
 こ
に
弟
月
 

の
等
座
ら
 

祭
 （
 史
 次
か
 

こ
 式
神
 か
 

き
 

謂
は
 

し
 

@
 り
 

ら
 し
 

 
 

0
 ⑮
 0
0
 の
の
の
④
④
の
の
曲
の
の
の
の
 
0
 

解
除
 
定
 
)
 
ィ
夏
 
帝
  

 

設
 
%
 こ
 
囮
 

仕
方
 

方
 
A
 

A
 

B
 し

 

ら
 

 
 

ろ
 

 
 

 
 

 
 

⑯
 0
 の
の
の
 0
9
 ⑳
の
④
の
の
の
の
④
 0
 ㊥
 の
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北 設楽の花祭 

W 

実際 A B 
  
局丑未丑 根寅 中 京 
辻 未 丑 未 

  回 申 寅 申 

図
 に
お
い
て
 
ム
 は
高
根
、
 
0
 
は
辻
固
め
を
示
す
。
方
位
は
実
際
の
 

も
の
を
示
す
。
 

尚
 距
離
は
関
係
が
な
い
と
考
え
省
略
。
 

A
 
方
位
は
神
座
を
東
 と
 み
る
も
の
、
 
B
 

方
位
は
竃
を
東
と
み
る
も
の
。
斜
線
部
は
神
部
屋
で
あ
る
。
 合
 は
 開
い
て
い
る
 

醸
 

 
 

側
 お
よ
び
 所
 。
 

 
  

 

し
た
も
の
で
あ
る
。
 

ェ月 

-s 

  
公 
民 
館 目   

 
 

図
表
は
振
草
莱
各
地
の
花
信
と
高
嶺
 祭
 、
辻
固
め
の
位
置
 関
係
を
示
 

と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
 

高
嶺
 

祭
と
 

辻
固
め
 

 
 

こ
の
高
嶺
 

祭
 
（
高
根
と
も
書
く
）
と
辻
固
め
は
 

宮
 
入
り
、
 

も
し
く
は
神
入
り
の
前
に
祭
場
を
中
心
に
し
て
定
め
ら
 

れ
た
地
域
内
に
区
劃
 

 
 
 
 

 
 



  

㈹
 
｜
 過
去
 

 
 

 
 

座
 

Ⅰ
 

神
 

 
 

 
 

" 子， 

  

  

㈹
 ｜
 現
在
 

 
 

Ⅱ
 申
 設
楽
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

座
 

且
 

神
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義
園
 

 
 

 
 

㈹
 ｜
 ～
九
八
二
、
八
三
、
（
公
民
館
）
  

 

 
 

耳
 

t: "'" 庄邦巨 

固 
コ 

" Ⅹ " 

並
 

  

封
判
 

可
 

ヨ
 

 
 

(b) 
    

""" 

九 
八 

Ⅰ " + - 一・ 

年 - 
尺 

神座 家 - 
仁 

ち 多多 

離
離
 

儀
 鰍
 

" 。 牛 

 
  

 

 
 よ

  
 

 
 

%
 
高
眠
 

 
 

V
 下
粟
代
 

㈲
 ｜
 一
九
八
 
0
 年
 -
 
民
家
 -
 

 
 ヂ

 

  

Ⅵ
足
速
 

 
 ・

 

，
 干
 

 
 

 
 

W
 
 布
川
 

宙
 
公
民
館
 
き
 

モ
 -
 

 
  

 
 
 

-
 
公
民
館
）
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高嶺 祭 ・辻固め方位一覧 
  

 
 

  

  
で
は
未
申
に
な
る
。
 

ほ
 つ
い
て
 

 
 

  

 
 

太
夫
の
森
 

 
 

Ⅱ
 

棚
 

位
 

b
 

健
之
氏
に
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
 

 
 

 
 

接
 尋
ね
て
 

 
  

 

 
 

 
 

た
と
こ
ろ
 

「
当
日
は
雨
が
降
っ
て
い
て
い
つ
も
の
所
は
ぬ
か
る
ん
で
 入
れ
 

か
っ
た
 0
 そ
 の
た
め
 急
拠
 場
所
を
替
え
た
。
」
と
い
う
 
返
 妻
を
 

た
だ
い
た
。
 

し
か
も
図
を
示
し
て
話
を
う
か
が
う
う
ち
に
「
適
当
な
地
 点
 

を
 求
め
て
い
る
間
に
そ
こ
へ
到
達
し
た
が
、
祐
太
夫
氏
 か
 
り
生
悪
 
識
 

内
で
は
⑥
の
所
の
「
つ
も
り
で
あ
っ
た
」
そ
う
で
あ
る
。
 仮
り
 

⑥
点
で
あ
っ
て
も
辻
固
め
の
位
置
は
 A
 
力
 位
で
丑
寅
に
 、
 B
 
方
 位 に の 」 い な 、 み 直 下 花 

S
 

 
 

刃
 
"
 

正   

小
林
（
諏
訪
神
社
境
内
）
 

同
 

児
 で
は
花
信
 が
 公
民
館
で
一
定
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
 ず
 
一
九
 

八
 0
 年
の
辻
固
め
は
 戊
 亥
の
方
向
で
催
さ
れ
だ
。
高
嶺
 の
位
置
も
 

従
来
通
り
で
あ
り
変
動
は
な
か
っ
た
。
（
次
回
 I
b
 
参
 昭
 じ
こ
の
 

場
所
の
移
動
 

O
T
 

通
常
の
位
置
 

 
 

(14)@ 14 ・   
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次
の
 
I
l
C
 

図
は
月
の
民
家
で
の
場
合
で
あ
る
 

0
 
こ
の
家
 

が
在
 

宿
に
な
っ
た
の
は
戦
後
の
こ
と
で
あ
る
が
当
家
の
 

名
主
人
が
ま
だ
 

建
在
 

で
あ
っ
た
た
め
聴
取
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
民
家
 

で
の
例
を
求
め
て
尋
ね
て
み
る
と
代
替
り
の
た
め
当
時
 

の
 
記
憶
が
な
い
と
い
う
 

 
 

 
 

 
 

に
よ
る
と
昭
和
二
十
二
、
三
年
ご
ろ
ま
で
は
諏
訪
雨
宮
仕
 

の
 
近
く
の
沢
で
 

清
 
祓
い
が
行
な
わ
れ
、
 

と
よ
 

さ
 

ま
た
そ
の
近
く
の
 

豊
座
と
 

呼
ば
れ
る
所
で
高
嶺
 

祭
が
 
催
さ
 

れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
 

0
 
Ⅱ
 

申
 
設
楽
Ⅱ
 

｜
 
c
 

（
 
S
 
氏
 
宅
 
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

高
嶺
と
辻
固
め
の
位
置
関
係
は
Ⅱ
 

l
b
 
の
そ
れ
と
全
く
同
 

じ
で
あ
る
。
 
 
 

 
 

高
嶺
 
祭
 
が
昔
の
豊
座
か
ら
現
在
の
棚
沢
近
く
へ
移
さ
れ
た
 

理
由
は
付
近
に
民
家
が
建
て
 

も
 （
 

神
座
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

れ
そ
の
生
活
排
水
な
ど
で
汚
染
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
と
 

い
 
う
 
も
の
で
あ
っ
た
 

0
 
ま
た
こ
の
 



 
 

 
 

 
 

る
 
0
 
こ
の
家
で
の
辻
固
め
の
位
置
が
図
の
 

0
 
点
に
お
か
れ
 

て
い
る
の
は
清
浄
な
地
を
求
め
た
結
果
そ
 

  

卸 " 

 
 

l
S
 

 
 

交
通
に
支
障
を
き
た
す
と
 ぃ
 5
 警
察
の
指
示
で
現
在
の
形
 、
 Ⅲ
図
の
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
 0
 こ
の
 

時
の
高
嶺
、
辻
固
め
の
位
置
を
識
 る
 人
は
も
は
や
存
在
 し
て
い
な
い
が
、
現
在
の
場
合
と
同
じ
で
あ
 

一 E 

園
 Ⅰ
て
し
た
と
し
う
 

、
、
、
 （
 
4
@
3
 
 

0
 こ
れ
が
い
つ
の
 ナ
 
」
と
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
終
戦
の
こ
ろ
と
思
わ
れ
 る
、
 

b
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し じ   か 倉 三 
つ 韓 現 申笘 て と 一 も こ つ 

つ い 在 在釜 い は 般 知 の の 

あ 状 は 家け る 注 約 れ 棚 場 
る 況 か 
o で な 所に ヵ 目すの @ @ に 力し ょ、 沢で 

あ り 河 べ 嶺 。 言 っ 
る 寂 内 ぎ 祭 嶺 い 

。 れ と か と を て 
し て 布 も 辻   
か し 川 畑 固 つ 目 @ 
ら ま で ね め た か 
当 つ あ な は 例 ら 

地 て る い 花 
区 い 

当 ほ ろ 

「花 を聞 

地 6%  。 

が 、 更の 。 宿 か 宿 
民 に 近 た の 

区 花 か 宋 音・ く い ど 

の 祭 っ の の に が ち 
宿 め て   例 場 そ ら 
の配 

統 こ を 合 の 
轄 の 調 は 場 

こ れ か 近 

置 貴 地 べ 調 所 は い 

@ ま 任 の る 訪 を 地 方 
図 老 化 
Ⅲ と か ; 袖 と布 で 高宮 定め 形の 

の 0 束 川 社 る 閑 事 
よ し 、 """ 示 は の の 侠 を 
@ う の 除 近 で な 行 
で， べ 渋 く く あ 
あ き 沢 どか 力 つ こ 33 ） - 
る 
が 

べでる き 行が ら 」 
敬姉 化人 で "  な " 土 と   
夫 宅 お わ 中 間 伝 

以 が で   る れ 段 が え 

目 @ ぅ て 楽 ゴヒ ら 

十ま 興 三 し t 、ま o い の 倒 れ 
同 い 河 に て 

じ の伝 ため 古 たこ 唄 % 何 開 い 

公民 

と もま い る 

神 統 は 花 て   

館 事 な 興 宿   
を 及 初 床 よ る ま 

Ⅲ び め が り 寒 ま 

  諾 て あ か の で 

b 々 披 る な 場 の 
図 の 露 @ 
の 儀 し   所、 ムロで 

よ 礼 た あ 民 
（ ノ @ が ;  と に て づ 家 

に用 

変 は よ い た の 
質 信 く る の 場 



 
  
 

 
 

は
 
辰
巳
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
祭
場
の
位
置
と
状
況
 に
よ
っ
て
逆
に
行
な
う
場
合
（
 

 
 

-
 
舘
 ）
 

 
 

Ⅰ
Ⅱ
 

も
あ
り
、
位
置
は
確
定
的
の
も
の
で
は
な
い
 0
 」
 

穿
 

@
 
㏄
）
 

旅
か
ら
 中
 在
家
へ
、
布
川
か
ら
干
栗
代
へ
伝
播
し
た
 と
伝
え
ら
れ
て
い
る
 0
 表
を
検
討
し
て
み
る
と
 

 
 

下
乗
代
 

古
 声
は
振
 草
莱
花
祭
の
中
心
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
 い
ろ
。
花
祭
が
こ
の
古
声
よ
り
 中
 設
楽
、
足
速
、
月
、
布
 
へ
 。
そ
し
て
足
速
 

 
 

月
の
民
家
Ⅰ
ー
 b
 、
 中
 設
楽
の
民
家
Ⅱ
 l
c
 図
に
も
見
る
 こ
と
は
で
き
る
 
0
 し
か
し
そ
こ
で
は
 

 
 

中
 在
家
で
の
よ
う
な
発
言
は
聞
か
れ
な
か
っ
た
。
Ⅲ
 l
b
 、
 c
 図
で
興
味
深
い
こ
と
は
高
嶺
 と
 

辻
固
め
の
位
置
が
 A
.
B
 方
位
で
ほ
辰
巳
Ⅱ
成
文
と
い
う
 方
位
 軸
 上
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
は
 実
 際
の
方
位
上
、
丑
寅
Ⅱ
 

米
中
の
軸
に
あ
る
。
こ
れ
は
吉
日
、
下
乗
代
の
場
合
と
全
 く
 逆
の
関
係
で
あ
る
 0
 ま
た
注
意
し
て
み
る
と
、
田
の
 b
 、
 c
 は
実
方
位
に
お
 

い
て
高
嶺
 ｜
 辻
固
め
で
丑
寅
 ｜
 未
申
と
い
う
 軸
と
 、
態
度
 ｜
 神
部
屋
で
辰
巳
 ｜
 成
文
と
い
う
軸
を
構
成
し
て
い
る
 が
 単
な
る
偶
然
で
は
な
 

い
で
あ
ろ
う
 0
 と
こ
ろ
で
昔
の
祭
場
の
構
成
と
い
う
点
に
 注
目
す
る
と
こ
こ
は
握
革
 糸
 で
は
全
く
異
質
で
あ
る
こ
 と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
 

う
な
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
神
棚
の
下
あ
た
り
は
畑
で
あ
 

り
 
肥
料
が
ま
か
れ
て
い
た
た
め
に
 

建
 

 
 

 
 

 
 

ぜ
カ
マ
ヤ
 

、
土
間
の
方
で
し
な
い
の
か
と
い
ら
問
い
に
 

対
 
し
 
、
「
神
さ
ま
の
位
が
下
る
」
か
ら
と
 

い
う
答
で
あ
っ
た
 

0
 
昔
の
中
在
家
の
よ
う
に
ホ
ン
ダ
 

テ
と
 

カ
マ
ヤ
 

を
わ
け
る
と
い
う
考
え
は
、
 



は
 未
申
に
あ
り
、
現
在
の
よ
う
な
位
置
に
来
て
は
い
な
い
 0
 こ
の
疑
問
に
対
し
花
太
夫
は
「
今
の
所
で
は
民
家
の
 よ
う
な
と
こ
ろ
で
（
 地
 

て
 現
在
の
よ
う
に
宿
の
近
く
の
小
高
い
所
を
え
ら
ん
で
 祀
 ら
れ
る
。
次
の
Ⅵ
 ｜
 b
 図
は
足
込
の
民
家
で
の
例
で
あ
 る
 0
 こ
こ
で
は
辻
固
め
 

 
 

同
じ
方
角
で
祀
ら
れ
て
い
る
 0
 し
 

が
 旧
い
御
幣
の
跡
か
ら
り
か
が
え
た
。
 

足
 込
の
花
太
夫
 に
よ
る
と
「
高
嶺
ま
つ
 

（
㏄
 
@
 

ぅ
 。
こ
の
言
葉
は
大
変
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
つ
ま
り
 翁
 の
問
答
に
も
あ
る
 

「
九
山
八
海
」
を
説
く
仏
教
宇
宙
論
の
須
弥
山
 
説
 と
の
 関
 係
 を
う
か
が
う
こ
と
 

峰
 め
ぐ
り
」
と
は
こ
の
世
界
の
中
心
の
山
を
取
り
囲
む
 七
つ
の
 m
 を
登
り
来
る
 

（
㏄
 
-
 

に
 世
界
の
中
心
と
し
て
象
徴
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
 翁
 の
問
題
は
花
祭
が
 

的
 地
平
が
拡
が
っ
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
く
れ
る
  
 

こ
の
 
ょ
う
 に
 七
峰
 を
め
ぐ
る
こ
と
は
時
間
と
手
間
が
か
か
 る
た
め
明
治
二
、
 

か
も
こ
れ
ら
は
数
年
来
同
じ
位
置
で
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
 
と
 

（
 
8
@
 

り
は
本
来
七
つ
の
峰
を
ま
わ
っ
て
ま
つ
る
も
の
だ
」
と
い
 
 
 

「
三
十
三
 
尋
 の
 峰
セ
つ
 」
も
同
じ
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
 

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
 花
 太
夫
の
い
う
「
七
つ
の
 
の
 

こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
を
行
っ
た
後
の
こ
の
花
 宿
 は
ま
 さ
 

単
に
一
地
方
の
祭
で
は
な
く
、
そ
の
背
景
に
は
広
い
思
 占
 
W
 心
 

三
年
に
は
も
は
や
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
 そ
 し
 

 
 

Ⅰ
Ⅰ
 
 
 

 
 

と
い
う
早
川
の
記
述
を
裏
づ
け
て
い
る
の
は
 亘
 p
 と
下
乗
 代
の
場
合
で
あ
る
ひ
殊
に
下
乗
代
 
8
 

 
 

 
 

の
 民
家
の
二
例
は
記
述
 通
 で
あ
る
 O
N
1
6
 

図
は
古
 声
の
 民
家
の
例
で
あ
る
 0
 
こ
こ
で
も
 実
 

 
  
 

 
 

際
の
方
位
の
戊
 亥
と
 辰
巳
に
こ
の
二
つ
が
来
る
こ
と
が
 判
 る
 0
 
し
か
し
 A
.
B
 

両
方
位
に
 
ょ
 

っ
て
み
て
も
こ
れ
ら
は
他
の
場
合
と
同
じ
丑
寅
、
未
申
の
 軸
 上
に
あ
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
よ
 

@
 ノ
 
。
 

ふ
か
わ
 

足
速
布
川
 

こ
の
両
地
区
の
高
嶺
 祭
と
 辻
固
め
は
丑
寅
Ⅱ
床
中
の
軸
上
 に
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
は
 ほ
 。
 
ほ
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Ⅶ
  

 蛸
 

"
 

 
 

 
 

 
 

" 鵡 ""- 

 
 

 
 

b
 

も
 

 
  

 
宅
 

足
速
 

(
F
 

氏
 梢

 

 
 

五
 
Ⅰ
 小
 

神
座
。
 

，
・
 

ぶ
 

形
上
 ）
で
き
な
い
か
ら
し
と
い
わ
れ
た
。
事
実
、
公
民
 

館
の
南
側
に
は
川
が
流
れ
、
こ
ち
ら
 

で
そ
の
祀
り
を
す
る
の
が
難
し
い
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
方
 

位
を
延
長
し
て
得
ら
れ
た
の
が
 

現
 

在
の
公
民
館
で
の
辻
固
め
の
位
置
と
考
え
ら
れ
る
。
 

川
 沿
い
に
公
民
館
の
神
座
の
裏
の
方
に
 

来
な
い
の
は
、
隣
家
に
入
っ
て
し
ま
う
こ
と
と
、
月
の
 

I
 ｜
 b
 の
よ
う
な
事
態
を
考
え
た
た
 

め
で
も
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
 

足
 込
の
辻
固
め
は
本
来
は
丑
 

寅
 Ⅱ
未
申
 
で
 祀
ら
れ
て
い
た
と
 

考
 

え
ら
れ
る
。
 

布
川
も
足
込
の
場
合
と
良
く
似
た
状
況
に
あ
る
。
問
題
 

に
な
る
の
は
一
つ
に
公
民
館
の
構
 

遣
 そ
の
も
の
で
あ
る
 

0
 民
家
に
準
じ
て
 
建
て
ら
れ
て
は
い
る
が
方
位
上
約
九
 

0
 

 
 

ユ
度
 一般
の
家
と
ず
れ
て
い
る
こ
と
が
他
の
建
 

 
 

物
 と
の
比
較
か
ら
指
摘
し
 
ぅ
る
 

（
 
ハ
廿
 

）
 

て
は
な
ら
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
 

0
 こ
の
地
区
の
川
は
西
 

か
ら
東
に
伺
っ
て
流
れ
て
お
り
、
 

ま
 

た
 公
民
館
で
の
辻
固
め
の
祀
り
方
及
び
先
の
花
太
夫
氏
の
 

話
を
加
味
し
て
考
え
る
と
Ⅶ
 

｜
 c
 で
 

の
 高
嶺
、
辻
固
め
の
配
置
は
図
の
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
 

る
 。
殊
に
辻
固
め
は
、
現
在
の
場
所
 

で
は
足
速
 
と
 同
じ
よ
う
に
不
適
当
と
判
断
さ
れ
 

ぅ
る
 要
素
 も
あ
る
た
め
、
延
長
線
上
の
ふ
さ
わ
 

し
い
地
点
と
し
て
選
択
し
た
と
考
え
ら
れ
る
 

0
 ま
た
こ
の
 
場
合
、
布
川
は
他
の
地
区
と
は
全
く
 

異
な
っ
た
配
置
構
造
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
 

0
 と
 こ
ろ
が
対
岸
に
花
 

宿
が
移
館
 
で
の
場
 19@ (19) 



神
社
の
裏
、
つ
ま
り
北
東
で
天
狗
 祭
 と
 

ら
試
み
に
強
い
て
方
位
を
導
き
出
し
て
 

ろ
が
こ
こ
も
小
林
同
様
に
竃
の
種
類
が
 

の
 地
区
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
こ
と
 

小
林
、
河
内
の
他
に
可
能
性
と
し
て
 し

て
行
わ
れ
て
い
る
。
現
在
花
信
は
も
う
存
在
し
な
い
が
 、
神
社
が
地
区
の
北
東
に
当
る
こ
と
か
 

み
る
と
そ
れ
は
実
際
の
方
位
の
未
申
、
 A
.
B
 

方
位
の
丑
 

寅
 、
未
申
と
い
 5
 こ
と
に
な
る
。
と
こ
 

異
な
っ
て
い
る
。
河
内
の
竃
は
一
般
的
に
い
わ
れ
る
大
入
 糸
 の
そ
れ
で
あ
り
、
舞
 い
も
 完
全
に
他
 

が
 判
明
す
る
の
で
あ
る
。
 

中
 在
家
も
振
 草
 系
の
枠
外
に
置
く
べ
 き
 か
も
知
れ
な
い
。
 一
つ
に
は
そ
こ
の
竃
が
大
入
系
と
同
一
 

神 へ 他 用 れ 一 貫 み っ 

部 お 阿 亀 い る 小 小   る た 

昼 も 内 の ら が 林 林 場 九八 （ 高 と 

三 墳 必 合 

な い は も 他 賢 察 @ ま 

い う 単 舎 の は は 
  
と に め 地 今 回 
説 辻 舞 小 区 の 年 
明 固 の 林 の 花 に   
さ め 仕 を 五 宿 一   

。 の す 糸 と ぼ 閏 
国 民 る に は 成 年 
Ⅷ 家 場 真 具 亥 に 
の の 所 天 な に 行 
仕 力 に す る な な 
度 ド す る 切 り わ 

部 尾 （ 門 ぎ なと こ目 見 A 、 れ る 

とついは い）。 間のびと 目 及こ 
ぅ で 宮 題 王 B か   
名 行 人 で 子 方 ら 

称 な や あ 幣 位 閏   
を わ 舞 る で で 祭 し じ 

用 れ （ 手 と あ は と   
い たどは 考 り 未 祢 
た 。 そ え 回 申 さ 
理 そ の る 一 、 れ 

由 し 家   に 丑 て 
が て で 論 貫 い 

そ 神 位 じ ほ ろ 
れ 社 度 る 該   

で 境 を 
あ 内 し こ当 とすれ こ 
る で て @ る は 

。 在 地 
こ が 区 

者 。 諏 
え ま 読 

の 舞 の る た 神 
地 わ 東 べ こ 社 

で れ 北 き の の 
@ ま る に で ・ り、 脇 
高 故 あ あ 林 の 
嶺 に る ろ の 峰 
祭 そ 長 ぅ 辻 で   
は こ 峰 。 国 行 6 位 意 
長 に 神 こ め な が の し 

峰 は 社 の に わ 、 丑 て 
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一
般
的
に
成
文
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
神
座
 
渡
 り
の
前
に
導
き
入
れ
ら
れ
る
神
々
は
 舞
 庭
を
経
て
神
部
 星
へ
 
進
む
方
位
は
戊
 亥
 

 
 

 
 

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
神
部
屋
は
そ
の
家
の
 オ
ク
デ
 ィ
に
 投
げ
ら
れ
る
が
そ
れ
は
 

楽
 

 
 

  

神
部
屋
・
神
道
 

祭
 

花
 

 
 

こ
れ
ま
で
 在
 宿
の
外
の
神
事
の
方
位
に
つ
い
て
論
じ
て
 来
 た
が
、
こ
の
方
位
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
も
の
が
他
に
 二
 
つ
 あ
る
 0
 
そ
れ
は
 

 
 

で
あ
っ
 

伝
え
ろ
 

と
こ
 

（
布
川
）
 

ま
た
 実
 

完
全
に
 

未
申
の
 

辻
 固
 

と
も
し
 

は
道
か
 

乗
代
め
 

れ
ら
が
 

て
 神
事
 は

こ
と
も
あ
る
が
、
民
家
で
の
竃
の
配
置
が
振
草
卒
 

3
@
 

に
 そ
の
似
た
所
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
ひ
し
か
し
 中
 在
家
 は
足
 込
の
花
が
 

れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
今
後
の
課
題
と
し
た
  
 

ろ
で
高
嶺
 祭
と
 辻
固
め
の
方
位
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
 内
 で
 早
川
の
記
述
に
添
っ
た
方
位
を
示
し
て
い
る
の
は
 古
 一
 
p
 、
下
乗
代
、
 

で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
す
べ
て
が
 A
.
B
 方
位
で
は
 丑
寅
Ⅱ
未
申
で
固
定
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
，
 」
と
で
あ
る
。
 

際
の
方
位
で
は
丑
寅
Ⅱ
 禾
 中
に
あ
る
中
在
家
の
民
家
及
び
 昔
の
例
は
 A
 、
 B
 方
位
で
は
辰
 巳
 Ⅱ
成
文
 に
 来
る
が
こ
 
れ
は
先
の
例
の
 

逆
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
竃
の
位
置
を
九
 0
 度
 回
転
 さ
せ
れ
ば
（
現
在
の
公
民
館
の
 ょ
 5
 に
配
置
す
れ
ば
）
 
す
 べ
て
が
丑
寅
Ⅱ
 

軸
 上
に
来
る
が
、
こ
こ
に
辰
巳
Ⅱ
 戊
 亥
を
求
め
る
懇
意
 的
な
操
作
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
 

め
は
そ
の
名
称
の
「
 辻
 」
に
ポ
イ
ン
ト
を
お
い
て
「
 そ
 @
 
」
（
在
宿
）
 へ
 至
る
に
最
も
都
合
の
良
い
道
の
所
で
祭
る
 も
の
」
（
布
川
）
 

わ
れ
て
い
る
。
こ
の
考
え
は
小
林
、
大
入
系
の
三
沢
に
も
 見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
月
、
下
乗
代
、
古
声
 等
で
は
辻
固
め
 

ら
 離
れ
た
田
畑
の
中
に
設
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
直
接
 道
 に
係
わ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
 こ
の
こ
と
は
 下
 

花
 太
夫
の
「
こ
の
家
の
場
合
、
高
嶺
 祭
と
 辻
固
め
は
あ
 の
場
所
し
か
な
い
」
と
い
う
言
葉
か
ら
あ
る
特
定
の
方
位
 に
 基
づ
い
て
こ
 

導
出
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
ょ
う
。
し
か
も
こ
れ
ら
が
 早
川
の
記
述
に
あ
る
よ
 5
 に
方
位
が
一
定
し
な
い
と
す
る
 な
ら
ば
、
果
し
 

と
し
て
意
味
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
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稿 こ 上 に 神 宏 T 註 で と のよに 以   大 こ は 仇 る 尾 上 
入 に 陰 な も 従 述 

こ 歌 系 述 陽 す の し べ 
れ詞 と べ 五 話 で た た 
@ ま l2l 

結 

地   よう の比 て来 行 読 霊 、 はな 神の 

" 本 に花 較をたもでみ 悪魔 く 、 顕現 且 " 冊 

し の る " 仮 し 祭 
て は と 天 設 、 の 
い 帳 合 狗 さ 退 化 
く 革 運 筆 れ 出 宿 
つ 系 的 を た す に     
で 余 え 祀 に 仕 覆   あ の ら る 基 と 祭 

異一 る 場 れ と づ し 、 
0 合 る い く て 辻 

て、   ぅ の 辰 固 
なって 九セ 一 あ 高 は 已 め 

  る 嶺 花 Ⅱ の 

    祭 宿 戊 丑 
小 = 資 と が 玄 黄 
林 = 料 辻 神 の   

宇寅 的 固 の 力 未 
V@ ヒ め 世 位 申 
充 が 界 軸 と 

分倹 

A と が い 

・ の 存 ぅ 

討 B 接 在 方 
て ・ 両 点 す 位 
き 万 に る 軸   
て     の他 位に 位置 こと 

終了 
な お す を に 
  い る 論   

後 
の 面 て か じ 顕 
    も 五 々 た 現 
回 あ 衰 で 0 し 

行 る Ⅱ あ こ た 
ハ @ ツ が @ 未 る の 神 
と 

  
    
  

そ 中の しつも o 一 一 、 
も 

れ 方 か が し 

あ 
を 位 も 実 く 

  含 
め 生口国 上に 中有 際の 

て あ 、 方 位 
ⅡⅡ ちん 巾 り る 地 位 な 

す 結 り 在 か 
る ぶ " 寒 ら 
と 神 配 の 辰 
い 道 直 毘 巳 
ぅ が 上 家 に 

非 そ の の 向 
論 の 至 よ っ 

埋 木 み ぅ て 
的 来 を に い 

な の 補 神 る 
飛 方 正 部 の 
躍 位 し 屋 で 
の を て は あ 
内 人 い B る 
に 々 6 万 。   
の し の 末 に 

世 て よ 申 こ 
弄 い う に の 

め る に な 神 
秘 。 押 っ 部 
密 成 都 て 量 
の 文 屋 し @T 
一 か の ま B 
つ ら 仕 っ 方 
が 反 胃 て 位 
隔 日 が い に 

さに れ てかに、 む 厳 密がっ るよ て 

い い 戊 舞 み 
る " 支 度 る 

  
が い つ 位 

神 場 位 置 
廃 合 貴 す 
渡 で   は る 

り あ 聞 こ 

は っ 違 と 

よ て い と 

っ も な な 
て 舞 く っ 

戊 庭 戊 て 
亥 と 支 い 
に そ 隔 る 
逆 れ と   
転 を な 中 



（
 
3
 ）
早
川
 l
 、
四
四
四
頁
。
 

（
 
4
 ）
前
掲
 書
 、
三
一
 
セ
頁
 。
 

（
 
5
 ）
前
掲
 書
 、
四
四
八
頁
。
 

（
 
6
 ）
片
桐
英
治
 ヨ
 
奥
三
河
小
林
の
花
祭
ヒ
親
和
プ
リ
ン
ト
 
株
式
会
社
、
昭
和
五
七
年
、
九
一
頁
。
 

（
 
鳴
 ）
註
の
 3
 、
 4
 、
 5
 及
び
「
 榊
 と
は
い
か
な
る
神
と
問
 ふ
 

（
Ⅱ
）
折
口
信
夫
「
国
文
学
の
発
生
（
第
四
 稿
 ）
」
 
日
 折
口
信
夫
 

（
Ⅱ
）
前
掲
 書
 、
九
五
頁
。
 

（
 
穏
 ）
前
掲
 書
 、
二
一
八
 ｜
三
 
一
九
頁
。
 

（
は
）
早
川
 I
 、
二
一
五
 @
 三
一
 セ
頁
 。
 

（
 
7
 ）
三
谷
栄
一
「
日
本
文
学
に
お
け
る
 戊
 亥
の
神
の
信
仰
」
 

（
 
9
 ）
早
川
 I
 、
 一
 0 九
頁
。
 

（
 
8
 ）
北
設
楽
郡
豊
根
村
。
 

（
 
騰
 ）
前
掲
 書
 、
六
八
、
一
五
八
頁
。
 

な
ら
ば
土
公
神
と
答
え
き
か
せ
よ
」
早
川
 l
 、
二
二
六
頁
。
 

全
集
 l
 」
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
七
年
、
一
三
二
頁
，
 

日
 
実
践
女
子
大
学
紀
要
 ヒ
 第
四
集
、
昭
和
三
一
年
、
一
八
頁
。
 

 
 

（
 
鵬
 ）
こ
れ
ら
の
例
と
し
て
山
内
（
三
沢
）
、
 

下
 黒
川
、
東
 薗
目
 が
あ
る
。
小
林
は
神
座
か
ら
み
た
 舞
 庭
の
右
の
柱
を
東
と
し
て
 い
る
。
 

（
 
け
 ）
 
湯
 ぶ
た
に
連
る
神
道
、
百
網
の
色
か
ら
み
て
そ
 う
 判
断
 す
る
。
 月
 、
中
在
家
。
 

（
㎎
）
早
川
 @
 

五
一
頁
。
 

（
㎎
）
一
九
八
二
年
に
月
地
区
は
宿
花
を
引
受
け
て
も
い
い
と
 い
う
 家
が
あ
っ
た
が
、
負
担
が
問
題
だ
と
す
る
隣
組
の
反
対
 
に
よ
り
立
消
え
と
な
っ
 

た
 。
現
在
で
は
宿
花
の
希
望
者
が
あ
っ
て
も
実
際
に
民
家
で
行
 う
に
は
難
し
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
 

（
 
為
 ）
民
間
の
間
取
り
に
つ
い
て
は
、
㈲
 
ロ
 北
設
楽
郡
 史
 L
 「
 民
 俗
 資
料
編
」
昭
和
四
二
年
、
八
 0
@
 八
三
頁
。
㈲
城
戸
 人
 、
 鈴
付
 ツ
 ト
ム
「
愛
知
県
 

北
設
楽
郡
に
於
け
る
農
村
建
築
」
同
名
古
屋
工
業
大
学
報
㏄
周
年
 記
念
号
し
昭
和
三
 0
 年
に
詳
し
い
。
 

篠
 

（
 
れ
 ）
前
掲
 書
 ㈲
五
三
頁
五
図
、
五
五
頁
一
二
図
、
 

一
四
図
、
早
川
 
l
 、
六
四
頁
図
二
が
そ
れ
に
 肖
 る
。
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

に
 於
け
る
農
村
建
築
」
五
一
頁
。
 

 
 

（
㌍
）
 東
薗
 目
で
は
「
カ
ミ
ノ
 マ
 」
と
称
し
「
上
の
間
」
と
い
 ぅ
 字
を
あ
て
て
い
る
。
 

t
 
青
史
 

 
 

Ⅰ
Ⅱ
 

（
 
簗
 ）
早
川
 1
 、
六
七
 @
 八
頁
。
大
入
系
と
同
じ
様
式
を
有
し
 て
い
る
の
は
握
革
 系
 で
は
河
内
で
け
で
あ
る
。
 

中
 在
家
は
一
九
 八
 0
 年
の
時
に
は
五
徳
 



式
 で
大
入
系
に
近
か
っ
た
が
そ
の
後
は
竃
の
三
万
を
上
で
固
め
 た
振
草
 系
一
般
に
見
ら
れ
る
形
式
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
小
林
 の
場
合
は
大
人
と
も
 

振
草
 と
も
つ
か
な
い
違
っ
た
様
式
で
あ
る
。
 

（
 あ
 ）
片
桐
英
治
 ョ
 
奥
三
河
小
林
の
花
祭
口
四
九
 @
 六
五
頁
。
 

（
 t
0
 
）
早
川
 @
 、
二
九
 0
 頁
 。
 

（
 抑
 ）
前
掲
 書
 、
一
 0
 ニ
ー
 五
頁
。
 

（
 0
0
 

）
吉
野
裕
子
日
陰
陽
五
行
思
想
か
ら
み
た
日
本
の
祭
 

ヒ
弘
 文
堂
 、
昭
和
五
三
年
初
版
、
昭
和
五
四
年
初
版
二
別
。
 二
 O
@
 四
頁
。
 

（
 鴉
 ）
早
 @
l
 、
四
四
頁
。
行
事
次
第
は
四
二
 @
 二
頁
の
月
を
 見
よ
。
 

（
㏄
）
高
根
、
高
子
と
も
書
く
。
別
名
天
狗
 祭
 ま
た
は
荒
神
祭
 。
早
川
 I
 、
 一
 0 
一
頁
。
 

（
 臼
 ）
早
川
 1
 、
 一
 0 
一
 @ 二
頁
。
 

（
㏄
）
芳
賀
日
出
男
「
月
の
花
祭
」
ョ
ア
 能
 し
比
１
 2
 、
一
九
七
 

一
年
。
 

（
㏄
）
 中
 設
楽
、
佐
々
木
 亀
鶴
氏
談
 。
 

（
 綴
 ）
本
郷
、
伊
藤
恵
基
底
 
談
 。
 

（
 鍋
 ）
 中
 在
家
、
竹
内
家
。
 

（
㏄
）
佐
々
木
 亀
鶴
氏
談
 。
 

（
 銘
 ）
早
川
 1
 、
 一
 0 二
頁
。
 

（
㏄
）
定
速
、
藤
谷
源
太
郎
氏
 談
 。
 

（
㏄
）
早
川
 l
 、
三
九
五
 @
 四
一
四
頁
。
片
桐
英
治
「
 興
 三
河
 

小
林
の
花
祭
し
一
四
 

0
 頁
 。
 

（
㏄
）
仏
教
宇
宙
論
で
は
、
世
界
は
最
外
側
の
第
九
と
第
八
の
 山
の
間
の
海
上
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
 最
 外
側
の
 山
は
教
え
ら
れ
な
く
て
 

も
お
か
し
く
は
な
い
。
 

（
 套
 ）
布
川
、
尾
 林
 朝
夫
民
設
 "
 

（
 乾
 ）
河
内
、
鈴
出
欠
二
瓦
 
談
 。
 

（
 穏
 ）
早
川
 @
 、
六
八
頁
。
 

（
 姐
 ）
神
道
は
本
来
「
 
び
 や
っ
 げ
 」
の
く
も
か
り
よ
り
 舞
庭
の
 口
 隅
の
柱
に
引
渡
さ
れ
る
 縄
 状
の
切
紙
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
 神
部
屋
よ
り
 舞
庭
へ
舞
 

子
達
が
下
り
る
道
筋
の
こ
と
を
い
 う
 。
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阿
闇
世
王
 、
頻
婆
娑
羅
 王
 、
 章
提
 帝
居
、
提
婆
達
多
ら
の
 織
り
な
す
王
舎
城
の
物
語
は
、
「
観
無
量
寿
経
 L
 や
「
 虹
 @
 
量
 清
浄
平
等
覚
 経
し
 

昌
大
無
量
寿
経
口
の
異
 訳
 ）
や
「
 浬
穏
経
ヒ
に
 説
か
れ
、
 そ
れ
が
親
鸞
の
「
教
行
信
証
 ヒ
 「
浄
土
女
類
聚
 
妙
 b
 「
 
浄
 土
 和
讃
 ヒ
 に
お
い
て
 引
 

屈
 ま
た
は
言
及
さ
れ
て
い
る
。
円
教
行
信
証
 僖
 巻
で
、
 そ
れ
ま
で
救
わ
れ
よ
 う
 が
な
い
と
さ
れ
て
き
た
極
悪
人
 の
 救
済
が
問
題
と
な
る
 

箇
所
に
お
い
て
、
ョ
程
 
架
 経
口
の
阿
 闇
 世
を
中
心
と
し
た
 物
語
が
長
く
に
わ
た
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
 親
棚
 に
お
け
る
悪
の
 

自
覚
の
問
題
は
阿
 闇
世
 王
の
物
語
を
通
し
て
表
現
さ
れ
 て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
 0
 こ
の
長
い
引
用
の
後
 の
 私
親
 は
素
 気
な
い
ま
 

題
 
で
に
簡
潔
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
極
悪
人
の
 救
済
と
い
う
難
問
の
解
決
を
こ
の
物
語
そ
の
も
の
に
よ
っ
 て
 語
ろ
 う
 と
し
た
親
鸞
の
意
 

現
引
 図
が
 窺
わ
れ
る
。
 阿
闇
世
 は
こ
こ
で
悪
人
の
典
型
 で
あ
り
、
そ
の
父
親
殺
し
は
罪
の
典
型
で
あ
る
。
そ
し
て
 、
親
鸞
の
こ
の
悪
の
考
察
 

悪
ろ
 

，
 
は
、
凡
夫
の
宗
教
と
し
て
の
浄
土
教
の
悪
人
救
済
 の

ひ
と
つ
の
到
達
点
を
示
し
て
い
る
。
 

け
 

 
 

（
占
部
）
か
ら
こ
の
子
は
父
親
を
殺
す
で
あ
ろ
う
と
予
言
 
さ
れ
、
そ
の
為
に
 、
 生
れ
お
 

 
 

授
 
ち
る
と
母
に
よ
っ
て
高
楼
の
上
か
ら
捨
て
ら
れ
た
 と
い
う
出
生
の
謂
を
も
っ
。
そ
れ
を
彼
は
提
婆
達
多
か
ら
 聞
 き
 、
そ
の
教
唆
に
従
っ
て
 

ト
丑
 父

を
死
に
至
ら
し
め
る
。
そ
の
後
、
後
悔
を
生
じ
、
深
く
 煩
悶
す
る
の
で
あ
る
が
、
最
終
的
に
は
釈
尊
の
も
と
へ
 行
き
、
救
わ
れ
る
に
 至
 
25@ (25@) 

一
同
曲
 世
 の
 悪
と
 道
徳
 

浄
土
教
に
お
け
る
悪
の
間
 題
 

菊
多
雅
子
 



愚 考 的 は 道 鉢 物 で ら が を は る で   

あ
る
が
、
本
論
で
は
人
間
の
道
徳
的
行
為
に
つ
い
て
の
 因
 果
 応
報
の
関
係
を
問
題
と
し
、
仏
教
の
こ
の
意
味
で
の
 み
 因
果
の
語
を
用
 い
 

こ
と
と
す
る
。
）
但
し
、
因
果
の
思
想
は
阿
 

闇
世
 が
父
王
 頻
婆
娑
羅
を
殺
害
す
る
そ
の
行
為
の
場
で
は
問
題
と
さ
れ
 よ
庁
 

卜
い
 0
 
 
こ
の
 思
相
心
 

、
 彼
が
実
行
に
及
ん
だ
後
、
自
ら
の
行
為
の
意
味
を
問
い
 返
す
場
面
で
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
因
果
の
思
 想
 の
あ
る
べ
き
位
置
 

示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
 0
 従
っ
て
 、
 父
を
殺
し
た
 
と
い
う
そ
の
行
為
の
場
面
に
お
い
て
は
、
そ
の
行
為
に
 つ
い
て
道
徳
的
価
値
 

問
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
晃
敏
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 そ
 0
 行
為
は
彼
が
自
ら
の
意
志
で
選
び
と
っ
た
も
の
で
あ
 り
 、
そ
の
責
任
は
専
 

彼
自
身
に
帰
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
こ
の
初
五
 幅
 は
そ
の
構
成
か
ら
言
っ
て
明
ら
か
に
道
徳
的
自
己
実
現
 を
 主
題
と
す
る
も
の
 

は
な
く
、
宗
教
的
救
済
を
主
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 そ
 し
て
そ
れ
は
、
道
徳
的
 悪
 の
問
題
を
仏
教
の
中
で
考
え
 る
 材
料
と
し
て
こ
の
 

語
 が
不
適
当
で
あ
る
と
言
う
よ
り
も
、
仏
教
に
お
け
る
 道
 徳
の
本
質
的
な
地
位
を
暗
示
し
て
い
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
 6
0
 

こ
の
物
語
の
目
（
 

的
 考
察
に
先
立
ち
、
仏
教
道
徳
の
性
格
を
概
観
し
て
お
か
 ね
ば
な
ら
な
い
。
 

例
え
ば
道
徳
的
態
度
の
範
型
の
ひ
と
つ
を
カ
ン
ト
の
道
徳
 論
 に
求
め
る
な
ら
ば
、
仏
教
道
徳
と
の
違
 い
は
 明
ら
か
 
に
な
る
 0
 カ
ン
ト
の
 

徳
 思
想
を
最
も
特
徴
づ
け
る
も
の
は
、
道
徳
的
法
則
に
お
 け
る
経
験
的
要
素
の
徹
底
的
な
排
除
で
あ
る
。
こ
の
 経
 験
 的
要
素
の
排
除
 

具
体
的
に
は
特
に
道
徳
法
則
に
お
け
る
幸
福
原
理
の
排
除
 と
し
て
問
題
に
な
る
。
「
純
粋
実
践
理
性
の
分
析
論
」
に
 お
い
て
、
経
験
 

意
識
に
関
わ
る
幸
福
の
原
理
と
純
粋
意
識
に
関
わ
る
 道
 徳
の
原
理
と
は
厳
し
く
区
別
さ
れ
、
義
務
が
問
題
に
な
る
 時
に
は
幸
福
を
全
く
 

慮
に
 入
れ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
幸
福
を
求
め
て
 な
さ
れ
る
善
は
「
端
的
に
善
で
は
な
く
、
我
々
の
感
性
、
 こ
と
に
 快
 
・
不
快
の
 

 
 

-
l
l
 

）
 

清
 に
関
し
て
の
み
し
善
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
幸
福
を
求
 め
て
そ
れ
を
動
機
と
し
て
善
 き
 行
為
を
な
す
と
い
う
こ
と
 の
 非
道
徳
性
が
鋭
く
 

こ
の
物
語
の
中
で
悪
は
つ
ね
に
因
果
応
報
の
思
想
と
結
び
 つ
い
て
問
題
と
さ
れ
る
。
（
仏
教
に
お
い
て
因
果
と
い
う
 

概
念
は
普
遍
的
な
）
  

 
 
 

意
味
を
も
っ
て
お
り
、
自
然
現
象
に
関
し
て
も
、
人
間
の
 行
為
に
関
し
て
も
、
ま
た
行
と
菩
提
と
の
関
係
に
つ
い
 て
も
用
い
ら
れ
る
わ
け
 

る
の
で
あ
る
 0
 

 
  

 



他
方
、
仏
教
に
お
い
て
は
 
廃
悪
 修
善
が
一
般
に
幸
福
 
追
 求
を
根
拠
に
し
て
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
に
対
し
、
厳
し
 

い
 倫
理
的
反
省
は
見
 

出
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
第
一
に
仏
教
道
徳
は
因
果
 

応
 報
の
思
想
と
本
質
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
 

第
二
に
そ
の
 
善
 ・
 悪
と
 

結
び
つ
い
た
 
楽
 ・
苦
の
概
念
は
、
カ
ン
ト
的
な
思
索
の
 

場
 に
お
け
る
 
幸
 ・
不
幸
の
概
念
と
は
異
な
る
意
味
を
も
っ
 

こ
と
と
関
係
す
る
。
 
ヵ
 

ン
ト
 に
よ
れ
ば
、
幸
福
と
は
「
我
々
の
一
切
の
傾
向
を
満
 

足
さ
せ
る
こ
と
」
で
あ
り
、
「
理
性
的
存
在
者
の
存
在
全
 

体
 に
不
断
に
随
伴
 す
 

題
る
 生
の
快
適
さ
の
意
識
Ⅰ
の
名
称
で
あ
る
。
し
か
 

し
 仏
教
で
は
一
般
に
苦
楽
は
善
悪
よ
り
も
根
源
的
な
意
味
 

を
も
つ
形
而
上
学
的
概
念
で
（
 

3
-
 

 
 

存
在
理
解
の
方
か
ら
眺
め
る
こ
と
を
自
然
な
も
の
と
す
る
 

で
あ
ろ
う
。
 

 
 

悪
る
 ヰ
と
い
，
ガ
 

カ
ン
ト
に
お
い
て
幸
福
は
 
ヨ
ミ
 
（
Ⅰ
ぬ
色
 

ぅ
 仕
方
で
善
に
総
合
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
（
そ
れ
に
 

ょ
 っ
て
彼
の
幸
福
の
概
念
は
新
 

 
 

ち
に
分
析
的
に
含
ま
れ
て
い
る
と
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
 

し
 仏
教
道
徳
の
場
合
、
む
し
 

ぬ
 
る
 善
悪
の
概
念
が
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
苦
楽
と
の
 

関
係
を
含
ん
で
い
る
と
舌
口
え
よ
 

う
 。
つ
ま
り
「
 
善
 」
は
 "
 
幸
福
（
 楽
 ）
を
招
致
す
る
 
働
 

浄
 
ぎ
を
も
っ
た
性
質
 
"
 、
「
 
悪
 」
は
 "
 
不
幸
（
 苦
 ）
 を
 招
致
す
る
 働
 ぎ
を
も
っ
た
性
質
 
"
 で
あ
る
と
言
え
る
。
「
 

善
因
業
果
・
悪
因
苦
果
」
と
 27 (27) 

衝
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
通
し
て
道
徳
性
は
そ
の
純
粋
な
 理
念
的
 栢
 に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
 0
 純
粋
実
践
 理
 性
の
規
則
か
ら
の
経
験
 

的
 要
素
の
排
除
が
も
し
彼
の
批
判
哲
学
の
方
法
論
的
必
要
 性
 に
支
配
さ
れ
て
導
き
出
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
 道
徳
を
最
も
純
粋
な
仕
 

方
で
取
り
出
す
と
い
う
帰
結
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
 変
 り
は
な
い
。
そ
こ
で
は
道
徳
は
感
性
的
自
己
の
存
在
を
克
 服
す
る
上
昇
的
契
機
と
 

な
る
の
で
あ
っ
て
、
道
徳
の
う
ち
に
、
有
限
的
存
在
者
が
 そ
の
原
型
（
 C
r
 
ヴ
ゴ
ら
 
）
に
同
 5
 無
限
の
接
近
が
可
能
的
 に
 観
取
さ
れ
て
い
る
。
 

道
徳
法
則
が
何
ら
経
験
的
規
定
根
拠
を
含
ま
な
い
で
、
 そ
 れ
 自
身
で
実
践
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
純
粋
理
性
に
根
拠
 を
も
つ
と
 見
徴
 す
こ
と
 

は
 、
道
徳
を
水
連
な
る
も
の
に
根
拠
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
 。
道
徳
法
則
は
そ
れ
自
体
 神
 的
命
令
と
し
て
、
有
限
な
 理
性
的
存
在
者
の
内
に
 

お
い
て
真
に
「
聖
な
る
（
 す
宙
ト
漏
 
）
」
も
の
と
呼
ば
れ
る
 
ナ
 
」
と
に
な
る
。
 ヵ
ン
ト
 は
道
徳
の
名
の
も
と
で
聖
な
る
も
 の
を
追
究
し
て
い
る
と
 

小
 
2
 ）
 

舌
口
っ
て
よ
Ⅱ
 
リ
 
で
あ
ろ
う
。
 



い
 う
 言
葉
が
示
す
 よ
う
 に
 、
 困
と
果
が
そ
の
相
関
性
か
ら
 離
れ
て
成
り
立
ち
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
 善
 と
楽
、
悪
と
苦
の
関
 

係
 に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
こ
の
こ
と
は
決
し
て
行
為
の
 結
果
に
よ
っ
て
そ
の
行
為
の
道
徳
的
価
値
が
決
定
さ
れ
 る
と
い
う
こ
と
で
は
な
 

い
 。
そ
う
で
は
な
く
、
行
為
を
つ
ね
に
そ
の
結
果
と
の
 関
 係
 の
も
と
に
見
る
と
い
う
こ
と
、
行
為
を
そ
れ
の
将
来
 的
 展
開
の
中
で
見
る
と
 

い
う
こ
と
で
あ
る
 
0
 

と
こ
ろ
で
こ
こ
で
注
意
す
べ
 き
 こ
と
は
、
善
悪
の
概
念
と
 因
果
応
報
思
想
と
の
結
び
つ
ぎ
は
古
代
イ
ン
ド
に
お
い
 て
一
般
的
に
定
着
し
 

て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
仏
教
の
み
に
見
出
さ
れ
る
の
で
 な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
真
に
仏
教
的
な
性
 格
 を
も
つ
の
は
、
善
悪
 

 
 

が
 結
果
と
の
相
関
性
に
お
い
て
み
ら
れ
る
と
い
う
あ
り
方
 が
 、
仏
教
の
究
極
的
結
果
と
の
相
関
性
に
ま
で
徹
底
 さ
 れ
る
と
ぎ
で
あ
る
。
 
っ
 

ま
り
、
善
悪
は
仏
教
的
な
意
味
で
の
解
脱
と
関
係
す
る
 。
 善
 と
は
 
"
 往
生
・
成
仏
に
関
し
て
促
進
的
に
働
く
性
質
 "
 、
 悪
と
は
 
"
 往
生
・
 

成
仏
に
関
し
て
妨
害
的
に
働
く
性
質
 "
 と
い
う
意
味
を
含
 む
こ
と
に
な
る
。
但
し
往
生
・
成
仏
と
の
本
来
的
な
関
 係
は
苦
楽
と
の
関
係
の
 

延
長
線
上
に
は
成
立
し
な
い
。
往
生
・
成
仏
は
苦
楽
と
い
 ぅ
 生
死
の
世
界
を
超
え
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
、
往
生
 ・
成
仏
に
促
進
的
乃
至
 

妨
害
的
に
働
く
性
質
と
し
て
の
善
悪
は
、
苦
楽
を
も
た
ら
 す
 性
質
と
し
て
の
善
悪
を
質
的
に
転
換
す
る
こ
と
に
 ょ
 っ
て
初
め
て
成
立
す
 

る
 0
 こ
の
転
換
に
お
い
て
善
悪
は
明
確
に
解
脱
と
い
う
 士
 
布
教
 的
 事
象
に
唯
一
的
に
関
わ
る
事
柄
と
な
り
、
そ
れ
に
 よ
っ
て
新
た
な
次
元
を
 

も
つ
こ
と
に
な
る
。
親
鸞
の
用
い
る
善
悪
の
概
念
も
こ
の
 展
望
の
も
と
で
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

そ
れ
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
道
徳
は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
い
 わ
ば
宗
教
的
な
高
み
を
も
っ
て
い
る
が
故
に
、
善
悪
の
 概
念
に
そ
の
 
ょ
う
 な
 

質
的
変
様
を
許
さ
な
い
。
 

ヵ
ン
ト
 か
ら
言
え
ば
、
仏
教
 的
な
道
徳
理
解
は
道
徳
的
意
志
を
経
験
的
領
域
に
お
い
て
 い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
 

善
悪
の
概
念
の
質
的
変
様
は
そ
れ
に
基
づ
く
。
 カ
ソ
ト
道
 徳
に
 純
粋
な
道
徳
性
の
範
型
を
認
め
る
な
ら
ば
、
仏
教
 道
徳
は
道
徳
的
に
不
純
 

な
 要
素
を
含
み
、
本
質
的
に
限
界
を
も
つ
も
の
と
言
え
よ
 ぅ
 。
浄
土
教
は
諸
仏
教
の
中
で
も
こ
の
限
界
を
特
に
強
 く
 意
識
す
る
も
の
で
あ
 

ろ
 う
 。
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の
 大
臣
が
次
々
と
当
時
の
著
名
な
精
神
的
指
導
者
の
教
 ，
 
ぇ
を
 述
べ
て
慰
め
よ
う
と
す
る
。
所
謂
六
師
外
道
の
説
が
 列
挙
さ
れ
る
わ
け
で
あ
 

る
が
、
そ
れ
ら
は
王
の
心
を
動
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
 最
後
に
者
婆
か
ら
悉
達
多
の
も
と
に
行
く
 よ
う
 に
勧
め
 ら
れ
る
。
そ
の
と
ぎ
 空
 

中
に
父
王
頻
婆
娑
羅
の
声
が
あ
っ
て
者
婆
の
勧
め
に
従
 う
 よ
 う
 に
と
語
る
。
そ
れ
で
漸
く
 阿
闇
 世
は
釈
尊
の
も
と
 を
 訪
れ
る
の
で
あ
る
。
 

六
師
の
説
は
何
ら
か
の
仕
方
で
何
ら
か
の
程
度
因
果
の
間
 題
を
語
っ
て
い
る
が
、
何
 %
 世
の
後
悔
を
単
な
る
心
情
 の
 自
己
耽
溺
 と
見
傲
 

す
 点
で
共
通
し
て
い
る
。
後
悔
は
無
意
味
な
苦
悩
と
評
価
 さ
れ
、
因
果
の
思
想
は
、
否
定
さ
れ
る
に
し
て
も
決
定
 論
を
帰
結
す
る
に
し
て
 

も
 、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
そ
の
無
意
味
性
の
論
拠
と
な
っ
 て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
者
 婆
は
阿
闇
 世
の
悔
恨
 と
漸
 塊
の
心
を
賞
讃
し
 、
漸
 

題
 
塊
は
人
間
の
本
質
的
な
心
の
あ
り
方
だ
と
評
価
す
 る
 。
 阿
闇
 世
に
対
す
る
釈
尊
の
説
法
は
そ
の
内
容
だ
け
を
 取
り
出
し
て
み
る
な
ら
ば
、
 

自
明
多
く
の
部
分
は
脆
 弁
 だ
と
す
ら
言
っ
て
よ
い
で
あ
 ろ
 う
 。
釈
尊
の
教
え
と
六
師
の
説
を
決
定
的
に
隔
て
て
い
 る
の
は
後
悔
 働
 塊
の
評
価
で
 

亜
 ：
 
い
 

ね
 
あ
る
。
 阿
闇
世
が
 徹
底
的
な
悔
恨
を
経
て
、
絶
望
 ゆ
え
の
た
め
ら
い
を
一
歩
 ノ
 
Ⅰ
克
服
し
て
釈
尊
の
も
と
に
 到
り
着
く
と
 き
 、
実
は
既
に
 

悶
 
釈
尊
の
教
え
は
大
部
分
語
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
 @
 
」
と
が
で
き
る
。
 

 
 

 
 

塊
等
は
、
 自
ら
が
な
し
た
行
為
を
省
み
て
悪
と
判
断
し
 、
そ
れ
を
自
他
に
対
し
て
 恥
 

浄
じ
 、
苦
悩
す
る
心
の
働
き
と
し
て
、
一
言
で
悔
恨
 （
 鰍
沫
 ）
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
悔
恨
を
ど
の
 よ
う
 に
 考
え
る
か
と
い
う
こ
と
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わ
れ
今
こ
の
身
に
す
で
に
車
軸
を
受
け
た
り
、
地
獄
の
果
 報
 、
ま
さ
に
近
づ
き
て
遠
か
ら
ず
と
す
」
。
煩
悶
す
る
 
阿
 闇
 世
に
対
し
て
六
人
 

ノ @ し 

，悔 さ 

熱 て 
を 阿 
生 闇 
ず 世     
  の 小 悔 物 詰 陣   

る も 
が 強 

故 い 
に 印 象 
遍 せ 
体 与 
に え 

漬 る 

を の 
生 は 
ず 彼 
  の 

そ 後 
の ，海 
瘡 の 
臭 苦 
絨 悩 
に の 

し 深 
て さ 
附 で 

近 あ 
す る べ   

  

  
宣お 

  
、い 



 
 

法
則
で
あ
る
か
ら
時
間
を
超
え
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
 行
為
と
し
て
私
に
属
す
る
出
来
事
と
苦
痛
の
感
情
と
の
 道
徳
的
な
結
び
っ
き
は
 

短
時
間
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
 0
 悔
恨
の
時
間
 的
 側
面
は
道
徳
的
実
践
的
に
は
マ
イ
ナ
ス
の
働
き
し
か
 も
た
な
い
。
悔
恨
は
既
 

に
 起
っ
た
こ
と
を
起
ら
な
い
よ
う
に
す
る
の
に
何
の
役
に
 も
 立
た
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
実
践
的
に
空
虚
で
あ
り
 、
ま
た
不
合
理
で
あ
 

る
 。
そ
れ
は
せ
い
ぜ
い
将
来
悪
し
き
行
為
を
繰
り
返
さ
ぬ
 い
よ
う
に
す
る
と
い
う
改
良
効
果
に
お
い
て
役
立
っ
に
 す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

彼
は
「
宗
教
論
 口
 の
中
で
、
「
人
間
が
な
し
た
行
為
を
法
 

的
に
（
神
駒
審
判
者
の
前
で
）
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
す
 る
こ
と
」
と
「
人
間
が
 

自
ら
の
義
務
に
適
っ
た
新
し
い
生
に
転
ず
る
こ
と
」
と
の
 関
係
を
、
身
代
り
の
 賄
 罪
の
信
仰
と
し
て
の
歴
史
的
 信
 仰
と
 道
徳
的
信
仰
と
し
 

（
 
6
 ）
 

て
の
理
性
信
仰
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
仕
方
 で
 論
じ
て
い
る
が
、
な
し
た
こ
と
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
 と
す
る
こ
と
は
救
済
の
 

理
論
的
概
念
の
為
に
必
要
と
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
救
済
を
 実
践
的
に
成
り
立
た
せ
る
の
は
義
務
遵
守
の
生
活
を
行
 ぅ
 こ
と
で
あ
る
故
に
 
、
 

前
者
は
後
者
を
強
化
し
完
成
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
 と
さ
れ
る
。
こ
の
議
論
に
は
、
 

不
 ム
ロ
理
で
、
実
践
的
に
 も
 空
虚
な
悔
恨
と
い
う
 

心
的
作
用
の
立
ち
入
る
余
地
は
な
い
。
 

そ
れ
に
対
し
て
、
な
し
た
行
為
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
 と
し
、
改
善
さ
れ
た
行
状
へ
向
か
う
と
い
う
こ
と
の
 全
 体
を
 、
悔
恨
の
作
用
 

そ
の
も
の
と
し
て
見
出
す
の
は
、
 

マ
 "
 ク
ス
・
 
シ
ヱ
二
 フ
 ー
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
悔
恨
の
時
間
的
性
格
に
こ
 そ
そ
の
本
質
が
あ
り
、
 

過
去
に
向
か
う
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
悔
恨
は
人
間
に
と
 っ
て
根
本
的
な
意
味
を
も
つ
作
用
で
あ
る
と
主
張
す
る
 こ
と
で
も
あ
る
。
彼
は
 

小
く
 
5
 
）
 

カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
悔
恨
は
「
道
徳
的
心
術
に
よ
っ
て
 惹
き
 起
さ
れ
た
苦
痛
の
感
情
」
と
規
定
さ
れ
る
。
道
徳
 法
則
は
叡
智
的
存
在
の
 

は
 、
道
徳
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
る
か
と
い
う
 こ
と
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
 0
 悔
恨
の
本
質
に
つ
い
 て
は
多
く
の
哲
学
者
や
 

神
学
者
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
が
 、
行
為
が
な
さ
れ
て
し
ま
っ
た
後
に
そ
の
行
為
は
な
さ
 れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
 

た
と
感
ず
る
と
い
う
時
間
的
関
係
が
悔
恨
の
大
き
な
特
質
 で
あ
る
 0
 

し
か
し
カ
ン
ト
は
こ
の
時
間
的
関
係
に
重
要
な
意
味
を
見
 出
さ
な
い
。
他
の
諸
感
情
と
同
様
、
悔
恨
に
も
道
徳
的
 意
味
を
探
究
す
る
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浄土教における 悪の間 題 

根
源
と
し
て
生
じ
て
き
た
と
こ
ろ
の
、
我
々
の
全
体
的
人
 

格
 の
う
ち
な
る
余
技
 
的
 自
我
を
再
現
し
否
認
す
る
。
 
前
 者
は
所
謂
行
為
的
悔
恨
 3
 

（
 
7
7
 

）
 

「
我
々
の
精
神
的
生
命
の
内
的
構
造
連
関
」
か
ら
悔
恨
を
 
解
明
し
ょ
う
と
す
る
。
即
ち
現
在
・
過
去
・
未
来
の
区
 分
 を
も
た
な
い
単
調
な
 

連
続
と
し
て
の
自
然
の
客
観
的
時
間
と
は
違
っ
て
 、
我
 々

の
時
間
的
生
命
契
機
で
あ
る
各
々
の
体
験
は
そ
れ
自
身
 の
中
に
体
験
さ
れ
た
 
現
 

在
 、
体
験
さ
れ
た
過
去
と
未
来
と
い
う
三
つ
の
広
が
り
を
 も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
所
与
は
そ
れ
ぞ
れ
 知
 覚
 ・
直
接
記
憶
・
直
接
 

期
待
に
お
い
て
成
立
す
る
。
我
々
の
生
命
の
各
時
点
に
 我
 々

の
生
命
の
全
体
の
意
味
と
価
値
が
現
在
し
 、
 従
っ
て
 そ
れ
を
我
々
は
自
由
に
 

料
 え
る
こ
と
が
で
き
る
 0
 こ
の
 ょ
う
 な
我
々
の
経
過
す
る
 生
命
の
全
部
分
の
意
味
内
容
と
価
値
内
容
と
を
把
握
し
 得
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
 

人
格
性
と
い
う
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
は
こ
の
時
間
的
経
過
 の
中
に
深
く
広
が
る
我
々
の
精
神
的
作
用
の
具
体
的
中
 心
 で
あ
る
 0
 そ
し
て
 我
 

我
の
生
の
う
ち
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
は
意
味
統
一
・
 価
 値
 統
一
・
作
用
統
一
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
れ
は
生
の
 終
り
に
お
い
て
初
め
て
 

完
成
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
途
中
で
は
つ
ね
に
 未
亡
 充
成
 で
あ
る
 0
 従
っ
て
我
々
の
過
去
の
体
験
は
我
々
の
 生
 の
 一
部
で
あ
る
か
ら
、
 

そ
の
自
然
現
実
の
諸
成
分
は
変
更
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
 も
 、
そ
の
意
味
内
容
と
価
値
内
容
は
変
更
可
能
な
の
で
 あ
る
 0
 そ
し
て
、
我
々
 

が
 生
命
の
流
れ
に
任
せ
て
進
ん
で
ゆ
く
だ
げ
な
ら
ば
過
去
 が
 生
命
の
未
来
を
暗
黒
の
 力
 に
よ
っ
て
支
配
す
る
重
圧
 は
 大
き
く
な
っ
て
ゆ
く
 

ば
か
り
で
あ
る
が
、
我
々
の
精
神
に
は
過
去
の
体
験
系
列
 0
 部
分
を
我
々
の
生
活
に
作
用
さ
せ
な
く
す
る
能
力
が
 含
ま
れ
て
お
り
、
想
起
 

は
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
以
上
の
よ
う
な
 思
 想
 の
う
ち
に
組
み
入
れ
て
、
悔
恨
と
い
う
、
想
起
を
内
 包
 す
る
現
象
を
理
解
す
 

る
 。
悔
恨
は
過
去
の
領
域
に
侵
入
し
て
そ
れ
を
手
術
す
る
 作
用
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
「
悔
恨
は
、
当
面
の
行
為
の
道
 
徳
 的
無
価
値
、
即
ち
 

 
 

 
 

口
悪
 b
 と
い
う
価
値
性
格
を
真
に
ぬ
ぐ
い
去
り
、
こ
の
 悪
 か
ら
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
広
が
っ
て
ゆ
く
罪
責
の
重
圧
を
 真
に
止
揚
 し
 、
そ
れ
と
 

@
 
Ⅰ
 
u
 
）
 

共
に
悪
が
つ
ね
に
新
し
い
悪
を
生
み
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
 と
い
う
よ
う
な
繁
殖
力
を
罪
の
重
圧
か
ら
奪
う
の
で
あ
 る
 」
。
 

更
に
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
悔
恨
を
そ
れ
が
内
包
す
る
想
起
の
 タ
 イ
ブ
 に
よ
っ
て
二
つ
の
種
類
に
区
別
す
る
。
現
象
的
 想
 起
 に
も
と
づ
く
悔
恨
 

は
 過
去
の
孤
立
し
た
内
容
・
事
件
を
再
現
し
否
認
す
る
の
 で
あ
る
が
、
機
能
的
想
起
に
も
と
づ
く
悔
恨
は
当
時
の
 行
為
や
意
志
が
そ
れ
を
 
  



的
に
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
す
る
こ
と
」
と
「
人
間
が
自
 ら
の
義
務
に
適
っ
た
新
し
い
生
に
転
ず
る
こ
と
」
と
の
 関
 保
 と
し
て
論
じ
た
問
題
 

が
 出
て
く
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
こ
の
二
つ
の
こ
と
を
、
 悔
 恨
 と
い
う
一
つ
の
連
続
的
動
的
過
程
の
二
つ
の
光
景
だ
 と
 考
え
る
。
自
我
が
可
 

能
 的
な
理
念
的
本
質
の
高
み
に
向
上
す
る
と
い
う
こ
と
と
 、
 古
い
自
我
を
見
下
し
、
排
斥
す
る
と
い
 5
 こ
と
と
が
 そ
こ
で
同
時
に
行
わ
れ
 

る
 。
こ
こ
で
は
悔
恨
は
 、
 罪
を
人
格
か
ら
追
放
し
、
そ
れ
 と
と
も
に
人
格
の
も
と
に
善
へ
の
自
由
を
戻
ら
し
め
る
 力
 を
も
つ
作
用
に
ま
で
 

高
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
行
為
的
悔
恨
か
ら
存
在
的
 悔
 恨
 へ
と
深
ま
り
、
「
心
胸
の
粉
砕
し
へ
と
至
り
、
つ
い
 
に
は
そ
こ
か
ら
新
た
な
 

「
再
生
」
が
始
ま
る
、
こ
の
運
動
全
体
を
悔
恨
と
し
て
 
捉
 え
る
の
が
、
シ
ュ
ー
ラ
一
の
悔
恨
の
解
明
で
あ
る
。
 

こ
の
解
明
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
個
々
の
行
為
が
 つ
ね
に
時
間
の
相
の
も
と
で
見
ら
れ
、
更
に
生
の
流
れ
 の
中
か
ら
切
り
離
し
 

て
 理
解
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
点
で
 あ
る
。
そ
れ
改
行
為
の
意
味
は
生
の
終
り
ま
で
完
結
し
 な
い
 0
 そ
し
て
こ
の
よ
 

う
に
解
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
悔
恨
は
大
き
な
 土
 
ゑ
 味
を
も
っ
て
く
る
。
 ヵ
ン
ト
 が
悔
恨
を
、
行
為
の
道
徳
 的
 評
価
に
伴
 う
 苦
痛
感
 

清
一
般
か
ら
特
定
す
る
こ
と
が
で
ぎ
な
か
っ
た
の
は
、
 
行
 為
の
道
徳
性
を
ど
こ
ま
で
も
 無
 時
間
的
な
も
の
、
独
立
で
 完
結
し
た
も
の
と
晃
敏
 

す
こ
と
と
ひ
と
つ
に
結
び
つ
い
て
い
る
 0
 純
粋
な
実
践
 理
 性
の
自
律
と
い
う
こ
と
は
結
局
道
徳
的
行
為
を
独
立
の
 相
 の
も
と
で
見
る
こ
と
 

で
あ
る
。
そ
れ
は
現
象
 界
 に
お
け
る
自
然
必
然
的
な
あ
り
 方
 に
対
す
る
、
叡
智
 界
 に
属
す
る
も
の
の
独
立
性
と
い
う
 仕
方
で
説
明
さ
れ
る
。
 

仏
教
で
は
行
為
は
「
 業
 」
と
呼
ぼ
れ
る
が
、
業
は
他
の
諸
 々
の
行
為
や
経
験
と
の
 相
依
 的
な
関
係
性
を
そ
れ
自
身
 0
 本
質
と
し
た
行
為
 

の
あ
り
方
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
 ソ
ヱ
 ー
ラ
ー
の
考
え
方
に
近
い
と
言
え
る
。
む
し
ろ
行
為
 の
 未
完
結
性
は
死
を
も
 

超
え
て
貫
徹
さ
れ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
浄
土
教
に
お
 い
て
は
、
 シ
ヱ
一
 ラ
ー
の
舌
口
う
よ
う
に
「
道
徳
的
世
界
の
 

強
力
な
自
己
再
生
 力
 」
 

（
 ざ
 （
㍉
の
仁
の
）
、
後
者
は
所
謂
存
在
的
悔
恨
（
 

ぎ
ぎ
 の
 
r
e
u
 

の
 ）
で
あ
る
が
、
後
者
こ
そ
既
に
述
べ
た
よ
う
な
心
情
変
革
 の
 制
約
と
な
り
う
る
 

高
度
の
悔
恨
作
用
で
あ
る
、
と
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
考
え
る
。
 こ
の
よ
う
な
悔
恨
の
理
解
は
、
悔
恨
作
用
に
伴
っ
て
 我
 々

の
内
的
存
在
の
全
体
 

0
 集
中
水
準
が
自
由
に
活
動
的
に
変
化
せ
し
め
ら
れ
る
と
 い
う
こ
と
に
 基
 つ
い
て
い
る
 0
 こ
こ
に
カ
ン
ト
が
「
 人
 間
 が
な
し
た
行
為
を
法
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浄
 

に
 堕
ち
る
に
違
い
な
い
と
い
う
確
信
で
あ
り
、
第
三
は
そ
 こ
か
ら
起
る
恐
怖
と
苦
悩
で
あ
る
。
地
獄
に
堕
ち
る
と
 い
う
 考
え
方
が
、
こ
の
 
33 

 
 

垂
し
 

，
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

上
 
る
 0
 第
一
は
自
分
の
な
し
た
行
為
が
恐
る
べ
き
 

悪
 で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
確
認
で
あ
り
、
第
二
は
そ
の
 

果
 報
 と
し
て
阿
鼻
 

（
地
獄
）
（
，
 

獄
 

3
 

教
 

    の 問題 

を 官 て ば た 横 溝 で、 

如 に 阿 こ そ て 尚 道 道 悔 は 
す し 闇 こ の ら 、 は な 限 な 

。 て 世 で 限 れ カ キ ど は く 

わ 慧 の は り て ン リ の 過 、 

れ 目 性       
昔 あ ，辰 ， れ し 両 、 い 8 トの スト よう 表出 の 干 
か る は 

智 な 因   
褐 も 思 恨 と 教 、 理 世 い 官 道 
謀 ろ 想 は 忙 商 学 界 る 己 徹 
を も 状 で 界 者 と と か に 的 
聞 ろ 況 ぎ の に シ で と 関 世 
き の の な 道 お ヱ 冥 い わ 界 
き 忌 中 い 懐 い l な う り の 

。 友 で 0 が て う る こ つ 徹 

も に 成 丙 キ l こ と つ 底 

し 近 熟 包 り の と に 規 約 
父 づ す す ス 実 は よ 在 な 
畏 き る る ト 質 香 っ の 白 

  て   二 教 的 め て 強 己 
仏 、 阿 つ の 価 な そ 熱 波 

の 影 値 い の な 壊 
おこ閣 ょ れ世 面 警 備 。 作 感 カ 
び ょ は を は 理 そ 扇 情 と 

弟 く 言 指 頭 芋 こ の 要 し 
手 提 う し 著 と に あ 素 て 
に 婆   赤 で は 侮 り を 理 

し ち 無 限 万 件 解 

てる論のを い。 、 内規作れ ぅ さ 
る そ 理 容 定 席 る 
よ し 性 的 さ で で，   
ぅ て に 相 れ あ あ 
に 両 も 違 る る る 
ぽ、 者 と が 筈 か ぅ 

わ を づ 予 で ら   
れ 宗 く 測 あ     る 教 普 さ る 現 
が と 逼 れ 。 在 

、 の 的 る 自 と 

こ 関 な こ 己 過 
の 條 倫 と 化 去   問 て   理 に さ と 

題 み 学 な れ の 

ほ ろ と る る 時 われ れ こさ 横に逆 っ な し 。 時 間 
、 書 痴 い ら て 間 的 



は
 何
ら
か
の
外
か
ら
の
働
き
か
け
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
 あ
る
 0
 こ
の
 阿
闇
 世
の
悪
が
明
ら
か
に
な
る
心
の
過
程
 ほ
 い
わ
ば
因
果
広
報
の
 

 
 

思
想
に
よ
っ
て
ひ
き
起
こ
さ
れ
た
一
連
の
化
学
変
化
で
あ
 ヱ
リ
レ
 

し
号
 
ロ
 ち
ん
 
ヱ
 り
の
で
は
れ
な
い
か
。
 

し
か
し
こ
の
よ
う
な
 阿
闇
 世
の
悔
恨
の
理
解
に
対
し
て
 疑
 問
 が
提
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
即
ち
、
 

阿
闇
世
を
 苦
し
め
て
い
る
の
 

は
 、
自
己
が
悪
を
な
し
た
と
い
う
意
識
（
行
為
的
悔
恨
）
 
・
或
は
自
分
ほ
悪
人
で
あ
る
と
い
う
意
識
（
存
在
的
悔
恨
 ）
の
い
ず
れ
で
も
な
 

く
、
 罪
の
報
い
へ
の
恐
怖
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
 

と
い
う
も
の
で
あ
る
 0
 確
か
に
彼
の
漸
塊
は
道
徳
的
に
 洗
練
さ
れ
た
心
の
働
き
 

で
は
な
い
。
悔
恨
と
恐
怖
は
 シ
ヱ
一
 ラ
ー
も
言
う
よ
 
う
 に
 心
的
作
用
と
し
て
は
一
応
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
 

阿
闇
 世
の
場
合
、
我
々
 

が
 広
義
の
悔
恨
と
呼
ん
だ
も
の
の
う
ち
で
恐
怖
が
大
き
な
 割
合
を
占
め
て
い
る
 0
 阿
闇
 世
の
悔
恨
は
純
粋
な
悔
恨
 そ
の
も
の
で
は
な
い
。
 

し
か
し
恐
怖
と
悔
恨
の
一
応
の
区
別
は
決
し
て
両
者
の
間
 の
 有
機
的
な
影
響
関
係
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
 い
 。
し
か
も
そ
の
関
係
 

に
よ
っ
て
悔
恨
が
新
た
な
深
み
を
開
く
と
し
た
ら
、
決
し
 て
 恐
怖
は
悔
恨
に
お
い
て
排
除
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
 な
い
で
あ
ろ
う
。
 

そ
こ
で
次
の
反
論
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
 、
恐
怖
は
主
体
の
全
注
意
、
全
精
力
を
恐
怖
さ
れ
る
 対
 象
 へ
と
向
か
わ
し
め
 

（
Ⅱ
Ⅱ
）
 

る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
恐
怖
は
悔
恨
と
い
う
他
の
作
用
 に
 徹
底
せ
し
め
る
こ
と
を
妨
げ
る
働
き
を
す
る
、
と
い
 ぅ
 も
の
で
あ
る
 0
 こ
の
 

反
論
は
、
恐
怖
の
対
象
の
特
殊
性
と
、
悔
恨
作
用
の
性
格
 の
 違
い
と
い
う
二
つ
の
角
度
か
ら
退
け
る
こ
と
が
で
き
 る
 。
 

阿
闇
 世
の
恐
怖
の
対
象
は
 、
 罪
の
報
い
と
し
て
地
獄
に
 堕
 ち
る
こ
と
で
あ
る
。
地
獄
は
六
道
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
 あ
る
が
、
来
世
に
自
 

己
の
行
き
場
所
と
し
て
予
測
さ
れ
る
苦
痛
に
満
ち
 ノ
 
Ⅰ
 た
 世
界
を
指
し
示
す
神
話
的
表
象
で
あ
る
。
 

何
闇
 世
に
お
 
い
て
は
罪
悪
が
そ
の
 
親
 

い
か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
同
様
に
、
 

罪
亜
 心
の
意
識
は
報
い
へ
の
恐
怖
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
で
 

き
 な
い
 0
 こ
の
場
合
、
地
 

に
 対
し
て
自
己
の
行
為
が
悪
だ
と
い
う
認
識
は
阿
 闇
世
の
 内
に
お
け
る
自
然
的
な
も
の
だ
と
 見
 敬
す
必
要
は
な
い
 て
 
。
 あ
ろ
う
「
律
法
域
 

・
 0
 

4
 
)
 

 
 

前
に
も
罪
は
世
に
あ
っ
た
が
、
律
法
が
な
け
れ
ば
、
罪
は
 

 
 

う
よ
う
に
、
悪
の
認
識
 
 
 

阿
闇
 世
の
悔
恨
を
特
徴
 づ
 げ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
れ
る
 。
悪
因
苦
果
の
思
想
は
賢
者
の
教
え
と
し
て
 阿
闇
 世
に
 与
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
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厳
 
に
行
く
こ
と
へ
の
恐
怖
は
彼
に
と
っ
て
罪
の
リ
ア
 

と
 
ア
 
イ
 
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
 

抜
 
ぎ
に
す
れ
ば
文
殻
 

し
と
い
う
罪
は
宙
に
浮
 

 
 

 
 

 
 

の
 
悪
を
な
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
自
己
及
び
自
己
の
生
 

が
 
決
定
的
な
影
響
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
 

初
 
め
て
リ
ア
ル
に
確
認
さ
 

れ
る
 
り
 
そ
し
て
こ
の
確
認
に
お
い
て
悪
は
そ
の
根
源
的
 

相
 
を
顕
 
わ
に
す
る
。
地
獄
に
堕
ち
る
と
い
う
こ
と
は
、
 

こ
 
の
 
自
己
へ
の
影
響
が
現
 

実
に
体
感
さ
れ
、
具
体
的
表
象
に
結
実
し
た
も
の
で
あ
ろ
 

づ
ノ
 

@
@
 

。
 

悪
い
こ
と
を
す
れ
ば
地
獄
に
堕
ち
る
と
い
う
恐
怖
に
は
、
 

善
い
こ
と
を
し
た
人
は
幸
福
に
な
れ
る
筈
だ
と
い
う
 

素
 
朴
 
な
し
か
し
驚
く
ほ
 

ど
 
根
強
い
願
望
と
同
じ
種
類
の
 

、
 
生
の
原
初
的
な
 

ヱ
 
ネ
ル
 
ギ
 
ー
が
存
す
る
 

0
 
こ
の
ェ
子
ル
ギ
ー
が
罪
の
リ
ア
リ
テ
 

ィ
な
 
形
成
す
る
と
き
、
 

罪
の
意
識
は
た
と
え
道
徳
的
に
洗
練
さ
れ
て
い
な
い
と
 

し
て
も
、
主
体
を
根
底
か
ら
揺
振
る
強
烈
な
も
の
と
な
る
 

こ
と
は
間
違
い
な
い
 

0
 

地
獄
は
一
般
民
衆
に
と
っ
て
仏
教
の
教
え
と
し
て
最
も
近
 

し
い
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
地
獄
を
こ
の
 

よ
 
う
 
に
強
力
な
も
の
に
 

す
る
地
獄
の
感
性
的
契
機
は
、
こ
れ
が
仏
教
の
思
想
で
あ
 

る
 
限
り
、
丁
度
阿
弥
陀
仏
の
顔
形
や
浄
土
の
有
様
を
心
 

に
 
思
い
浮
か
べ
る
と
い
 

ぅ
 
有
相
業
の
念
仏
は
そ
の
感
性
的
表
象
を
超
克
し
、
無
相
 

業
の
念
仏
へ
転
回
す
べ
き
で
あ
る
よ
 

う
 
に
、
そ
の
よ
う
 

に
 
止
揚
さ
れ
ね
ば
な
ら
 

な
い
も
の
で
あ
る
 

0
 
罪
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
未
だ
自
己
の
罪
 

性
の
自
覚
で
は
な
い
 

0
 
逆
に
言
え
ば
、
地
獄
と
い
う
 

恐
 
怖
の
対
象
は
、
そ
こ
に
 

題
 お
い
て
感
性
的
な
も
の
を
乗
り
越
え
る
こ
と
に
よ
 

っ
て
、
地
獄
へ
堕
ち
る
自
己
の
あ
り
方
、
地
獄
を
恐
怖
 

す
 
る
 
自
己
の
あ
り
方
が
自
己
に
 

 
 
 
 

な
し
て
地
獄
と
い
う
表
象
に
含
ま
れ
て
い
る
に
す
ぎ
 

悪
 

な
い
。
平
安
浄
土
教
は
そ
れ
が
未
だ
可
能
性
に
止
ま
っ
た
 

ま
ま
の
地
獄
の
様
相
を
伝
え
 

げ
 

 
 

の
よ
う
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
ち
え
な
く
な
っ
た
と
い
う
 

こ
と
に
よ
っ
て
 

、
 
直
ち
に
 

地
 

理
獄
 
と
い
う
表
象
が
無
意
味
に
な
っ
た
と
 

見
倣
す
必
 

要
 
は
な
い
。
近
代
科
学
文
明
の
中
で
な
ま
の
ま
ま
の
地
獄
 

が
 
空
無
化
さ
れ
た
と
し
て
 

浄
も
 
、
そ
の
空
無
化
そ
の
も
の
が
近
代
的
自
我
の
自
 

己
 
意
識
の
う
ち
で
、
新
た
な
地
獄
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
 

形
づ
 
く
る
こ
と
が
あ
り
 

ぅ
 
る
か
ら
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で
あ
る
。
或
は
、
地
獄
へ
の
恐
怖
と
呼
ば
れ
得
た
も
の
は
 、
地
獄
と
い
う
、
恐
怖
感
情
を
成
り
立
た
せ
る
焦
点
を
 失
っ
て
、
漠
然
と
し
た
 

不
安
へ
と
変
様
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
 て
も
地
獄
へ
の
恐
怖
は
他
の
内
世
界
的
な
事
物
や
事
象
 へ
の
恐
怖
と
は
区
別
さ
 

れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
。
 

更
に
、
恐
怖
が
悔
恨
を
妨
げ
る
と
い
う
主
張
は
、
悔
恨
が
 本
質
的
に
道
徳
的
な
作
用
で
あ
る
と
 見
徴
 さ
れ
る
と
こ
 ろ
に
成
立
す
る
。
 一
 

般
 に
悔
恨
、
 俄
悔
は
 
「
悔
い
改
め
」
と
し
て
理
解
さ
れ
 て
い
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
 俄
 悔
及
び
そ
の
影
響
 下
 に
お
け
る
悔
い
は
 道
 

徳
 的
改
 俊
 と
い
う
性
格
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 シ
ヱ
 ｜
 ラ
ー
の
悔
恨
論
に
は
そ
れ
が
は
っ
き
り
と
表
わ
れ
て
 い
る
し
、
 カ
ソ
ト
 は
 実
 

浅
酌
行
為
変
革
そ
の
も
の
に
悔
恨
の
意
味
を
解
消
し
て
し
 さ
っ
て
い
る
 0
 俄
悔
が
 キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
重
要
な
 宗
教
的
作
用
と
さ
れ
る
 

の
は
、
そ
れ
が
、
道
徳
的
で
あ
ろ
う
と
し
て
あ
り
得
な
い
 自
己
に
め
ざ
め
、
そ
の
 ょ
う
 な
自
己
を
神
に
引
き
渡
す
 過
程
だ
と
見
ら
れ
る
か
 

ら
で
あ
る
。
勿
論
悔
恨
の
う
ち
に
救
済
そ
の
も
の
が
存
す
 る
わ
け
で
は
な
い
が
、
悔
恨
の
う
ち
に
は
神
へ
の
向
 き
 直
り
が
存
す
る
。
そ
し
 

て
こ
の
向
き
直
り
は
道
徳
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
 改
俊
 と
い
 5
 厳
密
に
道
徳
的
な
 働
 ぎ
は
 明
蜥
 な
理
性
的
判
断
 に
 照
ら
さ
れ
て
成
り
立
 

つ
も
の
で
あ
り
、
恐
怖
の
感
情
と
対
立
す
る
こ
と
は
あ
っ
 て
も
、
恐
怖
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
 0
 

仏
教
に
お
い
て
も
 一
 般
に
 舵
 
サ
，
ゲ
 

㌍
悔
に
は
 

「
改
め
」
の
性
格
が
 

存
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
純
粋
な
意
味
で
道
徳
的
 改
俊
 と
は
言
え
た
 

い
 。
仏
教
で
ほ
 戦
 悔
は
滅
罪
の
働
き
を
も
つ
と
一
般
に
考
 え
ら
れ
て
い
る
。
 俄
悔
は
 、
自
己
の
罪
を
悔
や
み
、
 そ
 れ
を
仏
や
菩
薩
の
前
に
 

告
白
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
功
徳
に
よ
っ
て
罪
業
が
 滅
せ
ら
れ
、
清
ら
か
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
、
 や
 が
て
そ
れ
は
方
法
的
に
 

整
備
さ
れ
、
宗
教
的
行
法
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
ゆ
く
。
 主
 体
 に
積
み
重
な
っ
て
い
る
過
去
の
罪
業
は
、
い
わ
ば
 落
 書
き
で
汚
れ
た
紙
を
消
 

し
 ゴ
ム
で
消
す
よ
う
な
仕
方
で
改
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 こ
の
 ょ
う
 な
 戯
悔
 に
は
恐
怖
は
妨
げ
と
な
ら
な
い
 0
 む
 し
ろ
恐
怖
の
 ヱ
 ネ
ル
ギ
 

｜
は
 悔
恨
に
力
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
 

し
か
し
ま
た
、
親
鸞
の
悔
恨
の
見
方
は
仏
教
一
般
の
そ
れ
 と
は
異
な
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
彼
は
「
 浬
喋
 経
口
に
 あ
る
者
婆
の
言
葉
を
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な
く
、
親
鸞
の
意
図
的
な
除
去
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

信
 巻
の
引
用
文
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
た
 

阿
闇
 世
の
悔
恨
 に
は
滅
罪
の
働
ぎ
は
な
 

く
 、
そ
れ
 放
 こ
こ
に
は
「
改
め
」
の
契
機
は
な
い
。
 

従
 っ
て
そ
れ
は
行
と
は
な
り
得
な
い
。
尤
も
化
身
十
拳
に
訓
 

用
 さ
れ
て
い
る
善
導
の
 

「
往
生
礼
讃
 
L
 の
三
品
 俄
 悔
の
文
で
は
滅
罪
の
効
果
が
述
 
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
 

戦
 悔
は
直
ち
に
「
 無
 漸
無
塊
 の
こ
の
 身
 」
と
 

い
 う
 嘆
き
に
翻
る
と
思
わ
れ
る
。
我
々
の
な
し
 

ぅ
る
 限
り
 の
 悔
恨
に
は
、
親
鸞
は
滅
罪
を
認
め
て
い
な
い
と
 

見
倣
 し
て
よ
い
 0
 も
と
も
と
 

仏
教
的
な
滅
罪
の
機
能
は
悔
恨
作
用
そ
の
も
の
の
内
に
存
 

す
る
の
で
は
な
く
、
悔
恨
の
苦
悩
に
対
し
て
期
待
さ
れ
 

る
 効
能
に
す
ぎ
な
い
。
 

改
め
の
契
機
が
悔
い
に
お
い
て
本
質
的
で
あ
る
為
に
は
、
 

悔
や
ま
れ
る
 罪
 そ
の
も
の
が
そ
れ
が
罪
で
あ
る
こ
と
を
 

超
越
的
な
る
も
の
に
お
 

い
て
指
し
示
さ
れ
て
あ
る
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
な
げ
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
む
し
ろ
親
鸞
は
阿
 

闇
 世
に
お
 い
て
、
仏
教
的
土
壌
の
 

も
と
で
の
悔
恨
の
純
粋
な
姿
を
描
写
し
た
の
だ
と
言
っ
て
 

も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
改
め
の
契
機
の
な
い
悔
恨
は
一
途
 

な
 苦
悩
と
な
る
。
そ
こ
 

に
お
い
て
は
、
恐
怖
が
積
極
的
な
意
味
を
も
つ
こ
と
を
 

妨
 げ
る
も
の
は
何
も
な
い
。
 

題
 

そ
し
て
こ
の
 ょ
う
 な
悔
恨
の
性
格
を
熟
考
す
る
 
な
ら
ば
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
現
象
学
的
な
悔
恨
解
釈
に
対
し
 

て
一
つ
の
批
判
が
生
じ
て
く
 

呵
る
 

田
 

0
 シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
悔
恨
に
お
い
て
悔
恨
の
対
 

象
 と
な
る
行
為
の
意
味
内
容
、
価
値
内
容
を
変
更
す
る
こ
 

と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
 
そ
 

緊
 
悪
げ
 

な
こ
に
は
変
更
し
得
な
い
限
界
が
厳
然
と
存
在
し
て
 

悔
恨
に
含
ま
れ
る
想
起
は
過
去
の
事
実
を
心
的
に
 

 
 

  

 
 

ぬ
が
 自
ら
の
行
為
を
深
く
後
悔
し
、
そ
の
存
在
の
あ
 

り
 方
を
根
本
的
に
転
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
 

彼
が
父
王
を
死
に
至
ら
し
め
 

浄
 
た
の
が
事
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
取
り
返
し
の
つ
 

か
な
い
も
の
と
し
て
残
る
 
0
 こ
の
よ
う
な
事
実
性
を
ど
 
こ
ま
で
も
意
味
変
更
と
い
う
 37         

を
作
る
と
雄
も
、
 
後
 能
く
発
露
し
 、
 悔
し
 已
 り
て
 漸
塊
し
 て
 更
に
散
て
作
ら
ず
。
猶
し
濁
水
の
 、
 之
に
明
珠
を
置
 か
ば
、
 珠
の
威
力
を
以
 

（
 
リ
 
@
@
 

て
 、
 水
 即
ち
 清
と
 為
る
が
如
く
、
 
姻
 雲
 際
 れ
ば
、
 罪
 即
ち
 除
 滅
し
て
、
清
浄
な
る
こ
と
本
の
如
し
。
云
々
」
。
 

@
 
」
 れ
 は
 単
な
る
省
略
で
は
 

そ
の
ま
ま
全
部
引
用
し
て
は
い
な
い
ひ
引
用
さ
れ
て
い
な
 い
 部
分
で
は
盛
ん
に
 蛾
 悔
の
滅
罪
の
効
果
が
述
べ
 
ろ
 れ
て
い
る
 0
 「
先
に
悪
 



る を 悔 

やん 、徹底 尚 背負 

的 付 い で 

九 2 @ %   
逆 す し る 

乾 る か 現 
と と も 在 
な " 徹 の 
っ こ 底 自 
て の 的 弓 
い よ に へ 
ろ う 悔 の 

。 な 恨 肯 
釈 梅 す 定 
尊 限 る を 

背景 は事 に対 こと 

実 し も に 
性 て で 隠 
そ 釈 き し 
の 尊 な も 

も が い っ 

の 赤 目 て 
な す 己 ぃ 
否 教 の る 
定 え あ   
す の り 悔 
る 内 方 恨 

の では 容がは 、 つ 
あ 、 そ ね 

に布 る 。 悔恨 こに 

但 に 浮 徹 
し お び 底 
水 げ 上 に 
論 る が 終 

は 探 っ る 
悪 淵 て   

の 的 く 動 
問 な る か 
題 事 の し 
を 実 で 難 
専 性 あ @ く 

ら へ る ぜ決 
悪 め 。 @ 

の沈 自 潜 さ れ 
覚 に ナ ・ Ⅰ 

そ 対 過 
の す 去 

己
 否
定
的
な
作
用
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
こ
の
 日
 己
 否
定
性
は
本
質
的
に
不
完
全
で
あ
る
。
自
己
が
自
己
 の
 存
在
全
体
を
悔
や
む
 

こ
と
は
そ
の
構
造
に
お
い
て
不
可
能
で
あ
り
、
悪
し
き
 行
 為
 を
な
し
た
過
去
の
悪
し
き
自
己
の
あ
り
方
を
悔
や
む
 と
き
、
悔
恨
は
そ
れ
を
 

的
な
決
定
性
へ
と
ひ
た
す
ら
沈
潜
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
 ，
 」
の
沈
潜
は
悔
恨
と
い
う
作
用
の
空
し
さ
を
不
断
に
証
明
 
し
 続
け
る
。
悔
恨
は
自
 

で
 ぎ
な
く
な
る
経
験
で
あ
る
と
言
う
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
 何
 闇
 世
の
悔
恨
は
、
変
更
不
能
の
事
実
性
の
壁
に
阻
ま
れ
 、
既
往
の
行
為
の
絶
対
 

こ
の
と
 き
 、
 ヵ
ン
ト
 が
、
な
し
た
行
為
を
な
さ
な
か
っ
た
 こ
と
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
故
に
悔
恨
は
実
践
的
に
 空
虚
で
あ
る
と
 見
倣
 

（
 
リ
ト
 

-
 

し
た
こ
と
が
、
非
常
な
重
み
を
も
っ
て
迫
っ
て
く
る
。
 悔
 恨
 は
む
し
ろ
、
意
味
統
一
、
価
値
統
一
、
作
用
統
一
が
 破
綻
し
、
統
一
を
保
持
 

用
 は
そ
の
究
極
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
 ュ
 な
作
用
へ
と
転
倒
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
 

意
志
す
る
と
い
う
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
作
用
と
な
る
。
 悔
 恨
を
意
味
内
容
・
価
値
内
容
の
変
更
と
見
敬
す
限
り
、
 こ
の
倫
理
的
宗
教
的
作
 

仕
方
で
超
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
想
起
に
お
い
て
 同
時
に
事
実
形
成
の
力
を
も
っ
創
造
的
意
志
を
過
去
の
 行
為
・
状
態
に
向
か
っ
 

て
 働
か
せ
得
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
 ニ
｜
 チ
ヱ
 が
日
こ
の
よ
う
に
ツ
ァ
ラ
 ト
 ク
ス
ト
ラ
は
語
っ
た
 
ヒ
 の
中
で
述
べ
て
い
る
 

よ
う
な
意
志
で
あ
る
。
「
人
間
に
お
け
る
過
ぎ
去
っ
た
こ
 
と
を
救
済
し
、
一
切
の
 "
 か
く
あ
っ
た
 
"
 を
根
木
か
ら
 造
 り
か
え
て
、
つ
い
に
 

意
志
を
し
て
 "
 し
か
し
か
く
あ
る
こ
と
を
私
は
欲
し
た
の
 だ
 /
.
 か
く
あ
る
こ
と
を
私
は
欲
す
る
で
あ
ろ
う
 

"
 と
 語
る
に
至
ら
せ
る
 

こ
と
、
 /
 
 

こ
れ
を
私
は
彼
ら
に
向
か
っ
て
救
済
の
名
 で
 呼
ん
だ
 0
 こ
れ
の
み
を
救
済
の
名
で
呼
ぶ
よ
 う
、
私
 は
 彼
ら
に
教
え
た
。
 

@
 
は
 -
 

１
１
１
１
」
こ
の
よ
う
な
意
志
は
過
去
へ
の
全
き
肯
定
 と
し
て
し
か
あ
り
え
な
い
の
で
、
そ
れ
は
既
往
の
悪
な
る
 行
為
を
自
ら
肯
定
的
に
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浄土教における 悪の問題 

を 異 
経 貫 こ 

験 の の 
す も 地 
る の 獄 
箸 で 心 四 
で あ 定 
あ る の 
る 。 信 

善 
悪   

で お 道 
あ げ 徳 
る る の 

ぅ 道 断 
と 徳 念 
す の は 
る 限   
宝 界 神 
体 を に 
は 初 対 
如 め す 
何 に る 
に 述 罪 
し べ の 

て た 自 
も が 覚 
道   Ⅴ @ し 

徳 キ お 
的 り げ 
で ス る 

あ り ト 数通 " 
得 に 徳 
な お 的 
い い で 

自 て あ 
已 も ろ 
に 大 う 

気 間 と 

づ の す 
い 遣 る 
て 徳 " 
結 約 努 
望 あ カ 
せ り の 

ざ 方 挫 
る alT  折 
を 限 と 

得 男 は 
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れ 
て 

い 

る 

も
の
の
方
向
か
ら
考
察
す
る
も
の
 

こ
と
は
控
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

さ
て
以
上
に
お
い
て
、
悔
恨
と
 

価
と
悔
恨
の
い
ず
れ
の
う
ち
に
も
 

あ
る
悪
と
、
恐
怖
の
対
象
で
あ
る
 

は
将
来
へ
と
向
か
う
も
の
で
あ
り
 

相
互
に
牽
引
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
 

素
に
よ
っ
て
、
宗
教
的
な
悪
の
自
 

同
 闇
 世
の
悔
恨
に
お
い
て
我
々
 

凝
視
が
徹
底
さ
れ
、
そ
こ
に
お
 い
 

い
 う
 確
信
を
結
晶
さ
せ
る
過
程
で
 で

あ
り
、
救
済
の
方
向
か
ら
の
照
明
に
は
立
ち
入
ら
な
い
 故
に
、
こ
の
両
者
の
関
係
も
こ
こ
で
論
ず
る
 

恐
怖
が
相
互
に
関
係
し
深
め
あ
 ぅ
 こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
 い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
 0
 し
か
し
 恐
 

相
互
の
関
係
を
必
然
的
な
も
の
と
す
る
契
機
は
な
い
。
 両
 者
を
関
係
せ
し
め
る
の
は
、
悔
恨
の
対
象
で
 

苦
 と
の
因
果
の
関
係
で
あ
る
。
悔
恨
は
過
去
へ
と
向
か
う
 も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
地
獄
へ
の
恐
怖
 

、
両
者
の
間
に
は
悪
因
苦
果
と
い
う
因
果
応
報
の
関
係
が
 張
り
渡
さ
れ
て
い
る
 0
 こ
の
関
係
に
よ
っ
て
 

て
 、
道
徳
的
悪
の
自
覚
は
質
的
転
換
を
惹
 ぎ
 起
す
。
因
果
 と
い
う
、
こ
の
純
粋
に
は
道
徳
的
で
な
い
 要
 

寛
 が
開
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

が
 読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
地
獄
へ
の
恐
怖
に
 

て
そ
の
行
為
の
変
更
不
可
能
性
が
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
 

促
さ
れ
て
自
己
の
行
為
の
変
更
不
可
能
性
へ
の
 

の
 決
定
性
へ
と
転
換
し
、
「
地
獄
必
定
」
と
 

あ
る
。
こ
の
信
は
自
己
の
悪
の
証
し
を
信
ず
る
こ
と
で
あ
 る
 。
こ
こ
に
は
道
徳
の
放
棄
・
断
念
が
含
ま
 



に
つ
い
て
の
下
 

家
 キ
エ
 ル
 ケ
ゴ
 

思
わ
れ
る
。
 
キ
 

て
キ
ヱ
ル
ケ
ゴ
 

「
（
過
去
の
悪
と
 

は
倫
理
的
領
域
 

り
 彼
に
お
い
て
 

え
ら
れ
る
 0
 第
 

ヱ
ル
ケ
 ゴ
ー
ル
 

こ
と
が
で
き
る
 

他
方
、
仏
教
 

律
も
放
棄
さ
れ
 

し
な
い
。
 無
戒
 

て
も
て
存
知
 せ
 

り
た
る
に
て
も
 動

の
知
が
神
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
そ
の
 

根
 拠
 を
も
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
 

0
 但
し
キ
リ
ス
ト
 

教
 思
想
 

｜
か
 
は
こ
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
た
道
徳
に
対
し
て
、
 

い
 わ
ば
信
仰
が
食
わ
れ
て
し
ま
う
危
険
を
察
知
し
て
い
る
 

よ
 う
 に
 

リ
ス
ト
 
教
 倫
理
は
そ
の
究
極
性
の
故
に
、
信
仰
を
必
要
と
 

し
な
い
自
足
的
な
も
の
と
な
る
可
能
性
に
脅
か
さ
れ
る
 

。
従
っ
 

 
 
か
め
 
倫
理
的
な
も
の
の
超
克
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
り
 

深
 ぃ
 自
己
否
定
的
展
開
と
な
る
と
言
え
よ
う
。
彼
は
悔
恨
 

ワ
 
@
 
し
ス
 

（
Ⅳ
 

@
 

の
 ）
和
解
の
表
現
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
絶
対
的
な
芳
和
 

解
の
表
現
」
で
あ
る
と
い
う
二
重
性
を
認
め
る
 

0
 こ
の
 二
重
性
 

の
 自
己
矛
盾
を
さ
し
示
し
、
そ
こ
に
宗
教
的
実
存
へ
の
 

転
 回
の
必
然
性
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
 

o
 つ
ま
 

悔
恨
は
倫
理
性
が
そ
れ
自
身
、
弁
証
法
的
な
運
動
を
展
 

聞
 す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
に
生
ま
れ
変
わ
る
過
程
で
あ
 

る
と
 
考
 

一
 倫
理
学
が
破
綻
し
た
と
こ
ろ
で
、
第
二
倫
理
学
が
信
仰
 

の
 倫
理
学
と
し
て
建
設
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
 

る
 。
 キ
 

の
 思
想
の
う
ち
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
思
索
の
本
質
に
含
 

ま
れ
る
宗
教
と
倫
理
の
一
体
化
し
た
交
互
的
運
動
を
読
 

み
と
る
 

 
 

 
 

 
 

@
B
@
 

て
し
ま
う
。
末
法
の
中
で
は
「
破
戒
」
で
は
な
く
「
 

無
戒
 
」
と
さ
れ
る
。
 

無
 戒
は
決
し
て
倫
理
学
上
の
相
対
主
義
 

を
 意
味
 

は
 親
鸞
に
お
い
て
、
道
徳
に
つ
い
て
の
無
知
の
出
旦
日
と
し
 

て
 積
極
的
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
「
善
悪
の
ふ
た
り
 

、
 総
じ
 

あ
ら
め
、
如
来
の
あ
し
 

と
お
ぽ
 
し
め
す
ほ
ど
に
、
し
り
と
 

ほ
 し
た
ら
ば
こ
そ
、
あ
し
さ
を
し
り
た
る
に
て
も
あ
ら
 

め
ど
、
 

な
い
。
但
し
そ
こ
で
有
限
で
あ
る
の
は
人
間
的
主
体
で
あ
 っ
て
道
徳
そ
の
も
の
で
は
な
い
 
0
 
道
徳
そ
の
も
の
が
 無
 限
な
も
の
を
内
包
し
て
 

 
 

 
 

い
る
が
故
に
、
そ
れ
に
面
す
る
こ
と
に
お
い
て
人
間
の
有
 眠
性
が
顕
わ
に
な
る
 0
 
パ
ウ
ロ
の
「
わ
た
し
の
欲
し
て
 い
る
善
は
し
な
い
で
、
 

 
 

 
 

（
№
 
@
 

 
 

欲
し
て
い
な
い
悪
は
こ
れ
を
行
っ
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
 は
そ
の
嘆
き
で
あ
る
 0
 
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
道
徳
は
律
 法
 と
い
う
仕
方
で
善
悪
 



浄土教における 悪の間 題 

く 言 差 恨 異 
。 つ し の 紗 さ 

そ て は 眼 口 て 
し 当 そ 差 に 因 
て 然 の し お 果 
そ な 悪 は け の 
の の し 父 る 居 、 
果 で ぎ 親 親 想 
で あ 行 殺 鸞 が 

あ っ 為 書 の 浄 
る て 以 と 西 土 
苦 、 前 ぃ 異 数 
染 葉 の う と に 
の は 通 過 宿 お 
状 善 夫 妻 業 げ 
態 ・ に の の る 

は 悪 逆 悪 恩 恵 
無 ・ る し 想 の 

言己 央寺 こ き は 自 
で 記 と 行 伍 覚 
あ と は 恭 毅 を 
つ い な に 一 独 

て う い 向 股 自 なも 、そ 三つ そ 力 し のそ 

れ に ね 、 ね め 

に 分 は そ と に 
め や し 

つ い げ「 ら困惑 やて 
て れ 景 業 果 ぃ 
善 、 善 が な る 

と そ 悪 将 る こ 
か の 、 来 こ と 

悪 う 果 も と が 
と ち 是 た が 既 に明 かは 善業 無記 らす 指摘 

言 と 」 果 さ ら 
わ 悪 と 報 れ か 
れ 美 い せ て に 
な め ぅ 恐 い一な っこ 仏教れるみが る 。 2- ナ 

道 因 一 の 例 わ 
徳 と 般 で え げ   
i@   
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五
善
悪
と
苦
 

と 尚 的 な て   土 仏 煩 
  に 流 い そ 教 の 悩 

具
足
の
凡
夫
、
火
宅
無
常
の
世
界
は
 、
よ
る
 づ
の
こ
と
、
 
み
 な
も
て
そ
ら
ご
と
、
た
わ
ご
と
、
ま
こ
と
あ
る
こ
と
 な
ぎ
に
、
た
ど
 
念
 

 
 

み
ぞ
 ま
こ
と
に
て
お
は
し
ま
す
」
。
道
徳
そ
の
も
の
の
 

眼
 界
が
 善
悪
を
判
断
す
る
自
己
の
限
界
で
あ
る
と
い
う
そ
 ，
 
」
に
お
い
て
、
 
浄
 

の
道
徳
は
棄
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

し
て
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
べ
 き
 こ
と
は
、
こ
の
日
歎
異
 抄
 し
の
一
節
で
は
善
悪
の
問
題
が
「
無
常
」
と
い
う
問
題
 と
 重
ね
 ム
ロ
 
わ
さ
れ
 

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
善
悪
が
苦
楽
と
相
関
的
 な
 概
念
で
あ
る
こ
と
か
ら
当
然
、
導
き
出
さ
れ
る
。
 苦
 楽
 禍
福
は
時
間
的
 

れ
の
中
で
転
変
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
 善
亜
 ゅ
 も
ま
た
転
変
す
る
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
仏
教
的
な
意
味
 で
の
善
悪
は
本
質
 

無
常
の
相
を
有
し
て
い
る
。
道
徳
は
、
因
果
応
報
、
業
、
 輪
廻
の
思
想
と
と
も
に
生
死
の
世
界
に
組
み
込
ま
れ
て
 い
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
無
常
と
い
う
側
面
は
阿
 闇
 世
の
物
語
で
言
え
ば
、
 
釈
 尊
の
説
法
の
中
で
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
無
常
 の
 覚
知
に
基
づ
く
 

 
 

ろ
の
道
徳
の
断
念
は
、
積
極
的
な
決
断
で
あ
る
が
故
に
 、
 道
徳
性
そ
の
も
の
の
う
ち
に
取
り
戻
さ
れ
る
こ
と
は
な
  
 



の
 因
果
関
係
は
 
、
ァ
ビ
 ダ
ル
マ
以
来
の
表
現
を
借
り
れ
ば
 、
異
熟
田
・
異
熟
果
の
関
係
で
あ
る
。
 

し
か
る
に
 
円
 歎
異
鈴
口
で
は
、
現
在
我
々
の
な
す
善
悪
の
 行
為
が
過
去
の
宿
業
の
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
説
か
 れ
て
い
る
。
こ
れ
は
 

宿
命
論
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
そ
こ
に
出
て
く
る
 0
 し
か
 し
こ
の
「
歎
異
 抄
ヒ
 第
十
三
条
の
記
述
を
よ
く
見
る
と
 、
唯
円
は
「
 ょ
き
 こ
 %
 

ろ
の
お
こ
る
も
、
宿
善
の
も
よ
 ほ
す
ゆ
へ
 な
り
。
悪
事
の
 
お
 も
は
れ
せ
ら
る
 ム
 も
、
悪
業
の
は
か
ら
ふ
 め
へ
 な
り
 」
と
述
べ
て
、
因
も
果
 

も
 共
に
道
徳
的
性
格
を
も
つ
善
悪
の
行
為
と
し
て
捉
え
て
 い
る
が
、
親
鸞
自
身
が
現
在
の
善
悪
の
ふ
る
ま
い
と
し
 て
 実
際
に
重
点
を
お
い
 

て
 論
じ
て
い
る
も
の
は
「
 ぅ
 み
か
わ
に
、
 
あ
 み
を
ひ
き
、
 
つ
り
を
し
て
、
世
を
わ
た
る
」
こ
と
や
「
 野
 や
ま
に
、
 
し
ュ
 を
か
り
、
と
り
を
 

と
り
て
、
い
の
ち
を
つ
ぐ
」
こ
と
や
「
あ
き
な
ひ
を
も
し
 、
田
畠
を
つ
く
り
て
す
ぐ
る
」
と
い
っ
た
職
業
的
あ
り
 方
 に
関
わ
る
善
悪
で
あ
 

る
 0
 生
産
力
の
貧
し
い
中
世
日
本
で
ほ
職
業
は
世
襲
の
傾
 向
 が
強
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
特
に
下
層
社
会
の
人
々
 に
と
っ
て
は
、
職
業
を
 

選
択
す
る
自
由
は
殆
ど
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
各
人
の
生
 業
は
各
人
に
与
え
ら
れ
た
境
遇
と
い
う
性
格
が
強
い
。
 そ
の
与
え
ら
れ
た
境
遇
 

が
 既
に
悪
を
な
す
こ
と
を
不
可
避
の
も
の
と
し
て
予
定
し
 て
い
る
 0
 こ
れ
は
既
に
道
徳
的
行
為
の
問
題
で
は
な
い
 。
そ
れ
ぞ
れ
の
生
業
と
 

不
可
分
に
結
び
つ
い
た
悪
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
生
き
る
 と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
の
根
底
に
潜
む
悪
を
凝
視
さ
せ
 る
に
至
る
。
無
論
親
鸞
 

は
 道
徳
的
善
悪
を
排
除
し
て
は
い
な
い
が
、
そ
れ
は
っ
 ね
 に
こ
の
 ょ
 5
 な
生
そ
の
も
の
の
あ
り
方
と
し
て
の
 悪
か
 ら
見
ら
れ
る
。
こ
こ
 

に
 、
善
因
善
果
、
悪
因
悪
果
と
い
う
同
類
 因
 ・
 等
流
果
の
 形
態
の
応
報
思
想
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
 0
 こ
こ
で
の
 親
鸞
の
善
悪
の
概
念
 

は
、
 好
ま
し
い
境
遇
（
 楽
 ）
・
好
ま
し
く
な
い
境
遇
（
 
苦
 ）
と
い
う
観
念
を
含
み
込
ん
だ
も
の
と
な
っ
て
い
る
 0
 叢
 量
 心
は
単
に
苦
楽
と
の
 

相
関
関
係
の
一
方
の
極
を
指
す
名
称
で
は
な
く
、
そ
の
 関
 係
の
全
体
を
も
指
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
 善
 悪
は
道
徳
だ
け
で
な
 

く
 、
人
間
存
在
の
あ
ら
ゆ
る
相
を
捉
え
得
る
概
念
へ
と
 拡
 太
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

こ
の
因
果
思
想
を
阿
 闇
 世
の
物
語
の
中
で
も
う
一
度
者
，
 
え
 て
み
よ
う
。
 
阿
闇
 世
は
自
ら
の
悪
業
に
苦
し
み
そ
の
 果
 報
を
恐
れ
る
わ
け
で
 

あ
る
が
、
彼
に
対
す
る
釈
尊
の
説
法
の
中
で
も
う
一
つ
の
 業
報
の
関
係
が
語
ら
れ
る
。
即
ち
文
王
頻
婆
娑
羅
の
業
 報
 で
あ
る
。
彼
が
息
子
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た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
 0
 し
か
し
、
自
己
の
ゆ
き
 つ
 く
 先
が
地
獄
以
外
に
な
い
な
ら
ば
、
究
極
的
に
は
こ
れ
 は
 悪
の
可
能
性
で
し
か
 

な
い
。
親
鸞
の
決
定
論
は
自
己
の
可
能
的
悪
む
の
ぞ
き
 込
 み
、
自
己
の
存
在
が
既
に
決
定
さ
れ
て
あ
る
と
い
う
こ
 と
の
確
認
と
、
決
定
さ
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 ，

と
こ
ろ
に
成
立
す
る
と
言
 

ぉ
 

う
 よ
り
、
自
己
の
善
の
 

可
能
性
、
悪
の
可
能
性
を
自
己
に
と
っ
て
見
渡
す
こ
の
と
 で
き
な
い
時
間
へ
と
投
影
し
）
 

 
 

 
 

 
 

に
 殺
さ
れ
る
と
い
う
出
来
事
は
苦
で
あ
り
果
報
で
あ
る
か
 ら
 、
そ
の
果
を
引
く
因
が
そ
れ
以
前
の
頻
婆
娑
羅
の
悪
 業
 に
求
め
ら
れ
る
。
 
そ
 

れ
は
か
つ
て
彼
が
狩
り
の
帰
途
に
仙
人
を
殺
し
た
と
い
う
 行
為
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
 

阿
闇
 世
の
頻
婆
娑
羅
殺
害
 と
い
う
出
来
事
は
阿
 闇
 

世
の
側
か
ら
は
 因
 と
し
て
見
ら
れ
、
頻
婆
娑
羅
の
側
か
ら
 は
 果
と
し
て
見
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
出
来
事
は
 一
方
で
は
将
来
へ
と
 
展
 

聞
 し
、
他
方
で
は
過
去
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
。
こ
の
出
来
 事
は
因
果
連
鎖
の
繋
ぎ
目
を
な
し
て
い
る
。
道
徳
的
 因
 果
律
 は
こ
の
鎖
の
一
つ
 

の
輪
 だ
け
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
 0
 し
か
し
 阿
 闇
世
が
 釈
尊
に
よ
っ
て
頻
婆
娑
羅
の
業
報
を
知
ら
さ
れ
 、
因
果
が
連
鎖
と
し
て
 

明
ら
か
に
な
る
と
き
、
因
果
応
報
の
思
想
は
こ
の
世
に
生
 げ
る
も
の
の
真
実
相
に
関
わ
る
新
し
い
意
味
を
も
っ
て
 く
る
。
同
時
に
善
悪
の
 

概
念
も
道
徳
的
意
味
に
は
お
さ
ま
り
ぎ
ら
な
く
な
っ
て
く
 る
 。
「
歎
異
 抄
口
 に
お
け
る
親
鸞
の
因
果
の
思
想
は
 、
，
 」
の
連
鎖
の
視
点
に
立
 

っ
 も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
 

こ
の
親
月
の
因
果
の
思
想
が
全
く
の
決
定
論
で
あ
る
 ょ
 5
 に
 見
え
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
決
定
論
が
 批
判
さ
れ
る
べ
 
き
 で
 

あ
る
の
は
、
そ
れ
が
一
つ
の
形
而
上
学
的
主
張
と
し
て
 自
 由
 と
の
二
律
背
反
的
構
造
の
も
と
に
お
か
れ
る
と
き
で
 あ
る
。
宗
教
的
決
断
と
 

し
て
の
道
徳
の
断
念
の
も
と
で
は
、
そ
の
批
判
は
意
味
を
 も
た
な
い
。
 
親
 肱
の
決
定
論
に
お
い
て
眺
め
や
ら
れ
て
 い
る
の
は
、
連
綿
と
 果
 

て
し
な
く
遡
る
自
己
の
過
去
世
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
 自
己
が
何
を
な
し
て
き
た
か
は
全
く
知
ら
れ
な
い
。
 そ
 れ
は
、
そ
れ
に
対
し
て
 

題
 

自
己
が
責
任
を
負
い
き
れ
る
よ
う
な
も
の
で
な
い
 に
も
拘
ら
ず
、
恐
る
べ
き
 力
 で
自
己
を
規
定
す
る
闇
の
部
 命
 で
あ
る
 0
 こ
の
問
題
を
 
キ
 

坦
 
昂
 

 
 

す
く
い
と
っ
た
の
が
、
カ
ン
ト
の
根
元
悪
の
思
想
で
あ
る
 と
 考
え
ら
れ
る
 0
 た
だ
、
 輪
 

化
 

廻
に
お
け
る
過
去
世
は
無
始
で
あ
り
、
は
る
か
に
 混
沌
と
し
た
様
相
を
も
っ
て
い
る
。
過
去
世
は
自
己
の
悪
 の
時
間
的
根
源
を
求
め
た
 



仏
教
に
お
い
て
悪
を
問
題
と
す
る
こ
と
は
、
悪
と
苦
の
相
 関
関
係
を
問
題
の
場
と
す
る
こ
と
で
あ
る
 

と
苦
 と
の
因
果
的
関
係
が
生
死
出
離
と
い
う
仏
教
の
根
本
 問
題
を
追
究
す
る
場
と
な
っ
て
い
る
と
認
め
 

悔
恨
と
恐
怖
と
の
相
互
的
な
働
 き
 合
い
の
中
で
悪
の
自
 寛
 が
深
め
ら
れ
る
と
き
、
 
苦
 と
い
う
問
題
は
 

が
 、
地
獄
は
固
有
の
苦
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
即
ち
 、
 地
獄
は
想
像
さ
れ
得
る
限
り
、
最
大
の
苦
の
 

が
 経
験
し
て
い
る
苦
は
っ
 ね
 に
ま
だ
悪
の
帰
結
と
し
て
は
 不
十
分
で
あ
る
。
ま
だ
経
験
し
て
い
な
い
と
 

た
 苦
を
超
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
が
、
果
報
と
し
て
の
 地
獄
の
苦
の
性
格
に
属
し
て
い
る
 0
 地
獄
に
 

く
 所
以
で
あ
る
 0
 そ
し
て
そ
の
よ
う
な
地
獄
は
悪
の
自
覚
 の
う
ち
に
将
来
的
な
音
と
し
て
先
取
り
さ
れ
 

と
い
う
悪
の
究
極
的
自
覚
に
お
い
て
、
地
獄
と
い
う
事
象
 ほ
 単
に
来
世
の
生
の
あ
り
方
を
指
す
だ
け
で
 

で
あ
る
と
こ
ろ
の
浄
土
に
対
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
 0
 つ
 ま
り
地
獄
必
定
の
信
は
、
仏
教
の
究
極
目
的
 

不
可
能
で
あ
る
と
い
う
確
信
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
、
 浬
 架
 と
の
関
係
に
お
い
て
自
己
が
絶
対
に
悪
で
 

て
浬
某
 と
の
関
係
で
真
に
 善
 と
言
い
得
る
も
の
は
浄
土
教
 で
は
念
仏
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 

0
 こ
こ
で
、
浄
土
教
に
お
い
て
悪
 

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

地
獄
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
 

世
界
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
自
己
 

い
う
こ
と
と
、
こ
れ
ま
で
経
験
し
 

は
感
情
と
し
て
は
恐
怖
が
結
び
つ
 

て
あ
る
。
そ
し
て
「
地
獄
必
定
」
 

な
く
、
そ
こ
へ
の
往
生
が
即
成
仏
 

た
る
 浬
葉
 に
至
る
こ
と
が
絶
対
に
 

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 0
 そ
し
 

人
悪
の
自
覚
に
お
け
る
時
の
問
題
 

れ
て
あ
る
存
在
が
自
己
で
あ
る
と
い
う
決
断
と
を
遂
行
す
 る
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
 0
 そ
し
て
こ
の
決
定
論
 を
 独
自
な
も
の
に
し
て
 

い
る
の
は
、
こ
れ
が
、
善
悪
は
無
常
で
あ
る
と
い
う
洞
察
 と
 直
ち
に
ひ
と
つ
に
結
び
つ
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
 そ
 こ
に
お
い
て
、
親
鸞
が
 

（
か
り
 

-
 

「
 
倉
損
邪
偽
 好
評
百
端
に
し
て
悪
性
 侵
め
 難
し
、
事
、
 
蛇
 蝿
に
 同
じ
」
と
舌
口
 ぅ
 と
ぎ
問
題
と
し
て
い
る
事
柄
は
 、
釈
 尊
 以
来
、
人
の
生
の
 

有
様
は
苦
で
あ
る
と
い
う
仕
方
で
論
ぜ
ら
れ
て
ぎ
た
事
柄
 と
き
わ
め
て
近
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
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従
っ
て
地
獄
必
定
の
信
が
成
立
す
る
そ
こ
に
お
い
て
、
 苦
 楽
 と
の
相
関
性
の
も
と
で
見
ら
れ
た
善
悪
の
概
念
が
 、
 往
生
と
の
相
関
性
の
 

も
と
で
見
ら
れ
た
善
悪
の
概
念
へ
と
質
的
に
転
換
す
る
と
 考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
悪
の
自
覚
そ
の
も
の
の
質
的
 転
 換
 に
伴
 う
 も
の
で
あ
 

り
、
 更
に
こ
れ
ら
の
転
換
の
媒
介
と
な
っ
て
い
る
地
獄
 と
 い
 う
 表
象
の
質
的
転
換
が
そ
こ
で
同
時
に
生
起
し
て
い
 る
と
 見
倣
し
 得
る
。
 つ
 

ま
り
地
獄
は
来
世
の
苦
痛
・
禍
を
象
徴
す
る
も
の
か
ら
、
 往
生
・
成
仏
の
絶
対
的
不
可
能
性
を
象
徴
す
る
も
の
と
 な
る
。
こ
の
と
ぎ
地
獄
 

の
 将
来
性
は
来
世
、
死
後
の
世
界
と
し
て
の
将
来
性
で
は
 な
く
、
地
獄
行
き
が
必
定
で
あ
る
と
い
う
そ
の
現
在
に
 お
 げ
る
現
在
そ
の
も
の
 

で
あ
る
関
係
性
の
も
と
で
の
将
来
性
へ
と
変
質
し
て
い
る
 。
そ
れ
は
悪
と
い
う
現
在
に
根
源
的
に
隠
さ
れ
て
い
る
 将
来
性
で
あ
る
 0
 こ
の
 

こ
と
は
、
地
獄
必
定
と
い
う
こ
と
が
「
地
獄
し
と
「
必
定
 」
と
に
 分
 げ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ひ
と
続
き
の
も
 の
と
し
て
地
獄
へ
の
 関
 

係
性
 そ
の
も
の
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
 か
に
す
る
 0
 

こ
の
よ
う
に
地
獄
へ
の
関
係
が
究
極
化
さ
れ
る
と
 き
 、
 地
 獄
は
我
々
に
現
在
的
な
相
を
も
っ
て
迫
っ
て
く
る
と
 @
 
ニ
 
ロ
 え
る
 0
 但
し
こ
の
 親
 

在
性
 は
ど
こ
ま
で
も
悪
の
自
覚
に
お
い
て
先
取
さ
れ
た
 将
 来
 的
な
苦
の
成
熟
と
し
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
 地
 獄
 が
全
 き
 意
味
で
現
在
 

化
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
も
は
や
地
獄
で
は
な
く
、
 そ
 @
 
」
に
お
け
る
苦
は
悪
と
の
関
係
を
失
っ
た
 苦
 と
な
る
。
 悪
 と
 苦
の
時
的
関
係
が
悪
 

の
 自
覚
の
中
で
開
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
は
そ
こ
に
あ
 る
 。
 悪
 と
地
獄
と
い
う
二
つ
の
極
に
張
り
渡
さ
れ
た
 緊
 迫
 し
た
限
定
さ
れ
た
 時
 

題
が
 、
宗
教
的
実
存
の
時
的
あ
り
方
と
し
て
開
き
出
 さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
浄
土
教
の
ひ
と
つ
の
特
色
が
あ
る
と
 舌
口
え
よ
 
う
 0
 そ
し
て
、
 @
 
し
か
り
 

げ
 
惑
回
よ
う
な
時
的
あ
り
方
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
将
来
か
 

困
 
る
右
 」
と
呼
ん
で
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
 0
 ハ
イ
デ
 

 
 

 
 

@
 
花
 @
 

 
 

今
 に
開
示
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
「
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
 し
 」
の
地
獄
に
関
わ
る
こ
と
 

 
 

技
 
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
。
但
し
、
こ
の
地
獄
 と
 の
 関
係
に
お
い
て
も
そ
こ
に
限
定
さ
れ
た
特
性
は
ど
こ
ま
 で
も
輪
廻
の
円
環
的
時
間
の
 

浄
 

中
で
成
立
す
る
と
い
う
特
質
を
も
っ
て
お
り
、
ま
た
「
 地
 獄
へ
の
 有
 」
は
宗
教
的
 信
 と
し
て
成
立
す
る
と
い
う
 点
 で
 「
死
へ
の
 
有
 」
と
は
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教
的
 歴
史
性
を
原
初
的
な
仕
方
で
内
包
す
る
。
既
述
の
 ょ
 う
 に
、
悔
恨
は
絶
対
的
に
変
更
不
可
能
な
事
実
性
に
つ
 き
当
 る
こ
と
に
な
る
 

が
、
 悪
は
、
輪
廻
の
時
間
に
お
い
て
流
れ
去
り
消
滅
す
る
 諸
々
の
存
在
事
象
の
中
で
そ
れ
自
身
は
流
れ
去
る
こ
と
 の
な
い
定
点
と
な
り
う
 

る
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
定
点
は
将
来
へ
の
関
係
性
を
 本
質
的
に
含
ん
で
い
る
。
こ
の
点
を
支
点
と
し
て
、
 過
 去
の
行
為
、
出
来
事
に
 

迫
ら
れ
る
仕
方
で
、
現
在
の
自
己
存
在
の
意
味
が
問
わ
 れ
る
と
い
う
こ
と
が
成
立
し
 ぅ
る
 。
自
己
存
在
の
意
味
を
 問
う
と
い
う
働
き
は
、
 

一
切
の
経
験
の
終
結
を
見
通
す
と
い
 

5
 働
 き
 方
に
お
い
て
 
ひ
と
つ
の
極
点
に
達
す
る
 0
 そ
こ
で
初
め
て
こ
の
問
い
 が
 充
実
を
も
ち
さ
る
か
 

ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
に
お
い
て
過
去
は
 、
そ
 の
 意
味
を
問
わ
れ
る
も
の
、
解
釈
を
待
つ
も
の
と
し
て
 あ
る
の
で
は
な
く
、
 
私
 

の
 存
在
の
意
味
を
問
い
迫
る
も
の
、
解
釈
を
強
い
る
も
の
 と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
悪
は
そ
れ
自
体
、
い
わ
ば
ひ
と
 つ
の
問
い
で
あ
り
、
 
そ
 

の
 救
済
と
い
う
こ
と
が
そ
こ
で
問
わ
れ
る
も
の
と
し
て
 隠
 さ
れ
て
い
る
 0
 仏
教
で
は
そ
の
救
い
は
、
仏
の
教
え
た
 真
理
に
出
会
う
こ
と
に
 

他
な
ら
な
い
。
 

こ
こ
で
見
出
さ
れ
る
過
去
と
の
関
わ
り
方
は
、
正
像
末
の
 歴
史
観
に
お
い
て
歴
史
理
解
と
し
て
の
具
体
的
な
形
を
 と
る
。
正
像
末
の
三
 

時
の
思
想
は
元
来
は
法
滅
の
予
言
と
い
う
性
格
を
根
幹
 と
 す
る
も
の
で
あ
り
、
釈
尊
入
滅
を
原
点
と
す
る
歴
史
観
 と
し
て
発
動
す
る
の
は
 

南
北
朝
か
ら
晴
の
時
代
の
中
国
に
お
い
て
で
あ
る
と
 考
，
 ぇ
 ら
れ
る
。
北
魏
太
武
帝
、
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仏
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仏
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落
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っ
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仏
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史
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史
 

性
を
開
花
さ
せ
得
る
の
で
あ
る
。
末
法
の
自
覚
は
歴
史
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史
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史
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史
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。
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）
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で
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 Ⅰ
の
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巨
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Ⅰ
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Ⅰ
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円
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 Ⅰ
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-
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榛
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岸
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 Ⅰ
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ロ
 
で
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仁
 
-
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コ
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の
 

紹
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圧
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ヰ
 
す
の
仲
づ
㏄
 

田
す
ひ
 

内
曲
 
仲
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，
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ヨ
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コ
ぎ
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オ
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圭
 
0
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ぎ
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オ
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せ
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オ
ぺ
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曲
ま
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 Ⅰ
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Ⅰ
 

ア
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 Ⅱ
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ア
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オ
ひ
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P
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P
 
 
の
 P
 目
 の
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の
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づ
ひ
 
Ⅱ
 
串
叫
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曲
 Ⅰ
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・
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ゴ
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Ⅱ
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式
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巨
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・
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 Ⅰ
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ヴ
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由
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 Ⅰ
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 Ⅰ
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タ
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蒜
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ぎ
円
ア
 9
 億
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の
養
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セ
ど
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q
 
巨
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の
 
で
オ
 
の
Ⅰ
の
㏄
 

韻
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 片
の
 
コ
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の
二
つ
 

お
ヨ
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コ
 
Ⅰ
で
の
「
（
の
 

ゑ
の
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ミ
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オ
 
（
の
 
コ
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・
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ヴ
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（
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づ
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Ⅰ
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付
 
l
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し
）
 

 
 

ノ
一
 ベ
ル
は
「
金
光
明
経
」
の
校
訂
 梵
 本
を
世
に
問
う
た
 後
も
、
 同
 網
の
梵
文
蔵
 譚
 校
訂
本
及
び
 藏
譚
 語
辞
典
、
 
さ
ら
に
義
浄
 漢
翠
の
 

 
 

%
 謹
と
 

2
 
2
@
0
-
 

義
浄
 詳
に
基
く
 漢
文
蔵
譚
の
校
訂
本
を
逐
次
刊
 付
 し
て
い
つ
た
が
、
自
ら
の
校
定
に
な
る
梵
文
全
テ
キ
ス
 ト
を
 駄
文
に
謁
し
出
す
）
 

 
 

 
 

 
 

こ
と
は
つ
ひ
に
な
さ
な
 力
 
@
 
 
つ
た
そ
れ
ゆ
 

-
l
@
2
 
 

。
、
 
ゑ
 

か
れ
が
、
 
こ
の
授
記
 品
 な
か
ん
づ
く
そ
の
内
の
今
掲
げ
た
 @
 部
分
 を
い
か
に
 解
澤
 し
て
 ゐ
 

た
の
か
と
い
ふ
こ
と
は
、
か
れ
が
序
論
に
な
し
た
 同
品
内
 

っ
て
推
し
測
る
ほ
 
か
は
な
い
 0
 し
か
し
、
 

ノ
ー
ベ
ル
の
諸
註
記
解
説
を
吟
味
し
て
も
、
か
れ
み
づ
か
 

ら
が
 1
 部
分
の
錯
雑
と
し
た
構
文
を
い
か
に
 抱
 へ
て
 ぬ
 た
 の
か
は
、
必
ず
し
も
 明
 

ら
か
に
は
な
ら
な
い
 0
 と
い
ふ
よ
り
、
 ノ
一
 ベ
ル
は
一
六
 八
頁
四
行
 e
 （
の
 
ゆ
囲
も
 以
下
次
頁
一
二
行
 す
け
 
口
印
 
す
 。
 ミ
ピ
ゆ
 い
つ
ゆ
コ
 
ま
で
は
、
お
そ
ら
 

-
 
㌍
）
 

く
 前
後
の
脈
絡
を
ほ
と
ん
ど
顧
慮
せ
ず
に
な
さ
れ
た
 後
 世
 の
そ
の
場
し
の
ぎ
の
挿
入
で
あ
ら
う
と
推
測
し
て
ゐ
る
 の
で
あ
る
か
ら
、
か
れ
 

自
身
は
、
 1
 部
分
を
む
し
ろ
そ
の
ま
ま
で
は
も
は
や
文
脈
 を
 辿
り
え
ぬ
本
来
ま
と
ま
り
を
 畝
 い
た
一
段
落
と
見
な
 し
て
ゐ
る
こ
と
に
な
る
。
 

ま
た
か
れ
は
、
一
六
八
頁
四
行
ぬ
（
 
仁
 （
Ⅱ
 
ゅ
 へ
の
註
に
お
 

 
 

す
 0
 隼
 す
い
く
せ
 

ひ
左
曲
 
「
 
a
 中
簿
旧
 

玲
 二
ミ
 卸
 と
い
ふ
句
が
 藏
譚
文
 で
は
前
行
の
 
C
 で
 P
 の
の
き
 
ガ
 鼠
コ
（
 
ゅ
 已
に
従
属
せ
し
め
ら
れ
て
を
 り
 、
か
つ
 
玲
仁
 （
 
せ
 ひ
に
 績
く
目
ひ
 （
 
オ
ゆ
以
 

千
次
頁
一
二
行
 サ
仁
ら
隼
甘
 

。
 ヴ
 す
が
内
申
 

べ
い
コ
 ま
で
の
文
は
 
、
 挿
入
者
が
一
六
八
頁
三
行
の
隼
 ゴ
 銭
 目
 p
m
 
～
の
 
づ
簿
 
づ
り
の
 内
 容
 と
想
定
し
た
も
の
で
 

あ
る
と
記
し
て
ゐ
る
 0
 し
か
し
、
こ
の
 
で
ま
卸
 
以
下
の
 長
い
章
句
が
三
菩
薩
授
記
の
文
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
は
 一
 讃
し
て
明
瞭
で
あ
る
 

か
ら
、
 年
甘
環
日
 が
ぬ
 
r
a
 

せ
い
 

つ
 舶
の
内
容
と
は
到
底
 見
 な
し
 難
 く
 、
ま
た
た
 
と
へ
 ノ
ー
ベ
ル
に
従
っ
て
 
三
 菩
薩
授
記
す
 な
 は
ち
聴
聞
の
法
と
解
 

す
る
・
と
し
て
も
、
前
後
の
脈
絡
は
そ
れ
に
よ
っ
て
い
さ
さ
 

か
も
分
明
に
な
ら
ぬ
ば
か
り
か
、
 

か
 へ
 っ
 て
い
よ
い
よ
 
紛
糾
の
度
を
増
す
の
み
 

で
あ
る
 0
 憶
 ふ
に
、
ノ
ー
ベ
ル
が
か
か
る
誤
り
に
陥
っ
た
 の
は
、
 藏
 譲
文
で
は
 接
績
句
 
。
 
臼
 。
）
（
 

a
.
 

の
（
の
（
 

せ
帥
 
（
 
ゴ
卸
 
）
 の
ほ
と
ん
ど
直
前
に
 

の
ナ
 
0
 の
 日
 由
の
 
コ
 ・
 
づ
舘
 四
 %
 笘
 。
 
ら
臣
 （
Ⅰ
 
甘
笘
 
Ⅰ
 
ヨ
 叫
 か
 
Ⅰ
申
せ
が
 

コ
趨
 
Ⅱ
 曲
 ）
 の
 語
が
置
か
れ
て
ゐ
る
た
め
で
あ
ら
 <
@
 
。
ま
た
、
 
ノ
｜
 ヘ
ル
註
記
の
諸
見
解
に
 

つ
ね
に
一
種
 暖
 味
な
も
の
が
つ
ぎ
ま
と
ふ
の
は
、
一
つ
に
 は
か
れ
が
授
記
 品
 梵
文
校
訂
を
行
っ
て
 ぬ
 た
こ
ろ
は
、
 肝
 、
心
の
 づ
ぜ
 
ゆ
村
が
Ⅱ
 

ひ
 巾
が
 

-
 
杓
 
@
 ）
 

す
な
わ
ち
授
記
、
記
別
と
い
う
語
の
意
義
を
お
そ
ら
く
い
 ま
だ
 舎
 得
し
て
 ゐ
な
 か
つ
た
が
た
め
で
あ
ら
う
。
下
に
 詳
し
く
説
く
ご
と
く
、
 



の
 
（
の
 

ゆ
ゅ
や
 
：
：
 
き
 ら
 宙
 二
の
す
甘
の
養
 

轟
コ
 0
 段
落
は
 、
枝
 述
の
整
合
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
後
世
の
不
用
 

意
な
 蔵
人
と
見
な
す
べ
 

き
も
の
で
も
な
い
。
 

し
か
し
、
 
藏
澤
文
 で
は
、
 漢
携
 ひ
 
旧
 …
 毛
 ゅ
村
 
接
 が
 
偲
 ち
ぬ
 Ⅱ
三
春
の
句
が
け
 づ
浅
 
き
ち
 オ
 「
 
ゅ
コ
 
（
 
囲
 
已
に
従
属
せ
し
め
 ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
 

明
白
で
あ
り
、
（
 

%
 ）
こ
れ
に
つ
い
て
の
ノ
ー
ベ
ル
の
指
摘
 

自
 緯
は
全
く
正
し
い
。
 ヱ
 メ
リ
ッ
ク
の
 
英
詳
文
 は
は
な
は
だ
 
暖
床
 で
あ
り
、
か
れ
が
 

絶
対
分
詞
 ぬ
ぺ
臣
才
ゆ
 

に
い
か
な
る
機
能
を
認
め
前
後
の
 

構
文
を
い
か
に
把
握
し
て
 
ぬ
 た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
 
詳
文
 の
 臆
裁
 よ
り
推
し
 

量
る
に
、
か
れ
は
の
（
の
 

ゆ
目
セ
 
以
下
 す
オ
ひ
 

此
の
 
セ
ゅ
コ
 
ま
で
 を
 誤
つ
て
女
神
の
間
 
ひ
を
 承
け
る
佛
の
答
へ
と
見
な
し
て
 
ぬ
 る
か
の
そ
う
で
あ
 

る
 。
も
し
く
は
、
卑
屈
 
卸
ち
 以
下
を
も
女
神
の
問
ひ
の
 
績
 き
と
見
な
し
、
 総
仁
 
（
 
せ
ゅ
 に
は
お
そ
ら
く
理
由
の
意
味
 
を
附
 興
し
て
め
た
の
で
 

あ
ら
う
か
。
も
し
 ェ
 メ
リ
ッ
ク
の
解
が
後
者
で
あ
る
と
す
 

る
な
ら
ば
、
か
れ
は
 

藏
詳
者
 と
同
じ
く
こ
の
絶
待
分
詞
 を
 前
行
の
仁
Ⅰ
㏄
 
あ
 ・
 

旧
ガ
 
「
 
ゅ
コ
団
 
已
に
従
属
せ
し
め
て
ゐ
る
は
ず
で
あ
る
 
0
 藏
 詳
者
 お
よ
び
 ェ
 メ
リ
ッ
ク
の
こ
の
鮮
麗
 
に
徒
 ふ
と
す
れ
 
ば
 、
女
神
は
 1
 部
分
で
 

は
、
 佛
に
、
一
再
天
子
は
な
に
ゆ
ゑ
に
 

三
 菩
薩
授
記
を
聞
 
い
た
後
に
聞
法
の
た
め
に
 
佛
 所
に
末
詣
し
た
の
か
と
 
問
 う
 て
ゐ
る
こ
と
に
な
 

る
 。
し
か
る
に
、
 
績
く
 Ⅱ
部
分
で
は
、
女
神
は
さ
ら
に
、
 
一
 
南
天
子
授
記
を
既
知
の
こ
と
と
な
し
て
、
な
に
 

ゆ
ゑ
 に
一
 萬
 天
子
は
過
去
に
 

さ
し
た
る
娑
羅
蜜
 
行
 を
も
修
め
ぬ
ま
ま
に
か
か
る
菩
提
 

授
 記
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ら
う
か
と
佛
に
尋
ね
 

て
ぬ
 る
の
で
あ
る
か
 

翻
ら
、
 

薫
 天
子
授
記
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
は
な
 

に
も
語
ら
れ
ぬ
 
う
 ち
に
、
ま
た
、
 
三
 菩
薩
、
 一
 
高
天
子
 そ
 れ
ぞ
れ
の
受
記
の
 
っ
 な
が
り
 

陣
妓
 

み
ど
こ
ろ
の
な
い
も
品
も
明
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
、
女
神
に
よ
っ
て
脈
絡
を
歓
 

0
 

注
の
流
れ
が
ま
こ
と
に
 
撞
 

 
 

 
 

 
 

は
り
 仁
づ
 
舵
の
曲
ち
 

オ
 ～
 
ひ
コ
侍
ゅ
 

三
を
お
い
て
ほ
か
に
は
見
出
 
さ
れ
え
な
い
。
つ
ま
り
、
 
現
由
 

お
行
 梵
文
テ
キ
ス
ト
そ
の
ま
ま
で
は
、
上
掲
 

1
 部
分
 の
 文
意
は
把
へ
難
く
、
ひ
い
て
は
金
品
の
叙
述
の
脈
絡
も
 

辿
り
え
ぬ
の
で
あ
る
。
 

5
5
 

梵
 

さ
て
、
授
記
 
品
は
 巨
漢
詩
す
な
は
ち
北
涼
 
曇
轟
譲
詳
 、
 唐
 義
浄
 詳
 、
 晴
賓
 貫
合
壁
本
の
い
づ
れ
に
も
収
め
ら
れ
て
 

ぬ
 る
が
、
こ
の
う
ち
 



 
 

九
｜
 
十
二
行
。
 

  

佛
は
一
 高
天
子
の
善
根
成
熟
を
知
り
か
れ
ら
に
菩
提
 記
 を
 授
け
る
。
 

 
 

六
景
上
二
三
ー
二
八
行
。
 
義
 

上
二
四
 ｜
 二
八
行
  
 

 
 

四
行
。
 

そ 授 
れ 記 
ぞ 品 
れ 現 
0 行 
梗 梵 
概 文 
さ と 

撮 め 
げ 内 
つ 容 

つ 封 
  上ヒ 

梵 に 
文 は 

Ⅰ 曇 

l N 無 誠 
都 護 
分 の 
と み 
の を 
相 席 
底 ゐ 
開 れ 
係 は 

示 を こと 
す た 
@ し り 

と る 
と の 
す で る 

。 今 
  
    

ヰ @ ヒ 

そ 
の 

全 
文 
を 
九 

小段 

落 
ア @ し 

分 
か 

ち 

  

  
E 四 ]  [ 三 ]  [ 二 ]  [ 一 ] 

曇   昌 二 是云 曇 
    佛 無 
萬 上が上の上は 仏 」 識 詳 信相 天子 一八 壺口 二 五｜ とぎ 三｜ 、 
は l 薩 一 成 五 善 人 
  = 二 す 八 徳 行 薩 正 蔵経 王な 菩薩 授 一行。 なはち 行。 義 蛾 。蓑 とそ 0 巻 

上 上 一 十 

を 証義信 相 上首五千六 一 
聞 上 銀 セ と l 銭     
萬天 金光 一頁 た 二三 ｜ 光に興 O 行 。 一 光 に 苦 土 

捷 二 明荷 脛 。 へ た 子が 

を 
記別 

切 ｜ 証 三 を 
聞 

の 
Ⅱ 禾 授 付 

き 天 げ 
内 よ よ 議 

歓 仝 容 。 @ ぅ 浄 
且 佛 
し 所 と詳 欲 " 
ま V@ し す 同 
ナ， @ T る 巻 
そ   。 四 
の 
，む 

乗 四 
  七 

清浄 佛 
を 

頁 
上 

と 
  

禧拝 

    
な 
る 

  
す 五 

  る 
行 。 

か 4 口 

は 壁 
  本 

構 で 
成 は 

"  這菩 

措無 ヰ 
辞 識 
と 詳 

授記 もに 

星呑 口口 

無 が 
議 そ 
譚 の 

と ま 

全 き 
く 用 
等 ゐ 
し ら 

く れ   
し 一 

  
不 義 
敷 浄 
と 詳   

目凹目 して 旧 
な は 
つ 佛 
た 菩 
も 薩 
0 名 
で     

あ 地   
8 名 
こ お 

と よ 

は び 
疑 若 
ひ 千 
ほ の 

い 。 万年 @ 句 三 

し な 
た 異 
が に 

っ す 
て る 
  化ま 
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加
曇
 
卓
二
八
ー
 
二
 二
行
。
 
義
 
十
一
二
ー
 
二
 0
 行
 。
 

Ⅱ
 

 
 

佛
は
樹
 
神
に
一
高
天
子
授
記
の
因
縁
を
説
き
は
じ
め
る
。
 

か
れ
ら
は
五
欲
楽
を
捨
て
ま
た
今
こ
こ
に
来
り
て
 

金
 光
 

明
経
と
 
三
 菩
薩
授
記
を
聴
聞
し
た
が
た
め
に
、
ま
た
 

過
 去
 の
発
心
誓
願
に
よ
っ
て
授
記
を
得
た
の
で
あ
る
と
。
 

漢
詳
 で
は
出
来
事
の
推
移
次
第
を
そ
の
ま
ま
 

逐
 ひ
つ
つ
 
物
 語
 が
進
め
ら
れ
て
 
ぬ
 る
の
で
、
金
品
の
内
容
を
一
讃
し
 

て
 た
や
す
く
 
把
 へ
 う
 

る
の
に
比
べ
、
梵
文
で
は
 

漢
詳
 同
１
同
部
分
に
相
 

営
 す
る
 前
半
部
を
歓
き
、
代
は
り
に
、
 

I
n
 Ⅲ
部
分
に
わ
た
る
 

女
神
の
間
ひ
の
中
に
 

、
 

ニ
ー
 六
部
分
の
内
容
が
女
神
が
今
し
が
た
見
聞
し
た
出
来
 

 
 

成
 を
と
っ
て
も
 ろ
た
 

コ
コ
 

[
[
 

緩
め
、
こ
れ
が
、
す
で
に
見
た
そ
う
な
 

1
 部
分
の
構
 
父
上
の
混
乱
と
あ
ひ
ま
っ
て
、
梵
文
授
記
品
の
叙
述
を
一
 

種
 辿
り
難
い
も
の
に
し
て
 

ゐ
 

 
 

 
 

び
 上
掲
 I 部
分
に
立
ち
返
 

M
 
l
 

結
り
、
 
部
分
の
現
行
テ
キ
ス
ト
で
は
絶
待
分
詞
 
更
な
る
考
察
を
加
へ
る
こ
と
と
す
る
。
 

か
巨
 
（
 

舌
 
に
呼
 臆
 す
る
述
語
動
詞
が
見
出
さ
れ
ぬ
こ
と
は
す
で
 

に
 見
た
と
 ほ
 り
で
あ
る
が
、
 

お
同
部
分
の
末
重
六
八
三
三
行
の
富
 
白
き
 0
%
 

が
Ⅰ
 

す
ト
ヴ
甘
睡
的
 

申
せ
が
珪
ゆ
 

コ
 仁
田
田
 

筏
 
Ⅱ
 
倒
円
ゆ
 

（
（
）
の
 

P
 
（
目
せ
 

ひ
ガ
 
の
曲
目
す
の
 

年
 
す
か
し
 
セ
 
せ
 り
村
 
仁
ヰ
 

ひ
甘
 と
い
ふ
 

 
 

一
文
も
叙
述
の
流
れ
に
そ
ぐ
は
ぬ
も
の
で
あ
る
。
 

藏
 謁
者
 
は
、
 Ⅳ
の
の
と
い
ふ
引
用
 

助
締
 が
は
つ
ぎ
り
示
す
や
 

う
 に
 、
 こ
の
短
文
を
せ
の
（
 

甘
ひ
 57         

道
場
菩
提
樹
 神
等
 増
益
は
佛
に
 問
ふ
 。
功
利
 宮
よ
 り
 聞
 法
 の
た
め
に
来
れ
る
 
一
萬
 天
子
に
佛
は
な
ぜ
授
記
を
典
 へ
 

太
 
ヘ
ノ
 

-
 

 
 

た
の
で
あ
る
か
と
。
 

 
 

用
曇
 
十
二
ー
 ニ
 ハ
行
。
 義
 

十
二
 ｜
 一
二
行
。
 

 
 

 
 

樹
 神
は
さ
ら
に
佛
に
 問
ふ
 。
 
一
 高
天
子
は
い
か
な
る
 人
 軽
羅
蜜
を
も
具
へ
て
は
ゐ
な
い
の
に
、
そ
も
そ
も
ど
の
 や
 

う
な
善
根
に
よ
っ
て
 、
天
 よ
り
 末
 つ
て
法
を
聞
い
た
後
 す
ぐ
に
記
別
を
受
け
る
こ
と
を
得
た
の
で
あ
る
か
と
。
 

 
 Ⅱ

 



か
く
見
れ
ば
、
次
の
Ⅱ
部
分
で
女
神
が
あ
ら
た
め
て
佛
に
 向
け
て
 葮
 す
る
 問
ひ
は
 、
 1
 部
分
で
の
間
ひ
の
繰
り
返
 し
に
 

が
 知
ら
れ
る
。
た
だ
、
 
D
 部
分
で
は
、
 
一
萬
 天
子
が
過
 去
に
い
か
な
る
娑
羅
蜜
も
ど
の
そ
う
な
菩
薩
 行
 を
も
修
め
 
て
ゐ
 

菩
提
記
を
得
る
に
は
 元
爽
 無
量
 劫
 に
わ
た
っ
て
 六
 娑
羅
 蛮
行
を
修
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
は
ず
で
あ
る
こ
と
が
、
 

っ
 ぶ
さ
 汀
し
圭
幅
 

神
の
凄
く
不
審
の
念
は
一
層
際
立
つ
た
形
で
表
明
さ
れ
 る
の
で
あ
る
。
 
一
 高
天
子
授
記
の
文
た
る
Ⅲ
部
分
で
女
神
 0
 間
 

て
 、
最
後
の
 N
 部
分
で
は
、
そ
の
や
 う
 な
女
神
の
疑
念
を
 晴
ら
す
べ
く
、
佛
が
、
過
去
世
に
一
嵩
天
子
の
施
し
た
 善
根
 ほ

か
な
ら
ぬ
こ
と
 

な
い
こ
と
、
逆
に
 

ら
れ
る
た
め
、
 
女
 

ひ
は
 締
め
括
ら
れ
 

に
つ
い
て
説
き
始
 

Ⅰ
ー
 
コ
 

し
て
み
る
な
ら
ば
、
次
に
引
く
 漢
詳
 七
部
分
と
内
容
の
上
 で
 全
く
合
致
す
る
こ
と
と
な
る
。
 

[
 

@
 
㌍
）
 

ぬ
時
 道
場
菩
提
樹
 神
 。
名
筆
増
益
。
 
白
 俳
言
。
世
 尊
 。
 是
 十
千
天
子
。
捻
切
 利
 官
馬
 聴
法
 放
牧
来
集
光
。
 
云
何
如
 来
便
興
 授
記
。
 

 
 

@
 
㎝
 "
 

た
の
み
で
世
尊
よ
り
 -
 
記
別
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
 あ
る
か
と
い
ふ
趣
旨
と
な
り
、
 

漢
譚
 [
 六
部
分
に
営
た
る
 三
 菩
薩
授
記
の
文
を
外
 

以
下
に
こ
と
こ
ま
か
に
引
か
れ
る
 三
 菩
薩
授
記
の
文
の
締
 め
 括
り
と
し
て
 謁
 出
し
、
 
ェ
メ
リ
，
ク
 も
こ
の
解
に
 
徒
 っ
 て
ゐ
る
 0
 歩
 く
と
 

も
、
 宙
の
目
 お
 ・
 く
せ
ゆ
 
F
q
 
（
 
ひ
オ
 と
い
ふ
男
性
複
数
形
か
 ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
語
は
否
 樵
 な
し
に
一
一
幸
 
口
薩
を
指
 す
も
の
と
見
な
さ
ざ
る
 

を
え
な
い
。
し
か
し
、
 
績
く
 Ⅱ
部
分
で
は
、
女
神
の
問
 ひ
 は
 専
ら
 一
萬
 天
子
授
記
に
開
は
り
、
ま
た
 1
 部
分
に
し
 て
 け
も
、
の
（
の
 

ゆ
叫
 
由
り
（
（
 

a
.
 

せ
 ゆ
つ
ゆ
も
の
ひ
 
目
 
せ
目
 
ぺ
由
ゆ
ゅ
 

中
村
 
向
 ）
 ヴ
 0
 口
下
田
 

せ
ぜ
ひ
ガ
 

が
Ⅱ
曲
り
曲
も
 
ぬ
 
Ⅱ
 
u
t
 

つ
い
と
い
ふ
句
法
が
す
で
に
示
す
ご
と
く
、
 
三
 菩
薩
 授
 記
 は
あ
く
ま
で
 
一
 高
天
 

子
の
叙
述
の
中
で
舌
口
 及
 さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
な
ん
ら
 の
 接
緒
 辮
 を
も
そ
な
へ
ぬ
短
文
で
、
 

三
 菩
薩
授
記
の
み
 が
あ
ら
た
め
て
語
ら
れ
 

る
の
は
い
さ
さ
か
奇
異
で
あ
る
。
ひ
る
が
へ
っ
て
、
こ
の
 短
文
は
三
菩
薩
授
記
で
は
な
く
 一
 高
天
子
授
記
を
指
す
 と
と
れ
ば
、
す
な
は
 
ち
、
 

 
 

ご
 ふに
 碕
三
 
と
 %
 み
 換
へ
て
し
ま
 ふ
 な
ら
ば
、
こ
れ
 は
も
は
や
 濁
 立
の
短
文
 

で
は
な
く
、
實
は
前
頁
四
行
、
 

笘
 e
s
 
叫
 七
に
始
ま
り
 は
 と
ん
ど
二
頁
に
 亙
る
 長
い
文
の
終
結
を
な
す
も
の
と
な
り
 、
か
つ
末
尾
の
語
 

-
 
㏄
）
 

臣
リ
 ガ
 叫
 
（
 
ゅ
 三
は
絶
待
分
詞
 
ぬ
旨
き
 囲
を
承
け
る
全
文
の
 述
語
動
詞
と
な
っ
て
、
 

I
 部
分
の
文
意
は
た
ち
ど
こ
ろ
 に
 明
瞭
と
な
る
。
す
な
 

は
ち
 、
 1
 部
分
で
の
女
神
の
間
 ひ
は
 、
 一
萬
 天
子
は
な
に
 
ゆ
ゑ
 に
、
聞
法
の
た
め
世
具
の
も
と
に
来
詣
し
そ
こ
で
 三
 菩
薩
授
記
を
聴
聞
し
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梵文金 

 
 

現
行
 梵
 水
系
 博
 木
の
編
者
は
、
 
一
萬
 天
子
が
 佛
 よ
り
 記
 別
 を
授
げ
ら
れ
る
ま
で
の
叙
述
を
削
除
し
、
代
は
り
に
、
 そ
の
主
な
内
容
た
る
 

 
 

 
 

三
 菩
薩
授
記
文
と
一
 
萬
 天
子
授
記
を
次
に
来
る
女
神
の
問
 ひ
 の
中
に
織
り
込
む
と
い
ふ
操
作
に
よ
っ
て
授
記
 品
を
 短
縮
し
た
が
、
そ
の
 

光明経授記 品   

構
成
が
こ
と
さ
ら
 用
 み
ら
れ
た
と
は
考
へ
難
く
、
む
し
 ろ
 、
 漢
詳
 に
み
る
本
来
平
明
な
叙
述
が
 、
 後
に
な
ん
ら
か
 の
事
情
で
愛
蔵
 を
 蒙
 っ
 

た
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
は
 ち
 、
授
記
品
の
原
形
 あ
る
い
は
原
形
に
近
い
姿
を
博
へ
る
の
は
、
現
行
 梵
本
 で
な
く
 漢
 詳
の
方
で
あ
 

 
 

る
 。
 

 
 

を
 物
語
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
 

た
だ
し
、
 一
 高
天
子
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
な
に
も
語
ら
れ
 

ぬ
う
 ち
に
、
女
神
が
い
き
な
り
 
一
萬
 
天
子
の
授
記
に
つ
 
い
て
佛
に
 
問
 ふ
と
 い
 

ふ
 現
行
梵
文
の
唐
突
な
 
葮
端
は
、
謹
 む
も
の
に
少
か
ら
ぬ
 
と
惑
ひ
を
覚
 え
し
め
、
同
時
に
、
本
来
は
佛
の
一
恵
夫
 

手
授
記
を
指
す
は
ず
の
 

淫
ヨ
 
%
 ガ
（
 

e
.
.
.
.
 

と
い
ふ
冒
頭
の
句
が
、
あ
た
か
も
 

先
 付
 す
る
鬼
神
品
（
 
ぺ
キ
偶
総
 p
 
吋
 p
 も
 銭
宇
 銭
荘
）
の
 喝
文
 を
 承
け
る
か
の
そ
う
な
 

観
を
呈
す
る
鮎
で
は
、
現
行
梵
文
は
漢
 

詳
文
 と
少
し
く
 
喰
ひ
 違
っ
て
ゐ
る
。
 

現
行
 梵
 本
来
 博
本
は
 、
こ
れ
に
は
い
ま
だ
見
え
ぬ
詩
品
 

及
び
章
句
を
す
で
に
具
へ
 
る
 梵
文
蔵
 譚
 廣
木
 
@
4
@
3
 
 

糸
 、
 あ
る
ひ
 は
 義
浄
系
 博
本
 よ
り
 

は
 古
い
が
、
一
方
、
 
曇
 無
識
 詳
に
 比
べ
見
れ
ば
 
増
廣
 の
あ
 と
が
窺
は
れ
る
か
ら
、
 
曇
 無
識
系
 古
溥
 水
ょ
り
は
新
し
 
い
 テ
キ
ス
ト
を
示
す
も
 

 
 

叩
は
 つ
い
て
も
、
初
め
に
著
は
さ
れ
た
と
き
す
で
に
現
行
 

梵
文
の
と
る
錯
綜
し
た
叙
述
 

 
 

に
 振
る
と
ぎ
も
 金
 品
の
叙
述
は
ほ
と
ん
ど
全
く
明
瞭
 

と
 な
る
 0
 ま
た
、
梵
文
で
 

]
 Ⅰ
ー
 

コ
 

は
 省
か
れ
て
ゐ
る
 
漢
譚
 立
前
半
の
な
か
で
、
 
二
部
分
の
内
 

コ
 

容
 た
る
一
嵩
天
子
の
来
詣
は
、
梵
文
 

l
n
u
u
 

部
分
に
そ
れ
 
ぞ
れ
 相
嘗
 す
る
山
い
 部
 

[
 

今
 に
お
い
て
、
 

四
部
分
の
内
容
た
る
 

コ
 

一
萬
 
天
子
の
金
光
明
 
縄
 聴
聞
と
か
れ
ら
の
心
の
清
浄
は
梵
文
Ⅳ
部
分
に
あ
た
 

る
 [
 コ
、
 

九
部
分
に
お
い
て
 

 
 

再
び
言
及
さ
れ
、
他
方
、
梵
文
に
は
 

封
底
 箇
所
の
見
 営
 ら
ぬ
 短
し
 
、
、
コ
コ
 

[
[
 
 

一
五
部
分
は
 た
 と
へ
省
略
さ
れ
て
も
叙
述
の
 
理
解
把
握
を
さ
ほ
ど
 
妨
 

げ
る
も
の
で
は
な
い
。
か
く
見
れ
ば
、
授
記
 

品
 現
行
 梵
 文
 テ
キ
ス
ト
は
、
 
同
 品
藻
 譚
文
と
 叙
述
の
次
第
こ
そ
ち
が
 
へ
、
全
く
同
じ
出
来
事
 



註
 

（
 1
 ）
向
 こ
ヒ
 
Ⅰ
Ⅰ
 
お
 Ⅰ
㍉
Ⅰ
 ぬ
 Ⅰ
 キ
鮨
、
 
Ⅰ
の
Ⅰ
 
円
 
す
の
め
Ⅱ
㏄
 

円
 （
 
@
 
日
 e
e
 宙
 @
 
片
 
0
 笘
ヴ
 せ

 0
 曲
 Ⅱ
が
（
の
 
ゴ
 が
 コ
宙
 
㍉
の
 月
 
り
ひ
の
の
コ
口
 

0
 曲
 Ⅱ
 い
 田
の
 オ
 p
 コ
口
Ⅱ
の
の
 
ひ
 の
（
 
弓
 @
 Ⅱ

が
の
 

n
.
 

戸
の
の
こ
 

仁
 （
 
付
 
P
 

ト
 
㏄
の
㏄
 

（
 2
 ）
「
梵
文
金
光
明
最
勝
田
経
口
南
條
文
雄
・
衆
芳
 環
 校
訂
、
 東

方
 佛
教
協
倉
 発
行
、
財
国
法
人
啓
明
 含
 補
助
出
版
、
昭
和
上
 

八
年
、
京
都
。
 

 
 

お
 手
目
き
口
 蛋
 ヨ
ロ
 ヨ
ヰ
下
 二
才
 
@
@
 

の
Ⅱ
（
 す
曲
 お
 す
 の
コ
 %
 コ
 -
p
n
 
～
）
 

）
の
㏄
㏄
 
Z
 「
・
の
Ⅰ
の
・
 

弔
 ・
の
 
べ
 ㏄
 1
 包
㍉
阿
に
、
こ
の
南
條
 泉
 校
訂
本
へ
の
 書
 

-
 
コ
 0
 の
 -
 
の
り
 
ヴ
 o
 コ
 
C
 ヴ
め
 
Ⅱ
 任
 
Ⅱ
が
㏄
廷
臣
㏄
の
 

コ
ゴ
 の
Ⅱ
が
仁
の
㏄
 

ひ
ぬ
 
0
 ヴ
の
コ
せ
 
0
 臣
 評

を
発
表
し
て
ゐ
る
。
 

Ⅰ
。
 
ゴ
が
臣
 
ち
の
の
 Z
 。
 ヴ
の
 
-
 

な
ほ
 、
バ
グ
 
チ
 の
公
刊
し
た
梵
文
コ
金
光
明
経
」
は
、
事
實
上
 南

條
臭
木
を
そ
の
ま
ま
翻
印
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

ぎ
 き
 ぶ
 Ⅰ
 寸
 Ⅰ
も
 
サ
 下
旬
乞
い
 

匂
曲
ト
 

Ⅰ
Ⅰ
 

0
 卸
 ざ
の
 
年
す
べ
 の
・
 切
浅
の
 
n
n
n
 

～
）
 

@
.
 
円
オ
 @
@
 
審
 ぎ
ゴ
ヱ
ひ
 
Ⅰ
 
コ
屯
 
@
@
 
（
 
廷
ヰ
の
 

・
 已
曲
 
「
 5
 
）
 

す
麓
ロ
の
 

a
,
 ）
の
の
「
・
 

し
且
 山
山
 
す
 @
 
の
 （
の
 ド
コ
 
の
方
 
宙
ド
の
メ
侍
 
㏄
 Z
0
.
 

の
・
南
條
 

悌
 泉

 校
訂
テ
キ
ス
ト
 お
 

ょ
び
 バ
グ
 チ
 の
校
異
修
正
表
は
本
稿
で
は
考
慮
に
入
れ
る
必
要
 は

な
い
。
 

（
 3
 ）
 
め
 悪
ミ
 
鯛
ド
 
二
心
 
ひ
 下
知
 
い
 
も
～
～
さ
ま
さ
乞
田
 

ト
ベ
 
a
.
 ロ
 の
の
の
 0
-
 
宙
幅
 
-
 
㏄
 コ
 N
,
 
の
由
億
 

（
・
 

m
@
.
 

Ⅰ
Ⅲ
 
@
 
（
）
の
 
D
@
 

（
）
 

n
@
 

（
・
 

オ
 （
・
 

岸
 （
 
n
@
 

）
（
片
 
@
 
レ
 
n
@
m
@
 

宇
土
 

D
@
 

～
）
 

u
-
 

）
 
@
 
@
 
一
 
一
一
（
 

@
@
 

の
 ・
 
い
 c
c
c
@
%
 

安
ヰ
 
m
@
 

（
）
）
（
 

@
@
 

の
臣
 p
n
 
ゴ
 色
の
ロ
ヱ
 p
 コ
年
 

Ⅰ
の
 

@
p
Z
@
g
:
O
 

痒
 0
 ヱ
が
 （
 ぺ
が
ぉ
 
0
 毛
 @
 
鯨
 、
 邑
お
 ・
以
下
こ
の
校
訂
 本
 を

 時
に
ぎ
三
才
・
 
と
界
 記
す
る
。
ノ
ー
ベ
ル
校
訂
本
に
校
訂
者
 自

身
お
よ
び
 ェ
 ジ
ャ
 

ト
ン
（
 目
 ・
Ⅱ
口
内
 
0
 Ⅱ
 れ
 
0
 コ
 ）
 、
 ・
フ
ラ
フ
（
 

4
.
 

㏄
Ⅰ
 

0
 亡
 ㏄
 ゴ
 ）
 、
エ
メ
 

ク
 
（
田
中
ゎ
ョ
口
耳
 は
末
 ）
等
に
よ
っ
て
施
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
 の
 テ
キ
ス
ト
修
正
の
 

試
み
に
つ
い
て
は
、
 

舌
ミ
き
 ～
 0
 
Ⅰ
～
 キ
い
 の
 黛
 ぎ
ま
 
ム
簗
ミ
 才
知
 ま

も
 
～
も
め
に
 
註
表
豫
 定
の
拙
稿
 目
パ
 （
 
ガ
 （
 @
 
（
 @
 
の
 n
r
 
の
 Z
 。
 窩
コ
 き
ヨ
 の

り
 
コ
 の
 オ
ハ
ざ
侍
 

0
 Ⅹ
円
仁
の
の
 

の
 0
 圧
性
が
コ
 
z
.
 
お
宙
ゅ
 参
照
。
 

-
 ㍗
 @
 

稜
 端
の
小
さ
な
 艶
 鮪
を
別
と
す
れ
ば
、
 
同
 品
 藻
 謹
と
 同
 じ

 内
容
を
も
っ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
  
 

後
 Ⅹ
お
そ
ら
く
Ⅹ
の
（
の
 
ゆ
リ
 
ヨ
（
Ⅱ
 曲
せ
卸
申
ひ
 

由
り
の
 
P
 ヰ
づ
仁
 
「
仁
の
目
 

づ
 ひ

 ち
 ・
・
・
・
で
始
ま
る
長
く
入
り
組
ん
だ
文
の
骨
組
を
捉
へ
 損

ね
た
あ
る
烏
木
筆
者
 

が
 、
本
来
一
高
天
子
授
記
を
指
す
 
繕
 三
の
銭
 鼠
ヨ
 …
 づ
 せ

ゅ
 
F
q
 

（
ゆ
田
と
い
ふ
箇
所
を
誤
つ
て
直
前
の
二
 

%
 ロ
産
授
記
 の
 文
に
結
び
つ
げ
 、
ほ
 

し
い
ま
ま
に
、
 
旺
ゆ
 ㏄
 笘
 Ⅱ
 セ
の
 
…
 せ
せ
倒
才
 

Ⅱ
軒
下
と
書
ま
 ヒ
愛
 へ
て
 し

ま
う
た
こ
と
に
よ
り
、
文
脈
に
混
乱
を
生
じ
、
そ
れ
 が
 、
今
に
至
る
ま
で
 梵
 

文
 授
記
品
の
正
し
い
 解
 樺
を
妨
げ
て
ぎ
た
の
で
あ
る
 0
,
 」

の
改
憲
 は
 、
現
行
楚
水
系
 博
本
 の
テ
キ
ス
ト
 博
承
 の
か
 な

り
早
い
時
期
に
 、
西
 

（
 
笘
叩
 

@
 

暦
 八
世
紀
に
成
っ
た
と
お
ば
し
ぎ
梵
文
蔵
 註
が
 造
ら
れ
 る

よ
り
も
お
そ
ら
く
は
前
に
す
で
に
行
な
は
れ
て
ゐ
 た
 に
 ち

が
ひ
な
い
 
0
 こ
れ
を
 

要
す
る
に
、
テ
キ
ス
ト
の
一
部
に
 博
 寓
の
誤
り
を
想
定
 す

る
な
ら
ば
、
現
行
梵
文
授
記
 品
 は
そ
れ
な
り
に
首
尾
一
 

貫
 し
た
構
成
を
具
へ
、
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（
 
4
 ）
ノ
ー
ベ
ル
の
用
 
ぬ
 た
 セ
 種
の
ネ
バ
ー
ル
烏
木
の
う
ち
、
 

紙
本
 A
B
C
D
E
F
 
に
は
、
 
佛
教
 梵
語
に
通
暁
せ
ぬ
後
世
の
筆
 

者
が
盗
 
意
 を
も
っ
て
 
績
 

所
に
加
へ
た
語
句
の
改
 

簗
 、
す
な
は
 
ち
 ノ
ー
ベ
ル
の
 
い
ふ
オ
 の
 
隼
ひ
 
ガ
 （
 
0
 
「
の
コ
ア
。
 

ぢ
 の
方
（
 

亡
 
（
の
あ
と
が
著
し
い
の
に
対
し
、
 

歓
葉
 の
少
 く
な
い
貝
葉
水
 

G
 に
は
こ
の
や
 
う
 な
 改
轡
 の
あ
と
は
ま
れ
で
、
そ
の
 

讃
 み
は
 お
 ほ
 む
ね
 藏
 詩
文
の
示
す
と
こ
ろ
と
一
致
す
る
。
一
方
、
こ
れ
ら
 

七
本
お
よ
び
 藏
諾
 

（
 
円
 @
 
ヴ
 
・
 
H
 
）
の
底
本
は
同
系
統
の
僅
本
に
属
す
る
と
見
な
し
 

ぅ
る
 
も
の
で
あ
る
。
ノ
ー
ベ
ル
 

ほ
、
 主
と
し
て
、
烏
木
 

G
 と
藏
謂
文
 
を
 下
敷
と
し
つ
つ
 
雨
 

者
を
封
 
勒
 し
 、
 他
の
六
烏
木
ま
た
西
域
出
土
諸
断
片
の
讃
み
を
 

も
 吟
味
す
る
こ
と
に
 

ょ
 り
、
後
世
の
改
 

愛
 を
あ
た
ふ
か
ぎ
り
 

除
 去
し
 、
信
頼
す
る
に
 

た
る
梵
文
テ
キ
ス
ト
を
復
原
し
え
た
の
で
あ
る
。
 

臼
 ・
の
仁
せ
 

ヴ
ゴ
 ワ
 Ⅱ
Ⅹ
。
 

パ
拝
ポ
 
Ⅹ
Ⅹ
 

（
 
5
 ）
校
訂
楚
水
公
刊
よ
り
七
年
を
距
 

て
 、
ノ
 l
 ペ
か
 
は
梵
文
 
藏
 詩
文
の
校
訂
テ
キ
ス
ト
を
世
に
問
う
て
ゐ
る
。
註
は
参
照
。
 

-
 
」
こ
で
 
讐
 訂
さ
れ
た
 
藏
 

文
 テ
キ
ス
ト
二
種
、
す
な
は
 

ち
づ
 @
r
.
H
 

（
東
北
目
録
五
五
七
番
 

）
 と
 ゴ
 ア
ミ
 （
東
北
目
録
五
五
六
番
）
は
 

、
い
 づ
れ
も
梵
文
 
原
典
よ
り
直
接
話
 

出
 

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
他
、
法
 

威
 に
よ
り
 
蓋
呼
 漢
詩
 に
基
 い
て
造
ら
れ
た
 

藏
 譲
文
た
る
 
づ
デ
 
・
 ロ
 
）
 
H
 （
東
北
目
録
五
五
五
番
 

）
は
、
一
九
五
八
年
 

に
 ノ
ー
ベ
ル
に
よ
っ
て
公
刊
さ
れ
て
ゐ
る
。
 

註
 初
参
照
。
所
証
 
で
 述
べ
た
ご
と
く
、
 

づ
ぴ
 
・
 
H
 の
底
本
は
現
行
兜
木
と
同
系
の
も
 

の
で
あ
る
が
、
コ
ヴ
 

目
は
現
存
せ
ぬ
一
種
の
廣
木
テ
キ
ス
ト
に
 

甚
 く
も
の
で
あ
る
。
 

む
コ
リ
ヨ
ぎ
 

P
 血
 
目
下
 
コ
年
 
Ⅱ
が
 
す
 
0
 
隼
ブ
 
i
.
 
ぺ
の
 
。
 
か
 
e
 
の
・
の
 

伍
 
0
 に
よ
り
オ
リ
 

目
 
。
 
つ
 p
 
。
の
目
玉
 

の
 ・
治
世
中
 

に
詳
 出
さ
れ
た
 円
ま
 
・
目
は
、
 
謹
 者
名
の
今
に
博
は
ら
ぬ
 

円
 @
 
甲
 （
よ
り
も
後
に
 
、
つ
 
し
・
 
H
 を
下
敷
と
し
 
円
ぎ
 
・
）
に
は
い
ま
 

だ
 見
え
ぬ
部
分
を
 

補
ひ
つ
つ
撰
定
さ
れ
た
も
の
で
、
両
者
が
重
複
す
る
部
分
に
つ
 

い
て
は
、
詩
文
は
ほ
と
ん
ど
全
く
同
じ
で
あ
る
。
 

臼
 ・
 円
ぎ
 
・
 づ
 ポ
 （
（
（
 

目
 

漢
 話
に
は
北
涼
 
曇
無
乱
 
講
金
光
明
経
（
大
正
蔵
経
巻
十
六
、
六
 

-
 
八
三
番
）
、
 

唐
 義
浄
 話
 金
光
明
最
勝
正
経
（
回
春
、
六
六
五
番
）
 

の
他
、
現
今
で
 

は
 完
本
の
矢
は
れ
た
 

耶
舎
堀
多
 
あ
る
ひ
は
 
闇
那
堀
多
 
の
謹
と
 
眞
 講
話
と
を
 
曇
 無
識
 詳
に
ム
ロ
 

し
た
 惰
實
貴
 の
合
邦
金
光
明
経
（
 

同
 巻
 、
 -
 
ハ
 
-
 
八
四
番
）
の
 

三
種
が
あ
る
。
ノ
ー
ベ
ル
は
ま
た
 

干
聞
謹
 
断
片
を
も
参
照
し
て
 

ぬ
 る
。
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

O
-
d
g
-
a
n
Z
 

口
由
の
 

改
行
と
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
 

。
 
S
 口
 
（
（
 

a
.
 

口
 @
 コ
ぎ
 Sk
r
@
 

（
（
の
 

准
 d
 
の
の
目
の
 

ゴ
い
せ
ゅ
コ
 

a
,
 笘

 
口
オ
 
@
 
の
日
し
 

の
・
し
ざ
ま
 

ヴ
 
の
（
 

@
 
の
り
 

胡
 
0
 
コ
  

 
6
1
 

己
汀
 
む
の
（
 

z
u
 

口
ゆ
 
0
 
コ
 ヨ
ぎ
ゅ
 
@
 
コ
の
 
9
 
 
毛
ぎ
 8
 手
 鯖
プ
 甘
の
 

r
a
u
 

の
滅
の
㏄
 

の
 
す
 
0
 
コ
せ
 
0
 
コ
し
 
0
 
ゴ
ぃ
コ
コ
 

の
の
 
N
o
 
匡
 .
 由
へ
ム
 

の
「
㏄
が
コ
印
 

@
0
 鰍
 ま
審
 
ヱ
 の
り
 

オ
 
の
コ
ト
Ⅰ
 

ヴ
の
 
Ⅱ
㏄
 

り
 



ヘ
リ
 
ド
へ
 
心
さ
Ⅱ
 

さ
 -
 暁
っ
 
（
～
 
斗
セ
ト
 
の
 錘
 ）
 

  （ （ （ ヘ （ （ （   
13 

つコ ゆ 

  
ま Ⅰ け 

  

の - の侍 - Ⅱ 藏 @  Nq @p 

    

コの些 目 （ 

    
異 5   

卜は 周 ワ 円 
      二つ 

せ O   

Ⅱの・ 」で卜は 吉ご 
顧 
慮 
す 
  
必 

要   
@ ま 

な 
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梵文金光明経授記品の 構成 

（
 射
 ）
の
 

h
.
 

の
 目
く
す
ア
 

・
 つ
 ・
 p
o
 

の
・
レ
コ
 

ヨ
 ・
 P
 
の
 

（
 乃
 ）
 
例
へ
ば
、
の
偉
せ
ヴ
ア
ワ
パ
 
Ⅰ
（
 
せ
 ・
で
ノ
ー
ベ
ル
は
 、
 
肢
コ
 
Ⅰ
（
（
 

a
r
 

ひ
ピ
卸
 

ち
の
い
ヨ
せ
 
麓
ォ
の
ぃ
ち
 

す
つ
 
年
ゴ
 
9
%
 ヰ
ゼ
ゅ
村
笘
ひ
 

三
を
 、
 
@
 
コ
年
 0
 Ⅰ
が
目
の
Ⅰ
 

す
 の
 り
 す
 

の
侍
の
 

コ
己
 Ⅱ
Ⅰ
の
 

け
 り
す
円
仁
 

コ
挿
 ヒ
コ
 
ヰ
 
e
 Ⅱ
（
 
-
 
ぃ
ゴ
円
 

e
 （
 セ
く
 
e
 Ⅱ
年
の
 

ロ
 ・
 と
詳
し
ナ
し
 
ぬ
 る
 0
 思
ふ
に
、
ノ
ー
・
ペ
ル
は
 4
%
 

旭
村
の
ぺ
 

p
 や
ひ
 
Ⅰ
 セ
 Ⅱ
 ひ
ガ
 
Ⅱ
（
が
の
 
換
言
と
い
ふ
語
義
を
 

知
ら
な
か
つ
た
が
た
め
に
：
挿
入
部
分
た
る
 
吋
 a
 （
 
ァ
ひ
セ
曲
ぎ
 ヴ
ゴ
 
が
 瀋
あ
コ
 
と
い
ふ
換
言
の
文
が
と
り
も
な
 ほ
さ
ず
せ
ぺ
ひ
ガ
 
が
 審
 偲
の
内
容
に
ほ
 

か
な
ら
ぬ
こ
と
に
思
ひ
お
よ
ば
 s
 
ゴ
 か
 へ
 っ
 て
口
ォ
 が
 「
 
日
曲
ぬ
 
「
 
曲
せ
じ
 

弔
い
の
 内
容
と
見
な
す
誤
り
に
陥
り
、
ひ
い
て
は
、
一
品
の
叙
 遮
の
脈
絡
、
 績
く
諸
 

品
 と
の
 聯
 閲
を
正
し
く
辿
り
え
ぬ
ま
ま
い
く
つ
か
の
不
要
な
 註
 記
を
施
す
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
 同
 直
下
段
で
か
 れ
が
述
べ
る
、
こ
の
 

第
十
五
品
の
冒
頭
で
提
示
さ
れ
た
主
題
と
全
品
の
内
容
と
は
ほ
 と
ん
ど
 丑
閥
係
 で
あ
る
と
い
ふ
見
解
も
誤
り
で
あ
る
。
 

（
 托
 ）
現
行
楚
水
と
戯
話
す
な
は
ち
月
ま
・
 
H
 と
は
同
系
の
博
 本
に
属
す
る
。
 註
 5
 参
照
。
少
く
と
も
、
す
で
に
掲
げ
た
 I
 部
 分
は
 つ
い
て
は
、
そ
の
 

藏
詳
 文
は
現
行
梵
文
と
同
じ
テ
キ
ス
ト
に
 塞
 く
も
の
で
あ
る
こ
 と
が
た
や
す
く
確
認
さ
れ
る
。
 

（
四
）
 づ
 @
 
ヴ
 ・
目
の
授
記
 品
 は
す
で
に
現
行
梵
文
 や
づ
 @
6
 
目
 と
 同
じ
構
成
、
行
文
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
義
浄
 訳
は
円
 き
 耳
糸
唐
本
よ
り
も
 

さ
ら
に
多
く
の
 増
 廣
を
経
た
現
在
知
り
う
る
最
も
新
し
い
 庫
本
 に
 属
す
る
こ
と
を
思
へ
ば
、
義
浄
 譚
 底
本
の
授
記
 品
が
 鼻
熊
 誠
 謹
 の
も
の
と
ほ
と
ん
 

ど
 同
じ
で
あ
っ
た
と
は
む
し
ろ
考
へ
難
い
。
義
浄
の
用
 ぬ
 た
 梵
 文
 授
記
品
の
構
成
は
す
で
に
現
行
 梵
本
 に
お
け
る
そ
う
に
混
み
 入
っ
た
も
の
で
、
 義
 

浄
は
自
ら
の
底
本
の
み
に
よ
っ
て
は
も
は
や
 同
品
 を
詳
出
し
え
 た
 か
つ
た
た
め
、
や
む
な
く
、
 佛
 菩
薩
名
答
の
ほ
か
は
 曇
 無
識
 詳
 を
ほ
と
ん
ど
そ
の
 

ま
ま
 依
用
 し
て
し
ま
う
た
と
は
考
へ
ら
れ
ぬ
で
あ
ら
う
か
。
 

（
 0
0
 
）
 
三
 菩
薩
授
記
の
文
は
一
六
八
頁
五
行
の
ぎ
 
音
宇
百
下
 「
曲
中
の
ち
の
内
容
と
し
て
 

l
 部
分
に
組
み
込
ま
れ
た
た
め
、
 
内
 容
 提
示
の
接
緒
 
詞
 

せ
麓
 
（
 
す
 ひ
が
必
要
と
な
り
、
同
様
に
、
 一
 高
天
子
授
記
の
文
は
 、
 一
七
二
頁
二
行
の
…
・
お
日
せ
の
芽
。
 

ヨ
ど
隼
ゴ
曲
臣
せ
セ
ひ
ガ
 

Ⅱ
（
 

w
p
 

中
 
の
 内
容
と
し
て
 附
 

加
 さ
れ
た
た
め
、
や
は
り
 接
績
錦
 *
 三
ま
の
が
、
挿
入
さ
れ
 た
 山
部
分
の
初
め
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。
 註
騰
 参
照
。
 

（
 援
 ）
ノ
ー
ベ
ル
の
用
み
え
た
 
諸
嶌
 本
に
 よ
 る
か
ぎ
り
、
こ
の
 箇
所
に
は
こ
れ
と
い
つ
た
冥
護
は
な
い
。
 臼
 ・
 り
 三
ヴ
 牙
 ・
 や
乙
っ
 
、
レ
コ
 
ヨ
 ・
ト
リ
 

@
 ト
 
の
 

 
 

（
㏄
）
し
た
が
つ
て
、
一
六
八
頁
四
行
と
一
六
九
頁
 一
 三
行
に
 ノ
ー
ベ
ル
の
施
し
た
改
行
は
全
く
不
要
と
な
る
。
 

（
㎝
）
ノ
ー
ベ
ル
が
序
論
四
四
頁
で
述
べ
る
、
 巴
ご
 目
が
幅
の
 
、
宙
 
@
 
の
 D
@
 

（
（
）
Ⅰ
 

ぃ
 
@
 
（
）
㏄
 

D
@
 

（
 
@
@
 

㏄
（
）
 

n
@
 

の
 片
 
（
）
ハ
 

@
 
寸
 
@
 し
 
Ⅰ
Ⅱ
 

@
 
（
の
 
@
 
（
）
 

b
@
@
p
H
 

ネ
 白
の
）
の
（
）
 

P
n
@
 

の
 0
 ヰ
 
付
牡
 
0
%
 
 
援
 の 曲 す
あ
が
円
円
セ
 

が
 ・
㏄
 

 
 

ひ
 
い
（
 

コ
臣
い
 
り
が
 
ゼ
卸
欝
 
口
ロ
由
良
 
隼
す
い
 
m
 
計
の
 
-
-
 

（
 
、
 -
m
 
（
 年
 -
 
の
 ・
が
二
ヰ
 

9
 
年
コ
年
 
毛
 。
 ヒ
 
い
け
 
e
 Ⅰ
 メ
ト
 

e
 Ⅱ
 
巨
 -
 
の
コ
 
の
 
目
 
0
 口
 -
e
 
Ⅰ
 
O
0
0
0
 

ハ
い
 
0
 円
 
侍
 
。
Ⅱ
の
 

0
 プ
コ
 
の
（
年
の
せ
の
で
 

由
冊
 
Ⅱ
㏄
）
 
N
E
 
ヨ
 Ⅱ
Ⅰ
す
 

か
 

 
 

ヴ
の
コ
 

の
 コ
 ㏄
の
 
オ
 0
2
 

ヨ
の
 

コ
 四
コ
 
隼
 ・
 u
 日
日
 の
コ
し
 
す
り
「
 

ヨ
 a
z
u
 プ
ウ
 
「
の
 
コ
 二
コ
 
隼
 二
日
：
・
 

-
 
コ
由
 0
 Ⅰ
 イ
 0
 コ
 カ
 0
 づ
ヨ
 

Ⅰ
 
の
 コ
 の
 コ
由
づ
 
-
e
 
仁
ぃ
ゴ
 

侍
臣
 
コ
帆
ヴ
の
 
-
 
0
 オ
 Ⅱ
こ
 
い
 
二
 %
@
0
 

ハ
年
の
 

コ
 ・
 一
 

  

（
 
お
 ）
 の
ヰ
 の
 ヱ
 セ
 ブ
ゴ
 
・
 ロ
 ・
 ト
の
 
5
%
 
コ
卜
申
 

・
㏄
。
 

（
 
2
 
2
 ）
 の
中
の
㌍
 
せ
 す
け
 つ
 Ⅹ
Ⅰ
 
目
 ゲ
 バ
ヴ
く
 



ハ （ （ へ 

の Ⅲ 授あ 3 色色 き 
綾部 記る   
品にこ まれたられぬ HHH, もので あ い。 お 
ことあ ときつひさ ると 

ら手を ではな @@ こま 、 ヵ ァ @,@, ・ は 木 、 
い 1 一コ曇来加 
で l 無援 へ 
あ 1 人 ] 試記て 
ら部は温 "   

混み がぅ 。 出方 詳 @[ ょ一 ] 

造 無 の 際 1 [ 二コ 三コつ 天 
作こ [ 四 : た 
ほ の 1 五コ構 

切炭 り 復 1 六コ @  成 の 

捨を Ⅱ 同 
て息 Ⅲ 品 

らみ れ、 Ⅳ現 と行   

た l ぃ梵   
と部 ふ文 
い 分三 テ 

校 
訂 - - 

ふの 菩キ 
こ 内薩ス 
と の 授 ト 

も 三証 が 

ぶ謹 来任 

  
草文天の 
句 と 子で   
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く 言語 ノの アナロギアに よ 

言 言 と 父 

を 
  

  

職   
@ 

な 奉 学 

と 

  
65  (65) 

る 宗教寛容論 

を 
説 

{   

  連 
の 

思、 
索 
を 
検 
討 
し 
て 

み 
ナ - Ⅰ 

  
  

多 
横 面 
な 欧 
議 キ 

論 が 、 り ス 

提 ト 

世 教 
さ 社 
れ 会 
て に 

い お 

るい が て 
、 八 

古木 教 私は   
千 客 
の V 
り、 の 

論 居 、 

想 が にお 

い 確 
て 立 
八 さ 

寒 れ 
教 る 
V ま 

と で 

八 の 
言 出 

詰 難 

V の道 な 八 
間 程 
ほ の 

ひ 中 

で、 コ注 。 巻 

雙 ． そ 

曲 を の 寛 和 
末 客 
め 論 彦 つ根 つの 
八 挺 
寛 と 

容 し 

V て 

会
コ
 註
 m
 レ
の
 ア
ナ
ロ
ギ
下
 
ア
 卜
ト
 

Ⅰ
 よ
る
 宗
 教
 寛
容
論
 



と
い
う
章
句
が
典
型
的
に
示
し
て
い
る
 よ
う
 に
、
宗
教
 寛
容
論
の
先
駆
的
な
も
の
と
し
て
著
名
で
あ
る
。
例
え
ば
 、
 後
の
宗
教
改
革
の
時
 

代
 に
改
革
派
の
指
導
者
の
一
人
 ョ
 ハ
ン
ネ
ス
・
 キ
 

ス
む
サ
 ド
コ
ロ
の
の
沐
 

せ
 日
の
仁
の
は
自
己
の
主
張
の
擁
護
の
た
 
め
に
こ
の
著
作
を
用
い
 

著
し
た
が
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
思
想
は
 

、
八
 ㌍
 
口
 
p
q
n
F
 

田
 。
 ぎ
 Ⅰ
 
田
 
（
 
宙
ョ
ヰ
 
a
r
 
鰍
守
鯨
 
V
 「
一
な
る
宗
教
が
諸
々
 

の
多
様
な
儀
礼
の
中
に
」
Ⅰ
 

3
 し
 

  の も 

か て 同 校 む さ   
が 枢 知 計 し て る すの 一 執 す 治 
イ 機 の を ろ フ 。 ）在 さ 行 る が 

ス 卿 よ し そ ッ   り れ 等 こ 必 
う な う た の ヵ   方 ね の と 要 
l つ に い 源 l と ば 意 で で 
ふ と ク 。 泉 の の た 味 あ あ 
  め ザ   
ト た l な 士 ると 関係らなであ ろ う （ 一 

ル 教 ヌ つ め へ い る ピ " し 

コ 会 ス て 主 の わ か ， て 

の 政 は い 張 類 げ ら 亡 も 

政 治   る の 

撃 家 ト と 持 曲 は フ 
比 で、 」 でそ 、 

ほ ほ イ お っ 

よ し ツ ぼ 意 
り て に し 味 
征 神 主 き め 
月皮 字 ま 二 棟 

コ 討 の 

さ著 れ、 れ ラ @ ま 

ウ 後 た 哲 生 
事 学 と ス ヮこ 

ィ半 音 し   す 
を て て ク る 

姜駕 あ ロ ザ こ ピ コ   
機 る l l と 、 こ は お そ 
と 。 マ 2 と 雙 ． の 
し 枝 数 ス し 

て、 之は 

それ o ざ   ナ， Ⅰ 

仁 立の sp 先 
一つの （教派） 人間が の組織 われて 

コ つ   拐 て 
日 l あ （ 

レ 肚 "  フ り、マ帝 信仰 0 レ 4 @ ツ 

の 国 晩 ? カ 

平 の 年 Ⅰ 本 @ 
利 ]  コ の 求 め 
。 -,  . ノ 十 ） 論 日 - 
と ス 数 の と 

い タ 年 八 関 
ラ ン 間 寛 通 
書 チ に 容 し 

物 ノ わ V つ   
を i た 論 っ の 諸 式 儀 も 
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く 言語 ノのア ナ ロ 

（
 
7
7
 
）
 

っ
て
 、
 印
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
も
の
が
で
は
な
い
 0
 」
 

と
こ
ろ
で
ク
ザ
ー
 ヌ
ス
 
は
、
こ
の
，
 ロ
の
 ㌧
が
り
の
め
ら
 
臼
，
に
 お
い
て
全
世
界
規
模
で
思
惟
し
て
い
る
（
少
な
く
と
も
 そ
 う
 す
る
こ
と
を
 欲
 

 
 

 
 

し
て
い
る
）
の
で
あ
っ
て
、
世
界
各
地
か
ら
十
七
の
民
族
 0
 代
表
的
賢
者
が
参
加
し
て
い
る
、
神
の
下
で
の
天
上
 会
議
を
設
定
し
て
議
論
㏄
 

6
7
 

を
 進
め
て
い
る
 0
 そ
し
て
現
存
の
諸
宗
教
の
広
が
り
の
 枠
 を
 、
現
存
の
諸
言
語
（
諸
国
語
）
お
よ
び
諸
民
族
の
枠
 

と
 
一
致
さ
せ
て
考
え
て
い
 

Ⅰ
日
日
 V
 論
は
極
め
て
重
要
な
 働
 ぎ
を
し
て
い
る
と
 見
 る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
の
原
文
は
、
直
接
的
に
は
 儀
 礼
 ユ
日
日
に
関
し
て
次
の
 

 
 

が
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
 
、
の
ヰ
 

の
 コ
 の
 レ
仁
 
（
の
日
ヨ
 仁
 （
 
の
 ま
 0
 コ
 0
 日
 
れ
 ひ
 で
日
コ
拝
コ
 
0
 さ
の
 梅
コ
曲
 
ヰ
岸
 
日
 ・
。
「
諸
々
の
印
が
 
変
化
を
受
け
容
れ
る
の
で
あ
 

R
 コ
笘
 0
 ）
 
コ
 二
ミ
 岸
目
 せ
が
Ⅱ
 
あ
綺
 （
の
 
V
 と
い
う
事
態
に
 つ
い
て
、
ク
ザ
ー
 
ヌ
ス
 は
次
の
よ
う
に
考
え
て
る
 0
 こ
の
 こ
と
は
既
に
現
実
に
存
在
し
 

容
 

寛
 

て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
々
が
そ
れ
を
 認
 誌
 し
て
い
な
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
人
々
 が
 気
付
く
な
ら
ば
、
全
て
の
 

教
 

族
 

宗
教
に
関
す
る
、
ま
た
宗
教
に
由
来
す
る
争
 い
は
 止
む
で
あ
ろ
う
と
。
こ
の
よ
う
な
ク
ザ
ー
 ヌ
ス
 の
理
解
に
 と
っ
て
 、
ハ
の
 
忘
コ
 簿
１
 の
 
梅
コ
 p
.
 

さ
て
ク
ザ
ー
 
ヌ
ス
 の
 

れ
て
い
る
次
の
四
点
で
 

々
に
見
え
る
こ
と
の
（
 

し
う
る
め
三
の
（
目
的
、
 

の
 
げ
コ
 の
 
日
ヨ
 
（
 
組
 ぬ
臣
 
岸
ヨ
 

以
上
の
四
点
に
つ
い
 

カ
ー
の
上
掲
の
論
と
の
 八

 ま
コ
 の
Ⅱ
の
ま
 雙
 0
 日
 （
 ト
 
（
年
日
く
が
Ⅰ
 
大
 い
什
が
 

ヰ
 
O
V
 

仁
は
る
無
心
 

相
心
 
た
 こ
 
支
え
て
い
る
の
は
、
。
 ロ
 の
 で
 が
⑬
 か
 Ⅰ
 由
，
 
の
中
に
展
開
 
さ
 

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
（
一
）
無
限
、
絶
対
、
万
能
な
 る
も
の
と
し
て
の
神
は
、
有
限
者
と
し
て
の
人
間
に
は
 様
 

二
）
人
間
は
弱
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
 
ぎ
ぎ
日
ぎ
 毬
甘
 0
 ヨ
ぎ
 Ⅰ
日
の
自
覚
。
（
三
）
全
て
の
人
間
の
一
致
 

終
局
）
と
し
て
の
 仁
ヰ
い
 カ
ヰ
①
の
 0
 ユ
オ
 0
 隼
 0
 Ⅹ
が
（
一
な
る
 
正
統
的
な
信
仰
）
の
存
在
の
確
認
。
（
四
）
一
な
る
 

印
 で
表
さ
れ
る
も
の
）
が
多
様
な
の
好
目
 日
 
（
 印
 ）
（
 巨
 
の
俺
コ
沙
 
）
で
表
さ
れ
る
こ
と
。
 

（
 
6
 ）
 

て
の
詳
細
な
考
察
は
既
に
別
の
場
所
で
試
み
た
こ
と
が
あ
 る
の
で
、
そ
れ
に
譲
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
 フ
ッ
 

関
わ
り
に
お
い
て
第
四
の
八
の
田
尾
 

１
 の
 
漏
コ
 P
 日
日
 V
 論
 に
の
み
焦
点
を
あ
て
て
お
き
た
 い
 。
先
に
掲
げ
た
八
目
  
 

（
 巳
り
 
）
 

て
い
る
。
 

て
い
 る
し
、
（
 

4
 ）
ま
た
十
七
世
紀
中
葉
に
は
。
や
は
り
同
様
な
 

立
場
か
ら
こ
の
本
の
ド
イ
ッ
語
訳
が
翻
訳
者
と
発
行
場
 

所
を
隠
し
て
刊
行
さ
れ
 



さ
て
以
上
の
ク
ザ
ー
 ヌ
ス
 の
 八
 寛
容
 V
 論
を
ふ
ま
え
つ
つ
 、
 再
び
十
六
世
紀
の
ひ
と
フ
ッ
カ
ー
の
六
儀
礼
に
関
す
 る
 寛
容
 V
 論
に
立
ち
 

ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
 

か
く
し
て
こ
こ
に
、
フ
ッ
カ
ー
ほ
ど
に
は
明
示
的
で
な
い
 が
 、
入
言
語
 V
 の
在
り
方
と
の
類
比
 仁
 根
拠
を
置
い
て
 八
宗
教
寛
容
 V
 が
 主
 

張
 さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
 

一
 一
 

@
u
@
 

よ
う
 に
見
え
る
当
の
お
方
で
あ
り
、
多
様
な
名
称
 口
 即
ち
 言
葉
し
で
 称
 ば
れ
て
い
る
当
の
お
方
な
の
で
す
。
」
と
 

号
 口
 わ
れ
て
Ⅰ
 リ
る
卜
 し
と
か
 

れ
て
い
る
と
と
も
に
、
「
生
命
の
授
与
者
で
あ
り
存
在
で
 
あ
ら
れ
る
あ
な
た
こ
そ
、
多
様
な
儀
礼
に
お
い
て
異
な
 っ
て
探
求
さ
れ
て
い
る
 

は
 同
一
の
神
で
あ
る
こ
と
 V
 、
逆
に
八
同
一
の
神
が
多
様
 な
儀
礼
体
系
に
よ
り
多
様
に
信
仰
さ
れ
る
こ
と
 V
 が
 主
 張
 さ
れ
て
い
る
こ
と
に
 

（
Ⅵ
 
ご
 

な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
文
に
お
い
て
「
万
人
に
本
有
的
 な
も
の
と
し
て
現
存
し
て
い
る
宗
教
 n
o
 

日
屋
 

匡
 
Ⅰ
の
 
コ
ぬ
 
ぃ
 
0
 が
あ
る
。
」
と
言
わ
 

る
 。
そ
し
て
現
存
の
諸
宗
教
は
 、
 先
に
ふ
れ
た
彼
の
認
識
 八
 ヒ
コ
 
ド
 「
の
）
 

コ
帆
 
p
o
 
 

甲
り
臣
 （
二
目
 

臣
づ
が
 
Ⅰ
 げ
 （
 
曲
 （
の
Ⅱ
Ⅴ
に
お
い
て
 

は
 、
八
宗
教
 V
 で
は
な
 

（
Ⅰ
 

0
 
）
 

く
 八
一
な
る
正
統
的
な
信
仰
 V
 
の
下
で
の
六
儀
礼
の
体
系
 V と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

す
る
と
以
上
の
こ
と
か
ら
次
の
よ
う
な
結
論
が
導
き
出
 さ
れ
る
こ
と
に
な
る
 0
 八
の
漏
 日
１
 の
 ロ
 
の
 コ
 の
（
佳
ヨ
 

V
 論
で
は
 、
第
一
に
の
 花
コ
 年
日
 

（
 印
 ）
の
典
型
と
し
て
の
舌
口
話
収
に
お
い
て
、
 八
 多
様
な
 @
 話
 に
よ
り
多
様
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
の
中
に
同
一
の
こ
と
 も
あ
る
こ
と
 V
 、
 逆
 

（
ハ
 

ト
 
）
 

仁
 八
一
つ
の
こ
と
も
多
様
な
言
語
に
よ
り
多
様
に
表
現
さ
 れ
る
こ
と
 V
 が
 グ
ザ
 ー
 ヌ
ス
 に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
 る
 0
 
 
と
 @
 
Ⅰ
ろ
が
そ
 か
り
 
=
=
 

口
 

語
 
（
国
語
）
と
同
じ
枠
で
把
握
さ
れ
て
い
る
諸
々
の
 

宗
 数
 は
 、
 既
に
見
た
 
よ
う
 に
ク
ザ
ー
 ヌ
ス
 の
理
解
で
は
儀
礼
 の
 多
様
な
体
系
で
あ
る
 

わ
け
だ
か
ら
、
上
の
八
の
ゐ
目
 
１
 の
 漏
日
ぎ
日
 V
 論
で
は
、
 第
二
に
、
 
八
 多
様
な
儀
礼
の
体
系
に
よ
り
多
様
に
信
仰
 さ
れ
て
い
る
も
の
が
 実
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く 言語 ノの アナロギアによる 宗教寛容論 

第
二
に
、
被
造
物
と
し
て
の
人
間
は
 、
 （
第
一
の
こ
と
に
 も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
）
神
を
模
倣
す
る
，
 」
と
を
切
望
す
る
と
 

述
べ
て
い
る
 0
 「
真
理
に
つ
い
て
の
知
識
に
お
い
て
進
歩
 す
る
こ
と
、
お
よ
び
徳
の
実
行
に
お
い
て
成
長
す
る
こ
 と
と
い
う
よ
う
な
、
 
こ
 

の
種
の
完
成
に
関
し
て
は
、
こ
の
下
界
の
被
造
物
の
中
で
 人
間
が
 、
 神
と
の
最
大
度
の
類
似
（
 ゴ
 の
 う
 。
 降
 
n
o
 
コ
 h
o
 
ペ
ヨ
ご
セ
旧
ぎ
 
甘
の
 0
 Ⅰ
を
 

@
 
二
リ
 

l
.
l
 

-
 

（
 
騰
 -
 

切
望
し
て
い
る
。
」
こ
れ
は
「
神
学
入
門
口
第
二
章
に
お
 
げ
 ろ
 ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
の
引
用
「
す
べ
て
の
人
間
 は
 本
性
的
に
知
る
こ
と
 

@
 
り
 
@
 
）
 

を
 希
求
す
る
。
」
お
よ
び
同
書
第
六
章
に
お
け
る
「
人
間
 

 
 

い
 う
 叙
述
、
さ
ら
に
 

公
 
Ⅳ
）
 

は
 第
八
章
の
八
二
。
 ヨ
 o
 
n
o
 

の
 ヨ
 0
 ぬ
 q
p
 
づ
ぽ
 
仁
の
 
V
 
 （
宇
宙
 誌
家
 ）
の
思
想
と
親
近
性
を
も
っ
て
い
る
。
 

第
三
に
は
、
世
界
を
書
物
と
み
な
し
、
そ
の
著
者
 a
u
 
（
 
す
 0
 （
を
神
と
す
る
思
想
が
あ
る
。
「
神
は
自
然
 之
 P
 巨
お
 
2
 
者
者
で
あ
る
か
 

ら
 、
自
然
の
声
は
神
の
道
具
に
他
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
 は
 、
お
お
よ
そ
学
ぶ
に
値
す
る
も
の
は
神
か
ら
自
然
に
 よ
っ
て
 
ヴ
せ
邑
で
 0
 日
 

日
ヨ
受
け
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
 
0
.
.
.
 

神
は
 

、
こ
 0
 世
界
に
到
来
し
て
い
る
万
人
を
理
性
の
光
で
照
明
し
て
 い
る
の
で
あ
る
が
、
 
そ
 

の
 理
性
の
光
の
 
力
 に
よ
っ
て
、
人
間
は
真
理
と
誤
謬
の
 区
別
を
知
り
、
善
と
悪
の
区
別
を
知
り
、
そ
 う
 す
る
こ
 
と
で
、
神
の
意
志
が
何
 
69@ (69@) 

帰
る
こ
と
と
し
ょ
う
 ひ
 先
に
掲
げ
た
フ
ッ
カ
ー
の
 入
 言
 五
 
幅
の
類
比
 V
 に
根
拠
を
求
め
る
論
法
が
 、
 ク
ザ
ー
 ヌ
ス
 の
 そ
れ
と
親
近
性
を
持
 ち
 

つ
つ
も
、
一
層
明
解
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
見
て
取
れ
よ
 う
 0
 こ
の
 フ
 。
カ
ー
の
ク
ザ
 一
ヌ
ス
 へ
の
親
近
性
は
偶
 然
 に
成
立
し
て
い
る
も
 

の
で
あ
ろ
う
か
 0
 実
は
そ
う
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
 0
7
 ッ
 カ
ー
の
同
じ
木
口
教
会
政
治
理
法
論
目
の
第
一
巻
で
（
 

 
 

，
の
 
。
 
ヨ
罵
 二
ロ
 
ぎ
日
 ，
日
神
学
入
門
ヒ
 の
 第
一
章
の
冒
頭
「
 健
全
な
精
神
を
有
す
る
人
な
ら
誰
で
も
が
確
認
す
る
こ
と
 が
あ
る
。
」
が
引
用
さ
 

れ
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
「
神
学
入
門
 L
 と
思
想
的
 に
 極
め
て
親
近
性
の
あ
る
い
く
つ
か
の
議
論
が
展
開
さ
 れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

先
ず
第
一
に
 、
神
 
（
至
高
者
）
に
つ
い
て
人
間
の
持
ち
 ぅ
る
 知
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
 れ
は
、
役
目
至
高
者
 口
 

が
 実
際
に
存
在
す
る
と
お
り
に
は
、
彼
を
知
っ
て
は
い
な
 い
こ
と
、
お
よ
び
知
り
え
な
い
こ
と
を
、
わ
き
ま
え
て
 い
 る
 ピ
 
こ
れ
は
、
 ク
 

-
 
㎎
）
 

ザ
 ー
 ヌ
ス
 に
お
け
る
 八
 Ⅰ
 0
 ゑ
の
漏
局
 
0
 ト
い
目
 

（
 
ぎ
 V
 の
も
つ
 立
 
思
味
 の
一
つ
で
あ
る
。
 

@
4
@
l
 



@
@
 

穏
 
）
 

さ
れ
な
い
言
葉
・
神
と
、
第
二
の
 、
 神
の
印
と
し
て
の
 被
 造
物
と
、
第
三
の
、
被
造
物
と
し
て
の
人
間
の
用
い
る
 巨
ト
 

『
・
 

を
 考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
私
は
、
フ
ッ
カ
ー
は
ク
ザ
ー
 ヌ
ス
 か
ら
 六
言
語
の
類
比
に
 よ
 る
寛
容
論
 V
 を
吸
収
し
、
展
開
し
 力
 
・
 
Ⅰ
 

推
測
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
時
に
、
フ
ッ
カ
一
に
 典
 型
 的
に
見
ら
れ
る
六
言
語
の
類
比
に
 よ
 る
寛
容
論
 V
 
の
 持
つ
 

ヌ
ス
 の
上
掲
の
思
想
と
併
せ
て
考
察
す
る
時
に
十
分
に
く
 み
 取
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
 

そ
こ
で
フ
ッ
カ
ー
の
寛
容
論
そ
の
も
の
を
、
も
う
少
し
 考
 察
し
て
み
よ
う
 0
 フ
ッ
カ
ー
の
こ
こ
で
の
思
惟
の
世
界
 ま
 
@
 言

葉
と
い
う
系
列
 

の
で
は
な
い
か
と
 

含
蓄
は
 、
 ク
ザ
ー
 

、
ク
ザ
ー
 
ヌ
ス
 の
 

@
M
 
穏
 
）
 

し
え
な
の
で
あ
る
 0
 し
 と
 0
 こ
こ
で
、
ク
ザ
ー
 
ヌ
ス
 は
 、
 爪
印
と
し
て
の
言
葉
 V
 
に
つ
い
て
、
第
一
の
 
、
 印
で
な
い
 
曲
卍
 
と
し
て
の
、
 
郊
別
吐
氾
 

フ
ッ
カ
一
の
司
教
 ム
ム
 
政
治
理
法
論
し
と
 グ
ザ
 ー
 ヌ
ス
 の
 日
 神
学
入
門
口
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
思
想
的
親
近
性
を
 見
出
す
こ
と
が
で
き
 

る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
さ
ら
に
冒
頭
 に
 掲
げ
た
 フ
ッ
ヵ
 ー
の
六
言
語
の
類
比
に
よ
る
寛
容
論
 V
 と
、
そ
れ
に
直
接
的
 

に
 関
わ
り
 ぅ
る
、
 次
の
よ
う
な
日
神
学
入
門
 L
 で
の
 八
旧
 約
 聖
書
で
の
ア
ダ
ム
の
言
語
論
 V
 お
よ
び
八
の
 
む
コ
曲
１
 
の
 好
日
日
日
 V
 論
と
を
 対
 

賊
 し
て
み
よ
う
。
先
ず
 八
 ア
ダ
ム
の
言
語
 V
 に
つ
い
て
は
 、
「
第
一
の
人
間
ロ
ア
ダ
ム
 
ロ
 の
「
話
す
技
術
」
は
 多
 く
の
「
異
名
同
義
語
 
一
 

キ
ち
 0
 三
ヨ
Ⅰ
に
富
ん
で
い
た
の
で
、
の
ち
に
分
か
れ
た
 言
語
は
す
べ
て
そ
の
中
に
包
含
さ
れ
て
い
た
、
と
信
じ
 ら
れ
て
も
 不
 ム
ロ
 
理
 と
ば
 

思
わ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
の
言
語
は
す
べ
て
、
 わ
 れ
わ
れ
の
先
祖
ア
ダ
ム
の
・
・
・
あ
の
最
初
の
言
葉
か
 ら
 来
て
い
る
か
ら
で
あ
 

（
㏄
 
"
 

る
 0
 
」
ま
た
八
の
あ
 
泰
 １
 %
 梅
コ
笘
仁
日
 
V
 論
に
関
し
て
は
、
 「
精
神
は
、
「
自
分
か
ら
生
ま
れ
る
言
葉
ヒ
ロ
精
神
の
顕
示
 
0
 降
の
 
コ
約
 
0
 が
言
葉
で
 

@
 
り
の
 

）
 

あ
る
口
に
お
い
て
自
ら
を
認
識
し
、
か
つ
、
 司
 
創
造
さ
れ
 な
い
言
葉
 
口
 
神
ロ
 ヒ
 の
印
の
ぬ
口
ロ
日
で
あ
る
被
造
物
に
 
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
 

印
 で
さ
ま
ざ
ま
に
自
ら
を
顕
示
す
る
の
で
あ
り
、
「
生
み
 
出
さ
れ
た
言
葉
ヒ
ロ
被
造
物
口
を
示
す
印
で
は
な
い
と
こ
 ろ
の
言
葉
は
何
も
存
在
 

 
 

  
るかを V ゴ ㌍㏄ 

  
家 し も 

の 

の の 

か 思想 中 
学び と親近 ら 
  
も の 
っ て， 

て あ 

0 いる。 。」 （ 3 2 る （ 2 一 - 

    

  
ナま 

第一 

  
の 

末 
尾 
で         
  
及 
し 
泊， し 

  
ザ 

  
  
  
の 

  
オ 。 

円下 。 

  

0 のⅡ コ 

の 。 
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全
世
界
規
模
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
狭
く
、
キ
リ
ス
ト
教
 世
界
に
局
限
さ
れ
て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
が
 、
そ
の
問
題
状
況
は
 ク
 

そ
れ
を
八
教
会
 V
 の
下
に
一
元
的
に
位
置
づ
け
る
と
 共
 

ザ
 ー
 ヌ
ス
 よ
り
は
厳
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
既
に
言
及
し
 

に
 、
八
国
王
 V
 が
八
教
皇
 V
 の
下
に
従
属
す
る
こ
と
を
 求
 

た
よ
う
に
フ
ッ
カ
ー
は
イ
ギ
リ
ス
国
教
 ふ
ム
 
の
神
学
者
と
 め

て
い
る
 0
 他
方
 ピ
一
 

し
て
こ
の
木
を
著
し
て
 

い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
当
時
の
国
教
会
を
取
り
巻
く
 緊
迫
し
た
状
況
か
ら
の
要
請
に
対
す
る
、
彼
の
応
答
で
 あ
っ
た
。
即
ち
、
政
治
 

豹
文
脈
で
表
現
す
れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
 と
 ピ
ュ
ー
リ
タ
 ン
 と
い
う
い
わ
ば
左
右
の
八
国
際
主
義
 V
 の
 攻
 華
の
狭
間
 で
、
国
教
会
は
そ
の
 特
 

@
 
お
 -
 

味
 な
在
り
方
を
八
国
家
至
上
主
義
的
 V
 Ⅱ
 r
a
 
え
ざ
口
 な
論
 理
 に
よ
っ
て
擁
護
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
 0
,
 」
れ
を
宗
教
的
文
脈
で
 

表
現
 サ
 る
な
ら
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
 と
 ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
 と
 い
 う
、
 互
い
に
立
場
は
相
反
す
る
と
は
い
え
八
一
元
論
 V
 的
 信
仰
か
ら
の
攻
撃
に
 

対
し
て
、
八
二
元
論
 V
 的
信
仰
に
立
っ
て
弁
明
す
る
と
い
 ぅ
 形
で
あ
る
。
 

す
な
ね
 ち
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
、
八
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
 V
 理
念
に
典
型
的
に
表
さ
れ
て
い
る
 よ
う
 に
、
八
国
家
 V
 の
 存
立
を
認
め
つ
つ
も
 

リ
タ
ン
は
、
そ
も
そ
も
八
国
家
 V
 お
よ
び
八
国
王
 V
 が
 キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
と
は
認
め
ず
、
 キ
リ
ス
ト
教
徒
は
八
教
 

論
 

館
舎
 V
 の
み
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
 ょ
 っ

て
の
み
生
き
よ
、
と
神
が
命
じ
て
い
る
、
と
考
え
る
。
 

教
 

鯨
 

こ
れ
に
対
し
フ
ッ
カ
ー
は
、
こ
の
両
者
の
中
間
 に
 立
ち
つ
つ
、
八
国
家
 V
 と
八
教
会
 V
 と
は
、
本
来
は
同
 一
の
集
団
 ヨ
 け
目
ざ
年
年
の
の
 

別
 

目
の
名
称
で
あ
る
、
と
論
じ
る
。
「
教
会
と
国
家
の
間
 
に
 確
か
に
相
異
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
よ
 そ
れ
ら
の
間
色
 
牡
あ
 0
 コ
田
 

 
 

が
 
比
目
 の
 
（
の
 
ヲ
霊
 （
特
性
に
関
わ
る
区
別
）
を
し
て
い
る
 
の
で
は
な
い
。
・
・
・
そ
の
相
異
は
、
偶
然
的
な
も
の
 で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
常
に
親
 

く
国
家
を
対
照
さ
せ
る
場
合
に
、
国
家
と
は
、
真
正
言
る
宗
教
の
真
理
に
つ
い
て
で
あ
る
 

0
,
.
,
 し
た
 

 
 

 
 

し
 、
共
存
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
・
・
・
八
国
家
 V
 と
 ね
 

  

れ
わ
れ
が
称
す
る
の
は
、
 

 
 

翔
 
そ
の
下
で
人
々
が
生
き
て
い
る
一
定
の
統
治
と
政
策
 に
 関
し
て
の
み
の
こ
と
で
あ
り
、
八
教
 ふ
本
 
V
 と
称
す
る
 の
は
、
人
々
が
信
仰
告
白
 す
 

垂
ロ
 

@
 ヰ
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（
 
g
-
 

り
乙
 

止
 さ
せ
る
理
論
的
根
拠
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
。
 

こ
と
で
あ
り
、
教
会
と
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
除
い
 

て
 真
正
な
宗
教
の
事
項
に
関
わ
る
限
り
で
の
社
会
の
こ
 

と
で
あ
る
。
」
（
 

7
 
2
 

）
 

以
上
の
よ
う
に
フ
ッ
カ
ー
は
、
む
し
ろ
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
 

か
 ら
の
国
教
会
へ
の
批
判
に
対
し
て
、
八
国
家
 

V
 の
存
在
 意
義
を
擁
護
す
る
こ
 

と
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
見
た
 

、
 八
重
日
物
の
地
楡
と
し
て
の
世
界
 

V
 に
つ
い
て
の
彼
の
思
 
惟
 と
相
即
し
て
い
る
の
 

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
フ
ッ
カ
ー
は
、
「
聖
書
」
と
い
う
の
 

目
ち
富
ぺ
 
の
と
並
ん
で
、
「
世
界
」
と
い
う
も
う
一
つ
の
 

の
の
「
 

ぃ
 
㌧
（
 
臣
 （
 
e
 
 
も
人
間
に
 

と
っ
て
有
用
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

さ
ら
に
、
た
と
え
ピ
ュ
ー
タ
リ
ン
の
主
張
す
る
よ
う
な
 

八
 教
会
の
み
 V あ
る
い
は
八
教
会
の
優
越
性
 
V
 を
認
め
た
 と
し
て
も
、
そ
こ
で
 

の
 儀
礼
の
在
り
方
は
各
地
域
の
歴
史
と
伝
統
等
の
多
様
性
 

に
 応
じ
て
多
様
で
あ
っ
て
よ
い
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
 

る
 。
な
ぜ
な
ら
、
儀
礼
 

と
 儀
式
～
 レ
 
（
 
岸
注
い
コ
 
Ⅰ
の
の
Ⅱ
の
 

ヨ
 。
 コ
ぜ
 に
関
し
て
は
次
の
 
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
か
ら
で
あ
る
 

0
 「
そ
れ
ら
の
中
 
に
は
、
神
の
法
が
禁
止
 

し
て
い
る
も
の
に
属
す
る
本
性
上
言
語
道
断
な
も
の
も
 

存
 在
す
る
。
ま
た
そ
れ
ら
の
中
に
は
、
人
が
そ
れ
を
悪
に
 

用
い
る
と
い
う
同
意
 

が
な
さ
れ
る
場
合
に
の
み
有
害
と
な
る
が
、
そ
う
で
な
 

け
れ
ば
有
害
と
は
な
ら
な
い
も
の
も
あ
る
。
後
者
の
殆
 

ど
の
も
の
は
、
 臼
ぎ
隅
 

ぃ
コ
 
&
 案
の
（
の
 

耳
 （
ど
ち
ら
で
も
よ
い
も
の
）
で
あ
る
。
・
  
 
洗
礼
に
お
い
て
本
と
い
う
臼
の
日
当
 

田
 （
要
素
）
は
必
要
 
で
あ
る
が
、
一
回
だ
 

げ
 水
を
か
け
ろ
か
、
三
回
か
け
る
か
は
、
ど
ち
ら
で
も
 

よ
 Ⅰ
こ
と
て
あ
る
」
 

@
 
@
 
 @
8
 

2
 ）
 
。
 

こ
の
 ょ
う
 な
根
拠
に
基
づ
い
て
、
冒
頭
に
掲
げ
た
入
言
 

ま
 
幅
の
類
比
に
 
よ
 る
寛
容
論
 
V
 が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
 
る
 0
 そ
し
て
 フ
 "
 カ
 

遵
奉
し
て
い
れ
ば
、
国
家
・
教
会
（
国
教
会
）
は
信
徒
 

１
 の
こ
の
主
張
は
、
一
方
で
国
教
会
を
擁
護
し
つ
つ
、
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力
も
こ
れ
ほ
ど
 放
持
 で
あ
る
か
ぎ
り
、
意
見
が
分
か
 れ
る
こ
と
は
人
間
に
つ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
そ
の
 裾
 を
で
き
る
だ
け
小
さ
な
 混
 

 
 

 
 

 
 

も
な
く
、
誤
謬
の
性
質
が
そ
れ
を
許
す
時
は
同
じ
教
会
の
 中
で
、
許
さ
な
い
時
は
少
な
（
 

 
 

 
 

く
 

 
 

く
と
も
同
じ
都
市
の
中
で
、
互
い
に
寛
容
し
あ
 ぅ
 こ
と
で
 あ
ろ
う
。
」
 

お
 

限
で
あ
る
こ
と
に
 よ
 り
自
然
の
全
体
が
神
を
告
げ
 知
 ら

す
の
を
 神
ご
 自
身
が
お
望
み
に
な
っ
た
の
だ
、
な
ど
 と
 言
う
つ
も
り
は
な
い
。
 
い
 

 
  

 

ギ
 

や
む
し
ろ
す
べ
て
の
人
間
、
少
な
く
と
も
す
べ
て
の
 キ
リ
ス
ト
教
徒
が
同
じ
信
仰
告
白
で
一
致
す
る
の
は
す
 ば
ら
し
い
こ
と
だ
、
と
言
っ
 

 
 

ナ
 

た
ほ
う
が
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
希
望
の
対
 象
 で
あ
る
 よ
 り
は
願
望
の
対
象
で
あ
り
、
人
間
の
精
神
 が
こ
れ
ほ
ど
限
ら
れ
、
心
情
 

 
 

瀕
 
偉
大
さ
の
し
る
し
と
な
ろ
う
た
く
さ
ん
の
 民
 族
 を
か
か
え
た
君
主
の
警
を
持
ち
出
し
て
き
て
、
世
界
中
 

の
あ
ら
ゆ
る
宗
教
は
ど
ん
な
 

族
 
に
奇
妙
で
種
々
雑
多
で
も
、
こ
の
上
な
く
完
全
な
 

存
在
口
神
口
の
無
限
の
偉
大
さ
に
お
お
い
に
か
な
っ
て
 

い
 る
 、
多
様
性
と
い
う
点
で
無
 

四
 

 
 

 
 

 
 

書
物
を
著
し
た
ピ
エ
ー
ル
・
 

べ
｜
 
ル
コ
 
窯
お
巾
 

P
 
せ
ト
 

の
（
 

ト
 
求
 
べ
｜
 

Ⅰ
 
お
 
の
）
に
お
け
る
、
六
言
語
の
類
比
に
よ
る
 

寛
 
容
論
 
V
 
に
目
を
移
し
た
 

い
 
0
 
実
は
べ
 

｜
か
め
浩
翰
 

な
寛
容
論
の
中
で
は
、
こ
の
論
 

拠
 
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
役
割
を
果
し
て
は
い
な
い
。
 

そ
 
れ
は
一
つ
の
 

せ
 
a
r
 

ざ
ヴ
 

w
0
 

コ
と
し
て
エ
ピ
ソ
ー
ド
的
に
存
在
し
て
い
る
 

0
 
。
の
。
 

日
 
日
 
0
 
コ
臣
が
 

ヰ
 
Ⅰ
の
 

づ
オ
臣
 

0
 
の
 
0
 
Ⅰ
 
甘
ノ
 

由
 
江
 
の
の
 

け
 
Ⅰ
 
c
e
 

の
で
㏄
Ⅱ
 

0
 
）
の
の
Ⅰ
の
 

 
 

二
部
第
六
章
に
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。
「
広
大
な
 

帝
 
国
の
内
に
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
法
律
・
慣
行
・
風
習
・
 

壬
一
 

口
語
す
 

コ
抽
 

u
e
 

を
持
ち
、
 

容
 
論
お
の
お
の
が
自
国
の
な
ら
わ
し
と
好
み
に
応
じ
て
 

主
君
に
敬
意
を
表
す
る
そ
れ
は
尊
敬
の
表
し
か
た
が
 

一
つ
し
か
な
い
場
合
以
上
に
 



同
じ
よ
う
に
八
号
目
語
の
類
比
に
 
よ
 る
寛
容
論
 V
 が
 

テ
 一
か
せ
 0
 岸
主
ぺ
の
 
（
 
ト
 
の
の
目
 

せ
円
 
㍉
Ⅱ
㏄
）
の
。
 

円
ぺ
注
ヰ
ひ
 

流
の
皮
肉
を
込
め
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
 

ド
ミ
ニ
コ
全
土
 に
 勇
を
振
る
っ
て
こ
う
言
う
か
も
し
 

お
国
言
葉
が
あ
っ
て
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
話
さ
れ
て
 

デ
ル
ラ
，
ク
ル
ス
カ
（
ク
ル
ス
力
学
会
）
に
よ
っ
て
 

で
あ
り
、
ま
た
、
 ブ
 オ
ン
マ
ッ
テ
ィ
の
日
文
法
  
は
 

ま
で
も
自
分
た
ち
の
方
言
口
を
話
そ
う
と
す
る
も
の
は
 

の
 折
り
に
は
フ
オ
ン
マ
ッ
テ
ィ
が
良
心
の
呵
責
も
な
 

こ
の
よ
う
な
八
不
寛
容
 V
 へ
の
批
判
に
立
ち
つ
つ
 、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
、
こ
の
本
の
末
尾
第
二
三
章
「
 押
 へ
 

誰
 で
あ
ろ
う
と
舌
を
ひ
き
抜
く
 よ
う
 に
 、
ァ
ヵ
デ
、
、
、
｜
 

ね
ね
 0
 「
同
信
者
 よ
 、
あ
な
た
も
ご
ぞ
ん
じ
の
と
お
り
、
 

手
本
と
す
べ
き
的
確
な
指
針
で
す
。
で
も
、
ヴ
ェ
ニ
ス
 

 
 

国
語
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
ア
カ
デ
ミ
ー
の
辞
書
は
 、
逸
 

。
「
わ
た
し
は
キ
 リ
ス
 教
徒
た
ち
に
話
し
か
け
、
た
と
え
 

る
 言
葉
は
ヴ
ェ
ニ
ス
 
や
べ
 ル
ガ
モ
で
は
全
然
話
さ
れ
ま
 

の
 u
r
 ）
 
P
 づ
 。
 忘
 （
の
 
コ
 の
の
。
（
 

憶
 お
）
「
寛
容
論
 ヒ
 が
あ
る
。
 
そ
 

4
 曲
「
 
田
 （
 
ざ
コ
 と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
も
の
に
、
十
八
世
 

や
べ
 ル
ガ
モ
の
住
民
で
い
つ
 

の
会
長
が
、
ま
た
会
長
不
在
 

」
 

ば
 、
宗
教
裁
判
所
判
事
の
 

イ
タ
リ
ア
で
は
各
地
方
に
 

の
 祈
り
」
 
卜
 
ト
 ム
 
む
い
 イ
 
Ⅰ
、
「
土
日
 

脱
し
て
は
な
ら
な
い
規
則
 

せ
ん
 0
 ア
ッ
カ
デ
ミ
ア
・
 

の
 第
一
一
一
二
 

早
 に
ほ
、
 彼
一
 

紀
 後
半
の
ひ
と
ヴ
ォ
ル
 

-
,
-
 

ら
か
で
あ
る
 0
 し
 

八
 寛
容
論
 V
 は
、
全
体
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
 根
 拠
を
専
ら
こ
の
点
に
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
周
知
 の
よ
う
に
む
し
ろ
一
層
 

根
源
的
な
八
個
々
人
の
良
心
の
自
由
 V
 に
求
め
て
い
る
の
 
で
あ
る
 0
 「
・
良
心
と
は
各
人
に
と
っ
て
神
の
声
、
神
の
 
碇
 て
あ
り
，
・
・
 そ
 

の
 良
心
を
無
理
強
い
す
る
の
は
、
本
質
的
に
 、
 神
の
碇
を
 無
理
強
い
し
て
よ
い
と
考
え
る
こ
と
で
あ
り
、
 

良
心
に
反
す
る
行
動
を
 

せ
 よ
と
 命
じ
る
権
威
を
神
が
（
誰
か
に
）
 

お
 与
え
に
な
る
 こ
と
は
あ
り
え
た
い
。
同
じ
理
由
か
ら
、
社
会
を
形
成
 し
 お
の
が
自
由
を
主
権
 

者
の
手
に
預
け
る
こ
と
に
同
意
し
た
人
々
が
、
自
己
の
良
 心
 に
対
す
る
権
利
を
主
権
者
に
与
え
る
つ
も
り
は
絶
対
 に
な
か
っ
た
こ
と
ほ
 
明
 

 
 

具 
体 こ 

的 の 

仝 な論 文 早 
浜 に 

で は   
も さ 

し さ 

ら か 
ク 轄 

  
ヌ 込 
ス め 

ほ ら 
返 れ 
い て 

  
で ・   

そ 
      
ミ @i  ヒ二 
口口   
0 % ま   
比 哉 
ほ で 

よ @ ま 

る な 
寛 い 
容 が 
モと @   

。Ⅰ m/ 確   
展 に 

開 こ 

さ " 」 
れ に 

て フ   
る カ ｜ 
し よ     
べ 複 

@ 雑   
の つ 
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く 言語 ノの アナロ ギ アに   よ る宗教寛容論 

  
る し 
し か 

し 

ま 干 
た 細 
フ むこ 

" 見 

力 る 

l と 

㍗ @ ヒ   
お そ   
て は 

  
そ に 
れ ク 

ほ ザ 

ど l 

明 ヌ 

瞭 ス 
れ @ ヒ Ⅴ ン し 

て ・ お 
は い 

ほ て     
、 既 

次 に 
の 見 
ょ た 

う よ 

な う 

と な 
こ 八 
ろ S 

田がに伏在 が 目コ 

目 して Ⅱ③ ～ 
い 鍍 ）   

  
る し 
  て 

75         

五 わ な か 

でる あ の 根 拠 風表れたら 幅   
い 力 に め 壬   

て 言 ） 曲 

  
  

        
で ・ 

め て ォ い @ ら 

  

す る べ   
る そ l 
彩 れ ル 

で ・ llT  と 
の ヱ 同 

八 ピ 様 
万 ソ に   
の ド そ 
理 的 の   
牲 に 八 さ ， れ 

へ 語 寛 ま 」 よ 

の ら 容 ざ の う 

ま 瞬 と   な 間     言 を あ 

性 に 的 が 

も 在 京 、 以   
五 

ゆ 言   
  
ス か の る を 
ト し 存 か 異 
教 入 花 ぎ に 
桂 宮 が り す 
会 無 前 は る 

で 京 提 八 四 
明 教 さ 人 人 
確 V れ 間 の 
な と て に 八 
形 い い 普 寛 
な う 8 通 客 
と 思 は 的 論 
る 想 ず な V 
に と で 言 の 
至 用 あ 語 中 

                  る 。 簾台目 ） 力 に @7 人 

で 、 A V 言 

に 金 言 と 語 

はて 時のの 語 いの う 類 
間 宗 頬 前 比 
が 教 比 提 に 

か せ に と よ 

か 等 ょ 枯 る 
っ し る 即 寛 
て ぃ 覚 す 容   

。 を V で を 
時 の " 見 
つ 特 八 て 
も 性 白 き 

の は 然 た 
と 正 宗 わ 

  
能 焦 性 る 



こ
の
よ
う
に
、
ク
ザ
ー
 
ヌ
ス
 か
ら
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
 
へ
と
し
 だ
い
 に
 八
 自
然
宗
教
 V
 
 （
本
性
的
宗
教
）
の
思
想
が
強
 
ま
り
 

行
く
過
程
は
、
入
言
語
の
類
比
に
よ
る
寛
容
論
 V
 の
目
的
 が
し
だ
い
に
達
成
さ
れ
て
行
っ
た
こ
と
の
現
れ
と
み
な
 す
こ
と
 

ぅ
 。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
寛
容
論
は
、
入
言
語
の
人
間
に
お
 げ
る
普
遍
性
 V
 を
八
錠
 V
 と
し
て
、
一
方
に
お
い
て
、
 

自
分
た
 

社
会
、
宗
教
、
教
会
の
中
の
人
間
の
持
つ
本
性
お
よ
び
 理
性
が
、
自
分
た
ち
の
そ
れ
と
同
じ
程
度
に
信
頼
に
値
す
 る
も
の
 明

確
に
な
っ
て
 

が
で
き
る
だ
 
る
 

ち
と
は
異
な
る
 

で
あ
る
こ
と
を
 

（
 
8
@
 

の
 多
く
の
異
な
っ
た
体
系
も
容
認
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
」
 
」
 

を
 持
た
な
い
異
邦
人
も
、
自
然
に
律
法
の
命
じ
る
と
こ
ろ
 な
 行
え
ば
、
律
法
を
持
っ
て
い
な
く
て
も
、
彼
ら
自
身
 が
 自
分
に
対
し
て
律
法
 

な
の
で
す
。
こ
い
 5
 人
々
は
、
律
法
の
要
求
す
る
事
柄
が
 そ
の
心
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
 彼
 ら
の
良
心
も
こ
の
こ
と
 

を
 証
し
て
お
り
、
ま
た
、
自
分
を
責
め
た
り
、
弁
明
し
た
 り
す
る
心
の
思
い
も
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
」
 

ま
 た
 同
書
第
五
巻
で
の
 

（
㏄
 
@
 

「
全
体
と
し
て
不
真
実
の
み
で
成
立
し
て
い
る
宗
教
は
あ
 り
え
な
い
。
」
と
い
う
記
述
も
八
自
然
宗
教
 

V
 を
前
提
と
 
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
 

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
 

さ
ら
に
後
に
な
る
と
、
 
べ
｜
ル
 に
お
い
て
は
明
瞭
に
 
、
 「
 
キ
リ
ス
ト
教
の
福
土
日
は
、
自
然
古
本
 数
 
（
 
臼
挿
 p
o
 
コ
コ
由
 Ⅰ
 
臣
 Ⅱ
 
ニ
 鰍
の
内
容
、
即
ち
 

@
 
㏄
 -
 

人
間
の
道
徳
性
の
非
常
に
大
き
な
拡
張
で
あ
る
」
と
い
う
 形
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
も
 八
 自
然
宗
教
 V
 の
存
在
を
 

想
定
し
て
い
た
こ
と
は
、
先
の
引
用
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
 る
だ
け
で
な
く
、
次
の
叙
述
か
ら
も
明
白
で
あ
ろ
う
 0
 一
 
・
私
の
思
い
違
い
か
も
 

し
れ
な
い
が
、
古
代
の
文
明
開
化
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
民
族
 の
う
ち
に
は
、
思
考
の
自
由
を
妨
げ
た
も
の
は
一
つ
も
 な
か
っ
た
と
思
わ
れ
 

る
 。
あ
ら
ゆ
る
民
族
が
同
一
の
宗
教
を
も
っ
て
い
た
。
 円
 0
 年
の
曲
 
く
田
 0
 耳
仁
コ
 の
お
 出
 
括
る
 コ
 
し
か
し
私
の
見
る
と
 @
 
」
ろ
で
は
、
彼
ら
は
、
 

人
間
に
接
す
る
の
と
同
様
な
仕
方
で
神
々
に
接
し
て
い
た
 。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
 皆
 、
一
な
る
最
高
神
の
存
在
を
わ
 き
ま
え
て
い
た
が
、
 
こ
 

の
 最
高
神
に
様
々
な
下
級
神
の
不
思
議
な
性
質
を
結
 ム
ロ
 
し
 て
い
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
唯
一
の
礼
拝
を
執
行
し
て
 い
た
の
で
あ
る
が
、
 
他
 

  

（
 
く
レ
 

3
 ）
 

第
一
に
は
「
教
会
政
治
理
法
論
 ヒ
 
に
お
け
る
新
約
聖
書
 「
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
 
し
 二
・
一
四
 @
 五
の
引
用
で
 
あ
る
 0
 「
た
と
え
律
法
 
6
 

 
 



く 言語 ノのア ナ ロ ギアに よ る宗教寛容論 

さ
て
最
後
に
、
こ
の
六
言
語
の
類
比
に
 よ
 る
寛
容
論
 V
 が
 西
欧
キ
リ
ス
ト
教
 社
ム
ム
 
に
お
い
て
 八
 諸
宗
教
（
宗
派
）
 間
の
寛
容
 V
 の
た
め
 

の
 根
拠
と
し
て
一
定
の
力
を
持
ち
え
た
こ
と
の
キ
リ
ス
ト
 数
 に
内
在
的
な
理
由
を
考
察
し
て
み
た
い
。
 

万
人
に
普
遍
的
で
あ
る
一
な
る
言
語
能
力
が
、
現
実
に
は
 互
い
に
容
易
に
は
通
じ
合
え
な
い
諸
々
の
舌
口
語
と
し
て
 
存
在
し
て
い
る
、
 と
 

比 れ る な 
に か を も 

よ つ え の 

る ヱ な で 

  寛 ピ い る 

/ ト   
V ド あ 逆 
は 的 る に 
  な か   

啓 も ら 社 
蒙 の 。 会 

主 と し 的 
議 し た 存 
の て が 在 
確 扱 っ と 

立 わ て し 
と れ 、 て 
共 て べ の   
  た ル 書 

そ理お の由 ょ 語 V 
使 が び に 

命 こ ヴ 従 
を の ォ ラ 

果 点 ル 限 
た か テ り 

し ら @  p ま 明 終 / レ 

え ら に 八 
た か お 個 
の に い 人 

で な て の 

自
由
 V
 は
著
し
く
限
定
さ
れ
た
も
の
と
な
ら
ざ
 

先
に
見
た
よ
ら
に
こ
の
寛
容
論
が
、
変
容
さ
 

っ
 た
で
あ
ろ
う
 0
 か
く
し
て
こ
の
 
八
 ミ
コ
語
の
類
 

あ
ろ
う
。
 

み
と
ど
ま
っ
て
 

と
 徹
底
さ
れ
て
 

る
 寛
容
論
 V
 は
 は

お
ら
ず
、
さ
ら
に
啓
蒙
主
義
的
人
間
観
の
所
産
と
し
て
 の
、
 （
既
に
見
た
よ
う
な
）
八
個
人
の
レ
ベ
ル
で
の
 寛
 容
 V
 へ
 

行
く
の
で
あ
る
。
 

@
0
 

4
 
 

）
 し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
八
個
人
の
 レ
ベ
 ル
 で
の
寛
容
 V
 を
根
拠
づ
け
る
の
に
は
、
入
言
語
の
類
 此
 に
よ
 

も
は
や
 力
 を
持
ち
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
類
比
の
八
 鍵
 V
 と
な
っ
て
い
る
入
言
語
 V
 は
そ
も
そ
も
集
団
的
・
 肝
 @
 
ム
下
的
 

諾
 す
る
こ
と
で
、
互
い
に
他
の
宗
教
（
宗
派
）
の
存
在
 を
 容
認
し
 ム
ロ
ぅ
 
・
寛
容
 し
 合
 う
 こ
と
を
最
終
目
的
と
し
て
  
 

｜
ヌ
ス
 お
よ
び
フ
ッ
カ
ー
の
 八
 寛
容
 V
 の
論
点
は
正
し
く
 こ
の
点
に
あ
る
。
 

と
こ
ろ
が
 べ
｜
ル
 お
よ
び
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
 八
 寛
容
論
 V
 は
、
八
人
間
集
団
（
社
会
）
と
し
て
 ハ
り
 
古
本
数
（
 

9
@
3
 

（
 
み
示
掩
 

W
 
）
 た

の
で
あ
る
 
0
 ク
ザ
 

の
間
の
寛
容
 V
 に
の
 

明
ら
か
に
し
ょ
う
と
い
う
目
的
を
持
ち
つ
つ
、
他
方
に
 お
い
て
、
こ
の
こ
と
を
基
盤
と
し
つ
つ
 八
 自
然
宗
教
 V
 
（
 本
性
的
宗
教
）
が
人
間
 

社
会
に
遍
く
存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
い
 う
ね
ら
い
を
持
っ
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
 、
こ
の
一
一
つ
の
事
を
確
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い
 う
 事
態
に
注
目
す
る
と
き
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
は
、
 

旧
 約
 聖
書
「
創
世
記
 ヒ
 
一
一
章
の
 ハ
 バ
ベ
ル
の
物
語
 V
 で
 あ
る
。
周
知
の
と
お
り
 

そ
こ
に
は
、
八
人
間
の
慢
心
 V
 と
そ
れ
に
 
よ
 る
八
神
を
軽
 祝
 し
た
こ
と
 V
 
の
ゆ
え
に
神
に
審
か
れ
て
、
そ
れ
ま
で
 は
 全
世
界
が
同
一
の
 @
 

語
 で
あ
っ
た
も
の
を
、
互
い
に
通
じ
な
い
現
状
の
よ
う
な
 言
語
の
事
態
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
物
語
が
記
 さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
 

ち
 、
言
語
に
関
し
て
本
来
は
八
一
 

V
 で
あ
っ
た
も
の
が
、
 
人
間
の
駒
 り
 高
ぶ
り
と
い
う
 八
 弱
さ
 V
 
の
た
め
に
 八
多
 V
 な
る
も
の
と
さ
れ
 

て
、
 互
い
に
混
乱
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
認
識
が
あ
る
 。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
人
間
の
在
り
方
へ
の
自
己
 反
 省
 、
自
戒
を
身
に
っ
 
げ
 

る
こ
と
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
か
ら
は
促
さ
れ
て
 き
た
 は
ず
で
あ
る
。
逆
に
 @
 え
ば
、
人
間
が
そ
の
 八
 弱
さ
 V
 を
わ
き
ま
え
て
、
神
の
 

寒
 き
を
解
い
て
も
ら
 う
 な
ら
ば
、
万
人
が
現
実
に
八
一
 

V
 な
る
舌
口
語
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
 

あ
り
、
ま
た
そ
 う
 す
べ
 

ぎ
で
あ
る
と
い
 
5
 
こ
と
に
な
る
。
現
に
新
約
聖
書
日
 使
 徒
の
宣
教
 ロ
の
ハ
 ペ
ン
テ
コ
ス
テ
 
V
 
の
叙
述
で
は
、
無
学
 な
 使
徒
た
ち
が
諸
々
の
 

@
 
Ⅱ
 -
 

外
国
語
で
説
教
を
す
る
力
を
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
 八
 奇
蹟
 V
 が
記
さ
れ
て
い
る
。
 

し
た
が
っ
て
私
は
、
こ
の
よ
う
な
 八
 バ
ベ
ル
の
物
語
 V
 と
 八
 ペ
ン
テ
コ
ス
テ
の
奇
蹟
 V
 
の
持
つ
構
 吐
 
担
が
、
 八
 諸
々
 の
 宗
教
の
寛
容
さ
ら
 

に
は
一
致
 V
 と
い
う
問
題
に
Ⅰ
ヨ
色
三
亜
な
仕
方
で
働
い
 て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
既
に
 見
た
 よ
う
 
に
、
実
際
に
 

ク
ザ
 一
ヌ
ス
 の
日
神
学
入
門
口
で
は
 ハ
 バ
ベ
ル
の
物
語
 V
 以
前
の
こ
と
と
し
て
の
 ハ
 ア
ダ
ム
の
唯
一
の
舌
口
語
 V
 が
 論
じ
ら
れ
て
い
た
の
 

@
 
の
 @
 

で
あ
る
 0
 ま
た
 ほ
ば
 同
じ
箇
所
に
八
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
の
 奇
 蹟
 V
 も
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
 0
 こ
の
よ
う
に
、
 
八
 。
 
ハ
 。
ヘ
ル
の
物
証
 
咀
 
V
 と
 

八
 ペ
ン
テ
コ
ス
テ
の
奇
蹟
 V
 か
ら
、
類
比
的
に
八
諸
宗
 教
の
寛
容
 V
 
へ
の
 八
ど
 p
p
 

の
 コ
 V
 と
八
木
 び
コ
お
コ
 
V
 
と
が
 確
 偉
 さ
れ
る
こ
と
に
な
る
 

の
で
あ
ろ
う
。
 

さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
い
て
は
、
入
言
語
 V
 と
八
 宗
教
 V
 
の
関
係
は
単
な
る
構
造
的
類
似
に
と
ど
ま
る
も
 の
で
は
な
い
 0
 例
 ，
 
ぇ
 

ば
、
 諸
々
の
宗
教
間
の
相
異
は
 、
 （
少
な
く
と
も
ク
ザ
ー
 
ヌ
ス
 お
よ
び
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
理
解
で
は
）
同
一
の
神
 が
 異
な
っ
た
名
称
で
 称
 

@
 れ
て
し
る
こ
と
に
大
き
く
左
右
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
 、
ま
た
信
仰
告
白
は
八
言
葉
 V
 と
 六
儀
礼
 V
 
に
よ
っ
て
 な
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
 
-
3
 

4
 ）
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く 言語 ノのァ 

（
 
6
 ）
 

に
 存
在
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
し
め
て
 
る
力
 ら
で
あ
る
  
 

票
 

以
上
の
よ
う
に
考
察
し
て
来
た
上
で
、
最
後
に
 壬
 日
夜
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
こ
の
入
言
語
の
類
比
に
よ
 る 寛
容
論
 V
 が
、
た
と
え
 べ
 

 
 

１
ル
お
よ
び
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
時
代
に
は
も
は
や
そ
の
 カ
 を
 失
っ
た
と
し
て
も
、
同
時
に
こ
れ
が
、
 

べ
 １
ル
お
よ
 び
 ヴ
ォ
ル
テ
一
ル
 
も
 の
 

 
 

 
 

が
 

新
し
い
八
良
心
の
自
由
に
基
づ
く
寛
容
論
 V
 
へ
の
 

ナ
に
 ）
入
言
語
 V
 と
の
関
わ
り
で
 八
 理
性
 V
 
の
重
要
 道

を
開
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
 

性
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
そ
れ
へ
の
入
信
頼
 V
 を
説
く
と
 
共
に
、
そ
れ
が
万
人
に
共
通
 

こ
れ
は
（
上
で
見
た
よ
 
う
 

読
て
、
 
八
 理
性
 V
 と
 入
信
仰
 V
 と
い
う
二
つ
の
も
の
 を
 仲
介
す
る
の
が
他
な
ら
ぬ
六
言
語
 V
 
（
八
神
の
子
と
し
 て
の
舌
口
業
 
V
 で
あ
る
と
共
に
 

%
 
 八
 世
界
（
自
然
）
の
声
 V
 で
あ
る
 @
 語
）
で
あ
る
 め
 だ
 る
ぅ
 。
 

教
 

さ
ら
に
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
が
、
そ
の
本
質
た
る
八
神
の
一
一
 

三
性
 V
 
に
お
い
て
寄
さ
二
日
八
御
言
葉
 
V
 と
し
て
、
 
六
言
葉
 V
 
に
特
殊
な
思
 

慮
を
重
ね
て
来
て
い
る
こ
と
も
あ
い
ま
っ
て
 、
 ハ
 =
=
 

ロ
ま
 
幅
 
V
 と
八
宗
教
 V
 
の
関
係
は
む
し
ろ
大
い
に
本
質
と
関
わ
る
 も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
 

る
 。
 

現
に
ク
ザ
ー
 
ヌ
ス
 に
お
い
て
は
、
「
言
葉
は
万
物
を
形
成
 

す
る
技
術
が
お
。
ヨ
田
 p
 
h
o
 

（
日
が
 

コ
 の
の
認
識
形
象
」
 
で
あ
り
、
「
言
葉
は
 

@
 
め
 -
 

@
 
何
 ）
 

「
そ
れ
な
し
に
は
、
何
も
造
ら
れ
な
か
っ
た
目
し
、
ま
た
 

造
 ら
れ
え
な
い
と
こ
ろ
の
そ
の
も
の
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
 
て
い
る
 0
 こ
の
こ
と
は
、
 

単
に
教
義
と
し
て
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
 先
 に
み
た
六
書
物
の
比
 楡
 と
し
て
の
世
界
 V
 
い
 う
 思
想
と
あ
 
い
ま
っ
て
、
八
世
界
 

を
 読
み
取
る
手
段
し
て
の
言
葉
 V
 と
 八
世
界
を
読
み
取
る
 カ
 と
し
て
の
理
性
 V
 と
い
う
二
つ
の
存
在
の
重
要
性
が
 考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
 

あ
る
 0
 こ
の
際
に
 、
 ク
ザ
ー
 ヌ
ス
 お
よ
び
フ
ッ
カ
ー
に
 と
っ
て
は
、
入
信
仰
 V
 と
八
 理
性
 V
 は
（
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
 
の
 主
張
す
る
よ
う
に
）
 

相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
く
、
 

八
 理
性
 V
 を
も
っ
て
八
億
 仰
 V
 を
強
め
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
な
関
係
に
立
つ
も
 の
で
あ
っ
た
 0
 そ
し
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注
 

8
0
 

（
 1
 ）
。
 0
 Ⅱ
 ヰ
甘
 
0
 円
 
@
 
が
 毛
の
 0
 市
内
い
り
円
の
の
 

@
 
い
 の
（
 
@
n
 
㏄
 -
 Ⅰ
Ⅰ
 

0
-
@
 

（
 
ゼ
，
 （
 @
 
回
 掛
 下
口
・
ワ
と
略
し
、
引
用
箇
所
は
巳
 
v
 の
（
 
せ
 ヨ
目
が
「
 @
b
r
a
 

ミ
 版
 の
 巻
 、
 章
 、
節
の
 

 
 

 
 

順
 に
数
字
で
示
す
。
）
の
，
 N
.
 
）
 

 
 

 
 

（
 2
 ）
フ
ッ
カ
ー
の
 、
 後
に
述
べ
る
よ
う
な
執
筆
動
機
か
ら
み
 て
 、
こ
れ
は
直
接
的
に
は
 八
 寛
容
論
 V
 と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
 八
 護
教
論
 V
 で
あ
る
、
 

と
い
う
見
解
も
あ
り
 5
 る
が
、
私
は
こ
こ
で
は
そ
の
 八
 結
果
 V
 を
 重
視
す
る
の
で
あ
る
。
 

（
 3
 ）
。
 ロ
の
つ
 a
c
 

の
め
由
の
 

@
 
。
 司
 信
仰
の
平
和
 ヒ
 （
 ト
接
肚
 
）
（
以
下
 
鮨
つ
 a
c
 

の
・
 

と
舌
 Ⅰ
 う
 。
ま
た
、
ク
ザ
ー
 ヌ
ス
 の
全
て
の
著
作
の
 引
用
箇
所
は
目
 0
@
 
由
の
 
-
 

汀
お
版
曾
あ
 0
 目
口
ぎ
の
（
 章
 ）
 節
 、
頁
の
順
に
数
字
で
 示
す
。
）
）
 
，
の
 
・
～
 

（
 4
 ）
 
鰍
づ
 p
n
n
.
 
の
Ⅰ
 
目
 O
r
 

～
の
（
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
訳
 

由
 汀
 Ⅱ
 4
0
 

口
Ⅰ
「
 

@
0
 
曲
 o
 コ
 @
 
ヨ
の
 ）
が
 
岸
汚
 む
（
Ⅰ
の
 
卜
 ㏄
）
・
 
め
 @
 
臣
 Ⅰ
 
し
ゴ
 
Ⅱ
 仁
コ
幅
、
 
㏄
・
㏄
の
 

（
 5
 ）
 
@
 
ヴ
 @
 
卸
 

（
 6
 ）
八
巻
和
彦
「
 
二
 コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
 
フ
 ス
の
八
つ
 い
パ
串
 &
 の
 @
V
 は
 つ
い
て
」
谷
中
世
思
想
研
究
 ヒ
第
 初
号
（
 ぢ
驚
 ）
所
載
  
 

（
 7
 ）
し
の
 
で
曲
 
り
の
・
，
 

卍
 6
 、
白
の
，
い
い
 

（
 8
 ）
前
掲
拙
論
人
 0
 直
参
照
 

（
 9
 ）
ク
ザ
ー
 
ヌ
ス
 の
別
の
著
書
（
後
に
検
討
の
対
象
と
す
る
 ）
，
 

n
o
 

ヨ
 つ
の
 
巨
ぎ
ヨ
 ，
日
神
学
入
門
 ヒ
 （
Ⅰ
き
か
）
（
以
下
の
。
ヨ
口
 と
 略
す
）
 ゴ
コ
 ・
 
N
o
.
 
ふ
 

で
は
「
言
語
の
多
様
性
は
 、
 
一
つ
の
精
神
の
さ
ま
ざ
ま
な
顕
示
 

に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
 

（
 托
 ）
 
し
 
0
 
 
つ
の
 
0
 ㏄
・
 
，
 ）
 び
 ・
 ト
の
、
下
け
 

（
Ⅱ
）
 @
 
ヴ
 ～
 
d
.
.
 

）
、
 

0
 ・
。
 

（
は
）
 口
 ・
Ⅰ
・
 

p
.
 

の
・
の
 

（
 n
 ）
 
@
b
@
 

宙
 ・
 
，
 ）
・
 
N
 、
め
 

（
Ⅱ
）
 0
 口
ヨ
 目
 
ア
ネ
 し
ド
卜
、
ゲ
コ
 

・
 め
 ・
㏄
 
二
 9
 コ
・
 
田
 、
 こ
日
 

（
 騰
 ）
 
め
 ・
 づ
 ・
Ⅰ
 

5
.
 

ド
 
こ
れ
と
類
似
し
た
叙
述
は
 、
 日
ご
：
 ゲ
 の
 ・
の
・
に
も
、
「
人
間
の
精
神
は
本
性
上
思
弁
的
で
あ
っ
て
 

、
そ
 れ
 自
身
で
の
思
惟
を
喜
 

び
と
す
る
」
と
。
 

（
 騰
 ）
の
う
ヨ
ロ
・
・
 
N
.
 
コ
 ・
 
&
.
 
師
 

（
 n
,
,
 

）
く
戸
～
～
の
 

円
 
。
田
の
 

-
 
ひ
の
・
 
ミ
 0
%
 

。
で
 

す
せ
 
の
 @
 
ぃ
 p
,
 ）
・
）
 

、
ゆ
 
㏄
 0
 。
。
・
 

め
 Ⅰ
 

（
㎎
）
の
 0
 ヨ
ち
 ・
・
の
 
、
 Ⅱ
 
ア
 ー
～
。
 

p
 ㏄
 



く 言語 ノのア ナ ロ ギアによる宗教寛容論 

（
㎎
）
 @
F
@
&
.
.
 

の
・
 
，
 ・
 い
め
、
 

）
日
ヰ
 

（
 乃
 ）
Ⅱ
・
 つ
 ・
。
 

P
.
 

の
 、
 
㏄
 

（
 四
 ）
の
 0
 ョ
ア
 の
 、
コ
 
・
 
じ
 ・
「
 
彼
 
（
宇
宙
 
誌
家
 ）
が
自
分
の
都
で
 可
感
 的
な
世
界
の
す
べ
て
の
記
録
を
つ
い
に
取
り
終
え
た
と
 ぎ
 、
 彼
は
失
わ
な
い
よ
う
 

に
よ
く
秩
序
づ
 け
 、
比
例
的
に
測
っ
て
地
図
に
記
入
し
、
そ
の
 地
図
に
向
か
う
。
そ
し
て
、
 

世
界
建
設
者
（
 神
 ）
宇
宙
 誌
 家
が
使
者
た
 

ち
か
ら
理
解
し
書
き
記
し
た
も
の
ど
も
す
べ
て
の
ど
れ
で
も
な
 く
 、
万
物
の
制
作
者
が
「
（
 
@
h
 

の
Ⅹ
で
あ
り
、
原
因
で
あ
る
と
こ
ろ
 
の
に
内
的
な
 

 
 

真
理
を
 、
 印
の
仔
 

n
E
 

日
の
う
ち
に
、
印
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
も
 

の
 
㏄
 
俺
コ
簿
富
 
コ
レ
 
ム
ご
 

精
神
に
よ
っ
て
観
照
す
る
。
」
ま
た
典
型
的
に
は
の
コ
ロ
コ
ロ
の
・
 

ロ
 の

ヨ
デ
由
 0
 目
監
 @
 尖
 神
の
子
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
き
ナ
コ
 
ぷ
 ・
（
人
出
、
坂
本
 

訳
日
 隠
れ
た
る
 神
 」
（
創
立
社
刊
）
一
四
二
頁
。
）
 

（
 筏
 ）
の
 0
 円
も
・
・
の
 

，
，
 
・
の
 

，
つ
 

（
 為
 ）
 @
 
ヴ
 @
 
口
 ・
，
 
q
.
,
.
N
O
,
P
 

の
 

（
 れ
 ）
 @
 
ヴ
 @
&
.
-
q
.
 

ロ
 ・
 
0
 ）
。
 
乙
 

（
 
恭
 ）
な
ぜ
な
ら
、
神
は
完
全
な
同
一
性
で
も
あ
る
か
ら
、
 
ム
の
 巨

ョ
と
 
の
 
ば
コ
 ㏄
（
 
臣
ヨ
 の
間
に
一
切
の
柏
 異
 が
な
い
。
 簗
 ・
 宇
 @
d
 

：
Ⅰ
 

0
 、
コ
 
・
㏄
 

0
.
 

づ
 ・
 
N
 ト
 

（
 勿
 ）
こ
の
辺
の
事
情
に
つ
い
て
は
植
村
雅
彦
「
イ
ギ
リ
ス
 
国
 教

の
定
着
」
昌
世
界
歴
史
」
（
岩
波
書
店
刊
）
第
一
四
巻
）
四
二
 二
頁
以
下
。
お
よ
び
 

八
代
出
 ホ
 「
リ
チ
ャ
ー
ド
・
 フ
 

の
国
家
 親
 」
（
 
コ
 キ
リ
ス
ト
 数
論
集
こ
（
桃
山
学
院
大
判
）
第
九
巻
）
。
 

（
 勿
 ）
 口
 ・
㌧
・
・
の
 

，
 ）
・
の
 

（
 捧
 ）
日
日
：
牛
馬
・
の
・
こ
の
 八
 （
三
品
の
ぎ
土
音
 目
の
コ
 
（
 
V
 
と
 い
う
思
想
は
後
に
 ト
 
Ⅰ
 o
n
 

宕
の
に
よ
っ
て
「
宗
教
と
中
立
的
 

（
無
関
係
）
な
事
柄
」
 

と
し
て
、
さ
ら
に
展
開
さ
れ
る
。
 "
 
下
 Ⅱ
の
（
（
の
「
 

c
o
 

コ
 お
ヨ
 ぎ
幅
 円
 o
 ～
 
e
 Ⅱ
 
ぃ
 （
 
@
o
 
コ
 "
 
。
 @
 
コ
 @
 づ
す
 
0
 ミ
 0
 Ⅱ
 
カ
リ
 
0
 ヰ
 Ⅰ
 
0
 ゴ
コ
 Ⅰ
 0
 の
 ガ
 0
 （
 
ト
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生
松
訳
 
「
寛
容
に
つ
い
て
の
書
簡
」
昌
世
界
の
名
著
」
 第
 ㌘
 巻
 ）
三
七
四
頁
。
 

（
 豹
 ）
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
で
の
 
八
 寛
容
 V
 に
つ
い
て
は
植
村
前
掲
 論
文
四
四
二
頁
以
下
参
照
。
 

（
㏄
）
㌧
 -
 
の
 Ⅱ
Ⅰ
 
e
 い
 申
せ
 
-
 
の
 、
 0
0
 年
 く
 Ⅱ
の
 
こ
 -
 
セ
り
 
Ⅱ
㏄
㏄
の
（
 

由
 ㏄
り
杖
 

、
 ）
Ⅱ
 
い
 Ⅱ
 ）
 
、
が
 B
.
A
P
 

の
・
野
沢
協
調
 

ロ
 ピ
エ
ー
ル
・
 べ
｜
ル
 著
作
集
 ヒ
 （
 法
政
大
学
出
版
局
 刊
 ）
 

第
二
巻
「
寛
容
論
集
日
二
二
九
頁
の
訳
文
を
借
用
し
た
。
 

 
 

 
 

（
 担
 ）
し
の
巴
の
 
、
 0
 つ
 ・
 ユ
 Ⅱ
二
の
・
 や
お
 p
.
 
 

野
沢
 

訳
二
 二
七
頁
 以
下
（
た
だ
し
訳
文
の
一
部
を
変
え
て
あ
る
。
）
 

 
 

 
 

（
㏄
）
 呵
涙
 @
 寺
 板
寄
 宙
コ
 
的
の
の
 
活
ぺ
 0
 コ
注
お
、
ワ
 
8
 目
・
 中
 川
 信
認
「
寛
容
論
 し
 （
現
代
思
潮
社
刊
）
 一
 三
六
頁
。
 

8
1
 

（
㏄
）
 ヨ
ご
 ・
 
，
ゃ
 
・
 
8
%
.
 中
川
 訳
 一
四
一
頁
（
た
だ
し
訳
文
の
 一
部
を
変
え
て
あ
る
。
）
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書評と紹介 

ハ
イ
 p
 ン
 
・
 ヱ
ア
 
ハ
ー
ト
、
宮
家
 準
 編
著
 

伝
統
的
宗
教
の
再
生
 

解
脱
会
の
思
想
と
行
動
 

名
著
出
版
昭
和
五
八
年
九
月
刊
 

A
5
 版
 
パ
 ま
十
四
至
 
丁
 七
頁
四
八
 0
0
 円
 

進
 

島
薗
 

 
 

本
書
は
、
昭
和
初
年
、
東
京
の
事
業
家
で
あ
っ
た
岡
野
英
 蔵
 
（
 
聖
慮
）
 

（
一
八
八
一
 ｜
 一
九
四
八
）
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
新
宗
教
教
 団
 、
解
脱
 

会
 
（
本
部
・
東
京
四
谷
、
霊
地
，
埼
玉
県
北
本
）
に
つ
い
て
の
 共
同
調
査
 

研
究
の
成
果
を
ま
と
め
も
た
の
で
あ
る
。
外
部
の
研
究
者
集
団
 が
、
ほ
ば
 

研
究
者
側
の
関
心
を
貫
き
な
が
ら
、
か
な
り
の
規
模
を
も
つ
 教
 団
 
二
九
 

八
 0
 年
末
の
公
称
信
徒
数
、
二
二
二
、
五
六
 0
 人
 ）
の
全
面
的
 協
力
を
得
 

て
 、
教
団
全
体
に
及
ぶ
質
問
紙
調
査
を
行
い
、
相
当
量
の
資
料
 参
観
・
 信
 

仰
 活
動
全
体
の
観
察
・
広
範
囲
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
機
会
を
も
 っ
 た
こ
と
 

自
体
、
ま
れ
な
こ
と
で
あ
る
。
共
同
研
究
を
実
現
さ
せ
た
二
人
 0
 編
者
の
 

組
織
力
と
教
団
側
の
積
極
的
な
協
力
に
ま
ず
敬
意
を
表
し
た
い
  
 

本
書
の
執
筆
に
あ
た
っ
た
の
は
、
編
者
の
他
、
藤
井
健
志
、
 
石
 
井
研
 

士
 、
河
東
 仁
 、
小
沼
優
子
の
四
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
 人
 人
の
執
筆
 

書
評
と
紹
介
 

  

  

  

  

藤
井
は
第
一
章
「
教
祖
・
岡
野
聖
憲
の
思
想
形
成
」
で
、
 八
 0
 
頁
 近
く
 

を
 費
や
し
て
教
祖
の
生
涯
の
伝
記
的
叙
述
を
試
み
て
い
る
。
 岡
 野
は
埼
玉
 

県
北
本
宿
村
の
農
家
に
次
男
と
し
て
生
ま
れ
、
地
元
で
綿
織
物
 仲
介
業
の
 

経
営
に
失
敗
し
、
東
京
へ
出
て
裸
一
貫
か
ら
再
出
発
、
三
 0
 歳
 を
す
ぎ
て
 

目
 遺
業
に
活
躍
の
場
を
得
、
時
勢
に
め
ぐ
ま
れ
て
や
が
て
か
な
 り
の
成
功
 

を
 収
め
る
。
し
か
し
、
大
正
末
年
以
降
の
不
況
下
で
事
業
に
ゆ
き
 

 
 

 
 

病
を
契
機
に
し
て
宗
教
に
目
ざ
め
、
多
く
の
行
者
や
小
教
団
と
 関
わ
り
を
 

 
 

 
 

も
っ
た
末
に
、
独
自
の
教
団
と
し
て
解
脱
会
を
形
成
し
て
い
く
 
の
で
あ
 

者
の
う
ち
、
比
較
的
多
く
の
人
 

に
し
て
い
る
の
は
、
 エ
 ア
 ハ
 ー
 

で
、
本
稿
で
は
主
と
し
て
こ
の
 

沼
の
執
筆
部
分
に
は
必
要
に
応
 

と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
こ
れ
ま
 

ぶ
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
 

三
年
一
二
月
）
に
お
け
る
西
山
 

（
㍉
）
と
そ
れ
に
対
す
る
藤
井
 

大
学
宗
教
学
年
報
」
第
一
号
（
 

の
書
評
（
㍉
）
と
そ
れ
に
対
す
 

評
に
答
え
て
」
と
い
う
一
文
（
 

て
 、
本
書
の
主
要
な
問
題
点
は
 

思
う
の
で
、
本
稿
で
は
こ
の
こ
 

と
に
し
た
い
。
 

一
 

｜
ジ
 数
を
費
や
し
て
研
究
成
果
を
明
ら
か
 

ト
 、
藤
井
、
石
井
、
河
東
の
四
者
な
の
 

四
者
の
執
筆
部
分
に
論
及
し
、
宮
家
と
小
 

じ
て
触
れ
る
に
と
ど
め
た
い
。
 

で
に
本
書
を
め
ぐ
る
二
つ
の
討
論
か
ら
 学
 

ち
 、
宗
教
社
会
学
研
究
会
例
会
（
一
九
八
 

茂
の
第
一
章
、
第
十
章
へ
の
口
頭
の
批
評
 

と
石
井
の
応
答
（
 仮
 ）
、
お
よ
び
 
呵
 
東
京
 

一
九
八
四
年
二
月
）
に
お
け
る
島
田
裕
巳
 

る
 藤
井
、
石
井
、
河
東
の
「
島
田
氏
の
 書
 

㌦
）
で
あ
る
。
こ
の
 一
 ろ
の
討
論
に
お
い
 

か
な
り
の
程
度
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
 

つ
の
討
論
の
内
容
に
適
宜
ふ
れ
て
い
く
こ
 



る
 。
こ
れ
ま
で
に
教
団
か
ら
刊
行
さ
れ
た
自
解
脱
金
剛
 伝
 」
と
 

い
う
教
祖
 

伝
 が
あ
る
が
、
岡
野
の
生
涯
に
つ
い
て
の
実
証
的
研
究
は
な
 ぎ
 に
 等
し
い
 

状
態
だ
っ
た
。
藤
井
は
教
団
内
外
の
資
料
を
駆
使
し
つ
つ
、
 多
 く
の
発
見
 

を
 積
み
重
ね
て
伝
記
を
構
成
し
て
お
り
、
岡
野
聖
意
 伝
 研
究
の
 
基
礎
を
築
 

い
た
と
い
え
 
よ
う
 。
と
り
わ
け
北
本
宿
村
の
農
業
経
済
、
埼
玉
 県
下
の
綿
 

織
物
業
の
発
展
・
明
治
末
以
降
の
回
漕
業
界
の
浮
沈
な
ど
を
 詳
 し
く
調
べ
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 社
ム
 零
 経
済
史
的
状
況
の
中
で
の
 一
 庶
民
と
 
し
て
の
 岡
 

 
 

野
の
生
活
状
況
史
を
明
ら
か
に
し
た
功
績
は
大
き
い
。
た
だ
し
 、
こ
れ
ら
 

の
 資
料
か
ら
、
藤
井
が
推
測
し
て
い
る
よ
う
な
岡
野
（
と
そ
の
 
父
 、
祖
父
）
 

0
 人
間
像
や
心
境
の
変
化
に
つ
い
て
ど
れ
だ
け
の
こ
と
が
舌
口
 

え
 る
か
、
 疑
 

問
 が
残
る
の
も
事
実
で
あ
る
（
「
歴
史
的
推
測
 法
 」
の
問
題
性
   

の
点
に
つ
い
て
の
藤
井
の
当
初
の
考
え
方
は
 一
｜
 二
頁
に
ふ
れ
 
ら
れ
て
 
ぃ
 

る
が
、
 
ぁ
 で
は
藤
井
も
西
山
の
批
判
を
受
げ
い
れ
て
い
る
）
。
 

伝
 記
 
の
 資
 

料
の
根
幹
は
、
本
人
と
本
人
に
親
し
い
人
々
の
記
録
や
回
想
で
 あ
る
ほ
か
 

な
い
と
思
 う
が
 、
そ
う
し
た
資
料
が
ど
の
程
度
あ
り
、
ど
 う
利
 片
 さ
れ
た
 

か
 な
 も
 う
 少
し
細
か
く
示
せ
ば
、
右
の
点
は
改
善
さ
れ
た
か
も
 
し
れ
た
 

 
 

 
 資

料
の
限
界
と
い
う
壁
は
、
解
脱
会
成
立
の
核
心
的
な
時
期
で
 あ
る
 大
 

正
 末
か
ら
昭
和
 一
 0
 
年
頃
の
期
間
に
つ
い
て
も
い
え
る
 よ
う
 で
 あ
る
。
 
岡
 

野
の
信
仰
行
動
な
り
岡
野
が
関
わ
っ
た
宗
教
家
や
宗
教
集
団
な
 り
に
つ
い
 

て
は
あ
る
程
度
の
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
が
、
岡
野
の
 信
仰
が
ど
 

の
よ
う
な
過
程
を
た
ど
っ
て
確
立
し
 、
 人
々
に
分
か
ち
伝
え
 も
 れ
る
 よ
う
 

に
な
っ
た
か
が
、
今
一
つ
鮮
明
で
な
い
の
で
あ
る
。
藤
井
の
考
 ，
 
ぇ
 で
は
、
 

宗
教
者
岡
野
の
「
自
我
没
却
の
道
徳
」
と
そ
れ
以
前
の
「
精
神
 主
義
」
は
 

河
東
は
第
三
章
「
解
脱
会
の
儀
礼
」
、
第
四
章
「
解
脱
会
の
宗
教
 約
手
 

苗
親
」
、
第
五
章
「
解
脱
会
の
修
行
」
の
三
章
に
お
い
て
、
現
在
 の
 解
脱
 

会
の
信
念
体
系
を
「
共
感
，
理
解
し
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
 こ
 こ
で
「
 儀
 

礼
 」
と
は
日
常
的
な
い
し
定
期
的
に
行
な
わ
れ
る
信
仰
活
動
や
 信
仰
行
事
 

を
市
広
く
含
ん
で
お
り
、
「
修
行
」
と
は
そ
れ
ら
の
中
で
神
 界
と
 現
果
 の
 

直
接
的
交
流
に
関
わ
る
三
つ
の
 行
 
（
 お
 浄
め
修
法
 @
@
 ム
ロ
掌
の
 
姿
勢
で
の
 

瞑
想
、
御
玉
 法
 修
業
後
述
、
主
叢
雲
修
業
１
１
自
己
の
主
 護
憲
 を
御
 

    一 

連
続
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
岡
野
の
思
想
に
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
 ク
な
展
開
 

 
 

 
 

は
な
い
と
い
う
こ
と
の
 よ
う
 で
あ
る
（
五
六
 ｜
 五
七
頁
、
 
め
 ）
。
 し
か
し
、
 

 
 

藤
井
自
身
「
も
し
 霊
 能
力
の
獲
得
な
ど
の
面
に
視
点
を
置
い
て
 い
た
ら
 
異
帥
 

な
る
結
果
が
出
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
」
（
㌦
）
 

と
 認
め
る
 

よ
 う
 に
、
こ
の
点
は
な
お
究
明
の
余
地
が
あ
る
。
西
山
も
島
田
 も
 、
宗
教
 

者
 岡
野
の
解
明
に
も
っ
と
力
を
注
ぐ
べ
き
だ
っ
た
と
論
じ
る
（
 

b
 ，
 ）
。
 

徹
底
的
解
明
が
重
要
だ
と
い
う
藤
井
の
応
答
（
あ
、
㍉
）
に
は
 

が
 、
宗
教
者
岡
野
を
描
く
に
は
実
証
史
学
風
の
事
実
発
見
の
手
 

も
の
や
語
っ
た
言
葉
が
あ
ま
り
引
用
（
な
い
し
要
約
）
さ
れ
て
 

が
 、
そ
れ
が
教
祖
 顔
 を
ど
の
よ
う
に
書
き
か
え
る
こ
と
に
な
る
 

宗
教
者
と
し
て
の
教
祖
を
知
る
に
は
「
普
通
の
人
間
」
と
し
て
 

に
は
、
教
祖
の
宗
教
者
と
し
て
内
面
を
叙
述
せ
ぬ
 わ
 げ
に
は
い
 

こ
の
論
文
（
本
書
全
体
に
も
い
え
る
こ
と
だ
が
）
で
は
、
岡
野
 法

 と
同
時
 

か
を
示
す
 

、
よ
 

力
 た
し
 

、
。
 

の
 教
祖
の
 

の
ま
主
日
Ⅱ
 

u
 た
 

一
理
あ
る
 

 
 

に
 、
岡
野
の
言
葉
や
表
現
行
為
を
研
究
者
の
視
点
か
ら
語
り
な
 お
す
 と
ぃ
 

ぅ
 作
業
も
欠
か
せ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 



霊
地
に
送
り
霊
位
を
向
上
さ
せ
る
 行
 ）
を
指
し
て
い
る
。
新
京
 教
の
活
動
 

や
行
事
に
つ
い
て
の
的
確
な
記
述
が
乏
し
い
現
状
で
あ
る
だ
 け
 に
、
 主
な
 

活
動
・
行
事
の
全
体
に
わ
た
り
、
要
点
を
押
さ
え
た
河
東
の
記
 述
は
貴
重
 

で
あ
る
。
 

し
か
し
河
東
の
意
図
は
記
述
で
は
な
く
、
「
共
感
・
理
解
」
に
 あ
る
。
 

こ
の
場
合
、
「
共
感
・
理
解
」
と
は
宗
教
心
理
学
の
概
念
を
用
い
 
て
 、
「
 修
 

行
 し
が
「
高
 い
 」
心
理
的
境
地
を
実
現
し
う
る
過
程
を
説
明
す
 る
こ
と
で
 

ソ
 ・
プ
レ
ノ
 

ク
ス
 

あ
る
。
河
東
の
議
論
の
大
す
じ
は
、
 

患
依
 修
行
は
様
々
な
心
的
 複
 ム
ロ
 
体
 （
 
身
 

心
の
基
層
構
造
）
を
意
識
領
域
に
浮
上
さ
せ
 ヵ
 タ
ル
シ
ス
を
も
 た
ら
し
、
 

さ
ら
に
身
心
の
再
調
整
に
よ
っ
て
高
い
心
的
境
地
を
実
現
す
る
 、
と
い
う
 

こ
と
で
あ
ろ
う
。
鼠
 伏
 現
象
の
ユ
ン
グ
心
理
学
に
よ
る
説
明
、
 

瞑
想
を
 モ
 

テ
 ル
に
し
た
修
行
概
念
の
愚
 依
 修
行
へ
の
あ
て
は
め
な
ど
は
 野
 心
的
な
試
 

み
で
あ
る
が
、
成
功
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
単
純
な
事
 実
へ
の
 冗
 

長
 な
解
説
と
い
う
印
象
（
㍉
）
を
免
れ
な
い
の
は
、
事
例
と
一
 般
 理
論
が
 

皿
 媒
介
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、
諸
概
念
が
充
分
に
 整
理
さ
れ
 

き
っ
て
い
な
い
こ
と
に
 よ
 る
。
説
明
が
成
功
し
て
い
れ
ば
、
 

あ
 え
て
「
 翻
 

訳
 」
と
い
う
語
を
も
ち
出
す
（
 二
 二
五
 ｜
 六
頁
、
㍉
）
必
要
は
 な
か
っ
た
 

だ
ろ
う
。
一
般
理
論
に
 よ
 る
説
明
が
無
音
 ゅ
味
 と
は
思
わ
な
い
が
 、
 御
 工
法
 

修
業
の
対
話
内
容
に
ど
の
よ
う
な
ヴ
ァ
リ
 エ
 ー
シ
，
 
ン
 が
あ
る
 か
 、
解
脱
 

会
 の
諸
実
践
が
相
互
に
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
か
、
他
の
患
 依
 修
行
（
 儀
 

礼
 ）
や
他
集
団
の
実
践
体
系
と
の
相
違
は
何
か
な
ど
の
経
験
的
 観
察
に
も
 

介
 

紹
 

と
づ
く
理
論
と
組
み
合
わ
さ
れ
れ
ば
、
一
般
理
論
へ
の
 ょ
 り
 有
効
な
 ア
ブ
 

 
 

書
 
評
 

ロ
ー
チ
が
な
さ
れ
た
と
思
う
。
 

第
四
章
で
は
、
解
脱
会
の
神
仏
観
、
霊
魂
観
、
精
霊
 観
 と
そ
れ
 ら
に
も
 

と
づ
く
灸
日
誌
（
苦
難
論
）
が
体
系
的
に
整
理
さ
れ
て
提
示
さ
 
れ
て
い
 

る
 。
解
脱
会
は
民
間
信
仰
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
自
己
の
内
に
 取
り
込
ん
 

で
お
り
、
諸
観
念
が
複
雑
に
入
り
ま
じ
っ
た
宇
宙
観
を
も
っ
て
 い
る
。
 信
 

徒
の
多
く
も
、
こ
の
複
雑
な
諸
要
素
を
体
系
的
に
整
理
し
て
と
 ら
え
て
は
 

い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
河
東
は
、
前
教
練
岸
田
英
山
の
 主
導
の
下
 

に
 昭
和
四
 0
 年
代
以
降
に
ま
と
め
ら
れ
た
教
義
 書
 に
依
拠
し
て
 
、
宇
宙
観
 

を
 
「
析
出
」
し
ょ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
際
河
東
が
設
定
す
る
 の
は
、
 現
 

界
 と
神
界
の
間
に
ど
の
よ
う
な
「
交
流
回
路
」
が
信
じ
ら
れ
て
い
 るか
、
 両
 

界
の
中
間
に
お
か
れ
る
霊
界
の
諸
存
在
が
、
こ
の
回
路
に
ど
 う
 介
在
す
る
 

か
 、
と
い
う
枠
組
で
あ
る
。
こ
の
枠
組
の
も
と
に
解
脱
会
の
複
 雑
 な
神
霊
 

観
 が
よ
く
整
理
さ
れ
て
お
り
、
日
本
の
民
衆
の
多
様
な
信
仰
の
 諸
関
係
を
 

理
論
的
に
考
察
す
る
手
が
か
り
が
与
え
ら
れ
て
い
る
 よ
う
 に
も
 思
え
る
。
 

し
か
し
、
こ
の
整
理
さ
れ
た
「
宇
宙
観
」
は
、
信
仰
活
動
の
現
 場
 で
信
 

徒
を
動
機
づ
け
て
い
る
論
理
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
「
自
我
 
没
 却
の
道
 

徳
 し
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
な
い
（
 玩
 ）
の
も
そ
の
た
め
で
 あ
ろ
う
。
 

現
場
で
の
信
仰
の
論
理
に
つ
い
て
は
、
小
沼
が
第
セ
草
「
解
脱
 会
の
救
済
 

の
 論
理
し
の
第
二
節
で
と
り
あ
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
信
徒
 か
 ら
の
聞
 き
 

取
り
資
料
の
例
示
に
よ
っ
て
、
「
 

行
 」
と
「
修
養
」
が
ど
の
よ
う
 に
 悩
み
 

の
 解
決
と
結
び
つ
く
か
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
読
者
は
信
徒
が
 解
脱
会
の
 

準
備
す
る
レ
ー
ル
の
上
で
、
信
仰
的
な
自
己
理
解
を
得
て
い
く
 さ
ま
を
 垣
 

聞
 見
る
こ
と
が
で
き
る
。
河
東
の
意
図
は
そ
う
し
た
事
例
の
背
 後
に
あ
る
 

宇
宙
観
を
「
共
感
・
理
解
」
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
 、
そ
れ
は
 

生
き
生
き
と
し
た
信
仰
の
世
界
を
く
み
上
げ
て
の
上
の
こ
と
で
 は
な
い
。
 

 
 

 
 

小
沼
は
「
業
病
」
と
か
「
鬼
病
」
と
い
う
言
葉
が
質
問
紙
調
査
  
 



タ
ビ
ュ
ー
に
も
出
て
こ
な
い
と
 

要
 な
位
置
が
与
え
ら
れ
て
い
る
 

す
れ
ば
、
こ
う
し
た
問
題
へ
の
 

四
 

石
井
は
第
一
二
 
早
 「
解
脱
会
の
 

と
行
動
 1
,
 質
問
紙
調
査
に
 ょ
 

な
 さ
と
め
て
い
る
。
質
問
紙
は
 

支
部
 宛
 一
ミ
三
通
（
全
体
の
六
 

0
 通
 、
一
般
会
員
 宛
 五
七
一
八
 

で
こ
れ
だ
け
の
数
の
回
答
を
得
 

く
 、
今
後
も
そ
 う
 度
々
は
な
い
 

た
 統
計
の
価
値
は
小
さ
く
な
い
 

ぬ
 、
職
業
、
入
信
後
の
年
数
）
 、
 

実
践
の
状
況
な
ど
基
本
的
な
事
 

雑
多
彩
な
実
践
体
系
を
も
っ
 教
 

に
 行
な
わ
れ
て
い
る
か
を
知
る
 

の
点
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
 

点
 を
え
ぐ
り
出
す
よ
う
な
質
問
 

く
 、
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
 結
 

一
 教
団
の
信
徒
構
成
や
信
仰
 実
 

大
き
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
 

石
井
は
第
十
 章
 
「
米
国
解
脱
 

は
、
 別
の
機
会
に
カ
リ
フ
ォ
ル
 %

 成
 と
現
状
」
、
第
六
章
「
会
員
の
意
識
 

る
 
」
の
一
二
早
で
質
問
紙
調
査
の
結
果
 

解
脱
会
の
全
支
部
・
座
談
会
に
送
ら
れ
、
 

三
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
支
部
長
・
幹
事
 

宛
八
 

通
 が
回
収
さ
れ
た
。
教
団
の
全
体
に
及
ん
 

ら
れ
た
調
査
は
こ
れ
ま
で
に
ほ
と
ん
ど
な
 

で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
こ
こ
に
示
さ
れ
 

。
質
問
項
目
は
会
員
の
属
性
（
性
、
年
 

入
信
動
機
、
会
員
の
行
事
参
加
や
信
仰
 

項
が
 
大
半
で
あ
る
。
解
脱
会
の
よ
う
に
 

複
 

団
 で
は
、
ど
の
活
動
が
ど
の
く
ら
い
熱
心
 

  

ゑ
 会
日
系
新
宗
教
の
変
容
 

｜
 」
で
 

二
ア
で
 
行
な
っ
た
調
査
の
結
果
を
報
告
し
 

い
う
 が
、
河
東
の
整
理
で
は
こ
れ
ら
に
 重
 

。
機
関
誌
紙
類
の
体
験
記
や
教
話
を
検
討
 

あ
る
程
度
の
見
通
し
が
得
ら
れ
よ
 う
 。
 

て
い
る
。
石
井
は
ま
ず
米
国
解
脱
教
会
の
歴
史
を
概
観
し
た
 上
 で
、
と
く
 

8
6
 

に
 活
動
が
さ
か
ん
で
日
系
人
以
外
の
会
員
も
い
る
ロ
ス
ア
ン
ジ
 ヱ
 ル
ス
 教
 

 
 

会
を
例
に
と
っ
て
、
そ
の
会
員
の
属
性
（
夫
婦
加
入
者
の
割
ム
口
 

、
人
種
、
 

何
 

世
代
、
使
用
言
語
）
と
参
加
度
の
関
連
、
先
祖
供
養
を
中
心
と
 し
た
信
仰
 

内
容
の
特
徴
な
ど
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
米
国
解
脱
教
会
 は
 、
ア
メ
 

リ
カ
 社
 ム
百
で
発
展
し
て
い
く
た
め
に
、
岸
田
英
山
の
指
導
の
も
 

と
で
独
自
 

の
方
向
に
歩
ん
で
き
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
論
理
的
な
教
義
の
 形
成
、
修
 

験
 道
の
取
り
込
み
、
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
阿
字
観
）
の
導
入
 、
本
尊
の
 

象
徴
化
（
 脱
 日
本
文
字
化
）
な
ど
で
あ
る
。
石
井
は
、
こ
の
 過
 程
で
米
国
 

解
脱
教
会
が
日
本
の
伝
統
文
化
を
強
調
す
る
初
期
の
志
向
か
ら
 次
第
に
脱
 

反
 し
っ
 っ
 あ
る
と
考
え
、
そ
れ
を
先
祖
観
の
変
容
と
い
う
点
に
 集
約
し
て
 

論
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
米
国
解
脱
教
会
に
お
い
て
、
 先
祖
は
子
 

孫
を
愛
護
す
る
「
 家
 」
の
先
祖
と
い
う
性
格
を
弱
め
、
子
孫
に
 慰
霊
を
要
 

永
 し
て
子
孫
を
悩
ま
す
存
在
と
い
う
性
格
を
強
め
て
お
り
、
 そ
 の
こ
と
ほ
 

信
仰
の
個
人
化
と
問
題
関
心
の
現
実
化
に
通
ず
る
と
い
う
。
 裏
 つ
げ
の
た
 

め
の
 デ
ー
タ
八
月
刊
機
関
誌
 司
 解
脱
の
友
 L
 の
「
感
謝
 録
 」
と
 そ
の
内
容
 

0
 分
類
）
が
ど
れ
ほ
ど
こ
の
観
察
を
支
持
す
る
か
、
ま
た
石
井
 の
い
う
 二
 

つ
 0
 タ
イ
プ
の
先
祖
供
養
が
ど
れ
ほ
ど
明
確
に
区
別
し
 ぅ
る
 の
 か
 
（
出
が
る
 

先
祖
が
日
本
人
の
伝
統
的
な
信
仰
の
中
に
な
か
っ
た
 わ
 げ
で
は
 

な
い
）
の
 

二
点
に
も
う
一
歩
つ
っ
こ
ん
だ
論
及
が
ほ
し
い
が
（
㍉
）
、
解
脱
 
会
 の
 信
 

仰
の
特
徴
と
日
米
商
集
団
の
今
後
の
発
展
を
考
え
る
上
で
重
要
 な
 問
題
が
 

提
起
さ
れ
て
い
る
の
ほ
確
か
で
あ
ろ
う
。
 



ヱ
ア
 ハ
ー
ト
の
論
文
は
、
鳥
井
由
紀
子
と
綾
部
品
訓
の
訳
に
よ
 っ
て
 第
 

八
章
と
第
九
章
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
第
八
章
「
解
脱
会
員
の
 信
仰
生
活
 

史
 」
で
は
、
一
会
員
の
生
活
史
の
聞
き
取
り
資
料
が
ほ
 ば
 原
型
 の
ま
ま
で
 

（
英
訳
、
再
和
訳
の
過
程
を
経
て
い
る
わ
け
だ
が
）
記
録
さ
れ
 て
い
る
。
 

こ
の
会
員
は
か
つ
て
は
グ
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
っ
た
が
、
家
族
の
 病
気
や
先
 

祖
へ
の
関
心
か
ら
徐
々
に
解
脱
会
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
を
深
め
て
 
く
 。
し
か
 

し
 、
解
脱
会
を
全
面
的
に
受
げ
い
れ
て
か
ら
も
キ
リ
ス
ト
教
の
 信
仰
を
続
 

け
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
事
例
は
興
味
深
い
も
の
で
あ
り
、
 エ
ア
 ハ
｜
 

ト
 に
よ
る
こ
の
人
物
の
生
活
史
の
時
期
区
分
（
「
伝
統
 
期
 」
「
 非
 伝
統
 期
 」
 

「
新
伝
統
 期
 」
）
も
、
こ
の
人
物
に
関
す
る
限
り
妥
当
で
あ
る
 ょ
 う
に
思
え
 

る
 。
イ
ソ
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
語
り
を
そ
の
ま
ま
生
か
そ
う
と
し
 た
 意
図
も
 

い
ち
お
 う
 理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
一
人
物
の
生
活
史
研
究
と
 い
う
視
点
 

か
ら
は
、
長
時
間
の
聞
き
取
り
に
よ
っ
て
知
り
え
た
も
の
を
 整
 理
し
て
 提
 

示
す
る
方
が
、
信
頼
度
の
高
 い
 情
報
を
提
供
で
き
る
の
で
は
な
 
か
ろ
う
 

よ
 り
 ヱ

ア
 ハ
一
 ト
は
 第
九
章
「
日
本
宗
教
史
に
お
け
る
解
脱
会
 

新
宗
教
 

形
成
の
理
論
を
め
ざ
し
て
ー
」
で
は
、
解
脱
会
の
歴
史
を
概
 
親
 し
な
が
 

ら
 、
新
宗
教
形
成
の
社
会
的
因
果
論
の
超
克
の
道
を
探
っ
て
 い
 る
 。
そ
の
 

介
 

要
点
は
、
「
社
会
的
環
境
」
「
そ
れ
以
前
の
宗
教
の
影
響
」
 
「
教
祖
と
信
者
 

鴉
 

の
革
新
 性
 」
の
三
つ
の
要
因
の
相
互
作
用
と
い
う
観
点
か
 ら
 一
教
団
の
形
 

 
 

 
 

五 

最
後
に
本
書
の
全
体
と
し
て
の
性
格
と
主
張
に
ふ
れ
て
お
ぎ
た
 い
 。
 本
 

書
 が
緊
密
な
協
力
の
も
と
に
解
脱
会
の
全
体
像
を
く
ま
な
く
 明
 ら
か
に
し
 

よ
う
 と
し
た
試
み
で
あ
る
、
と
見
る
の
は
当
を
得
て
い
な
い
で
 
あ
ろ
う
 

（
㍉
 、
 ㍉
）
。
こ
の
共
同
研
究
の
主
要
メ
ソ
バ
ー
は
、
新
古
本
教
に
 

つ
い
て
の
 

問
題
意
識
を
以
前
か
ら
共
有
し
、
長
期
の
討
議
に
も
と
づ
い
て
 こ
の
調
査
 

を
 準
備
し
た
わ
け
で
は
な
い
（
「
お
わ
り
に
」
参
照
）
。
ま
た
、
 

少
数
の
 
メ
 

ン
 。
ハ
ー
で
短
期
間
に
一
教
団
の
全
容
を
解
明
し
う
る
と
も
思
え
 

な
い
。
 し
 

た
が
っ
て
、
解
脱
会
に
つ
い
て
の
情
報
と
い
う
点
で
、
本
書
に
 い
く
つ
か
 

の
 穴
が
あ
る
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
。
今
後
と
く
に
期
待
さ
 
れ
る
の
 

は
 、
教
団
史
の
研
究
で
あ
る
（
㍉
）
。
先
述
し
た
 よ
う
 に
藤
井
は
 
教
団
 成
 

上
期
以
後
の
岡
野
に
つ
い
て
あ
ま
り
詳
し
く
論
じ
て
い
な
い
し
 、
第
二
章
 

に
お
け
る
石
井
の
教
団
史
の
叙
述
も
き
わ
め
て
簡
略
で
あ
る
か
 ら
 、
岡
野
 

の
ま
わ
り
に
急
速
に
信
徒
集
団
が
成
立
し
、
教
団
の
 ア
 イ
デ
ン
 
-
 
ア
 イ
 テ
 ィ
 

１
が
形
成
さ
れ
て
 い
 く
時
期
の
こ
と
が
あ
ま
り
わ
か
ら
な
い
。
 

ま
た
、
 現
 

在
の
教
団
は
前
教
練
岸
田
英
山
の
指
導
の
下
に
ム
ロ
理
化
を
進
め
 

て
き
た
よ
 

 
 

ぅ
 だ
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
 。
 ヱ
ア
 
ハ
町
 

 
 

｜
ト
の
 論
文
（
第
九
章
）
で
は
、
教
団
が
一
九
四
五
年
、
六
 0
 年
 、
八
 0
 
7
  

 

年
の
三
つ
の
転
機
を
迎
え
る
と
い
う
図
式
が
示
さ
れ
て
い
る
が
 、
こ
の
 段
 

ト
 
"
 
/
 
Ⅹ
 

が
 容
易
で
は
な
い
こ
と
を
経
験
し
て
ぎ
て
い
る
。
日
本
人
の
研
 究
 者
と
し
 

て
は
、
藤
井
が
試
み
て
い
る
よ
う
な
一
次
資
料
と
の
格
闘
や
信
 何
者
達
の
 

「
言
葉
」
の
 再
 解
釈
の
作
業
の
中
で
、
 ヱ
ア
 ハ
ー
ト
の
提
言
 
申
 に
内
 実
 を
与
 

え
 て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
 



階
 区
分
の
実
証
的
裏
づ
け
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
教
団
の
歴
史
 的
 展
開
通
 

程
 が
明
ら
か
で
 は
 げ
れ
ば
、
教
団
の
現
状
に
つ
い
て
も
な
ぜ
そ
 う
で
あ
る
 

か
の
考
察
の
緒
 口
 が
欠
落
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
藤
井
，
河
東
 ・
石
井
は
 

解
脱
会
を
一
教
団
と
し
て
成
立
さ
せ
て
い
る
中
核
的
な
要
素
が
 と
ら
え
に
 

く
い
と
し
、
こ
こ
に
解
脱
会
の
特
徴
を
見
て
い
る
（
㍉
）
。
 し
 か
し
、
 こ
 

の
こ
と
が
教
団
初
期
の
発
展
 期
 に
も
い
え
る
こ
と
な
の
か
、
 教
 祖
 死
後
の
 

リ
ー
ダ
 一
 シ
ッ
プ
の
欠
如
（
八
二
頁
）
や
岸
田
英
山
の
合
理
化
 路
線
（
 八
 

三
頁
、
第
十
 章
 ）
等
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
各
支
部
の
形
成
・
 発
展
 史
を
 

含
め
詳
し
い
歴
史
的
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
教
団
の
積
極
的
 協
力
を
得
 

て
 教
団
の
現
状
を
中
心
に
研
究
し
て
い
く
場
合
（
そ
こ
か
ら
 本
 書
の
多
く
 

の
 メ
リ
ッ
ト
も
生
ま
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
）
、
教
団
自
身
の
 
現
在
の
 

自
己
イ
メ
 l
 シ
に
ひ
き
ず
ら
れ
る
お
そ
れ
は
小
さ
く
な
い
だ
け
 に
 、
こ
う
 

し
た
研
究
は
重
要
で
あ
る
。
 

以
上
の
こ
と
は
、
執
筆
者
の
多
く
が
受
け
い
れ
て
い
る
「
伝
統
 的
 宗
教
 

の
 再
生
」
な
る
解
脱
会
の
特
徴
づ
け
の
問
題
性
に
も
関
わ
っ
て
 く
る
。
 宮
 

家
は
 
「
序
し
や
「
結
語
」
に
お
い
て
、
新
宗
教
の
諸
教
団
を
 、
 ㈹
近
代
的
 

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
強
調
す
る
も
の
、
㈲
産
業
化
を
否
定
し
 終
 未
読
的
色
 

形
 を
も
つ
も
の
、
㈹
産
業
化
を
否
定
し
過
去
の
伝
統
的
宗
教
を
 志
向
す
る
 

も
の
、
㈲
神
秘
主
義
や
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
志
向
す
る
も
の
に
 分
類
し
、
 

解
脱
会
は
「
神
秘
主
義
的
傾
向
を
内
包
し
た
伝
統
回
帰
型
の
新
 
め
 
示
教
」
 

（
 四
 0
 九
頁
）
（
Ⅱ
㈲
の
要
素
を
含
む
㈹
）
と
特
徴
 づ
 げ
て
い
 る
 。
そ
し
 

て
 、
解
脱
会
が
伝
統
的
宗
教
の
諸
要
素
を
お
の
れ
の
う
ち
に
 取
 り
 込
ん
だ
 

上
 で
、
そ
れ
を
新
た
に
 ょ
 み
が
え
ら
せ
て
い
る
、
と
い
う
 よ
う
 に
と
ら
え
 

て
い
る
。
こ
れ
は
石
井
が
第
二
章
と
第
六
章
の
、
ま
た
河
東
が
 第
四
章
の
 

結
び
の
部
分
で
確
認
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
り
、
藤
井
が
宗
教
 に
 目
ざ
め
 

 
 

 
 

る
 以
前
と
以
後
の
教
祖
の
思
想
の
連
続
性
を
強
調
す
る
際
に
も
 前
提
と
さ
 

 
 

れ
て
い
る
 よ
う
 で
あ
る
。
 ヱ
ァ
 ハ
ー
ト
が
一
会
員
の
生
活
史
を
 「
新
伝
統
㈹
 

期
 」
へ
の
展
開
と
し
て
特
徴
づ
け
る
際
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
 

解
脱
会
が
諸
信
仰
を
取
り
込
む
包
容
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
 氏
神
や
 

天
皇
を
重
ん
じ
る
伝
統
主
義
の
傾
向
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
 本
 書
 の
 諸
記
 

述
か
ら
ほ
 ば
 納
得
さ
れ
る
。
こ
の
特
性
は
同
時
代
に
形
成
さ
れ
 た
い
く
つ
 

か
の
教
団
（
ひ
と
の
み
ち
、
霊
友
会
、
生
長
の
家
、
モ
ラ
 p
 ジ
 ｜
 な
ど
）
 

に
も
多
か
れ
少
な
か
れ
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
 伝
統
的
 宗
 

教
の
再
生
」
な
る
用
語
は
、
そ
う
し
た
包
容
性
や
伝
統
主
義
を
 指
す
だ
け
 

で
は
な
い
よ
う
だ
。
伝
統
的
な
「
民
間
信
仰
」
か
ら
の
離
陸
の
 ぎ
 わ
た
っ
 

た
 指
標
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
も
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
 あ
る
。
 し
 

か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
な
お
発
生
史
的
研
究
に
よ
る
解
明
 が
 必
要
で
 

あ
ろ
う
。
解
脱
会
の
信
仰
の
主
要
要
素
と
思
わ
れ
る
㈲
「
自
我
 没
却
の
道
 

徳
 」
に
現
わ
れ
た
通
俗
道
徳
思
想
、
㈲
御
玉
 法
 修
業
な
る
大
衆
 ぬ
慰
依
修
 

行
、
 ㈹
 天
茶
 供
養
な
る
形
式
化
さ
れ
た
日
常
的
な
祖
霊
慰
撫
に
 は
 、
そ
れ
 

 
 

ぞ
れ
「
革
新
」
性
、
す
な
わ
ち
「
伝
統
的
宗
教
の
再
生
」
の
性
 
格
 が
あ
 

る
 。
岡
野
を
は
じ
め
と
す
る
解
脱
会
の
信
仰
者
た
ち
は
、
歴
史
 の
あ
る
 時
 

点
 に
お
い
て
、
一
教
団
の
形
成
と
い
う
形
で
そ
う
し
た
「
革
新
 」
を
実
現
 

し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
岡
野
の
後
半
生
と
教
団
 形
成
虫
 の
 

実
証
的
研
究
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
う
る
と
い
う
の
が
筆
者
の
考
 え
方
で
あ
 

る
 。
そ
う
し
た
研
究
の
蓄
積
に
よ
っ
て
、
「
伝
統
的
宗
教
の
再
 生
 」
と
い
 

ぅ
 語
の
内
容
（
 と
 た
ぶ
ん
限
界
）
が
 よ
 り
鮮
明
な
も
の
に
な
る
 と
 思
う
の
 

で
あ
る
。
 



書評と紹介 

ド
イ
ツ
の
宗
教
社
会
学
者
 T
.
 
ル
ッ
ク
マ
ン
の
名
声
は
、
と
く
 に
 彼
の
 

力
作
 
円
 
見
え
な
い
宗
教
」
の
和
訳
（
 コ
 ル
 ダ
ソ
社
 、
一
九
七
六
 年
 ）
が
 出
 

仮
 さ
れ
た
せ
い
か
、
日
本
の
宗
教
学
界
や
社
会
学
界
に
広
く
 轟
 い
て
い
る
 

よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ル
ッ
ク
マ
ン
が
一
九
七
八
年
に
開
 催
さ
れ
た
 

c
I
s
R
 
（
国
際
宗
教
社
会
学
会
議
）
の
東
京
会
議
で
提
出
し
 -@
 

幸
 
ハ
ー
 

。
 
へ
 
。
 
,
 
/
 

｜
を
 除
い
て
、
日
本
に
紹
介
さ
れ
た
彼
の
著
作
は
、
以
上
の
書
 物
の
発
行
 

以
来
、
一
つ
も
な
い
と
思
わ
れ
る
。
 

実
は
、
ル
ッ
ク
マ
ン
は
そ
の
後
も
た
だ
時
折
に
し
か
新
し
い
論
 文
 を
発
 

表
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
 、
 彼
が
最
近
数
年
間
に
ば
ら
ば
 ら
に
発
表
 

し
た
業
績
の
う
ち
か
ら
自
分
が
最
も
代
表
的
と
思
っ
た
も
の
を
 選
択
し
 
、
 

 
 

に
あ
り
が
 

た
い
の
で
あ
る
。
 
q
 生
活
世
界
と
社
会
的
実
在
口
は
、
過
去
十
七
 
年
間
宝
貝
 

表
題
が
示
唆
す
る
通
り
、
本
書
は
二
部
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
 。
第
一
 

部
 
「
基
本
的
諸
構
造
」
は
、
現
象
学
的
考
察
で
あ
り
、
第
二
部
 「
歴
史
的
 

変
容
」
は
、
社
会
学
的
分
析
で
あ
る
。
第
一
部
に
お
い
て
ル
ッ
ク
 マ
ン
は
 、
 

哲
学
的
現
象
学
の
立
場
か
ら
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
提
供
し
た
根
本
的
 な
 問
い
、
 

す
な
わ
ち
「
社
会
制
度
が
人
間
の
行
為
か
ら
発
生
す
る
も
の
な
 ら
 、
人
間
 

の
 行
為
を
ど
う
解
釈
し
た
ら
よ
い
か
」
と
い
う
問
い
に
戻
り
、
 シ
ュ
ッ
ツ
 

や
ギ
ュ
 
ル
ヴ
ィ
ッ
 
チ
 等
々
の
思
想
に
立
脚
し
て
こ
の
問
い
に
 現
 家
 学
的
 答
 

ぇ
を
 与
え
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
第
一
章
「
哲
学
、
科
学
 お
ょ
 び
 日
常
生
 

活
 」
で
彼
は
社
会
科
学
の
方
法
論
に
と
っ
て
現
象
学
的
・
哲
学
 的
 土
台
が
 

必
要
で
あ
る
と
説
き
、
こ
の
「
認
識
論
的
反
省
」
と
日
常
生
活
 
（
生
活
 性
 

界
ヒ
 の
む
の
 

已
毛
 0
 ）
（
Ⅰ
「
 

@
h
 
の
，
 

安
 0
 「
 
-
p
 
）
の
相
互
関
係
を
強
調
す
る
 。
社
会
科
 

学
 に
現
に
危
機
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
社
会
科
学
 が
 自
己
 特
 

 
 

 
 

有
の
認
識
論
的
反
省
作
業
を
あ
ま
り
に
も
怠
っ
た
か
ら
で
あ
る
 。
日
常
生
 

ヤ
ン
・
 
ス
イ
 
ン
 ゲ
ド
｜
 

卜
 o
x
 

も
っ
 

ぉ
 @
 目
円
 
め
 ぎ
 雨
き
 n
3
 
さ
 Ⅱ
も
 ま
 （
Ⅰ
～
 

ぎ
さ
斗
 

㏄
 o
Q
 
汗
め
 
。
～
も
㏄
 

o
.
k
+
 
い
 N
 り
も
も
・
 

ト
ぢ
ぬ
ふ
 

8
%
 ミ
荘
 ㏄
 奉
荘
め
 
0
 
ゑ
む
 
～
 巧も
ヘ
目
 

叩
音
 
Ⅰ
ぬ
め
 

円
す
 0
 日
が
の
 Ⅰ
 ト
ト
 
の
 オ
 コ
 
Ⅰ
 P
 ヰ
ツ
 
Ⅱ
 
ツ
 

え
な
い
宗
教
レ
 
の
 原
文
が
出
た
一
九
六
セ
 %
 以
後
）
の
彼
の
社
 合
理
論
に
 

関
す
る
思
想
展
開
を
み
ご
と
に
表
わ
し
て
い
る
と
い
え
よ
 う
 。
 

論
文
集
は
、
一
般
に
一
冊
の
本
と
し
て
価
値
が
不
同
で
あ
る
と
 さ
れ
る
 

が
 、
た
と
え
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
あ
る
程
度
 ま
で
統
一
 

を
 欠
い
て
い
る
場
合
が
多
い
。
本
書
に
つ
い
て
も
こ
 う
 い
 う
欠
 点
が
な
 い
 

こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
す
ぐ
様
付
け
加
え
る
べ
き
は
、
ル
ッ
 ク
マ
 ソ
白
 

身
 が
そ
れ
を
深
く
自
覚
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
さ
る
。
そ
れ
 
ど
こ
ろ
 

か
、
 彼
は
こ
の
「
欠
点
し
と
思
わ
れ
る
こ
と
こ
そ
一
種
の
挑
戦
 的
な
も
の
 

だ
と
し
て
学
界
に
提
供
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
ず
本
書
の
 内
容
の
紹
 

介
に
 移
ろ
う
。
 



活
 に
お
け
る
普
遍
的
 話
 構
造
の
現
象
学
は
社
会
科
学
の
経
験
的
 分
析
に
基
 

盤
を
与
え
、
そ
れ
は
人
間
の
行
為
を
形
成
す
る
意
識
的
活
動
の
 基
本
的
 

不
変
な
構
造
を
発
見
さ
せ
か
 つ
 明
確
に
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
 り
 、
生
活
 

世
界
は
科
学
の
土
 4
 
コ
で
あ
り
、
そ
の
現
象
学
的
記
述
は
必
要
 な
召
 0
 （
。
 

の
 
0
 ロ
 0
 ）
 
0
 ㏄
 吋
 と
し
て
の
役
割
を
演
じ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

第
二
章
「
社
会
的
実
在
の
境
界
」
で
、
著
者
は
社
会
科
学
の
対
 象
 で
あ
 

る
 社
会
的
実
在
の
境
界
が
人
間
意
識
の
基
本
的
活
動
に
お
い
て
 共
通
の
源
 

泉
を
持
つ
と
述
べ
、
相
異
な
っ
た
社
会
構
造
が
存
在
す
る
の
で
 こ
れ
ら
の
 

境
界
は
歴
史
的
世
界
観
に
お
い
て
様
々
な
形
を
と
る
と
い
う
こ
 と
を
指
摘
 

す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
章
で
も
生
活
世
界
の
基
本
的
構
造
が
調
 べ
ら
れ
、
 

と
く
に
ア
ニ
ミ
ズ
ム
や
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
考
察
を
通
し
て
社
会
 秩
序
と
人
 

開
関
係
の
パ
タ
ー
ン
の
同
一
視
を
当
然
と
す
る
考
え
方
が
即
こ
 の
よ
う
な
 

基
本
的
構
造
の
把
握
と
は
な
ら
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
 

第
二
章
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
 ソ
 の
社
会
理
論
の
要
綱
」
は
 、
 さ
ら
に
 

人
間
存
在
の
普
遍
的
・
不
変
な
構
造
を
堀
り
下
げ
、
生
活
世
界
 の
 最
も
重
 

要
 な
構
造
の
一
つ
が
意
味
の
間
主
観
的
制
作
と
解
釈
に
も
と
づ
  
 

ニ
ケ
ー
シ
。
 ン
 で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
の
考
察
も
ま
た
科
学
的
 作
業
に
対
 

す
る
認
識
論
的
反
省
と
そ
の
方
法
論
的
正
当
化
を
含
む
 

下
 。
 
円
 
0
.
 
の
 
0
 り
 -
0
 

-
 瞳
と
 呼
ば
れ
る
。
 

本
書
の
第
二
部
に
は
、
六
章
に
わ
た
っ
て
経
験
的
学
問
分
野
と
 し
て
の
 

社
会
学
の
諸
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
第
四
章
「
進
化
 論
 的
お
 ょ
 

び
 歴
史
的
問
題
と
し
て
の
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
と
 第
 ナ
九
上
草
「
 

社
 

会
 移
動
と
個
人
の
ア
イ
デ
 ソ
 テ
ィ
テ
ィ
」
の
中
で
、
ル
ッ
ク
マ
 ン
卜
 
休
日
 
見
 

え
な
い
宗
教
 ヒ
 （
と
く
に
そ
の
第
六
お
よ
び
 第
セ
章
 ）
で
取
り
 扱
っ
た
 テ
 

１
％
を
さ
ら
に
展
開
し
、
原
始
社
会
と
現
代
社
会
と
を
対
比
し
 て
 人
問
の
 

 
 

 
 

社
会
的
実
在
は
必
然
的
に
歴
史
的
実
在
で
あ
る
と
主
眼
す
る
。
 し
た
が
っ
 

 
 

て
 、
各
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
具
体
的
形
成
お
よ
び
 社
 
 
 

は
 、
社
会
的
・
歴
史
的
 郷
寒
咀
 に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 

こ
 
の
 過
程
の
 

基
本
的
構
造
は
た
し
か
に
「
生
物
学
的
」
で
は
あ
る
が
、
そ
の
 特
定
の
作
 

業
は
歴
史
的
に
分
化
さ
れ
た
社
会
構
造
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
  
 

第
六
章
「
世
俗
化
１
１
現
代
の
神
話
」
の
中
で
、
ル
ッ
ク
マ
ン
 は
 初
め
 

て
 宗
教
の
問
題
に
着
眼
 し
 、
世
俗
化
説
は
社
会
構
造
に
あ
て
は
 ま
る
も
の
 

で
は
あ
っ
て
も
個
人
の
宗
教
性
を
十
分
に
説
明
し
得
な
い
と
い
 ぅ
 こ
と
を
 

あ
ら
た
め
て
強
調
す
る
。
次
の
第
七
章
「
宗
教
と
社
会
変
動
に
 関
す
る
 諸
 

説
 」
は
考
え
方
を
さ
ら
に
明
確
に
あ
ら
わ
す
。
社
会
、
歴
史
、
 お
よ
び
 宗
 

教
 に
関
す
る
「
古
典
的
」
 
な
 理
論
も
、
ま
た
世
俗
化
に
関
す
る
 最
近
の
理
 

読
 も
 、
ヨ
の
 （
 
a
.
 
妥
 m
o
 
ミ
 に
も
と
づ
い
て
お
り
、
と
く
に
世
俗
化
 説
 に
関
し
 

て
は
そ
の
メ
タ
理
論
的
前
提
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
背
景
を
明
ら
 か
に
す
る
 

必
要
が
あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。
 

第
八
章
「
近
代
社
会
に
お
け
る
宗
教
意
識
の
構
造
的
条
件
」
は
 、
前
述
 

の
 C
I
S
R
 
東
京
会
議
に
提
出
し
た
 ぺ
｜
 パ
ー
で
あ
る
。
そ
の
 中
で
著
者
 

は
 、
個
人
生
活
仏
 及
 世
と
文
化
的
多
様
化
に
と
も
な
っ
て
生
じ
 た
 宗
教
 意
 

識
 の
 弘
 化
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
こ
の
特
殊
「
西
洋
モ
デ
ル
」
 が
ど
こ
ま
 

で
 非
西
洋
の
産
業
社
会
に
あ
て
は
さ
る
か
と
い
う
問
題
提
起
で
 終
わ
る
。
 

最
後
の
章
「
現
代
生
活
に
お
け
る
諸
制
度
の
合
理
性
に
つ
い
て
 」
の
中
 

で
、
著
者
は
現
代
社
会
に
お
け
る
社
会
制
度
と
人
間
の
行
為
の
 相
互
関
係
 

に
目
を
向
け
、
人
間
の
肉
体
的
存
在
、
社
会
性
、
お
よ
び
歴
史
 性
 が
人
間
 

の
 基
本
的
構
造
と
し
て
不
変
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
認
め
た
が
 ら
も
、
 社
 



旨詳と柏ク 「 

見 り を捕理 著は 

    
会
 秩
序
に
対
す
る
個
人
の
位
置
が
根
本
的
に
変
化
し
た
こ
と
を
 あ
ら
た
め
 

て
 指
摘
す
る
。
現
代
社
会
に
お
い
て
個
人
は
自
然
を
繰
 作
 す
る
 こ
と
が
で
 

ぎ
る
よ
う
に
な
っ
た
反
面
、
自
ら
は
社
会
制
度
に
よ
っ
て
操
作
 さ
れ
る
も
 

の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
人
間
が
社
会
制
度
の
非
ム
ロ
 

理
 的
自
律
 を
 転
換
す
 

る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
現
代
人
の
最
も
大
き
な
課
題
 で
あ
る
と
 

思
わ
れ
る
。
 

あ
る
。
新
し
い
社
会
科
学
が
占
い
哲
学
か
ら
分
離
し
た
こ
と
 ぽ
 た
し
か
に
 

よ
 い
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
、
社
会
科
学
は
時
 に
 完
全
な
 

相
対
主
義
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
は
 、
社
会
理
 

論
を
新
し
い
哲
学
的
な
反
省
作
業
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
必
要
 が
あ
り
、
 

そ
れ
に
よ
っ
て
、
社
会
科
学
と
哲
学
と
の
間
の
「
接
近
的
距
離
 」
の
設
置
 

を
 試
み
る
べ
き
で
あ
る
。
と
く
に
本
書
の
第
一
部
の
中
で
、
 ル
 ッ
 ク
マ
ン
 

が
 言
う
円
 0
 （
 
0
 あ
 。
 臼
 0
-
0
 

㏄
せ
は
、
ま
さ
に
そ
れ
に
当
た
る
。
 

そ
 れ
が
含
む
 

現
象
学
的
・
哲
学
的
反
省
は
文
字
通
り
の
社
会
科
学
そ
の
も
の
 
で
は
な
 

い
 。
し
か
し
、
社
会
科
学
は
、
歴
史
的
実
在
の
社
会
的
形
成
過
 程
 
（
 n
o
 
コ
 

の
 （
 
c
n
 
（
 
@
0
 
コ
 ）
の
諸
相
を
ど
れ
ほ
ど
み
ご
と
に
説
明
で
き
る
も
の
 で
あ
ろ
う
 

と
も
、
社
会
現
象
の
構
成
 父
 0
 コ
 %
@
 
（
 
由
由
 0
 コ
 ）
を
十
分
に
説
明
 で
き
る
 方
 

法
を
持
っ
も
の
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
、
 

弔
 0
 （
 
0
 ぁ
 。
 住
 0
 ）
 
0
 ㏄
 ぺ
を
必
 要
 と
し
、
 

そ
れ
を
土
台
あ
る
い
は
前
提
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 要
す
 る
に
、
 
ル
 

マ
ン
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
分
野
の
独
立
性
を
認
め
た
が
 ら
も
、
 そ
 

の
 関
連
性
を
強
調
す
る
わ
け
で
あ
る
。
 

「
生
活
社
会
」
（
現
象
学
的
・
哲
学
的
考
察
）
と
「
社
会
的
実
在
 」（
 社
 

全
 科
学
的
考
察
）
と
の
区
別
と
と
も
に
、
両
者
の
接
点
を
指
摘
 す
る
の
は
 

ル
ッ
ク
マ
ン
の
主
な
狙
い
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
前
述
し
た
 よ
う
に
、
 

本
書
を
一
回
読
ん
だ
だ
け
で
は
そ
れ
は
な
か
な
か
捕
え
に
く
い
 。
た
し
か
 

に
 著
者
の
幅
広
い
知
識
は
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
 時
 々

困
惑
に
 

陥
る
こ
と
も
あ
る
。
彼
は
一
体
、
哲
学
者
な
の
か
、
社
会
学
者
 な
の
か
、
 

 
 

そ
れ
と
も
宗
教
学
者
な
の
か
。
彼
自
身
に
こ
の
 ょ
う
 な
質
問
 を
 す
れ
ば
、
 

兜
 

お
そ
ら
く
、
自
分
の
舌
口
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
が
わ
か
ら
ぬ
か
 っ
 た
の
か
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と
、
 叱
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
筆
者
は
、
い
わ
ゆ
る
学
際
的
 な
ア
 イ
 
ノ
ロ
 



一
チ
が
 日
本
の
学
界
に
き
わ
め
て
望
ま
し
い
こ
と
を
常
々
痛
感
 し
て
い
る
 

者
で
あ
る
が
、
 
ル
 "
 ク
マ
ン
の
主
張
す
る
理
論
を
読
ん
で
、
 

あ
 ら
た
め
て
 

こ
の
問
題
の
複
雑
さ
に
覚
醒
の
思
い
で
あ
る
。
 

本
書
は
決
し
て
や
さ
し
い
本
で
は
な
い
。
隣
接
学
問
分
野
の
 ボ
  
 

ラ
イ
ン
に
ま
た
が
っ
て
い
る
感
じ
を
深
め
て
く
れ
る
だ
け
に
、
 一
層
そ
 う
 

で
あ
る
。
し
か
し
、
個
人
の
人
間
生
活
が
い
か
に
意
識
の
不
変
 な
 構
造
と
 

社
会
組
織
の
歴
史
的
形
態
と
の
両
者
に
結
ば
れ
て
い
る
か
と
い
 う
 彼
の
探
 

求
は
 、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
見
逃
せ
な
い
挑
戦
で
あ
る
に
相
違
 な
い
。
 そ
 

れ
に
答
え
る
の
は
常
に
古
く
常
に
新
し
い
課
題
で
あ
る
と
思
わ
 れ
る
。
 

9
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感
を
催
さ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
「
尻
切
れ
蜻
蛉
に
終
る
 の
を
」
 覚
 

玉
城
 
康
 

四
郎
 

倍
 し
、
「
懇
意
的
、
主
観
的
な
発
想
に
す
ぎ
な
い
」
（
私
は
け
 っ
 し
て
そ
 

ぅ
は
 思
わ
な
い
）
と
遠
慮
し
な
が
ら
（
二
四
三
頁
、
二
四
四
頁
 ）
、
か
れ
 

 
 

は
 、
非
体
系
的
で
あ
る
こ
と
を
望
む
。
な
ぜ
な
ら
、
体
系
は
概
 念
 化
を
前
 

は
じ
め
に
こ
の
書
評
が
枚
数
の
関
係
で
、
重
日
を
し
・
ほ
っ
た
も
 

の
に
な
提
と
す
る
が
、
問
題
は
、
そ
の
概
念
化
そ
の
も
の
 に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

（
こ
の
よ
う
な
氏
の
着
想
に
私
は
深
く
共
感
す
る
）
。
た
と
え
ば
 

、
 「
 早
な
 

@
 

う
 ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
読
者
に
寛
恕
を
乞
う
 次
 第
 で
あ
 

る
埋
 佳
の
限
界
内
」
に
お
け
る
概
念
化
に
す
ぎ
な
い
カ
ン
ト
の
 根
本
悪
 

る
 。
 

早
稲
田
大
学
出
版
部
昭
和
五
八
年
四
月
刊
 

A
5
 判
三
五
八
頁
五
五
 0
0
 円
 

あ
る
。
当
時
の
ハ
イ
・
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
 な
 エ
ネ
ル
ギ
ー
は
 
、
後
 に
 は
お
だ
 

や
か
に
静
ま
っ
て
き
た
。
 

し
か
し
な
が
ら
私
は
、
こ
の
絶
筆
に
息
づ
い
て
い
る
そ
の
日
当
 て
に
 共
 

 
 

江
戸
田
六
三
郎
宗
教
哲
学
論
集
 

本
書
は
、
放
任
戸
田
六
三
郎
教
授
の
没
後
二
年
に
し
て
刊
行
さ
 れ
た
も
 

9
2
 

の
で
あ
る
。
本
書
は
、
 
八
 篇
か
ら
成
っ
て
い
る
。
年
代
順
で
い
 ぇ
ば
 三
十
 

 
 

二
歳
か
ら
七
十
三
歳
ま
で
で
あ
る
。
最
後
の
第
八
篇
「
悪
の
 研
究
・
 
序
 

⑨
 

税
 し
は
病
床
に
伏
す
直
前
ま
で
筆
を
執
っ
て
い
た
と
い
う
。
 三
 百
枚
に
近
 

い
 未
完
の
大
作
で
あ
る
。
原
稿
用
紙
に
伺
っ
て
い
た
晩
年
の
す
 が
た
が
 目
 

に
浮
ぶ
 。
と
う
と
う
そ
れ
は
実
を
結
ば
ず
に
絶
筆
と
な
っ
て
し
 ま
っ
た
。
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
未
完
の
絶
筆
を
読
み
進
ん
で
い
く
う
ち
に
、
 オ
ヤ
ッ
 

と
 思
い
、
 
ハ
テ
ナ
と
 思
う
。
「
あ
と
が
き
」
に
あ
る
よ
う
な
 悪
 の
顔
が
な
 

か
な
か
出
て
こ
な
い
。
関
係
の
資
料
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
か
ら
 現
 代
 に
い
た
 

る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
が
登
場
す
る
。
博
覧
で
あ
り
、
 博
 学
 
で
あ
 

る
 。
実
は
、
最
後
に
読
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
三
十
二
歳
の
「
 神
 々
 と
 神
へ
 

の
 序
説
」
、
三
十
六
歳
の
「
復
活
に
つ
い
て
」
は
、
そ
の
輝
か
し
 い
 多
才
 

が
 、
ほ
と
ば
し
る
新
鮮
な
情
致
を
も
っ
て
書
き
綴
ら
れ
て
い
る
 論
文
で
あ
 

っ
た
 。
諸
領
域
を
大
胆
に
 潤
 歩
し
、
自
由
に
飛
翔
す
る
若
き
 氏
 の
 英
姿
で
 



口
器
「
の
仁
田
 

巴
 0
 ロ
 ウ
 の
の
は
、
か
れ
の
目
指
す
も
の
で
は
な
い
（
 

二
 九
九
頁
）
。
 

む
し
ろ
か
れ
は
、
人
間
が
人
間
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
 存
在
そ
の
 

も
の
を
、
強
烈
に
問
題
に
し
て
い
る
ア
ウ
グ
ラ
ス
テ
ィ
 ヌ
ス
 に
 共
鳴
し
て
 

い
る
。
 

一
 

未
完
の
遺
稿
は
、
故
人
の
意
図
を
十
分
に
表
わ
し
得
な
か
っ
た
 が
、
私
 

は
こ
の
な
か
に
す
で
に
伏
線
の
あ
る
こ
と
を
想
像
し
た
。
同
じ
 く
 七
十
三
 

歳
の
第
七
篇
「
宗
教
哲
学
の
問
題
 占
ビ
は
、
カ
ソ
ト
、
へ
｜
ゲ
 

レ
 
イ
ュ
 

ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
 目
 
ヤ
ス
パ
ー
ス
、
ブ
ー
バ
 町
 あ
る
い
は
 ア
ヴ
ィ
 セ
 

フ
 ナ
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
こ
は
か
と
な
く
論
じ
な
が
ら
、
こ
れ
 ら
は
、
 そ
 

れ
ぞ
れ
の
風
土
に
育
っ
た
宗
教
哲
学
で
あ
り
、
特
定
の
宗
教
を
 対
象
と
す
 

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
、
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
、
回
教
 哲
 学
 と
称
す
 

べ
 ぎ
で
あ
る
、
と
い
う
。
真
の
意
味
の
宗
教
哲
学
は
、
宗
教
会
 般
を
包
含
 

し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
著
者
の
意
図
す
る
 所
 で
は
、
 そ
 

れ
は
仏
教
以
外
に
は
な
 い
 、
と
断
言
す
る
の
で
あ
る
（
 二
 0
 
一
 頁
 ）
。
仏
教
 

も
ま
た
、
特
殊
の
風
土
の
宗
教
哲
学
で
は
な
い
か
、
と
い
う
 反
 論
 が
出
て
 

く
る
こ
と
は
 避
 げ
ら
れ
な
い
が
、
氏
の
見
解
に
 よ
 れ
ば
、
一
神
 教
 、
多
神
 

教
 、
人
格
神
、
概
念
 神
 、
自
然
宗
教
の
神
な
ど
は
、
 ゴ
 ー
ロ
ッ
 ハ
 で
は
 互
 

い
に
異
な
っ
た
宗
教
で
あ
る
の
に
、
仏
教
は
そ
れ
ら
の
す
べ
て
 を
 包
摂
し
 

分
 

て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
 

櫛
 

五
十
代
の
作
品
の
な
か
か
ら
、
宗
教
哲
学
の
伏
線
を
探
 
っ
て
み
よ
う
。
 

 
 

 
 

著
者
は
か
れ
自
身
の
立
場
か
ら
 ヵ
ン
ト
 
の
二
律
背
反
に
つ
い
て
 論
じ
て
い
 

く
 。
そ
し
て
つ
づ
ま
る
所
は
、
カ
ン
ト
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
 、
そ
し
て
 

へ
｜
 
ゲ
ル
も
、
相
互
に
哲
学
的
立
場
を
異
に
し
な
が
ら
も
、
 

感
 性
的
所
 興
 

が
 妬
視
さ
れ
て
い
る
占
で
は
共
通
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
抽
象
 概
念
 態
の
 

方
向
で
は
、
い
ず
れ
も
同
じ
志
向
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
 と
が
で
き
 

る
 。
む
し
ろ
、
人
間
存
在
を
非
人
間
的
に
規
定
し
ょ
う
と
す
る
 た
め
に
、
 

カ
ン
ト
も
 
へ
｜
 
ゲ
ル
も
二
律
背
反
に
陥
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
 （
 一
 0 
一
一
 

頁
 ）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
氏
の
根
本
視
点
は
、
悟
性
や
感
性
と
 い
う
区
分
 

で
は
な
く
、
人
間
存
在
そ
の
も
の
を
志
向
す
る
所
の
、
カ
ン
ト
 を
 超
え
る
 

ア
フ
リ
 オ
 
リ
ズ
ム
の
課
題
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
 。
そ
の
 究
 

明
の
方
向
は
概
念
態
で
は
な
く
、
人
格
 態
 に
向
げ
ら
れ
ね
ば
な
 う
な
い
。
 

こ
の
概
念
態
と
人
格
態
と
い
う
、
い
わ
ば
氏
に
と
っ
て
の
根
源
 妾
 
Ⅱ
は
 、
 

五
十
七
歳
の
第
五
篇
「
悪
人
工
 機
 に
関
す
る
私
親
」
に
お
け
る
 払
適
述
 の
 基
 

礎
 概
念
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
語
が
氏
の
胸
奥
 に
 発
生
す
 

る
ま
で
に
は
、
お
そ
ら
く
宗
教
哲
学
的
な
長
い
間
の
模
索
、
 そ
 し
て
そ
の
 

素
地
に
な
っ
て
い
る
日
常
生
活
そ
の
も
の
の
人
間
的
苦
闘
が
積
 み
 重
ね
ら
 

れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
 

な
お
、
五
十
五
歳
の
第
四
篇
「
時
に
関
す
る
一
考
察
」
 ほ
、
ヵ
  
 

ヤ
ス
パ
ー
ス
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
マ
ル
セ
ル
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
 ヌ
 ス
 、
そ
し
 

て
つ
中
論
」
市
正
法
眼
蔵
 ヒ
 な
ど
に
つ
い
て
、
著
者
の
立
場
か
 ら
そ
れ
ぞ
 

れ
の
時
間
性
を
論
じ
て
い
る
が
、
未
完
に
な
っ
て
い
る
。
 

 
 

 
 
 
 

 
 

一
 

 
 

と
こ
ろ
で
最
後
に
残
っ
た
の
は
、
さ
ぎ
の
第
五
篇
「
悪
人
工
 機
 に
 関
す
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の   ト に こ れそ ス 。 たる レ は か 、 ての 見       
、哲学 トマス しなが 。すな と同時 人々を るとも もあり ては、 自然の 神 にも 称 単数 数は、 た る。 暗黒で いわれ 

本 る い私五 
嘗 め る の 十 
の はの 率八 
な 第は直歳 
か五弟 なの 
で 筒穴 感第 
論で篇想六 
究あ でを 篇 

  
き し 教ア学 
と た 番力 め 
しそ学デ性 
たれ者 ; 洛 
E 口ぞ と ッ に 
象れし グ 関   
え味体 文一 
てで質と考 

の
 存
在
の
の
の
 
e
 注
 そ
の
問
題
の
一
つ
で
あ
る
（
一
六
八
頁
以
下
 ）
。
こ
れ
 

蝕
 

は
 、
実
体
形
而
上
学
で
あ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
概
念
と
 同

一
視
す
の
 

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ト
マ
ス
の
存
在
は
、
言
葉
と
し
て
は
の
 ㍗
ま
で
あ
 

(
 

り
、
幼
ぉ
 
で
あ
る
が
、
そ
の
根
本
に
お
い
て
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
 ス
と
 相
容
 

れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
点
に
氏
は
、
中
世
哲
学
の
一
つ
の
 重
要
な
特
 

徴
を
見
よ
う
と
す
る
。
 

で
は
、
ト
マ
ス
の
 

窃
 お
と
は
何
か
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
 
、
 究
極
的
 

に
は
質
料
の
な
い
形
相
の
み
の
単
純
実
体
に
到
達
し
て
、
そ
れ
 を
 現
実
態
 

と
な
す
の
で
あ
る
が
、
ト
マ
ス
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
ほ
形
相
 
さ
 り
日
 P
 
 
と
 

存
在
 e
 毬
の
と
の
合
成
で
あ
っ
て
、
な
お
可
能
態
に
す
ぎ
た
 

0
 の
の
の
 

と
は
、
対
象
で
も
概
念
で
も
実
体
で
も
な
い
。
さ
ら
に
本
質
の
   

で
も
同
性
 由
仁
 
%
 安
 ニ
 の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
の
 s
m
 
の
は
、
そ
れ
 も
の
も
 

の
を
あ
ら
し
め
る
存
在
の
現
実
態
 a
c
 

（
括
の
の
の
の
 

口
 三
で
あ
り
、
 

現
実
態
 

中
の
現
実
態
で
あ
る
。
す
べ
て
の
も
の
ほ
、
た
だ
の
の
の
の
そ
れ
 

自
体
に
あ
 

ず
か
る
に
す
ぎ
な
い
。
か
く
し
て
の
次
の
自
体
は
 、
 神
で
あ
り
 、
超
概
念
 

的
で
あ
り
、
超
現
実
体
的
で
あ
る
。
ト
マ
ス
の
意
図
し
た
の
は
 、
 聖
な
る
 

教
 の
お
 

q
p
 

年
 o
c
 

（
「
 

@
n
a
 

で
あ
っ
て
、
概
念
規
定
に
よ
る
学
で
は
 な
く
、
 概
 

念
を
超
越
し
た
原
理
に
よ
る
学
で
あ
る
、
と
い
う
。
ま
た
氏
は
 、
ア
ウ
グ
 

ス
テ
ィ
 ヌ
ス
 の
「
告
白
ヒ
に
も
触
れ
、
そ
の
な
か
の
神
は
人
間
 が
 呼
び
か
 

け
る
も
の
で
あ
り
、
 
汝
 と
い
う
二
人
称
単
数
で
あ
っ
て
、
け
っ
 し
て
実
体
 

や
 概
念
で
は
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
神
は
概
念
態
で
は
な
く
 て
 人
格
 態
 

で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

氏
は
 、
自
分
の
思
想
史
上
の
解
釈
に
は
無
理
の
あ
る
こ
と
は
 承
 知
の
上
 

で
、
立
論
を
展
開
し
て
い
く
た
め
の
理
解
で
あ
る
こ
と
を
、
 し
 ・
は
し
ば
こ
 



と
わ
り
な
が
ら
論
究
を
進
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
 は
さ
ま
さ
 

ま
な
異
論
が
起
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
中
世
哲
学
は
す
 で
に
見
直
 

さ
れ
つ
つ
あ
り
、
そ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
氏
の
見
解
が
ど
れ
 ほ
ど
独
創
 

的
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
そ
の
方
面
の
所
見
を
聞
く
こ
 と
が
で
 き
 

た
ら
と
思
う
。
 

次
に
、
第
五
篇
「
悪
人
工
 機
 に
関
す
る
私
親
」
で
あ
る
。
こ
れ
 は
 短
篇
 

で
あ
る
が
、
氏
の
宗
教
哲
学
的
な
体
質
が
 よ
 く
現
わ
れ
て
い
る
 と
 思
う
。
 

そ
れ
は
、
か
れ
の
読
み
と
る
所
の
親
鸞
の
悪
に
人
間
感
情
と
し
 て
 共
感
す
 

る
も
の
が
強
く
ひ
び
い
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
 

こ
こ
で
は
、
概
念
態
と
人
格
態
と
い
分
か
れ
独
自
の
視
点
か
ら
 見
ら
れ
 

て
い
る
。
一
 話
 に
し
て
い
え
ば
、
概
念
態
は
自
力
で
あ
り
、
 人
 格
態
 は
地
 

力
 で
あ
る
。
概
念
 態
 の
一
つ
の
例
と
し
て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
が
 挙
 げ
ら
れ
 

る
 。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
 、
 善
と
悪
を
実
体
的
な
も
の
と
し
て
 区
 別
し
て
い
 

る
 。
そ
の
こ
と
は
、
人
間
存
在
の
内
側
に
人
間
の
格
差
を
設
定
 す
る
も
の
 

で
あ
り
、
そ
の
規
準
が
 善
 自
体
お
よ
び
 悪
 自
体
で
あ
る
。
書
目
 体
 に
重
点
 

な
 お
け
ば
衆
生
の
存
在
は
消
去
さ
れ
、
 悪
 自
体
に
注
目
す
れ
ば
 、
衆
生
は
 

善
 と
無
縁
に
な
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
哲
人
の
み
が
自
力
的
 努
力
に
 ょ
 

っ
て
人
間
性
を
消
去
し
つ
つ
、
善
に
接
近
す
る
こ
と
に
な
る
と
 い
う
（
 一
 

五
 0
 ｜
 一
頁
）
。
 

こ
れ
に
対
し
て
、
人
格
態
の
例
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
 ヨ
 生
ロ
 
白
 L
 

介
 

で
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
の
心
は
汝
の
な
か
に
憩
い
 な
 得
る
 ま
で
は
落
ち
つ
 

珊
 

か
な
か
っ
た
」
と
い
わ
れ
る
 よ
う
 に
 、
汝
 と
は
神
で
あ
り
 、
概
念
で
は
な
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
 

目
 観
経
 ヒ
の
 三
心
の
な
か
の
 
廻
 自
発
願
 心
 

が
 神
に
伺
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
信
仰
に
も
と
づ
く
の
で
 

深
刻
な
経
験
で
あ
ろ
う
。
私
に
も
よ
く
分
る
）
。
ア
ウ
グ
ス
テ
 

限
り
、
心
は
動
揺
し
て
止
ま
る
所
を
知
ら
な
い
（
こ
れ
は
お
そ
 

が
 人
格
態
と
し
て
見
ら
れ
る
の
と
同
様
で
あ
る
（
一
五
二
頁
）
。
 

告
白
は
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
 善
と
 あ

り
、
 そ
 

ら
く
氏
の
 

は
 、
人
間
 

ィ
ヌ
ス
 の
 

こ
う
し
 

た
事
態
は
、
人
格
 態
 に
主
体
性
を
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
 可
能
で
あ
 

り
 、
そ
こ
か
ら
外
れ
て
、
悪
を
概
念
的
に
実
体
的
に
規
定
し
よ
 ぅ
 と
す
る
 

れ
は
神
の
所
有
に
帰
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
悪
は
善
の
欠
 徐
 に
外
な
 

う
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
悪
は
そ
れ
自
身
存
在
す
る
も
の
で
 は
な
く
、
 

神
変
に
よ
っ
て
包
摂
さ
れ
消
去
さ
れ
る
。
こ
の
包
摂
と
消
去
 こ
 そ
 人
格
 態
 

の
 特
徴
で
あ
る
。
 

こ
れ
を
親
鸞
に
お
い
て
見
る
な
ら
ば
、
摂
取
不
捨
の
な
か
に
 包
 摂
と
消
 

去
 と
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
衆
生
に
超
越
す
る
弥
陀
の
 本
願
を
信
 

ず
る
こ
と
が
、
同
時
に
衆
生
に
お
い
て
内
在
的
で
あ
る
。
帰
命
 無
量
 評
如
 

来
は
端
的
に
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
衆
生
に
超
越
す
る
こ
 の
 ア
プ
リ
 

オ
リ
 は
、
弥
陀
の
本
願
の
原
初
的
な
 働
 ぎ
で
あ
り
、
そ
れ
が
 絶
 対
 他
力
の
 

値
 と
な
っ
て
衆
生
に
内
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
 信
 そ
の
も
の
が
 ア
プ
リ
 オ
 

リ
 で
あ
り
、
 
無
 時
間
的
で
あ
る
、
そ
れ
は
、
概
念
態
で
あ
る
 ヵ
 ン
ト
 の
 ア
 

ブ
 リ
 オ
リ
 と
は
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
（
一
五
四
 ｜
 五
頁
）
。
 

こ
の
よ
う
な
人
格
 態
 に
お
け
る
親
鸞
の
悪
と
は
い
か
な
る
も
の
 か
 。
 そ
 

 
 

れ
は
、
か
れ
の
悲
歎
述
懐
が
い
か
な
る
根
拠
に
よ
っ
て
可
能
か
 と
い
う
 
問
明
 

 
 

題
 に
つ
な
が
る
。
「
愛
欲
の
広
海
に
沈
役
す
」
と
い
う
悲
歎
は
 、
 悪
に
 対
 

す
る
絶
対
他
力
的
な
規
定
が
内
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
 悪
 へ
の
絶
望
㏄
 



  

以
上
は
、
本
書
に
対
す
る
私
の
所
懐
で
あ
り
、
素
描
で
あ
る
。
 読
み
終
 

っ
て
 、
 氏
の
宗
教
哲
学
的
な
態
度
が
私
な
り
に
ほ
 ば
 捕
え
ら
れ
 た
 よ
 う
 に
 

思
う
。
と
こ
ろ
で
、
 
八
 篇
の
論
文
を
め
ぐ
っ
て
い
る
う
ち
に
、
 

奇
妙
な
こ
 

と
に
気
づ
い
た
。
五
十
七
歳
の
第
五
篇
「
悪
人
工
 機
 に
関
す
る
 
私
 親
 」
と
 

四 

は
 、
至
心
信
楽
へ
の
路
線
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
 そ
 
し
て
こ
の
 

高
度
の
次
元
に
お
け
る
悲
歎
の
発
言
は
、
帰
命
無
量
 詩
 如
来
の
 
信
を
前
提
 

と
し
て
初
め
て
意
義
を
有
す
る
。
し
か
も
、
こ
れ
は
た
ん
に
 親
 鸞
 個
人
で
 

は
な
く
、
人
間
そ
の
も
の
を
超
倫
理
と
い
う
次
元
に
お
い
て
 表
 わ
し
た
も
 

の
で
あ
る
（
一
五
六
頁
）
。
 

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
悪
が
倫
理
的
な
も
の
で
な
く
実
存
的
で
 あ
る
と
 

い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
実
存
 悪
に
 対
す
る
弥
陀
の
本
 願
の
必
然
 

性
を
解
明
す
る
こ
と
が
、
宗
教
哲
学
の
根
本
課
題
で
あ
る
（
 こ
 の
点
は
同
 

感
 で
あ
り
、
拙
論
「
三
経
義
疏
 と
親
穏
 」
お
よ
び
「
日
本
仏
教
 思
想
の
構
 

造
 」
で
展
開
し
た
り
も
り
で
あ
る
）
。
こ
の
必
然
性
は
難
思
議
で
 あ
り
、
 

信
 以
外
に
は
あ
り
得
な
い
。
「
願
を
お
こ
し
た
ま
 ふ
 本
意
、
悪
 大
成
仏
の
 

た
め
な
れ
ば
、
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
も
と
往
生
の
 
正
田
な
 

り
 」
と
い
う
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
必
然
的
な
の
で
あ
る
（
一
五
 九
頁
）
。
 

こ
こ
に
、
包
摂
と
消
去
が
親
鸞
の
人
格
 態
 に
見
事
に
具
現
さ
れ
 て
い
る
と
 

い
え
 よ
う
 。
 

重
ね
て
い
 
う
 が
、
こ
の
論
文
は
短
篇
な
が
ら
、
氏
の
筆
力
が
生
 々

 左
 Ⅰ
 

か
つ
自
然
に
伸
び
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。
氏
の
全
人
格
 体
 が
親
 俺
 

0
 世
界
 仁
 共
感
す
る
と
こ
ろ
、
も
っ
と
も
強
い
た
め
で
あ
ろ
う
  
 

七
十
三
歳
の
第
七
篇
「
宗
教
哲
学
の
問
題
点
 -
 と
の
、
こ
の
 二
 篇
 だ
 け
 

㏄
 

に
 、
最
後
に
「
合
掌
」
と
い
う
語
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
 る
 。
手
紙
㈲
 

の
文
の
末
尾
に
は
、
時
と
し
て
ム
ロ
事
と
結
ば
れ
る
こ
と
は
あ
る
 
が
 、
研
究
 

(
 

論
文
と
し
て
は
や
や
異
様
で
あ
る
。
第
五
篇
は
 、
 氏
の
い
わ
ゆ
 8
 人
格
 態
 

を
 新
鷹
の
他
力
信
仰
の
な
か
に
ま
と
も
に
絞
り
抜
い
た
も
の
で
 あ

り
、
 第
 

セ
 篇
は
、
仏
教
こ
そ
真
の
宗
教
哲
学
に
価
す
る
こ
と
を
宣
言
し
 た
 論
文
で
 

あ
る
。
 

さ
て
、
多
少
 閑
 ぎ
な
お
っ
て
眺
め
て
み
る
と
、
今
日
の
宗
教
学
 ほ
、
さ
 

ま
ざ
ま
な
分
野
に
分
れ
て
い
る
が
、
そ
の
す
べ
て
は
キ
リ
ス
ト
 教
の
土
壌
 

に
 根
ざ
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
に
ま
つ
わ
る
 西
欧
の
思
 

惟
法
 に
も
と
づ
い
て
い
る
。
 

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
キ
リ
ス
ト
教
を
中
心
と
し
た
宗
教
 学
 に
対
 

し
て
、
仏
教
を
中
心
と
し
た
宗
教
学
を
待
望
す
る
こ
と
は
自
然
 の
 成
り
行
 

ぎ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
目
指
そ
う
と
し
た
の
は
、
東
北
大
学
に
 
い
 た
鈴
木
 

宗
忠
 で
あ
る
。
鈴
木
は
新
宗
教
学
を
提
唱
し
、
そ
の
日
集
成
 こ
 の
 第
一
巻
 

と
し
て
 コ
 不
教
学
原
論
白
（
昭
和
二
十
三
年
）
を
刊
行
し
、
 そ
 の
後
、
大
 

乗
 仏
教
の
各
学
派
の
も
の
を
次
々
に
発
表
し
た
。
し
か
し
、
 
そ
の
「
 原
 

論
 L
 は
、
観
念
的
で
、
形
式
的
な
区
分
に
お
ち
い
っ
て
い
る
 観
 が
あ
る
。
 

鈴
木
が
後
継
者
と
し
て
迎
え
た
の
は
石
津
無
要
で
あ
る
。
な
ぜ
 な
ら
石
津
 

は
 西
洋
思
想
に
関
心
を
寄
せ
な
が
ら
、
 天
 ム
ロ
哲
学
そ
れ
自
体
に
 
深
く
専
念
 

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
鈴
木
は
石
津
に
期
待
し
た
が
、
後
に
 両
者
は
対
 

立
し
た
。
実
は
初
め
か
ら
石
津
は
鈴
木
と
は
意
図
が
違
っ
て
 い
 た
 。
仏
教
 

を
 中
心
と
し
た
宗
教
学
を
目
指
し
た
の
で
は
な
く
、
東
洋
も
西
 洋
も
包
ん
 

だ
 、
普
遍
的
な
宗
教
の
根
底
が
目
当
て
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
 天
 4
 
ロ
に
 専
 
@
 



    

注
し
た
の
も
、
そ
の
な
か
に
「
存
在
の
極
相
」
を
自
ら
の
手
で
 明
ら
か
に
 

し
た
か
っ
た
に
体
な
ら
な
い
。
 

住
戸
田
氏
は
、
仏
教
に
関
し
て
は
、
 
円
 歎
異
抄
し
や
 目
眠
 
蔵
」
 そ
の
他
 

ご
く
一
部
に
触
れ
た
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
鈴
木
や
石
津
と
同
日
 の
 論
で
は
 

な
い
が
、
け
っ
し
て
仏
教
を
申
い
と
し
た
宗
教
学
を
志
ざ
し
た
 の
で
は
な
 

く
 、
仏
教
そ
の
も
の
の
な
か
に
普
遍
的
な
宗
教
哲
学
を
見
よ
う
 と
し
た
の
 

で
あ
る
。
翻
っ
て
鈴
木
を
振
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
み
ず
か
ら
 仏
教
を
背
 

骨
 に
し
た
宗
教
学
を
と
い
い
な
が
ら
、
な
ぜ
そ
 う
 い
わ
ね
ば
な
 ら
な
か
っ
 

た
心
地
を
お
し
は
か
れ
ば
、
や
は
り
わ
れ
わ
れ
の
納
得
す
る
 宗
 教
学
の
普
 

通
性
が
欲
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 

今
や
、
鈴
木
・
石
津
・
住
戸
田
氏
の
時
か
ら
、
時
代
は
大
ぎ
く
 変
 ろ
 う
 

と
し
て
い
る
。
仏
教
は
そ
の
原
点
か
ら
見
直
さ
れ
よ
う
と
し
て
 い
る
し
、
 

キ
リ
ス
ト
教
 は
 み
ず
か
ら
の
柵
を
超
え
て
、
他
の
宗
教
的
真
理
 に
 内
面
的
 

に
 接
近
し
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
は
た
だ
宗
教
の
領
域
だ
け
で
は
な
 ぃ
 。
こ
れ
 

ま
で
宗
教
（
こ
と
に
キ
リ
ス
ト
教
）
と
科
学
は
鋭
く
対
立
し
て
 @
-
@
 

し
 大
力
 
。
 
@
 Ⅹ
 

し
か
も
今
も
一
部
で
は
論
争
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
 
そ
の
 反
 

面
 、
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
の
脳
神
経
学
者
や
物
理
学
者
自
身
 が
 、
 古
 
示
教
 

と
い
う
よ
り
は
、
世
界
の
根
源
的
状
況
（
そ
れ
は
お
の
ず
か
ら
 士
 
示
教
の
根
 

底
 に
通
ず
る
の
で
あ
る
が
）
を
語
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
 は
も
は
や
 

科
学
と
宗
教
の
対
話
と
い
う
の
で
は
な
く
、
科
学
自
体
が
宗
教
 の
 門
を
開
 

 
 

思
 図
し
て
い
た
 

 
 

根
底
を
見
究
め
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北
極
出
版
昭
和
五
八
年
三
月
、
昭
和
五
九
年
二
月
刊
 

A
5
 版
 
五
 0
 三
頁
二
四
 0
0
 巴
 、
二
五
 

0
0
 

円
 

長
谷
正
当
 

 
 

親
鸞
の
「
教
行
信
証
」
の
全
般
に
わ
た
っ
て
注
釈
な
い
 

し
 、
解
釈
を
試
 

み
た
書
は
少
な
く
は
な
い
。
古
く
は
江
戸
期
の
司
教
行
信
 

証
 講
義
集
成
」
 

全
九
巻
が
あ
る
が
、
近
代
の
優
れ
た
代
表
的
な
も
の
に
は
 

ぬ
 近
習
学
・
 赤
 

泡
 智
善
著
 ョ
教
行
信
 
譚
 講
義
ヒ
三
巻
、
金
子
大
栄
 
著
 司
教
 行
信
 譚
 講
読
 b
 

 
 

 
 

よ
 う
 。
今
度
、
そ
れ
ら
の
う
ち
に
山
下
 

秀
智
 氏
の
円
教
 行
 信

証
の
世
界
 
b
 

上
 ・
 
申
 （
下
巻
は
末
 
利
 ）
が
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 

円
教
行
信
証
」
が
か
く
も
多
く
の
注
釈
や
解
釈
の
企
て
 

な
 よ
び
起
す
の
 

は
 、
金
子
師
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
そ
れ
が
「
普
遍
的
な
真
実
 

を
 顕
す
も
 

の
 」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
 

よ
り
直
接
の
原
 

因
と
し
て
は
何
よ
り
も
 
先
づ
 、
そ
の
表
現
が
「
特
殊
的
」
 
で
あ
り
、
「
 
難
 

一
解
 」
で
あ
る
こ
と
に
 
よ
 る
。
著
者
が
「
教
行
信
証
」
の
 

解
 釈
を
思
い
た
っ
 

た
 理
由
も
そ
こ
に
あ
る
。
こ
の
書
は
著
者
が
勤
務
す
る
 

人
 学
の
 ゼ
ミ
ナ
ー
 

 
 

か
め
 テ
キ
ス
ト
と
し
て
取
上
げ
た
日
教
行
信
証
 

b
 を
解
説
し
て
 ゆ
く
た
め
 
田
 

 
 

に
 作
っ
た
レ
ジ
ュ
メ
が
基
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
動
機
 

の
た
め
、
  
 
 
 

一
口
教
行
信
証
し
の
思
想
の
骨
組
み
や
展
開
は
こ
の
書
に
お
い
 

て
 極
め
て
 明
 



快
で
 簡
潔
に
 担
 え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
ヨ
教
行
信
証
 ヒ
を
 学
ぼ
 ぅ
と
 

す
る
人
に
と
っ
て
こ
の
書
は
優
れ
た
手
引
き
の
役
を
果
す
も
の
 と
 言
え
よ
 

ぅ
 。
お
 ょ
そ
 、
思
想
の
解
釈
や
説
明
を
試
み
る
際
に
、
そ
の
 思
 想
を
明
確
 

に
せ
ん
と
す
る
努
力
が
逆
に
思
想
を
暗
く
塗
り
つ
ぶ
し
て
ゆ
く
 と
い
う
 一
 

般
 に
解
説
書
が
陥
り
易
い
傾
向
を
 ヵ
ソ
ト
 は
「
こ
れ
理
解
り
 易
 く
し
よ
う
 

と
し
な
け
れ
ば
、
も
っ
と
解
り
易
か
っ
た
だ
ろ
う
に
」
と
皮
肉
 っ
 た
が
、
 

こ
の
書
に
は
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
無
縁
で
あ
っ
て
、
円
教
行
信
 証
ヒ
の
細
 

部
 に
こ
ま
か
 い
 注
意
が
払
わ
れ
な
が
ら
全
体
の
輪
廊
も
極
め
て
 明
確
に
 堀
 

り
 起
さ
れ
て
い
る
。
 

著
者
は
こ
の
書
に
お
い
て
コ
教
行
信
証
 ヒ
は
 つ
い
て
何
か
 新
ら
 し
い
 解
 

釈
を
打
出
そ
う
と
す
る
意
図
か
ら
意
識
的
に
遠
ざ
か
り
、
同
ょ
 
り
も
 先
 

づ
 、
円
教
行
信
証
 L
 の
中
に
沈
潜
し
ょ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
 

ず
 、
な
お
そ
こ
に
と
ど
ま
っ
て
生
き
続
け
る
も
の
で
あ
る
。
 宗
 故

 、
こ
の
 

教
 的
知
の
 

書
 が
司
教
行
信
証
の
世
外
 ヒ
 （
傍
点
筆
者
）
 と
 名
づ
げ
ら
れ
て
 い
る
の
は
 

放
 た
 き
 こ
と
で
は
な
い
。
我
々
の
「
 知
 」
の
有
り
様
を
み
る
と
 、
そ
こ
に
 

は
お
よ
そ
 、
異
 っ
た
二
つ
の
形
が
区
別
さ
れ
る
と
い
え
る
。
 一
 う
 
ノ
キ
 

@
 
占
 
八
一
 

且
 知
ら
れ
た
な
ら
ば
そ
の
内
容
は
虹
用
と
な
り
、
通
過
さ
れ
て
 し
ま
う
も
 

の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
知
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
無
用
 と
は
な
ら
 

特
性
を
見
る
た
め
に
は
、
知
の
二
つ
の
有
り
様
を
区
別
す
る
 必
 要
 が
あ
 

る
 。
こ
の
二
つ
の
知
の
有
り
様
は
、
 辻
 邦
生
氏
の
言
葉
を
借
り
 れ
ば
、
 既
 

知
 と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
が
「
消
費
」
さ
れ
る
も
の
 と
 、
そ
の
 

内
容
を
知
っ
て
も
消
費
さ
れ
ず
、
そ
こ
に
「
現
存
」
す
る
も
の
 で
あ
る
。
 

例
え
ば
、
「
空
が
青
い
」
と
い
う
知
を
空
に
つ
い
て
の
客
観
的
情
 報
 と
し
 

て
 受
け
取
る
な
ら
ば
、
一
旦
知
ら
れ
た
知
に
我
々
は
二
度
と
 戻
 る
 必
要
は
 

 
 

な
い
が
、
も
し
、
我
々
が
「
青
 

い
空
 」
を
心
の
中
に
思
い
描
く
な
 

ら
ば
、
 そ
 

 
 

 
 

ら
れ
て
い
る
が
、
想
像
力
も
又
「
 

知
 」
で
あ
る
以
上
、
我
々
は
 
そ
こ
に
 知
 

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
種
の
知
が
我
々
を
存
在
や
自
己
の
 

る
 知
は
 、
 知
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
が
「
消
費
」
 

さ
 

に
 「
現
存
」
し
て
我
々
の
「
世
界
」
を
な
り
た
た
し
め
る
も
の
 

の
 二
つ
の
有
り
ょ
 
ぅ
 を
見
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
お
よ
そ
宗
教
 

根
源
へ
と
 

的
と
さ
れ
 

れ
ず
、
 常
 

で
な
け
れ
 

導
く
働
ぎ
を
な
す
。
著
者
が
日
教
行
信
証
の
世
界
 

ヒ
 に
お
い
て
 
目
指
し
て
 

い
る
の
も
ョ
教
行
信
証
 
L
 の
内
容
に
つ
い
て
の
、
新
し
い
が
 

消
 費
 さ
れ
る
 

知
 を
獲
る
こ
と
で
は
な
く
、
操
り
返
さ
れ
て
も
消
費
さ
れ
る
こ
 

と
 な
き
 知
 

に
 触
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
ョ
教
行
信
証
口
の
世
界
に
住
む
こ
と
な
 

の
で
あ
 

る
 。
そ
の
よ
う
な
「
 
知
 」
を
支
え
る
も
の
は
著
者
に
 
よ
 れ
ば
「
 
思
 ぃ
 入
れ
」
 

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
 
う
 。
例
え
ば
、
著
者
は
親
鸞
が
行
っ
て
 

い
 る
 「
字
訓
 

釈
 」
の
う
ち
に
見
る
べ
 
き
 も
の
は
親
鸞
の
「
思
い
入
れ
」
で
あ
 

っ
て
 、
そ
 

れ
が
一
見
論
理
的
に
は
無
理
と
も
思
わ
れ
る
解
釈
を
も
有
意
味
 

た
ら
し
め
 

て
い
る
と
し
て
い
る
。
「
思
い
入
れ
」
を
主
観
性
と
し
て
最
初
か
 

ら
 排
除
 

す
る
の
で
は
な
く
、
思
い
入
れ
の
う
ち
に
潜
む
主
観
性
を
克
服
 

し
た
と
こ
 

ろ
に
普
遍
的
な
宗
教
的
知
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
「
教
行
信
証
 

0
 世
界
 ヒ
 

を
 貫
い
て
い
る
の
も
著
者
の
そ
の
よ
う
な
思
い
入
れ
で
あ
る
。
 

本
書
生
二
巻
に
分
け
ら
れ
、
既
に
刊
行
さ
れ
た
上
巻
を
中
巻
に
 

お
い
て
 

嚢
 
発
行
信
 

北
山
口
の
「
 

@
 

教
巻
 」
、
「
 
行
巻
 」
、
「
借
券
」
、
「
 

証
巻
 」
が
 扱
 わ
れ
て
 

い
る
が
、
「
 
真
 仏
土
 巻
 」
と
「
化
身
上
巻
」
は
今
后
刊
行
さ
れ
 

る
 筈
の
下
 

巻
 で
取
扱
わ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
著
者
は
こ
の
書
に
お
い
て
 

先
 つ
 、
漢
文
 



の
 原
文
を
掲
げ
、
次
い
で
そ
れ
の
解
釈
を
施
し
、
更
に
、
そ
れ
 の
 補
足
的
 

な
 説
明
や
引
用
を
解
釈
部
分
と
は
別
に
挿
入
し
て
い
る
。
こ
の
 書
 が
こ
の
 

よ
う
な
形
式
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
「
解
釈
」
を
め
ぐ
 る
 著
者
の
 

二
つ
の
見
解
が
指
摘
さ
れ
よ
 う
 。
 

第
一
に
、
著
者
が
解
釈
に
先
立
っ
て
漢
文
の
原
文
の
原
文
を
掲
 げ
て
ぃ
 

る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
解
釈
書
の
通
例
に
な
ら
で
た
ま
で
と
 考
 え
ら
れ
る
 

か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
こ
こ
に
は
著
者
の
一
つ
の
意
図
 が
 働
い
て
 

い
る
。
著
者
は
円
教
行
信
証
に
は
や
は
り
漢
文
で
読
む
べ
 き
だ
 と
 主
張
す
 

る
 。
そ
の
こ
と
の
う
ち
に
「
非
神
話
化
」
の
問
題
に
対
す
る
 著
 者
の
一
つ
 

の
 態
度
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
著
者
は
主
体
性
を
確
立
し
、
宗
教
 的
 真
理
を
 

体
得
す
る
た
め
に
は
、
非
神
話
化
が
も
た
ら
し
た
「
 心
 や
さ
し
 ぎ
 医
師
の
 

ぬ
 刀
筆
」
よ
り
も
「
絶
対
的
隔
絶
の
荒
療
治
」
が
い
い
と
す
る
 。
宗
教
的
 

テ
キ
ス
ト
を
読
む
こ
と
が
、
そ
こ
か
ら
自
己
の
生
き
る
新
し
い
 生
命
を
汲
 

み
 取
る
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
自
己
理
解
を
テ
キ
ス
 ト
の
 一
別
 
で
 

変
え
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
が
、
㍉
教
行
信
証
」
を
原
文
で
読
む
 と
い
う
 

こ
と
の
理
由
の
一
つ
に
、
著
者
は
テ
キ
ス
ト
の
前
で
そ
の
よ
う
 な
目
 己
理
 

解
を
変
え
る
こ
と
に
つ
ら
な
る
も
の
を
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
 が
あ
る
と
 

い
え
 よ
う
 。
 

他
方
、
著
者
が
解
釈
部
分
の
処
々
に
日
教
行
信
証
 b
 と
っ
ち
 
な
 る
如
 

き
 、
現
代
の
宗
教
哲
学
の
諸
問
題
を
と
り
あ
げ
た
捕
捉
的
な
説
 明
文
や
引
 

今
月
 を
 ポ
イ
ン
ト
を
変
え
て
挿
入
し
て
い
る
の
は
前
の
立
場
 と
は
相
補
的
な
 

櫛
 

逆
の
立
場
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
い
え
 よ
う
 。
真
の
理
解
は
 
テ
キ
ス
ト
の
 世
 

 
 

、
そ
の
こ
と
、
現
在
の
状
況
 

が
 

  
99  (99) 



も
 織
物
に
織
込
ま
れ
て
い
る
模
様
を
布
地
か
ら
切
り
と
っ
た
り
 、
 野
に
咲
 

い
て
い
る
花
を
摘
ん
だ
り
す
る
如
き
愚
を
犯
す
こ
と
に
な
ろ
 
 
 

し
、
こ
ュ
 
で
、
そ
の
愚
を
承
知
の
上
で
、
著
者
が
と
り
わ
け
 強
 調
 せ
ん
と
 

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
い
く
つ
か
の
点
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
 

廻
向
は
、
一
般
に
は
こ
ち
ら
 

一
 、
「
廻
向
」
の
問
題
に
つ
い
て
。
 

か
ら
あ
ち
ら
へ
向
け
る
こ
と
で
あ
る
が
、
 

親
駕
 で
は
逆
に
 
、
あ
 ち
ら
か
ら
 

こ
ち
ら
へ
 向
 げ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
 押
 え
直
さ
れ
て
い
る
。
 

一
 切
が
 
「
 如
 

来
の
廻
向
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
離
れ
て
は
親
鸞
の
思
想
は
 存
立
し
な
 

い
が
、
廻
向
の
こ
の
 親
 ら
し
い
解
釈
を
親
切
は
沖
 土
 教
の
経
、
 
払
祠
 
、
 軸
仏
の
 

大
胆
な
 ヨ
 -
m
 
み
か
え
」
に
よ
っ
て
表
明
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
 知
ら
れ
た
 

と
こ
ろ
で
あ
る
。
廻
向
の
観
念
へ
の
著
者
の
特
別
の
注
視
は
 、
 親
鸞
が
 処
 

々
で
行
っ
て
い
る
そ
の
読
み
か
え
を
そ
の
都
度
、
注
意
深
く
指
 補
 し
て
い
 

る
こ
と
の
う
ち
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
な
お
親
鸞
の
廻
向
の
 こ
の
 親
ら
 

し
い
解
釈
は
漢
文
に
お
い
て
の
み
効
果
的
に
あ
ら
わ
し
得
る
も
 の
で
あ
る
 

か
ら
、
著
者
が
「
教
行
信
証
 ヒ
を
 漢
文
で
読
む
こ
と
の
必
要
を
 説
く
理
由
 

の
 一
つ
は
こ
こ
に
も
あ
る
と
い
え
よ
 う
 。
 

重
要
な
こ
と
は
著
者
が
親
鸞
に
お
け
る
廻
向
の
方
向
の
逆
転
を
 
真
宗
 

の
 
「
教
義
」
の
問
題
と
し
て
固
定
し
な
い
で
、
そ
れ
を
あ
く
ま
 
で
親
屈
め
 

「
人
間
凝
視
」
、
「
親
鸞
自
身
の
宗
教
体
験
」
に
 
塞
 げ
て
 押
 え
て
い
 
る
こ
と
 

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
、
こ
の
思
想
を
生
き
た
も
の
に
し
、
 他
 の
 思
想
と
 

の
 連
関
に
お
い
て
 把
 え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
普
遍
的
 な
 視
野
 へ
 

と
 開
い
て
い
る
。
著
者
は
補
足
的
説
明
文
の
箇
所
に
お
い
て
こ
 の
 思
想
を
 

ア
ウ
グ
ス
 
チ
ス
ス
や
 
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
に
よ
つ
て
、
 

又
 著
者
の
師
 

で
あ
る
武
内
義
範
先
生
の
…
将
来
す
る
浄
土
と
い
う
観
念
仁
 ょ
 っ
て
照
ら
 

し
、
 堀
り
下
げ
て
い
る
。
こ
の
廻
向
の
観
念
は
又
「
菩
提
心
」
 の
 解
釈
の
 

転
換
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
。
 

親
姑
 に
お
い
て
は
「
菩
提
 

二
 、
「
 
主
 Ⅰ
 
提
心
 」
の
問
題
に
つ
い
て
。
 

心
 」
は
「
願
力
廻
向
の
信
楽
」
と
さ
れ
て
い
る
。
法
然
に
対
す
 る
 明
恵
の
 

非
難
の
一
つ
は
菩
提
心
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
著
者
 が
高
 う
ょ
 

う
 に
「
そ
の
非
難
を
真
正
面
か
ら
受
け
止
め
る
こ
と
」
が
親
仁
 な
し
て
 真
 

の
 菩
提
心
を
「
如
来
廻
向
の
信
楽
」
と
し
て
 抱
 え
る
こ
と
へ
と
 導
い
た
。
 

著
者
に
 ょ
 れ
ば
、
明
恵
は
「
淫
薬
経
の
如
何
と
も
し
が
た
い
 闇
 0
 世
界
を
 

知
ら
な
い
。
」
親
鸞
は
明
恵
の
言
 う
よ
う
 に
人
間
に
お
い
て
菩
提
 心
 の
 存
 

在
 そ
の
も
の
を
否
定
し
た
わ
げ
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
自
己
 の
 「
機
根
 

へ
の
反
省
」
が
親
鸞
を
し
て
菩
提
心
の
根
拠
を
自
己
か
ら
如
来
 の
 廻
向
 へ
 

と
転
換
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
菩
提
心
を
「
他
力
 の
 信
楽
」
 

へ
と
徹
底
し
、
純
化
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
 

著
者
は
菩
提
心
の
根
拠
が
如
来
廻
向
へ
と
移
さ
れ
て
「
金
剛
の
 宣
 @
 
、
 
心
 」
 

と
し
て
生
れ
か
わ
る
こ
と
を
「
自
覚
」
の
問
題
と
結
び
つ
け
て
 私
刑
 
じ
イ
 し
い
 

る
 。
著
者
に
 ょ
 れ
ば
、
「
自
覚
」
は
そ
の
根
拠
が
自
己
で
は
な
 く
 、
自
己
 

を
 越
え
た
も
の
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
真
に
成
り
た
た
な
い
。
「
 わ
 れ
わ
れ
 

は
 念
仏
に
お
い
て
た
ど
諸
仏
称
名
の
声
を
聞
く
の
み
で
あ
り
、
 そ
こ
に
 自
 

覚
の
本
質
が
在
す
る
。
自
覚
と
は
覚
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
は
じ
 め
て
成
立
 

す
る
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
自
覚
に
よ
っ
て
知
ら
し
め
ら
れ
 る
 自
己
は
 

美
 海
に
流
転
せ
る
自
己
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
。
」
（
四
三
頁
）
 

と
こ
ろ
で
、
著
者
は
こ
の
「
信
心
仏
性
説
」
と
仏
教
本
来
の
「
 一
切
衆
 

生
 悪
 古
仏
性
」
と
す
る
立
場
と
が
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
と
 問
を
呈
し
 

た
后
 、
信
心
仏
性
説
を
最
も
「
 率
 直
な
真
宗
仏
教
観
」
で
あ
る
 と
し
て
、
 

(100) 100 



こ
の
矛
盾
を
あ
ま
り
対
象
化
し
て
 抱
 え
な
い
方
が
よ
い
と
述
べ
 て
い
る
。
 

勿
論
、
こ
の
矛
盾
を
対
象
化
し
て
 押
 え
る
こ
と
は
 避
 げ
ら
れ
れ
 に
な
ら
な
 

い
が
、
し
か
し
、
信
心
仏
性
説
を
最
も
卒
直
な
真
宗
仏
教
観
 と
 し
て
す
ま
 

す
の
は
や
は
り
素
朴
で
あ
っ
て
、
そ
の
矛
盾
を
の
り
越
え
る
 如
 き
 或
る
 積
 

極
 的
な
も
の
が
信
心
仏
性
説
の
う
ち
に
更
に
押
え
ら
れ
な
け
れ
 ば
な
ら
な
 

い
と
思
わ
れ
る
。
 

三
 、
お
 下
 。
 コ
 （
己
に
）
 と
コ
 。
往
日
 い
き
 （
 未
 だ
）
の
相
即
に
つ
 
い
て
 

著
者
は
「
信
仰
の
微
妙
な
世
界
」
、
「
信
仰
の
現
実
」
を
あ
ら
れ
 

す
も
の
 

を
の
 c
 ゴ
 o
 コ
と
コ
 o
n
 
ゴ
コ
や
い
ゴ
 

（
の
相
即
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
「
 
一
 念
 帰
命
」
、
 

「
一
念
発
起
」
に
お
い
て
我
々
は
「
正
定
聚
」
に
住
す
る
の
で
 あ
り
、
 
浄
 

土
は
彼
方
か
ら
即
に
こ
 、
に
 将
来
し
て
い
る
。
こ
の
「
己
に
」
 

の
う
ち
に
 

「
現
生
不
退
」
の
根
拠
が
あ
る
。
浄
土
が
彼
方
に
待
ち
望
ま
れ
る
 の
で
は
 

な
く
、
今
、
こ
こ
に
到
来
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
「
 歓
び
 」
が
あ
 り
 、
「
 現
 

在
を
強
く
生
き
抜
く
 力
 」
が
生
じ
る
。
し
た
が
っ
て
、
佳
生
 浄
 土
が
 「
 死
 」
 

を
 介
し
て
成
立
す
る
と
し
て
も
、
著
者
は
そ
の
死
は
星
野
師
が
 区
別
し
て
 

述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
無
明
生
死
的
 生 」
の
死
で
あ
っ
て
 、
「
身
体
 

地
主
」
の
死
で
は
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、
無
明
生
死
的
生
 め
 死
に
お
い
 

て
一
切
が
解
決
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
無
明
の
黒
闇
が
晴
れ
て
 も
な
お
 煩
 

悩
に
 纏
綿
せ
ら
れ
て
い
る
自
己
が
残
っ
て
い
る
。
「
己
に
」
（
 

ぉ
プ
 0
 コ
 ）
の
裏
 

面
 に
は
常
に
「
未
だ
」
（
 コ
 。
 経
コ
 @
c
 
ゴ
 （
）
が
在
す
る
。
こ
の
 
よ
う
な
 

弁
口
 0
 臼
田
 ぃ
牙
 
（
と
い
う
「
有
限
な
時
間
」
を
 生
 ぎ
ざ
る
を
 得
な
い
こ
と
の
 

蠕
 
根
源
に
著
者
は
「
身
体
的
生
命
」
の
問
題
を
み
て
・
「
宗
教
 

竹
生
へ
の
移
行
 

欝
 

（
 証
 大
淫
薬
）
は
や
は
り
現
実
的
生
死
を
も
明
ら
か
に
し
 、
そ
れ
を
 ス
テ
 

ッ
プ
 に
し
て
 却
 つ
て
浄
土
の
将
来
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
は
 な
い
か
」
 

と
い
う
Ⅰ
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
モ
メ
ン
ト
は
「
三
万
的
」
に
 
「
㏄
付
が
 

侍
 
@
O
 
」
 

に
把
 え
ら
れ
て
は
な
ら
ず
、
宗
教
的
現
実
は
「
お
す
 0 コ
の
 摂
取
 光
明
に
お
 

い
て
 
臣
 。
 臼
目
 ～
の
ま
の
絶
望
が
自
覚
せ
し
め
ら
れ
、
 

コ
 。
 臼
コ
ざ
 ゴ
 こ
の
め
 
細
町
 

望
 に
お
い
て
 
難
 思
議
に
摂
取
不
捨
の
本
願
名
号
が
い
た
 ビ
げ
 る
 （
の
り
 

す
 。
 コ
 ）
 

 
 

と
い
う
動
き
」
（
四
三
四
頁
）
の
中
に
 

把
 え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
 と
し
て
 

い
る
。
著
者
が
述
べ
る
よ
 う
 に
、
こ
の
「
弁
証
法
」
の
本
質
は
 人
間
が
実
 

在
し
て
い
る
か
ぎ
り
「
傷
口
は
閉
じ
な
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
 あ
る
と
し
 

て
も
、
た
ど
し
、
 
s
c
 
ゴ
 。
 コ
の
 摂
取
光
明
の
う
ち
に
な
お
残
る
 
臣
 。
 り
 す
口
～
 
0
 ゴ
目
 

の
 契
機
を
は
た
し
て
「
絶
望
」
と
し
て
 押
 え
る
の
が
ふ
さ
わ
し
 い
か
否
か
 

に
 関
し
て
は
な
お
論
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
 例
え
ば
、
 

著
者
も
言
及
し
て
い
る
「
分
取
海
水
」
の
 讐
楡
や
 「
転
輪
聖
子
 二
の
彗
 -
 
広
棚
 

に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
む
し
ろ
、
 

臣
 0
 注
口
 @
n
 
ま
の
 契
機
は
決
 

し
て
消
滅
さ
れ
ず
に
存
続
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
お
 
プ
 0
 コ
の
前
 で
 決
定
的
 

な
障
 げ
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
 

円
 「
煩
悩
即
菩
提
」
、
「
娑
婆
 即
 浄
土
」
に
つ
い
て
。
 

著
者
が
 

言
 う
よ
う
 に
「
煩
悩
の
道
が
願
力
の
道
と
一
 

つ
 」
で
あ
る
こ
と
 
は
や
は
 

り
 、
大
乗
仏
教
の
基
本
的
な
考
え
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
こ
の
 舌
口
薬
ぶ
朋
 

意
 

抹
 す
る
の
は
、
煩
悩
が
そ
の
ま
 ふ
 菩
提
と
見
 倣
 さ
れ
る
と
い
う
 こ
と
な
の
 

か
、
 或
い
は
、
「
煩
悩
の
氷
が
と
げ
て
菩
提
の
水
と
な
る
」
と
 舌
 自
 わ
れ
る
 

よ
う
 に
、
煩
悩
が
仏
種
が
宿
り
生
長
す
る
場
所
で
あ
る
と
い
う
 こ
と
な
の
 

か
は
 決
 ず
し
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
し
か
し
、
著
者
は
や
は
り
 店
者
を
考
 

)
 

 
 

え
て
い
る
よ
 う
 で
あ
り
、
「
 即
 」
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
「
 転
 」
を
 見
 

㎝
 

る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
「
 

装
 ら
な
く
て
変
っ
て
い
る
」
 

と
い
う
㎝
 

 
 

「
 転
 」
の
う
ち
に
仏
教
の
現
実
感
覚
の
鋭
さ
を
見
る
べ
ぎ
で
あ
る
 と
し
て
 



い
る
の
は
至
言
で
あ
ろ
う
。
 

娑
婆
 即
 浄
土
と
い
う
こ
と
も
、
浄
土
が
こ
の
娑
婆
を
離
れ
た
 何
 処
 か
に
 

あ
る
と
い
う
考
え
を
否
定
す
る
も
の
だ
が
、
し
か
し
、
娑
婆
が
 そ
の
ま
 
ふ
 

直
接
的
に
浄
土
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
勿
論
な
く
、
浄
土
の
 働
 ぎ
は
あ
 

く
ま
で
娑
婆
の
う
ち
に
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
 5
 こ
 と
を
意
味
 

す
る
。
著
者
は
こ
の
問
題
を
更
に
堀
り
下
げ
る
こ
と
を
次
の
 

「
 真
 仏
土
 

巻
 」
の
課
題
と
し
て
い
る
が
、
先
に
著
者
は
宗
教
的
生
の
現
実
 
を
 、
「
 身
 

体
的
生
 」
を
ふ
ま
え
て
お
け
 0
 コ
と
ロ
 0
 簗
口
 @
c
 
耳
の
相
即
を
 体
現
す
る
 

と
こ
ろ
に
 
捉
 え
た
が
、
 
こ
 上
に
お
い
て
は
、
そ
の
相
即
は
自
己
 の
 
「
生
 き
 

6
 場
」
つ
ま
り
、
「
 土
 」
と
か
「
世
界
」
を
介
し
て
追
求
さ
れ
る
 こ
と
に
 

な
る
。
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
著
者
の
課
題
は
自
己
の
超
越
に
 と
っ
て
 土
 

や
 世
界
の
も
つ
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
 

五
 、
「
 警
楡
 」
に
つ
い
て
。
 

著
者
は
「
教
行
信
証
 ヒ
 に
あ
ら
わ
 

れ
て
い
る
「
 讐
楡
 」
的
表
現
に
着
目
し
て
そ
の
都
度
説
明
を
加
 え
て
い
る
。
 

宗
教
的
表
現
に
お
け
る
 讐
 楡
の
意
味
に
つ
い
て
述
べ
た
著
者
の
 次
の
言
葉
 

は
 教
示
に
告
白
ん
で
い
る
の
で
少
し
長
い
が
引
用
し
て
お
こ
う
。
 

「
因
に
 、
 

讐
楡
に
よ
 る
表
現
は
、
最
早
分
析
的
表
現
で
は
尽
し
難
い
全
体
 性
 、
生
命
 

性
を
表
現
し
ょ
う
と
す
る
時
に
採
用
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
 採
 用
 さ
れ
た
 

讐
楡
 を
も
と
に
自
由
な
想
像
力
に
よ
っ
て
不
可
思
議
の
領
域
へ
 と
 飛
翔
 す
 

も
の
で
あ
る
。
分
析
的
表
現
に
お
い
て
の
み
何
か
に
つ
い
て
の
 理
解
が
可
 

能
 で
あ
る
と
思
う
人
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
は
 頃
 き
の
石
で
あ
ろ
 ぅ
が
、
 
=
-
 

口
 

い
 得
ぬ
感
激
を
知
る
人
に
は
、
 

警
楡
的
 表
現
の
中
に
こ
そ
活
路
 を
 見
出
す
 

よ
り
他
は
な
い
の
で
あ
る
。
」
（
一
六
三
頁
）
 

以
上
、
著
者
が
こ
の
書
で
展
開
し
て
い
る
問
題
の
い
く
つ
か
を
 と
り
あ
 

げ
て
述
べ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
 極
 く
わ
ず
か
の
、
し
か
も
、
 

必
ず
し
も
 

 
 

著
者
の
考
え
の
根
木
に
ふ
れ
て
な
い
か
も
知
れ
な
い
点
を
取
出
 し
た
に
す
 
田
 

ぎ
な
い
。
と
り
わ
け
、
著
者
が
補
足
の
説
明
に
お
い
て
提
示
し
 て
い
る
 現
 

⑫
 

代
の
宗
教
哲
学
の
諸
問
題
に
つ
い
て
は
こ
 ム
 で
は
全
然
触
れ
る
 こ
と
は
出
て
 

来
 な
か
っ
た
。
先
に
述
べ
た
よ
 う
 に
、
こ
の
書
に
お
い
て
著
者
 の
 洞
察
は
 

野
 に
咲
く
花
の
様
に
随
所
に
、
目
立
た
ぬ
よ
う
に
散
在
し
て
い
 る
か
ら
、
 

そ
の
い
く
つ
か
を
任
意
に
取
立
し
て
陳
腐
な
説
明
を
加
え
る
こ
 と
は
こ
の
 

書
の
生
き
た
息
吹
き
を
伝
え
る
か
わ
り
に
、
全
く
別
の
も
の
を
 こ
れ
に
と
 

っ
て
か
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
各
人
が
こ
 の
 書
を
介
 

し
て
ヨ
教
行
信
証
口
の
世
界
に
沈
潜
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
望
ま
し
  
 



会 報 

0
 常
務
理
下
金
 

日
時
昭
和
五
九
年
四
月
二
一
日
（
土
）
午
後
五
時
 

場
所
学
士
会
館
本
郷
分
館
 
8
 号
 室
 

出
席
者
石
田
慶
和
、
植
田
重
雄
、
補
正
弘
、
後
藤
光
一
郎
、
 

桜
井
秀
雄
、
高
崎
直
道
、
竹
中
信
 常
 、
玉
城
 康
 四
郎
、
 

田
丸
 徳
善
 、
中
川
秀
 恭
 、
野
村
 陽
清
 、
藤
田
富
雄
、
 

平
井
直
 属
 、
前
田
専
 学
 、
柳
川
啓
一
、
脇
本
甲
 也
 

議
題
 

一
 、
昭
和
五
九
年
度
日
本
宗
教
学
会
会
長
選
挙
日
程
の
決
定
 

日
 月
二
五
日
（
水
）
投
票
資
格
（
会
費
納
入
状
況
）
に
つ
い
て
  
 

ぬ
知
 発
送
 

五
月
二
一
日
（
月
）
第
一
次
選
挙
有
権
者
資
格
締
切
 

五
月
一
二
二
日
（
水
）
選
挙
公
示
発
送
 

五
月
二
六
日
（
土
）
選
挙
管
理
委
員
会
（
第
一
次
投
票
有
権
者
 資
 

格
 締
切
）
 

五
月
三
 0
 日
 （
水
）
第
一
次
投
票
用
紙
発
送
 

六
月
二
三
日
（
土
）
第
二
次
投
票
有
権
者
資
格
締
切
 

六
月
二
三
日
（
土
）
第
一
次
投
票
締
切
 

六
月
三
 0
 日
 （
土
）
選
挙
管
理
委
員
会
（
第
一
次
投
票
開
票
、
 第
 

二
次
投
票
有
権
者
資
格
認
定
）
 

セ
 月
一
八
日
（
水
）
第
二
次
投
票
用
紙
発
送
 

ムヌ 

幸反 

八
月
一
八
日
（
土
）
第
二
次
投
票
締
切
 

八
月
二
五
日
（
土
）
選
挙
管
理
委
員
会
（
第
二
次
投
票
開
票
）
 

一
 、
選
挙
管
理
委
員
長
選
出
 

互
選
に
よ
り
藤
田
富
雄
氏
を
委
員
長
に
選
出
し
た
。
 

0
 
理
事
会
 

日
時
昭
和
五
九
年
四
月
二
一
日
（
土
）
午
後
五
時
半
 

場
所
学
 モ 会
館
本
郷
分
館
 8
 号
 室
 

出
席
者
安
洋
泰
彦
、
井
間
宮
二
夫
、
石
田
慶
和
、
植
田
重
雄
 
 
 

雲
藤
 義
道
、
岡
田
重
晴
、
小
川
圭
 治
 、
小
口
 偉
一
 
、
 

後
藤
光
一
郎
、
鎌
田
純
一
、
補
正
弘
、
建
徳
 忠
 、
小
池
長
文
、
 

桜
井
秀
雄
、
佐
 木
 秋
夫
、
高
崎
直
道
、
竹
中
信
 常
 、
 

玉
城
東
四
郎
、
田
丸
額
 善
 、
中
川
秀
 恭
 、
平
井
直
 房
 、
 

藤
田
富
雄
、
前
田
専
 学
 、
柳
川
啓
一
、
脇
本
手
 也
 

議
題
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
第
四
三
回
学
術
大
会
に
つ
い
て
 

九
月
一
四
り
一
六
日
の
間
、
皇
学
館
大
学
に
て
行
な
わ
れ
る
こ
 

と
が
、
開
催
 校
 で
あ
る
皇
学
館
大
学
の
岡
田
重
晴
理
事
 よ
 り
 報
 生
口
 

さ
れ
、
了
承
さ
れ
た
。
 

な
お
、
日
程
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
 

九
月
一
四
日
（
金
）
公
開
講
演
、
理
事
会
 

 
 

九
月
一
五
日
（
土
）
研
究
発
表
、
評
議
員
会
、
総
会
 

 
 
 
 
 
 
 
 

九
月
一
山
八
日
（
日
）
研
究
発
表
 

 
 

九
月
 -
 七
日
（
月
）
見
学
旅
行
 

 
 

 
 

一
七
日
の
見
学
旅
行
は
、
希
望
者
を
募
り
実
施
さ
れ
る
も
の
で
 あ
 



る
 。
大
会
の
案
内
は
五
月
中
旬
に
発
送
し
、
発
表
申
込
み
締
切
 @
%
 

セ
 月
一
五
日
、
発
表
概
要
の
締
切
は
七
月
三
 0
 日
 と
す
る
予
定
  
 

一
 、
昭
和
五
九
年
度
日
本
宗
教
学
会
賞
選
考
委
員
に
つ
い
て
 

今
年
度
の
選
考
委
員
と
し
て
、
小
川
圭
 治
 、
小
野
泰
博
、
雲
井
 

%
 善
 、
佐
々
木
表
 幹
 の
 四
 氏
が
、
昨
年
に
ひ
き
続
 き
 選
任
さ
れ
  
 

鎌
田
純
一
、
大
挙
 顕
 、
田
村
芳
朗
の
三
氏
が
新
た
に
選
任
さ
 
れ
 

た
 

一
 、
新
入
会
員
に
つ
い
て
 

別
記
九
名
が
新
た
に
本
学
会
会
員
と
し
て
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
国
際
会
議
に
関
す
る
情
報
交
換
に
つ
い
て
 

脇
本
会
長
か
ら
、
宗
教
学
に
関
係
す
る
国
際
会
議
の
情
報
を
収
 

集
 し
た
い
の
で
、
情
報
が
あ
る
 場
ム
ロ
 に
は
、
あ
ら
か
じ
め
学
会
 本
 

部
 に
知
ら
せ
て
ほ
し
い
と
の
要
請
が
出
さ
れ
た
。
そ
れ
に
 
対
 
 
 

て
 、
会
員
の
な
か
か
ら
他
の
学
会
で
国
際
会
議
関
係
の
ニ
ュ
ー
  
 

レ
タ
ー
を
発
行
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
、
宗
教
学
会
 
で
 
・
 

も
 、
実
行
し
た
ら
ど
う
か
と
の
提
案
も
な
さ
れ
た
。
こ
の
件
に
 つ
 

い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
て
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
確
認
さ
 
れ
 

た
 

0
 第
三
八
回
 九
 学
会
連
合
大
会
 

日
時
昭
和
五
九
年
五
月
一
三
日
（
日
）
午
前
九
時
二
 
0
 
分
 @
 午
後
 

五
時
 

会
場
駒
沢
大
学
 

本
学
会
か
ら
は
、
佐
々
木
 宏
幹
氏
が
 「
沿
岸
の
宗
教
的
性
格
に
 
つ
 

い
て
」
と
い
う
題
で
発
表
を
行
な
っ
た
。
同
日
正
午
 @
 午
後
一
 
時
の
 

間
 、
顧
問
・
理
事
会
が
開
催
さ
れ
、
本
学
会
か
ら
は
、
会
長
と
 し
て
 

 
 

脇
本
平
他
氏
、
理
事
と
し
て
佐
々
木
 宏
幹
 、
薗
田
稔
の
両
氏
、
 

幹
事
㎎
 

と
し
て
佐
藤
憲
昭
、
林
淳
の
両
氏
が
出
席
し
、
当
番
学
会
と
し
 て
義
㈱
 

 
 

事
の
進
行
に
つ
と
め
た
。
こ
の
日
を
も
っ
て
、
当
番
学
会
は
日
 本
家
（
 

教
学
会
か
ら
日
本
地
理
学
会
へ
交
代
し
た
。
 

0
 
新
人
会
員
（
四
月
二
一
日
承
認
 分
 ）
 

角
家
文
雄
鶴
見
大
学
教
授
 

甜
 

町
田
市
森
野
 三
｜
一
 0
 ｜
 一
八
 

黒
川
典
雅
神
宮
文
庫
嘱
託
 

別
 

伊
勢
市
藤
里
町
六
八
 ｜
 エ
ト
 

工
ヘ
ノ
ノ
 

小
堀
邦
夫
神
宮
司
庁
別
伊
勢
市
宇
治
浦
田
町
 五｜
二
 

中
沢
新
一
東
京
外
国
語
大
学
助
手
冊
山
梨
市
 下
神
内
 川
上
八
一
 

 
 

中
西
正
幸
神
職
 
肺
 

伊
勢
市
宇
治
中
立
坊
 町
 三
八
１
人
 

中
野
泰
志
神
職
㎝
伊
勢
市
中
村
 
町
セ
四
 0
 １
匹
 

福
田
は
る
み
東
京
大
学
大
学
院
℡
新
宿
区
西
落
合
囲
 ｜
 一
一
一
一
 

｜
 

八
 

三
橋
正
大
正
大
学
大
学
院
Ⅶ
杉
並
区
荻
窪
 
四
｜
二
 四
｜
一
 

"
@
 

野
村
誠
長
崎
 ウヱ
ス
 
レ
ヤ
ン
短
大
講
師
目
諫
早
市
 
水
日
日
 
軒
円
 

四
一
 ｜
二
 0
 



会 報 

金
見
訃
報
 

0
 本
学
会
評
議
員
，
 龍
各
 大
学
名
誉
教
授
小
笠
原
 宣
秀
 先
生
 は
 

年
 四
月
一
三
日
舌
癌
の
た
め
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
。
 

悼
の
意
を
表
し
、
御
冥
福
を
お
祈
り
致
し
ま
す
。
 

昭
和
五
九
 

慎
ん
で
 
哀
 

0
 
選
挙
管
理
委
員
会
 

日
時
昭
和
五
九
年
五
月
二
六
日
（
土
）
午
後
一
時
半
 

場
所
談
話
 室
 滝
沢
（
池
袋
西
口
別
館
）
 

出
席
者
弁
円
 富
 二
夫
、
小
口
佳
一
、
高
崎
直
道
、
竹
中
信
 常
 、
 
 
 

田
九
徳
 善
 、
藤
田
富
雄
 

議
題
 

一
 、
昭
利
五
九
年
度
日
本
宗
教
学
会
会
長
選
挙
第
一
次
投
票
 有
 権
者
 

資
格
認
定
に
つ
い
て
、
有
権
者
一
八
 0
 
名
 （
評
議
員
の
九
二
 

一
 
"
 一
 

拷
 ）
を
一
括
承
認
し
た
。
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春
日
井
真
 
英
 

気
 

夕
雅
子
 

土
田
龍
太
郎
 

八
巻
和
彦
 

進
 

島
薗
 

ヤ
ン
，
 ス
イ
 ン
 ゲ
ド
｜
 

玉
城
 
康
 四
郎
 

長
谷
正
当
 

名
城
大
学
非
常
勤
講
師
 

愛
知
大
学
非
常
勤
講
師
 

東
京
大
学
助
教
授
 

和
歌
 m
 大
学
助
教
授
 

東
京
外
国
語
大
学
助
手
 

南
山
大
学
教
授
 

日
本
大
学
教
授
 

京
都
大
学
助
教
授
 

執
筆
者
紹
介
（
執
筆
順
）
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A Theory of Toleration Based on An Analogy 
between Religion and Language 

Kazuhiko Yamaki 

In this paper we chiefly direct our attention to the theory of 

toleration by Richard Hooker (c. 1554-1600). In "Of the laws of 

ecclesiastical polity" (3, 2, l ) ,  he writes as  follows: "But we must 

note, that he which affirmeth speech to be necessary among all men 

throughout the world, doth not thereby import that all men must 

necessarily speak one kind of language. Even so the necessity of polity 

and regiment in all Churches may be held without holding any one 

certain form to be necessary in them all." 

Here Hooker, considering that one speech which all men potentially 

have is in reality unfolded as  the various kind of languages in the 
world, advocates religious toleration specifically based on an analogy 

between religion and language. According to the analogy one natural 

religion common to all men is suppposed to be under all the various 

type of religions existing really in the world. 

This form of a theory of toleration is found in the writings of 

several thinkers, before Hooker in Nicholas of Cusa's "De pace fidei" 

(1453), 1, 6, 7, and after Hooker in Pierre Bayle; "Commentaire 
philosophique sur ces palores de JCsus-Christi Contrains-les d'entrer" 

(1668-7), 2, 6, and in Voltaire ; Trait6 sur la tol&ance(l773) 22 ; 23. 

Considering these arguments we suppose that Hooker was inspired 
by Cusa and that Hooker's theory was succeeded by Bayle and Volta- 

ire. Because of collectivity of language, however, the theory of this 

type is valid for a toleration among religions (or sects) as human 

societies, but not valid for a toleration in freedom of religion admitted 

to  everyone after the period of the Enlightenment. So it is supposed 
to be from this reason that the theory is treated only as  an episode 

in Bayle and Voltaire. 



On the Composition of the Vyskarana Chapter 
in the Golden Light Siitra 

A 

Ryutaro Tsuchida 

In the Sankrit text of Vyakarna-parivata, the 15-th chapter of 

Suvarnabhasottama-sutra, prevails such a disorder that it is now 

almost impossible to trace the narrative even in its outline. The anno- 

tations made by J. Nobel, the editor of the Sanskrit version, only 

increase the difficulties. Neither the Tibetan versin (Tib. I), which 

belongs to the same recension with the present Sanskrit text, nor the 

English translation by R. E. Emmerick, who apparently follows the 

interpretation of Tib. I, affords us much help. Only by means of a 

careful examination of the Sanskrit text in comparison with the Chinese 

version by Dharmak~ema, which represents the more original form of 

the chapter, we can bring the narrative construction into clearness, 

and thereby it turns out that the sentence "te sarve etarhi.,....vyakrtal;1" 

(Nobel's edition p. 159,l. 13) must originally have been "tani sarvani 

...-..vyakytani". This scribal error, which must most probably have 

been made as early as before the compilation of Tib. I, has hitherto 

been the obstacle for the proper understanding of the chapter. Taking 

this fact into account we come to the recognition that the vyakarana 

chapter forms in itself a coherent unity and has essentially the same 

contents with the corresponding Chinese texts. 



Das@ Prob Ⅰ   m@ des@ Bbsen@ im@ Jodo@ ("ROnes@ Land") 

Buddhi   mus 

Masako Keta 

Das@ Problem@des@Bosen@im@Jodo@ Buddhi   mus@ist@ni   ht@verschieden@ von 

dem,@ was@ im@ allgemeinen@ Buddhi   mus@ als@ Verganglichkeit@ (aniya) 

und@ Leiden@ (duhkha)@ erortert@ Wrd ・ In@ einer@ Betrachtung ， wie@ man 

sich@ im@ Jodo@ Buddhismus@ seines@ Bosen@ bewuBt@ wird,@ gehe@ ich@ also 

von@ der@ Ajatasatru@ Erzahlung@ im@ Mahaparanirvana@ Sutra@ aus,@ die 

Shinran@ bis@ ins@ kleinste@ Detail@ im@ Kyogyoshinsho@ anfuhrt ， In@ ihr@ ist 

die@ Tiefe@ der@ Reue@ des@ Konigs@ sehr@ eindrucksvo Ⅰ・ Diese@ Reue@enthalt 

kein@ Moment@ der@ Besserung ， so@ da6@ daraus@ ein@ durch@ und@ durch 

starkes@ Leiden@ Wrd ， dessen@ Grund@ die@ Unmoglichkeit@ist ， 4e@vergang ， 

ene@ Tat@ zu@ andern ・ Solche@ Reue@ bezieht@ sich@ auf@ die@ Furcht@ zur@ Holle 

zu@fahren ， und@beide@vertiefen@sich@gegenseitig ， Die@ Kausalitat@zwischen 

der@ bosen@ Tat@ als@ Gegenstand@ der@ Reue@ und@das@Leiden@als@Gegenstand 

der@ Furcht@ bringt@ dieses@ Wechselverhaltniss@ zustande ， Wie@ man 

handelt ， so@ wird@ man@ behandelt;@ auf@ einer@ solchen@ Sicht@ Cne@ Ethi   

aufzubauen@ ist@ moralisch@ unrein ， doch@ geschieht@ dadurch@ eine@ qualita ， 

tive@Umkehr@des@ BewuBtseins@des@moralisch@ Bosen ・ Daraus@kristallisiert 

sich@der@Glaube,@ bestimmt@zur@Holle@zu@fahren ． Sie@ist@dabei@kein@Symbol 

des@Leidens@oder@des@ Ubels@im@ zukiinf Ⅰ     gen@ Leben,@ sondern@ das@ der 

absoluten@ Unmoglichkeit@ die@ Erieuchtung@ oder@ das@ Reine@ Land@ zu 

eriangen ， So@ 1st@die@ Holle@im@ SelbstbewuBtsein@des@Bosen@als@zukiinftige 

Qual@ vorausgenommen ， Hierbei@ eroffnet@ sich@ die@ begrenzte ， zwischen 

die@ bCden@ Pole@ des@ Bosen@ und@ der@ Holle@ gespannte@ Ze@@   als@ zei   li   he 

Weise@ der@ religiosen@ Existenz ・ Nach@ Heideggers@ "Sein@ zum@ Tode" 

mochte@ ich@ di   se@ Weise@ der@ Existenz@ "SCn@ zur@ Holle"@ nennen;@ doch 

entsteht@ dieses@ Sein@ als@ religioser@ Glaube ． Daraufhin@ wird@ Geschichte 

hier@ zur@ religiosen@ Aufgabe   
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The Hanamatsuri in Kitashitara 
-The Structure of its Ritual Space- 

Shin'ei Kasugai 

The  Hanamatsuri is held in the Tenryii basin in November in order 

to purify the village from evil, and to pray for a good harvest. Ritual 

space figures importantly in the festival. Songs make mention of 

spacial directions, and during festival dances people pray to the five 

directions, thus indicating that the ritual space is the center of the 
world. In addition, paper ornaments indicate the cardinal directions 

by their colors. Besides these compass points, however, two provisional 

directions are also postulated. One provisional east is supposed to be 

on the kanza side, while another east is to be on the oven side. 

Two rites, Takane-matsuri and Tsujigatame are held before the main 

festival. One of these rites is to be held in the northwest and the 

other in the southeast direction. While actual directions are often 

ignored due to limiting geographic conditions, the provisional direct- 

ions indicate a fixed norm in the directions of northeast and south- 

west. The northwest-southeast axis binds the kanbe-ya and maido, 
since dancers-representing the deities-enter the ritual space 

along this axis, and it is also seen in the structure of local homes, 

with the main entrance (where visitors are greeted) toward the south- 

east, and kamidana and butsudan in the northwest corner. These 

altars show the importance of space in the house, and this importance 

is reemphasized as  the dancers prepare themselves here, since the 

kanbeya signifies the appearance and settling down of the divinities 

in the house. 

The establishment of these provisional directions thus eliminates 

differences among homes due to land situation, etc. By symbolically 

setting these provisional directions, the divinities appear from the 

southeast and settle in the northwest direction. 




