
 
 

ラ
イ
プ
 
ニ
，
ッ
の
 生
き
た
 
一
セ
 世
紀
は
、
近
代
科
学
の
成
 立
し
た
時
代
、
ま
さ
に
「
科
学
革
命
」
の
時
代
で
あ
っ
 た
 。
哲
学
史
的
に
見
 

1
 

序
 

佗 57) 

岡
部
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八
 論
文
要
旨
 V
 
 ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
可
能
世
界
を
提
唱
す
る
，
 
し
 と
に
よ
っ
て
必
然
性
に
区
別
を
設
定
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
 無
 数
 の
も
の
の
な
か
か
 

ら
 選
択
す
る
と
い
う
、
世
界
を
創
造
す
る
際
の
偶
然
性
と
自
由
 が
 確
保
さ
れ
る
と
同
時
に
、
選
択
さ
れ
た
世
界
内
で
の
自
然
法
 則
の
決
定
性
も
承
認
 

さ
れ
る
。
そ
し
て
、
神
に
よ
っ
て
自
由
に
創
造
さ
れ
る
の
は
 カ
 と
し
て
の
魂
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
と
っ
て
物
体
か
ら
 離
 れ
た
魂
は
考
え
ら
れ
 

ず
、
 魂
は
物
体
の
活
動
の
目
的
と
し
て
働
く
。
す
な
 ね
 ち
、
 物
 体
 の
す
べ
て
の
活
動
は
運
動
に
体
な
ら
ず
、
そ
れ
を
生
み
出
し
 方
向
づ
け
る
の
が
 カ
 

と
し
て
の
魂
の
働
き
で
あ
る
。
運
動
は
全
体
と
し
て
は
存
在
し
 な
い
た
め
、
運
動
に
お
け
る
実
在
的
存
在
は
瞬
間
的
状
態
と
し
 て
 0
 コ
 ナ
 ト
ゥ
ス
に
 

他
な
ら
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
瞬
間
的
に
し
か
存
在
し
な
い
た
 め
、
コ
ナ
 ト
ゥ
ス
を
保
持
す
る
 働
 ぎ
が
な
け
れ
ば
運
動
は
持
続
 し
な
い
。
そ
の
働
き
 

こ
そ
 力
 の
役
割
で
あ
る
。
 力
は
 イ
ン
ペ
ト
ゥ
ス
と
い
う
派
生
的
 な
 一
時
的
様
相
で
現
わ
れ
る
が
、
そ
の
根
拠
は
そ
の
活
動
を
有
機
 的
に
組
織
化
す
る
 

原
初
的
 力
 と
い
う
精
神
的
原
理
に
求
め
ら
れ
る
。
魂
を
力
と
し
 て
 捉
え
る
こ
と
は
、
魂
を
事
物
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
位
置
づ
け
 宿
ら
せ
る
こ
と
で
あ
 

る
 。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 可
能
世
界
・
仮
定
的
必
然
性
・
連
続
 的
創
 造
 ・
 コ
ナ
 ト
ゥ
ス
・
イ
ン
ペ
 ト
 ウ
ス
・
 カ
 

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
創
造
の
間
 
題
 



い 背 ィ こ は す 数 遣 し 無 ャ ま い さ 々 

さ
れ
な
か
っ
た
無
数
の
世
界
が
可
能
的
に
存
し
て
い
る
、
 

プ
 ニ
ッ
ツ
が
直
面
し
て
い
た
の
ほ
、
近
代
科
学
の
位
置
づ
 と

 説
明
さ
れ
る
。
こ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
神
が
世
界
 

げ
 、
科
学
に
対
す
る
理
解
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
 を

 創
造
す
る
際
、
無
 

り
 、
数
学
的
に
表
現
 

れ
ぅ
る
 自
然
法
則
に
よ
っ
て
世
界
が
厳
密
に
支
配
さ
れ
て
 い
 る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
「
自
由
」
や
「
偶
然
性
」
は
 成
立
す
る
の
か
、
 
と
 

う
 問
題
で
あ
っ
 
た
 
-
l
-
 

。
言
 い
 か
え
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
「
 必
 熱
性
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
も
 あ
る
。
本
稿
の
目
的
 

、
 神
の
創
造
と
い
う
見
地
か
ら
以
上
の
問
題
を
考
察
す
 る
こ
と
で
あ
る
。
 

周
知
の
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
 ニ
，
ッ
は
 可
能
世
界
を
最
初
に
 提
唱
し
た
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
「
世
界
を
創
造
 す
る
可
能
な
仕
方
は
 

限
 に
存
し
、
そ
の
各
々
可
能
な
世
界
は
…
或
る
原
初
的
な
 自
由
決
定
、
す
な
 ね
 ち
、
そ
の
可
能
な
宇
宙
の
普
遍
的
 秩
序
の
法
則
に
依
存
 

て
い
る
。
」
つ
ま
り
、
神
は
無
限
に
多
様
な
世
界
を
観
想
 し
 、
そ
の
う
ち
最
善
の
も
の
を
実
際
に
創
造
し
た
の
で
 あ
り
、
現
実
に
は
 創
 

の
も
の
の
う
ち
か
ら
一
つ
を
選
ぶ
選
択
の
自
由
の
余
地
が
 あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
「
最
善
」
を
選
ぶ
こ
と
が
 必
然
的
で
あ
る
と
 

れ
ば
、
そ
の
選
択
の
自
由
と
は
、
自
由
の
名
に
値
す
る
の
 か
 が
ま
た
問
題
と
な
ろ
 う
 。
と
は
い
え
、
神
は
善
で
あ
 り
 、
そ
の
全
能
の
神
 

何
が
最
善
で
あ
る
の
か
を
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
無
数
の
 も
の
の
な
か
か
ら
選
択
す
る
、
と
い
う
前
提
に
た
て
ば
 、
「
最
善
」
を
選
ぶ
 

と
は
絶
対
的
・
形
而
上
学
的
に
必
然
的
で
あ
る
と
ほ
 =
=
 

ロ
，
 

ぇ
ず
 、
そ
こ
に
は
「
偶
然
性
」
の
余
地
が
あ
る
と
言
え
よ
 う
 。
こ
の
よ
う
に
う
 

負
 う
 こ
と
に
な
っ
た
。
な
る
ほ
ど
、
数
学
者
と
し
て
ラ
 イ
 

フ
 ニ
ッ
ツ
は
、
「
可
能
世
界
」
を
構
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
 

て
 
「
偶
然
性
」
と
「
自
由
」
の
余
地
を
残
し
た
が
、
「
 

最
 

プ
ニ
，
ッ
は
 、
世
界
を
支
配
す
る
諸
法
則
の
規
則
的
な
 善

 」
と
い
う
問
題
を
 

完
全
性
を
確
信
し
て
 

た
か
も
し
れ
な
い
が
、
世
の
中
に
存
在
す
る
道
徳
的
な
不
 完
全
性
が
目
に
入
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
そ
の
証
 拠
に
 、
ラ
イ
プ
 
ニ
ッ
 

る た れ 
こ 。 f ま 

と と 、 

は い う 

" ラ イ 

う の プ     
二 世 ッ 

ッ 界 は 

ッ を 批 
仁 幾 判 

と っ 何の 単射 
て 的 象 
認 に と 

め 説 し 
が 明 て 
た し つ 

い ら れ 
こ ろ に 

-. ア 力 とで「 延 
あ 長 ル 
つ 」 @ 
た と を 
か し 意 
ら て 識 
で   理 し 

あ 解 て 

  
よ よ に 
り り もま 

広 8 週 
い 仕 度 
見 界 に 
地 を 批 
か 決 判 

ら 定 の 
見 論 矛 
れ 帥 先 

りまケこ "  捉 を向 

ぅ え げ 
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と
 ほ
で
き
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
仮
定
的
必
然
性
・
 自
 無
学
的
必
然
性
と
は
、
神
が
或
る
一
定
の
世
界
を
創
造
 す
る
と
い
う
仮
定
の
も
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ッ における創造の 問題 

工
学
的
必
然
性
と
仮
定
的
必
然
性
ま
た
は
自
然
学
的
必
然
 性
で
あ
る
。
ラ
イ
ブ
ニ
 

，
ッ
の
 説
明
に
よ
れ
ば
、
事
物
 の
 
「
連
結
な
い
し
連
絡
 

作
用
に
は
二
種
類
の
も
の
が
あ
る
。
一
方
は
、
絶
対
的
に
 必
然
的
で
、
そ
れ
の
反
対
 は
 矛
盾
を
含
む
も
の
で
あ
り
 、
そ
の
 演
 緯
は
幾
何
学
 

の
 真
理
の
よ
う
な
 永
 遠
真
理
の
う
ち
に
お
こ
な
わ
れ
る
。
 

他
方
は
 、
 単
に
仮
定
に
よ
っ
て
い
わ
ば
付
随
的
に
必
然
 的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
 

そ
の
反
対
は
矛
盾
を
含
ま
な
い
か
ら
、
そ
れ
自
身
に
お
 い
 て
は
偶
然
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
結
合
は
単
に
神
 の
ま
っ
た
く
純
粋
な
観
 

-
3
"
 

念
や
神
の
単
純
な
知
性
に
も
と
づ
い
て
い
る
ば
か
り
で
は
 な
く
、
ま
た
神
の
自
由
な
決
定
お
よ
び
宇
宙
の
過
程
に
 も
も
と
づ
い
て
い
る
。
」
 

さ
て
、
ラ
イ
ブ
ニ
 ，
ッ
は
 可
能
世
界
を
提
唱
す
る
こ
と
に
 よ
っ
て
、
必
然
性
に
区
別
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
 。
す
な
 ね
 ち
、
形
而
 

2
 
 仮
定
的
必
然
性
 

造
 に
お
け
る
「
必
然
性
」
の
問
題
、
そ
し
て
、
何
が
創
造
 さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
 

い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
ほ
い
え
、
わ
れ
わ
れ
は
「
 善
 」
 の
 問
題
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
創
造
の
問
題
の
考
察
を
進
め
 よ
 う
 。
す
な
 ね
 ち
、
 創
 

容
 し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ヴ
ォ
ル
テ
 一
め
 が
何
と
 言
お
う
と
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
最
善
 観
 」
と
は
楽
観
 的
な
考
え
方
で
は
決
し
 

て
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
き
わ
め
て
暗
い
、
あ
る
い
は
 ぎ
 わ
て
重
 い
 考
え
方
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
 ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
 

こ
の
現
実
の
世
界
が
最
善
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
よ
り
 も
 善
い
世
界
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
 を
 、
そ
れ
は
意
味
し
て
 

ッ
は
 口
弁
神
論
 
b
 を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
 そ
の
な
か
で
、
世
の
中
の
悪
を
 、
 ょ
り
大
き
な
善
を
も
 た
ら
す
手
段
と
し
て
 許
 



と
で
の
必
然
性
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
或
る
特
定
の
可
能
性
 界
 で
の
み
妥
当
す
る
必
然
性
で
あ
り
、
こ
の
現
実
世
界
 の
 自
然
法
則
を
規
制
す
 

る
 必
然
性
で
も
あ
る
。
「
自
然
学
的
必
然
性
と
は
、
道
徳
 
的
 必
然
性
す
な
わ
ち
知
恵
に
値
す
る
賢
者
の
選
択
に
も
 と
づ
い
て
お
り
、
…
 幾
 

何
 学
的
必
然
性
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 ，
 
し
の
自
然
学
的
必
然
性
は
、
自
然
の
秩
序
を
な
す
も
の
で
 あ
り
、
運
動
の
諸
規
則
 

-
4
-
 

の
う
ち
や
、
神
が
事
物
に
存
在
を
与
え
る
際
、
事
物
に
与
 え
る
こ
と
を
よ
し
と
し
た
、
他
の
一
般
的
諸
規
則
の
 う
 ち
に
存
し
て
い
る
。
」
 

神
 が
選
択
を
お
こ
な
 う
 可
能
世
界
は
、
そ
の
各
々
が
特
有
 の
 法
則
を
も
ち
、
そ
れ
ら
の
法
則
は
各
々
の
可
能
世
界
 で
は
例
外
な
く
妥
当
す
 

る
 。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
う
ち
か
ら
、
 

よ
 り
正
確
に
言
え
ば
 、
論
理
的
矛
盾
を
含
ま
な
い
無
数
の
可
能
的
概
念
か
ら
 構
成
さ
れ
る
無
数
の
共
 

可
能
的
集
合
の
う
ち
か
ら
、
一
つ
の
可
能
世
界
を
選
択
す
 る
の
で
あ
れ
ば
、
選
択
さ
れ
る
世
界
の
形
而
上
学
的
な
 偶
然
性
が
確
保
さ
れ
る
 

と
 言
え
る
だ
ろ
う
。
偶
然
性
と
自
然
法
則
の
例
外
の
な
い
 決
定
性
と
を
調
停
す
る
こ
と
こ
そ
、
ラ
イ
プ
 ニ
 "
 ッ
の
 導
入
し
た
必
然
性
の
区
 

別
の
役
割
で
あ
る
。
ラ
イ
ブ
ニ
 ソ
ッ
 は
こ
れ
 仁
 つ
い
て
 次
 の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
こ
の
 
ょ
う
 に
わ
れ
わ
れ
は
 、
形
而
上
学
的
必
然
性
 

か
ら
自
然
学
的
必
然
性
を
得
る
。
実
際
、
世
界
は
、
そ
の
 反
対
が
矛
盾
す
な
わ
ち
論
理
的
背
理
を
含
む
と
い
う
 意
 味
 に
お
い
て
、
形
而
上
 

学
的
に
は
必
然
的
で
あ
る
と
は
言
わ
れ
な
い
が
、
自
然
学
 的
に
は
必
然
的
で
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
そ
の
反
対
が
不
 完
全
性
や
道
徳
的
背
理
 

@
5
@
 

を
 含
む
と
い
う
意
味
に
お
い
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。
」
 

な
る
ほ
ど
、
無
数
の
可
能
世
界
か
ら
こ
の
現
実
世
界
を
選
 択
 す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
選
択
き
れ
た
も
の
の
 偶
然
性
は
確
保
さ
れ
 

る
 。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
そ
の
選
択
が
 必
 然
 的
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
 ほ
 な
ら
な
い
。
ラ
イ
プ
 

-
6
-
 

昌
，
ッ
は
 、
「
神
と
ほ
、
最
善
を
意
志
す
る
存
在
で
あ
 る
が
、
最
善
を
必
然
的
に
意
志
す
る
存
在
で
ほ
な
い
」
 
、
 と
 述
べ
て
い
る
。
つ
ま
 

り
、
 神
は
最
善
を
自
由
に
選
択
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 。
し
か
し
、
自
由
と
言
お
 う
と
 必
然
と
言
お
 
う
と
、
結
 局
 の
と
こ
ろ
最
善
を
選
 

ぶ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
同
じ
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
 

ど
 の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
最
善
の
選
択
が
必
然
で
は
 な
く
自
由
で
あ
る
と
 @
 

え
る
の
か
。
こ
れ
に
対
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
次
の
よ
う
 に
 答
え
る
。
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ライプ ニソツ におけ る 創造の問題 

-
9
-
 

の
 、
い
わ
ゆ
る
神
の
存
在
論
的
証
明
は
妥
当
で
あ
る
と
し
 て
も
、
「
神
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
 

神
 ほ
硯
 実
存
在
す
る
」
と
い
う
 

指
摘
が
付
け
加
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
で
 は
何
 故
に
、
可
能
と
い
う
規
準
が
神
の
存
在
に
対
し
て
さ
え
 適
用
さ
れ
な
け
ば
な
ら
 

な
い
の
か
。
そ
れ
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
可
能
性
」
が
 、
可
能
態
 ｜
 現
実
態
・
デ
ュ
ナ
ミ
ス
ー
 ヱ
 ネ
ル
ゲ
イ
 
ア
 と
い
う
意
味
で
の
可
能
 

と
は
、
異
質
の
考
え
方
を
内
合
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 つ
ま
り
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
と
っ
て
可
能
性
と
は
、
 

単
 に
 実
現
さ
れ
る
以
前
の
 

状
態
で
は
な
い
。
そ
れ
は
矛
盾
を
含
ま
な
い
と
い
う
意
味
 で
 論
理
的
に
可
能
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
或
る
も
の
 が
 矛
盾
を
含
ま
な
い
と
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き
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
今
 

に
 最
善
を
選
択
す
る
」
と
言
 う
と
き
 

手
 掛
か
り
に
な
る
の
が
、
ラ
イ
プ
 ニ
 

在
 が
ま
ず
第
一
に
み
た
す
べ
 き
 要
件
 の

と
こ
ろ
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
問
い
に
十
分
に
答
え
る
）
 

し
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
「
自
由
 

の
 
「
自
由
」
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
ま
だ
問
わ
れ
 て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
一
つ
の
 

，
ツ
の
 
「
可
能
性
」
概
念
で
あ
ろ
 
5
 。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
 と
っ
て
「
可
能
性
」
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
 存
 

で
あ
り
、
そ
れ
ほ
神
の
存
在
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
る
。
 

す
な
ね
 ち
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
 や
デ
ヵ
ル
ト
 

「
神
は
 よ
 り
善
 い
 も
の
を
意
志
す
る
」
 、
ほ
 必
然
的
な
命
題
 で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
「
 神
は
よ
 
り
善
い
も
の
を
必
然
 的
に
意
志
す
る
」
 

は
ど
う
な
の
か
。
私
は
答
え
る
、
「
必
然
的
」
と
い
う
 
@
 
ニ
 
ロ
 
葉
は
 
コ
プ
ラ
に
対
し
て
適
用
さ
れ
う
る
の
で
あ
っ
て
 、
 
コ
プ
ラ
の
内
容
に
 

 
 

 
 

適
用
さ
れ
る
の
で
は
な
い
、
と
。
と
い
う
の
も
、
神
は
最
 善
を
 、
必
然
的
に
意
志
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
必
然
的
 に
 最
善
を
意
志
す
 

-
7
@
 

る
も
の
で
忙
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 

「
必
然
的
」
と
い
う
言
葉
は
「
意
志
す
る
」
と
い
う
 
コ
プ
 う
 に
適
用
さ
れ
、
「
最
善
」
と
い
う
そ
の
内
容
に
つ
い
て
 

で
は
な
い
。
と
い
う
 

こ
と
は
、
神
が
最
善
の
可
能
世
界
を
選
択
し
た
と
い
う
 事
 実
は
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
 理
由
は
与
え
ら
れ
て
 ぃ
 

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
ラ
イ
ブ
 -
 
一
ッ
ツ
 は
、
た
と
え
最
善
の
意
味
を
犠
牲
に
し
て
も
、
 

選
 択
の
偶
然
性
・
複
数
の
 

選
択
肢
の
可
能
性
、
そ
し
て
選
択
の
自
由
を
保
持
し
た
 か
っ
た
の
で
あ
る
。
最
善
の
選
択
と
い
う
こ
の
問
い
は
、
 

神
の
知
性
と
意
志
の
ど
 

ち
ら
を
強
調
す
る
の
か
に
関
わ
る
中
世
以
来
の
も
の
で
あ
 る
 。
す
な
 ね
 ち
、
全
能
な
る
神
は
矛
盾
し
た
も
の
や
 悪
 を
 意
志
す
る
こ
と
が
で
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 力
 め
 傾
向
性
 

-
 
ブ
 イ
 ブ
 ニ
ッ
ツ
の
自
然
学
の
最
大
の
特
徴
は
、
傾
向
性
を
 も
っ
 力
 の
考
察
で
あ
ろ
う
。
こ
の
考
え
方
は
 、
 単
に
物
 理
 的
な
現
象
の
説
明
 

ほ
 と
ど
ま
ら
ず
、
人
間
の
行
為
を
考
え
る
 ぅ
 え
で
も
指
針
 と
な
っ
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
或
る
行
為
は
 、
 他
の
可
 能
 性
が
考
え
ら
れ
な
い
 

よ
う
な
状
態
で
可
能
態
が
現
実
態
に
な
っ
た
結
果
で
は
な
 く
、
 異
な
る
方
向
性
を
も
つ
無
数
の
力
の
結
果
で
あ
る
 。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
 は
こ
 

の
よ
う
な
力
を
「
欲
求
」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、
そ
の
欲
求
 ほ
つ
れ
に
何
ら
か
の
法
則
に
支
配
さ
れ
、
決
定
さ
れ
て
 い
る
。
し
か
し
、
こ
の
 

決
定
性
と
は
、
形
而
上
学
的
な
い
し
論
理
的
な
決
定
性
で
 は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
の
自
然
法
則
の
決
定
性
で
 あ
る
。
し
た
が
っ
て
 、
 

こ
の
決
定
性
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
は
自
由
に
行
為
す
る
，
 
し
 と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
の
で
ほ
な
い
。
自
由
に
行
為
 し
 、
合
理
的
選
択
を
お
 

こ
 な
う
さ
い
の
合
理
性
と
は
、
 真
か
偽
 か
と
い
う
二
者
択
 一
 的
な
も
の
で
は
な
く
、
様
々
な
傾
向
を
も
っ
 力
 ・
 様
 々
 な
 方
向
性
を
も
つ
 ヴ
 

ヱ
 ク
ト
ル
の
影
響
し
合
っ
た
結
果
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 そ
 れ
の
分
析
 は
 無
限
に
お
 ょ
ぶ
 。
言
 い
 か
え
れ
ば
、
宇
宙
 の
 全
歴
史
を
決
定
す
る
 

よ
う
な
も
の
に
ま
で
分
析
を
進
め
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 「
た
と
え
人
間
が
、
宇
宙
の
全
内
容
を
理
解
し
 
ぅ
 る
と
し
 て
も
、
そ
れ
と
他
の
す
 

べ
て
の
可
能
世
界
と
を
比
較
 し
ぅ
 る
の
で
な
け
れ
ば
、
 宇
 宙
の
存
在
の
理
由
を
示
す
こ
と
は
や
は
り
で
き
な
い
で
 あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
 

い
か
な
る
偶
然
的
な
命
題
も
な
ぜ
証
明
さ
れ
え
な
い
か
 を
理
解
す
る
こ
と
力
で
き
る
」
。
 

@
 。
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し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
 お
こ
な
い
何
が
最
善
で
 

あ
る
の
か
理
解
し
 ぅ
 る
の
は
、
 神
 だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
 え
 、
わ
れ
わ
れ
 ば
 自
分
が
自
由
で
あ
る
と
な
か
な
か
感
 ず
る
こ
と
が
で
き
な
 

ぃ
 。
と
い
う
の
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
「
微
小
表
象
」
に
 ょ
 り
 、
無
意
識
的
な
状
態
で
様
々
な
要
因
か
ら
影
響
を
 ぅ
げ
 て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
  

 
 
  

 

選
ぶ
と
い
う
合
理
的
選
択
が
働
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
 な
い
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
選
択
は
ど
の
よ
う
に
し
て
お
 こ
 
な
わ
れ
る
の
か
。
 

 
  

 

い
う
こ
と
に
げ
で
は
実
現
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
或
る
 も
の
が
実
現
さ
れ
る
た
め
に
は
、
つ
ね
に
 、
 他
の
も
の
 
で
は
な
く
こ
の
も
の
を
 

 
 



そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
神
や
人
間
の
行
為
の
決
定
だ
け
で
 

な
く
、
物
理
的
事
象
の
生
成
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
 

そ
し
て
、
行
為
の
一
貫
 

牡
や
自
然
の
規
則
性
は
そ
れ
ら
が
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
 

を
 証
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
方
向
性
 

は
 、
幾
何
 学
的
な
決
定
と
い
う
よ
 

り
も
、
目
的
論
的
な
意
味
を
有
し
て
い
る
。
「
私
は
 

、
よ
 り
 唯
物
論
的
で
あ
っ
た
若
い
と
き
に
弁
護
し
た
諸
力
 

め
 幾
何
学
的
な
合
成
を
放
 

棄
 し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
 
」
ユ
ヰ
 

-
I
-
 

ヰ
ハ
 と
 ラ
イ
プ
 ニ
ソ
ツ
 
は
 言
っ
て
い
る
。
ラ
イ
プ
 
ニ
，
ッ
 に
お
け
る
「
可
能
性
」
 
と
は
、
力
と
し
て
の
方
 

向
性
を
も
っ
た
も
の
で
あ
り
、
現
実
の
行
為
や
物
理
的
 

事
 象
 を
つ
く
り
だ
す
素
材
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
し
た
 

が
っ
て
、
「
自
由
に
選
 

択
し
 ・
意
志
し
，
行
為
す
る
し
と
い
う
こ
と
は
、
異
な
る
 

方
向
性
を
も
つ
様
々
な
可
能
性
を
認
識
し
た
り
え
で
 

決
 定
を
下
す
こ
と
に
他
 
が
 

ら
な
い
。
言
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
自
由
は
認
識
の
程
度
に
 

比
例
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
「
と
い
う
の
も
、
自
由
 

と
は
、
理
性
を
と
も
な
 

っ
た
 自
発
性
と
同
じ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 
意
志
す
る
こ
と
と
は
、
知
性
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
 

理
 由
 に
よ
っ
て
行
為
す
る
 

こ
と
へ
と
い
た
る
こ
と
で
あ
る
」
。
 

O
-
2
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こ
の
意
味
で
、
神
は
 
最
善
の
可
能
世
界
を
自
由
に
選
択
す
る
と
言
 

う
 こ
と
が
で
 き
 る
 。
し
か
し
、
 そ
 

の
 選
択
 は
 自
然
法
則
を
破
る
よ
う
な
も
の
で
ほ
な
い
。
 

っ
 ま
り
、
自
然
学
的
に
は
決
定
さ
れ
て
い
る
が
、
論
理
的
 

・
形
而
上
学
的
に
決
定
 

題
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
以
上
が
、
自
然
法
則
の
 

決
定
性
と
自
由
と
を
調
停
し
よ
う
と
す
る
ラ
イ
プ
 

ニ
，
 ッ
の
 試
み
で
あ
る
。
ラ
イ
フ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

榛
は
 、
「
何
が
創
造
さ
れ
る
の
か
」
と
い
う
問
題
を
考
 

察
す
る
と
 き
 、
よ
り
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ラ
イ
 

プ
ニ
，
ッ
 は
こ
れ
に
つ
い
て
、
 

 
 

の
 大
き
な
事
例
は
 
、
 次
の
よ
う
な
場
合
に
ど
れ
ほ
ど
 
大
 ぎ
な
差
異
が
あ
る
の
か
を
、
  

 
 
 

可
能
な
も
っ
と
も
明
ら
か
な
仕
方
で
わ
れ
わ
れ
に
 

示
 し
て
い
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
第
一
は
、
絶
対
的
１
１
 
形
而
 工
学
的
な
い
し
幾
何
学
的
 
｜
 

 
 

け
 
必
然
性
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
、
盲
目
の
必
然
性
と
呼
 

は
 

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
目
的
因
に
関
し
て
知
恵
の
自
由
な
選
 

れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
作
用
因
に
の
み
依
存
し
て
い
る
 

択
か
ら
来
る
も
の
で
あ
る
。
最
後
に
第
三
は
、
非
決
定
 

  

（
無
差
別
）
や
平
衡
 

状
 

 
 



つ
ま
り
、
延
長
と
は
三
つ
の
次
元
と
い
う
属
性
し
か
も
た
 な
い
数
学
的
存
在
で
あ
る
た
め
、
物
質
は
延
長
に
は
 逮
 几
 さ
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
 

え
 、
自
然
現
象
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
物
質
が
延
長
内
 で
 場
所
を
占
め
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
物
理
的
存
在
、
 す
な
わ
ち
抵
抗
・
不
可
 

-
 
に
 -
 

り
 一
般
的
に
は
「
延
長
」
の
う
ち
に
含
ま
れ
、
「
抵
抗
 

不
可
人
性
」
と
と
も
に
物
体
の
本
性
を
構
成
す
る
、
 

と
 -
 
ブ
 イ
 ブ
 
ニ
ッ
ツ
は
言
う
。
 

「
何
が
創
造
ざ
れ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
 

円
モ
 ナ
ド
 ロ
ジ
ー
ヒ
第
四
十
七
節
に
ほ
次
の
よ
う
に
述
べ
 ろ
 り
竹
て
い
る
 

L
 

0
 「
 
寸
ノ
べ
 

て
 創
造
さ
れ
た
す
な
わ
ち
派
生
的
な
モ
ナ
ド
 は
、
 神
の
生
 産
物
と
し
て
い
わ
ば
神
性
の
不
断
の
電
光
放
射
に
よ
っ
 て
 刻
々
そ
こ
か
ら
生
ま
 

れ
て
来
る
も
の
で
あ
る
。
」
 

-
 
，
 
@
 
 す
な
 ね
 ち
、
創
造
さ
れ
る
の
 ほ
 モ
ナ
ド
つ
ま
り
魂
で
あ
り
、
そ
れ
は
つ
ね
に
神
に
 ょ
っ
 て
 保
持
さ
れ
て
い
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
「
神
性
の
不
断
の
電
光
放
射
に
よ
っ
て
 

刻
々
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
来
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
 で
あ
る
の
か
。
い
わ
ゆ
 

る
 連
続
的
創
造
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
と
も
、
 

魂
 ほ
 何
ら
か
の
他
の
仕
方
で
つ
ね
に
神
を
表
現
し
て
い
る
 と
い
う
こ
と
な
の
か
。
 

こ
の
問
題
は
 、
 魂
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
創
造
さ
れ
 る
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
答
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
 ぅ
 。
ま
ず
、
連
続
的
 創
 

造
 に
つ
い
て
考
え
て
お
こ
 5
 。
た
し
か
に
ラ
イ
プ
 ニ
，
ツ
 ほ
 、
初
期
の
時
代
に
は
連
続
的
創
造
に
つ
い
て
論
述
し
 て
い
る
。
彼
は
こ
の
時
 

期
、
 デ
カ
ル
ト
に
き
わ
め
て
類
似
し
た
考
え
方
を
も
ち
、
 

物
体
の
運
動
の
原
因
と
し
て
連
続
的
創
造
を
考
え
て
い
 る
 。
し
か
し
な
が
ら
、
 

連
続
的
創
造
に
関
す
る
ヂ
カ
ル
ト
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
 考
 え
方
の
類
似
性
と
違
い
は
、
わ
れ
わ
れ
の
問
題
に
と
っ
 て
 一
つ
の
手
掛
か
り
を
 

与
え
る
で
あ
ろ
う
。
 

-
 
巧
 
-
 

さ
て
、
「
物
体
の
本
性
を
説
明
す
る
際
、
大
き
さ
，
形
状
 ・
運
動
の
み
が
も
ち
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
」
、
「
大
き
 

さ
 
・
形
状
」
は
 、
よ
 

4 

連 
続 
的 

創造 

(264) 

-
 
い
 -
 

態
 に
依
存
す
る
絶
対
的
に
懇
意
的
な
も
の
で
あ
る
。
」
 

 
 



人
性
 か
 必
要
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
運
動
に
関
し
て
ほ
 、
 「
 
物
体
の
運
動
能
力
 は
 物
体
の
本
性
か
ら
来
る
の
に
対
し
 て
 、
運
動
そ
の
も
の
は
 

-
 
り
 
-
 

そ
う
で
 は
 な
し
た
が
っ
て
、
運
動
の
理
由
も
 、
そ
 れ
 自
身
に
委
ね
ら
れ
た
物
体
の
う
ち
に
 見
ぃ
 だ
す
こ
と
 は
で
き
な
い
」
 、
と
 @
 
二
口
 

わ
れ
て
い
る
。
で
は
、
運
動
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
。
 そ
 れ
は
、
第
一
動
者
と
し
て
の
神
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
 さ
ら
に
、
神
の
精
神
 か
 

ら
 見
れ
ば
、
物
体
の
運
動
は
空
間
内
の
異
な
る
場
所
に
物
 体
を
連
続
的
に
再
創
造
す
る
こ
と
に
 他
 な
ら
ず
、
「
 運
 動
 と
は
連
続
的
創
造
な
 

と
 ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
言
っ
て
 い
 る
 。
「
運
動
す
る
も
の
は
み
な
連
続
的
に
創
造
さ
れ
る
の
 
で
あ
り
、
物
体
は
ど
ん
 

な
 瞬
間
に
お
い
て
も
指
定
し
 ぅ
る
 運
動
の
う
ち
に
あ
る
も
 の
で
あ
る
。
し
か
し
物
体
は
、
い
つ
も
運
動
に
お
い
て
 諸
々
の
瞬
間
の
中
間
に
 

あ
る
よ
う
な
も
の
て
は
な
し
」
。
 

0
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、
 
瞬
間
と
瞬
間
の
中
間
に
 ほ
 事
物
が
存
在
し
な
い
と
い
う
主
張
は
、
時
間
が
瞬
間
 ダ
 
」
と
に
分
断
さ
れ
た
 不
 

連
続
な
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
 。
そ
し
て
こ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
デ
カ
ル
ト
の
主
張
と
 重
な
り
ム
ロ
 
ぅ
 。
「
私
の
 

一
生
の
全
時
間
は
無
数
の
部
分
に
分
割
さ
れ
る
こ
と
が
き
 、
し
か
も
各
々
の
部
分
は
残
り
の
部
分
に
い
さ
さ
か
も
 依
存
し
な
い
以
上
、
私
 

が
 少
し
前
に
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
今
私
が
存
 在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
或
る
原
因
が
 私
を
こ
の
瞬
間
に
い
わ
 

題
は
 も
 う
 一
度
創
造
す
る
の
で
な
 い
 限
り
、
す
な
わ
ち
 私
を
保
存
す
る
の
で
な
い
限
り
は
帰
結
し
な
い
。
実
際
 

ど
ん
な
も
の
も
、
そ
れ
 

 
 

は
 、
そ
れ
が
ま
だ
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
 場
 ム
ロ
に
新
し
 
く
 創
造
す
る
に
要
し
た
と
ま
 

 
 

ぬ
っ
た
く
同
じ
だ
け
の
 力
 と
働
き
を
要
す
る
も
の
で
あ
 る
 。
そ
れ
ゆ
え
、
保
存
と
創
造
と
は
た
だ
考
え
方
の
上
 

  

造
 

潮
 
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
時
間
と
運
動
は
、
瞬
間
に
お
い
 て
 神
が
事
物
を
連
続
的
に
保
存
す
る
働
き
に
も
と
づ
い
 て
お
り
、
事
物
は
各
瞬
間
に
 

バ
 
お
い
て
無
に
沈
む
以
上
、
時
間
の
内
を
進
む
事
物
の
 運
動
は
 、
 実
は
時
間
の
な
か
を
進
む
の
で
は
な
く
、
 瞬
 問
的
 ・
 無 時
間
的
な
運
動
の
 

 
 

 
 

仮
定
し
な
け
れ
ば
、
運
動
や
時
間
の
連
続
性
は
そ
の
 根
 拠
 を
失
 う
 こ
と
に
な
る
。
他
）
 

 
 

 
 

き
 め
よ
う
な
過
程
に
他
な
ら
ず
、
運
動
の
総
量
 は
 一
定
 で
あ
る
た
め
、
運
動
の
原
因
（
 

 
 

ほ
 物
体
の
な
か
に
 は
 求
め
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
 q
 
の
の
の
 
パ
 （
の
臣
の
曲
と
し
て
の
物
体
の
運
動
は
、
機
械
論
的
に
の
み
 

説
明
す
べ
き
で
あ
る
。
 



そ
れ
ゆ
え
、
運
動
の
究
極
的
な
原
因
と
し
て
の
 力
 は
世
界
 の
外
、
す
な
わ
ち
神
に
求
め
ら
れ
る
。
し
か
も
、
世
界
 内
の
運
動
と
そ
の
原
因
 

と
し
て
の
 力
 は
、
存
在
す
る
領
域
が
異
な
る
た
め
、
そ
れ
 ら
の
関
連
 は
 説
明
さ
れ
ず
、
ま
た
説
明
す
る
必
要
も
な
 い
と
言
え
よ
う
。
言
い
 

か
え
れ
ば
、
「
運
動
量
の
保
存
」
も
「
慣
性
原
理
」
も
 
、
 た
だ
神
の
連
続
的
創
造
の
帰
結
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
 。
と
い
う
こ
と
は
、
 デ
 

カ
ル
ト
に
と
っ
て
連
続
的
創
造
の
も
つ
意
味
は
、
ま
ず
 第
 一
に
、
運
動
と
い
う
自
然
学
的
局
面
の
説
明
で
あ
る
と
 言
え
よ
う
。
 

で
は
 、
ラ
イ
プ
 ニ
，
ツ
は
 つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
 る
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
も
 、
連
 続
的
 創
造
を
物
体
の
 

運
動
の
原
因
と
し
て
考
え
て
い
た
。
つ
ま
り
、
「
物
体
と
 は
 物
質
と
形
状
に
体
な
ら
ず
、
運
動
の
原
因
は
物
質
か
 ら
も
形
状
か
ら
も
理
解
 

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
運
動
の
原
因
は
物
体
の
外
 に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
物
体
の
 他
 に
は
精
神
以
外
考
え
 

る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
運
動
の
原
因
は
精
神
で
あ
ろ
 ス
ノ
 

-
2
@
 
 

0
 」
 物
体
が
そ
れ
自
身
運
動
原
理
を
欠
く
以
上
、
運
動
 の
 原
因
は
物
体
に
と
っ
 

て
は
外
的
な
精
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
 物
 体
は
単
に
そ
れ
だ
け
で
、
す
な
わ
ち
「
そ
れ
自
身
に
委
 ね
ら
れ
た
物
体
」
と
し
 

て
あ
る
の
で
ほ
な
い
。
つ
ま
り
、
物
体
は
つ
ね
に
何
ら
か
 の
 精
神
と
結
合
し
て
一
つ
の
実
体
を
形
づ
く
っ
て
い
る
 。
そ
し
て
、
物
体
が
精
 

神
と
合
一
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
、
物
体
の
運
動
の
 原
因
は
そ
の
物
体
の
属
す
る
精
神
に
求
め
ら
れ
る
。
で
 は
 、
ど
う
し
て
連
続
的
 

創
造
に
つ
い
て
語
る
必
要
が
あ
る
の
か
。
デ
カ
ル
ト
の
 よ
 う
 に
、
運
動
と
 ぃ
 <
f
@
 

自
然
学
的
局
面
の
説
明
を
神
の
 カ
 と
い
う
形
而
上
学
的
 局
 

面
 に
求
め
る
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
必
要
 は
 な
い
の
 か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
デ
カ
ル
ト
と
異
な
り
 ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
 

て
は
、
物
体
の
運
動
と
神
の
間
を
精
神
が
媒
介
し
て
い
る
 か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
 、
「
物
体
の
う
ち
に
は
、
 

実
在
的
存
在
と
し
て
の
運
動
は
ま
っ
た
く
な
い
」
 
、
と
言
 っ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
実
在
的
存
在
と
し
て
の
運
動
」
 の
場
所
を
ど
こ
に
求
め
 

る
の
か
と
い
 5
 問
題
で
あ
る
。
初
期
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
 、
そ
れ
を
神
の
精
神
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
 眼
 り
に
お
い
て
、
物
体
の
 

運
動
は
空
間
内
の
異
な
る
場
所
に
物
体
を
連
続
的
に
再
 創
 遣
 す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
 

げ
る
連
続
的
創
造
の
意
味
は
デ
カ
ル
ト
の
場
合
と
は
異
な
 っ
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
単
に
運
動
と
い
う
自
然
学
的
 局
面
の
説
明
を
求
め
る
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れ
て
い
 和
 。
」
「
不
可
入
性
と
は
、
一
つ
の
物
体
が
他
の
物
 

体
 と
と
も
に
同
一
の
空
間
を
占
め
る
こ
と
が
で
ぎ
ず
、
 

物
体
は
互
い
に
動
か
し
 

沖
 
面
上
学
へ
の
道
を
準
備
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
 

 
 

よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ヂ
カ
ル
ト
と
は
 

異
 な
り
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
物
の
 
6
 

 
 

け
 
体
を
幾
何
学
的
な
延
長
の
み
に
還
元
し
た
り
は
し
 

な
い
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
「
物
体
の
本
性
は
延
 

長
 と
不
可
入
性
か
ら
構
成
さ
（
 

即
 ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
物
体
や
運
動
の
考
察
が
 

必
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
目
的
論
的
な
 

方
向
性
は
、
自
然
学
か
ら
 

形
 

，創造の問題 

ズ ず て る 
ム る そ 連 連 かこつる 。 とい。 こ と 

の と の 勃 勃 は て た で 
意 識 本 の の 、 語 し は   
  

と   
こ ， 限 割 い 

運動 

と   
ケ @ し 
  

ほ ら つ   
カ カ ラ 

る 

ナ - ヒ 

ネ @ L   
    こ ら ッ を 

な ゾ ね と 質 
局 ッ に の の 

面 に のそ デこ 衝 突か な 
至 ィ か に に   

た い 造 で   の う に あ 



 
 

合
 う
 か
あ
る
い
 
は
 静
止
し
続
け
る
ほ
ず
で
あ
る
と
い
う
 事
 実
で
あ
る
。
」
し
た
が
っ
て
 
、
 或
る
種
の
物
体
に
の
み
 属
し
て
い
る
 固
性
 と
は
 

異
な
り
、
不
可
入
性
は
あ
ら
ゆ
る
物
体
に
属
し
て
い
る
。
 で
は
、
不
可
人
性
と
い
う
物
体
規
定
は
ど
こ
か
ら
来
る
 の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
 

の
も
、
二
つ
の
物
体
が
同
一
の
場
所
を
占
め
る
こ
と
が
で
 き
な
い
こ
と
に
げ
な
ら
ば
、
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
に
延
長
 の
 規
定
、
つ
ま
り
個
々
 

の
 物
体
の
規
定
で
は
な
く
た
だ
一
つ
の
延
長
の
規
定
と
見
 な
す
こ
と
も
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
 て
 延
長
は
 、
 各
々
の
 物
 

-
 
あ
 -
 

体
の
規
定
で
は
な
く
「
物
質
す
な
わ
ち
普
遍
的
な
意
味
 で
の
物
体
の
本
性
で
あ
る
ご
ま
た
 デ
ヵ
ル
ト
 
に
 ょ
 れ
ば
、
 「
自
分
の
場
所
を
あ
っ
 

さ
り
と
他
の
物
体
に
譲
り
渡
す
物
体
も
あ
れ
ば
、
そ
う
で
 な
い
物
体
も
あ
る
の
は
ど
う
し
て
で
あ
る
の
か
を
調
べ
 て
み
て
、
す
ぐ
に
わ
れ
 

わ
れ
が
気
づ
く
の
は
、
現
に
運
動
し
て
い
る
物
体
は
 、
自
 発
 的
に
立
ち
去
っ
た
場
所
が
他
の
物
体
に
よ
っ
て
占
め
 ら
れ
る
の
を
妨
げ
た
り
 

は
し
な
い
が
、
静
止
し
て
い
る
物
体
は
 、
 何
か
外
か
ら
の
 力
 が
な
け
れ
ば
、
そ
の
場
所
か
ら
追
い
出
さ
れ
る
わ
 け
 に
は
い
か
な
い
と
い
う
 

こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
多
数
の
微
細
な
部
分
に
分
 た
れ
て
、
そ
れ
ら
諸
部
分
が
互
い
に
違
っ
た
運
動
に
よ
 っ
て
ゆ
り
動
か
さ
れ
て
 

い
る
よ
う
な
物
体
が
流
体
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
す
べ
て
 0
 部
分
が
互
い
に
密
着
し
た
ま
ま
静
止
し
て
い
る
よ
 
う
 な
物
体
が
固
体
で
あ
 

る
 …
。
そ
し
て
、
固
体
の
粒
子
を
互
い
に
し
っ
か
り
と
 結
 び
 付
け
る
接
着
剤
と
し
て
、
そ
れ
ら
粒
子
の
静
止
以
上
 の
も
の
を
考
え
る
こ
と
 

-
 
勿
 @
 

は
で
き
な
い
…
。
」
つ
ま
り
、
物
体
の
う
ち
凝
集
 
力
 0
 頭
 ぃ
 固
体
は
本
来
静
止
し
て
い
る
た
め
、
運
動
に
対
立
し
 て
い
る
。
ま
た
流
体
は
 

そ
の
諸
部
分
に
運
動
を
含
ん
で
は
 い
 る
が
、
物
体
の
本
性
 ほ
 延
長
だ
け
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
に
含
ま
れ
る
運
動
は
 物
体
に
内
在
し
て
い
る
 

-
 
お
 -
 

も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
外
か
ら
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
 る
 。
つ
ま
り
、
そ
の
運
動
の
原
因
は
神
で
あ
る
。
こ
れ
 に
 対
し
て
ラ
イ
プ
 
ニ
ッ
 

ツ
は
、
 「
デ
カ
ル
ト
の
意
見
と
は
反
対
に
、
静
止
し
て
い
 

る
 物
体
の
な
か
に
は
い
か
な
る
凝
集
も
堅
さ
も
な
い
。
 し
た
が
っ
て
、
静
止
す
 

 
 

る
 何
ら
か
の
物
体
を
移
動
さ
せ
た
り
分
割
す
る
に
 は
、
ど
 ん
な
に
小
さ
な
運
動
で
も
十
分
で
あ
る
」
と
言
 う
 。
 つ
 ま
り
、
運
動
に
絶
対
に
 

対
立
す
る
不
動
の
静
止
な
ど
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
 あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
静
止
し
て
い
る
物
体
の
な
か
に
も
 、
諸
部
分
の
可
感
的
で
 

な
い
運
動
を
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
 げ
 れ
ば
、
そ
の
物
体
は
不
可
人
性
を
も
た
な
い
こ
と
に
な
 る
 。
言
 い
 か
え
れ
ば
、
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ライフ ヱソッ にお け る 創造の問題 

ス
 と
は
、
与
え
ら
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
定
め
ら
れ
た
も
 の
よ
り
も
、
あ
る
い
は
、
説
明
や
数
に
よ
っ
て
指
定
さ
 れ
た
も
の
よ
り
も
、
 
小
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外
か
ら
の
運
動
に
対
立
し
抵
抗
す
る
の
は
、
内
か
ら
の
 運
 動
 で
あ
っ
て
静
止
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
空
虚
な
空
間
 か
ら
物
質
が
区
別
さ
れ
 

る
の
は
ま
さ
に
こ
の
不
可
人
性
の
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
 っ
て
、
物
体
の
不
可
入
性
，
凝
集
・
抵
抗
は
運
動
に
由
 来
す
る
。
 
そ
 5
 い
う
わ
 

げ
で
、
物
体
に
は
連
動
が
本
質
的
な
も
の
と
し
て
含
ま
 れ
て
い
る
。
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
に
と
っ
て
物
体
と
は
、
デ
カ
 ル
ト
 の
よ
う
に
固
体
・
 

流
体
と
判
然
と
区
別
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
 つ
 ま
り
、
物
体
の
諸
部
分
が
互
い
に
押
し
合
い
分
離
に
抵
 抗
す
る
凝
集
は
、
ま
さ
 

に
そ
の
諸
部
分
の
運
動
に
由
来
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
 相
 互
的
 圧
迫
こ
そ
が
運
動
の
始
ま
り
と
し
て
の
コ
 チ
ト
ヴ
 ス
を
 前
提
し
て
い
る
。
 

そ
し
て
、
凝
集
・
圧
迫
は
諸
部
分
の
運
動
の
速
度
に
比
例
 す
る
た
め
、
コ
 
チ
ト
ヴ
ス
 
の
大
き
さ
も
速
度
に
比
例
 す
 る
 。
「
物
体
に
お
け
る
 

あ
ら
ゆ
る
 力
 は
速
度
に
依
存
し
て
い
る
。
」
速
度
に
最
大
 

は
 存
在
し
な
い
た
め
、
物
体
の
凝
集
 力
 に
も
最
大
は
存
 在
し
な
い
。
ま
た
逆
に
 、
 

絶
対
的
な
意
味
で
の
流
体
も
存
在
し
な
い
。
と
い
う
の
は
 、
物
体
の
諸
部
分
の
押
し
合
う
速
度
が
ゼ
ロ
に
な
り
 凝
 実
力
が
ま
っ
た
く
な
く
 

な
れ
ば
、
そ
の
物
体
は
流
体
で
は
な
く
空
虚
な
空
間
に
等
 し
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ラ
イ
プ
 ニ
ッ
 ッ
 に
と
っ
て
固
体
・
 
流
 

体
 と
い
う
区
別
そ
の
も
の
が
相
対
的
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
 の
 物
体
の
考
え
方
を
も
ち
い
れ
ば
、
静
止
を
本
質
と
す
 る
 固
体
は
存
在
せ
ず
、
 

す
べ
て
の
物
体
が
或
る
意
味
で
流
体
で
あ
る
と
言
え
よ
う
 。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
物
体
に
内
在
す
る
運
動
は
ど
の
 よ
 う
 に
考
え
ら
れ
る
の
 

で
あ
ろ
う
。
 

さ
て
、
運
動
は
、
数
学
的
存
在
と
し
て
の
延
長
と
同
様
に
 連
続
的
な
も
の
で
あ
る
。
運
動
を
ど
れ
ほ
ど
小
さ
く
 分
 劃
 し
よ
う
と
、
や
は
 

り
 何
ら
か
の
間
隔
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
最
小
 の
 連
動
は
存
在
し
な
い
。
他
方
、
各
瞬
間
何
ら
か
の
 速
 度
 を
も
っ
て
運
動
す
る
 

物
体
に
は
、
そ
れ
が
ま
さ
に
動
き
だ
す
初
め
の
瞬
間
に
は
 、
静
止
と
も
他
の
い
か
な
る
運
動
と
も
異
な
る
不
可
 
分
 な
運
動
が
存
し
て
い
 



 
 

に
は
、
「
の
日
の
宅
 
0
q
 と
は
、
与
え
ら
れ
う
る
よ
り
も
小
さ
 な
 、
す
な
 ね
 ち
、
説
明
や
数
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
り
 

 
 

 
 

よ
り
も
小
さ
な
空
間
と
時
間
の
う
ち
に
つ
く
ら
れ
る
運
動
 で
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
一
点
の
長
さ
を
通
し
て
、
一
瞬
 間
 つ
ま
り
時
間
の
点
の
㏄
 

う
 ち
に
つ
く
ら
れ
る
運
動
で
あ
る
」
、
 

-
,
@
 
 

と
あ
る
。
い
ず
れ
 の
 定
義
で
も
、
 
コ
ナ
 ト
ゥ
ス
は
指
定
し
う
る
よ
り
も
 小
 さ
な
運
動
と
さ
れ
て
い
 

る
 。
点
や
瞬
間
と
い
う
幾
何
学
的
な
用
語
が
も
ち
い
ら
れ
 て
い
る
が
、
「
一
点
の
長
さ
を
通
し
て
つ
く
ら
れ
る
運
動
 

」
と
い
う
言
葉
か
ら
 明
 

ら
か
な
 よ
う
 に
 、
 実
は
幾
何
学
的
な
局
面
が
想
定
さ
れ
て
 い
る
の
で
は
な
い
。
「
 点
 」
に
長
さ
は
属
し
て
い
な
い
か
 ら
で
あ
る
。
同
様
の
議
 

論
は
 ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
も
認
め
ら
れ
る
。
「
物
体
の
あ
ら
 

ゆ
る
活
動
は
運
動
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
運
動
 は
 時
間
の
 う
 ち
に
あ
る
。
し
か
し
、
 

-
 
綴
 
-
 

与
え
ら
れ
 ぅ
 る
よ
り
も
小
さ
な
空
間
を
通
し
て
、
与
え
 ら
れ
う
る
よ
り
も
小
さ
な
時
間
の
う
ち
に
あ
る
運
動
が
 
コ
ナ
 ト
ゥ
ス
で
あ
る
。
」
 

で
は
何
故
「
 点
 」
と
い
う
言
葉
が
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
の
 か
 。
そ
れ
ほ
、
た
し
か
に
点
は
延
長
的
な
も
の
で
は
な
 い
が
、
い
わ
ば
非
延
長
 

的
な
密
度
が
そ
こ
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 ，
 
）
れ
こ
そ
 コ
ナ
ト
 。
 ス
 概
念
が
含
意
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
 
は
 こ
れ
 

ほ
 つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
運
動
は
連
続
的
 

で
あ
る
。
も
し
く
は
、
ご
く
わ
ず
か
な
い
か
な
る
静
止
 に
よ
っ
て
も
中
断
さ
れ
 

て
は
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
も
の
が
い
っ
た
ん
静
止
す
 る
と
、
そ
れ
は
運
動
の
新
た
な
原
因
が
生
じ
な
け
れ
ば
 、
 つ
ね
に
静
止
し
た
ま
 

ま
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
反
対
に
、
い
っ
た
ん
動
か
さ
れ
 た
も
の
は
、
そ
れ
自
身
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
 

つ
ね
に
同
じ
速
度
で
同
 

じ
 方
向
に
運
動
す
る
。
コ
 チ
ト
ヴ
ス
 
の
運
動
に
対
す
る
 
関
 係
は
、
 点
の
空
間
に
対
す
る
関
係
、
あ
る
い
は
一
の
 無
 限
 に
対
す
る
関
係
の
 
ょ
 

-
 
あ
 
@
 

う
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
コ
 チ
ト
 。
 ス
は
運
 動
の
始
ま
り
で
あ
る
終
り
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
つ
ま
 
9
 コ
 ナ
 ト
ゥ
ス
と
は
、
 

運
動
の
不
可
分
な
要
素
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
。
と
い
 う
の
ほ
、
「
運
動
の
諸
部
分
は
い
つ
し
ょ
に
は
決
し
て
 存
在
し
な
い
た
め
、
 
運
 

動
 と
は
、
厳
密
に
言
え
ば
決
し
て
存
在
し
な
い
一
時
的
な
 も
の
で
あ
 -
 
ス
り
 

托
 
@
 
」
 か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
運
動
 は
 
そ
の
要
素
、
つ
ま
り
 時
 

間
 と
空
間
の
関
係
と
し
て
の
瞬
間
的
速
度
に
よ
っ
て
特
徴
 つ
げ
ら
れ
る
。
で
は
、
 
コ
ナ
 ト
ゥ
ス
が
運
動
を
作
り
 田
 す
 原
理
と
言
え
る
の
だ
 

さ
 い
 空
間
と
時
間
を
通
過
す
る
、
す
な
わ
ち
点
を
通
過
す
 

る
 運
動
で
あ
る
」
、
 

-
,
@
 
 

と
定
義
し
て
い
る
。
ま
た
、
円
物
体
 

論
 b
 の
英
語
版
の
定
義
 

 
 



は
 数
学
的
・
幾
何
学
的
な
規
定
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
 。
け
れ
ど
も
、
全
体
と
し
て
の
運
動
は
決
し
て
存
在
し
 な
い
以
上
、
運
動
に
お
 

 
 

ん
で
い
 る
正
確
で
形
相
的
な
意
味
だ
げ
し
か
、
す
な
わ
 ち
 、
場
所
の
変
化
と
い
う
こ
り
 

 
 

 
 

-
 
Ⅱ
 -
 

 
 

ィ
と
だ
 げ
し
か
考
え
な
い
と
す
れ
ば
、
完
全
に
実
在
的
 な
も
の
で
は
な
い
。
」
と
い
 
5
 
の
は
、
場
所
の
変
化
と
 い
う
 
い
わ
ば
相
対
的
な
運
動
Ⅱ
 

 
 

 
 

ッ における創造の 問題 

ろ
 う
か
 。
た
し
か
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
ホ
ッ
ブ
ズ
に
 な
 ち
 い
コ
 チ
ト
タ
 ス
と
い
う
用
語
を
も
ち
い
て
い
る
が
、
 

そ
の
意
味
は
多
少
異
な
 

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
先
の
「
そ
れ
自
身
に
委
ね
ら
れ
て
 い
る
か
ぎ
り
（
 口
臣
 
a
 コ
 （
口
 
目
ぎ
 監
の
の
（
）
」
と
い
う
言
葉
に
 
注
目
し
な
け
れ
ば
な
 

ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ベ
ル
 ソ
シ
ヱ
 タ
イ
ソ
の
指
摘
す
 る
 よ
 う
戊
 、
こ
の
表
現
は
ホ
ッ
ブ
ズ
に
は
見
当
た
ら
ず
 、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
 特
 

右
 の
も
の
で
あ
り
、
両
者
の
コ
プ
ト
ク
ス
概
念
の
違
い
を
 或
る
意
味
で
き
わ
だ
た
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
運
動
の
原
因
の
 

場
所
の
問
題
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
と
っ
て
は
、
 

運
 動
の
原
因
は
あ
く
ま
で
自
ら
の
う
ち
に
（
 @
 
。
 お
 ）
 な
 け
 れ
ば
な
ら
な
い
。
 
つ
 ま
 

り
 、
静
止
し
て
い
る
も
の
は
自
ら
静
止
し
続
け
、
運
動
す
 る
も
の
ほ
自
ら
運
動
し
続
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 物
体
の
慣
性
原
理
を
基
 

礎
づ
 げ
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
り
、
そ
し
て
同
時
に
運
 動
の
属
し
て
い
る
個
体
性
を
基
礎
づ
け
る
試
み
で
も
あ
る
 。
そ
れ
に
対
し
て
、
 
ホ
 

グ
ブ
ズ
 に
は
そ
の
よ
う
な
考
え
方
は
認
め
ら
れ
な
い
。
 

つ
 ま
り
、
 ホ
，
ブ
ズ
 に
と
っ
て
コ
 
チ
ト
ク
ス
 と
は
、
指
定
 し
ぅ
 る
よ
り
も
小
さ
い
 

と
は
い
え
、
現
実
の
運
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
に
対
し
て
 、
ラ
イ
プ
 
ニ
，
ッ
 に
と
っ
て
は
運
動
を
幾
何
学
的
に
分
 析
 し
た
結
果
、
潜
勢
的
 

な
 運
動
と
し
て
の
微
分
量
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
 

コ
ナ
 ト
ク
ス
 は
精
神
的
な
力
と
は
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
「
方
向
 と
と
も
に
考
え
ら
れ
た
 

速
度
」
に
す
ぎ
ず
、
瞬
間
的
に
存
在
す
る
と
同
時
に
消
 ，
 え 去
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 、
 コ
 チ
ト
 ゥ
ス
 は
「
実
在
的
存
在
 

と
し
て
の
運
動
」
で
は
な
い
。
 

-
 
㏄
 
-
 

で
は
、
運
動
は
実
在
的
な
も
の
と
は
さ
れ
 え
 な
 い
 の
 た
 ろ
 ぅ
か
 。
「
あ
ら
ゆ
る
物
体
的
活
動
が
運
動
か
ら
生
じ
る
 」
以
上
、
運
動
の
な
 

か
に
何
ら
実
在
的
な
も
の
が
な
い
と
す
れ
ば
、
物
体
も
ま
 た
 実
在
的
な
も
の
と
ほ
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
 ち
 、
「
運
動
そ
の
も
の
 

の
う
ち
に
は
、
変
化
へ
向
か
っ
て
努
力
す
る
力
か
ら
成
る
 に
ち
が
い
な
い
瞬
間
的
状
態
を
除
け
ば
、
何
ら
実
在
的
  

 



て
 神
に
帰
す
る
べ
ぎ
で
は
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
 力
 が
神
に
 よ
っ
て
物
体
そ
の
も
の
の
う
ち
に
産
出
さ
れ
た
と
考
え
 る
こ
と
が
た
し
か
に
 必
 

要
 で
あ
る
。
」
し
た
が
っ
て
、
物
体
的
事
物
の
な
か
に
こ
 

そ
 、
「
自
然
の
造
物
主
に
よ
っ
て
至
る
と
こ
ろ
に
植
え
込
 ま
れ
た
自
然
的
 力
 が
含
 

-
 
何
 
@
 

ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
 

6
 
 
力
 め
 創
造
 

で
は
、
こ
う
し
た
力
と
ほ
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
 。
ま
た
運
動
と
何
と
は
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
。
 厳
密
な
意
味
で
の
 会
 

体
 と
し
て
の
運
動
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
運
動
に
お
い
て
 実
在
的
に
存
在
す
る
の
は
、
各
々
の
瞬
間
的
状
態
と
し
 て
の
 コ
 チ
 ト
ゥ
ス
で
あ
 

っ
た
 。
で
 は
、
 
コ
 チ
ト
 。
 ス
が
 瞬
間
的
な
も
の
で
あ
る
な
 ら
ば
、
運
動
は
い
か
に
し
て
持
続
す
る
の
か
。
し
か
も
 
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
 
と
 

っ
て
運
動
は
あ
ら
ゆ
る
物
体
に
内
在
し
て
い
る
た
め
、
 

コ
 ナ
 ト
ゥ
ス
を
保
持
す
る
何
ら
か
の
働
き
が
な
け
れ
ば
、
 

物
体
は
そ
の
不
可
人
性
 

を
 失
 い
 空
虚
な
延
長
と
区
別
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
 

初
 期
の
 
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
こ
こ
で
た
だ
ち
に
精
神
的
原
理
 に
助
け
せ
求
め
た
。
 
す
 

な
ね
 ち
、
「
運
動
を
欠
く
い
か
な
る
 
コ
ナ
ト
 。
 ス
も
、
瞬
 間
を
超
え
て
は
持
続
し
な
い
。
と
い
う
の
は
、
瞬
間
に
 お
い
て
 コ
ナ
 ト
ゥ
ス
で
 

あ
る
も
の
は
、
時
間
に
お
い
て
ほ
運
動
で
あ
る
か
ら
で
あ
 る
 。
：
す
べ
て
の
物
体
は
瞬
間
的
精
神
ま
た
は
想
起
を
 欠
く
精
神
で
あ
る
。
 
な
 

ぜ
な
ら
ば
、
物
体
は
そ
れ
自
身
の
 コ
ナ
 ト
ゥ
ス
お
よ
び
 
他
 の
 相
反
す
る
コ
 
チ
ト
ヴ
ス
 を
と
も
に
瞬
間
を
超
え
て
は
 保
持
し
な
い
か
ら
で
あ
 

。
」
。
つ
ま
り
、
物
体
の
な
か
に
あ
る
 

-
,
-
 
る
 

コ
ナ
 ト
ゥ
ス
は
 運
 動
 の
な
か
に
た
だ
ち
に
現
わ
れ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
結
果
 い
く
つ
も
の
コ
 チ
ト
 

げ
る
実
在
的
存
在
ほ
、
運
動
に
お
け
る
「
瞬
間
的
状
態
」
 や
そ
れ
を
構
成
す
る
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
 う
 。
で
 は
 そ
れ
ほ
ど
こ
に
 

見
 い
だ
さ
れ
る
の
か
。
ラ
イ
プ
 ニ
，
ッ
は
、
 「
そ
れ
が
感
 
覚
 に
は
明
ら
か
で
な
い
と
き
で
さ
え
、
理
性
的
根
拠
に
 も
と
づ
い
て
物
質
の
う
 

ち
に
至
る
所
で
現
存
す
る
も
の
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
 き
 で
 あ
る
」
と
言
 う
 。
つ
ま
り
、
「
も
し
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
 傾
向
 力
 を
奇
跡
を
介
し
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-
 
邑
 @
 

う
の
も
、
「
物
体
は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
、
変
化
の
原
因
 ・

 力
 
・
作
用
を
含
ん
で
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
 二

ッ
ツ
 
に
と
っ
て
 、
物
 

が
あ
ろ
 5
 。
そ
の
か
わ
り
、
自
然
学
と
形
而
上
学
を
媒
 

介
す
る
場
面
、
物
体
自
身
に
お
け
る
運
動
原
理
が
求
め
 

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
 戸 (2 Ⅰ 

 
 

に
よ
る
運
動
の
説
明
の
よ
う
に
、
本
来
不
適
切
で
あ
る
 こ

と
が
自
覚
さ
れ
た
か
ら
で
㊤
 

  

・ レ @ 仁こ 

す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
ラ
イ
プ
 ニ
，
ッ
 の
形
而
上
学
が
 

成
熟
す
る
に
 つ
 れ
直
接
的
に
は
現
わ
れ
な
く
な
る
。
 

と
 い

う
の
は
、
自
然
学
と
 

-
 
耶
 -
 

題
し
て
い
る
ご
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
 、
コ
ナ
 ト
ゥ
ス
を
 保

持
し
運
動
を
持
続
さ
せ
る
 働
 き
を
精
神
の
想
起
，
 記
 憶

 に
求
め
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
 

綿
研
 想
起
を
欠
く
物
体
は
瞬
間
的
精
神
と
規
定
さ
れ
る
，
 」

と
に
な
る
。
「
精
神
の
介
入
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
自
身
 

と
し
て
見
ら
れ
た
物
体
の
 う
 

造
倉
 ち
に
運
動
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
」
こ
の
精
神
の
介
 入

 と
は
、
意
識
に
お
け
る
多
様
な
も
の
の
調
和
的
統
一
で
 あ

り
、
そ
れ
を
可
能
に
す
 

 
 

 
 

 
 

 
 

瞬
間
的
精
神
」
と
い
分
有
名
な
物
体
規
定
、
な
ら
び
に
 物

体
の
運
動
を
精
神
が
規
制
 

タ
 ス
が
互
い
に
結
び
つ
い
て
複
合
的
な
運
動
を
生
み
出
す
 た

め
、
 
コ
ナ
 ト
ゥ
ス
自
身
は
瞬
間
的
に
し
か
判
明
な
 傾
 何

 と
し
て
ほ
存
在
し
な
 

い
 。
 コ
ナ
ト
 。
 ス
は
 運
動
と
し
て
現
わ
れ
た
瞬
間
に
同
時
 に

 存
在
す
る
の
を
止
め
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
瞬
間
 的

に
で
は
な
く
時
間
を
 

貫
く
働
き
が
な
け
れ
ば
、
運
動
は
統
一
的
な
も
の
と
し
て
 持

続
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
時
間
を
貫
く
働
き
 を

 ラ
イ
プ
 ニ
グ
ツ
 は
 精
 

神
に
求
め
て
い
た
。
す
な
わ
ち
以
下
の
よ
う
に
し
て
で
あ
 る

 。
ラ
イ
プ
 
ニ
，
ッ
は
 、
「
物
体
が
運
動
の
な
か
に
あ
 

る
よ
う
に
、
思
考
は
コ
 
チ
 

-
 
お
 -
 

ト
ゥ
ス
の
な
か
に
あ
る
」
と
述
べ
、
思
考
作
用
と
 コ
ナ
ト
 ヴ

ス
 と
を
同
一
視
し
て
い
る
。
だ
が
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
 に

と
っ
て
運
動
は
単
な
 

る
 場
所
の
移
動
を
意
味
し
て
は
い
な
い
た
め
、
精
神
の
思
 考

を
持
続
的
 コ
ナ
ト
 。
 ス
と
 特
徴
づ
け
る
こ
と
は
不
思
 議

 な
こ
と
で
は
な
い
。
 

と
い
う
の
も
、
ラ
イ
プ
 ニ
，
ッ
 に
と
っ
て
精
神
は
、
欲
求
 と

い
う
思
考
の
動
 き
 へ
の
傾
向
を
本
質
と
し
て
い
る
か
 ら

で
あ
る
。
そ
し
て
、
 

物
体
の
な
か
と
は
異
な
り
精
神
に
お
い
て
は
、
 

コ
ナ
ト
ヴ
 ス

は
 互
い
に
結
び
つ
き
た
だ
ち
に
運
動
を
生
み
た
す
 

必
然
性
か
ら
免
れ
て
い
 

る
 。
「
精
神
の
う
ち
に
は
あ
ら
ゆ
る
 

コ
ナ
 ト
ゥ
ス
が
持
続
 

し
て
し
る
」
 

、
 O
-
7
-
4
 
 

と
い
う
の
も
、
コ
 
チ
ト
ヴ
ス
は
 
、
意
識
に
 お

 げ
る
さ
ま
ざ
ま
な
も
 

の
の
統
一
と
し
て
保
持
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
 

物
 体

 が
運
動
の
痕
跡
の
う
ち
に
あ
る
よ
う
に
、
精
神
 は
 コ
 チ
 ト

ゥ
ス
の
調
和
に
存
 



さ
て
、
運
動
の
持
続
を
可
能
に
す
る
も
の
ほ
何
か
。
こ
れ
 こ
そ
ま
さ
に
「
 力
 」
の
役
割
で
あ
る
。
 
力
 と
は
、
延
長
 や
 運
動
の
よ
う
に
 想
 

像
 に
よ
っ
て
直
接
知
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
 

「
 
力
 ほ
速
度
と
大
き
さ
の
複
合
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
 将
来
の
結
果
に
よ
っ
て
 

測
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
 
力
は
 、
そ
れ
が
な
し
 ぅ
る
結
 果
 な
い
し
仕
事
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
 そ
の
結
果
 は
 運
動
す
る
 

物
体
に
潜
勢
的
に
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
た
と
，
 

ぇ
ば
 、
質
量
 m
 の
物
体
が
距
離
 h
 落
下
す
る
結
果
 日
す
を
 生
み
た
す
 カ
 は
 、
デ
ヵ
 

ル
ト
 の
連
動
量
の
よ
う
に
 
日
つ
 と
し
て
で
は
な
く
、
日
せ
 
"
 と
 測
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
高
さ
は
時
間
の
二
乗
に
 比
例
し
て
、
し
た
が
っ
 

て
 速
度
の
二
乗
に
比
例
し
て
増
大
す
る
か
ら
で
あ
る
。
 

っ
 ま
り
、
 力
は
 時
間
と
と
も
に
増
大
す
る
。
実
際
の
測
定
 に
お
い
て
は
、
力
の
 基
 

本
 的
な
要
素
と
し
て
イ
ン
ペ
 

ト
 。
 ス
 と
い
う
微
分
量
が
導
 入
さ
れ
、
そ
れ
を
積
分
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
定
の
 時
間
中
に
運
動
す
る
 物
 

（
 
ヨ
ダ
 Ⅱ
（
 ヨ
ヰ
汁
 ）
。
コ
 チ
ト
ウ
ス
 
が
 瞬
間
的
に
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
に
記
憶
を
伴
 っ
た
 精
神
的
原
理
と
は
 

見
 な
さ
れ
な
か
っ
た
の
と
は
反
対
に
 、
力
は
 時
間
を
貫
い
 
て
 働
き
、
時
間
の
た
だ
な
か
に
現
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
 

力
 が
時
間
を
貫
い
て
 働
 

く
と
い
う
こ
と
は
、
運
動
を
生
み
だ
し
方
向
づ
け
る
 力
 は
 、
運
動
の
将
来
を
決
定
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
 る
 。
逆
に
言
え
ば
、
 
カ
 

@
 
冊
 
-
 

の
 現
わ
れ
た
結
果
と
は
、
力
の
現
わ
れ
る
始
ま
り
の
目
的
 で
あ
り
条
件
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
「
将
来
は
過
去
の
 条
件
で
あ
る
。
」
そ
し
 

て
こ
の
 力
 に
よ
っ
て
、
「
形
而
上
学
か
ら
自
然
学
へ
の
 

移
 行
や
 、
物
質
的
な
も
の
か
ら
非
物
質
的
な
も
の
へ
の
移
行
 が
お
こ
な
わ
れ
る
の
 

ネ
し
あ
る
」
 

-
 
㏄
 
-
 
。
こ
の
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
と
っ
て
 カ
 
の
 考
察
は
目
的
論
的
な
方
向
性
を
も
っ
て
い
る
。
で
は
 そ
の
目
的
論
は
ど
こ
か
 

ら
 来
る
の
か
。
そ
れ
を
見
る
た
め
に
は
、
力
の
根
拠
に
つ
 い
て
の
考
察
へ
と
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
は
力
を
二
つ
の
側
面
か
ら
考
察
し
て
い
 る
 。
一
方
は
、
作
用
に
対
し
て
反
作
用
が
生
じ
る
と
い
う
 場
面
で
考
え
ら
れ
 

れ と 体 
ば ま か 
な っ ら 
ら た 離 
な く れ 
い 異 た 
の 質 精 
で の 神 
あ ら サま 

るの 。 と， 者 え 
そ し ら 

し て れ   
精 神   
神 と し 

が 物 た 

発体 見がっ が   
る す 物 
場 る 体 
面 と に 

こいい そ 5 わ   
」 は か 

に な ら   
ら 精 が 
な 神 や 
い は っ 

。 物 て 
体 き 

め て 

た そ 
だ れ 
な さ 
か 支 
で， 配 

  
発 と 

見 さ、 か 
れ も 

な と 

け も 
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ライプ ニ " ツに 

で
は
、
原
初
的
な
 カ
 と
は
何
か
。
ラ
イ
ブ
ニ
 

，
ッ
 は
そ
れ
 を
 
一
種
の
精
神
的
原
理
と
見
て
い
る
。
「
物
体
的
実
体
 
の
う
ち
に
は
第
一
 
ヱ
 

ソ
 テ
レ
ケ
イ
ア
、
つ
ま
り
能
動
性
の
第
一
受
容
者
す
な
わ
 ち
 拡
が
り
や
 物
塊
 の
う
え
に
さ
ら
に
加
わ
っ
て
つ
ね
に
 働
 き
 、
物
体
ど
 う
 し
の
の
 

 
 

衝
突
の
結
果
コ
 
チ
 ト
ゥ
ス
お
よ
び
イ
ソ
 
ペ
ト
 。
 ス
 に
よ
っ
 て
 種
々
の
様
相
を
と
る
原
初
的
原
動
力
が
見
い
だ
さ
れ
 ね
ば
な
ら
な
い
 
0
 …
 こ
パ
 

 
 

れ
ば
 実
体
的
原
理
で
、
生
物
に
お
い
て
は
 魂
と
 呼
ば
れ
、
 他
の
実
体
に
お
い
て
は
実
体
的
形
相
と
呼
ば
れ
、
そ
の
 か
ぎ
り
に
お
い
て
質
料
 

 
 

ぉ
 
て
に
存
在
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
作
用
は
 

カ
と
時
 間
 と
に
よ
っ
 て
 生
み
た
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
 

-
8
-
 

げ
 

，創造の問題 

衝
動
（
イ
ソ
 ペ
 ト
ゥ
ス
）
と
い
う
様
相
で
し
か
現
象
し
な
 
ぃ
 。
こ
れ
が
「
能
動
的
 力
 」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 だ
が
、
イ
ソ
ベ
 
ト
ゥ
 

ス
 と
い
う
の
は
持
続
的
な
運
動
を
生
み
た
す
力
の
一
時
的
 な
 現
わ
れ
に
す
ぎ
な
い
以
上
、
そ
の
根
拠
と
し
て
の
 原
 切
的
な
力
を
前
提
し
な
 

げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
運
動
の
持
続
を
可
能
に
す
 る
力
 は
、
同
時
に
変
化
の
原
理
で
も
あ
る
。
変
化
と
は
 他
 の
も
の
に
な
る
と
い
 

ぅ
 こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
変
化
の
原
理
と
 し
て
の
 力
 は
 、
 つ
ね
に
多
性
を
前
提
 し
 含
ん
で
い
る
。
 イ
ソ
 ペ
ト
ヴ
ス
 と
は
こ
 

の
よ
う
な
 多
 性
と
し
て
現
わ
れ
た
派
生
的
 力
 に
す
ぎ
な
い
 。
「
わ
れ
わ
れ
は
派
生
的
 力
 と
そ
の
作
用
を
様
相
的
な
も
 の
と
見
な
さ
ね
ば
な
 

ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
変
化
を
許
す
か
ら
で
あ
る
。
 し
か
し
、
す
べ
て
の
様
相
は
存
続
す
る
も
の
、
す
な
わ
 ち
よ
り
絶
対
的
な
も
の
 

の
 或
る
変
様
で
あ
る
。
：
そ
れ
ゆ
え
、
派
生
的
で
付
帯
的
 ね
 、
す
な
わ
ち
可
変
的
な
力
は
、
各
物
体
的
実
体
の
な
 か
で
存
続
す
る
原
初
的
 

で
本
質
的
な
力
の
或
る
変
様
で
あ
る
」
・
 

、
 
。
 
-
6
-
 

5
 
 

。
 
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
 は
 、
す
べ
て
の
物
体
に
内
的
な
 カ
と
 運
動
が
内
在
し
て
 い
る
こ
と
を
物
体
の
弾
 

性
の
存
在
に
見
て
し
る
 

@
 
O
-
7
-
5
 
 

と
こ
ろ
で
、
測
定
さ
れ
る
の
は
 現
象
と
し
て
現
わ
れ
る
派
生
的
 力
 で
あ
る
。
「
派
生
的
 カ
 と
そ
の
作
用
が
異
な
 

っ
て
い
る
の
は
、
瞬
間
的
な
も
の
が
継
起
的
な
も
の
と
 異
 な
っ
て
い
る
の
と
同
じ
に
す
ぎ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
 力
は
 最
初
の
瞬
間
に
す
 

る
 。
す
な
 ね
 ち
、
他
の
連
動
に
対
す
る
抵
抗
を
生
み
た
す
 根
拠
と
し
て
の
 力
 で
あ
る
。
こ
れ
は
不
可
人
性
と
慣
性
 と
い
う
特
性
に
よ
っ
て
 

現
わ
れ
、
物
体
に
つ
ね
に
遍
在
し
て
お
り
、
「
受
動
的
 

力
 」
 と
 呼
ば
れ
る
。
他
方
は
、
原
因
と
結
果
の
等
価
 佐
 と
い
う
 場
面
で
考
え
ら
れ
る
。
 

す
な
ね
 ち
、
運
動
は
瞬
間
的
状
態
（
 コ
ナ
 ト
ゥ
ス
）
 
と
し
 て
し
か
存
在
し
な
い
た
め
、
運
動
の
持
続
を
可
能
に
す
る
 力
 も
い
わ
ば
瞬
間
的
 



ぅ 見 に 存 ら し は る 精 
  
      神と （注 1' るとにし 連な 在を ぇし ょ 、 大力 こ三 展開 こと 

て 売 る 創   っ せ で 物   
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か 性 。 と ッ よ 時 生 ま 
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渠 『 もの がら、「神が て、 力 と ての る。 うち 
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る か こ 由 ば る ち ら 個体 のⅡの・ 理由 には よ も と な な 。 で せ 

-
 
卵
 -
 

と
と
も
に
真
に
一
な
る
実
体
、
そ
れ
自
身
に
 よ
 る
一
を
構
 成
し
、
私
の
名
 づ
 げ
て
い
る
モ
ナ
ド
に
な
っ
て
い
る
。
」
 

し
た
が
っ
て
、
原
初
 

 
 

 
 

的
力
 と
は
物
体
と
い
う
器
官
に
お
い
て
現
に
働
い
て
い
る
 働
き
そ
の
も
の
で
あ
り
、
 

魂
 と
い
う
こ
と
も
そ
う
し
た
 意
味
で
も
ち
い
ら
れ
て
 

 
 

 
 

 
 

い
ろ
。
そ
れ
ゆ
え
、
物
体
か
ら
離
れ
た
 魂
は
 考
え
ら
れ
な
 い
の
で
あ
る
。
モ
ナ
ド
 と
 名
づ
げ
ら
れ
る
実
体
を
力
と
 し
て
捉
え
る
こ
と
は
、
 

ほ
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滅
す
る
と
い
う
「
世
界
の
破
局
」
に
よ
る
「
外
的
脅
威
」
 

と
 、
人
間
が
何
処
ま
で
も
限
り
な
く
自
己
に
執
着
し
続
 

け
る
と
い
う
「
無
限
な
 

世 
界 
の 

存 
続 
や 
人 

間性 

の 

存 
立 
ヶ @ 甲 

対す 

る 

脅 
威 

に関 

し 

て 

  
イ 

-. ア 
ガ 

  
もよ 

あ 
る 

書 
簡 ③ 

て， 

人 
日展 

や 
自 

然 
を 
含 
む 
世 
界 
が ， 

物 
理 
的 
ケ @ し 

消 
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月
島
貫
代
 志
 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 「
形
而
上
学
と
は
何
か
三
第
五
版
の
序
に
は
「
 形
而
上
学
の
根
底
へ
の
帰
付
」
と
い
う
表
題
が
付
さ
れ
て
い
る
 。
形
而
上
学
か
ら
そ
 

の
 非
形
而
上
学
的
本
質
へ
と
帰
り
行
く
こ
と
を
、
こ
こ
で
ハ
イ
 @
 
ア
ガ
ー
は
要
求
す
る
。
こ
の
帰
り
行
ぎ
は
「
退
歩
」
と
し
て
 遂
 付
 さ
れ
た
。
こ
こ
で
 

の
形
而
上
学
と
は
、
「
世
界
が
拒
絶
さ
れ
、
非
世
界
と
な
る
こ
と
 
」
及
び
「
人
間
が
拒
絶
さ
れ
、
非
人
間
と
な
る
こ
と
」
と
い
っ
 た
 、
現
代
の
世
界
 

と
 人
間
と
に
共
通
す
る
在
り
方
の
根
底
を
総
括
す
る
名
で
あ
る
 。
従
っ
て
右
の
退
歩
に
は
、
何
ら
か
の
意
味
 に
 お
い
て
、
本
来
 0
 人
間
へ
の
復
帰
 や
 

本
来
の
世
界
へ
の
復
帰
と
い
う
志
向
が
含
意
さ
れ
る
。
一
方
、
 所
謂
一
般
の
文
明
批
評
に
お
い
て
も
、
し
ば
し
ば
本
来
の
人
間
 へ
の
復
帰
や
本
来
の
 

世
界
へ
の
復
帰
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
あ
る
書
簡
で
 ハ
イ
デ
 ガ
一
は
 、
一
般
の
文
明
批
評
に
お
け
る
「
 人
 問
や
世
界
 の
 危
機
」
と
、
自
分
 

の
 言
 う
 
「
人
間
や
世
界
の
危
険
」
と
は
、
根
本
的
に
異
な
る
 
旨
 を
 述
べ
る
。
両
者
の
差
異
を
確
認
し
、
ハ
イ
デ
 ガ
 l
 の
言
 う
 
「
 
危
険
」
を
考
察
す
る
 

こ
と
が
小
論
の
目
的
で
あ
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 回
顧
的
思
惟
、
退
歩
の
思
惟
、
引
受
け
 、
 ゆ
応
 、
危
険
、
 集
 ・
 立
 、
 

序
 

「
退
歩
」
 ｜
 ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
思
惟
   



る
 主
観
性
へ
の
変
転
」
に
よ
る
「
内
的
脅
威
」
と
い
う
 仕
 方
で
の
、
通
常
の
文
明
批
評
に
お
け
る
歴
史
的
視
点
と
 、
こ
う
し
た
「
脅
威
」
 

ほ
 つ
い
て
の
自
ら
の
歴
史
的
視
点
と
の
根
本
的
な
差
異
に
 言
及
し
て
い
る
。
彼
は
、
通
常
の
意
味
で
の
「
人
間
 喪
 失
 」
や
「
世
界
喪
失
」
 

は
 、
自
分
の
思
索
に
と
っ
て
 ほ
 、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
 て
も
問
題
に
な
り
得
な
い
と
言
う
。
 

同
書
簡
で
は
、
一
般
的
な
文
明
批
評
に
お
け
る
「
人
間
 喪
 失
の
危
険
」
は
、
「
長
い
間
伝
承
さ
れ
て
ぎ
た
人
間
の
定
 め
が
い
ま
や
解
消
 

さ
れ
よ
う
と
す
る
危
険
」
と
さ
れ
、
板
本
来
の
「
人
間
性
 に
お
け
る
危
険
」
は
、
「
人
間
が
今
日
ま
で
一
度
も
自
ら
 
に
 相
応
し
い
も
の
で
 

あ
り
得
な
か
っ
た
、
そ
の
自
ら
に
適
っ
た
人
間
に
な
る
 ノ
 
し
 と
が
、
人
間
に
拒
絶
さ
れ
て
い
る
と
い
う
危
険
」
で
あ
 る
と
さ
れ
る
。
こ
 う
し
 

た
 、
人
間
の
人
間
性
に
お
け
る
決
定
的
な
危
険
へ
の
陥
落
 ほ
、
 先
の
一
般
論
に
お
け
る
「
内
的
脅
威
」
や
「
人
間
 喪
失
」
に
よ
っ
て
は
、
 

些
か
も
言
及
さ
れ
て
い
な
い
、
と
彼
は
考
え
る
の
で
あ
る
 。
こ
の
こ
と
は
、
「
世
界
喪
失
の
危
険
し
に
つ
い
て
も
 同
様
で
あ
る
。
即
ち
 、
 

「
人
間
や
自
然
を
含
む
世
界
が
物
理
的
に
消
滅
す
る
と
 ぃ
 う
 、
世
界
の
破
局
に
よ
る
危
険
」
に
よ
っ
て
は
、
「
人
間
 や
 自
然
を
含
む
世
界
が
 

今
日
ま
で
一
度
も
自
ら
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
り
得
な
 か
っ
た
、
そ
の
自
ら
に
適
っ
た
世
界
に
な
る
こ
と
が
、
 世
 界
 に
拒
絶
さ
れ
て
い
る
 

と
い
う
危
険
」
を
 、
 取
り
逃
が
し
て
し
ま
う
、
と
彼
は
考
 え
る
。
 

後
者
の
点
、
即
ち
、
物
理
的
な
意
味
で
の
世
界
の
破
局
 一
 
五
々
と
い
っ
た
点
に
関
し
て
は
、
こ
れ
が
、
ハ
イ
デ
 ガ
一
 が
 
「
世
界
」
を
問
 
う
 

視
点
か
ら
ほ
第
一
次
的
に
は
問
題
に
な
ら
な
い
こ
と
が
、
 比
較
的
容
易
に
理
解
で
き
る
。
物
理
的
な
意
味
で
の
 世
 界
は
諸
々
の
存
在
者
の
 

総
体
を
指
す
が
、
こ
こ
に
定
位
す
る
限
り
、
ハ
イ
デ
 ガ
 一
の
言
 う
 存
在
は
問
題
に
な
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 
従
っ
て
我
々
は
前
者
の
 

点
 、
即
ち
、
無
限
な
る
主
観
性
へ
の
変
転
と
い
う
形
で
の
 、
人
間
存
在
に
つ
い
て
の
危
機
の
意
識
、
或
い
は
危
険
 の
 自
覚
と
、
ハ
イ
 ヂ
ガ
 

１
 0
 号
 
ロ
う
 
人
間
存
在
の
危
険
と
の
違
い
と
い
う
こ
と
に
、
 主
に
焦
点
を
絞
っ
て
論
じ
た
い
。
そ
の
際
に
、
後
期
で
 の
 ハ
イ
デ
 ガ
 I
 の
思
惟
 

に
 現
れ
る
、
人
間
（
思
惟
）
と
存
在
と
の
「
呼
応
」
と
い
 ぅ
 観
点
か
ら
、
併
せ
て
人
間
と
世
界
と
の
関
係
を
問
題
 と
す
る
と
い
う
仕
方
 

で
、
右
の
世
界
の
危
機
と
い
う
こ
と
に
も
幾
ら
か
触
れ
て
 お
ぎ
た
 い
 。
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し
か
し
な
が
ら
そ
も
そ
も
、
（
彼
の
批
判
す
る
）
一
般
的
 

文
明
批
評
に
お
け
る
人
間
喪
失
の
回
復
の
思
想
、
即
ち
 

「
長
 
い
間
 伝
承
さ
れ
 

 
 

 
 

世
界
内
存
在
と
し
て
の
本
来
 

 
 

イ
 0
 
人
間
存
在
の
有
限
性
、
そ
し
て
あ
り
の
ま
ま
た
る
 

物
の
存
在
 

や
 
、
人
間
の
意
の
ま
ま
な
ら
ぬ
も
の
を
そ
の
 

ま
ま
に
在
ら
し
め
る
こ
と
な
 

ど
が
、
そ
の
思
索
の
基
調
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
 

確
 
か
で
あ
る
。
こ
の
点
を
見
る
限
り
、
右
に
述
べ
た
、
一
般
 

論
 
に
お
け
る
喪
失
の
回
復
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て
 ぎ
た
人
間
の
定
め
が
い
ま
や
解
消
さ
れ
よ
う
と
す
る
 危
 険
 」
に
基
づ
く
喪
失
の
回
復
の
思
想
１
１
世
界
喪
失
に
 つ
い
て
は
後
で
触
れ
る
 

（
 
2
 章
）
は
、
た
い
て
い
の
場
合
、
人
間
存
在
の
有
 限
 性
を
次
の
よ
う
な
仕
方
で
思
惟
す
る
。
即
ち
 、
 当
の
 思
惟
の
「
対
象
」
で
あ
 

る
 、
無
限
な
る
主
観
性
へ
の
変
転
と
い
う
状
態
に
あ
る
 人
 開
存
在
に
関
し
て
、
こ
れ
を
先
ず
復
帰
を
必
要
と
す
る
 人
間
存
在
と
見
 徴
 し
、
 

そ
れ
と
同
時
に
、
い
や
む
し
ろ
こ
の
こ
と
自
体
の
先
行
 条
 件
 と
し
て
、
復
帰
の
向
か
う
 先
 
（
つ
ま
り
、
自
己
中
心
 
性
を
克
服
し
有
限
佐
 に
 

徹
し
た
人
間
存
在
）
を
そ
こ
に
想
定
（
措
定
）
す
る
、
 

と
 い
う
仕
方
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
こ
の
「
有
限
な
る
人
 間
 存
在
」
 ほ
 、
「
人
間
 

が
か
つ
て
そ
う
で
あ
っ
た
 盗
 」
に
し
て
、
「
人
間
が
そ
れ
 
へ
と
帰
る
べ
き
 
姿
 」
と
し
て
、
措
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
 る
 。
即
ち
こ
の
思
惟
に
 

と
っ
て
は
、
暗
々
裏
の
内
に
、
人
間
存
在
に
お
け
る
い
わ
 ば
 
「
 今
 と
は
違
っ
た
 昔
 」
と
、
「
 今
 と
ほ
違
 う
 だ
ろ
う
 将
来
」
が
 、
 当
の
思
惟
 

の
 出
発
点
で
前
提
さ
れ
る
。
 

そ
う
で
あ
る
限
り
、
こ
の
思
惟
に
と
っ
て
は
、
「
復
帰
の
 
向
か
う
 先
 
（
有
限
な
る
人
間
存
在
）
」
つ
ま
り
、
 

人
 間
が
 
「
将
来
的
に
」
 

そ
こ
へ
と
帰
る
べ
き
、
当
の
人
間
の
「
過
去
の
」
 姿
 

が
 、
こ
の
復
帰
の
果
た
さ
れ
な
い
内
に
、
あ
る
意
味
で
 既
に
「
与
え
ら
れ
て
い
 

る
 」
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、
こ
の
「
有
限
 な
る
人
間
存
在
」
（
即
ち
、
人
間
の
未
来
に
し
て
過
去
）
 

が
 、
「
無
限
な
る
主
観
 

性
へ
の
変
転
」
（
即
ち
、
人
間
の
現
在
）
か
ら
の
一
種
の
 
構
成
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
可
能
性
を
示
唆
す
る
こ
と
に
 な
る
。
更
に
、
そ
も
そ
 

も
 出
発
点
で
の
「
無
限
な
る
主
観
性
へ
の
変
転
」
（
現
在
 
）
自
体
が
、
そ
れ
自
体
構
成
で
あ
る
「
有
限
な
る
人
間
 存
 在
 」
（
過
去
に
し
て
 将
 

来
 ）
か
ら
の
 
逆
 照
射
と
し
て
の
、
更
な
る
構
成
で
あ
っ
た
 可
能
性
を
も
示
唆
す
る
。
即
ち
こ
の
思
惟
 は
 、
現
在
に
 立
っ
て
そ
こ
か
ら
一
歩
 

も
 動
か
ず
、
常
に
そ
こ
か
ら
過
去
を
「
回
顧
 し
 」
、
回
顧
 さ
れ
た
過
去
を
未
来
に
「
投
影
す
る
」
。
さ
ら
に
こ
の
 

思
 准
 は
、
こ
う
し
て
「
 回
 

顧
 し
と
「
投
影
」
と
を
通
し
て
、
 

秘
 か
に
「
現
在
」
を
い
 
ち
 早
く
先
回
り
的
に
限
定
す
る
。
こ
こ
で
は
過
去
、
現
 在
 、
未
来
が
全
て
水
平
 

-
@
@
-
 

化
さ
れ
、
そ
の
「
事
象
」
の
 
a
c
 

牙
の
と
し
て
の
性
格
を
失
 

っ
て
い
る
。
こ
の
思
惟
の
「
所
与
の
事
象
」
た
る
「
（
 
人
 開
存
在
の
）
有
限
性
 ｜
 

無
限
性
」
は
、
結
局
は
分
析
的
二
分
法
の
分
析
者
自
身
に
 よ
る
対
自
化
に
止
ま
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
 
思
 惟
を
 
「
回
顧
的
（
懐
古
 

(284) 28 



的
 ）
思
惟
」
と
呼
ぼ
 

ぅ
 。
 

そ
も
そ
も
こ
の
思
惟
が
こ
う
し
て
回
顧
的
に
な
る
の
は
、
 

こ
の
思
惟
が
、
出
発
点
に
お
け
る
「
長
い
間
伝
承
さ
れ
 

て
き
た
人
間
の
定
め
 

 
 

が
い
ま
や
解
消
さ
れ
よ
う
と
す
る
危
険
」
（
つ
ま
り
「
 

無
 

て
こ
の
人
間
存
在
の
現
実
が
「
人
間
存
在
の
有
限
性
」
と
 

 
 

限
な
る
主
観
性
へ
の
変
転
」
）
を
、
あ
る
種
の
客
観
的
 

事
 

い
 う
 現
実
な
ら
ば
、
上
の
要
求
は
、
ど
こ
ま
で
も
こ
の
 

 
 

態
と
し
て
対
象
化
し
、
 

「
有
限
な
人
間
存
在
」
 

こ
れ
を
、
い
わ
ば
自
分
自
身
の
こ
と
と
し
て
「
引
き
受
け
 

な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
思
惟
に
と
っ
て
 

ほ
 、
「
人
間
 

存
在
の
有
限
性
」
が
 

、
 

こ
う
し
て
対
象
化
さ
れ
た
「
無
限
な
る
主
観
性
」
の
 

単
な
 
裏
面
と
し
て
要
請
さ
れ
る
に
止
ま
り
、
先
の
「
構
成
」
 

（
 
或
 い
ほ
「
抽
象
」
）
の
 

ま
ま
、
確
か
な
「
事
象
」
に
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
 

右
 の
 「
長
い
間
伝
承
さ
れ
て
き
た
人
間
の
定
め
」
自
体
が
 

、
 も
と
も
と
事
象
性
を
欠
 

い
た
空
虚
な
理
念
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
も
含
意
し
て
 

い
る
。
 

こ
れ
ら
の
点
へ
の
反
省
的
自
覚
か
ら
生
じ
た
の
が
所
謂
 

実
 存
 思
想
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
長
い
間
伝
承
さ
れ
て
 

き
 た
 人
間
の
定
め
」
と
 

い
っ
た
理
念
を
廃
し
、
人
間
存
在
の
現
実
か
ら
離
れ
な
い
 

思
惟
を
根
本
と
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
実
存
哲
学
の
第
一
 

の
 要
求
に
な
る
。
そ
し
 

一
 少
な
く
と
も
そ
の
前
期
に
お
い
て
は
明
ら
か
に
こ
の
 

思
想
線
上
に
あ
り
、
彼
の
言
 

う
 「
事
実
的
 

生
 」
あ
る
い
 

ほ
 「
事
実
的
実
存
」
の
概
念
 

 
 

鍵
が
 、
は
っ
き
り
と
こ
の
線
を
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
 

を
 示
し
て
い
る
。
 

-
3
@
 

従
っ
て
人
間
の
有
限
性
を
そ
れ
以
上
 

遡
れ
ぬ
基
本
的
所
与
と
し
て
 

 
 出

発
す
る
と
い
う
仕
方
で
の
思
惟
と
、
人
間
の
有
限
性
を
 

内
在
的
に
思
惟
す
る
こ
の
立
場
そ
の
も
の
が
そ
も
そ
 

も
 有
限
的
で
あ
る
と
い
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一
般
的
文
明
批
評
に
お
け
る
「
世
界
の
世
界
性
に
お
け
る
 危
険
」
に
面
し
て
の
思
惟
の
態
度
も
、
や
は
り
先
程
と
 同
じ
よ
う
に
、
「
 危
 

険
に
 曝
さ
れ
た
世
界
」
を
あ
る
種
の
客
観
的
な
事
態
と
し
 て
 表
象
 し
 、
そ
れ
と
共
に
、
「
世
界
が
か
っ
て
そ
う
で
あ
 っ
た
姿
 」
を
、
「
復
帰
 

に が 来 の と 危 実 で の 
移 賢の点 移険存ぎ白 しとな 惟はぅ 、 
ろ 明 「 か ら 」 哲 な ら か そ ら 所 

2 謂 危険」う。である 自己 ら考え ねばな につい 学、現 い 。も に適っ しなが の地平 ない二 

。 の て も て 象 と た ら と つ 関 的な も、所たし思想へ先程 係 触 ょ、 。 の議論 学、解 もとハ 人間に このま の循環 にして 思惟 、後と移っれなか と 期 彼 ただ を む こま 、 釈学 0 々デガ なるこ までは 構造と 一つの 

つ 

の   
(286)  30 



「 ミ 反歩 @ 」   

 
 

2
8
7
 

単
独
性
と
有
限
性
と
に
徹
し
た
、
「
不
安
」
に
あ
っ
て
 
不
 

一
九
二
 0
 年
代
後
半
か
ら
、
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
哲
学
は
そ
の
 

安
を
回
避
せ
ず
不
安
へ
と
開
か
れ
た
実
存
の
実
存
論
的
 

実
質
的
な
展
開
を
み
る
。
二
七
年
当
初
で
は
、
「
先
駆
的
 

分
析
を
通
じ
て
、
最
終
 

 
 

  ガ
 

 
 

 
 

3
 

  の 思惟一一 

こ り で れ 場 の 以   
て 。 の の の れ で こ 今 投 と 受 の 

た ぅ 世 と 

る 

  
題 で 思 味   
な態 ，、 だ 

お 支 

し てとこ へ   
は 移 の こ の から となる 人 り、や 同じ理 回顧 て 危険」 一般 後で って 危険 の危 。 は 白 さ の 間 



的
に
は
、
現
存
在
の
「
存
在
理
解
」
の
根
源
的
地
平
（
 つ
 ま
り
「
 テ
ソ
 ポ
ラ
リ
テ
ー
ト
」
）
か
ら
存
在
を
根
拠
づ
 
け
 る
と
い
う
、
根
源
 か
 

ら
 一
切
を
基
礎
づ
け
る
所
謂
超
越
論
的
立
場
が
採
ら
れ
る
 。
現
存
在
の
解
釈
学
か
ら
出
発
す
る
 円
 
存
在
と
時
間
口
 に
お
い
て
ほ
 、
 従
っ
て
 

現
存
在
の
根
源
性
が
自
ず
と
要
求
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
 存
 在
の
問
い
の
遂
行
に
際
し
、
ハ
 イ
デ
ガ
 ー
が
、
そ
も
そ
 も
 存
在
を
漠
然
と
で
も
 

理
解
し
て
い
る
現
存
在
と
い
う
存
在
者
に
定
位
し
、
な
お
 か
つ
、
徹
底
し
て
こ
の
存
在
者
に
内
在
的
な
立
場
か
ら
 こ
の
問
い
を
問
 う
 こ
と
 

か
ら
の
、
必
然
的
な
帰
結
で
も
あ
る
。
何
故
な
ら
、
こ
 う
 し
て
現
存
在
に
内
在
的
な
構
 制
 を
と
る
限
り
、
己
の
存
 在
 
（
の
 
溝
吐
と
 ム
と
 
い
 わ
 

ば
 余
す
と
こ
ろ
な
く
存
在
し
得
て
い
る
現
存
在
の
み
が
、
 存
在
を
問
ぃ
樹
げ
ら
れ
る
に
最
も
相
応
し
い
現
存
在
 た
 る
 資
格
を
右
す
る
こ
と
 

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
情
に
関
し
て
、
同
書
 第
四
五
節
か
ら
五
三
節
に
か
け
て
の
記
述
に
従
 う
 な
ら
 、
は
、
 
次
の
よ
う
に
言
い
 

得
る
。
 

現
存
在
の
根
本
体
制
 Q
q
E
 
コ
 Ⅰ
 つ
め
 
q
b
p
 

の
の
 

ロ
コ
 
幅
の
構
造
の
全
 体
が
 、
そ
れ
の
内
に
見
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
世
界
内
 
存
在
」
は
 、
 先
ず
そ
 

の
 構
造
の
全
体
と
し
て
は
「
関
心
」
を
、
そ
の
構
造
の
核
 心
と
し
て
は
「
開
示
性
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
 要
 裁
す
る
（
 慈
 
㏄
の
）
）
。
よ
に
だ
こ
う
 

し
て
描
か
れ
た
現
存
在
の
存
在
の
デ
ッ
サ
 ソ
 は
、
そ
れ
に
 げ
で
は
未
だ
根
源
的
で
ほ
な
い
。
こ
の
関
心
と
い
う
 構
 造
の
全
体
性
が
い
か
な
 

る
 範
囲
で
可
能
か
と
い
う
こ
と
を
論
定
し
得
る
に
は
、
 ，
 
し
の
闘
心
を
構
成
す
る
「
己
に
先
駆
け
て
」
の
 
@
n
 

甲
づ
 ミ
ミ
の
 
幅
 （
の
 
い
い
ム
 

の
）
と
い
う
 

契
機
を
、
い
わ
ば
そ
の
 最
 極
端
の
可
能
性
へ
ま
で
も
た
ら
 す
 
「
死
へ
の
先
駆
へ
の
全
校
」
（
 
総
 
2
6
 

の
）
が
必
要
で
あ
 

る
 。
こ
う
し
て
ひ
と
 

ま
ず
「
実
存
論
的
可
能
性
」
の
内
で
だ
け
、
現
存
在
の
全
 体
 存
在
可
能
は
表
明
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
ま
 ま
で
は
、
現
存
在
の
解
 

釈
の
根
源
性
 は
 な
お
ま
だ
達
成
さ
れ
な
い
。
こ
の
「
先
駆
 」
は
、
主
体
の
随
意
な
自
主
的
決
断
や
発
意
に
 よ
 る
も
 の
で
な
い
「
（
死
へ
の
 

先
駆
的
）
決
意
性
」
と
し
て
、
即
ち
 、
 己
に
係
わ
る
全
て
 に
 「
断
固
開
か
れ
て
在
る
こ
と
」
 
め
コ
 
（
の
の
 

目
 0
0
 
お
コ
ゴ
 
の
 
ぃ
 
（
 と
し
て
、
当
の
先
駆
が
 

「
現
に
」
可
能
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
現
象
的
基
盤
を
要
 
求
 す
る
。
即
ち
 、
 先
の
、
現
存
在
を
「
実
存
論
的
」
に
 有
限
化
し
て
か
か
る
 死
 

の
 現
象
の
、
今
度
は
「
実
存
的
」
 な
 証
言
が
、
こ
こ
で
 要
 求
 さ
れ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
一
は
こ
の
現
象
的
基
盤
を
「
 良
 心
 」
の
現
象
に
取
り
、
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こ
こ
か
ら
し
て
初
め
て
、
存
在
を
問
い
掛
け
る
に
値
す
 

-
 
る
 
根
源
的
現
存
在
の
解
釈
を
得
る
。
良
心
現
象
の
詳
細
に
 

つ
い
て
は
割
愛
す
る
 

が
 、
こ
う
し
て
根
源
化
（
つ
ま
り
全
体
化
に
し
て
本
来
化
 

）
さ
れ
た
現
存
在
の
根
本
徴
表
は
、
一
言
で
言
行
な
ら
 

ば
 、
「
 
可
死
的
 

」
「
有
限
 

的
 」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
死
を
そ
の
関
心
 

の
 
圏
内
に
含
み
、
有
限
性
に
徹
し
た
現
存
在
な
ら
ば
、
 

己
の
存
在
理
解
を
も
っ
 

て
 
、
存
在
一
般
の
根
源
的
な
解
釈
へ
と
向
か
い
得
る
 

、
と
 
い
 
5
 こ
と
の
、
実
存
的
 

｜
 実
存
論
的
保
証
を
、
ハ
イ
デ
 

ガ
 ー
は
こ
こ
で
得
る
。
 

こ
の
「
有
限
的
な
現
存
在
」
の
 

-
 
概
念
に
つ
い
て
は
、
二
九
 

年
 論
文
円
形
而
上
学
と
は
何
か
 

b
 に
お
い
て
、
そ
の
実
 

存
 的
な
側
面
が
ま
す
 

ま
す
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
来
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
の
 

現
存
在
は
、
「
無
の
中
へ
と
（
己
が
）
差
し
か
げ
ら
れ
て
 

在
る
こ
と
」
屯
田
の
ぎ
 

 
 

 
 

抽
 
の
す
 

巴
 
t
e
 

コ
ず
 

ユ
 
（
 ぎ
串
隊
之
は
 

田
の
（
毛
の
目
 

卜
し
 
）
を
 
、
そ
 

現
存
在
は
諸
存
在
者
の
平
面
を
、
在
在
者
で
は
「
無
い
」
 

存
在
の
本
質
現
成
そ
の
も
の
毛
の
お
口
の
の
こ
海
に
属
す
」
 

の
場
面
を
予
め
開
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
、
よ
り
原
理
 

 
 

 
 

の
 
最
も
顕
著
な
特
徴
と
す
る
。
 

無
 へ
と
差
し
か
げ
ら
れ
 

（
 
毛
 
。
 
ま
 Ⅰ
 
こ
 
）
。
従
っ
て
、
存
在
の
問
い
を
根
源
的
な
仕
 

存
在
の
世
界
へ
と
「
超
越
」
す
る
。
こ
れ
ほ
、
現
存
在
 

的
な
所
か
ら
の
捉
え
直
し
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
「
 

 
 

 
 

て
 在
る
こ
と
に
よ
っ
て
 

、
 

方
で
遂
行
す
る
現
存
在
 

が
 諸
存
在
者
と
の
交
渉
 

無
 」
は
、
「
根
源
的
に
 

 
 成
 自
体
に
お
け
る
日
常
性
の
「
 

穏
敵
 
性
格
」
と
を
考
慮
し
 

た
場
合
、
出
発
点
に
お
い
て
日
常
的
現
存
在
が
当
の
そ
 

0
 日
常
性
自
体
を
自
覚
 



的
に
問
題
と
す
る
こ
と
は
原
理
的
に
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
 る
 。
 

そ
の
限
り
に
お
い
て
、
彼
の
存
在
の
問
い
は
、
そ
の
出
発
 点
 に
お
い
て
、
こ
の
問
い
を
問
う
者
つ
ま
り
ハ
イ
 デ
ガ
｜
 

自
身
の
 

本
来
の
人
間
存
在
（
つ
ま
り
日
常
的
 穏
 敵
性
を
脱
し
た
人
 間
 存
在
）
へ
の
復
帰
を
 、
 何
ら
か
の
仕
方
で
含
む
問
い
 だ
と
い
う
こ
と
に
な
 

る
 。
そ
し
て
こ
の
「
本
来
の
人
間
存
在
へ
の
復
帰
」
と
は
 、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
彼
の
哲
学
の
徹
底
的
な
内
在
 性
格
か
ら
し
て
当
然
の
 

ぬ
く
 、
な
ん
ら
か
の
外
的
な
基
準
１
１
例
え
ば
既
成
の
道
 徳
 的
基
準
や
宗
教
的
基
準
 ｜
 をも
っ
て
す
る
「
復
帰
 」
で
は
あ
り
得
な
い
。
 

こ
こ
に
も
我
々
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
、
一
般
論
に
お
け
る
 復
帰
の
思
惟
、
つ
ま
り
「
回
顧
的
思
惟
」
と
、
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
そ
れ
と
の
違
 い
 

の
 一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
前
者
が
常
に
何
ら
 か
の
「
外
部
性
」
や
「
新
奇
性
」
例
え
ば
先
に
述
 べ
た
、
人
間
存
在
に
お
 

げ
る
「
 今
 と
は
違
っ
た
 背
 」
や
「
 今
 と
は
違
 う
 で
あ
ろ
う
 将
来
」
を
直
接
問
題
に
し
、
そ
の
結
果
却
っ
て
 自
 分
 自
身
の
現
状
を
も
 含
 

め
た
一
切
の
事
象
を
取
り
逃
が
す
思
惟
と
な
る
の
に
対
し
 、
後
者
は
逆
に
、
た
だ
一
つ
の
事
象
（
つ
ま
り
人
間
 存
 在
 が
も
と
も
と
そ
れ
で
 

あ
る
と
こ
ろ
の
有
限
性
）
へ
の
徹
底
的
な
内
在
的
立
場
を
 貫
く
こ
と
を
通
じ
て
、
却
っ
て
「
言
葉
に
な
り
え
な
い
」
 

外
部
性
や
新
奇
性
に
 、
 

一
つ
の
隠
れ
た
可
能
性
を
与
え
る
思
惟
と
な
る
。
 

以
上
、
前
期
思
想
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
、
ハ
イ
デ
ガ
一
 0
 人
間
に
つ
い
て
の
思
惟
の
基
本
姿
勢
を
見
て
き
た
。
 そ
の
根
木
要
件
を
一
 

言
 で
い
 う
 な
ら
、
人
間
存
在
は
も
と
よ
り
「
有
限
的
」
で
 あ
り
、
か
つ
、
こ
う
し
て
人
間
存
在
を
有
限
的
存
在
と
 し
て
規
定
す
る
ハ
イ
デ
 

ガ
｜
 自
身
、
そ
も
そ
も
「
有
限
的
」
 

な
 現
存
在
に
徹
し
て
 い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
者
 の
点
に
関
し
て
、
自
存
 

在
 と
時
間
口
で
は
特
に
表
に
現
れ
な
か
っ
た
こ
の
姿
勢
 
が
 、
む
し
ろ
積
極
的
に
思
惟
の
出
発
点
と
さ
れ
た
の
 
が
、
 先
の
二
九
年
論
文
 

（
円
形
而
上
学
と
は
何
か
し
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
だ
 

る
 ら
ノ
り
 

こ
う
し
た
、
 
死
 あ
る
い
は
無
に
よ
る
現
存
在
の
有
限
性
を
 重
視
す
る
姿
勢
は
、
後
期
の
著
作
に
お
い
て
も
や
は
り
 一
貫
し
て
維
持
さ
れ
 

る
 。
一
九
四
九
年
に
上
の
円
形
而
上
学
と
は
何
か
 ヒ
 の
 序
論
と
し
て
付
さ
れ
た
小
論
の
中
で
、
先
の
「
関
心
」
は
 

、
 「
存
在
の
開
性
 0
 時
の
 
コ
 。
 (290)  34 



 
 

け
ら
れ
る
（
委
ね
ら
れ
る
）
」
と
い
う
事
態
、
或
い
は
「
 

既
に
引
受
げ
ら
れ
て
い
る
（
既
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
）
」
 

事
態
が
、
こ
こ
で
の
中
 

て
 成
り
立
た
し
め
る
「
歴
史
と
し
て
の
存
在
」
を
 問
 顔
 に
す
る
立
場
へ
と
移
る
。
こ
こ
で
は
も
は
や
現
存
在
 は
 、
自
分
自
身
の
存
在
や
自
 
け
 

 
 
 
 

3
5
 

 
 

し
の
存
在
を
「
引
き
受
け
る
」
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
 現
 存
在
が
こ
の
存
在
に
「
引
受
 

ハイデ ガ 一の思惟   
サ @ ヒ 

ヤ @ し 

  

  に さ 論 

瑳フた Ⅰ Ⅰ 

時間口 を潜め いなげ こ り 、 「 内   
の よ 
現 ぅ   

  
を 彼 な い のしはこ 存な姿 こ は 本 に 
現 は 
存 持 
往 に 
と 後 点、 い 死 、 人 間 
し 期   



も
と
も
と
ハ
イ
デ
ガ
一
の
哲
学
 は
、
 既
に
見
た
よ
う
に
、
 そ
の
成
立
当
初
（
主
に
日
存
在
と
時
間
ヒ
）
よ
り
、
「
 
不
 安
 」
や
「
退
屈
」
と
 

い
っ
た
存
在
問
題
自
体
の
気
分
的
性
格
を
強
調
し
て
い
た
 。
こ
れ
ら
の
気
分
の
存
在
論
的
規
定
は
、
現
存
在
を
し
 て
そ
の
存
在
そ
の
も
の
 

に
い
わ
ば
直
面
さ
せ
る
、
従
っ
て
同
時
に
現
存
在
を
し
て
 常
に
そ
の
存
在
か
ら
逃
れ
さ
せ
る
、
「
根
本
情
態
性
」
で
 あ
っ
た
（
の
 
N
 ト
簿
 
b
.
 

）
。
 

そ
し
て
 
円
 
哲
学
 ｜
 それ
は
何
か
 b
 （
 
お
き
 ）
で
、
（
存
在
 
の
 ）
思
惟
は
事
象
の
曲
。
 
き
め
 
「
 
声
 」
の
ヱ
日
 
ヨ
 の
に
い
わ
 ば
 
「
歩
調
を
合
わ
せ
」
 

の
ぎ
の
 
ヰ
ま
日
盤
 つ
つ
事
象
を
「
規
定
す
る
」
 ぎ
の
 
（
 
ま
 日
の
 
コ
か
 
り
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
Ⅱ
 
リ
、
と
 舌
ロ
わ
れ
る
よ
 
う
 に
 、
卜
 し
 ぅ
 し
た
、
あ
る
特
定
の
 

気
分
を
離
れ
る
こ
と
の
な
い
存
在
の
思
惟
と
い
う
こ
と
は
 、
前
期
・
後
期
を
通
じ
て
一
貫
し
て
変
わ
ら
ぬ
ハ
イ
デ
 ガ
 l
 哲
学
の
 ジ
ヱ
不
う
 

ル
 ・
リ
マ
ー
ク
ス
の
一
つ
と
考
え
て
よ
い
。
以
下
で
は
、
 こ
の
後
期
に
お
け
る
、
歴
史
的
な
観
点
か
ら
の
、
あ
る
 特
定
の
気
分
の
内
で
の
 

「
存
在
へ
の
呼
応
的
連
繋
」
に
つ
い
て
少
し
詳
し
く
見
て
 
み
よ
う
。
 

ハ
イ
デ
 ガ
 ー
 は
 、
歴
史
の
本
質
と
し
て
の
存
在
に
気
分
的
 に
 応
答
す
る
限
り
で
の
み
、
思
惟
は
存
在
の
思
惟
と
し
 て
の
資
格
を
持
っ
と
 

考
え
、
更
に
所
謂
「
来
る
べ
き
哲
学
」
を
も
含
む
、
お
 ょ
 そ
 哲
学
た
る
哲
学
の
全
て
が
、
根
本
に
お
い
て
は
そ
 う
 で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 

4
 

心
的
な
問
題
と
な
る
。
こ
の
「
引
受
け
」
は
、
人
間
の
存
 在
へ
の
「
帰
属
」
 い
目
潟
ま
 
Ⅱ
 
俺
オ
 
の
ぎ
或
い
は
「
呼
応
」
 
し
 コ
 （
の
 
も
 Ⅱ
の
 
O
 
す
 E
 コ
 ㎎
即
ち
 、
 

人
間
（
思
惟
）
と
存
在
と
の
「
呼
応
的
連
繋
」
に
な
る
。
 そ
し
て
、
こ
の
「
引
受
け
 ろ
 し
こ
と
と
「
引
き
受
げ
ら
 も
れ
 
ろ
 Ⅰ
 こ
ン
 
し
も
ま
た
、
 

先
の
 
「
人
間
の
世
界
支
配
」
か
ら
「
人
間
の
世
界
受
容
」
 へ
と
い
っ
た
、
世
界
に
対
す
る
人
間
の
能
動
的
関
与
 か
 ら
 受
動
的
開
与
へ
の
 移
 

行
 を
言
 う
 立
場
即
ち
、
回
顧
的
立
場
１
１
と
は
、
 根
 本
 的
に
異
な
る
立
場
か
ら
問
題
に
さ
れ
る
。
 次
 章
で
 ナ
 
」
の
こ
と
を
考
察
し
よ
 

ナ
り
ノ
 

0
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「退歩」 一 一 ハイデ ガ 一の 居 、 惟 一一 

  
@ @ Ⅰ て 科 鎖 れ 

メ の 
/ レ     
の イ   
ラ ガ   
「 人の l 
間 宮 

葉 の 、 に 
存 お 
往 け 
ほ ろ 
対   

す天 

て 

き 匡ヨ 

㌍ 有 

    
， と 
」 遣   
が 、 、 と 
「 
二 人   
十 間 ゅ と 定 に な 
年 官 

を 骨   
か と   
げ の   
て 関 下 算 に 人 じ 
用 係 ㊥に よ 間 遮 
意 が よ っ の め さ っ て 開 ら 

37 (293) 

-
5
-
 

Q
q
 

仁
コ
 

印
 す
の
 
N
/
 ㎎
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
で
 める
」
と
、
 

ム
 

W
.
 
ビ
一
 メ
ル
 ほ
 あ
る
講
演
で
語
っ
た
。
こ
れ
ほ
次
の
 ハ
イ
 ヂ
ガ
 ー
の
言
葉
を
 

受
け
た
も
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
彼
に
 よ
 る
な
ら
、
こ
 
う
 
し
て
人
間
ほ
改
め
て
存
在
へ
の
気
分
的
な
呼
応
と
い
う
 連
繋
に
「
入
ら
ね
ば
な
 

ら
な
い
」
の
に
先
立
っ
て
、
人
間
は
も
う
既
に
、
現
代
と
 い
う
 時
代
を
特
徴
づ
け
る
「
技
術
」
の
本
質
で
あ
る
「
 集
｜
立
 」
 Q
 の
。
の
（
の
 

臣
と
 

い
 5
 存
在
へ
と
、
現
に
帰
属
し
て
「
し
ま
っ
て
い
る
」
（
 
円
刃
 ぃ
ひ
 
。
 
頷
 ）
。
「
 
集
 １
式
」
と
は
、
「
現
実
の
全
て
を
役
立
 

つ
も
の
と
し
て
仕
立
て
 

る
 在
り
万
に
お
い
て
 露
 と
な
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
 
人
間
を
立
た
せ
る
、
即
ち
挑
発
す
る
、
そ
の
立
た
せ
る
 と
い
う
こ
と
（
の
（
の
ま
 
コ
 ）
 

を
集
め
て
（
③
・
）
ゆ
く
も
の
」
（
円
刃
 き
 。
 
燵
 ）
の
こ
と
で
 
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
ゲ
シ
ュ
テ
ル
と
い
う
 ザ
 イ
ソ
へ
の
 無
条
件
的
帰
属
が
土
台
 

に
な
っ
て
初
め
て
、
思
惟
と
存
在
と
の
無
垢
な
る
相
即
 関
 係
 
（
つ
ま
り
呼
応
関
係
）
が
、
そ
れ
と
し
て
浮
か
び
 得
た
と
も
言
い
得
る
。
 

「
ハ
 イ
ヂ
ガ
 ー
が
、
自
己
固
有
の
使
命
に
た
い
す
る
人
 
間
の
閉
鎖
性
に
つ
い
て
語
る
と
 
き
 、
彼
は
人
間
の
 、
存
 在
 に
対
す
る
根
本
連
繋
 



白 ま ら 現 を うとまで ら 、 応と しでム ズ を 合板割 り独 た身つ し 代 」 
「
計
算
に
よ
っ
て
意
の
ま
ま
に
な
す
」
人
間
の
こ
と
で
あ
 
り
、
 総
じ
て
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
こ
こ
で
、
人
間
と
存
在
と
 の
 根
本
連
繋
が
 、
 

と
い
う
時
代
に
お
い
て
、
人
間
を
し
て
人
間
自
身
を
閉
塞
 せ
し
め
る
連
繋
と
し
て
、
更
に
、
世
界
を
し
て
科
学
的
 Ⅱ
技
術
的
世
界
 た
 

め
る
連
繋
と
し
て
、
現
出
し
て
い
る
、
と
考
え
る
。
こ
れ
 が
 上
に
述
べ
た
、
人
間
が
既
に
「
 集
｜
立
 」
と
い
う
 存
 在
 に
帰
属
し
て
し
 

て
い
る
と
い
う
こ
と
の
、
現
代
に
お
け
る
本
質
的
な
発
 現
 型
で
あ
る
。
 集
｜
 立
の
内
に
在
る
人
間
は
、
「
科
学
的
 Ⅱ
技
術
的
に
自
分
 

と
 自
分
の
世
界
と
を
」
「
計
算
に
よ
っ
て
意
の
ま
ま
に
な
 
す
 」
 よ
う
 に
、
そ
の
よ
う
に
「
定
め
ら
れ
て
い
る
」
。
 

だ
し
現
代
が
技
術
の
時
代
で
あ
る
と
い
う
こ
の
見
解
そ
の
 も
の
は
、
そ
れ
と
し
て
は
さ
ほ
ど
独
創
的
で
あ
る
わ
 け
 で
は
な
い
。
そ
の
 

性
は
次
の
点
に
あ
る
。
即
ち
 、
 彼
は
こ
の
技
術
と
い
う
 時
 代
 性
格
を
、
そ
の
本
質
で
あ
る
 集
｜
 立
と
い
う
レ
ベ
ル
 で
も
た
ら
す
 、
ょ
 

頓
的
な
存
在
の
歴
史
的
動
向
 N
g
 

的
を
見
る
こ
と
、
及
び
 

、
こ
の
動
向
を
 、
 彼
は
古
く
ほ
ギ
リ
シ
ャ
（
フ
ォ
ア
 ゾ
 ク
ラ
テ
ィ
 l
 カ
 I
 

め
て
）
時
代
に
ま
で
遡
る
、
二
千
年
以
上
に
渡
る
存
在
の
 歴
史
的
運
命
（
「
暦
運
」
）
と
考
え
、
こ
の
 
集
｜
 立
と
い
 う
 一
種
の
ニ
ヒ
リ
 

ぬ
 構
造
に
つ
い
て
、
こ
れ
の
 元
 初
に
お
け
る
萌
芽
的
形
態
 弩
 
古
代
ギ
リ
シ
ャ
人
の
思
索
に
ま
で
遡
っ
て
追
跡
 す
 る
こ
と
、
こ
の
こ
 

あ
る
。
こ
の
「
追
跡
」
を
導
く
彼
自
身
の
「
先
祖
」
は
 、
 「
こ
と
の
起
こ
り
か
ら
し
て
始
め
か
ら
」
全
て
が
自
ら
に
 
適
っ
た
自
ら
に
 相
 

ぃ
 在
り
方
を
し
て
い
な
い
、
と
い
う
洞
察
を
導
く
、
そ
の
 同
じ
免
税
で
も
あ
る
。
人
間
の
人
間
性
に
お
け
る
危
機
 は
、
 彼
に
よ
る
な
 

「
や
や
も
す
れ
ば
致
命
的
に
作
用
し
か
れ
な
い
技
術
の
磯
 
械
や
器
具
か
ら
初
め
て
や
っ
て
来
る
の
で
は
な
い
。
 本
 当
の
危
機
 は
、
も
 

う
の
昔
に
、
人
間
を
そ
の
本
性
の
中
で
襲
っ
て
来
て
い
 る
 」
（
 
円
パ
お
 ）
。
こ
こ
で
我
々
は
、
本
論
冒
頭
で
述
べ
た
 、
「
人
間
が
今
日
 

一
度
も
自
ら
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
り
得
な
か
っ
た
 、
そ
 の
 自
ら
に
適
っ
た
人
間
に
な
る
こ
と
が
、
人
間
に
拒
絶
 さ
れ
て
い
る
と
 ぃ
 

れ
た
現
代
と
い
う
時
代
」
（
前
掲
書
簡
）
に
お
い
て
ほ
 
、
 本
来
の
人
間
へ
の
復
帰
に
対
す
る
人
間
自
身
に
 よ
 る
 拒
 否
 と
い
う
連
繋
と
し
て
 

現
出
し
て
お
り
、
更
に
は
、
「
人
間
が
科
学
的
 ト
 技
術
的
 世
界
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
と
し
て
現
出
し
 て
い
る
、
と
ハ
イ
デ
 
ガ
 

｜
は
 考
え
る
。
「
科
学
的
Ⅱ
技
術
的
世
界
に
閉
じ
込
め
ら
 れ
て
い
る
」
人
間
と
は
、
「
科
学
的
Ⅱ
技
術
的
に
自
分
 自
身
と
自
分
の
世
界
と
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5
 

「
人
間
が
今
日
ま
で
一
度
も
自
ら
に
相
応
し
い
も
の
で
 

在
 
9
 行
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
ハ
イ
 

ヂ
ガ
 
l
 の
言
う
人
間
 

が
、
 
「
か
つ
て
は
自
ら
に
相
応
し
い
も
の
で
在
っ
た
人
間
 

 
 

思
惟
は
、
「
 

今
 ほ
こ
う
 

だ
が
昔
は
違
っ
た
」
と
い
っ
た
仕
方
で
の
回
顧
的
（
懐
古
 

的
 
）
思
惟
で
は
な
く
、
「
こ
と
の
起
こ
り
か
ら
し
て
 

初
 め
か
ら
こ
 

う
 で
あ
っ
た
」
 

と
い
う
仕
方
で
の
思
惟
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
「
 

も
と
も
と
そ
う
で
あ
る
」
と
い
う
例
え
ば
、
人
間
 

ほ
 「
も
と
も
と
」
有
限
 

的
で
あ
る
と
い
う
先
の
「
構
造
論
的
」
（
或
い
は
 

共
 
特
約
）
次
元
で
の
表
現
が
 

、
 「
こ
と
の
起
こ
り
か
ら
し
 

て
 
初
め
か
ら
」
と
い
う
 

「
歴
史
的
」
（
 

或
 い
ほ
適
時
的
）
次
元
で
の
表
現
へ
と
移
っ
 

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
だ
け
の
こ
と
な
ら
、
 

な
に
も
二
千
年
に
渡
る
 

 
 

 
 

 
 

性
 が
今
こ
そ
集
中
的
に
示
さ
れ
っ
つ
あ
る
そ
の
仕
方
 

の
こ
と
と
な
る
。
即
ち
、
存
在
の
歴
 

運
は
 
、
今
ま
さ
に
 

そ
の
切
っ
先
に
お
い
て
、
人
の
 

 
 

相
応
し
い
も
の
で
あ
り
得
な
か
っ
た
」
、
そ
う
い
う
存
在
 

 
 

 
 立

た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
彼
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
い
わ
ば
 

不
 
ガ
テ
ィ
フ
な
仕
方
で
の
人
間
性
に
つ
い
 

て
の
思
惟
は
、
人
間
と
 

う
 危
険
」
と
い
う
彼
の
言
葉
に
、
も
う
一
度
戻
ろ
う
。
 



ほ
い
か
に
あ
る
べ
き
か
と
い
っ
た
、
積
極
的
な
理
念
的
 規
 定
を
何
一
つ
含
ん
で
い
な
い
。
こ
の
こ
と
自
体
は
 、
こ
 れ
ま
で
に
述
べ
た
彼
の
 

思
惟
の
性
格
か
ら
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
 今
 問
題
は
も
っ
と
先
ま
で
き
て
い
る
。
こ
こ
で
彼
の
 
@
 ぅ
 
「
 集
｜
立
 」
そ
し
て
 

「
危
険
」
に
つ
い
て
、
も
う
一
度
更
に
立
ち
入
っ
て
考
え
 
て
み
よ
う
。
 

存
在
の
歴
 運
は
 今
ま
さ
に
、
人
間
と
い
う
存
在
者
を
 、
 「
 今
日
ま
で
一
度
も
自
ら
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
り
得
な
 か
っ
た
」
 、
そ
 5
 い
う
 

存
在
者
と
し
て
、
は
っ
き
り
と
際
立
た
せ
よ
う
と
し
て
い
 る
、
と
今
 述
べ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
 
ょ
う
 に
思
惟
す
る
 
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
思
惟
は
 、
 

存
在
に
呼
応
す
る
限
り
で
の
そ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
 い
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
人
 間
を
際
立
た
せ
よ
 う
と
 

し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
当
の
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
と
い
う
人
間
 の
 思
惟
に
「
証
取
り
か
け
て
」
 き
 ㏄
 
づ
廿
ぉ
ぎ
目
 
来
て
い
る
 
（
円
本
ま
）
、
あ
る
い
 は
 

ハ
イ
デ
 ガ
 ー
と
い
う
人
間
の
思
惟
が
、
ま
さ
に
こ
れ
に
「
 応
じ
て
語
っ
た
」
の
 目
 （
 屯
 r
e
c
 

す
の
コ
 角
木
 
に
 ）
、
そ
の
 存
 在
 と
は
、
や
は
り
な
ん
 

ら
か
の
意
味
で
、
「
今
日
ま
で
一
度
も
自
ら
に
相
応
し
い
 
も
の
で
あ
り
得
な
か
っ
た
」
そ
う
い
う
存
在
と
し
て
、
 か
 つ
 、
こ
の
こ
と
が
ま
 

さ
に
こ
の
こ
と
と
し
て
、
現
代
に
お
い
て
自
ら
集
中
的
に
 現
れ
出
て
い
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
「
存
在
」
で
な
 げ
 れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
 

5
 。
そ
れ
が
先
の
「
 集
｜
立
 」
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
。
 

即
ち
ハ
 イ
デ
ガ
 ー
は
、
人
間
が
い
わ
ば
始
め
か
ら
「
 己
自
 身
の
固
有
性
の
外
に
あ
る
」
こ
れ
ほ
人
間
の
被
 投
 的
 有
限
性
の
原
理
的
 

な
 捉
え
直
し
で
あ
る
よ
う
に
、
存
在
も
こ
と
の
 起
ナ
 し
り
か
ら
し
て
既
に
「
 
己
 自
身
の
外
に
」
あ
り
、
か
つ
、
 

今
や
現
代
と
い
う
時
代
 

に
お
い
て
こ
の
存
在
は
、
 
己
 自
身
を
ど
こ
ま
で
も
隠
す
 、
 そ
の
 最
 極
端
の
形
で
あ
る
 集
｜
 立
と
し
て
「
性
起
」
 
由
 r
e
 

蒔
田
 

の
 （
つ
ま
り
「
 非
 

%
 超
」
 目
 8
%
 田
の
 ）
す
る
、
と
考
え
る
。
在
る
と
言
わ
 れ
る
べ
き
全
て
の
も
の
を
ま
さ
に
在
ら
し
め
る
は
ず
の
 ザ
イ
ン
は
、
そ
れ
が
 技
 

術
の
本
質
で
あ
る
 集
｜
 立
と
し
て
現
成
す
る
限
り
、
「
 
凡
 そ
 在
る
と
言
わ
れ
る
べ
き
も
の
に
対
し
て
、
そ
れ
と
は
 逆
行
す
る
関
係
の
中
へ
 

強
要
す
る
」
（
 づ
木
き
 ）
。
 

た
だ
こ
れ
だ
け
で
は
、
こ
の
「
凡
そ
在
る
と
言
わ
れ
る
べ
 き
も
の
に
対
し
て
、
そ
れ
と
は
逆
行
す
る
関
係
の
中
へ
 強
要
す
る
」
と
い
う
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こ
と
自
体
を
思
惟
す
る
思
索
者
（
つ
ま
り
ハ
イ
デ
 

ガ
 ー
）
 
0
 
位
置
が
な
お
明
確
で
な
い
。
こ
の
逆
行
関
係
に
呑
み
 

ぬ
 ま
れ
、
こ
れ
を
強
要
 

さ
れ
る
だ
け
の
人
間
に
対
し
て
、
こ
う
し
た
事
態
そ
の
 

も
の
を
思
惟
す
る
思
索
者
の
役
割
 

は
 、
こ
の
「
強
要
」
に
 

面
し
て
、
逆
に
こ
の
 

「
強
要
」
そ
の
も
の
の
極
限
の
可
能
性
へ
ま
で
先
駆
 

し
、
 
こ
の
「
強
要
」
そ
の
も
の
を
、
む
し
ろ
そ
の
よ
り
大
き
 

な
 可
能
性
へ
と
放
ち
入
 

れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
点
に
 

、
 先
の
人
間
の
 

世
界
支
配
か
ら
世
界
受
容
へ
の
移
行
を
問
題
に
す
る
 

回
 
顧
 的
立
場
と
の
、
前
に
 

も
 増
し
て
本
質
的
な
相
違
が
現
れ
る
。
自
ら
の
何
で
あ
っ
 

た
か
を
集
中
的
に
想
起
す
る
（
回
顧
で
は
な
い
）
「
回
想
 

的
 思
惟
」
 

臣
コ
 
&
 
の
已
お
コ
 

は
 
、
同
時
に
、
将
来
へ
と
向
け
て
時
代
を
開
く
「
先
駆
的
 

思
惟
」
 

せ
 
0
q
 

諸
 き
の
口
で
も
あ
る
（
 

お
 ）
 
お
 ご
 %
 
撰
に
 
ば
 ロ
口
 
お
 ）
。
「
始
源
的
 

に
 
思
惟
す
る
努
力
は
 

、
 過
ぎ
去
っ
た
も
の
を
再
び
新
た
に
 

せ
ん
と
す
る
無
意
味
な
意
志
で
は
決
し
て
な
く
、
む
し
 

ろ
そ
の
 

逸
 早
 き
 始
源
的
 

な
も
の
が
、
今
ま
さ
に
到
来
し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
 

驚
鍔
 
し
の
Ⅱ
 

降
 
a
u
 

口
の
 

コ
 
」
（
円
刃
 

燵
 ）
、
 
驚
 博
し
つ
つ
、
来
る
べ
 

き
 「
存
在
の
本
質
現
成
 

毛
 の
の
目
の
座
の
（
 

び
 
（
田
の
を
準
備
す
る
（
建
て
る
 

田
 Ⅰ
⑬
）
」
 

（
円
本
 

き
 ）
。
こ
う
し
て
過
去
を
回
顧
し
て
将
来
を
 

予
測
す
る
の
で
は
な
く
 

将
来
へ
と
向
け
て
過
去
を
取
り
戻
す
（
反
復
す
る
）
 

こ
と
ほ
、
同
時
に
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
「
現
在
（
 

現
 
代
 ）
」
を
そ
れ
と
し
て
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

イ
 存
在
へ
の
、
当
の
思
惟
の
側
で
の
呼
応
と
い
う
仕
方
 

で
な
さ
れ
る
「
耐
え
抜
 

き
 」
と
な
る
。
こ
れ
は
所
謂
 

「
存
在
忘
却
」
が
、
ま
さ
に
 

「
存
在
忘
却
と
し
て
」
、
当
の
忘
却
の
忘
却
か
ら
呼
び
 

覚
ま
さ
れ
て
来
る
と
い
う
歴
史
的
事
態
の
 

、
 別
の
姿
 

で
も
あ
る
。
思
惟
（
人
間
）
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な
る
も
の
へ
の
先
駆
け
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
先
駆
的
、
 回
想
的
思
惟
は
「
退
歩
の
思
惟
」
と
呼
ば
れ
る
（
 乙
 ・
 H
 
口
お
 田
 ）
。
即
ち
、
「
 
己
 

自
身
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
」
へ
の
「
存
在
そ
の
も
の
の
 退
歩
」
に
呼
応
す
る
、
「
思
惟
の
退
歩
」
で
あ
る
。
 

更
に
こ
の
 集
｜
 立
を
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
「
危
険
」
と
い
う
 形
 で
 思
惟
す
る
の
で
あ
っ
た
（
 づ
木
舖
 。
 4
0
 
こ
 。
そ
れ
ほ
 こ
の
 集
｜
 立
の
「
 挑
 

発
 」
呂
の
曲
目
の
Ⅱ
。
孟
の
Ⅱ
 

コ
 （
 
娩
 出
）
に
 、
 千
ガ
 テ
 。
 ブ
 な
形
 で
 潜
む
「
 露
開
 」
同
局
さ
の
梱
の
目
と
い
う
構
造
が
（
 

づ
木
 ）
 
窪
 .
 
）
、
ま
さ
に
そ
の
 
ネ
 

ガ
テ
ィ
ブ
な
形
の
ま
ま
 集
｜
 立
と
し
て
現
れ
る
こ
と
に
よ
 っ
て
 、
 却
っ
て
 己
 自
身
を
訴
え
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
 を
 、
そ
れ
と
し
て
明
示
 

す
る
た
め
で
あ
る
。
舌
ロ
 
い
 換
え
る
な
ら
、
 集
｜
 立
と
し
て
 の
 ザ
イ
ン
へ
の
人
間
の
帰
属
の
内
に
ほ
、
同
時
に
 、
ア
 レ
 テ
イ
ア
、
即
ち
存
在
 

の
 隠
れ
無
さ
 C
 コ
づ
 
の
手
。
お
の
 

3
%
 ざ
の
生
起
へ
の
、
人
間
 の
あ
る
意
味
で
創
造
的
な
開
手
と
い
う
構
造
が
潜
む
。
 ，
 
」
 れ
ば
、
 先
に
述
べ
た
、
 

「
回
想
的
思
惟
」
が
「
先
駆
的
思
惟
」
で
も
あ
る
と
い
う
 
、
思
惟
の
側
に
対
応
す
る
、
存
在
の
側
で
の
表
現
で
あ
 
る
 。
即
ち
 、
集
｜
 立
の
 

本
質
現
成
の
内
に
ほ
、
「
存
在
の
本
質
現
成
の
忘
却
が
自
 
ら
 向
 き
 変
わ
る
黒
目
よ
 コ
 よ
う
な
、
向
き
直
り
木
の
耳
 の
の
可
能
性
が
隠
さ
れ
 

て
い
る
」
（
円
刃
 
き
 ）
。
こ
の
意
味
で
の
「
 
集
｜
立
 」
は
 、
 ハ
イ
デ
 ガ
 1
 日
 く
 、
「
存
在
の
 ニ
 ポ
ッ
ク
 的
 諸
形
態
」
、
 つ
ま
り
、
「
表
象
 し
 」
 

づ
 0
 
ぺ
の
 
（
四
 
%
 コ
 「
用
立
て
」
 
ヴ
 の
の
（
の
 

コ
 の
 
口
 「
追
い
立
て
る
」
 コ
 a
c
 
ア
の
 
（
の
 
ド
 
～
の
 
コ
 「
意
志
へ
の
意
志
」
の
続
行
と
、
「
性
起
の
 
内
へ
の
存
在
の
変
転
」
 

と
の
、
「
中
間
」
で
あ
る
（
 
目
簿
 ）
。
こ
の
「
中
間
」
は
 
、
 前
と
後
ろ
に
顔
の
あ
る
「
 ヤ
ヲ
ス
 の
 頭
 」
（
ま
ミ
）
 の
 そ
れ
で
あ
る
。
即
ち
 、
 

「
 己
 自
身
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
」
の
か
く
も
集
中
的
な
 生
起
は
 、
 却
っ
て
「
 己
 自
身
と
な
る
こ
と
」
を
最
も
強
 く
 招
来
す
る
何
ら
か
の
 

「
合
図
」
と
な
る
、
と
彼
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
一
つ
の
 
比
嚥
が
 許
さ
れ
る
な
ら
、
あ
た
か
も
臨
終
に
お
い
て
、
 そ
の
人
の
人
生
の
何
で
 

あ
っ
た
か
が
彼
自
身
に
集
中
的
に
現
れ
る
よ
 う
 に
、
世
界
 の
 「
臨
終
」
に
お
い
て
、
こ
の
世
界
の
歴
史
の
何
で
あ
 っ
 た
か
が
、
世
界
自
身
 

に
 集
中
的
に
現
れ
る
、
と
で
も
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
 或
い
 は
、
 死
を
覚
悟
し
た
人
に
お
い
て
、
そ
の
人
生
を
成
す
 諸
々
の
全
て
が
、
一
転
 

し
て
「
良
き
」
そ
れ
と
し
て
集
中
的
に
顕
現
す
る
 よ
う
 に
 、
か
の
世
界
の
「
臨
終
」
に
お
い
て
も
、
こ
の
臨
終
 
を
 共
に
生
き
「
 死
 」
 を
 

「
 死
 」
と
し
て
能
く
す
る
有
限
な
る
人
間
の
思
惟
と
の
 呼
 応
の
内
で
な
ら
ば
、
当
の
世
界
を
成
す
諸
々
の
全
て
が
 、
そ
の
在
る
べ
 き
 
「
 
良
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ハ
イ
デ
 

ガ
 ー
は
、
こ
う
し
た
一
連
の
戯
画
的
と
も
思
え
る
 

表
現
の
中
で
、
い
わ
ば
「
全
体
が
一
転
し
て
絶
対
の
他
 

を
 告
知
す
る
」
と
い
 

う
 論
理
を
展
開
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
論
理
は
、
「
 

機
 関
 （
器
官
）
Ⅱ
障
害
の
弁
証
法
」
存
在
の
現
成
の
「
 

障
害
」
が
同
時
に
そ
の
 

 
 

 
 

 
 

の
る
彼
の
退
歩
的
思
惟
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
論
理
は
 

思
 

あ
る
意
味
で
自
然
で
あ
る
。
こ
の
種
の
論
理
そ
の
も
の
に
 

対
す
る
批
判
 

や
 、
そ
の
「
論
 

務
 
理
と
し
て
の
」
内
的
な
可
能
性
に
つ
い
て
の
議
論
Ⅱ
し
た
い
の
は
、
前
期
に
お
い
て
、
彼
が
現
存
在
に
 

 
 

 
 

歴
史
的
な
存
在
へ
の
呼
応
的
視
点
か
ら
こ
れ
を
問
題
 

に
す
る
と
き
も
、
共
に
彼
は
、
存
在
問
題
の
原
点
に
何
 

ら
か
の
「
全
体
性
」
を
据
え
 

 
 

、
「
死
へ
の
先
駆
的
決
意
性
」
と
い
う
現
存
在
の
全
体
 

性
 （
本
来
性
と
共
に
）
で
あ
 

 
 

り
 、
後
期
で
は
、
先
の
集
 

｜
 立
と
い
う
、
己
の
外
に
は
 

立
 
息
 
味
も
価
値
も
目
的
も
何
一
つ
残
さ
な
い
、
二
千
余
年
の
 

歴
史
を
射
程
に
入
れ
た
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6
 

き
 」
姿
を
集
中
的
に
顕
現
す
る
、
と
も
言
い
得
る
だ
ろ
う
 

か
 。
即
ち
、
こ
の
「
臨
終
」
つ
ま
り
危
険
の
内
に
 あ
る
世
界
１
１
 
は
、
そ
 

も
そ
も
そ
れ
と
し
て
現
出
す
る
た
め
に
、
人
間
の
本
来
的
 

な
 思
惟
を
必
要
と
し
、
世
界
を
世
界
と
し
て
、
歴
史
を
 

歴
史
と
し
て
、
一
切
な
 

「
全
体
と
し
て
」
見
え
し
め
る
集
中
的
な
場
を
必
要
と
す
 

る
 。
こ
の
場
と
な
る
べ
 き
 人
間
の
本
来
的
思
惟
と
は
、
 
そ
れ
が
本
来
の
人
間
の
 

思
惟
で
あ
る
限
り
、
同
時
に
「
死
に
臨
む
思
惟
」
で
な
 

げ
 れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ハ
 
イ
デ
ガ
 ー
の
存
在
へ
の
 
問
 い
は
、
常
に
「
死
へ
の
 

存
在
」
た
る
人
間
を
要
求
す
る
問
い
で
あ
っ
た
。
 



現
代
の
全
体
的
在
り
方
で
あ
る
。
 

こ
う
し
た
形
で
全
体
性
を
問
題
と
す
る
限
り
、
前
期
、
後
 期
を
通
じ
た
ハ
 
イ
デ
ガ
 ー
の
思
惟
が
、
本
論
冒
頭
で
述
 べ
た
人
間
や
世
界
の
 

危
機
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
思
惟
、
つ
ま
り
回
顧
的
思
惟
 に
お
い
て
措
定
さ
れ
た
、
「
（
人
間
や
世
界
が
）
も
と
も
 

と
そ
う
で
あ
っ
た
 姿
 」
 

や
 
「
（
人
間
や
世
界
の
）
あ
る
べ
き
姿
」
を
含
み
得
な
い
 

の
は
当
然
で
あ
る
。
前
期
で
の
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
思
惟
は
 、
自
己
そ
の
も
の
を
 受
 

入
れ
自
己
の
内
へ
と
沈
潜
す
る
こ
と
、
及
び
、
自
己
の
属
 す
る
世
界
そ
の
も
の
を
受
入
れ
こ
の
内
へ
と
沈
潜
す
る
 こ
と
を
先
ず
第
一
に
要
 

永
 し
た
。
ま
た
後
期
で
の
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
思
惟
、
つ
ま
り
 退
歩
の
思
惟
も
や
 ほ
り
 、
そ
し
て
前
期
よ
り
も
遥
か
に
 強
い
意
味
で
、
自
己
と
 

世
界
へ
の
あ
る
種
の
「
責
任
」
つ
ま
り
「
耐
え
抜
 き
 

 
 

的
 思
惟
 は
 、
こ
う
し
た
 

「
受
入
れ
」
や
「
沈
潜
」
や
「
責
任
」
を
始
め
か
ら
回
避
 
し
 、
こ
の
回
避
自
体
を
隠
蔽
す
る
。
前
者
の
行
き
方
 は
 

  

ほ
 自
己
の
世
界
）
を
全
体
化
（
 或
 い
ほ
単
一
化
）
 
し
、
そ
 ぅ
 す
る
こ
と
で
却
っ
て
一
つ
の
新
奇
性
、
外
部
性
の
次
 元
 を
そ
れ
と
し
て
秘
匿
 

的
な
次
元
で
保
っ
思
惟
と
な
る
が
、
後
者
の
行
き
方
は
 、
 出
発
点
に
お
い
て
直
接
新
奇
性
や
外
部
性
に
訴
え
、
 

こ
 の
こ
と
に
よ
っ
て
 
却
っ
 

て
 全
て
を
水
平
化
し
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
一
切
を
事
象
 性
 の
抜
け
落
ち
た
「
 像
 」
 珪
ニ
 

「
死
へ
の
先
駆
的
決
意
性
」
と
い
う
現
存
在
の
全
体
性
に
 
し
て
も
、
 集
｜
 立
と
い
う
、
己
の
外
に
は
意
味
も
価
値
 8
 目
的
も
何
一
つ
 
残
 

さ
な
い
、
現
代
の
全
体
的
在
り
方
に
し
て
も
、
共
に
何
ら
 か
の
全
体
性
を
自
ら
の
思
惟
の
出
発
点
に
据
え
る
限
り
 、
こ
う
し
た
思
惟
が
い
 

わ
ば
極
端
な
「
独
 往
 」
の
観
を
呈
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
 あ
る
意
味
で
当
然
で
あ
る
。
そ
し
て
極
端
な
独
 往
 、
独
 我
は
、
 同
じ
く
極
端
な
 

悦
哉
を
そ
の
裏
面
と
す
る
。
思
惟
（
人
間
）
と
存
在
（
 世
 界
 ）
と
の
呼
応
の
い
わ
ば
「
外
か
ら
」
こ
の
呼
応
を
見
 る
 限
り
、
我
々
は
 、
こ
 

ぅ
 し
た
極
端
な
独
我
と
極
端
な
 脱
 我
と
い
う
両
極
の
間
を
 往
復
す
る
し
か
な
い
。
そ
の
場
合
我
々
は
、
思
惟
が
 
存
在
を
吸
収
す
る
猫
萩
 

と
 、
存
在
が
思
惟
を
吸
収
す
る
 脱
 我
と
の
間
を
行
き
来
し
 つ
つ
、
か
つ
そ
の
ど
ち
ら
を
も
責
任
を
も
っ
て
引
 き
受
 げ
る
こ
と
な
く
、
こ
の
 

「
呼
応
」
を
批
判
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
り
し
た
 
批
判
は
 、
 当
の
呼
応
に
お
け
る
先
の
「
 集
｜
立
 」
「
危
険
 」
に
は
届
か
な
い
だ
 る
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お
い
て
、
そ
れ
ら
 両
項
 間
を
往
復
す
る
だ
け
の
思
惟
が
 、
 結
局
一
切
の
「
事
象
」
を
取
り
逃
が
す
の
と
同
じ
こ
と
 で
あ
る
。
 

「
危
険
」
を
語
る
ハ
 イ
デ
ガ
 ー
の
哲
学
自
身
、
も
と
よ
り
 い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
「
危
険
」
で
あ
る
。
し
か
し
人
間
 や
 世
界
の
危
機
を
我
 

-
7
-
 

我
 自
ら
が
思
惟
す
る
な
ら
ば
、
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
こ
う
し
 た
 思
惟
を
「
総
括
主
義
」
「
全
体
主
義
」
だ
と
批
判
（
 
非
 難
 ）
す
る
前
に
 、
 我
々
 

自
身
、
或
る
「
根
本
気
分
」
の
内
で
、
自
分
と
自
分
の
世
 界
 と
を
「
引
受
け
」
「
耐
え
抜
い
た
」
経
験
が
あ
る
か
 な
い
か
を
、
そ
し
て
、
 

「
語
り
か
け
る
」
存
在
に
、
「
応
じ
て
語
っ
た
」
経
験
が
あ
 
る
か
な
い
か
を
、
先
ず
自
問
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

ぅ
 。
こ
れ
は
始
め
に
述
べ
た
、
「
（
人
間
存
在
の
）
無
限
性
 
｜
 有
限
性
」
や
「
（
人
間
の
世
界
に
対
す
る
）
受
動
１
館
 
動
 」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
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 紀
元
前
後
、
仏
教
が
伝
え
ら
れ
た
頃
の
中
国
 で
は
、
死
後
に
霊
魂
 は
 存
在
し
な
い
と
い
う
 神
滅
 論
を
主
張
す
る
 も
の
も
い
た
が
、
 
人
 

々
の
間
で
は
霊
魂
の
存
在
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

ま
た
、
仏
教
の
因
果
応
報
の
思
想
の
受
容
に
先
だ
っ
て
、
努
力
 を
す
れ
ば
そ
れ
が
 

原
因
と
な
り
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で
好
結
果
が
生
ま
れ
る
と
い
 5
 報
 応
の
思
想
も
す
で
に
存
在
し
て
い
た
。
一
方
、
道
家
や
 神
仙
思
想
に
お
い
て
 

は
 、
不
老
長
生
が
求
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
現
在
の
生
存
で
 完
 結
し
た
も
の
で
あ
り
、
求
し
て
死
後
に
関
わ
る
も
の
て
は
な
か
 つ
 -
@
O
 

十
八
 

こ
れ
に
対
し
、
仏
教
に
よ
っ
て
中
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
新
し
い
 も
の
の
見
方
、
考
え
方
は
縁
起
 観
 で
あ
る
。
縁
起
思
想
の
う
ち
、
 

因
果
応
報
に
限
 

れ
ば
、
現
世
の
次
に
来
世
が
あ
り
、
し
か
も
現
在
の
自
分
が
来
 世
の
自
分
自
身
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
と
い
う
考
え
を
体
系
的
 に
も
ち
込
ん
だ
。
 
ま
 

た
 、
そ
の
こ
と
は
死
後
の
応
報
を
人
々
に
強
く
印
象
づ
げ
も
し
 た
 。
縁
起
思
想
に
つ
い
て
本
論
で
は
、
「
縁
起
」
、
「
因
縁
」
 

な
 ど
の
漢
語
が
な
ぜ
 漢
 

訳
 仏
典
に
用
い
ら
れ
た
の
か
を
、
漢
文
文
献
を
中
心
と
し
て
 考
，
 
ぇ
 、
し
か
も
そ
う
い
っ
た
語
に
よ
つ
て
伝
え
よ
う
と
し
た
 
内
 容
は
何
で
あ
っ
た
の
 

か
 、
な
ど
中
国
に
お
け
る
縁
起
思
想
の
受
容
を
考
察
す
る
こ
と
 を
 意
図
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

仏
教
は
因
・
 
縁
 と
果
の
関
係
が
生
死
の
境
界
を
超
え
て
、
現
世
 か
ら
来
世
へ
と
及
ぶ
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
中
国
人
は
中
国
 花
 来
の
応
報
・
 
承
負
 

思
想
を
土
台
と
し
て
仏
教
の
因
果
応
報
思
想
を
受
容
し
た
が
、
 一
 
二
国
時
代
の
頃
ま
で
は
、
事
物
が
他
に
依
っ
て
存
在
す
る
と
 い
 う
 縁
起
思
想
や
前
 

世
 、
現
世
、
来
世
と
い
う
三
世
の
輪
廻
の
思
想
が
 、
 受
け
容
れ
 ら
れ
あ
る
い
は
定
着
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
 い
 だ
ろ
う
か
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 縁
起
、
因
縁
、
漢
訳
仏
典
 

中
国
 に
 於
け
る
縁
起
思
想
の
受
容
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仏
教
を
他
の
宗
教
・
哲
学
か
ら
区
別
し
、
仏
教
を
仏
教
 た
 ら
し
め
て
い
る
思
想
に
縁
起
思
想
が
あ
る
。
大
論
 は
中
 回
 に
お
け
る
縁
起
 思
 

想
の
定
着
を
問
 う
 も
の
で
あ
る
。
 

仏
教
の
縁
起
思
想
と
い
わ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
も
の
ご
と
 に
は
因
果
関
係
が
あ
る
と
い
う
捉
え
方
が
中
国
に
も
な
 か
っ
た
 ね
 げ
で
は
な
 

い
 。
し
か
し
、
空
間
的
に
事
物
の
あ
り
方
ま
で
も
因
果
関
 係
で
 捉
え
る
縁
起
観
、
 
或
は
 直
接
原
因
と
し
て
の
 因
と
 間
接
条
件
と
し
て
の
 縁
 

に
よ
り
も
の
の
存
在
の
あ
り
方
を
捉
え
よ
う
と
す
る
思
惟
 、
ま
た
縁
起
説
を
時
間
的
に
捉
え
た
過
去
世
、
現
世
、
 

未
来
世
と
い
う
三
世
の
 

思
想
ほ
中
国
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
現
在
の
生
と
死
後
の
あ
り
方
に
関
係
す
る
 救
 潜
思
想
に
つ
い
て
ほ
、
中
国
で
ほ
道
教
成
立
以
前
か
ら
 存
在
し
て
い
た
と
 考
 

え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
現
実
世
界
を
超
え
る
 も
の
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
道
教
の
救
済
 思
想
の
基
層
を
担
っ
た
 

神
仙
思
想
に
お
い
て
は
、
現
実
世
界
の
外
に
 ニ
 ー
ト
ピ
 ア
 
（
神
仙
境
）
を
設
定
し
、
そ
こ
へ
飛
翔
す
る
こ
と
を
、
 

祭
祀
や
方
術
を
駆
使
す
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
し
ょ
う
と
す
る
自
己
救
済
の
思
想
 
も
 見
い
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
@
l
-
 

そ
の
 ょ
う
 な
仏
教
仁
人
以
前
の
中
国
の
思
想
傾
向
を
ふ
ま
 え
て
、
こ
の
論
で
は
、
ま
ず
、
「
縁
起
」
あ
る
い
は
「
 因
縁
」
と
い
う
漢
語
 

を
 考
察
す
る
。
厳
密
に
は
誰
の
漢
訳
に
最
初
に
採
用
さ
れ
 

 
 

え
た
内
容
は
何
で
あ
っ
 

た
の
か
。
更
に
ま
た
、
仏
教
思
想
は
「
縁
起
」
、
「
因
縁
」
 

と
い
う
言
葉
を
介
し
て
正
し
く
伝
え
ら
れ
た
の
か
。
 

こ
 の
よ
う
な
考
察
を
基
礎
 

材
料
と
し
て
、
漢
代
か
ら
三
国
時
代
に
中
国
に
伝
え
ら
れ
 、
 受
け
入
れ
ら
れ
た
た
仏
教
の
救
済
思
想
の
特
異
性
を
 考
え
た
い
。
本
論
に
お
 

い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
の
解
明
に
主
眼
を
置
く
と
と
 も
に
、
後
漢
以
降
西
晋
 代
 に
至
る
ま
で
の
経
典
に
現
れ
 た
 縁
起
思
想
を
追
 う
こ
 

よ ｜ 

じ 

め 
[- り 
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と
に
よ
っ
て
 、
 広
く
中
国
仏
教
初
期
の
仏
教
思
想
受
容
の
 特
色
を
考
え
た
い
。
 



（
 
2
 ）
「
安
殿
 守
意
 経
口
 

女
性
高
の
訳
出
経
典
に
お
け
る
因
縁
を
考
察
す
る
に
あ
た
 り
 、
見
逃
せ
な
い
の
は
「
安
殿
宇
 意
 経
口
で
あ
る
。
「
 安
 般
守
意
 経
ヒ
 は
経
 

注
の
別
が
判
然
と
し
な
い
が
、
 
@
4
-
 
佳
絶
念
 氏
は
 
「
安
殿
宇
土
 鼠
径
 b
 の
内
容
に
つ
い
て
、
中
国
伝
統
思
想
の
影
響
を
比
 較
 的
多
く
受
け
て
い
る
 

こ
と
、
ま
た
そ
の
因
果
応
報
謝
が
最
初
伝
統
的
な
宿
命
論
 と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
、
そ
れ
以
降
、
中
国
の
宿
命
論
 が
 仏
教
の
業
報
輪
廻
の
 

内
容
を
付
与
さ
れ
て
受
け
止
め
ら
れ
た
点
を
指
摘
し
て
お
 ら
れ
る
。
 

-
5
"
 
こ
の
説
の
是
非
も
考
え
な
が
ら
円
安
殿
 宇
意
 
経
 b
 が
中
国
に
伝
え
た
 

因
縁
の
内
実
を
考
え
て
み
る
。
「
安
殿
宇
 

意
 経
口
巻
上
に
 
次
の
よ
う
に
あ
る
。
 

今
 不
為
前
、
前
不
為
今
者
、
 

謂
 前
所
念
 已
滅
 、
今
倉
井
 一
 
朋
念
 。
 亦
謂
 前
世
所
作
、
今
世
所
作
、
各
自
得
 福
 。
 亦
謂
 会
所
行
書
、
非
前
 

-
6
-
 

所
行
 悪
 。
 亦
謂
 令
息
 非
 前
 息
 、
前
鳥
井
合
意
地
。
 

大
意
は
、
今
は
前
で
は
な
く
、
前
は
今
で
ほ
な
い
と
い
 ぅ
 の
は
、
前
に
念
じ
た
こ
と
は
す
で
に
滅
し
て
い
て
、
今
 の
 念
は
前
の
念
で
は
 

な
く
、
ま
た
前
世
の
行
い
も
現
世
の
行
い
も
そ
れ
ぞ
れ
 福
 を
 得
、
さ
ら
に
ま
た
吟
行
う
善
も
ま
た
前
に
行
っ
た
 悪
 で
は
な
い
。
ま
た
、
今
 

し
て
い
る
息
は
さ
っ
き
の
息
で
は
な
く
、
さ
っ
き
し
た
 息
 も
 今
し
て
い
る
息
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

初
め
に
「
前
世
し
に
つ
い
て
い
え
ば
、
中
国
で
は
後
述
す
 る
と
お
り
、
前
世
を
先
に
と
い
 5
 意
味
で
用
い
る
こ
と
 も
あ
っ
た
が
、
こ
こ
 

は
 今
世
に
対
し
て
、
生
ま
れ
る
前
の
前
回
の
生
存
を
指
し
 て
い
る
。
こ
こ
で
は
考
え
も
、
行
い
も
、
息
に
つ
い
て
 さ
え
も
、
今
と
前
の
違
 

い
を
強
調
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
最
も
重
要
な
の
は
、
「
 
念
 」
と
「
 息
 」
に
つ
い
て
は
単
に
前
と
今
で
区
別
し
 、
 現
在
の
生
存
中
の
こ
と
 

の
み
を
指
し
て
い
る
の
に
対
し
、
「
所
作
」
に
つ
い
て
は
 

、
前
世
と
今
世
と
い
う
概
念
を
持
ち
込
ん
で
い
る
こ
と
 で
あ
る
。
ま
た
、
特
に
 

価
値
を
含
ん
だ
 善
 と
悪
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
善
と
過
 夫
 の
 悪
 と
の
関
連
を
断
っ
て
お
り
、
言
外
に
過
去
の
悪
行
 に
 対
す
る
現
在
の
禍
を
 

想
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

ま
た
、
今
と
未
来
と
過
去
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
 

(306)  50 



Ⅱ
 

「
道
行
般
若
経
 
b
 曇
 無
錫
 品
 中
に
、
 曇
無
姻
 （
 
目
 ミ
ョ
 
0
 
駐
 ぃ
 
（
の
）
が
 

薩
波
命
 （
 
紺
 ㌫
 屈
 p
 
：
 ヰ
 
@
 
（
 
ゅ
常
諦
 
菩
薩
）
に
仏
の
立
 

白
声
を
ど
 う
 す
れ
ば
 

棚
笘
ど
ひ
 叫
で
 
目
 3
 ヨ
 目
 。
 盆
 八
千
 頚
 般
若
と
と
は
完
全
 
に
は
符
合
し
な
い
が
、
共
通
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
 記

述
も
あ
り
、
 
因
と
 縁
に
つ
 

つ
 

 
 

 
 

 
 

國
 

い
て
の
中
国
仏
教
最
初
期
の
理
解
が
伺
え
る
。
 

 
 

越
も
新
し
し
 
層
 

魏
 れ
な
い
。
 

こ
 

で
あ
る
。
 

福
 と
は
善
い
結
果
、
好
ま
し
い
結
果
・
状
態
を
い
い
、
 

罪
 と
は
悪
 い
 結
果
、
ま
ず
 い
 結
果
・
状
態
を
指
し
て
い
る
 

。
こ
こ
で
は
、
仝
 
、
 

未
来
（
当
来
）
、
過
去
と
い
う
現
在
・
未
来
・
過
去
の
三
 

世
に
 亘
る
 因
果
関
係
に
触
れ
て
お
り
、
初
期
の
中
国
弘
 

教
 に
お
け
る
三
世
の
思
 

想
の
受
容
の
一
つ
の
表
れ
と
な
っ
て
い
る
。
 

②
 支
婁
迦
識
訳
円
 
道
行
般
若
経
口
 
曇
 無
腸
 品
の
 「
 
因
 ・
 縁
 」
関
係
記
述
 

き
 

後
漢
の
訳
経
宗
玄
宴
遊
識
の
訳
し
た
経
典
に
「
 

道
 わ
 般
若
経
口
が
あ
る
。
「
道
行
般
若
経
口
 

は
 六
朝
時
代
 

  

唾
祝
 さ
れ
、
流
布
し
た
経
典
で
あ
る
。
同
道
行
般
若
経
 

ヒ
に
 
新
旧
の
層
の
あ
る
こ
と
は
学
界
に
お
い
て
は
定
説
と
 

な
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
 
最
 

志
想
 
 
 

」
と
い
わ
れ
て
い
る
最
後
の
三
品
が
、
後
漢
の
支
 

婁
迦
 識
 訳
出
当
時
か
ら
水
経
を
構
成
す
る
一
部
分
で
あ
っ
た
こ
 

と
は
否
定
さ
 

の
新
し
い
層
に
属
す
る
 
曇
無
掲
品
に
 
因
縁
特
に
因
縁
 
和
 0
 ロ
が
詳
し
く
説
か
れ
る
。
 

-
9
@
 
 

サ
イ
ン
 
イ
ハ
 
ク
リ
ッ
ト
十
八
街
 

"
 
レ
リ
円
目
の
 

の
ゴ
 
Ⅳ
㏄
 
弓
ヰ
ガ
川
 

・
 

坐
禅
を
し
て
息
を
数
え
れ
ば
即
座
に
意
を
定
め
る
こ
と
が
 で
き
る
。
こ
れ
が
現
在
の
福
で
あ
る
。
つ
い
に
は
安
穏
 と
な
り
乱
れ
る
こ
と
 

が
な
く
な
る
。
こ
れ
が
未
来
の
福
で
あ
る
。
益
々
長
く
続
 げ
れ
ば
一
層
安
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
過
去
 の
 福
で
あ
る
。
一
方
、
 

坐
禅
を
し
息
を
数
え
て
も
意
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
 。
こ
れ
が
現
在
の
罪
で
あ
る
。
つ
い
に
は
安
穏
と
な
る
 こ
と
は
な
く
、
乱
れ
て
 

悪
い
心
が
起
こ
る
。
こ
れ
が
未
来
の
罪
で
あ
る
。
坐
禅
を
 益
々
続
け
て
も
、
つ
い
に
ほ
安
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
 い
 。
こ
れ
が
過
去
の
罪
 

坐
禅
数
度
即
時
 定
 意
、
 是
為
 今
福
。
 遂
 安
穏
不
乱
、
 
是
為
 未
来
 福
 。
盗
人
 続
復
 安
定
、
 是
為
 過
去
福
地
。
坐
禅
 数
 息
不
得
定
 意
、
 是
 

-
7
7
-
 

為
合
 葬
 。
 遂
 不
安
穏
礼
意
 趣
 、
 是
為
 当
来
 罪
 。
坐
禅
 益
 久
遂
 不
安
定
。
 
是
為
 過
去
 罪
也
 。
 



い
曲
串
 

ゼ
曲
ヰ
目
囲
も
 

@
 目
卸
 
日
の
 目
弓
 
0
 コ
 即
コ
 の
簿
づ
弓
曲
 

（
Ⅰ
（
Ⅱ
燵
の
㏄
 

弓
 
～
Ⅱ
）
曲
の
帥
 

も
卜
曲
 

（
Ⅰ
臼
田
 

巨
円
 
曲
コ
田
ヱ
㏄
の
簿
で
Ⅱ
が
主
計
 

せ
曲
串
 
㏄
ロ
ロ
 
曲
ヨ
 の
 
曲
づ
 ㍉
曲
目
 

Ⅰ
 
計
 
Ⅱ
曲
目
で
ひ
 

串
す
囲
コ
赤
 

の
 
申
せ
Ⅱ
 
び
ゴ
叶
 

㎏
 曲
ガ
 0
 臣
曲
 
（
～
）
 

C
a
 づ
叫
 
い
 
由
 こ
田
 
曲
づ
岸
ト
目
 

㏄
肢
の
せ
 

ゆ
 0
 曲
円
い
 
ヒ
 が
 
つ
せ
卸
 
田
村
Ⅰ
目
が
日
 

旧
 
Ⅱ
四
目
 
ト
円
帥
 
0
 せ
 曲
 
目
 
申
せ
 
い
 コ
づ
 

Ⅱ
 
Ⅱ
 
コ
卸
 
田
岡
 
オ
 ㏄
申
す
ら
 

0
 臣
 あ
の
 
曲
 Ⅱ
 
の
曲
 

 
 

漢
訳
に
お
い
て
は
、
 
く
 ご
に
は
木
と
佳
と
弦
が
必
要
で
あ
 り
、
ホ
 の
み
、
柱
の
み
、
弦
の
み
と
い
う
一
つ
の
こ
と
 か
ら
で
は
成
り
立
た
 

な
い
。
そ
う
い
う
楽
器
と
し
て
の
 く
 ご
を
あ
ら
し
め
る
 木
 、
 柱
 、
乾
が
あ
っ
て
、
そ
の
上
、
そ
れ
を
上
手
に
 う
 ち
 な
ら
す
こ
と
の
で
き
る
 

人
 が
何
か
楽
曲
を
奏
で
て
は
じ
め
て
く
ご
す
な
わ
ち
く
 ザ
 
」
か
ら
生
ず
る
素
晴
ら
し
い
音
色
を
味
わ
え
る
と
い
う
。
 

ま
た
、
仏
の
素
晴
ら
し
 

ぃ
 音
声
と
い
う
の
も
同
様
に
し
て
始
め
て
生
ま
れ
る
も
の
 で
あ
る
。
 

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
は
逐
 語
 的
に
対
応
し
て
は
い
な
い
が
 、
「
胴
体
（
 皮
 、
 弦
 、
 悼
 、
 柱
 、
 澄
 …
）
を
条
件
と
し
、
」
と
 い
っ
た
上
で
、
「
 因
 

（
原
因
）
」
と
「
 縁
 
（
条
件
）
」
に
依
存
し
た
も
の
と
し
て
 
弦
楽
器
の
音
が
生
ず
る
、
と
い
う
。
す
な
わ
ち
漢
訳
が
 
因
縁
を
説
明
し
よ
う
と
 

し
て
い
る
と
同
じ
方
向
で
、
弦
楽
器
の
因
と
縁
を
説
い
て
 い
る
。
 

漢
訳
に
お
い
て
は
く
ご
の
外
に
 鯨
 、
 鼓
 、
山
中
の
呼
 響
 、
 仏
像
、
絵
画
の
例
を
引
く
が
、
種
々
の
条
件
に
よ
っ
て
 生
じ
る
の
で
あ
っ
 

て
、
 
一
つ
 、
 二
つ
の
原
因
の
み
に
よ
る
の
で
ほ
な
い
と
い
 ぅ
 こ
と
は
、
二
事
を
用
 て
 せ
ず
、
二
事
を
用
 て
 能
く
成
 す
 所
に
あ
ら
ず
」
と
 

い
う
定
型
的
な
表
現
任
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
。
 

知
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
教
え
を
請
い
、
 曇
無
掲
が
因
 縁
 に
つ
い
て
専
ら
説
く
場
面
が
あ
る
。
「
道
行
般
若
経
 
b
 0
%
 篠
 
（
 
く
ご
ゥ
 竪
琴
 

に
 似
て
や
や
小
さ
い
古
代
 
弾
 弦
楽
器
の
一
種
）
を
例
に
引
い
て
 「
 
仏
昔
 」
を
説
明
す
る
が
、
こ
れ
は
 円
 八
千
 頚
 般
若
 b
 に
お
い
て
諸
仏
世
尊
の
 

身
体
を
 、
 ・
 
べ
 Ⅱ
 
づ
 w
 。
に
よ
っ
て
説
明
す
る
箇
所
と
共
通
し
 て
い
る
点
が
多
い
。
完
全
に
一
致
し
て
は
い
な
い
が
、
 次
 0
 通
り
で
あ
る
。
 

賢
者
明
穂
、
 警
如
塗
 膜
下
城
一
事
成
。
有
木
有
 住
有
乾
 、
 有
人
 揺
 手
鼓
 之
 、
共
音
調
 好
 自
在
、
欲
 作
 何
等
 曲
 。
 賢
 者
、
欲
 知
仏
 音
声
 

亦
 如
是
。
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中国に 於 Ⅱ   

合 
が こ 

賢 あ の 

欲 部分で 者、 るが、 
知 仏 サ 
ィム 身 ン 
身 が ス 
因 因 ク 

縁 と リ 

所 縁 ッ 

トま 生、 によ @ 
用 っ 因 
世 て と 

間 坐 繰 
人 じ を 

明示し欲得 見 ること 

仏 を て 

  
佳 言 に 

有 文 お 
功 す い 

徳るて " 箇は 
其 所 「 
大 に 因 

遠お縁 離 か 」 
八 て を 
悪 も 明 
処 決 言 

生 、 のし よて 
其 う い 
人 は る 
鮎 い 場 
憩 っ 合 
信 て と 

干 い し 

石ム垂る o  o  て い 
な 
い 

場 

53@ (309) 

4
@
@
 

八
 

-
5
@
 

縁
 

日
 仁
丹
で
曲
コ
 
コ
ひ
ぽ
づ
由
 Ⅱ
 づ 能
村
 燵
 Ⅰ
（
 

コ
簿
 せ
ち
目
ガ
 抑
宙
 
仁
丹
 
づ
曲
 ロ
ロ
 燵
す
 。
 

 
 

三 % 玉残 

コ
ひ
 の
曲
 
肢
プ
 
0
 円
 
臣
村
 
0
 
 
サ
珪
 
隼
斗
 
オ
 岡
目
 
捌
 七
ヴ
ゴ
曲
軸
 

曲
づ
曲
 
田
刈
 

ち
ガ
囲
 ㎏
 曲
 F
 。
 づ
由
 
Ⅱ
 
せ
が
 
0
 曲
弓
 
せ
目
下
い
ロ
ロ
 

あ
づ
 
曲
コ
 
目
 0
 
 
ゴ
 0
 円
目
 
づ
 弓
が
 
丑
せ
 
申
せ
目
印
 

目
 Ⅰ
 
局
曲
ゴ
オ
囲
 

Ⅱ
曲
む
曲
の
曲
・
 

l の受容 

り、 
れ生 
に ま 

譲 れ 
当 変 
す わ 
る る 

箇所ごと 

で は 

は 人 
な に 
い 教 

が " を、 " ぇ 
サ 垂 
ソ れ 

ス ク た 。 
リ ン Ⅰ 
ッ の 
ト ス 

本 う 

に な 
お 理 
い 由 
て で 

も 仏 
現 身 
世 を 
に 得 
至 る 

  
で が 

の で 

漬 き 
み た 
重 の 
ね で 

ある。 が強調 

さ 

れ 
て 
い 

る 

と
い
う
。
菩
薩
は
前
世
に
お
い
て
発
心
し
、
生
ま
れ
変
わ
 る
 毎
に
功
徳
を
為
し
、
生
ま
れ
変
わ
る
毎
に
教
え
を
 垂
 ね
 、
生
ま
れ
変
わ
る
 毎
 

に
 仏
の
事
に
つ
い
て
尋
ね
求
め
た
。
こ
う
い
っ
た
事
が
総
 合
さ
れ
て
仏
身
を
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
仏
の
音
声
も
 ま
た
同
じ
で
あ
る
と
い
 

ぅ
 。
漢
訳
に
お
い
て
は
「
 仏
 音
声
も
亦
 た
 是
の
如
し
」
と
 繰
り
返
さ
れ
る
が
、
 但
薩
阿
掲
阿
羅
詞
 三
部
二
仏
身
の
 成
就
に
つ
い
て
も
 因
と
 

縁
 に
よ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
 

成
但
薩
 何
 %
 阿
羅
 諦
三
郎
 二
 仏
身
、
不
 以
 一
事
、
不
 以
 工
事
成
、
以
若
干
百
千
 事
 、
若
世
世
作
功
徳
、
本
願
所
 致
 、
赤
腹
世
世
教
 

-
 
り
 
@
 

人
 、
用
 是
故
 成
仏
身
。
 

如
来
阿
羅
漢
王
通
知
の
仏
身
を
得
る
に
は
、
一
事
や
二
車
 で
は
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
数
百
、
数
千
の
数
え
切
 れ
な
い
ほ
ど
の
こ
と
 

（
の
積
み
重
ね
）
に
 
よ
 る
。
生
ま
れ
変
わ
る
ご
と
に
功
徳
 を
な
し
て
、
修
行
の
身
で
あ
っ
た
時
に
お
こ
し
た
願
の
も
 た
ら
し
た
も
の
で
あ
 

こ
の
よ
う
な
事
物
の
成
立
ち
を
縁
起
 説
 で
説
明
す
る
以
外
 に
 、
仏
身
の
成
就
、
 
但
薩
阿
掲
阿
羅
 諦
三
郎
 二
 仏
身
の
 成
就
に
つ
い
て
は
 現
 

在
世
に
至
る
ま
で
の
菩
薩
と
し
て
の
積
み
重
ね
が
 縁
 と
な
 っ
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
仏
身
の
成
就
に
 つ
い
て
、
 

-
 
レ
 -
 

菩
薩
有
本
初
発
意
、
世
世
行
作
功
徳
、
世
世
教
授
、
世
 世
間
仏
事
、
合
会
 是
 車
刀
成
仏
身
。
低
音
声
 亦
 如
是
。
 



こ
こ
で
は
仏
身
が
因
縁
に
よ
っ
て
生
じ
る
こ
と
を
知
る
 と
い
う
仏
身
を
成
就
す
る
よ
り
一
段
下
の
段
階
で
あ
る
 
が
 、
そ
れ
に
し
 

「
仏
身
の
因
縁
所
生
」
が
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
。
 

し
 た
が
っ
て
 
サ
ソ
 ス
ク
リ
ッ
ト
の
み
な
ら
ず
、
過
去
世
の
 事
を
因
と
縁
 と
し
 

え
る
点
で
は
、
初
期
の
漢
訳
も
正
確
に
仏
教
の
枢
要
を
伝
 え
て
い
る
。
 

最
後
に
な
る
が
、
㍉
道
行
般
若
経
口
に
つ
い
て
女
性
高
調
 

同
 様
 、
注
意
し
て
お
く
べ
き
点
は
 、
囚
と
 縁
が
何
を
指
し
 て
い
る
の
か
 
明
 

さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
 サ
ソ
ス
ク
 リ
ッ
ト
本
に
お
い
て
も
、
 

ゴ
 文
仁
，
 と
ピ
 9
 音
申
せ
㌔
の
 限
定
す
る
も
の
が
 

か
で
は
な
い
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
 本
は
縁
 
（
 
づ
 r
a
 
（
 
ロ
 
（
）
 
ぃ
 ）
に
 よ
り
各
々
を
条
件
と
し
て
関
連
付
け
る
も
の
の
、
囚
が
 何
で
あ
る
か
 ほ
 

て
い
な
い
。
し
か
し
、
全
体
と
し
て
は
、
 

-
 
り
 -
 

の
せ
簿
 
ヨ
が
Ⅱ
 簿
日
づ
ロ
コ
囲
 

Ⅱ
 岡
オ
 ㏄
㏄
 
ヴ
串
 
0
 
 
コ
赤
 
。
 匡
 Ⅱ
 斡
ゴ
ゴ
 の
 目
 
づ
曲
 
隼
プ
 
Ⅰ
 
づ
睡
 
す
 つ
 Ⅰ
 簿
計
せ
曲
 

Ⅱ
 岡
ら
プ
 
Ⅱ
 
コ
 の
す
。
 

と
、
 因
に
依
存
し
、
縁
に
依
存
し
た
も
の
と
し
て
弦
楽
器
 の
音
が
生
じ
る
と
捉
え
て
い
る
。
一
方
、
漢
訳
 は
 
「
 仏
 音
声
 亦
 如
是
」
の
 

を
 挟
ん
で
お
り
、
全
く
対
応
し
て
は
い
な
い
が
、
 

サ
ソ
ス
 ク
リ
ッ
ト
同
様
限
定
す
る
も
の
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
 い
の
み
な
ら
ず
、
 

縁
 」
と
連
続
さ
せ
て
用
い
た
た
め
に
、
 

因
と
 縁
を
独
立
し
 た
も
の
と
し
て
考
え
て
い
な
い
と
い
う
疑
い
が
差
し
挟
 め
る
よ
う
な
訳
を
 

 
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
 

て
も
 

て
 捉
 

確
に
 

明
ら
 

述
べ
 

一
句
 

「
 因
 

残
し
 

仏 故 
な で 賢 
信 あ 者 

じるよ る 。 、 
ょ そ 仏 
う の 身 
に 人 が 

な は 囚 
る 前 と 

0 世 縁 
で は に 

あ お ょ 

る 。 いり て生 
功 じ 
徳 る 

な も 

積 め 
ん で 

だ あ 
こ ろ 

と ナ Ⅰ 
サ こ と 

よ な 

  
八 ぅ 

つ と 

の い 

悪 う 

を の 

生むま じ " 
る 世 
8 @ 
と の 
を 人 
捨 が 
て 仏 
去 な 

り見 " ナ し 

清 い 

浄 と 

な 願 
智 5 
慧 そ 
を の 

  
  の 
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り
 」
と
い
う
意
味
で
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
ほ
か
、
原
因
 

  

 
 

酔
い
た
。
原
因
を
示
す
因
に
対
し
て
、
結
果
を
表
す
 

圧
 由
 
と
し
て
果
と
い
う
語
が
あ
る
。
こ
の
結
合
形
で
あ
る
 

国
 

  

前
の
中
国
で
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
 

中
 村
元
良
が
明
言
し
て
お
ら
れ
る
が
、
考
察
す
べ
ぎ
は
因
果
 

と
 Ⅰ
 
リ
ラ
 
舌
口
薬
に
よ
っ
て
 

中
 

蕊
 （
 
1
 ）
 因
 と
因
果
 

暖
 
因
縁
に
つ
い
て
ほ
、
仏
典
の
漢
訳
以
前
か
ら
あ
っ
 

た
 語
で
あ
り
、
仏
典
漢
訳
に
お
い
て
仏
教
と
し
て
の
 

意
 味
 が
付
与
さ
れ
た
。
し
た
が
 

 
 

て
 考
察
す
る
と
と
も
に
、
縁
起
の
縁
の
中
国
古
来
の
概
 

念
を
考
え
て
み
る
。
 

    容 

最
初
期
に
属
す
る
と
見
ら
れ
る
漢
訳
仏
典
に
見
ら
れ
る
 因
 と
 縁
を
示
し
た
が
、
次
に
中
国
在
来
の
縁
起
、
因
果
、
 因
縁
に
ま
つ
わ
る
 思
 

想
を
確
認
し
て
み
た
い
。
 

①
古
代
中
国
に
於
け
る
縁
起
に
類
す
る
概
念
 

現
在
で
ほ
「
因
縁
」
と
か
「
縁
起
」
と
い
う
術
語
に
よ
り
 、
イ
ソ
 ド
 仏
教
の
 
-
 
ゴ
の
 
（
 
E
.
 
せ
 q
p
 
（
 
q
p
 
田
 p
.
 

や
官
の
（
Ⅱ
（
 

ゼ
 p
.
 

約
ヨ
 三
で
目
 
ぬ
 p
-
 
 

と
い
 

5
 概
念
を
漢
語
に
写
し
て
い
る
。
し
か
し
、
漢
語
と
し
て
 考
え
る
な
ら
、
因
縁
は
「
 囚
 」
と
「
 縁
 」
と
い
う
二
つ
 の
 概
念
の
合
し
た
も
の
 

で
あ
り
、
仏
教
信
人
以
前
に
あ
っ
た
「
 因
 」
と
「
 縁
 」
と
 い
う
二
つ
の
語
が
結
 0
 
ロ
し
て
因
縁
と
い
う
語
が
形
成
さ
 
れ
て
い
た
。
一
方
、
縁
 

起
は
 「
絶
縁
起
」
す
な
わ
ち
「
 
縁
従
り
 起
こ
る
」
を
意
味
 し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
因
縁
、
縁
起
と
い
う
語
そ
の
 も
の
か
ら
は
、
初
期
の
 

漢
訳
者
が
漢
語
と
し
て
・
 牙
 立
て
や
・
 づ
 Ⅱ
 
燵
 （
 
せ
 a
 せ
 p
.
 
 

に
 因
 を
 充
て
、
縁
を
充
て
た
意
図
 や
 、
ま
た
そ
れ
を
受
 け
入
 れ
た
漢
民
族
を
始
め
と
 

す
る
中
国
在
住
の
人
々
の
真
意
を
汲
み
取
る
こ
と
は
で
き
 な
い
。
 

（
 9
7
 
）
 
仏
教
仏
人
以
前
の
縁
起
、
因
果
、
因
縁
 



表
現
さ
れ
た
思
惟
の
内
容
で
あ
る
。
 

一
方
、
 因
 と
果
を
定
式
と
す
る
認
識
の
方
法
は
普
通
に
中
 国
 に
は
存
在
し
て
い
た
。
特
に
応
報
の
観
点
に
絞
っ
て
 い
え
ば
、
天
が
人
の
 

-
 
四
 -
 

行
為
の
善
悪
に
し
た
が
っ
て
、
慶
福
・
 禍
 映
の
賞
罰
を
降
 す
と
い
う
考
え
が
そ
れ
で
あ
る
。
 

因
 と
な
る
人
の
行
為
 に
 対
し
て
降
さ
れ
る
 天
 

の
 賞
罰
が
果
で
あ
る
。
こ
の
 ょ
う
 な
中
国
に
お
け
る
応
報
 は
 人
の
死
後
、
そ
の
子
孫
に
行
い
の
余
波
が
及
ぶ
も
の
 で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
 

ほ
 善
悪
に
対
す
る
現
世
で
の
報
い
・
賞
罰
を
指
し
て
お
り
 、
も
ち
ろ
ん
仏
教
の
説
く
よ
う
な
一
人
の
人
間
の
三
世
 に
わ
た
る
因
果
・
応
報
 

 
 

を
い
っ
て
は
い
な
い
。
 

（
 2
 ）
 
縁
 

一
方
、
縁
に
ほ
注
目
す
べ
 
き
 意
味
が
あ
っ
た
。
 

儒
家
の
重
要
な
経
典
と
し
て
、
戦
国
時
代
の
商
況
の
著
 作
 で
あ
る
「
 葡
 手
目
が
あ
る
。
そ
の
玉
名
 篇
に
 次
の
 よ
う
 卜
卜
 
あ
る
。
 

-
 
お
 -
 

心
有
徴
知
 。
 徴
 雑
則
 縁
耳
而
 知
 育
 可
也
。
縁
日
 知
形
 可
也
 。
総
面
 徴
知
 弘
将
 待
 天
官
立
 当
簿
其
類
 、
 然
後
 可
也
。
 

大
意
 は
 次
の
と
お
り
で
あ
る
。
「
心
は
も
の
ご
と
を
ま
ね
 
き
よ
せ
て
知
る
。
耳
に
 綴
 っ
て
声
を
知
る
こ
と
が
で
き
 、
 目
に
繰
っ
て
形
を
 

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
で
あ
る
か
ら
も
の
ご
と
を
ま
ね
 ぎ
 よ
せ
て
知
る
と
い
う
の
は
、
 

耳
 
・
 目
 ・
 ロ
 ・
 鼻
 ・
形
態
 の
 五
官
が
、
対
象
と
す
 

る
も
の
を
帳
簿
に
記
し
て
（
認
識
し
て
）
 

ほ
 じ
め
て
で
 き
 る
こ
と
で
あ
る
。
」
 

唐
 の
 場
原
 は
こ
の
前
半
部
分
に
つ
い
て
、
「
 縁
 因
地
。
 以
 心
能
 有
知
万
物
。
 
故
可
以
因
 与
市
知
 育
 、
 因
 目
面
細
形
 。
 為
之
 立
冬
。
 心
雄
 

有
知
、
不
 因
 耳
目
、
 亦
 不
可
也
。
」
と
注
し
、
ま
た
直
立
 
刑
の
 
「
 縁
 天
官
」
に
「
天
官
、
耳
・
 
目
 
・
 鼻
 ・
 ロ
 ・
心
体
 也
 。
 謂
 左
官
。
 言
各
有
 

所
司
主
位
。
 
縁
 天
官
、
言
天
官
請
文
同
朋
 回
 、
 謂
之
典
 則
 異
也
 。
」
と
注
し
て
い
る
。
 
楊
椋
 は
す
で
に
仏
教
が
 中
 回
 に
於
て
認
知
さ
れ
た
 

後
の
人
で
あ
る
が
、
そ
の
注
の
「
縁
は
因
な
り
」
 ほ
、
縁
 と
は
間
接
条
件
で
あ
り
、
 
因
 と
は
直
接
原
因
で
あ
る
と
 い
 う
 よ
う
な
仏
教
的
な
 

区
別
に
立
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
「
椅
子
 

b
 の
原
意
の
理
 解
 に
お
い
て
は
縁
は
「
）
に
よ
っ
て
」
「
て
を
介
し
て
」
 

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
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中国に   於げ る 縁起思想の受容 

る
 
「
 縁
 」
は
あ
く
ま
で
も
「
耳
に
よ
っ
て
」
「
目
に
よ
っ
 

て
 」
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
原
因
と
く
に
仏
教
 的
な
意
味
で
の
直
接
の
 

原
因
を
示
す
囚
で
ほ
な
い
。
 

こ
こ
で
、
仏
教
に
お
け
る
「
 縁
 」
を
考
察
す
る
立
場
か
ら
 い
え
ば
、
仏
教
の
六
人
十
二
処
に
関
連
さ
せ
て
考
察
さ
 れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

 
 

 
 仏

教
に
は
所
縁
と
訳
さ
れ
る
、
 w
-
p
 
ョ
旨
 p
.
 と
い
う
語
が
 あ
る
。
感
覚
器
官
と
し
て
六
根
す
な
わ
ち
目
、
耳
、
 

鼻
 、
 昔
 、
皮
膚
、
心
を
 

立
て
る
。
こ
れ
に
対
し
、
各
々
の
対
象
と
し
て
 色
 ，
 形
 、
 音
声
、
 香
 、
味
、
触
れ
ら
れ
る
も
の
、
考
え
ら
れ
る
も
 の
を
立
て
る
。
こ
れ
が
 

「
所
縁
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
知
覚
の
対
象
と
い
 
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 

「
 縁
 」
は
「
笥
子
 ト
に
 出
る
天
官
す
な
わ
ち
 耳
 、
目
、
 鼻
 、
ロ
 、
心
体
と
い
う
五
官
の
記
述
に
も
、
ま
た
仏
教
 
に
お
け
る
六
人
十
二
処
 

な
 い
 5
 記
述
に
も
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
が
、
 

ヨ
 百
子
 ヒ
 に
お
け
る
意
味
は
 、
 単
に
「
よ
っ
て
」
と
い
う
意
味
で
 あ
り
、
仏
教
の
「
 心
識
 

が
 外
的
な
対
象
を
認
識
す
る
作
用
」
と
い
う
意
味
で
は
な
 い
 。
仏
教
が
知
覚
す
る
作
用
に
縁
を
用
い
、
ま
た
知
覚
 さ
れ
る
も
の
に
対
し
て
 

所
縁
を
用
い
た
理
由
は
こ
こ
で
は
明
確
に
ほ
で
き
な
い
が
 、
直
接
的
原
因
で
は
な
く
、
外
的
な
補
助
の
条
件
と
し
 て
 
「
 縁
 」
が
用
い
ら
れ
 

て
い
た
こ
と
は
 
円
 面
子
し
の
例
に
よ
っ
て
も
明
か
で
あ
る
  
 

（
 3
 ）
因
縁
 

次
に
因
縁
と
し
て
は
、
 
よ
 す
が
、
か
か
わ
り
、
機
縁
、
 

機
 会
な
ど
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
 

円
 史
記
ロ
田
 叔
 広
祐
先
生
 裾
 に
は
、
 

田
仁
与
故
 仕
女
相
 善
 、
安
少
 孤
 貧
困
、
為
人
 将
 草
文
長
安
 、
 留
 永
享
 為
 小
吏
、
 未
有
 因
縁
地
。
 

先
の
 「
筒
子
 
b
 本
文
並
び
に
 楊
 椋
の
注
か
ら
い
え
ば
、
 心
 が
そ
も
そ
も
あ
り
、
 耳
 、
目
な
ど
天
官
（
 耳
 、
目
、
 鼻
 、
 口
 、
心
体
）
と
い
う
 五
 

官
を
通
じ
て
外
部
の
声
や
形
な
ど
を
知
る
と
い
う
の
で
あ
 る
 。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
「
 縁
耳
 」
「
縁
日
」
と
い
う
 ふ
う
 に
用
い
ら
れ
て
い
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り
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と
あ
る
が
、
こ
の
因
縁
は
機
会
を
意
味
し
て
い
る
。
 

そ
の
他
、
同
セ
七
部
崇
伝
「
上
歌
 
封
 祖
母
后
太
后
従
弟
 商
 、
 崇
諫
 回
、
孔
 郷
侯
 、
皇
后
 父
 …
 高
武
侯
 、
 以
 三
公
 封
 、
 尚
有
 因
縁
。
 今
 

無
紋
 復
欲
封
商
 、
壊
乱
制
度
、
逆
天
人
心
。
」
の
因
縁
 

は
 、
依
拠
す
る
も
の
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 @
 
し
 と
が
あ
る
。
因
縁
を
構
成
す
る
 因
と
縁
 と
い
う
各
々
 の
 語
に
つ
い
て
い
，
 え
 

ば
、
 因
は
原
因
を
意
味
す
る
 語
 と
し
て
用
い
ら
れ
、
 
縁
 も
 
「
筒
子
 b
 で
み
た
通
り
因
に
近
い
意
味
合
い
で
用
い
ら
 れ
た
が
、
あ
く
ま
で
 縁
 

が
 因
に
近
い
意
味
で
用
い
ら
れ
た
場
合
、
そ
れ
ほ
根
本
原
 因
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
「
）
に
よ
っ
て
」
あ
る
い
 ほ
 
「
１
を
介
し
て
」
を
 

示
し
て
お
り
、
い
 
う
 な
ら
ば
一
つ
の
媒
体
の
存
在
を
示
す
 も
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
 丙
と
 縁
の
結
合
形
と
し
て
仏
教
仁
人
以
前
に
 因
縁
と
い
う
語
が
成
立
し
て
お
り
、
 

よ
 す
が
、
機
縁
、
 
機
会
と
い
う
意
味
で
 

用
い
ら
れ
て
い
た
に
し
ろ
、
 

因
と
 縁
の
個
々
の
意
味
は
保
 右
さ
れ
て
い
た
の
で
ほ
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
 

し
た
が
っ
て
、
仏
教
の
 

。
 
ダ
 の
口
 つ
 S 才
串
 p
-
 の
 訳
語
と
し
て
登
場
し
て
く
る
因
縁
 は
 、
中
国
に
お
い
て
す
で
に
一
つ
の
概
念
に
ま
と
め
 
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
 

「
 因
 」
と
「
 縁
 」
を
再
度
二
 話
 に
分
け
て
考
え
た
の
で
あ
 る
 。
 

（
 4
 ）
三
世
（
前
世
、
後
世
・
来
世
な
ど
）
・
 報
応
 

仏
教
に
お
い
て
は
、
生
ま
れ
る
前
に
あ
っ
た
一
生
を
前
世
 、
現
在
の
生
涯
を
現
世
、
死
後
の
生
涯
を
来
世
と
呼
ん
 で
い
る
。
仏
教
に
お
 

げ
る
三
世
を
意
味
し
て
い
た
語
の
あ
る
も
の
は
、
中
国
吉
 典
 に
お
い
て
も
す
で
に
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
仏
教
の
 意
味
と
全
く
異
な
っ
て
 

い
た
こ
と
は
い
 
う
 ま
で
も
な
い
。
 

こ
の
う
ち
前
世
に
つ
い
て
は
、
「
詩
経
 
b
 序
抑
衛
 威
公
利
 刀
玉
赤
城
自
警
 也
疏
 
「
 雄
刺
 前
世
乞
 悪
 、
真
薦
未
然
文
観
 」
、
司
法
言
 
昌
 
「
 拾
徳
 

前
世
清
規
 花
 下
鑑
真
 近
於
斯
芙
 」
、
「
楚
辞
し
「
鸞
鳥
左
下
 %
 分
自
前
世
両
国
 然
 」
に
見
ら
れ
る
 よ
う
 に
、
中
国
吉
 典
 に
お
い
て
ほ
過
去
 

の
時
代
、
い
に
し
え
、
前
代
を
意
味
し
て
い
た
。
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%
 
 と
と
な
る
性
を
措
定
す
る
。
性
と
行
の
関
連
に
っ
 ぃ
 て
 
「
性
善
Ⅰ
行
書
」
、
「
性
悪
Ⅰ
 行
悪
 」
と
い
う
パ
タ
 一
 ン
 が
あ
り
、
禍
福
と
命
の
関
 

朗
連
 に
つ
い
て
「
倉
吉
上
 得
福
 」
、
「
合
図
工
 得
禍
 」
と
 い
 う
 パ
タ
ー
ン
の
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
王
充
は
 「
 命
 」
を
「
性
」
よ
り
上
位
 

 
 

-
 
笘
 -
 

 
 

国
 

に
置
い
て
お
り
、
人
の
得
る
禍
福
は
そ
の
「
 命
 」
 の
 吉
凶
に
よ
る
と
い
う
。
こ
の
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
お
い
 て
は
、
原
因
の
善
し
悪
し
に
 

中
 

よ
 り
結
果
の
善
し
悪
し
が
決
定
さ
れ
る
、
と
い
う
順
当
 
な
 思
考
方
法
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
王
充
の
思
想
の
特
 異
な
点
は
、
「
 行
 」
と
 

59 (315) 

受
 

の
い
 る
王
充
の
思
想
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
 

 
 

さ
れ
て
い
る
と
い
う
一
種
の
宿
命
論
を
と
っ
て
い
る
。
 

王
 充
は
 命
の
他
に
善
悪
行
の
も
 

-
6
-
 

ま
た
、
後
世
に
つ
い
て
は
、
「
書
見
 
斉
聖
広
淵
 広
口
「
成
湯
 能
斉
 聖
運
広
大
深
遠
泥
流
後
世
」
、
「
史
記
口
 
奏
 始
皇
紀
 「
大
義
休
明
義
子
 後
 

世
 、
傾
度
 勿
革
 」
な
ど
と
用
い
ら
れ
て
い
る
。
後
世
と
同
 じ
 意
味
で
来
世
と
い
う
語
が
中
国
で
用
い
ら
れ
て
い
た
 が
 、
「
書
ヒ
 仲
旭
之
詰
 

「
成
湯
放
笑
子
商
業
 惟
 有
勲
徳
日
、
予
想
来
世
 以
 ム
ロ
鳥
口
 
実
 」
、
同
列
子
 ヒ
 「
 
嚢
吾
修
 詩
書
工
礼
楽
、
将
 以
台
 天
下
 道
 来
世
 非
但
 修
一
身
、
治
 

魯
国
面
目
」
、
 円
 
荘
子
 ヒ
 「
孔
子
道
 楚
 、
 楚
狂
接
輿
 遮
莫
 門
 日
 、
 鳳
 今
風
今
、
何
 如
 彼
之
 衰
也
 」
、
 円
 
管
子
 L
 国
準
 
「
 
五
 代
之
主
 、
以
 尺
 天
下
 

数
尖
 。
来
世
乞
王
者
、
可
 得
 雨
間
 乎
 0
,
.
 

」
に
あ
る
よ
う
に
 
い
ず
れ
も
漢
語
と
し
て
の
後
世
と
来
世
は
 
、
 来
る
 べ
き
 世
を
意
味
し
て
お
 

り
 、
死
後
に
生
ま
れ
か
わ
る
在
り
方
、
世
界
を
意
味
す
る
 仏
教
語
と
し
て
の
意
味
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
 

し
た
が
っ
て
、
仏
教
の
経
文
だ
け
を
伝
統
的
な
漢
字
の
意
 味
の
範
囲
で
解
す
れ
ば
、
「
前
世
…
」
と
あ
る
経
文
を
 「
昔
は
…
」
と
解
し
 

た
で
あ
ろ
う
し
、
「
来
世
は
…
」
と
あ
る
も
の
に
つ
い
て
 
ほ
 
「
将
来
は
…
」
と
解
し
た
で
あ
ろ
う
。
一
個
人
に
前
 世
や
来
世
が
あ
る
と
い
 

う
ふ
う
に
は
考
え
て
は
い
な
い
。
 

②
王
充
の
宿
命
論
、
神
威
 論
 

中
国
の
先
秦
時
代
の
伝
統
的
な
歴
史
観
、
応
報
の
問
題
、
 ま
た
そ
れ
に
関
連
す
る
仏
教
信
人
以
前
の
中
国
思
想
に
 つ
い
て
ほ
先
哲
の
考
 

き
 

察
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
略
す
こ
と
と
し
、
仏
教
の
縁
 起
 思
想
と
く
に
因
果
応
報
を
考
え
る
上
で
、
見
逃
す
べ
 き
で
ほ
な
い
論
点
を
含
ん
で
 

  



①
イ
ン
ド
 

釈
尊
そ
 

よ
っ
て
 多
 

を
 伝
え
て
 か

ら
中
国
へ
 

の
も
の
の
 教
 説
や
仏
伝
と
、
釈
尊
没
後
付
会
さ
れ
た
仏
教
 思
想
や
仏
伝
、
混
入
し
た
イ
ン
ド
思
想
と
を
画
す
努
力
 ほ
 研
究
者
に
 

々
行
わ
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
中
国
に
お
い
て
も
、
 仏
 伝
 、
経
典
の
中
に
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
 ほ
 イ
ソ
 ド
 の
 釈
 尊
 そ
の
も
の
 

ほ
い
な
い
も
の
が
多
数
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
死
後
の
 あ
り
方
に
つ
い
て
も
、
釈
尊
 は
 あ
ら
ゆ
る
苦
か
ら
脱
す
 る
こ
と
を
 求
 

（
 M
o
 
）
 
仏
教
の
受
容
の
申
で
 

「
禍
福
」
に
因
果
関
係
の
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
こ
と
で
 
あ
る
。
そ
の
否
定
す
る
と
こ
ろ
の
根
本
は
善
行
が
 寿
 
（
 長
生
）
を
実
現
し
な
い
 

-
 
め
 @
 

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
仏
教
伝
来
以
前
の
、
長
生
を
望
む
 た
め
の
種
々
の
努
力
を
否
定
す
る
立
場
が
あ
ら
わ
に
 さ
 れ
て
い
る
。
 

こ
の
 ょ
う
 に
王
充
は
当
時
、
中
国
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
 て
い
た
 寿
 
（
長
生
）
と
い
分
か
た
ち
で
の
行
い
に
対
す
 

る
 報
い
を
否
定
し
た
 

が
、
 更
に
「
神
威
」
も
主
張
し
て
い
る
。
論
 死
篇
 で
は
、
 人
は
 死
ん
で
 鬼
 と
は
な
ら
な
い
こ
と
、
鬼
に
ほ
知
覚
が
 な
く
、
こ
と
ば
も
喋
れ
 

-
 
㏄
 -
 

ず
、
 人
に
危
害
を
加
え
な
い
こ
と
を
説
く
。
王
充
は
陰
 陽
の
気
が
固
ま
っ
て
人
と
な
り
、
死
ね
ば
気
に
戻
る
と
い
 ぅ
が
、
 
一
た
び
死
ん
だ
 

 
 

あ
と
、
生
ま
れ
変
わ
っ
て
ま
た
生
を
受
け
る
こ
と
を
否
定
 す
る
。
 

王
充
が
「
論
 死
 」
を
著
し
た
意
図
は
薄
葬
を
勧
め
る
こ
と
 に
あ
る
と
い
う
が
、
人
が
死
ん
で
知
覚
が
な
く
、
鬼
に
 も
な
ら
な
い
こ
と
が
 

@
 
綴
 -
 

そ
の
主
張
の
根
本
に
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
人
が
死
 ん
で
 鬼
 と
な
ら
ず
気
に
戻
っ
て
し
ま
う
こ
と
ほ
、
こ
の
 世
の
生
に
続
く
霊
魂
を
 

否
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
死
後
、
こ
の
世
の
善
行
・
悪
行
 に
 対
す
る
禍
福
の
応
報
が
あ
る
こ
と
を
根
本
的
に
否
定
 
す
ス
リ
 
も
の
 示
 
Ⅰ
 あ
ス
 
-
 
㏄
 
㌧
。
 

-
 

王
充
ほ
こ
の
 
ょ
う
 に
善
行
に
対
す
る
 寿
 
（
長
生
）
と
い
う
 こ
の
世
に
お
け
る
報
い
を
否
定
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
 後
流
入
し
て
く
る
 仏
 

教
の
根
本
思
想
で
あ
る
三
世
の
思
想
を
否
定
す
る
拠
り
 所
 と
な
る
魂
の
滅
（
 神
滅
 ）
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
 
-
 
㏄
 -
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め
た
の
み
で
、
死
後
の
あ
り
 様
 ま
で
は
説
か
な
か
っ
た
し
 、
こ
だ
わ
ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
 中
国
に
入
る
前
の
仏
教
 

が
、
 人
の
死
後
の
あ
り
様
に
対
し
て
、
三
世
因
果
応
報
を
 中
心
と
し
た
輪
廻
説
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
ぎ
 な
い
。
 

釈
尊
当
時
、
六
師
外
道
の
一
人
と
さ
れ
る
サ
ン
ジ
ャ
ヤ
の
 弟
子
サ
 @
 ジ
 ブ
ッ
タ
と
モ
ッ
ガ
 ー
 ラ
ナ
 が
 、
サ
ソ
 ジ
ャ
 ヤ
 の
も
と
か
ら
二
百
 

五
十
人
の
弟
子
を
連
れ
て
釈
尊
に
帰
依
す
る
と
い
う
逸
話
 が
あ
る
。
サ
ン
ジ
ャ
ヤ
の
議
論
は
「
鰻
の
よ
う
に
 ね
 ら
 ね
 ら
と
し
て
捉
え
が
た
 

-
 
綴
 
-
 

い
 議
論
」
（
 昌
 p
 
。
 
臣
芽
ど
芯
 ）
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
彼
は
 い
わ
ゆ
る
不
可
知
論
者
と
さ
れ
る
。
サ
ン
ジ
ャ
ヤ
は
「
 あ
の
世
が
存
在
す
る
か
 

し
な
い
か
」
「
生
ま
れ
変
わ
っ
た
生
き
物
が
存
在
す
る
か
 
し
な
い
か
」
「
善
悪
と
悪
業
の
果
報
の
あ
ら
わ
れ
が
存
在
 す
る
か
し
な
い
か
」
 

「
人
格
完
成
者
（
 
t
a
t
 

絃
の
 

a
 
（
 
ぃ
 
）
は
死
後
存
在
す
る
か
し
な
 い
か
」
な
ど
に
つ
い
来
世
の
存
在
 
8
 行
為
の
善
悪
の
果
報
 

も
わ
か
ら
な
い
と
い
う
。
 

不
可
知
論
者
で
あ
り
、
懐
疑
論
者
で
あ
る
 サ
ソ
 ジ
ャ
ヤ
の
 弟
子
サ
 l
 ジ
ナ
ッ
タ
と
モ
 ッ
ガ
 l
 ラ
ナ
 が
 サ
ソ
 ジ
ャ
ヤ
 を
 離
れ
て
釈
尊
に
 帰
 

伏
 す
る
契
機
は
、
ア
ッ
サ
ジ
比
丘
と
の
出
会
い
で
あ
る
。
 サ
 l
 リ
ブ
 ッ
タ
 は
ア
ッ
サ
 ジ
 の
「
諸
法
 は
固
 よ
り
 生
ず
 る
 。
如
来
 は
 そ
の
囚
を
 

-
 
総
 
-
 

説
き
た
も
 う
 。
諸
法
の
滅
も
ま
た
、
大
い
な
る
修
行
者
 ほ
 か
く
の
ご
と
く
 説
 ぎ
た
も
 う
 」
と
い
う
詩
句
を
聞
き
、
 「
法
眼
」
が
開
け
た
と
 

を
 
い
 う
 。
こ
れ
ほ
、
仏
教
が
懐
疑
論
よ
り
も
優
れ
た
 も
の
で
あ
る
こ
と
、
更
に
様
々
な
懐
疑
論
を
抑
え
、
積
極
 的
に
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
 

-
 
舘
 @
 

暖
が
 因
縁
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
立
場
を
打
ち
 出

し
た
も
の
、
と
見
る
こ
と
が
き
る
。
 

相
似
 

 
 

ほ
 仏
教
内
部
の
論
争
あ
る
い
は
外
部
と
の
論
争
に
よ
っ
 
て
 変
革
し
 、
 深
ま
っ
て
い
っ
 

ぬ
 
た
。
西
方
の
ギ
リ
シ
ア
と
の
輪
廻
、
無
我
説
な
ど
 
の
 縁
起
思
想
の
思
想
交
流
は
例
え
ば
日
、
 
、
 
、
リ
ン
ダ
王
の
 
間
ヒ
 に
 見
ら
れ
る
通
り
で
あ
 

 
 

果
 応
報
に
関
わ
る
思
想
交
流
も
重
要
な
一
面
で
あ
る
。
 

 
 

圃
 
②
史
伝
に
み
る
縁
起
説
の
受
容
 

中
 

辛
子
の
書
に
円
理
惑
論
 b
 が
あ
る
。
成
立
時
期
に
つ
い
て
 ほ
 諸
説
が
あ
る
が
、
中
国
に
お
け
る
初
期
の
仏
教
受
容
 を
 伝
え
る
重
要
な
書
 

61 (317 Ⅰ 



で ・ の れ と 記 っ 分 に と 

い
 う
 。
仏
の
経
と
戒
は
受
け
継
が
れ
、
こ
れ
を
ふ
み
行
っ
 て
い
け
ば
、
 
浬
般
 
（
Ⅱ
無
為
）
を
得
て
 、
 福
は
後
世
に
 及
ぶ
、
と
い
う
。
 
先
 

王
充
の
円
論
衡
 ヒ
 で
は
否
定
さ
れ
て
い
た
が
、
福
が
後
世
 に
 及
ぶ
と
い
う
考
え
が
中
国
人
に
は
あ
る
。
そ
う
い
う
 場
合
の
後
世
と
は
 自
 

の
次
の
生
を
指
す
の
で
は
な
く
、
後
の
世
を
指
し
て
い
る
 。
円
理
惑
論
 ヒ
 の
こ
の
部
分
も
そ
う
で
あ
る
。
し
た
が
 っ
て
、
こ
の
点
に
限
 

 
 

て
い
え
。
 
ぽ
 、
日
理
惑
論
 ヒ
の
 考
え
ほ
中
国
の
儒
家
の
考
え
 の
 延
長
に
あ
り
、
仏
教
の
理
解
か
ら
は
離
れ
て
い
る
と
 考
え
ら
れ
る
。
 

-
 
仰
 -
 

ま
た
、
円
理
惑
論
 口
 に
お
い
て
最
も
顕
著
で
あ
る
の
は
 死
 者
の
魂
を
屋
根
に
上
っ
て
呼
び
求
め
る
と
い
う
記
事
で
 あ
る
。
こ
れ
は
「
 礼
 

-
 
乾
 -
 

ヒ
に
基
づ
い
た
記
載
で
あ
り
、
草
子
は
こ
こ
で
も
中
国
の
 儒
家
を
引
用
し
て
仏
説
の
正
し
さ
を
証
明
し
ょ
う
と
し
 て
い
る
。
 

「
理
惑
論
 目
 で
い
う
 

-
 
㏄
 -
 

有
道
雄
 死
神
帰
福
堂
 、
 為
悪
 焼
死
 神
当
其
映
 

は
、
神
 
（
精
神
、
 魂
 ）
 と
形
 
（
肉
体
）
と
い
う
対
比
を
も
 
と
に
、
死
後
、
神
が
残
り
、
生
前
の
「
通
有
る
」
 か
 
「
 悪
を
為
す
」
か
の
 何
 

か
に
し
た
が
い
、
福
と
映
を
得
る
と
い
う
こ
と
を
明
言
す
 る
 。
こ
の
論
で
は
す
で
に
死
後
の
生
存
が
前
提
と
さ
れ
 て
い
る
。
 

円
理
惑
論
 b
 中
で
は
、
現
世
の
行
為
が
次
の
生
存
に
及
ぶ
 と
い
う
考
え
は
見
ら
れ
る
が
、
輪
廻
と
い
う
観
念
は
見
 出
 だ
さ
れ
な
い
。
 
そ
 

意
味
で
、
中
国
に
お
い
て
仏
教
が
受
容
さ
れ
た
当
初
に
問
 題
 と
さ
れ
た
の
は
、
死
後
が
現
在
世
に
束
縛
さ
れ
て
あ
 る
と
い
う
考
え
の
方
 

-
 
何
 -
 

あ
り
、
決
し
て
輪
廻
と
い
う
考
え
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
 る
 。
 

本 
其 論 
（ て     
11@ W 
仏 文 
） し 
経 て 

戒、 ぎた 

続 範 

有 、 :  囲 で 

履 い 
能 え 

行は 之、 

  
夜の 
福笠 

流後世 章 に降 

" 口 - - 己 

さ 

れ 
る 

仏 
伝 

の中 

で、 

仏 
の 

滅後 

ケ @ 甲 

つ 
い 

て触 

ね 、 
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で
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る
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漢
訳
仏
典
と
パ
ー
リ
あ
る
い
 は
サ
ソ
 ス
ク
リ
ッ
ト
 
仏
典
の
比
較
対
照
に
よ
る
と
、
後
漢
代
の
安
住
 

高
は
 ・
 
ゴ
の
 
日
 ・
を
 因
と
 訳
し
、
 

於
 
る
と
い
う
単
純
な
論
理
に
と
ど
ま
ら
ず
、
諸
条
件
 

・
ロ
ぺ
 

ゅ
 （
せ
が
 

日
 p
,
 
を
 縁
と
 訳
し
て
い
る
。
女
性
高
は
原
典
に
 

の
 制
約
を
受
け
て
事
物
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
仏
教
の
 

従
っ
て
両
者
の
差
異
を
認
識
し
て
漢
訳
し
て
い
る
。
 

ま
 

考
え
に
重
き
を
置
い
た
か
ら
 

た
、
 同
じ
後
漢
の
支
 
婁
 

迦
 誠
の
漢
訳
し
た
「
道
行
般
若
経
ヒ
に
お
い
て
は
、
事
物
 

が
因
と
 縁
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
縁
起
思
想
を
明
 

快
 に
伝
え
て
い
る
。
 
安
 

世
高
 、
支
 婁
迦
識
 両
者
の
訳
経
の
中
に
は
、
無
目
性
と
い
 

ぅ
 術
語
は
ま
だ
見
ら
れ
な
い
が
、
因
縁
所
生
あ
る
い
は
 

因
縁
和
合
と
い
う
事
物
 

に
 対
す
る
仏
教
の
根
本
的
な
捉
え
方
が
見
 

ぃ
 出
さ
れ
る
。
 

で
は
 、
端
的
に
 囚
 と
は
何
を
指
し
、
縁
と
ほ
何
を
指
し
て
 

い
る
の
か
と
い
う
と
、
初
期
の
漢
訳
仏
典
で
は
明
確
な
 

定
義
は
な
さ
れ
て
い
 

な
い
。
伝
統
的
に
は
す
で
に
 
円
 
史
記
 目
 「
日
収
 
伝
 」
な
ど
 に
 因
縁
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
文
字
と
し
て
 

表
現
さ
れ
た
仏
典
に
 
対
 

し
て
は
、
因
縁
と
い
う
語
が
一
 
話
 と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
 
た
と
い
う
考
え
も
成
り
立
つ
。
し
か
し
、
後
々
「
縁
起
 

」
と
い
う
概
念
が
成
立
 

を
す
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
仏
教
者
の
間
で
 
は
 因
縁
 は
 決
し
て
一
話
と
し
て
は
考
え
ら
れ
て
は
い
な
か
 

っ
 た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

  

醜
 
指
す
語
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
漢
訳
仏
典
に
 

お
い
て
、
「
縁
起
」
と
い
う
術
語
が
固
ま
っ
て
く
る
の
は
 

、
原
因
が
あ
っ
て
結
果
が
あ
 

け
 

国
 
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ど
う
し
て
も
「
 

因
起
 」
で
 は
な
く
、
「
縁
起
」
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
 

。
事
物
や
事
象
が
種
々
の
 
条
 

中
 

件
 の
も
と
で
成
立
す
る
と
い
う
「
縁
起
」
の
考
え
方
 

は
仏
 教
の
 「
も
の
」
に
対
す
る
基
本
的
で
あ
り
か
つ
究
極
的
 

な
 見
方
で
あ
る
。
初
期
 63 (319) 
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の
 翻
訳
経
典
で
あ
る
家
世
高
 め
 ㍉
 
安
 股
寄
 意
 経
ヒ
や
文
 婁
 ぬ
 識
の
同
道
行
般
若
経
 ヒ
曇
無
掲
品
 に
お
い
て
見
ら
れ
 る
よ
 5
 に
、
縁
起
を
中
 

心
と
す
る
こ
の
 ょ
う
 な
仏
教
の
中
心
的
な
立
場
が
、
文
献
 の
形
を
と
り
、
思
っ
た
よ
り
も
誤
解
の
少
な
い
形
で
後
 漢
代
の
中
国
に
伝
え
 も
 

れ
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
変
質
し
て
い
く
中
国
仏
教
 を
 考
え
る
上
で
も
、
そ
の
出
発
点
と
し
て
見
逃
す
べ
 き
 で
は
 な
い
。
 

メ
め
 
-
 

中
国
に
お
け
る
応
報
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
仏
教
の
入
る
 以
前
に
は
、
少
な
く
と
も
現
在
と
未
来
、
今
と
将
来
に
 限
ら
れ
て
い
た
。
 こ
 

れ
に
対
し
、
女
性
高
の
訳
経
で
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
 占
 ば
 、
過
去
、
現
在
、
未
来
に
わ
た
る
三
世
が
存
在
し
、
 そ
の
各
々
が
因
果
関
係
 

に
あ
る
こ
と
を
明
言
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
 円
 
道
行
 

般
若
経
 

b
 同
様
、
後
漢
か
ら
二
面
時
代
に
か
け
て
広
く
 受
容
さ
れ
た
「
 安
般
守
 

意
経
 b
 の
中
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
家
世
 高
は
 、
現
世
と
 来
世
の
存
存
在
を
明
言
し
、
そ
の
因
果
関
係
を
示
し
、
 さ
ら
に
は
、
現
在
世
を
 

遡
っ
て
、
過
去
世
と
現
在
世
の
因
果
関
係
に
ま
で
説
き
及
 び
 、
提
示
し
た
。
こ
れ
ほ
現
在
の
生
存
が
過
去
の
自
ら
 の
 生
存
に
規
定
さ
れ
て
 

い
る
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
り
、
中
国
思
想
に
と
っ
て
は
 荒
唐
無
稽
で
あ
り
、
前
代
未
聞
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
 ま
 た
安
 世
高
は
 一
歩
進
ん
 

で
 「
仏
教
を
信
仰
し
、
仏
教
の
教
義
を
実
践
す
れ
ば
、
 
本
 来
 避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
罪
の
報
い
る
免
れ
る
こ
と
 が
で
き
る
」
と
い
う
 一
 

-
 
弼
 
-
 

つ
の
救
済
思
想
ま
で
も
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
漢
代
か
ら
 求
め
ら
れ
て
き
た
救
済
の
思
想
の
延
長
上
に
あ
る
と
 考
，
 
え
て
よ
い
。
ま
た
、
 安
 

世
高
 や
文
宴
遊
識
の
訳
出
し
た
経
典
は
、
結
果
的
に
ほ
 当
 時
 も
て
ほ
や
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
「
論
衡
目
の
否
定
し
 て
い
た
「
修
行
に
よ
る
 

報
 い
 」
を
逆
に
明
確
 に
 主
張
す
る
立
場
に
立
っ
も
の
と
 な
っ
て
い
る
。
 

縁
起
思
想
や
三
世
の
概
念
、
輪
廻
思
想
は
 、
 何
れ
も
六
朝
 を
 通
し
て
注
目
さ
れ
た
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
 概
念
は
申
 回
 に
お
い
 

て
は
何
れ
も
応
報
思
想
を
下
地
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
 い
る
。
し
か
し
、
初
期
の
中
国
仏
教
の
段
階
で
、
こ
れ
 ら
の
中
で
実
際
に
中
国
 

に
お
い
て
好
意
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
、
定
着
、
流
布
し
た
 思
想
は
、
事
物
、
事
象
の
あ
り
方
を
分
析
す
る
縁
起
 思
 想
 あ
る
い
 は
 前
世
、
 現
 

世
 、
来
世
を
説
く
三
世
の
輪
廻
で
は
な
く
、
現
世
と
来
世
 に
 限
っ
た
因
果
応
報
の
思
想
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
 事
 情
の
裏
に
は
、
仏
教
 受
 

容
者
 層
が
、
仏
教
思
想
の
伝
 入
 以
前
か
ら
存
在
し
た
応
報
 の
 思
想
、
承
負
の
思
想
を
根
底
に
も
ち
、
そ
の
延
長
と
 し
て
仏
教
を
捉
え
た
 さ
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（
Ⅰ
 
乙
 ）
 

中国に 於け 

） ）（ l l （ Ⅰ l 0 

 
 

注
 

（
 
1
 ）
 

（
 
2
 ）
 

（
 
リ
し
 
）
 

（
 
ノ
モ
 
）
 

小
工
 
リ
 
）
 

（
 
月
り
 
）
 

 
 

（
 
0
0
 
）
 

 
 

 
 起

 
縁
 

変
容
邦
夫
「
初
期
道
教
に
お
け
る
救
済
思
想
」
台
東
洋
文
化
 ヒ
 酩
号
 

東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
）
参
照
。
変
容
氏
は
道
教
 成
立
以
前
の
救
 

潜
思
想
に
、
上
帝
 ｜
 天
の
思
想
と
 円
墨
 千
日
の
救
済
思
想
を
挙
 げ
た
上
で
、
両
者
が
政
治
の
混
乱
、
病
苦
、
大
逆
、
天
災
な
ど
 現
実
的
な
災
厄
 

か
ら
の
救
済
を
希
求
す
る
な
ど
、
そ
の
救
済
が
現
実
世
界
の
域
 を
 出
て
い
な
い
点
を
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
、
道
教
の
救
済
思
想
 0
 基
層
の
ひ
と
 

つ
と
し
て
の
神
仙
思
想
を
 、
 死
な
ど
の
種
々
の
苦
悩
な
ど
の
 存
 す
る
現
実
の
世
界
を
超
脱
し
、
永
遠
の
生
命
を
受
け
て
人
生
の
快
 楽
を
無
限
に
 

享
受
し
う
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
へ
の
飛
翔
を
保
証
す
る
救
済
思
想
と
 捉
え
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
神
像
淑
子
「
 善
 と
悪
」
谷
中
国
宗
 教
 思
想
 2
L
 
岩
 

披
講
座
東
洋
思
想
第
十
四
巻
所
収
）
参
照
。
 

大
正
一
、
二
二
三
下
二
四
 @
 二
五
。
 
異
 訳
経
で
あ
る
生
仏
 含
め
 訳
し
た
「
 長
 阿
含
経
ヒ
第
九
「
 十
 上
緒
」
で
は
、
「
 
云
何
 二
種
 解
 法
 。
有
国
有
 

練
衆
生
生
 垢
 、
有
国
有
縁
衆
生
得
 浄
 。
（
天
一
、
五
三
上
一
六
 
@
 
一
七
）
」
と
あ
る
。
 

し
 ・
 
ア
 ・
㏄
 屯
 し
 い
 の
ロ
コ
が
Ⅱ
 

p
.
 
の
 仁
 （
（
 
ぃ
コ
 
（
 
り
 

円
安
 般
 寸
意
経
口
は
そ
の
祓
に
あ
る
 ょ
 り
に
注
が
紛
れ
込
ん
で
お
 り
 、
そ
の
部
分
の
排
除
を
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

任
継
愈
 
口
中
国
仏
教
 史
 ヒ
三
一
一
（
三
一
二
頁
 

円
安
 般
 寸
意
経
ト
天
一
五
、
一
六
七
、
申
一
一
（
一
四
 

「
 安
般
守
 薫
籠
ヒ
大
一
五
、
一
六
九
、
下
元
 @
 
一
 二
 

三
枝
売
高
 ョ
 般
若
経
の
真
理
 L
 、
平
川
影
向
初
期
大
乗
仏
教
の
研
 究
 ヒ
参
照
。
 

大
八
、
四
七
六
、
中
三
（
四
七
 セ
 、
上
二
七
。
こ
れ
に
相
当
す
 る
 箇
所
を
含
む
 異
 訳
経
と
し
て
は
 支
謙
訳
 ㍉
大
明
度
無
極
経
ヒ
 
が
 あ
る
（
大
正
 

本
 
（
芳
甘
 約
ゴ
 a
s
r
 
守
 a
 。
 
ロ
 
r
p
 
古
ゆ
ワ
 叩
の
巨
 口
 。
の
 
口
 @q
p
 
、
 円
 八
千
 頚
般
 若
き
は
、
 
因
 
・
縁
に
っ
 い
 

八
 、
五
 0
 毛
 上
一
一
 
t
 下
元
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
 

て
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
軌
を
一
に
す
る
が
、
簡
略
で
あ
り
、
 厳
密
に
は
一
致
し
て
い
な
い
（
 せ
 の
ぎ
 日
 p 
苦
 ：
神
ド
 双
 ・
㏄
 
ナ
 
-
p
.
 
ぃ
 簿
 ・
の
）
。
 
鳩
摩
 

 
 

羅
什
が
 四
 0
 
八
年
に
漢
訳
し
た
と
さ
れ
る
円
小
品
般
若
波
羅
蜜
 経
口
は
サ
ン
ス
ト
本
に
近
い
。
 

 
  

 
 
 

大
八
、
四
七
六
、
中
三
（
 六
 。
引
用
文
中
「
二
次
」
の
「
 工
 」
 は
 
（
 
書
 
，
 画
 
・
細
工
な
ど
が
）
巧
み
で
あ
る
こ
と
。
 

 
 

 
 

レ
ゅ
 （
 
p
.
 せ
 p
@
 
年
 
Ⅱ
㏄
の
 &
.
,
 
ロ
 ・
 ぃ
 的
串
，
 

ぃ
 ひ
 
l
 い
の
 

 
 

大
八
、
四
七
六
、
中
六
 @
 人
。
 

ま
が
如
実
に
伺
え
る
の
で
あ
る
。
 



（
 
B
 ）
大
八
、
四
七
六
、
中
一
三
（
一
六
。
 

（
 
M
 ）
事
物
の
場
合
「
一
事
、
二
事
を
以
て
せ
ず
」
と
い
う
の
 
み
で
あ
る
が
、
仏
身
を
成
ず
る
場
合
に
は
更
に
「
 若
 千
百
千
 事
 を
 以
て
す
。
」
と
い
う
㏄
 

 
 
 
 

内
容
の
句
が
続
く
。
 

 
 

 
 
 
 

（
 蝸
 ）
下
名
 p
.
 

せ
田
 

ヰ
 せ
 い
 の
 痔
 ・
 0
.
 
い
紺
 ・
 け
 ）
 l
 い
い
 

（
 騰
 ）
大
八
、
四
七
六
、
下
一
八
 @
 
二
 0
 。
 

（
Ⅳ
）
下
名
 p
.
 せ
巴
宙
ぜ
 
の
の
 ヰ
 ・
・
 
ワ
ぃ
簗
 ・
は
 
干
い
 の
 

（
 比
 ）
六
朝
に
お
け
る
仏
教
の
「
因
果
」
思
想
の
受
容
に
つ
い
 て
は
、
蜂
屋
邦
夫
「
自
然
と
因
果
」
 

宅
 中
国
宗
教
思
想
 2
L
 
岩
波
 講
座
東
洋
思
想
第
十
 

口
巻
所
収
）
が
あ
る
。
 

ま
た
、
漢
訳
経
典
の
原
典
が
書
籍
と
し
て
存
在
し
て
い
た
か
ど
 う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
㍉
道
行
般
若
経
 ヒに
 経
典
 信
 仰
が
明
示
さ
 

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
仏
者
の
暗
唱
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
 兜
木
（
朝
木
）
が
伝
え
ら
れ
た
と
推
測
す
る
。
 

（
 
m
 ）
 
円
 漢
書
 b
 郡
陽
伝
 「
 無
因
而
至
 前
者
 也
 。
」
 

（
㏄
）
因
果
に
つ
い
て
、
中
村
元
 氏
は
 
「
「
因
果
」
の
観
念
は
仏
 教
 独
自
の
も
の
で
あ
る
ら
し
い
 0
 
シ
ナ
 に
は
仏
教
の
移
入
 以
 -
 
別
に
は
「
因
果
」
と
い
 

う
 語
が
無
か
っ
た
し
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
で
因
果
の
観
念
が
明
確
 化
し
た
の
は
、
仏
教
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
」
（
中
村
元
「
因
果
」
、
 

「
仏
教
思
想
 ヒ
 

3
 因
果
所
収
）
と
い
わ
れ
る
。
 

い
う
 ま
で
も
な
く
原
因
が
あ
れ
 ば
 結
果
が
あ
る
と
い
う
思
考
方
法
が
中
国
に
お
い
て
欠
如
し
て
 い
た
こ
と
を
 
意
 

抹
 し
て
は
い
な
い
。
仏
教
が
因
果
と
い
う
考
え
に
よ
っ
て
 、
事
 象
の
み
な
ら
ず
、
事
物
す
な
わ
ち
も
の
の
あ
り
方
ま
で
も
説
明
 す
る
点
に
つ
い
 

て
は
氏
の
言
は
妥
当
で
あ
る
。
 

（
 れ
 ）
神
像
淑
子
「
 善
 と
悪
」
宮
中
国
宗
教
思
想
 2
 ヒ
岩
波
 講
 座
 東
洋
思
想
第
十
四
巻
所
収
）
参
考
。
神
像
氏
は
論
文
中
で
、
㍉
 
易
 」
㍉
書
経
ヒ
 を
 例
に
 

と
り
、
天
が
王
者
の
行
為
を
監
視
し
、
そ
の
善
悪
に
応
じ
て
 禍
 福
を
降
す
こ
と
、
㍉
墨
子
 b
 に
つ
い
て
は
 
義
 と
不
義
す
な
わ
ち
 叢
 ロ
と
 悪
の
区
別
 

が
 天
の
意
（
こ
こ
ろ
）
に
合
致
す
る
か
否
か
に
あ
る
こ
と
、
 ま
 た
 漢
代
の
災
異
思
想
、
道
教
、
特
に
㍉
太
平
緒
 L
 に
お
け
る
 
一
 八
一
人
の
人
間
 

0
 行
為
の
善
悪
と
天
の
賞
罰
を
示
し
、
応
報
と
し
て
現
世
に
お
 い
て
 天
 よ
り
与
え
ら
れ
る
禍
福
と
し
て
は
寿
命
の
長
短
が
問
題
 と
さ
れ
る
こ
と
 

を
 示
し
て
い
る
。
 

（
 為
 ）
㍉
中
国
思
想
辞
典
 ヒ
 「
三
世
親
 応
 」
 森
 三
樹
三
郎
 

（
㌍
）
加
地
伸
行
㍉
中
国
論
理
学
史
 考
ヒ
 
一
九
八
三
年
、
研
 
文
 出
版
 

（
 簗
 ）
 
円
 漢
書
目
礼
楽
 志
 
「
今
季
右
前
聖
遺
制
 
之
 威
儀
、
誠
司
法
 豪
雨
 補
備
之
 経
紀
、
可
因
縁
両
序
 著
也
 。
」
も
同
様
。
 



（
 
只
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内
山
俊
彦
「
漢
代
の
応
報
思
想
」
（
日
東
京
支
那
学
報
 

ヒ
 第
六
号
）
 
並
び
に
 
変
合
 
邦
夫
「
 
始
と
終
 
」
「
吉
と
 

今
 」
「
 
長
 と
短
」
（
何
れ
 

も
円
 
中
国
宗
教
 

ほ
想
 
1
 ヒ
 岩
波
講
座
東
洋
思
想
第
十
三
巻
所
収
、
岩
波
書
店
、
 

一
九
九
 
0
 年
 ）
 

 
 

 
 

「
論
衡
卜
食
 

義
 第
六
「
天
性
 

与
命
異
 
、
 或
 性
善
布
令
 
凶
 、
 或
 性
悪
 
冊
命
 
吉
 。
操
行
善
悪
者
、
性
 

也
 、
禍
福
吉
凶
者
、
命
 

也
 。
 或
 行
書
市
 
得
禍
 
、
 

走
性
善
 
而
命
凶
 
、
 或
 有
要
面
縛
 
福
 、
見
性
悪
 
而
 倉
吉
 
也
 。
佐
官
 
右
 善
悪
、
合
目
有
吉
凶
。
倉
吉
亡
八
、
 

婬
 不
行
書
、
未
必
無
 

福
 。
 凶
命
 
亡
八
、
 

進
勉
 
操
行
、
未
必
無
視
。
」
 

円
 
論
衡
 
ヒ
異
虚
 
第
十
八
「
故
人
 

之
 死
生
、
在
 
於
命
 
二
天
寿
、
不
在
 

行
文
善
悪
」
。
ま
た
、
 

福
虚
 
第
二
十
に
お
い
て
は
、
秦
の
膠
（
 

Ⅱ
 穆
 ）
 公
 、
 晋
 

の
 文
公
の
例
を
ひ
 

き
 、
生
前
の
行
な
い
と
天
寿
に
関
係
の
な
い
，
 

」
と
を
主
張
す
る
。
 

「
論
衡
ヒ
誌
 

死
 第
六
十
二
「
陰
陽
二
気
、
凝
血
為
人
、
年
 

終
 弄
瓦
 
、
 死
 遠
馬
 
気
 。
 去
 春
水
不
能
優
馬
城
、
 

死
魂
 
女
能
優
馬
形
。
」
 

円
 
論
衡
ヒ
論
究
第
六
十
二
「
 

試
 風
物
類
 
験
之
 
、
人
死
不
為
 

鬼
 、
 無
 知
 、
不
能
書
 
人
 。
何
 以
 験
左
。
験
左
 

以
物
 
。
人
物
 
也
 、
物
 亦
 物
也
 
。
 物
死
不
 

ョ
 
論
衡
�
ﾎ
 倖
 第
八
十
四
「
論
究
詞
兄
、
所
以
 

使
俗
薄
 
喪
葬
 
也
 」
 
。
ま
た
、
 
同
 「
合
著
論
究
 

及
死
 
隠
亡
 
篇
 、
 明
死
 
無
知
、
不
能
活
 

鬼
 」
と
い
う
。
 

王
充
の
思
想
に
反
仏
教
の
考
え
は
な
か
っ
た
と
み
る
こ
と
は
 

当
 然
 で
あ
ろ
う
が
、
同
じ
中
国
の
ど
こ
か
に
仏
教
を
信
奉
す
る
も
 

の
が
い
た
こ
と
 

は
 否
定
で
き
な
い
。
 

こ
の
他
、
日
大
平
経
ヒ
に
お
け
る
 

承
負
 
思
想
に
つ
い
て
も
見
る
べ
 

ぎ
 も
の
が
あ
る
。
特
に
承
 

負
 思
想
と
仏
教
の
「
 

業
 」
の
思
想
 
の
 関
係
に
つ
い
 

て
の
指
摘
は
、
福
井
文
雅
「
道
教
と
仏
教
」
（
 

平
河
 
出
版
社
日
 
道
 教
 b
 所
収
）
参
照
。
ま
た
、
佳
純
 

愈
 日
中
国
仏
教
 

史
臼
 
第
一
 
善
一
三
二
 
!
 一
 

三
三
頁
参
照
。
 

中
村
元
ョ
原
始
仏
教
の
成
立
し
一
一
一
頁
 

巴
 ・
 
ア
 ・
 ぺ
 
0
 
㌃
（
 や
の
 
㏄
 

せ
ぎ
 
還
の
（
 毛
 ・
 
お
 i
 
ミ
 ・
ア
ッ
サ
 
ジ
 の
こ
の
喝
に
は
多
数
の
漢
 

訳
 が
あ
る
。
 
円
 
四
分
律
 
ヒ
 （
大
二
二
、
七
九
八
丁
二
一
 

@
 二
三
）
 
、
 自
大
智
度
論
 

ヒ
  

 

（
大
二
五
、
一
九
二
十
一
九
（
 

二
 0
 ）
に
も
あ
る
が
、
原
文
に
近
 

い
も
の
と
し
て
㍉
根
本
説
一
切
有
部
 

昆
 余
部
出
来
事
 

L
 （
六
二
一
 

Ⅰ
 一
 
0
 二
七
  

 
 
 
 
 

十
二
一
 
@
 二
 二
）
 
、
 ョ
南
海
 
帰
寄
 
内
法
 
伝
 b
 （
大
五
四
、
一
二
夫
 

下
 三
一
 
@
 一
二
一
）
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

中
村
元
「
原
始
仏
教
の
成
立
し
一
 

0
 七
 @
 一
一
五
頁
、
ま
た
 

日
 
コ
ー
タ
 
マ
 ，
ブ
ッ
ダ
釈
尊
の
生
涯
 

ヒ
 三
三
五
頁
 

 
 

フ
く
 
リ
ン
ダ
王
の
間
 

ハ
ト
 
（
漢
訳
 
円
那
 
光
比
丘
 
経
し
 
）
に
お
い
て
は
 

、
輪
廻
、
輪
廻
の
主
体
な
ど
の
ほ
か
、
広
 

い
 意
味
で
の
時
間
 

論
 に
関
わ
る
こ
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八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 

廻
向
、
誓
願
、
善
業
、
善
根
、
 里
は
い
 せ
色
ひ
 
蕾
 ・
 づ
 さ
 %
 穿
ぎ
曲
 

(327) 

聡
 

平
岡
 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 従
来
、
誓
願
に
関
す
る
多
く
の
研
究
が
な
さ
 れ
て
 ぎ
た
が
、
そ
の
殆
ど
 は
 誓
願
の
内
容
に
重
点
を
置
く
も
の
で
 あ
っ
た
。
し
か
し
こ
 

の
 視
点
の
み
か
ら
誓
願
説
を
研
究
す
る
こ
と
は
、
そ
の
起
源
と
 展
開
を
考
え
る
上
で
限
界
が
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
か
っ
て
 、
別
 の
 観
点
、
即
ち
「
 誓
 

願
を
成
就
さ
せ
る
行
為
」
と
い
う
観
点
に
立
ち
、
初
期
仏
教
 か
 ら
 初
期
大
乗
に
至
る
ま
で
の
誓
願
説
を
整
理
し
た
後
、
そ
れ
を
 
大
き
く
二
つ
に
 分
 

類
し
、
便
宜
上
、
誓
願
 説
 1
.
 誓
願
 説
 Ⅱ
と
し
た
。
以
下
、
両
 者
の
特
徴
を
纏
め
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
 

（
誓
願
 
説
 I
 ）
誓
願
者
は
、
誓
願
す
る
前
に
何
ら
か
の
善
業
（
 布
施
等
）
を
な
し
て
善
根
を
作
り
、
そ
の
善
根
に
よ
っ
て
自
分
 の
 誓
願
成
就
を
願
う
の
 

で
あ
り
、
そ
の
場
合
、
誓
願
文
に
「
こ
の
善
根
に
よ
っ
て
（
 目
 0
 目
 
午
ぎ
瓦
 日
田
 目
 さ
」
と
い
う
定
型
 句
 を
伴
 う
 の
が
普
通
で
 あ
る
。
「
善
根
よ
書
 

願
 」
 

（
誓
願
 
説
 と
誓
願
者
は
先
ず
誓
願
を
立
て
、
そ
の
後
、
そ
の
 

誓
願
を
実
現
す
る
た
め
に
 行
 
（
 
c
a
 

「
）
 

ゅ
 ）
を
積
む
。
法
蔵
菩
薩
の
 誓
願
 や
 、
大
乗
の
菩
 

薩
 の
誓
願
は
こ
ち
ら
に
属
す
る
。
「
誓
願
よ
 
行
 」
 

こ
の
よ
う
に
両
者
に
は
著
し
い
相
違
点
が
見
ら
れ
、
後
代
に
な
 る
と
、
ど
ち
ら
の
誓
願
 読
 も
 、
 同
じ
「
誓
願
（
 づ
 （
 
a
 。
 
ヨ
 ・
 く
 年
す
 
ゅ
 
）
」
と
Ⅱ
リ
 

ラ
 号
目
薬
 
ネ
巳
 

表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
本
来
、
両
者
は
異
な
っ
た
思
想
 基
盤
の
上
に
展
開
し
て
ぎ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
も
、
こ
の
分
 類
 に
従
っ
て
、
イ
ン
 

ド
 仏
教
説
話
の
集
成
で
あ
る
 円
 デ
ィ
ヴ
ィ
 ヤ
 ・
ア
ヴ
 ァ
ダ
 ー
 ナ
 ト
に
 見
ら
れ
る
誓
願
説
を
総
て
整
理
し
、
そ
の
内
容
を
紹
介
し
 て
み
た
い
。
 

（
 
I
 レ
 

「
デ
ィ
ヴ
ィ
 ヤ
 
・
ア
ヴ
 
ァ
ダ
 ー
ナ
 L
 
に
 見
ら
れ
る
二
種
の
誓
願
 説
 



普
通
「
誓
願
（
動
詞
 
-
 づ
 「
の
。
 

王
 ㌔
 目
 a
.
 

名
詞
 

-
 づ
 「
 
い
つ
 
@
 
ロ
ア
 
曲
富
 口
 
r
a
 
ゃ
 一
口
 

ァ
 
一
）
」
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
 仏
 
・
菩
薩
に
特
有
な
 概
念
と
考
え
ら
れ
 易
 

い
 。
特
に
浄
土
教
に
お
い
て
ほ
そ
の
傾
向
が
強
い
よ
う
で
 あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
実
際
に
浄
土
経
典
に
眼
を
通
し
 て
み
る
と
、
衆
生
を
救
 

済
す
る
 仏
 
・
菩
薩
の
誓
願
に
平
行
し
、
そ
の
 
仏
 
・
菩
薩
に
 救
済
さ
れ
る
衆
生
の
誓
願
も
少
な
か
ら
ず
説
か
れ
て
い
 る
の
に
気
付
く
。
そ
こ
 

で
 私
は
初
期
仏
教
か
ら
初
期
大
乗
仏
教
に
至
る
誓
願
 説
を
 整
理
し
、
無
量
寿
経
の
用
例
を
中
心
に
、
か
っ
て
そ
の
 問
題
点
を
論
じ
た
こ
と
 

が
あ
る
。
そ
の
際
「
誓
願
を
成
就
さ
せ
る
行
為
」
と
い
う
 観
点
か
ら
誓
願
説
を
整
理
し
て
み
た
が
、
同
じ
「
誓
願
 」
と
い
う
行
為
で
も
、
 

両
者
間
に
は
著
し
い
相
違
点
が
見
出
せ
た
。
即
ち
、
衆
生
 の
 誓
願
の
場
ム
ロ
、
そ
の
誓
願
を
成
就
さ
せ
る
行
為
は
誓
 
願
所
 の
 
「
善
業
」
、
 
或
 
 
 

菩
薩
の
誓
願
説
の
場
 ム
ロ
 
、
そ
れ
は
誓
願
後
の
「
 行
 
（
 
c
a
 
「
 
舌
 ）
」
に
あ
る
の
で
あ
 

る
 。
こ
れ
を
図
式
化
す
る
と
、
前
者
 
は
 
「
善
根
上
誓
願
 」
、
後
者
は
「
誓
願
Ⅰ
 
行
 」
と
な
り
、
 
便
も
且
上
、
前
者
 

@
 

の
 誓
願
調
を
「
誓
願
 説
 

1
 」
、
後
者
を
「
誓
願
 説
 -
n
@
 」
こ
の
よ
 
う
 に
誓
願
説
を
二
つ
に
分
け
る
と
、
次
の
よ
う
な
点
で
 も
 両
者
は
大
き
く
異
な
 

っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
即
ち
、
両
方
と
も
人
間
の
「
 行
為
」
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
ほ
い
る
も
の
の
、
 

誓
 願
説
 1
 は
「
既
に
な
さ
 

れ
た
善
根
の
方
向
性
を
決
定
す
る
も
の
」
と
言
 う
 こ
と
が
 出
来
る
し
、
誓
願
 説
 Ⅱ
の
方
 は
 
「
こ
れ
か
ら
な
す
べ
 き
 行
の
方
向
性
を
決
定
す
 

る
も
の
」
と
表
現
し
得
る
の
で
あ
り
、
同
じ
く
「
誓
願
」
 と
 言
っ
て
も
、
前
者
は
「
願
い
」
を
、
後
者
 は
 
「
誓
い
 」
を
内
容
と
し
て
い
る
 

@
5
-
 

の
で
あ
る
。
本
稿
で
も
こ
の
分
類
に
従
い
、
 

円
 
デ
ィ
ヴ
ィ
 
ヤ
 ・
ア
ヴ
 ァ
ダ
 l
 ナ
 b
 （
 
O
 了
せ
 緊
 注
ぎ
 

p
,
 

以
下
し
 

@
 
ヰ
せ
 
・
）
に
 見
ら
れ
る
総
て
の
 誓
 

願
 説
を
整
理
し
た
後
、
両
者
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
み
 -
@
 

ヰ
ハ
 
マ
 
：
 
レ
 
。
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先
ず
「
善
根
し
誓
願
」
と
図
式
化
さ
れ
る
誓
願
 

説
 1
 の
 
用
 
例
を
、
 

幾
つ
か
の
主
題
別
に
纏
め
て
そ
の
内
容
を
概
観
 

し
て
み
る
こ
と
に
す
 

る
 。
こ
れ
ほ
、
あ
る
衆
生
が
仏
人
仏
弟
子
、
独
覚
、
仏
塔
の
 

場
合
も
あ
る
）
に
対
し
て
供
養
（
大
抵
の
場
合
は
布
施
）
 

し
 
た
 後
、
仏
の
両
足
に
平
 

伏
し
て
（
 

ロ
注
 
り
せ
 

0
 
（
 
コ
 
@
 
で
の
 

（
）
の
）
誓
願
す
る
の
が
基
本
的
な
 

タ
ー
ソ
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
誓
願
 

説
 1
 の
最
大
の
 

特
徴
と
し
て
、
そ
の
 

誓
 

-
6
-
 

鱒
 願
文
の
中
に
「
こ
の
善
根
に
よ
っ
て
（
 

ぃ
コ
 

の
 
コ
 
ジ
オ
 
仁
 
か
の
 

ざ
ョ
 
日
の
日
）
」
と
い
う
句
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
 

れ
る
。
そ
れ
で
ほ
こ
の
タ
 

イ
 

噌
プ
の
 
誓
願
説
を
実
際
に
見
て
み
よ
う
。
 

施
 （
 
a
 
）
一
般
的
な
型
 

 
 

円
 
ジ
ャ
ー
 

タ
ヵ
ヒ
 

の
そ
れ
と
類
似
し
、
現
在
物
語
、
過
去
 

物
語
、
連
結
と
い
う
三
つ
の
 

 
 

物
語
で
誓
願
が
説
か
れ
る
こ
と
が
極
め
て
多
い
。
先
ず
 

衆
一
土
車
（
 

皓
 
木
 
0
 
（
 
リ
 
村
が
目
 

り
蝉
 

づ
い
 

ヰ
囲
コ
曲
 

）
 

 
 

れ
の
用
例
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
主
人
公
 

シ
ヱ
 
p
 
一
ナ
 
，
コ
ー
テ
ィ
ー
カ
ル
ナ
の
前
生
を
仏
陀
が
説
明
す
る
箇
所
 

に
 彼
の
誓
願
が
見
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

わ
化
し
、
ひ
び
割
れ
や
欠
損
が
生
じ
る
よ
う
な
有
り
様
 

だ
っ
た
。
そ
の
老
朽
化
し
た
塔
を
目
に
し
た
あ
る
隊
商
 

主
 （
コ
 

l
 テ
ィ
ー
カ
ル
ナ
の
 

前
 

生
 
）
 ほ
 、
そ
の
塔
が
 

ヵ
 ー
シ
ャ
パ
仏
の
も
の
で
あ
る
 

こ
と
を
知
る
と
、
そ
れ
を
修
繕
し
ょ
う
と
決
心
す
る
。
 

彼
は
商
売
で
金
を
儲
け
て
 

そ
 

 
 

た
 金
を
そ
の
塔
に
布
施
す
る
と
、
盛
大
な
供
養
を
し
た
 

後
、
次
の
よ
う
に
誓
願
を
立
の
 

 
 

 
 

れ
て
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

1
 
 誓
願
 説
 
1
 



何
彼
女
は
、
世
尊
の
口
両
足
に
平
伏
す
と
、
誓
願
（
㌧
「
 

い
 
せ
 @
 
&
 
㌫
 温
 ）
を
立
て
た
。
 

施
し
て
、
盛
大
な
供
養
を
し
、
そ
し
て
誓
願
（
 ヮ
 
「
申
せ
 

@
&
F
w
 

屈
 ）
を
立
て
た
の
で
あ
る
。
 

「
私
は
こ
の
善
根
（
塔
の
修
繕
・
金
の
布
施
・
盛
大
な
 
塔
 供
養
）
に
よ
っ
て
、
 n
 
未
来
世
に
 u
 広
大
な
財
産
と
巨
額
 の
 資
産
を
有
す
 

る
 裕
福
な
家
に
生
ま
れ
ま
す
 よ
う
 に
。
そ
し
て
口
あ
な
 た
り
の
如
 き
 諸
徳
を
得
た
者
と
な
り
ま
す
 よ
う
 に
。
 n
 
ま
た
 し
 ち
ょ
う
ど
 

自
 
あ
な
た
口
と
全
く
同
じ
様
な
円
天
人
ロ
師
を
喜
ば
せ
、
 不
快
に
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
よ
 う
 に
」
 -
7
"
 

と
 。
 

こ
の
よ
う
に
、
彼
の
誓
願
を
成
就
さ
せ
る
原
因
に
な
っ
て
 い
る
の
 ほ
 、
誓
願
前
の
善
業
、
即
ち
塔
の
修
繕
と
金
の
 布
施
と
盛
大
な
 塔
 供
養
 

と
に
よ
っ
て
生
じ
た
善
根
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
 

ま
た
第
三
章
（
 目
 p
@
 

（
「
の
 

せ
 い
 つ
注
ひ
口
か
 

）
で
は
、
過
去
世
に
正
 等
覚
者
ラ
ト
ナ
 シ
キ
ソ
 が
現
れ
た
時
、
ヴ
ァ
ー
 サ
ヴ
ァ
 主
と
 ダ
 ナ
サ
ン
マ
 タ
 

王
は
 、
そ
れ
ぞ
れ
五
等
覚
者
ラ
ト
ナ
 シ
キ
ン
 に
食
事
の
供
 養
 を
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
誓
願
し
て
い
る
。
 

ハ
 
ヴ
ァ
ー
 サ
 ヴ
ァ
王
は
世
尊
の
し
両
足
に
平
伏
し
、
誓
願
 
（
 
づ
 「
 
苫
 @
Q
 

鼠
寒
 ）
を
立
て
始
め
た
。
 

「
大
徳
 よ
、
私
 ほ
こ
の
善
根
（
食
事
の
供
養
）
に
よ
っ
て
 、
 n
 
将
来
 u
 転
輪
聖
王
に
な
り
き
よ
う
に
」
 

｜
 中
略
 １

ハ
 ダ
 ナ
サ
ン
 

マ
タ
 壬
は
世
尊
の
し
両
足
に
平
伏
し
、
全
世
界
を
慈
し
み
 
ハ
の
心
 
u
 
 
で
満
た
す
と
、
誓
願
（
 ゃ
 
。
 
p
 
ゃ
 @
 
ロ
 
ゴ
 ゅ
コ
曲
 

）
を
立
て
 始
め
た
。
 

「
私
は
こ
の
善
根
（
食
事
の
供
養
）
に
よ
っ
て
、
 
n
 
将
来
ロ
 世
間
の
師
・
如
来
・
阿
羅
漢
・
五
等
覚
者
に
な
り
ま
す
 よ
う
に
」
 

こ
の
誓
願
の
た
め
に
、
転
輪
聖
王
シ
ャ
ン
 カ
と
 如
来
マ
イ
 ト
レ
ー
ヤ
と
が
、
将
来
、
同
時
に
出
現
す
る
と
仏
陀
は
 説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
 

で
も
、
先
ず
 正
 等
覚
者
に
対
す
る
食
事
の
供
養
を
な
し
、
 そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
善
根
に
よ
っ
て
誓
願
の
成
就
を
 願
っ
て
い
る
。
 

里
づ
ぜ
 
・
に
見
ら
れ
る
誓
願
説
は
過
去
物
語
で
説
か
れ
る
）
 
し
 と
が
一
番
多
い
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
が
、
現
在
物
語
 で
 説
か
れ
る
誓
願
 説
 

が
 一
つ
だ
け
、
 第
セ
章
 
（
名
曲
 

ゅ
ぃ
 
㎡
 
ゅ
づ
 
p
-
p
 

ョ
ヴ
 
@
F
 
目
 p
&
 
目
し
に
 存
在
す
る
。
こ
こ
で
 は
 、
あ
る
都
城
の
清
掃
 婦
が
 仏
陀
 に
 澄
明
の
布
施
を
し
た
 

後
、
次
の
よ
う
に
誓
願
す
る
。
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彼
 
（
猟
師
 @
 ル
ド
ラ
ー
ヤ
ナ
王
の
前
生
）
 

ほ
 総
て
の
 香
 木
を
積
み
上
げ
、
 
n
 独
覚
を
口
茶
 毘
に
 付
し
た
。
 
n
 
そ
し
て
 そ
 か
り
後
口
 
そ
 ハ
 
ツ
 

薪
は
牛
乳
に
よ
っ
て
消
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
 

n
 
彼
は
口
 
そ
の
骨
を
新
し
い
 ハ
 
昔
日
 箱
 に
入
れ
る
と
、
舎
利
塔
を
 建
立
し
た
。
そ
し
 

て
ハ
彼
は
そ
の
回
り
に
 口
傘
 ・
 旗
 
・
峨
を
立
て
、
 香
 、
 花
 環
 、
焼
香
に
よ
っ
て
 
口
 
塔
を
口
供
養
す
る
と
、
 

ロ
 そ
の
 

塔
を
独
覚
に
見
立
 

 
 

て
、
 彼
の
口
両
足
に
平
伏
し
て
誓
願
（
召
お
 @
d
 
鼠
罠
 ）
 を
 立
て
た
。
 

「
私
は
 ハ
 あ
な
た
口
の
如
き
真
の
応
供
者
に
対
し
て
悪
事
 を
 働
き
ま
し
た
が
、
私
は
こ
の
口
悪
し
業
を
享
受
す
る
 者
 と
な
り
ま
せ
 

ん
よ
う
に
。
一
方
ハ
 私
は
 あ
な
た
の
た
め
に
舎
利
塔
を
建
 立
し
、
こ
れ
に
対
し
て
手
厚
い
ロ
供
養
を
し
ま
し
た
。
 こ
の
義
足
 
低
 に
よ
 つ
 

て
、
 私
は
口
将
来
し
巨
額
の
財
産
と
広
大
な
資
産
を
有
す
 る
 裕
福
な
家
に
生
ま
れ
ま
す
 よ
う
 に
。
そ
し
て
口
あ
な
 た
し
か
り
よ
う
な
 諸
 

徳
を
得
た
者
と
な
っ
て
 、
 n
 
あ
な
た
 口
 よ
り
も
優
れ
た
 師
 を
 喜
ば
せ
、
不
快
に
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
よ
 う
 に
 」
と
。
 

こ
の
誓
願
の
う
ち
、
後
半
の
部
分
は
現
世
で
成
就
し
て
い
 る
が
、
誓
願
の
前
半
の
部
分
、
即
ち
「
私
は
こ
の
口
悪
 口
業
を
享
受
す
る
者
と
 

な
り
ま
せ
ん
よ
 う
 に
」
と
い
う
点
に
関
し
て
誓
願
の
成
就
 ほ
 見
ら
れ
な
い
。
何
故
な
ら
、
連
結
の
部
分
で
世
尊
は
 
「
 彼
は
 独
覚
の
急
所
を
 

矢
 で
射
抜
い
た
と
い
う
悪
業
の
果
報
と
し
て
、
何
百
年
、
 

何
千
年
と
い
う
長
い
間
、
地
獄
に
お
い
て
煮
ら
れ
、
 

ま
 た
そ
の
業
の
残
余
と
し
 

て
 、
現
世
で
も
阿
羅
漢
に
な
り
な
が
ら
、
刀
で
殺
さ
れ
た
 の
で
あ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

口
 寄
せ
 
で
は
 、
業
果
の
必
然
性
 

・
不
可
避
性
が
過
度
に
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
 る
 時
、
一
旦
な
さ
れ
た
業
が
そ
の
果
報
を
も
た
ら
す
 前
 に
 消
滅
す
る
と
い
う
こ
 

-
M
-
 

と
は
道
理
に
合
わ
ず
、
そ
の
 ょ
う
 な
誓
願
が
成
就
し
な
い
 こ
と
は
何
ら
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
 

換
 冒
 す
れ
ば
、
業
報
思
想
 

を
 覆
す
よ
う
な
、
余
り
に
都
合
の
良
い
誓
願
は
成
就
 し
 

 
 

（
 c
 ）
臨
終
直
前
の
比
丘
の
誓
願
 

き
願
 説
 1
 は
基
本
的
に
在
家
者
の
立
て
る
誓
願
で
あ
る
が
 、
あ
る
特
別
な
場
ム
ロ
に
限
っ
て
、
出
家
し
た
比
丘
も
こ
 

の
類
の
誓
願
を
立
て
 

る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
比
丘
が
梵
行
を
修
し
た
 が
 、
そ
の
生
涯
に
悟
り
を
得
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
 場
 合
 で
あ
り
、
未
来
世
に
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悟
り
を
得
る
こ
と
を
期
待
し
な
が
ら
、
そ
の
比
丘
は
臨
終
 の
 直
前
に
こ
の
タ
イ
プ
の
誓
願
を
立
て
る
こ
と
が
あ
る
 。
そ
の
用
例
と
し
て
、
 

口
ざ
ヂ
 第
一
三
章
（
 ぎ
群
 緊
緊
き
ゅ
：
）
の
連
結
の
部
分
 
を
見
て
み
よ
う
。
 

主
人
公
の
ス
ヴ
ァ
ー
 ガ
タ
 は
過
去
世
に
お
い
て
、
 カ
｜
 シ
ャ
パ
仏
の
も
と
で
出
家
し
て
比
丘
と
な
り
、
 命
 あ
る
 限
り
梵
行
を
修
し
た
 

が
、
い
 か
な
る
徳
の
集
ま
り
も
獲
得
す
る
こ
と
が
出
来
 な
か
っ
た
の
で
、
臨
終
の
直
前
に
次
の
よ
う
な
誓
願
を
立
 て
る
の
で
あ
る
。
 

彼
は
死
ぬ
時
 に
 誓
願
（
 づ
 「
曲
セ
 

@
 
口
厨
蕾
 
）
を
立
て
始
め
た
。
 

「
私
は
、
世
尊
・
 正
 等
覚
者
・
無
上
の
応
供
者
カ
ー
シ
ャ
 パ
 の
も
と
で
、
 命
 あ
る
限
り
梵
行
を
修
し
た
が
、
 い
 か
 な
る
徳
の
集
 ま
 

り
も
獲
得
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
 n
 
し
か
し
、
 梵
 行
を
修
し
た
と
い
う
 u
 こ
の
善
根
に
よ
っ
て
 、
 私
は
 、
 世
尊
・
五
等
覚
者
 

説
 

誓
願
 

カ
ー
シ
ャ
 パ
 が
 日
 
若
者
 よ
 、
お
前
は
蒋
 来
 U
 
、
人
の
寿
 命
 が
百
歳
の
時
に
、
シ
ャ
ー
キ
ャ
ム
 ニ
と
 呼
ば
れ
る
如
来
 ・
阿
羅
漢
・
正
尊
 

 
 

簿
 

覚
者
に
な
る
で
あ
ろ
う
口
と
授
記
さ
れ
た
最
上
の
若
者
 （
シ
ャ
ー
キ
ャ
ム
二
）
の
教
え
に
従
っ
て
出
家
し
、
一
切
の
 

煩
悩
を
断
じ
て
 阿
 

一
 
"
 
一
 
"
 

 
 

羅
漢
性
を
証
得
し
ま
す
 よ
う
 に
。
 n
 
ま
た
 し
 私
の
師
匠
が
 、
世
尊
・
五
等
覚
者
 力
一
 シ
ャ
 パ
 に
よ
っ
て
 
円
 即
座
に
 人
界
 定
 に
入
る
者
 

れ
 

ら
 

達
の
中
で
最
上
の
も
の
で
あ
る
 ヒ
と
 示
さ
れ
た
よ
 う
 に
 、
 ま
た
シ
ャ
 l
 キ
ャ
族
の
王
で
あ
る
世
尊
シ
ャ
 l
 キ
ャ
ム
 二
も
私
の
こ
と
を
 

見
 

 
 
 
 

円
 即
座
に
火
罪
 定
 に
入
る
者
達
の
申
で
最
上
の
も
の
で
あ
 6
 ヒ
と
お
示
し
に
な
り
ま
す
よ
 う
 に
」
 

 
 

来
 な
か
っ
た
比
丘
は
、
そ
れ
ま
で
梵
行
を
修
し
た
と
い
 ぅ
 善
根
に
よ
り
、
次
の
世
で
 

わ
 
悟
り
を
得
る
こ
と
を
願
 う
 の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
 ス
ヴ
ァ
 l
 ガ
タ
 が
過
去
世
で
立
て
た
誓
願
は
悉
く
現
世
 で
 実
現
し
て
い
る
。
こ
の
よ
 

ァ
う
 な
用
例
を
見
る
時
、
悟
り
に
到
達
し
な
か
っ
た
 比
 三
が
臨
終
の
直
前
に
こ
の
よ
う
な
誓
願
を
立
て
、
次
の
 世
で
 悟
る
こ
と
を
願
 う
と
い
 

 
 

知
れ
な
い
 
 
 

 
 

九
 
（
 d
 ）
 邪
な
 誓
願
 

 
 

そ
の
数
は
極
め
て
少
な
い
が
、
「
正
し
い
誓
願
（
 き
ヨ
捷
 
ガ
づ
 
（
 
a
n
@
 

目
阿
 
コ
曲
）
」
と
い
う
用
例
と
並
び
、
「
 

邪
な
 誓
願
（
 ョ
 ぎ
す
せ
ゆ
つ
 

Ⅰ
㏄
 
中
 ぎ
す
ゆ
さ
り
）
」
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の
女
餓
鬼
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
 

「
月
前
世
に
お
い
て
家
庭
の
主
婦
だ
っ
た
し
 
私
は
ハ
 そ
の
時
 口
 聖
者
カ
ー
テ
ィ
 ヤ
 l
 ヤ
ナ
に
食
物
の
布
施
を
し
た
の
 で
、
妙
な
る
 三
 

十
三
天
衆
に
再
生
す
る
は
ず
だ
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
 秋
 ほ
 二
家
族
の
者
た
ち
 口
 全
員
が
そ
れ
ぞ
れ
 
ハ
 
な
し
た
 悪
 u
 業
の
果
報
を
 

見
る
こ
と
が
出
来
る
場
所
に
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
よ
 う
 に
 三
 と
い
う
 邪
な
 誓
願
 
ハ
を
 
立
て
た
 ロ
 せ
い
で
（
 %
 安
 舌
 弓
 Ⅱ
 
い
 
中
日
 
す
囲
弓
ゆ
セ
ひ
か
卸
円
 

）
 

-
 
㎎
 
-
 

大
神
通
力
を
持
つ
女
餓
鬼
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
」
 

こ
こ
で
も
、
聖
者
カ
ー
テ
ィ
 ヤ
 ー
ヤ
ナ
に
食
物
の
布
施
を
 す
る
こ
と
に
よ
っ
て
先
ず
善
根
を
作
り
、
そ
の
後
で
 誓
 願
 す
る
と
い
う
順
序
で
 

説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
来
、
三
十
三
天
衆
に
 自
分
を
再
生
さ
せ
る
力
と
方
向
を
持
っ
た
善
根
の
向
き
 を
 、
「
誓
願
」
と
い
う
 

行
為
を
介
す
る
こ
と
に
よ
り
、
餓
鬼
の
世
界
に
生
ま
れ
る
 と
い
う
方
向
に
変
え
て
い
る
の
で
あ
る
 0
 

ま
た
ま
（
 す
せ
ぢ
母
ョ
目
ぎ
曲
 と
い
う
言
葉
こ
そ
見
ら
れ
 な
い
も
の
の
、
そ
の
誓
願
の
内
容
が
明
ら
か
に
「
 邪
 」
で
 あ
る
誓
願
の
用
例
 

は
 第
二
四
章
（
 之
ゅ
 
n
p
 
ガ
，
ョ
ゅ
ャ
囲
 

づ
い
 
口
 
w
,
p
 

）
に
見
ら
れ
る
。
 

あ
る
時
、
龍
の
子
が
ガ
ル
ダ
鳥
に
連
れ
去
ら
れ
、
 ス
メ
一
 ル
 山
に
運
ば
れ
て
ぎ
た
。
そ
こ
で
そ
の
龍
の
子
は
ガ
ル
 ダ
 鳥
に
食
い
殺
さ
れ
 

る
が
、
そ
の
前
に
彼
は
ス
メ
ー
ル
山
麓
で
比
丘
 達
 が
修
行
 し
て
い
る
の
を
目
に
し
て
心
を
浄
か
に
し
た
。
こ
の
た
 め
に
、
そ
の
龍
の
子
は
 

次
の
世
で
バ
ラ
モ
ン
の
家
に
再
生
し
、
出
家
す
る
と
、
 一
 ゆ
の
煩
悩
を
断
じ
て
阿
羅
漢
に
な
っ
た
。
阿
羅
漢
に
な
 っ
た
 彼
は
自
分
の
前
生
 

が
 龍
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
と
、
龍
の
世
界
に
赴
 き
、
両
 観
 に
再
会
す
る
。
そ
こ
で
両
親
 は
 彼
に
「
毎
日
こ
こ
ま
 で
 我
々
の
食
事
の
供
養
 

を
受
 げ
に
来
て
ほ
し
い
」
と
願
い
、
彼
も
そ
の
申
し
出
を
 受
け
入
れ
た
。
あ
る
時
、
彼
に
師
事
し
て
い
た
沙
弥
も
 彼
に
つ
い
て
龍
の
世
界
 

主
人
公
の
シ
ュ
ロ
ー
ナ
・
コ
ー
テ
ィ
ー
カ
ル
ナ
が
餓
鬼
の
 城
を
笏
律
い
 
歩
く
と
い
う
話
が
あ
る
が
、
彼
は
あ
る
 餓
 鬼
の
城
で
大
神
通
力
を
 

持
つ
た
女
餓
鬼
に
由
ム
 
ム
 う
。
シ
ュ
ロ
ー
ナ
・
コ
ー
テ
ィ
ー
 カ
ル
テ
は
、
彼
女
が
ど
う
し
て
餓
鬼
の
世
界
に
生
ま
れ
 た
の
か
と
聞
く
と
、
 
そ
 

と
い
う
語
の
見
ら
れ
る
用
例
も
一
例
だ
 け
 存
在
す
る
。
 
そ
 れ
は
第
一
章
夫
 0
 ロ
釘
お
㌣
 き
 目
さ
の
現
在
物
語
に
見
 ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
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[ デ イ ヴィ ヤ 刈
ら
外
れ
る
用
例
を
上
げ
て
お
く
。
 

  

 
 

で
 見
て
き
た
よ
う
に
「
こ
の
善
根
に
よ
っ
て
」
と
い
う
 

定
型
 句
 が
そ
の
誓
願
文
に
見
 

 
 

ら
れ
な
い
用
例
が
存
在
す
る
。
先
ず
第
二
七
章
（
 

内
，
，
 

w
-
 

卸
づ
 
㏄
 
繍
コ
ぃ
 

）
の
用
例
を
見
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
 

ア
シ
 "
 ｜
 力
 王
の
息
子
 
ク
ナ
一
ラ
 

の
 物
語
で
あ
る
が
、
そ
の
過
去
物
語
に
彼
の
誓
願
が
見
ら
 

れ
る
。
即
ち
、
前
世
で
隊
商
主
の
息
子
で
あ
っ
た
彼
は
 

、
 壊
れ
て
い
た
仏
塔
を
め
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

サ
 ン
 ダ
 の
等
身
大
の
像
 

 
 

っ
 
た
が
、
こ
こ
で
は
、
誓
願
 

説
 I
 に
 属
す
と
は
考
え
 

ろ
 
れ
る
が
、
こ
の
 

ょ
う
 
な
 型
か
 

れる二種の誓願 説 

る に   。 赴 
ま で 願 で 私 い 

ナ - Ⅰ 

し 

ぎ か 

ナ - Ⅰ し 

用 そ 
  の 

@ ま 
沙   弥 

誓 や ま 

願 
者 と ナ 」 
が 、 

先 
ず 

き た ， 蓑口   分 
業 よ 

を @ 

ら 
も 

自 

分 

に し 

の師 

匠 
よ を 
  手 

厚 
@ 

根 も 
て 

な 
し 

た 後、   
ナ， ヒ 

    

「 
と 

  サ @ し 
  
の す 腹 

を 
蓑口 

根 
立 
て 

ケ '"" "@ 

よ 
  

次 

  の 
て   
」 根 

よ 

誓 こ 乙ソ 

と サ @ ヒ 

い 誓 
ノうノ 

定 審 級 
  

願す 



こ
こ
で
 は
 、
仏
塔
再
建
と
仏
像
修
復
と
い
う
善
業
を
な
し
 た
 後
に
誓
願
を
立
て
、
そ
れ
が
現
世
で
成
就
し
て
い
る
 の
で
、
「
こ
の
善
根
に
 

よ
っ
て
」
と
い
う
定
型
句
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
こ
れ
 も
 誓
願
 説
 1
 に
含
め
得
る
用
例
と
言
え
よ
う
。
 

次
 に
 取
り
上
げ
る
の
は
第
三
六
章
（
 目
 W
F
p
 

コ
ヰ
ゴ
 

@
 壷
 ㌫
 口
 
と
の
用
例
で
あ
る
。
こ
の
物
語
で
は
、
「
 ク
ブ
 ジ
ョ
ー
 ッ
 タ
ラ
 一
 ほ
い
か
な
 

る
 業
を
な
し
た
が
た
め
に
、
一
度
 耳
 に
し
た
こ
と
を
 よ
 く
 覚
え
て
い
る
の
で
す
か
」
と
い
う
比
丘
達
の
質
問
を
受
 げ
 、
仏
陀
 は
 彼
女
の
前
 

生
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
 

「
そ
の
時
、
そ
の
時
代
に
、
独
覚
達
の
僧
伽
の
、
あ
る
 
長
 老
が
 痛
風
を
患
っ
て
い
た
 
ロ
 の
で
 目
 
彼
が
食
事
す
る
時
 、
 月
 
彼
の
口
鉾
 

ほ
 震
え
て
い
た
。
 n
 
そ
れ
を
目
に
し
た
長
者
リ
サ
ン
ダ
ー
 ナ
の
 娘
は
自
分
の
手
か
ら
腕
輪
を
外
す
と
、
そ
の
独
覚
に
 言
っ
た
。
 円
 聖
者
 

よ
 、
こ
れ
で
そ
の
鉢
を
固
定
な
さ
っ
て
下
さ
い
 ロ
と
 。
 彼
 ほ
 そ
こ
に
口
鉾
口
を
置
く
と
、
 n
 
銃
口
は
震
え
る
こ
と
 な
く
じ
っ
と
 留
ま
 

っ
て
い
た
。
 n
 
そ
の
時
 し
 彼
女
は
口
彼
の
口
両
足
に
平
伏
 し
て
、
誓
願
（
 っ
 「
 
ぃ
セ
 
@
 
豊
リ
口
り
 

）
を
立
て
た
。
 円
 そ
の
鉢
が
震
 え
る
こ
と
な
く
 

留
ま
っ
て
い
る
の
と
全
く
同
じ
よ
う
に
、
私
の
心
に
入
っ
 て
く
る
法
も
ま
た
、
か
く
の
如
く
不
動
に
し
て
 口
 よ
く
 我
が
心
に
し
 留
ま
 

り
ま
す
よ
う
に
 ヒ
と
 。
彼
女
は
戸
こ
の
よ
う
な
口
誓
願
 
（
 
っ
 「
 
a
n
@
d
 

缶
鼠
 ）
を
立
て
た
が
、
こ
の
業
の
果
報
と
し
て
 
二
度
口
耳
に
し
 

-
 
簗
 
-
 

た
こ
と
は
よ
く
覚
え
て
い
る
の
で
あ
る
」
 

こ
こ
で
も
、
彼
女
の
立
て
た
誓
願
 仁
は
 「
こ
の
善
根
に
よ
 っ
て
」
と
い
う
定
型
 句
は
 見
ら
れ
な
い
が
、
誓
願
前
に
 彼
女
は
自
分
の
腕
輪
を
 

独
覚
に
与
え
る
と
い
分
布
施
を
な
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
 も
誓
願
 説
 1
 の
用
例
と
見
な
し
得
る
用
例
で
あ
る
。
 

 
 

た
の
で
あ
る
」
 

を
 修
復
す
る
と
、
正
し
い
誓
願
（
の
 
の
ヨ
ゼ
 
p
F
 
っ
 
。
。
 
ゃ
 
@
 
ヰ
オ
 
w
,
p
 
）
 を
 立
て
た
。
 
宕
正
 等
覚
者
ロ
ク
ラ
ク
ッ
チ
ャ
 
ソ
ダ
 の
 よ
 う
 な
師
を
ハ
極
 ロ
 

は
 喜
ば
せ
、
不
快
に
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
よ
 う
 に
 目
と
。
 ｜
 中
略
 ｜
 
誓
願
を
立
て
た
と
い
う
そ
の
業
の
 果
報
と
し
て
、
 
ク
 

ナ
 ー
う
は
か
の
五
等
覚
者
シ
ャ
ー
キ
ャ
ム
 ニ
 の
如
 き
 師
を
 喜
ば
せ
、
不
快
に
さ
せ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
り
 、
真
理
を
知
見
し
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了 ディヴィ ヤ アヴァ ラビーナ 凹 に 見られ る 二種の誓願 説 

「
大
悲
を
有
す
る
 
仏
 ・
世
尊
に
供
養
を
す
れ
ば
、
非
常
に
 大
い
な
る
果
報
、
大
い
な
る
利
益
、
大
い
な
る
光
輝
、
 大
い
な
る
繁
栄
 

こ
こ
で
も
誓
願
の
内
容
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
梵
行
を
修
 

が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
何
を
す
べ
 き
か
 
口
と
言
 
う
 と
口
 

す
る
と
い
う
善
根
を
積
ん
で
か
ら
、
誓
願
し
て
い
る
の
 

、
お
前
達
は
、
 仏
 ・
 法
 ・
 僧
 
n
 の
三
宝
 口
 に
対
し
て
供
養
 

で
、
こ
れ
も
誓
願
 説
 1
 

を
な
し
、
そ
し
 

-
 
抱
 -
 

て
 正
し
い
誓
願
（
 田
ョ
 y
a
 

ガ
ロ
（
 

麓
宙
餅
ゆ
 

き
）
を
立
て
る
べ
き
 で
あ
る
」
と
。
 

こ
の
よ
う
に
誓
願
の
内
容
は
具
体
的
に
は
説
か
れ
て
い
な
 い
が
、
「
三
宝
へ
の
供
養
Ⅰ
誓
願
」
と
い
う
順
序
で
説
か
 
れ
て
い
る
か
ら
、
 
こ
 

れ
も
三
宝
へ
の
供
養
に
よ
っ
て
善
根
を
作
り
、
そ
の
善
根
 に
よ
っ
て
何
か
を
誓
願
す
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
 い
 る
こ
と
が
分
か
る
。
 

別
の
用
例
は
第
二
八
章
（
 ま
 （
り
か
 

o
F
 

甘
芭
ぎ
 。
）
に
見
ら
れ
 
る
 。
こ
こ
で
は
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
弟
で
あ
る
ヴ
ィ
ー
タ
 
シ
，
 １
ヵ
 が
 阿
羅
漢
 

に
な
っ
た
こ
と
に
関
し
、
彼
の
過
去
世
に
つ
い
て
疑
念
を
 持
っ
た
比
丘
 達
 が
長
老
ウ
パ
グ
プ
タ
に
質
問
す
る
が
、
 こ
れ
に
対
し
て
長
老
ゥ
 

ハ
 グ
プ
タ
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
 

月
 彼
は
口
一
万
年
の
間
、
梵
行
を
修
し
、
そ
し
て
正
し
い
 誓
願
（
の
。
 
ョ
せ
 
。
 
F
 ロ
 
。
 
p
 
セ
 @
 
ロ
 
ゴ
 
ひ
コ
り
 

）
を
立
て
た
が
、
そ
の
 業
 の
 果
報
と
し
て
 阿
 

-
 
蒸
 
-
 

羅
漢
性
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
」
 

の
 用
例
と
考
え
ら
れ
よ
 う
 。
 

（
 
2
 ）
 
誓
頗
 文
を
欠
く
も
の
 

連
結
で
説
か
れ
る
誓
願
 説
は
り
 T
 ギ
に
 二
例
あ
る
が
、
 ，
 
」
れ
ら
は
今
ま
で
と
違
っ
て
誓
願
の
内
容
が
明
ら
か
で
 な
 い
 。
 

章
 
（
 
呂
ぎ
目
ぎ
ゅ
づ
 

㏄
品
目
）
の
用
例
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
 
、
仏
陀
が
弟
子
達
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
 る
 。
 

先 
ず 
第   
七 
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次
に
「
誓
願
山
行
」
と
特
徴
 づ
 げ
ら
れ
る
「
誓
願
 説
 Ⅱ
」
 の
 用
例
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
 誓
 願
説
は
 、
大
乗
経
典
 

に
よ
 る
と
、
仏
陀
の
み
な
ら
ず
、
仏
陀
以
外
の
者
（
 例
え
 ば
 般
若
経
典
に
見
ら
れ
る
菩
薩
）
も
こ
の
よ
う
な
誓
願
 を
 立
て
る
が
、
「
本
生
 

経
類
 」
と
呼
ば
れ
る
経
典
で
は
、
そ
の
誓
願
者
 は
 必
ず
 仏
 陀
 で
あ
り
、
そ
の
他
の
者
が
こ
の
 ょ
う
 な
誓
願
を
立
て
 る
こ
と
は
、
管
見
の
 及
 

ぶ
 限
り
、
存
在
し
な
い
。
で
は
、
つ
才
 ヂ
に
 見
ら
れ
る
用
 例
を
実
際
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
ょ
う
。
 

先
ず
最
初
の
用
例
は
、
第
八
章
（
 ぎ
づ
 q
@
 
セ
ゅ
セ
 

p
&
w
 

コ
り
 
）
の
 過
 去
 物
語
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
仏
陀
の
前
生
で
あ
る
 ス
 プ
リ
ヤ
が
隊
商
主
と
 

し
て
活
躍
す
る
物
語
で
あ
る
が
、
彼
の
誓
願
が
見
ら
れ
る
 箇
所
ほ
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
 

隊
商
主
の
プ
リ
ヤ
セ
ー
 ナ
 が
死
ぬ
と
、
カ
ー
 シ
 
ハ
国
ロ
工
 で
あ
る
ブ
ラ
フ
マ
 
ダ
ッ
タ
 は
 
口
 
息
子
の
ロ
ス
プ
リ
ヤ
を
 大
隊
商
主
の
地
位
 

-
 
舛
 
-
 

に
 就
か
せ
た
。
隊
商
も
と
な
っ
た
彼
は
 
、
 次
の
よ
う
な
 大
い
な
る
誓
い
（
 日
 p
F
w
b
 

～
 
曲
 
（
 
宙
ゅ
 ）
を
立
て
た
。
 

-
 
あ
 
-
 

（
私
は
一
切
衆
生
を
財
に
よ
っ
て
 

ハ
 
必
ず
 ロ
 満
足
さ
せ
よ
 う
 ）
 ハ
と
 U
 。
 

こ
の
よ
う
な
誓
い
（
Ⅱ
誓
願
）
を
立
て
た
後
、
彼
は
そ
の
 誓
い
を
実
現
す
べ
く
、
五
百
人
の
商
人
達
と
海
を
渡
っ
 た
 。
首
尾
 よ
 く
航
海
を
 

成
功
さ
せ
、
陸
地
に
戻
っ
た
彼
ら
が
道
を
進
ん
で
い
る
と
 、
千
人
の
盗
賊
に
道
を
阻
ま
れ
、
商
人
達
の
命
と
引
換
 え
 に
ス
 フ
ソ
ヤ
 は
宝
石
 

を
 盗
賊
 達
 に
手
渡
し
た
。
そ
し
て
同
じ
こ
と
が
七
回
も
繰
 り
 返
さ
れ
た
。
そ
こ
で
ス
プ
リ
ヤ
は
次
の
よ
う
に
考
え
 る
 。
 

（
こ
の
盗
賊
達
は
口
利
か
ら
宝
石
を
口
取
り
に
取
り
、
 

相
 当
の
財
産
を
蓄
え
た
。
と
こ
ろ
で
私
は
「
一
切
衆
生
を
 射
 に
よ
っ
て
ハ
心
 

ず
 u
 満
足
さ
せ
よ
う
」
と
い
う
大
い
な
る
誓
い
（
 っ
 
r
p
 

三
司
 

リ
 
）
を
立
て
た
が
、
そ
の
私
が
こ
の
千
人
の
盗
賊
連
ロ
 す
 g
U
 射
 に
よ
っ
て
 

満
足
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
な
の
に
ど
う
し
て
一
切
 衆
生
を
財
に
よ
っ
て
満
足
さ
せ
 
ロ
 
る
こ
と
が
出
来
し
よ
 ぅ
か
 Ⅴ
 

 
  

 

2
 
 

誓
願
 説
 
Ⅱ
 

 
 

 
  

 



ァ デイ ブ イヤ・アヴ ァ ダ一   ナコ に見られ る 二種の誓願 説 

こ
の
後
、
ス
プ
リ
ヤ
は
こ
の
神
か
ら
 バ
 ダ
ラ
島
へ
の
道
順
 を
 聞
き
、
幾
多
の
困
難
を
乗
り
越
え
て
 バ
 ダ
ラ
島
に
行
 く
と
、
そ
こ
で
そ
の
 宝
 

石
を
手
に
入
れ
、
無
事
に
戻
っ
て
く
る
と
一
切
衆
生
を
財
 に
よ
っ
て
満
足
さ
せ
、
彼
の
誓
願
が
成
就
し
た
と
こ
ろ
 で
 物
語
は
終
わ
る
。
 
こ
 

の
よ
う
に
「
一
切
衆
生
を
財
に
よ
っ
て
 口
 
必
ず
 口
 満
足
さ
 

せ
よ
う
」
と
い
う
誓
い
を
成
就
さ
せ
る
行
為
 

は
 、
誓
願
 後
の
ス
プ
リ
ヤ
の
行
に
 

あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
が
誓
願
 説
 Ⅱ
の
典
型
的
な
用
 側
 で
あ
る
。
 

次
の
用
例
 は
 第
二
二
章
（
 O
p
 
コ
 
&
q
p
 

口
 
q
p
 
び
ア
捜
ヴ
 

0
Q
 
甘
 @
 
の
 
p
i
 
（
 
づ
 
p
n
p
 

（
 
ゼ
 
学
生
 ぎ
 じ
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
本
章
の
タ
イ
ト
 
め
 が
示
す
通
り
、
 
仏
 

陀
の
前
生
で
あ
る
チ
ャ
ン
ド
ラ
プ
ラ
バ
王
の
「
菩
薩
 行
 
（
 
び
 
0
 年
三
の
曲
（
（
 

づ
 
a
c
a
r
 

ぜ
ひ
 
）
」
を
内
容
と
し
て
い
る
。
 

仏
陀
の
前
生
で
あ
る
正
義
の
王
チ
ャ
ン
ド
ラ
プ
ラ
バ
は
 、
 菩
薩
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
布
施
し
、
総
て
の
も
の
 を
 喜
捨
し
て
、
執
着
 

す
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
執
着
せ
ず
に
何
何
で
も
 口
 喜
捨
 し
 、
 大
い
な
る
喜
捨
に
専
心
し
て
い
た
。
そ
こ
に
悪
心
を
 抱
い
た
バ
ラ
モ
ン
の
う
 

ゥ
 ド
ラ
 l
 ク
シ
ャ
が
登
場
す
る
。
 

，
ハ
ラ
 
モ
ソ
 の
 ワ
 ウ
ド
ラ
ー
ク
シ
 
ャ
 は
、
バ
ド
 
ラ
 シ
ラ
ー
 と
い
う
主
都
に
 
ハ
 
住
ん
で
い
る
ロ
チ
ャ
 
ソ
ド
ラ
 
プ
ラ
バ
 
王
 が
 
「
口
松
 
ロ
 は
あ
 

ら
ゆ
る
も
の
を
布
施
す
る
者
と
な
ろ
 う
 」
と
自
ら
誓
い
を
 立
て
た
（
 づ
ぺ
 
が
（
 

ご
 リ
コ
リ
（
の
）
こ
と
を
聞
い
た
。
 

n
 
そ
こ
で
 彼
 は
 考
え
た
。
 U
 

（
い
ざ
 私
は
口
 彼
の
所
に
口
行
っ
て
 
口
 
彼
の
口
頭
を
く
れ
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た
 口
が
 バ
 ダ
ラ
島
へ
の
航
海
を
成
功
さ
せ
た
な
ら
、
そ
の
 大
い
な
る
誓
い
（
ロ
ミ
 邑
甜
 ）
を
成
就
す
る
こ
と
が
出
来
 る
で
あ
ろ
う
し
 

こ
の
よ
う
に
考
え
込
ん
で
い
る
う
ち
に
、
う
と
う
と
し
 始
  
 

す
る
と
、
そ
こ
に
あ
る
神
が
現
れ
、
次
の
よ
う
に
彼
を
勇
 気
 づ
け
る
。
 

「
隊
商
主
ょ
、
あ
な
た
は
塞
ぎ
込
ん
で
は
い
げ
な
い
。
 
あ
 な
た
が
 
ロ
 
以
前
に
立
て
た
口
誓
願
（
 屈
り
ゃ
 
@
 
色
す
 
@
 
）
が
 円
 
や
が
 て
 口
実
を
結
ぶ
 

あ
ろ
う
。
大
隊
商
主
 よ
 、
こ
の
同
じ
閻
浮
提
に
は
 バ
ダ
 -
 
フ
と
 呼
ば
れ
る
大
都
市
が
あ
り
、
人
間
が
住
み
、
誉
れ
 高
 い
 人
々
に
よ
っ
 

支
配
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
 バ
 ダ
ラ
島
に
は
、
一
切
衆
生
の
 様
々
な
望
み
を
叶
え
る
最
高
の
宝
が
あ
る
。
も
し
 
大
 隊
商
主
 
ハ
の
あ
 な て で 



か
く
し
て
彼
は
王
の
も
と
に
行
 き
、
 彼
の
頭
を
与
え
る
 ょ
 う
 に
与
一
口
 

ぅ
と
、
 王
は
自
分
の
頭
を
布
施
す
る
た
め
に
、
 

彼
を
連
れ
て
マ
ニ
ラ
 ト
 

ナ
 ガ
ル
 バ
 と
い
う
園
林
に
行
き
、
次
の
よ
う
に
誓
願
す
る
  
 

そ
の
時
、
チ
ャ
 
ソ
ド
ラ
 プ
ラ
バ
王
は
正
し
い
誓
願
（
 ぉ
日
 ）
の
 
吾
 口
ゃ
 @
 
口
鼠
母
 ）
を
立
て
始
め
た
。
 

「
皆
の
者
、
聞
く
が
よ
い
。
十
方
に
住
し
留
ま
っ
て
い
る
 
神
 
・
ア
ス
 ラ
 ・
ガ
ル
ダ
・
 ガ
ソ
 ダ
ル
ヴ
ァ
・
 キ
ン
テ
 
ラ
 達
よ
、
私
 ほ
こ
の
 

園
林
で
喜
捨
を
な
す
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
喜
捨
は
 、
自
 ら
の
頭
を
喜
捨
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
私
は
こ
の
 真
実
ハ
話
 u
 を
 以
 

て
 自
ら
の
頭
を
喜
捨
す
る
の
で
あ
る
が
、
 

n
 そ
れ
ほ
 口
王
 権
 の
た
め
で
も
な
く
、
天
界
ハ
に
生
ま
れ
る
 ロ
 た
め
で
 
も
な
く
、
 
財
 
口
を
 

得
る
 口
 た
め
で
も
な
く
、
帝
釈
天
の
地
位
 ハ
を
 得
る
 口
た
 め
で
も
な
く
、
梵
天
の
地
位
口
を
得
る
 口
 た
め
で
も
な
 く
 、
転
輪
聖
王
の
 

勝
利
の
た
め
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
外
の
た
め
で
も
な
 い
 。
何
と
し
て
も
私
は
無
上
正
尊
菩
提
を
正
等
覚
し
 、
調
 御
さ
れ
ざ
る
衆
生
 

達
 を
調
御
し
、
寂
静
な
ら
ざ
る
 口
 衆
生
達
し
を
寂
静
な
 ら
し
め
、
 
n
 彼
岸
に
し
渡
ら
ざ
る
同
衆
生
達
し
を
 
ハ
 彼
岸
 に
し
渡
ら
し
め
、
 

解
脱
せ
ざ
る
 
ハ
 衆
生
達
し
を
解
脱
せ
し
め
、
慰
撫
さ
れ
 ざ
る
ハ
 衆
生
達
し
を
慰
撫
せ
し
め
、
 

般
 淫
薬
せ
ざ
る
 
口
 衆
生
達
し
を
 般
浬
 

薬
 せ
し
め
よ
う
。
 
n
 今
私
が
語
っ
た
 し
 こ
の
真
実
に
よ
り
 、
ハ
 こ
の
 口
 真
実
語
 
い
い
モ
ミ
 
曲
の
 
の
ミ
 ）
に
よ
り
、
 
口
 
私
の
 口
 努
力
が
実
り
多
 

き
も
の
と
な
る
よ
 う
 に
。
そ
し
て
入
滅
し
た
 口
 私
の
体
 し
 が
 芥
子
の
実
ほ
ど
の
大
き
さ
の
遺
骨
に
な
る
よ
 う
 に
。
 そ
し
ナ
ヒ
卜
 
し
か
り
 
て
ニ
 

ラ
ト
ナ
ガ
ル
 
バ
 の
園
林
の
真
ん
中
に
、
ど
の
 塔
 よ
り
も
 優
れ
た
大
き
な
塔
が
立
つ
よ
 う
 に
。
ま
た
身
自
心
し
が
 寂
静
で
、
 
ロ
 
そ
の
 日
 

塔
に
 礼
拝
し
よ
う
と
や
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
衆
生
 達
が
、
 
最
高
の
遺
骨
を
蔵
し
、
ど
の
 塔
 よ
り
も
優
れ
た
こ
 ハ
 の
 港
口
を
見
て
 、
一
 

層
向
身
心
を
口
寂
静
に
す
る
よ
う
に
。
私
が
入
滅
し
て
 も
、
 n
 そ
の
 口
塔
 に
人
々
が
や
っ
て
来
て
 
戸
 そ
の
塔
を
口
 
供
養
し
 、
 必
ず
 天
 

界
口
 に
生
ま
れ
る
し
か
解
脱
す
る
か
に
確
定
し
た
者
と
な
 

 
 

こ
こ
で
は
チ
ャ
ン
ド
ラ
プ
ラ
バ
王
の
二
つ
の
誓
願
 説
 が
見
 ら
れ
る
。
最
初
は
「
ハ
称
 
口
 は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
布
施
 す
る
者
と
な
ろ
 う
 」
と
 

い
 う
 も
の
で
あ
る
。
こ
の
誓
い
を
成
就
さ
せ
る
に
は
、
 

当
 然
 、
こ
の
誓
願
後
の
布
施
行
が
必
要
で
あ
る
か
ら
「
 誓
 願
 Ⅰ
 行
 」
と
し
て
こ
の
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アディヴィ」  
 アヴァ ダ一 ナ よに   見られ   る 二種の誓願 説 

し ら う る な 内 と 他   月 客 す 行 「かとここ 誓のことれ き % 高 例 と る に 

願楽 」果に理で願がほ ろがま 苦 たで ですと あ る、 事 ，む 
を さ あ 解 の 説     3 る 誓 間 す 

と 顧 接 る 
言 説 的 と 

え Ⅱ に い 

よ に は ぅ も 
う 。 ㊥ こ のこの 

用 の で   例 誓 あ 
ょ わ 梵 願 に を 願 る 

含 を か みら な う けで 行） 説の 行為」 顛読 言 
楽 あ な 侍 れ   
果 る な 徴 る   

こ る が 誓願 を得るから、 説 すこと は、何 と の 真 
か 楽 に ら 1 
ほ 果 よ か の   に す 快美 と 

分 な っ の 用 る 将 し 
が 来 て 
" の 確 り守ヂ からな 本稿の 得るの て善根 善根を 例は、 

結 は 
び 見 

こ れとし 村定 
は 考 て 「誓願」 い そ 。 に必ず を蓄え 持っ者 ほ ら 萌 え い 

確 ら な 
に れ げ 
誓 る れ 

こ 願 願 。 ば 
と 説 説 よ   

に を Ⅰ っ こ 

とての 視 、 誓 類 定 こ 願   ャ @ 目 す こ の 

分 る で 成 
類 に は 就 
し もよ -@  も よ 

問 応 な 
若 題 「 い 
干 の 書 こ 
の 多 願 と 

考 い 上 に   察 、 行 な 
も し ず と で， を 
の か 伺 い あ 

微 」 る 

力 Ⅱ 妙 な   

85 (341) 

用
例
を
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
と
 

よ
 う
 に
」
以
下
の
内
容
を
直
接
的
に
 

こ
の
誓
願
を
成
就
さ
せ
る
よ
う
に
は
 こ

ろ
で
問
題
は
次
の
用
例
で
あ
る
。
こ
の
誓
願
の
中
で
「
 口
 
私
の
 u
 努
力
が
実
り
多
き
も
の
と
な
る
 

 
 

成
就
さ
せ
る
要
因
は
、
そ
の
前
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
真
実
 語
 で
あ
り
、
一
見
す
る
と
誓
願
後
の
行
が
 

見
え
な
い
。
し
か
し
そ
の
真
実
語
の
内
容
は
、
将
来
、
自
 分
 が
無
上
正
尊
菩
提
を
正
等
覚
し
て
、
 

利
 



を
 選
択
し
た
い
時
に
は
、
こ
の
「
誓
願
」
と
い
う
行
為
が
 必
要
に
な
る
わ
け
で
、
そ
こ
に
誓
願
 説
 1
 の
存
在
価
値
 が
あ
る
の
で
あ
る
。
 従
 

つ
て
こ
の
誓
願
 説
ェ
め
 特
徴
は
 、
 序
で
指
摘
し
た
よ
う
に
 「
す
で
に
な
さ
れ
た
善
業
の
方
向
性
を
決
定
す
る
も
の
 」
と
言
 う
 こ
と
が
出
来
 

る
わ
け
で
あ
る
。
天
に
生
ま
れ
た
ぃ
者
は
、
善
業
を
な
し
 た
 後
、
「
将
来
、
天
に
生
ま
れ
ま
す
 よ
う
 に
」
と
誓
願
す
 る
で
あ
ろ
う
し
、
 ま
 

た
 来
世
で
金
持
ち
の
家
に
生
ま
れ
た
い
と
希
望
す
る
者
は
 、
「
金
持
ち
の
家
に
生
ま
れ
ま
す
 よ
う
 に
」
と
誓
願
す
 る
の
で
あ
る
。
し
目
Ⅰ
 

で
は
、
「
悪
業
の
果
報
を
受
げ
ま
せ
ん
よ
 
う
 に
」
と
い
う
 誓
願
を
除
け
ば
、
善
根
あ
る
人
の
誓
願
 は
 必
ず
成
就
 し
 て
い
る
。
そ
し
て
興
味
 

深
い
の
ほ
 、
 （
 
d
 Ⅰ
の
「
 邪
な
 誓
願
」
で
見
た
 よ
う
 に
 、
 そ
の
誓
願
の
内
容
が
悪
い
こ
と
で
も
、
し
か
る
べ
 き
善
 根
 の
あ
る
人
が
誓
願
す
 

れ
ば
、
そ
れ
が
成
就
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 要
す
る
に
、
善
根
を
有
す
る
人
の
誓
願
 は
 、
そ
の
内
容
 の
 如
何
に
係
わ
ら
ず
、
 

成
就
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
放
い
て
、
 誓
 願
説
 1
 の
特
徴
は
「
す
で
に
な
さ
れ
た
善
業
の
方
向
性
 を
 決
定
す
る
も
の
」
と
 

言
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
、
悪
い
方
向
に
で
も
善
根
 の
方
向
を
廻
向
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
 は
 実
に
興
味
深
い
。
 こ
 

こ
に
誓
願
 説
 1
 の
特
徴
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
 

（
 
2
 ）
誓
願
 説
 Ⅱ
の
特
徴
 

誓
願
 説
 Ⅱ
の
用
例
は
り
 守
デ
 に
は
余
り
見
ら
れ
な
か
っ
 た
が
、
そ
の
特
徴
は
、
誓
願
 
説
 1
 と
違
い
、
「
誓
願
」
と
い
 
う
 字
の
う
ち
、
「
 
誓
 」
 

の
方
に
重
点
を
置
く
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
先
ず
「
誓
い
 」
を
立
て
、
そ
し
て
そ
の
誓
い
を
実
現
す
る
た
め
に
「
 行
 」
を
実
践
す
る
と
い
 

ぅ
 も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
は
既
に
拙
稿
に
お
 い
 て
 指
摘
し
た
が
、
誓
願
 説
 1
 と
誓
願
 説
且
 は
こ
れ
ま
 で
 考
察
し
て
き
た
 よ
う
 

悟
 
「
誓
願
（
召
名
 
@
 
ロ
 
ゴ
 
ゅ
 
：
）
」
と
い
う
言
葉
は
同
じ
で
も
 
、
そ
の
内
容
 は
 全
く
レ
 ダ
ヱ
ル
 の
違
う
も
の
で
あ
り
、
 
異
な
っ
た
思
想
基
盤
の
 

上
に
展
開
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
 

@
 
O
-
2
-
3
 
 

で
 ト
曲
 
・
 
ョ
 く
色
 
ヴ
卸
 と
い
う
用
語
そ
の
も
の
は
、
本
来
、
誓
願
 説
 1
 と
結
び
つ
い
た
も
 

の
で
あ
り
、
「
善
根
Ⅰ
誓
願
」
を
内
容
と
す
る
誓
願
 
説
 Ⅰ
 を
 表
現
す
る
の
に
用
い
ら
れ
た
用
語
と
推
察
さ
れ
る
か
 ら
 、
誓
願
 説
 Ⅱ
に
は
 適
 

片
 さ
れ
な
い
言
葉
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
，
 し
そ
 誓
願
 説
 Ⅱ
を
表
現
す
る
場
合
に
は
必
ず
し
も
 つ
 r
a
.
 

づ
 ～
 く
 年
下
目
に
類
す
る
 
言
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さ
れ
、
ま
た
後
に
 
ロ
 
r
p
 
ョ
 串
田
と
い
う
言
葉
で
置
き
換
え
 

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
（
無
量
寿
経
）
の
挺
水
（
 

s
u
 
カ
プ
リ
 

4
%
 
（
 
ロ
づ
 

ゼ
ロ
ゴ
 

p
.
 

以
下
 

 
 

ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
法
蔵
菩
薩
が
誓
願
を
立
て
た
後
、
 

そ
の
誓
願
の
成
就
に
 

向
 

げ
て
修
行
に
専
念
し
た
こ
と
を
、
仏
陀
が
ア
ー
ナ
ン
ダ
に
 

次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
 

「
さ
て
ア
 
l
 ナ
 ソ
ダ
よ
 
、
か
の
ダ
ル
マ
ー
カ
ラ
比
丘
は
 

｜
 中
略
 ｜
 
こ
の
 ょ
う
 な
特
別
な
八
四
十
 

セ
の
 u
 誓
願
 （
 
づ
 
（
が
 

口
 
@
p
 

オ
 
@
 
）
か
 
@
%
m
 

-
 
巳
 
-
 

き
 終
わ
っ
て
、
そ
の
通
り
に
誓
い
 

a
 田
 （
 
目
 ㊥
の
実
現
 に
 専
心
し
た
の
で
あ
る
」
 

説
こ
こ
で
も
「
誓
願
 a
q
p
 

セ
宙
プ
ご
 

」
は
「
誓
い
（
 

笘
ぃ
 
（
 
@
 
ヨ
ワ
 

の
）
」
と
Ⅱ
リ
 

ラ
 舌
口
 

薬
ネ
し
 
舌
ロ
 

い
 換
え
ら
れ
ナ
ヒ
い
る
 

ハ
リ
ネ
し
あ
 

る
 。
こ
の
よ
う
に
「
誓
願
Ⅰ
 

 
 

観
 と
い
う
言
葉
の
間
に
は
、
確
固
た
る
対
応
関
係
が
見
 

ら
れ
な
い
。
特
に
そ
の
傾
向
 

晢
 @
 

ヴ
ァ
ス
ト
ゥ
ト
や
般
若
経
典
所
説
の
姥
な
い
が
、
後
代
、
何
ら
か
の
理
由
で
誓
願
 

醜
は
、
日
 マ
ハ
 一
 

説
 Ⅱ
 重
 

 
 

 
 

が
 
え
ら
れ
る
。
で
は
何
故
、
本
来
性
格
の
違
 

う
 誓
願
 説
 n
 を
表
現
す
る
の
に
せ
 

母
 ・
 
ョ
く
 巨
観
と
い
う
言
葉
が
 

使
わ
れ
る
よ
 
う
 に
な
っ
た
か
 

 
 

中
心
に
誓
願
説
の
起
源
と
展
開
を
明
ら
か
に
し
て
い
か
 

ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。
 

そ
ナ
 

」
で
は
、
紙
面
の
都
合
上
、
要
旨
の
み
を
掲
載
す
る
に
留
ま
ら
 

ざ
 る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
 

本
 

 
 

 
 

所
収
の
拙
稿
「
デ
ィ
ヴ
ィ
 

ヤ
 ・
ア
ヴ
 
ァ
ダ
 
l
 ナ
江
見
ら
れ
る
 

暫
 
-
 
顛
読
」
（
左
弓
・
）
の
 

，
ヨ
 
）
に
 
基
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

院
 研
究
紀
要
仁
一
ム
ハ
（
 

昭
 六
三
切
 

・
コ
一
）
 

で
づ
 

・
㏄
㍉
 

1
 
ひ
下
 

葉
 が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
本
稿
 

で
 見
た
誓
願
 説
 Ⅱ
の
用
例
は
、
そ
の
誓
願
文
が
も
 

r
p
 
（
 
こ
ゴ
 
囲
 と
い
う
言
葉
で
表
現
 



（
 
3
 ）
前
掲
の
拙
稿
（
 
円
 
仏
教
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
三
所
収
）
 に
お
い
て
考
察
し
た
誓
願
 説
 1
 の
用
例
で
は
、
そ
の
誓
願
者
が
 総
て
在
家
者
で
あ
り
、
 

こ
れ
を
「
善
業
Ⅰ
誓
願
」
と
図
式
化
し
て
問
題
 は
 な
か
っ
た
が
 、
ロ
 了
せ
で
は
出
家
者
の
誓
願
も
見
ら
れ
、
こ
の
場
合
、
そ
の
 
誓
願
を
成
就
㏄
 

さ
れ
る
原
因
と
な
る
も
の
が
「
梵
行
（
安
生
日
 a
c
a
r
 

）
 り
 ）
」
で
あ
 る
た
め
、
「
善
業
」
と
し
た
の
で
は
、
そ
の
「
梵
行
」
が
含
ま
 
れ
な
い
 

 
 

な
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
在
家
者
の
「
善
業
」
と
出
家
者
の
 
「
梵
行
」
と
を
そ
の
意
味
内
容
と
し
て
含
み
込
む
、
も
う
 少
 し
 範
囲
の
広
い
 

「
善
根
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
。
 

（
 
4
 ）
前
掲
の
拙
稿
（
 ョ
佛
数
 論
叢
 b
 所
収
）
で
 は
 、
「
誓
願
よ
 
行
 」
を
誓
願
 説
 1
 、
「
善
業
上
誓
願
」
を
誓
願
 
説
 Ⅱ
と
し
た
が
、
 こ
れ
は
逆
で
、
「
誓
願
 

ょ
行
 」
は
誓
願
 説
 1
 、
「
善
業
上
誓
願
」
は
誓
願
 
説
 1
 の
誤
り
で
 あ
る
。
こ
の
紙
面
を
借
り
、
お
詫
び
し
て
訂
正
す
る
。
 

（
 
5
 ）
 し
 @
 
セ
 せ
 い
 セ
曲
ヰ
曲
 

コ
沖
巨
の
 0
-
-
e
c
 

ヱ
 。
 
コ
 0
 卜
の
帥
 
巨
 せ
炭
 臣
串
 
Ⅰ
 甘
ず
 
（
Ⅰ
の
幅
の
 

コ
隼
酔
 
の
 
年
ぎ
 
e
 
年
す
ゼ
芭
 
・
 ロ
 ・
 0
0
 
毛
 0
 
コ
 ぃ
臣
年
オ
 
・
 ト
 ・
 之
 。
 岸
 。
 の
 p
 日
ヴ
 
ユ
年
収
 

P
 
ト
 
㏄
㏄
の
 

@
 

オ
 の
 
で
由
コ
 
片
レ
 ヨ
 の
（
 
e
 
Ⅱ
宙
の
日
 

一
 0
 ユ
 。
 
コ
日
ひ
 

-
 埼
 Ⅰ
の
㏄
の
Ⅰ
 

巾
オ
ヰ
 

0
%
 Ⅱ
 
e
 
の
ダ
ト
の
 

Ⅱ
。
 

（
 
6
 ）
そ
の
誓
願
文
の
中
に
「
こ
の
善
根
に
よ
っ
て
」
と
舌
ロ
 
う
 代
わ
り
に
、
例
外
的
に
次
の
よ
う
な
用
例
も
若
干
存
在
す
る
。
 「
こ
の
偉
大
な
る
布
施
 

に
よ
っ
て
（
 ぃ
コ
 
の
 
コ
 ㏄
 年
ゆ
コ
 

の
 
コ
 曲
ヨ
 の
 甘
か
ら
 

幅
い
 
（
の
 
コ
ぃ
 
）
」
（
 
し
守
ギ
つ
 2
2
7
.
 

た
づ
 ・
 
N
 本
の
・
 

2
6
 

）
。
「
こ
の
 

業
 
（
仏
の
教
え
を
口
に
し
、
 
暗
 記
し
、
自
ら
読
 

話
し
た
こ
と
）
の
異
熟
に
よ
っ
て
（
 戎
悶
 
オ
キ
ヨ
 
苫
 0
 丘
思
オ
 
0
%
 ）
」
（
 
田
く
 せ
・
 
づ
 ・
 2
3
 

の
・
 

ま
 ）
。
「
こ
の
蓮
華
を
布
施
し
た
果
報
 
に
よ
り
（
 偲
隼
 

日
ひ
コ
目
 

七
つ
Ⅱ
 ぃ
 年
回
 
コ
い
 
で
 オ
 の
 -
 
の
ゴ
ぃ
 

）
」
（
 
し
守
 Ⅱ
・
 
つ
 ・
 い
幸
 
0
.
 
い
切
 
）
 
0
 伯
 早
し
 
、
 「
こ
の
偉
大
な
る
布
施
に
よ
っ
て
」
と
い
う
用
例
は
、
い
ず
 れ
も
 詩
 頚
の
中
 

で
 説
か
れ
て
い
る
の
で
、
韻
律
の
関
係
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
 表
 現
を
取
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 

（
 
7
 ）
 し
 @
 
吃
せ
 
・
 ロ
 ・
い
の
・
）
の
 

@
N
 
。
 

（
 
8
 ）
Ⅰ
す
ぎ
・
 
づ
 ・
の
 
包
 ・
の
１
目
Ⅰ
 

（
 
9
 ）
Ⅰ
 す
 @
 
年
 ・
 ロ
 ・
の
の
・
Ⅰ
Ⅱ
 

｜
 ㏄
。
 

（
㏄
）
 w
F
@
 

年
 ・
 b
.
 
の
 o
.
u
 

。
）
 

ト
 

（
Ⅱ
Ⅱ
）
の
こ
 
亙
 ）
の
 
ジ
 ）
 
0
 
拝
搭
ノ
 ）
 
ひ
 ひ
・
）
 

り
 持
で
 .
 Ⅰ
の
 

3
.
 

ミ
 5
%
 ア
 ）
の
㏄
 
ド
づ
 
拝
で
）
の
幸
の
弍
 

ノ
づ
 ）
㏄
 
ト
の
ヰ
ノ
 
で
㏄
 い
 
Ⅱ
ト
ヰ
 
ノ
づ
 ・
い
ち
り
い
本
ヰ
 

ノ
づ
 い
串
の
・
 

い
ひ
監
 

@
 つ
 ・
 い
 
㏄
 ゆ
 

㏄
朝
一
 
つ
 ・
㏄
 
ひ
 0
 ）
の
中
 

@
 口
 ・
 切
下
 
0
.
 
い
 ㏄
 申
 

（
は
）
世
尊
に
向
か
っ
て
何
か
を
誓
願
す
る
場
合
、
「
両
足
仁
平
 伏
し
て
」
と
い
う
表
現
は
何
ら
問
題
は
な
い
が
、
仏
塔
に
 向
 か
っ
て
誓
願
を
立
て
る
 

場
ム
ロ
 
、
「
両
足
に
平
伏
し
て
」
と
い
う
表
現
は
問
題
に
な
る
。
 今
 は
 便
宜
的
に
Ⅰ
そ
の
塔
を
独
覚
に
見
立
て
、
彼
の
 し
 と
い
う
 去
 
一
口
 

葉
を
 
「
両
足
 

に
平
伏
し
て
」
の
前
に
補
っ
て
訳
し
た
。
の
（
・
平
岡
 
聡
 
「
デ
ィ
 
ヴ
ィ
 ヤ
 ・
ア
ヴ
 ァ
ダ
 ー
 ナ
 の
伝
え
る
仏
塔
崇
拝
の
種
々
相
」
 ョ
佛
 敦
史
 掌
 研
究
 b
 

三
三
 ｜
一
 
（
 
平
 
二
・
七
）
 滞
つ
つ
 ・
六
千
 
ひ
べ
，
 
の
の
 
づ
 ・
の
甲
田
）
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1 3 ） ハ J （ （ つ ノ ） ハ U 乙 Ⅰ し 

 
 

（
 ム
 u
 ）
 

 
  

 

（
 
り
 7
 ）
 

 
 

（
 
Q
 し
 ）
 

 
 

々山に見られる 二種の誓願 説 

（ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （   上 り乙 ） ） ミリ り乙 ） ト斗 り乙 ） o0 り乙 ） Ⅰ 乙 乙 Ⅰ ） l1 り乙 Ⅱ） ハ ） Ⅰ l ハし ） l 上 o0 ） l 上 り l ） l 八 ム u l 巳り 14   
（
 
3
 Ⅰ
 
り
 @
 
ぺ
 ㎏
・
で
で
 鏑
 ㏄
㏄
 い
ト
 
@
 町
㏄
幸
い
 

本
文
中
に
も
記
し
た
通
り
、
 

0
 守
ギ
 
と
い
う
資
料
は
業
の
因
果
 関
係
に
重
点
を
置
き
、
業
果
の
必
然
性
・
不
可
避
性
を
執
 勘
 な
 ま
で
に
強
調
し
 

て
い
る
。
従
っ
て
一
旦
な
さ
れ
た
業
が
、
そ
の
果
報
を
も
た
ら
 す
 以
前
に
消
滅
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
都
合
が
悪
 く
 、
基
本
的
に
 

許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
口
才
 y
.
 に
は
少
な
か
ら
ず
こ
の
 業
果
の
必
然
性
・
不
可
避
珪
と
合
致
し
な
い
用
例
が
存
在
す
る
 
の
で
あ
る
。
 

の
 h
.
 平
岡
 聡
 
ミ
デ
ィ
ヴ
ィ
 
ヤ
 ・
ア
ヴ
 ァ
ダ
 ー
 ナ
ヒ
 に
見
ら
れ
る
 
菜
の
消
滅
」
 
日
佛
教
 研
究
 ヒ
ピ
 （
平
ト
 ，
ひ
 
）
 毛
 ・
）
 
お
 ・
 1
%
 

同
類
の
用
例
は
他
に
三
例
を
数
え
る
。
 

目
 ・
 目
ミ
 ・
ゃ
こ
 ジ
コ
 中
 @
 ロ
・
の
 
ト
 
の
・
）
の
 

申
一
 0
.
 
白
 ㏄
 0
.
 
㏄
 帝
 

り
 @
 
く
 せ
・
で
 
づ
 Ⅰ
の
け
り
の
 

l
 ト
 
の
 ㏄
 ト
つ
 

他
に
も
同
様
の
用
例
が
二
つ
存
在
す
る
。
 

臼
 ・
 0
@
 
づ
 ）
・
 フ
お
ひ
 ㏄
 ム
申
 
@
 口
 ・
㏄
 
肚
べ
 
・
Ⅱ
 
由
 

し
 @
 
づ
呂
 
・
 つ
 Ⅰ
 
か
 ・
Ⅱ
Ⅱ
 

@
 ト
ゆ
 

Ⅱ
 
す
 @
 
曲
 ・
 づ
 ・
㏄
肚
の
・
ト
ー
Ⅱ
 

Ⅰ
 
ヴ
 @
 
ヰ
 ・
 目
 
u
.
 
下
ト
 
の
 ・
 い
 １
ト
 
い
 

Ⅰ
 
す
 @
 
目
 ・
 つ
つ
 
・
印
ト
 
つ
 ・
 い
 ム
１
 
%
 ト
ト
 
・
 め
 

Ⅰ
 
す
 @
 
隼
 ・
 づ
 ・
 い
 ㏄
㏄
・
 
ト
ひ
 
１
ト
 
ゆ
 

Ⅰ
 
す
 @
 
宙
 ・
 づ
 ・
 ら
 ㏄
の
・
㏄
１
 

%
 

こ
の
で
 S
 三
司
ひ
と
い
う
語
は
後
に
Ⅰ
「
 
P
 ヨ
ら
王
 と
い
う
語
で
 置
 ぎ
 換
え
ら
れ
る
。
 

し
 @
 
づ
 ）
・
 ロ
 ・
 ト
 0
0
.
 

い
 0
l
 

い
の
 

ロ
 
F
@
&
.
 

づ
 ・
 ト
つ
 
N
.
 
ト
 l
 の
 

Ⅰ
 
ヴ
 @
 
ヰ
 ・
 ロ
 ・
Ⅰ
。
㏄
・
の
１
ト
 

申
 

Ⅰ
 
サ
 @
 
し
 ・
 つ
 ・
の
㏄
 

つ
 ・
㏄
つ
１
㏄
㏄
 

-
 
ヴ
 一
ヰ
・
で
・
㏄
い
の
，
 

田
 
㏄
 ｜
 い
の
 

 
 

「
一
具
案
五
 

%
 （
の
 
オ
ド
 の
 
い
 ㎡
 
せ
浅
オ
コ
せ
ひ
 
0
 下
の
い
 
圧
 
Ⅱ
 リ
 セ
の
り
の
 

コ
 p
.
 ㌧
 ゆ
 ）
 
-
@
 
㏄
 
ゆ
 
c
c
p
 

乙
 Ⅱ
写
り
）
」
は
ロ
ジ
ャ
 一
 タ
カ
 吐
 等
に
お
い
て
、
誓
願
 説
ェ
 に
 近
い
形
で
用
 

 
 

い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
そ
の
真
実
語
が
 誓
 願
説
 Ⅱ
の
中
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
異
例
の
用
法
の
よ
う
に
 思
 わ
れ
る
。
の
 h
.
 ㎝
 

 
 

奈
良
康
明
「
「
真
実
語
」
に
つ
い
て
 

｜
 仏
教
呪
術
の
一
側
面
 ｜
 」
日
日
本
 佛
 教
学
会
年
報
三
三
八
（
一
九
七
三
・
三
）
生
毛
・
）
 
の
 l
 ㏄
㏄
 

 
 

し
守
ヂ
 
に
は
移
し
い
数
の
誓
願
の
用
例
が
存
在
し
て
い
る
の
で
 、
そ
れ
ら
を
総
て
明
確
に
二
分
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
 
、
今
ま
で
見
て
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八
 論
文
要
旨
 V
 
 貫
 欲
を
対
治
す
る
不
浄
観
の
諸
々
の
描
写
 は
 、
釈
尊
の
時
代
か
ら
現
在
ま
で
、
仏
教
の
比
丘
た
ち
に
よ
っ
て
 実
際
に
風
葬
 地
 に
行
 き
、
 

ぱ
 法
医
学
の
知
識
に
一
致
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
一
方
、
 ピ
 

ぬ
 」
の
①
 青
於
 ・
②
 膿
燗
 …
⑩
 骨
鎖
 と
い
う
死
体
の
腐
敗
変
化
 

よ
う
な
 酊
 齢
を
理
解
す
る
た
め
に
、
現
代
の
法
医
学
の
知
識
を
 

死
体
の
変
化
を
自
分
の
眼
で
確
か
め
、
実
証
で
き
る
も
の
で
あ
 援

用
し
て
考
察
し
た
結
果
、
「
声
聞
 

地
 」
の
死
体
の
腐
敗
変
化
の
 

を
 確
認
す
る
不
浄
観
の
順
序
と
内
容
は
 、
 
バ
一
 リ
 仏
教
と
多
少
 

の
ヨ
 の
 十
 不
浄
業
 処
の
 
⑨
 轟
聚
 
・
⑧
 血
 塗
の
順
番
は
 、
 バ
一
 リ
 

る
の
で
、
不
浄
観
の
伝
承
に
大
き
な
相
違
は
な
い
は
ず
で
あ
る
 が
 、
し
か
し
、
「
声
聞
 

違
っ
て
い
る
。
こ
の
 

説
明
と
順
番
は
 、
ほ
 

0
 
円
 念
処
籠
 三
の
九
 

つ
の
風
葬
地
の
段
落
の
各
々
の
状
態
と
一
致
し
て
い
な
い
り
ま
 た
、
 ⑥
散
乱
・
⑦
 斬
 散
の
定
義
は
「
 念
処
紐
ヒ
と
 違
っ
て
い
る
。
 
従
っ
て
く
㌃
日
の
 

十
 不
浄
業
 処
は
、
 
パ
一
 リ
の
 
「
 念
処
経
ヒ
の
 九
つ
の
風
葬
 弛
め
 段
落
を
踏
ま
え
て
さ
ら
に
展
開
し
て
成
立
し
た
も
の
と
し
て
 考
 え
た
方
が
 
よ
 い
た
 る
 

ら
ノ
 
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 「
声
聞
 地
 」
、
不
浄
観
、
法
医
学
、
向
 
念
処
紐
 L
 

忌
敵
（
い
け
日
ォ
 ダ
岸
 コ
田
・
 
目
ぎ
 ）
 

法
医
学
 か
ら
見
た
不
 浄
観
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そ
の
世
尊
の
教
え
と
は
口
中
食
 ヒ
 「
 念
処
経
 」
（
 
大
 ）
。
 
紹
 u
r
o
 

の
 
笘
 ・
）
・
円
墳
 

含
 L
 
 
の
「
一
入
 

で
 母
か
 
オ
ゆ
コ
 

a
.
 
の
 
E
 （
（
㏄
（
 

目
之
 -
.
 
 

ロ
ロ
，
 

詔
占
 ）
・
 
円
 長
部
 b
 
 
の
 ぎ
ぅ
 
欝
 プ
 リ
ひ
 
の
 亡
づ
斗
 
円
円
 
ゴ
囲
コ
ゅ
 

・
の
 

岸
叶
叶
簿
 

二
 %
 
簿
 

語
る
経
典
の
「
 憎
伯
路
 」
安
き
下
（
 r
@
F
 

ゅ
 
・
風
葬
 地
 ）
に
 関
 す
る
段
落
を
意
味
し
て
い
る
。
 遺

品
」
（
 大
 9
 の
の
の
 

ヴ
 ㏄
 キ
 ・
）
・
日
中
部
 

b
 の
的
 曲
 （
 
@
.
 

（
 
り
乞
 目
・
 毛
 ・
 2
 の
甲
の
）
な
ど
と
い
 5
 四
念
処
を
 

こ
れ
ら
の
経
典
は
身
金
 仙
 
・
受
食
 処
 
・
心
念
 処
 

不
浄
観
と
は
 婬
欲
 に
関
す
る
食
を
対
治
す
る
修
行
で
あ
 
る
 。
「
 楡
伽
師
 拙
論
」
の
「
声
聞
 地
 」
で
主
に
応
用
さ
 れ
て
い
る
不
浄
所
縁
 

（
不
浄
観
の
修
行
対
象
）
は
 朽
傲
 不
浄
 
a
 ：
 目
 。
 め
，
す
ヰ
 

。
 曲
 ）
 と
い
わ
れ
て
い
る
（
 大
ひ
 0
.
4
2
9
a
2
@
 

の
「
 

の
 す
 2
0
 

～
。
 

A
 ふ
 ）
。
ま
た
 
、
こ
の
 朽
砺
 不
浄
は
さ
 

ら
に
二
種
類
に
わ
け
ら
れ
る
。
即
ち
 、
内
 （
 
"
 巨
 -
@
 

ぜ
ゅ
 
（
 
5
 曲
）
 
と
い
う
自
分
の
身
体
の
構
成
部
分
（
三
十
六
物
）
と
、
 

外
 
（
す
り
 

巨
 「
ロ
ゴ
 

り
 ）
と
い
う
 外
 

に
あ
る
他
人
の
死
体
の
腐
敗
変
化
で
あ
る
（
大
き
。
 

4
2
 

の
。
 

N
 さ
 -
 の
 「
 
ロ
ァ
 N
o
o
,
 

ど
 。
後
者
 は
 、
以
下
の
よ
う
に
十
七
種
 類
 が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

云
何
依
外
 
（
 
r
"
 
ゴ
 @
 
～
 
ロ
ォ
り
 

）
 朽
紘
 不
浄
 o
?
 
謂
或
 ①
 青
亦
 （
 
丘
，
 ぎ
窩
 ）
。
 或
復
 ②
 膿
燗
 
（
ま
っ
 
申
セ
 
。
 寄
 ）
。
 
或
復
 ③
 変
壊
 
（
 %
 

 
 

復
 ④
 縫
脹
 （
 臣
 ぎ
す
 ョ
り
 
（
 
"
F
p
 

）
、
 或
復
 ⑤
 食
倣
 
（
 
づ
 @
F
 
蘇
生
。
 下
 ）
、
 或
復
 ⑥
 変
赤
 （
 白
 。
 す
 @
 
（
。
 
缶
 ）
、
 或
復
 ⑦
敬
嘆
（
 づ
 @
F
 
ゆ
 ぢ
 （
。
 
ォ
 。
）
 
、
或
 ⑧
 骨
 

（
曲
の
（
 

オ
ご
、
或
 ⑨
 鎖
 
（
 
8
%
F
p
-
@
 

ガ
ゆ
 
）
、
 或
復
 ⑩
 骨
鎖
 
（
目
の
 
ロ
 

 
 

り
 「
 
a
.
 
ガ
 Ⅱ
（
 
い
 ）
 
、
 剛
召
 

仝
 ⑫
 

尻
所
作
（
 口
 （
 
ひ
の
 
「
 ぎ
 p
.
F
q
 

（
 
甫
 ）
 、
或
 ⑬
 唾
 所
作
（
李
の
か
 
w
F
q
 

（
 
倖
 ）
 、
 或
 ⑭
 演
 所
作
（
め
ぎ
 斗
ぢ
 "
 ガ
 a
.
F
 

Ⅱ
（
 

ぃ
 ）
 、
或
 ⑮
 血
所
塗
 
（
 
コ
 年
す
 
@
 
目
曲
 
・
（
（
）
Ⅱ
 

ゆ
オ
曲
ざ
ぃ
 

）
 、
 

-
4
-
 

或
 ⑯
 膿
所
塗
 （
せ
 
り
せ
 
p
.
 
ヨ
 q
p
 
ガ
 m
@
 ）
 、
或
 ⑰
 便
 
（
 
ヰ
ウ
す
李
 ，
 p
 ）
 傲
処
 
（
 
ご
 ：
 軽
し
 。
如
是
等
類
老
馬
 依
外
朽
窩
 不
浄
。
 
（
 
汁
ひ
 0
 。
ち
ぃ
の
 

n
N
 

㏄
 由
 ・
 
@
 

の
 ㍉
 
目
ゴ
い
 
。
 
P
 ニ
 %
 二
つ
 つ
 の
 ひ
ド
い
目
 

・
 
@
 日
 由
 円
の
 
ぃ
 Ⅱ
 目
 ・
）
 

そ
の
内
で
は
、
①
 青
亦
 ・
②
 膿
燗
 ・
③
 変
壊
 ・
④
 縫
脹
 
⑤
 食
倣
 
・
⑥
 変
赤
 ・
⑦
 散
壊
 
・
⑧
 骨
 
・
⑨
 鎖
 ・
⑩
 骨
鎖
 は
 、
世
尊
の
教
え
と
 

-
5
-
 

し
て
四
段
階
の
「
 塘
伯
路
 」
（
の
 
守
 p
.
 
つ
 り
（
 
ゴ
守
 
P
 風
葬
 地
 ）
 の
 状
態
に
合
わ
せ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
（
 大
 0
0
 
。
 4
2
9
 

寓
目
・
 

@
 の
 Ⅱ
 
い
 ア
 ド
っ
血
ご
い
 

っ
 
申
 ・
）
。
 

1
 
 問
題
の
所
在
 

(348 Ⅰ 92 



  沌 " 『 左 " ' 半ム・Ⅰ 日 。 広呑 ナ円 っ 抽に不浄観 

の 

イヒ 

埋 め 
  プ   

よう 走 す っ （ （が（ 

8 % な 
） 名 聞 

点を の知識 題 ） 蓮ぃ （ り 

な で @ 
撰 述 明 
用 べ し 
し ⑦ ら て 

、 れ み   
医 て た 
学 い い 

的 る   
な 死 
説 林 
明 腐 
を 敗 ケ @ ヒ 

迫 め 
末 客 
す 段 

  
る 階 M 
  ヤ @ 甲 

つ 
い 

て 
甲 な 分 

現 四 の ） 他 す 

代 念 朽 一 人 る 

の 

法   
医 
学 詰陣⑪体は る 、 尿の身 
  隆 則 所 腐 食 
特 典 ち 作 敗 処 
ケ @ ヒ 

の 髪   変 の 

死 「 ・ ⑫ 化 一 

体   展 毛 尿 に 部 

93  (349) 



る
 。
即
ち
 

-
g
@
 

一
 、
早
期
死
体
現
象
（
死
斑
）
 

①
死
後
二
 0
 分
 前
後
 f
 
一
二
時
間
の
普
通
の
死
斑
（
血
液
 
就
下
 に
よ
っ
て
皮
膚
を
透
し
て
み
た
 帯
紫
 赤
色
）
。
 

②
死
後
二
 0
 時
間
後
の
浸
潤
性
死
斑
（
血
色
素
が
血
管
 壁
 に
浸
潤
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
も
の
）
。
 

二
 、
細
菌
性
変
化
の
晩
期
死
体
現
象
（
腐
敗
）
 

③
死
後
一
 
上
 

（
硫
化
水
素
十
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
Ⅰ
硫
化
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
 

ソ
、
 硫
化
メ
ト
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
の
暗
緑
色
）
。
 

-
n
-
 

④
死
後
二
ー
三
日
の
腐
敗
 網
 
（
腐
敗
溶
血
 し
 、
血
色
素
が
 血
管
外
に
浸
潤
し
静
脈
の
走
行
に
沿
っ
て
現
れ
る
 暗
青
 色
 
・
暗
紫
色
 

で
あ
る
。
さ
て
、
「
声
聞
 
地
 」
に
お
け
る
①
 青
亦
 
（
 
ヰ
 @
 
コ
 @
-
p
 

鯨
 ）
は
、
法
医
学
で
言
わ
れ
る
四
種
類
の
死
体
の
色
恋
 化
の
ど
の
 状
 

は
ま
る
の
か
と
い
う
問
題
を
考
え
て
み
れ
ば
、
時
間
上
で
 ほ
、
 ①
死
後
二
 0
 分
 前
後
１
一
二
時
間
の
普
通
の
死
斑
 ほ
 早
す
ぎ
、
 

樹
枝
 状
 ）
。
 

熊
に
 当
て
 

④
死
後
二
 

は
そ
れ
よ
り
、
「
声
聞
 地
 」
の
①
 青
亦
 …
⑩
 骨
鎖
と
ぃ
 う
 死
体
の
腐
敗
変
化
を
確
認
す
る
順
序
と
、
パ
ー
リ
「
 念
処
経
 」
の
膨
張
・
 

青
癖
 …
な
ど
の
九
つ
の
風
葬
地
の
段
落
の
順
序
と
の
 鮭
掠
 を
 説
明
す
る
。
 

㈹
ま
た
、
「
声
聞
 地
 」
と
パ
ー
リ
「
 念
処
経
 」
で
述
べ
 
ら
れ
る
不
浄
所
縁
を
 、
ぺ
 ～
 
の
 
ま
 Q
&
 
か
ぎ
 Ⅰ
 お
 Ⅰ
（
以
下
 

4
%
 

ョ
 と
略
す
）
の
不
浄
 

葉
挺
（
り
の
 
仁
ヴ
ゴ
 

p
F
p
 

日
日
 

の
 み
 
ぃ
ふ
奉
 ）
と
比
較
し
て
、
そ
れ
ら
 の
 相
違
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
 

1
 
.
1
 
 

Ⅲ
一
ま
日
 

ハ
 

抜
 
+
 
（
 
，
 @
,
@
-
 

。
 F
"
 
）
 

「
声
聞
 地
 」
の
不
浄
観
で
は
、
早
期
の
死
体
に
関
す
る
 色
 の
 変
化
の
確
認
は
、
死
後
や
く
一
日
経
過
し
、
血
の
流
 れ
が
停
止
し
、
 
膿
燗
 

に
 至
ら
な
い
死
体
の
状
態
に
お
い
て
、
①
 青
亦
 
（
 
由
コ
 ぞ
ガ
 り
 ）
と
い
う
青
い
 
綜
ぎ
 タ
ミ
韻
の
簗
の
）
 或
 い
ほ
青
黒
い
 
（
 
三
 二
の
。
 

ヴ
ト
曲
 

0
 
討
 ・
㏄
 
由
 ㏄
 こ
 

-
8
-
 

ト
き
こ
 色
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
法
医
学
か
ら
 ョ
 
一
口
，
 

ぇ
ば
 、
死
体
の
色
変
化
は
、
時
間
の
推
移
に
っ
 
ね
 、
 次
 の
 四
種
類
が
観
察
さ
れ
 

(350)  94 
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1
 
.
2
 
 

②
 膿
燗
 （
 
づ
 
@
 
づ
 
申
せ
。
 

F
 
。
）
 

次
に
、
「
声
聞
 

地
 」
に
お
け
る
②
 
膿
燗
 ?
@
@
P
 

申
せ
 

a
k
 
じ
 L
 
こ
 
庄
は
 

、
死
後
二
日
ぐ
ら
い
経
過
し
、
 

膿
燗
に
 
至
っ
た
が
、
 
虫
 蛆
が
 未
だ
生
じ
て
い
 

な
い
状
態
に
お
け
る
②
 

膿
燗
 （
 
%
 高
 せ
 
p
F
p
 

）
と
い
う
腐
敗
 

に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
死
体
⑧
 

n
o
 
（
 
づ
 
㏄
の
 
p
o
 
（
「
 

0
 
せ
の
 

&
 妄
 づ
由
円
 

Ⅱ
 
e
 
Ⅱ
 
曲
 
。
 
ヱ
 0
 
コ
 
。
 巾
 
二
の
し
 

ト
 
0
2
a
 

）
を
意
味
し
て
い
る
。
法
医
学
の
観
点
に
よ
れ
ば
、
 

そ
の
腐
敗
死
体
に
肉
眼
で
見
ら
れ
る
の
は
、
上
述
し
た
 

「
声
聞
 
地
 」
の
①
 
青
亦
 

（
 
せ
 
@
 
コ
ゴ
 
。
 
カ
リ
 

）
に
相
当
す
る
Ⅲ
腐
敗
性
変
色
と
、
㈲
腐
敗
 

網
 の
 他
に
㈹
腐
敗
 
庖
 が
あ
る
。
 

「
腐
敗
庖
の
内
容
は
腐
敗
ガ
ス
お
よ
び
硫
化
水
素
と
 

ア
ソ
 モ
ニ
ア
を
含
む
腐
敗
陸
湯
田
 

液
 で
あ
る
。
こ
の
腐
敗
 
ガ
 ス
は
 嫌
気
性
細
菌
の
 

作
用
で
発
生
す
る
も
の
で
、
硫
化
水
素
、
炭
酸
ガ
ス
、
 

匡
 の
パ
 

村
の
笘
 

目
 ・
水
素
な
ど
を
含
有
し
て
い
る
」
へ
四
方
 

こ
 
拳
 。
 u
o
 

芭
 ま
た
、
腐
敗
 

ガ
ス
の
発
生
順
序
に
つ
い
て
「
最
初
は
腸
管
内
に
発
生
す
 

る
が
 （
死
後
一
二
）
二
四
時
間
）
、
腹
腔
内
（
死
後
二
 

）
三
日
）
お
よ
び
全
身
 

の
 皮
下
組
織
、
諸
臓
器
実
質
内
に
も
発
生
す
る
」
と
言
わ
 

れ
て
い
る
（
四
方
 
P
o
 
の
の
。
 

u
o
p
 

）
。
 

つ
ま
り
、
そ
の
腐
敗
ガ
ス
は
死
後
一
二
ー
二
四
時
間
の
内
 

に
 腸
管
内
に
発
生
す
る
が
、
外
観
で
腐
敗
ガ
ス
が
も
た
 

ら
す
変
化
が
未
だ
な
 

 
 い

 と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
死
後
二
ー
三
日
経
過
す
 

る
と
、
腐
敗
ガ
ス
・
硫
化
水
素
・
ア
ン
モ
ニ
ア
を
含
む
 

腐
 敗
性
惨
出
 
液
を
内
容
と
す
 

る
 腐
敗
 庖
は
 表
皮
に
発
生
し
、
ま
た
破
れ
て
剥
離
す
 

る
と
、
血
色
素
浸
潤
の
た
め
 

汚
傲
 赤
色
か
ら
暗
褐
色
を
 

呈
 す
る
真
皮
を
露
出
す
る
 

西
方
あ
お
・
 

u
o
p
 

）
と
い
う
外
観
的
な
変
化
が
見
ら
れ
る
 

。
こ
の
説
明
に
従
っ
て
、
「
声
聞
 

地
 」
で
言
わ
れ
る
死
後
 

 
 

一
膿
燗
に
 至
っ
た
が
、
蛍
蛆
 

が
未
 だ
生
じ
て
い
な
い
②
 

膿
燗
 三
苦
 ぢ
ニ
 -
 と
い
う
腐
敗
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
 

 
 

発
生
し
、
ま
た
破
れ
て
剥
離
す
る
状
態
を
意
味
し
て
い
る
 

と
 考
え
ら
れ
る
。
 

（
三
日
の
腐
敗
網
は
遅
す
ぎ
る
の
で
、
②
死
後
二
 

0
 時
 間
 後
の
浸
潤
性
死
斑
（
普
通
は
帯
 

紫
 赤
色
）
と
、
③
死
後
 

一
）
二
日
後
の
腐
敗
性
 

変
色
（
暗
緑
色
）
と
い
う
状
態
が
「
声
聞
 

地
 」
の
①
 
青
 亦
 （
 
せ
 
@
 
コ
 
@
-
p
 

才
 
。
）
に
近
い
法
医
学
的
な
説
明
で
あ
る
が
、
 

色
 調
か
ら
見
れ
 
ば
、
 ③
 死
 

俊
一
で
二
日
後
の
腐
敗
性
変
色
（
暗
緑
色
）
が
も
っ
と
 

も
 適
当
な
説
明
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
 



1
 
.
3
 
 
③
 変
壊
 Ⅱ
 燗
壊
 
（
 
，
 @
 
ロ
 
"
 
ゆ
，
ヨ
 

。
 
オ
 。
）
 

法
医
学
で
ほ
、
細
菌
に
 よ
 る
腐
敗
、
或
い
は
細
菌
と
無
関
 係
に
 、
細
胞
が
自
己
の
酵
素
作
用
を
抑
え
な
く
な
り
、
 多
く
の
酵
素
が
活
性
 

化
し
て
自
己
細
胞
の
み
な
ら
ず
、
周
囲
の
組
織
ま
で
消
化
 し
て
い
く
と
い
う
自
家
融
解
（
：
（
 
0
 
ぢ
 "
@
"
 

）
は
、
初
期
 死
体
の
分
解
す
る
原
因
 

で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
自
然
の
な
り
ゆ
き
に
よ
る
も
の
 で
は
な
く
、
死
後
に
 蛆
轟
 に
よ
る
或
い
は
他
の
動
物
に
 よ
 る
損
壊
を
地
上
死
体
 

の
損
祐
依
 
（
 
づ
 0
 
耳
ヨ
 
0
 
ま
 。
 
ヨ
年
 め
の
（
（
Ⅰ
 

り
ヱ
 
0
 
コ
 o
h
 

目
の
年
の
い
 

年
ヴ
 
0
 
宙
 
Ⅱ
 
）
と
言
う
（
四
方
）
の
の
の
。
 

籠
ム
 ）
。
「
声
聞
 
地
 」
で
は
、
 蛆
 轟
に
よ
 る
死
体
損
壊
に
 

つ
い
て
、
「
死
後
 
セ
日
 ぐ
ら
い
経
過
し
、
 虫
蛆
 が
す
で
に
 生
じ
て
い
る
死
体
に
お
け
る
③
 
燗
壊
 
（
立
つ
 

且
 畦
ョ
 
レ
守
 
）
 と
 ④
 縫
脹
 
?
 せ
ゅ
 
手
目
 ゅ
 

（
リ
ガ
じ
を
確
認
し
、
よ
く
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
 

述
 べ
ら
れ
て
し
る
 

@
 
O
-
,
-
i
 
 

法
医
学
に
は
、
蛍
蛆
の
も
と
で
あ
る
 蝿
の
生
態
（
 卵
士
蛆
 Ⅰ
 

蛸
 Ⅰ
 蝿
 ）
と
死
体
の
関
係
に
よ
る
死
後
経
過
時
間
の
推
定
 方
法
が
あ
る
。
そ
の
生
態
 期
 と
死
後
時
間
の
対
応
 デ
｜
 タ
は
 次
の
よ
う
に
考
え
 

ら
れ
て
い
る
元
方
 ぢ
き
，
ひ
い
 

す
 @
 ひ
の
 
ヴ
 
）
。
 

Ⅲ
蝿
が
屍
臭
を
好
み
、
死
後
遅
く
と
も
 三
 0
 分
 以
内
に
死
 体
 に
集
ま
っ
て
目
、
 鼻
 、
口
な
ど
の
湿
潤
な
と
こ
ろ
に
 産
卵
す
る
。
㈲
卵
は
 

ま
も
な
く
 僻
 化
し
（
 卵
 Ⅰ
 蛆
 、
死
後
一
二
 !
 二
四
時
間
）
 
、
 ㈹
蛆
は
皮
下
軟
部
組
織
か
ら
蚕
食
し
、
成
長
す
る
（
 死
 俊
二
日
）
六
日
）
。
㈹
 

蛆
は
最
長
一
・
 ニ
 セ
ン
チ
ぐ
ら
い
と
な
り
 蜻
 と
な
る
（
 死
 後
 セ
 ー
 一
四
日
）
。
㈲
（
死
後
一
二
（
一
四
日
）
成
虫
 
と
な
っ
た
蝿
は
さ
ら
に
 

産
卵
し
て
蛆
を
生
じ
、
敏
代
に
わ
た
っ
て
死
体
を
喰
い
つ
 く
す
。
 

こ
の
対
応
デ
ー
タ
に
 よ
 る
な
ら
ば
、
「
声
聞
 
地
 」
の
③
 燗
 壊
 
（
 
丘
廣
 畳
ヨ
 リ
 
ガ
 ぃ
 
）
に
つ
い
て
の
 セ
日
 ぐ
ら
い
経
過
し
 、
 虫
蛆
 が
す
で
に
 生
 

じ
て
お
り
、
死
体
を
破
壊
し
て
い
る
と
い
う
記
述
は
 、
 ㈹
蛆
の
成
長
（
死
後
二
日
 !
 六
日
）
の
後
、
㈲
 蛆
工
蜻
 化
 
（
死
後
七
 
?
 
一
四
日
）
 

と
い
う
段
階
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
 

1
 
.
4
 
 

④
腫
脹
（
。
 

セ
 w
p
 
オ
ヨ
ゆ
 
（
 
リ
 
ガ
 "
 
）
 

「
声
聞
 
地
 」
で
は
、
前
に
言
及
し
た
 よ
う
 に
、
死
後
七
日
 ぐ
ら
い
経
過
し
、
蛍
蛆
が
す
で
に
生
じ
て
い
る
死
体
に
 対
す
る
③
 燗
壊
 
（
 
ぺ
 @
 
で
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ぃ
口
Ⅰ
 

ヨ
労
り
 
）
の
確
認
と
同
時
に
 
、
 ④
 腱
脹
 （
Ⅱ
 

せ
注
 
年
ヨ
 
り
 
宮
ガ
 
ぃ
 
）
と
い
う
確
認
を
し
、
よ
く
把
握
す
る
こ
と
も
述
べ
 

ら
れ
て
い
る
（
大
の
 
0
.
 

目
印
 

い
 
す
白
 

l
 
つ
 
@
 の
 r
 
口
オ
㏄
Ⅱ
が
め
 

l
 
㏄
 
@
 つつ
 ト
ゥ
ナ
 

い
 
の
 
@
 円
ら
）
の
の
す
㏄
～
・
）
。
 

死
体
の
縫
 脹
 （
 
づ
 ）
 
め
 
&
 ぎ
 ㌢
 キ
 "
 
）
と
は
、
法
医
学
の
観
 
点
に
ょ
 れ
ば
、
死
体
の
 

腐
敗
（
 毛
 （
「
。
～
 

り
簗
 
0
 
コ
 
）
現
象
の
一
つ
で
あ
り
、
人
体
の
常
 

在
蘭
（
皮
膚
、
気
道
、
胃
腸
管
な
ど
）
及
び
外
来
の
病
 

原
 菌
の
作
用
で
発
生
し
 

た
 腐
敗
ガ
ス
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
腐
敗
 

ガ
 ス
は
 「
最
初
は
腸
管
内
に
発
生
す
る
が
（
死
後
一
二
 

?
 二
四
時
間
）
、
腹
腔
内
 

（
死
後
二
）
三
日
）
お
よ
び
全
身
の
皮
下
組
織
、
諸
臓
器
 

実
質
内
に
も
発
生
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
 

（
四
方
）
の
の
の
。
 

ひ
守
 
）
。
 

最
初
に
（
死
後
一
二
ー
二
四
時
間
）
そ
の
腐
敗
ガ
ス
は
 

腸
管
内
に
発
生
す
る
が
、
死
体
の
腱
 
脹
 （
 
毛
ぎ
ま
 り
（
の
 

ガ
苗
 

）
で
あ
る
と
ほ
未
だ
 

言
え
な
い
。
死
後
二
 
!
 三
日
経
過
し
て
見
ら
れ
る
「
腐
敗
 

庖
は
表
皮
に
発
生
し
、
ま
た
破
れ
て
剥
離
す
る
と
、
 

血
 色
素
浸
潤
の
た
め
 
汚
紘
 

赤
色
か
ら
暗
褐
色
を
呈
す
る
真
皮
を
露
出
す
る
」
（
四
方
 

ぢ
き
 。
㏄
 

o
p
 

）
と
い
う
状
態
は
、
死
体
の
縫
 

脹
 （
 
づ
 
せ
り
目
口
 

ゅ
 
（
 
曲
鯨
 
）
で
は
な
く
、
 
む
 

し
ろ
前
に
述
べ
た
「
声
聞
 
地
 」
の
②
 膿
燗
 （
 
ヰ
 
@
 
で
申
 
）
 
ぃ
蚕
 
）
 
で
あ
る
と
考
え
る
方
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
「
 

腐
 敗
 ガ
ス
が
全
身
の
皮
下
 

組
織
や
筋
肉
内
に
発
生
す
る
と
、
気
腫
 

状
 と
な
り
、
 眼
 球
は
突
出
し
、
眼
瞼
、
鼻
翼
、
口
唇
、
陰
嚢
、
陰
茎
な
ど
 

は
 著
し
く
膨
張
し
 
、
全
 

身
が
 ガ
ス
で
膨
ら
ん
で
、
い
わ
ゆ
る
巨
人
様
 

観
 （
の
 

巾
 
g
a
 
コ
 
（
 
才
 。
 
ゴ
 
の
の
戸
ロ
の
の
生
結
）
を
呈
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
 

日
 方
ト
の
の
の
・
 

ひ
 
o
a
 
）
 
o
 こ
 

の
時
期
は
「
声
聞
 
地
 」
で
言
わ
れ
る
死
後
 
セ
日
 ぐ
ら
い
 経
 過
し
、
蛍
蛆
が
す
で
に
生
じ
て
い
る
③
 

燗
壊
 （
 
曲
づ
且
臣
 

旨
き
 ）
以
外
に
 、
 ④
 腱
 

眼
 （
 
づ
 
Ⅱ
 
単
ゴ
 
日
 り
 
（
の
 

下
 ）
 と
い
 5
 状
態
に
相
当
し
て
い
る
で
 
あ
ろ
う
。
 

 
 

度
 お
よ
び
空
気
の
流
通
の
相
違
に
よ
っ
て
違
っ
て
い
る
 

。
空
気
の
流
通
が
少
な
く
、
 

が
か
り
高
湿
度
・
低
温
の
水
中
・
地
中
ょ
り
空
気
の
供
 
給
 が
多
い
地
上
で
早
く
（
地
中
の
八
倍
）
腐
敗
が
進
む
 

そ
 5
 で
あ
る
（
四
方
 ぢ
き
 ・
 

 
 

 
 

段
落
を
出
典
と
す
る
外
に
 
ょ
 

法
 

1
.
5
 
 
⑤
 食
撒
 （
 
モ
 
@
F
 

悪
日
 繕
 ）
 
、
 ⑥
 変
赤
 Ⅱ
 異
赤
 

目
笑
。
）
 
、
 ⑦
分
散
（
 づ
 
@
F
 

牲
は
芙
 
じ
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「
声
聞
 
地
 」
で
ほ
、
死
後
七
日
ぐ
ら
い
経
過
し
、
蛍
蛆
 に
 よ
る
死
体
の
損
壊
を
意
味
す
る
③
 燗
壊
 
（
 
ヰ
 @
 
っ
佳
珪
ヨ
 

リ
ガ
 
ぃ
 
）
に
対
し
て
、
他
の
 

動
物
に
よ
る
地
上
死
体
の
損
壊
（
 ロ
 0
 
里
ヨ
 
。
 
ヱ
の
ヨ
 

@
o
 

口
 o
f
 

（
す
の
宙
の
注
 

b
o
 

甘
 ）
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
 ら
れ
て
い
る
。
 

若
此
 死
屍
 為
 諸
狐
狼
、
 鵜
臭
鵡
 鸞
鳥
 鵠
 、
 餓
狗
 左
前
金
 噸
 、
踏
足
発
起
⑤
 食
倣
 
（
 
づ
 @
 
ガ
ゴ
ぎ
 
@
 
（
㏄
）
 

勝
解
 。
 即
此
 死
屍
 既
 波
食
 已
 、
皮
肉
 

ぬ
尽
 、
 唯
 筋
 縄
骨
 、
公
是
発
起
⑥
異
方
（
 自
 0
 
ゴ
ぎ
寄
 ）
 勝
 解
 。
着
地
死
屍
 或
 波
食
、
 文
 節
分
離
、
散
在
処
処
。
 或
 有
共
肉
 。
 或
無
其
 

肉
 、
戎
金
少
府
、
踏
足
発
起
⑦
分
散
（
 丘
 村
払
 
っ
 
（
 
ぃ
下
 
）
 勝
 解
 
（
 
荘
汀
 
㏄
 
0
 
。
 
ち
鍋
 
い
 
す
 
Ⅱ
 
l
 ）
 
い
 @
 蛇
 r
 
㏄
ぽ
 い
 
Ⅱ
 
2
 
。
㏄
 

l
9
@
 

円
 で
 ）
 
ひ
 
ト
 
ド
 
㏄
 
l
 
す
 
め
 @
 円
隼
 ～
 
い
ひ
韓
 

）
 
h
.
 

）
。
 

つ
ま
り
、
死
体
か
ら
屍
臭
が
発
散
し
出
す
と
、
死
肉
を
好
 む
 色
々
な
動
物
が
 蝿
集
 す
る
。
そ
の
た
め
死
体
は
こ
れ
 ら
 動
物
に
よ
っ
て
 損
 

壊
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
 狐
 ・
 狼
 ・
野
犬
な
ど
の
 馨
菌
 類
 と
 、
 鶴
 ・
 鷲
 ，
烏
な
ど
の
鳥
類
と
い
う
野
性
動
物
が
「
 声
聞
 地
 」
で
言
わ
れ
て
 

い
る
が
、
そ
の
他
に
人
間
の
生
活
環
境
の
近
く
に
い
る
 猫
 ・
鼠
な
ど
の
 笘
菌
 類
と
、
 蟻
 ・
ム
カ
デ
・
ハ
サ
ミ
ム
シ
 な
ど
の
昆
虫
も
よ
く
 死
 

体
 に
損
壊
を
与
え
て
い
る
（
四
方
）
の
の
の
。
ひ
 

ひ
ひ
 
）
。
こ
れ
ら
 
の
 動
物
に
よ
っ
て
損
壊
さ
れ
る
程
度
に
よ
っ
て
、
最
初
 に
 食
わ
れ
始
め
る
死
体
 

の
 状
態
を
⑤
 食
敬
 （
 
づ
 @
 
ダ
ゴ
 
w
p
@
 

（
の
）
と
言
い
、
さ
ら
に
損
壊
 

さ
れ
 皮
 ・
 肉
 ，
血
な
ど
が
な
く
な
り
、
た
だ
筋
が
骨
に
 絡
ん
で
い
る
死
体
を
⑥
 

異
方
（
 巨
 0
 
す
 @
 
（
の
 
下
 ）
と
言
う
。
動
物
に
よ
っ
て
損
壊
さ
れ
 る
 時
に
、
死
体
の
部
分
が
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
、
あ
ち
 ら
こ
ち
ら
に
散
乱
し
、
 

肉
 が
っ
く
あ
る
い
は
っ
か
な
い
、
あ
る
い
は
肉
が
少
し
 残
 っ
て
い
る
状
態
を
⑦
分
散
（
 づ
 @
F
 
牲
口
 
（
 
p
 
ガ
の
 
）
と
言
う
の
で
 あ
る
。
 

1
.
6
 
 ⑧
 骨
 （
い
の
（
 

ゴ
 @
 
）
 
、
 ⑨
 鎖
 
（
 
8
 手
 ガ
単
オ
ゆ
 

）
 
、
 ⑩
 骨
鎖
 
（
の
㏄
丹
下
 

@
.
 

ぐ
の
 
笘
 
@
 左
巴
 
@
 
オ
り
 
）
 

腐
敗
に
よ
っ
て
死
体
の
軟
部
組
織
が
完
全
に
分
解
さ
れ
 、
白
骨
化
に
い
た
る
ま
で
の
時
間
は
、
状
況
に
よ
っ
て
 
一
定
し
な
い
が
、
 通
 

常
 、
不
浄
所
縁
を
確
認
す
る
場
所
に
あ
た
る
「
 噌
拍
路
 」
 （
 
窩
ギ
づ
叫
 
（
に
 

@
k
a
,
 

風
葬
 

地
 ）
と
い
う
地
上
で
は
一
年
以
内
 ア
し
 

@
 舌
ロ
 
わ
 り
仙
 

L
 て
い
る
。
 た
 

だ
し
、
蛆
の
蚕
食
 や
 ，
昆
虫
そ
の
他
の
動
物
に
よ
っ
て
 損
 壊
さ
れ
る
場
合
に
は
、
白
骨
化
は
著
し
く
促
進
さ
れ
る
 （
四
方
）
の
の
の
。
 

び
 
o
b
 

）
。
 

こ
の
白
骨
化
さ
れ
た
死
体
に
つ
い
て
、
「
声
聞
 
地
 」
で
ほ
 、
 
骨
の
配
列
状
態
に
よ
っ
て
以
下
の
よ
う
に
三
つ
の
名
称
で
 区
別
さ
れ
て
い
る
。
 

若
此
 死
屍
骨
節
分
散
、
手
骨
其
処
、
足
骨
其
処
、
膝
骨
 異
 処
 、
 牌
 責
具
 処
 、
 撹
骨
 典
拠
、
 縛
 青
果
 処
 、
 費
骨
 典
拠
 、
脊
骨
典
拠
、
 頷
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差
 
（
動
物
が
早
く
来
る
か
・
遅
く
来
る
か
）
に
よ
っ
て
も
 影
響
を
づ
け
る
と
い
う
事
の
 

 
  
 

ぽ
 

実
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

法
 

見た不浄観 

輪
輿
 処
 、
歯
質
典
拠
、
 燭
 腰
黒
 処
 、
見
地
車
 已
起
 ⑧
 骨
 （
㏄
の
（
 

ア
 
@
 
）
 勝
解
 。
若
役
思
惟
如
是
骸
骨
 共
相
 連
接
両
下
 分
 散
 、
唯
 敗
 色
相
、
 

不
委
細
取
文
節
屈
曲
、
如
是
爾
時
 起
 ⑨
 鎖
 
（
 
8
 き
ガ
 
。
 
-
@
F
 

ゅ
 
）
 勝
解
 。
 若
 委
細
取
文
節
屈
曲
、
如
是
爾
時
発
起
⑩
 骨
鎖
 
（
の
の
（
 

ゴ
 
@
 
。
 
0
 
曲
 
垂
 オ
巴
 
@
 

萄
 ）
 膵
解
 @
 
。
（
 
大
ひ
 0
 。
肚
の
 

ぃ
ヴ
 
に
土
の
 
@
 の
 。
ロ
ゴ
 
ひ
 
～
が
の
 
山
 q
@
 
円
 で
 ）
 
ひ
ト
ヴ
 

㏄
 
@
0
@
 

円
串
 ～
の
の
 

p
N
l
 

の
）
。
 

即
ち
、
そ
の
白
骨
化
さ
れ
た
死
体
の
骨
が
ば
ら
ば
ら
に
な
 っ
て
、
手
骨
・
足
骨
・
膝
骨
…
…
頭
蓋
骨
が
あ
ち
こ
ち
 ら
に
散
乱
し
て
い
る
 

状
態
を
⑧
 骨
 
（
の
の
（
三
）
と
言
い
、
⑨
 

鎖
 
（
 
8
%
F
u
-
 

ぎ
ゅ
 
）
 と
 ほ
 死
体
の
骨
節
が
つ
な
が
っ
て
お
り
、
分
散
し
て
な
い
 大
ま
か
な
様
相
（
 コ
ま
 ・
 

@
 
（
（
の
）
を
た
だ
一
つ
と
し
て
東
ゾ
出
の
か
）
把
握
し
、
そ
れ
 

ぞ
れ
の
文
節
（
 笘
 "
 
モ
 "
 
俺
 "
 
）
に
つ
い
て
細
か
い
特
徴
 ?
 焉
 思
い
目
）
を
把
握
し
な
 

い
 場
合
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
⑩
 骨
鎖
 
（
 
い
 
の
（
 

ト
 
@
"
 
宙
 ガ
注
カ
リ
 

）
と
は
そ
れ
ぞ
れ
の
文
節
（
 p
r
a
 

（
せ
い
 

か
 
g
a
 

）
に
つ
い
 

て
 細
か
い
特
徴
（
 毛
簿
 

由
 
@
a
 

艮
 ）
を
把
握
す
る
場
合
で
あ
る
。
 

1
.
7
 
 

「
声
聞
 

地
 」
に
お
け
る
死
体
変
化
の
不
浄
所
縁
 の
 結
び
 

最
後
に
、
総
合
的
に
考
察
し
て
み
た
い
。
「
声
聞
 地
 」
に
 お
 げ
る
死
体
変
化
の
不
浄
所
縁
を
説
明
す
る
順
番
は
 、
 ①
 青
亦
 

・
②
 膿
燗
 
（
 
ヰ
 
@
 
ロ
は
 。
 
宕
 
。
）
・
③
装
填
（
 
，
 
@
 
で
芭
，
ヨ
 

。
に
）
・
④
 
縫
脹
 
?
 番
目
 患
巨
鯨
 ）
・
⑤
 
食
倣
 
（
 
ヰ
 
@
F
r
 

ゆ
色
守
寄
 
）
・
⑥
 
変
赤
 
（
 
ま
 -
o
 
ゴ
 
@
t
a
k
a
 

）
・
 

六
り
 
一
 
%
%
 
一
俵
（
 
づ
 
@
 
ガ
ゅ
 
@
 
口
 
（
 
じ
オ
 
の
）
・
⑧
 
@
 
ぽ
 @
 
 

（
 
"
"
 
（
 
目
 
@
 
）
・
布
団
一
郎
 

胡
一
 
（
 
め
 
。
 
き
ガ
ぃ
 

@
 ゅ
 
）
 ，
 
⑩
 骨
鎖
 
（
 
拐
 （
 
圧
 。
の
 

a
 
田
ガ
藍
ガ
ゅ
 

）
と
な
っ
て
い
る
が
 、
実
際
に
、
死
体
の
変
 

化
を
以
上
の
よ
う
な
法
医
学
の
知
識
で
検
討
し
て
み
れ
ば
 、
 ①
 青
 亦
か
ら
⑩
 骨
鎖
 ま
で
一
つ
一
つ
順
々
に
進
行
し
 て
い
く
と
は
限
ら
ず
、
 

以
下
の
よ
う
に
上
の
現
象
と
下
の
現
象
、
即
ち
、
死
斑
（
 A
 ）
と
蝿
の
産
卵
・
 卵
 山
岨
（
 C
 の
前
半
）
と
の
間
に
 、
 及
び
腐
敗
（
 B
 ）
 と
蛆
 

の
 成
長
（
 C
 の
後
半
）
と
の
間
に
混
じ
り
合
っ
て
進
行
す
 る
と
考
え
て
お
い
た
方
が
よ
い
。
 



こ
れ
に
対
し
て
、
 

一
リ
 仏
教
の
「
 念
処
経
 」
（
 ぎ
 由
も
（
（
 
す
 ぎ
 批
 Ⅰ
（
（
 

a
.
 

ミ
 ニ
 
Ⅰ
 り
甲
 0
.
@
 
目
ぃ
オ
 
㌍
 巣
 せ
 %
 珪
ゆ
コ
い
 の
巨
あ
コ
ミ
 

p
.
 

り
之
 Ⅰ
・
 N
 の
の
，
 
@
s
 

上述 め 医学で （傍ド 圧 ・ 

  
  したよ 曲ョ 下 - 観察さ 

  
る 悶 に 

と ぎ 混   

百レじ え ; り 

合って よう。 ・⑨ 鎖 

進行して（ぢ田 鯨 ） 守 

ゅ ） い < 
⑩ の 
肯 は 
鎖 法 

D
 、
他
の
動
物
に
よ
る
損
壊
：
⑤
 食
喚
 

⑥
異
方
 

⑦
分
散
 

E
 、
骨
の
配
列
状
態
 :
 ⑧
 骨
 ・
⑨
 鎖
 ・
⑩
 骨
鎖
 

㈲
腐
敗
 網
 
（
 
暗
 青
色
樹
枝
 状
 、
死
後
二
）
三
日
）
 

㈹
腐
敗
 庖
 
（
死
後
二
（
三
日
後
）
：
②
 
膿
燗
 

④
 縫
脹
 

A
 、
早
期
死
体
現
象
の
死
斑
が
見
ら
れ
る
。
 

Ⅲ
普
通
の
死
斑
（
死
後
二
 0
 寸
前
後
１
十
二
時
間
）
 

㈲
浸
潤
性
死
斑
（
死
後
二
 0
 時
間
後
）
 

B
 、
細
菌
性
変
化
の
晩
期
死
体
現
象
 

Ⅲ
腐
敗
性
変
色
（
暗
緑
色
、
一
と
二
日
後
）
 :
 ①
 青
亦
 

③
 燗
壊
 

蛆
 Ⅰ
 蝋
化
 
（
七
）
十
四
日
）
 

蜻
 上
羽
化
（
十
二
（
十
四
日
）
 

蛆
の
成
長
（
死
後
二
 ?
 六
日
）
 

蝿
の
産
卵
（
死
後
三
 0
 分
 ）
 

卵
 Ⅰ
蝸
ギ
二
 )
 二
十
四
時
間
）
 

C
 、
蛆
に
よ
る
損
壊
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法医学から見た 不浄観 

Ⅰ
④
 腱
脹
 
（
 
づ
 ）
 ゆ
ロ
ぎ
ゆ
吋
鈷
ひ
 

）
 米
 

田
一
 !
 三
日
間
、
膨
張
し
（
良
目
年
ヨ
 
ゅ
 
（
 
p
F
p
 

）
 

丁
 
①
 青
亦
 
（
 
ま
コ
ぎ
寄
 
）
 

青
黒
く
な
り
（
 づ
 -
 
コ
 ～
 
@
 ぃ
 
）
 

膿
 燗
し
た
（
 づ
 @
 
口
宇
呂
窩
 
）
状
態
。
 

丁
 
③
 変
壊
 
（
 
ヰ
 @
 
口
ゑ
，
ョ
 

"
 
ぎ
 ）
 

㈲
 虫
類
 
（
 
蛆
 ）
に
食
わ
れ
た
状
態
（
 苓
亜
ゴ
 
a
 
目
ゅ
 
口
 a
 
）
 

士
 
⑤
 食
 @
 
 （
 
づ
 @
 
ガ
 す
り
 
し
 
@
 
（
。
 
ガ
 。
）
 

烏
 …
野
犬
（
動
物
）
に
食
わ
れ
た
状
態
（
 李
り
 
ゴ
ミ
叡
旨
）
 

㈹
 骨
鎖
 に
な
お
 肉
 ・
血
が
つ
ぎ
 父
 。
 
す
 （
（
が
）
 

筋
 
（
 
コ
曲
ゴ
ゅ
 

～
 
眉
 
）
も
か
ら
ん
で
い
る
状
態
 

㈲
あ
る
い
に
 骨
鎖
 に
肉
は
な
い
が
血
が
っ
 ぎ
 筋
も
か
ら
ん
 て
い
る
状
態
、
 

Ⅰ
⑥
 変
赤
 
（
 
白
 o
h
@
 

（
の
 

ガ
簿
 
）
 

㈲
あ
る
い
は
青
銭
に
肉
や
血
す
で
に
な
く
 筋
 だ
け
が
か
ら
 ん
で
い
る
状
態
 

Ⅰ
⑦
 散
壊
 
（
 
づ
 @
F
 
ゅ
 
@
 
口
 
*
p
 
ガ
 が
）
 

㈹
あ
る
い
は
骨
が
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
諸
方
に
散
乱
し
、
 

Ⅰ
⑧
 骨
 
（
。
。
（
牙
山
）
 

手
骨
，
足
骨
…
…
頭
蓋
骨
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
散
在
し
 て
い
る
状
態
。
 

㈲
骨
が
白
く
て
貝
殻
の
色
に
近
い
状
態
、
 

㈲
あ
る
い
は
骨
が
積
み
重
な
っ
て
一
年
以
上
も
た
っ
て
 い
 る
 状
態
 

㈲
あ
る
い
は
骨
が
腐
っ
て
粉
々
に
な
っ
て
い
る
状
態
。
 

の
 専
念
 処
 、
或
い
は
専
念
 処
に
 相
当
す
る
「
身
金
 経
 」
（
 本
キ
 騨
 P
 （
㌢
 
曲
 
（
 
@
.
m
 

三
寸
，
下
名
 9
%
l
 の
の
）
の
記
述
で
は
、
 死
体
が
風
葬
 地
 に
棄
て
 

ら
れ
て
か
ら
、
時
間
の
経
過
に
っ
 ね
 、
死
体
の
変
化
し
て
 い
く
状
態
が
以
下
の
よ
う
に
 田
 （
㈲
の
九
つ
の
段
落
（
 "
 の
 
c
t
@
o
 

コ
 
）
に
 分
 げ
ら
れ
 

る
 。
こ
れ
は
他
の
「
支
那
殿
部
」
・
「
威
儀
」
な
ど
の
 

段
 落
 に
対
し
て
、
九
つ
の
風
葬
地
の
段
落
（
 扇
き
乱
づ
 p
d
 
ォ
 
@
F
 
苧
せ
 
"
 ゴ
 ロ
 
w
 。
 @
 
）
と
名
付
け
 

ら
れ
て
い
る
（
 ま
 "
 
日
色
お
）
。
こ
の
九
つ
の
段
落
を
ほ
 

ぼ
 法
医
学
の
知
識
に
一
致
し
て
い
る
「
声
聞
 地
 」
の
①
 青
 亦
 
（
 
づ
 
@
,
 
ぎ
峯
 ）
・
②
 膿
 

燗
 
（
 
づ
 
@
 出
井
 "
 ）
・
③
 変
壊
 
（
 
づ
 
@
b
p
 

必
臣
ヨ
芙
ゅ
 

）
・
④
 縫
脹
 
（
 
，
せ
 
w
&
 
ゴ
ョ
ゅ
 
（
。
 
ガ
 。
）
・
の
一
々
尺
一
 

倣
 
（
 
，
 @
 
ガ
は
 
w
&
@
 

（
。
 

ガ
 
"
 ）
 ，
 ⑥
恋
 わ
 
亦
 
+
 

⑦
 散
壊
 

（
 
づ
 @
 
叶
 甘
ロ
（
の
 

ガ
ぃ
 
）
・
⑧
 骨
 
（
が
の
（
 

h
@
 

）
・
⑨
 

鎖
 
（
め
の
き
ガ
キ
 

@
 ）
・
⑩
 骨
鎖
 
（
の
の
（
 

デ
 @
.
 

ぢ
串
 p
P
@
 

ガ
ゅ
 
）
と
い
う
不
浄
所
縁
の
順
番
と
 対
応
し
て
み
れ
 ば
、
 

（
注
意
点
は
Ⅹ
で
示
す
）
。
 

。
ハ
ー
リ
「
 
念
処
経
 」
の
 
，
コ
 
申
せ
 
い
ゑ
 せ
 曲
 （
 
甘
守
 p
.
 

で
申
す
 

プ
リ
三
 
Ⅰ
 

「
声
聞
 地
 」
の
不
浄
所
縁
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次
の
よ
う
な
対
応
関
係
が
わ
か
る
 

こ
の
対
照
表
に
 
よ
 る
な
ら
ば
、
注
意
す
べ
き
点
は
 
、
パ
 
｜
リ
 仏
教
の
「
 念
処
経
 」
で
は
「
死
体
は
 
一
 （
三
日
間
 、
膨
張
し
て
い
る
 

（
 
仁
 &
&
 
ま
り
 （
 
p
F
p
 

）
」
と
観
察
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
 

死
 体
の
膨
張
（
 巨
目
 年
ヨ
 
ゅ
 （
 
0
%
 ）
 と
は
 
「
声
聞
 地
 」
で
 腱
脹
 
（
 
づ
せ
ゅ
宙
 

す
ョ
 
曲
 （
 
p
F
p
 

）
ン
し
手
目
 

わ
れ
、
法
医
学
の
観
点
に
 ょ
 れ
ば
、
上
述
し
た
 よ
う
 に
 死
 体
の
腐
敗
（
 p
u
 

（
「
の
守
き
 

0
,
 
）
現
象
の
一
つ
で
あ
り
、
 

人
 体
の
常
在
蘭
（
皮
膚
、
 

気
道
、
胃
腸
管
な
ど
）
及
び
外
来
の
病
原
菌
の
作
用
で
発
 生
し
た
腐
敗
ガ
ス
に
 よ
 る
も
の
で
あ
る
。
腐
敗
ガ
ス
の
 発
生
順
序
 は
 
「
最
初
は
 

腸
管
内
に
発
生
す
る
が
（
死
後
十
二
 ?
 二
十
四
時
間
）
 、
 腹
腔
内
（
死
後
二
）
三
日
）
お
よ
び
全
身
の
皮
下
組
織
 、
諸
臓
器
実
質
内
に
も
 

発
生
す
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
（
四
方
 1
9
8
9
 

。
の
 

o
a
 

）
。
 

し
か
し
、
「
声
聞
 地
 」
で
ほ
 、
 前
に
舌
口
 
及
 し
た
 よ
う
 に
 、
 死
後
七
日
ぐ
ら
い
経
過
し
、
蛍
蛆
が
す
で
に
生
じ
て
い
 る
 死
体
に
対
す
る
③
 

燗
壊
 
（
 旨
住
 /
 ヨ
 芙
 ㏄
）
の
観
察
と
同
時
に
 、
 ④
 縫
脹
 （
 
づ
 Ⅱ
 注
ぎ
㌣
㌻
 ぃ
 ）
の
観
察
が
定
義
さ
れ
て
い
る
（
大
き
・
 

ト
の
ド
 

ヴ
 Ⅰ
 @
 
～
 @
0
 Ⅱ
い
 
す
 ㏄
Ⅱ
 
N
,
 
い
 l
 
の
 @
 

キ
 ト
定
 
駄
 -
 日
 ～
 求
鋒
目
 ）
 
薄
紡
 （
・
）
。
つ
ま
り
、
最
初
 
に
 
（
死
後
十
二
）
二
十
四
時
間
）
そ
の
腐
敗
ガ
ス
 

は
腸
 管
内
に
発
生
す
る
が
、
 

「
声
聞
 地
 」
で
は
、
死
体
の
腱
 脹
 
（
 
づ
窩
ヰ
プ
日
り
 

（
 
り
ぎ
 ）
 と
し
 て
 未
だ
認
め
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
死
後
二
）
三
日
経
 
過
す
る
と
、
「
腐
敗
 庖
 

は
 表
皮
に
発
生
し
、
ま
た
破
れ
て
剥
離
す
る
と
、
血
色
素
 浸
潤
の
た
め
 汚
槻
 赤
色
か
ら
暗
褐
色
を
皇
す
る
真
皮
を
 露
出
す
る
」
（
四
方
）
の
の
 

や
め
 

o
a
 

）
と
い
う
状
態
 は
 、
「
声
聞
 地
 」
で
は
 膿
燗
 （
 
づ
 @
 
づ
 目
 ド
ガ
 
ド
 ）
と
し
て
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
 

従
っ
て
、
「
腐
敗
ガ
ス
が
全
身
の
皮
下
組
織
や
筋
肉
内
に
 
発
生
す
る
と
、
気
腫
 状
 と
な
り
、
眼
球
 は
 突
出
し
、
 
眼
 瞼
 、
鼻
翼
、
口
唇
、
 

陰
嚢
、
陰
茎
な
ど
ほ
著
し
く
膨
張
し
、
全
身
が
ガ
ス
で
 膨
 ら
ん
で
、
い
わ
ゆ
る
巨
人
様
 観
 
（
の
 

@
9
 

目
 （
 
@
s
C
 

二
の
の
 

レ
，
 
の
の
の
 

ゴ
 の
コ
 
）
を
呈
す
る
」
（
四
方
 

）
の
 
き
 。
の
 

o
p
 

）
と
い
う
法
医
学
の
観
察
が
「
声
聞
 地
 」
で
 言
 ロ
 わ
れ
る
死
後
七
日
ぐ
ら
い
経
過
し
た
の
ち
に
み
ら
れ
る
 ④
 腱
脹
 
（
 
づ
せ
ゆ
 

&
 オ
ヨ
り
 
（
 
p
.
 

窩
 ）
と
い
う
状
態
に
相
当
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
 

「
声
聞
 地
 」
の
死
後
一
日
の
①
 青
亦
 
（
 
づ
 @
 
コ
ざ
ぎ
 ）
、
死
後
一
 一
日
の
②
 膿
燗
 （
 
づ
 @
 
づ
申
悶
ぎ
 
）
、
死
後
七
日
の
③
 
変
壊
 （
 
づ
 @
 
で
 p
4
,
 

ョ
 。
 ぎ
 ）
と
④
 縫
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ら
 

 
 

 
 

 
 

三
九
つ
の
風
葬
地
の
段
落
と
 
セ
ぎ
ョ
 
の
十
本
 浄
業
 処
 

 
  

 

学
 

 
 

医
 

 
 

 
 

法
 

さ
ら
に
、
パ
ー
リ
仏
教
の
「
 念
処
経
 」
の
九
つ
の
風
葬
 地
の
段
落
の
各
々
の
状
態
を
そ
 ぽ
ヨ
 
の
 十
 不
浄
業
 処
 
（
 ぺ
 才
ヨ
 
6
.
1
1
 ）
 0
 ）
の
①
 

見た不浄観 

が 、 一 
" つ 

死 の 
体 仮 
0 段 

腐 を 

言わ 敗変 

化 せ 
を て 
観 も 

察 ら 

す え 
る ば 
不   浄 
観 l 

  
に関 ぅか 。 

速す 

る 

西 
@ ゴ 

申 
イ 

ン 

  
の 

気 
候 
と 

の 

相 
違 

  

不 二 

の 

  
見   

脹
 
（
 
づ
 ゼ
 ビ
オ
ヨ
ゅ
 

（
㏄
 
ァ
 。
）
…
な
ど
の
順
番
に
対
し
て
、
 パ
｜
 り
 仏
教
の
「
 念
処
経
 」
で
ほ
「
死
体
は
 一
｜
 三
日
間
、
膨
 損
 し
て
い
る
（
 巳
婁
 

由
監
 宮
下
）
、
青
黒
く
な
り
（
 
づ
 @
 
コ
 @
-
p
 

蚕
 ）
、
 
膿
 燗
し
た
（
 ヱ
 口
口
 
ヴ
汀
客
 
）
状
態
」
と
言
わ
れ
る
よ
 う
 に
、
膨
張
（
 巨
 Ⅰ
 
ォ
 E
 
ョ
ゅ
 
（
笛
ガ
。
）
は
 

擁
ル
 
俊
一
（
 

三
日
間
に
発
生
す
る
状
態
と
述
べ
ら
れ
、
し
か
も
一
番
目
 の
 死
体
変
化
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
（
主
旨
・
 9
 ～
 
，
 
）
 
の
の
 十
 不
浄
の
一
番
目
も
 



ぽ
張
（
 ，
母
ォ
，
ョ
ゅ
 

（
。
 
F
 。
）
②
 青
亦
 

③
 膿
燗
 
（
 
ま
 名
手
 井
 。
）
④
 
断
壊
 
（
 
，
 @
n
 

。
 
ず
 @
p
 

ロ
 
。
 
ぎ
 ）
⑤
 食
残
 
（
 
づ
 @
F
 
ガ
プ
 
ゆ
ゼ
 
@
 
（
 
ゅ
ガ
 
が
）
⑥
散
乱
（
，
 
@
.
 

村
ガ
 
ゴ
 @
 
（
（
 

美
簿
 
）
⑦
新
歓
（
 け
 "
 
（
。
 
づ
 @
k
k
 

田
 （
（
 

"
 
オ
 。
）
⑧
山
陰
（
 
-
0
 

ア
 
@
t
a
k
a
 

）
⑨
轟
家
（
 

つ
 
仁
一
「
 

づ
 ㏄
 
ガ
ド
 
）
⑩
骸
骨
（
 a
 （
（
 

ゴ
 
@
 ）
 と
対
 広
 し
て
み
れ
ば
、
次
の
 

よ
う
な
注
意
点
を
指
摘
し
た
い
。
 

一
 、
バ
ー
リ
仏
教
の
「
 念
処
経
 」
の
九
つ
の
風
葬
 地
 の
 段
 落
の
第
一
段
落
は
 、
 日
の
日
の
十
不
浄
業
 勉
め
 ①
膨
張
 ・
②
胃
薬
・
③
 膿
燗
 

と
い
う
三
つ
の
教
典
根
拠
で
あ
る
。
 

二
 、
第
二
風
葬
地
の
段
落
の
烏
…
な
ど
の
動
物
に
食
わ
 れ
た
状
態
（
 穿
 い
甲
ま
屈
）
を
⑤
金
銭
（
 ヰ
 @
 
村
 ド
ゴ
 
り
ぜ
 
@
 
（
 
ぃ
 
ガ
ひ
）
 
と
し
 
（
主
旨
の
・
の
）
 

、
 

さ
ら
に
「
金
仙
 経
 」
・
「
声
聞
 
地
 」
に
見
だ
さ
れ
て
い
な
い
 人
間
（
戦
場
・
盗
賊
の
森
に
お
い
て
、
王
の
処
刑
）
 或
 い
は
獅
子
・
虎
に
よ
っ
 

て
 切
ら
れ
た
状
態
を
④
 断
壊
 
（
 
ヰ
 @
c
e
 

甘
 @
d
a
k
a
 

）
と
し
て
い
 る
 
（
ま
の
日
の
・
 

お
 ）
。
 

三
 、
第
六
風
葬
地
の
段
落
の
「
骨
が
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
 
て
 諸
方
に
散
乱
し
、
手
骨
（
 ぎ
 （
（
 

牙
 。
 
め
 
み
 
ゴ
 @
 
ガ
 。
）
・
足
骨
（
 
窩
 す
 叶
わ
下
ヨ
 

が
 
）
…
…
頭
蓋
 

骨
 
（
 
0
@
 

の
ぃ
ガ
ぃ
 

（
 
目
り
 
）
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
散
在
し
て
い
る
 状
態
 し
 （
 
ま
 名
目
 お
，
き
ミ
 
・
一
口
 

之
 Ⅰ
・
 

2
9
 

の
 
，
ミ
申
 
・
）
に
対
し
て
 
、
弓
 ず
日
の
十
不
浄
業
 

処
の
方
は
、
白
骨
化
さ
れ
た
手
骨
・
足
骨
…
…
頭
蓋
骨
で
 ほ
 な
く
、
（
切
ら
れ
た
）
 
手
 
（
 
ぎ
 （
（
 

ゴ
ド
 
）
・
 
足
 （
で
 
ゅ
ヰ
巴
 

 
 

ち
ら
に
散
在
し
て
い
る
状
態
を
⑥
散
乱
（
 ヰ
 @
k
k
 

ォ
 @
t
t
a
k
a
 

）
 と
 ⑦
朝
敵
（
 ァ
斡
 
（
 
宅
ヂ
李
 @
 笑
も
と
し
て
い
る
（
 ま
 の
 
う
ひ
 の
 
）
。
ま
た
、
 
せ
 ず
ヨ
で
 

ほ
 、
そ
の
⑦
新
教
（
 ゴ
簿
 
（
申
せ
 

@
 
ガ
ヰ
 
ゴ
 @
 
（
（
 

ぃ
カ
リ
 

）
は
身
体
の
肢
体
が
 烏
の
足
跡
の
模
様
の
よ
う
に
刀
に
よ
っ
て
切
ら
れ
て
、
 ⑥
 畝
 
@
 乱
 
Ⅱ
 （
 
づ
 @
k
 

ガ
ゴ
 

@
 
（
（
 

ぃ
ガ
 
。
）
 

し
て
い
る
肢
体
の
同
義
語
と
し
て
言
わ
れ
て
い
る
（
 ま
の
 
日
 ・
 ウ
 
・
Ⅱ
）
。
 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
人
間
に
よ
っ
て
切
ら
れ
て
、
散
ら
ば
 っ
て
い
る
肢
体
に
関
す
る
描
写
は
、
パ
ー
リ
「
 念
処
経
 」
の
九
つ
の
風
葬
 地
 

0
 段
落
（
 墨
屈
 の
 
守
ぃ
 
（
す
ぎ
 

甲
 p
a
 
ヴ
ヴ
ゆ
三
 

）
 
、
 或
い
は
「
声
聞
 地
 」
の
①
 青
於
 
（
 
づ
 @
 
コ
 @
-
p
F
 

。
）
な
ど
と
い
う
十
種
の
不
浄
 所
縁
に
は
見
出
さ
れ
て
 

い
な
い
。
 

口
 、
風
葬
地
の
第
二
段
落
の
虫
 類
 
（
 
蛆
 ）
に
食
わ
れ
た
 状
態
（
穿
の
む
の
 

ヨ
り
 
コ
曲
）
は
 
、
 ぷ
の
日
の
十
不
浄
業
処
の
九
番
 目
 の
轟
 家
 
（
 
づ
口
 
一
仁
 
ヰ
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法医学から見た 不浄観 

十
種
不
浄
所
縁
と
の
対
照
）
図
表
で
示
し
た
よ
う
に
 パ
｜
 ジ
 仏
教
の
「
 念
処
経
 」
の
第
五
の
風
葬
地
の
段
落
の
ぜ
 円
り
 
ぽ
 ）
 ・
・
・
・
 

オ
薄
 ・
の
 
レ
コ
 
オ
プ
リ
 
甘
村
が
 
目
 
@
 

3
 
）
 
6
 
1
 

 
 

 
  

 

下
ぬ
㎏
 

ね
 

ゑ
 Q
 。
日
の
目
の
の
・
～
 ～
 

0
%
@
 
Q
 ま
コ
簿
プ
浮
 
Ⅱ
 岸
 。
㏄
の
 

日
す
ひ
コ
串
ア
ひ
口
 

・
 
ヒ
 と
い
う
記
述
 と
 一
致
し
て
い
る
。
 

 
 

こ
の
よ
う
な
「
声
聞
 地
 」
に
お
け
る
⑥
 変
赤
 （
 巨
 o
 ゴ
 @
 
（
 
ぃ
ガ
 
簿
 ）
と
い
う
複
合
語
の
分
析
に
対
し
て
、
同
じ
「
声
聞
 地
 」
の
①
 青
亦
 ?
@
 コ
ロ
 

a
k
a
 

）
に
相
当
す
る
。
日
の
 

ョ
 の
定
義
に
よ
れ
ば
、
轟
家
 （
で
年
一
Ⅰ
 

ヰ
 
ド
ガ
㏄
）
と
は
、
 
二
 !
 三
日
が
経
過
し
て
死
体
の
（
 目
 、
 鼻
 、
口
な
ど
と
い
 

ぅ
 ）
 九
 孔
か
ら
蛆
の
群
れ
が
湧
 き
 流
れ
て
い
る
状
態
で
あ
 る
 
（
主
当
の
・
 
コ
 ）
。
蛆
は
蝿
の
幼
虫
で
あ
り
、
蝿
は
屍
 臭
を
好
み
、
死
後
遅
く
 

と
も
二
一
 
0
 分
 以
内
に
死
体
に
飛
来
し
、
目
、
 

鼻
 、
口
な
ど
 の
 湿
潤
な
と
こ
ろ
に
産
卵
す
る
。
 

卵
は
 ま
も
な
く
 僻
化
 し
 
（
死
後
一
二
ー
二
四
 

時
間
）
 、
 蛆
は
皮
下
軟
部
組
織
か
ら
蚕
食
し
、
成
長
し
、
 

つ
い
に
は
皮
膚
を
蚕
食
す
る
（
死
後
二
日
 !
 六
日
）
 と
 法
医
学
で
言
わ
れ
て
 ぃ
 

る
 
（
四
方
 ぢ
き
 ・
の
 

0
6
 

）
。
こ
の
よ
う
な
蝿
の
生
態
と
死
体
 

の
 関
係
に
基
づ
い
て
、
セ
ガ
 ョ
 の
定
義
は
適
切
で
あ
る
 と
 認
め
ら
れ
る
が
、
 
但
 

し
 轟
家
（
で
「
 
一
 
，
 
ヰ
芙
 と
が
 十
 不
浄
業
処
の
九
番
目
と
し
て
 述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
時
間
上
の
順
序
に
不
整
合
性
 が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
 

こ
れ
に
対
し
て
、
せ
ず
日
の
姦
 
聚
 
（
 
づ
 
E
@
E
 

づ
曲
蚕
 
）
に
相
当
 す
る
「
声
聞
 地
 」
の
 燗
壊
 
（
 
づ
 @
 
口
駐
 G
 ヨ
笑
 簿
 
）
が
三
番
目
に
 
置
か
れ
て
い
る
の
は
 時
 

間
上
 適
当
で
あ
ろ
う
。
 

五
 、
目
の
 ヨ
 
の
 十
 不
浄
業
処
の
八
番
目
の
血
 塗
 
（
 
-
o
 
ゴ
 @
 
（
が
 
ガ
 
し
は
、
血
が
散
ら
ば
っ
て
お
り
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
か
ら
 流
れ
て
い
る
状
態
を
 

意
味
し
て
い
る
（
目
の
 ョ
 6
.
 
㊥
。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
れ
は
 戦
場
な
ど
に
お
い
て
傷
の
切
り
口
か
ら
・
或
い
は
切
ら
 れ
た
手
足
な
ど
に
お
 け
 

る
膿
 痕
な
ど
の
破
れ
口
か
ら
血
が
流
れ
て
い
る
状
態
で
あ
 る
と
定
義
さ
れ
て
い
る
（
ま
旨
 P
 ぷ
 ）
。
 

こ
れ
に
対
し
て
、
「
声
聞
 
地
 」
で
は
 
"
 ユ
 ・
 
5
 目
 巨
鯨
 ，
 と
 

 
 

P
o
 
ゴ
ぎ
曲
村
 

p
 。
（
血
な
ど
 

の
 赤
 い
 様
子
）
と
解
釈
さ
れ
（
漢
訳
は
「
異
方
」
）
、
 皮
 
・
 肉 
血
 が
な
く
な
り
（
㏄
 ロ
 
a
g
a
 

（
 
燵
 
）
、
た
だ
筋
が
骨
に
絡
ん
で
 
い
る
死
体
と
定
義
さ
れ
 

て
お
り
、
げ
つ
き
ょ
 
く
 パ
ー
リ
の
 曲
塗
 
（
 
-
0
 
ゴ
 @
 
（
 
曲
ガ
ぃ
 

）
 
、
即
 ち
、
 荘
の
経
 ぎ
 ㌔
出
血
し
て
い
る
状
態
と
逆
の
意
味
に
 
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
 

で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
「
声
聞
 地
 」
の
⑥
 変
赤
 （
 
臼
 o
 プ
 @
 
（
 
曲
 
k
a
 

）
の
定
義
は
前
の
（
「
 

念
処
経
 」
の
九
つ
の
風
葬
 弛
め
 段
落
と
「
声
聞
 地
 」
 の
 



円
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マ
毛
ミ
 
・
 
せ
 0
 
へ
ぬ
 
も
 ヒ
 0
 
簿
苫
 ・
～
 
き
さ
 め
き
 宝
 
～
 
か
 Ⅰ
 
め
か
セ
 
@
 き
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認次環自 

  

申ヰ 

    

臣 @ 

  

（ ぃガ 代 の 二 @ 
あ 

四と 

と こ 血   
と て 
は い 

な     の 
"  り Ⅹ       

107 く 363) 

デ
 ル
ゲ
 
版
 チ
ベ
ッ
ド
大
蔵
経
 
之
 o
.
A
o
 

ぎ
唯
議
部
 9
 
 
東
京
大
 
学
 、
お
の
の
 

せ
ず
ヨ
 
@
 し
臣
 
コ
目
 
ゴ
ぃ
 
㎎
 
す
 
O
 
の
 
p
.
 
㌔
 ぎ
悪
 
荘
田
 
b
@
 

ま
 Q
 
㎏
い
さ
・
の
 

ロ
 
・
 ロ
 ・
 
0
.
%
@
p
 

Ⅱ
 
バ
の
目
 

か
し
ア
木
 

0
s
a
 

ヨ
ま
・
（
の
 

七
 
1
.
 
り
 曲
目
 ト
 
ゆ
き
・
（
 

コ
 
0
 の
円
の
弓
の
 

由
 ・
 -
 
の
収
 
0
 
）
 

（
 
1
 ）
 蔵
訳
 で
は
漢
訳
の
⑰
 

便
槻
虔
が
 
⑰
 ，
臼
ぎ
 
穿
き
（
 尿
 道
 ）
 &
 
ぎ
 Ⅰ
㊧
 
ゴ
ざ
コ
こ
ぎ
 
（
 
秩
虎
 ）
鼓
弓
に
分
け
ら
れ
て
い
る
 

 
 

（
 
2
 ）
の
Ⅱ
 
申
ゴ
 
で
は
意
味
不
明
の
，
二
手
色
Ⅱ
 

ゅ
 
（
 
日
 ㏄
 
オ
 
p
"
 
 

（
 
ぃ
 
。
 
が
 S
 ）
或
い
は
。
土
ヨ
 

芭
 品
ヨ
の
ぎ
，
（
 

め
 
0
 
の
。
だ
の
お
・
 

め
 
）
と
書
か
 
れ
て
い
る
が
、
 
蔵
訳
 

は
 。
 
ヨ
の
ョ
罵
 
（
・
 
ヴ
ロ
宙
 
稗
田
 
埋
罵
 ，
で
あ
り
、
 
鼠
せ
ぜ
 
（
）
目
の
 

）
の
。
 
ヨ
 a
@
 

コ
づ
い
 
Ⅰ
す
臣
 
宙
 浮
田
㎎
⑧
 
細
 俺
の
）
で
 

り
，
 
に
よ
れ
ば
、
 
梵
語
は
 ，
丘
 

 
 

ダ
丘
づ
 

芙
の
な
ど
の
語
彙
が
諸
々
の
仏
教
文
献
か
ら
集
め
。
 

p
 の
 
o
 
p
d
 

お
 お
 
ヨ
 &
 
の
 
㏄
（
「
 

0
q
 

も
 ヴ
 
Ⅱ
 キ
 0
 
（
ヨ
色
（
轟
に
よ
っ
て
破
壊
 

 
 

な
お
、
漢
訳
で
は
後
に
「
 

欄
壊
 」
と
訳
さ
れ
て
い
る
（
 

ゲ
の
 を
 参
照
）
。
 

（
 
3
 ）
⑩
 骨
鎖
 （
目
の
写
 
ぶ
 左
の
 
オ
 r
u
 

の
）
は
、
安
里
に
書
か
れ
 

て
い
な
い
が
、
漢
訳
 

と
蔵
訳
 
と
の
両
者
に
あ
り
、
ま
た
、
同
じ
 

く
 外
の
朽
 
秩
 不
浄
を
 

確
認
す
る
説
明
で
あ
る
の
 

し
ダ
 8
 品
。
お
 
占
 ）
で
は
十
番
目
と
 

し
て
ず
 笘
王
 
。
 
瀋
牽
 
村
田
東
代
（
 

骨
鎖
 ）
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
 

、
 挙
げ
ら
れ
 



（
 
B
 ）
「
 若
此
 死
屍
 死
紐
 七
日
、
已
上
生
蝋
、
身
体
 
巳
壊
 、
 於
 是
 発
起
③
 燗
壊
 
（
 
由
罵
 昔
日
ぃ
ガ
㏄
）
 

勝
解
 、
④
 腱
脹
 
（
 
づ
養
目
ヨ
 ゅ
 （
 
a
k
 
と
勝
 解
 」
（
 大
 

㏄
 0
.
 

ト
印
い
 

す
リ
 
l
 
～
 @O
r
 
い
目
の
Ⅱ
が
い
 
l
 
の
 @
 円
で
）
 
ひ
肚
い
 

の
 @
 円
臣
 ～
㏄
い
 

す
 の
 
巨
 ）
 

（
Ⅱ
）
 由
由
 
㏄
ロ
耳
。
㏄
 

ヴ
 で
は
、
 ，
ま
 
-
0
 
田
 （
四
片
 

p
.
 

コ
 （
・
（
 

0
 目
 0
 
の
 巨
 0
@
@
 

昌
 %
0
 
：
 ロ
 ・
に
・
・
 

@
n
h
 
。
 
目
 
-
O
 
ゴ
 @
 
（
り
オ
 

p
 ）
。
 P
 匡
 O
0
 

ヰ
目
「
 

@
u
O
 

「
 
n
v
m
@
m
@
 

，
 と
 述
べ
ら
れ
、
そ
し
て
 

ユ
 -
0
 
巨
 ㎡
 
ぃ
 ・
 目
 d
.
.
 

（
 
ト
 
）
 す
 -
0
0
 

ヰ
 （
 
づ
 Ⅱ
の
 
下
 （
・
 
-
0
 
三
 （
 
り
 ）
 @C
 日
ゥ
 ㏄
～
・
 

ト
 目
 （
 
せ
の
 
）
…
…
 づ
ゴ
 
の
 巴
む
 （
 
コ
 P
 （
守
の
毛
。
三
ヰ
の
の
の
 

ヨ
 （
 
0
 す
の
宮
ガ
 
の
 づ
 @
 
Ⅱ
（
 
い
 ）
 
宮
 ・
 

キ
 @
 
円
目
 
巾
 Ⅱ
 
ぃ
オ
 
Ⅱ
 
@
 
ヱ
い
つ
 
・
Ⅱ
 
0
 Ⅰ
七
 @
 （
Ⅰ
 
し
コ
 
0
 ヰ
ヰ
す
 
@
 
下
村
ヰ
す
 

@
 
㏄
ヱ
村
 
り
目
 
Ⅱ
 一
 
，
と
 論
じ
ら
れ
て
い
る
。
 

（
 
巧
 ）
「
 即
此
 死
屍
 既
 板
倉
 已
 、
皮
肉
 血
春
 、
唯
筋
縄
 骨
 、
 於
 是
 発
起
⑥
 異
赤
 
（
 
ユ
こ
ま
 （
 
ぃ
 村
ぃ
）
 
珪
解
卜
 
，
 
p
E
 
コ
 
%
 。
 
a
p
a
g
a
t
a
.
 

（
 
 
 

の
け
 
曲
ヒ
臣
 

・
日
ゆ
 

円
 
r
o
 

で
㏄
三
す
 

い
年
 
申
す
い
か
せ
 

目
 0
 ア
 ぎ
り
 
村
レ
ヨ
ざ
ヒ
 

・
 
P
 ヰ
ま
 
5
 目
。
 
せ
い
 
（
の
 
へ
，
 （
上
人
の
 

0
.
4
 

の
 ド
 6
9
,
 

）
 
0
@
 

の
「
 

け
す
 ㏄
～
 
2
 。
の
 
l
 
ひ
 
）
。
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朝 八 八 
熊 
山 

ま、 も 

Ⅰ 
  

伊 l ドと過 8 代 そ こ山登 お V 
V 夫妻で上 梓タ 

帯 は 

  
市 
の 

まメま ひナ 

中 
前日 

ケ @ 荘 

位 
置 マ 旅ん山中 ） 

す 
る 

海 
抜 
五 

五     海 
  
米 
の 

山 
で，   
    で 甚 出 に で「 塔婆 朝熊 厚 い 

の づ 塔を山信 、 

山 
の 
    

と 

を 
  

伊   木 

勢 に 主塔 げ伊伊 
お眼 姿を 勢勢 
けを保呂     

村 
士、 j じ 

摩 

志摩他 地域おき、 る 養 」が 的にし 志摩 地 
登 

ぬ方 @,- 
の 

住専行て方方 
人 

の院 な い での 
特例わる は 人 

次 
  
セま   

109  (365) 

伊
勢
志
摩
地
方
の
 

 
 

｜
 朝熊
山
の
 タ
ケ
マ
 

死
者
儀
礼
 

イ
リ
 



@
6
@
 

こ
の
 タ
ケ
 マ
イ
リ
に
 は
 様
々
な
形
式
が
あ
り
、
過
去
に
お
 い
て
民
俗
学
的
立
場
か
ら
調
査
・
研
究
が
な
さ
れ
て
 き
 た
 。
例
え
ば
、
宮
田
 

登
氏
は
タ
ケ
 
マ
イ
ン
習
俗
を
 
タ
ケ
 マ
イ
リ
の
 行
 な
わ
れ
る
 時
期
か
ら
三
つ
の
形
式
に
分
類
し
、
こ
の
習
俗
が
朝
熊
 山
を
中
心
に
同
心
円
的
 

-
7
-
 

な
 広
が
り
を
示
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
ま
た
桜
井
徳
人
 郎
 氏
は
朝
熊
山
の
信
仰
形
態
の
歴
史
的
背
景
を
そ
の
 基
 盤
 に
お
き
、
タ
ケ
マ
イ
 

-
8
-
 

リ
を
 伊
勢
 側
と
 志
摩
 側
 と
に
分
け
、
そ
の
成
立
過
程
か
ら
 説
明
し
、
さ
ら
に
こ
の
「
 タ
ケ
 マ
イ
リ
」
と
「
ミ
コ
 
ョ
 セ
 」
と
の
関
連
を
詳
細
 

に
 分
析
し
た
。
 

し
か
し
両
氏
を
は
じ
め
と
す
る
い
ず
れ
の
先
行
研
究
に
お
 い
て
も
、
タ
ケ
マ
イ
リ
の
目
的
で
あ
る
塔
婆
供
養
の
詳
 細
 な
実
態
調
査
は
為
 

さ
れ
ず
に
ぎ
た
。
そ
の
た
め
 タ
ケ
 マ
イ
リ
の
信
仰
 圏
 な
ら
 び
に
地
域
性
に
つ
い
て
ほ
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
で
 異
る
点
 が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
 先
 

行
 研
究
が
な
さ
れ
た
年
代
か
ら
時
間
が
経
過
し
て
お
り
、
 

タ
ケ
 マ
イ
リ
を
取
り
囲
む
環
境
も
変
化
し
て
い
る
た
め
 、
現
時
点
で
は
 タ
ケ
マ
 

ィ
リ
 の
意
味
 づ
 げ
に
も
若
干
の
修
正
が
必
要
で
あ
る
。
 

そ
 こ
で
本
稿
で
は
こ
の
 タ
ケ
 マ
イ
ン
と
い
う
習
俗
を
理
解
 す
る
上
で
塔
婆
供
養
に
 

研
究
の
主
眼
を
お
き
、
寺
院
側
の
記
録
（
永
代
過
去
帳
）
 ・
実
地
調
査
な
ど
に
よ
る
塔
婆
供
養
の
デ
ー
タ
化
を
す
 す
め
、
そ
れ
に
基
づ
き
 

塔
婆
供
養
の
現
在
に
お
け
る
地
域
性
の
特
徴
を
報
告
す
 る
と
共
に
、
タ
ケ
マ
イ
リ
の
現
況
に
つ
い
て
一
考
を
試
み
 辛
ハ
 

レ
こ
 
@
 
@
o
 

「
 タ
ケ
 」
「
お
 タ
ケ
 さ
ん
」
と
呼
び
、
人
が
死
ぬ
と
「
 あ
 0
 人
も
 
タ
ケ
 
さ
ん
へ
行
っ
た
」
な
ど
と
い
い
、
古
く
か
 ら
 朝
熊
山
は
「
死
霊
の
 

 
 

山
 」
と
し
て
民
間
の
厚
い
信
仰
を
集
め
て
き
た
。
こ
の
朝
 籠

山
に
登
拝
す
る
こ
と
を
「
 タ
ケ
 
マ
イ
リ
」
と
呼
ん
で
 
い
る
が
、
こ
の
 
タ
ケ
マ
 

Ⅱ
 

 
 

こ
ハ
 
@
-
-
 

ヘ
 
g
L
 
よ
う
じ
 

 
 

イ
ソ
 は
朝
熊
山
に
登
拝
す
る
こ
と
だ
け
を
目
的
に
し
て
い
 る
の
で
ほ
な
く
、
山
上
に
あ
る
金
剛
証
寿
（
臨
済
宗
 南
 禅
寺
派
）
の
 奥
左
 院
 で
 

③
 

あ
る
春
海
 院
 に
て
死
者
回
向
を
し
、
亡
く
な
っ
た
人
の
戒
 名
を
墨
書
き
し
た
木
製
の
塔
婆
を
呑
海
鹿
ま
で
の
参
道
 の
 両
脇
に
建
立
す
る
と
 

-
3
-
 

い
 う
 塔
婆
供
養
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
 春
 海
 院
 が
臨
 済
 宗
の
寺
院
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
塔
婆
供
養
は
宗
旨
 宗
 派
 に
関
係
な
く
、
伊
勢
 

-
4
-
 

志
摩
地
方
 は
ば
 全
域
に
わ
た
り
行
な
わ
れ
て
お
り
、
さ
ら
 に
こ
の
塔
婆
供
養
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
一
年
間
の
う
ち
 に
 亡
く
な
っ
た
ア
ラ
ボ
 

-
5
@
 

ト
ケ
 
・
新
亡
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
 



伊勢志摩地方の 死者儀礼   
史 

所 
い 

  

機 た も 宮 い 

    
は 寺 が と る 期 ） 寒雨 万年と君塚 が どが まる 修験 

入山、 を経て 御所 静 もその 朝熊山 称し、 十二 ケ 

誰 寺 を 伊 寺 開 申 禅寺派 あり、 され、 洞に安 と伝え 道者で 

の 院 訪 勢 が 治 興 
折 助 れ 神 建 期 間     臨済 あっしかと し 拝の れる たる   

が 治 開 と 聖 人 剛 寒に改 指 ての 土地 た し時代 後 「朝 が 、と までに   
Ill@ (367) 

2
 

朝
熊
山
と
金
剛
 証
 寺
の
歴
史
的
背
景
 



ジ
、
 
②
開
山
忌
の
 タ
ケ
 マ
イ
リ
、
⑧
盆
の
 
タ
ケ
 マ
イ
リ
、
 

現
在
「
 タ
ケ
 マ
 イ
リ
 」
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
に
ょ
り
 若
 

-
 
り
 -
 

④
祥
月
命
日
の
 タ
ケ
 マ
イ
リ
、
⑤
春
秋
の
 
タ
ケ
 マ
イ
リ
 

干
の
相
違
 は
 あ
る
も
の
の
、
目
的
と
時
期
に
よ
っ
て
①
 

、
 ⑥
回
忌
の
 
タ
ケ
 マ
イ
 

シ
ア
ゲ
 の
 タ
ケ
 
マ
イ
 

リ
、
 
⑦
十
三
マ
イ
ン
の
よ
う
な
お
お
む
ね
 セ
つ
 
の
タ
イ
プ
 に
 代
表
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
現
在
さ
か
ん
に
お
こ
 な
わ
 れ
て
い
る
形
式
に
つ
い
 

て
 概
観
し
た
い
。
 

（
ー
）
シ
 フ
ゲ
 の
 タ
ケ
 マ
イ
リ
 

台
は
 
-
 

シ
 フ
ゲ
 
の
 タ
ケ
 マ
イ
リ
は
朝
熊
山
周
辺
の
地
域
で
み
ら
れ
 る
も
の
で
、
葬
儀
の
翌
日
（
 シ
ア
ゲ
 の
 日
 ）
に
 ミ
コ
ョ
 セ
と
 並
行
し
て
行
な
 

3
 
 タ
ケ
 
マ
イ
リ
の
諸
類
型
 

定
 を
受
け
る
こ
と
に
 ょ
 り
、
か
ろ
う
じ
て
廃
寺
の
危
機
を
 脱
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
の
、
こ
れ
を
境
に
山
上
の
 寺
院
 は
数
ケ
 寺
が
下
山
 

に
 追
い
や
ら
れ
、
ま
た
明
治
一
四
年
に
は
ム
ロ
風
に
よ
る
 

大
 ね
 撃
を
受
け
、
半
数
の
建
造
物
が
崩
壊
し
、
金
剛
証
 寿
 ほ
 再
び
転
機
を
む
か
 え
 

る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
順
次
建
造
物
の
修
復
 が
 進
み
、
大
正
一
四
年
に
ほ
麓
の
楠
部
で
平
岩
、
平
岩
 ｜
 朝
熊
 苗
 間
 に
 ケ
ー
ブ
 

ル
ヵ
 ー
が
開
通
、
野
間
万
金
丹
本
舗
、
宿
泊
施
設
な
ど
が
 山
上
に
で
き
、
以
前
に
も
増
し
た
参
拝
者
が
訪
れ
る
 ょ
 う
に
な
り
、
宗
教
 セ
ソ
 

タ
 l
 と
し
て
の
姿
を
整
え
た
と
い
う
。
ケ
 @
 ブ
ル
カ
 
目
 
野
間
万
金
丹
本
舗
、
宿
泊
施
設
な
ど
ほ
す
で
に
廃
業
 さ
 れ
て
し
ま
っ
た
が
、
 
大
 

-
 
柁
 -
 

正
 末
か
ら
昭
和
の
初
期
に
か
け
て
現
在
の
金
剛
 証
寺
 の
 手
 院
 と
し
て
の
形
態
が
で
き
あ
が
っ
た
。
 

な
お
こ
の
伊
勢
・
地
方
に
一
一
十
三
ほ
ど
の
末
寺
が
あ
り
、
 

こ
の
末
寺
の
僧
侶
た
ち
に
よ
り
金
剛
 証
寺
は
 運
営
さ
れ
 て
い
る
。
ま
た
開
山
 

忌
 に
は
末
寺
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
他
の
宗
旨
宗
派
の
寺
 院
か
ら
も
手
伝
い
に
や
っ
て
き
て
お
り
、
こ
の
地
方
の
 中
心
的
寺
院
の
一
つ
と
 

な
っ
て
い
る
。
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-
 
騰
 
"
 

わ
れ
て
い
た
。
桜
井
に
 ょ
 れ
ば
葬
儀
の
翌
日
、
喪
家
に
親
 族
 が
集
ま
り
、
男
は
亡
く
な
っ
た
家
人
の
遺
髪
、
生
前
 身
に
つ
げ
て
い
た
衣
服
 

-
 
り
 
-
 

な
ど
を
も
っ
て
登
り
、
金
剛
証
寿
の
 奥
 左
院
で
あ
る
 春
 海
 院
 に
そ
れ
ら
を
納
め
、
さ
ら
に
 板
 塔
婆
に
亡
く
な
っ
た
 家
人
の
戒
名
を
墨
書
き
 

-
 
い
 
-
 

し
て
も
ら
 
い
 、
そ
れ
を
僧
の
読
経
に
 ょ
 9
 回
向
す
る
。
 
，
 
」
の
後
下
山
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
帰
り
に
ほ
購
入
し
た
 
シ
 キ
ミ
を
 タ
 ケ
 ニ
 ヤ
 ゲ
 

と
 称
し
て
必
ず
も
っ
て
帰
り
、
そ
の
 シ
 キ
ミ
を
亡
く
な
っ
 
た
 家
人
の
墓
前
や
仏
壇
に
供
え
る
。
 

筆
者
の
調
査
に
お
い
て
も
男
が
 タ
ケ
 マ
イ
リ
に
出
か
け
た
 
後
、
女
は
 ミ
コ
ョ
セ
 を
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
 と
が
で
き
る
。
た
と
 

え
ば
鳥
羽
市
松
尾
町
で
は
葬
儀
の
翌
日
、
ミ
コ
を
新
亡
 の
 家
に
招
い
て
い
た
。
 
ミ
コ
ョ
セ
 が
行
な
わ
れ
る
喪
家
で
 は
 仏
壇
の
前
に
亡
く
な
 

っ
 た
家
人
の
位
牌
、
そ
し
て
そ
の
前
に
は
 帯
、
キ
セ
 

衣
服
な
ど
と
い
っ
た
故
人
が
身
に
つ
げ
て
い
た
も
の
や
 愛
用
し
て
い
た
も
の
を
 

の
せ
た
お
盆
と
、
白
米
を
山
に
盛
り
そ
の
上
に
 シ
 キ
ミ
を
 立
て
た
お
盆
の
二
 つ
が
 並
べ
ら
れ
、
降
霊
の
為
の
祭
壇
 が
設
 げ
ら
れ
る
。
こ
の
 

祭
壇
を
前
に
ミ
コ
が
独
特
の
節
を
つ
げ
て
御
詠
歌
を
唱
 ，
 
ぇ
る
ウ
 タ
 コ
 ミ
が
な
さ
れ
、
や
が
て
 く
コ
 に
新
亡
の
霊
が
 
降
霊
し
 、
そ
こ
に
集
ま
 

っ
た
 人
と
そ
の
新
亡
の
 霊
 と
の
会
話
が
さ
れ
る
と
い
う
も
 の
で
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
が
生
前
の
お
礼
だ
そ
 う
で
あ
る
。
 

-
 
旧
 
-
 

以
前
は
こ
の
シ
 
フ
ゲ
 の
 タ
ケ
 マ
イ
 ジ
 に
限
ら
ず
、
タ
ケ
 
マ
 ィ
リ
 は
 タ
ケ
 ミ
チ
 と
 呼
ば
れ
る
 登
拝
 用
の
道
を
徒
歩
で
 登
っ
た
と
い
う
。
 
タ
 

ケ
、
、
、
チ
を
 

利
用
し
て
 
登
 拝
し
た
こ
ろ
は
 今
 と
は
ち
が
い
か
 な
り
の
時
間
を
要
し
た
 為
 、
タ
ケ
マ
 
イ
リ
 の
人
々
は
 そ
 の
日
の
夜
は
金
剛
証
寿
 

鮒
の
宿
坊
に
 参
 寵
し
、
翌
朝
春
海
 院
 に
行
き
塔
婆
供
養
 を
し
た
。
し
た
が
っ
て
 タ
ケ
 マ
 イ
リ
 を
行
な
 う
 の
は
、
 
一
般
的
に
は
男
が
す
る
も
の
 

%
 
 と
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
伊
勢
・
志
摩
ス
カ
イ
 -
 
フ
々
 ソ
 が
開
通
し
、
麓
か
ら
車
で
二
 0
 分
ほ
ど
で
山
上
の
 仝
 剛
証
手
 に
到
着
す
る
こ
と
 

穣
 

が
で
き
る
こ
と
、
ま
た
巫
女
が
減
少
し
た
た
め
上
記
 の
 地
区
を
は
じ
め
伊
勢
志
摩
地
方
全
域
で
 ミ
コ
ョ
セ
 を
 行
う
と
い
う
習
慣
は
も
う
あ
 

ぬ
 

ま
り
見
受
げ
ら
れ
な
く
な
り
、
男
だ
け
で
行
わ
れ
て
 い
た
 タ
ケ
 マ
イ
リ
も
、
マ
イ
ク
 
p
 。
ハ
ス
や
自
家
用
車
を
 連
ね
て
、
女
も
同
行
す
る
 ょ
 

志
勢
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
 

伊
 

（
 
2
 ）
開
山
忌
の
 タ
ケ
 マ
 イ
り
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と
う
が
く
ぶ
ん
い
く
 

ぷ
 @
 
ち
 

開
山
忌
は
上
述
の
真
言
密
教
の
道
場
で
あ
っ
た
金
剛
 証
寺
 を
 臨
済
宗
に
中
興
開
山
し
た
仏
地
禅
師
東
岳
丈
 暴
 、
 ま
 た
は
金
剛
 証
手
 に
ゆ
 

か
り
の
あ
る
 
僧
 た
ち
の
法
要
の
為
の
も
の
で
あ
り
、
 

以
一
 
別
 は
そ
の
仏
地
禅
師
の
示
寂
し
た
旧
暦
五
月
二
八
日
に
行
 わ
れ
て
い
た
が
現
在
で
 

憶
一
ケ
月
 お
く
れ
の
六
月
二
七
日
、
二
八
日
、
二
九
日
 の
 三
日
間
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
金
剛
証
寿
 の
 年
中
行
事
の
中
で
も
 最
 

 
 

三
日
間
は
伊
勢
・
志
摩
の
参
拝
者
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
 、
極
楽
 門
 あ
た
り
に
は
 

 
 

え
っ
た
参
道
も
混
雑
す
る
人
の
な
み
で
趣
を
異
す
る
。
 

元
 来
、
開
山
忌
は
寺
の
開
 

祖
 、
中
興
の
祖
な
ど
の
祭
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
 新
亡
、
回
忌
、
先
祖
、
水
子
な
ど
の
供
養
に
重
点
を
お
 い
て
お
り
、
 
め
 か
り
の
 

僧
 た
ち
の
た
め
の
法
要
で
あ
る
「
大
施
餓
鬼
」
に
は
関
心
 が
 向
い
て
い
な
い
。
参
拝
に
訪
れ
る
人
々
 は
 殆
ど
が
 家
 、
親
類
単
位
で
や
っ
て
 

来
て
お
り
、
以
前
に
建
立
し
た
各
家
の
塔
婆
の
場
所
へ
行
 き
、
春
海
 院
 前
の
売
店
で
購
入
し
た
 シ
 キ
ミ
、
花
、
線
 香
 、
供
物
な
ど
を
供
え
 

塔
婆
に
水
を
か
け
拝
む
、
そ
し
て
 シ
キ
 、
、
、
を
タ
ケ
、
、
、
 

ァ
ゲ
 と
し
て
持
っ
て
帰
り
、
墓
前
仏
壇
に
供
え
る
。
ま
た
 呑
 海
院
は
 大
塔
婆
に
よ
る
 

客
 家
の
先
祖
供
養
 や
 亡
く
な
っ
た
家
人
の
回
忌
供
養
、
 

水
 子
供
養
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
 

ま
た
二
七
日
、
二
八
日
の
夜
に
参
籠
す
る
人
も
多
い
。
 

一
 
一
八
日
の
夜
は
、
伊
勢
・
志
摩
一
門
の
い
ろ
い
ろ
な
地
域
 

0
 人
々
が
参
籠
す
る
 

が
 、
二
七
日
の
夜
 は
 鳥
羽
 市
 石
鏡
町
と
同
市
相
 差
町
 の
 人
 々

で
開
山
堂
は
い
っ
ぱ
い
に
な
る
。
石
鏡
町
、
相
 差
町
 そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
か
ら
 

新
亡
の
家
族
、
又
は
有
志
の
人
々
が
こ
の
朝
熊
山
に
登
っ
 て
 ぎ
て
お
り
、
両
地
域
の
人
々
が
集
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
 お
互
い
の
地
歌
、
祭
文
 

踊
り
な
ど
が
披
露
さ
れ
、
い
つ
も
 ほ
 人
気
の
な
い
開
山
堂
 ほ
 宴
の
席
と
変
わ
り
、
夜
半
過
ぎ
ま
で
続
く
。
こ
う
し
 て
 参
籠
し
た
石
鏡
町
、
 

相
差
 町
の
人
々
は
翌
朝
早
く
春
海
 院
 へ
行
き
、
大
塔
婆
の
 
供
養
、
ま
た
以
前
に
建
て
た
塔
婆
に
ミ
ズ
ム
 ケ
 を
し
た
 あ
と
、
こ
の
日
（
二
八
 

日
 ）
に
行
わ
れ
る
大
施
餓
鬼
、
新
亡
供
養
の
施
餓
鬼
な
ど
 寺
側
の
行
事
に
は
参
加
せ
ず
、
朝
熊
山
を
下
山
す
る
。
 そ
し
て
こ
の
人
々
も
や
 

は
 9
 タ
ケ
ニ
ア
 ゲ
 と
し
て
 
シ
 キ
ミ
を
買
っ
て
帰
り
、
 

竪
 利
や
仏
壇
に
供
え
る
。
ま
た
石
鏡
町
の
人
々
は
以
前
こ
の
 タ
ケ
 マ
イ
リ
の
帰
り
に
 

伊
勢
市
に
立
ち
寄
り
日
用
品
や
貴
重
品
を
買
い
求
め
朝
熊
 凹
め
シ
 キ
ミ
と
同
様
に
 
タ
 ケ
ニ
ア
 ゲ
 と
し
て
い
た
。
 

(370)  114 



摩
 

タ
ケ
也
セ
 

お
い
て
地
域
性
が
あ
り
、
ま
た
こ
の
地
域
性
が
 マ
イ
リ
の
習
俗
を
多
様
な
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
 

。
し
た
が
っ
て
 タ
ケ
 マ
イ
リ
 3
 
つ
 

 
 

 
 

目
す
る
こ
と
は
、
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
 

ま
で
の
研
究
で
ほ
 
タ
ケ
 マ
イ
 
巧
 

 
 

リ
の
 実
証
的
な
デ
ー
タ
が
提
出
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
タ
ケ
 

マ
イ
リ
の
地
域
性
が
説
明
さ
れ
て
ぎ
た
こ
と
も
事
実
で
 

あ
る
。
そ
こ
で
本
研
究
 

（
 
3
 ）
そ
の
他
の
 タ
ケ
 マ
 イ
リ
 

以
上
の
 シ
ア
ゲ
 の
 タ
ケ
 マ
イ
リ
、
開
山
忌
の
 
タ
ケ
 マ
イ
リ
 ほ
か
に
盆
の
 
タ
ケ
 マ
イ
リ
、
祥
月
命
日
の
 
タ
ケ
 マ
イ
リ
 、
春
秋
の
 
タ
ケ
 マ
イ
 

リ
 、
回
忌
の
 
タ
ケ
 マ
 イ
リ
 な
ど
が
あ
る
が
、
シ
ア
 ゲ
 の
 タ
 ケ
 マ
イ
ソ
、
あ
る
い
は
開
山
忌
の
 

タ
ケ
 マ
イ
リ
の
よ
う
 
に
こ
の
地
方
の
慣
習
に
 

ほ
 な
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
 家
 単
位
で
の
慣
行
で
あ
る
 。
ま
た
盆
の
 タ
ケ
 マ
イ
リ
を
地
区
の
年
中
行
事
と
し
て
 行
っ
て
い
る
場
合
も
あ
 

る
力
 
@
 
-
l
-
2
 
 

、
、
 現
在
の
と
こ
ろ
こ
の
限
ら
れ
た
地
区
だ
 け
 
の
 慣
行
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
特
殊
な
事
例
と
考
え
る
 ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
 

さ
ら
に
も
う
一
つ
 
タ
ケ
 マ
イ
リ
種
類
と
し
て
「
十
三
％
 

ィ
 リ
 」
と
い
う
形
態
が
あ
る
。
桜
井
氏
の
報
告
に
 ょ
 れ
ば
 、
男
女
と
も
年
齢
が
 

十
三
歳
に
な
る
と
そ
の
年
の
正
月
十
三
日
に
朝
熊
山
に
登
 拝
し
、
金
剛
 証
寺
 に
て
 厄
除
 開
運
、
ま
た
は
健
康
を
祈
 願
 す
る
と
い
う
も
の
で
 

あ
る
。
ま
た
こ
の
日
 は
 金
剛
 証
寺
 の
本
尊
と
し
て
祭
ら
れ
 て
い
る
虚
空
蔵
菩
薩
の
縁
日
で
、
着
飾
っ
た
子
供
達
の
 参
詣
は
通
過
儀
礼
と
し
 

-
 
り
 
@
 

て
 機
能
し
て
い
た
。
こ
の
十
三
マ
イ
リ
 は
 主
に
伊
勢
市
と
 そ
の
周
辺
の
地
区
で
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
現
在
 で
は
こ
の
慣
習
は
見
ら
 

れ
な
い
。
 

4
 
 
タ
ケ
 マ
イ
リ
の
地
域
的
差
異
 

し
 
L
 

儀
本
 

 
 

イ
ブ
 が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
が
、
こ
れ
を
ど
の
 ょ
 う
 に
考
え
た
ら
い
い
の
た
ろ
 

施
 

5
 か
 。
す
で
に
宮
田
、
桜
井
両
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
 れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
タ
ケ
マ
イ
リ
の
信
仰
 闇
 の
 中
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
 



低
 い
為
 、
調
査
対
象
地
か
ら
は
ず
し
た
。
し
た
が
っ
て
 本
 稿
 に
お
け
る
信
仰
圏
は
塔
婆
 数
 と
死
者
数
の
比
率
か
ら
 松
阪
市
以
南
、
南
島
町
 

県
 、
な
ど
か
ら
塔
婆
が
建
立
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
 の
 地
区
の
死
者
数
に
対
す
る
塔
婆
数
の
比
率
が
一
パ
 ｜
 セ
ン
ト
以
下
と
極
端
に
 

岐
阜
県
、
京
都
府
、
大
阪
府
、
兵
庫
県
、
和
歌
山
県
、
山
 口
 県
、
佐
賀
県
、
神
奈
川
県
、
東
京
都
、
埼
玉
県
、
群
 馬
具
、
山
形
県
、
岩
手
 

は
タ
ケ
 
マ
イ
リ
の
地
域
性
を
実
証
す
る
デ
ー
タ
と
し
て
 金
 剛
 証
寿
に
保
存
さ
れ
て
い
る
記
録
を
使
用
し
 、
 ょ
り
 明
 確
な
タ
ケ
 マ
イ
リ
の
 地
 

域
性
 抽
出
を
試
み
た
い
。
こ
の
寺
院
側
の
記
録
で
あ
る
が
 、
永
代
過
去
帳
と
 よ
 ば
れ
る
も
の
で
供
養
さ
れ
る
人
の
 戒
名
、
死
亡
し
た
日
、
 

塔
婆
建
立
を
申
し
込
ん
だ
 日
 
（
 タ
ケ
 マ
イ
リ
慣
行
日
）
 、
 施
主
の
住
所
（
連
絡
先
）
・
氏
名
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
 
る
 。
こ
の
記
録
か
ら
は
 

具
体
的
に
ど
の
地
区
か
ら
、
い
つ
塔
婆
供
養
が
な
さ
れ
る
 か
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
タ
ケ
マ
 イ
リ
 の
実
態
な
ら
び
 
に
 地
域
性
の
抽
出
に
右
 

効
 な
も
の
で
あ
ろ
う
。
別
表
 1
 は
 こ
の
寺
院
側
の
記
録
、
 
な
ら
び
に
塔
婆
の
実
地
調
査
を
も
と
に
平
成
三
年
（
 
一
 
一
 @ 
 一
二
・
三
一
）
に
 

建
立
さ
れ
た
塔
婆
 数
 の
一
覧
で
あ
る
。
な
お
塔
婆
供
養
を
 伴
わ
な
い
 
タ
ケ
 マ
イ
リ
に
関
し
て
は
、
聞
き
取
り
調
査
 に
よ
っ
て
補
う
こ
と
と
 

し
た
。
 

別
表
 1
 で
あ
る
が
縦
軸
に
地
域
、
横
軸
に
死
亡
し
た
 
日
 か
ら
塔
婆
供
養
が
な
さ
れ
る
ま
で
の
日
数
「
 0
 、
一
、
 
二
、
三
、
四
、
五
、
 

-
 
穏
 -
 

-
 
お
 -
 

六
 、
 セ
 、
 ハ
 、
九
、
一
 0
 、
一
一
）
三
五
、
三
六
（
四
九
 
五
 0
 ）
 一
 0
0
 
、
 
一
 0
 
一
）
 
一
 」
「
回
忌
供
養
」
、
「
 
先
祖
供
養
」
死
亡
し
て
 

か
ら
一
年
以
上
た
っ
て
か
ら
の
 塔
 建
立
な
ら
び
に
塔
婆
 建
立
日
不
明
を
含
む
「
そ
の
他
」
開
山
忌
の
塔
婆
建
立
を
 示
し
た
「
開
山
忌
」
 な
 

ど
を
項
目
と
し
て
配
し
た
。
ま
た
各
地
区
毎
の
死
者
数
と
 塔
婆
 数
 と
の
比
率
（
「
死
者
 比
 」
）
を
各
地
区
と
塔
婆
 
供
 養
の
関
わ
り
の
 度
 ム
ロ
 
い
 

を
 示
す
目
安
と
し
て
加
え
た
。
 

 
 

-
 
幼
 -
 

別
表
 1
 か
ら
ま
ず
 タ
ケ
 
マ
 イ
ソ
 の
信
仰
 圏
 と
し
て
松
坂
 市
 、
多
気
町
、
度
会
町
、
明
和
町
、
小
俣
町
、
玉
城
町
、
 

御
薗
村
、
伊
勢
市
、
 

 
 

ち
よ
う
は
ま
し
ま
ち
 

よ
ク
 な
ん
せ
い
ち
よ
う
な
ん
と
う
ち
よ
う
 

-
 
あ
 -
 

二
見
町
、
鳥
羽
 市
 、
磯
部
町
、
阿
児
町
、
大
王
町
、
志
摩
 町
 、
浜
島
町
、
南
勢
町
、
南
島
町
の
市
町
村
を
あ
げ
る
 こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
 

 
 

 
 

そ
の
他
の
地
域
と
し
て
は
三
重
県
内
 "
 宮
川
村
、
久
居
市
 、
安
濃
町
、
津
市
、
鈴
鹿
市
、
四
日
市
市
、
桑
名
市
、
一
 

二
重
県
外
。
愛
知
県
、
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な
ど
の
地
区
が
塔
婆
建
立
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
 の
 地
区
の
寺
院
は
ほ
と
ん
ど
が
臨
済
宗
南
禅
寺
派
で
、
 金
 剛
証
寺
 と
は
本
末
関
係
 

に
あ
り
、
金
剛
証
寿
と
の
結
び
つ
ぎ
が
強
い
地
区
で
あ
る
 。
ま
た
こ
れ
ら
の
地
区
の
中
で
鳥
羽
南
木
浦
・
 畔
蝸
町
 
石
鏡
町
で
は
 新
 ボ
ト
 

ケ
の
 供
養
だ
け
で
な
く
回
忌
供
養
あ
る
い
 ほ
 先
祖
供
養
の
 塔
婆
を
同
時
に
あ
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
別
表
 2
 を
 参
照
）
。
そ
し
て
 
畔
蛤
 

<
 ざ
 き
ち
 よ
 @
 

 
 

う
ら
む
 ら
 ち
よ
う
も
と
う
ら
 

い
じ
か
 
ち
よ
う
 

町
 、
鳥
羽
市
浦
村
打
木
浦
、
同
市
石
鏡
町
、
同
市
国
 崎
 町、
 

二
ざ
 

や
ん
は
 
ら
 

な
つ
 
@
 さ
 

同
市
相
 差
町
 、
同
市
 畔
蛸
町
 

あ
 」
 ，
ち
、
ぅ
 
、
 

磯
部
町
夏
草
、
同
町
山
 原
 、
志
摩
町
御
座
 

お
う
さ
 
つ
 ち
ょ
う
 

以
北
の
地
域
と
し
た
。
ま
た
塔
婆
供
養
全
般
的
に
い
え
る
 こ
と
で
あ
る
が
、
平
成
三
年
に
お
い
て
建
立
さ
れ
た
 塔
 婆
は
 
一
七
六
二
本
で
そ
 

の
う
ち
の
約
八
 
0
 老
が
死
亡
し
て
か
ら
一
年
以
内
に
建
 立
 さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
一
七
六
二
本
中
に
 ほ
回
忌
供
養
、
先
祖
 供
 

養
 、
そ
の
他
の
項
目
に
該
当
す
る
塔
婆
も
含
ま
れ
て
い
る
 が
 、
そ
れ
ら
の
比
率
は
全
体
に
対
し
て
約
二
割
で
あ
り
 、
し
た
が
っ
て
こ
の
 塔
 

婆
 供
養
に
お
い
て
供
養
さ
れ
る
対
象
の
大
半
は
亡
く
な
っ
 て
か
ら
一
年
に
満
た
な
い
ア
ラ
ボ
ト
 ケ
 ・
新
精
霊
で
あ
 る
と
い
え
る
。
 

次
に
塔
婆
 数
 の
 庇
筆
モ
 
比
が
二
五
 %
 以
上
と
い
 5
 比
較
的
 塔
 婆
 供
養
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
る
地
区
を
み
て
い
く
 と
 、
明
和
町
、
小
俣
 

町
 、
玉
城
町
、
御
薗
村
、
伊
勢
市
、
二
見
町
、
鳥
羽
 市
 、
 磯
部
町
、
阿
児
町
、
浜
島
町
、
南
勢
町
が
そ
の
地
区
と
 し
て
該
当
す
る
。
さ
ら
 

に
こ
れ
ら
の
な
か
で
、
明
和
町
、
小
俣
町
、
玉
城
町
、
 御
薗
村
、
伊
勢
市
二
部
を
除
く
）
、
二
見
町
、
鳥
羽
 市
 
（
一
部
を
除
く
）
 と
い
 

っ
た
 朝
熊
山
を
中
心
と
し
た
周
辺
の
地
区
で
は
、
そ
れ
ぞ
 れ
の
地
区
で
一
年
間
に
建
立
さ
れ
た
塔
婆
の
う
ち
 六
 0
 老
 以
上
が
死
亡
し
た
 国
 

よ
 り
五
日
以
 嘩
に
 塔
婆
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
 ら
の
地
区
か
ら
建
立
さ
れ
た
塔
婆
は
一
年
間
に
建
立
さ
 れ
た
塔
婆
 数
の
セ
 0
 老
 

は
 上
を
占
め
て
お
り
、
塔
婆
供
養
の
大
半
は
こ
れ
ら
の
 地
 区
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
 う
 。
も
ち
ろ
ん
伊
勢
 市
 、
鳥
羽
布
と
い
っ
た
 

都
市
部
に
お
い
て
は
、
人
口
も
多
く
さ
ら
に
細
か
い
 地
 域
の
多
様
性
が
あ
り
、
一
概
に
言
え
な
い
が
、
磯
部
町
 
二
部
を
除
く
）
、
阿
児
 

w
 、
浜
島
町
（
一
部
を
除
く
）
、
南
勢
町
な
ど
の
地
区
と
 ぬ
鼓
 し
て
、
塔
婆
建
立
時
期
の
ば
ら
つ
き
が
少
な
く
 塔
 婆
 建
立
が
死
亡
後
五
日
 

以
内
に
偏
っ
て
い
る
地
区
で
、
い
わ
ゆ
る
 シ
ア
ゲ
 の
 タ
 ケ
 マ
 イ
リ
 が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
 

 
 

開
山
忌
に
塔
婆
建
立
す
る
地
区
 は
 別
表
 1
 か
ら
浜
島
町
 で
あ
る
が
、
筆
者
の
調
査
で
は
浜
島
町
以
外
に
も
伊
勢
 
市
 
一
色
町
、
同
市
 通
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宮
田
 説
 で
問
題
と
な
る
点
は
 タ
ケ
 マ
イ
リ
の
形
式
と
地
域
 
性
で
あ
る
。
①
で
 は
 家
人
が
死
ん
だ
翌
日
、
家
の
者
 二
 大
 で
登
拝
す
る
こ
と
は
 

 
 

に
な
っ
て
い
る
が
、
塔
婆
供
養
の
デ
ー
タ
か
ら
み
た
場
合
 、
 死
ん
だ
翌
日
に
建
立
さ
れ
て
い
る
塔
婆
は
三
一
本
で
 あ
り
、
全
塔
婆
 数
 と
の
 

-
 簗
 @
 

 
  

 

る
 、
と
し
て
い
る
。
 

 
 

 
  

 

る
 。
ま
た
開
山
忌
の
登
 拝
 を
す
る
地
域
の
場
合
 は
 そ
れ
の
 
み
 の
を
慣
行
し
、
こ
の
三
つ
の
タ
イ
プ
は
お
の
お
の
 重
 層
 的
な
表
わ
れ
方
を
す
 

-
 
お
 @
 

志
摩
町
）
 、
 ③
 タ
ケ
 さ
ん
の
縁
日
に
登
拝
す
る
（
大
王
町
 、
志
摩
町
、
浜
島
町
）
の
 一
 

Ⅰ
③
と
地
域
的
に
同
心
円
的
な
広
が
り
を
示
し
、
ま
た
す
 な
わ
ち
①
家
人
が
死
ん
だ
 

初
盆
の
登
 拝
と
 ③
開
山
忌
の
登
拝
を
並
列
し
て
慣
行
し
 、
 ②
初
盆
の
と
ぎ
 登
 拝
す
る
 二

つ
に
分
類
し
、
こ
の
習
俗
が
朝
熊
山
を
中
心
に
①
 

翌
日
、
家
の
者
二
人
で
登
拝
す
る
地
域
の
場
合
は
②
 

地
域
の
場
合
 は
 ③
開
山
忌
の
登
 拝
 だ
け
を
並
列
さ
せ
 

人
 が
死
ん
だ
翌
日
、
家
の
者
二
人
で
登
拝
す
る
（
鳥
羽
 市
 中
心
に
そ
の
周
縁
部
）
 
、
 ②
死
ん
だ
家
人
の
初
盆
の
と
 ぎ
登
 拝
す
る
（
阿
児
町
、
 

別表 2 地 区 新 

一 色 町   
通 町 一 

本 浦 一 

石 鏡 町   

国 崎 町     
相 差 町 0 

酢 蛸 町 0 
磯部町夏草 0 
磯部町山原 0 
浜島町浜島   

志摩町御座   

新 ……新精霊 

回 ……回忌供養 先 先祖供養 

回 

  
  

O 
  
  
  
  
  
  
  
  

先 @ 

  

O 
  
  
  
  

0@ I 
  
  
  
  

町
 、
国
 崎
 、
相
 差
 、
 

で
は
通
常
、
開
山
忌
 

に
 シ
ア
ゲ
 、
開
山
忌
 

で
は
初
盆
家
の
人
々
 

イ
リ
 を
し
、
亡
く
な
 

の
 タ
ケ
 マ
イ
リ
は
一
 

の
参
籠
同
様
そ
の
 
他
 

た
こ
と
を
ま
と
め
、
 

さ
て
、
筆
者
の
調
 

の
検
討
を
し
て
み
た
 石

鏡
、
磯
部
町
山
原
、
浜
島
町
浜
島
、
志
摩
町
御
座
 

以
外
の
日
に
塔
婆
を
あ
げ
る
こ
と
は
し
な
い
。
さ
ら
 

0
 タ
 ケ
 マ
イ
リ
の
他
に
鳥
羽
 市
 石
鏡
町
、
同
市
抜
手
 

が
 集
ま
り
盆
の
期
間
で
あ
る
八
月
一
五
日
に
 タ
ケ
マ
 

っ
た
 家
人
の
供
養
を
す
る
。
特
に
石
鏡
町
で
は
、
 盆
 

連
 の
 盆
 行
事
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
開
山
忌
 

区
の
年
中
行
事
に
も
な
っ
て
い
る
。
以
上
述
べ
て
き
 

表
 に
し
た
の
が
別
表
 3
 で
あ
る
。
 

査
と
 デ
ー
タ
か
ら
得
た
知
見
か
ら
宮
田
、
桜
井
両
説
 

い
 。
ま
ず
宮
田
 説
 で
あ
る
が
、
タ
ケ
マ
イ
ク
を
①
 家
 



別表 3 

グループ 

  

  

  

  

  

  

一 

一 一 １１ 

  

地 区   タケ マイリの時期 

明和町 小俣町 玉城町 御薗村 

伊勢市 ( 一部を除く ) 二見町 葬式直後 
鳥羽布 ( 一部を除く ) 度会町 ( 、 ンアゲ ) 

鳥羽布 ( 浦村町 畔蛤 阿 国 崎町 相葉 町 石鏡町 ) 磯部町 ( 夏草山原 ) 浜島町浜島 開 山 忌 

志摩町御座 

鳥羽 市 石鏡町 鳥羽 市 抜手打   盆 (8.15)   

松阪市 多気町 磯部町 阿児町 

大王町 志摩町 南勢町 南勢町 不 定 

南島町 その他の地域 して えカの② ょ、 つの 関 に にそ りを る 。 の形 １タ 峨町 町 、 鳥羽 薗村 ると 

あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
宮
田
 説
に
 則
し
て
別
表
一
の
 デ
 １
タ
 を
 当
て
は
め
て
み
 

①
（
シ
 フ
ゲ
 の
 タ
ケ
 マ
イ
ソ
）
 @
 度
会
町
、
明
和
町
、
小
 俣
町
 、
玉
城
町
、
御
 

、
伊
勢
市
（
一
部
を
除
く
）
、
二
見
町
、
鳥
羽
前
（
一
部
 
を
 除
く
）
 
、
 ②
（
初
盆
）
 

市
 石
鏡
町
、
同
市
 坂
 手
打
、
③
（
開
山
忌
）
。
浜
島
町
、
 伊
勢
市
一
色
町
、
通
 

鳥
羽
市
浦
村
河
本
 浦
 、
同
市
石
鏡
町
、
同
市
国
隣
 町
 、
同
 面
相
善
阿
、
同
市
 畔
 

、
磯
部
町
夏
草
、
磯
部
町
山
原
、
志
摩
町
御
座
な
ど
で
あ
 る
 。
こ
の
よ
う
に
 デ
 

か
ら
読
み
取
れ
る
 タ
ケ
 マ
イ
リ
を
慣
行
し
て
い
る
地
区
は
 、
 ①
 、
 ②
 、
 ③
の
 ど
 

式
 に
お
い
て
も
宮
田
が
指
摘
し
て
い
る
範
囲
よ
り
広
範
 な
も
の
と
な
っ
て
 
い
 

ま
た
 タ
ケ
 マ
ィ
 リ
 が
朝
熊
山
を
中
心
に
①
 士
 ③
と
地
域
的
 に
 同
心
円
的
な
広
が
 

示
す
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
①
 、
 ②
 、
 ③
の
ど
の
形
式
 を
み
て
も
判
る
よ
 う
 

れ
ぞ
れ
地
域
と
し
て
広
範
囲
に
わ
た
り
行
な
わ
れ
て
お
り
 
タ
ケ
 マ
イ
リ
慣
行
 

し
て
朝
熊
山
ま
で
の
距
離
は
あ
ま
り
関
係
が
な
い
も
の
と
 い
え
る
。
さ
ら
に
 三
 

タ
イ
プ
の
重
層
性
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
筆
者
の
調
査
で
 ほ
 、
鳥
羽
前
石
鏡
町
 

・
③
の
並
列
慣
行
以
外
、
他
の
並
列
慣
行
の
事
例
は
 、
確
 諾
 す
る
こ
と
が
で
き
 

っ
た
 。
 

供養対象 

新精霊 

新精霊 

先祖・回忌 

新精霊 

新精霊 

先祖・回忌 

捕獲 魚傾 

比
率
 は
 約
二
 %
 に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
現
状
に
お
い
 て
は
少
数
の
慣
行
事
例
で
 

あ
る
と
言
わ
 ぎ
 る
を
得
な
い
。
地
域
性
と
し
て
①
 -
 鳥
羽
 市
中
心
に
そ
の
周
縁
部
、
 

②
。
阿
児
町
，
志
摩
町
、
③
。
大
王
町
、
志
摩
町
、
浜
 島
 町
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
と
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伊勢志摩 地 

域
 の
 山
 と
な
っ
て
い
る
朝
熊
山
周
辺
の
市
町
村
を
そ
の
 他
 区
 と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
筆
者
の
調
査
に
よ
れ
 ば
 、
朝
熊
山
周
辺
の
地
切
 

 
  

 

 
 

域
の
人
々
 ほ
 も
ち
ろ
ん
志
摩
一
円
か
ら
も
多
数
の
参
拝
者
 が
 開
山
忌
に
は
訪
れ
て
い
る
。
ま
た
塔
婆
供
養
の
 デ
｜
 タ
 か
ら
割
り
出
さ
れ
る
 

 
 

 
 

地
区
は
上
述
の
よ
う
に
朝
熊
山
か
ら
の
距
離
と
か
、
山
中
 他
界
観
念
と
の
関
係
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
寺
院
側
か
 ら
の
働
き
か
け
や
、
 
ま
 

方の死者 儀 

阿
児
町
の
地
域
性
を
い
う
な
ら
ば
一
周
忌
ま
で
の
 タ
ケ
マ
 イ
リ
慣
行
の
地
区
と
い
う
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
 ③
開
山
忌
の
 タ
ケ
 マ
イ
 

リ
 を
行
な
 う
 地
区
で
あ
る
が
、
桜
井
は
こ
の
開
山
忌
の
 タ
 ケ
 マ
イ
リ
慣
行
に
つ
い
て
山
中
他
界
観
念
を
前
面
に
押
 し
 出
し
、
朝
熊
山
が
地
 

ま
た
桜
井
 説
 で
は
①
 シ
ア
ゲ
 の
 タ
ケ
 マ
イ
リ
を
行
な
 う
地
 域
 と
し
て
伊
勢
市
、
度
会
郡
、
鳥
羽
 市
 、
志
摩
郡
磯
部
 w
.
 阿
児
町
、
②
 シ
 

ア
ゲ
 の
 タ
ケ
 マ
イ
リ
以
外
で
 a
.
 四
十
九
日
忌
及
び
そ
れ
 以
内
の
 タ
ケ
 マ
イ
リ
を
行
な
う
地
域
と
し
て
光
志
摩
 b
 ・
盆
の
 タ
ケ
 マ
イ
リ
を
 

行
 な
 う
 地
域
と
し
て
志
摩
郡
一
帯
、
 c
.
 死
者
の
祥
月
食
 日
 0
 タ
 ケ
 マ
イ
リ
を
行
な
う
地
域
と
し
て
伊
勢
市
 豊
浜
 、
 d
.
 春
秋
の
 タ
ケ
マ
 

イ
 ソ
 を
行
な
 う
 地
域
と
し
て
 南
 伊
勢
・
志
摩
一
帯
、
③
 開
 血
忌
 0
 タ
 ケ
 マ
イ
 ジ
 を
行
な
う
地
域
と
し
て
朝
熊
山
眉
 辺
の
市
町
村
を
あ
げ
て
 

-
 
㏄
 
-
 

い
る
。
 

こ
の
桜
井
 説
 で
は
①
 シ
ア
ゲ
 の
 タ
ケ
 マ
イ
リ
を
行
な
う
 地
 日
の
中
に
志
摩
郡
磯
部
町
な
ら
び
に
阿
児
町
が
あ
げ
ら
 れ
て
い
る
が
、
別
表
 

1
 の
デ
ー
タ
か
ら
す
る
と
磯
部
町
に
お
い
て
平
成
三
年
に
 建
立
さ
れ
た
塔
婆
は
六
 0
 本
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
死
亡
 後
五
日
以
内
に
建
立
さ
 

れ
た
塔
婆
は
二
 0
 本
で
、
磯
部
町
の
全
塔
婆
 数
 と
の
比
率
 ほ
 約
三
三
老
強
で
あ
る
。
残
り
の
 四
 0
 本
は
 四
九
日
な
 い
し
一
周
忌
ま
で
 仁
、
 

ま
た
開
山
忌
に
建
立
さ
れ
て
お
り
、
比
率
に
し
て
約
六
七
 %
 で
あ
る
。
磯
部
町
で
は
 シ
ア
ゲ
 の
 タ
ケ
 マ
イ
リ
が
 行
 な
わ
れ
て
い
る
も
の
の
 

数
値
の
う
え
か
ら
い
え
ば
、
シ
ア
 ゲ
タ
ケ
 マ
イ
リ
以
外
の
 タ
ケ
 マ
イ
リ
慣
行
の
方
が
上
回
っ
て
お
り
、
地
区
 短
め
 多
様
性
に
富
ん
で
い
る
 

地
域
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
一
概
に
シ
 フ
ゲ
 0
 タ
 ケ
 マ
イ
リ
が
磯
部
町
の
慣
習
と
な
っ
て
い
る
と
は
 言
い
難
い
。
ま
た
阿
児
 

町
の
場
合
、
死
後
五
日
以
内
に
建
立
さ
れ
て
い
る
塔
婆
 数
 は
 三
二
本
で
、
阿
児
町
の
全
塔
婆
敬
一
 0
 七
本
と
の
 比
 率
は
約
三
 0
 姥
で
あ
 

れ
り
、
数
値
か
ら
い
え
ば
 シ
ア
ゲ
 以
後
一
周
忌
ま
で
 に
 塔
婆
建
立
さ
れ
る
場
合
の
方
が
七
三
本
で
比
率
と
し
て
 ほ
上
 
八
八
 
%
 を
超
え
て
お
り
、
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伊勢志摩地方の 死者儀礼 

註
 

（
 
1
 ）
本
稿
に
お
い
て
伊
勢
・
志
摩
地
方
と
は
櫛
田
川
以
南
の
 ぬ
 域
で
、
具
体
的
に
は
明
和
町
、
小
俣
町
、
玉
 蘭
町
 、
御
園
 村
 、
 伊
勢
市
、
二
見
町
、
 

鳥
羽
 市
 、
磯
部
町
、
阿
児
町
、
大
王
町
、
志
摩
町
、
浜
島
町
を
 さ
す
。
 

（
 
2
 ）
朝
熊
山
は
伊
勢
神
宮
の
鬼
門
を
守
護
す
る
為
に
金
剛
 証
 手
 が
建
立
さ
れ
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
「
お
伊
勢
ま
い
 ら
ぱ
 朝
熊
を
か
け
よ
 

朝
熊
か
け
ね
ば
 片
 参
り
」
と
 う
 た
わ
れ
伊
勢
神
宮
の
み
を
「
 片
 参
り
」
と
称
し
、
中
世
以
後
、
伊
勢
神
宮
参
拝
の
後
「
朝
熊
 参
 り
 」
を
す
る
と
 

い
う
一
つ
の
参
宮
形
態
が
民
衆
に
定
着
し
た
な
ど
、
伊
勢
神
宮
 と
の
浅
か
ら
ぬ
関
係
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
伊
勢
神
 官
 と
の
関
係
に
の
 

 
 

 
  

 

つ
い
て
は
、
「
中
朝
熊
 
鏡
 沙
汰
 文
 」
 円
 群
書
類
従
ヒ
神
祇
部
番
一
一
 

石
 詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
 

（
 
3
 ）
こ
の
塔
婆
供
養
で
建
立
さ
れ
る
塔
婆
に
は
 角
 塔
婆
宮
岡
 さ
 約
一
 ｜
 四
メ
ー
ト
ル
）
、
板
塔
婆
（
 
一
 
@
 
日
 さ
約
一
メ
ー
ト
ル
）
 
、
水
 塔
婆
（
高
さ
約
三
 0
 
 
Ⅸ
 

セ
ン
チ
）
の
三
種
類
が
あ
り
、
塔
婆
供
養
の
中
心
と
な
る
 角
塔
 婆
は
四
 f
 
五
年
で
取
り
払
わ
れ
、
一
般
的
に
は
 角
 塔
婆
が
取
り
払
 わ
れ
た
後
、
 

期
の
自
由
度
を
ひ
ろ
げ
、
タ
ケ
マ
 イ
リ
 の
参
加
は
男
だ
 
け
 で
な
く
、
女
の
参
加
も
容
易
な
も
の
と
な
っ
た
。
言
い
 換
え
る
 

イ
リ
 の
簡
便
性
が
飛
躍
的
に
向
上
し
た
こ
と
は
、
タ
ケ
 マ
 イ
ソ
 の
形
態
と
参
加
者
を
変
化
さ
せ
た
。
し
か
し
塔
婆
 供
養
の
 

れ
る
 タ
ケ
 マ
 イ
リ
 の
習
俗
ほ
、
基
本
的
な
と
こ
ろ
で
 は
変
 わ
る
こ
と
な
く
存
続
し
、
現
在
の
状
況
下
で
ほ
む
し
ろ
 盛
ん
に
 

る
と
も
い
え
よ
う
。
以
前
か
ら
 タ
ケ
 マ
イ
リ
の
目
的
は
塔
 
婆
 供
養
で
あ
っ
た
が
、
ま
す
ま
す
大
衆
化
す
る
中
で
、
 

そ
の
 日
 

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
論
文
に
お
い
て
宮
田
、
桜
井
 説
 を
 批
判
的
に
検
討
し
て
き
た
が
、
両
氏
が
調
査
し
た
時
 点
 に
お
 

イ
リ
 の
目
的
は
塔
婆
供
養
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
 

現
在
、
タ
ケ
マ
イ
ン
の
習
俗
は
年
々
隆
昌
を
図
し
て
 き
 て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
 タ
ケ
 マ
イ
リ
を
支
え
 
て
い
 

方
の
人
々
が
朝
熊
山
に
対
し
て
の
霊
山
性
を
保
持
し
、
 

そ
 し
て
そ
の
霊
山
性
に
立
脚
し
た
山
中
他
界
観
念
に
お
い
 て
 塔
婆
 

る
と
は
筆
者
の
目
に
は
見
え
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
山
岳
 信
 仲
 の
 バ
 ，
ク
ボ
ー
ン
と
な
っ
て
ぎ
た
山
中
他
界
観
と
い
 う
テ
｜
 

例
の
さ
ら
な
る
綿
密
な
調
査
に
よ
っ
て
再
検
討
さ
れ
る
 時
 期
 に
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
 

な
ら
ば
 タ
ケ
マ
 

た
め
に
行
な
わ
 

な
っ
て
き
て
い
 

的
が
は
っ
き
り
 

い
て
も
 タ
ケ
マ
 

る
 伊
勢
志
摩
 地
 

供
養
を
し
て
い
 

ゼ
 は
、
個
別
事
 



改
め
て
塔
婆
を
建
て
直
す
こ
と
は
し
な
い
。
取
り
払
う
こ
と
に
 つ
い
て
寺
院
側
の
説
明
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
塔
婆
が
墨
書
き
で
 あ
る
た
め
、
 四
 

@
 五
年
と
い
う
時
間
の
経
過
に
よ
り
薄
く
な
り
、
読
め
な
く
な
 り
 判
別
で
ぎ
な
く
な
る
こ
と
、
ま
た
 角
 塔
婆
の
根
元
が
腐
り
 参
 持
者
に
と
っ
て
②
 

危
険
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
取
り
払
わ
れ
以
後
は
 小
型
の
板
塔
婆
も
し
く
は
 水
 塔
婆
（
板
塔
婆
は
一
年
、
水
塔
婆
 は
 供
養
し
て
い
の
 

 
 

 
  
 

る
 場
所
が
い
っ
ぱ
い
に
な
り
次
第
取
り
払
う
）
な
ど
を
回
忌
 供
 養
の
時
、
開
山
忌
、
 盆
 、
彼
岸
、
祥
月
命
日
に
あ
げ
る
人
も
い
 る
 。
 

（
 
4
 ）
こ
の
地
方
で
は
盆
か
ら
 
盆
 ま
で
の
一
年
間
に
こ
の
世
を
 去
っ
た
死
者
を
新
亡
（
し
ん
も
う
）
と
呼
ぶ
。
 

（
 
5
 ）
桜
井
徳
太
郎
「
山
中
他
界
観
の
成
立
と
展
開
１
１
伊
勢
 
朝
熊
山
の
 タ
ケ
 マ
イ
リ
」
日
日
本
歴
史
二
四
九
号
 ヒ
 

佐
野
賢
治
「
山
中
他
界
観
念
の
表
出
と
虚
空
威
信
仰
１
１
浄
土
 観
に
歴
史
民
俗
学
的
 一
 試
論
１
 
@
 」
㍉
日
本
民
俗
学
一
 0
 八
号
  
 

児
玉
 
允
 
「
朝
熊
山
信
仰
 と
 タ
ケ
 請
り
 」
五
来
 
重
編
 
円
山
岳
 宗
教
史
叢
書
Ⅱ
近
畿
霊
山
と
修
験
道
 ヒ
 名
著
出
版
一
九
七
八
 

（
 
6
 ）
宮
田
 
脊
 
「
ア
サ
 マ
 信
仰
」
和
歌
森
太
郎
 編
 
同
志
摩
の
 民
俗
ヒ
吉
川
弘
文
館
 

（
 
7
 ）
桜
井
徳
太
郎
「
山
中
他
界
観
の
成
立
と
展
開
１
１
伊
勢
 
朝
熊
山
の
 タ
ケ
 マ
イ
リ
ー
ー
」
日
日
本
歴
史
二
四
九
号
 b
 

（
 
8
 ）
桜
井
徳
太
郎
「
前
掲
論
文
」
 

（
 
9
 ）
桜
井
徳
太
郎
「
民
間
 
巫
 俗
と
死
霊
 観
 
（
 
上
 ・
 下
 ）
」
ョ
立
 
学
 
第
三
七
巻
第
九
号
目
岩
波
書
店
一
九
六
九
 

（
 
印
 ）
金
剛
証
寿
に
は
、
「
伊
勢
朝
熊
 嶽
略
 縁
起
 ヒ
円
 朝
熊
 嶽
縁
 起
 ヒ
日
朝
熊
 嶽
 虚
空
 蔵
 縁
起
 ヒ
 な
ど
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
 

（
Ⅱ
）
奥
の
院
と
し
て
は
、
 春
 海
蛇
以
前
に
丸
山
草
蕨
手
が
建
 立
 さ
れ
て
い
る
。
こ
の
 庫
蔵
 寺
は
朝
熊
 登
拝
道
 
（
河
内
 口
 ）
の
中
 腹
 に
あ
り
、
弘
法
大
 

師
 が
朝
熊
山
に
金
剛
 証
 寺
を
開
創
し
た
お
り
、
そ
の
奥
の
院
 と
 し
て
虚
空
蔵
菩
薩
を
祀
っ
た
こ
と
を
始
め
と
し
て
い
る
。
そ
の
 後
年
代
 は
 不
明
 

で
あ
る
が
、
金
剛
 証
寺
 よ
り
独
立
し
現
在
は
真
 =
=
 

ロ
め
 
不
仁
和
寺
派
 に
 属
す
る
。
 

（
は
）
金
剛
証
寿
の
 青
 史
に
つ
い
て
は
、
川
口
索
道
コ
朝
熊
 岳
 概
観
 史
 ヒ
出
女
印
刷
一
九
八
五
に
詳
し
い
。
 

（
 
比
 ）
山
田
寺
（
玉
城
町
）
、
 春
 海
 院
 ・
 望
海
院
 ・
 輿
 楽
焼
・
 孝
 源
院
 ・
 地
福
院
 
（
伊
勢
市
朝
熊
 
岳
 ）
、
永
松
 寺
 
（
伊
勢
市
朝
熊
 町
 ）
、
庄
田
尻
（
伊
勢
 

市
朝
熊
 町
 ）
、
静
穏
 庵
 
（
伊
勢
市
一
宇
田
）
、
瑞
応
 
院
 
（
伊
勢
市
 
首
打
）
、
心
証
 寺
 
（
伊
勢
市
楠
部
 
町
 ）
、
 瑞
泉
院
 
（
伊
勢
市
楠
部
 町
 ）
、
正
眼
 
寺
 

（
伊
勢
市
通
町
）
、
明
星
音
（
二
見
町
三
津
）
、
 
円
照
寺
 
（
鳥
羽
 
市
 石
鏡
町
）
、
 
梵
 潮
音
（
鳥
羽
 市
 相
葉
 町
 ）
、
西
明
寺
（
鳥
羽
 
市
 畔
蛤
町
 ）
 、
宝
 

珠
寺
 
（
鳥
羽
面
壁
 
子
町
 ）
、
極
楽
寺
（
浜
島
町
浜
島
）
、
 

龍
 江
守
（
 浜
島
町
浜
島
）
、
潮
音
寺
主
 心
摩
町
 
御
座
）
、
正
伝
 
奇
 
（
磯
部
町
 山
原
）
、
龍
泉
 

寺
 
（
磯
部
町
檜
山
）
 

（
 
N
 ）
桜
井
徳
太
郎
「
山
中
他
界
観
の
成
立
と
展
開
１
１
伊
勢
 
朝
熊
山
の
 タ
ケ
 マ
イ
リ
ー
ー
」
コ
日
本
歴
史
二
四
九
号
目
 

（
 
騰
 ）
死
後
ま
だ
日
の
浅
く
、
行
方
定
ま
ら
ぬ
迷
え
る
新
し
い
 
死
者
の
霊
魂
に
そ
の
行
き
先
を
教
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
地
方
 0
 人
々
は
 ミ
コ
ョ
セ
 を
 



（
 
5
 ）
 

伊勢志摩地力 

3 Ⅰ 夕 ホ ） （ ） アメ 0 ロ 
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（ 
22 ） 

（
 
9
 ）
 

（
 
0
 ）
 

（
・
・
 

、
 
）
 

（
 6
 ）
 

（
 印
 Ⅱ
）
 

（
 l
 
9
 
Ⅰ
 
し
 
）
 

「
ミ
チ
 ア
 ラ
ケ
」
ま
た
は
「
ミ
チ
 ア
ケ
 」
と
呼
ん
で
い
る
。
 

現
 在
 で
ほ
 く
コ
 の
数
が
減
少
し
た
こ
と
に
よ
り
、
 

ミ
 コ
ヨ
 セ
 は
 ほ
 と
ん
ど
な
く
な
 

っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
御
薗
村
の
住
民
は
、
伊
勢
市
豊
浜
町
 に
 巫
女
の
と
こ
ろ
へ
行
 き
ミ
コ
ョ
セ
 
を
行
な
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
 た
 。
ま
た
 異
 

常
 な
死
を
遂
げ
た
 場
 ム
ロ
に
は
、
御
薗
村
以
外
で
も
 
く
コ
ョ
セ
 は
 行
 な
わ
れ
る
。
 

一
般
的
に
は
死
者
と
の
関
係
、
人
数
な
ど
制
限
は
な
い
が
、
地
区
 に
よ
っ
て
は
人
数
を
二
人
ま
た
は
従
兄
弟
ま
で
が
 タ
ケ
 マ
イ
 り
 に
 参
加
す
る
 

と
 制
限
を
設
け
て
い
た
地
区
も
あ
っ
た
。
（
桜
井
徳
太
郎
「
前
掲
 
論
文
」
）
 

後
日
改
め
て
寺
側
に
よ
り
 角
 塔
婆
が
極
楽
門
か
ら
こ
の
春
海
 院
 に
 至
る
ま
で
の
参
道
の
脇
に
建
て
ら
れ
、
遺
族
 は
 連
絡
さ
れ
る
 。
そ
し
て
そ
れ
 

以
後
は
角
塔
婆
に
伺
っ
て
「
ミ
ズ
ム
 ケ
と
 称
し
て
 
シ
キ
、
、
 
、
、
 線
 香
な
ど
を
供
え
、
塔
婆
に
水
を
か
け
拝
む
。
 

以
前
は
朝
熊
山
に
生
え
て
い
た
 シ
 キ
ミ
を
自
分
達
で
取
っ
て
 い
 こ
 
%
 
ハ
 0
 

タ
ケ
 ミ
チ
に
は
宇
治
 目
 
（
伊
勢
市
）
、
朝
熊
 口
 
（
伊
勢
市
）
 、
恵
 利
 原
口
（
志
摩
郡
磯
部
町
）
、
 

五
 知
日
（
志
摩
郡
磯
部
町
）
 
、
河
 向
日
（
鳥
羽
 

市
 ）
の
五
つ
が
あ
っ
た
。
 

こ
の
開
山
忌
大
施
餓
鬼
会
の
他
に
金
剛
 証
青
 で
は
、
一
月
一
日
 ｜
三
 
一
ま
で
の
星
祭
 祈
 帰
一
月
一
三
日
初
会
式
、
一
月
二
八
日
 切
開
山
、
七
月
 

一
 三
日
八
大
竜
王
大
祭
な
ど
が
あ
る
。
 

鳥
羽
 市
 石
鏡
町
、
同
市
 坂
 手
は
盆
の
期
間
で
あ
る
八
月
一
五
日
 に
タ
ケ
 
マ
イ
リ
（
 盆
 参
り
）
を
し
、
初
盆
の
供
養
を
す
る
。
 

こ
 の
盆
の
 タ
ケ
マ
 

イ
リ
 に
や
っ
て
来
る
人
達
は
石
鏡
町
、
坂
 手
 と
も
新
亡
の
家
族
 、
親
類
の
集
ま
り
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
毎
に
春
海
 院
で
 僧
の
 読
経
、
焼
香
な
 

ど
の
回
向
を
し
て
下
山
す
る
が
、
 

坂
 手
の
人
達
は
呑
 海
院
 で
の
 回
向
を
し
た
後
、
参
道
の
脇
に
あ
る
三
界
 万
霊
 塔
の
前
に
集
ま
 り
 、
「
三
界
 万
 

霊
 」
と
墨
書
き
し
た
塔
婆
（
高
さ
約
㏄
㏄
）
を
三
界
 万
霊
塔
に
 
立
て
掛
燭
明
、
線
香
な
ど
を
供
え
拝
む
。
ま
た
志
摩
地
方
の
盆
 行
事
全
般
に
関
 

し
て
は
、
赤
池
憲
昭
「
志
摩
の
盆
行
事
１
１
新
亡
の
性
格
を
め
 ぐ
っ
て
１
１
」
 
ヨ
 愛
知
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
第
一
七
号
 L
 、
 
赤
 池
 憲
昭
 
林
 

淳
 「
鳥
羽
 市
 の
徐
行
事
調
査
資
料
報
告
」
愛
知
学
院
大
学
人
間
 文
化
研
究
所
紀
要
 円
 人
間
文
化
 目
 第
三
号
）
に
詳
し
い
。
 

現
在
で
ほ
一
月
一
三
日
は
、
虚
空
蔵
菩
薩
の
縁
日
と
し
て
末
寺
 の
 僧
侶
並
び
に
熱
心
な
信
者
が
集
ま
り
新
禧
 が
 行
な
わ
れ
て
 ぃ
 る
が
開
山
忌
の
 

盛
況
に
は
ほ
ど
遠
い
。
 

 
 

日
展
供
養
は
死
者
を
個
別
に
供
養
し
、
ま
た
先
祖
供
養
 は
 家
の
 先
祖
全
体
を
供
養
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

松
阪
市
を
中
心
と
し
た
地
域
で
は
、
「
朝
田
ま
い
り
」
と
称
し
て
 朝
熊
山
の
 タ
ケ
 マ
イ
 サ
と
 同
様
に
死
者
が
で
る
と
葬
式
の
翌
日
 

 
 

類
 が
集
ま
り
故
人
が
生
前
着
用
し
て
い
た
衣
類
を
持
参
し
て
 朝
 回
青
に
行
 き
 、
本
堂
の
天
井
か
ら
そ
れ
を
吊
る
し
法
要
を
行
っ
 て
い
る
。
 

2
5
 

 
 

南
島
町
の
場
合
、
す
べ
て
が
死
者
供
養
の
も
の
で
は
な
く
、
 魚
 類
 一
切
供
養
の
塔
婆
も
建
立
さ
れ
て
い
る
。
 



追
記
 

（
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 ）
 

（
 7
 Ⅰ
 

（
 8
 ）
 

（
 9
 ）
 

（
 0
 ）
 

（
・
Ⅰ
）
 

（
 2
 ）
 

（
 3
 ）
 

（
 丹
 
4
 ）
 

通
夜
、
告
別
式
な
ど
一
連
の
儀
礼
が
完
了
す
る
ま
で
に
 ニ
 @
 三
 日
の
時
間
が
必
要
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
過
去
帳
に
記
録
さ
れ
 て
い
る
死
亡
し
 

た
 日
と
 タ
ケ
 マ
イ
リ
が
施
行
さ
れ
た
日
か
ら
推
定
し
て
死
後
五
 日
 ま
で
を
 シ
ア
ゲ
 の
 タ
ケ
 マ
イ
リ
で
あ
る
と
し
た
。
 

こ
れ
ら
末
寺
と
な
っ
て
い
る
地
区
で
は
寺
院
が
あ
ら
か
じ
め
 塔
 婆
 建
立
の
申
し
込
み
を
と
り
ま
と
め
、
寺
院
か
ら
金
剛
証
寿
へ
通
 勅
 す
る
と
 ぃ
 

ラ
 シ
ス
テ
ム
が
と
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
水
仕
過
去
帳
 と
 は
 別
の
も
の
に
記
録
さ
れ
る
。
ま
た
一
色
町
の
昌
久
寺
は
臨
済
め
 
不
妙
心
寺
派
、
 

鳥
羽
両
国
 崎
 の
 常
福
 寺
は
曹
洞
宗
で
あ
る
。
 

本
論
文
で
は
開
山
忌
と
解
釈
す
る
。
 

宮
田
 
登
 
「
ア
サ
 マ
 信
仰
」
和
歌
森
太
郎
 編
同
 志
摩
の
民
俗
 ヒ
士
 
巻
川
弘
文
館
 

桜
井
徳
太
郎
「
前
掲
論
文
」
 

桜
井
徳
太
郎
「
山
中
他
界
観
の
成
立
と
展
開
１
１
伊
勢
朝
熊
山
 0
 タ
 ケ
 マ
イ
リ
」
日
日
本
歴
史
二
四
九
号
 ヒ
 

桜
井
徳
太
郎
「
前
掲
論
文
」
 

昭
和
三
九
年
の
伊
勢
志
摩
ス
カ
イ
ラ
イ
ソ
の
開
通
、
四
五
年
の
 近
鉄
志
摩
線
の
乗
り
入
れ
、
昭
和
五
一
年
の
パ
一
ル
ロ
ー
ド
 全
 線
 開
通
な
ど
こ
 

の
 地
域
一
帯
の
道
路
網
・
交
通
事
情
の
大
規
模
な
整
備
・
改
良
 が
な
さ
れ
た
。
 

伊
勢
市
・
小
俣
町
・
玉
城
町
・
二
見
町
・
御
薗
村
・
度
会
町
 
明
和
町
で
は
現
在
、
南
 勢
 広
域
斎
場
（
度
会
郡
玉
城
町
）
に
お
 い
て
約
七
 0
 バ
 

一
セ
 ソ
ト
に
 お
よ
ぶ
数
が
火
葬
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
志
摩
 側
 の
 地
区
（
鳥
羽
布
、
磯
部
町
、
浜
島
町
、
阿
児
町
、
大
王
町
、
志
 摩
町
 四
八
地
 

区
 に
つ
い
て
調
査
し
た
 結
思
 、
墓
制
に
関
し
て
は
両
墓
制
上
草
 墓
制
、
葬
法
に
関
し
て
は
土
葬
上
火
葬
へ
の
変
化
が
進
行
中
で
 あ
り
、
ま
た
 葬
 

列
 に
関
し
て
は
規
模
の
縮
小
あ
る
い
は
廃
止
の
傾
向
に
あ
る
。
 例
え
ば
浜
島
町
浜
島
で
は
昭
和
四
四
年
か
ら
土
葬
か
ら
火
葬
 へ
 と
 葬
法
が
変
化
 

し
 、
ま
た
墓
所
も
他
の
地
区
と
ム
ロ
同
に
な
り
、
葬
式
そ
の
も
の
 
も
 家
か
ら
 墓
 へ
と
い
う
一
連
の
葬
儀
の
流
れ
が
葬
法
の
変
化
に
 よ
り
、
遺
体
を
 

葬
式
の
前
に
茶
屋
 に
 付
す
た
め
喪
家
か
ら
 幸
 へ
と
変
化
し
、
 そ
 れ
と
同
時
に
葬
列
も
近
親
者
だ
け
の
も
の
と
な
っ
た
。
な
お
 遺
 骨
は
葬
式
が
終
 

了
 後
、
親
類
に
よ
っ
て
事
に
納
骨
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
 

本
研
究
は
昭
和
五
九
年
よ
り
赤
池
憲
昭
教
授
（
愛
知
学
院
大
学
 文
学
部
）
を
中
心
と
し
て
発
足
し
た
徐
行
事
研
究
会
が
行
な
っ
 た
 伊
勢
志
摩
 地
 

力
の
民
俗
調
査
研
究
の
一
部
門
で
あ
り
、
研
究
会
の
業
績
と
し
 て
は
、
赤
池
憲
昭
 -
 
 「
志
摩
の
盆
行
事
１
１
新
亡
の
性
格
を
め
 
八
入
っ
て
 
｜
し
 

宙
 愛
知
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
第
一
七
号
し
、
赤
池
憲
昭
 
林
 
淳
 -
 「
鳥
羽
 
市
 の
 盆
 行
事
調
査
資
料
報
告
」
（
愛
知
学
院
大
学
 人
間
文
化
研
究
 

所
 紀
要
 
ヨ
 人
間
文
化
 日
 第
三
号
）
、
ま
た
 q
4
p
 

軍
コ
 の
の
の
）
 

O
E
 

目
曲
 -
0
 
め
勾
緩
俺
 
@
0
 
括
 
史
臣
 日
 幼
く
 0
 三
ヨ
 の
 ）
 
更
之
 0
 
・
 N
.
 
の
 ヒ
 （
南
山
 
め
 
示
教
文
化
研
究
 

所
 ）
に
論
文
三
編
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
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春
秋
社
一
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￥
 問
 研
究
の
進
歩
は
必
ず
し
も
ど
の
分
野
も
同
一
の
速
度
で
進
 ん
で
 行
 

く
も
の
で
は
な
い
。
他
の
分
野
が
ど
ん
な
に
進
ん
で
も
、
ぱ
っ
 か
り
と
 取
 

り
 残
さ
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
ど
こ
か
出
て
来
る
。
し
か
も
、
 

そ
の
周
辺
 

を
 専
攻
す
る
研
究
者
は
意
外
に
も
そ
の
欠
如
に
気
が
付
か
な
い
，
 
」
と
が
 多
 

い
 。
日
本
の
思
想
宗
教
史
で
言
え
ば
、
神
道
の
分
野
が
そ
れ
に
 肖
 る
。
 戦
 

前
に
は
国
家
神
道
の
狂
気
の
前
に
批
判
的
な
研
究
は
封
ぜ
ら
れ
 、
戦
後
に
 

は
 嚢
に
懲
り
て
檜
を
吹
く
と
い
う
わ
げ
で
、
そ
の
存
在
そ
の
も
 の
が
ひ
た
 

す
ら
無
視
さ
れ
続
け
た
。
ま
し
て
、
仏
教
系
の
神
道
は
、
仏
教
 の
 側
か
ら
 

も
神
道
の
側
か
ら
も
不
純
な
夫
雑
物
の
如
く
に
見
ら
れ
、
お
 ょ
 そ
ま
と
も
 

な
 研
究
の
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
ま
 で
の
山
王
 

神
道
（
天
台
神
道
）
に
関
す
る
研
究
論
文
は
、
菅
原
氏
が
本
書
 の
 四
五
頁
 

注
 的
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
数
は
微
々
た
る
も
の
で
あ
 り
 、
 専
著
 

と
し
て
は
本
書
が
は
じ
め
て
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
い
か
に
研
究
 が
な
さ
れ
 

菅
原
宿
海
若
 

円
山
王
神
道
の
研
究
三
 

車 三目 

"T 由 - 頁 " 

と 

紹 

介 

て
い
な
か
っ
た
か
が
、
痛
切
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
 

も
っ
と
も
、
こ
れ
は
研
究
者
の
側
に
す
べ
て
の
責
任
を
帰
す
る
 こ
と
が
 

で
き
な
い
面
も
あ
る
。
対
象
と
さ
れ
る
文
献
が
き
わ
め
て
錯
綜
 し
て
わ
か
 

り
に
く
く
、
例
え
ば
、
中
世
山
王
神
道
の
も
っ
と
も
主
要
な
文
 献
セ
 あ
る
 

ョ
山
家
要
略
記
」
は
、
多
数
の
写
本
が
互
い
に
構
成
と
内
容
を
 異
に
し
、
 

そ
れ
だ
け
で
も
 う
 投
げ
出
し
た
く
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
も
、
 

内
容
は
と
 

言
え
ば
、
ど
こ
ま
で
信
用
で
き
る
の
か
不
明
の
古
書
を
根
拠
に
 、
近
代
的
 

な
 合
理
主
義
の
洗
礼
を
受
け
た
眼
か
ら
す
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
 荒
 唐
 無
稽
 と
 

も
 言
 う
 べ
き
話
が
羅
列
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
ど
こ
か
ら
ど
 う
 手
を
付
け
 

た
ら
よ
い
の
か
、
お
よ
そ
見
当
が
付
か
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
 

し
か
し
、
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
最
近
に
な
っ
て
少
し
ず
つ
 で
は
あ
 

る
が
、
若
い
世
代
 仁
 よ
っ
て
天
台
系
の
神
道
に
関
す
る
地
道
で
 着
実
な
文
 

献
 研
究
が
行
な
わ
れ
る
よ
 う
 に
な
っ
て
来
て
い
る
。
円
山
家
妻
 略
記
口
を
 

中
心
と
す
る
文
献
研
究
を
進
め
て
い
る
野
本
覚
放
氏
、
山
王
 神
 道
の
成
立
 

に
つ
い
て
新
鮮
な
問
題
提
起
を
な
し
て
い
る
佐
藤
真
人
氏
、
申
 世
か
ら
 近
 

世
に
及
ぶ
山
王
神
道
の
思
想
史
的
な
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
 曽
根
原
理
 

氏
な
ど
で
あ
る
。
 
そ
 5
 し
た
 ょ
り
若
い
世
代
の
研
究
に
先
駆
け
 て
 、
錯
綜
 

し
た
藪
の
中
に
新
た
な
道
を
切
り
開
い
て
き
た
の
が
、
 

他
 な
ら
 ぬ
 本
書
の
 

著
者
菅
原
宿
海
底
で
あ
っ
た
。
 

こ
の
 困
娃
 な
領
域
で
氏
が
精
力
的
に
研
究
を
進
め
、
大
き
な
 成
 果
 を
挙
 

げ
 え
た
の
は
、
そ
れ
な
り
の
外
的
な
条
件
も
あ
っ
た
こ
と
と
 思
 わ
れ
る
。
の
 

「
あ
と
が
 ぎ
 」
に
も
見
え
る
 よ
う
 に
、
日
光
山
輪
王
寺
一
山
に
 属し
、
 そ
 

③
 

の
 縁
か
ら
福
井
康
 順
 氏
の
指
導
を
受
け
て
研
究
を
続
け
る
と
い
 ぅ
 恵
ま
れ
 

1
 
舘
 

た
 条
件
も
あ
り
、
ま
た
特
に
 、
天
 ム
ロ
宗
典
編
纂
所
の
編
纂
委
員
 
と
し
て
、
 



個
人
で
は
収
集
不
可
能
な
各
地
の
貴
重
な
写
本
を
利
用
で
き
た
 と
い
う
点
 

は
、
 他
の
研
究
者
に
は
得
ら
れ
な
い
 人
 ぎ
な
利
点
で
あ
っ
た
で
 あ
ろ
う
。
 

し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
を
有
効
に
生
か
す
こ
と
の
で
き
た
の
 は
 著
者
の
 

力
に
よ
 
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ば
か
り
か
、
数
年
を
病
気
療
養
 に
 費
や
す
 

と
い
う
逆
境
を
克
服
し
て
、
遂
に
本
書
を
完
成
さ
れ
た
こ
と
は
 、
ま
さ
に
 

氏
の
研
究
に
か
け
 ろ
 情
熱
の
然
ら
し
む
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

心
 か
ら
の
 敬
 

意
 と
祝
福
の
意
を
表
し
た
い
。
 

一
 "
 

さ
て
、
本
書
の
内
容
で
あ
る
が
、
 

大
 ぎ
く
第
一
篇
と
第
二
篇
に
 分
 げ
ら
 

ね
 、
そ
れ
に
短
い
序
論
と
、
全
体
を
要
約
し
た
結
論
が
付
さ
れ
 て
い
る
。
 

第
一
篇
は
「
日
本
天
台
に
お
け
る
神
祇
信
仰
」
と
題
さ
れ
、
 歴
 史
的
に
日
 

本
天
台
に
お
け
る
神
祇
観
、
及
び
山
王
神
道
の
展
開
を
追
い
、
 第
二
篇
は
 

「
山
王
神
道
典
籍
の
研
究
」
と
題
さ
れ
て
、
㍉
耀
天
記
三
円
山
家
 

要
略
記
 ト
 

自
蔵
神
霊
応
 章
臼
 円
山
家
長
略
記
目
な
ど
の
山
王
神
道
文
献
の
詳
 
細
 な
研
究
 

か
ら
な
っ
て
い
る
。
 

そ
こ
で
、
も
う
少
し
立
ち
入
っ
て
内
容
を
見
て
い
こ
う
。
 
ま
 ず
 
「
 序
 

論
 」
で
、
「
山
王
神
道
」
と
い
う
呼
称
自
体
は
天
海
の
頃
ま
で
 下
り
、
 
古
 

い
 言
葉
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
「
山
王
」
と
い
う
 
名
 0
%
 

中
苗
 

呑
撰
 
、
 

お
よ
び
由
来
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
最
澄
の
と
き
 仁
 そ
の
神
 

名
 が
見
ら
れ
、
そ
の
名
は
中
国
の
天
台
山
の
鎮
守
に
由
来
す
る
 と
い
う
 っ
 

第
一
篇
は
七
章
か
ら
な
る
が
、
第
一
章
「
日
本
天
ム
コ
最
期
に
お
 

げ
る
 神
 

祇
 信
仰
」
、
第
二
章
「
円
珍
の
山
王
信
仰
」
、
第
三
章
「
円
珍
 

以
 後
の
山
王
 

信
仰
」
、
第
四
章
「
山
王
七
社
の
形
成
」
は
、
山
王
七
社
体
制
 の
で
き
る
 

ま
で
の
歴
史
的
な
展
開
を
追
っ
て
い
る
。
そ
の
論
述
 は
 さ
ま
ざ
 ま
な
史
料
 

を
 用
い
て
多
岐
に
わ
た
る
が
、
第
四
章
末
に
以
下
の
よ
う
に
 結
論
さ
れ
 

瑚
 

 
 

る
 。
 

 
  

 

以
上
の
よ
う
に
、
日
吉
山
三
七
社
が
形
成
さ
れ
て
行
く
過
程
を
 み
ほ
 

て
み
る
と
、
…
…
ま
ず
い
つ
の
頃
 か
 、
二
宮
権
現
即
ち
 小
 比
叡
 明
神
 

が
 祀
ら
れ
、
そ
し
て
大
宮
権
現
即
ち
大
比
叡
明
神
が
天
智
天
皇
 の
頃
 

に
 勧
請
さ
れ
、
こ
れ
に
 聖
 真
子
権
現
が
加
わ
っ
て
、
三
社
権
現
 と
し
 

て
の
山
王
三
聖
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
の
山
王
三
聖
は
智
証
大
師
 円
珍
 

の
頃
に
成
立
し
、
信
仰
さ
れ
た
、
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
七
社
 0
@
 
つ
 

ち
 他
の
四
社
は
そ
れ
ぞ
れ
の
祭
神
と
崇
め
る
信
者
に
よ
っ
て
 勧
 請
さ
 

れ
 祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
、
な
か
で
も
十
禅
師
信
仰
 は
か
 

な
り
古
く
寛
弘
四
年
（
 一
 0
0
 
七
）
頃
の
志
賀
僧
正
明
 尊
 の
と
 き
か
 

ら
 確
か
め
ら
れ
る
 よ
う
 で
あ
る
。
八
王
子
は
天
喜
元
年
（
 
一
 O
 五
 

三
）
、
客
人
は
万
寿
五
年
（
 
一
 0
 二
八
）
、
三
宮
は
永
久
三
年
（
 

一
一
 

一
五
）
に
、
そ
の
存
立
が
確
認
さ
れ
る
。
二
三
九
頁
）
 

第
五
章
「
天
照
大
神
と
山
王
神
道
」
は
、
伊
勢
と
日
吉
の
習
合
 が
、
天
 

照
 大
神
Ⅱ
大
日
如
来
（
 毘
 度
合
口
遊
 口
 那
仏
）
、
大
宮
Ⅱ
釈
迦
 
と
 
い
う
本
 

ぬ
 仏
に
基
づ
き
、
釈
迦
と
大
日
の
一
体
と
い
う
理
解
か
ら
説
明
 さ
れ
る
こ
 

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
さ
ら
に
慈
遍
の
日
天
地
神
祇
 審
 鏡
裏
 記
 ト
に
、
こ
 

0
 間
 題
 に
つ
い
て
三
つ
の
疑
い
を
提
示
し
て
解
釈
を
試
み
て
い
 る
こ
と
が
 

紹
介
さ
れ
る
。
 

慈
遍
は
中
世
の
天
台
神
道
の
理
論
家
と
し
て
も
っ
と
も
注
目
さ
 れ
る
 存
 

花
 で
あ
る
。
彼
は
山
王
神
道
の
理
論
化
と
い
う
面
で
も
注
目
さ
 れ
る
が
、
 

そ
れ
以
上
に
伊
勢
神
道
の
流
れ
を
受
け
、
独
自
の
天
皇
論
を
展
 聞
 し
た
こ
 



と
で
、
後
世
へ
の
影
響
も
大
き
い
。
第
六
章
「
慈
遍
の
神
道
 諦
 」
で
は
こ
 

の
 慈
遍
の
思
想
が
解
明
さ
れ
る
。
特
に
以
下
の
よ
う
な
点
が
明
 ら
か
に
さ
 

後
世
流
行
す
る
三
教
枝
葉
果
実
論
（
仏
教
を
花
実
、
儒
教
を
 

れ
る
。
 1
 、
 

枝
葉
、
神
道
を
根
本
と
す
る
 説
 ）
は
既
に
慈
遍
に
見
ら
れ
る
。
 そ
の
も
と
 

は
 口
幕
府
 
書
ヒ
 の
よ
う
な
両
部
神
道
書
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
 。
 2
 、
 神
 

仏
 同
体
，
神
本
仏
 述
 調
は
、
鎌
倉
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
 成
 立
し
 、
慈
 

遍
 に
よ
っ
て
体
系
化
さ
れ
た
。
 
3
 、
諸
神
を
性
等
 神
 ・
 覚
等
 神
 ・
 邪
等
 

神
 、
あ
る
い
は
法
性
 神
 ・
 有
覚
神
 ・
 実
 巡
神
に
分
け
る
が
、
 こ
 の
よ
う
な
 

神
の
分
類
は
、
こ
の
頃
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
に
見
え
る
。
 4
 、
 義
士
 
口
 と
伊
 

勢
の
同
体
を
主
張
し
た
。
 

第
一
篇
の
最
後
 は
 第
七
章
「
天
海
と
山
王
一
実
神
道
」
と
題
さ
 ね
 、
 近
 

世
 初
頭
の
天
海
に
よ
る
山
王
一
実
神
道
の
創
設
と
、
そ
の
発
展
 が
 論
じ
ら
 

れ
る
。
そ
の
展
開
に
関
し
て
は
、
特
に
乗
 因
 が
取
り
上
げ
ら
れ
 る
が
、
 乗
 

困
の
思
想
は
道
家
の
影
響
を
強
く
受
け
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
 て
 山
王
 一
 

美
神
道
は
「
正
統
な
後
継
者
を
 ぅ
 る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
」
（
 た
 一
三
一
 
0
 

頁
 ）
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
 

以
上
の
よ
う
に
、
第
一
篇
が
山
王
神
道
の
歴
史
的
な
展
開
を
追
 っ
て
 い
 

る
の
に
対
し
て
、
第
二
篇
は
五
章
か
ら
な
り
、
主
要
な
山
王
 神
 道
の
文
献
 

に
つ
い
て
の
個
別
的
な
検
討
で
あ
る
。
 

ま
ず
、
第
一
章
で
は
「
耀
天
記
 ヒ
が
 取
り
上
げ
ら
れ
る
。
同
権
 大
証
」
 

介
は
 長
く
「
 続
 群
書
類
従
 目
 所
収
 木
 が
用
い
ら
れ
て
き
た
が
 、
よ
り
原
形
に
 

蠕
 
近
い
と
考
え
ら
れ
る
正
応
本
の
発
見
に
よ
り
、
そ
の
研
究
 
は
 新
た
な
段
階
 

翻
に
 入
っ
た
。
特
に
正
応
本
に
含
ま
れ
な
い
「
山
王
事
」
を
 ど
の
よ
う
に
 位
 

置
付
け
る
か
が
大
き
な
問
題
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
「
山
王
事
 」
 け
は
 
㍉
 
擢
 

天
記
ヒ
 の
中
で
も
も
っ
と
も
長
い
項
目
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
 、
そ
こ
で
 

は
じ
め
て
山
王
神
道
の
理
論
的
な
展
開
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
 で
あ
る
。
 

著
者
は
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
「
山
王
事
」
の
検
討
を
進
め
、
 「
そ
の
上
 

限
 が
一
一
二
 0
.
 三
 0
 年
代
で
、
そ
の
下
限
は
一
一
二
一
 
0
 年
以
 -
 
刊
 と
い
う
 

こ
と
に
な
り
…
…
下
限
は
一
一
八
 0
 年
頃
に
ま
で
遡
ら
せ
て
も
 よ
い
よ
う
 

で
あ
る
」
（
二
六
一
頁
）
と
結
論
さ
れ
る
。
 

中
世
山
王
神
道
の
中
心
と
な
る
文
献
は
円
山
家
要
略
記
 ヒ
 で
あ
 る
が
、
 

上
述
の
よ
う
に
内
容
が
錯
綜
し
て
お
り
、
従
来
ほ
と
ん
ど
研
究
 が
な
さ
れ
 

て
い
な
か
っ
た
。
菅
原
氏
や
野
本
覚
 成
 氏
の
研
究
に
よ
っ
て
 、
 よ
う
や
く
 

全
貌
が
 露
 わ
に
な
り
っ
つ
あ
る
。
第
二
章
以
下
は
何
ら
か
の
点
 で
 円
山
家
 

要
略
記
 b
 と
関
連
し
た
文
献
の
研
究
に
当
て
ら
れ
て
お
り
、
 著
 者
の
面
目
 

が
 躍
如
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
二
章
は
円
 
山
家
要
略
 

記
ヒ
の
 概
論
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
著
者
は
四
 0
 種
を
超
え
 8
 
 
円
要
略
 

記
し
の
写
本
を
九
巻
本
・
七
巻
本
・
五
巻
本
・
三
巻
本
・
二
巻
 本
 ・
一
巻
 

本
に
分
類
し
、
さ
ら
に
本
書
と
関
連
す
る
史
料
の
一
覧
を
作
成
 
し
て
い
 

る
 。
こ
れ
は
章
末
の
「
円
山
家
要
略
記
 
b
 類
 対
照
表
」
（
別
表
 三
 ）
と
と
も
 

仁
 極
め
て
便
利
で
有
益
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
成
立
や
 内
容
の
 一
 

端
 に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
 

第
三
章
は
 
ヨ
 要
略
記
 ヒ
 諸
本
の
中
か
ら
内
閣
文
庫
所
蔵
五
巻
本
 を
 取
り
 

上
げ
、
 各
 巻
の
内
容
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
の
結
論
は
、
同
書
 0
 巻
 一
 @ 

四
は
記
家
の
分
類
で
「
 厳
 神
霊
応
 章
ト
に
 属
し
、
 巻
二
 が
も
っ
 と
も
古
い
 

山
王
神
道
の
考
え
を
伝
え
て
い
る
こ
と
、
養
二
と
券
 四
 と
で
 山
 三
神
道
の
 

基
本
的
な
教
 説
は
 尽
き
て
い
る
こ
と
、
等
で
あ
る
。
 

第
四
章
は
こ
の
 弓
厳
 
神
霊
応
 章
ヒ
 に
関
す
る
研
究
で
あ
る
が
、
 現
存
す
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る
こ
の
名
前
の
書
物
は
「
山
家
要
略
記
 ヒ
の
 異
本
で
あ
り
、
 そ
 の
 原
形
を
 

知
る
に
は
諸
本
に
「
 厳
 神
霊
応
 章
巳
 と
し
て
引
用
さ
れ
た
も
の
 の
 検
討
が
 

必
要
で
あ
る
。
そ
の
検
討
の
結
果
、
本
書
は
鎌
倉
中
期
か
ら
後
 期
 に
か
け
 

て
 、
山
王
神
道
に
関
す
る
伝
承
を
諸
書
か
ら
収
録
し
た
も
の
で
 あ
る
と
 結
 

諭
 さ
れ
る
。
 

最
後
に
第
五
章
で
は
「
山
家
 最
 略
記
 b
 が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
 本
書
は
 

円
山
家
要
略
記
 
ヒ
の
 抄
録
と
言
わ
れ
る
が
、
著
者
の
検
討
に
よ
 
り
、
 必
ず
 

し
も
 両
書
 が
重
複
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
 
円
最
 
略
記
 ヒ
 と
そ
の
 

他
 0
 
ョ
要
略
記
 
ヒ
 な
ど
の
内
容
を
詳
し
く
比
較
し
た
「
別
表
 四
 @
 人
」
 も
 

貴
重
な
成
果
で
あ
る
。
ま
た
、
現
行
の
仏
教
全
書
所
収
の
円
 
山
家
 最
略
 

記
 b
 に
は
大
き
な
錯
簡
が
あ
り
、
こ
れ
も
著
者
の
綿
密
な
研
究
 に
よ
っ
て
 

正
さ
れ
た
。
 

以
上
、
本
書
の
内
容
を
概
観
し
た
。
し
か
し
、
本
書
は
級
 密
で
 詳
細
な
 

文
献
考
証
に
こ
そ
そ
の
本
領
が
あ
る
の
で
あ
り
、
以
上
の
 よ
う
 な
 概
観
で
 

は
そ
の
驚
嘆
す
べ
 き
 成
果
の
ど
れ
ほ
ど
が
紹
介
で
き
た
か
心
許
 な
い
。
 特
 

に
 第
二
篇
の
第
二
章
以
下
の
円
山
家
要
略
記
 卜
 関
係
の
論
述
 こ
 そ
 圧
巻
で
 

あ
る
。
「
要
略
記
ヒ
日
長
略
記
 
L
 
、
さ
ら
に
は
そ
れ
と
関
連
す
る
 極
め
て
 多
 

数
の
写
本
の
す
べ
て
に
目
を
通
し
、
分
類
し
、
内
容
を
比
較
し
 、
整
理
す
 

る
と
い
う
、
い
ま
ま
で
誰
一
人
踏
み
込
ま
な
か
っ
た
全
く
気
の
 セ
 
屋
 く
な
る
 

よ
う
な
作
業
に
あ
え
て
挑
み
、
長
い
年
月
の
た
り
ま
ざ
る
努
力
 と
 卓
越
し
 

た
 洞
察
力
を
も
っ
て
、
は
じ
め
て
こ
の
前
人
未
到
の
成
果
が
実
 を
 結
ん
だ
 

の
で
あ
る
。
山
王
神
道
の
研
究
は
本
書
を
な
っ
て
は
じ
め
て
 最
 初
の
第
一
 

頁
を
開
い
た
と
言
っ
て
過
言
で
な
い
。
一
般
に
学
問
研
究
は
従
 来
の
研
究
 

に
 新
し
い
も
の
を
付
け
加
え
っ
二
進
歩
し
て
ゆ
く
の
 に
 、
こ
こ
 で
は
そ
の
 

基
盤
と
な
る
先
人
の
研
究
が
な
い
。
す
べ
て
は
こ
こ
か
ら
始
ま
 る
の
で
あ
 

り
、
 道
な
ぎ
と
こ
ろ
に
道
を
開
い
た
著
者
の
栄
光
は
、
今
後
生
 諸
 領
域
の
 

研
究
が
継
承
進
展
さ
れ
る
限
り
、
忘
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
で
 あ
ろ
う
。
 

一
 

こ
の
よ
う
に
、
本
書
は
山
王
神
道
の
研
究
に
輝
か
し
い
第
一
 
歩
 を
記
 

し
、
 他
の
追
随
を
許
さ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
 と
は
直
ち
 

に
 本
書
が
完
壁
で
あ
っ
て
、
今
後
の
研
究
を
必
要
と
し
な
い
と
 い
，
ゥ
，
こ
，
と
 

を
 意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
恐
ら
く
本
書
を
基
盤
と
し
て
 よ
 り
 若
い
研
 

免
者
た
ち
に
よ
っ
て
大
い
に
研
究
が
進
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
 、
本
書
の
 

説
へ
の
批
判
も
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
後
述
の
よ
う
に
 、
す
で
に
 

一
部
に
著
者
の
説
へ
の
批
判
も
呈
せ
ら
れ
て
い
る
。
何
よ
り
も
 
著
者
 自
 

身
 、
こ
れ
で
研
究
が
終
っ
た
 ね
げ
 で
 は
 な
く
、
今
後
さ
ら
に
 若
 い
 研
究
者
 

の
 先
頭
に
立
っ
て
、
研
究
を
進
め
て
下
さ
る
で
あ
ろ
う
。
何
分
 に
も
対
象
 

が
こ
れ
以
上
な
い
ほ
ど
錯
綜
し
た
も
の
で
あ
り
、
著
者
の
論
述
 も
そ
れ
に
 

従
っ
て
、
あ
る
と
ぎ
は
苦
渋
の
跡
を
と
ど
め
、
あ
る
と
ぎ
は
 結
 論
を
定
め
 

か
ね
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
点
を
あ
げ
 つ
 ら
 ぅ
 こ
と
は
本
稿
 
の
 意
図
で
 

は
な
い
が
、
進
ん
で
著
者
の
教
示
を
請
 い
 た
い
箇
所
を
一
、
二
 挙
げ
て
お
 

き
た
い
。
 

ま
ず
、
第
一
篇
第
四
章
「
山
王
七
社
の
形
成
」
で
あ
る
が
、
 
，
 
」
 れ
は
 

「
あ
と
が
き
」
に
も
あ
る
 よ
う
 に
、
も
と
も
と
 
弓
 東
洋
の
思
想
 と
 宗
教
 畦
 

第
四
号
（
一
九
八
七
）
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
 本
文
中
に
 

も
 示
さ
れ
て
い
る
よ
 う
 に
、
佐
藤
真
人
氏
の
論
文
「
山
王
七
社
 の
 成
立
」
 

客
神
道
学
ト
一
二
五
、
一
九
八
五
）
を
批
判
し
っ
 
っ
 論
述
を
進
 め
て
い
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書評と紹介 

吉 ま 確に（後 一 

つに 反て者点 八 

切ハで 頃 の れる。 8 本注かし七   
を
 背
景
に
形
成
さ
れ
た
こ
と
は
い
 う
 ま
で
も
な
い
」
二
三
九
 頁
 ）
 と
す
 

る
が
、
佐
藤
氏
は
す
で
に
別
の
論
文
（
「
山
王
神
道
形
成
 史
の
 
一
斑
」
、
 

円
宗
教
研
究
 b
 二
六
上
 ハ
 、
一
九
八
五
）
で
七
社
制
の
方
が
先
行
 す
る
と
し
 

て
い
る
。
菅
原
氏
は
こ
の
論
文
に
言
及
し
な
が
ら
、
こ
の
点
を
 無
視
し
て
 

い
る
。
 

評
者
は
こ
の
問
題
に
関
し
て
ま
っ
た
く
専
門
外
で
あ
る
か
ら
、
 両
者
の
 

主
張
の
い
ず
れ
が
正
し
い
か
判
定
で
き
る
立
場
に
は
な
い
。
 し
 か
し
、
 佐
 

藤
氏
の
主
張
も
十
分
に
筋
が
通
っ
て
説
得
力
が
あ
り
、
そ
れ
に
 対
し
て
 菅
 

陳
氏
が
本
書
で
も
以
前
の
自
説
を
踏
襲
す
る
の
で
あ
れ
ば
何
ら
 か
の
反
論
 

が
 必
要
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
 0
 特
に
第
二
点
は
 、
 明
ら
か
に
 
菅
原
氏
の
 

一
つ
の
論
文
内
に
お
け
る
記
述
の
矛
盾
で
あ
り
、
ケ
ア
レ
ス
 
く
ス
 に
 属
 

す
る
も
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
記
述
の
矛
盾
は
他
に
も
見
ら
れ
る
。
第
二
篇
第
一
 土
 
早
で
 著
 

者
は
円
耀
天
記
 b
 「
山
王
事
」
の
成
立
年
代
の
推
定
を
行
な
っ
て
 

い
 る
が
、
 

最
初
、
い
く
つ
か
の
根
拠
か
ら
「
「
山
王
事
」
の
成
立
年
代
は
 、
 凡
そ
 
一
 

一
二
 0
 ｜
 一
一
三
 0
 年
代
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
（
二
五
九
 頁
 ）
・
。
 
し
 

し
て
、
「
こ
れ
で
成
立
の
年
代
ほ
ほ
ぼ
確
定
し
た
と
考
え
て
よ
 い
と
思
わ
 

れ
る
」
（
同
）
と
し
な
が
ら
、
そ
の
後
で
「
「
山
王
事
」
に
み
え
 

る
 説
も
 、
 

慈
円
の
頃
を
上
限
と
し
、
そ
れ
と
同
じ
頃
と
み
て
よ
い
」
 
公
 二
八
 
0
 頁
 ）
 

と
あ
る
。
慈
円
は
一
一
五
五
 ｜
 一
一
二
一
五
年
の
人
で
あ
る
か
ら
 、
こ
れ
で
 

は
 先
の
緒
論
と
ず
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
後
で
さ
ら
に
、
「
「
山
王
 

事
 」
の
成
の
 

立
年
代
は
、
そ
の
上
限
が
一
一
二
 0
.
 三
 0
 年
代
で
、
そ
の
 下
 限
は
 
一
二
③
 

二
 0
 年
 以
前
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
…
…
下
限
は
一
一
八
 0
 年
 頃
に
ま
で
㏄
 

 
 

遡
ら
せ
て
も
よ
い
よ
う
で
あ
る
」
（
二
六
一
頁
）
と
あ
っ
て
 、
，
 」
れ
が
 最
 



終
 的
な
結
論
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
前
後
の
記
述
の
 矛
盾
 は
読
 

者
を
と
 さ
 ど
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
 

も
っ
と
も
、
こ
の
頃
の
天
ム
ロ
関
係
の
文
献
の
成
立
は
、
神
道
関
 

係
 の
み
 

に
 限
ら
ず
極
め
て
確
定
が
困
難
で
、
一
書
の
中
に
ま
っ
た
く
 時
 代
 が
ず
れ
 

る
と
思
わ
れ
る
思
想
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
も
ま
れ
で
は
な
い
 。
周
到
に
 

検
討
す
れ
ば
検
討
す
る
ほ
ど
確
定
で
き
な
く
な
っ
て
ゆ
く
と
 
-
 
」
ろ
が
あ
 

る
 。
そ
れ
ゆ
え
、
い
ろ
い
ろ
な
論
拠
に
し
た
が
っ
て
別
の
年
代
 が
 出
て
 き
 

て
も
無
理
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
せ
め
て
も
 う
 少
し
整
理
し
て
 記
述
し
て
 

お
い
て
頂
け
れ
ば
、
読
者
と
し
て
わ
か
り
や
す
か
っ
た
で
あ
ろ
 告
ノ
つ
 

ち
な
み
に
、
「
山
王
事
」
の
成
立
に
関
し
て
は
、
評
者
も
か
っ
 て
 著
者
 

の
 説
に
対
し
て
い
さ
さ
か
批
判
的
な
こ
と
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
 る
 
（
拙
稿
 

「
固
有
の
宗
教
・
思
想
と
仏
教
」
、
 
円
 講
座
・
仏
教
の
受
容
と
変
 容
ヒ
 Ⅰ
 
ハ
、
 

伎
 放
出
版
社
、
一
九
九
一
）
。
評
者
の
説
は
、
「
山
王
事
」
に
「
 

尺
迦
 如
来
 

皇
 即
位
元
年
（
六
六
一
）
と
す
れ
ば
、
五
百
八
十
余
年
の
ち
 ほ
 

ハ
 大
宮
権
現
 ト
顕
テ
 
…
…
五
百
八
十
余
年
 ノ
今
 二
至
 テ
 」
と
あ
 る
の
を
、
 

一
二
四
 0
 

菅
原
氏
が
仏
教
会
 伝
 
（
五
三
八
年
、
ま
た
は
五
五
三
年
）
か
ら
 

五
百
八
十
 

余
年
と
見
る
（
二
五
八
頁
）
の
に
対
し
て
、
大
宮
の
示
現
か
ら
 五
百
八
十
 

余
年
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
 を
天
智
夫
 

年
代
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
少
し
下
り
過
ぎ
る
か
 
と
も
思
う
 

が
、
 少
な
く
と
も
一
二
世
紀
前
半
に
ま
で
遡
ら
せ
る
こ
と
は
 無
 理
 で
は
な
 

い
か
と
考
え
て
い
る
。
評
者
に
は
菅
原
氏
の
よ
う
な
こ
の
方
面
 の
 広
範
な
 

知
識
も
な
い
の
で
、
ま
っ
た
く
の
思
い
付
き
に
過
ぎ
な
い
が
、
 今
回
、
 
わ
 

ざ
 ね
ぎ
 第
一
章
末
に
「
追
記
」
と
し
て
言
及
し
て
頂
い
た
の
は
 、
汗
顔
の
 

至
り
で
あ
る
。
そ
の
点
に
関
し
て
も
、
い
ず
れ
著
者
の
ご
教
示
 を
た
ま
 わ
 

る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
 

以
上
の
他
に
も
、
著
者
の
説
が
揺
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
も
う
 少
 し
 記
述
 

囲
 

を
 解
り
や
す
く
し
て
 頂
 ぎ
た
か
っ
た
と
こ
ろ
な
ど
、
な
い
わ
 
げ
で
は
な
の
 

 
 

い
 。
ま
た
、
今
後
本
書
の
説
は
批
判
を
受
け
る
と
こ
ろ
も
出
て
 く
る
で
あ
㏄
 

ろ
う
。
著
者
自
身
の
研
究
の
進
展
が
本
書
を
さ
ら
に
乗
り
越
え
 て
 進
ん
で
 

ゆ
く
と
こ
ろ
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
我
々
後
進
と
し
て
は
そ
の
 こ
と
を
 心
 

か
ら
望
み
た
い
。
し
か
し
、
山
王
神
道
研
究
の
原
点
と
も
い
 う
 べ
き
本
書
 

の
 価
値
は
、
今
後
の
研
究
の
進
展
と
と
も
に
増
し
こ
そ
す
れ
、
 ま
し
て
 減
 

ず
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
 



白
山
 方
 太
郎
著
 

「
北
畠
親
房
の
研
究
し
 

へ
り
か
ん
桂
一
九
九
一
竿
六
月
一
 
0
 日
刊
 

一
二
一
七
頁
三
六
 0
0
 円
 

佐
藤
質
人
 

中
世
神
道
研
究
全
般
が
現
在
に
お
い
て
も
な
お
停
滞
状
況
に
あ
 る
に
も
 

拘
ら
ず
、
北
畠
親
房
の
研
究
に
関
し
て
は
戦
前
よ
り
盛
ん
で
あ
 り
 、
今
日
 

ま
で
平
田
俊
 春
氏
 ・
山
田
孝
雄
氏
・
平
泉
 
澄
氏
 
・
久
保
田
仮
 氏
 

我
妻
 建
 

治
 氏
の
業
績
を
は
じ
め
、
多
数
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
 著
者
白
山
 

寿
 太
郎
氏
ほ
こ
れ
ら
先
学
の
研
究
を
継
承
し
つ
つ
、
昭
和
五
十
 五
年
に
出
 

叛
 さ
れ
た
 
ョ
職
源
 抄
の
基
礎
的
研
究
 ヒ
 （
皇
学
館
大
学
出
版
部
 
発
行
）
に
 

代
表
さ
れ
る
手
堅
い
文
献
考
証
に
よ
る
基
礎
的
研
究
を
進
め
、
 一
方
に
お
 

い
て
宗
教
的
・
思
想
的
観
点
か
ら
 親
 房
の
研
究
に
取
り
組
ん
 
で
こ
ら
れ
 

た
 。
戦
後
生
ま
れ
の
世
代
に
お
け
る
 親
房
 研
究
の
第
一
人
者
と
 
い
え
よ
 

ネ
ノ
 
0
 

本
書
の
構
成
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
。
 

第
一
章
北
畠
親
房
の
思
想
的
基
盤
 

第
一
節
和
歌
に
み
る
北
畠
親
房
の
思
想
 

介
 

第
二
節
北
畠
親
房
の
思
想
的
基
盤
 

蠕
 

学
寮
北
畠
親
房
に
お
け
る
歴
史
研
究
と
官
職
研
究
 

評
 

第
一
節
日
神
皇
正
統
記
し
の
歴
史
思
想
 

書
 

第
二
節
刀
 職
源
紗
 日
の
内
容
と
書
名
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ま
た
「
神
皇
正
統
記
 ヒ
の
 著
作
対
象
は
後
村
上
天
皇
で
あ
っ
た
 と
 断
言
 

し
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
現
在
学
説
が
分
か
れ
て
お
 り
 、
「
 正
 

統
記
 口
の
思
想
を
論
ず
る
上
で
も
避
け
て
通
れ
な
い
問
題
で
あ
 ム
 Ⅰ
 ぅ
 。
 主
モ
 

者
 な
り
の
説
を
提
示
し
た
論
考
（
「
神
皇
正
統
記
著
作
対
象
に
 関
す
る
 一
 

考
察
」
・
「
皇
学
館
大
学
紀
要
三
一
六
）
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
 

か
ら
、
 本
 

書
 に
収
録
す
る
か
、
あ
る
い
は
異
説
へ
の
批
判
を
含
め
、
改
め
 て
 著
者
の
 

詳
し
い
見
解
を
示
し
て
欲
し
か
っ
た
。
 

第
二
章
第
一
節
「
 月
 神
皇
正
統
記
目
の
歴
史
思
想
」
は
、
上
古
 
中
古
 

近
代
と
い
う
時
代
区
分
に
現
れ
た
 親
 房
の
時
代
認
識
に
焦
点
を
 当
て
、
 親
 

肩
 が
「
中
古
礼
賛
」
論
者
で
あ
る
と
す
る
小
島
吉
雄
 氏
等
 の
 通
 説
を
批
判
 

し
た
も
の
。
 

著
者
は
親
房
の
上
古
・
近
代
に
対
す
る
肯
定
的
言
説
を
提
示
し
 て
、
親
 

肩
 が
「
中
古
礼
賛
」
の
立
場
に
あ
っ
た
と
す
る
通
説
を
批
判
し
 た
 上
で
、
 

「
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
第
一
に
、
現
世
の
近
代
を
批
判
す
る
 面
 、
こ
れ
 

は
あ
く
ま
で
理
想
を
持
っ
た
 親
 房
の
思
想
家
ら
し
い
面
で
あ
り
 、
第
二
に
 

現
世
を
肯
定
す
る
面
、
こ
れ
は
 親
 房
の
前
向
き
な
積
極
姿
勢
の
 政
治
家
と
 

し
て
の
面
で
あ
り
、
そ
の
二
面
が
共
存
し
て
い
る
の
が
、
 

親
房
 で
あ
る
。
 

即
ち
、
ど
ち
ら
と
も
割
り
 き
 れ
な
い
所
に
、
南
北
朝
の
内
乱
 期
 に
 出
現
し
 

た
親
 房
の
特
色
が
あ
る
と
考
察
す
る
。
」
 G
.
 の
さ
と
結
論
付
 け
 て
い
る
 

が
 、
こ
う
し
た
結
論
自
体
に
評
者
は
「
割
り
切
れ
な
い
」
も
の
を
 
感
じ
る
。
 

そ
も
そ
も
、
中
古
へ
の
絶
対
的
讃
美
主
義
者
と
い
う
図
式
的
な
 親
 房
儀
 

を
 措
定
し
て
、
そ
れ
に
批
判
を
加
え
た
と
こ
ろ
で
思
想
研
究
と
 し
て
意
義
 

の
あ
る
成
果
が
引
き
出
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。
評
者
自
身
 親
肩
 の
 著
作
を
読
 

む
 限
り
、
 親
 房
の
中
古
重
視
の
立
場
は
、
大
局
的
に
は
否
定
し
 得
な
い
 
よ
 

う
 に
恩
 ぅ
 。
こ
れ
を
反
証
の
列
挙
に
よ
っ
て
相
殺
す
る
方
向
で
 は
な
く
、
 

そ
れ
ら
の
材
料
に
よ
り
 親
 房
の
思
想
の
 
ヂ
ィ
 テ
ー
ル
を
明
確
に
  
 

こ
と
で
中
古
重
視
の
立
場
の
本
質
に
迫
っ
て
い
く
方
が
、
生
産
 的

な
結
論
功
 

 
 
 
 

を
 導
 き
 出
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

親
 房
の
歴
史
認
識
は
当
時
の
政
治
的
状
況
に
直
面
し
つ
つ
形
成
 さ
れ
た
 

も
の
で
あ
り
、
政
治
思
想
と
も
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
 る
か
ら
、
 

南
北
朝
時
代
の
政
治
の
動
向
や
理
念
を
踏
ま
え
る
こ
と
な
し
に
 、
 親
房
の
 

歴
史
観
も
論
じ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
永
原
慶
二
瓦
 は
 、
 親
 肩
と
 後
 醍
醐
の
 

政
治
理
念
の
間
に
は
懸
隔
が
あ
っ
た
と
い
う
論
を
提
示
し
て
い
 る
が
 
（
 
、
氷
 

康
慶
二
責
任
編
集
・
日
本
の
名
著
 円
 慈
円
・
北
畠
親
房
 巳
 所
収
 
「
中
世
の
 

歴
史
感
覚
と
政
治
思
想
」
・
中
央
公
論
社
発
行
）
、
 

親
 房
の
摂
関
 制
 評
価
 

譜
代
重
視
の
姿
勢
は
、
後
醍
醐
天
皇
の
天
皇
親
政
政
治
の
理
念
 と
の
対
比
 

に
よ
っ
て
こ
そ
、
そ
の
特
色
が
浮
 び
 上
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
 い
 だ
ろ
う
 

か
 。
ま
た
著
者
が
こ
う
し
た
見
解
を
否
定
す
る
立
場
に
あ
る
の
 な
ら
 ぱ
、
 

む
し
ろ
永
原
説
へ
の
正
面
切
っ
た
批
判
に
よ
っ
て
著
者
の
存
意
 を
 表
明
し
 

て
も
ら
い
た
か
っ
た
。
 

第
二
章
第
三
節
「
北
畠
親
房
の
摂
政
関
白
鶴
」
も
、
こ
う
し
た
 き
 者
の
 

思
考
の
延
長
上
に
あ
る
論
考
で
あ
る
が
、
摂
関
の
存
在
を
認
め
 譜
第
を
重
 

規
 す
る
こ
と
が
、
 
何
 ゆ
え
「
内
乱
期
を
乗
り
切
っ
て
い
こ
 う
と
 す
る
現
世
 

肯
定
的
な
姿
勢
、
つ
ま
り
現
実
へ
の
積
極
的
な
姿
勢
」
（
 口
 ・
㏄
 ）
と
い
う
 

こ
と
に
な
る
の
か
、
説
得
力
に
乏
し
い
。
 

最
後
の
「
中
世
宗
教
運
動
と
伊
勢
神
道
発
生
」
は
 親
 男
を
 テ
一
 マ
 の
中
 

心
 に
据
え
た
論
考
で
は
な
い
が
、
 

親
 房
の
置
か
れ
た
思
想
的
 環
 境
を
論
じ
 

た
も
の
で
あ
る
の
で
、
補
講
と
し
て
収
録
し
た
の
だ
ろ
う
。
 
度
会
行
忠
 



を
 
「
中
世
的
教
祖
」
と
規
定
す
る
氏
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
 

こ
 @
 
」
で
は
論
 

評
し
な
い
が
、
伊
勢
神
道
の
本
質
論
に
つ
い
て
は
若
干
の
疑
問
 を
 述
べ
て
 

お
ぎ
た
い
。
 

外
宮
が
「
 豊
受
皇
 太
神
宮
」
と
名
乗
る
こ
と
の
是
非
を
め
ぐ
っ
 て
 内
宮
 

側
 と
争
っ
た
真
字
訴
訟
は
五
部
書
成
立
以
後
の
こ
と
で
あ
る
の
 で
、
こ
の
 

事
件
を
伊
勢
神
道
形
成
の
要
因
と
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
著
者
 の
 見
解
は
 

確
か
に
首
肯
で
き
る
。
た
だ
し
所
謂
「
五
部
書
」
は
伊
勢
神
宮
 の
 鎮
座
の
 

経
緯
や
社
殿
・
祭
神
に
関
す
る
記
述
が
大
半
を
占
め
て
お
り
、
 そ
の
申
で
 

内
宮
に
対
す
る
外
宮
の
対
等
桂
を
随
所
に
主
張
し
て
い
る
の
を
 見
れ
ば
、
 

外
宮
の
対
抗
意
識
を
捨
象
し
て
伊
勢
神
道
の
生
成
や
そ
の
本
質
 を
 捉
え
る
 

の
は
、
一
面
的
に
過
ぎ
る
の
で
ほ
な
か
ろ
う
か
。
 

著
者
は
、
伊
勢
神
道
の
形
成
が
蒙
古
襲
来
に
よ
っ
て
高
揚
し
た
 神
国
患
 

想
 に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
伊
勢
神
道
の
根
本
的
主
張
は
 「
清
浄
 及
 

び
 正
直
の
教
理
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
 

「
清
浄
」
と
「
正
直
」
が
伊
勢
神
道
の
根
本
的
主
張
点
で
あ
る
と
 
す
る
 

の
な
ら
ば
、
そ
の
主
張
が
両
部
神
道
（
コ
中
臣
祓
訓
解
 ヒ
 な
ど
）
 
に
お
 け
 

る
 
「
清
浄
」
「
正
直
」
の
思
想
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
、
 

 
 

伊
勢
神
道
発
生
以
前
の
神
道
の
理
念
と
ど
の
よ
う
な
差
異
が
あ
 る
の
か
、
 

何
ら
か
の
論
及
が
欲
し
か
っ
た
。
こ
の
点
を
明
確
に
し
な
い
 限
 り
 
「
北
畠
 

親
 房
の
神
道
諦
 は
 、
伊
勢
神
道
の
根
幹
的
部
分
を
継
承
し
 、
発
 属
 さ
せ
た
 

介
 

も
の
と
推
察
す
る
。
」
（
で
・
 2
2
 
の
）
と
い
う
著
者
の
結
論
に
 、
 俄
に
は
首
肯
 

珊
し
 難い
。
 

 
 

者
の
捉
え
方
は
 

主
観
的
・
超
歴
史
的
で
あ
る
よ
さ
に
思
わ
れ
る
。
「
伊
勢
神
道
 の
場
 4
 ロ
 
、
 

137  (393) 

      持 い こに って に限ら た諸要 教の行 踏ま ，え 今後の ノ フィレ 的価値 しば @ ではな 思想的 意図や 敵 して 伊勢神 それは 伊 か「 理念な 記載す じめ、 



ち
な
み
に
「
神
国
」
の
語
は
、
「
五
部
書
」
中
で
は
円
空
基
本
 記
 b
 と
 

円
 倭
姫
命
世
記
し
に
各
一
 

ケ
所
 し
か
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
 元
 冠
 以
前
の
 

神
道
関
係
文
献
と
比
較
し
て
さ
ほ
ど
神
国
意
識
が
強
調
さ
れ
て
 い
る
と
は
 

思
え
な
い
。
伊
勢
神
道
の
形
成
が
元
 冠
 に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
た
 と
 見
る
に
 

咲
円
 八
幡
愚
童
訓
 ヒ
 な
ど
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
具
体
的
 痕
 跡
が
 乏
し
 

い
 の
は
如
何
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
中
世
神
道
を
支
え
た
 基
 盤
の
根
本
 

的
 洗
い
直
し
が
求
め
ら
れ
る
よ
 う
 に
思
 う
 。
 

総
じ
て
本
書
全
体
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
中
世
史
研
究
者
 に
 広
く
 

認
知
さ
れ
て
い
る
黒
田
俊
雄
氏
の
業
績
、
と
り
わ
け
顕
密
体
制
 諭
そ
、
そ
 

れ
に
付
随
す
る
中
世
神
道
論
・
神
国
思
想
論
、
さ
ら
に
近
年
目
 覚
ま
し
い
 

発
展
を
遂
げ
て
い
る
中
世
宗
教
史
研
究
の
諸
成
果
に
つ
い
て
 目
 配
り
が
な
 

さ
れ
て
な
い
点
は
惜
し
ま
れ
る
。
ま
た
南
北
朝
時
代
を
扱
 
う
の
 で
あ
れ
 

ば
 、
網
野
善
彦
氏
の
 
ヨ
 異
形
の
王
権
 ヒ
 （
平
凡
社
）
を
け
じ
め
 
と
し
た
、
 

南
北
朝
論
も
視
野
に
置
い
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
文
献
 考
 証
 的
研
究
 

な
ら
と
も
か
く
、
 
親
 房
の
思
想
を
扱
 う
 に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
 
業
績
を
看
 

過
す
る
の
は
許
さ
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
最
近
西
山
兎
 氏
が
、
里
 

田
 氏
の
学
説
に
つ
い
て
神
道
学
関
係
者
が
 、
 殆
ど
論
及
し
て
い
 な
い
こ
と
 

を
 批
判
し
て
い
る
が
（
 円
 皇
学
館
論
叢
 b
 
一
四
三
）
、
中
世
神
道
 研
究
者
に
 

は
 、
黒
田
説
へ
の
真
剣
な
取
組
み
が
課
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
 ハ
 
ト
 ツ
 
0
 

以
上
 緯
 々

批
判
を
述
べ
た
が
、
本
書
が
現
在
の
北
畠
親
房
研
究
 の
 一
つ
 

の
 到
達
点
を
示
す
労
作
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
 

紙
面
の
都
合
上
、
収
録
論
考
の
多
く
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
 ぎ
な
か
 

っ
た
 。
著
者
の
論
旨
を
十
分
に
汲
み
取
ら
ぬ
ま
ま
論
評
し
た
点
 が
あ
れ
 

ば
御
 寛
恕
願
い
た
 い
 。
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そ
れ
は
時
に
教
団
外
の
天
理
教
研
究
に
対
す
る
厳
し
い
姿
勢
と
 し
て
あ
ら
 

わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
小
栗
純
子
氏
の
日
日
本
の
近
代
社
会
と
 天
理
教
 ヒ
 

-
@
@
 

（
評
論
社
、
一
九
六
九
）
に
対
す
る
安
井
幹
夫
氏
の
批
判
 や
、
 
村
上
重
見
 

氏
 の
 
円
 近
代
民
衆
宗
教
史
の
研
究
 b
 
（
増
訂
 版
 、
法
蔵
 館
 、
一
九
 上
 
八
二
一
）
 

、
 

元
天
理
教
教
会
本
部
修
養
科
講
師
の
八
島
英
雄
氏
の
「
中
山
み
 ぎ
 研
究
 ノ
 

一
ト
 b
 
（
上
風
書
房
、
一
九
八
七
）
に
対
す
る
天
理
教
青
年
会
 機
関
誌
上
 

@
Z
-
 

の
 批
判
な
ど
は
そ
の
ほ
ん
の
一
例
で
あ
る
。
 

一
般
に
教
団
外
の
研
究
者
に
対
す
る
教
団
側
の
批
判
は
、
実
証
 研 究
に
 

対
す
る
神
学
的
批
判
と
い
う
平
行
線
を
た
ど
る
こ
と
が
少
な
く
 な
い
。
 
し
 

か
し
天
理
教
の
ば
あ
い
、
実
証
研
究
に
対
し
て
は
、
そ
の
史
料
 の
 扱
い
方
 

近
年
、
新
宗
教
に
関
す
る
研
究
が
多
く
な
っ
て
い
く
な
か
で
、
 天
理
教
 

は
 特
に
研
究
が
進
ん
で
い
る
教
団
の
一
つ
で
あ
る
。
同
時
に
天
 理
数
は
太
 

理
 大
学
や
天
理
教
夜
な
ど
の
研
究
教
育
機
関
を
擁
し
、
教
団
円
 で
 極
め
て
 

質
の
高
 い
 研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
 。
そ
し
て
 

  

弓 

山 

達 

也 

天
理
教
 道
 支
社
一
九
九
一
年
刊
 

A
5
 判
三
九
 0
 真
二
 0
0
0
 円
 

石
崎
正
雄
編
 

円
教
祖
と
そ
の
時
代
」
 

天
理
教
史
の
周
辺
を
読
む
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や
 検
証
の
仕
方
な
ど
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
く
と
い
う
歴
史
 学
を
背
景
 

と
し
た
実
証
的
な
立
場
か
ら
の
批
判
が
中
心
で
あ
る
。
 

も
ち
ろ
ん
客
観
的
に
実
証
で
き
な
い
も
の
が
全
て
排
斥
さ
れ
る
 必
要
は
 

な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
天
保
九
年
に
天
理
教
教
祖
 
中
山
み
き
 

が
 、
彼
女
を
通
し
て
神
が
顕
現
す
る
立
場
（
天
理
教
用
語
で
「
 月
日
の
や
 

し
ろ
」
と
い
う
）
と
な
り
、
今
も
な
お
在
世
中
と
同
様
の
救
済
 を
 続
け
て
 

い
る
と
い
う
神
学
的
内
容
自
体
、
た
と
え
実
証
で
き
ず
と
も
（
 あ
る
い
は
 

実
証
で
き
た
と
し
て
も
）
 
、
 人
々
の
信
仰
に
よ
っ
て
十
分
基
礎
 
つ
 げ
ら
れ
 

て
い
る
、
い
わ
ば
信
仰
的
事
実
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
天
理
教
 の
 教
学
は
 

こ
の
神
学
的
ア
プ
リ
ー
チ
 と
 実
証
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
と
も
に
 追
 求
 さ
れ
て
 

い
る
。
そ
し
て
両
者
が
有
機
的
な
連
関
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
 、
な
に
よ
 

り
も
天
理
教
教
会
本
部
 編
 
「
稿
本
天
理
教
教
祖
 
伝
ヒ
 
（
天
理
教
 道
文
社
、
 

一
九
五
六
）
な
ど
、
一
連
の
教
団
刊
行
物
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
 ろ
 う
 。
 

さ
て
こ
の
よ
う
な
天
理
教
の
教
学
を
背
景
に
本
書
は
執
筆
さ
 
れ
て
ぃ
 

る
 。
む
ろ
ん
中
山
み
き
が
「
「
月
日
の
や
し
ろ
」
と
な
ら
れ
た
 」
 へ
 ・
 
1
 Ⅰ
八
）
 

古
 

信
仰
的
事
実
が
大
前
提
に
あ
る
こ
と
は
い
 う
 ま
で
も
な
い
。
 
し
 か
し
本
書
 

は
こ
う
し
た
神
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
よ
り
も
、
実
証
的
ア
プ
ロ
ー
 チ
 の
方
に
 

ウ
ェ
イ
ト
が
お
か
れ
て
い
る
。
ま
た
表
題
に
は
「
教
祖
と
そ
の
 時
代
六
天
 

お
や
さ
 

@
 

理
数
で
は
教
祖
と
読
む
）
と
あ
る
が
、
教
祖
よ
り
も
そ
の
周
辺
 の
方
に
重
 

ぎ
が
お
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
本
書
は
初
期
天
理
教
そ
の
も
 の
を
扱
 う
 

介
 

と
い
う
よ
り
は
、
幕
末
維
新
期
の
中
山
家
を
取
り
巻
く
社
 令
状
況
の
記
述
 

櫛
 

と
い
っ
た
色
彩
が
濃
い
。
そ
れ
は
当
時
の
社
会
状
況
の
知
 識
を
得
る
こ
と
 

舘
 

で
、
中
山
み
き
の
言
行
、
な
か
で
も
 彼
 な
が
社
会
や
歴
史
 に
 対
し
て
ど
の
 

よ
う
な
認
識
を
も
っ
て
い
た
の
か
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
 で
き
る
か
 

本
書
は
五
人
の
執
筆
者
に
よ
る
七
本
の
論
文
を
ま
と
め
た
も
 
の
で
あ
 

る
 。
簡
単
に
そ
の
概
要
を
記
し
て
い
こ
 う
 。
 

石
崎
正
雄
氏
の
「
教
祖
在
世
時
代
の
村
の
「
助
け
合
い
」
」
は
 、
幕
末
 

期
の
人
間
関
係
を
士
農
工
商
の
身
分
制
度
、
村
落
の
政
治
的
 
な
 支
配
 関
 

係
 、
農
作
業
や
金
融
組
織
・
組
な
ど
の
経
済
的
結
合
、
そ
し
て
 血
縁
的
 結
 

合
や
宗
教
的
結
合
な
ど
か
ら
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
中
山
家
の
 あ
っ
た
 庄
 

屋
敷
 村
 に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
は
な
く
、
対
象
地
域
は
限
定
 さ
れ
て
い
 

な
い
。
後
続
の
論
文
が
天
理
教
に
関
わ
る
事
例
を
扱
っ
て
て
い
 る
の
に
 対
 

し
て
、
か
な
り
一
般
的
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
 

池
田
上
郎
氏
の
「
ひ
な
が
た
と
 賛
 」
は
、
中
山
み
き
の
歩
ん
で
 ぎ
た
 足
 

跡
 
（
天
理
教
用
語
で
「
ひ
な
が
た
」
と
い
う
）
、
そ
の
な
か
で
 
も
 天
保
元
 

年
の
神
 懸
 り
後
か
ら
、
家
財
道
具
は
も
ち
ろ
ん
田
畑
を
も
処
分
 し
て
、
 近
 

隣
の
人
々
 
へ
 施
し
て
「
貧
に
落
ち
切
れ
」
を
実
行
し
た
意
味
を
 問
う
も
の
 

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
単
に
貧
困
に
身
を
置
く
と
い
う
だ
け
 
で
は
な
 

く
、
 み
き
に
付
き
従
う
者
に
と
っ
て
は
封
建
的
な
価
値
観
や
道
 徳
観
 を
捨
 

て
る
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
た
と
い
う
。
 

幡
 錬
一
弘
氏
の
「
吉
田
家
の
大
和
国
の
神
職
支
配
と
天
理
教
」
 怯
 
天
功
 

理
 図
書
館
蔵
の
近
世
文
書
な
ど
を
も
と
に
天
理
教
や
近
在
の
神
 社
と
 吉
田
③
 

家
の
関
係
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
吉
田
家
の
 支
配
下
に
㏄
 

 
 

組
み
込
ま
れ
た
大
神
神
社
に
対
し
て
、
石
上
神
宮
は
吉
田
家
の
 支
配
を
拒
 

  一 

ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
本
書
の
ね
ら
 い
 
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

以
下
、
本
書
に
収
め
ら
れ
て
い
る
論
文
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
   



み
、
大
和
神
社
は
朝
廷
と
結
び
付
く
こ
と
で
吉
田
家
か
ら
の
 離
 脱
を
計
っ
 

た
と
い
う
。
そ
こ
で
吉
田
家
の
支
配
下
に
入
っ
た
天
理
教
は
石
 土
神
宮
 と
 

の
間
に
 軋
礫
が
 生
じ
た
と
分
析
さ
れ
て
い
る
。
 

早
坂
玉
章
氏
の
「
国
家
神
道
体
制
下
に
お
け
る
天
理
教
団
」
は
 、
警
察
 

等
に
提
出
し
た
手
続
書
や
教
団
公
認
運
動
の
際
の
書
類
に
み
ら
 れ
る
神
名
 

の
 使
い
分
け
を
中
心
に
、
天
理
教
が
常
に
政
府
に
対
す
る
表
明
 的
 側
面
と
 

伝
道
な
ど
の
実
際
的
側
面
の
二
面
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
 明
 ら
か
に
し
 

て
い
る
。
天
理
教
は
吉
田
家
の
配
下
に
入
っ
た
後
も
、
真
言
宗
 の
 寺
院
の
 

講
社
と
な
り
、
さ
ら
に
は
神
道
事
務
局
に
所
属
す
る
。
そ
の
時
 々
で
神
名
 

や
 儀
礼
に
変
更
が
み
ら
れ
た
が
、
同
時
に
本
来
の
神
名
や
中
山
 み
 ぎ
が
 定
 

め
た
「
つ
と
め
」
に
こ
だ
わ
り
続
け
て
も
い
た
。
そ
れ
が
当
時
 の
 史
料
に
 

時
に
は
象
徴
的
に
、
そ
し
て
時
に
は
明
確
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
 こ
と
が
 示
 

さ
れ
て
い
る
。
 

池
田
女
郎
氏
の
「
原
典
成
立
と
そ
の
時
代
」
と
 幡
 錬
一
弘
氏
の
 

「
王
 @ 

復
古
・
神
仏
分
離
と
天
理
教
」
は
、
当
時
の
天
理
教
の
神
道
化
 の
動
 ぎ
に
 

つ
い
て
天
理
教
図
書
館
蔵
の
近
世
文
書
を
も
と
に
論
じ
て
い
る
。
 池
田
氏
 

は
 教
部
省
の
国
民
教
化
運
動
の
余
波
が
、
中
山
家
に
も
及
び
、
 明
治
エ
八
年
 

一
一
月
に
は
中
山
家
で
も
石
上
神
社
の
派
出
説
教
が
行
わ
れ
、
 

一
 五
 O
 名
 

も
の
聴
衆
が
集
ま
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
 幡
鎌
氏
 は
 中
山
家
 

で
は
い
ち
早
く
神
葬
祭
を
行
 う
 な
ど
、
神
道
化
を
進
め
る
動
き
 が
あ
っ
た
 

こ
と
を
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
両
氏
は
明
治
七
年
一
月
に
執
筆
 さ
れ
た
 中
 

凹
 み
き
の
「
お
ふ
で
さ
き
」
第
二
一
号
以
降
を
み
る
と
、
政
府
の
 

意
向
に
沿
 

っ
た
 教
化
活
動
を
進
め
る
人
々
の
行
動
を
厳
し
く
諫
め
、
神
道
 化
を
進
め
 

る
 人
々
に
純
粋
に
彼
女
の
教
え
に
耳
を
傾
け
る
 よ
う
 に
、
そ
し
 
て
 天
理
教
 

本
書
に
は
信
仰
者
と
権
力
者
と
の
攻
防
 や
 、
中
山
み
き
の
示
し
 た
と
さ
 

れ
る
奇
跡
譚
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
で
て
こ
な
い
。
歴
史
的
な
事
実
 を
史
料
に
 

基
づ
い
て
 ま
 々

 と
 描
 き
 、
必
要
最
低
限
の
解
釈
を
加
え
て
い
る
 と
い
っ
た
 

印
象
を
評
者
は
持
っ
た
。
そ
の
意
味
で
本
書
に
官
憲
の
弾
圧
に
 屈
せ
ず
 闘
 

た
 中
山
み
き
 像
や
 、
奇
跡
的
な
病
気
治
し
を
施
す
類
 い
 肴
 な
る
 救
 

済
 者
と
し
て
の
中
山
み
き
像
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 否
 、
む
し
 

ろ
 本
書
は
こ
う
し
た
過
剰
な
意
味
 づ
 げ
か
ら
中
山
み
き
を
解
 き
 放
す
こ
と
 

を
 意
図
し
、
そ
の
た
め
に
も
ま
ず
社
会
的
背
景
を
正
確
に
描
き
 だ
す
と
い
 

一 " 一 " 一 " 
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ぅ
 作
業
に
徹
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
 

確
か
に
前
述
の
村
上
氏
の
研
究
で
あ
れ
ば
、
「
お
ふ
で
さ
ぎ
」
 

第
三
号
 

は
 「
 
み
 ぎ
の
権
力
批
判
」
「
権
力
の
前
途
へ
の
警
告
」
（
前
掲
 

書
 
一
四
三
 

（
一
四
四
頁
）
を
中
心
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
中
山
み
き
 

の
 反
権
力
 

的
 性
格
が
鮮
明
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
見
方
は
 

、
 全
て
を
 国
 

家
 権
力
と
そ
の
弾
圧
に
抗
す
る
教
団
創
始
者
と
の
関
係
で
と
ら
 

，
 
え
よ
う
と
 

す
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
陥
る
危
険
性
を
も
は
ら
ん
で
い
 
そ
れ
に
 対
 

し
て
本
書
で
は
、
例
え
ば
同
じ
「
お
ふ
で
さ
き
」
第
三
号
で
も
 

「
教
祖
は
 

現
 神
の
教
え
を
取
り
次
ぐ
べ
 
き
 側
の
者
が
新
政
府
の
宗
教
行
政
 

に
手
を
貸
 

す
こ
と
を
厳
し
く
戒
め
ら
れ
て
い
る
」
（
一
八
九
頁
）
、
「
 

現
 神
 の
 
「
ざ
ん
 

ね
ん
」
（
略
）
は
国
家
権
力
に
向
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
 

よ
 り
は
 、
 （
略
）
 

そ
れ
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
人
々
の
姿
勢
に
あ
っ
た
の
 

で
な
い
だ
 

ろ
 う
か
 。
（
略
）
「
お
ふ
で
さ
き
」
の
基
調
と
し
て
は
、
政
府
の
 

国
民
教
化
 

へ
 対
抗
す
る
と
か
、
政
府
へ
布
教
伝
道
し
よ
う
と
い
う
こ
と
を
 

壬
 
一
仁
お
う
，
 

と
 

し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
教
祖
自
ら
政
府
 

に
 弾
圧
さ
 

れ
る
こ
と
を
求
め
た
姿
勢
の
中
に
は
、
人
々
の
心
の
そ
 

う
じ
 を
 図
り
、
 さ
 

ら
 に
っ
と
め
の
完
成
を
促
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
 

る
し
 （
 
二
 

0
 九
）
三
一
 
0
 頁
 ）
と
、
中
山
 み
 ぎ
と
信
者
と
の
関
係
や
そ
の
 

も
 の
あ
り
 

方
 に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。
 

同
じ
よ
う
な
問
題
は
神
名
の
変
遷
を
ど
 

う
 解
釈
す
る
か
に
も
あ
 
ら
わ
れ
 

分
 
て
い
る
。
天
理
教
で
ほ
 
天
 輪
王
明
神
、
転
輪
王
、
記
紀
の
 

神
々
と
い
っ
た
 

稲
 
具
合
に
神
名
の
変
更
が
み
ら
れ
た
。
先
の
八
島
氏
で
あ
れ
 

ば
 、
神
名
の
変
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ま
す
。
 力
 で
民
を
支
配
し
、
奉
仕
さ
せ
、
捧
げ
さ
せ
る
 神
 な
の
 で
す
二
前
 

掲
書
 、
一
四
八
頁
）
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
や
は
り
 白
 ら
の
信
仰
 

体
験
に
忠
実
な
教
団
創
始
者
と
、
そ
の
意
に
反
し
て
堕
落
し
て
 い
く
教
団
 

と
い
う
バ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
図
式
で
あ
り
、
あ
る
特
定
の
意
味
 が
や
や
 過
 

剰
 に
中
山
 み
 ぎ
と
教
団
と
の
関
係
に
付
与
さ
れ
て
い
る
と
い
え
 よ
 う
 。
 そ
 

れ
仁
 対
し
て
本
書
で
は
神
名
の
変
更
を
克
明
に
た
ど
り
な
が
ら
 も
 、
こ
れ
 

は
 教
団
の
本
質
そ
の
も
の
の
変
革
で
は
な
く
、
活
動
を
展
開
す
 る
す
る
 り
 

え
で
の
妨
害
か
ら
身
を
守
る
た
め
の
偽
装
で
あ
り
、
「
教
祖
 在
 世
中
は
、
 

教
祖
の
救
済
活
動
そ
の
も
の
が
教
団
の
内
実
を
物
語
る
も
の
で
 あ
り
、
 常
 

に
そ
の
内
実
は
、
偽
装
的
表
明
ょ
 り
 優
越
し
て
い
た
」
（
一
六
 セ
頁
 ）
 と
 

い
 う
 。
つ
ま
り
神
名
が
変
わ
っ
て
も
、
教
え
の
本
質
は
変
わ
ら
 な
い
と
い
 

ぅ
 の
で
あ
る
。
 

も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
村
上
氏
や
八
島
民
の
研
究
と
比
べ
て
、
本
書
 の
方
が
 

よ
 り
「
客
観
的
」
で
あ
る
と
か
、
「
価
値
中
立
的
」
で
あ
る
と
 か
 な
 い
っ
 

て
い
る
の
で
は
な
い
。
史
料
を
提
示
す
る
こ
と
に
つ
と
め
た
か
 ら
と
い
っ
 

て
 価
値
観
や
解
釈
か
ら
逃
れ
ら
れ
た
わ
げ
で
は
な
い
。
た
だ
 
比
較
す
れ
 

ば
、
 同
じ
天
理
教
の
神
道
化
の
動
向
や
神
名
の
変
遷
を
扱
 い
な
 が
ら
も
、
 

村
上
氏
や
八
島
氏
が
国
家
と
宗
教
、
抑
圧
 と
被
 抑
圧
と
い
っ
た
 巨
視
的
な
 

戦
略
を
も
っ
て
読
み
込
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
、
本
書
は
こ
れ
 を
 微
視
的
 

に
中
山
家
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
人
々
と
の
関
係
に
よ
っ
て
と
ら
え
 よ
う
と
い
 



と
で
、
中
山
み
き
の
言
行
、
な
か
で
も
彼
女
が
社
会
や
歴
史
に
 対
し
て
ど
 

の
よ
う
な
認
識
を
も
っ
て
い
た
の
か
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
 に
あ
る
と
 

述
べ
た
。
本
書
の
は
し
が
ぎ
で
も
中
山
み
き
が
生
き
た
時
代
は
 ま
さ
に
 社
 

会
 変
動
期
で
あ
り
、
彼
女
の
示
し
た
足
跡
は
「
単
に
信
仰
者
の
 個
人
的
な
 

問
題
に
対
処
す
る
こ
こ
ろ
の
治
め
方
を
教
え
る
と
い
う
だ
け
で
 は
な
く
、
 

混
沌
と
し
た
激
動
の
世
界
を
立
て
替
え
る
世
直
し
の
手
本
で
も
 あ
る
、
 と
 

い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
（
 i
 頁
 ）
と
書
か
 

れ
て
い
る
。
 

確
か
に
本
書
で
扱
わ
れ
た
中
山
家
を
中
心
と
す
る
地
域
共
同
体
 か
り
 
土
木
 
教
 

状
況
や
物
価
の
動
向
な
ど
、
当
時
の
社
会
状
況
の
記
述
ほ
中
山
 み
 ぎ
の
 教
 

え
を
理
解
す
る
 ぅ
 え
で
極
め
て
有
益
で
あ
る
。
し
か
し
本
書
で
 は
 全
体
と
 

し
て
、
こ
う
し
た
社
会
状
況
の
な
か
で
中
山
み
き
の
言
行
が
ど
 の
よ
う
な
 

意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
展
開
 さ
れ
て
 ぃ
 

な
い
。
も
っ
と
も
池
田
氏
の
二
つ
の
論
文
が
、
中
山
家
の
経
済
 状
態
の
変
 

化
 （
「
賛
に
落
ち
切
れ
」
を
実
践
す
る
こ
と
）
が
持
っ
意
味
 
や
、
 明
治
七
年
 

に
 「
お
ふ
で
さ
ぎ
」
が
約
五
年
ぶ
り
に
、
し
か
も
大
量
に
執
筆
 さ
れ
始
め
 

た
 意
味
を
教
団
の
神
道
化
と
の
関
係
か
ら
追
求
し
て
い
る
。
 ま
 た
幡
鎌
氏
 

の
 「
主
教
復
古
・
神
仏
分
離
と
天
理
教
」
も
「
お
ふ
で
さ
き
」
 に
 書
か
れ
 

た
 「
神
の
ざ
ん
ね
ん
」
が
ど
こ
に
 
白
 げ
ら
れ
て
い
た
か
を
や
は
 り
 中
山
家
 

の
神
道
化
の
動
ぎ
の
な
か
で
問
 う
 て
い
る
。
し
か
し
他
の
論
文
 は
 前
述
の
 

通
り
中
山
家
の
取
り
巻
く
社
会
状
況
の
記
述
が
中
心
で
、
そ
こ
 で
の
中
山
 

み
き
の
言
行
の
持
つ
意
味
の
解
釈
は
抑
制
さ
れ
て
い
る
。
 

も
ち
ろ
ん
「
当
時
の
社
会
や
教
祖
の
周
辺
の
事
情
を
理
解
す
る
 上
 で
参
 

者
 に
な
る
と
思
わ
れ
る
論
考
を
選
ん
だ
」
（
 -
u
 
頁
 ）
と
い
う
 本
 書
の
目
的
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書評と紹介 

教
三
 批
判
」
そ
の
後
」
 宙
 ひ
が
し
通
信
 ト
 創
刊
号
、
一
九
七
九
）
。
 

）
 

（
 
2
 ）
村
上
氏
に
対
す
る
批
判
は
深
谷
善
太
郎
「
幕
末
期
の
大
 和
の
状
況
 

１
１
 立
 教
を
め
ぐ
る
俗
説
を
く
っ
が
え
す
」
（
 円
 
あ
ら
ぎ
と
 う
り
よ
 

ぅ
 三
一
四
六
号
、
一
九
八
七
）
。
八
島
氏
に
対
す
る
批
判
は
「
 あ
ら
き
 

と
う
り
よ
う
 ヒ
 一
四
九
号
、
一
九
八
七
。
 

（
 
3
 ）
「
高
野
友
治
著
作
集
 ヒ
 第
一
巻
自
衛
存
命
の
頃
（
新
版
）
 
口
 天
理
教
 

道
文
社
、
一
九
八
 0
 
 （
初
版
は
一
九
三
六
）
。
 
伊
橋
房
和
 ・
高
野
 友
治
 

九
州
亡
夫
・
金
子
 圭
助
 
「
天
理
教
教
会
設
立
当
時
の
社
会
情
勢
 
」
 白
 u
 
天
 

理
 大
学
学
報
 b
 一
七
 ｜
一
 、
一
九
六
六
年
一
月
）
な
ど
。
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に
 、
序
章
と
第
九
章
（
終
章
）
を
参
照
し
つ
つ
、
本
書
の
主
題
 と
 全
休
 め
 

特
徴
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
 

ま
ず
、
著
者
は
、
「
現
代
救
済
宗
教
論
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
 
と
で
、
 

読
者
に
何
を
語
ろ
，
 r
@
 

と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
、
 
そ
 の
 前
に
 、
 

そ
も
そ
も
「
救
済
宗
教
」
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
序
章
は
は
 、
 救
い
の
 

約
束
、
救
い
の
追
求
が
核
と
な
る
よ
う
な
宗
教
が
救
済
宗
教
で
 あ
る
、
 と
 

し
か
語
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
で
救
済
宗
教
と
ほ
 何
 か
が
明
確
 

に
な
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
、
本
書
の
他
の
部
分
（
 第
 川
 
m
 H
 
立
 
や
 
@
 ）
か
 @
 

参
照
し
て
、
評
者
な
り
に
著
者
の
救
済
宗
教
の
概
念
を
再
構
成
 す
る
と
、
 

救
済
宗
教
と
は
、
「
人
間
お
よ
び
人
間
の
住
む
世
界
（
現
世
）
 が
 除
去
 困
 

%
 な
欠
陥
や
障
害
に
常
に
直
面
し
て
い
る
と
い
う
前
提
の
も
と
 に
 、
な
お
 

か
 つ
 そ
の
欠
陥
や
障
害
を
乗
り
越
え
て
至
高
の
生
を
得
る
こ
と
 
が
 で
 き
 

る
 、
と
す
る
信
仰
」
（
八
三
頁
）
に
立
脚
す
る
成
立
宗
教
（
独
自
 の 教
義
 

実
践
体
系
と
教
団
組
織
を
も
っ
宗
教
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
 わ
か
る
。
 

こ
う
し
て
、
著
者
が
「
現
代
救
済
宗
教
論
」
の
名
の
も
と
に
こ
 ね
か
ら
 語
 

ろ
 う
 と
す
る
事
柄
が
、
か
か
る
意
味
で
の
現
代
の
救
済
宗
教
の
 動
態
で
あ
 

る
こ
と
が
理
解
さ
れ
て
く
る
。
 

な
お
、
著
者
に
 よ
 れ
ば
、
救
済
宗
教
に
は
、
 

前
 近
代
社
会
で
有
 力
 で
あ
 

っ
た
 
「
歴
史
宗
教
」
と
、
近
代
以
降
の
社
会
で
発
展
し
て
 き
 
た
 
「
 
托
利
め
ホ
 

教
 」
の
二
 
つ
 が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
救
済
宗
教
は
現
代
の
先
進
 国
社
会
に
 

お
い
て
ほ
衰
退
の
傾
向
に
あ
り
、
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
 
て
 新
た
に
 

「
新
霊
性
運
動
」
が
発
展
し
て
ぎ
て
い
る
と
い
う
。
 

新
霊
性
運
動
と
ほ
、
一
九
六
 0
 年
代
後
半
以
降
の
ア
メ
リ
カ
で
 ム
ロ
 
顕
 し
 

て
 き
た
 
ニ
ュ
ー
 ヱ
 イ
ジ
運
動
（
硬
直
し
た
科
学
主
義
を
排
し
、
 

人
間
や
自
 

然
 に
内
在
す
る
神
秘
力
な
ど
に
も
注
目
し
た
科
学
宗
教
複
合
的
 世
界
観
に
 

立
っ
て
 、
 新
し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
 自
 律
的
 ・
 個
田
 

人
主
義
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
連
動
）
の
日
本
版
を
指
す
著
者
な
 り
の
表
現
の
 

 
 

で
あ
る
が
、
本
書
で
は
、
「
現
代
救
済
宗
教
論
」
（
現
代
新
宗
教
 

論
 ）
 と
い
 

㏄
 

ぅ
 主
題
を
よ
そ
に
、
こ
の
新
霊
 桂
 運
動
の
ほ
う
に
著
者
の
熱
い
 ま
な
ざ
し
 

が
 注
が
れ
て
い
る
、
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
意
味
で
、
本
書
の
 タ
イ
ト
ル
 

に
は
、
こ
う
し
た
新
霊
性
運
動
を
も
象
徴
し
 ぅ
 る
も
の
が
望
ま
 し
が
っ
た
 

と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
 

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
著
者
が
現
代
の
新
霊
性
運
動
に
 期
待
を
 

よ
 せ
る
所
以
は
 
、
 「
こ
れ
こ
そ
、
こ
の
時
代
の
新
し
さ
を
代
表
す
 

る
 」
（
 二
 

二
七
頁
）
「
強
力
な
現
代
的
宗
教
勢
力
の
ひ
と
つ
」
（
二
三
九
頁
 

）
で
あ
る
 

と
 認
識
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
く
わ
え
て
、
著
者
は
、
 
本
 書
に
 お
い
 

て
 、
 前
 近
代
上
近
代
Ⅰ
現
代
と
い
 5
 時
間
軸
に
沿
っ
た
宗
教
彰
 態
の
推
移
 

過
程
を
、
「
歴
史
宗
教
Ⅰ
新
宗
教
士
新
霊
性
運
動
」
（
二
三
頁
）
 

の
よ
う
に
 

お
さ
え
、
第
三
世
界
で
は
と
も
か
く
、
先
進
国
に
お
い
て
は
、
 今
後
ま
す
 

ま
す
、
救
済
宗
教
は
周
縁
的
な
地
位
に
追
い
や
ら
れ
て
い
く
、
 と
 見
て
い
 

る
の
で
あ
る
。
 

こ
う
し
た
著
者
の
大
胆
な
図
式
の
提
示
は
 、
 我
々
に
と
っ
て
 、
 た
い
へ
 

ん
 新
鮮
で
刺
激
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
反
面
、
大
き
な
疑
問
も
 残
る
。
 そ
 

れ
は
、
さ
ほ
ど
多
く
な
い
「
教
育
程
度
の
高
い
、
比
較
的
裕
福
 な
人
々
」
 

（
二
三
八
頁
）
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
個
人
主
義
的
な
新
霊
性
 運
 動
が
、
現
 

伏
日
本
の
宗
教
運
動
の
な
か
で
、
現
在
、
ど
の
程
度
、
社
会
的
 
文
化
的
 

な
 重
要
性
も
っ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
今
後
も
ち
う
る
可
能
 性
が
あ
る
 

の
か
、
と
い
っ
た
疑
問
で
あ
る
。
 



書評と紹介 

分 の つ     
と
そ
の
発
生
基
盤
（
第
二
章
）
、
お
よ
び
そ
の
類
型
（
第
三
章
 ）
に
つ
い
 

て
の
概
論
的
な
記
述
か
ら
な
っ
て
い
る
。
 

第
一
章
で
は
、
新
宗
教
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
の
違
い
や
、
「
 新
興
宗
 

教
 」
や
「
民
衆
宗
教
」
と
い
う
新
宗
教
の
類
似
概
念
の
検
討
を
 お
こ
な
い
 

つ
つ
、
最
終
的
に
は
、
新
宗
教
を
、
幕
末
維
新
 潮
 以
降
の
日
本
 で
 発
生
し
 

た
 民
衆
的
な
成
立
宗
教
で
あ
る
、
と
規
定
し
て
い
る
。
第
二
章
 で
は
、
 新
 

宗
教
の
有
力
な
発
生
基
盤
と
し
て
、
民
俗
宗
教
（
習
合
宗
教
）
 、
日
蓮
糸
 

の
 在
家
請
、
修
養
道
徳
運
動
の
三
つ
 む
 指
摘
し
て
い
る
。
評
者
 
と
し
て
 

は
 、
最
近
の
真
如
死
や
何
台
宗
の
著
し
い
台
頭
を
考
慮
し
て
、
 修
養
道
徳
 

運
動
よ
り
も
真
言
密
教
の
名
を
あ
げ
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
本
章
 で
も
「
 そ
 

の
他
 」
の
発
生
基
盤
に
密
教
の
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
 彼
我
の
相
 

違
は
強
調
点
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
 

第
三
章
で
は
、
発
生
基
盤
と
宗
教
思
想
の
練
り
上
げ
方
の
違
 い
 に
よ
る
 

新
宗
教
の
類
型
化
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
土
着
剣
 唱
型
 、
知
 

的
 思
想
型
、
修
養
道
徳
型
、
土
着
知
的
思
想
複
合
型
（
中
間
型
 ）
の
四
つ
 

に
 類
型
化
さ
れ
て
い
る
が
、
本
来
、
同
一
で
あ
る
べ
き
類
型
化
 0
 基
準
 が
 

錯
綜
し
て
い
る
こ
と
や
、
で
き
れ
ば
整
然
と
分
げ
ら
れ
る
べ
き
 対
象
が
す
 

つ
 ぎ
り
と
 分
 げ
ら
れ
ず
に
残
余
型
（
中
間
型
）
が
出
る
（
八
八
 頁
の
仏
教
 

系
 新
宗
教
教
団
の
第
三
類
型
も
同
様
）
な
ど
、
類
型
化
を
め
ぐ
 る
 不
自
然
 

さ
が
目
立
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
 

習
 ム
ロ
神
道
糸
と
法
華
系
の
 二
 大
系
統
 

 
 

 
 

 
 

れ
な
り
に
評
価
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
 い
 。
 

 
 

 
 

第
二
部
「
大
乗
仏
教
と
新
宗
教
」
に
は
、
「
大
乗
仏
教
と
新
宗
教
 
」
（
 第
 



四
章
）
と
「
権
威
の
危
機
と
法
華
系
新
宗
教
」
（
第
五
章
）
の
 一 一
つ
の
論
 

文
 が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
 

第
四
章
で
は
、
原
始
仏
教
、
上
座
部
仏
教
、
大
乗
仏
教
に
通
底
 す
る
 伝
 

統
 的
な
仏
教
の
救
済
観
の
木
質
を
「
現
世
的
な
欲
望
や
情
念
か
 ら
の
脱
却
 

Ⅱ
解
脱
」
（
八
四
頁
）
に
求
め
、
そ
う
し
た
現
世
否
定
的
な
 救
 済
 観
の
 対
 

極
 を
な
す
も
の
と
し
て
、
新
宗
教
の
現
世
肯
定
的
な
救
済
観
が
 あ
げ
ら
れ
 

て
い
る
。
こ
う
し
て
、
仏
教
糸
の
運
動
が
真
に
新
宗
教
と
呼
び
 ぅ
 る
も
の
 

に
な
る
た
め
に
は
、
仏
教
以
外
の
何
ら
か
の
新
た
な
要
素
の
影
 響
 に
よ
っ
 

て
 
「
ど
れ
ほ
ど
伝
統
的
仏
教
の
枠
を
越
え
で
た
か
」
（
八
九
頁
）
 

、
 が
 問
わ
 

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
 

し
か
し
、
等
し
く
解
脱
を
求
め
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
原
始
 仏
 教
 や
上
 

座
部
 仏
教
の
よ
う
に
解
脱
を
自
己
救
済
的
に
求
め
る
の
と
、
 

多
 く
の
大
乗
 

仏
教
の
よ
う
に
そ
れ
を
信
仰
的
（
他
力
な
い
し
自
他
力
救
済
的
 ）
に
求
め
 

る
の
と
で
は
、
現
世
に
対
す
る
態
度
に
大
き
な
違
い
が
あ
ろ
う
 。
ま
た
、
 

日
本
仏
教
は
総
じ
て
煩
悩
即
菩
提
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
 と
 り
 わ
 け
、
 

日
蓮
宗
や
密
教
は
即
身
成
仏
と
現
世
利
益
を
約
束
す
る
な
ど
、
 現
世
肯
定
 

的
な
要
素
が
き
わ
め
て
強
い
。
事
実
、
両
者
は
、
こ
う
し
た
性
格
 
の
 故
に
 、
 

仏
教
系
新
宗
教
の
有
力
な
源
泉
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
 こ
 の
よ
う
に
 

考
え
て
く
る
と
、
一
部
の
例
外
を
除
 き
 、
日
本
仏
教
が
新
宗
教
 を
 生
み
出
 

す
ほ
ど
の
活
力
を
も
た
な
か
っ
た
真
の
原
因
は
、
現
世
否
定
的
（
 
解
脱
的
）
 

な
 救
済
観
に
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
近
世
以
降
葬
祭
 仏
教
化
し
 

て
 教
化
 力
 を
失
っ
た
（
こ
れ
は
現
世
否
定
的
な
救
済
観
と
は
 別
 0
 間
頭
 で
 

あ
る
）
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
よ
 う
 。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
 で
は
、
 伝
 

統
 的
な
仏
教
の
現
世
否
定
的
な
側
面
が
過
度
に
強
調
さ
れ
、
 

新
 宗
教
 と
の
 

連
続
面
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
 

第
五
章
は
、
本
門
仏
土
講
を
除
く
法
華
 糸
 新
宗
教
が
、
一
九
二
 0 
年
代
Ⅸ
 

か
ら
一
九
七
 
0
 年
代
に
か
け
て
な
ぜ
大
発
展
し
た
か
に
つ
い
て
 論
じ
て
い
の
 

 
 

る
が
、
論
証
の
し
か
た
が
強
引
で
あ
り
、
説
得
力
が
あ
る
と
 
は
 い
え
な
 

は
 

い
 。
ま
ず
、
著
者
は
、
こ
の
時
期
の
日
本
社
会
が
産
業
化
と
都
 市
 化
な
ど
 

に
よ
る
激
し
い
変
動
に
見
舞
わ
れ
、
「
権
威
の
危
機
」
と
い
う
 法
華
系
 新
 

宗
教
が
発
展
す
る
環
境
が
で
き
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
著
者
 は
 、
法
華
 

系
 新
宗
教
は
、
ナ
シ
。
ナ
リ
ズ
ム
（
法
華
経
に
基
づ
く
国
家
統
合
 
の
 思
想
）
 

と
 大
衆
主
義
（
大
衆
が
下
か
ら
自
発
的
に
権
威
を
組
み
立
て
て
 い
こ
う
と
 

す
る
思
想
）
を
以
て
、
こ
う
し
た
状
況
に
適
合
的
に
応
え
、
 そ
 の
 結
果
、
 

大
い
に
発
展
し
た
と
も
い
 う
 。
 

ナ
シ
，
 
ナ
リ
ズ
ム
と
大
衆
主
義
の
要
素
が
法
華
系
新
宗
教
に
含
 ま
れ
、
 

そ
れ
が
発
展
要
因
の
一
翼
を
な
し
た
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
 
確
 か
で
あ
ろ
 

う
 。
だ
が
、
大
本
な
ど
の
よ
う
に
、
同
じ
よ
う
な
要
素
を
も
っ
 て
 同
じ
時
 

期
 に
発
展
を
遂
げ
た
新
宗
教
が
、
法
華
系
新
宗
教
の
ほ
か
に
も
 存
在
し
て
 

い
る
。
ま
た
、
著
者
は
、
最
初
の
発
展
 期
 が
一
九
二
 
0
 年
代
以
 降
 で
は
な
 

い
と
い
う
理
由
で
本
門
仏
土
 講
 を
こ
の
時
期
の
分
析
対
象
か
ら
 除
い
て
い
 

る
が
、
回
議
 が
 東
京
・
大
阪
の
よ
う
な
大
都
市
で
飛
躍
的
に
発
 展
 し
た
時
 

期
は
大
正
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
時
期
（
西
山
茂
「
 仏
 正
議
の
 成
 

立
開
導
 長
松
田
扇
と
そ
の
教
団
（
上
）
 L
 、
平
楽
音
書
店
、
一
九
 九
一
生
も
 

で
あ
り
、
著
者
の
分
析
す
る
時
期
に
含
ま
れ
て
い
る
。
著
者
 は
 、
こ
れ
ら
 

の
事
例
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
  
 

一
九
二
 0
 年
代
か
ら
一
九
七
 0
 年
代
ま
で
の
 五
 0
 年
間
（
大
正
中
 期
か
 



ら
 高
度
経
済
成
長
期
の
末
期
ま
で
）
を
一
括
し
て
「
権
威
の
危
 

機
 」
と
い
 

ぅ
 抽
象
的
な
時
代
社
会
的
背
景
で
説
明
し
ょ
う
と
す
る
の
も
、
 

い
さ
さ
か
 

強
引
で
あ
る
よ
 
う
 に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
二
 

0
 年
代
 以
降
の
日
 

本
 で
は
日
蓮
主
義
が
一
種
の
プ
ー
ム
と
な
っ
て
、
法
華
系
新
奈
 

数
 も
そ
の
 

恩
恵
に
与
っ
た
が
、
こ
れ
は
「
権
威
の
危
機
」
を
背
景
と
し
た
 

と
い
う
よ
 

り
も
、
む
し
ろ
、
こ
の
頃
か
ら
学
校
の
祝
祭
日
行
事
（
 

ミ
カ
 

力
 め
 

ト
 ）
を
通
し
て
国
民
の
間
に
天
皇
制
信
仰
が
定
着
し
た
と
い
う
 

「
新
た
な
 

権
威
の
確
立
」
を
反
映
し
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
加
え
て
、
 

著
者
は
、
 

「
権
威
の
危
機
」
が
一
九
二
 

0
 年
以
降
の
日
本
社
会
の
急
激
な
 
産
業
化
と
 

都
市
化
（
社
会
変
動
）
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
 

る
が
、
 目
 

 
 

 
 

教
は
殆
ど
発
展
し
て
い
な
い
。
こ
の
あ
た
り
は
、
無
理
な
一
般
 

化
 を
は
か
 

る
よ
り
も
、
正
確
な
デ
ー
タ
に
よ
る
実
証
が
待
た
れ
そ
う
で
あ
 

る
 。
 

第
三
部
「
民
衆
宗
教
と
近
代
」
に
は
、
「
日
本
の
近
代
化
と
民
衆
 

ら
ホ
 

@
v
 
」
 

（
第
六
章
）
と
「
新
宗
教
の
精
霊
信
仰
と
民
衆
文
化
」
（
第
七
章
 

）
が
含
ま
 

れ
て
い
る
。
 

第
六
章
は
、
近
代
化
の
基
礎
を
な
す
民
衆
の
禁
欲
倫
理
と
 

脱
呪
 術
 性
に
 

つ
い
て
の
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
 

l
 と
女
文
良
夫
の
見
解
を
批
 
判
 的
に
検
 

分
詞
し
、
日
本
の
新
宗
教
が
、
呪
術
的
な
も
の
の
排
除
に
 
よ
っ
て
で
は
な
 

醜
く
、
そ
れ
ら
を
汲
み
上
げ
う
っ
生
命
主
義
的
な
宗
教
思
想
 

の
な
か
に
昇
華
 

 
 

 
 

ス
 ・
 ウ
ヱ
 Ⅰ
ハ
一
の
権
威
に
お
も
ね
て
、
大
衆
的
倫
理
革
新
と
 呪
術
的
な
 

現
世
利
益
は
相
矛
盾
す
る
対
極
に
あ
る
も
の
で
あ
る
と
か
、
 そ
 れ
ゆ
え
 呪
 

徳
性
は
克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
安
易
に
思
い
込
 ん
で
い
た
 

凡
手
の
通
説
を
見
事
に
打
ち
破
る
も
の
で
あ
り
、
評
者
と
し
て
 は
 、
こ
の
 

視
点
を
全
面
的
に
支
持
し
、
高
く
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
第
七
章
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
部
分
的
に
し
か
 
納
 得
し
な
 

い
 。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
著
者
は
、
こ
こ
で
、
新
宗
教
の
精
霊
 信
仰
（
 ア
 

二
 ミ
ズ
ム
）
を
大
正
・
昭
和
期
以
降
に
お
け
る
近
代
化
・
都
市
 化
の
深
 ま
 

り
仁
 よ
っ
て
再
生
さ
れ
た
都
市
的
な
精
霊
信
仰
と
し
て
お
さ
え
 る
と
と
も
 

に
 、
一
九
七
 0
 年
代
以
降
の
い
わ
ゆ
る
新
新
宗
教
の
精
霊
信
仰
 も
基
本
的
 

に
は
こ
れ
と
同
じ
流
れ
に
属
す
る
も
の
ど
み
る
。
ま
た
、
都
市
 的
な
環
境
 

の
な
か
で
は
、
伝
統
的
精
霊
信
仰
（
祖
先
崇
拝
）
や
人
格
的
 救
 済
 祐
信
仰
 

が
 衰
え
る
だ
け
で
な
く
、
諸
種
の
要
因
で
近
代
合
理
主
義
も
色
 あ
せ
て
 き
 

て
 、
そ
の
分
、
新
宗
教
の
都
市
的
な
精
霊
信
仰
が
台
頭
し
て
く
 る
と
も
い
 

ぅ
 。
で
は
、
何
故
そ
う
な
る
の
か
。
著
者
に
 ょ
 れ
ば
、
も
と
も
 と
 精
霊
 信
 

仰
に
ほ
近
代
の
技
術
思
考
や
操
作
的
態
度
と
適
合
的
な
側
面
が
 あ
り
、
 都
 

市
 的
な
人
々
は
、
そ
う
し
た
思
考
と
態
度
に
よ
っ
て
運
命
や
環
 境
を
統
御
 

で
き
る
と
説
く
新
宗
教
の
精
霊
信
仰
に
 魅
 か
れ
る
か
ら
だ
と
い
 ミ
ノ
 
0
 

さ
て
、
こ
う
し
た
一
連
の
説
明
に
は
、
納
得
で
き
る
点
も
あ
る
 が
、
納
 

得
 で
き
な
い
点
も
幾
っ
か
あ
る
。
納
得
で
き
る
点
と
は
、
精
霊
 信
仰
が
 都
 

面
的
環
境
の
な
か
で
も
再
生
さ
れ
、
そ
れ
が
新
宗
教
の
精
霊
 信
 仰
の
発
展
 

鈴
 

を
 支
え
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
だ
が
、
近
代
に
適
 合
 的
な
技
㎝
 

術
 思
考
や
操
作
的
態
度
が
も
と
も
と
精
霊
信
仰
（
ア
ニ
ミ
ズ
ム
 
 
 

れ
て
い
た
と
い
う
の
は
、
や
や
言
い
過
ぎ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 そ
う
し
た
 



特
徴
は
、
精
霊
信
仰
一
般
の
な
か
に
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
 む
し
ろ
、
 

霊
術
 的
な
精
霊
信
仰
（
シ
ャ
 一
 マ
ニ
ズ
ム
）
の
な
か
に
よ
り
 濃
 厚
 に
み
ら
 

れ
た
、
と
い
っ
た
ほ
う
が
正
確
で
あ
ろ
う
。
本
章
で
は
、
こ
 う
 し
た
限
定
 

が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
シ
ャ
 一
 マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
 大
 本
の
鎮
魂
 

帰
 神
法
と
霊
友
会
の
た
ん
な
る
先
祖
供
養
と
が
、
「
新
宗
教
の
精
 霊
 信
仰
」
 

と
い
う
平
板
な
 ネ
 l
 、
、
、
ン
グ
 

で
一
括
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
 は
 残
念
で
 

あ
る
。
 

ま
た
、
著
者
は
、
「
近
代
化
、
都
市
化
の
進
展
と
と
も
に
、
新
亡
 
示
教
 の
 

中
で
は
精
霊
信
仰
が
次
第
に
成
長
し
て
い
っ
た
」
（
一
六
二
頁
）
 と
い
う
 

が
 、
前
章
で
み
た
よ
さ
に
、
近
代
化
と
都
市
化
は
、
精
霊
信
仰
 と
は
性
格
 

の
 違
っ
た
法
華
系
新
宗
教
を
も
同
時
に
発
展
さ
せ
て
し
ま
う
、
 極
め
て
 包
 

括
 度
の
高
い
社
会
的
背
景
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

私
見
に
よ
れ
ば
、
 霊
術
 系
を
中
心
と
し
た
精
霊
信
仰
（
術
の
宗
 教
 ）
 の
 

隆
盛
化
現
象
は
、
近
代
以
降
の
日
本
社
会
で
は
二
度
み
ら
れ
 
た
 。
そ
れ
 

は
 、
明
治
末
・
大
正
期
（
千
里
眼
ブ
ー
ム
と
大
本
・
大
震
 
道
の
 ム
ロ
 
頭
 ）
 
、
 

と
高
度
経
済
成
長
後
の
「
豊
か
な
社
会
」
の
時
期
（
神
秘
呪
術
 ブ
ー
ム
レ
」
 

新
新
宗
教
の
台
頭
）
 
、
の
 二
回
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
時
期
は
 、
 き
ま
っ
て
 

国
策
と
し
て
の
「
近
代
化
」
の
一
段
落
 潮
 
（
時
代
閉
塞
 
期
 ）
に
 当
た
っ
て
 

い
る
よ
 う
 に
思
え
る
。
ま
た
、
国
策
と
し
て
の
「
近
代
化
」
の
 途
中
に
お
 

い
て
は
、
こ
う
し
た
精
霊
信
仰
よ
り
も
、
む
し
ろ
経
典
や
教
義
 を
 重
視
す
 

る
 「
信
の
宗
教
」
が
隆
盛
化
す
る
、
と
評
者
は
考
え
て
い
る
。
 

つ
ま
り
、
 近
 現
代
の
日
本
の
新
宗
教
史
は
、
近
代
化
、
都
市
化
 の
 進
展
 

と
と
も
に
次
第
に
新
宗
教
の
精
霊
信
仰
が
成
長
す
る
と
い
っ
た
 一
方
向
的
 

な
も
の
（
著
者
の
見
解
）
で
は
な
く
、
時
々
の
国
策
と
し
て
 
の
 「
近
代
 

化
」
の
段
階
に
応
じ
て
、
あ
る
時
に
は
「
信
の
宗
教
」
を
発
展
 さ
せ
、
 ま
 

た
 、
あ
る
時
に
は
「
術
の
宗
教
」
（
 霊
術
 系
の
精
霊
信
仰
）
を
 発
展
さ
せ
 

憾
 

た
り
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
、
多
分
、
こ
の
ほ
 5
 が
 日
本
の
の
 

 
 

新
宗
教
史
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
上
手
に
掬
い
取
れ
る
よ
う
に
 評
 者
に
は
思
は
 

え
る
の
で
あ
る
。
 

第
四
部
「
現
代
世
界
の
中
の
日
本
新
宗
教
」
に
は
、
「
日
本
の
 新
宗
教
 

の
 異
文
化
進
出
」
（
第
八
章
）
と
「
新
宗
教
と
新
霊
性
運
動
」
（
 
第
九
章
）
 

の
二
 篇
の
論
文
が
含
ま
れ
て
い
る
。
第
九
章
で
取
り
扱
わ
れ
て
 い
る
新
霊
 

性
 運
動
に
つ
い
て
ほ
、
序
章
と
と
も
に
既
に
冒
頭
で
詳
論
し
た
 の
で
、
 こ
 

こ
で
は
再
論
し
な
い
。
 

第
八
章
は
、
一
九
六
 0
 年
代
以
降
に
顕
著
に
な
っ
た
海
外
井
目
 系
 人
社
 

会
へ
の
日
本
新
宗
教
の
「
異
文
化
進
出
」
の
現
状
と
、
そ
う
し
 た
 社
会
に
 

日
本
の
新
宗
教
が
進
出
に
成
功
し
た
条
件
等
に
つ
い
て
述
べ
 
ろ
 れ
て
い
 

る
 。
進
出
に
成
功
し
た
条
件
と
し
て
、
著
者
は
、
受
容
す
る
 社
 会
の
側
の
 

異
文
化
宗
教
に
対
す
る
寛
容
度
と
、
白
文
化
の
権
威
の
相
対
化
 の
 進
行
、
 

お
よ
び
、
産
業
化
・
都
市
化
に
よ
る
宗
教
へ
の
潜
在
的
需
要
の
 一
 
局
 ま
り
を
 

あ
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
月
並
な
説
明
で
あ
る
と
い
え
る
。
 評
 者
が
注
目
 

す
る
の
は
、
む
し
ろ
、
日
本
の
新
宗
教
の
も
つ
単
純
明
快
な
 呪
 術
 的
実
践
 

や
生
活
の
現
場
に
即
し
た
実
際
的
（
実
用
的
）
な
宗
教
倫
理
が
 異
文
化
 進
 

出
に
適
合
的
で
あ
る
、
と
い
う
著
者
の
指
摘
で
あ
る
。
こ
 
う
 し
た
指
摘
 

は
 、
第
六
章
の
考
察
と
あ
い
ま
っ
て
、
日
本
の
新
宗
教
の
倫
理
 的
 、
呪
術
 

的
な
側
面
の
も
つ
一
種
の
普
遍
妥
当
性
を
舌
ロ
 

い
 当
て
た
鋭
い
指
 摘
 の
よ
う
 

に
 、
評
者
に
は
思
え
る
。
 

さ
て
、
以
上
で
各
論
的
な
書
評
を
終
え
る
が
、
最
後
に
、
本
書
 全
体
に
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渡
辺
 学
著
 

ニ
ン
グ
に
お
け
る
心
と
体
験
世
界
 目
 

春
秋
社
一
九
九
一
年
四
月
刊
 

A
 瓦
版
四
七
二
頁
四
八
 0
0
 円
 

河
東
 

仁
 

ユ
ン
グ
の
思
想
は
、
宗
教
学
の
世
界
か
ら
見
て
も
き
わ
め
て
 興
 味
 深
い
 

も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
、
「
 

話
 と
し
て
は
面
白
い
が
 

」
と
い
 

う
 評
に
代
表
さ
れ
る
よ
 う
 に
、
一
個
の
学
的
な
方
法
論
と
し
て
 は
 今
一
つ
 

物
足
り
な
い
面
の
あ
る
こ
と
も
否
め
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
 は
、
ユ
ノ
 

グ
 自
身
の
方
法
論
的
な
観
点
へ
の
無
反
省
な
在
り
方
 

ュ
ソ
 グ
 に
方
法
 

論
 が
な
い
と
い
う
意
味
で
ほ
な
く
、
方
法
論
が
体
系
的
に
提
示
 さ
れ
て
い
 

な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ
し
て
 ュ
 ソ
グ
理
論
の
道
 具
 立
て
を
 

用
い
た
諸
研
究
者
の
安
易
な
分
析
と
解
釈
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
 き
よ
う
。
 

そ
う
し
た
中
で
、
こ
こ
に
あ
げ
る
書
の
果
た
す
役
割
は
き
わ
め
 て
夫
 ぎ
 

い
 。
本
書
は
渡
辺
氏
の
学
位
請
求
論
文
に
基
づ
い
た
、
ユ
ン
グ
 の
 思
想
を
 

体
系
的
に
整
理
す
る
作
業
を
と
お
し
て
、
そ
れ
が
学
問
１
１
 そ
 れ
も
解
釈
 

学
 

と
し
て
成
り
立
っ
理
論
的
根
拠
を
析
出
し
、
そ
の
妥
当
 性
 さ
ら
に
 

は
 欠
落
部
分
ま
で
を
考
察
の
対
象
と
し
よ
 A
@
@
 

と
す
る
力
作
で
あ
 る
 。
さ
ら
 

に
 言
え
ば
、
こ
こ
で
渡
辺
氏
が
な
し
と
げ
た
、
ユ
ン
グ
の
学
生
 時
代
の
論
）
 

文
 
（
ツ
ォ
 一
 フ
ォ
ン
ギ
ア
講
演
 集
 ）
 や
 諸
識
者
と
の
書
簡
を
ふ
 

 
 

の
 全
著
作
を
年
代
順
に
読
破
し
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
立
場
や
思
 考
の
枠
組
 

穏
 

 
 

の
 変
遷
を
跡
付
け
る
と
い
う
極
め
て
労
力
の
い
る
作
業
は
 、
誰
 か
が
や
ら
 

      



ね
ば
な
ら
ぬ
 
し
 、
ま
た
誰
に
で
も
や
れ
る
こ
と
で
ほ
な
い
。
 

そ
 の
 意
味
に
 

お
い
て
も
、
本
書
を
「
解
釈
の
冒
険
」
と
す
る
著
者
の
自
負
は
 当
然
の
こ
 

と
と
思
わ
れ
る
。
 

し
か
し
単
純
に
一
人
の
人
物
の
思
想
遍
歴
を
総
体
的
に
跡
付
け
 る
と
 言
 

っ
て
も
、
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
分
析
手
段
が
な
け
れ
ば
、
こ
と
 に
ユ
ノ
ク
 

の
よ
う
な
存
在
の
場
合
、
 

鯵
蒼
 と
し
た
森
の
申
で
道
に
迷
っ
て
 し
ま
う
こ
 

と
は
必
定
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
渡
辺
氏
 は
、
 夢
や
幻
想
だ
 け
 で
な
く
 共
 

特
約
現
象
を
も
含
め
た
、
心
的
な
「
体
験
世
界
」
へ
の
現
出
物
 に
 有
意
味
 

性
を
見
出
そ
う
と
す
る
こ
と
を
、
 

ュ
ソ
グ
 の
基
本
的
立
場
と
想
 走
 す
る
。
 

そ
し
て
そ
の
有
意
味
性
の
抽
出
あ
る
い
は
有
意
味
性
へ
の
 

投
企
 

が
 妥
当
性
を
主
張
で
き
る
根
拠
と
し
て
、
リ
ク
ー
ル
の
解
釈
学
 を
 導
入
す
 

る
 。
端
的
に
言
う
と
、
リ
ク
ー
ル
が
 言
 表
の
解
釈
と
い
う
視
点
 か
ら
 7
 口
 

イ
ト
 の
解
釈
 法
を
 、
 夢
 
，
症
候
・
神
話
・
芸
術
作
品
な
ど
を
 記
 号
 に
還
元
 

す
る
「
偶
像
破
壊
的
な
解
釈
学
」
と
位
置
づ
げ
た
の
を
受
け
て
 、
渡
辺
氏
 

は
ュ
ソ
グ
 
の
解
釈
 法
を
 、
そ
う
し
た
心
的
な
体
験
世
界
へ
の
 現
 出
物
に
右
 

意
味
性
を
も
た
ら
す
「
意
味
の
再
興
と
し
て
の
解
釈
学
」
で
あ
 る
と
結
論
 

づ
 げ
て
い
る
。
 

世
界
を
め
ぐ
る
解
釈
の
変
遷
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
 、
 主
と
し
 

以
上
が
大
枠
で
あ
る
が
、
本
書
は
二
部
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
 第
一
部
 

「
心
と
体
験
世
界
の
解
釈
の
歴
史
」
で
は
、
 

ュ
ソ
グ
 
に
お
け
る
 心
と
体
験
 

て
 コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
・
元
型
・
 

共
 特
性
と
い
う
三
つ
の
概
念
が
 ど
の
よ
う
 

に
 形
成
さ
れ
、
ま
た
そ
の
意
味
内
容
に
い
か
な
る
変
容
が
あ
っ
 た
か
が
 問
 

題
 と
さ
れ
て
い
る
。
第
二
部
「
心
と
体
験
世
界
の
解
釈
の
方
 
法
論
的
 検
 

討
 」
で
は
、
ユ
ン
グ
が
心
と
体
験
世
界
を
解
釈
す
る
さ
い
の
方
 法
論
を
め
 

ぐ
っ
て
、
そ
の
学
的
根
拠
の
解
明
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
 そ
 こ
で
ま
ず
 

姐
 上
に
乗
せ
ら
れ
る
の
は
、
夢
や
幻
想
な
ど
が
現
出
し
て
く
る
 地
平
と
し
 

囲
 

て
の
心
を
「
体
験
世
界
」
と
規
定
し
た
上
で
、
そ
こ
に
現
わ
れ
 

 
 

往
 な
そ
の
客
観
性
と
ほ
川
次
元
の
「
心
的
現
実
」
と
し
、
そ
れ
 に
心
理
学
 

色
 

的
 真
理
を
認
め
る
ユ
ン
グ
の
立
場
に
窺
わ
れ
る
、
「
私
の
 、
私
 に
よ
る
、
 

私
に
と
っ
て
の
真
理
」
と
い
う
方
法
的
独
我
論
で
あ
る
。
 

そ
れ
で
は
以
下
に
 、
章
 ご
と
に
内
容
を
紹
介
し
て
み
た
い
。
 

第
 
一
章
 は
 

「
ユ
ン
グ
心
理
学
の
背
景
１
１
神
秘
体
験
・
心
霊
現
象
・
心
霊
 主
義
」
と
 

題
さ
れ
て
お
り
、
ユ
ン
グ
の
心
霊
現
象
に
対
す
る
家
系
的
な
親
 相
性
を
指
 

摘
 す
る
と
と
も
に
、
学
生
友
愛
団
体
「
ツ
ォ
ー
フ
ォ
ン
ギ
ア
」
。
 
ハ
 l
 ゼ
ル
 

支
部
に
お
け
る
彼
の
講
演
が
、
当
時
の
風
潮
も
あ
り
、
心
霊
宝
 義
 的
な
 頓
 

向
を
帯
び
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
 に
 し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
 学
生
時
代
 

に
お
け
る
心
霊
主
義
、
す
な
わ
ち
心
霊
現
象
の
外
在
的
実
在
 視
 ほ
、
 彼
が
 

博
士
論
文
を
執
筆
す
る
時
点
に
お
い
て
変
化
を
見
せ
、
心
霊
 現
 象
の
存
在
 

論
 的
な
地
位
を
括
弧
に
入
れ
、
そ
れ
を
体
験
す
る
当
事
者
に
と
 っ
て
の
 意
 

味
を
問
う
立
場
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。
 

第
一
二
字
 は
 
「
心
の
現
象
学
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
元
型
の
 有
意
味
 

性
 」
と
題
さ
れ
て
お
り
、
ユ
ン
グ
が
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
元
型
 の
 存
在
を
 

仮
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
意
識
こ
と
に
そ
の
自
律
性
の
間
 題
 に
光
を
 

当
て
て
い
く
様
が
個
人
史
的
に
解
明
さ
れ
る
。
そ
の
結
論
と
し
 て
 導
か
れ
 

る
の
は
、
コ
ソ
プ
レ
ッ
ク
ス
な
る
概
念
が
当
初
は
、
患
者
の
心
 の
 構
造
 お
 

ょ
 び
そ
の
状
態
を
説
明
す
る
た
め
の
客
観
的
な
心
理
分
析
装
置
 で
あ
っ
た
 

の
に
対
し
て
、
徐
々
に
患
者
の
体
験
世
界
に
対
す
る
分
析
の
た
 め
の
装
置
 

へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
体
験
也
 界
 に
繰
り
 



書評と紹介 

広
げ
ら
れ
る
夢
や
幻
想
な
ど
を
、
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
自
律
的
 な
 人
格
 像
 

と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
外
か
ら
客
観
的
に
分
析
す
る
の
で
は
な
 く
 、
内
側
 

 
 

か
ら
、
い
わ
ば
そ
の
人
の
目
を
通
し
て
追
体
験
し
、
そ
の
意
味
 を
 自
我
 ｜
 

意
識
と
の
関
係
性
の
中
で
見
出
し
て
い
く
こ
と
に
重
点
を
置
く
 よ
う
に
な
 

っ
 た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
 ア
 
・
ボ
ス
テ
リ
 オ
り
な
コ
 
ン
プ
レ
 
ゾ
 

ク
ス
 
を
成
立
さ
せ
る
可
能
根
拠
と
し
て
ユ
ン
グ
は
 、
ア
 
・
プ
リ
 
オ
リ
 な
 存
 

在
 と
し
て
の
元
型
な
る
概
念
を
仮
設
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
と
 に
 、
一
見
 

 
 

（
了
解
不
能
）
 

な
 患
者
の
言
動
に
統
一
的
な
意
味
を
読
み
取
る
た
 め
に
は
、
 

意
識
的
な
人
格
だ
け
で
な
く
、
背
後
に
 ょ
 9
 包
括
的
な
視
野
を
 備
え
た
 人
 

格
の
存
在
が
暗
黙
 裡
に
 要
請
さ
れ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
 が
心
 全
体
 

の
 統
合
の
中
心
と
し
て
の
「
自
己
」
元
型
で
あ
る
こ
と
は
言
 う
 ま
で
も
な
 

い
 。
こ
う
し
て
彼
は
 、
 次
に
 、
 諸
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
成
立
さ
 せ
 、
そ
れ
 

 
 

に
 意
味
を
付
与
す
る
存
在
と
し
て
の
諸
元
型
の
解
明
に
力
を
注
 ぐ
こ
と
に
 

な
っ
た
。
ち
な
み
に
こ
こ
ま
で
は
、
渡
辺
氏
が
的
確
に
呼
ん
で
 い
る
よ
う
 

に
 、
現
実
世
界
を
括
弧
に
い
れ
て
、
ひ
た
す
ら
患
者
の
自
我
，
 意
識
と
体
 

験
 世
界
に
お
け
る
諸
表
象
と
の
相
互
関
係
を
分
析
す
る
「
 
方
 法
的
独
 裁
 

論
 」
で
あ
る
。
 

し
か
し
こ
の
も
っ
ぱ
ら
患
者
の
心
の
な
か
に
分
析
の
目
を
留
め
 る
 
「
 方
 

法
的
独
我
論
」
も
 、
ュ
 
ソ
グ
自
身
に
よ
っ
て
、
そ
の
粋
を
外
さ
 れ
る
こ
と
 

に
な
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
心
の
体
験
世
界
と
外
的
客
観
的
事
象
 と
の
「
 意
 

味
的
 連
関
」
を
探
ろ
 う
 と
し
て
、
「
犬
侍
 性
 」
な
る
概
念
を
導
 入
し
た
こ
 

と
に
よ
る
。
 

第
三
章
「
意
味
実
在
論
へ
の
転
回
大
特
性
の
原
理
を
め
ぐ
 って
」
 

で
は
、
副
題
に
も
あ
る
 よ
う
 に
、
こ
の
問
題
が
扱
わ
れ
る
。
 

す
 な
わ
ち
 内
 

界
の
心
的
な
事
象
と
外
界
の
物
理
的
な
事
象
と
の
関
係
を
探
る
 な
か
で
、
 

ユ
ン
グ
は
「
意
味
あ
る
偶
然
の
一
致
」
の
存
在
を
確
信
し
、
 

そ
 れ
を
 共
時
 

的
 現
象
と
呼
ん
だ
。
そ
し
て
そ
れ
と
並
行
し
て
、
元
型
の
概
念
 を
 広
げ
、
 

そ
の
極
限
に
心
と
身
体
（
本
能
）
と
が
相
互
に
侵
犯
し
あ
っ
て
 い
る
「
 類
 

心
的
」
領
域
な
る
も
の
を
想
定
し
、
さ
ら
に
心
的
な
内
界
と
物
 理
 的
な
外
 

界
 も
こ
の
領
域
を
通
し
て
侵
犯
し
あ
っ
て
お
り
、
こ
れ
こ
そ
 共
 時
 的
な
現
 

象
を
解
明
す
る
手
が
か
り
だ
と
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
 の
 結
果
、
 

そ
も
そ
も
彼
の
出
発
点
で
あ
っ
た
「
方
法
的
独
我
論
」
の
立
場
 か
ら
足
を
 

踏
み
出
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
。
と
い
う
の
も
こ
の
立
場
 は
 、
物
理
 

的
な
実
在
に
関
す
る
判
断
を
中
止
し
、
体
験
世
界
に
お
け
る
「
 心
理
学
的
 

真
理
」
を
解
明
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
し
大
持
 性
を
説
明
 

す
る
も
の
と
し
て
の
元
型
は
、
独
我
論
的
な
意
味
 つ
 
げ
を
す
る
 さ
い
の
 可
 

能
 根
拠
で
あ
る
に
留
ま
ら
ず
、
物
理
的
な
外
界
を
も
秩
序
づ
 け
 、
意
味
 づ
 

 
 

げ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
 、
意
味
と
 

い
 う
 も
の
は
、
体
験
世
界
に
現
わ
れ
て
く
る
諸
表
象
を
自
我
 ｜
 意
識
と
関
 

連
 づ
け
る
な
か
で
二
次
的
に
生
じ
て
く
る
も
の
で
は
な
く
、
 予
 め
そ
れ
 自
 

体
 と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
が
個
人
の
内
界
の
み
な
ら
ず
 、
日
常
的
 

な
 現
実
世
界
に
も
顕
現
し
て
く
る
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
い
わ
 ば
 
「
絶
対
 

知
 」
を
も
っ
た
無
意
識
が
 、
 心
の
根
底
で
あ
る
と
と
も
に
、
 

世
 界
 全
体
の
 

 
 

基
盤
を
も
な
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
意
味
が
啓
示
さ
れ
て
く
る
 こ
と
に
な
 

る
 。
事
実
ユ
ン
グ
は
、
晩
年
の
書
簡
に
お
い
て
、
心
と
物
質
と
 に
 共
通
な
 

 
 

 
 

究
極
の
次
元
と
し
て
、
「
一
な
る
世
界
ヒ
コ
 
ヒ
 の
 日
 目
口
年
年
ど
の
 概
 
 
 

 
 

の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

こ
 5
 
し
て
ユ
ン
グ
の
思
想
の
内
容
と
そ
の
基
本
的
な
傾
向
を
明
 ら
か
に
 



し
た
上
で
、
渡
辺
氏
は
、
第
二
部
に
お
い
て
、
一
個
の
学
的
な
 方
法
論
と
 

し
て
の
妥
当
性
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
。
そ
の
始
め
に
あ
 た
る
第
四
 

章
 
「
基
本
的
な
理
論
的
枠
組
心
的
現
実
の
立
場
と
心
理
学
 
的
 真
理
」
 

で
は
、
ま
ず
ユ
ン
グ
の
反
省
哲
学
的
な
態
度
が
取
り
上
げ
ら
れ
 る
 。
す
な
 

ね
 ち
、
体
験
世
界
は
そ
も
そ
も
心
的
な
イ
メ
ー
ジ
か
ら
成
り
 
立
っ
て
 お
 

り
、
 
・
そ
れ
を
経
験
す
る
こ
と
と
は
、
心
的
な
も
の
を
心
に
よ
っ
 て
 把
握
す
 

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
人
は
、
こ
の
 ょ
う
 な
心
理
学
的
 循
 環
か
ら
 抜
 

げ
 出
し
て
、
現
実
そ
の
も
の
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 可
能
な
の
 

は
 、
体
験
世
界
の
諸
表
象
を
心
的
現
実
の
立
場
に
立
っ
て
 、
い
 わ
ば
内
側
 

か
ら
眺
め
、
感
情
移
入
す
る
こ
と
だ
げ
と
な
る
。
 

と
す
る
と
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
体
験
世
界
を
把
握
す
る
 心
 と
は
 何
 

か
 、
そ
し
て
心
の
構
想
作
用
を
通
し
て
産
み
出
さ
れ
て
く
る
 象
 徴
 と
は
 何
 

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
第
五
章
「
心
と
象
徴
の
 概
念
と
 機
 

能
 １
１
心
に
内
在
す
る
弁
証
法
的
契
機
」
で
扱
わ
れ
る
。
ま
ず
 ユ
ン
グ
 思
 

想
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
「
部
分
と
全
体
」
と
い
う
観
点
が
 指
摘
で
ぎ
 

る
 。
た
と
え
 ぱ
 我
々
が
自
ら
と
同
一
視
し
て
い
る
自
我
一
コ
ン
 プ
レ
ッ
ク
 

ス
は
、
 心
の
一
部
分
に
す
ぎ
ず
、
 心
 全
体
を
包
括
す
る
存
在
は
 自
己
と
 呼
 

ば
れ
る
。
そ
し
て
人
間
の
心
的
発
達
と
ほ
、
即
自
的
全
体
 者
と
 し
て
の
 原
 

無
意
識
か
ら
、
自
我
 1
 
意
識
と
無
意
識
と
の
分
裂
と
い
う
対
自
 
的
な
段
階
 

を
 経
て
 、
 心
が
即
自
的
か
つ
対
自
的
全
体
者
と
し
て
の
自
己
 
を
 実
現
す
 

る
 、
弁
証
法
的
な
過
程
と
み
な
さ
れ
る
。
つ
ま
り
心
の
構
想
 作
 用
に
よ
っ
 

て
 体
験
世
界
に
現
出
し
て
く
る
さ
ま
ざ
ま
な
心
の
部
分
 1
 
像
 

ベ
ル
 ソ
 

ナ
 ・
 影
 ・
ア
ニ
マ
・
ア
ニ
 ム
ス
と
 自我
意
識
と
の
対
立
を
 徐
々
に
 統
 

合
し
て
い
く
過
程
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
対
立
物
を
統
合
す
る
 心
の
能
力
 

の
こ
と
を
、
ユ
ン
グ
は
「
超
越
機
能
」
と
呼
ん
で
お
り
、
そ
れ
 を
体
験
也
 

 
  

 

界
 に
現
出
し
て
く
る
象
徴
の
最
大
の
機
能
の
一
つ
と
み
な
し
て
 い
る
。
 

 
 

第
六
章
「
体
験
世
界
と
そ
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
方
法
的
独
 
我
 論
と
の
 

 
 

元
型
論
」
は
、
以
上
を
前
提
と
す
る
ユ
ン
グ
が
、
実
際
に
い
か
 な
る
解
釈
㎝
 

原
理
に
基
づ
い
て
、
体
験
世
界
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
諸
表
象
を
 解
釈
し
よ
 

う
と
し
た
の
か
が
扱
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
渡
辺
氏
は
 、
ユ
ノ
 グ
の
 解
釈
 

法
 が
顕
わ
に
な
る
状
況
を
 、
 ①
夢
な
ど
の
非
日
常
的
な
体
験
、
 

0
 日
常
的
 

な
 体
験
や
臨
床
上
の
経
験
、
③
超
現
実
的
な
共
 時
的
 体
験
の
三
 
っ
に
 分
け
 

て
 論
じ
て
い
る
。
ま
ず
 夢
 分
析
で
あ
る
が
、
 

ュ
ソ
グ
 は
夢
の
言
 
語
を
、
論
 

理
 的
な
思
考
を
主
と
す
る
自
我
 1
 意
識
の
 
@
 語
と
異
な
り
、
 

ィ
 
メ
ー
ジ
の
 

連
鎖
に
よ
る
象
徴
的
な
連
想
の
体
系
と
み
な
す
。
そ
し
て
、
 夢
 の
 顕
在
内
 

容
を
歪
め
ら
れ
た
も
の
と
し
、
そ
の
背
後
に
隠
さ
れ
た
真
の
意
 味
 内
容
を
 

そ
こ
か
ら
読
み
取
ろ
 う
 と
す
る
 
フ
 p
 イ
ト
 仁
 異
を
唱
え
、
夢
の
 イ
メ
ー
ジ
 

は
そ
の
ま
ま
「
心
的
現
実
」
を
な
し
て
お
り
、
そ
れ
を
意
識
に
 よ
っ
て
 埋
 

解
 で
き
る
形
に
す
る
こ
と
が
夢
の
解
釈
だ
と
す
る
。
具
体
的
 二
 =
 
申
 （
 
@
 ，
，
 

ナ
 
・
 @
 
「
 

フ
ロ
イ
ト
の
よ
う
に
例
え
ば
「
棒
状
の
も
の
」
を
 即
 
「
男
根
」
 
と
 還
元
す
 

る
の
で
は
な
く
、
全
体
と
の
脈
絡
の
中
で
個
々
の
イ
メ
ー
ジ
を
 立
 
思
味
 づ
 け
 

て
い
く
と
い
う
方
法
を
と
る
。
こ
の
為
に
ユ
ン
グ
が
依
拠
し
た
 方
法
は
 、
 

敷
桁
（
増
幅
・
拡
充
）
 

法
 と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ま
ず
個
々
の
 ィ
 
メ
ー
ジ
に
 

対
し
て
、
夢
見
者
に
そ
れ
と
直
接
関
わ
り
の
あ
る
経
験
や
事
象
 を
 連
想
さ
 

せ
 、
個
人
史
的
な
脈
絡
の
な
か
で
意
味
 づ
 げ
が
な
さ
れ
る
。
 
こ
 れ
は
主
観
 

段
階
の
解
釈
と
呼
ば
れ
る
。
つ
い
で
、
意
義
深
い
 夢
 

「
 大
 き
な
 夢
 」
 

の
場
合
、
神
話
な
ど
の
知
識
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
連
想
を
 施
し
て
、
 

 
 

諸
イ
メ
ー
ジ
の
集
合
的
・
人
類
普
遍
的
な
意
味
を
探
り
出
す
 、
 客
観
段
階
 



の
 解
釈
が
な
さ
れ
る
。
元
型
的
 敷
街
 で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
ユ
ン
グ
の
夢
分
析
は
、
 

夢
 自
体
の
解
釈
を
主
眼
 と
 す
る
も
 

 
 

の
で
あ
り
、
こ
れ
は
夢
を
一
個
の
物
語
と
し
て
解
釈
し
、
そ
こ
 に
 意
味
を
 

求
め
て
い
く
方
法
と
言
ぅ
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
敷
桁
渋
に
 よ
っ
て
 物
 

語
 Ⅱ
体
験
世
界
を
解
萌
し
て
い
く
立
場
で
あ
り
、
こ
れ
は
②
の
 日
常
的
な
 

体
験
や
臨
床
上
の
経
験
に
対
す
る
解
釈
の
場
合
に
も
 貫
 か
れ
て
 い
る
っ
 い
 

ず
れ
に
せ
 
よ
 、
個
人
の
体
験
世
界
に
現
出
し
て
き
た
諸
表
象
を
 
一
連
の
 

 
 

脈
絡
の
中
に
位
置
づ
 
け
 、
そ
の
中
で
意
味
を
見
出
し
て
い
く
。
 

そ
し
て
ま
 

 
 

ず
 個
人
的
な
文
脈
の
な
か
で
の
意
味
、
つ
い
で
集
合
的
な
 レ
ベ
 ル
 で
の
類
 

 
 

比
 的
な
意
味
を
取
り
出
し
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
 で
 注
意
を
 

要
す
る
の
は
、
集
合
的
な
レ
ベ
ル
に
お
け
る
散
荷
で
あ
る
。
 こ
 れ
は
決
し
 

て
 個
人
の
体
験
世
界
を
超
え
る
も
の
で
ほ
な
く
、
人
類
普
遍
的
 な
 内
容
を
 

も
つ
集
合
的
無
意
識
に
由
来
す
る
心
の
構
想
力
に
よ
っ
て
体
験
 世
界
に
現
 

出
す
る
も
の
場
合
に
よ
っ
て
は
外
界
に
投
影
・
転
移
さ
れ
 

る
｜
と
 

み
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
体
験
世
界
が
心
 の
 写
像
で
 

あ
る
と
い
う
同
一
哲
学
的
な
立
場
が
色
濃
く
出
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
 集
 

全
的
な
内
容
を
も
つ
イ
メ
ー
ジ
も
個
人
の
体
験
世
界
と
い
う
 括
 弧
の
枠
内
 

で
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
①
②
の
 い
 ず
 れ
に
お
い
 

て
も
「
方
法
的
独
我
論
」
に
 収
 放
す
る
こ
と
に
変
わ
り
が
な
い
  
 

と
こ
ろ
が
③
の
 
共
 特
約
体
験
の
解
釈
に
な
る
と
、
先
述
し
た
よ
 う
に
、
 

今
 

こ
の
枠
組
が
突
破
さ
れ
、
最
終
的
に
「
一
な
る
世
界
」
に
 ま
で
到
達
し
て
 

蠕
 

し
ま
う
。
①
②
に
お
い
て
は
、
体
験
世
界
の
意
味
が
あ
く
 ま
で
主
観
的
な
 

辮
 

形
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
③
に
な
る
と
、
体
験
主
 体
 と
は
無
関
係
 

 
 

に
 、
意
味
が
実
在
者
と
し
て
啓
示
的
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
 り
 、
そ
れ
 

 
 

ゆ
え
意
味
主
体
と
し
て
の
宇
宙
論
的
な
自
己
の
存
在
が
要
請
さ
 れ
て
い
る
 

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
個
々
人
は
、
腕
白
的
な
直
観
に
よ
っ
て
 の
み
、
 こ
 

 
 

0
 字
国
論
的
な
自
己
と
触
れ
合
い
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
意
味
を
 引
き
出
し
 

 
 

て
く
る
正
確
に
は
受
動
的
に
意
味
を
啓
示
さ
れ
る
こ
 
と
に
よ
っ
 

て
 初
め
て
、
自
ら
の
体
験
世
界
さ
ら
に
は
生
そ
の
も
の
を
有
意
 味
 化
で
ぎ
 

 
 

も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
自
ず
か
ら
充
溢
し
て
く
る
 力
 動
的
 な
 意
味
を
 

い
か
に
捉
え
る
か
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
 

こ
う
し
て
第
七
章
「
ユ
ン
グ
に
お
け
る
有
意
味
性
の
間
 題
 

人
 問
の
 

宗
教
性
と
意
味
の
体
認
１
１
」
は
、
ユ
ン
グ
の
解
釈
 法
 に
お
 け
 る
 キ
 ー
概
 

念
が
 
「
有
意
味
性
」
の
問
題
に
あ
る
こ
と
を
解
明
す
る
。
 

ユ
ノ
 グ
は
、
そ
 

の
 真
偽
は
と
も
か
く
、
 
1
 
の
 -
 
守
 @
0
 
口
の
語
源
を
ラ
テ
ン
語
の
お
 括
 の
ぺ
 
の
に
 求
 

め
 、
宗
教
の
本
質
を
 ヌ
、
、
 

、
ノ
ー
 ゼ
 を
慎
重
か
つ
良
心
的
に
観
察
 す
る
こ
と
 

と
み
な
し
、
そ
 う
 す
る
傾
向
を
人
間
に
固
有
の
本
能
的
態
度
と
 
み
な
し
 

た
 。
人
間
の
魂
は
本
質
的
に
宗
教
的
で
あ
る
と
言
 う
 の
で
あ
る
 。
た
だ
し
 

こ
の
傾
向
は
、
反
省
的
に
自
我
 @
 意
識
の
側
に
お
い
て
 
ヌ
 ミ
ノ
 i
 ゼ
を
観
 

察
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
主
体
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
 し
か
し
 同
 

時
に
無
意
識
の
側
か
ら
意
識
と
無
意
識
と
の
対
立
を
統
合
す
る
 包
括
的
な
 

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
・
象
徴
を
発
現
さ
せ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
 は
 、
無
意
 

識
の
自
律
性
に
力
点
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
さ
ら
 に
 、
そ
の
 

 
 

無
意
識
的
な
る
も
の
が
、
実
在
す
る
意
味
の
場
と
し
て
の
「
 
一
な
る
 世
 

 
 

 
 

を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
人
生
の
意
味
」
を
見
出
す
こ
と
で
 あ
り
、
 

心
穏
 

 
 

理
 療
法
も
ま
た
、
そ
の
意
味
づ
け
に
貢
献
す
る
こ
と
が
最
大
の
 役
割
と
㌧
 



ぅ
 こ
と
に
な
る
。
ユ
ン
グ
心
理
学
が
「
宗
教
の
脾
 女
 」
と
呼
ば
 
れ
る
所
以
 

で
あ
る
。
つ
ま
り
ユ
ン
グ
が
到
達
し
た
最
終
地
点
は
、
「
一
な
 る
 世
界
」
 

と
い
う
す
べ
て
を
統
一
し
た
究
極
的
な
意
味
世
界
で
あ
り
、
 

そ
，
 」
か
ら
 発
 

 
 

出
し
て
く
る
意
味
を
取
り
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
に
 お
い
て
、
 

ユ
ン
グ
の
解
釈
は
す
べ
て
、
ま
ず
「
有
意
味
性
へ
の
投
企
」
が
 -
 
冊
提
 と
な
 

っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
論
点
先
取
り
的
な
意
味
 づ
 げ
が
な
さ
れ
 る
こ
と
に
 

も
な
る
わ
け
で
あ
る
。
 

そ
れ
で
は
こ
う
し
た
「
有
意
味
佳
へ
の
投
企
」
を
前
提
と
し
 牽
 強
 付
会
 

と
も
見
な
さ
れ
 ぅ
る
ュ
ソ
グ
 の
解
釈
 法
 と
は
、
い
っ
た
い
学
的
 な
地
位
を
 

主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
に
対
し
て
 渡
 辺
民
 は
、
 

本
書
の
結
論
「
有
意
味
性
へ
の
投
企
と
意
味
世
界
の
現
成
」
に
 お
い
て
こ
 

う
 論
考
す
る
。
リ
ク
ー
ル
は
 円
 解
釈
に
つ
い
て
 ヒ
 の
な
か
で
、
 
解
釈
学
に
 

お
 げ
る
二
つ
の
極
端
な
立
場
の
葛
藤
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
 り
 、
一
方
 

で
 解
釈
学
を
非
神
話
化
お
よ
び
幻
想
の
還
元
と
み
な
す
立
場
、
 他
方
で
使
 

 
 

信
や
宣
教
の
形
を
と
っ
て
武
者
に
告
知
さ
れ
る
、
意
味
の
閲
 明
 と
 回
復
と
 

み
な
す
立
場
、
こ
の
両
者
間
の
葛
藤
で
あ
る
。
非
神
話
化
を
目
 指
す
偶
像
 

破
壊
的
な
意
志
と
、
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
意
味
の
再
興
へ
の
 土
 
居
士
 
心
 L
L
 
の
 

葛
藤
で
あ
る
。
そ
し
て
前
者
 は
 懐
疑
へ
の
意
志
と
厳
密
さ
へ
の
 %
-
-
 

い
、
後
 

者
は
聴
従
へ
の
意
志
と
倍
従
へ
の
誓
い
を
そ
れ
ぞ
れ
の
動
機
 づ
 げ
 と
し
て
 

る
と
い
う
。
 

こ
の
脈
絡
に
お
い
て
、
「
有
意
味
性
へ
の
投
企
」
と
「
意
味
 世
 界
 の
 現
 

成
 」
を
中
心
テ
ー
マ
と
す
る
 
ュ
ソ
グ
 の
立
場
が
、
後
者
の
「
 意
味
の
再
 

興
 」
と
し
て
の
解
釈
学
に
属
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
 

だ
し
こ
れ
を
成
立
さ
せ
る
主
要
な
動
機
 づ
 げ
で
あ
る
「
 信
 」
は
 、
素
朴
な
 

あ
る
。
 た
 

信
者
の
も
っ
第
一
の
「
 信
 」
で
は
な
く
、
解
釈
学
者
の
第
二
の
 
「
 臣
旧
 
」
、
 

「
批
判
を
経
由
し
た
 
信
 」
、
「
批
判
後
の
信
」
で
な
い
か
ぎ
り
、
 

き
わ
め
て
Ⅳ
 

素
朴
か
つ
懇
意
的
な
解
釈
に
堕
し
て
し
ま
う
こ
と
は
言
 う
 ま
で
 も
な
い
。
㈹
 

 
 

こ
れ
に
関
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
が
、
ユ
ン
グ
の
 一
 
日
圧
胆
観
 で
ひ
 

あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
ユ
ン
グ
は
言
語
を
記
号
的
言
語
と
象
徴
的
 一
 
日
 語
と
の
 

二
つ
に
大
別
し
、
前
者
に
対
し
て
は
一
種
の
不
信
を
抱
い
て
い
 た
 。
端
的
 

ニ
一
日
え
 
ぱ
 、
記
号
的
言
語
の
意
味
に
お
げ
る
固
定
性
，
限
界
性
 
（
自
我
 中
 

心
性
）
に
対
す
る
不
信
で
あ
る
。
し
か
し
、
お
 ょ
そ
 言
語
を
抜
 
き
に
し
て
 

は
 、
心
理
療
法
と
い
う
営
為
は
ほ
と
ん
ど
成
立
し
え
な
い
。
 そ
 こ
 イ
巳
ユ
ン
 

グ
 に
お
け
る
「
批
判
後
の
信
」
の
重
要
な
も
の
と
し
て
、
象
徴
 ぬ
 舌
口
 
ま
申
へ
 

の
 
「
 信
 」
、
つ
ま
り
は
言
語
の
象
徴
的
機
能
な
い
し
啓
示
能
力
 に
 対
す
る
 

「
 信
 」
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
渡
辺
氏
に
 よ
 る
 と
 

ニ
ン
グ
 

の
 主
張
す
る
「
心
的
現
実
の
立
場
」
こ
そ
、
こ
の
象
徴
的
 @
=
 

ロ
ま
 
幅
 へ
の
「
 第
 

二
の
信
」
と
密
接
に
連
関
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
個
々
 人
の
体
験
 

世
界
に
お
け
る
現
出
物
を
、
そ
の
客
観
性
を
括
弧
に
い
れ
て
、
 心
理
学
的
 

な
 真
理
・
現
実
で
あ
る
と
み
な
し
、
次
い
で
そ
れ
を
体
験
世
界
 に
 啓
示
さ
 

れ
た
象
徴
と
捉
え
る
。
そ
し
て
そ
の
象
徴
の
啓
示
能
力
を
媒
介
 に
し
て
、
 

個
々
の
自
我
主
体
と
体
験
世
界
と
を
密
接
に
相
関
さ
せ
 つ
マ
 
両
者
を
相
 

互
 的
に
変
容
さ
せ
、
そ
れ
を
も
っ
て
個
人
の
治
療
な
い
し
救
済
 を
は
か
る
 

と
い
う
図
式
で
あ
る
。
 

こ
の
図
式
を
別
の
側
面
か
ら
見
る
と
、
こ
う
言
う
こ
と
も
で
 き
 る
 。
 す
 

な
わ
ち
ま
ず
即
自
的
全
体
者
と
し
て
の
 原
 無
意
識
が
あ
る
。
 
こ
 こ
に
起
因
 

す
る
無
意
識
的
な
創
造
的
構
想
 力
 が
現
実
化
さ
れ
る
た
め
、
 

っ
 ま
り
一
個
 

の
 象
徴
的
表
象
と
な
る
た
め
に
は
、
反
省
的
意
識
を
必
要
と
す
 る
 。
そ
う
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し
て
初
め
て
確
固
た
る
自
我
に
基
づ
く
日
常
的
な
意
識
の
場
が
 成
立
し
 、
 

同
時
に
体
験
世
界
が
確
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
因
果
 性
 が
支
配
 

す
る
「
明
る
い
」
世
界
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
安
逸
 で
 無
反
省
 

な
 常
識
が
支
配
す
る
世
界
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
無
意
識
の
 存
在
が
抑
 

圧
 ・
忘
却
さ
れ
、
自
我
 
1
 意
識
と
無
意
識
の
間
に
亀
裂
が
生
じ
 、
葛
藤
が
 

生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
不
安
ひ
い
て
は
精
神
的
な
病
の
 主
因
で
あ
 

る
 。
 ュ
ソ
グ
 
の
な
す
解
釈
は
、
こ
の
無
自
覚
な
自
我
・
意
識
に
 独
我
論
的
 

な
 反
省
を
も
た
ら
し
、
体
験
世
界
に
お
い
て
現
に
繰
り
広
げ
ら
 れ
て
い
る
 

無
意
識
の
構
想
力
 め
 働
き
を
明
ら
か
に
し
て
意
味
づ
け
る
こ
と
 を
目
的
と
 

す
る
。
そ
の
結
果
、
体
験
世
界
が
無
意
識
の
諸
要
素
と
の
関
連
 に
お
い
て
 

理
解
さ
れ
解
釈
さ
れ
、
心
の
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
対
立
物
が
明
 
ら
か
に
さ
 

ね
 、
そ
の
葛
藤
が
克
服
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
最
終
的
に
は
、
 日
 常
の
自
我
 

中
心
的
な
態
度
が
、
決
定
的
な
「
回
心
」
を
体
験
し
、
自
己
と
 の
 統
合
性
 

を
 見
出
す
。
つ
ま
り
自
我
が
脱
中
心
化
さ
れ
、
自
己
に
そ
の
 座
 を
 譲
る
。
 

そ
し
て
、
内
な
る
全
体
者
と
し
て
の
自
己
と
の
関
連
に
お
い
て
 ｜
 それ
 

 
 

に
 照
ら
さ
れ
て
自
我
 1
 意
識
の
体
験
世
界
に
意
味
そ
の
も
 の
が
顕
現
 

し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
く
ま
で
も
理
論
的
な
 可
恐
 物
で
 

し
か
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
 境
位
 に
達
す
る
こ
と
は
、
 
共
時
的
 な
 体
験
の
 

基
底
、
つ
ま
り
物
質
的
な
外
界
と
心
的
な
内
界
が
通
底
す
る
「
 一
な
る
 世
 

界
 」
へ
の
到
達
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
 0
 

こ
の
心
の
弁
証
法
と
も
呼
べ
る
図
式
が
一
種
の
目
的
論
的
な
 循
 環
 を
な
 

し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
図
式
が
全
 体
 者
の
現
 

実
化
の
過
程
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
 無
意
識
の
 

構
想
 力
 は
そ
れ
自
体
が
即
自
的
な
全
体
者
、
可
能
態
と
し
て
の
 全
体
者
で
 

あ
り
、
心
的
な
諸
現
象
を
背
後
か
ら
基
礎
づ
け
る
も
の
で
あ
る
 。
し
か
し
 

そ
れ
は
同
時
に
、
心
的
過
程
の
最
終
地
点
と
し
て
の
体
験
 
せ
 界
の
 
「
 
意
 

味
 」
が
解
明
さ
れ
た
 境
位
 に
お
け
る
、
無
意
識
の
構
想
力
の
可
 想
 的
な
 完
 

全
現
実
態
（
 ヱ
 ン
テ
レ
ケ
 イ
ァ
 ）
と
も
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
 ち
 そ
れ
 自
 

体
 と
し
て
現
実
化
さ
れ
て
お
り
充
足
し
た
全
休
 者
 と
な
っ
て
 
お
 り
 、
心
的
 

過
程
の
目
的
因
を
も
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
 全
体
者
の
 

自
己
運
動
を
単
に
記
述
す
る
に
留
ま
ら
ず
、
「
第
二
の
信
」
を
 も
っ
て
 
こ
 

の
 連
動
に
身
を
委
ね
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
 ュ
ソ
グ
 の
基
本
姿
勢
 
で
あ
り
、
 

ま
た
「
有
意
味
性
へ
の
投
企
」
と
は
目
的
論
的
な
循
環
の
輪
の
 な
か
に
 自
 

ら
を
位
置
づ
け
る
営
為
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
 来

 

辛
 

来
 

来
 

来
 

以
上
が
評
者
の
能
力
が
許
す
か
ぎ
り
で
要
約
し
た
本
書
の
紹
介
 で
あ
る
 

が
 、
大
著
 た
 げ
に
か
な
り
長
い
記
述
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
 

し
 か
し
、
 こ
 

れ
だ
け
の
大
著
で
あ
り
な
が
ら
 繊
 密
な
論
理
と
緊
張
感
が
最
後
 ま
で
貫
か
 

れ
て
お
り
、
評
者
と
し
て
も
垂
直
に
言
っ
て
羨
望
の
念
を
禁
じ
 え
な
い
。
 

そ
れ
ゆ
え
評
者
に
と
っ
て
本
書
に
何
ら
か
の
批
判
を
な
す
こ
と
 は
 、
「
甘
口
 

い
 掛
り
」
的
な
要
素
を
帯
び
ざ
る
を
得
な
い
が
、
一
 つ
だ
 げ
間
 題
 点
を
指
 

摘
 し
て
お
ぎ
た
い
。
 

た
し
か
に
 
ュ
ソ
グ
 の
あ
る
い
は
 ュ
 ソ
グ
心
理
学
的
な
 

解
釈
が
 

「
有
意
味
性
の
再
興
」
で
あ
り
、
「
意
味
へ
の
投
企
」
で
あ
る
と
 

い
う
氏
の
 

指
摘
は
評
者
と
し
て
も
納
得
の
い
く
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
 級
 密
な
論
理
 
け
 

的
 営
為
を
通
し
て
、
改
め
て
 ュ
ソ
グ
 の
理
論
に
対
す
る
見
通
し
 
が
 形
成
さ
㎝
 

れ
た
気
が
す
る
。
し
か
し
一
方
で
、
 

ュ
 ソ
グ
心
理
学
の
陣
営
に
 
 
 

者
と
し
て
、
多
少
の
割
り
切
れ
な
さ
が
残
る
こ
と
も
事
実
で
あ
 る
 。
そ
れ
 



は
 、
そ
も
そ
も
 ュ
 ソ
グ
心
理
学
に
惹
か
れ
る
人
間
と
い
う
も
の
 は
 、
内
界
 

や
 外
界
の
体
験
世
界
に
映
じ
ら
れ
た
諸
事
象
に
対
し
 

て
 過
度
に
 

意
味
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
傾
向
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
 、
そ
れ
ゆ
 

え
ど
こ
ま
で
自
覚
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
問
題
は
あ
る
が
、
「
 有
意
味
性
 

の
 再
興
」
と
言
わ
れ
て
も
、
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
を
指
摘
さ
 ね
 た
 よ
う
 

な
念
が
拭
え
な
い
こ
と
も
事
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
 コ
 p
 シ
 フ
ス
の
 

卵
 と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
の
こ
と
で
ほ
あ
る
が
。
 

他
方
、
ユ
ン
グ
陣
営
の
外
か
ら
見
た
場
合
、
「
ユ
ン
グ
的
な
」
 解
釈
の
 

真
理
要
求
の
権
利
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。
す
な
 ね
 ち
、
現
実
 に
な
さ
れ
 

て
い
る
「
ユ
ン
グ
的
な
」
解
釈
は
、
た
と
え
 ぱ
 神
話
分
析
に
お
 い
て
諸
々
 

の
 登
場
人
物
や
 テ
 一
 で
を
ぺ
 ル
ソ
ナ
・
 影
 ・
ア
ニ
マ
ノ
ア
ニ
ム
 ス
 ・
太
母
 

自
己
な
ど
と
い
っ
た
毎
度
お
馴
染
み
の
「
定
食
」
の
当
て
は
め
 に
 終
始
 

し
て
し
ま
う
場
合
が
多
い
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
う
し
た
状
況
 に
お
い
て
 

ほ
ュ
 ソ
グ
心
理
学
が
「
有
意
味
性
の
再
興
」
と
し
て
解
釈
学
 の
 一
端
を
 

占
め
る
と
い
う
主
張
は
一
応
認
め
ら
れ
て
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
 そ
う
し
た
 

舞
台
装
置
を
「
信
ず
る
」
そ
れ
が
た
と
え
「
第
二
の
信
」
 

で
あ
っ
て
 

8
 
 

個
の
宗
教
と
変
わ
り
が
な
い
と
の
批
判
が
当
然
の
こ
 と
な
が
ら
 

生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ユ
ン
グ
の
解
釈
に
お
け
る
 学
的
な
位
 

置
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
「
有
意
味
佳
の
再
興
」
に
留
ま
る
こ
 と
な
く
、
 

先
述
の
分
析
の
た
め
の
舞
ム
ロ
装
置
を
用
い
る
 
場
 ム
ロ
以
外
に
い
か
 
な
る
解
釈
 

が
 可
能
で
あ
り
、
そ
う
し
た
諸
解
釈
の
な
か
で
何
故
「
ユ
ン
グ
 的
な
」
 解
 

和
 が
学
的
な
位
置
を
主
張
す
る
権
利
を
持
ち
つ
る
の
か
を
解
明
 す
る
必
要
 

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

た
だ
し
こ
の
問
題
は
、
本
書
に
お
い
て
渡
辺
氏
が
論
考
の
範
囲
 を
、
先
 

述
の
 ①
夢
 や
 ②
臨
床
上
の
解
釈
の
あ
り
方
に
お
い
て
お
り
、
 

神
 話
や
昔
話
 

と
い
つ
た
よ
り
広
範
な
領
域
に
お
け
る
解
釈
は
直
接
扱
っ
て
 い
 な
い
こ
と
Ⅸ
 

に
 起
因
し
て
い
る
。
論
点
を
絞
る
た
め
に
は
当
然
の
処
置
で
あ
 る
 。
ま
た
 

幼
 

 
 

そ
れ
だ
け
に
「
有
意
味
性
の
再
興
」
が
治
療
戦
略
と
し
て
 き
わ
 
め
て
有
効
は
 

で
あ
る
と
の
主
張
も
出
て
く
る
め
げ
で
あ
る
。
し
か
し
「
 ユ
ノ
 グ
 的
な
解
 

グ
 心
理
学
の
脱
構
築
を
意
図
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
本
書
 は
 

え
と
し
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
次
い
で
ハ
イ
ジ
ッ
ク
氏
の
著
書
 

釈
 」
の
学
的
な
妥
当
性
を
問
 う
 か
ぎ
り
、
よ
り
広
い
文
脈
に
お
 

ち
 本
書
は
ま
ず
、
ハ
イ
ジ
ッ
ク
氏
の
著
書
に
お
い
て
提
起
さ
れ
 

八
五
年
に
氏
が
訳
さ
れ
た
ハ
イ
ジ
ッ
ク
 
著
ヨ
 ユ
ン
グ
の
宗
教
 

理
 要
求
の
権
利
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
こ
と
は
言
 う
 ま
で
も
な
 

（
春
秋
社
）
と
二
つ
の
意
味
に
お
い
て
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
 

ユ
ン
グ
心
理
学
の
「
解
釈
学
的
基
盤
」
の
検
討
へ
の
必
要
性
に
 

だ
が
「
謝
辞
」
に
も
あ
る
よ
 5
 に
、
渡
辺
氏
に
と
っ
て
本
書
は
 

、
そ
の
 再
 

が
、
ユ
ノ
 

対
す
る
 答
 

て
い
た
、
 

い
て
の
 真
 

 
 心

理
学
 b
 

す
な
わ
 

一
九
 

統
合
を
目
指
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
次
の
 著
書
に
お
 

い
て
は
、
再
度
 
ュ
 ソ
グ
心
理
学
を
脱
構
築
す
る
な
か
で
、
こ
の
 「
ニ
ン
グ
 

的
な
」
解
釈
を
め
ぐ
る
真
理
要
求
の
権
利
問
題
が
取
り
上
げ
ら
 れ
る
こ
と
 

と
 思
わ
れ
る
。
 



0
 理
事
会
 

日
時
平
成
四
年
七
月
一
八
日
午
後
二
時
 
l
 六
時
 

場
所
学
士
会
館
本
郷
分
館
八
号
室
 

出
席
者
荒
木
美
智
雄
、
安
斉
 
伸
 、
弁
円
 富
 二
夫
、
石
田
 慶
 和
 、
上
 

田
 賢
治
、
上
田
 閑
照
 、
江
島
忠
致
、
金
井
新
三
、
島
 薗
進
 、
 

鈴
木
艶
人
、
芹
川
博
道
、
田
中
英
三
、
田
丸
 徳
善
 、
塚
本
啓
 

祥
 、
寺
川
俊
昭
、
藤
井
正
雄
、
藤
田
富
雄
、
脇
本
甲
 也
 、
坂
 

上
雅
翁
 

議
題
 

一
 
、
第
五
一
回
学
術
大
会
発
表
者
の
承
認
 

二
五
二
名
の
発
表
者
が
承
認
さ
れ
、
 プ
 p
 グ
ラ
ム
の
原
案
が
検
 

試
 さ
れ
た
。
 

一
 
、
学
会
発
表
の
題
目
表
記
 仁
 つ
い
て
 

従
来
発
表
題
目
の
表
記
に
つ
き
、
不
統
一
な
点
や
 、
 種
々
の
 理
 

由
か
ら
し
て
不
適
切
な
点
が
見
ら
れ
た
た
め
、
理
事
会
の
決
定
 

に
よ
り
、
今
後
以
下
の
点
で
表
記
の
統
一
を
図
る
こ
と
と
な
っ
 

-
@
O
 

ヰ
ハ
 

規
定
の
字
数
を
越
え
た
も
の
は
適
宜
短
縮
す
る
。
 

・
同
一
の
タ
イ
ト
ル
で
（
一
）
 
、
 （
二
）
 

、
 （
三
）
と
い
っ
た
継
続
 

番
号
を
打
っ
発
表
表
記
は
 、
 認
め
な
い
。
 

・
そ
の
他
の
諸
記
号
に
つ
い
て
も
、
統
一
の
た
め
に
適
宜
変
更
 

O O 
出場 目許 

議   誘 出場 日 常 
席 席 務 
者 所持 貫 、 題 者所持 理   

      成 

日新井分一     （土） 与里 藤井正 候れ 推薦 委員 久、上 捕者と 徳 美雨 されて 査 委員 二夫、   
也鈴 田 役 たと 賢 てのた 補 

木 重 五 

  七 

田 田 六 
大関 時 

                半   
、 江 松各正 な 段 梅島 

157(413) 

会
報
 

す
る
こ
と
が
あ
る
。
 

一
 、
新
入
会
員
の
承
認
 

新
入
会
員
と
し
て
、
別
記
三
八
人
が
入
会
を
承
認
さ
れ
た
。
 



一
 、
評
議
員
選
考
委
員
選
挙
開
票
 

開
票
結
果
 

0
 理
事
互
選
 分
 

有
権
者
総
数
八
一
 

投
票
者
総
数
五
二
（
投
票
率
六
四
、
二
 
%
 ）
 

有
効
投
票
者
数
五
二
 

O
 

無
効
投
票
者
数
 

有
効
投
票
数
一
五
六
 

O
 

無
効
投
票
数
 

白
票
 

O
 

有
効
投
票
数
の
内
訳
 

分
に
よ
 る
選
考
委
員
に
選
出
さ
れ
た
。
 

脇
本
子
 也
 

一
九
、
田
丸
 徳
 善
一
四
、
金
井
新
三
一
二
、
 藤
田
 

富
雄
一
 0
 、
荒
木
美
智
雄
 
五
 、
島
 薗
進
五
 
（
以
下
略
）
 

こ
の
結
果
、
脇
本
子
 也
 、
田
丸
 徳
善
 、
金
井
新
二
の
三
氏
が
理
 事
 互
選
 

0
 
一
般
投
票
 分
 

有
権
者
総
数
一
、
六
 0
 四
 

投
票
者
総
数
 

三
八
六
（
投
票
率
二
四
、
一
 %
 ）
 

有
効
投
票
者
数
三
八
四
 

一
 一
 

無
効
投
票
者
数
 

有
効
投
票
数
七
六
一
 セ

 

無
効
投
票
数
 

白
票
 

四
 

有
効
投
票
数
の
内
訳
 

0
 常
務
理
事
会
 

日
時
平
成
四
年
八
月
一
五
日
（
土
）
七
時
半
 l 八
時
 

場
所
学
士
会
館
本
郷
分
館
三
号
室
 

出
席
者
荒
木
美
智
雄
、
井
市
富
二
夫
、
植
田
重
雄
、
上
田
 
閑
 照
 、
 江
 

島
忠
致
、
金
井
新
 三
 、
島
 薗
進
 、
鈴
木
 範
久
 、
田
九
徳
 

善
 、
平
井
直
属
、
藤
田
富
雄
、
脇
本
辛
抱
 

議
題
 

一
 、
お
下
名
下
の
国
内
委
員
の
選
出
 

脇
本
子
 也
 

二
五
、
田
九
徳
善
二
三
、
長
谷
屯
営
一
九
、
 

佳
 々

 

木
宏
幹
 
一
八
、
島
 薗
 進
一
七
、
植
田
重
雄
一
六
、
石
田
 慶
和
 
琳
 

一
五
、
藤
井
正
雄
一
五
、
金
井
新
三
一
三
、
松
木
暗
 一
 

一
）
 
4
 
l
 

 
 

三
 、
井
 門
富
 二
夫
一
二
、
藤
田
富
雄
一
一
、
大
屋
憲
一
 

一
く
 

一
 、
宮
家
準
一
 0
 
、
荒
木
美
智
雄
一
 
0
 
 （
以
下
略
）
 

こ
の
結
果
、
理
事
互
選
で
選
出
さ
れ
た
脇
本
子
 也
 、
田
九
徳
 善
 、
 金
井
 

新
 二
の
三
氏
を
除
い
て
、
長
谷
 工
営
 、
佐
々
木
安
静
、
 
島
薗
進
 、
植
田
 

重
雄
、
石
田
慶
和
、
藤
井
正
雄
、
松
木
浩
一
、
井
 門
富
 二
夫
、
 藤
田
富
 

雄
 、
大
屋
憲
一
の
 
一
 0
 
氏
が
一
般
投
票
 分
 に
よ
る
当
選
者
と
な
 っ
た
 。
 

理
事
互
選
 分
 に
よ
る
当
選
者
三
名
、
一
般
投
票
 分
 に
よ
る
当
選
 
若
一
 O
 

名
 、
計
一
三
名
の
評
議
員
選
考
委
員
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
 五
十
音
 

順
敬
 省略
）
 

井
 市
富
二
夫
、
石
田
慶
和
、
植
田
重
雄
、
大
屋
憲
一
、
金
井
新
一
 

一
 
"
 

佐
々
木
 宏
幹
 、
 島
薗
進
 、
田
丸
 徳
善
 、
長
谷
正
常
、
藤
井
正
雄
 、
藤
 

田
 富
雄
、
松
本
浩
一
、
脇
本
甲
 也
 



0
 学
会
官
選
考
委
員
会
 

日
時
平
成
三
年
七
月
二
八
日
 

場
所
学
士
会
館
本
郷
分
館
（
火
）
 

出
席
者
中
野
 幡
能
 、
奈
良
康
明
、
藤
井
正
雄
 

議
題
 

一
 、
互
選
に
 よ
 り
審
査
委
員
長
に
藤
井
正
雄
氏
を
選
出
し
た
。
 

0
 宗
教
研
究
編
集
委
員
会
 

日
時
平
成
四
年
六
月
三
日
（
水
）
 

場
所
学
士
会
館
本
郷
分
館
 

出
席
者
石
井
研
 士
 、
島
 薗
進
 、
末
本
文
美
 士
 、
鶴
岡
 賀
雄
 、
 渡
辺
 

和
子
 

議
題
 

一
 、
円
宗
教
研
究
し
第
六
五
巻
第
四
 
輯
 （
二
九
一
号
）
刊
行
報
告
 

㍉
宗
教
研
究
し
第
六
六
巻
第
一
韓
三
九
二
号
）
刊
行
予
定
報
告
 

一
 、
円
宗
教
研
究
 
ヒ
 第
六
六
巻
第
二
 輯
 編
集
方
針
 

国
際
ア
ジ
ア
・
 北
 ア
フ
リ
カ
研
究
会
議
（
お
下
名
 
レ
の
 
）
国
内
委
 

員
会
，
前
日
本
宗
教
学
会
代
表
委
員
、
後
藤
光
一
郎
氏
の
死
去
 

に
伴
い
、
後
任
の
代
表
委
員
と
し
て
、
中
村
慶
治
郎
氏
を
選
出
 

し
た
。
 

O 
向 日 新 来 新 大川 河内小池 入会 黒 川又 鹿 叉 加藤 荻野 堀 水 臣 国 

俊 勝 茂 基 悦 豊 本員   
院 〒   

一丁 
一丁 一 丁 l ー 一 一 フ イ 

  講 一 
    
    五 ル 五 0 三一 O 六 正二 三四 師 五上 平安 

川 0 豊一     
159(415 Ⅰ 



小
池
淳
一
弘
前
大
学
専
任
講
師
〒
 
0
 
三
ょ
 
ハ
 
弘
前
市
学
 国
阿
 
一
 

｜
一
 

公
務
員
宿
舎
三
三
１
匹
 ｜
 五
八
 

古
賀
克
彦
千
代
田
な
学
園
中
・
高
教
諭
〒
一
六
四
 
中
 野
 区
南
 

合
口
 ｜
 四
四
１
元
 

櫻
井
 
義
秀
 
北
海
道
大
学
講
師
〒
 0
 六
 0
 
 札
幌
市
北
区
 北
 七
条
 

西
人
北
海
道
大
学
古
河
講
堂
 

佐
々
木
裕
子
音
数
大
学
非
常
勤
講
師
〒
一
五
三
目
黒
区
 駒
場
 
一
 

１
匹
 0
1
 
五
 

メ
ゾ
 ソ
 キ
ャ
ン
 三
 0
 二
 

佐
藤
義
之
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
〒
六
一
二
 
-
 
示
 都
市
 

伏
見
区
向
島
 一
フ
 九
町
一
五
一
１
羽
 0
 、
 三
 F
 棟
 九
一
 

五
号
 

松
 両
手
通
法
 
龍
各
 大
学
大
学
院
〒
五
五
七
大
阪
市
西
成
 図
南
 開
 

一
一
 
｜
一
｜
 一
一
一
一
一
 

）
 0
 の
の
っ
 

す
 ）
 0
 由
 Z
 ㏄
 0
 之
 

筑
波
大
学
大
学
院
〒
 三
 0
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Rites for the Dead in the Ise-Shima District 
The Takemairi of Mount Asama 

Noritsugu KIMURA 

Abstract: Mount Asama, which is located about halfway between 
Ise City and Torihane City and has an elevation of 553 meters, is 
known to the residents of the Ise-Shima district as Take or Otakesan, 

and has from ages past been held in the faith of the people as the 
mountain of the spirits or the dead. Climbing this mountain for the 
purpose of worship is known in the Ise-Shima district as takemairi, 

The purpose of takemairi, however, is not only the climbing of the 

mountain for worship, but also the erecting of toba (a wooden symbol 
of a five-storied tomb) as a memorial service for the dead, which is 
known as the tiibakuyii (toba memorial service), within the inner 

precincts of KongGsh6 Temple (affiliated with Nanzenji of Rinzaishu) 
at the top of the mountain. In this paper, based on an understanding 

of the custom of takemairi as a rite for the dead, attention will be 

concentrated on the tGbakuy6. Using the temple records and field res- 
earch as our data, along with a report on the special characteristics 
of the regionalism of tcbakuyo, a consideration of the present state 

of takemairi will be attempted. 



Foulness as a Meditative Obiec t ,  Viewed 
from Medico-legal Knowledge 

Bhikkhu Hui-Min 

From the time the Buddha to the present age, the various descrip- 
tions of foulness, used to combat against covetousness, could be 

verified by the Buddhist monks actually going to the aerial sepulchers 
and seeing with their won eyes the changes in the bodies of the dead. 
One would expect, therefore, that there would not be much difference 
in the various traditions concerning foulness. However, the description 

of the decay of corpses found in the Seimonchi, which goes from 1) 

blue bruises, 2) pussy inflamation, to 10) skeleton, differs a bit in 

both content and order from that of Pali Buddhism. In order to un- 
derstand this inconsistency, as a result of the use of modern medico- 
legal knowledge, it can be said that the explanation of the process 

of decay of corpses found in the Seimonchi corresponds fairly closely 
to that of medico-legal knowledge. On the other hand, the 10 places 
of foulness of Vism has 9) gathering of flies, 8) covered with blood, 
which does not correspond with the various situations in the nine 
stages of aerial sepulchers found in the Fali Nenshokyo. In addition, 

the definition of 6) scattering and 7) hacking to pieces is different 

from that of the Nenshoky6. Consequently, it would probably be best to 

take the 10 places of foulness of Vism as being based on and further 
developing the 9 stages of aerial sepulchers found in the Pali Nenshoky6. 



A Classification of the Two Types of 
Vows (pranidhana) in Buddhist Texts 

- An application to the case of the Divyiivadiina - 

Satoshi HIRAOKA 

Abstract: There are many studies on the idea of the vow in Budd- 
hism, but so far attention has been focused mainly on their contents, 
that is on the aim, of the vow. A new approach, however, may lead 
to a better understanding of the origin and development of the idea, 
and allow us to evaluate the genre of the expression of a vow in a 

fresh way. I have examined the idea of the vow from the standpoint 

of the motive out of which it is expressed and the directionality to 

the vow. This has allowed me to classify vows into two types. 
[Type I ] Having accumulated a root of merit (kuSaEamiila) by 

doing a good deed (e.g. donation), one makes a vow with the cliche, 

"By this root of merit (anena kuialamiilena) may ..." Accordingly, one 
makes a vow after accumulating the merit requisite to its accomplish- 
ment, and thus the directionality of the vow is toward the past. 
The motive for the accomplishment of the vow is some good already 

performed. 

[Type I[ ] First making a vow. one then performs practices (caryii) 
which leads to the realization of the vow. The vow is made before 
one carries out the practices through which the vow will be accom- 

plished. The direction of the motive is thus toward the future. Most 

Bodhisattva vows are of this type. 
There is a major difference between the two types. Although both 

types came to be expressed by the same rerm (pra-?ti- Jdhii) in later 

texts, originally only Type 1 vows were expressed with this term. 
Having introduced the basic distinction of two types of vows, I apply 

this classification to categorize the vows found in the Divyiivadiina. 



The Reception of the Concept 

of Dependent Origination in China 

Satoshi KAWANO 

Abstract: Around the beginning of the common era, a t  the time 

when Buddhism was transmitted to China, although there were some 
who denied the existence of the spirit after death, it is believed that 

the existence of the spirit was widely recognized among the common 
people. In addition, even prior to the reception of the Buddhist idea 
of inga-oho (the law of cause and effect), there existed the idea that 
if one exerts proper efforts that would become the cause which would 
lead to some kind of good results in a retributive way. On the other 
hand, although through the thought of the Taoists and mountain 

spiritualists eternal youth and long life were sought, that pertained 

to the present life and had no conection with the life after death. 
In opposition to this, the new way of looking and thinking which 

was introduced to China by Buddhism was the concept of dependent 

origination. In the concept of dependent origination limited to the 
law of cause and effect and retribution, the idea that there is an 

existence after the present life, and that one's present self determines 

one's existence in the future life was systematically introduced. In 

addition, this fact of retribution in the afterlife made a trong impres- 

sion on the people. In this paper on the concept of dependent origin- 

ation, questions as to why Chinese expressions such as engi (dependent 
origination) and inen (karma) are used will be dealt with by centering 

on a consideration of classical Chinese documents, and furthermore 

questions such as what content was intended to be transmitted by 
use of these terms will lead to a consideration of the receptivity of 
the concept of dependent origination in China. 

Buddhism teaches that the relation between in or inen (cause) and 

g~ (effect) transcends the boundary between life and death and 



reaches from the present life to the future existence. Although the 

Chinese accepted the Buddhist concept of dependent origination on the 
foundation of the already existing concepts of retribution and fatalism, 
until around the period of the Three States, the author believes that 
the idea that all of existence is dependent on all else, or dependent 
origination, and the idea of the transmigration between the three 
worlds of the past existence, present existence, and future existence, 
were not yet accepted, or rather, had not yet taken root in China. 



Retrogression 

- Heidegger's Speculation - 
Kiyoshi TOSHIMA 

Abstract: In the forward to the fifth edition of What is Metaphysics? 
the title "Returning to the Foundation of Metaphysics" is used. Here 

Heidegger calls for a return to the non-metaphysical essence of met- 
aphysics. This return is accomplished as a "retrogression." Here 
metaphysics is described as a "rejection of the world for the non- 

world" and a "rejection of the human for the non-human", or a term 
which recapitulates the way of being common to the world and 
humanity. Consequently, the above retrogression includes, in a certain 
way, the aim to return to the original nature of humanity and the 

original nature of the world. Meanwhile, in what is called general 

cultural criticism as well, the return to the original nature of humanity 
and the world is often raised as a problem. However, in one of his 

letters, Heidegger states that what is raised in general cultural criticism 
as the "crisis of humanity and the world" is fundamentally different 

from what he meant by this crisis. The confirmation of this difference 
and a consideration of what Heidegger meant by this "crisis" is the 
purpose of this paper. 



Hideo OKABE 

Abstract: Leibniz institutes a distinction between necessities by pro- 
posing the possible worlds. This enables him to hold to the contingency 
and freedom in creation of a world as a selection from infinite things, 
and also to recognize the determination of natural laws in the selected 
world. It is souls as force which are created freely by God. For Lei- 
bniz all souls must be connected to bodies. Souls act as the purpose of 
activities of bodies: all activities in a body are nothing else but mot- 
ions, which are produced and oriented by the action of souls as force. 
Motions as a whole do not exist, so the real being in motions is 
nothing else but the momentary state "conatus." However since it exist 
only in a moment, the motions do not endure without an action to 
conserve "conatus". This is an action of the force. The force appears 
as the derived and temporal modification "impetus", which is founded 
by the original force as a spiritual principle to organize the modific- 
ation. To take souls as force is to situate the souls within the things 
themselves. 

The Problem of Creation in Leibniz 

- 




