
日
本
に
果
た
し
て
仏
教
は
存
在
す
る
の
か
、
と
厳
し
い
否
定
的
 な
 眼
差
 

し
を
日
本
仏
教
界
に
投
げ
 掛
 げ
ら
れ
た
の
は
、
渡
辺
 照
 先
民
 で
 あ
っ
た
。
 

元
来
イ
ン
ド
古
典
 語
で
 描
き
上
げ
ら
れ
た
仏
教
的
世
界
は
 、
イ
 ソ
ド
 文
化
 

と
密
接
不
離
な
関
係
に
あ
り
、
い
か
に
功
級
な
技
術
を
弄
し
て
 も
そ
の
ほ
 

と
ん
ど
を
移
植
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
確
か
に
歴
然
と
し
 た
 事
実
で
 

あ
る
 0
 パ
ー
リ
ー
語
 や
 サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
音
そ
の
も
の
の
 醸
し
出
す
 

あ
の
 豊
醸
 な
イ
メ
ー
ジ
は
、
和
歌
や
謡
曲
の
音
声
表
現
が
織
り
 な
す
多
重
 

な
 意
味
の
世
界
が
絶
望
的
に
翻
訳
不
可
能
で
あ
る
の
と
同
様
、
 漢
訳
や
和
 

 
 

と
文
化
を
言
語
を
通
し
て
捉
え
た
と
 き
 、
渡
辺
氏
の
提
 @
 は
た
し
か
に
 絶
 

辮
 
大
な
説
得
力
を
も
っ
て
迫
っ
て
く
る
。
殊
に
宗
教
と
い
 

っ
た
 文
化
因
子
 

は
 、
文
芸
な
ど
と
同
様
、
舌
口
語
遊
戯
的
要
素
が
極
め
て
強
く
 
、
い
 わ
ゆ
る
 

「
日
本
仏
教
学
」
と
言
う
研
究
ジ
ャ
 ソ
か
 は
、
田
村
芳
朗
博
士
 を
 主
任
 

教
授
に
迎
え
、
昭
和
四
七
年
、
東
京
大
学
文
学
部
印
度
哲
学
科
 の
な
か
に
 

正
式
に
講
座
が
開
講
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
独
立
し
た
 ア
立
 ア
ミ
ノ
ク
 

な
学
問
と
し
て
公
認
さ
れ
る
に
到
っ
た
と
言
え
よ
う
。
勿
論
 仏
 教
系
 の
 大
 

単
 に
お
い
て
、
宗
学
の
名
の
下
に
、
日
本
仏
教
の
研
究
は
す
で
 に
あ
る
 程
 

度
 で
は
あ
る
が
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
 先
 札
を
受
け
て
い
た
し
、
 そ
こ
以
外
 

に
お
い
て
も
、
国
史
に
お
け
る
日
本
仏
教
典
 や
 、
な
に
よ
り
も
 西
欧
哲
学
 

の
 薫
陶
を
受
け
た
学
者
達
、
特
に
思
想
史
家
運
 仁
 よ
っ
て
 、
日
 本
仏
教
 

の
、
 例
え
ば
絶
対
開
会
思
想
の
、
論
理
構
造
が
研
究
さ
れ
て
 き
 た
の
も
、
 

の
 

 
 

周
知
の
事
実
で
あ
る
。
田
村
博
士
の
業
績
は
、
ま
さ
に
彼
ら
先
 哲
の
構
築
 

(
 

し
て
き
た
知
の
道
産
抜
き
に
は
在
り
得
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
 し
 か
し
な
が
 
M
 

ら
そ
れ
ら
は
、
厳
密
な
意
味
に
お
け
る
独
自
の
研
究
領
域
を
持
 っ
た
 「
 日
 

笠
井
正
弘
 

Ⅱ 田村 重日 亜 

芳 と 

介   
  
  
七一 五 壬 

ロ｜ 

駄
酒
落
や
言
い
間
違
 等
 が
幅
を
効
か
せ
て
い
る
。
「
返
答
せ
ん
 か
ら
扁
桃
 

腺
炎
に
な
っ
た
」
等
の
病
因
論
は
、
民
間
信
仰
に
見
ら
れ
る
そ
 の
 最
も
素
 

朴
 な
例
で
あ
る
が
、
こ
の
 ょ
う
 な
単
純
な
言
説
で
す
ら
そ
の
ま
 ま
 外
国
語
 

に
 移
す
こ
と
は
ま
っ
た
く
不
可
能
で
あ
る
。
文
芸
に
お
い
て
は
、
 遥
か
に
 

高
尚
な
レ
ベ
ル
で
は
あ
る
が
、
特
に
持
の
翻
訳
な
ど
の
際
に
同
 様
の
難
問
 

が
 経
験
的
に
知
ら
れ
て
お
り
、
明
治
以
後
の
翻
訳
詩
集
の
多
く
 に
お
い
て
 

ほ
 、
こ
の
問
題
は
棚
上
げ
に
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
き
た
の
で
 あ
っ
た
。
 

本
当
に
詩
を
味
わ
い
た
け
れ
ば
、
原
語
に
精
通
し
な
け
れ
ば
な
 ら
な
い
、
 

と
い
う
命
題
は
 、
 確
か
に
万
感
の
重
み
を
持
っ
て
い
る
。
訳
本
 の
み
を
用
 

い
て
、
 シ
ヱ
 イ
ク
ス
ピ
ア
を
研
究
し
ま
し
た
、
な
ど
と
い
つ
 て
 も
、
 少
な
 

く
と
も
プ
ロ
の
研
究
者
か
ら
は
完
全
に
黙
殺
さ
れ
る
の
が
落
ち
 で
あ
る
。
 



本
仏
教
学
」
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
 

日
本
仏
教
学
と
は
、
そ
れ
を
日
本
に
お
い
て
様
々
な
形
態
で
存
 在
し
て
 

ぎ
た
仏
教
と
い
う
諸
現
象
を
め
ぐ
る
学
術
的
な
研
究
で
あ
る
 
と
 捉
え
れ
 

ば
 、
そ
れ
は
方
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
学
問
と
い
う
 よ
 り
は
 、
現
象
に
 

よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
だ
と
言
え
、
し
た
が
っ
て
方
法
論
的
 に
は
、
 歴
 

史
学
、
言
語
学
、
心
理
学
、
社
会
学
、
人
類
学
、
民
俗
学
あ
る
 い
は
経
済
 

学
 、
政
治
学
等
々
、
あ
ら
ゆ
る
方
法
を
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
 で
あ
る
と
 

言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
を
日
本
仏
教
に
関
す
る
仏
教
学
 的
 研
究
で
 

あ
る
と
捉
え
た
場
合
に
は
、
そ
れ
は
仏
教
学
の
一
分
野
と
し
て
 方
法
論
的
 

に
 限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
印
度
哲
学
内
の
 一
 専
攻
科
目
で
 あ
る
と
い
 

う
こ
と
に
な
る
。
田
村
博
士
に
よ
っ
て
開
講
さ
れ
た
「
日
本
 
仏
教
学
」
 

は
 、
そ
の
意
味
で
ま
さ
に
後
者
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
飽
く
ま
で
 も
仏
教
学
 

な
の
で
あ
っ
て
、
基
本
的
に
は
仏
教
文
献
学
だ
と
言
え
よ
う
。
 博
士
の
目
（
 

体
 的
な
研
究
を
見
て
も
、
天
台
本
覚
論
で
あ
れ
、
鎌
倉
新
仏
 
教
諭
で
あ
 

ね
 、
何
よ
り
も
文
献
学
に
そ
の
方
法
の
基
礎
が
あ
り
、
前
者
の
 可
能
性
に
 

つ
い
て
は
ま
っ
た
く
考
慮
さ
れ
た
気
配
は
な
い
。
そ
れ
は
博
士
 自
身
の
言
 

葉
か
ら
も
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
（
㍉
田
村
芳
朗
仏
教
学
 論
集
第
 

二
集
日
本
仏
教
論
 J
l
n
 

以
下
口
仏
教
論
集
 

b
 と
略
称
す
る
口
前
 収
 
「
仏
教
 

哲
学
の
提
唱
」
よ
り
「
…
・
・
・
前
略
・
・
・
…
私
が
た
い
へ
ん
 

、
 頭
を
 悩
ま
せ
た
 

こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
承
知
の
ご
と
く
、
す
で
に
国
史
 学
科
な
ど
 

で
 日
本
仏
教
 史
 が
講
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
と
は
別
に
印
度
 学
 科
 で
日
本
 

仏
教
史
を
講
ず
る
と
す
れ
ば
、
ど
う
い
う
形
の
も
の
に
な
る
か
 と
い
う
点
 

に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
考
え
っ
ぎ
ま
し
た
こ
と
は
、
 目
 本
仏
教
 

思
想
史
と
い
う
こ
と
で
す
。
・
・
・
…
中
略
…
…
印
度
以
来
の
仏
教
 

思
想
史
の
 

上
に
の
せ
て
考
察
す
る
・
・
・
…
」
）
。
つ
ま
り
博
士
が
差
異
性
を
意
 議
 さ
れ
て
 

い
た
の
は
、
同
様
に
文
献
に
依
拠
し
て
成
立
し
て
い
る
国
史
学
 
や
 宗
学
仁
成
 

対
し
て
で
あ
っ
て
 、
 言
わ
ば
文
献
学
内
の
対
立
で
あ
 つ
 た
と
い
 
え
よ
う
。
）
 

 
 

上
記
の
引
用
か
ら
も
明
白
な
ご
と
く
、
博
士
は
自
ら
の
研
究
対
 象
 る
哲
 

㏄
 

学
 思
想
に
限
定
す
る
こ
と
で
、
一
般
の
国
史
学
と
は
一
線
を
画
 し
 、
ま
た
 

印
度
以
来
の
伝
播
の
流
れ
に
日
本
仏
教
を
位
置
付
け
る
こ
と
で
 、
個
別
的
 

な
 研
究
に
終
始
す
る
宗
学
に
差
異
性
を
つ
け
よ
う
と
さ
れ
て
い
 る
 。
も
っ
 

と
も
こ
の
態
度
は
博
士
の
基
本
的
な
姿
勢
で
あ
っ
て
、
東
京
大
 学
で
 講
座
 

を
 引
き
受
け
ら
れ
る
以
前
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
学
位
論
文
「
 鎌
倉
仏
教
 

思
想
の
研
究
 b
 に
既
に
は
っ
き
り
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
 。
そ
こ
で
 

ほ
 所
謂
鎌
倉
新
仏
教
の
開
祖
 達
 、
法
然
や
親
 弗
 、
日
蓮
、
道
元
 と
い
っ
た
 

人
々
の
書
き
残
し
た
言
葉
を
、
個
別
的
に
で
は
な
く
、
天
台
本
 党
 思
想
の
 

展
開
と
い
う
歴
史
的
な
流
れ
を
通
し
て
位
置
付
け
よ
う
と
さ
れ
 て
い
た
。
 

そ
し
て
本
稿
の
対
象
で
あ
る
 円
 仏
教
学
論
集
 b
 所
収
の
諸
論
文
 も
 、
す
べ
 

て
こ
の
態
度
の
延
長
線
上
で
記
述
さ
れ
て
い
る
（
因
み
に
第
一
 巻
 で
は
 主
 

と
し
て
本
覚
思
想
に
関
わ
る
論
文
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
第
二
 巻
 で
は
 目
 

本
天
台
に
お
け
る
浄
土
思
想
及
び
法
華
経
思
想
、
そ
し
て
後
半
 は
 主
と
し
 

て
 日
蓮
の
信
仰
の
思
想
史
的
研
究
に
割
か
れ
て
い
る
）
。
博
士
 は
こ
の
よ
 

う
 な
研
究
の
方
法
を
「
日
本
仏
教
思
想
史
」
と
名
付
げ
ら
れ
た
 の
で
あ
っ
 

-
@
 

テ
ハ
 
。
 

さ
て
、
こ
こ
で
本
稿
の
冒
頭
で
触
れ
た
問
題
に
目
を
向
け
て
み
 よ
う
。
 

日
本
仏
教
学
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
内
実
が
日
本
仏
教
 
史
 で
あ
 

ね
 、
日
本
仏
教
思
想
史
で
あ
れ
、
少
な
く
と
も
日
本
に
仏
教
と
 い
う
も
の
 

が
 存
在
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
仏
教
と
い
う
 @
 
日
 表
が
何
 



書評と 紹扮 

を
 意
味
す
べ
く
使
用
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
定
義
の
問
題
で
 も
あ
る
。
 

何
よ
り
も
先
ず
 、
 我
々
日
本
人
が
「
ぶ
っ
き
ょ
う
」
と
発
話
 し
て
認
識
 

し
 了
解
し
て
い
る
意
味
内
容
と
、
渡
辺
氏
が
「
仏
教
」
と
表
現
 し
て
い
る
 

意
味
内
容
と
の
あ
い
だ
に
は
、
決
定
的
な
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
 。
通
常
用
 

い
ら
れ
て
い
る
意
味
で
の
「
ぶ
っ
き
よ
う
」
と
い
う
発
話
で
示
 さ
れ
て
 
ぃ
 

る
の
は
、
社
会
生
活
の
一
側
面
と
し
て
存
在
す
る
お
盆
や
お
 彼
 岸
 あ
る
い
 

ほ
 先
祖
供
養
と
い
っ
た
宗
教
的
行
為
を
指
し
て
お
り
、
ま
た
そ
 れ
る
の
だ
 行
 

為
を
共
有
し
て
い
る
人
々
に
よ
る
団
体
概
念
を
指
し
て
い
る
。
 ま
た
、
 団
 

体
 ご
と
に
行
為
規
定
が
異
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
規
定
の
絶
対
 的
 根
拠
と
 

し
て
、
あ
る
特
定
の
仏
典
及
び
そ
の
団
体
の
カ
リ
ス
マ
的
 り
｜
 ダ
｜
 達
に
 

よ
る
解
釈
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
信
仰
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
 「
ぶ
っ
き
 

よ
 う
」
と
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
信
仰
生
活
全
体
を
漠
然
と
指
 す
 概
念
だ
 

と
い
え
よ
う
。
 

こ
れ
 仁
 対
し
て
渡
辺
氏
の
「
仏
教
」
は
、
イ
ン
ド
で
か
つ
て
 釈
 尊
が
説
 

い
た
教
え
、
す
な
わ
ち
パ
一
 リ
 １
話
 や
 サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
 
表
現
さ
れ
 

た
 言
葉
群
を
さ
し
て
い
る
。
そ
れ
は
言
葉
で
あ
る
以
上
文
化
に
 よ
っ
て
 厳
 

し
く
拘
束
さ
れ
て
お
り
、
厳
密
に
ほ
翻
訳
不
可
能
で
あ
る
と
い
 え
る
。
 先
 

に
も
述
べ
た
如
く
、
発
話
の
際
の
多
重
な
イ
メ
ー
ジ
の
広
が
り
 は
 、
翻
訳
 

に
 際
し
て
は
、
決
定
的
に
犠
牲
に
供
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
 そ
 の
 結
果
そ
 

れ
ぞ
れ
の
言
葉
は
、
一
義
的
な
意
味
の
み
を
課
せ
ら
れ
て
翻
訳
 さ
れ
て
 
ぃ
 

る
こ
と
に
な
る
 
0
 し
か
る
に
一
端
翻
訳
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
 

そ
 の
 翻
訳
 先
 

の
 @
@
 

ロ
ま
咀
の
背
景
に
あ
る
文
化
の
制
約
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
、
 

新
 た
に
 多
 

重
な
イ
メ
一
ジ
の
 広
が
り
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
 元
 義
か
ら
は
 

全
く
掛
け
離
れ
た
意
味
が
生
ま
れ
、
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
し
 ま
う
こ
と
 

に
な
る
の
で
あ
る
。
仏
壇
に
位
牌
を
置
き
先
祖
の
供
養
を
す
る
，
 
」
と
が
 シ
 

ッ
 ダ
ル
ク
の
教
え
か
ら
出
て
こ
よ
う
と
は
、
イ
ン
ド
の
生
活
者
 に
は
想
像
 

も
で
き
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
渡
辺
氏
が
「
日
本
に
ほ
仏
教
 
は
な
い
」
 

宅
 仏
教
 L
 岩
波
新
書
）
と
言
わ
れ
る
根
拠
ほ
こ
こ
に
あ
る
。
 

そ
 し
て
も
し
 

日
本
に
仏
教
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
仏
教
学
は
存
 柱
 根
拠
を
 

失
 5
 
こ
と
に
な
ろ
 
う
 。
 

蓋
し
田
村
博
士
が
日
本
仏
教
（
思
想
）
史
を
も
っ
て
日
本
仏
教
 学
 の
 根
 

幹
 に
据
え
よ
う
と
さ
れ
た
の
は
、
博
士
が
イ
ン
ド
哲
学
に
出
自
 を
も
っ
て
 

い
る
が
ゆ
え
に
、
あ
る
意
味
で
必
然
的
な
手
続
き
で
あ
っ
た
と
 壬
 
一
口
え
る
。
 

こ
の
学
科
の
主
た
る
仕
事
が
 、
サ
ソ
 
ス
ク
リ
ッ
ト
の
翻
訳
に
あ
 る
か
ら
で
 

あ
る
。
そ
こ
か
ら
見
張
ら
せ
る
世
界
像
の
中
で
は
、
通
常
人
々
 が
 仏
教
と
 

お
も
っ
て
い
る
も
の
は
、
「
仏
教
」
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ
っ
た
 

。
そ
こ
で
 

博
士
は
 、
 多
く
の
国
史
学
者
が
「
日
本
に
は
仏
教
は
あ
る
」
と
 ナ
イ
 l
 ヴ
 

に
 信
じ
込
ん
で
ス
タ
 l
 ト
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
日
本
に
お
 い
て
仏
教
 

と
み
な
さ
れ
て
い
る
現
象
の
中
で
、
真
に
仏
教
と
呼
べ
る
も
の
 は
 何
か
 、
 

を
 考
察
し
た
上
で
（
思
想
）
と
い
う
指
標
を
示
さ
れ
た
の
で
あ
 っ
た
 。
 碍
 
@
 

上
 に
と
っ
て
も
、
渡
辺
氏
同
様
、
仏
教
と
は
イ
ン
ド
で
釈
尊
が
 説
か
れ
た
 

教
え
に
基
づ
い
た
宗
教
生
活
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
大
前
提
 と
し
て
あ
 

る
 
（
「
・
・
・
…
イ
ン
ド
以
来
の
仏
教
思
想
史
の
上
に
の
せ
て
考
察
す
 る
 …
：
・
」
 

ハ
 前
掲
 ヒ
 。
し
か
る
に
宗
教
生
活
を
そ
の
ま
ま
異
文
化
に
翻
訳
す
 る
こ
と
 

は
 不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
踏
ま
え
て
、
博
士
は
言
語
 現
 象
の
中
で
㊥
 

 
 

文
化
の
拘
束
を
こ
え
て
翻
訳
可
能
な
も
の
は
思
想
で
あ
り
、
 ま
 た
 仏
教
と
 

(
 

し
て
真
に
論
及
す
る
価
値
の
あ
る
対
象
は
思
想
だ
、
と
い
う
 方
 法
論
を
提
Ⅲ
 

起
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
価
値
観
の
表
現
で
あ
る
。
 そ
 こ
に
は
ま
 



た
 思
想
は
深
化
し
そ
れ
改
進
化
す
る
、
と
い
う
歴
史
観
も
存
在
 
し
て
い
 

る
 。
博
士
の
日
本
中
世
 天
 ム
コ
本
覚
論
の
研
究
は
 、
 単
に
イ
ン
ド
 
に
 端
を
発
 

し
 中
国
を
経
て
日
本
に
伝
播
し
た
仏
教
の
研
究
で
は
な
く
、
 

そ
 の
間
に
 歴
 

史
的
試
練
を
経
て
い
か
に
思
想
と
し
て
深
化
し
進
化
を
遂
げ
た
 か
 、
と
い
 

ぅ
 視
点
に
貫
か
れ
て
い
る
。
私
事
で
あ
る
が
、
筆
者
が
修
士
論
 文
 で
日
蓮
 

系
 教
団
の
宗
教
性
を
研
究
し
て
い
た
時
、
博
士
の
学
位
論
文
を
 繰
り
返
し
 

繰
り
返
し
読
ま
せ
て
頂
い
て
、
日
蓮
の
仏
教
思
想
史
上
の
価
値
 を
 知
ら
さ
 

ね
 、
大
い
に
啓
発
さ
れ
た
こ
と
を
今
で
も
生
 き
生
 ぎ
と
覚
え
て
 
い
る
。
 

こ
の
思
想
史
的
方
法
は
、
し
か
し
な
が
ら
決
定
的
な
問
題
を
字
 ん
で
い
 

る
 。
そ
れ
は
先
に
述
べ
た
如
く
、
言
語
の
異
文
化
へ
の
翻
訳
が
 、
そ
の
 具
 

体
 的
な
多
義
性
を
犠
牲
に
し
、
意
味
を
一
義
的
但
し
ば
り
こ
ん
 で
し
か
 可
 

能
 で
な
い
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
の
場
合
た
と
え
そ
の
翻
訳
 が
 思
想
と
 

い
 う
 価
値
を
意
匠
と
し
て
被
せ
ら
れ
た
に
せ
よ
、
原
典
の
も
つ
 豊
穣
な
 内
 

実
の
殆
ど
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
も
舌
口
え
る
の
で
あ
 

る
 。
こ
の
 

よ
う
な
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
翻
訳
を
経
れ
ば
経
る
ほ
ど
そ
の
内
 容
は
貧
困
 

化
す
る
こ
と
と
な
り
、
思
想
的
進
化
な
ど
と
い
う
表
現
は
 、
虚
 し
い
繰
り
 

言
 と
い
う
こ
と
に
な
り
か
れ
な
い
。
渡
辺
氏
の
日
本
仏
教
へ
の
 批
判
は
 、
 

ま
さ
に
こ
の
視
点
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
で
は
こ
の
 批
判
は
絶
 

対
 の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
言
語
と
価
値
と
の
関
係
を
考
察
す
れ
 ，
は
 
、
こ
の
 

批
判
が
極
め
て
危
う
い
根
拠
の
上
に
し
か
成
り
立
っ
て
い
な
い
 と
い
う
こ
 

と
が
利
か
る
で
あ
ろ
う
。
 

渡
辺
氏
も
 々
ソ
ド
 の
舌
口
薬
で
書
か
れ
た
仏
典
の
内
容
は
価
値
が
 

あ
る
と
 

し
て
い
る
。
否
、
そ
れ
は
絶
対
的
な
も
の
だ
、
と
い
え
よ
 う
 。
 氏
が
、
日
 

木
 仁
は
仏
教
が
な
い
と
言
わ
れ
る
と
き
に
は
、
仏
教
と
呼
ぶ
 価
 値
 に
値
す
 

る
も
の
が
な
い
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
そ
の
価
値
 ほ
 言
葉
 自
 

休
 に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
言
葉
そ
れ
自
体
は
 、
 p
 ラ
ソ
 

ル
ト
 の
 言
皿
 

を
 待
っ
ま
で
も
な
く
、
書
か
れ
た
も
の
で
あ
れ
、
発
話
さ
れ
た
 も
の
で
あ
）
 

 
 

ね
 、
紙
面
の
汚
れ
で
し
か
な
く
、
ま
た
昔
で
し
か
な
い
。
価
値
 は
む
し
ろ
㏄
 

そ
れ
ら
の
言
葉
を
共
有
し
て
い
る
人
々
の
具
体
的
な
社
会
関
係
 の
中
で
 醸
 

成
さ
れ
た
幻
想
と
い
え
る
。
価
値
の
根
源
は
社
会
の
側
に
あ
る
 。
勿
論
 社
 

会
 が
あ
る
か
ら
 即
 価
値
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
言
葉
 が
な
け
れ
 

ぱ
 価
値
は
そ
の
内
実
を
も
ち
え
な
い
し
、
そ
も
そ
も
言
葉
が
な
 け
れ
ば
 社
 

会
 そ
の
も
の
が
存
在
し
た
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
言
葉
は
決
し
 て
 価
値
 そ
 

の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
言
葉
は
 、
 単
な
る
模
様
や
昔
を
 趣
 え
た
 有
 

意
味
な
存
在
、
す
な
わ
ち
象
徴
の
体
系
と
み
な
さ
れ
た
と
き
、
 わ
れ
わ
れ
 

は
 言
葉
を
通
し
て
価
値
を
読
み
取
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
舌
口
 
薬
 を
 象
徴
の
 

体
系
と
し
て
組
み
上
げ
て
い
る
の
が
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
具
体
 的
な
社
会
 

関
係
な
の
だ
。
そ
れ
が
た
と
え
 シ
ッ
 ダ
ル
 タ
 の
生
の
声
を
伝
え
 た
も
の
だ
 

と
し
て
も
、
紙
面
の
汚
れ
と
し
て
の
文
字
に
は
何
の
価
値
も
な
 ぃ
 。
そ
れ
 

が
 我
々
の
 生
 ぎ
ざ
ま
に
決
定
的
に
関
わ
っ
て
い
る
と
感
ず
れ
ば
 こ
そ
、
 そ
 

こ
 に
わ
れ
わ
れ
は
価
値
を
見
出
す
と
い
え
 ょ
 @
n
@
 

。
逆
に
た
と
え
 他
人
に
は
 

単
な
る
落
書
き
と
し
か
認
知
し
え
な
い
模
様
で
あ
っ
て
も
、
 そ
 こ
に
無
上
 

の
 価
値
を
読
み
取
る
の
も
の
が
現
れ
う
る
の
も
、
そ
こ
に
社
会
 関
係
が
存
 

在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
仏
教
」
と
い
え
ど
も
 例
外
で
は
 

な
い
の
で
あ
る
。
 

乱
暴
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
書
か
れ
て
 
い
よ
う
 

が
 、
漢
訳
で
あ
ろ
う
が
、
和
文
で
あ
ろ
う
が
、
誰
が
書
き
残
し
 た
の
か
 不
 

明
 で
あ
ろ
う
が
、
あ
る
い
は
明
白
で
あ
ろ
う
が
、
自
分
は
こ
れ
 を
 信
ず
る
 



書評と紹介     
  

対
 化
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 

「
思
想
史
」
と
い
う
方
法
は
、
む
し
ろ
価
値
の
絶
対
化
を
極
限
 に
ま
で
 

強
化
す
る
傾
向
が
あ
る
。
博
士
の
研
究
さ
れ
た
 天
 ム
ロ
本
覚
思
想
 、
法
華
経
 

思
想
、
日
蓮
の
思
想
、
あ
る
い
は
浄
土
思
想
の
ど
れ
を
と
っ
て
 も
そ
の
 素
 

対
象
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
困
難
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 博
 

ハ
ー
ス
と
い
っ
た
実
存
哲
学
者
達
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
論
理
 

さ
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
論
理
が
細
部
に
至
る
ま
で
透
徹
す
 

晴
ら
し
さ
が
歌
い
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
厳
密
な
論
理
を
 

ほ
ど
高
い
価
値
づ
 
け
 が
ほ
ど
こ
さ
れ
る
。
注
目
す
べ
 き
 は
 、
博
 

し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
く
る
。
し
か
し
そ
れ
故
に
こ
そ
か
え
っ
て
 

の
た
め
に
要
請
し
た
哲
学
的
論
理
が
、
ニ
ー
チ
ェ
、
ハ
イ
デ
 ガ
 

て
 「
思
想
」
と
は
、
哲
学
的
論
理
構
造
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
 

知
 

て
く
れ
る
。
こ
れ
は
信
ず
る
に
足
る
も
の
だ
、
と
い
う
メ
ッ
セ
 

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
読
む
も
の
に
強
烈
な
感
動
と
陶
酔
を
 士

 に
と
っ
 

れ
ば
す
る
 

展
開
し
て
 

士
 が
研
究
 

そ
れ
ら
を
 

も
た
ら
し
 

で
あ
っ
た
 

｜
、
ヤ
ス
 

｜
ジ
か
ひ
 

の
 体
系
を
 

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
哲
学
者
達
は
、
従
来
の
 カ
ソ
 テ
ィ
ア
 ン
的
 本
質
 

論
か
ら
な
る
絶
対
的
世
界
観
に
挑
戦
し
て
実
存
論
を
展
開
し
た
 の
で
あ
っ
 

た
 。
そ
れ
は
、
立
場
は
様
々
で
は
あ
っ
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
会
 の
 権
威
を
 

根
底
か
ら
否
定
す
る
と
い
う
点
で
は
通
底
し
て
お
り
、
そ
の
 意
 味
で
 キ
リ
 

ス
ト
救
世
界
が
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
 に
お
け
る
 

価
値
の
構
造
が
あ
る
程
度
可
視
的
に
な
る
契
機
と
な
っ
た
。
 

し
か
る
に
博
士
は
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
方
向
で
か
の
論
理
を
 用
い
て
の
 

 
 

お
ら
れ
る
。
仏
教
の
有
す
る
「
 無
 」
や
「
 空
 」
と
い
っ
た
言
葉
 を
、
 彼
ら
㏄
 

実
存
哲
学
者
の
論
理
を
座
標
に
し
て
、
価
値
 付
 げ
ら
れ
て
い
る
 
の
で
あ
 

舐
 

る
 。
 ョ
 ー
 p
 ッ
パ
 で
最
後
に
登
場
し
た
哲
学
以
上
の
理
論
を
も
 つ
 哲
学
と
 



て
 、
日
蓮
や
親
 穏
の
 
「
 無
 」
や
「
 空
 」
の
論
理
が
捉
え
ら
れ
て
 い
る
 0
 こ
 

の
こ
と
が
価
値
自
由
性
を
前
提
と
す
べ
き
学
問
に
と
っ
て
大
 き
 な
 マ
イ
ナ
 

ス
 要
因
と
な
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
ろ
う
。
勿
論
哲
学
的
論
 理
 構
造
を
 

解
明
す
る
こ
と
目
指
す
「
思
想
史
」
と
い
う
研
究
 法
 の
も
た
ら
 す
メ
ヮ
 
"
 

ト
も
、
 極
め
て
大
き
い
。
現
に
筆
者
な
ど
は
、
博
士
の
研
究
の
 恩
恵
を
被
 

っ
 た
も
の
の
一
人
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
田
村
博
士
に
よ
っ
て
 創
設
さ
 

れ
た
日
本
仏
教
学
が
、
よ
り
充
実
し
た
学
問
と
な
っ
て
ゆ
く
に
 は
 、
「
回
ゅ
 

想
史
 」
と
い
う
枠
を
こ
え
て
新
た
な
方
法
を
構
築
し
て
ゆ
 か
ね
 ば
な
る
ま
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本
多
恵
 訳
 

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
 l
 
ル
テ
ィ
中
論
詰
和
訳
 

国
書
刊
行
会
一
九
八
八
年
一
月
二
五
日
刊
 

A
5
 判
五
五
 0
 直
一
 0
 、
 0
0
0
 円
 

奥
住
 毅
訳
 

中
論
註
釈
書
の
研
究
 

チ
ヤ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
 

臼
 
プ
ラ
サ
ン
 
ナ
パ
ダ
 @
 ヒ
和
訳
  
 

大
蔵
出
版
一
九
八
八
年
九
月
二
 
0
 刊
 

A
5
 判
 

一
 00
0
 真
二
二
、
 
0
0
0
 円
 明

 

斎
藤
 

つ
い
に
、
待
望
ひ
さ
し
い
ョ
中
論
注
釈
 書
 
・
プ
ラ
サ
ン
 ナ
パ
ダ
 ｜
 
（
 
明
 

ら
か
な
こ
と
ば
）
 b
 の
完
訳
が
現
れ
た
。
そ
れ
も
 ほ
ぱ
 時
を
同
じ
 く
し
て
、
 

本
多
恵
、
奥
住
毅
の
両
氏
の
手
に
よ
り
、
二
つ
の
翻
訳
が
刊
行
 さ
れ
た
の
 

で
あ
る
。
 
ラ
 ・
ヴ
ァ
レ
・
プ
サ
ン
ロ
 

き
 Ⅰ
い
せ
仁
志
の
㌧
。
耳
糸
 

キ
 コ
 氏
に
よ
 

る
 記
念
碑
的
な
校
訂
テ
キ
ス
ト
が
出
版
（
一
九
 0
 三
｜
 一
九
一
一
 二
）
 
ど
た
れ
 

ヰ
 

て
か
ら
す
で
に
七
十
五
年
、
四
分
の
三
世
紀
を
経
過
し
て
の
 一
 つ
の
慶
事
 

で
あ
る
。
こ
の
間
、
部
分
的
に
ほ
 、
づ
デ
 
の
（
 
c
 す
の
 
～
 
ヴ
簿
 
（
の
 
オ
 ）・
卯
の
 り
 
下
り
せ
の
（
 

，
 

田
田
ヨ
 0
 （
（
の
 

，
目
 .
 よ
 
）
 
0
 口
察
 P
 
%
 

ミ
・
 

ト
 ロ
 0
 や
乙
拐
 ，
 目
 
の
 ㌧
Ⅰ
Ⅰ
目
的
 

ら
に
よ
り
英
、
独
、
仏
語
へ
の
翻
訳
が
な
さ
れ
、
さ
ら
に
は
 
、
荻
原
 雲
 

来
、
山
口
盃
、
金
 倉
円
照
 、
長
尾
雅
人
、
丹
治
 照
義
 、
そ
れ
に
 右
の
両
 訳
 

者
ら
に
よ
っ
て
日
本
語
へ
の
部
分
 訳
も
果
 た
さ
れ
て
き
た
。
 
し
か
し
な
が
 

に
よ
っ
て
は
じ
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
 

ら
 、
同
一
言
語
へ
の
完
訳
は
、
こ
の
 雨
書
 

て
 成
し
遂
げ
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後ナ 象は 

注 るや ュる の 

か性注か 照 詩史 ，ゥ 、 一 

教る   
そ
れ
ゆ
え
、
 
ヨ
 プ
ラ
サ
 
ソ
ナ
パ
ダ
 ー
 ヒ
 の
翻
訳
に
さ
い
し
て
は
 ）
サ
ン
 

ス
ク
リ
ッ
ト
 
語
 テ
キ
ス
ト
が
一
次
貸
料
と
な
る
。
そ
の
う
え
で
、
 

系
統
の
 

異
同
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
本
を
、
有
益
な
 補
助
貸
料
 

と
し
て
活
用
す
る
の
が
通
例
と
な
っ
て
お
り
、
本
多
、
奥
住
の
 両
 訳
者
も
 

ま
た
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
訳
注
作
業
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
 、
両
者
の
 

翻
訳
と
も
、
現
在
の
円
プ
ラ
サ
ン
 ナ
パ
ダ
 ー
 b
 研
究
に
お
い
て
 不
可
欠
 の
 

資
料
と
な
っ
て
い
る
ド
ゥ
・
 

コ
 ン
グ
ト
 ミ
 ・
 監
 
Ⅰ
。
目
的
 
氏
の
づ
 の
パ
ヰ
 

0
 Ⅰ
 -
 
ド
 

ざ
曲
 
-
 之
 0
 （
の
の
 
0
 コ
田
す
の
力
Ⅱ
 

ぃ
 ㏄
が
 
コ
コ
い
 
で
 ぃ
年
ゆ
 
・
～
（
）
 
い
 0
"
 ト
の
 
Ⅰ
㏄
を
 適
 宜
 参
照
し
 

な
が
ら
翻
訳
を
す
す
め
て
い
る
。
 

本
多
民
の
訳
書
は
、
テ
キ
ス
ト
お
よ
び
こ
れ
ま
で
に
出
版
さ
れ
 た
 現
代
 

語
訳
に
つ
い
て
の
手
短
か
な
は
し
が
 き
 に
 っ
 づ
い
て
、
 
ロ
 プ
ラ
サ
 
ン
ナ
バ
 

タ
 １
目
全
二
十
七
章
の
翻
訳
を
お
く
。
訳
者
自
身
が
、
「
出
来
 る
 だ
 け
晦
 

渋
な
 漢
訳
語
を
は
な
れ
て
、
平
易
な
日
本
文
と
な
る
よ
う
な
 訳
 語
を
考
察
 

し
ょ
う
と
試
み
た
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
訳
文
の
平
明
さ
は
 本
 訳
書
の
 
一
 

貫
 し
た
特
色
と
な
っ
て
い
る
。
訳
者
は
、
す
で
に
現
代
語
と
し
 て
も
定
着
け
 

 
 

し
て
い
る
 
浬
盤
や
 、
如
来
、
空
な
ど
の
い
く
つ
か
の
キ
ー
 ヮ
｜
 ド
 を
の
ぞ
㏄
 

い
て
は
、
条
件
（
代
表
的
な
漢
訳
語
は
 、
縁
 ）
、
条
件
付
発
生
（
 縁
起
）
 、
仰
 

 
 

外
的
依
り
 所
 
（
所
縁
）
、
直
前
（
ハ
等
し
無
間
）
、
支
配
（
増
上
）
 、
複
合
体
 

て
は
た
だ
一
つ
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
 語
 写
本
の
伝
わ
る
文
献
で
 あ
る
と
い
 

ぅ
 事
実
を
見
の
が
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
現
行
の
日
中
論
 日
 自
体
の
 

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
 語
 テ
キ
ス
ト
も
、
じ
っ
さ
い
に
は
こ
の
注
釈
 に
 引
用
さ
 

れ
る
当
該
部
分
を
抽
出
し
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
 
上
 
息
 味
か
ら
 

も
、
同
 プ
ラ
サ
 ソ
ナ
パ
ダ
 ー
 ロ
 の
存
在
は
貴
重
で
あ
る
。
 



（
 
繭
 ）
、
形
成
作
用
（
 
行
 ）
、
本
性
（
自
性
）
 、
 聖
な
る
真
理
（
 聖
 %
 ）
 
、
世
 

間
 に
行
な
わ
れ
る
真
理
（
世
間
世
俗
諦
）
、
厳
密
な
意
味
で
の
 真
理
（
 勝
 

義
諦
 ）
、
異
説
（
 口
邪
口
見
 ）
な
ど
、
文
脈
に
照
ら
し
て
、
新
鮮
 味
 の
あ
る
 

訳
語
を
採
用
す
る
。
こ
の
 ょ
う
 に
、
こ
れ
ま
で
、
わ
れ
わ
れ
が
 と
も
す
る
 

と
無
意
識
な
い
し
無
批
判
に
依
り
か
か
っ
て
き
た
伝
統
的
な
 漢
 訳
語
か
ら
 

一
度
は
な
れ
て
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
自
身
の
用
例
に
即
し
な
が
 
ら
 現
代
 

日
本
語
と
し
て
こ
な
れ
た
翻
訳
を
試
み
る
と
い
う
の
は
、
仏
典
 を
 翻
訳
す
 

る
さ
い
の
、
一
つ
の
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
り
え
で
も
貴
重
で
あ
 
る
と
 思
 

ぅ
 。
こ
の
点
に
、
本
多
民
の
訳
本
の
メ
リ
ッ
ト
を
み
る
こ
と
が
 で
き
る
。
 

た
だ
し
欲
を
い
え
ば
、
研
究
者
の
便
を
は
か
り
、
ま
た
今
後
の
 仏
典
 翻
 

訳
 の
一
つ
の
サ
ン
プ
ル
を
提
供
す
る
意
味
か
ら
も
、
伝
統
的
な
 訳
語
と
対
 

隠
 さ
せ
た
、
専
門
用
語
の
 イ
 ソ
デ
ッ
ク
 
ス
 を
末
尾
に
で
も
置
い
 
て
ほ
し
か
 

つ
 た
と
思
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
、
一
部
に
み
ら
れ
る
訳
語
 の
 不
統
一
 

（
例
え
ば
、
 悼
へ
い
 

（
の
 
已
 
（
 
処
 ）
の
一
話
に
対
し
て
、
「
知
覚
の
場
 」
「
感
受
 

の
場
」
「
感
官
」
「
（
享
受
の
）
場
所
」
「
享
受
の
場
」
「
享
受
の
場
 所
 」
「
（
 
妹
ハ
 

界
を
受
け
入
れ
る
）
 
場
 」
「
認
識
領
域
」
「
 場
 」
の
 9
 種
類
の
訳
 語
 が
採
ら
 

れ
て
い
る
こ
と
）
な
ど
も
 避
 げ
ら
れ
た
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
 

次
に
、
奥
住
民
の
訳
本
の
特
色
を
み
よ
う
。
同
氏
は
ま
ず
解
題
 の
な
か
 

で
、
ョ
中
論
 ヒ
の
 注
釈
文
献
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
著
作
 、
ョ
ブ
 ラ
 

サ
 ソ
 チ
パ
ダ
 ー
 ヒ
 に
関
す
る
、
近
代
の
研
究
者
に
よ
る
翻
訳
を
 中
心
と
し
 

た
 研
究
略
定
、
お
よ
び
同
注
釈
の
簡
単
な
内
容
紹
介
を
お
こ
 な
 い
、
諸
肌
者
 

の
 利
用
に
供
し
て
い
る
。
そ
の
の
ち
訳
者
は
、
凡
例
に
お
い
て
、
 特
定
の
 

構
文
や
表
現
に
つ
い
て
の
翻
訳
上
の
い
く
つ
か
の
留
意
点
と
約
 束
 ご
と
を
 

記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
 "
 ト
語
 と
日
本
語
と
の
 
構
文
上
の
 

相
違
を
念
頭
に
お
い
た
 ぅ
 え
で
、
可
能
な
か
ぎ
り
翻
訳
仁
一
貫
 性
 を
も
た
 

せ
よ
 う
 と
す
る
訳
者
の
姿
勢
を
示
す
も
の
と
か
え
る
。
専
門
用
 丑
 
朋
の
翻
訳
 

礒
 

は
お
お
む
ね
伝
統
的
な
訳
語
が
採
用
さ
れ
て
い
る
が
、
関
係
 詞
 や
 一
部
の
 

)
 

 
 

主
要
な
動
詞
（
 す
目
 
り
づ
 
p
-
@
-
p
n
 

（
 
@
.
 
 

ゼ
ニ
 ￥
 帥
 （
 
0
 ・
 c
 ロ
い
 
や
 p
Q
 

せ
い
（
の
等
 

）
の
そ
れ
㏄
 

ぞ
れ
に
つ
い
て
も
、
ほ
ぼ
均
一
な
訳
語
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
 ，
 
」
の
点
で
 

の
 訳
者
の
配
慮
は
、
原
文
と
の
対
比
を
意
識
す
る
大
方
の
研
究
 者
に
と
っ
 

て
は
、
や
は
り
あ
り
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
 

た
だ
し
、
こ
れ
は
翻
訳
に
と
っ
て
の
宿
命
的
な
課
題
と
も
い
え
 る
の
で
 

あ
る
が
、
訳
語
を
固
定
的
な
い
し
機
械
的
に
適
用
す
る
こ
と
は
 、
た
し
か
 

に
 好
都
合
な
面
は
あ
る
と
し
て
も
、
翻
訳
と
し
て
適
切
で
あ
る
 か
ど
う
か
 

ほ
 つ
い
て
は
、
ま
た
別
な
問
題
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
ぃ
 。
そ
れ
 

は
 、
用
例
お
よ
び
文
脈
の
異
同
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
 
 
 

示
す
 よ
う
 に
、
訳
者
は
関
係
詞
の
翻
訳
に
さ
い
し
て
、
 せ
 ㏄
 廿
と
 あ
れ
ば
 

「
お
 ょ
そ
何
 
（
 
誰
 ）
で
あ
れ
」
と
訳
出
し
、
 

せ
 p
m
 
ヨ
 ぎ
と
あ
れ
ば
 
「
お
 ょ
そ
 

何
 ゆ
え
に
で
あ
れ
」
と
い
う
よ
う
な
訳
を
ほ
 ば
 
一
貫
し
て
与
え
 
て
い
る
。
 

こ
れ
は
い
さ
さ
か
問
題
で
あ
ろ
う
。
関
係
代
名
詞
や
関
係
副
詞
 そ
の
も
の
 

に
 一
種
の
不
定
代
名
詞
（
の
・
 m
.
 ぢ
 下
村
 曲
か
 
c
@
 

（
）
や
不
定
副
詞
（
の
 

セ
 0
 円
Ⅱ
 
い
 

ォ
づ
 
p
n
p
 

コ
ド
 
）
的
な
用
法
が
一
部
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
文
字
 ど
お
り
 一
 

部
の
用
例
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
用
例
に
上
記
の
よ
う
な
訳
を
 適
用
す
る
 

の
 は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
通
例
、
（
 い
 の
 ヨ
担
 
「
そ
れ
ゆ
 

て
 に
」
の
相
関
関
係
 討
 と
し
て
用
い
ら
れ
る
 せ
 傍
ヨ
留
の
ば
あ
  
 

構
文
上
の
相
違
を
考
慮
す
れ
ば
「
・
・
・
の
で
あ
る
か
ら
」
ほ
ど
の
 

訳
 で
十
分
 

で
あ
ろ
う
し
、
右
の
訳
に
は
や
や
問
題
が
残
る
よ
 5
 
に
思
わ
 
れ
る
。
 
な
 

お
 、
奥
住
民
の
訳
本
に
は
、
巻
末
に
簡
便
な
訳
語
索
引
が
お
か
 ね
 、
く
 ゎ
 



書評と     紹介 

と
こ
ろ
で
、
 
円
 プ
ラ
ザ
 
ツ
 ナ
 パ
ダ
 ー
 口
 を
ふ
く
む
 、
 コ
中
論
 ヒ
の
 
注
釈
文
 

献
の
翻
訳
に
さ
い
し
て
は
、
ひ
と
つ
注
意
を
要
す
る
こ
と
が
あ
 る
 。
そ
れ
 

ほ
 、
 詩
頚
 の
か
た
ち
で
引
用
さ
れ
る
ョ
中
論
ヒ
部
分
の
翻
訳
に
 つ
い
て
で
 

あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
㍉
中
論
し
に
は
複
数
の
注
釈
が
あ
る
。
 し
た
が
っ
 

て
 、
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
の
異
同
の
問
題
は
置
く
と
し
て
も
、
 と
き
に
、
 

同
じ
 詩
頚
の
 
テ
キ
ス
ト
に
対
し
て
、
注
釈
者
た
ち
が
異
な
る
 解
 釈
を
示
し
 

て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
し
た
 詩
頚
 の
ば
あ
い
に
も
、
チ
ベ
 

"
 ト
 語
訳
 

が
 、
注
釈
者
自
身
の
解
釈
を
忠
実
に
反
映
し
た
翻
訳
を
残
し
て
 く
れ
て
い
 

る
と
き
に
は
比
較
的
、
問
題
は
起
き
な
い
。
と
は
い
え
、
 

イ
 ン
 ド
 入
学
僧
 

と
チ
ベ
 
"
 ト
人
翻
訳
官
と
の
共
訳
を
基
本
と
し
、
原
典
に
忠
実
 な
 翻
訳
を
 

残
し
て
い
る
こ
と
で
は
定
評
の
あ
る
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
も
 、
さ
る
 ん
 完
全
無
 

欠
 と
い
う
わ
げ
で
は
な
い
。
 

ロ
 プ
ラ
サ
 
ソ
ナ
パ
ダ
 ー
 ロ
 の
 チ
ベ
 ツ
ト
 語
訳
 

者
で
あ
る
ニ
％
 
タ
ク
 
（
 一
 0
 五
五
 ｜
 ?
 ）
は
、
引
用
さ
れ
る
㍉
 中
論
口
部
 

分
 の
 詩
 頚
の
翻
訳
に
つ
い
て
も
、
チ
ヤ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
 解
釈
に
沿
 

う
よ
う
に
、
細
心
の
注
意
を
は
る
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
 、
そ
の
か
 

れ
の
翻
訳
も
、
と
き
に
、
先
行
す
る
 円
 無
畏
論
 ヒ
 等
の
注
釈
文
 敵
 の
 チ
ベ
 

ッ
ト
 語
訳
（
九
世
紀
前
半
）
に
引
き
ず
ら
れ
、
そ
の
中
の
「
中
論
 b
 部
分
 

の
 掲
額
訳
を
踏
襲
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
散
文
部
分
に
み
ら
 れ
る
チ
ャ
 

ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
解
釈
 と
 一
致
し
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
 

事
態
を
招
 

い
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
い
ま
は
、
そ
の
一
例
と
し
 イ
 
Ⅰ
 、
 ㍉
 申
 

論
 Ⅰ
第
七
章
・
第
十
六
 %
 
 （
前
半
部
）
を
み
よ
う
。
 
ナ
 一
ガ
 ｜
 ル
ジ
ュ
 ナ
 

え
て
 
円
 中
論
口
部
分
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
 語
 テ
キ
ス
ト
が
そ
れ
 
ぞ
れ
の
 訳
 

文
の
後
に
添
え
ら
れ
て
い
る
。
 

は
い
う
。
 

づ
 Ⅰ
の
円
ロ
㎡
 

ぜ
 の
せ
い
 
リ
セ
り
年
ヴ
 
甘
い
く
の
 

ヱ
 叶
い
 
ヰ
ト
 
㏄
の
り
 
ゴ
ひ
 
串
田
 
韓
 う
り
㏄
 
つ
 い
 す
す
蝉
づ
 

簿
 叶
い
す
Ⅰ
 

（
 
～
イ
ヴ
・
 

、
 
@
 Ⅰ
 再
 
。
 コ
の
 @
 
二
の
 -
 
す
せ
岸
コ
 

㎎
 ヴ
 ㏄
㏄
の
コ
収
 
田
 -
 
コ
づ
 の
Ⅰ
Ⅰ
 

年
 e
 
 
コ
 -
 コ
 叫
 。
 ヴ
 。
 

目
 せ
目
オ
 せ
乙
い
 す
 モ
 Ⅰ
）
 

す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
（
拙
稿
「
 
円
 根
本
中
論
 b
 チ
ベ
ッ
ト
 訳
 批
判
」
 

ョ
 仏
教
研
究
の
諸
問
題
 ヒ
こ
巽
 。
や
ま
 干
 お
の
参
照
）
、
こ
の
 
詩
 頚
 に
は
 注
 

訳
者
の
間
に
微
妙
な
理
解
の
相
通
が
あ
る
。
 円
 無
畏
論
 ヒ
の
著
 者
と
バ
｜
 

ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
 
カ
 は
 
ピ
ぃ
年
ピ
 
ひ
ら
を
関
係
代
名
詞
（
中
性
・
単
数
 

主
格
）
 

の
 反
復
 胆
 
「
何
で
あ
れ
：
も
あ
る
も
の
は
」
と
と
り
、
縁
生
す
 
る
す
べ
て
 

の
も
の
が
無
自
性
で
あ
る
こ
と
を
説
く
 詩
頒
 と
し
て
解
釈
す
る
。
 
し
た
が
 

っ
て
、
こ
の
理
解
に
し
た
が
え
ば
、
こ
の
 詩
頒
は
 
「
何
で
あ
れ
、
 ハ
店
仰
山
に
口
 

練
 
っ
て
生
じ
る
も
の
は
、
本
性
的
に
静
寂
で
あ
る
」
と
い
う
よ
 う
 な
訳
文
 

と
な
る
。
 

こ
れ
に
対
し
て
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
ブ
ッ
ダ
パ
ー
リ
 タ
 
（
 四
 

七
 0
 ｜
 五
四
 0
 頃
 ）
の
理
解
を
適
当
と
み
て
、
初
め
の
せ
 い
年
 を
 対
格
 形
 

と
と
り
、
そ
れ
を
「
縁
ら
れ
る
も
の
」
を
さ
す
関
係
 討
 と
解
釈
 

す
る
。
 

要
 

す
る
に
、
「
縁
る
も
の
」
ば
か
り
で
な
く
、
「
縁
ら
れ
る
も
の
」
 

も
ま
た
 自
 

性
を
欠
い
て
い
る
と
の
解
釈
で
あ
る
（
こ
れ
ら
の
異
な
る
解
釈
 そ
の
も
の
 

に
は
、
ま
た
別
の
興
味
ぶ
か
い
問
題
が
あ
る
）
。
そ
れ
ゆ
え
 チ
 ヤ
 ン
ド
ラ
 

キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
注
釈
部
の
な
か
で
、
「
種
子
に
 

録
 っ
て
芽
が
 生
 じ
る
こ
 

と
 」
を
 楡
 え
に
あ
げ
て
、
種
子
も
芽
も
「
両
者
と
も
に
静
寂
に
 し
て
、
日
め
 

性
を
離
れ
、
縁
に
よ
っ
て
 生
 L
 
た
も
の
で
あ
る
」
と
解
説
す
 
る
の
で
あ
 

(
 

る
 。
し
た
が
っ
て
 、
ロ
 プ
ラ
サ
ン
 
ナ
パ
ダ
 ー
 b
 に
引
用
さ
れ
る
 
上
記
の
詩
 
磯
 

頚
 に
つ
い
て
は
、
注
釈
者
で
あ
る
チ
ヤ
ン
ド
ラ
キ
 l
 ル
テ
ィ
の
 理
解
に
照
 

  



以
上
、
本
多
 本
 お
よ
び
奥
住
本
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
見
な
が
 ら
、
翻
 

諫
止
の
い
く
 っ
 か
の
問
題
点
を
考
え
て
み
た
。
 円
 
プ
ラ
サ
ン
 ナ
 。
ハ
ダ
ー
 ヒ
 

ら
し
て
、
「
あ
る
も
 
か
 
り
（
 A
 ）
 卜
卜
繰
 
っ
て
Ⅰ
別
の
 U
 あ
る
も
ハ
 ツ
 （
 
B
 ）
が
 
主
に
は
 一
次
貸
料
で
あ
る
サ
ン
ス
ク
リ
 

"
 ト
語
テ
 キ
ス
ト
に
く
わ
え
て
、
 
必
 

じ
る
と
 き
 、
そ
れ
（
 A
 ）
と
こ
れ
（
 B
 ）
と
 
%
 
 本
性
的
に
 
静
寂
で
あ
須
の
参
照
文
献
と
し
て
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
が
残
さ
 
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
㎝
 

 
 

る
 」
と
い
う
よ
う
な
訳
文
が
望
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
 が
ら
、
右
両
氏
の
訳
本
は
、
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
と
の
対
照
に
 
も
 心
を
く
ぱ
り
な
が
ら
、
 

 
 

丹
念
に
、
全
二
十
七
章
の
訳
注
作
業
を
完
成
さ
せ
て
い
る
。
 両
 氏
の
労
作
㎝
 

に
あ
げ
た
よ
う
に
、
こ
の
 詩
頒
の
 
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
は
い
ず
れ
も
 同
じ
で
、
 

に
よ
り
、
 円
 プ
ラ
サ
ン
 
ナ
 バ
ダ
 一
 L
 研
究
が
、
こ
こ
に
一
つ
の
 
エ
ぷ
 
ゆ
ッ
ク
 

内
容
的
に
は
先
の
日
無
畏
論
 ヒ
 等
に
の
み
ふ
さ
わ
し
く
、
 

円
ブ
 ッ
 ダ
バ
 l
 

リ
タ
 注
ヒ
 と
ロ
プ
ラ
サ
ン
 
ナ
パ
ダ
一
 L
 に
は
不
適
当
な
翻
訳
 と
 な
っ
て
 い
 

を
む
か
え
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
 

る
 。
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
 
詩
頚
に
 
対
す
る
本
多
、
奥
住
両
氏
の
訳
文
 を
み
る
 

仮
 
「
甲
を
条
件
と
し
て
乙
が
存
在
す
る
時
、
乙
は
本
性
上
静
寂
 
で
あ
る
」
 

（
本
多
、
 ワ
 ）
 き
 ）
、
「
 
録
 っ
て
成
立
し
え
て
い
る
も
の
、
そ
れ
は
、
 

何
も
の
 

も
 、
自
性
 よ
 り
し
て
は
、
す
で
に
寂
滅
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
 」
（
奥
住
、
 

づ
 も
さ
）
と
あ
る
。
本
多
氏
の
訳
文
の
前
半
部
は
 、
 右
に
み
た
 チ
ヤ
ソ
ド
 

ラ
 キ
 l
 ル
テ
ィ
の
理
解
に
符
合
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
後
半
部
の
 「
 Z
 は
」
 

は
 、
「
 甲
と
 乙
は
」
と
訂
正
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
奥
住
 氏
の
訳
文
 

は
 、
 詩
頚
の
 
サ
ン
ス
ク
リ
 
"
 ト
語
 テ
キ
ス
ト
だ
け
を
み
れ
ば
、
 

た
し
か
に
 

円
 無
畏
論
 ヒ
 等
の
解
釈
が
そ
う
で
あ
る
 よ
う
 に
十
分
に
可
能
で
あ
 る
 0
 が
 、
 

ロ
 プ
ラ
サ
ン
 
ナ
パ
ダ
一
 b
 の
著
者
で
あ
る
チ
ャ
 ソ
 ド
ラ
キ
ー
ル
 
-
 
ア
 イ
 自
身
 

の
 理
解
に
は
、
残
念
な
が
ら
一
致
し
な
い
の
で
あ
る
。
部
分
的
 に
せ
よ
 全
 

面
的
に
せ
 
よ
 、
こ
の
 詩
頚
に
 
関
す
る
か
ぎ
り
、
本
多
、
奥
住
 両
 氏
 と
も
 

に
 、
 円
 中
論
し
部
分
の
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
に
や
や
幻
惑
さ
れ
て
し
 ま
っ
た
 、
 

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
 



会 報 

0
 評
議
員
選
考
委
員
会
 

日
時
平
成
四
年
九
月
五
日
一
時
半
 
@
 四
時
 

場
所
学
士
会
館
本
郷
分
館
一
号
室
 

出
席
者
共
間
宮
二
夫
（
書
面
）
、
石
田
慶
和
、
上
田
 
閑
照
 、
 
大
屋
 憲
 

一
 、
金
井
新
三
、
島
 薗
進
 、
田
丸
 徳
善
 、
藤
田
富
雄
、
松
 

本
 浩
一
、
脇
本
手
 也
 

0
 第
五
一
回
学
術
大
会
開
催
 

日
本
宗
教
学
会
第
五
一
回
学
術
大
会
は
、
九
月
一
二
日
（
土
）
 l
 
一
四
 

日
 
（
月
）
に
か
け
て
、
淑
徳
短
期
大
学
に
お
い
て
以
下
の
日
程
 
で
 開
催
 

さ
れ
、
四
四
六
人
の
参
加
者
、
二
三
二
人
の
研
究
発
表
が
あ
っ
 -
@
 

十
八
 
。
 

九
月
一
二
日
（
土
）
 

学
会
賞
選
考
委
員
会
一
二
時
 
!
 
一
四
時
 

ョ
宗
教
研
究
 b
 編
集
委
員
会
一
六
時
 @
 
一
七
時
 

な
 開
講
演
会
一
四
時
 @
 
一
七
時
 

「
ビ
ジ
ョ
ナ
 サ
 
・
コ
ソ
パ
ク
ト
ア
メ
リ
カ
文
学
と
ピ
ュ
ー
  
 

タ
 ニ
ズ
ム
」
 大

乗
淑
徳
学
園
学
術
顧
問
坂
下
界
 

「
日
本
宗
教
の
伝
統
と
そ
の
現
代
性
」
 

大
正
大
学
教
授
 田
 九
徳
 善
 

会
報
 

0
 理
事
会
 

日
時
 

場
所
 

出
席
者
 

平
成
四
年
九
月
一
二
日
（
 土
 ）
一
七
時
三
 0
 分
 !
 

一
九
時
三
 0
 分
 

淑
徳
短
期
大
学
一
号
館
シ
ル
ク
 p
l
 ド
 

赤
池
憲
昭
、
阿
部
美
哉
、
荒
木
美
智
雄
、
石
田
慶
和
、
植
田
 

重
雄
、
上
田
 閑
照
 、
大
屋
憲
一
、
岡
田
重
 精
 、
小
川
圭
 治
 、
 

金
井
新
三
、
木
村
清
孝
、
楠
山
春
樹
、
坂
井
信
 生
 、
桜
井
徳
 

7
5
)
 

太
郎
、
佐
々
木
 宏
幹
 、
農
圃
 進
 、
鈴
木
艶
人
、
芹
川
博
通
、
 

 
 

田
中
英
三
、
田
丸
 徳
善
 、
土
屋
 博
 、
寺
川
 俊
照
 、
中
島
秀
 

5
1
 

 
 

夫
 、
中
野
 幡
能
 、
西
村
忠
信
、
野
村
暢
 清
 、
 華
園
聴
麿
 、
藤
 

理
事
会
一
七
時
三
 0
 分
 @
 
一
九
時
三
 0 分
 

九
月
一
三
日
（
日
）
 

開
会
式
九
時
 @
 九
時
二
 0
 分
 

研
究
発
表
九
時
二
 0
 分
 l
 
一
二
時
 

評
議
員
会
一
二
時
 l
 
一
 三
時
三
 0
 分
 

研
究
発
表
 

一
 三
時
三
 0
 分
 l
 
一
六
時
三
 0 分
 

懇
親
会
一
七
時
三
 0
 分
 （
一
九
時
三
 0
 分
 

九
月
一
四
日
（
月
）
 

研
究
発
表
九
時
で
一
二
時
 

評
議
員
選
考
委
員
会
一
二
時
）
 

一
 三
時
三
 0
 分
 

㍉
宗
教
研
究
 
b
 編
集
委
員
会
一
二
時
 l
 
一
 三
時
三
 0
 分
 

研
究
発
表
 

一
 三
時
三
 0
 分
 ）
一
六
時
三
 0
 分
 

総
会
・
閉
会
式
一
六
時
四
 0 分
 @
 
一
八
時
 



井
 正
雄
、
藤
田
富
雄
、
 J
.
V
.
 
ブ
ラ
フ
ト
、
堀
越
知
己
、
 

校
長
吉
慶
、
宮
家
 準
 、
宮
田
元
、
山
折
哲
雄
、
幸
日
出
男
、
 

脇
本
子
 也
 、
渡
辺
 宝
陽
 

議
題
 

一
 、
庶
務
報
告
 

金
井
新
 三
 常
務
理
事
よ
り
、
平
成
三
年
度
の
庶
務
報
告
が
な
さ
 

ね
 、
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
会
計
報
告
 

金
井
新
三
常
務
理
事
よ
り
、
平
成
三
年
度
の
収
支
決
算
報
告
と
 

平
成
四
年
度
の
予
算
案
が
提
出
さ
れ
、
承
認
さ
れ
た
。
（
別
記
 

ゑ
 @
m
 

偲
 ）
 

一
 、
評
議
員
選
考
委
員
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
 

鈴
木
純
大
選
挙
管
理
委
員
長
よ
り
、
同
選
挙
の
結
果
が
報
告
さ
 

れ
た
。
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
賞
に
つ
い
て
 

藤
井
正
雄
選
考
委
員
長
 よ
 り
、
審
査
結
果
の
報
告
が
な
さ
れ
、
 

承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
新
入
会
員
に
つ
い
て
 

別
記
二
名
が
入
会
を
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
名
誉
会
員
に
つ
い
て
 

本
年
度
は
舘
無
道
、
深
川
直
喜
、
古
田
 紹
欽
 の
王
氏
を
名
誉
会
 

員
 に
推
薦
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
 

一
 、
次
年
度
学
術
大
会
開
催
地
 は
 つ
い
て
 

北
海
道
の
北
海
道
大
学
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。
 

0
 学
会
賞
選
考
委
員
会
 

日
時
平
成
四
年
九
月
一
二
日
（
土
）
 

場
所
淑
徳
短
期
大
学
み
ず
ほ
 
台
 キ
ャ
ン
バ
ス
第
二
三
友
 
議
室
 

出
席
者
 
幸
 日
出
男
、
坂
井
信
士
、
中
島
秀
夫
、
中
野
 幡
能
 、
 藤
井
正
 

雄
 、
 J
.
 ヴ
ァ
ン
・
ブ
ラ
フ
ト
 

議
題
 

一
 、
今
年
度
学
会
賞
授
賞
者
と
し
て
推
薦
す
べ
き
業
績
の
審
査
。
 そ
 

の
 結
果
今
年
度
は
気
夕
雅
子
氏
、
及
び
渡
辺
 学
 氏
の
以
下
の
業
 

績
を
推
薦
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
各
推
薦
理
由
は
以
下
の
 

通
り
で
あ
る
。
 

な
お
、
審
査
委
員
長
を
藤
井
正
雄
氏
、
気
多
作
品
の
主
査
を
 

J
.
 ヴ
ァ
 ソ
 ・
ブ
ラ
フ
 7
 ト
 氏
 、
同
副
査
を
奈
良
康
明
氏
、
渡
 

辺
 作
品
の
主
査
を
幸
日
出
男
氏
、
副
査
を
中
島
秀
夫
氏
が
担
当
 

し
た
。
 

平
成
四
年
度
学
会
賞
選
考
委
員
会
報
告
 

一
 、
気
夕
雅
子
氏
（
金
沢
大
学
教
育
学
部
助
教
授
）
の
研
究
 業
 績
に
 

つ
い
て
 

審
査
対
象
円
宗
教
経
験
の
哲
学
 ｜
 浄
土
教
世
界
の
解
明
 b
 （
 
創
 

支
社
、
一
九
九
二
年
二
月
刊
）
 

一
 、日
宗
教
研
究
」
編
集
委
員
の
交
代
に
つ
い
て
 

従
来
編
集
委
員
で
あ
っ
た
岡
部
和
雄
、
笠
井
正
弘
、
細
谷
昌
志
 

の
三
 氏
に
代
わ
っ
て
 、
 新
た
に
永
井
政
 之
 、
中
別
府
温
和
、
藤
 

田
 正
勝
の
三
氏
が
編
集
委
員
と
な
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
た
。
 

(576)  152 



会 報 

本
書
は
 

象
学
的
 

質
を
浄
 

た
 書
で
 

会
っ
て
 

は
、
 大
 

明
し
よ
 

性
 、
可
 

る
 。
 宗
 

す
る
こ
 

る
理
由
 

性
を
明
 

す
る
）
 

問
題
で
 

悪
と
救
 

し
て
、
 

こ
こ
 

げ
て
み
 

理
性
の
 

な
る
 宗
 

ま
た
、
 

に
還
元
 

健
全
な
 

含
む
の
 

著
者
が
主
と
し
て
か
か
わ
っ
て
き
た
宗
教
哲
学
的
・
 現
 

研
究
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
宗
教
経
験
の
も
つ
意
味
と
特
 

土
敷
思
想
の
根
本
問
題
の
解
明
を
通
し
て
検
証
を
試
み
 

あ
る
。
具
体
的
に
は
、
本
書
を
仮
り
に
 大
 ぎ
く
二
部
に
 

み
る
と
、
第
一
部
（
本
書
の
第
一
章
が
相
当
す
る
）
で
 

開
存
在
の
普
遍
的
な
本
質
構
造
か
ら
宗
教
的
真
理
を
解
 

ぅ
 と
す
る
宗
教
哲
学
の
営
み
自
体
が
か
か
え
る
問
題
 

能
性
 お
よ
び
意
義
を
探
究
し
て
、
宗
教
経
験
に
上
目
す
 

教
 経
験
は
そ
れ
自
体
の
な
か
に
諸
宗
教
を
見
渡
し
比
較
 

と
の
可
能
性
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
か
か
 

一
 
か
ら
宗
教
経
験
の
現
象
学
的
，
解
釈
学
的
解
明
の
妥
当
 

示
す
る
。
第
二
部
（
本
書
の
第
二
章
 @
 第
六
章
に
相
当
 

で
は
 、
上
記
の
方
法
論
を
も
っ
て
、
浄
土
思
想
の
根
本
 

あ
る
救
済
の
普
遍
性
と
単
独
性
、
名
号
、
非
 僧
非
俗
 、
 

活
 、
救
済
す
る
世
界
と
し
て
の
浄
土
の
諸
問
題
に
適
用
 

浄
土
教
世
界
の
解
明
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
 

で
、
本
書
の
特
徴
お
よ
び
評
価
す
る
に
足
る
所
見
を
挙
 

る
こ
と
に
す
る
。
宗
教
哲
学
の
か
か
え
る
問
題
性
は
 、
 

営
み
と
し
て
の
哲
学
に
お
け
る
普
遍
性
と
そ
の
対
象
と
 

教
 に
お
け
る
普
遍
性
と
が
そ
の
質
を
異
に
す
る
こ
と
、
 

方
法
的
手
続
ぎ
に
お
い
て
理
性
を
超
え
た
対
象
を
主
観
 

一
 
し
ょ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
 、
 

@
 教
哲
学
と
は
、
理
性
の
深
淵
的
次
元
で
自
己
批
判
を
 

で
、
哲
学
者
が
哲
学
と
宗
教
と
の
循
環
的
な
交
わ
り
の
 

以
上
の
諸
点
に
わ
た
る
理
由
に
よ
っ
て
、
本
書
を
平
成
四
年
 

1
5
3
 

良
 日
本
宗
教
学
会
賞
に
価
す
る
業
績
と
し
て
推
薦
す
る
も
の
で
 

 
 

が
 直
ち
に
本
書
の
価
値
を
損
 ぅ
 も
の
で
は
な
い
こ
と
は
い
 う
ま
 

 
 

 
 

 
  

 

で
も
な
い
。
 

な
か
に
身
を
投
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
始
め
て
可
能
に
な
 

る
 。
か
か
る
意
味
で
宗
教
哲
学
は
宗
教
経
験
に
か
か
わ
り
、
 宗
 

教
 現
象
そ
の
も
の
が
語
る
こ
と
に
耳
を
傾
げ
る
べ
ぎ
で
あ
る
と
 

す
る
、
著
者
の
宗
教
哲
学
の
方
向
性
に
関
す
る
深
い
洞
察
を
窺
 

ぅ
 こ
と
が
で
き
る
。
 

次
に
、
浄
土
教
世
界
の
解
明
に
つ
い
て
は
、
浄
土
教
の
伝
統
 

 
 

イ
デ
ッ
 カ
目
 
シ
ェ
ー
ラ
ー
な
ど
の
近
代
哲
学
に
お
け
る
人
間
 

存
在
の
現
象
学
的
な
分
析
を
巧
み
に
駆
使
し
て
、
新
し
い
視
座
 

を
 描
い
て
い
る
。
い
う
な
ら
ば
浄
土
教
世
界
の
リ
ア
リ
テ
 ィ
 を
 

呼
び
覚
ま
す
よ
う
な
視
点
を
随
所
に
垣
間
み
る
こ
と
が
で
き
る
 

の
で
、
浄
土
教
の
伝
統
的
な
教
学
者
に
と
っ
て
も
示
唆
に
富
む
 

論
考
と
い
っ
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
 

し
か
し
、
浄
土
教
世
界
の
解
明
は
簡
単
な
も
の
で
は
な
い
。
 

本
書
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
多
く
の
問
題
が
存
在
す
る
。
 し
 

か
も
、
本
書
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
独
創
性
を
見
出
し
え
て
も
、
 と
 

も
す
れ
ば
結
論
を
急
ぎ
過
ぎ
た
観
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
 

氏
は
 
「
あ
と
が
き
」
に
も
記
し
て
は
 い
 る
が
、
時
間
を
か
け
て
 

思
索
の
成
熟
を
待
つ
べ
ぎ
で
あ
っ
た
面
も
少
な
く
な
い
こ
と
を
 

指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
 



あ
る
。
 

二
 、
渡
辺
 学
 
（
南
山
大
学
助
教
授
・
南
山
宗
教
文
化
研
究
所
所
 
員
 ）
 

の
 研
究
業
績
に
つ
い
て
 

審
査
対
象
コ
ソ
 グ
 に
お
け
る
心
と
体
験
世
界
 ヒ
 （
春
秋
社
、
 

一
九
九
一
年
四
月
刊
）
 

ユ
ン
グ
は
、
精
神
病
理
や
心
の
構
造
論
を
は
じ
め
東
洋
 
宗
 

教
 、
錬
金
術
、
心
霊
現
象
、
占
星
術
、
 易
 、
占
に
至
る
多
彩
な
 

業
績
を
著
わ
し
、
学
界
・
思
想
界
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
 

た
人
物
で
あ
る
。
 

著
者
は
か
か
る
多
彩
な
ユ
ン
グ
心
理
学
を
理
解
す
る
た
め
の
 

視
座
を
哲
学
に
と
り
、
そ
の
理
論
を
「
意
味
再
興
と
し
て
の
 解
 

釈
学
 」
で
あ
る
と
お
さ
え
て
、
ユ
ン
グ
の
多
彩
な
全
業
績
を
読
 

み
 深
め
な
が
ら
、
彼
の
人
間
理
解
に
お
け
る
重
要
な
道
筋
を
明
 

ら
か
に
し
て
い
く
。
す
な
 ね
 ち
、
無
意
識
の
世
界
と
意
識
の
世
 

界
 と
を
別
面
の
も
の
と
分
け
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
「
心
と
は
 

体
験
世
界
」
で
あ
る
と
み
、
そ
れ
は
 私
 
（
自
我
）
で
は
な
い
 
私
 

（
非
我
）
 
、
 私
の
か
く
さ
れ
た
 姿
 
（
無
意
識
の
心
の
あ
ら
わ
れ
）
 

で
あ
る
と
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
錯
綜
す
る
か
に
み
え
る
 ユ
ノ
 

グ
の
 思
想
世
界
を
透
明
化
し
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
を
著
者
は
 ュ
 

ソ
グ
 の
「
解
釈
の
冒
険
」
を
「
わ
れ
わ
れ
の
冒
険
」
と
し
て
 受
 

げ
 と
め
て
論
を
す
す
め
て
 い
 く
が
、
そ
の
冒
険
は
か
な
り
成
功
 

を
 収
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
し
、
そ
の
独
創
牲
は
充
分
評
価
し
 

得
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
 

本
書
は
大
別
し
て
二
部
よ
り
な
る
。
第
一
部
で
は
コ
ン
プ
レ
 

ク
ス
、
元
型
、
共
特
性
と
い
う
ユ
ン
グ
の
三
つ
の
基
本
概
念
の
 

展
開
を
彼
の
幼
児
か
ら
の
経
験
を
辿
り
な
が
ら
追
跡
し
て
い
 

1
5
4
 

る
 。
第
二
部
で
は
ユ
ン
グ
の
夢
の
解
釈
・
象
徴
論
な
ど
の
方
法
 

 
 

 
 

論
的
 視
座
が
検
討
さ
れ
、
最
終
的
に
は
有
意
味
性
が
中
心
的
問
 
 
 

題
 と
な
っ
て
い
る
。
人
間
は
究
極
的
な
意
味
づ
 け
 へ
の
志
向
性
 

を
も
っ
が
故
に
自
ら
の
上
に
意
味
を
付
与
す
る
こ
と
が
重
要
な
 

の
で
あ
り
、
人
間
が
科
学
の
領
域
に
安
ん
ず
る
こ
と
が
で
ぎ
ず
、
 

神
話
や
宗
教
の
領
域
に
ふ
み
込
ん
で
い
く
所
以
が
あ
る
。
こ
の
 

よ
 う
 に
、
人
間
の
宗
教
性
を
中
心
に
ふ
ま
え
た
 ュ
 ソ
グ
心
理
学
 

は
 、
著
者
に
 
よ
 れ
 ば
 
「
広
い
意
味
で
の
心
理
学
で
は
な
く
、
 

も
 

は
や
厳
密
な
意
味
で
の
科
学
で
は
な
く
」
、
そ
こ
で
は
「
そ
の
 

学
問
性
よ
り
も
創
造
的
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
方
が
優
先
さ
れ
て
く
 

る
 」
と
み
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
、
著
者
に
 ュ
ソ
グ
 が
人
間
的
な
生
と
究
極
的
な
 

意
味
 づ
 げ
の
問
題
の
関
連
を
見
据
え
な
が
ら
、
み
ず
か
ら
の
 生
 

ぎ
る
営
み
を
生
の
有
意
味
佳
の
体
認
に
向
け
て
企
て
た
こ
と
に
 

注
目
す
る
が
、
と
く
に
象
徴
論
を
引
き
込
み
な
が
ら
、
人
間
の
 

宗
教
性
に
対
す
る
着
眼
を
軸
に
し
て
、
意
味
の
充
溢
し
た
世
界
 

の
 現
成
を
解
釈
学
的
に
読
み
取
ろ
 う
 と
し
た
試
み
は
評
価
に
値
 

い
 す
る
。
 

著
者
は
ユ
ン
グ
の
著
書
、
論
文
の
包
括
的
な
リ
ス
ト
作
成
を
 

手
が
げ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
文
献
を
渉
猟
し
て
 ュ
ソ
グ
 の
全
体
 

像
の
構
築
を
め
ざ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
書
は
そ
の
 全
 

体
 像
を
描
く
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
、
ユ
ン
グ
は
多
彩
な
業
 



報
 

0
 評
議
員
選
考
委
員
会
 

日
時
平
成
四
年
九
月
一
四
日
（
月
）
一
二
時
 l 
一
 三
時
三
 O
 分
 

会
場
所
第
三
会
議
室
 

出
席
者
石
田
慶
和
、
植
田
重
雄
、
上
田
 
閑
照
 、
大
屋
憲
一
、
 金
井
新
 

0
 評
議
委
員
会
 

日
時
平
成
四
年
九
月
一
三
日
（
日
）
一
二
時
 l 
一
 三
時
三
 O
 分
 

場
所
一
一
号
館
シ
ル
ク
 p
l
 ド
 

出
席
者
八
四
名
 

議
題
 

一
 、
庶
務
報
告
（
金
井
常
務
理
事
）
 

一
 、
会
計
報
告
（
金
井
常
務
理
事
）
 

一
 、
評
議
員
選
考
委
員
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
（
鈴
木
選
挙
管
理
 委
 

員
長
 ）
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
賞
ほ
つ
い
て
（
藤
井
学
会
賞
選
考
委
員
長
）
 

一
 、
次
年
度
学
術
大
会
開
催
地
に
つ
い
て
（
土
屋
理
事
）
 

績
 を
も
つ
だ
げ
に
、
厳
し
い
批
判
も
存
在
す
る
に
も
拘
ら
ず
、
 

本
書
に
は
全
く
そ
の
記
載
す
ら
み
ら
れ
な
い
な
ど
の
不
満
が
残
 

る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
今
後
の
精
進
に
期
待
し
た
い
と
思
 

う
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
本
書
の
価
値
を
減
ず
る
も
の
で
は
 

決
し
て
な
い
。
 

以
上
に
述
べ
た
理
由
に
よ
っ
て
、
本
書
を
平
成
四
年
度
日
本
 

宗
教
学
会
賞
に
価
す
る
業
績
と
し
て
推
薦
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

O
 総
会
 

日
時
平
成
四
年
九
月
一
四
日
（
月
）
一
六
時
四
 
0
 分
て
 一
 八
時
 

 
 

場
所
一
号
館
 二 0
 
八
教
室
 

 
 
 
 

出
席
者
大
会
参
加
会
員
数
四
一
七
名
、
定
足
数
一
三
九
名
、
 
出
席
者
㏄
 

（
委
任
状
提
出
者
を
含
む
）
三
一
五
名
、
よ
っ
て
総
会
は
成
 
1
5
5
 

立
し
た
。
 

二
 、
佐
々
木
 宏
幹
 、
田
九
徳
 善
 、
長
谷
正
当
、
藤
井
正
雄
、
 

藤
田
富
雄
、
松
木
浩
一
、
脇
本
手
 也
 

0
 
 ョ
宗
教
研
究
 
ヒ
 編
集
委
員
会
 

日
時
（
第
一
回
）
平
成
四
年
九
月
一
二
日
（
土
）
 

（
第
二
回
）
平
成
四
年
九
月
一
四
日
（
月
）
 

場
所
（
第
一
・
二
回
）
淑
徳
短
期
大
学
み
ず
ほ
 

台
 キ
ャ
 ソ
バ
 ス
第
 

二
会
議
室
 

出
席
者
石
井
研
 士
 
（
第
二
回
の
み
）
、
宇
都
宮
輝
夫
、
笠
井
 
正
 弘
 （
 
第
 

二
回
の
み
）
、
 
島
薗
進
 、
末
木
女
業
 士
 、
高
橋
 渉
 、
田
島
 照
 

久
 、
棚
沢
正
和
（
第
二
回
の
み
）
、
鶴
岡
 賀
雄
 
（
第
一
回
の
 

み
 ）
、
永
井
政
二
（
第
二
回
の
み
）
、
 
林
淳
 、
星
野
英
紀
、
渡
 

辺
 和
子
 

議
題
 

一
、
ョ
 
古
木
 
教
 研
究
三
第
六
六
巻
第
一
輔
（
二
九
二
号
）
、
「
宗
教
研
 
究
ヒ
 

第
六
六
巻
第
二
 輯
 
（
二
九
三
号
）
刊
行
報
告
 

一
 、
円
宗
教
研
究
 
b
 第
六
六
巻
第
四
韻
（
二
九
五
号
）
、
円
宗
教
研
 
先
生
 

第
六
七
巻
第
一
揖
（
二
九
六
号
）
編
集
方
針
 



0
 理
事
会
 

日
時
平
成
四
年
一
一
月
 
セ
日
 
（
 
土
 ）
午
後
一
時
二
一
 0
 分
 !
 一
 
一
時
 

場
所
神
田
学
士
会
館
三
三
 
0
 与
里
 

出
席
者
青
山
立
、
既
達
、
荒
木
美
智
雄
、
安
斎
 
伸
 、
 家
塚
 古
 
同
士
 
心
 、
 

議
題
 

一
 、
議
長
選
出
芹
川
博
通
氏
を
選
出
 

一
 、庶
務
報
告
（
金
井
常
務
理
事
）
 

一
 、会
計
報
告
（
金
井
常
務
理
事
）
 

一
 、
評
議
員
選
考
委
員
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
（
鈴
木
選
挙
管
理
 委
 

員
長
 ）
 

一
 、
新
評
議
員
の
選
任
 

上
田
会
長
よ
り
評
議
員
選
考
委
員
会
の
審
議
結
果
が
報
告
さ
れ
 

新
評
議
員
が
選
任
さ
れ
た
（
別
記
参
照
）
。
 

一
 、
理
事
お
よ
び
監
事
の
互
選
と
選
任
 

新
評
議
員
の
互
選
に
よ
り
、
新
理
事
お
よ
び
新
監
事
が
選
出
さ
 

ね
 た
（
別
記
参
照
）
。
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
賞
授
賞
 

藤
井
学
会
賞
選
考
委
員
長
の
説
明
の
後
、
上
田
会
長
よ
り
、
 気
 

夕
雅
子
氏
と
渡
辺
 学
 氏
の
業
績
に
対
す
る
第
二
七
回
日
本
宗
教
 

学
会
賞
の
授
与
が
行
わ
れ
た
。
 

一
 、
次
年
度
学
術
大
会
開
催
地
の
決
定
 

次
年
度
学
術
大
会
開
催
地
を
北
海
道
大
学
と
す
る
こ
と
が
承
認
 

さ
れ
た
。
 

日
時
平
成
四
年
一
一
月
七
日
（
土
）
午
後
二
時
 ｜
 三
時
 

場
所
神
田
学
士
会
館
 三
二
 0
 号
 重
 

出
席
者
荒
木
美
智
雄
、
安
斎
 伸
 、
井
市
富
二
夫
、
石
田
慶
和
 

、
植
田
 

重
雄
、
上
田
 閑
照
 、
金
井
新
三
、
田
九
徳
 
善
 、
中
村
 廣
 治
 

郎
、
藤
井
正
雄
、
藤
田
富
雄
、
松
木
晒
 

一
 、
宮
家
陰
、
脇
本
 

平
他
 

議
題
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
運
営
基
金
に
つ
い
て
 

去
る
一
九
九
 
0
 年
 二
月
 よ
 り
保
管
さ
れ
て
い
る
「
日
本
宗
教
学
 

会
運
営
基
金
」
 
宙
 宗
教
研
究
三
二
八
四
号
、
七
三
頁
参
照
）
の
 

0
 常
務
理
事
会
 

井
臼
 富
 二
夫
、
石
田
慶
和
、
植
田
重
雄
、
上
田
 閑
照
 、
金
井
 

 
 

新
三
、
川
崎
信
定
、
河
 波
昌
 、
鈴
木
康
治
、
芹
川
博
通
、
 

薗
 
1
5
 

田
稔
 、
出
資
龍
彦
、
谷
口
茂
、
田
九
徳
 善
 、
中
村
慶
治
郎
、
 

 
 

 
 
 
 

奈
良
康
明
、
藤
井
正
雄
、
藤
田
富
雄
、
堀
越
知
己
、
松
木
晒
 

一
 、
宮
家
 準
 、
宮
田
 登
 、
し
り
 丘
 Ⅰ
 零
日
 、
脇
本
平
他
 

議
題
 

一
 、
常
務
理
事
の
互
選
 

平
成
四
年
の
役
員
改
選
に
体
な
い
、
常
務
理
事
の
互
選
が
行
な
 

わ
れ
た
。
（
別
記
参
照
）
 

一
 、
新
入
会
員
の
承
認
 

新
入
会
員
と
し
て
別
記
九
名
の
入
会
を
認
め
た
。
 



会 報 

O 
日
本
宗
教
学
会
役
員
名
簿
（
一
九
九
二
年
一
二
月
現
在
）
 

入
会
長
 V 
 

上
田
 

閑
照
 

八
 常
務
理
事
 V
 
 

荒
木
美
智
雄
安
斉
仲
井
 門
 富
 二
夫
 

石
田
慶
和
上
田
賢
治
植
田
重
雄
江
島
 
恵
教
 

金
井
新
二
木
村
清
孝
坂
井
信
生
島
貫
 
進
 

鈴
木
 
範
 久
田
丸
 
徳
善
 

土
屋
侍
中
村
 廣 治
郎
 

長
谷
正
常
幸
 園
聴
麿
 

藤
井
正
雄
藤
田
 富
雄
 

松
木
晒
一
宮
家
 
準
 

脇
本
平
他
渡
辺
 宝
 陽
 

八
 
理
事
 
V
 
 

青
山
立
赤
池
憲
昭
阿
部
 美
哉
 

洗
建
 
荒
井
駅
家
 塚 
高
志
池
田
 
昭
 

伊
藤
 
幹
治
 

伊
原
 
照
 建
宇
野
光
雄
瓜
生
 
津
 隆
真
 

大
害
 

顕
 

大
屋
憲
一
岡
田
重
 精
 

小
川
 

主
治
 

葛
西
夷
鎌
田
純
一
川
崎
信
定
何
彼
 
日
日
 

楠
 

正
弘
楠
山
春
樹
小
山
雷
丸
佐
々
木
 
宏
幹
 

お
木
康
治
芹
川
博
通
薗
田
 
坦
 

薗
田
 

稔
 

高
木
 
許
 
元
高
崎
直
道
日
貨
龍
彦
武
内
緒
 
晃
 

立
川
武
蔵
田
中
英
三
谷
口
茂
塚
本
啓
 祥
 

寺
川
俊
昭
中
島
秀
夫
奈
良
康
明
西
村
 芯
信
 

野
村
暢
清
平
井
直
 房
 

藤
田
宏
津
藤
本
陣
 彦
 

名
称
を
「
日
本
宗
教
学
会
特
別
基
金
」
に
改
め
る
こ
と
が
決
定
 

さ
れ
た
。
ま
た
同
基
金
の
充
実
と
有
効
な
利
用
方
法
に
つ
い
て
 

引
き
続
き
検
討
し
、
具
体
的
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
設
定
す
る
こ
 

と
と
な
っ
た
。
 

ざ
コ
 づ
 銭
い
「
 

p
m
 

（
 

前
田
恵
 学
 

松
山
康
快
 

宮
田
 

登
 

山
本
 

誠
作
 

入
監
事
 V 

八
 評
議
員
 V
 

新
井
昭
 廣
 

石
川
耕
一
郎
 

稲
垣
不
二
 
麿
 

宇
都
宮
輝
夫
 

大
塚
 
喬
清
 

岡
 

亮
二
 

小
笠
原
春
夫
 

小
田
淑
子
 

笠
井
 

貞
 

令
兄
 
暁
嗣
 

月
光
善
弘
 

建
徳
 
忠
 

小
池
良
之
 

古
賀
相
剋
 

酒
井
 サ
ヤ
カ
 

櫻
井
治
男
 

佐
藤
憲
昭
 

平
敷
今
治
星
野
英
紀
 

前
田
専
 学
 

社
長
 
有
慶
 

水
垣
渉
水
谷
幸
正
 

森
岡
清
美
山
折
哲
雄
 

幸
 

日
出
男
甲
立
ヰ
 オ
 の
 
ぎ
 

三
枝
 

充
忘
早
島
 
鏡
 玉
 

恭
司
道
雄
安
蒜
 谷 正
彦
 

池
上
皮
 正
 

池
田
英
俊
 

裕
 

伊
藤
 
唯
真
 

井
上
順
孝
今
西
頓
首
 

幸
太
 
故
膝
生
我
 
*
 坦
坦
 
軸
毬
 
@
@
 
叩
貢
 自
由
 
ハ
 

大
貫
 

隆
 

大
野
柴
人
 

岡
部
和
雄
岡
村
圭
 真
 

小
笠
原
政
敏
小
川
一
乗
 

海
辺
忠
治
加
賀
谷
 
寛
 

笠
井
正
弘
加
藤
智
見
 

鎌
田
 

繁
 

川
又
志
郎
 

北
森
房
蔵
 

橘
堂
 
正
弘
 

久
保
田
圭
 伍
 

雲
井
 
昭
善
 

九
地
英
学
神
原
和
子
 

小
林
 

圓
照
 

小
林
信
雄
 

坂
本
 

弘
 

櫻
井
秀
雄
 

佐
々
木
兎
佐
々
木
 倫
生
 

島
本
清
宮
 コ の
ミ
 笘
 い
の
ら
。
 

毛
 
末位 櫻斎孝 合欠刑余短小小大大岩 伊 他阿 
木藤井藤本沢 我 村岡井川 笠 村垣木藤兄部 
文 徳 原   

157  (581) 

越
堀
 

知
己
 

松
本
 

滋
 

宮
田
元
 

ぬ
形
 
。
孝
夫
 



菅
井
大
東
菅
沼
 
晃
 

菅
原
宿
 海
 

鈴
木
 
哲
雄
 

鈴
木
正
宗
関
一
敏
高
木
き
よ
子
高
橋
弘
 次
 

高
橋
 

肚
 

高
橋
憲
昭
高
橋
 
歩
 

武
内
義
 範
 

竹
沢
尚
一
郎
武
田
武
 麿
 

武
田
道
生
田
島
 照
 久
 

田
島
信
之
田
辺
正
英
谷
口
籠
 晃 
玉
城
 康
 口
部
 

田
村
晃
 祐
 

月
水
昭
男
手
 園
喜
 蓬
戸
田
義
 雄 

富
倉
光
雄
 

申
祖
 

一
誠
中
野
 

毅
 

中
野
 
幡
 龍
 

十
枚
 
弘
 九
車
村
主
 雄 

中
村
恭
子
中
村
 瑞
 隆
 

中
村
元
奈
良
 弘
 元
西
村
浩
太
郎
西
山
 
茂
 

板
井
澤
 ざ
日
 e
s
 
ミ
 ・
 ロ
の
 
@
 
の
俺
 橋
本
武
人
早
坂
 
博
 

平
井
俊
業
平
川
 
彰
 

平
野
幸
 國
 

藤
田
正
 勝
 

藤
田
雅
延
藤
吉
 
慈
海
 

古
田
鹿
北
條
 賢
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Tenrikyo and the Religious Policy of the 

Government After the Russo- Japanese War 

LEE Won Bum 

Abstract: The purpose of this paper will be to consider the true 
nature of the Three Religions Conference religious policy after the 
Russo-Japanese War and to make clear the special characteristics of 
the process of its historical development. This approach is in contast 
to an analysis of this policy from the point of view of the cooper- 
ation of the religions in the goverment's policy of mobilization of the 
people, as has been attempted in the past. Here we will look a t  such 
questions as what was different about this religious policy in contrast 
to past policies, or in what form was that expressed in an actual 

religious group, using Tenrikyo as the object of our analysis. By 
looking a t  the way in which the Three Religions Conference policy 
was recieved by the believers of Tenrikyo and what kind of an in- 
fluence that had on the subsequent development of Tenrikyo, we will 

make clear one aspect of the concrete expression of that policy and 
examine the mutual relationship of that concrete expression with the 
intent of the policy. 



Rites of Myth in Ancient Japan 

The Daiio-sai and the Original Form 

of the Imperial Court Chinkon-sai 

Katsyoshi WATANABE 

Abstract: Previous interpretations of the chinkon-sai, the ceremony 
held on the eve of the Daijo-sai (Niiname-sai), have been substant- 
ialist or mechanicalist, and have focused on the physical body of the 
emperor himself. For example, it has been argued that just as the 
sun goes into decline in the winter so does the vitality and soul of 
the emperor reach the depth of its decline around the middle of 
winter (November in the lunar calendar), and therefore the aim is 
to return the spirit which has separated, or is about to separate, from 
the emperor and thus restore his vitality. Or it has also been argued 
that it was orihinally a healing ceremony. However, are we to assu- 
me that the Shrine Bureau, which takes as its main purpose the 
carrying out of national rites, would adopt a private rite concerning 
the healing of the emperor himself or the return of his spirit? Isn't 
it the case rather that the Chinkon-sai is a rite which possesses a 
larger and important national meaning In this article, by returning 
to what are taken as the two foundational stories of the Chinkon-sai, 

namely the chinkon of Amenouzumenornikoto in the mythology of Ame- 

noiwayato and the chinkon of Umashimahinomikoto (the chinkon-sai for 
Mononobe) in Sendaikujihongi, we will consider the Chinkon-sai from a 
sociological perspective as a festival for the birth of the nation and 
the handing over of the nation between the clan of the emperor and. 
the various other clans surrounding it, and thus bring to the surface 
the original form of Chinkon-sai in the Imperial Court. 



The Meanig of "Easy Training" in 

Bankei's Thought 

Keisuke TAHARA 

Abstract: The peculiarity of Zen Master Bankei's teaching has been 
simply treated as preaching to the people about the fundamental 

principle of "Zen", using the word "Unborn". The conventional view 

point of Bankei Zen can not explain the reason of Bankei's distingui- 
shable easy training and making light of passions of the people. 
Bankei's has been admired for his incomparable thought, but on the 
other hand, his mothod of instraction has been criticized for not 
and realistic. The word "Live in the Unborn" Bankei spoke holds 
urgent terrible severity. Because, Bankei took the arbitrariness what 

is in passions seriously, and continued to keep the people be awore 

of that they have free and responsiblity for their passions. Bankei 

did not scord a priest dozing, but scorded a priest who slapped 
dozing are. Bankei accuse the people of providing themselves easily, 
and he always said "you can do according to your will" to whom 
doing practice the precepts or Zazen. Bankei did not approve these 
atitudes but living in the Unborn. The above provided us a clue to 
see true meaning of "Minoue no Hihan" (commenting directly on 
people themselves) and that of his criticizing kBan Zen. 



Totemism, Sacrifice, and Collective Ferment 

from Levi-Strauss to Durkheim 

Naoki KASHIO 

Abstract: The purpose of this paper is to explore the theoretical 
possibilities of Durkheim's study of religion by looking a t  his rela- 
tionship with his successor, Levi-Strauss, with reference to their points 

of confrontation, namely Levi-Strauss' criticism of the theory of to- 

temism and collective ferment. Although, putting it simply, the di- 
fference between the two is a methodological difference, it is precisely 
in the criticism of the latter, particularly concerning the concept of 
"collective ferment" that the theoretical possilities of the former lie. 

Durkheim's theory of collective ferment, which has been reevaluated 

by Bellah as a morky concept has for example, contributed greatly 
to a theory of social change. This theory has especially made possible 
a description and explanation of various communal changes, from re- 
ligious rituals and other festivals to social movements and revolutions 
or revolts. However, since this concept contains within it the constant 
danger of falliing into a social synthesis interpretation, we need to 
be careful of the interpretation given when using this concept. With 
this premise in mind we can take as a subject a study the related 
problems of festival, violence, and symbol, themes which we should 

inherit from Durkheim. 



The Relation of Time in Dogen's Zen 

Tadashi CHIHARA 

Abstract: In this thesis, the essential meaning of time in D6gen's 
Zen from the viewpoint of Tsuranari (relations) is discussed. 

Time Passes every moment, and yet it creates newness endlessly. 

Because the past, present and future are all non-substantial, they are 

related to each other and can never be separated from time, presenting 
different aspects of time. Dbgen regards the relations among the past, 
presen and future as the virtue of Buddha-nature which realized the 
present appearance and believes that the existence, "ourselves" and 
time are Being-Time in the spacetime where all the things are rea- 
lized. Dogen's "relations in time" are "the relations of the Buddha-law" 

which are freely and closely connected with each other and function- 
ing where there is no time nor space distance. It is the relations of 
Engi (dependent interrelations), where "Ancient Buddhas" which are 

the very incarnation of the truth and "ourselves" coexist at the 

present moment simultaneously. 
D6gen says that time in Juki (the Revelation of the Buddha's Wis- 

dom) is "the present within ourselves" regardless of whether it is 
self or others, far or near, or old or new. Therefore, what is prea- 

ched here is not "the flow of time" in our daily life. That is the 

world view of Engi where the past, present and future are endlessly 
related, being mutually identical entry, without opposing to each other 

and bring the present realization as Buddhanature. 
In D6gen's Zen, time is Truth, "as it is" and Buddha-mind. All is 

time realized in the relations of "one Buddha and another Buddha 

alone. 



Phenomenology of Religion as A Hermeneutical 

Phenomenology 

Shinji KANA1 

Abstract: The levels of the analyses of phenomena in phenome- 
nlogy of religion could be discerned as hermeneutical, analytical, 

and dialectical. 
The so-called classical phenomenologies of religion was one of 

the typical hermeneutical phenomenology, which pursue hermeneutical 
phenomenality on the hermeneutical level. 

This phenomenality is constructed by using idealtypical procedure, 
and its most basic point is to seize historical objects by their aspects 

of generalities, such as 'structure' or 'type'. One can also point out at 
least the five conspicuous features of this seizing of phenomenaiIty: 
essential, normative-deductive, heuristic, static, creative-practical. On 
the one hand, all these characteristics are hermeneutical ones found 

in every 'analyses of meaning' and they are also the characteristics 
which explain why the classical phenomenology had tended a t  times 

the theological biases. 




