
近
代
の
諸
学
者
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
仏
教
の
歴
史
が
研
究
 
さ
れ
て
き
た
方
法
は
決
定
的
に
特
異
な
も
の
で
あ
る
。
 
け
れ
ど
も
お
そ
 

ら
く
も
っ
と
特
異
な
の
は
、
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
特
異
 
だ
 と
は
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
特
異
 さ
 は
 、
一
種
類
の
源
 

 
 
 
 
 
 

 
 

泉
 資
料
に
対
す
る
一
見
し
て
奇
妙
な
、
議
論
の
余
地
の
 な
い
好
み
ら
し
き
も
の
に
お
い
て
歴
然
と
し
て
い
る
 
一
 
l
 一
 

 
 

 
 

近
年
イ
ン
ド
仏
教
研
究
を
新
し
い
角
度
か
ら
精
力
的
に
 
推
し
進
め
る
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
シ
ョ
ペ
ン
は
 
、
 「
イ
ン
ド
 仏
教
研
究
に
お
け
る
 

  

八
 論
文
要
旨
Ⅴ
一
九
世
紀
の
西
洋
に
お
い
て
確
立
し
、
明
治
維
 新
以
後
日
本
が
取
り
入
れ
た
近
代
仏
教
学
は
、
「
歴
史
的
ブ
ッ
ダ
 の
教
説
 と
そ
の
展
開
 

の
 歴
史
解
明
」
を
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
課
題
と
し
、
古
代
イ
ン
ド
 仏
 教
の
文
献
に
説
か
れ
た
内
容
を
外
か
ら
観
察
者
と
し
て
分
析
的
 に
記
述
す
る
こ
と
に
 

よ
っ
て
仏
教
世
界
を
描
い
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
過
程
で
、
い
つ
 
し
か
仏
教
を
古
代
イ
ン
ド
文
献
の
中
に
閉
ざ
さ
れ
た
過
去
の
現
 
象
 と
し
て
捉
え
、
 歴
 

史
的
現
実
の
中
に
生
成
変
化
す
る
仏
教
を
考
察
の
対
象
と
す
る
，
 
」
と
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
態
度
は
 
、
 単
に
仏
教
学
の
 対
象
や
万
法
を
狭
 降
 

な
も
の
に
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
実
は
当
の
文
献
の
読
み
方
 
自
身
を
著
し
く
限
定
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
の
仏
教
 
学
は
 、
そ
の
始
ま
り
 

で
あ
る
と
こ
ろ
の
近
代
仏
教
学
誕
生
の
起
源
に
戻
り
、
そ
の
で
き
 
ご
と
の
意
味
を
確
か
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
将
来
あ
る
べ
き
 仏
 教
学
の
、
よ
り
豊
か
 

な
 方
法
を
字
 び
 取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 近
代
仏
教
学
、
生
活
世
界
、
世
俗
性
、
歴
史
 的
 ブ
ッ
ダ
、
方
法
論
 

下
田
正
弘
 

生 
清
世
界
の
復
権
 

｜
 新
た
な
る
仏
教
生
 

，
の
 
地
平
へ
 



得
よ
う
し
、
何
よ
り
も
彼
が
提
起
し
た
問
題
は
本
稿
の
 
三
題
と
直
接
関
係
す
る
の
で
、
議
論
の
詳
細
に
つ
い
て
 は
 後
ほ
ど
改
め
て
取
り
 

上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
何
は
さ
て
お
き
 
こ
 の
 論
文
が
、
近
代
西
洋
に
始
ま
り
今
日
ま
で
続
い
て
き
 
た
 仏
教
研
究
に
対
す
る
 

本
質
的
批
判
で
あ
っ
た
こ
と
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
だ
 
っ
 た
は
ず
で
あ
る
。
 

し
か
し
こ
の
問
題
提
起
か
ら
既
に
十
年
。
現
在
の
国
内
 
外
に
お
け
る
仏
教
研
究
は
、
ほ
と
ん
ど
彼
の
批
判
に
 
は
 答
え
得
て
い
な
い
 

し
 、
こ
と
に
日
本
に
お
い
て
は
大
部
分
の
研
究
者
た
ち
 
が
 、
そ
も
そ
も
こ
の
問
題
の
所
在
に
さ
え
気
が
つ
い
て
 
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
 

る
 。
わ
ず
か
に
目
を
留
め
る
者
が
あ
っ
て
も
、
シ
ョ
 
ペ
 ン
の
 指
摘
が
西
洋
世
界
に
お
け
る
仏
教
研
究
に
向
け
 
ろ
 れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
 

か
ら
、
日
本
の
仏
教
研
究
は
こ
の
批
判
と
は
無
関
係
で
 あ
る
と
理
解
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
は
大
き
 
な
 誤
解
で
は
な
か
ろ
う
 

か
 。
彼
が
指
摘
す
る
仏
教
研
究
方
法
の
特
異
性
は
 
、
現
 在
の
日
本
に
お
け
る
仏
教
研
究
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
 
る
ぼ
 か
り
で
な
く
、
 そ
 

一
 
2
 一
 

窪
 異性
が
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
て
い
な
い
点
で
は
 
日
 本
の
学
界
の
方
が
欧
米
よ
り
む
し
ろ
よ
り
深
刻
で
さ
え
 
あ
る
。
 

シ
コ
 ペ
ン
の
指
摘
を
こ
こ
に
引
用
し
た
の
は
、
勿
論
、
 本
 
「
宗
教
研
究
」
特
集
号
の
テ
ー
マ
で
あ
る
（
「
生
活
 の
 宗
教
」
と
し
て
の
 

仏
教
）
と
い
う
 視
占
に
 密
接
に
関
係
す
る
か
ら
で
あ
る
 。
た
だ
し
そ
の
関
係
の
仕
方
は
、
こ
の
視
点
を
仏
教
研
 
究
が
 、
こ
と
に
わ
が
 国
 

の
 仏
教
研
究
が
い
つ
の
間
に
か
排
除
し
て
き
て
し
ま
っ
 
た
と
い
う
意
味
で
逆
説
的
で
あ
る
。
で
は
（
「
生
活
の
め
 
ホ
教
」
と
し
て
の
仏
教
）
 

と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
こ
の
課
題
が
提
起
す
る
 問
 題
は
本
稿
全
体
を
費
や
さ
ね
ば
論
じ
得
な
い
の
だ
が
、
 
し
か
し
そ
の
お
よ
そ
の
 

特
徴
は
 シ
コ
 ペ
ン
が
指
摘
す
る
「
仏
教
研
究
に
お
け
る
 方
法
の
特
異
性
」
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
可
能
で
 
あ
る
。
 

こ
こ
で
も
う
一
度
冒
頭
の
一
文
に
戻
っ
て
み
よ
う
。
 
シ
 コ
 ペ
ン
の
言
う
「
一
種
類
の
源
泉
資
料
に
対
す
る
奇
妙
 な
 好
み
」
と
は
、
 実
 

て
き
た
仏
教
研
究
方
法
の
、
歴
史
研
究
と
し
て
の
意
義
 
に
 根
本
的
な
疑
問
を
投
げ
か
け
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
 
主
 張
 に
は
賛
否
両
論
あ
り
㈹
 

 
 
 
 

考
古
学
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
前
提
」
と
題
す
る
論
文
 
を
こ
の
一
節
に
よ
っ
て
説
き
起
こ
し
、
西
洋
に
生
ま
れ
 
今
日
ま
で
受
け
継
が
れ
 

 
 



生活世界の復権 

節
は
 、
資
料
問
題
に
劣
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
の
仏
教
学
が
 
、
聖
典
、
理
想
、
神
聖
さ
な
ど
の
言
葉
で
表
さ
れ
る
 
主
題
を
研
究
の
対
象
と
 

し
 、
そ
の
視
野
か
ら
描
か
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
仏
教
全
体
 
の
 イ
メ
ー
ジ
に
拡
張
し
、
実
際
に
実
践
 し
 信
仰
し
た
 平
 俗
の
仏
教
徒
の
あ
り
さ
 

ま
を
記
す
側
面
を
歴
史
の
上
に
ほ
と
ん
ど
反
映
さ
せ
な
 
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。
 

西
洋
近
代
に
生
ま
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
イ
ン
ド
学
の
中
に
 
居
を
占
め
る
現
在
の
仏
教
学
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
 
妻
 師
資
料
を
中
心
と
す
る
 

テ
ク
ス
ト
研
究
、
そ
れ
も
仏
教
の
思
想
解
明
を
目
的
と
 す
る
研
究
を
も
っ
ぱ
ら
に
推
し
進
め
て
き
た
。
そ
し
て
 確
か
に
こ
の
研
究
は
 、
 

古
代
イ
ン
ド
仏
教
世
界
の
教
義
や
思
想
に
つ
い
て
、
 
諸
 テ
ク
ス
ト
を
文
献
学
的
に
分
析
す
る
形
で
さ
ま
ざ
ま
な
 問
題
を
解
明
し
、
以
前
 

と
は
比
較
に
な
ら
な
い
成
果
を
享
受
で
き
る
環
境
を
整
 
え
た
。
と
こ
ろ
が
同
時
に
こ
の
過
程
に
お
い
て
、
教
義
 
、
思
想
と
い
う
領
域
以
 

  

一
 
3
 一
 

じ
 、
実
行
し
よ
う
と
望
ん
だ
も
の
を
記
し
て
い
る
。
 
宍
 
-
 内
筆
者
 -
 

一
 
4
 一
 

今
わ
れ
わ
れ
の
関
心
は
、
考
古
学
資
料
と
文
献
資
料
と
 
0
 差
異
や
そ
の
優
劣
を
論
ず
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
 
い
 。
し
か
し
こ
の
 一
 

際
に
は
イ
ン
ド
仏
教
研
究
者
が
文
献
資
料
を
も
っ
 
ぽ
ら
 使
用
し
、
あ
る
い
は
そ
の
主
張
に
先
導
さ
れ
、
そ
の
 
反
 面
で
 碑
文
や
考
古
学
的
 

遺
物
の
証
言
は
無
視
す
る
か
、
あ
る
い
は
曲
解
し
つ
づ
 
け
て
き
た
こ
と
を
指
す
。
 

ハ
 
研
究
者
の
前
に
は
、
一
方
で
一
大
群
の
考
古
学
の
 
、
そ
 し
て
碑
文
に
よ
る
資
料
が
あ
る
。
そ
れ
は
時
と
場
所
 
と
を
十
分
合
理
 

的
に
定
め
得
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
ほ
と
ん
ど
編
集
の
 
手
が
加
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
大
半
は
読
ま
れ
る
こ
 
と
さ
え
予
想
し
て
 

い
な
い
。
こ
の
資
料
に
は
少
な
く
と
も
在
家
と
出
家
と
 を
 含
む
仏
教
徒
が
、
実
際
に
実
践
 し
 信
仰
し
た
も
の
の
 
一
部
は
記
し
反
映
 

さ
れ
て
い
る
。
 n
 
他
方
で
）
同
様
に
大
群
の
文
献
資
料
 
が
あ
り
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
時
代
が
記
さ
れ
 
て
お
ら
ず
、
き
わ
 

め
て
新
し
い
時
代
の
写
本
伝
承
の
中
に
残
っ
て
い
る
に
 過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
大
き
く
編
集
の
手
が
加
わ
り
、
 
聖
 典
 で
あ
り
、
神
聖
 

な
も
の
で
あ
り
、
理
想
を
教
育
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
 
た
も
の
で
あ
り
、
小
さ
な
、
平
均
的
と
は
言
え
な
い
 
仏
 教
 者
の
集
団
が
信
 



り
 教
義
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
し
、
そ
れ
ら
の
 研
 究
 が
大
き
な
比
重
を
占
め
る
こ
と
に
も
し
か
る
べ
き
 
理
 が
あ
る
。
何
よ
り
も
 筆
 

度
 、
そ
れ
も
思
想
、
教
義
内
容
を
説
く
テ
ク
ス
ト
の
 研
 究
 に
極
端
に
傾
い
て
き
た
点
で
あ
る
。
も
と
よ
り
宗
教
 
の
中
心
に
は
思
想
が
あ
 

こ 間 の 言 教 れ 何 な 
既 う 題 本 間 図 の な れ い 
K し を 稿 題 し 姿 か か だ 
述 た 抱 で 提 て の っ 一 ろ 
べ 二 問 え は 赴 い 隔 た 方 う 

た 題 速 写 と る り け     
よ に ん え 者 （ に れ 極 聖 
フ シ 
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外
の
多
く
の
重
要
な
要
素
を
研
究
者
た
ち
が
見
過
ご
し
 
て
き
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
 

 
 



魏
を
経
て
イ
ン
ド
 学
 、
そ
し
て
仏
教
学
を
作
り
上
げ
 

て
き
た
か
と
い
う
過
程
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
 

仏
 教
学
の
発
端
に
生
ま
れ
た
 

研
 

㍼
究
の
傾
向
が
現
在
に
ま
で
生
き
延
び
、
存
続
し
て
 

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
解
答
の
カ
ギ
を
握
る
西
洋
に
お
 

け
る
近
代
仏
教
学
成
立
の
事
 

坤
情
は
 つ
い
て
一
瞥
し
て
み
よ
う
 

 
 

  

者
 自
身
ま
さ
に
文
献
研
究
を
も
っ
て
仏
教
学
の
方
法
と
 
し
て
い
る
者
の
一
人
で
あ
り
、
本
稿
の
最
終
的
な
関
心
 
の
佳
 点
も
文
献
研
究
に
 

あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
 
 
 

し
か
し
た
と
え
文
献
研
究
の
意
義
、
さ
ら
に
そ
の
中
で
 
も
教
義
や
思
想
研
究
の
意
義
を
認
め
て
も
、
そ
れ
の
み
 
で
 成
り
立
つ
宗
教
が
 

あ
り
得
な
い
の
も
事
実
で
あ
り
、
何
よ
り
も
教
義
の
意
 味
 は
そ
れ
が
具
体
的
現
実
の
中
で
い
か
に
働
く
か
に
よ
 
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
 

う
 側
面
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
長
い
歴
史
的
 
現
実
の
中
に
一
歩
踏
み
込
め
ば
、
教
義
が
現
実
を
変
え
 
る
ぼ
 か
り
で
な
く
、
 現
 

実
に
よ
っ
て
多
少
な
り
と
も
教
義
が
変
え
ら
れ
る
こ
と
 
も
 決
し
て
珍
し
く
は
な
い
こ
と
に
も
気
づ
か
さ
れ
る
は
 
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
た
 

要
素
を
漏
ら
さ
な
い
で
考
察
し
て
い
く
た
め
に
は
、
 
思
 想
や
理
念
と
し
て
の
仏
教
と
、
生
活
経
験
の
中
の
仏
教
 
と
を
一
つ
の
企
図
に
お
 

い
て
把
握
す
る
試
み
が
必
要
と
な
る
。
 

と
こ
ろ
が
近
代
の
仏
教
研
究
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
 自
 寛
 が
欠
如
し
、
研
究
者
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
思
想
研
究
の
 
み
を
仏
教
研
究
と
し
 

て
 認
め
る
一
方
で
、
そ
の
思
想
の
背
景
を
な
す
生
活
環
 
境
や
 、
あ
る
い
は
そ
の
環
境
の
中
で
息
づ
く
仏
教
は
 
研
究
の
対
象
か
ら
除
外
 

し
 、
宗
教
学
や
文
化
人
類
学
な
ど
他
の
学
問
分
野
に
委
 
ね
て
関
心
を
抱
か
な
い
。
そ
れ
も
方
法
論
的
な
議
論
を
 重
ね
た
上
で
意
識
的
に
 

選
び
取
ら
れ
た
結
論
で
は
な
い
。
古
代
の
テ
ク
ス
ト
に
 書
か
れ
て
い
な
い
仏
教
は
、
仏
教
に
あ
ら
ざ
る
か
、
 
あ
 る
い
は
せ
い
ぜ
い
仏
教
 

の
 亜
種
で
あ
る
と
端
か
ら
決
定
済
み
な
の
で
あ
る
。
 
し
 か
し
こ
れ
は
尋
常
な
こ
と
で
は
な
い
。
 

な
ぜ
こ
う
し
た
傾
向
が
現
在
の
仏
教
研
究
者
の
態
度
に
 定
着
し
て
し
ま
っ
た
の
か
。
実
は
こ
の
問
題
は
西
洋
 
近
 代
 が
 い
 か
な
る
経
緯
 



さ
て
、
宣
教
師
を
中
心
と
し
て
ア
ジ
ア
に
入
っ
て
い
っ
 た
 西
洋
が
ま
ず
仏
教
を
捉
え
た
方
法
は
、
今
日
の
表
現
 
で
 舌
口
う
な
ら
ワ
 

ン
イ
 ー
 

ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
い
る
。
実
際
に
目
の
前
に
存
在
 す
る
異
民
族
、
異
文
化
の
中
に
入
り
、
そ
こ
で
生
き
ら
 
れ
る
宗
教
を
観
察
す
る
 

こ
と
に
よ
っ
て
情
報
を
得
て
い
く
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
 も
 、
モ
ン
ゴ
ル
、
チ
ベ
ッ
ト
、
中
国
、
朝
鮮
半
島
、
日
 
本
 、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
 タ
 

イ
 、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
等
々
、
舌
口
 
ま
 m
 、
文
化
 、
歴
史
を
全
く
異
に
す
る
ア
ジ
ア
諸
地
域
に
お
い
て
、
 
実
際
に
接
す
る
さ
ま
ざ
 

ま
な
様
相
を
呈
す
る
宗
教
活
動
を
一
つ
の
同
じ
宗
教
と
 
し
て
認
知
す
る
こ
と
は
、
け
っ
し
て
容
易
な
作
業
で
は
 
な
か
っ
た
。
実
際
こ
の
 

る
ま
で
に
は
、
研
究
者
間
の
議
論
に
長
い
間
の
紘
 

余
曲
 折
が
あ
っ
 

大
航
海
時
代
か
ら
世
界
各
地
に
進
出
し
は
じ
め
た
 
ョ
｜
 ロ
ッ
パ
諸
国
は
、
植
民
地
化
あ
る
い
は
半
植
民
地
化
し
 た
 地
域
の
言
語
、
文
 

化
 、
そ
し
て
宗
教
の
研
究
を
、
宣
教
師
や
政
府
高
官
が
 
中
心
と
な
っ
て
進
め
て
い
っ
た
が
、
イ
ン
ド
に
関
す
る
 
研
究
は
こ
う
し
た
新
し
 

ぃ
 学
問
の
中
の
代
表
的
な
成
果
で
あ
る
。
一
八
世
紀
後
 
半
 に
本
格
化
す
る
イ
ン
ド
研
究
は
、
英
、
独
、
仏
を
中
 心
と
し
て
一
九
世
紀
に
 

入
っ
て
飛
躍
的
な
進
歩
を
遂
げ
て
い
く
。
 

し
か
し
な
が
ら
仏
教
研
究
に
限
っ
て
は
、
こ
う
し
た
 
イ
 ン
ド
学
の
発
展
に
素
直
に
乗
り
切
れ
な
い
研
究
上
の
大
 
き
な
障
害
が
横
た
わ
 

っ
て
い
た
。
そ
れ
は
ア
ジ
ア
諸
国
に
は
仏
教
が
広
が
っ
 て
い
る
も
の
の
、
当
の
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
は
る
か
 昔
 に
 仏
教
が
消
え
去
っ
て
 

い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
か
つ
 て
 イ
ン
ド
に
仏
教
が
存
在
し
た
と
い
う
認
識
が
得
ら
れ
 
ず
 、
そ
の
た
め
イ
ン
ド
 

学
の
進
展
と
仏
教
学
の
進
展
と
は
な
か
な
か
歩
み
を
 
共
 に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 

結
局
、
仏
教
を
明
か
す
に
は
、
ア
ジ
ア
各
地
か
ら
仏
教
 
に
関
す
る
断
片
的
情
報
を
集
め
、
そ
れ
ら
を
総
合
し
て
 
再
構
成
す
る
と
い
う
 

方
法
に
よ
る
し
か
な
い
。
し
か
る
に
そ
の
総
合
の
中
心
 
と
な
る
べ
き
イ
ン
ド
に
は
現
実
に
は
仏
教
は
存
在
し
な
 
い
 と
な
れ
ば
、
仏
教
を
 

探
求
す
る
の
は
中
心
の
不
確
定
な
円
を
描
き
つ
づ
け
る
 
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
仏
教
の
現
存
し
な
い
イ
ン
ド
に
 仏
教
の
中
心
点
を
定
め
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問
い
に
応
え
る
の
は
現
在
で
さ
え
易
し
く
は
な
い
。
 
か
 つ
て
日
本
の
学
界
で
紹
介
さ
れ
た
「
仏
教
と
は
異
な
っ
 た
 ラ
マ
 教
 」
と
い
う
 概
 

命
や
、
あ
る
い
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
対
極
に
当
た
る
「
 
日
 本
仏
教
は
仏
教
で
は
な
い
」
と
い
う
主
張
な
ど
、
仏
教
 
と
い
う
同
一
の
概
念
に
 

ア
ジ
ア
の
諸
宗
教
が
収
ま
る
と
い
う
認
識
が
成
立
し
た
 は
る
か
後
ま
で
も
続
く
こ
う
し
た
議
論
を
考
え
る
な
ら
 

一
九
世
紀
に
至
る
ま
 

で
 ア
ジ
ア
を
観
察
し
た
西
洋
の
研
究
者
た
ち
が
へ
仏
教
 と
い
う
一
つ
の
認
識
）
に
至
る
の
に
ど
れ
ほ
ど
の
困
難
 
に
 直
面
し
た
か
、
容
易
 

に
 想
像
が
つ
く
は
ず
で
あ
る
。
 

多
く
の
試
行
錯
誤
を
経
て
後
、
研
究
者
た
ち
が
よ
う
や
 
く
 
（
仏
教
）
の
存
在
に
気
が
つ
い
た
の
は
、
全
ア
ジ
ア
 地
域
の
宗
教
の
中
、
心
 

に
た
っ
た
一
人
の
歴
史
的
人
物
で
あ
る
シ
ヤ
ー
キ
ャ
ム
 
ニ
 、
あ
る
い
は
ゴ
ー
タ
マ
と
い
う
人
が
存
在
し
た
と
い
 
う
 新
た
な
認
識
を
確
信
 

し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
現
在
は
お
そ
ら
く
 誰
も
疑
わ
な
い
で
あ
ろ
う
こ
の
理
解
も
、
イ
ン
ド
に
 
仏
 教
が
 存
在
し
て
 い
 な
 か
 

っ
 た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
き
わ
め
て
重
要
な
で
き
ご
と
 
で
あ
る
。
そ
れ
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
し
て
ア
ジ
 ア
 各
地
か
ら
情
報
を
集
 

め
な
が
ら
、
最
後
に
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
及
ば
な
 
い
 世
界
で
あ
る
イ
ン
ド
に
仏
教
の
中
心
を
定
め
る
結
果
 
と
な
っ
た
の
で
あ
る
か
 

ら
 、
仏
教
の
中
心
と
し
て
の
イ
ン
ド
に
歴
史
的
ブ
ッ
ダ
 が
 存
在
し
た
と
い
う
こ
の
理
解
は
、
単
純
に
「
事
実
の
 
発
見
」
と
言
え
る
も
の
 

で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
認
識
の
誕
生
」
と
舌
口
う
べ
き
間
 
題
 だ
か
ら
で
あ
る
。
 

さ
て
、
近
代
仏
教
学
の
誕
生
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
 
こ
の
仏
教
の
中
心
に
立
て
ら
れ
る
シ
ャ
ー
キ
ャ
ム
 
ニ
、
 あ
る
い
は
ゴ
ー
タ
マ
 

が
、
 神
で
も
な
く
、
 預
 舌
口
者
で
も
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
 
と
も
無
関
係
な
哲
学
者
、
あ
る
い
は
道
徳
 
家
 と
し
て
 捉
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
 

魏
る
 。
ア
ジ
ア
諸
国
で
崇
拝
さ
れ
る
 神
 ら
し
き
者
は
 古
の
賢
人
で
あ
り
、
合
理
的
な
思
想
を
説
く
歴
史
上
 
実
 在
の
人
物
と
決
定
さ
れ
た
。
 

こ
の
認
識
の
誕
生
に
よ
っ
て
以
後
の
仏
教
研
究
 
の
 大
き
な
柱
が
決
定
す
る
。
そ
れ
ほ
第
一
に
仏
教
は
人
 
が
 説
い
た
哲
学
で
あ
る
こ
と
 

柿
か
ら
仏
教
の
解
明
は
哲
学
、
思
想
の
解
明
に
他
 
な
 ら
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
研
究
の
対
象
と
な
る
べ
き
 
は
 何
よ
り
も
文
献
資
料
で
あ
 

  



こ
う
し
て
近
代
仏
教
学
に
お
け
る
文
献
偏
重
 

成
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
仏
教
学
の
誕
 

の
あ
り
よ
う
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
 想
 

書
 と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
こ
と
ば
の
 探
 

あ
る
い
は
文
献
復
元
で
あ
れ
、
そ
の
高
等
批
評
 

た
な
テ
ク
ス
ト
研
究
を
切
り
開
い
て
い
く
聖
書
 

0
 例
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
容
易
に
想
像
が
つ
 

研
究
の
傾
向
に
そ
の
ま
ま
重
な
る
し
、
ま
た
 
一
 

伝
 」
 や
ヵ
イ
ム
 の
「
ナ
ザ
レ
の
イ
ェ
ス
の
歴
史
 

っ
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
、
わ
ず
か
の
事
例
を
挙
 

こ
う
し
た
要
素
を
考
え
れ
ば
、
本
稿
の
冒
頭
 

「
文
献
偏
重
の
態
度
」
と
い
う
 シ
コ
 ペ
ン
の
 指
 の

 傾
向
と
、
そ
の
文
献
を
扱
う
態
度
の
双
方
が
こ
の
へ
 
仏
教
）
と
い
う
認
識
の
う
ち
に
 

主
 に
は
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
界
に
お
け
る
哲
学
 、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
研
究
 

像
 に
難
く
な
い
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
西
洋
思
想
史
の
 根
 底
 を
な
す
キ
リ
ス
ト
教
は
 、
聖
 

求
 」
に
格
別
の
地
位
を
与
え
て
き
た
。
研
究
は
、
歴
史
 
的
で
あ
れ
、
解
釈
的
で
あ
れ
、
 

で
あ
れ
、
す
べ
て
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
て
 
き
た
。
伝
統
を
継
承
し
っ
 つ
新
 

研
究
の
成
果
が
、
い
か
に
深
く
仏
教
研
究
の
態
度
醸
成
 
に
 関
わ
っ
て
い
る
か
は
、
個
別
 

く
 。
最
古
の
福
音
書
資
料
で
あ
る
 Q
 復
元
の
努
力
は
 、
 最
初
期
の
仏
教
経
典
を
求
め
る
 

九
世
紀
中
葉
、
人
間
と
し
て
の
イ
ェ
ス
像
を
求
め
て
 
生
 ま
れ
る
ル
ナ
ン
の
 
7
 
エ
 ス
 

」
が
、
同
世
紀
末
の
リ
ス
・
デ
ヴ
ィ
 ヅ
 著
作
「
人
間
 ゴ
 ｜
タ
で
 し
の
理
念
に
重
な
り
 合
 

げ
る
だ
け
で
も
両
者
の
関
係
は
明
瞭
で
あ
る
。
 

に
お
い
て
引
用
し
た
「
近
代
の
学
者
た
ち
が
仏
教
を
研
 究
 す
る
際
の
方
法
の
特
異
性
」
 

摘
は
、
 実
は
西
洋
世
界
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
研
究
の
 
抱
え
る
特
徴
に
起
源
し
て
い
る
 

一   一 " 

り
 、
そ
の
中
か
ら
読
み
取
ら
れ
る
べ
き
は
賢
人
の
哲
学
 
に
 
相
応
し
い
合
理
的
内
容
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
当
然
 
の
こ
と
な
が
ら
古
代
 イ
 

8
 

ン
ド
 に
お
い
て
説
か
れ
た
教
義
こ
そ
が
本
来
の
仏
教
で
 あ
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
素
は
す
べ
て
 
が
 現
在
行
わ
れ
て
い
る
①
 

 
 
 
 
 
 

仏
教
学
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 



こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
冒
頭
に
引
用
し
た
 論
 文
の
 タ
イ
ト
ル
に
あ
る
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
前
提
」
 と
は
こ
の
問
題
を
指
し
 

て
い
る
の
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
研
究
、
こ
と
に
新
約
 学
は
新
約
聖
書
と
い
う
特
別
な
テ
ク
ス
ト
の
読
み
を
 
尊
 重
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
 

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
あ
り
よ
う
を
決
定
す
る
の
に
熱
心
な
 
一
方
で
、
考
古
学
的
遺
物
の
証
言
に
は
素
直
に
耳
を
貸
 す
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
 

と
 る
シ
コ
 
ペ
ン
は
指
摘
す
る
。
彼
は
、
初
期
イ
ギ
リ
ス
 考
古
学
研
究
に
お
け
る
第
一
人
者
で
あ
る
チ
ャ
ー
ル
ズ
 
・
ト
ー
マ
ス
の
、
紀
元
 

五
｜
 六
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
 墓
碑
調
査
の
中
に
見
ら
れ
る
「
奇
妙
な
弁
明
」
に
わ
れ
 
わ
れ
の
任
意
を
向
け
て
 

 
 

い
 キ
リ
ス
ト
教
徒
の
あ
り
よ
う
が
、
考
古
学
的
、
美
術
 的
 、
建
築
学
的
な
遺
物
 

か
ら
か
な
り
明
瞭
に
な
る
こ
と
を
述
べ
な
が
ら
も
、
 

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
読
者
た
ち
は
、
以
下
に
説
明
す
る
 島
 国
ハ
 英
国
 ロ
の
 キ
リ
ス
ト
教
徒
の
あ
り
よ
う
が
、
異
教
 徒
 的
で
あ
り
 前
 

キ
リ
ス
ト
教
徒
的
で
あ
る
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
 

こ
の
点
に
つ
い
て
手
短
に
明
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ば
な
 
ら
な
い
。
神
が
人
 

と
な
っ
て
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
し
て
 傑
刑
 に
処
せ
ら
 れ
た
こ
と
を
通
し
、
あ
ら
ゆ
る
信
者
が
司
祭
で
あ
る
と
 
い
 う
 、
 婿
罪
や
祝
 

福
の
方
法
が
与
え
ら
れ
る
新
約
聖
書
の
中
心
的
な
 
メ
ッ
 セ
ー
ジ
は
 
ハ
 
遺
物
に
お
い
て
は
し
触
れ
ら
れ
な
い
ま
ま
 で
あ
る
。
そ
れ
は
 

福
音
書
や
教
父
た
ち
の
著
書
、
さ
ら
に
は
シ
ン
ボ
ル
に
 
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
は
あ
っ
て
も
、
 
そ
 れ
ら
を
離
れ
て
 物
 

質
的
な
も
の
に
反
映
し
て
は
い
な
い
し
、
ま
た
反
映
す
 
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
人
が
作
 
り
 上
げ
た
 墓
や
墓
 

地
 、
生
き
た
人
間
が
死
ん
だ
人
間
を
記
念
す
る
こ
と
、
 骨
 の
一
部
や
そ
れ
に
類
す
る
小
さ
な
も
の
を
聖
遺
物
と
 し
て
保
持
す
る
こ
 

権
 

と
 、
崇
拝
の
儀
式
用
に
設
え
ら
れ
た
建
造
物
の
構
造
な
 
ど
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
、
外
に
目
に
見
え
る
形
は
 、
こ
 
の
 メ
ッ
セ
ー
ジ
に
 

復
 

 
 

界
 

人
 が
付
け
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
自
体
と
し
て
は
 
「
 
御
 舌
口
業
」
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
ほ
と
ん
 

ビ
 の
場
合
 直
接
的
な
聖
書
に
 

世
 

括
 

よ
る
権
威
を
欠
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
ミ
ル
チ
ャ
・
 
ェ
 リ
ア
ー
デ
教
授
の
舌
口
 う
 宗
教
火
田
田
。
 鰯
ヨ
 当
の
な
 せ
る
わ
ざ
に
ほ
か
 

 
 

  



同
様
の
態
度
を
別
の
言
葉
で
明
確
に
表
現
す
る
の
は
 
ェ
 リ
ア
ー
デ
で
あ
る
。
彼
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
「
 
農
 民
の
風
習
と
信
仰
」
 

先
史
の
中
に
収
ま
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

と
 付
言
す
る
。
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
」
墓
を
調
査
し
 驚
 く
べ
き
考
古
学
的
な
発
見
を
な
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
 
結
果
を
キ
リ
ス
ト
教
徒
 

0
 世
界
に
所
属
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
「
 &
 
ホ
教
 大
 」
と
い
 ぅ
 別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
設
け
な
け
れ
 
ば
 結
果
を
収
め
 取
れ
な
い
と
い
う
の
で
 

あ
る
。
一
九
七
一
年
の
出
版
に
な
る
労
作
に
お
い
て
さ
 
え
こ
の
態
度
が
基
底
に
存
す
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
 
文
献
に
現
れ
る
世
界
の
 

み
を
純
粋
な
キ
リ
ス
ト
教
世
界
と
考
え
、
文
献
を
離
れ
 た
 世
界
は
別
世
界
と
し
て
扱
お
 う
 と
す
る
研
究
上
の
態
 度
は
、
 
長
き
に
立
っ
て
 

か
な
り
強
固
な
も
の
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
 

こ
の
原
則
を
守
り
な
が
ら
し
か
も
研
究
対
象
を
文
献
 以
 外
の
世
界
に
広
げ
よ
う
と
す
る
と
き
、
研
究
は
（
本
来
 
の
 ）
キ
リ
ス
ト
教
 研
 

究
 と
は
異
な
っ
た
、
た
と
え
ば
民
俗
学
の
よ
う
な
 別
領
 域
の
中
に
そ
の
成
果
を
限
定
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
だ
 
ろ
う
。
シ
ョ
ペ
ン
が
 引
 

用
 す
る
も
う
一
人
の
考
古
学
者
ス
ナ
イ
ダ
ー
は
、
初
期
 
キ
リ
ス
ト
教
遺
跡
研
究
の
重
要
性
を
指
摘
し
な
が
ら
 
、
そ
れ
を
民
俗
宗
教
学
 

づ
 c
 守
 「
 
巳
 @
 ざ
コ
 と
し
て
研
究
す
る
ボ
ン
学
派
の
態
度
に
 同
調
す
る
。
 

も
し
考
古
学
的
資
料
が
大
衆
的
宗
教
 
口
 0
 口
目
 
寸
 （
 r
 臼
注
 。
 
コ
の
 実
践
に
属
す
る
も
の
な
ら
、
そ
の
解
釈
者
や
歴
史
 
家
は
考
古
学
的
 

証
拠
が
ど
の
よ
う
に
文
献
資
料
と
関
係
す
る
か
、
舌
ロ
 い
 換
え
れ
 ば
 、
大
衆
的
宗
教
が
教
学
的
伝
統
の
の
口
の
の
 守
降
 ぞ
凹
可
 が
日
（
 
ざ
コ
 に
 

ビ
ラ
関
係
す
る
か
を
明
確
に
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
ぃ
 。
こ
こ
に
提
起
さ
れ
る
問
題
は
教
父
学
や
歴
史
学
や
 
神
学
に
属
す
る
も
 

の
で
は
な
く
、
宗
教
社
会
学
の
 0
 往
 0
-
0
 

ゆ
ゼ
 o
h
q
 
の
 
コ
旧
 0
 コ
 

  

文
献
外
資
料
に
お
け
る
世
界
は
文
献
資
料
に
お
け
る
 
世
 界
 と
は
領
域
を
異
に
し
た
「
宗
教
社
会
学
」
の
問
題
で
 
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
 研
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な
ら
な
い
。
 
宍
 

）
肉
筆
者
 -
 



 
  

 

復
 

 
  

 

 
 

四
 

 
 

 
 

 
 

世
 

 
 

 
 

問
う
こ
と
で
は
な
く
仏
教
研
究
を
問
い
直
す
こ
と
で
あ
 
り
 、
さ
ら
に
既
に
述
べ
た
よ
 

権 

を
 論
ず
る
中
、
農
村
地
域
も
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
 
キ
 リ
ス
ト
教
化
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
過
程
で
彼
ら
は
 
キ
 リ
ス
ト
 教
 以
前
の
太
古
 

の
 習
俗
や
宗
教
を
 、
 彼
ら
な
り
の
キ
リ
ス
ト
教
と
し
て
 取
り
込
ん
で
き
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
そ
 
う
し
 た
 要
素
の
存
在
を
理
由
 

に
 彼
ら
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
は
な
い
と
判
断
す
る
の
は
 
誤
り
で
あ
る
と
い
う
。
 

そ
う
で
は
な
く
大
切
な
の
は
、
彼
ら
の
宗
教
は
キ
リ
ス
 
ト
 教
の
歴
史
的
形
態
に
閉
ざ
さ
れ
な
い
こ
と
を
認
識
し
 
な
け
れ
ば
な
ら
 

な
い
こ
と
で
あ
る
。
・
・
・
・
・
・
わ
れ
わ
れ
は
原
初
的
な
歴
史
 
以
前
の
キ
リ
ス
ト
教
 ハ
 ロ
「
～
 

日
 0
 「
 臼
凹
 -
p
 
巨
降
 0
 「
 @
n
 
巴
の
 時
 @
 
の
 片
田
田
 
目
 を
語
 

る
こ
と
が
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
キ
リ
ス
ト
 教
徒
に
な
る
過
程
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
農
民
た
ち
は
、
 
自
 分
た
ち
の
新
た
な
 

 
 

信
仰
の
中
に
有
史
以
来
受
け
継
い
で
き
た
宇
宙
的
宗
教
 
の
 ジ
ヨ
 ざ
 Ⅱ
 目
牡
 0
 コ
を
取
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
か
ら
。
 

エ
リ
ア
ー
デ
は
こ
こ
で
実
際
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
農
民
 
が
 信
じ
、
行
っ
た
こ
と
は
「
歴
史
的
キ
リ
ス
ト
教
」
 
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
 

で
、
「
非
歴
史
的
キ
リ
ス
ト
教
」
 

ゅ
田
降
 0
 「
 げ
 巴
の
下
「
 @
 
の
計
 
@
 
が
田
 モ
 
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
 
@
=
 

ロ
ラ
 。
 結
 局
、
 ㍉
 
ン
コ
 ペ
㍉
 
ノ
が
 舌
口
 
う
 

よ
 う
 に
、
ト
ー
マ
ス
も
 ス
ナ
ィ
ダ
 ー
も
エ
リ
ア
ー
デ
も
 、
そ
れ
ぞ
れ
が
扱
 う
 時
代
や
地
域
は
異
な
っ
て
も
、
 実
 際
の
 キ
リ
ス
ト
教
徒
が
 

は
 -
 

生
活
の
中
で
行
っ
た
こ
と
は
歴
史
的
な
キ
リ
ス
ト
教
 
研
 究
 に
ほ
収
ま
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
理
解
で
一
致
 
し
て
い
る
。
そ
の
主
張
 

の
 根
底
に
は
、
「
真
実
の
」
「
本
質
的
な
」
「
真
正
な
」
 

キ
 リ
ス
ト
教
は
、
聖
書
と
そ
の
解
釈
の
中
に
お
い
て
の
 
み
、
つ
ま
り
文
献
に
お
 

 
 

い
 て
の
み
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
 

換
 舌
口
す
れ
ば
実
生
 活
 に
現
れ
て
い
る
も
の
は
そ
れ
だ
け
不
純
に
な
り
、
 キ
 リ
ス
ト
 教
 以
外
の
要
素
 

が
 交
じ
り
合
っ
た
も
の
だ
と
い
う
理
解
が
横
た
わ
っ
て
 
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 



う
 に
、
考
古
学
的
資
料
と
文
献
資
料
と
の
優
劣
を
論
ず
 
る
の
で
は
な
く
文
献
資
料
の
扱
い
方
自
身
に
関
心
を
置
 
く
も
の
で
あ
る
 0
 シ
ョ
 

ペ
ン
の
議
論
は
考
古
学
的
資
料
の
尊
重
を
結
論
と
し
て
 組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
そ
の
点
で
本
稿
と
は
は
っ
 
き
り
立
場
を
異
に
す
る
 

が
 、
し
か
し
そ
こ
で
指
摘
さ
れ
た
上
述
の
諸
事
例
は
 
、
 

し
か
し
「
正
し
い
」
仏
教
を
探
求
し
よ
う
と
す
る
研
究
 こ

の
本
稿
の
目
的
に
十
分
資
す
る
も
の
が
あ
る
。
何
 

者
は
、
研
究
対
象
を
不
変
の
世
界
に
属
す
る
も
の
と
し
 

よ
り
「
真
正
で
」
「
正
し
 

て
 限
定
す
る
と
と
も
 

く
 」
「
本
質
的
な
」
仏
教
を
生
活
世
界
か
ら
す
っ
か
り
 切
り
離
し
た
上
で
、
思
想
的
、
教
義
的
な
テ
ク
ス
ト
の
 
中
に
求
め
て
い
こ
う
と
 

-
 
リ
 -
 

す
る
態
度
は
、
今
日
の
仏
教
研
究
の
底
流
に
あ
る
態
度
 
で
あ
る
。
こ
う
し
た
研
究
を
推
進
す
る
研
究
者
た
ち
は
 
、
仏
教
を
過
去
の
 テ
ク
 

ス
ト
の
中
に
閉
じ
込
め
た
上
で
、
さ
ら
に
そ
の
時
代
の
 生
活
世
界
か
ら
切
り
離
す
と
い
う
二
重
の
操
作
を
軸
盆
 思
 識
 裏
に
行
っ
て
い
る
こ
 

と
が
分
か
る
。
し
か
し
舌
口
う
ま
で
も
な
く
実
際
の
仏
教
 ほ
、
 変
わ
り
行
く
歴
史
的
、
文
化
的
な
状
況
の
中
に
巻
 
き
 込
ま
れ
な
が
ら
今
日
 

ま
で
存
続
し
っ
づ
け
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
二
重
の
 操
作
は
そ
の
ま
ま
二
重
の
過
失
に
繋
が
っ
て
し
ま
う
。
 

わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
気
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
 
、
仏
教
が
人
間
世
界
の
中
で
存
在
し
た
以
上
、
人
間
 
存
 在
 が
抱
え
る
基
本
的
 

世
俗
性
を
離
れ
て
は
あ
り
得
な
か
っ
た
と
い
う
ま
こ
と
 
に
 基
本
的
な
事
実
で
あ
る
。
こ
う
し
た
世
俗
的
あ
り
 
ょ
 う
は
、
歴
史
的
、
文
化
 

的
 状
況
と
し
て
絶
え
ず
移
り
変
わ
っ
て
 
い
 く
こ
と
を
 本
 性
 と
し
て
お
り
、
仏
教
は
実
際
に
は
こ
う
し
た
状
況
性
 
に
 埋
め
込
ま
れ
な
が
ら
 

存
続
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
加
え
て
銘
記
し
て
お
か
 
れ
 ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
仏
教
を
観
察
し
よ
う
と
す
る
 
研
究
者
自
身
が
 、
 実
は
 

同
様
の
生
活
世
界
の
中
に
存
在
す
る
事
実
で
あ
る
。
 

そ
の
中
か
ら
世
俗
性
と
も
、
生
活
世
界
と
も
、
 状
 況
性
 と
も
無
縁
の
仏
教
を
抽
出
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
 企
図
は
、
解
明
対
象
の
 

仏
教
を
不
変
な
も
の
と
前
提
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
 
、
 何
よ
り
も
自
ら
が
正
し
い
仏
教
を
、
状
況
世
界
に
異
 
存
す
る
こ
と
な
く
選
び
 

出
し
得
る
特
権
的
立
場
に
立
つ
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
 
て
い
る
。
そ
れ
は
世
俗
性
か
ら
自
由
に
な
っ
た
、
い
わ
 ぼ
 神
の
立
場
か
ら
の
 観
   



生活世界の復権 

が
ら
今
日
を
迎
え
て
い
る
。
シ
ョ
ペ
ン
の
論
文
が
指
摘
 し
て
い
る
の
も
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
点
で
あ
る
。
 

 
 
 
 

さ
て
、
日
本
が
明
治
期
に
西
洋
の
仏
教
研
究
方
法
を
導
 
入
し
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
態
度
が
ヨ
ー
ロ
ッ
 

で
 定
着
し
た
後
で
あ
 

 
  

 

る
 。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
仏
教
学
界
か
ら
突
き
つ
け
ら
れ
た
 
仏
教
研
究
の
へ
挑
戦
状
）
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
 
文
 献
 に
基
づ
き
、
し
か
も
 

 
 

 
 

生
活
世
界
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
 
日
 本
の
学
界
は
こ
の
挑
戦
状
の
受
け
取
り
を
拒
否
し
た
り
 、
 受
け
取
り
に
条
件
を
 

動
き
は
ほ
と
ん
ど
文
献
に
限
定
さ
れ
て
進
み
始
め
た
。
 
こ
の
時
点
で
、
生
活
世
界
に
埋
め
込
ま
れ
た
仏
教
は
 
、
 そ
の
背
景
か
ら
抽
出
さ
 

れ
て
「
純
粋
な
仏
教
」
と
し
て
探
求
の
新
た
な
対
象
と
 な
っ
た
の
で
あ
り
、
同
時
に
こ
こ
で
文
献
以
外
の
仏
教
 
素
材
を
ほ
と
ん
ど
す
べ
 

て
 切
り
捨
て
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
極
め
て
 
大
 雑
把
蛙
 言
え
ば
西
洋
世
界
の
仏
教
学
は
こ
の
時
に
決
ま
 
っ
た
 方
向
を
踏
襲
し
な
 

し
て
い
る
な
ど
と
は
認
識
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
。
 

け
れ
ど
も
、
一
旦
、
歴
史
的
ブ
ッ
ダ
の
存
在
と
そ
の
 哲
 学
者
と
し
て
の
肖
像
が
共
有
さ
れ
る
と
、
そ
の
後
の
西
 
洋
の
仏
教
解
明
へ
の
 

素
材
は
文
献
に
お
い
て
の
み
求
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
 
し
 、
ま
し
て
文
献
の
み
が
独
立
し
て
「
本
質
的
な
」
「
 真
正
な
」
世
界
を
構
成
 

り
 、
そ
れ
を
同
じ
地
平
の
視
点
か
ら
描
き
な
が
ら
よ
う
 
や
く
 た
ど
り
着
い
た
の
が
（
仏
教
）
と
い
う
認
識
で
あ
 
る
 。
そ
の
（
仏
教
）
の
 

念
 と
し
て
定
ま
ら
な
か
っ
た
ア
ジ
ア
諸
地
域
の
宗
教
は
 
、
ま
さ
に
生
活
世
界
に
巻
き
込
ま
れ
た
形
で
し
か
 
存
 在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
 

に
 存
在
す
る
、
そ
し
て
イ
ン
ド
に
は
存
在
し
な
い
へ
仏
 教
 ）
を
発
見
し
た
の
は
、
宣
教
師
や
政
府
高
官
な
ど
が
  

 

よ
っ
て
出
会
う
世
界
を
相
手
と
し
て
素
材
を
得
、
そ
の
 解
釈
の
努
力
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
 
た
 。
当
初
は
一
つ
の
 概
 

西
洋
近
代
が
（
仏
教
）
を
発
見
し
得
た
前
史
を
考
え
れ
 
ば
 た
や
す
く
了
解
で
き
る
事
柄
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
 
よ
 う
 に
、
ア
ジ
ア
各
地
 

-
 
巧
 -
 

察
 を
な
そ
う
と
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 

い
つ
の
間
に
か
仏
教
研
究
に
と
っ
て
当
然
と
な
っ
て
し
 ま
っ
た
こ
の
態
度
が
、
い
か
に
本
来
的
な
も
の
で
は
な
 
か
っ
た
か
、
そ
れ
は
 



こ
の
流
れ
を
素
直
に
引
き
継
ぐ
現
在
の
わ
が
国
の
仏
教
 研
究
は
、
現
在
の
わ
が
国
の
仏
教
を
相
手
と
す
る
こ
と
 
は
ほ
と
 

っ
て
し
ま
っ
た
。
現
代
の
仏
教
は
宗
教
学
か
社
会
学
か
 民
俗
学
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
仏
教
学
以
外
の
領
域
の
 
問
題
で
あ
 

現
在
を
相
手
と
す
る
学
問
領
域
か
ら
浮
か
び
上
が
る
 
仏
 散
は
、
現
在
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
 
常
 に
 生
活
 世
 

在
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
過
去
の
、
理
念
的
な
 
テ
ク
 ス
ト
に
の
み
仏
教
を
結
日
明
化
さ
せ
る
仏
教
学
の
立
場
か
 ら
 眺
め
た
 

多
様
で
、
 暖
昧
 で
、
不
純
な
姿
を
し
た
も
の
に
映
っ
て
 し
ま
う
。
そ
し
て
そ
う
し
た
姿
の
仏
教
は
、
た
だ
そ
れ
 
だ
け
で
 仏
 

と
す
る
に
は
価
し
な
い
も
の
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
  
 

だ
が
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
立
ち
止
ま
っ
て
、
も
う
一
度
 素
朴
な
一
つ
の
問
題
を
考
え
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
 
。
そ
れ
 

教
学
が
成
立
の
根
拠
と
す
る
近
代
西
洋
が
発
見
し
た
（
 仏
教
）
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
 
「
そ
の
 当
 

に
 巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
素
材
を
獲
得
し
、
 
そ
 こ
で
与
え
ら
れ
た
複
雑
な
素
材
の
解
釈
の
努
力
に
よ
っ
 
て
 漸
く
 至
 

誠
 で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
で
に
 
活
 動
を
閉
じ
て
意
味
の
完
結
し
た
世
界
と
し
て
仏
教
を
 
相
手
に
し
 ん

ど
な
く
な
 

る
。
そ
し
て
 

界
の
中
に
存
 

と
き
に
は
、
 

教
学
の
相
手
 

は
 現
在
の
仏
 

時
の
現
在
」
 

り
つ
い
た
認
 

た
の
で
は
な
 

究
 と
は
お
よ
そ
違
っ
た
研
究
環
境
が
日
本
に
現
出
し
た
 

の
で
あ
る
。
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つ
け
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
そ
れ
に
い
か
に
 
ぅ
ま
 く
 解
答
す
る
か
に
全
力
を
挙
げ
て
き
た
。
そ
し
て
 
確
 か
に
そ
の
成
果
は
著
し
 

 
  

 
 
 

く
 、
き
わ
め
て
短
期
間
に
西
洋
を
凌
ぐ
程
度
に
ま
で
 成
 長
し
て
、
今
日
の
仏
教
学
の
基
礎
を
作
る
に
至
る
。
 
し
 か
し
そ
の
結
果
、
す
っ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

か
り
西
洋
の
仏
教
研
究
の
土
俵
に
乗
り
、
文
献
研
究
に
 特
権
的
な
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
独
占
的
な
地
位
を
与
 
え
る
研
究
の
土
壌
を
作
 

り
 上
げ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
こ
の
文
献
研
究
は
 
、
あ
 ら
ゆ
る
地
域
の
仏
教
を
平
等
に
扱
う
の
で
は
な
く
、
 
古
 代
 イ
ン
ド
を
中
心
と
し
 

て
 組
織
化
さ
れ
て
い
る
の
で
、
す
べ
て
の
作
業
が
古
代
 
イ
ン
ド
の
復
元
に
向
け
て
方
向
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
 
基
 本
 的
に
仏
教
学
の
成
果
 

の
 意
義
は
古
代
イ
ン
ド
仏
教
と
の
距
離
に
よ
っ
て
測
ら
 れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
明
治
以
前
に
存
 在
し
た
日
本
の
仏
教
研
 



 
 

そ
の
内
実
が
「
歴
史
的
ブ
ッ
ダ
が
説
い
た
思
想
」
と
し
 

て
 確
定
さ
れ
た
後
に
は
、
 
一
 

坤
 
部
の
例
外
を
除
い
て
「
仏
教
と
は
何
か
」
と
い
う
 

同
じ
問
い
は
実
質
的
に
発
さ
れ
ず
、
そ
の
定
ま
っ
た
 

定
 義
 に
沿
っ
た
内
容
を
見
出
す
 

卸
 
こ
と
に
向
け
て
研
究
は
傾
け
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
 

作
業
態
度
を
可
能
に
し
て
い
る
も
の
は
、
仏
典
と
い
う
 

テ
ク
ス
ト
か
ら
の
意
味
の
切
 
  

く
 、
意
味
が
未
完
成
で
現
に
生
成
し
つ
つ
あ
る
世
界
と
 
し
て
学
問
の
対
象
に
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
過
程
で
 
歴
 史
的
存
在
で
あ
る
 ブ
ッ
 

ダ
に
 至
り
つ
い
た
の
も
、
予
め
閉
ざ
さ
れ
た
過
去
の
中
 
で
は
な
く
、
開
か
れ
た
ま
ま
の
現
在
と
の
密
接
な
関
係
 
の
中
に
発
見
し
た
も
の
 

で
あ
る
。
 

現
在
の
研
究
者
た
ち
が
い
つ
の
間
に
か
忘
れ
て
し
ま
っ
 
た
こ
の
仏
教
学
の
起
源
の
で
き
ご
と
は
、
い
っ
も
想
起
 
さ
れ
直
さ
な
け
れ
 ば
 

な
ら
な
い
。
そ
れ
は
研
究
方
法
と
し
て
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
 ｜
 ク
を
取
る
か
、
文
献
を
読
む
か
と
い
っ
た
技
術
的
な
 相
違
に
関
わ
る
問
題
で
 

は
な
い
。
こ
の
近
代
仏
教
学
の
原
初
の
で
き
ご
と
に
 自
 覚
 的
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
接
近
の
手
段
を
別
に
 
し
て
、
仏
教
学
の
あ
り
 

よ
う
そ
の
も
の
に
き
わ
め
て
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
 の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
を
も
 う
 少
し
掘
り
下
げ
て
 お
こ
う
。
 

五
 

始
め
に
断
っ
て
お
い
た
が
、
本
稿
の
関
心
は
文
献
研
究
 
に
あ
る
。
近
代
仏
教
学
が
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
か
ら
 
赴
 こ
っ
た
こ
と
を
 認
 

め
 、
さ
ら
に
そ
の
仏
教
学
を
今
問
い
直
す
た
め
に
考
古
 
学
 を
は
じ
め
と
す
る
文
献
外
資
料
が
い
か
に
重
要
な
役
 割
 を
担
 う
 か
を
認
め
て
 

も
 、
文
献
を
捨
て
去
っ
て
フ
ィ
ー
ル
ド
に
出
よ
と
勧
め
 
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
仏
教
学
が
現
に
 成
り
立
っ
て
い
る
条
件
 

や
 背
景
を
十
分
に
理
解
し
、
そ
れ
を
通
し
て
文
献
の
読
 
み
 方
、
そ
し
て
読
み
の
結
果
の
扱
い
方
を
考
え
る
と
い
 う
 、
ま
さ
に
文
献
学
 そ
 

の
も
の
を
問
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 



り
 出
し
方
は
、
す
で
に
自
明
な
も
の
と
し
て
定
ま
っ
て
 
い
る
と
い
う
安
心
感
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
の
 
が
 、
意
味
の
生
成
活
動
 

が
 閉
じ
、
過
去
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
世
界
を
相
手
と
す
 
る
 読
み
方
に
他
な
ら
な
い
。
 

し
か
し
本
稿
の
主
題
に
立
ち
、
も
し
生
活
世
界
に
お
い
 
て
い
か
に
思
想
が
働
く
の
か
を
問
題
に
す
る
な
ら
、
 思
 悪
文
献
を
扱
う
こ
と
 

は
き
わ
め
て
難
し
く
、
か
つ
不
安
定
極
ま
り
な
い
作
業
 と
な
る
。
絶
え
ず
変
わ
り
行
く
自
他
の
世
俗
的
状
況
に
 
お
い
て
、
一
方
で
定
ま
 

ら
な
い
解
釈
の
枠
を
定
め
つ
っ
、
他
方
で
確
定
さ
れ
る
 
べ
き
テ
ク
ス
ト
の
意
味
と
葛
藤
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
 
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 そ
 

れ
は
す
で
に
認
め
ら
れ
た
意
味
を
用
い
な
が
ら
、
教
義
 を
 整
理
し
記
述
す
る
だ
け
で
は
完
成
し
得
な
い
作
業
で
 
あ
る
。
教
義
の
意
味
 そ
 

の
も
の
が
、
意
味
の
依
存
す
べ
き
世
界
に
還
元
さ
れ
 直
 し
て
は
じ
め
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
 

現
在
の
仏
教
学
の
主
流
を
構
成
す
る
前
者
の
読
み
方
に
 
お
い
て
は
、
過
去
の
あ
る
時
点
で
聖
典
の
創
作
が
完
成
 
し
て
閉
ざ
さ
れ
、
 そ
 

れ
に
っ
づ
い
 て
生
ま
れ
出
た
膨
大
な
文
献
は
、
す
べ
て
 時
系
列
、
あ
る
い
は
地
域
別
の
順
位
で
聖
典
の
次
位
に
 
順
次
配
列
さ
れ
る
。
 そ
 

し
て
そ
れ
ら
文
献
全
体
の
意
味
の
読
み
取
り
作
業
は
 
、
 頂
点
を
な
す
聖
典
に
向
か
う
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
 的
 構
造
を
 有
す
る
。
現
在
の
学
界
 

に
お
い
て
は
古
代
イ
ン
ド
仏
教
か
ら
の
距
離
に
よ
っ
て
 仏
教
の
価
値
が
判
断
さ
れ
る
と
先
に
述
べ
た
の
は
こ
の
 
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
 作
 

業
は
見
方
を
変
え
れ
ば
現
代
版
の
教
相
判
釈
に
ほ
か
な
  
 

そ
れ
に
対
し
て
後
者
の
読
み
は
、
聖
典
を
状
況
と
共
に
 変
わ
り
ゆ
く
生
活
経
験
世
界
の
中
で
理
解
し
よ
う
と
す
 
る
た
め
、
あ
る
聖
典
 

の
 制
作
が
歴
史
的
に
い
つ
閉
じ
た
か
と
い
う
問
題
を
必
 
ず
し
も
重
要
と
は
考
え
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
が
い
か
に
し
 
か
る
べ
き
コ
ン
テ
ク
ス
 

ト
 に
お
い
て
機
能
し
て
い
る
か
を
考
察
す
る
。
こ
の
 
試
 み
は
、
歴
史
的
に
引
き
継
が
れ
て
き
た
意
味
の
 
ヒ
舌
 フ
ル
ヒ
ー
 的
 統
一
が
壊
 

ね
 、
新
た
な
る
意
味
が
現
れ
る
瞬
間
に
関
わ
ろ
 う
と
す
 る
も
の
で
あ
り
、
解
釈
が
そ
の
ま
ま
聖
典
創
造
に
繋
が
 
る
よ
う
な
企
図
と
も
な
 

る
 。
前
者
を
「
閉
ざ
さ
れ
た
聖
典
」
の
世
界
と
呼
ぶ
な
 
ら
 、
後
者
は
「
開
か
れ
た
聖
典
」
の
世
界
と
呼
べ
る
だ
 
ろ
う
。
 

  



先
ず
後
考
、
す
な
わ
ち
「
歴
史
的
ブ
ッ
ダ
」
以
後
の
仏
 

教
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
お
こ
う
。
そ
の
最
も
代
表
的
 

な
 例
と
し
て
挙
げ
ら
 

れ
る
の
は
、
大
乗
仏
教
が
生
ま
れ
出
た
こ
と
の
解
釈
に
 

つ
い
て
で
あ
る
。
大
乗
の
起
源
が
何
処
で
あ
り
、
そ
の
 

背
景
が
何
で
あ
り
、
 

い
 

鋒
 づ
た
い
そ
れ
は
ど
ん
な
仏
教
だ
っ
た
の
か
、
こ
の
 

課
題
は
過
去
か
ら
現
在
ま
で
仏
教
学
の
中
、
 

ぜ
ァ
 
ー
 マ
 で
 あ
り
続
け
て
い
る
が
、
こ
の
 

蠕
 
仮
 結
果
至
り
つ
い
た
代
表
的
な
二
つ
の
仮
説
、
大
衆
 
問
い
を
近
代
仏
教
学
が
解
決
し
よ
う
と
す
る
と
き
 

 
 

 
 

  

Ⅰ
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実
は
こ
の
二
つ
の
視
点
は
 、
 単
に
理
論
的
な
両
極
と
し
 て
 筆
者
が
仮
に
立
て
て
み
た
わ
け
で
は
な
く
、
仏
教
と
 
い
う
独
特
の
世
界
の
 

テ
ク
ス
ト
を
研
究
す
る
た
め
に
、
実
際
上
、
必
要
不
可
 欠
 な
要
素
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
現
在
の
仏
典
研
究
は
 
「
歴
史
的
ブ
ッ
ダ
の
 教
 

説
 と
そ
の
発
展
を
探
る
」
と
い
う
、
一
見
す
る
と
明
瞭
 
な
 唯
一
の
目
的
の
も
と
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
 実
際
に
は
わ
れ
わ
れ
の
 

前
に
存
在
す
る
膨
大
な
テ
ク
ス
ト
群
の
中
の
ど
の
要
素
 が
 
「
歴
史
的
ブ
ッ
ダ
」
に
帰
さ
れ
、
何
が
「
そ
の
 教
説
 」
で
あ
り
、
ま
し
て
そ
 

こ
か
ら
の
「
発
展
」
と
ほ
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
 か
、
け
 つ
し
て
一
義
的
に
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
 い
 。
諸
研
究
は
こ
の
 間
 

い
の
形
式
を
埋
め
る
べ
き
内
容
を
求
め
て
進
ん
で
い
く
 の
だ
が
、
筆
者
か
ら
見
れ
ば
、
む
し
ろ
こ
の
一
命
題
に
 仏
教
研
究
全
体
を
収
め
 

よ
う
と
す
る
乱
暴
な
試
み
自
体
に
無
理
が
あ
り
、
こ
の
 命
題
を
手
放
し
た
方
が
、
確
実
に
研
究
の
あ
る
部
分
の
 
推
進
に
は
好
都
合
で
あ
 

る
一
 

l
8
 

一
 

最
後
に
こ
の
問
題
を
、
歴
史
的
ブ
ッ
ダ
以
前
と
歴
史
的
 プ
ッ
ダ
 以
後
と
に
視
点
を
分
け
て
、
具
体
的
事
例
に
 ょ
 っ
て
例
証
し
て
お
こ
 

フ
 。
 



な こ と は は 散 ら 起 ら ざ 「 め 

と
こ
ろ
が
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
大
乗
仏
教
の
特
徴
 
は
 、
そ
こ
に
現
れ
る
ブ
ッ
ダ
が
「
歴
史
的
ブ
ッ
ダ
で
は
 
な
い
」
と
い
う
き
 わ
 

て
 単
純
な
事
実
で
あ
る
。
大
乗
の
起
源
を
「
歴
史
的
 
ブ
 ッ
ダ
 」
に
求
め
る
研
究
者
た
ち
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
 
複
 雑
 な
水
路
を
掘
っ
て
 

歴
史
的
ブ
ッ
ダ
」
と
い
う
源
流
に
至
り
着
こ
う
と
し
た
 
の
だ
が
、
そ
の
努
力
は
末
 だ
 う
ま
く
実
っ
て
い
な
い
よ
 う
だ
。
そ
れ
は
さ
ま
 

ま
な
角
度
か
ら
の
批
判
に
耐
え
ら
れ
る
十
全
な
仮
説
が
 
生
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
こ
で
 
の
 議
論
と
の
関
係
か
 

言
え
ば
、
何
よ
り
も
大
乗
起
源
に
つ
い
て
の
諸
仮
説
の
 
登
場
に
よ
っ
て
、
け
っ
し
て
そ
れ
だ
け
大
乗
経
典
の
読
 
み
が
、
少
な
く
と
も
 

源
 が
確
定
す
る
と
い
う
大
き
な
事
件
ほ
ど
に
 は
 、
う
ま
 く
 切
り
開
か
れ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 

大
乗
起
源
の
確
定
と
い
う
作
業
と
、
大
乗
経
典
の
解
読
 
と
い
う
努
力
が
な
ぜ
有
効
に
結
び
っ
か
な
い
の
か
と
吾
一
 
甘
 え
 ぼ
 、
そ
れ
は
い
 
お
そ
 

く
 仏
教
学
に
お
け
る
経
典
の
研
究
が
「
閉
ざ
さ
れ
た
 
聖
 典
 」
を
相
手
と
す
る
視
座
し
か
持
っ
て
い
な
い
か
ら
で
 
あ
ろ
う
。
一
般
に
仏
 

の
 聖
典
は
、
パ
ー
リ
語
聖
典
や
阿
舎
 
に
 代
表
さ
れ
る
「
 原
始
経
典
」
と
し
て
あ
る
時
期
に
制
作
が
閉
じ
、
そ
の
 
後
に
註
釈
の
時
代
が
 

じ
ま
る
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
図
式
的
理
 
解
 と
し
て
そ
れ
は
間
違
い
で
は
な
い
。
し
か
し
実
際
 
の
 聖
典
制
作
の
過
程
 

、
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
よ
り
も
は
る
か
に
開
か
れ
た
 
漸
 進
 的
な
も
の
で
あ
り
、
実
情
と
し
て
は
経
典
と
註
釈
、
 
つ
ま
り
原
典
と
解
釈
 

-
 
八
 -
 

0
 区
別
が
本
質
的
に
暖
 味
 な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
 、
古
 代
 イ
ン
ド
仏
教
世
界
に
お
い
て
聖
典
の
制
作
は
い
つ
ど
 
こ
で
閉
じ
、
い
つ
ど
 

で
 註
釈
の
時
代
に
入
っ
た
か
、
そ
れ
を
決
定
す
る
の
は
 
き
わ
め
て
難
し
い
作
業
で
あ
る
と
と
も
に
、
場
合
に
よ
 
っ
て
は
あ
ま
り
意
味
 

も
た
な
い
作
業
と
も
な
る
。
 

 
 

 
 

 
  

 

そ
の
意
味
を
測
ろ
う
と
し
て
い
る
点
で
は
両
者
ま
っ
た
 く
 同
じ
立
場
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

  

ダ
に
 求
め
て
仏
教
史
の
中
で
の
位
置
づ
け
を
完
成
し
ょ
 う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
歴
史
的
ブ
ッ
ダ
」
 
か
ら
の
距
離
に
よ
っ
て
 

 
 
 
 

る 
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そ
し
て
こ
う
し
た
大
乗
経
典
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
 
ま
 さ
に
歴
史
的
に
引
き
継
が
れ
て
き
た
伝
統
仏
教
の
舌
口
説
 の
 、
意
味
の
 ヒ
ェ
ラ
 

ル
ヒ
ー
 的
 統
一
が
壊
れ
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
る
意
味
が
 現
れ
出
る
瞬
間
に
あ
る
。
そ
の
最
も
代
表
的
な
思
想
が
 
、
あ
ら
ゆ
る
大
乗
経
典
 

が
 前
提
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
 空
 」
 ぃ
ロ
コ
 

下
の
思
想
 に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
 
空
 」
は
伝
統
仏
教
の
教
義
や
戒
 
律
な
ど
の
コ
ン
テ
ク
ス
 

ト
が
 補
わ
れ
た
場
合
に
初
め
て
内
実
を
伴
っ
て
解
釈
す
 
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
タ
ー
ム
で
あ
り
、
そ
の
占
で
 
明
 ら
か
に
伝
統
的
な
 テ
ク
 

 
 

ス
ト
に
対
す
る
脱
構
築
の
 力
 を
持
っ
て
い
る
。
 

そ
し
て
こ
の
「
 空
 」
を
説
く
主
体
は
大
乗
経
典
の
 ブ
ッ
 ダ
 で
あ
り
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
西
洋
近
代
が
 
独
自
の
フ
ィ
ー
ル
ド
 

ワ
ー
ク
を
通
し
認
識
の
努
力
を
重
ね
て
至
り
つ
い
た
「
 歴
史
的
ブ
ッ
ダ
」
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
大
乗
経
典
の
 
仏
 が
た
と
え
シ
ャ
ー
 キ
 

 
 

近
代
仏
教
学
が
見
出
し
た
「
歴
史
的
ブ
ッ
ダ
」
と
は
「
 
ず
れ
」
が
あ
る
。
ブ
ッ
ダ
 と
 

 
 

甥
は
何
か
と
い
う
テ
ー
マ
は
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
 
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仏
教
の
中
心
テ
ー
マ
で
あ
 
る
の
で
、
立
ち
入
っ
て
 珪
俄
 
%
 
珊
 

僻
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
 止
、
 @
 
 
 

経
典
 @
 お
し
て
は
「
す
で
に
存
在
す
る
経
典
の
こ
と
ば
 
を
 正
し
く
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
 

  

一
 
2
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の
で
あ
る
。
 

実
は
、
こ
の
経
典
と
註
釈
の
区
別
の
暖
 昧
 さ
を
本
質
と
 し
て
成
り
立
つ
テ
ク
ス
ト
 

乗
 経
典
が
種
類
、
分
量
と
も
に
拡
大
し
て
い
く
の
は
、
 
け
っ
し
て
「
歴
史
的
ブ
ッ
ダ
 

る
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
説
か
れ
た
経
典
の
言
説
を
 
受
け
取
り
、
解
釈
し
な
が
ら
 

い
く
試
み
な
の
で
あ
る
。
す
で
に
 別
稿
で
 明
ら
か
に
し
 た
が
、
大
乗
経
典
の
章
 名
が
 

変
容
、
拡
大
し
て
い
く
こ
と
を
予
想
し
て
い
る
も
の
で
 
あ
り
、
そ
こ
で
は
 前
 テ
ク
ス
 

後
続
部
分
の
発
信
者
と
な
り
、
こ
う
し
て
発
信
者
と
受
 
信
者
と
が
と
も
に
同
一
テ
ク
 

0
 代
表
こ
そ
が
大
乗
経
典
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 
大
 

」
の
権
威
を
借
り
て
 屋
遣
 す
る
と
い
う
意
識
に
よ
 

新
た
な
読
み
を
経
典
自
体
と
し
て
成
り
立
た
せ
て
 

で
 簾
守
 藍
鼠
で
あ
る
こ
と
は
、
テ
ク
ス
ト
自
体
が
 

ト
 の
受
け
手
が
そ
の
ま
ま
「
同
一
」
テ
ク
ス
ト
の
 

ス
ト
制
作
に
関
与
し
て
い
く
構
造
を
持
っ
て
い
る
 



さ
て
、
「
歴
史
的
ブ
ッ
ダ
」
を
仏
教
研
究
の
全
面
的
基
 礎
 と
す
る
こ
と
が
「
歴
史
的
ブ
ッ
ダ
」
出
現
以
後
の
仏
 
教
 展
開
を
理
解
 

際
に
障
害
と
な
る
よ
う
に
、
ブ
ッ
ダ
の
存
在
を
生
活
 
世
 界
か
ら
切
り
離
し
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
コ
ン
テ
ク
ス
 
ト
 性
を
奪
う
こ
と
 

歴
史
的
ブ
ッ
ダ
以
前
、
あ
る
い
は
ブ
ッ
ダ
が
登
場
し
た
 場
面
そ
の
も
の
を
理
解
す
る
際
に
同
様
に
大
き
な
 
瞳
里
 ロ
 
ノ
 
Ⅰ
 
し
ム
 

斤
 づ
っ
て
 
Ⅰ
 
L
 レ
ヰ
十
ネ
う
 

に
も
注
意
が
い
る
。
 

原
則
的
に
考
え
る
な
ら
、
経
に
し
ろ
律
に
し
ろ
 
フ
ッ
ダ
 の
 説
い
た
テ
ク
ス
ト
は
、
ブ
ッ
ダ
以
後
の
要
素
と
区
別
 
さ
れ
る
ば
か
り
 

く
 、
ブ
ッ
ダ
以
前
に
存
在
し
た
要
素
と
も
区
別
さ
れ
な
 
け
れ
 ば
 な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
際
、
研
究
者
は
往
々
 
に
し
て
「
仏
教
の
 

て
 」
が
歴
史
的
ブ
ッ
ダ
の
閑
散
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
 
と
 理
解
し
、
そ
れ
以
前
の
教
 説
 と
の
っ
 ぽ
 が
り
、
す
な
わ
 ち
 コ
ン
テ
ク
ス
ト
 

え
る
傾
向
に
欠
け
て
い
る
か
ら
、
ブ
ッ
ダ
の
 教
 説
の
中
 に
 残
る
前
時
代
的
要
素
を
い
か
に
了
解
す
る
か
に
つ
い
 
て
 、
は
な
は
だ
 ぎ
 す

る
 

 
 カ

 
こ
と
 

で
な
 

す
べ
 

を
考
 

こ
ち
 

七 

て
、
 初
め
て
そ
の
意
味
を
顕
わ
に
す
る
主
体
」
が
 プ
ッ
 ダ
 で
あ
る
。
こ
れ
は
今
し
が
た
述
べ
た
「
テ
ク
ス
ト
を
 伝
承
し
つ
つ
新
た
な
 読
 

み
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
創
作
に
関
わ
る
と
い
う
行
為
」
 そ
の
も
の
の
「
人
格
化
」
と
で
も
言
 う
 べ
き
存
在
で
あ
 る
一
 

・
 
2
4
 

一
 

こ
 う
 理
解
す
る
な
ら
、
こ
れ
ま
で
の
仏
教
学
が
な
し
て
 き
た
よ
 う
 に
、
大
乗
経
典
に
説
か
れ
た
仏
教
、
す
な
わ
 ち
 大
乗
仏
教
を
 、
唯
 

一
 「
歴
史
的
ブ
ツ
ダ
」
と
の
距
離
に
よ
っ
て
外
か
ら
 分
 析
 的
に
説
明
し
尽
く
そ
う
と
す
る
試
み
が
成
功
し
な
い
 
理
由
も
納
得
で
き
る
だ
 

ろ
う
。
大
乗
経
典
の
制
作
自
体
が
、
発
信
者
と
受
信
者
 
と
の
分
離
不
可
能
な
「
状
況
依
存
的
」
存
在
な
の
で
あ
 
り
 、
そ
う
し
た
構
造
を
 

持
っ
た
作
品
を
、
近
代
西
洋
の
、
主
客
を
分
離
し
、
 
対
 象
 化
す
る
方
法
を
借
り
て
、
テ
ク
ス
ト
の
外
か
ら
監
督
 
看
的
立
場
に
立
っ
て
 毛
 
-
m
 

み
 解
こ
う
と
し
て
も
、
そ
の
存
在
の
様
式
は
姿
を
現
さ
 
な
 い
 の
で
あ
る
。
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な
い
解
釈
や
議
論
を
し
が
ち
に
な
る
。
 

分
か
り
易
い
一
例
と
し
て
、
そ
し
て
 
今
 述
べ
た
大
乗
 仏
 教
の
 ブ
ッ
ダ
と
い
う
問
題
と
本
質
的
関
係
を
持
っ
 

例
と
 し
て
「
ブ
ッ
ダ
」
と
 

い
う
呼
称
そ
の
も
の
を
考
え
て
み
よ
う
。
シ
ャ
ー
キ
ャ
 

ム
ニ
は
成
道
後
、
弟
子
た
ち
に
自
ら
を
ブ
ッ
ダ
あ
る
 
い
は
如
来
と
呼
ば
せ
た
 

が
 、
こ
れ
ら
の
呼
称
は
シ
ャ
ー
キ
ャ
ム
 
ニ
 を
晴
夫
と
す
 

威
喝
」
は
、
過
去
の
ブ
ッ
ダ
た
ち
が
歩
ん
だ
道
で
あ
り
 

る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
呼
称
は
、
シ
ャ
ー
キ
ャ
ム
 

ニ
 

シ
ャ
ー
キ
ャ
ム
 ニ
 が
歴
史
的
に
初
め
て
制
定
し
た
わ
 

以
前
に
、
こ
と
に
 シ
ュ
 

け
で
は
な
い
こ
と
を
 
シ
 

ラ
マ
ナ
（
沙
門
）
の
世
界
に
知
ら
れ
て
い
た
尊
称
で
あ
 

り
 、
つ
ま
り
ブ
ッ
ダ
 と
 は
シ
ヤ
ー
キ
ャ
ム
 ニ
 を
伝
統
に
 関
係
づ
け
る
呼
称
な
の
 

で
あ
る
。
こ
の
名
を
冠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
シ
ヤ
ー
 

キ
 ヤ
ム
 ニ
 と
い
う
仏
教
の
開
祖
は
、
歴
史
的
存
在
で
あ
り
 

な
が
ら
シ
ャ
ー
キ
ャ
ム
 

ニ
 出
現
以
前
か
ら
の
存
在
と
し
て
、
つ
ま
り
イ
ン
ド
 

世
 界
の
 コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
姿
を
変
 

え
る
こ
と
に
な
る
。
 

経
と
 律
 と
を
問
わ
ず
、
シ
ヤ
ー
キ
ャ
ム
 
ニ
 が
説
く
 教
説
 も
 、
こ
の
伝
統
に
繋
が
る
「
ブ
ッ
ダ
」
と
い
う
名
称
に
 

相
応
し
い
内
容
を
抱
 

え
て
お
り
、
「
ブ
ッ
ダ
以
前
」
と
連
続
し
て
い
る
。
 

最
 初
期
の
弟
子
た
ち
に
「
 
戒
 」
と
し
て
説
か
れ
た
と
考
え
 
ら
れ
る
所
謂
「
七
仏
道
 

サ
 ー
キ
ャ
ム
 ニ
 自
ら
が
 宣
謝
 し
て
い
る
。
事
実
、
実
際
 
に
 規
定
さ
れ
る
戒
律
に
し
て
も
、
回
波
羅
夷
罪
な
ど
そ
 

の
中
心
的
な
重
罪
は
仏
 

教
 独
自
の
も
の
で
は
な
く
、
沙
門
の
世
界
全
体
に
共
有
 

さ
れ
て
い
た
慣
習
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
 

仏
 教
 独
自
の
も
の
は
、
 
僧
 

院
 化
が
進
ん
だ
の
ち
に
現
れ
る
特
殊
な
項
目
に
現
れ
る
 

こ
と
を
任
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
仏
教
の
戒
律
 

も
 肝
要
な
も
の
ほ
ど
 
伝
 

 
 

統
 と
重
な
り
、
「
歴
史
的
ブ
ッ
ダ
」
と
い
う
固
有
性
が
 

消
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
 

一
方
、
「
無
我
」
「
無
常
」
「
 

苦
 」
な
ど
の
仏
教
教
理
の
中
 
心
 に
な
る
問
題
に
し
て
も
、
ブ
ッ
ダ
は
当
時
の
時
代
 
に
 巻
き
込
ま
れ
て
、
 

こ
と
に
バ
ラ
モ
ン
思
想
を
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
 

す
 で
に
存
在
し
た
舌
口
説
と
確
定
し
た
意
味
を
変
革
し
よ
う
 

と
し
た
今
日
の
こ
 

と
 ぼ
で
舌
ロ
 
う
 な
ら
脱
構
築
、
あ
る
い
は
 
脱
 中
心
化
し
よ
 う
と
し
た
と
い
う
大
切
な
側
面
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 

ブ
ッ
ダ
の
言
説
を
よ
り
   



思
え
ば
日
本
は
、
伝
統
的
な
仏
教
世
界
を
生
き
て
き
た
 
点
で
西
洋
と
は
は
っ
き
り
異
な
り
、
生
活
世
界
に
巻
き
 
込
ま
れ
そ
こ
に
埋
め
 

厳
密
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
当
時
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
 を
 知
り
、
そ
こ
に
据
え
直
す
作
業
が
ど
う
し
て
も
必
要
 
と
な
る
。
 

し
か
し
純
粋
な
仏
教
は
す
べ
て
「
歴
史
的
ブ
ッ
ダ
」
 
の
 純
粋
な
テ
ク
ス
ト
で
の
み
成
り
立
つ
べ
き
だ
と
考
え
て
 
し
ま
う
研
究
者
た
ち
 

は
 、
プ
ッ
 ダ
 の
舌
口
説
が
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
埋
め
込
ま
れ
 

て
 存
在
す
る
こ
と
を
忘
れ
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
不
純
な
 
も
の
で
あ
る
か
の
ご
と
 

-
 
甘
 -
 

く
 排
除
し
た
上
で
、
あ
ら
ゆ
る
具
体
的
現
実
を
欠
い
た
 
空
虚
で
普
遍
的
な
形
式
を
こ
と
ば
の
中
に
求
め
て
行
こ
 
う
と
す
る
。
こ
の
態
度
 

は
 
一
見
、
普
遍
を
目
指
し
て
い
る
よ
 う
 で
い
て
、
実
は
 教
義
の
舌
口
語
を
排
他
的
ド
グ
マ
と
し
て
し
ま
う
試
み
 に
も
通
ず
る
。
こ
 う
し
 

て
 、
無
我
や
無
常
な
ど
ブ
ッ
ダ
の
 教
 説
は
何
れ
も
ブ
ラ
 フ
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
背
景
と
は
無
関
係
で
あ
ら
ゆ
る
 世
 界
 に
独
立
に
適
用
可
能
 

な
こ
と
ば
で
あ
る
と
考
え
、
実
際
に
は
著
し
く
多
様
な
 
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
不
適
合
を
生
み
出
し
な
が
ら
 も
 、
そ
れ
を
無
視
し
て
 

頑
な
に
進
ん
で
い
こ
う
と
す
る
。
そ
の
結
果
、
硬
直
し
 
た
 伝
統
世
界
を
破
り
新
た
に
自
由
な
地
平
を
開
い
た
は
 
ず
の
プ
ッ
ダ
 の
こ
と
は
 

を
 、
き
わ
め
て
狭
苦
し
い
も
の
に
仕
立
て
上
げ
て
し
ま
 
う
の
で
あ
る
。
 

だ
が
反
省
し
て
み
よ
う
。
経
験
世
界
と
い
う
コ
ン
テ
ク
 
ス
ト
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
無
我
や
無
常
の
教
説
を
聞
け
 ぼ
 、
仏
教
は
虚
無
を
 

説
い
て
い
る
も
の
に
さ
え
響
く
だ
ろ
う
。
実
際
に
こ
れ
 
は
 西
洋
近
代
が
陥
っ
た
妄
想
で
あ
り
、
ま
た
時
に
現
代
 
の
 学
者
が
陥
る
観
念
的
 

p
 
-
7
-
@
 
 

倍
 罪
 で
も
あ
る
。
 
し
か
し
実
際
の
仏
教
の
歴
史
に
お
い
 て

、
 例
え
 ぼ
 ダ
ラ
イ
ラ
マ
に
率
い
ら
れ
る
チ
ベ
ッ
ト
 仏
 教
徒
、
瞑
想
を
世
界
に
 

広
げ
る
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
 ダ
 仏
教
徒
、
そ
し
て
真
摯
な
 東
 ア
ジ
ア
の
仏
教
徒
た
ち
の
う
ち
、
い
っ
た
 
い
 誰
が
虚
無
 一
 を
説
き
、
そ
の
結
末
と
 

し
て
死
の
讃
美
を
な
す
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
 
。
仏
教
伝
統
の
意
味
を
真
面
目
に
実
践
す
る
仏
教
徒
に
 
出
会
う
と
き
、
誰
も
が
 

「
そ
の
寛
大
さ
、
す
べ
て
の
生
命
へ
の
慈
悲
、
寛
容
さ
 、
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込
ま
れ
た
仏
教
を
「
内
部
か
ら
」
学
ぶ
機
会
を
与
え
 
も
 れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
「
外
部
か
ら
」
 仏
教
を
分
析
す
る
 立
 

に
し
か
立
ち
よ
う
の
な
か
っ
た
西
洋
に
生
ま
れ
た
仏
教
 学
 と
は
明
ら
か
に
違
っ
た
仏
教
学
が
生
ま
れ
て
く
る
 
可
 能
 性
が
あ
っ
た
は
ず
 

あ
り
、
実
は
末
だ
に
将
来
に
立
っ
て
も
そ
の
可
能
性
は
 残
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
可
能
性
が
 
現
実
の
も
の
と
な
る
 

め
に
は
、
明
治
以
前
の
仏
教
研
究
と
内
的
な
繋
が
り
を
 現
在
の
仏
教
学
が
見
出
し
、
そ
れ
を
新
た
な
コ
ン
テ
ク
 
ス
ト
と
す
る
こ
と
が
 

要
 で
あ
る
。
だ
が
実
際
に
は
こ
う
し
た
意
識
は
わ
が
 国
 に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
希
薄
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
 

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
仏
教
学
の
み
の
責
任
で
は
な
い
。
 現
 実
の
仏
教
自
身
が
、
そ
の
依
っ
て
立
つ
教
義
と
現
実
聞
 
題
の
関
係
を
い
か
 

真
摯
に
反
省
し
模
索
し
て
い
る
か
と
い
う
課
題
こ
そ
が
 
、
仏
教
世
界
が
現
在
閉
じ
て
し
ま
わ
ず
に
生
成
し
っ
 
っ
 あ
る
こ
と
の
唯
一
の
 

し
で
あ
る
。
こ
の
努
力
の
中
で
仏
教
と
仏
教
学
と
が
、
 
互
い
に
向
き
合
う
他
者
と
し
て
不
可
 離
の
 コ
ン
テ
ク
ス
 ト
を
 作
る
こ
と
は
、
 

方
の
発
展
に
と
っ
て
急
務
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
 
長
 い
 時
を
か
け
て
も
実
現
す
る
に
価
す
る
試
み
と
な
る
で
 
 
 

双 証 に 必 た で 場 
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の
 存
在
に
対
し
て
疑
義
を
挟
ん
で
 い
 た
問
題
で
あ
る
。
わ
が
国
で
 

は
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
彼
ら
の
三
振
し
た
 
占
 は
 文
献
を
読
み
解
 

く
 態
度
に
お
い
て
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
下
田
前
掲
 
書
 
「
淫
薬
 経
の
研
究
三
二
 
0
 ｜
三
 
一
、
四
六
九
１
匹
 セ
 
二
頁
、
お
よ
び
 
拙
 稿
 
「
 
仏
 と
は
何
か
」
 

笏
 

 
  
 

宰
 駒
沢
短
期
大
学
仏
教
論
集
」
五
号
、
一
九
九
九
年
、
一
 

｜
 
一
七
 真
 -
 参
照
。
 

 
 
 
 
 
 

@
 
一
大
乗
仏
教
の
起
源
 説
は
 つ
い
て
は
現
在
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
 

か
ら
議
論
が
進
行
中
で
あ
る
。
紙
数
の
関
係
で
本
稿
で
は
扱
わ
 
な
い
。
近
年
ま
で
の
研
究
 

更
に
 つ
い
て
は
下
田
前
掲
 
書
 
「
 浬
築
 経
の
研
究
」
 
六
｜
 四
八
頁
 参
  
 

一
肌
 一
 
こ
の
点
に
つ
い
て
敷
桁
し
て
説
明
し
て
お
こ
う
。
前
田
 
慧
 震
 ら
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
、
多
く
賛
同
者
を
得
た
大
衆
部
起
源
 
説
は
 、
大
乗
経
典
や
論
 書
 

の
 思
想
的
特
徴
に
着
目
し
、
さ
ら
に
若
干
残
さ
れ
た
歴
史
記
録
に
 
基
づ
い
て
、
大
乗
仏
教
は
正
統
な
部
派
の
一
 

つ
 で
あ
る
大
衆
部
 
か
ら
生
ま
れ
出
た
と
 

す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
 平
 Ⅲ
 彰
や
 詩
合
正
雄
ら
に
よ
 
っ
て
展
開
さ
れ
た
在
家
・
仏
塔
起
源
 

説
は
 、
思
想
的
な
共
通
性
 は
 必
ず
し
も
教
団
と
 

し
て
の
共
通
性
を
保
証
し
な
い
と
い
う
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
、
 

大
乗
経
典
の
担
い
手
を
教
団
史
・
社
会
背
景
史
的
観
点
か
ら
 
昭
 ら
し
出
し
、
そ
の
実
 

態
を
在
家
者
を
中
心
と
し
て
仏
塔
周
辺
に
集
う
、
出
家
部
派
教
団
 と
は
全
く
別
化
Ⅱ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
全
く
異
な
っ
た
方
法
 によ
っ
て
大
乗
の
起
 

源
を
求
め
た
こ
の
両
者
は
、
結
局
、
大
乗
起
源
を
直
接
的
に
歴
史
 
的
 ブ
ツ
 ダ
 に
繋
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
乗
非
仏
説
を
斥
け
よ
う
 
と
し
た
点
に
お
い
て
 

共
通
し
て
い
る
。
 

一
月
一
こ
の
問
題
は
実
は
「
聖
典
化
 ぃ
鎧
 。
 
三
 N
p
 斤
 
@
0
 
土
 
と
い
う
 議
論
に
本
質
的
に
関
係
し
て
ゆ
く
が
、
パ
ー
リ
語
聖
典
の
「
 
聖
典
化
」
に
関
し
て
は
 

の
片
。
 

く
 
の
コ
の
 0
-
 
目
コ
の
 
・
 捨
 
0
 コ
 %
 ア
め
 く
の
Ⅰ
 
ピ
 -
 
巨
 
。
㏄
。
 円
 ㌧
い
 
こ
 の
 ゆ
臣
 
0
 コ
 ・
 
@
 Ⅰ
 ら
 
ま
べ
 
S
 Ⅰ
～
 軋
き
 ㏄
㌔
 韻
巨
が
黛
 ～
 め
 目
 む
ぜ
 -
 し
一
 Ⅰ
 0
 コ
年
 
0
 目
 
）
の
の
 

巴
 。
 つ
 口
 ・
 
お
，
 ）
 ぎ
 ・
ま
た
 

聖
典
化
と
大
乗
仏
教
興
起
の
問
題
の
関
連
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
 
大
 乗
 仏
教
と
は
そ
の
起
源
と
本
質
」
三
大
法
輪
 
ヒ
 六
七
巻
 七
 号
 、
二
 0
0
0
 
年
 、
 

六
三
 ｜
 六
九
頁
）
の
中
で
そ
の
意
味
と
役
割
を
簡
単
に
論
じ
た
。
 

@
-
 

下
田
正
弘
「
註
釈
 
書
 と
し
て
の
 
へ
 大
乗
 浬
撃
経
 ）
 

二
 

ア
ッ
タ
カ
タ
ー
と
の
一
致
に
み
る
 

浬
穏
 経
の
展
開
 形
 態
 」
 宅
 加
藤
 純
章
 博
士
 還
 

暦
 記
念
論
集
，
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
と
イ
ン
ド
思
想
」
春
秋
社
、
一
 

一
 
0
0
0
 
年
 、
三
二
七
ー
三
三
九
頁
 -
 で
こ
の
問
題
は
詳
し
く
論
 証
し
て
い
る
。
 

一
昭
一
お
そ
ら
く
誰
し
も
が
こ
の
点
で
、
大
乗
経
典
は
 
フ
ッ
サ
｜
 

 
 

み
 上
げ
ら
れ
て
き
た
解
釈
 

学
的
な
態
度
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る
こ
と
を
予
想
す
る
に
違
い
な
 

筆
者
に
は
合
本
格
的
議
論
に
入
る
準
備
は
な
い
が
、
大
乗
 経
典
が
客
観
的
、
実
 

証
 的
立
場
か
ら
分
析
的
に
解
説
さ
れ
る
よ
り
も
、
解
釈
学
的
に
読
 ま
れ
る
ほ
う
が
は
る
か
に
内
容
が
明
ら
か
に
な
る
面
を
持
つ
こ
 
と
だ
け
は
確
か
で
あ
 

る
 。
 

万
一
こ
の
話
題
に
深
く
関
連
す
る
研
究
と
し
て
拙
稿
「
「
梵
天
 勧
請
説
話
」
と
「
法
華
経
」
の
ブ
ッ
ダ
 観
｜
 仏
教
に
お
け
る
 真
 理
の
歴
史
性
と
超
歴
史
 

性
 」
 宅
 中
央
学
術
研
究
所
紀
要
」
二
八
号
、
一
九
九
九
年
、
六
九
 ｜ 九
九
頁
）
。
仏
典
を
解
釈
学
的
立
場
か
ら
読
み
解
か
ね
ば
な
 
う
な
い
こ
と
を
意
識
 

し
た
も
の
と
し
て
は
 
ラ
 モ
ッ
ト
を
代
表
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
 

き
る
。
 
ロ
 ・
Ⅰ
㏄
 
日
 0
 （
（
の
 

-
 
ニ
ド
リ
い
コ
コ
 
戸
口
 
e
d
 ヱ
コ
汀
 Ⅱ
で
Ⅰ
の
（
い
コ
。
コ
ロ
 

い
コ
 
㏄
 -
 
の
 す
 。
 仁
 口
四
 
ア
 一
の
 

崇
 @
 
の
，
 
:
 



生活世界の復権 

@
 
コ
一
ム
 3
 ミ
 ニ
臣
 
Ⅰ
 
ミ
 ㌔
 馬
 -
 
べ
ぉ
簗
曲
武
 

～
 蒲
 ㏄
㌧
 か
驚
 
Q
 ～
 
ぅ
晦
ぎ
ミ
 も
 、
 
円
汁
ぎ
 

～
 

出
さ
 0
 薫
ぎ
 こ
 の
隠
 め
ぎ
黒
め
。
の
 
-
 
し
 巨
の
の
の
 

河
 
こ
下
 巴
 。
で
や
い
 
主
 l
 い
の
）
 仏
教
全
体
を
視
野
 

に
 入
れ
た
も
の
と
し
て
し
・
の
・
Ⅰ
 o
 っ
 e
N
,
 

で
・
（
の
 

口
し
 -
 吐
注
 ㌔
 ま
い
 
～
 目
ド
 
S
 ）
 
ゃ
 S
 烹
ま
 ～
～
 

ぃ
め
 （
本
目
「
 

c
 ユ
り
 （
 
コ
の
ヱ
 
（
 
C
 （
の
一
）
の
㏄
 

じ
葉
貧
昭
 。
ま
た
 
ニ
 カ
ー
 ヤ
 に
お
け
る
こ
 

と
ば
の
問
題
は
 
、
申
 
Ⅰ
 リ
 ヨ
 0
 ロ
の
、
ぎ
 ～
 
S
w
 
～
 
輌
熟
 
3
%
 
鑓
ぉ
 ㌔
 宙
 ご
宙
 
こ
ぎ
 蓮
寅
い
さ
咬
 

む
の
 
ぃ
 
e
,
 
（
 
0
3
0
 

）
（
Ⅰ
 

0
 亡
く
ぎ
 
コ
 @
 ）
 つ
ト
こ
，
 
ロ
口
・
㏄
 

つ
 一
の
 
丹
 p
 

ま
お
七
㊤
 ニ
 

-
-
 

Ⅰ
 
コ
 の
も
 
キ
 の
宙
の
で
の
の
 

c
 ア
 @
 
コ
 Ⅱ
 a
 ニ
ピ
 ミ
 ド
下
 
け
日
い
コ
ゅ
 

山
口
四
包
す
 

ガ
 Ⅰ
）
）
，
，
 

寓
 叉
蹟
 ～
 
0
s
 ）
 ヒ
 ）
の
め
）
。
口
口
・
の
㊨
・
の
）
の
 

一
 ，
 
Q
0
.
 
が
 ，
 ん
隠
 憶
 ぎ
ざ
）
 ダ
ト
 の
㏄
 
ダ
ロ
 Ⅰ
 
ン
 肚
 0
l
 
の
り
の
 研
 

究
 が
示
唆
深
 
い
 。
な
お
拙
稿
 入
 さ
と
り
）
と
（
救
 
い
マ
 

ン
ド
仏
教
類
型
論
再
考
」
 

宅
 宗
教
研
究
」
 
と
 0
 巷
 
一
号
、
一
九
 九
六
年
、
二
五
１
匹
 

六
頁
 -
 も
 同
様
の
問
題
を
取
り
扱
っ
た
。
 

-
%
 
 こ
の
問
題
に
関
し
て
は
拙
稿
「
初
期
仏
教
に
お
け
る
暴
力
 
0
 間
頭
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ハ
ウ
ゼ
 ノ
 教
授
の
理
解
に
対
し
て
」
 

-
 
「
木
村
清
孝
博
士
還
暦
 記
 

念
 論
集
・
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
 ヒ
 春
秋
社
、
二
 
0
0
 
二
年
、
所
収
 予
 ム
 
⑤
に
論
じ
て
い
る
。
 

死
 ）
勿
論
、
仏
教
そ
の
も
の
の
中
に
論
理
学
を
尭
 戻
 さ
せ
て
い
 く
 傾
向
が
最
初
期
か
ら
存
在
し
、
や
が
て
後
期
仏
教
の
精
 
紋
 な
 仏
 数
 論
理
学
に
結
実
し
て
 

い
く
こ
と
は
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
研
究
の
中
に
考
慮
し
て
行
く
 
べ
き
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
と
、
無
我
、
 

縁
 起
な
ど
の
こ
と
 
は
 

を
 変
わ
ら
な
い
固
定
的
な
意
味
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
 
全
 く
 別
問
題
で
あ
る
。
 

万
 ）
 
ド
ロ
ワ
 の
前
掲
書
は
多
少
セ
ン
セ
 
，
 シ
ョ
ナ
 ル
 に
書
か
れ
 て
い
る
が
、
西
洋
の
学
界
に
お
け
る
仏
教
受
容
の
過
程
が
虚
無
思
 
想
 と
の
関
係
に
お
い
て
 

受
け
取
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
興
味
深
い
入
門
書
で
あ
る
。
た
だ
 
学
 術
 的
に
は
ハ
ル
プ
フ
ァ
ス
の
研
究
の
万
が
ず
っ
と
繊
密
で
あ
る
 
。
と
も
に
 
佳
 一
 
5
-
 の
 

関
係
個
所
参
照
。
 

一
 ぎ
甲
 oi
t
-
 

思
 ・
 き
 ：
 っ
 ・
 こ
 ・
 一
 
ド
ロ
ワ
、
前
掲
邦
訳
、
五
頁
）
 
 
 

（
 空
 
実
は
か
つ
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
こ
こ
で
さ
ら
に
 大
切
な
こ
と
は
、
こ
う
し
た
近
代
仏
教
学
に
お
け
る
仏
教
認
識
が
 
、
仏
教
世
界
そ
の
も
の
 

に
 大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
今
は
立
 
ち
 入
ら
な
い
が
、
仏
教
学
が
追
求
す
る
（
仏
教
）
と
は
何
か
と
 いう
問
い
と
そ
こ
で
 

共
有
さ
れ
る
答
え
は
実
際
の
仏
教
界
に
微
妙
な
影
響
を
与
え
て
き
 
て
い
る
。
前
掲
拙
稿
「
（
近
代
仏
教
学
）
と
（
 

仏
取
ニ
 
参
照
。
 

  



 
 

 
 

形
で
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
現
時
点
か
ら
見
る
と
、
 
社
 全
学
、
人
類
学
、
民
俗
学
な
ど
の
フ
ィ
ー
ル
ド
の
 
学
か
 ら
の
影
響
を
多
分
に
受
 

日 

本 
  
人 
文   
子 
  
歴 
史 
ひ， Ⅰ 

お 
  
て 
仏 
教   
子 
と   

ホ乱 笘   
子 
ま @ 

系 
巨 立 た 

ぬ的 

c 
丁抹 l@ @ 
近 
  
関 
係 
c 
あ 
  

そ 
  
痕 
跡 
ま @ 

現在 

で 
も 

さ 

ま 

ざ 
ま 

な 

  (247) 

    

    
問題 ってい V V  ド 影響を 日 は早か に影響 サ うど 系の私 盤 づく 学を柱 

の 東 ふ つさ ン立 り に る本 

研 二 

浮 ま たれ ス 大がし 。 の 

在 
晢 えに る ク学 どた 現仏 

の消言 

  
学問的 俗学、た。 帝 た。こ を確保 がつぎ 学と宗 受けた 

な内実 神道学 国大学 した ぅ した。 ぎ設 っ 教学と 現代宗 半白 、 子 一 
なで 仏 そ 置の教は 
どの 散 れさ 制学著 

Ⅰ 、 千 

伏
日
本
に
お
け
る
仏
教
学
と
宗
教
学
 

大
学
制
度
の
問
題
と
し
て
 



は す 府 し し 
  べ   

こ と い く を な 
、 た 幕 と が た工 、 学 か 

近 き 蕃 神 人 天 ぶ っ 

世 点 圭 織 手 継 

に 村 

て サ   
ヒ 刀 。 "  し Ⅰ   
  

白 蛤 

存亡 合が 

明   
れ て く 一 な 

た     
く 様 象 終     経 相 に え 最 
緯 を 興 た 初 
を 見 味 わ か 霊場を 勢力を たとえ しここ 徳川時 修験者 託 て を け ら 

述 と 寄 で 仏 背後 伸張 は真 注 で 代 に は還 す る せ は 教 
さ 宗 意 幕 俗 もこ る こ て な 学 

ト 差 
語 異 
を が 
学 存 
習 在 

し す 
る 

    

  

  

  
教 ド 

  
究 で 

者 ( ム 

は 教 
ほ 学 

と と 

ん サ 
ど ン 

輩 ス 
出 ク 

さ リ   
  

け
た
現
代
宗
教
学
と
、
文
献
研
究
を
基
礎
と
し
た
現
代
 仏
教
学
と
で
は
、
研
究
の
内
実
や
共
同
研
究
の
あ
り
か
 
た
を
め
ぐ
っ
て
大
き
な
 

 
  

 



    本 @ こ 趨
の
身
分
が
否
定
さ
れ
、
僧
侶
は
身
分
的
な
特
権
を
 奪
わ
れ
た
。
同
年
の
僧
侶
の
蓄
髪
、
肉
食
妻
帯
は
勝
手
 
た
る
べ
き
こ
と
と
い
う
布
告
 

 
 

に
よ
っ
て
、
僧
侶
は
日
常
的
に
も
平
民
同
様
の
扱
い
の
 
対
象
に
な
っ
た
。
明
治
二
年
に
宗
門
人
別
帳
作
成
は
 
、
僧
侶
の
手
か
ら
奪
わ
 

ね
 、
人
別
の
業
務
ほ
地
方
官
の
職
務
と
な
っ
て
お
り
、
 
僧
侶
は
国
家
制
度
上
の
職
務
か
ら
は
外
さ
れ
た
こ
と
に
 
な
る
。
明
治
五
年
に
教
 

導
職
 が
設
置
さ
れ
て
、
神
仏
合
同
の
国
民
教
化
が
目
論
 
ま
れ
、
僧
侶
は
教
導
職
に
組
み
込
ま
れ
、
国
家
の
公
認
 
を
 得
た
。
し
か
し
明
治
   

字 と宗 

-
6
-
 

第
二
に
、
政
府
は
、
近
世
以
来
の
僧
侶
身
分
を
否
定
し
 
た
 。
明
治
五
年
の
壬
申
戸
籍
に
よ
っ
て
、
徳
川
幕
府
が
 
公
認
し
て
き
た
僧
侶
 

教学 

一
 
5
 一
 

増
加
が
見
ら
れ
て
、
宗
派
全
体
の
社
会
的
な
浮
上
に
つ
 
な
が
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
 

考 せ てき によっ が 、政 への影 力をそ 土宗、 におけ 宗 、曹 発布さ 第一 える 

た
 。
宗
派
ご
と
に
直
面
し
た
問
題
は
異
な
り
、
仏
教
界
 
内
部
の
浮
き
沈
み
 ほ
 予
想
以
上
に
激
し
か
っ
た
。
近
代
 の
 仏
教
宗
派
を
 

上
 で
、
 つ
 ぎ
の
三
点
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。
 

に
 、
仏
教
宗
派
の
勢
力
地
図
が
大
幅
に
変
わ
っ
た
点
で
 
あ
る
。
明
治
元
二
八
 -
 
ハ
 
%
 
 年
の
神
仏
分
離
合
、
廃
 
仏
致
 釈
の
動
き
 

て
 、
習
合
的
な
真
言
宗
・
 天
 ム
ロ
宗
の
山
岳
寺
院
や
修
験
 
道
 0
 セ
ン
タ
ー
は
破
壊
の
対
象
と
な
っ
た
。
明
治
四
年
 
に
は
上
知
令
が
 

ね
 、
朱
印
地
・
黒
印
地
・
除
地
な
ど
を
有
し
、
そ
れ
に
 
依
存
し
て
き
た
奈
良
の
大
寺
院
、
天
ム
ロ
 

宗
 、
百
三
ロ
 ゐ
ホ
、
 
浄
土
宗
、
臨
済
 

洞
宗
は
 、
致
命
的
な
打
撃
を
受
け
た
。
朱
印
地
へ
の
 依
 存
 が
少
な
か
っ
た
真
宗
、
日
蓮
宗
に
と
っ
て
打
撃
は
少
 
な
く
、
仏
教
界
 

-
4
-
 

る
 力
関
係
が
大
き
く
変
わ
っ
た
。
寺
領
の
占
か
ら
見
る
 
と
 、
徳
川
幕
府
は
真
宗
、
日
蓮
宗
を
疎
外
し
、
真
言
宗
 
、
天
 ム
ロ
 
宗
 、
浄
 

臨
済
宗
、
曹
洞
宗
を
厚
く
も
て
な
し
た
。
近
世
に
お
い
 
て
 真
宗
、
日
蓮
宗
は
、
寺
領
が
な
い
だ
け
に
民
衆
布
教
 
や
 講
社
活
動
に
 

そ
い
だ
と
思
わ
れ
る
。
木
戸
孝
允
、
伊
藤
博
文
な
ど
の
 
長
州
出
身
の
政
治
家
と
の
つ
な
が
り
を
有
し
た
西
本
願
 
寺
 派
が
、
政
府
 

響
 力
を
も
っ
て
い
た
が
、
東
本
願
寺
派
（
明
治
十
四
年
 
に
 真
宗
大
谷
派
に
改
称
）
も
あ
れ
せ
て
全
般
的
に
浄
土
 
真
宗
の
影
響
力
 

治
的
 ・
社
会
的
に
強
ま
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
真
宗
 、
日
蓮
宗
の
場
合
に
は
、
明
治
維
新
以
降
、
地
域
に
お
 
け
る
寺
院
数
の
 



八
年
に
真
宗
が
大
教
院
を
脱
退
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
 

、
 教
導
職
は
機
能
し
な
く
な
り
、
各
宗
派
は
教
団
形
成
へ
 

と
 向
か
っ
た
。
政
府
が
 

肉
食
妻
帯
を
公
認
し
た
こ
と
は
、
真
宗
以
外
の
妻
帯
を
 

長
年
に
わ
た
っ
て
禁
止
し
て
き
た
宗
派
に
と
っ
て
は
、
 

大
問
題
に
な
っ
た
。
 

一
 
7
 一
 

第
三
に
、
宗
派
の
組
織
体
制
が
、
近
世
的
な
本
山
中
心
 

の
 体
制
か
ら
管
長
中
心
の
体
制
へ
と
変
化
し
た
。
明
治
 

十
セ
 年
に
教
導
職
は
 

廃
止
さ
れ
、
仏
教
各
宗
派
、
教
派
神
道
に
お
い
て
管
長
 

制
の
下
で
、
一
定
の
自
治
権
を
認
め
ら
れ
る
と
い
う
 

体
 制
 が
始
ま
っ
た
。
内
務
 

卿
の
認
可
の
も
と
で
宗
制
・
手
法
の
制
定
、
住
職
の
任
 

免
 、
等
級
の
進
退
は
管
長
に
委
ね
ら
れ
た
。
こ
の
管
長
 

制
の
導
入
に
よ
っ
て
 
、
 

本
山
の
権
威
と
管
長
の
権
限
と
の
抗
争
、
本
山
寺
院
と
 

末
寺
寺
院
と
の
対
立
が
広
が
っ
た
が
、
内
務
省
の
介
入
 

に
よ
っ
て
宗
派
の
教
団
 

体
制
は
し
だ
い
に
安
定
化
し
た
。
ま
た
大
教
院
解
散
後
 

、
僧
侶
の
養
成
・
教
育
は
各
宗
派
の
自
由
に
任
さ
れ
た
 

結
果
、
僧
侶
の
教
育
 
問
 

題
 が
浮
上
し
、
各
宗
派
に
 
よ
 る
教
育
機
関
の
設
置
が
始
 
ま
っ
た
。
宗
派
に
よ
っ
て
旧
来
の
方
途
を
選
ぶ
か
、
 

西
 浮
流
の
教
育
制
度
を
導
 

入
す
る
の
か
と
い
う
選
択
肢
が
あ
っ
た
。
い
ず
れ
の
 

宗
 派
 に
お
い
て
も
、
保
守
派
と
近
代
派
と
の
対
立
が
表
面
 

化
し
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
 

め
ぐ
る
争
い
に
発
展
し
た
。
真
宗
は
 
、
 早
く
か
ら
有
望
 
な
 新
進
の
門
徒
子
弟
を
西
洋
に
留
学
さ
せ
、
西
洋
の
学
 

問
 、
思
想
の
摂
取
に
っ
 

と
め
た
。
た
と
え
 
ぼ
 東
本
願
寺
派
が
、
明
治
九
年
に
 
南
 条
文
雄
、
笠
原
 研
弄
る
 イ
ギ
リ
ス
 ヘ
 派
遣
し
て
、
西
洋
 の
 仏
教
学
を
学
ば
せ
た
 

の
で
あ
っ
た
。
 

以
上
の
三
点
か
ら
、
真
宗
が
仏
教
界
を
有
利
に
リ
ー
ド
 

し
 、
い
ち
早
く
近
代
的
な
教
団
形
成
に
着
手
し
 

、
 他
の
 宗
派
は
真
宗
の
あ
と
 

を
 追
従
し
て
い
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
東
西
面
 

真
宗
と
も
、
明
治
政
府
と
の
つ
が
が
り
を
有
し
、
多
数
 

の
 寺
院
を
抱
え
た
巨
大
 

教
団
ゆ
え
に
人
的
に
も
資
金
的
に
も
恵
ま
れ
て
、
独
自
 

に
 西
洋
へ
の
留
学
生
を
派
遣
し
、
西
洋
的
知
を
備
え
た
 

近
代
的
知
識
人
を
自
前
 

で
 産
み
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
明
治
五
年
に
西
本
願
寺
 

よ
り
西
洋
に
派
遣
さ
れ
た
島
地
黙
雷
が
、
西
洋
の
政
教
 

分
離
を
盾
に
し
て
、
 
当
 

時
の
教
導
職
・
大
教
院
体
制
を
批
判
し
、
政
府
の
宗
教
 

政
策
に
致
命
的
な
打
撃
を
与
え
た
こ
と
は
、
真
宗
の
政
 

治
 的
実
力
を
見
せ
つ
け
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正
は
続
き
、
哲
学
科
授
業
科
目
が
西
洋
哲
学
と
東
洋
 
哲
 学
 に
二
分
さ
れ
て
、
井
上
哲
次
郎
が
助
教
授
と
し
て
 東
 洋
 哲
学
を
担
当
し
 

原
の
講
義
は
、
東
洋
哲
学
の
な
か
の
印
度
哲
学
の
科
目
 
と
し
て
継
続
し
て
い
く
。
明
治
十
八
年
に
は
、
マ
ッ
ク
 
ス
 ・
ミ
ュ
ー
ラ
ー
 

と
で
 サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
 語
と
 イ
ン
ド
学
を
学
ん
で
帰
国
 し
た
南
条
文
雄
が
、
東
京
大
学
講
師
と
な
っ
て
、
ザ
ン
 
ス
ク
リ
 ツ
ト
 語
を
 

る
よ
う
に
な
っ
た
。
 

「
東
洋
哲
学
」
の
構
想
は
、
東
京
大
学
文
学
部
の
設
立
 に
か
か
わ
っ
た
井
上
哲
次
郎
に
よ
っ
て
打
ち
出
さ
れ
た
 
も
の
で
あ
っ
た
 

学
を
西
洋
哲
学
の
み
で
考
え
る
の
で
は
な
く
、
「
東
洋
 哲
学
」
が
必
要
で
あ
り
、
仏
教
、
儒
教
の
哲
学
、
宗
教
 
を
 教
え
る
講
義
が
 @

 
十
ハ
 

し
 
。
 

の
も
 

教
え
 

。
 哲
 

設
置
 

る
も
の
で
あ
っ
た
。
万
一
ま
た
真
宗
以
外
の
宗
派
が
、
妻
帯
 

公
認
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
決
す
る
の
か
に
 

っ
 い
て
紛
糾
と
葛
藤
を
経
 

験
し
て
い
た
が
、
真
宗
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
 
ほ
ぽ
 無
縁
 の
 問
題
で
あ
 っ
た
 

ず
 -
 
。
 

三
 一
仏
教
学
の
成
立
と
展
開
 

仏
教
に
つ
い
て
の
教
学
の
営
み
は
、
近
世
に
お
い
て
 

各
 宗
派
の
学
林
、
檀
林
な
ど
の
学
僧
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
 

い
た
の
が
、
近
代
の
 

教
育
制
度
確
立
に
よ
っ
て
、
西
洋
流
の
高
等
教
育
を
経
 

 
 

。
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
 

に
 、
大
学
に
お
け
る
仏
教
学
講
義
は
、
明
治
十
二
一
一
 

八
七
を
年
に
原
坦
山
が
東
京
大
学
文
学
部
和
漢
文
学
 
科
の
仏
書
講
読
を
行
っ
 

明
治
十
四
年
に
は
組
織
の
改
正
 
が
あ
り
、
哲
学
科
の
科
目
に
印
度
政
支
那
哲
学
が
新
設
 

さ
れ
た
。
翌
年
に
も
 
改
 



仏
教
学
を
確
立
さ
せ
た
。
 

第
二
に
、
井
上
哲
次
郎
が
提
唱
し
た
「
東
洋
哲
学
」
の
 
問
題
で
あ
る
。
「
東
洋
哲
学
」
の
提
唱
の
背
景
に
は
、
 キ
リ
ス
ト
教
の
社
会
 

井
上
哲
次
郎
は
、
明
治
 十
セ
 
二
八
八
四
年
よ
り
 ド
ィ
 ツ
ヘ
 留
学
し
、
五
年
後
に
帰
国
し
教
授
に
就
任
し
、
「
 比
較
宗
教
 及
 東
洋
 哲
 

学
 」
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
明
治
二
十
三
年
に
 総
長
加
藤
弘
之
は
、
文
部
省
に
印
度
哲
学
と
梵
語
学
を
 
一
 講
座
と
す
べ
き
で
あ
 

る
と
い
う
答
申
を
す
る
が
、
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
。
 

-
 
穴
 
明
 浩
二
十
四
年
に
内
村
鑑
三
不
敬
事
件
が
お
こ
り
、
翌
年
 
に
は
井
上
が
、
教
育
 勅
 

語
と
 キ
リ
ス
ト
教
を
め
ぐ
る
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
。
 
明
治
二
十
六
年
に
文
学
部
講
座
制
が
施
行
さ
れ
、
 
哲
 字
典
第
一
講
座
を
井
上
 

 
 

が
 、
第
二
講
座
を
ク
ロ
ー
バ
ー
が
担
当
し
た
。
井
上
は
 
、
明
治
二
十
四
年
か
ら
明
治
二
一
十
年
ま
で
に
印
度
哲
学
 
史
を
講
義
し
、
明
治
二
一
 

十
年
か
ら
は
日
本
儒
学
史
の
講
義
を
は
じ
め
た
。
仏
教
 
研
究
で
は
、
明
治
二
十
三
年
に
村
上
専
精
が
講
師
に
就
 
住
 し
、
明
治
三
十
二
年
 

三
局
 楠
 順
次
郎
が
博
言
学
科
教
授
に
就
任
し
た
が
、
 
二
 午
後
に
は
梵
語
学
講
座
の
教
授
と
な
っ
た
。
明
治
三
十
 
一
年
に
姉
崎
正
治
は
 、
 

 
 

井
上
の
「
比
較
宗
教
 及
 東
洋
哲
学
」
を
引
き
継
ぎ
 、
宗
 教
学
を
教
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
治
三
十
八
年
に
 
宗
 教
学
講
座
が
設
置
さ
れ
 

て
 、
西
洋
留
学
か
ら
戻
っ
た
姉
崎
が
、
教
授
と
し
て
 着
 伍
 し
た
。
明
治
三
十
四
年
の
高
楠
の
教
授
就
任
、
明
治
 
三
十
八
年
の
姉
崎
の
教
 

授
 就
任
が
、
日
本
の
仏
教
学
、
宗
教
学
の
は
じ
ま
り
の
 
画
期
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
以
上
、
東
京
大
学
 
（
明
治
十
九
年
三
月
商
 

国
 大
学
令
以
降
は
、
「
帝
国
大
学
」
。
明
治
三
十
年
に
は
 京
都
帝
国
大
学
の
設
置
に
と
も
な
い
、
「
東
京
帝
国
大
 学
 」
と
改
称
）
に
お
け
 

る
 仏
教
学
、
宗
教
学
に
か
か
わ
る
出
来
事
を
一
瞥
し
て
 
き
た
が
、
関
連
す
る
事
柄
を
四
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
  
 

第
一
に
、
仏
教
学
の
場
合
に
は
、
漢
籍
の
素
養
に
裏
打
 
ち
さ
れ
た
大
乗
仏
教
を
研
究
し
た
原
坦
山
、
村
上
専
精
 が
 仏
教
学
の
先
駆
 と
 

な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
漢
籍
学
習
の
伝
 紡
 が
、
近
代
に
も
継
続
し
、
仏
教
学
の
素
地
を
つ
く
り
 あ
げ
た
。
そ
の
後
に
西
 

洋
 に
留
学
し
た
南
条
文
雄
、
高
楠
順
次
郎
が
帰
国
し
て
 、
西
洋
の
文
献
学
、
言
語
学
に
も
と
づ
く
仏
教
学
を
基
 盤
 に
し
て
日
本
に
近
代
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た
 
過
程
の
な
か
で
成
立
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
分
野
の
研
 

究
 
者
は
、
仏
教
、
儒
教
の
通
俗
道
徳
的
、
日
常
習
慣
的
 

な
 
局
面
で
は
な
く
、
 

西
 

洋
 
哲
学
に
比
肩
す
る
ほ
 

ビ
 
の
哲
学
的
な
深
遠
さ
、
論
理
 

性
 
、
難
解
さ
を
好
ん
で
語
る
よ
う
に
な
っ
た
。
言
い
か
 

ぇ
 
れ
ば
、
西
洋
哲
学
の
 

語
彙
、
観
念
を
以
っ
て
、
仏
教
、
儒
教
が
「
東
洋
哲
学
 

」
と
し
て
語
ら
れ
は
じ
め
た
の
で
あ
っ
た
。
 

第
三
に
、
高
楠
順
次
郎
の
仏
教
学
は
、
梵
語
学
講
座
で
 

始
ま
っ
て
い
た
が
、
東
京
帝
国
大
学
の
印
度
哲
学
講
座
 

は
 
、
大
正
年
間
に
な
 

 
 

 
 

 
 

-
 
Ⅳ
 -
 

教
 、
儒
教
は
宗
教
で
あ
る
 ょ
 り
、
哲
学
で
あ
る
こ
と
が
 証
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
「
印
度
哲
学
」
、
「
 

支
 那
 哲
学
」
は
、
こ
う
し
 

的
な
影
響
力
拡
大
に
た
い
す
る
危
機
意
識
と
 

 
 

が
 働
い
て
い
た
。
政
府
が
主
管
す
る
大
学
で
 

う
 分
野
毛
に
よ
っ
て
捉
え
返
さ
れ
る
こ
と
に
 、

西
洋
の
学
術
摂
取
に
対
す
る
反
省
か
ら
和
漢
の
学
問
 
の
 見
直
し
を
図
ろ
 う
 と
す
る
意
識
 

、
宗
教
が
研
究
さ
れ
る
こ
と
へ
の
懸
念
も
あ
っ
た
と
 
思
 わ
れ
る
が
、
「
東
洋
哲
学
」
と
 ぃ
 

よ
っ
て
仏
教
、
儒
教
は
、
大
学
制
度
内
で
研
究
さ
れ
う
 
る
 対
象
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
 仏
 



哲
学
講
座
創
設
、
大
正
十
年
の
印
度
哲
学
第
二
講
座
の
 
設
置
と
も
、
外
部
か
ら
の
寄
付
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
か
 
ら
で
あ
る
。
講
座
創
設
 

 
 

は
 、
村
上
の
勧
め
で
安
田
財
閥
の
創
設
者
、
安
田
善
次
 郎
 が
行
っ
た
寄
付
、
第
二
講
座
は
、
釈
宗
演
の
寄
付
に
 
よ
っ
て
い
た
。
大
正
十
 

五
年
に
は
国
費
で
第
三
講
座
が
設
置
さ
れ
た
。
東
京
 帝
 同
大
学
の
仏
教
学
は
、
大
正
年
間
に
制
度
的
な
基
盤
を
 
整
 え
 は
じ
め
た
の
で
あ
 

る
 。
 

明
治
三
十
九
年
に
京
都
帝
国
大
学
の
文
科
大
学
設
置
に
 
あ
た
り
、
哲
学
哲
学
史
第
二
講
座
と
し
て
印
度
哲
学
史
 
が
 置
か
れ
て
、
四
十
 

三
年
に
は
梵
語
梵
文
学
講
座
が
設
置
さ
れ
た
。
東
京
 帝
 国
 大
学
で
は
、
大
正
七
年
に
梵
語
梵
文
学
講
座
に
改
称
 
さ
れ
て
い
る
の
で
、
 そ
 

れ
と
比
較
し
て
も
京
都
帝
国
大
学
の
方
が
こ
の
方
面
に
 早
く
対
応
し
て
い
る
。
元
来
、
京
都
帝
国
大
学
文
科
大
 
学
 開
設
に
「
東
洋
学
」
 

 
 

さ
ら
に
大
正
十
五
年
に
は
宗
教
学
第
三
講
座
が
設
置
さ
 
れ
た
が
、
そ
こ
で
も
 仏
 

教
が
 宗
教
学
の
研
究
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
。
 

明
治
四
十
年
に
設
立
さ
れ
た
東
北
帝
国
大
学
で
は
、
 
大
 五
十
一
年
に
法
文
学
部
が
で
き
、
 
翌
 十
二
年
に
は
 印
 疫
学
講
座
が
開
か
れ
 

-
2
-
 

ね
 。
十
四
年
に
は
印
度
 学
 講
座
が
さ
ら
に
増
設
さ
れ
て
 
い
る
。
明
治
四
十
三
年
に
設
立
さ
れ
た
九
州
帝
国
大
学
 で
は
、
大
正
十
二
年
に
 

 
 

法
文
学
部
が
で
き
、
大
正
十
五
年
に
印
度
哲
学
史
講
座
 
と
 宗
教
学
講
座
が
設
置
さ
れ
た
。
ち
な
み
に
東
北
帝
国
 
大
学
、
九
州
帝
国
大
学
 

 
 

務
 な
実
学
で
は
な
い
た
め
に
講
座
設
置
が
後
回
し
に
さ
 れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
大
正
六
年
の
 
東
京
帝
国
大
字
の
印
度
 

れ
て
い
た
と
い
う
制
度
的
な
し
ば
り
が
あ
っ
た
か
ら
で
 
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
第
二
に
、
仏
教
学
の
場
合
に
 
文
部
省
に
よ
っ
て
 、
急
 

語
学
講
座
で
も
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
 語
 、
イ
ン
ド
学
は
 行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
印
度
哲
学
が
、
東
京
帝
国
大
 
学
 で
独
立
し
た
講
座
を
 

有
し
た
の
は
、
大
正
六
二
九
一
七
年
の
こ
と
で
あ
っ
 た
 。
こ
れ
は
、
明
治
三
十
八
二
九
 0
 互
 
年
に
設
置
 さ
れ
た
宗
教
学
講
座
 
と
 

比
較
す
る
と
遅
い
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
 
は
 、
第
一
に
、
哲
学
史
第
一
講
座
の
東
洋
哲
学
の
枠
で
 
、
印
度
哲
学
が
据
え
 も
   



 
 

 
 

鮒
 

こ
と
が
認
可
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
仏
教
系
の
 専
門
学
校
と
し
て
は
、
浄
土
宗
大
学
、
曹
洞
宗
大
学
、
 
天
台
宗
大
学
、
真
宗
大
学
、
 

 
 

 
  
 

邱
 

学
人
学
志
願
者
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
も
私
立
大
 

 
 

学
の
公
認
を
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
 

 
 

た
め
に
学
制
改
正
の
議
論
が
 

 
 

ぬ
 

日
蓮
宗
大
学
林
、
仏
教
大
学
、
古
義
真
言
宗
連
合
 高
等
中
学
、
真
言
勧
学
院
な
ど
が
当
時
あ
っ
た
。
政
府
 
は
、
 

年
々
増
加
し
て
い
く
 大
 

 
 

 
 

は
れ
、
諸
種
の
専
門
学
校
は
文
部
省
に
よ
っ
て
統
轄
 さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
私
立
の
専
門
学
校
で
あ
れ
、
 

「
大
学
」
の
名
称
を
つ
け
る
 

学 と宗教学 

 
 

所
轄
の
諸
学
校
と
と
も
に
、
従
来
内
務
省
の
管
轄
 
干
 に
 あ
っ
た
仏
教
宗
派
設
立
の
教
育
機
関
に
も
適
用
さ
れ
 
た
 。
こ
れ
に
よ
っ
て
 学
 

寮
 、
学
林
な
ど
は
よ
う
や
く
正
規
の
学
校
体
系
の
一
部
 
に
組
み
こ
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
 
-
8
-
 

2
 
 

。
 明
治
三
十
六
年
に
は
 専
門
学
校
令
が
公
布
さ
 

政
府
は
、
大
正
 セ
 年
に
帝
国
大
学
の
補
助
と
し
て
私
立
 大
学
を
正
式
に
認
可
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
第
一
次
世
 
界
 大
戦
が
お
こ
 

日
本
の
資
本
主
義
は
飛
躍
的
に
拡
大
し
、
科
学
技
術
 振
 興
策
 が
急
ピ
ッ
チ
に
展
開
し
た
。
東
北
帝
国
大
学
、
九
 州
 帝
国
大
学
で
は
 

質
の
理
化
学
系
の
人
材
を
養
成
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
 、
理
化
学
系
の
研
究
所
の
設
置
が
相
次
い
だ
。
工
業
技
 
術
系
 、
商
業
系
の
 

養
成
を
図
る
た
め
、
教
員
養
成
が
政
策
の
課
題
に
も
な
 
つ
こ
。
 

-
6
-
 

ヰ
八
 

2
 
 政
府
が
、
私
立
大
学
を
認
可
し
、
よ
り
広
く
 教
 員
 養
成
、
人
材
の
 

を
 企
て
た
こ
と
の
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
時
代
状
況
が
 確
実
に
あ
っ
た
。
 

つ
ぎ
に
仏
教
系
の
私
立
大
学
の
歴
史
を
一
瞥
し
て
お
 
，
 
」
 ぅ
 。
明
治
三
十
二
一
一
八
九
 ち
 
午
に
私
立
学
校
令
が
 制
定
さ
れ
、
 文
 に 上口 

省 盲人 成林 高 " り " 

の
場
ム
ロ
 

緯
が
あ
 

養
 重
視
 

に
際
し
 

と
で
あ
 に

は
、
政
府
は
法
学
部
の
み
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
が
 、
貴
族
院
で
反
対
意
見
が
あ
り
、
法
文
学
部
に
修
正
さ
 
れ
た
と
い
う
 経
 

つ
 一
 
レ
ん
 

4
-
 

2
 
 

こ
 0 政
府
の
側
に
は
、
社
会
的
な
有
用
性
を
重
ん
じ
 
る
 思
惑
が
あ
っ
た
が
、
貴
族
院
で
は
、
大
正
教
養
主
義
 
と
 舌
口
わ
れ
る
 
教
 

の
時
代
思
潮
へ
の
配
慮
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
し
か
し
そ
れ
以
降
の
大
阪
、
北
海
道
、
名
古
屋
の
帝
国
 
大
学
で
は
設
置
 

て
 文
学
部
系
の
学
部
は
設
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
 
仏
 教
学
を
行
 う
 部
署
設
置
は
、
こ
の
三
つ
の
大
学
の
場
合
 
に
は
戦
後
の
こ
 

つ
こ
 
0
-
5
 

2
 
一
十
八
 



行
わ
れ
、
大
正
七
年
の
大
学
 ム
コ
 
に
お
い
て
正
式
に
私
立
 大
学
が
公
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
私
立
大
学
を
設
 
止
 す
る
た
め
に
は
、
 
財
 

団
 法
人
を
作
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
基
本
財
産
を
有
 
し
 、
そ
れ
の
一
部
を
政
府
に
供
託
金
と
し
て
出
す
こ
と
 
が
 求
め
ら
れ
た
。
当
時
 

の
 金
額
で
五
 0
 万
円
以
上
の
供
託
金
が
必
要
に
な
っ
た
 。
日
蓮
宗
大
学
の
場
合
に
つ
い
て
、
そ
の
経
緯
を
見
て
 
み
よ
う
。
 

「
財
団
設
立
を
基
本
に
し
て
、
大
正
九
年
三
月
に
開
催
 さ
れ
た
日
蓮
宗
第
十
二
一
宗
 
会
 に
お
い
て
、
「
日
蓮
宗
太
 学
教
育
基
金
売
 官
 

万
人
会
会
則
制
定
」
お
よ
び
「
日
蓮
宗
大
学
昇
格
承
認
 
」
が
議
案
と
し
て
出
さ
れ
た
。
前
者
は
当
時
の
宗
務
総
 
監
松
森
霊
運
 を
発
 

超
人
と
し
て
全
国
の
僧
侶
・
 檀
 信
徒
な
ど
の
有
縁
の
方
 々

か
ら
協
賛
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
で
賛
成
 
を
 得
た
が
、
大
学
 

 
 

昇
進
問
題
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
日
程
は
基
金
を
つ
く
 
る
こ
と
で
了
承
さ
れ
た
。
」
 

二
年
後
の
第
十
五
宗
 会
 で
七
十
五
万
円
の
寄
付
金
の
予
 約
 が
あ
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
、
大
学
昇
格
構
想
は
目
 一
 
@
 
的
に
な
っ
た
。
集
金
 

能
力
の
高
い
、
規
模
の
大
規
模
な
宗
派
で
な
く
て
は
、
 
基
本
財
産
と
供
託
金
を
賄
う
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
あ
 
っ
た
 。
大
正
十
一
年
に
 

 
 

大
谷
大
学
が
認
可
さ
れ
た
の
 が
 、
仏
教
系
で
は
最
も
早
い
私
立
大
学
認
可
の
例
で
あ
 
っ
た
 。
 

東
西
の
真
宗
以
外
の
宗
派
は
、
ど
の
よ
う
に
専
門
学
校
 
を
 大
学
に
昇
格
す
る
か
に
つ
い
て
明
確
な
方
針
は
す
ぐ
 
に
は
立
た
な
か
っ
た
 

よ
 う
 で
あ
る
。
 
各
宗
 単
独
で
は
な
く
、
連
合
大
学
を
設
 克
 す
る
方
が
よ
い
と
い
う
見
解
が
、
仏
教
界
で
は
出
さ
 
れ
た
。
大
正
十
一
年
十
 

月
に
曹
洞
宗
、
日
蓮
宗
、
天
ム
ロ
 
宗
 、
直
喜
 口
 
古
義
、
宣
喜
 ロ
 
豊
山
派
、
浄
土
宗
、
真
言
智
山
派
の
有
志
が
集
ま
っ
て
 
、
仏
教
連
合
大
学
設
立
 

に
む
け
た
会
を
発
足
さ
せ
た
 
一
 
3
 
3
 
 

一
 
。
 大
正
十
二
年
一
月
の
協
 議

会
で
は
、
浄
土
宗
、
真
言
智
山
派
、
方
広
寺
派
、
天
 
ム
ロ
 
め
 
示
、
本
門
法
華
主
 示
 、
 

真
言
豊
山
派
、
真
言
宗
各
派
、
真
め
不
一
口
日
田
派
、
真
宗
 仏
 先
手
派
な
ど
の
要
人
が
集
ま
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
 
天
 吉
宗
、
浄
土
宗
、
豊
 山
 

派
 の
 三
 宗
派
に
よ
る
 連
 ム
ロ
大
学
構
想
に
受
け
継
が
れ
て
 
、
そ
れ
が
実
現
し
て
、
大
正
大
学
の
設
立
と
な
っ
た
。
 
大
学
部
は
研
究
本
位
で
 

あ
る
と
と
も
に
、
各
宗
派
内
で
活
動
す
る
教
師
養
成
 
機
 関
も
必
要
で
あ
っ
て
、
専
門
部
を
併
設
す
る
こ
と
に
な
 
っ
た
 。
 

  



 
 

捌
い
。
し
か
し
仏
教
学
特
有
の
問
題
も
あ
る
。
宗
門
 
大
学
で
は
、
僧
侶
養
成
を
任
務
と
し
、
そ
の
宗
派
の
宗
 

学
 ・
宗
学
史
の
教
育
は
 、
不
 
 
 
 
 
 
 

不
可
欠
な
こ
と
に
な
る
。
帝
国
大
学
の
印
度
哲
学
・
 

印
度
 学
 に
は
、
僧
侶
養
成
、
宗
学
研
究
の
向
上
は
求
め
 
ら
れ
て
い
な
い
が
、
宗
派
の
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

冊
 

宗
門
大
学
で
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
帝
国
大
学
 
の
 仏
教
学
が
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
 語
 、
パ
ー
リ
語
な
ど
 の
 学
習
、
イ
ン
ド
仏
教
を
中
 

仏教学と宗教学 

抱と宗 あ るこ 教 帝国大学でも 吉う 宗派 先述 える なく 浄 ・ / っ，二 と 向 寒た 正 
" 学 の し こ " 土 。 ま が が 大 。 十 帝国 と専 、 門よ た 

大 宗 学 う で 学 豊 と な さ く 約 し に 正 学と 正 門大 校が し、 @ きた 校 の 山脈 して く資 れた 働き 沢大 当初 

そ 四   
に さ 遂 哲 吉 に 学 ま に   省 は ま 駒 学 講座 げた れた 、 管 大 公 沢 

を 。 の 印 皓 正 調 六 
キ手 こ も 度   下 人 さ 学轄 
っ う 、 学 で な 0 字 れ   
た し 大 の 大 に な 大 
の た 正 議 学 、 か 圧 

で こ 年 歴   に と っ 十 
あ と 間 が 専 な い た 五 
ろ は で 整 る う 。 午 
か 、 あ っ       
敬 宇 。 は 大 に 学 大 
り に そ 、 
主 眼 の 大 学人は 名字 龍 学垂 、 
て っ 結 正 か 名 答 高 
て た 果 年       

大 ら の 大 野 
宗 変 常 山 ロう 」と 仏 、 間の   派 更 に 大 
色 を 、 字華   や 余 日 が 

こ な を で     儀 蓮   
と く す め 教 な 崇 つ 
で 、 す っ と く 大 ぎ 

は 西 め た い さ 学 つ 

な 洋 る     う れ は ぎ 

い 哲 研 ま な 機 に 大 
  

か 学 究 た 4 ム 関 な 変 と認 葉 三ロ 六， 、 。 土圧 

も で 機 有 は 文 人 可 
回 部 学 さ 事業 しれ も歴 関が 力 な な 教学者 を持つ 天 り、 避 省 に れ 

な 史   を こ 台 で す 側   て 



帝
国
大
学
の
仏
教
学
に
お
い
て
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
 
語
 ・
パ
ー
リ
語
の
学
習
が
優
位
と
な
り
、
西
洋
の
文
献
 学
 を
ふ
ま
え
た
仏
教
 

経
典
の
綿
密
な
研
究
に
力
が
そ
そ
が
れ
、
他
方
で
宗
門
 
大
学
で
は
、
宗
祖
の
残
し
た
典
籍
研
究
や
大
乗
仏
教
 
経
 典
な
ど
を
読
み
、
 任
釈
 

な て が 散 大 は 会 本 さ 仏 と 心、 
        " 山 谷 " 創 仏 暗 れ 教 仏 と 

  

な と 京 仏 

た れ 真 先 

ね 。 義 さ 

の と 。 
大 な た 

  学 っ と 

教 て え 

有 れ ば 

日 
の た 龍 
科 が紬谷 
目 、 大 
と 宗 学 

の 宗 宗 し 門 で 
て 大 は 
七 平   
ホ 子 
￥ @  に 斤目 

研 が 度 
究 ぃ 学 
が て 一 

公 は 講 
は し 幸茸 上ヒ   認 、 座 

  



 
 

 
 

西
洋
の
文
献
学
、
言
語
学
を
十
二
分
に
踏
ま
え
た
研
究
 
に
 変
化
し
た
わ
け
だ
が
、
 

に
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本
 

も
か
か
わ
ら
ず
漢
籍
、
漢
訳
経
典
を
読
む
意
義
は
 、
 
消
え
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
近
代
の
知
的
世
界
一
 
般
 で
い
う
と
、
漢
籍
の
知
識
 

 
 

 
 

 
 

照
 

は
し
だ
い
に
権
威
を
失
い
、
英
語
、
ド
イ
ツ
語
 、
 

フ
ラ
ン
ス
語
な
ど
の
西
洋
語
が
優
位
に
な
っ
た
が
、
 仏
 教
学
で
は
い
さ
さ
か
事
情
が
 

仏教学と宗教学 

一
変
で
あ
る
。
凡
て
が
科
学
的
と
 云
 ふ
こ
と
で
あ
る
。
 
，
 」
れ
は
昔
の
人
で
は
及
ば
な
く
な
っ
た
。
南
條
高
楠
 両
 博
士
を
始
め
と
し
 

て
 梵
語
を
や
る
 や
う
 に
な
り
、
今
で
は
西
蔵
 語
 を
も
や
 ら
ね
ば
な
ら
ぬ
や
う
に
な
っ
た
。
 
さ
 う
し
て
西
蔵
 語
 の
 専
門
家
も
出
来
 

 
 

た
 。
全
く
研
究
方
法
が
変
っ
た
の
で
あ
る
。
村
上
専
精
 博
士
も
新
時
代
に
属
す
る
。
」
 

を
つ
け
て
い
く
宗
学
研
究
が
王
と
し
て
す
す
め
ら
れ
た
 。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
 語
 ・
パ
ー
リ
語
と
、
漢
籍
と
い
う
 学
習
す
べ
き
言
語
の
上
 

で
も
二
重
性
が
存
在
し
た
。
 

江
戸
時
代
以
来
知
識
人
に
と
っ
て
は
、
和
漢
籍
の
書
物
 
を
 読
む
経
験
の
蓄
積
が
大
切
で
あ
っ
た
。
学
僧
、
儒
学
 
者
は
、
長
年
に
わ
た
 

っ
て
漢
籍
に
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
。
明
治
時
代
の
知
識
 人
も
 、
漢
籍
教
育
を
受
け
て
、
漢
籍
を
読
ん
で
き
た
。
 
そ
れ
が
、
西
洋
の
学
術
 

や
文
物
を
受
容
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
西
洋
の
語
学
の
 
学
習
が
、
和
漢
籍
の
学
習
よ
り
も
優
位
に
な
り
は
じ
め
 
て
い
た
。
仏
教
学
の
世
 

界
 に
お
い
て
も
、
西
洋
に
留
学
し
た
研
究
者
が
帝
国
大
 学
 0
 ポ
ス
ト
に
就
く
よ
う
に
な
る
と
、
西
洋
の
語
学
は
 
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
サ
ン
 

ト
語
 ・
パ
ー
リ
語
を
使
っ
た
研
究
が
進
め
ら
 れ
て
、
仏
教
学
を
一
新
さ
せ
た
。
明
治
十
二
年
に
 
漢
 籍
 に
精
通
し
た
原
坦
山
 

が
 、
最
初
に
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
が
、
明
治
二
十
、
三
 
十
年
代
に
は
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
で
仏
教
学
を
学
ん
だ
 
南
条
文
雄
や
高
楠
順
次
 

郎
が
 、
東
京
帝
国
大
学
で
仏
教
学
を
教
え
る
よ
 う
 に
 な
 っ
た
 。
井
上
哲
次
郎
は
当
時
を
回
想
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
 う
に
述
べ
て
い
る
。
 

「
明
治
初
年
時
代
は
今
日
と
大
分
に
仏
教
界
の
事
情
が
 異
な
っ
て
を
つ
た
。
原
坦
山
師
の
如
き
は
そ
の
後
燕
 
い
や
 ぅ
 で
あ
る
。
 

一
峰
さ
う
し
て
さ
 う
云
ふ
 当
時
の
人
々
は
皆
な
漢
学
の
 素
養
が
あ
っ
た
。
（
 瞠
 
次
い
で
時
代
が
一
変
し
た
。
 
そ
 れ
は
研
究
 怯
め
 



籍
を
自
在
に
使
用
で
き
る
点
が
、
西
洋
の
仏
教
学
者
に
 
は
 真
似
が
で
き
な
い
日
本
の
研
究
者
の
得
意
技
で
あ
っ
 
た
 。
仏
教
学
に
お
い
て
 

は
 、
漢
文
絶
対
優
位
は
崩
れ
た
が
、
漢
文
と
サ
ン
ス
ク
 
リ
ッ
ト
 語
 ，
パ
ー
リ
語
と
が
並
存
し
て
、
両
者
を
駆
使
 し
 仏
教
の
テ
キ
ス
ト
を
 

解
読
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
人
研
究
者
は
、
漢
籍
 
を
 自
在
に
利
用
で
き
た
点
で
西
洋
研
究
者
よ
り
一
頭
 
地
 を
 抜
い
て
い
た
と
舌
口
 
え
 

よ
 う
 。
そ
の
あ
た
り
の
事
情
に
つ
い
て
 羽
渓
了
諦
 の
 自
 画
 自
賛
が
、
こ
と
の
本
質
を
衝
い
て
い
る
。
 

「
今
更
舌
口
う
ま
で
も
な
く
、
明
治
時
代
に
お
け
る
わ
が
 
学
界
は
す
べ
て
の
方
面
に
お
い
て
泰
西
の
学
術
を
輸
入
 
し
 、
こ
れ
を
模
倣
 

す
る
こ
と
に
汲
々
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
 
、
こ
の
間
に
あ
っ
て
 、
唯
 だ
わ
が
仏
教
学
者
の
み
は
 彼
 れ
ら
泰
西
学
者
の
 

利
用
す
る
に
困
難
な
漢
訳
仏
典
に
通
暁
し
て
い
た
関
係
 
上
 、
欧
米
の
学
界
へ
の
斬
新
な
研
究
資
料
を
提
供
し
た
 
と
 同
時
に
独
特
の
 

研
究
業
績
を
発
表
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
わ
が
 
国
 伝
来
 の
 梵
文
仏
典
を
公
開
し
、
更
に
進
ん
で
わ
が
国
の
仏
教
 
を
も
紹
介
し
て
、
 

 
 

以
て
彼
れ
ら
を
啓
発
す
る
こ
と
の
 少
 く
な
か
っ
た
こ
と
 は
 、
明
治
学
界
の
衿
 貴
 と
す
る
に
足
る
だ
ろ
う
。
」
 

こ
の
言
語
の
問
題
を
、
さ
き
の
大
学
制
度
上
の
二
重
体
 
制
 と
関
連
さ
せ
て
み
た
い
。
帝
国
大
学
に
お
い
て
は
 
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
 

語
 ・
パ
ー
リ
語
の
学
習
が
優
位
と
な
り
、
イ
ン
ド
の
 根
 本
仏
教
、
パ
ー
リ
仏
教
経
典
の
研
究
に
力
が
そ
そ
が
れ
 
、
他
方
で
宗
門
大
学
で
 

は
 、
漢
文
修
得
が
継
続
し
、
祖
師
の
研
究
や
漢
文
で
書
 
か
れ
た
大
乗
仏
教
経
典
な
ど
の
日
本
仏
教
、
及
び
中
国
 
仏
教
の
研
究
が
す
す
め
 

ら
れ
た
。
つ
ま
り
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
 語
と
 漢
文
と
い
う
 学
習
す
べ
き
舌
口
語
が
、
二
重
体
制
の
な
か
で
機
能
的
に
 分
担
さ
れ
て
い
た
と
い
 

え
よ
う
 。
し
か
し
制
度
的
な
二
重
の
体
制
は
 、
 必
ず
し
 も
 固
定
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
帝
国
大
学
の
印
度
 
哲
学
で
教
え
た
研
究
者
 

は
 、
浄
土
真
宗
 か
 、
曹
洞
宗
の
僧
籍
の
出
身
者
が
多
く
 、
宗
派
教
団
の
資
金
で
西
洋
留
学
を
果
た
し
た
人
々
も
 
い
た
。
ま
た
帝
国
大
学
 

で
も
、
漢
籍
に
 よ
 る
仏
教
研
究
は
継
続
し
、
中
国
仏
教
 、
日
本
仏
教
の
講
義
も
行
わ
れ
て
い
た
。
宗
門
大
学
で
 
も
 、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
 

  

違
っ
て
い
た
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
 語
 ・
パ
ー
リ
語
の
学
 習
 が
導
入
さ
れ
た
後
で
も
、
漢
籍
は
読
み
継
が
れ
た
か
 
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
 漢
 

 
 

 
 



仏
教
学
の
成
立
と
比
較
し
た
場
合
に
、
宗
教
学
の
成
立
 
は
 、
ど
の
よ
う
な
軌
跡
を
た
ど
っ
た
も
の
と
し
て
描
か
 
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
 

初
期
条
件
の
点
で
両
者
は
共
通
点
が
多
く
、
親
密
な
関
 
係
 に
あ
っ
た
。
と
も
に
帝
国
大
学
の
「
東
洋
哲
学
」
系
 
0
 字
で
あ
り
、
西
洋
の
 

学
問
に
ル
ー
ツ
を
さ
か
の
 
ぼ
 る
と
、
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
 ｜
 ラ
ー
を
共
通
の
学
 祖
 の
一
人
と
す
る
点
で
も
分
か
 ち
 合
う
も
の
が
多
か
っ
 

た
 。
し
か
し
仏
教
学
の
場
合
に
は
、
帝
国
大
学
と
私
立
 
の
 宗
門
大
学
と
い
う
二
重
の
制
度
的
基
盤
を
獲
得
し
た
 
。
こ
れ
と
比
べ
る
と
、
 

宗
教
学
の
場
合
は
、
帝
国
大
学
の
み
が
唯
一
の
制
度
的
 
基
盤
で
あ
り
っ
づ
け
た
。
も
ち
ろ
ん
宗
門
大
学
で
、
 
宗
 教
学
の
講
義
課
目
を
設
 

%
 
 冒
 し
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
数
は
少
な
く
 限
ら
れ
て
い
た
。
仏
教
学
は
二
重
体
制
の
制
度
に
支
え
 
ら
れ
て
い
た
が
、
宗
教
学
は
 

宗
と
帝
国
大
学
と
い
う
一
重
体
制
の
上
に
立
つ
て
い
た
 
。
こ
の
こ
と
の
違
い
は
、
何
を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
 
か
 。
研
究
と
信
仰
と
の
葛
藤
 

学
 

盤
は
 、
仏
教
学
の
成
立
 期
 に
は
存
在
し
て
い
た
。
 た
 と
え
ば
村
上
専
精
の
大
乗
仏
教
非
仏
説
が
仏
教
教
団
を
 
ま
き
こ
み
、
明
治
三
十
四
年
 

 
 

別
に
は
村
上
が
大
谷
派
の
僧
籍
を
剥
奪
さ
れ
た
事
件
 
が
お
こ
つ
こ
。
 

-
 
+
 
Ⅱ
一
 

ハ
 
ま
た
境
野
 黄
洋
 、
高
嶋
 米
 峰
な
ど
に
よ
 る
 新
仏
教
運
動
は
、
理
性
毛
 

 
 

 
 

音
義
、
常
識
主
義
、
自
由
討
究
主
義
を
掲
げ
て
、
 

研
 究
 と
信
仰
と
の
両
立
を
提
唱
し
、
社
会
改
良
に
も
目
を
 向
け
た
。
研
究
と
信
仰
と
の
 

邱
 
両
立
問
題
は
、
二
重
体
制
が
確
立
す
る
な
か
で
 
印
 度
 哲
学
と
宗
学
と
の
共
存
と
相
互
不
可
侵
と
い
う
問
題
 
に
 転
移
し
た
も
の
と
思
わ
れ
   

"
"
"
"
"
 

Ⅹ
 
/
 
宗
教
学
の
成
立
 

語
 ・
パ
ー
リ
語
の
学
習
科
目
は
あ
っ
て
、
 

し
て
な
く
、
そ
の
間
に
交
流
は
あ
っ
た
。
 

と
宗
門
大
学
に
関
わ
ら
ず
、
交
流
を
深
め
 

学
の
基
礎
を
盤
石
な
も
の
と
し
た
と
言
え
 西

洋
流
の
印
度
哲
学
も
教
授
さ
れ
て
い
た
。
帝
国
大
学
 
と
 宗
門
大
学
と
の
二
重
体
制
は
固
定
 

さ
き
に
述
べ
た
日
本
仏
教
学
会
は
、
そ
う
し
た
仏
教
学
 研
究
者
を
総
動
員
さ
せ
、
帝
国
大
学
 

る
 機
関
と
し
て
機
能
し
た
。
大
学
制
度
上
の
二
重
体
制
 
、
 @
 語
の
二
重
性
が
、
日
本
の
仏
教
 

よ
う
。
 



国
家
は
、
大
学
教
育
制
度
に
何
ら
か
の
宗
教
 色
 が
混
じ
 る
こ
と
に
敏
感
に
反
応
し
、
拒
否
し
て
き
た
が
、
 

宗
教
研
究
を
拒
否
す
る
理
由
は
な
か
っ
た
。
な
ら
ば
 

日
本
の
宗
教
学
者
は
、
「
神
学
の
臭
味
」
を
云
々
 

宗
教
学
者
に
よ
る
科
学
的
な
 

す
る
前
に
、
自
分
の
周
り
に
 

4
7
 

る
 一
 
 
 

さ
て
日
本
の
宗
教
学
者
に
は
、
こ
う
し
た
研
究
と
信
仰
 
の
間
の
葛
藤
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
西
洋
の
宗
教
 
学
 に
お
い
て
は
神
学
 

か
ら
の
独
立
の
必
要
性
が
 、
 必
ず
語
ら
れ
て
き
た
し
、
 

神
学
と
の
 軋
礫
に
 苦
闘
し
て
き
た
歴
史
を
も
っ
て
い
た
 。
日
本
の
宗
教
学
は
 、
 

仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
か
ら
の
影
響
や
干
渉
を
受
 
け
る
こ
と
は
、
当
初
か
ら
な
か
っ
た
。
日
本
で
は
宗
教
 
学
者
は
、
日
本
の
宗
教
 

学
 が
脱
神
学
的
で
、
科
学
的
な
態
度
で
あ
っ
た
こ
と
を
 誇
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
講
座
二
十
五
年
記
念
の
 
論
文
集
に
は
、
 
つ
 ぎ
の
 

よ
 う
 に
あ
る
。
 

「
宗
教
に
対
す
る
斯
か
る
新
研
究
の
勃
興
に
際
し
、
 日
 本
に
 於
る
 宗
教
学
の
講
座
は
明
治
三
八
年
二
九
 0 芭
 姉
崎
教
授
を
挨
 

っ
て
東
京
帝
国
大
学
に
開
設
さ
れ
た
。
藪
に
特
筆
す
べ
 き
は
、
先
進
国
の
斯
学
研
究
が
、
一
般
に
宗
教
史
学
の
 域
を
脱
せ
ず
、
 
神
 

学
の
臭
味
を
存
し
、
多
く
は
神
学
の
一
分
科
に
過
ぎ
な
 
か
っ
た
に
対
し
、
 
吾
国
 で
は
当
初
か
ら
諸
宗
教
の
批
判
 的
 科
学
的
研
究
が
 

 
 

首
唱
さ
れ
て
、
純
然
た
る
独
立
の
講
座
で
あ
っ
た
こ
と
 
こ
れ
で
あ
る
。
」
 

日
本
の
宗
教
学
者
が
、
西
洋
の
宗
教
学
の
運
命
と
比
べ
 
て
 批
判
的
科
学
的
研
究
で
あ
り
、
神
学
か
ら
の
影
響
を
 
受
け
て
い
な
い
こ
と
を
 

自
画
自
賛
し
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
。
神
学
か
ら
の
 
影
響
を
脱
し
て
い
る
の
は
、
宗
教
学
者
が
神
学
と
の
 
軋
 礫
を
戦
っ
て
 、
 勝
ち
取
 

っ
た
 結
果
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
文
部
省
が
帝
国
大
学
 
の
 講
義
科
目
に
宗
教
 色
 が
紛
れ
る
の
を
極
度
に
嫌
っ
て
 き
た
か
ら
に
 他
 な
ら
な
 

明
治
三
十
二
年
に
文
部
省
訓
令
に
よ
っ
て
、
学
校
 教
育
に
お
い
て
宗
教
上
の
教
育
が
禁
止
さ
れ
、
そ
の
 
施
 政
は
継
続
し
て
し
た
、
㍉
 

一
 
g
-
 

先
に
見
て
き
た
よ
 う
 に
、
私
立
の
宗
門
大
学
が
公
認
を
 得
る
た
め
に
、
宗
門
名
を
名
乗
る
こ
と
す
ら
文
部
省
に
 
よ
っ
て
却
下
さ
れ
た
。
 

  



  円本に おける仏教学と 宗教学 

「
国
家
の
臭
味
」
が
漂
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ど
う
か
を
 立
 
思
識
 す
べ
き
で
あ
っ
た
。
 

姉
崎
の
研
究
は
、
原
始
仏
教
か
ら
始
ま
り
、
日
蓮
、
 
キ
 リ
シ
タ
ン
、
聖
徳
太
子
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
が
、
 
そ
 れ
 る
の
多
彩
な
 テ
｜
 

7
 の
選
択
に
、
個
人
的
な
興
味
以
上
の
 、
 他
の
研
究
者
 が
あ
と
か
ら
検
証
し
共
有
化
す
べ
き
学
的
な
モ
チ
ー
フ
 
の
 深
化
が
あ
っ
た
と
は
 

 
 

の
 動
向
を
見
据
え
な
が
ら
、
そ
れ
と
平
行
線
を
描
く
よ
 う
に
自
分
の
研
究
を
微
 

調
整
さ
せ
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
よ
 う
 で
あ
る
。
 姉
崎
の
学
風
は
 、
 折
々
に
個
人
的
な
興
味
か
ら
発
し
て
 対
象
を
選
択
し
、
才
能
 

の
お
も
む
く
ま
ま
に
研
究
に
没
入
す
る
と
い
う
も
の
で
 あ
っ
た
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
姉
崎
は
、
制
度
上
で
は
 
宗
教
学
の
学
 祖
 で
あ
る
 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
著
作
に
よ
っ
て
学
祖
に
な
り
え
て
 
い
な
い
、
と
い
う
見
方
も
で
き
よ
う
。
で
は
現
在
に
つ
 な
が
る
宗
教
学
は
い
っ
 

成
立
し
た
の
か
。
姉
崎
の
門
下
が
、
西
洋
の
宗
教
研
究
 
0
 流
れ
に
目
を
く
ば
り
つ
つ
、
民
族
学
、
社
会
学
、
民
 
俗
学
の
理
論
と
方
法
を
 

宗
教
研
究
に
導
入
し
、
宗
教
民
族
学
（
宇
野
円
空
、
 
赤
 松
智
城
 、
古
野
清
人
、
杉
浦
健
一
、
棚
 
瀬
襄
爾
 ）
 、
め
 
ホ
教
社
会
学
（
小
口
 偉
 

一
別
 
一
 

一
）
、
宗
教
民
俗
学
（
原
田
敏
明
）
を
形
成
し
た
時
に
 、
 宗
教
学
は
実
質
的
な
ス
タ
ー
ト
を
き
っ
た
。
こ
こ
に
 
挙
げ
た
人
物
以
外
に
 、
 

旧
約
学
の
石
橋
 智
信
 、
三
階
教
研
究
の
矢
吹
慶
輝
、
 仏
 教
学
者
の
増
 谷
 文
雄
な
ど
の
逸
材
が
門
下
に
い
た
こ
と
 に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
 

る
 。
し
か
し
全
体
的
な
潮
流
を
見
る
な
ら
ば
、
宗
教
学
 
の
 資
産
を
つ
く
っ
た
の
は
、
民
族
学
、
社
会
学
、
民
俗
 
学
 、
神
道
学
と
の
接
点
 

を
 求
め
た
研
究
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
字
間
 
に
 共
通
す
る
の
は
、
理
論
と
調
査
を
併
せ
持
ち
、
宗
教
 
趣
 源
や
宗
教
の
原
初
的
形
 

態
へ
の
関
心
を
伴
っ
て
い
た
点
で
あ
る
。
大
正
九
年
に
 東
京
帝
国
大
学
文
学
部
に
神
道
講
座
が
設
置
さ
れ
、
 
宗
 教
学
講
座
か
ら
加
藤
 玄
 

智
が
 移
っ
た
こ
と
で
、
宗
教
学
と
神
道
学
と
の
親
和
性
 
は
ま
す
ま
す
強
ま
っ
た
と
舌
口
え
よ
う
。
 

ミ
 
イ
 
-
 

  



な
 水
準
で
仏
教
学
に
寄
与
し
た
成
果
で
、
漢
籍
と
サ
ン
 
ス
ク
リ
ッ
ト
 語
 文
献
の
双
方
に
通
じ
て
い
る
日
本
の
仏
 教
学
者
の
特
性
が
生
か
 

さ
れ
た
偉
業
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
刊
行
は
、
日
本
の
 仏
教
学
が
西
洋
の
仏
教
学
の
追
随
・
模
倣
で
は
な
く
、
 
む
し
ろ
西
洋
へ
輸
出
す
 

べ
き
立
場
に
あ
る
こ
と
を
自
覚
さ
せ
た
。
仏
教
学
は
 、
 中
国
学
と
と
も
に
日
本
の
東
洋
学
の
一
翼
を
担
い
、
 
世
 界
 杓
水
準
の
業
績
を
達
 

成
し
つ
つ
あ
っ
た
。
仏
教
学
は
、
「
東
洋
哲
学
」
か
ら
 
「
東
洋
学
」
に
変
貌
し
つ
つ
あ
っ
た
と
舌
口
え
よ
う
。
 

か
 っ
て
の
「
東
洋
哲
学
」
 

は
 、
西
洋
哲
学
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の
強
敵
に
対
抗
し
 
つ
つ
、
そ
れ
と
匹
敵
す
る
内
実
が
仏
教
、
儒
教
に
は
あ
 る
と
い
う
防
御
的
な
自
 

己
 主
張
で
あ
っ
た
が
、
「
東
洋
学
」
に
は
、
も
っ
と
 積
 極
 的
な
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
へ
の
自
信
が
あ
る
。
京
都
 
帝
国
大
学
文
科
大
学
 設
 

立
 に
お
い
て
「
東
洋
学
」
を
重
視
す
べ
き
だ
と
し
た
 九
 鬼
 隆
一
は
、
「
日
本
の
大
学
が
「
泰
西
」
の
大
学
に
対
 時
し
て
遜
色
な
く
世
界
 

の
 文
化
に
参
与
す
べ
き
責
任
が
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
 
だ
が
、
そ
れ
以
外
に
一
種
の
特
色
が
あ
る
べ
き
で
あ
 
る
 。
東
洋
学
の
「
主
監
 

ヤ
旧
 
」
た
る
 @
 
し
と
ヵ
 
@
 
Ⅰ
 そ
れ
 千
 
@
 
 

Ⅰ
あ
る
」
 

@
 
5
 
 

，
こ
 

。
 
と
述
べ
た
こ
と
が
 あ
っ
た
。
同
様
な
自
負
は
、
「
大
正
新
脩
大
蔵
経
 L
 の
 序
 で
も
語
ら
れ
て
い
た
。
 

「
外
に
は
以
て
世
界
に
寛
宏
公
明
の
大
道
を
拡
充
し
て
、
 平
和
を
増
進
し
福
祉
を
倍
加
せ
ん
。
而
し
て
能
く
 
之
 が
 間
発
宣
布
に
 当
 

り
 得
る
も
の
、
吾
が
日
東
学
仏
の
徒
を
措
い
て
 誰
そ
や
 。
弘
通
の
責
務
は
一
に
そ
の
双
肩
に
懸
れ
り
。
泥
や
 
又
 世
界
大
戦
の
後
、
 

求
道
 探
 真
の
切
要
に
促
さ
れ
て
、
仏
教
の
討
究
は
益
 欧
 米
の
天
地
に
真
潮
勢
を
高
め
、
博
 陸
深
猟
 、
漢
訳
の
聖
 典
を
翫
索
 す
る
の
 

学
者
、
 亦
甚
砂
 に
あ
ら
ざ
る
を
見
る
を
や
。
 

吾
国
 仏
学
 者
の
任
務
、
藪
に
於
て
か
更
に
重
く
し
て
 旦
 大
な
る
を
 痛
感
せ
ず
ん
ば
あ
 

 
 

全
書
 モ
 
「
日
本
大
蔵
経
」
な
ど
の
基
礎
文
献
の
編
纂
、
 

刊
行
に
精
力
的
に
つ
と
め
た
。
と
り
わ
け
「
大
正
新
 
脩
 大
蔵
経
」
は
、
世
界
的
 

明 
治 
  
十 
年 
ィ弍 

  

来、 

着 
実 
c 
学 
円目 目ド 

的 
な 
成 
果 
を 

出 
  
て 
き 

た仏 

教 
学 
@@ 了ひ @ 

大 
正 
年 
罰昂 

ひ @ Ⅰ 

キひ @@ 

大 「 
正 
新 
脩 
大 
蔵 
経   

「 大 
日 

本 
  
教 
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七
二
つ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
 



  日本における 仏教学と宗教学 

口 調 田 

木 沓 国 
に を 男 
も イ丁 と 

し っ の 
だ た 接 
ぃ 。 触 

に 当 を 
紹 時 時 
介 は っ さ た 

れ フ 研 
つ レ 究 

つ イ 者 
あ ザ が 

る l 歩 
時 、 か 

ィ代 タ っ 
で べ た 
あ う 。   
た 、 崎 

。 、 ン 正 

姉 ュ 治 
崎 ミ が 

門 ッ 主 
下 ト と 

は な し 
は ど て 

、 の 文   
    
原 l つ 

姶 バ て こ 宗教 Ⅰ ｜し ヰハ 

論デの 、 ュに 

対し 宗教ルケ 

て、 社ム 云ノ Ⅰ A 
学 の 彼 
もこ 社 ら 

関 会 は 
心 学 実 

を が 地 

  

姉
崎
門
下
で
は
、
民
族
学
、
社
会
学
、
民
俗
学
、
神
道
 
学
を
学
ぶ
こ
と
が
多
く
、
西
洋
の
学
問
動
向
に
も
注
意
 
を
 払
い
、
同
時
に
柳
 

見 の 中 こ て 学 弟 と に て す 第 

-
 
話
 -
 

ら
ず
。
」
 

一
次
世
界
大
戦
後
の
欧
米
の
仏
教
学
に
お
い
て
、
漢
訳
 仏
典
へ
の
関
心
が
高
ま
り
つ
つ
あ
り
、
日
本
の
仏
教
学
 
者
の
使
命
は
ま
す
ま
 

重
く
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
清
戦
争
、
 
日
露
戦
争
、
そ
し
て
第
一
次
世
界
大
戦
を
経
て
め
ざ
ま
 
し
い
近
代
化
を
遂
げ
 

-
 
田
 -
 

き
た
日
本
国
家
の
自
己
イ
メ
ー
ジ
に
ふ
さ
わ
し
い
自
信
 
で
あ
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
国
際
社
会
の
場
に
お
 
い
て
日
本
は
積
極
的
 

活
躍
し
、
東
洋
を
代
表
す
る
リ
ー
ダ
ー
た
ら
ね
ば
な
ら
 
な
い
と
い
う
国
家
中
枢
の
意
識
と
、
「
大
正
新
 脩
 大
蔵
 経
 」
の
編
者
の
意
識
 

は
 微
妙
に
対
応
し
て
い
た
。
同
じ
頃
、
国
際
的
に
活
躍
 
し
て
い
た
姉
崎
正
治
も
ま
た
、
ア
ジ
ア
を
世
界
に
示
し
 
、
同
時
に
東
洋
の
兄
 

 
 

国
を
世
界
的
な
意
識
に
目
覚
め
さ
せ
る
任
務
が
日
本
に
 
は
あ
る
と
提
言
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
 
ム
の
 意
識
は
、
仏
教
 

者
、
宗
教
学
者
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
仏
教
 
学
者
の
場
合
に
は
、
日
本
の
仏
教
学
の
世
界
的
水
準
 
を
 語
る
こ
と
に
よ
っ
 

、
世
界
的
な
使
命
を
背
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。
筆
者
は
 、
 仮
に
こ
れ
を
「
東
洋
学
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
 
呼
 ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
 

れ
は
、
仏
教
学
の
み
な
ら
ず
日
本
の
中
国
学
が
 、
 自
ら
 の
 使
命
を
世
界
的
水
準
で
語
る
と
き
に
も
生
じ
る
も
の
 
で
あ
る
。
仏
教
学
、
 

国
学
は
、
西
洋
の
斯
学
の
達
成
を
怠
り
な
く
摂
取
し
 、
 漢
籍
の
素
養
を
基
礎
に
し
て
有
利
な
地
歩
を
築
く
こ
と
 
に
成
功
し
た
。
日
本
 

東
洋
学
者
は
、
東
洋
に
対
し
て
は
西
欧
化
Ⅱ
近
代
化
し
 
た
 己
の
右
顔
を
見
せ
て
、
西
洋
に
対
し
て
は
東
洋
の
盟
 
主
と
し
て
の
友
顔
を
 

-
%
 
一
 

せ
た
の
で
あ
っ
た
。
 



;
 
王
 

-
1
-
 機
 前
 順
一
・
深
澤
央
陸
 編
 
「
近
代
ロ
本
に
お
け
る
知
識
人
 
と
 宗
教
も
 
-
 
東
京
堂
出
版
、
二
 
0
0
 

二
年
一
の
第
一
部
を
参
照
の
 

こ
と
。
 

へ
の
希
求
を
見
て
と
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
か
ろ
う
。
 そ
れ
は
、
柳
田
民
俗
学
と
通
底
す
る
よ
う
な
、
常
民
の
 
日
常
性
を
記
述
し
て
、
 

そ
の
奥
に
あ
る
原
始
的
な
宗
教
性
を
探
求
し
、
人
問
 集
 団
の
基
底
に
あ
る
共
同
性
を
発
掘
し
よ
う
と
す
る
意
識
 
で
あ
っ
た
。
筆
者
は
、
 

仮
に
こ
れ
を
「
民
俗
学
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
呼
ぶ
 
こ
と
に
し
た
い
。
「
民
俗
学
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
は
 、
柳
田
民
俗
学
に
 お
 

 
 

て
 形
象
化
さ
れ
た
が
、
同
時
代
の
宗
教
民
族
学
者
、
神
 
道
学
者
に
も
、
あ
る
程
度
共
有
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
 
る
 。
 

「
東
洋
学
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
が
、
エ
リ
ー
ト
が
 西
 洋
の
同
学
の
エ
リ
ー
ト
に
示
教
す
る
立
場
に
あ
る
と
 
自
 覚
し
、
エ
リ
ー
ト
 特
 

有
の
上
昇
意
識
を
さ
ら
に
上
昇
さ
せ
る
性
格
で
あ
る
の
 
に
 対
し
て
、
「
民
俗
学
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
は
 、
常
 民
の
共
同
性
を
掘
り
下
 

げ
て
、
 い
 わ
 ぼ
 下
か
ら
社
会
的
連
帯
を
立
ち
上
げ
よ
 
，
 
つ
 と
す
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
る
意
味
で
は
 
双
 方
 の
べ
ク
ト
ル
の
方
向
 

は
 、
正
反
対
で
あ
っ
た
。
当
時
の
知
識
人
が
抱
い
た
 
々
 シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
類
型
の
な
か
で
、
こ
の
二
つ
は
両
極
 
を
彩
づ
く
っ
て
い
た
と
 

も
 考
え
ら
れ
よ
 う
 。
仏
教
学
も
宗
教
学
も
、
近
代
国
家
 が
 維
持
す
る
大
学
制
度
上
に
置
か
れ
た
学
問
領
域
で
あ
 
る
 以
上
、
他
の
す
べ
て
 

の
 領
域
と
同
列
に
、
顕
在
的
に
、
あ
る
い
は
潜
在
的
に
 
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
担
い
手
に
な
り
え
た
。
本
稿
で
は
 
、
出
発
点
は
近
か
っ
た
 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
つ
の
学
問
が
異
な
る
途
を
歩
ん
 
で
き
た
こ
と
を
つ
と
め
て
論
じ
て
き
た
。
二
つ
の
学
問
 
が
 制
度
的
な
基
盤
を
獲
 

得
し
、
近
代
国
家
の
な
か
で
学
的
な
使
命
を
発
揮
し
ょ
 
う
と
し
た
時
、
明
治
二
十
年
代
に
お
け
る
井
上
哲
次
郎
 
の
 
「
東
洋
哲
学
」
か
ら
 

脱
し
て
、
各
々
に
ふ
さ
わ
し
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
 
紡
 ぎ
 始
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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寄
せ
、
そ
こ
か
ら
自
ら
の
研
究
を
組
み
立
て
よ
う
と
し
 
た
 人
た
ち
が
多
か
っ
た
。
こ
こ
で
も
学
問
の
根
底
に
は
 
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
 

 
 

 
 



  日本における 仏教学と 宗舌学 

一
 
2
-
 
「
生
活
の
 ゐ
 
下
散
と
し
て
の
仏
教
」
と
い
う
特
集
号
の
 

テ
｜
 マ
と
 、
本
稿
の
王
言
と
の
関
係
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
き
た
い
。
 本
稿
は
、
直
接
に
は
こ
 

の
 テ
ー
マ
を
扱
っ
て
は
い
な
い
が
、
こ
の
テ
ー
マ
設
定
の
意
義
に
 
つ
い
て
示
唆
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
仏
教
学
が
扱
う
テ
キ
ス
 

ト
は
 、
 前
 近
代
成
立
 

の
も
の
で
あ
り
、
仏
教
学
者
が
近
代
以
降
の
仏
教
を
専
門
家
と
し
 
て
 論
及
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
も
し
あ
っ
た
と
し
て
も
、
 

 
 

仏
教
学
で
は
、
鈴
木
大
拙
な
ど
の
思
想
家
の
研
究
に
行
き
着
き
、
  

 

他
方
、
宗
教
学
で
 

は
 、
仏
教
以
外
の
宗
教
を
王
た
る
対
象
に
定
め
て
き
た
た
め
に
、
 

「
生
活
の
宗
教
と
し
て
の
」
神
道
、
新
宗
教
、
民
俗
宗
教
の
研
究
 
は
 蓄
え
ら
れ
て
き
 

た
が
、
「
生
活
の
宗
教
と
し
て
の
仏
教
」
が
主
題
と
は
な
り
に
く
 

か
っ
た
。
 堀
 
一
郎
、
五
来
重
の
宗
教
民
俗
学
は
、
こ
う
し
た
研
究
 史
の
欠
を
埋
め
る
 

成
果
と
し
て
高
く
評
価
で
き
る
が
、
庶
民
信
仰
 -
 
民
間
信
仰
）
の
 
自
立
性
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
現
実
の
僧
侶
の
活
動
を
無
視
し
 
た
 。
宗
教
民
俗
学
が
 

描
く
仏
教
 
-
 
史
 -
 像
は
、
そ
の
占
で
民
俗
学
的
な
偏
向
を
逃
れ
て
は
 い
な
い
と
舌
口
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
は
、
「
生
活
の
宗
教
と
 

し
て
の
仏
教
」
と
い
 

ラ
テ
ー
マ
が
な
ぜ
長
年
放
置
さ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
問
い
に
間
 
接
 的
で
あ
れ
、
応
答
し
ょ
う
と
し
た
試
み
で
あ
る
。
換
言
す
れ
 
。
は
筆
者
は
、
本
特
集
 

号
 の
な
か
で
は
、
本
稿
に
「
前
座
」
の
役
を
負
わ
せ
た
 い の
で
あ
 る
 。
 

-
3
-
 安
元
良
夫
「
神
々
の
明
治
維
新
 L
-
 岩
波
書
店
、
一
九
七
 
九
年
 -
 の
Ⅲ
 章
 。
 

一
 
4
 一
表
 1
 
@
 
三
頁
掲
載
 一
 を
参
照
の
こ
と
。
 
表
 l
 は
 、
安
藤
 宣
保
 
「
寺
社
領
私
考
 L
-
 愛
知
県
郷
土
資
料
刊
行
会
、
一
九
七
 セ
 年
 ）
一
四
四
頁
の
表
 か
 

ら
 林
が
加
工
し
て
作
成
し
た
。
 

-
5
-
 表
 2
 
 圭
三
頁
掲
載
）
を
参
照
の
こ
と
。
表
 2
 は
、
同
上
 の
 一
六
六
 ｜
 
一
六
七
頁
の
表
か
ら
林
が
加
工
し
て
作
成
し
た
。
 

-
6
 ）
森
岡
清
美
の
一
連
の
研
究
が
あ
る
。
森
岡
「
身
分
か
ら
 職
 分
へ
 」
 宅
 宗
教
文
化
の
諸
相
」
血
書
房
、
一
九
八
四
年
一
、
同
「
 

一
元
的
身
分
制
の
成
立
」
 

宅
 成
城
大
学
日
本
常
民
文
化
紀
要
ロ
十
二
、
一
九
八
六
年
一
、
同
 

「
僧
侶
妻
帯
と
寺
院
の
世
襲
」
 
宅
近
 現
代
に
お
け
る
「
 家
 」
の
 変
 質
 と
宗
教
」
新
地
 

書
房
、
一
九
八
六
年
一
、
同
「
明
治
初
期
の
お
け
る
僧
尼
身
分
の
 

解
体
に
つ
い
て
」
 
ヨ
 日
本
近
代
仏
教
 
史
 研
究
」
二
号
、
一
九
九
五
 年
 ）
。
 

-
7
 一
羽
賀
祥
二
「
明
治
維
新
と
宗
教
 し
繍
摩
 書
房
、
一
九
九
 四
年
 -
 の
 策
 -
 
ハ
章
。
 

（
 
8
 一
 
藤
井
健
志
「
真
俗
二
諦
論
に
お
け
る
神
道
観
の
変
化
」
 

-
 
井
上
順
孝
・
阪
本
是
丸
編
「
日
本
型
政
教
関
係
の
誕
生
」
第
一
書
 
房
 、
一
九
八
七
年
㍉
 

新
 

田
切
「
近
代
政
教
関
係
の
基
礎
的
研
究
 口 -
 大
明
堂
、
一
九
九
 セ
 年
 -
 の
第
一
、
二
章
。
 

-
9
-
 妻
帯
問
題
に
つ
い
て
ほ
、
熊
本
英
人
「
大
正
・
昭
和
初
 期
の
曹
洞
宗
に
お
け
る
「
手
旗
」
問
題
」
 

宅
 日
本
近
代
仏
教
支
所
 究
 」
二
号
、
一
九
九
五
 

 
 

年
 一
、
石
川
 力
山
 
「
近
世
仏
教
の
 お
 け
る
肉
食
妻
帯
論
」
（
大
隅
 
和
 雄
編
「
中
世
の
仏
教
と
社
ム
三
吉
川
弘
文
館
、
二
 
0
0
0
 
年
一
 を
 参
照
。
石
川
論
文
 

 
 
 
 

 
 

ほ
 つ
い
て
は
、
蓑
輪
頑
童
氏
ょ
 
り
 示
教
を
受
け
た
。
 

而
 一
日
本
の
仏
教
学
史
を
振
り
返
っ
た
近
年
の
研
究
と
し
て
は
 、
末
木
立
美
 士
 
「
仏
教
学
に
お
け
る
日
本
仏
教
研
究
」
三
日
本
 

仏
教
思
想
史
論
考
 ロ
 大
蔵
 

9
4
 

出
版
社
、
一
九
九
三
年
）
、
大
西
 
薫
 
「
日
本
近
代
仏
教
学
の
起
源
 
」
三
ロ
本
仏
教
学
会
年
報
 目
 六
六
号
、
二
 
0
0
0
 
午
 ㍉
ま
た
 二
 0
0
0
 
年
日
本
印
度
 



学
 仏
教
学
会
第
五
十
一
回
学
術
大
会
で
「
近
代
日
本
仏
教
の
展
開
 」
の
特
別
部
会
が
開
か
れ
て
、
近
代
仏
教
を
テ
ー
マ
に
し
た
 
発
 表
 が
な
さ
れ
た
。
 
筆
 

 
  

 

者
は
、
学
会
に
出
席
し
て
い
な
い
が
、
当
日
の
配
布
資
料
を
参
 
昭
 す
る
こ
と
が
で
き
た
。
 

@
 
一
 
東
京
帝
国
大
学
 編
 
「
東
京
帝
国
大
学
学
術
大
観
総
説
 
文
学
部
」
一
一
九
四
二
年
 
-
 、
三
三
九
 ｜
 三
四
 0
 頁
 。
木
村
清
孝
「
 原
坦
山
と
「
印
度
哲
学
」
㈱
  

 

の
 誕
生
」
 

二
一
 
0
0
0
 
年
日
本
印
度
 学
 仏
教
学
会
配
布
資
料
㍉
 

う
一
同
上
の
「
東
京
帝
国
大
学
学
術
大
観
総
説
文
学
部
」
、
 

一
八
セ
貢
。
 

@
-
 

東
京
大
学
百
年
史
編
纂
委
員
会
編
「
東
京
大
学
百
年
史
 
部
局
 史
 
一
二
一
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
年
一
、
五
二
五
頁
。
 

@
 

）
今
西
 順
吉
 
「
わ
が
国
最
初
の
「
印
度
哲
学
史
」
講
義
二
 ニ
三
二
三
）
」
 

宅
 北
海
道
大
学
文
学
部
紀
要
」
三
九
巻
一
号
、
一
一
 
一
九
巻
二
号
、
と
も
に
 
一
 

九
九
 0
 年
 、
四
二
巻
一
号
、
一
九
九
三
年
 -
 。
井
上
哲
次
郎
の
学
 問
的
 評
価
に
つ
い
て
は
、
今
西
「
わ
が
国
最
初
の
イ
ン
ド
哲
学
 史
 講
義
二
三
」
、
 
島
 

薗
進
 
「
日
本
に
お
け
る
「
宗
教
」
概
念
の
形
成
 

｜
 井上
哲
次
郎
 の
 キ
リ
ス
ト
教
批
判
を
め
ぐ
っ
て
」
一
山
折
哲
雄
・
長
田
俊
樹
 
編
 
「
日
本
人
は
キ
リ
 

ス
ト
教
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
た
か
 

ヒ
 国
際
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
 
一
九
九
八
年
）
を
参
照
。
「
比
較
宗
教
 
及
 東
洋
哲
学
」
に
つ
 い
 て
は
、
 
磯
 前
順
一
 

氏
 よ
り
示
教
を
受
け
た
。
 

一
 
%
 一
洋
（
 1
 一
 と
同
じ
、
ニ
セ
 
頁
 。
 

花
 一
往
 何
 -
 の 
「
東
京
帝
国
大
学
学
術
大
観
総
説
文
学
部
 L
 、
三
三
一
頁
。
 

ラ
 一
宇
井
但
書
「
特
別
講
演
「
印
度
哲
学
」
命
名
の
由
来
」
 -
 
同
 
「
イ
ン
ド
 
哲
 阜
か
ら
 佛
 教
へ
」
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
㍉
 

総
 ）
第
一
次
大
戦
後
は
、
理
化
学
系
か
経
済
系
の
学
問
が
優
遇
 さ
れ
は
じ
め
て
い
た
。
東
京
帝
国
大
学
、
京
都
帝
国
大
学
で
は
 
法
 学
部
よ
り
経
済
学
系
 講
 

座
 が
移
管
さ
れ
て
、
大
正
八
年
に
経
済
学
部
が
設
立
さ
れ
た
。
 

政
 府
が
 、
資
本
正
義
の
発
展
に
ふ
さ
わ
し
い
経
済
人
・
実
業
人
の
 養成
を
意
図
し
て
い
 

た
た
め
で
あ
ろ
う
。
寺
崎
昌
男
池
編
「
学
校
の
歴
史
第
四
巻
」
 
-
 
第
一
法
規
出
版
、
一
九
七
九
字
）
、
七
九
 

｜
八
 0
 頁
を
参
照
。
 

一
リ
 @
 
 任
 -
 
㎎
 -
 
と
 同
じ
、
五
二
五
頁
。
 

茄
 -
 
京
都
大
学
文
学
部
 編
 
「
京
都
大
学
文
学
部
五
十
年
史
」
 
一
 一
九
五
六
年
Ⅰ
六
四
 ｜
 七
二
頁
。
 

丙
 -
 
京
都
大
学
百
年
史
編
集
委
員
会
編
「
京
都
大
学
百
年
史
 
総
説
篇
」
二
九
九
八
年
）
、
一
四
九
頁
。
 

@
-
 

東
北
大
学
 編
 
「
東
北
大
学
五
十
年
史
 

下
 」
一
一
九
六
 0
 年
 二
一
二
二
九
 ｜
 
一
二
三
五
頁
。
 

（
 ど
 
九
州
大
学
創
立
五
十
周
年
記
念
会
編
「
九
州
大
学
五
十
年
 史
通
史
」
二
九
六
七
年
）
、
二
一
九
頁
。
 

-
 ど
 
同
上
、
二
 0
 セ
ー
 二
 0
 八
頁
。
 

元
一
三
つ
の
帝
国
大
学
の
歩
み
に
つ
い
て
は
、
大
阪
大
学
 編
 
「
 大
阪
大
学
二
十
五
年
計
四
二
九
五
六
年
）
、
北
海
道
大
学
 
編
 
「
 
北
 大
百
年
史
部
局
 史
ヒ
 

-
 ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
八
 0
 年
 一
、
名
古
屋
大
学
史
編
集
委
員
会
編
 

「
名
古
屋
大
学
五
十
年
史
通
史
一
二
二
九
九
五
年
一
を
参
 昭
  
 



  
一
 ㎎
一
同
上
、
六
 0
 頁
 。
 

 
 

 
  

 

五
一
羽
 渓
了
諦
 「
明
治
仏
教
学
者
の
海
外
進
出
」
三
羽
 

渓
了
諦
 博
士
米
寿
祝
賀
記
念
仏
教
論
説
選
集
」
大
東
出
版
社
、
一
九
七
一
 

年
 -
 。
 

お
 ）
村
上
専
精
の
大
乗
仏
教
非
仏
説
に
つ
い
て
ば
、
村
上
専
精
 
「
伝
記
叢
書
Ⅸ
六
十
一
年
二
名
赤
裸
裸
三
一
大
空
性
、
一
 

九
九
三
年
 @
 

三
四
二
ー
 

1
5
 

四
 0
 四
頁
。
 

@
 
一
 
往
 @
 
一
の
「
学
校
の
歴
史
第
四
巻
 ヒ
 、
 八
 0
 頁
 。
 

元
一
国
立
教
育
研
究
所
編
「
日
本
近
代
教
育
百
年
史
第
四
巻
 
」
 -
 財
団
法
人
教
育
研
究
振
興
会
、
一
九
 セ
 四
年
Ⅰ
 
六
 0
 六
頁
。
 

@
-
 
文
部
省
 編
 
「
文
部
省
例
規
類
纂
第
三
巻
 し
 一
大
空
性
、
一
 九
八
 セ
 年
 @
 
 一
八
八
頁
。
 

-
 
四
 -
 
件
間
宮
二
夫
「
政
教
分
離
に
関
す
る
政
策
資
料
 卜
｜
 特
に
 宗
教
教
育
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
」
 

ミ
 東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
 所
 紀
要
」
第
三
七
冊
、
 

一
 

九
六
五
年
Ⅱ
 

一
型
大
字
 史
 編
纂
委
員
会
編
「
立
正
大
学
の
百
二
十
年
」
 

二
 
九
九
二
年
 -
 、
二
六
頁
。
 

@
-
 
龍
 谷
大
学
三
百
五
十
年
史
編
集
委
員
会
編
「
 龍各
 大
学
二
一
 
百
五
十
年
史
通
史
綿
上
巻
」
 
三
 一
 
0
0
0
 年
 一
、
六
一
七
 ｜
 六
一
 二
九
頁
。
 

@
 
）
大
谷
大
学
百
年
史
編
集
委
員
会
編
「
大
谷
大
学
百
年
史
 
通
史
 編
ヒ
二
一
 0
0
 

一
年
 

-
 、
二
七
二
ー
二
九
四
頁
。
 

-
 笹
 
大
正
大
学
五
十
年
史
編
纂
委
員
会
編
「
大
正
大
学
五
十
年
 
史
 」
二
九
七
六
年
 @
 
二
七
三
頁
。
 

-
 
回
）
庄
一
㏄
 
-
 と
 同
じ
、
二
四
 
｜
三
 二
頁
。
 

-
 
祐
 -
 
駒
沢
大
学
八
十
年
史
編
纂
委
員
会
〒
駒
沢
大
学
八
十
年
史
 
し
 二
九
六
二
年
一
、
二
九
五
 
｜
 三
一
九
頁
。
 

一
 ㏄
）
佳
 -
 
㏄
 -
 と
 同
じ
、
二
七
一
 
｜
三
 0
 八
頁
。
 

繍
 ）
和
田
性
海
綿
 
曹
 日
野
山
大
学
五
十
年
史
」
二
九
三
六
年
 -
 
一
二
五
 ｜
 
一
四
六
頁
。
 

冤
一
 

「
 
龍
 谷
大
学
三
五
 
0
 年
の
歩
み
 
ぬ
 二
九
八
九
年
一
、
四
二
 
頁
 。
 

菊
 ）
宗
門
立
学
校
の
研
究
を
提
唱
し
た
も
の
と
し
て
、
小
林
秀
 樹
 
「
「
宗
門
立
学
校
」
研
究
の
課
題
と
展
望
 

｜
 各宗
派
の
共
通
 性
 と
個
別
性
の
問
題
」
 

毛
 日
本
近
代
仏
教
 史
 研
究
 口
 第
二
号
、
一
九
九
五
年
㍉
 

学
 

（
 
即
 一
橋
本
 鉱
 市
の
研
究
に
よ
れ
 ば
 、
大
正
年
間
の
京
 都
 帝
国
大
学
や
早
稲
田
大
学
に
お
け
る
哲
学
系
卒
業
生
の
進
路
の
 
な
か
で
、
僧
侶
の
占
め
る
割
合
が
 

教
 

か
な
り
高
か
っ
た
。
印
度
哲
学
史
、
東
洋
哲
学
の
講
座
や
専
攻
が
 
僧
侶
子
弟
の
進
学
 先
 と
し
て
選
択
さ
れ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
 

橋
 木
銃
 市
 
「
明
治
 

Ⅰ
 
@
 
丁
 
，
 

 
 

大
正
期
に
お
け
る
文
学
部
卒
業
生
の
社
会
的
配
分
と
役
割
」
昌
大
 
学
 史
研
究
 口
 第
十
二
号
、
一
九
九
六
年
 -
 。
 

 
 

一
九
年
一
、
七
三
五
 ｜
 七
三
 セ
頁
 。
 

@
@
 
 

日
本
仏
教
学
会
編
「
日
本
仏
教
学
ム
三
八
十
年
の
 

歩
み
」
（
日
本
仏
教
学
会
西
部
事
務
局
、
一
九
九
五
年
一
、
二
 

｜
五
 頁
 。
 



一
 
%
-
 

吉
田
久
一
「
日
本
近
代
仏
教
 史
 研
究
」
 

一
 
吉
川
弘
文
館
、
一
 
九
五
九
年
 -
 の
 第
五
章
。
 

-
 町
一
宗
門
大
学
昇
格
後
、
研
究
と
信
仰
と
の
問
題
は
、
大
学
に
 お
け
る
学
問
の
自
由
の
次
元
を
前
提
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
 

龍
 谷
 大
学
で
お
こ
っ
た
 

事
諺
 

 
 
 
 

伴
ほ
つ
い
て
ほ
、
庄
一
臣
一
と
同
じ
、
六
三
九
 
｜
 六
五
九
頁
を
参
照
 
 
 

 
 
 
 
 
 

一
色
東
京
帝
国
大
学
宗
教
学
講
座
創
設
二
十
五
年
記
念
会
編
「
 宗
教
学
論
集
」
 
-
 
同
文
館
、
一
九
三
 
0
 年
 -
 、
ニ
ー
三
頁
。
 

@
@
 
 
国
立
教
育
研
究
所
編
「
日
本
近
代
教
育
百
年
史
第
一
巻
 」
 -
 財
団
法
人
教
育
研
究
振
興
会
、
一
九
 セ
 四
年
Ⅰ
二
三
五
 ｜
一
 一
一
一
一
 

-
 
ハ
頁
。
 

@
-
 

注
 7
-
 
の
 第
一
部
。
 

-
 肌
一
位
 木
 秋
夫
は
、
姉
崎
以
降
の
宗
教
学
の
変
化
を
鋭
く
観
察
 
し
 、
つ
ぎ
の
よ
う
に
喝
破
し
た
。
「
宗
教
学
 

は
 日
本
に
 於
 い
は
、
 

そ
の
哲
学
的
な
い
し
 心
 

理
学
的
方
面
に
 
於
 い
て
明
白
な
行
き
詰
り
を
示
し
つ
つ
あ
っ
た
 

時
 親
に
、
は
じ
め
て
本
格
的
に
輸
入
さ
れ
だ
し
た
。
か
く
て
、
 

そ
 の
 宗
教
学
の
姿
は
 
、
 

む
し
ろ
民
族
学
的
な
い
し
社
会
学
的
方
面
に
主
流
を
求
め
ら
れ
な
 
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
」
一
位
 木
 秋
夫
「
宗
教
学
説
」
三
笠
 責
 居
、
一
九
三
七
年
、
 

五
セ
 貞
一
。
 

う
 -
 
島
 貢
進
，
 磯
 前
順
一
編
「
東
京
帝
国
大
学
神
道
研
究
室
 旧
 蔵
書
目
録
お
よ
び
解
説
」
（
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
六
年
 -
 第
 
一
部
第
一
章
。
 

磯
 前
傾
 

一
 「
近
代
神
道
学
の
成
立
田
中
毒
 
能
論
 」
三
思
想
」
八
六
 
0
 号
 、
一
九
九
六
年
 -
 、
 同
 
「
逆
説
的
近
代
と
し
て
の
神
道
学
」
 
ミ
 創
 文
目
三
九
セ
 
号
、
 

一
九
九
八
年
 -
 。
 

-
 芭
 
津
市
 -
 の
末
木
本
所
収
の
「
大
蔵
経
と
辞
典
の
編
纂
」
。
 

-
 ど
任
 - 笏 -
 
と
 同
じ
、
一
四
九
頁
。
 

@
 
一
「
大
正
新
脩
大
蔵
経
」
の
 序
 。
 

一
冊
 一
 
Ⅰ
 お
 三
ロ
 の
 （
 
c
 コ
ダ
，
下
 く
の
分
の
 コ
 巨の
 ぷ
 く
の
 
円
 毬
打
（
き
 %
 安
 い
 
Ⅱ
ロ
口
山
山
 
プ
榛
丑
 
の
片
口
 

臼
 0
 ㏄
 い
 ㏄
 簿
コ
 
Ⅱ
 パ
つ
 
Ⅱ
の
の
 

臼
 0
 コ
 0
 司
目
 
㏄
 つ
 ㏄
 コ
 ・
の
 
し
コ
く
 
-
 
臼
 0
 コ
 0%
Q
-
o
 
す
 p-
 刃
 0
 一
の
。
 

，
 

ぎ
の
ミ
 ぎ
 捷
ね
轟
荘
ト
 ㌔
 い
 
き
 巨
せ
 @
 さ
 ぢ
ぬ
 
ざ
 S
 ぬ
 ㌔
 
ぎ
鮭
 ～
 
守
ハ
 
～
 
き
め
汀
 ㌔ ぎ
ふ
 ぎ
晦
 き
夷
 
ト
 
3
%
 こ
 （
 
@
 
㏄
 
ト
ヌ
ヘ
 Ⅰ
 あ
，
 ）
・
 
円
ア
 c
 ヨ
 い
の
力
 -
 
ヨ
の
 「
 -
 の
ロ
・
㌧
コ
コ
 
い
の
 
侍
 
0
 づ
，
 目
 
し
パ
 
-
 
コ
 い
の
 
廿
 
0
 コ
 

二
日
 づ
の
 
「
れ
円
 
宝
 ㌧
「
の
の
の
・
）
の
つ
つ
 

-
 
甜
 @
 
 佳一
 l
-
 と
 同
じ
、
二
一
八
 
｜
 三
三
 0
 頁
 。
 

諒
 -
 
隅
 波
護
 ・
藤
井
譲
治
 編
 
「
東
大
東
洋
学
の
百
年
」
 
-
 
京
都
 大
学
学
術
出
版
会
、
二
 
0
0
 
二
年
 -
 は
 、
京
都
大
学
の
東
洋
学
の
 碩
学
を
回
顧
し
て
い
る
 

が
 、
こ
こ
に
は
仏
教
学
者
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
京
都
大
学
 
東
 洋
学
の
内
藤
湖
南
、
矢
野
仁
一
が
主
張
し
た
中
国
非
国
論
は
 
、
中
 国
文
明
を
高
く
評
 

価
し
な
が
ら
、
中
国
人
の
近
代
国
家
形
成
の
能
力
を
低
く
見
る
 @
 
」
と
で
、
 
三
 0
 年
代
の
日
本
の
対
中
国
政
策
の
論
理
を
用
意
し
 た
と
指
摘
さ
れ
て
い
 

る
 。
三
輪
公
 忠
 
「
日
本
・
一
九
四
五
年
の
視
 
出
 
（
東
京
大
学
出
 版
 会
、
一
九
八
六
年
 -
 、
一
一
二
 ｜
 
一
二
七
頁
を
参
照
。
 

@
 
一
 
固
有
信
仰
論
に
つ
い
て
は
、
 

林
淳
 
「
固
有
信
仰
論
の
学
 史
 的
 意
義
に
つ
い
て
」
（
脇
本
字
 
也
 
・
田
丸
 徳
善
編
 「
ア
ジ
ア
の
み
 
ホ
教
と
精
神
文
化
」
 
新
曜
 



近代日本における 仏教学と宗教学 

  社、 
  
九 
九 
セ 

年           
  
  
  
  
が 

する寺領寺院寺領寺院数 あ 

る 。 

  
北 総 

数 

表
 2
 
 注
 -
5
 ）
の
 表
 

埼
玉
県
の
宗
派
別
寺
院
数
の
変
化
 



め る 
と で 。 

こ あ や 
ろ っ が 

で た て 
、 の は 

戒 だ 僧 
と ろ 竹口 

律 ぅ が 

と か 形 
は 。 成 
本 さ 

来、 れ 
た 

月リ と 

  考 
で え 

あ ら 

る れ 
る 

戒 が 

了迅 @@ @ 
精 実 
中 平 際 不 
ヤ生 c 
を そ 
重   
  
  
倫 

僧伽 

  
理 構 

道 
成口 

貝 

徳 @ 
的 よ 

な   
も て 

  
で 
あ 

護持 

さ 

  れ 
理 
和い， 
を 

た戒 

説 
律 
ま @ 

  ど 

    
c よ 

うな 対し 

も 

55@ (273) 

日 
本     
人 
の は 
護 

じ 
ド い 定書中す し Ⅴ   時生 こ に長い 舌 

戒律 

の中 

  
宗 古せなの した の 

身 
ま @ 仏教 代か性、 よう 行動 起 書 ばし 律蔵 

ィ可 

で 

あ 
者たち 叡尊、ら中世と真剣 の基準 が同一 ば登場 に関わ 

  
六 @ ヒ は 律蔵 持斎、 にかけ に取り が述べ の人間 し、そ る戒 と 

  長て細 ら にれ し 所 

だ 
斎 の んれ見は て 説 

ろ 
僧 だた え 在 古の 
侶集司 る 家来 律 

つ > 
か 0 特で性 回 能が 、 看護 に持り よ 

徴 あ が 起限 さ も 

仏 
で る る誓走 れ 大 

教   
が 

  
た そ叡 と ず佳生 

日 
本   
    性お中 発足 斎た 
も 

が い世的戒 戚戚 
高 て のでを でを 

力 @ Ⅰ 

ら 

さ 重視す 、生 律宗門も八斎く 点 ある 受戒し ある。 
れ 

仏 
るが、 活の中 八斎戒 戒が 重 侶 たち を共通 僧侶 た 

教 
に 要は点た な そ 
生な 当 と ち 六 こ 

を 

信奉 

す 
る 
  

人 
々 大乗戒 分と考してい 異な は の儀式 斎戒を に拘 日 顕 
が 

登 
土場 

す   

日
本
人
の
護
持
し
た
戒
律
 



こ
の
土
壌
の
上
に
は
波
羅
夷
 法
 の
一
 つ
 で
あ
る
小
津
 戒
 は
 重
要
事
項
と
し
て
は
登
場
し
な
い
 "
 

し
か
し
一
万
、
南
都
系
の
戒
壇
に
お
い
て
律
蔵
に
基
づ
 
い
た
具
足
戒
の
授
受
が
現
代
に
ま
で
継
続
す
る
こ
と
も
 ま
た
事
実
で
あ
る
。
 

律
は
他
律
的
で
教
団
を
維
持
す
る
た
め
の
 軌
則
 、
法
則
 で
あ
る
。
両
者
が
一
体
と
な
っ
て
戒
律
と
の
用
語
が
生
 
じ
る
の
は
東
ア
ジ
ア
 世
 

界
 に
お
い
て
で
あ
る
。
 

僧
伽
は
一
般
に
、
在
家
の
信
者
と
出
家
の
修
行
者
か
ら
 
構
成
さ
れ
る
。
在
家
は
優
婆
塞
、
優
婆
夷
、
出
家
者
は
 
見
習
い
の
沙
弥
、
 沙
 

弥
尼
 、
式
叉
摩
那
、
正
式
の
比
丘
、
比
丘
尼
で
あ
り
、
 セ
案
 と
 称
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
遵
守
す
べ
き
戒
は
 、
総
 称
 と
し
て
 セ
衆
戒
と
呼
 

ぼ
れ
た
。
 セ
衆
戒
 の
ひ
と
っ
を
受
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
 家
 に
な
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
五
戒
を
受
持
 
す
 れ
ば
優
婆
塞
、
優
婆
夷
 

一
 
2
 一
 

で
あ
り
、
具
足
戒
を
受
持
す
れ
ば
比
丘
、
比
丘
尼
で
あ
 る
 。
し
か
し
、
中
国
か
ら
日
本
に
か
け
て
は
新
た
な
 
階
 層
も
生
じ
て
い
た
。
 出
 

家
 者
で
あ
る
比
丘
、
比
丘
尼
は
、
具
足
戒
を
受
戒
す
る
 
こ
と
に
よ
っ
て
正
式
と
認
め
ら
れ
る
と
い
う
原
則
が
 
イ
ン
ド
よ
り
存
在
し
た
 

が
 、
平
安
時
代
初
期
に
最
澄
の
主
張
す
る
大
乗
戒
が
 
比
 叡
山
で
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
こ
の
原
則
が
崩
 
れ
た
こ
と
も
周
知
の
通
 

り
で
あ
る
。
国
家
公
認
の
僧
侶
に
、
二
種
類
の
受
戒
刀
 法
 が
実
質
的
に
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
様
々
な
 
混
 乱
を
生
じ
さ
せ
た
。
 こ
 

こ
に
菩
薩
と
し
て
遵
守
す
べ
き
精
神
的
な
 戒
と
 、
七
衆
 と
い
う
集
団
の
構
成
員
そ
れ
ぞ
れ
が
遵
守
し
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
い
 戒
 と
の
境
界
 

線
 が
き
わ
め
て
 暖
昧
 に
な
る
。
菩
薩
と
し
て
遵
守
す
べ
 き
 菩
薩
戒
の
受
持
の
み
で
 セ
 衆
の
一
つ
で
あ
る
比
丘
、
 比
丘
尼
に
な
れ
る
と
す
 

る
 主
張
が
最
澄
の
大
乗
戒
の
王
張
の
本
質
で
あ
る
。
 
，
 
ご
 」
に
日
本
の
仏
教
者
の
間
に
精
神
性
を
重
ん
じ
る
 伝
 統
 が
芽
生
え
る
。
た
だ
 

し
 、
出
家
の
比
丘
比
丘
尼
と
は
何
か
、
本
当
に
必
要
な
 戒
律
と
は
何
か
と
い
う
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
日
本
天
台
 
の
 主
張
は
破
天
荒
で
は
 

あ
る
が
、
重
要
な
問
題
を
含
ん
で
 
い
 る
こ
と
は
確
か
で
 あ
る
。
最
澄
は
、
出
家
に
必
要
な
も
の
は
大
乗
の
精
神
 
性
 で
あ
り
、
そ
れ
を
 具
 

-
 
コ
 -
 

え
れ
ば
十
分
に
出
家
の
比
丘
で
あ
る
と
の
結
論
を
導
 
い
 た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
戒
が
 律
 よ
り
も
上
位
に
立
っ
た
 日
本
の
特
徴
が
あ
り
、
   



日本人の護持し 

汗ひ @@ @   
、 ま に 

五 ず   

戒 往 古 
と 宋 代 
八 の か 
斎 人 ら 

戒 が 中 
で 謹 也 
あ 持 @ こ 

る し か 

。 た け 

  
と 苫 を 

  
  
  

婆 

小邦 塞 、 
浅優 

二夫が 不要証 遮 
円 受 

  
の と 

学 さ 

処 れ 
を た 

内 も 

容 の 

  

 
 船
代
 に
 遵
守
す
べ
き
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
 
の
か
に
焦
点
を
当
て
て
い
き
た
い
。
実
際
に
遵
守
が
確
 

か
め
ら
れ
る
事
例
を
手
が
か
 

し 戒 た 視 探 戒 足 で   、 点 仏 1 っ こ を 戒 は 
。 具 そ か 教 て の 意 受   

み よ 味 戒 南 在家 個別 仲酌 際 の らの にお た う す の 都 
の な に 研 け の い な る 時 の 

。 長英 ヨ こ @=  干 官事 

心 と は 侶 
か に わ た   [C 

お 
ら は ず ち 

遍 守 に い 事 、 な か が   ナ 4 目 ら に 実 
る 本 な 波 際 して Ⅰ @@ ふ @ , 
戒律 

大 い 羅 に 
考 れ わ で 今 
え が 

の 。 東 道 

の 
謹 ま 法 守 

遵 
持 た の し 
し す 四 た   守   
際 の 字 と 

  学 処 は 
ヲ う て 4% 上 と   
律 が 四 果 
を 道 依 た 
操 守 決 し 

永 さ の て 
し れ み 律   、 た が 蔵 

て そ と 確 に 
こ も 認 説 

か 限 さ か   も ら れ れ 
で 員 話 生 な る る 
は に 賢 清 い に 学 

    す 処   中 ぎ で 
彼 り @ し な あ 

根 い っ 

ざ た 
  ま の 

た仏 

た だ   ろ 
教 愛 う     戒 か 

そ そ る 察 た 一 が   
の の 。 し 戒 一体 そ し 

当 判 と よ 律 的 の か 
な ま し とい 定は該の ころ う。 姿 ま 

時 難 で ま ぅ を キ 香 具 



律
蔵
に
説
か
れ
る
 
学
 処

や
捉
度
 部
に
基
づ
い
た
出
家
者
た
ち
の
生
活
が
有
っ
 

た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
 
想
 

と
さ
れ
る
善
信
尼
等
が
住
し
た
豊
浦
寺
の
近
く
に
僧
寺
 
が
 築
造
さ
れ
た
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
律
蔵
の
規
定
に
 
従
っ
た
寺
院
の
造
成
が
 

一
 
5
 一
 

と
す
る
。
ま
た
、
在
家
の
信
者
に
は
月
の
定
め
ら
れ
た
 
六
斎
日
に
八
斎
戒
を
守
る
習
慣
も
あ
っ
た
。
八
斎
戒
は
 
、
在
家
の
五
戒
に
 、
不
 

-
G
-
 

塗
師
 香
質
戒
 、
不
坐
高
 広
床
戒
 、
不
歌
舞
 観
聴
戒
 、
 及
 び
 非
時
食
戒
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
六
斎
日
は
 
、
月
 の
 八
日
、
一
四
日
、
一
 

五
日
、
二
三
日
、
二
九
日
、
三
 0
 日
で
あ
り
、
出
家
者
 が
 布
薩
を
す
る
日
と
そ
の
中
間
の
日
で
あ
り
、
出
家
者
 
の
 生
活
を
偲
ぶ
意
味
も
 

あ
っ
た
。
八
斎
戒
の
中
心
は
斎
戒
に
在
っ
た
と
さ
れ
、
 
午
後
に
食
事
を
し
な
い
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
八
斎
戒
 
は
 六
斎
日
に
限
ら
ず
、
 

一
定
の
期
間
遵
守
さ
れ
る
も
の
も
存
在
し
た
。
こ
の
よ
，
 
っ
 な
場
合
に
は
、
長
期
に
わ
た
る
八
斎
戒
の
意
で
長
篇
 
と
 呼
ぶ
。
 長
 斎
の
事
例
 

は
す
で
に
中
国
に
あ
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
 
、
日
本
に
お
い
て
も
実
際
に
遵
守
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
 
知
ら
れ
る
。
次
の
資
料
 

を
見
よ
う
。
 

滋
賀
山
寺
を
詣
ね
、
尊
容
を
礼
し
て
願
を
発
し
、
身
心
 
を
 刻
み
て
罪
を
俄
し
 、
 戒
を
受
け
長
 篇
し
 、
神
剣
を
造
 ら
し
め
、
使
い
を
 

宮
掌
 楽
 遺
文
目
下
、
八
八
四
丁
一
二
ー
二
三
 

附
し
之
を
進
む
。
 

こ
れ
は
「
家
伝
」
下
の
藤
原
武
 知
 麻
呂
の
伝
記
で
あ
る
 が
、
 明
ら
か
に
八
斎
戒
を
長
篇
と
し
て
遵
守
し
た
例
が
 
見
 い
だ
せ
る
 0
 こ
の
 

よ
う
に
古
代
に
お
い
て
は
、
在
家
の
衆
が
守
っ
た
戒
は
 
五
戒
 か
 八
斎
戒
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
 

2
 
 出
家
者
の
場
合
 

次
に
出
家
者
の
戒
律
の
遵
守
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
古
代
 
の
 実
際
を
知
る
こ
と
は
難
し
い
。
具
足
戒
を
受
戒
し
た
 
以
上
は
、
具
足
戒
の
 

学
 処
を
遵
守
す
る
の
が
当
然
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
ど
 
の
学
処
 ま
で
を
守
っ
て
い
た
の
か
、
判
断
す
る
こ
と
は
 困
難
で
あ
る
。
 

ま
た
古
代
が
全
く
無
 戒
 状
態
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
も
 、
あ
ま
り
に
も
一
方
的
で
あ
る
。
た
と
え
 ぼ
 日
本
に
お
 け
る
最
初
の
比
丘
尼
 

  



日本人の護 ナ寺   

像
 に
難
く
な
い
。
し
か
し
実
際
に
彼
ら
出
家
者
た
ち
が
 ど
の
よ
う
な
 学
 処
を
遵
守
し
て
い
た
の
か
は
、
不
明
と
 せ
ざ
る
を
得
な
い
。
 
但
 

し
 、
律
蔵
を
知
悉
し
て
い
な
く
と
も
ほ
 ほ
 律
蔵
に
則
っ
 た
 生
活
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
ら
、
ほ
ぼ
大
過
の
な
い
 
生
 活
 な
し
て
い
た
と
想
像
 

し
て
お
き
た
い
。
 

古
代
の
戒
律
史
上
、
鑑
真
の
来
朝
に
よ
る
正
式
な
具
足
 
戒
の
授
受
は
エ
ポ
ッ
ク
メ
イ
キ
ン
グ
の
事
件
と
し
て
 
扱
 わ
れ
る
。
鑑
真
ら
は
 

東
大
寺
の
大
仏
殿
の
前
に
授
戒
を
行
っ
た
が
、
こ
の
時
 
、
日
本
の
僧
侶
た
ち
の
中
に
は
、
鑑
真
の
授
戒
に
従
わ
 
ず
、
 自
ら
の
戒
が
正
当
 

で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
。
「
 日
本
高
僧
伝
要
文
抄
し
所
収
の
普
照
の
伝
記
は
、
本
朝
 
の
 僧
侶
た
ち
が
「
白
票
 

-
g
-
 

経
 」
の
記
述
に
基
づ
き
、
具
足
戒
を
自
誓
受
戒
し
て
い
 
た
こ
と
を
伝
え
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
は
実
際
に
彼
ら
 
が
目
 不
足
 戒
 と
し
て
ど
の
 

よ
う
な
 学
 処
を
遵
守
し
て
い
た
の
か
を
伝
え
る
も
の
で
 
は
な
い
。
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
受
戒
と
持
戒
と
の
差
を
 
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
 

ま
た
、
鑑
真
の
伝
戒
は
、
世
俗
権
力
に
よ
っ
て
具
足
戒
 
の
 授
受
が
場
所
を
限
定
さ
れ
、
僧
侶
が
個
別
的
に
も
 
管
 建
 さ
れ
る
こ
と
を
意
味
 

 
 

し
た
と
の
見
解
は
十
分
に
傾
聴
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
 
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
彼
ら
出
家
者
た
ち
は
受
戒
時
の
波
 
羅
 実
法
 等
 の
 学
処
 に
徳
 

っ
 た
は
ず
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
違
反
が
有
っ
た
場
合
 
に
は
、
教
団
追
放
に
処
せ
ら
れ
た
と
考
え
る
の
が
筋
で
 
あ
る
。
実
際
、
「
僧
尼
 

ム
 下
ヒ
 の
 規
定
に
教
団
追
放
に
な
る
事
例
が
挙
げ
ら
れ
て
 
お
り
、
ま
た
、
「
類
従
三
大
格
」
養
三
に
収
載
さ
れ
た
 延
暦
 十
 セ
字
石
丸
 ら
 

日
周
十
五
日
条
の
太
政
官
符
に
は
「
沙
門
の
行
は
戒
律
 を
 護
持
す
。
荷
も
斯
の
道
に
 乖
 か
ば
宜
に
仏
子
と
日
わ
 ん
や
」
と
述
べ
ら
れ
、
 

ぬ
 

沙
門
た
る
や
戒
律
を
護
持
す
べ
き
で
あ
る
と
の
 主
 張
 が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
守
ろ
う
と
の
意
識
が
有
っ
 
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
 

し
か
し
、
具
足
戒
の
学
 処
が
 実
際
に
は
遵
守
さ
れ
な
い
 
場
合
が
あ
っ
た
と
見
え
、
続
く
弘
仁
三
年
穴
一
こ
 セ
月
 十
日
の
太
政
官
 

符
に
よ
 れ
ば
、
 少
 僧
都
 忠
 茶
釜
没
年
不
詳
の
状
が
引
 崩
 さ
れ
、
当
時
の
「
僧
尼
の
行
業
、
威
 く
 如
法
な
ら
ず
 」
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
 

れ
て
い
る
。
 
忠
 芥
の
状
は
請
求
に
よ
っ
て
処
断
し
て
ほ
 し
 い
 旨
を
訴
え
「
但
し
殺
人
、
肝
、
盗
、
此
は
是
 れ
軽
 か
ら
ず
。
犯
に
随
 い
還
   



浴
 せ
し
め
よ
」
と
述
べ
て
い
る
。
官
符
の
処
断
は
「
 自
 今
 以
後
、
僧
尼
の
犯
罪
は
軽
重
を
論
ぜ
ず
 、
一
 え
に
 僧
 尼
ム
コ
 
に
依
り
て
 勘
 う
べ
 

し
 」
と
あ
り
、
僧
尼
令
の
規
定
に
厳
密
に
従
わ
せ
よ
う
 
と
の
意
図
が
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
官
符
の
存
在
か
ら
、
 波
羅
夷
 法
 の
 学
 処
さ
え
 

時
に
は
護
持
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
実
態
が
窺
わ
れ
る
。
 

3
 
 出
家
者
の
犯
 成
 の
 例
 

実
際
に
還
俗
ま
た
は
遠
島
に
処
せ
ら
れ
た
例
を
正
史
の
 
中
に
一
、
二
例
徴
し
て
見
よ
う
。
 

「
日
本
後
記
」
の
弘
仁
三
年
穴
一
こ
、
八
月
八
日
の
 
条
に
 
「
発
目
、
 僧
良
勝
 を
多
 樹
島
 に
流
す
。
 女
 と
同
車
 す
る
を
以
て
な
り
」
 

と
の
記
事
が
見
え
、
ま
た
「
類
聚
国
史
」
 
巻
 八
十
七
、
 刑
法
 
一
 、
配
流
の
弘
仁
十
四
年
穴
一
里
二
月
二
十
 五
日
の
条
に
は
「
冥
福
 

寺
僧
中
瀬
、
 庚
信
 、
元
興
寺
僧
 永
継
 等
を
遠
江
 回
 に
流
 す
 。
並
 む
婬
犯
に
 縁
る
な
り
」
と
の
記
事
が
あ
り
、
 実
 際
に
僧
尼
令
の
適
用
を
 

受
け
て
流
罪
に
な
っ
た
者
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
実
際
に
畿
内
よ
り
追
放
に
な
っ
た
事
例
 
は
 
「
 
婬
犯
 」
と
あ
る
よ
う
に
、
明
ら
か
に
波
羅
夷
 法
に
 抵
触
し
た
場
合
で
あ
 

っ
た
 。
こ
れ
は
僧
侶
を
世
俗
権
力
に
よ
っ
て
教
団
追
放
 
に
 処
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
事
例
 
が
 、
当
時
の
朝
廷
公
認
 

の
 僧
侶
の
多
く
が
波
羅
夷
 法
 の
 学
処
 す
ら
護
ら
な
か
っ
 た
こ
と
を
意
味
す
る
と
は
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
。
逆
に
 
こ
れ
ら
の
違
犯
の
記
事
 

は
 、
波
羅
夷
法
を
遵
守
す
べ
き
だ
と
す
る
意
識
の
存
在
 を
物
語
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
い
。
 

同
様
の
意
識
は
、
後
世
の
僧
 
伝
 史
料
の
中
に
も
見
い
 
だ
せ
る
。
た
と
え
ば
、
虎
関
師
錬
一
一
二
七
八
 ｜
一
 三
四
 さ
の
著
作
で
あ
る
 

「
元
亨
釈
書
 ヒ
巻
 第
二
に
、
晩
年
に
は
後
房
を
置
い
た
 
釈
明
一
毛
二
八
 ｜
セ
 丸
ら
、
法
相
宗
の
学
僧
で
晩
年
に
 
碗
 閨
を
設
け
た
学
者
 

0
 駅
 慈
 室
 
@
 五
八
 ｜
 八
一
匹
の
伝
を
挙
げ
た
後
に
 
、
次
 の
よ
う
な
言
及
を
し
て
い
る
。
 

釈
氏
の
世
俗
に
異
な
る
所
以
は
、
閨
閤
を
立
て
ざ
る
 
な
 り
 。
荷
も
繋
 恋
 有
ら
ば
、
豊
に
 梵
法
 た
ら
ん
や
。
多
智
 禅
定
な
る
も
婬
を
   



日本人の護持し  
 

三
大
仏
金
目
 一
 0
 
 
一
 、
一
六
二
丁
一
六
 ｜
一
セ
 -
 

断
ぜ
ざ
れ
ば
、
皆
、
魔
 属
と
 成
ら
ん
。
 

婬
 威
に
対
す
る
戒
め
を
述
べ
、
出
家
僧
侶
た
る
所
以
を
 
開
陳
す
る
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
実
際
に
は
妻
帯
の
僧
侶
も
、
古
代
か
ら
多
く
 見
ぃ
 だ
せ
る
の
も
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
た
と
 
え
ば
、
妻
子
を
養
っ
 

た
 事
例
が
目
並
 異
記
 」
 巻
干
 に
見
出
さ
れ
る
。
「
沙
門
、
 
刃
広
大
乗
を
話
し
、
海
に
沈
み
て
溺
れ
ざ
る
 
縁
 第
四
 」
の
冒
頭
部
分
に
「
 諾
 

楽
の
京
に
一
の
大
 僧
 有
り
。
 
名
末
だ
詳
 か
な
ら
ず
。
 
僧
 、
 常
に
方
 広
 経
典
を
涌
 し
、
 俗
に
即
き
て
銭
を
貸
し
 
、
妻
子
を
養
 ふ
 
三
缶
一
五
車
 

一
 

己
三
 二
七
頁
一
 -
 」
と
の
記
述
が
見
え
る
。
明
ら
か
に
 云
 不
良
の
都
の
寺
僧
の
例
で
あ
り
、
「
 
大
僧
 」
と
あ
る
か
ら
 に
は
具
足
戒
を
受
け
た
 

出
家
比
丘
の
話
で
あ
る
。
私
度
の
沙
弥
の
妻
帯
の
例
は
 
、
上
巻
、
第
二
 セ
 話
の
冒
頭
部
分
、
「
石
川
の
沙
弥
は
 自
度
に
し
て
名
無
く
 、
 

其
の
俗
性
も
亦
 詳
 か
な
ら
ず
。
石
川
の
沙
弥
 と
号
ぶ
所
 以
は
、
 
其
の
婦
、
河
内
の
国
石
川
の
郡
の
人
な
る
 
以
 て
な
り
三
毒
一
叢
 評
 
一
 二
 

三
頁
 三
 １
 %
 」
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
で
は
私
度
の
 
沙
弥
が
妻
帯
を
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
出
家
者
 

の
妻
帯
が
明
ら
か
で
あ
 

る
 。
 

こ
の
よ
う
に
、
出
家
者
の
妻
帯
が
 街
佛
 と
さ
れ
る
事
例
 0
 枚
挙
に
暇
は
な
 い
 の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
 ら
ず
、
波
羅
夷
 法
 、
 

特
に
殺
人
・
 
楡
盗
 ・
 婬
犯
 に
関
す
る
 学
 処
を
遵
守
 す
 

き
で
あ
る
と
の
意
識
が
、
僧
侶
側
に
も
世
俗
権
力
側
に
 
も
 存
在
し
て
い
た
こ
と
 

が
 窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
正
史
や
「
日
本
震
 
異
記
ヒ
の
 記
述
か
ら
考
え
て
、
実
際
に
不
 婬
 と
い
う
 学
 処
が
 遵
守
さ
れ
な
い
 傾
 

略
何
 に
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
 婬
犯
に
関
 す
る
規
定
は
、
建
前
上
の
理
想
と
し
て
存
在
し
た
の
で
 
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
 

弘
 

恒
三
年
の
官
符
に
引
用
さ
れ
た
 忠
 芥
の
状
に
見
る
如
く
 、
 不
婬
 戒
は
如
法
に
は
遵
守
さ
れ
な
か
っ
た
代
表
的
な
 学
処
 で
あ
り
、
し
か
も
 

院
政
期
以
降
は
、
 
真
弟
 、
真
弟
子
等
の
用
語
が
寺
僧
の
 周
辺
に
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
推
測
し
て
、
殆
ど
 
有
 名
 無
実
化
し
、
遵
守
の
 

意
識
も
稀
薄
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
 
 
 

  



次
に
、
平
安
期
中
期
の
現
状
を
説
話
資
料
か
ら
考
え
て
 

み
よ
う
。
ま
ず
こ
こ
で
は
往
生
伝
や
験
 
記
 物
を
取
り
上
 げ
て
み
る
。
ま
ず
、
 

慶
滋
保
胤
 軍
 l
 一
 
0
0
 三
の
著
し
た
「
日
本
往
生
種
 楽
記
 」
に
は
、
戒
律
の
護
持
の
話
が
見
え
る
。
ま
ず
 

注
 目
さ
れ
る
の
は
東
大
寺
 

戒
壇
院
和
尚
律
師
 
明
 祐
一
八
 セ
ハ
｜
 
九
六
一
）
の
記
事
で
 
あ
る
。
彼
は
「
一
生
斎
を
持
ち
、
全
く
戒
律
を
護
り
、
 

毎
夜
参
堂
 し
 、
房
杜
 に
 

宿
せ
ず
 ミ
 大
仏
会
」
 
一
 
0
 七
 、
七
上
 
四
｜
五
 
こ
と
記
さ
れ
 
一
生
持
斎
の
生
活
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
開
拓
 

は
 東
大
寺
の
観
 宿
 に
師
 

事
 し
た
僧
侶
で
華
厳
や
真
言
口
を
学
び
、
九
五
七
年
、
東
 

大
寺
の
戒
壇
院
和
尚
と
な
っ
た
。
晩
年
、
浄
土
教
に
 

帰
依
 し
 、
「
日
本
往
生
種
 

楽
記
 」
に
名
を
出
す
こ
と
に
な
っ
た
よ
 
う
 で
あ
る
が
、
 
戒
壇
院
和
尚
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
想
像
す
れ
ば
、
 

戒
律
に
詳
し
か
っ
た
 
と
 

見
え
、
持
斎
（
非
時
食
を
守
る
こ
と
）
し
つ
つ
出
家
 

比
 丘
 に
相
応
し
い
具
足
戒
を
護
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
 

さ
れ
る
。
し
か
し
、
 
二
 

百
五
十
条
の
字
処
を
遵
守
し
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
 

あ
る
。
 

ま
た
定
心
 院
 十
禅
師
で
あ
る
 成
意
空
 没
年
未
詳
の
伝
 記
 に
も
興
味
深
い
記
事
が
見
え
る
。
彼
は
「
素
性
潔
白
 

に
し
て
、
 染
 著
す
る
 

所
無
し
昌
大
仏
金
一
 0
 セ
 、
 八
 上
 一
 
-
 
」
と
表
現
さ
れ
る
 
の
で
あ
る
が
、
「
 
本
 よ
り
持
斎
を
好
ま
ず
、
朝
夕
に
 
之
 を
食
す
三
大
仏
会
」
 
一
 
0
 

セ
 、
 八
 上
 一
 
１
 %
 」
と
、
普
通
の
僧
侶
と
異
な
っ
た
 
生
 活
 な
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
 
こ
と
に
対
し
、
弟
子
が
 

「
山
上
の
明
徳
、
多
く
斎
食
を
為
す
。
我
が
師
、
何
ぞ
 

独
り
 此
 事
を
忽
諸
す
る
や
ミ
大
仏
会
」
 
一
 
0
 セ
 、
 八
 上
 二
｜
 
こ
 」
と
詰
問
す
る
。
 

こ
の
詰
問
に
は
、
当
時
、
叡
山
僧
侶
の
間
に
斎
食
が
一
 

般
 的
で
あ
っ
た
と
す
る
認
識
が
見
て
取
れ
る
。
 

「
日
本
往
生
極
楽
記
」
に
登
場
す
る
斎
食
は
午
後
、
食
 

事
 を
し
な
い
こ
と
を
意
味
し
（
つ
ま
り
午
前
中
の
食
事
 

の
み
Ⅰ
斎
食
は
八
荒
 

  

， 征 ， 

生業 

@ 
み 
る 
戒 
律 
の 

遵 
守 

  

三
平
安
時
代
中
期
・
後
期
に
お
け
る
戒
律
の
 遵
守
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日本人の護持した 戒律 

非 興 の 処 好 戒 る食等 。 事の え る よ れ ちれ 非 てこ 時味 だ な ま 明の 
見 あ ま の 歴 。 ば 通 い こ 食 を ろ 遵 ず 祐 中 

えるた憲史 " が『 味資か し 八票。 " を る でに " 有 副 くがし朝威 う 守 " も 心 で 

た 

と 意 直 方 あ 

れ % こ の に を る 

ろ 伝 信 低 地 
か に じ え 丘 

  ら 、 れ る と   す 斎 は 。 考 
る 食   ィ旦 え 

モ 
と が 渡 し ら 
" 出 羅 " れ 

僧 家 英 明 る 

侶 僧 法 祐 の 
を 侶 に が で 

あ   
メ 通 り く が 
か め 衆 戒   
ク 軍 学 佳 乃 
マ 項 法 を や 

ム フ 

  か l とに し至っ 護 「 全 
と て る た く 

し 提 ま 」 戒 
て 示 で と 律 
の さ の 言 を 
一 れ 律 っ 守 

m 斎 る 学 、 方 

  食 点 処 す や 

べて すなは多 持 であ 「 
わ い っ の 斎   ち に た 学 を 

  



年
間
 -
 一
 
0
 四
 0
 ｜
一
 
0
 四
四
と
考
え
ら
れ
、
内
容
は
法
 
華
経
 霊
験
 譚
 で
あ
り
、
「
法
華
経
」
の
受
持
に
よ
る
 

功
 徳
を
宣
揚
す
る
こ
と
に
 

あ
る
が
、
本
書
に
も
戒
律
に
関
す
る
記
事
が
時
折
登
場
 

す
る
の
で
あ
る
。
 

ま
ず
着
目
さ
れ
る
も
の
は
第
十
六
話
「
 
愛
 太
子
山
 鷲
峰
 仁
鏡
聖
 」
の
伝
で
あ
る
が
、
九
歳
で
出
家
し
た
後
、
「
 

又
 戒
律
を
持
ち
、
 身
 

に
所
犯
 無
し
。
日
日
持
斎
 し
 、
午
後
は
食
せ
ず
 @
 上
 ハ
話
三
行
 
目
 、
以
降
 ョ
験
 
記
し
一
六
、
三
の
よ
う
に
記
す
こ
で
 

あ
っ
た
と
伝
え
、
毎
日
 

持
斎
、
し
か
も
午
後
に
食
せ
ず
と
あ
る
か
ら
、
す
な
わ
 

ち
長
 斎
を
保
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
次
に
第
四
 

十
六
話
「
叡
山
安
楽
院
 

叡
桓
 上
人
」
の
伝
で
あ
る
が
、
 
叡
 桓
は
止
観
行
に
専
心
 
し
た
僧
侶
と
伝
え
ら
れ
、
十
重
禁
戒
を
護
持
し
な
が
ら
 
「
詞
の
謬
は
出
ず
 
、
定
 

ん
で
仏
法
を
語
り
、
一
生
持
斎
 
す
毛
験
き
型
ハ
、
六
 ｜
セ
 こ
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
叡
山
の
出
家
は
 、
最
澄
以
来
、
大
乗
戒
 

一
宇
処
は
梵
網
 
成
が
 中
、
ど
を
特
徴
と
す
る
の
で
、
十
重
 
禁
戒
が
出
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
一
生
、
斎
を
保
 

持
し
て
い
た
、
す
な
わ
 

ち
 非
時
食
を
遵
守
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
 

結
 果
 と
し
て
 長
 斎
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

ま
た
第
六
十
五
話
「
摂
州
英
京
 
慶
日
 聖
人
」
の
伝
も
同
 
様
で
あ
る
。
 慶
日
は
 、
顕
密
画
教
に
精
通
し
、
外
典
に
 
も
 詳
し
く
道
心
堅
固
 

で
あ
り
、
本
山
を
辞
し
田
舎
に
幽
居
し
て
、
朝
夕
に
 「
法
華
経
」
を
読
話
し
た
と
い
う
。
彼
は
「
一
生
時
 

荒
 し
、
柚
酒
を
食
せ
ず
 

宅
験
ユ
 六
五
、
 
鰐
 」
の
生
活
で
あ
っ
た
と
伝
え
る
。
 
第
 セ
 十
四
話
「
播
州
喜
彦
山
立
 
常
聖
 」
の
伝
も
同
様
で
 あ
り
、
彼
も
早
く
に
 
山
 

跡
 
（
叡
山
）
を
辞
去
し
、
諸
方
に
赴
き
、
播
磨
の
雪
 

彦
 出
 に
幽
居
し
た
。
そ
し
て
、
日
常
の
生
活
は
、
「
一
生
 

斎
戒
を
持
ち
、
 復
た
断
 

食
す
。
 解
 帯
を
為
さ
ず
、
 臥
 息
を
為
さ
ず
、
僧
俗
に
 
遇
 い
て
は
必
ず
拝
し
、
鳥
獣
を
見
て
は
腰
を
屈
む
 
宅
験
 
記
 L
 七
四
、
四
 
｜
 五
二
で
 

2
 
 「
法
華
験
記
」
 や
僧
伝
 資
料
に
み
る
戒
律
の
遵
守
 

次
に
首
 傍
厳
 暁
鐘
源
空
没
年
不
詳
に
よ
っ
て
編
纂
 さ
 れ
た
「
大
日
本
国
法
華
経
験
記
」
 
@
 丁
「
法
華
 験
尹
 
と
 略
記
 一
 を
当
た
っ
て
 

み
よ
う
。
周
知
の
如
く
、
本
書
は
説
話
集
の
白
眉
と
さ
 れ
る
 
囚
 「
お
日
物
語
集
し
の
典
拠
と
さ
れ
た
文
献
の
一
つ
 

で
あ
る
。
成
立
は
長
久
   



日本人の護持し 

を
 期
す
三
 %
 討
九
 0
 、
 ニ
ー
 五
一
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
も
 妻
子
を
養
っ
て
い
た
こ
と
が
見
え
る
。
こ
の
二
つ
の
 
事
例
は
、
寺
院
に
お
い
 

て
 及
び
寺
院
を
離
れ
た
「
 家
 」
に
お
い
て
妻
子
を
伴
っ
 た
 僧
侶
が
生
活
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
ど
ち
ら
も
 
戒
 律
 と
い
う
視
点
か
ら
 言
 

え
ぼ
 、
波
羅
夷
 法
 の
一
つ
で
あ
る
淫
犯
に
他
な
ら
な
い
 で
あ
ろ
う
。
 

  

 
 離
と
 雄
も
、
道
心
有
り
。
 
@
 峰
 
頃
年
 活
 花
を
受
持
 し
 、
仏
道
を
修
習
す
る
も
、
世
路
を
捨
て
難
し
。
妻
子
 

を
具
 す
と
雄
も
 、
猶
は
 菩
提
 

が が あ 
寛 ご " 臨終 蔑 ぎ目見 で哲 " 巴 

 
 

た
と
記
さ
れ
る
。
彼
も
生
涯
に
わ
た
り
、
斎
戒
を
守
っ
 
て
い
た
と
明
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

上
 、
長
期
に
渡
る
斎
戒
の
受
持
を
伝
え
る
の
で
あ
る
が
 
、
そ
の
担
い
手
は
、
 

聖
 、
聖
人
、
上
人
等
で
あ
る
。
 

彼
 ら
は
出
家
者
で
は
 

が
 大
寺
に
は
属
さ
な
い
者
た
ち
で
あ
り
、
寺
院
に
お
け
 
る
 名
利
か
ら
一
線
を
画
し
た
僧
侶
で
あ
る
場
合
が
ほ
と
 
ん
ど
で
あ
る
。
 
国
 

の
 関
係
を
密
に
す
る
寺
僧
と
は
異
な
っ
た
在
り
方
を
示
 
し
 、
「
法
華
経
」
信
仰
の
世
界
に
生
き
た
者
た
ち
の
間
 で
、
 長
斎
が
 実
践
 

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
「
法
華
験
記
」
に
は
 月
の
第
十
八
日
の
斎
も
数
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
 
。
こ
れ
は
、
十
八
 

観
世
音
菩
薩
の
日
と
さ
れ
た
こ
と
に
因
ん
だ
 よ
う
 で
あ
 り
 、
第
七
 0
 話
 、
第
八
五
話
、
第
一
一
五
話
、
第
一
二
 
三
話
等
に
取
り
上
 

れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
「
兼
ね
て
観
音
を
念
持
し
、
 
十
 八
日
に
持
斎
 す
窯
験
記
ロ
セ
 
0
 、
こ
 」
、
「
 
又
 十
八
日
に
 持
斎
 し
 、
観
世
音
 

に
 奉
仕
す
 
宰
験
訂
 
八
五
、
 こ
 」
「
観
音
に
奉
仕
し
 
、
十
 八
日
に
持
斎
 し
、
 僧
を
請
い
法
華
経
を
読
ま
し
む
 
宅
験
 記
 」
一
一
五
、
一
 ｜
 

「
毎
月
十
八
日
持
斎
 
し
 、
観
音
を
念
じ
奉
る
 
宰
験
討
一
 
二
三
、
一
 -
 」
と
あ
り
、
観
世
音
菩
薩
普
門
品
を
読
話
 
し
 、
斎
戒
を
守
っ
 

 
 

世
吉
菩
薩
に
奉
仕
す
る
日
と
な
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
 
る
 。
十
八
日
の
持
斎
は
、
十
斎
日
に
繋
が
る
例
で
あ
る
 
と
 考
え
ら
れ
る
。
 

侶
の
妻
帯
の
事
例
も
、
こ
の
「
法
華
験
記
し
に
は
散
見
 
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
第
七
 0
 話
に
は
、
醍
醐
寺
の
従
 僧
 で
あ
っ
た
建
秀
 

妻
子
を
具
す
と
雌
も
 、
 心
は
猶
 は
 法
華
大
乗
に
 帰
倍
 し
 、
毎
日
観
音
経
一
百
巻
 き
読
謂
す
目
験
討
七
 0
 、
 一
 １
 %
 
」
と
の
記
事
 

え
る
。
こ
れ
は
妻
子
を
伴
っ
た
醍
醐
寺
の
僧
の
話
で
あ
 
る
 。
ま
た
、
第
九
 0
 話
の
加
賀
国
辱
叙
法
師
で
は
、
「
 家
主
の
僧
、
在
家
 



と
こ
ろ
が
全
く
逆
の
事
例
も
見
え
る
。
た
と
え
ば
第
九
 
十
九
話
で
は
、
比
丘
尼
 釈
 妙
は
戒
律
を
守
っ
て
い
た
と
 の
 記
事
を
載
せ
る
。
 

そ
れ
に
 ょ
 れ
ば
「
細
か
く
戒
律
を
守
り
、
微
塵
も
犯
さ
 
ず
 。
不
浄
の
手
を
以
て
水
瓶
を
取
ら
ず
、
袈
裟
を
著
 
け
 ず
し
て
仏
前
に
出
で
 

ず
 。
何
ぞ
況
や
誤
り
て
其
の
余
の
衆
罪
を
犯
さ
ん
や
 

-
 
「
 
毬
赳
 
九
九
、
一
１
こ
」
と
あ
る
。
戒
律
と
し
て
取
り
 上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
 

は
 家
学
法
で
あ
り
、
波
羅
夷
 法
 等
の
話
は
登
場
し
な
い
 が
、
 細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
遵
守
し
た
こ
と
が
名
誉
的
に
 取
り
上
げ
ら
れ
た
と
 考
 

え
ら
れ
る
。
第
百
話
の
比
丘
尼
顔
面
も
、
「
全
く
戒
律
 を
 護
り
、
深
く
罪
根
を
怖
れ
 
毛
験
討
一
 0
0
 

、
二
上
こ
 

」
た
と
し
て
記
述
さ
れ
 

る
 。
こ
ち
ら
も
細
か
い
 学
処
 ま
で
護
持
し
た
と
考
え
 ろ
 れ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
一
方
で
は
細
か
 
く
 遵
守
し
た
と
い
う
 例
 

と
、
 先
に
見
た
よ
う
に
妻
帯
の
僧
侶
が
有
り
、
波
羅
夷
 法
 の
 学
 処
さ
え
遵
守
さ
れ
て
い
な
い
例
と
、
そ
の
実
体
 
は
 両
極
端
で
あ
る
と
い
 

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
、
散
見
さ
れ
 
る
 持
戒
や
破
戒
の
事
例
は
、
実
際
に
登
場
す
る
僧
侶
の
 生
活
の
実
態
を
反
映
し
 

て
い
る
に
相
違
な
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
 

ま
た
「
元
亨
釈
書
ヒ
明
 戒
篇
六
 に
挙
げ
ら
れ
る
例
も
 、
 持
斎
に
関
す
る
も
の
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
釈
明
 
祐
 
-
 
八
セ
ハ
｜
 九
六
一
）
 伝
 

に
は
「
 斎
時
 已
に
過
ぐ
。
泥
や
斯
文
、
 迩
 な
り
。
生
平
 こ
れ
無
し
。
 今
 宣
に
斎
を
破
せ
ん
や
ヨ
大
仏
ま
 

一
 
0
 一
、
二
九
一
正
一
五
こ
と
 

あ
り
、
院
政
期
初
頭
に
活
躍
し
た
秋
涼
鼻
下
 
l
 一
 
0
 九
 匹
も
 「
 
セ
 十
年
来
、
斎
を
破
ら
ず
。
或
い
は
数
日
新
 
喰
す
 。
三
大
仏
会
」
 一
 
0
 

一
、
二
 
0
 四
丁
一
九
二
で
あ
っ
た
と
い
う
。
「
元
亨
釈
書
 ヒ
 顕
雄
士
 之
 一
の
秋
水
 忠
宇
 麦
切
 塑
伝
 に
は
「
 善
み
 に
 威
儀
を
摂
し
、
斎
戒
 

訣
 く
る
 プ
 
」
と
無
し
 ミ
 大
仏
 全
 」
 一
 
0
 一
、
二
二
四
上
九
二
 
と
 見
え
る
。
 永
 忠
は
近
江
の
梵
萩
寺
に
住
し
、
行
幸
し
 
た
 嵯
峨
天
皇
に
お
茶
を
 

献
じ
た
こ
と
で
有
名
な
僧
侶
で
あ
る
が
、
彼
も
斎
戒
を
 
欠
か
す
こ
と
が
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
 
に
は
 願
雑
 千
之
二
王
臣
 

0
 条
に
、
越
州
別
 賀
射
 水
親
元
の
伝
記
が
掲
載
さ
れ
「
 六
斎
 十
斎
 、
必
ず
勤
修
に
事
 ぅ
 。
 市
峰
我
 、
頃
は
此
 の
 日
を
以
て
持
斎
 し
或
 

ぃ
は
 絶
食
す
。
何
ぞ
今
に
斎
戒
を
破
せ
ん
や
。
遂
に
 
受
 け
 ず
し
て
 寂
爾
 と
し
て
逝
く
三
大
仏
会
」
 一
 
0
 一
 
、
 ミ
 三
下
一
さ
」
と
の
記
述
 

  



日本 人の護持   

1
 
 在
家
に
お
け
る
遵
守
 

平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
戒
律
の
遵
守
は
 

、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
八
 

斎
戒
の
遵
守
が
み
ら
 

れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
中
世
に
お
い
て
も
同
様
 
に
 八
斎
戒
の
遵
守
が
見
え
る
。
た
と
え
 
ぼ
 、
栄
西
 -
 一
 一
四
一
 
｜
 一
二
一
五
 
-
 の
 

冨
 @
 
弾
護
国
論
」
 巻
 中
に
は
、
達
磨
宗
の
大
日
能
忍
の
壬
 

一
 
口
 
と
し
て
「
重
成
 を
 用
 い
ず
 、
事
行
を
用
い
ず
。
 
只
だ
 応
 に
堰
 臥
す
べ
し
。
何
 

ぞ
螢
 し
て
念
仏
、
供
舎
利
、
長
 
南
 、
節
食
せ
ん
や
 @
 王
八
 0
 、
 七
 。
二
九
 
｜
八
 a
 一
 
こ
と
の
言
が
あ
っ
た
こ
と
 が
 引
用
さ
れ
て
お
り
、
 

こ
の
記
述
か
ら
す
れ
 
ば
 、
 長
 斎
を
守
り
節
食
に
励
ん
で
 
い
 た
人
々
が
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
「
喫
茶
養
生
 

記
ヒ
 に
も
「
 長
斎
 の
 人
 

離
 
に
脚
気
無
し
昌
大
仏
会
」
一
一
五
、
五
一
三
上
こ
と
 

の
 記
述
が
見
え
、
道
元
二
二
 0
0
 ｜
 一
二
至
三
の
「
 
学
道
用
心
集
」
に
も
「
心
操
 

、
梵
行
も
ま
た
で
に
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
を
調
え
る
事
は
尤
も
難
し
。
 

長
斎
 

難
か
ら
ず
や
三
日
 毬
 
八
八
、
一
八
四
上
五
一
」
と
あ
る
か
 

ら
 、
 長
 斎
は
当
時
、
一
般
的
 

な
も
の
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
 

、
中
世
の
律
宗
の
門
 
侶
 集
団
の
中
に
長
斎
を
守
る
衆
が
 
存
在
し
た
こ
と
は
、
 
す
 

 
 

  

一 一 一 " 

鎌
倉
時
代
に
お
け
る
戒
律
の
遵
守
 

い て の が ， 

見
え
る
。
 

以
上
、
「
元
亨
釈
書
」
生
ホ
さ
れ
た
戒
律
護
持
の
記
事
 は
 意
外
に
す
く
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
も
一
定
の
 
傾
向
が
見
え
る
。
 そ
 

護
持
の
内
容
は
、
出
家
者
の
場
合
で
も
斎
戒
と
記
述
さ
 
れ
る
も
の
が
殆
ど
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
 
見
て
、
古
代
を
通
じ
 

僧
侶
が
実
際
に
遵
守
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
、
律
蔵
に
 
由
来
す
る
戒
律
は
斎
戒
す
な
む
ち
八
斎
戒
で
あ
る
蓋
然
 
性
が
高
 い
 の
で
は
な
 

だ
ろ
う
か
。
 



う
に
伝
え
ら
れ
る
。
 

諸
手
諸
山
 ノ
 出
家
 ノ
 僧
侶
 ハ
 、
衆
力
 ワ
リ
 、
 学
 ハ
株
 ナ
 

バ
 、
 欲
ヲ
 ス
テ
 愛
ヲ
タ
チ
 、
五
衆
 ノ
位
ヲ
ワ
キ
マ
ヘ
 、
 

心
ヲ
ソ
メ
ズ
 。
 或
ハ
 妻
子
 ヲ
帯
シ
 、
 或
ハ
 甲
冑
 ヲ
 コ
ロ
 

ナ
キ
僧
 ド
モ
、
次
第
二
国
 ニ
ミ
テ
リ
 。
コ
レ
出
家
ノ
ア
 

出
家
者
の
妻
帯
は
有
る
べ
き
様
で
は
な
い
と
さ
れ
る
が
 
 
 

第
四
に
「
行
徳
モ
ア
ル
上
人
、
年
 ヲ
追
 ヒ
テ
 希
 ニ
コ
ソ
 聞
ュ
 リ

ト
モ
 、
釈
子
 ノ
風
ナ
レ
バ
 、
 先
 威
儀
 ニ
ョ
リ
テ
 剃
髪
 染
衣
 ノ
形
ト
ナ
ラ
 

三
学
 ノ
行
ヲ
専
 テ
ニ
ス
 ベ
 キ
ニ
、
 頭
ヲ
ソ
レ
共
欲
ヲ
ソ
 ラ
ズ
 。
 衣
ヲ
染
テ
 

ヒ
 、
 月
 三
毒
五
欲
 ヲ
ホ
シ
イ
 マ
マ
ニ
 シ
テ
 、
カ
ツ
 テ
五
 戒
 十
善
 猶
持
ッ
事
 

窯
 沙
石
集
」
 
巻
 第
三
、
一
六
一
 
｜
 一
六
二
頁
）
 

ル
ベ
キ
様
ヲ
ワ
キ
マ
ヘ
ズ
 。
 

実
際
に
妻
子
を
養
う
僧
侶
が
多
か
っ
た
こ
と
は
、
同
じ
 
く
 
「
沙
石
集
」
 巻
 

レ
ヨ
 沙
石
筆
一
八
五
頁
 一
 0
 一
 
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
 想
 像
 さ
れ
る
。
 

す
 
「
武
者
の
な
ら
い
」
と
僧
侶
の
「
 戒
 」
と
が
互
い
に
 通
じ
合
う
も
の
で
あ
る
と
受
け
止
め
、
五
戒
を
遵
守
 
し
 た
 者
が
見
 ぃ
 だ
せ
る
と
 

い
う
 。
北
条
重
時
二
一
九
八
 
｜
一
 三
八
一
一
が
「
極
楽
 
守
 殿
御
消
息
 L
 に
お
い
て
「
君
を
守
り
、
民
を
育
み
、
 身
を
納
、
こ
と
わ
り
を
 

心
得
て
、
じ
ん
 ぎ
 を
た
だ
し
く
し
て
、
内
に
は
五
戒
を
 た
も
ち
、
政
道
を
む
ね
と
す
べ
し
」
 宅
 思
想
大
 き
三
 一
 
、
四
四
 % 
 と
 述
べ
、
 そ
 

の
 為
政
者
の
理
想
を
説
き
つ
つ
、
自
ら
も
五
戒
を
守
ろ
 う
と
し
て
い
る
点
か
ら
も
首
肯
さ
れ
よ
う
。
ま
た
幕
府
 
に
よ
っ
て
月
の
決
め
ら
 

れ
た
六
斎
日
に
殺
生
を
慎
む
よ
う
「
六
斎
日
井
二
季
 
彼
 岸
 殺
生
事
」
「
六
斎
日
二
季
彼
岸
殺
生
禁
断
 事
 」
 な
ビ
 の
 殺
生
禁
断
の
令
が
発
 

 
 

布
さ
れ
た
 -
6
-
 

力
 
。
、
、
 

@
 
 彼
ら
武
士
た
ち
は
、
そ
の
殺
生
禁
断
を
 遵
守
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 

2
 
 出
家
に
お
け
る
遵
守
 

で
は
次
に
出
家
者
の
場
合
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
中
世
 
初
頭
に
お
け
る
一
生
不
犯
の
僧
侶
と
し
て
人
口
に
 
檜
 英
 す
る
人
物
は
明
恵
 

（
一
一
七
一
二
 

1
.
 
一
一
一
一
二
一
こ
で
あ
る
。
茂
 

-
l
 
 

そ
の
明
恵
が
述
べ
た
 

と
さ
れ
る
出
家
者
の
有
る
べ
き
よ
う
が
「
沙
石
集
し
の
 
中
に
お
い
て
次
の
よ
 

  

 
 

と
こ
ろ
で
、
一
般
に
鎌
倉
武
士
は
戒
め
を
強
固
に
守
る
 傾
向
に
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
鎌
倉
時
代
の
武
士
た
ち
 
の
中
に
は
、
己
を
律
 

 
 

6
 



日本人の護持した 戒律 

戒 は こ さ 悪 て 時     れ 事 、 と さ 

一 会 起 已 一 敬 た 勘 申 場 て 
っ 銀 喜 上   着 此       、 白 も 修 せ 合   
に 米 は 、 設 一 条 毎 一 下 下 の 善 の に で 

五 で 板 東 お は 
箇 あ 誓 大 う 実 

頭 も た な 僧 
部 の 宗 道 侶 

- 事 

  
@ う も 中 

、 ち の 略 -     
之   

が な 重日 守 は 二 セ % 収 
宗 と ら っ 

性   日 
の に 江 

可 
ていな 自ら の場 ム が残し 

た か 

為 - 

- 本   
日 

  お ら   
う 第 の 玖   
と す 二は下 条 " "     
の 類       

い し で と   た た あ は 

第 い 四 ィ 賞 賛 る そ 

四 こ集吾 一 借 料       

条 と で 一 の の こ 単 

は な る 下 起 一 こ 純 
誓 っ で で 
が に - は ｜至 誓い、、毎月 三一 第 る 。   書 『 伊 Ⅱ な 
き 禁 と い 

百 議案主 言己 新 し 。 

  



は
 非
時
食
を
止
め
よ
う
と
の
内
容
で
あ
り
、
日
取
り
は
 
特
に
限
定
し
な
い
が
十
八
日
が
望
ま
し
い
と
の
見
解
を
 
述
べ
る
。
こ
れ
は
斎
戒
 

に
 相
当
す
る
が
、
月
に
一
日
だ
け
で
も
と
す
る
と
こ
ろ
 
が
 如
何
に
も
切
実
で
あ
る
。
 

ま
た
、
次
に
文
暦
二
年
二
二
三
互
に
誓
っ
た
千
箇
条
 の
起
誓
が
 存
在
す
る
。
こ
れ
は
「
 起
誓
 草
案
」
と
し
 て
 録
さ
れ
る
が
、
 嘉
 

禎
二
年
二
二
三
八
 
-
 よ
り
「
此
の
義
を
守
る
べ
し
」
と
 ム
ロ
点
を
入
れ
た
際
の
注
記
が
記
さ
れ
て
い
る
。
第
五
 、
第
六
、
第
 セ
 、
第
九
 

条
が
 戒
律
に
関
わ
る
。
次
に
掲
げ
よ
う
。
 

（
第
五
）
 一
 、
設
 雄
 。
 
得
 ，
道
理
ハ
献
：
世
事
 
-
 
不
 。
 
可
 。
 
致
 ，
 
無
益
国
弘
即
事
。
 

（
第
六
）
 一
 、
無
：
 其
詮
 -
 
之
外
 、
不
。
 可
 。
謙
三
 
け
 徳
人
 過
 失
 -
 
事
 。
 

（
 
第
 と
一
、
無
：
所
労
 之
外
 、
不
 "
 
可
 。
 
為
 ，
美
食
 
服
蒜
 葱
悲
 -
 
事
 。
 

（
第
九
）
 一
 、
笠
置
寺
居
住
之
 時
 、
七
日
二
七
日
三
七
日
 等
可
 。
 
随
 -
 
辞
宜
二
枚
 相
 信
心
慰
 可
 ，
修
学
 
パ
彼
 休
息
 時
 公
 之
 外
 、
断
酒
手
 

浅
 
並
木
。
 可
 ，
囲
碁
 将
碁
 専
一
切
勝
負
 2
 車
 パ
但
彼
 休
息
時
分
、
遊
翫
 
不
 。
 
可
 。
 過
圭
ケ
日
 （
念
々
 令
 ：
厭
離
 一
 漸
々
 可
，
ぬ
 
一
ボ
 

断
 -
 

ヨ
 宗
性
」
 中
 、
五
三
二
丁
 
｜
 五
三
三
上
 
-
 

事
 。
一
以
下
、
省
略
 
-
 

第
五
条
、
第
六
条
は
不
悪
口
に
相
当
し
 、
第
セ
 条
は
食
 

五
辛
威
に
相
当
す
る
。
第
九
条
は
休
息
の
時
以
外
は
 

、
 断
酒
小
津
、
一
切
の
勝
 

負
 事
を
止
め
よ
う
と
の
誓
 い
 で
あ
る
が
、
逆
に
舌
口
 
え
ぼ
 休
息
の
時
は
飲
酒
、
性
的
交
渉
や
勝
負
事
を
認
め
て
 
ぃ
 た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
 

記
述
は
、
実
際
の
僧
侶
の
生
活
を
街
 循
 と
さ
せ
る
も
の
 が
あ
り
、
勉
学
修
行
の
時
以
外
は
戒
律
を
遵
守
し
ょ
う
 
と
の
意
識
が
な
か
っ
た
 

こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
す
な
む
ち
時
に
応
じ
て
飲
酒
や
性
 的
 交
渉
や
勝
負
事
が
行
わ
れ
て
 い
 て
、
不
飲
酒
、
不
 淫
 等
 の
 学
処
が
 常
に
遵
守
 

さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
 

次
の
「
数
日
 
五
 箇
条
誓
断
 事
 」
の
識
語
も
、
同
様
の
 視
点
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

  

  



日本人の護持した 戒律 

し 月 こ 
よう ある あ る 戒 、 こ の 

三大   五 
過 で ら 

  夫 の は 

戒 こ 「 末   
第 と 菩   

ム 住 十 正   
月   十 薩戒 六、 樫 である を 

生 か 受 五 
  

段 ら も ナ 日 
圭 

辱 、 る 
  
辰 

戒 は 」 時     第 は た   
八 二 め 日 何 
を ケ に 坊 
除 月 「 吉 老臣 実 また 随 遵守で 第五男 を「 意 年次 た 意 ， 

  ぃ間加 た 、 行 
十 八 し 

重 斎 て 

戚 戚 八 除 - 
の が 斎 
連 連 戒 第 -     
苛 苛 る   
が さ 持   

  

れた 誓わ 」 つ 雄 
れ こ た 一日（ 2 所 
た と こ 

、 に と   
と な が   ，梵 
い り 知 斎戒 種 ハ 辰刻地 目十五 パ 

網 
" っ " ら   
の こ れ 

至 
で れ る 属 。 - 
あ は 。 唄 - 
ろ 兵 士 不 之徒 

- 受 
日         三 % 雙 義手 巽芋 

矢 。 ，所期ハ 援 館 戒数     
う 正 一 頁     
  



宗
性
の
例
か
ら
も
僧
侶
が
遵
守
す
る
 学
 処
は
個
人
的
な
 問
題
で
あ
り
、
た
と
え
 セ
衆
戒
 の
一
 つ
 で
あ
る
具
足
戒
 を
 受
戒
し
た
こ
と
が
 

あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
 学
処
が
 護
持
さ
れ
た
と
判
断
 で
き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
 具
 足
 戒
の
受
戒
が
形
式
的
 

な
も
の
で
あ
り
、
正
式
な
僧
侶
の
仲
間
入
り
を
す
る
た
 
め
の
儀
礼
的
な
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
 
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
既
 

に
 律
蔵
に
説
か
れ
る
 セ
衆
戒
 の
一
つ
で
あ
る
具
足
戒
は
 出
家
者
の
生
活
を
規
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
出
家
者
 
と
し
て
の
身
分
を
獲
得
 

す
る
通
過
儀
礼
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
 
て
 、
実
際
の
遵
守
は
起
 誓
で
 行
わ
れ
自
ら
選
定
し
自
ら
 誓
う
も
の
に
な
っ
て
 い
 

た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

で
は
、
出
家
者
と
在
家
者
と
の
相
違
 は
 何
で
決
め
ら
れ
 て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
形
式
と
し
て
の
冨
一
 

一
足
 戒
 受
戒
が
有
っ
た
 

こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
が
、
鎌
倉
時
代
末
期
の
記
 録
 で
あ
る
「
元
亨
釈
書
」
 

願
雑
 
「
士
庶
 三
 」
に
記
さ
れ
 る
師
 錬
の
次
の
記
述
に
 

注
目
し
た
い
。
こ
の
記
述
は
沙
弥
 乗
 蓮
の
伝
に
登
場
す
 る
 。
「
在
家
沙
弥
」
と
の
用
語
に
対
す
る
、
次
の
説
明
 の
 箇
所
で
あ
る
。
 

三
大
仏
会
」
 一
 
0
 一
 
、
三
四
一
七
八
一
 

国
俗
に
は
剃
髪
す
る
も
 梵
 儀
を
全
く
せ
ず
。
妻
子
あ
ら
 ば
 在
家
に
し
て
沙
弥
 と
 称
す
。
 

師
錬
は
 
「
国
俗
」
と
の
用
語
を
用
い
、
日
本
独
自
の
風
 俗
 で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。
こ
こ
に
は
、
出
家
 
0
 基
準
が
一
般
的
に
何
 

で
あ
っ
た
か
を
考
え
さ
せ
る
興
味
深
い
視
 占
が
 含
ま
れ
 

て
お
り
、
そ
れ
が
剃
髪
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
 

「
在
家
沙
弥
」
と
い
う
 

用
語
自
体
、
仏
教
の
原
則
か
ら
考
え
れ
ば
語
義
矛
盾
で
 
あ
る
が
、
し
か
し
在
家
で
沙
弥
で
あ
る
と
の
位
置
づ
け
 
が
 可
能
と
な
っ
て
い
る
 

と
こ
ろ
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
 
師
錬
は
巻
第
 五
 、
明
 遍
 の
 伝
 中
に
「
論
じ
て
日
わ
く
」
と
し
て
 
次
 の
よ
う
な
見
解
を
載
せ
 

る
 "
 夫

れ
 遍
及
び
諸
兄
は
何
な
る
者
な
る
や
。
 皆
 、
 拶
往
 な
 り
 。
使
徒
と
は
何
な
る
者
な
る
や
。
世
を
逃
る
る
の
 
上
 な
り
。
 其
れ
 世
を
 

逃
る
る
の
標
は
其
の
頭
を
禿
る
な
り
。
其
の
服
を
維
 
す
 る
な
り
。
其
の
居
を
練
若
す
る
な
り
。
其
の
器
を
多
羅
 
す
る
な
り
。
豊
に
   



 
 

で
は
最
後
に
 、
 多
く
の
 学
 処
を
遵
守
す
べ
き
も
の
と
 考
 え
 、
実
際
に
遵
守
し
た
と
考
え
ら
れ
る
中
世
の
新
義
 
律
 宗
に
 関
連
す
る
人
々
 

%
 
 の
例
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
 
捗
 石
筆
巻
 第
三
、
第
六
話
「
 律
 学
者
 ノ
学
ト
行
ト
 相
違
セ
ル
 事
 」
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
存
 

在
す
る
。
 

持
斎
持
律
 ノ
 人
跡
モ
タ
 ヘ
ヌ
 ル
掌
 ヲ
歎
テ
 、
 故
 笠
置
 ノ
 解
脱
上
人
、
如
法
律
儀
興
隆
志
 
シ
深
 シ
テ
、
六
人
 ノ
 器
量
 ノ
仁
ヲ
撰
ビ
 

テ
 、
持
斎
 シ
律
学
セ
サ
 シ
ム
 ト
云
ヘ
ド
モ
 、
時
華
 ラ
ザ
 リ
ケ
ル
 ニ
 ャ
 、
 皆
 正
体
 ナ
キ
事
 ニ
テ
ア
リ
ケ
レ
ド
 モ
、
 堂
衆
 ノ
中
 ニ
器
量
   

本人の護持した 

四 

律
宗
門
 侶
 た
ち
に
よ
る
戒
律
の
遵
守
 

出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 

遇
の
標
に
非
ざ
る
や
。
是
を
以
て
世
は
其
の
儀
相
を
尊
 
び
、
 以
て
福
田
と
為
す
。
故
に
帰
し
て
 事
へ
 敬
い
て
 饗
 せ
り
。
 

-
 
ヨ
 万
古
 
7
 
駅
ま
目
」
 
二
 0
 二
丁
・
一
一
一
一
 

｜
一
 -
 
ハ
 -
 

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
 維
徒
 と
は
出
家
比
丘
の
こ
と
で
あ
 る
 。
 拶
徒
が
 俗
世
を
逃
れ
た
人
々
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
 お
り
、
そ
の
人
々
の
 標
 

一
 
標
識
）
と
し
て
、
「
其
の
頭
を
禿
 る
 」
（
剃
髪
）
と
「
 茸
 @
 
の
服
を
拶
す
る
」
重
一
夜
 一
 と
「
其
の
居
を
練
若
す
る
 」
一
山
林
に
住
す
る
）
 

と
 、
「
其
の
器
を
多
羅
す
る
」
（
そ
の
器
は
言
 
う
 ま
で
も
 な
い
）
と
い
う
四
箇
条
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
 
。
こ
の
基
準
は
、
ま
さ
 

し
く
出
家
者
の
基
準
と
言
っ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
り
、
 
こ
こ
に
は
戒
律
の
護
持
は
必
要
条
件
と
し
て
は
登
場
し
 
て
い
な
い
。
 

さ
て
、
 師
練
 が
本
書
を
述
作
し
た
の
は
鎌
倉
時
代
も
終
 わ
ろ
 う
 と
す
る
十
四
世
紀
初
頭
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
 当
 時
 、
こ
の
よ
う
な
 拶
 

徒
に
対
す
る
意
識
が
 、
 少
な
く
と
も
彼
個
人
に
内
在
し
 て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
出
家
僧
侶
の
メ
ル
ク
マ
 ｜
ル
 と
し
て
戒
律
が
登
 

場
 し
な
い
か
ら
と
い
っ
て
戒
律
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
 て
い
た
と
即
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
戒
律
を
絶
 封
租
し
な
い
姿
勢
は
見
 



主
題
は
律
学
者
の
学
問
と
実
際
の
行
い
と
の
異
な
る
こ
 
と
を
述
べ
る
点
に
あ
る
が
、
「
持
斎
」
と
「
持
律
」
と
 が
 二
つ
の
も
の
と
し
て
 

認
識
さ
れ
る
占
に
着
目
し
た
い
。
夏
の
間
だ
け
の
持
斎
 
と
あ
る
か
ら
、
夏
安
居
を
指
し
、
そ
の
期
間
八
斎
戒
を
 
保
つ
こ
と
で
あ
り
、
 

持
 

律
は
七
衆
に
よ
る
七
衆
戒
の
遵
守
を
念
頭
に
置
き
、
 
こ
 れ
を
守
る
こ
と
を
前
提
に
記
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
 
。
無
住
は
、
持
斎
、
持
 

律
 双
方
と
も
に
廃
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
近
頃
、
学
者
の
 
中
か
ら
発
心
す
る
者
が
現
れ
、
如
法
に
律
を
保
っ
て
 
い
 る
 人
が
世
間
に
多
い
と
 

述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
持
律
の
生
活
を
し
た
 
と
 目
さ
れ
る
僧
侶
た
ち
が
、
中
世
の
律
宗
門
侶
の
中
に
 
見
ら
れ
る
。
 
覚
盛
や
叡
 

尊
 、
お
よ
び
彼
ら
の
関
係
者
で
あ
る
。
最
後
に
彼
ら
の
 
「
持
律
」
と
云
わ
れ
る
実
際
に
つ
い
て
簡
単
に
見
て
お
 こ
う
 

彼
ら
律
宗
の
僧
侶
た
ち
が
実
際
に
戒
律
を
守
っ
て
い
た
 
の
か
、
そ
の
具
体
的
な
あ
り
方
を
見
る
資
料
の
一
つ
と
 
し
て
違
反
の
際
に
行
 

わ
れ
る
 掲
 磨
が
参
考
に
な
ろ
 う
 。
叡
尊
を
中
心
と
し
た
 門
侶
 集
団
の
も
の
で
あ
る
が
、
「
律
宗
 作
持
掲
磨
 」
と
 
い
う
 資
料
が
存
在
す
る
。
 

本
書
は
そ
の
識
語
に
 ょ
 れ
ば
建
長
三
年
二
二
五
一
一
に
 

叡
尊
に
よ
っ
そ
の
 
俄
 海

法
十
四
に
ほ
「
上
嵩
 

篇
 の
 戯
悔
は
希
 な
る
が
故
に
之
を
略
す
 
宅
 口
座
六
九
、
 

一
六
二
 b
 一
一
二
と
割
り
任
が
施
さ
れ
、
実
際
の
瓶
 磨
 の
 文
章
は
波
羅
夷
 法
 、
 

不
定
法
、
僧
残
法
 る
 省
い
て
檜
垣
 法
 、
 餓
単
提
法
 、
 俄
 提
舎
尼
 法
、
繊
英
吉
 羅
 非
法
の
 四
範
 時
の
も
の
の
み
を
 掲
載
す
る
。
「
沙
石
集
」
 

に
 
「
如
法
の
持
律
の
人
多
し
」
と
 記
さ
れ
た
よ
う
に
、
 

-
 

叡
尊
が
活
躍
し
始
め
た
時
点
で
は
、
お
そ
ら
く
彼
ら
門
 
侶
の
中
で
は
実
際
に
上
 

三
 篇
の
違
反
は
希
で
あ
り
、
播
磨
の
規
定
は
必
要
で
は
 
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 

捨
堕
法
 以
下
の
範
 濤
は
、
繊
 悔
 を
す
れ
 ば
 許
さ
れ
る
 

も
の
で
あ
る
か
ら
、
如
法
に
 戯
 悔
し
て
具
足
戒
を
遵
守
 し
よ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
て
お
く
の
が
妥
当
で
あ
る
 
と
 考
え
る
。
そ
れ
で
は
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/ テ ヲ 

感 、 以 
ズ 如 テ 
ル 法   

常喜 研ニ ノ儀 

ヤ ナ 院   
@J  -- ヱて 

ケ 所 
ル ニ 
ニ ア 夏 
近 中 
頃 ノ 

波 間 
単 律 
者 学 
/ シ 申 
ヨ キ手 

リ 斎 

  
シ キ 

テ ィ 共   
女口 々 
法 ム   
持 斗 
律 ヒ 

/ ヲ 

人 力   
三 世 タ 

  
五 。 夏 
回 波 寛 

    
  



れ
 
忌
の
日
を
迎
え
る
が
故
な
り
」
三
集
盛
二
五
三
頁
 

こ
と
見
え
、
ま
た
「
興
正
菩
薩
打
日
年
譜
」
 

巷
 中
に
 納
め
ら
れ
た
、
文
永
二
年
九
 

邱
月
 四
日
に
西
大
寺
沙
門
等
に
よ
っ
て
敬
白
さ
れ
た
 

「
西
大
寺
光
明
直
二
言
ロ
ム
哀
願
文
」
に
も
「
 

伊
 り
て
此
の
別
 
行
を
営
み
、
出
家
の
五
衆
、
 

曲
 
八
斎
戒
の
輩
、
井
び
に
此
の
衆
等
の
恩
、
所
当
寺
 

の
 大
旦
那
、
再
会
を
浄
仏
土
に
放
い
て
期
せ
ん
が
為
に
 

、
名
字
を
過
去
帳
に
載
す
る
 
  

た戒 @ 華 

在
家
の
衆
や
出
家
の
衆
に
関
す
る
具
体
的
な
遵
守
を
叡
 
尊
の
史
料
に
探
っ
て
み
よ
う
。
 

叡
尊
の
周
辺
に
長
斎
の
人
々
が
存
在
し
た
こ
と
は
周
知
 
0
 通
り
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
感
皇
学
正
記
」
建
長
 
一
二
位
 

寸
 -
 一
二
五
一
一
の
 

条
 に
は
「
絵
師
 尭
 尊
は
斎
戒
を
持
ち
、
 余
筆
 を
交
え
ず
 、
 殊
に
精
進
を
致
す
」
三
集
成
」
二
三
頁
 一
 0
 ｜
 一
二
と
 あ
り
、
ま
た
文
永
四
年
 

二
三
八
 ま
 、
般
若
寺
へ
文
殊
菩
薩
像
を
納
入
し
た
 

際
 の
 記
事
に
は
、
「
造
宮
の
間
、
仏
師
、
絵
師
、
経
師
、
 
番
匠
、
塗
師
以
下
の
 

諸
々
の
道
者
、
皆
、
八
斎
戒
を
持
ち
畢
ん
ぬ
」
三
集
 盛
 
三
一
頁
 互
 
と
あ
っ
て
 、
 彼
ら
仏
師
た
ち
が
八
斎
戒
を
 
継
続
的
に
護
っ
て
い
た
 

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
文
永
五
年
の
蒙
古
の
襲
来
 
に
 際
し
て
は
異
国
の
難
を
払
う
た
め
「
住
吉
の
社
頭
に
 
於
 い
て
、
一
百
余
人
の
 

長
 斎
の
者
を
集
め
心
経
を
講
讃
す
」
三
集
成
」
三
三
頁
 一
 一
二
し
と
あ
り
、
こ
こ
に
は
長
篇
者
が
見
え
、
彼
ら
 

は
 出
家
、
在
家
の
双
方
 

を
 含
ん
で
 い
 た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
弘
安
四
年
の
 来
襲
に
際
し
て
も
、
「
愚
身
 学
 正
記
」
は
 セ
 月
に
「
 異
 国
 の
 用
 害
を
脱
し
本
朝
 

の
静
 誰
を
折
ら
ん
が
た
め
、
南
北
二
京
の
持
斎
の
僧
を
 
八
幡
宮
に
勧
請
せ
ん
こ
と
を
 発
 」
 ミ
 実
盛
四
九
頁
一
二
 -
 し
 、
評
定
の
結
果
、
 

「
一
門
の
僧
衆
、
皆
、
 霊
 所
に
参
じ
、
一
味
和
合
し
て
 
不
断
に
勤
修
」
三
集
座
五
 
0
 貞
一
 -
 し
た
と
伝
え
、
 続
 く
 八
月
十
一
日
に
は
 

「
五
百
八
十
余
人
の
持
斎
の
僧
を
以
て
一
切
経
を
転
読
 せ
ん
こ
と
を
発
願
」
三
集
座
五
一
頁
 理
 
し
た
と
述
べ
、
 翌
 十
二
、
十
三
日
で
 

転
読
が
終
わ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
「
 
持
斎
の
僧
」
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
 
確
認
で
き
る
。
 

ま
た
、
文
永
元
年
九
月
一
八
日
に
衆
僧
の
議
定
に
よ
り
 定
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
「
西
大
寺
毎
年
 セ
日
 七
夜
不
断
 光
明
古
塁
日
勤
行
 
式
 」
 

「
 一
 、
時
節
を
定
め
る
 事
 」
に
「
 君
 、
九
月
初
四
日
を
 以
て
開
白
の
日
と
為
す
べ
し
。
 足
 れ
則
ち
客
分
 長
 斎
 め
 用
 に
当
た
り
、
本
願
 御
 



所
 な
り
」
三
集
盛
一
四
九
頁
一
一
 ｜
一
 こ
と
記
さ
れ
て
 い
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
考
え
て
、
こ
の
法
会
に
参
 
加
 す
る
全
員
が
斎
戒
を
 

一
週
間
に
わ
た
り
継
続
的
に
遵
守
し
て
い
た
こ
と
が
 推
 卸
 さ
れ
よ
う
。
な
お
、
弘
安
八
年
八
月
十
三
日
の
条
に
 
は
 
「
一
千
七
百
余
人
の
 

婬
 文
筆
、
毎
月
持
斎
 す
 不
に
随
 い
日
 六
斎
等
を
定
め
ず
。
 
或
 ぃ
は
 一
日
二
ロ
な
り
 
一
 」
 ヨ
 集
成
口
六
一
頁
 
四
｜
五
 -
 と
の
 記
 述
も
見
え
、
月
の
一
日
 

ま
た
は
二
日
間
だ
け
遵
守
す
る
例
も
見
出
さ
れ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
、
叡
尊
を
中
心
と
す
る
 門
侶
 集
団
の
中
で
 は
 八
斎
戒
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
一
日
一
夜
の
み
 
遵
守
す
る
場
合
と
、
 

継
続
的
に
遵
守
す
る
場
合
と
の
双
方
が
実
際
に
行
わ
れ
 
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
、
ま
た
そ
れ
は
在
家
に
限
ら
ず
 
出
家
の
衆
で
も
護
持
さ
 

れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

次
に
、
在
家
者
へ
の
受
戒
と
持
戒
と
い
う
視
点
か
ら
 
興
 味
 深
い
記
事
を
「
感
夏
芋
正
記
」
か
ら
取
り
上
げ
て
お
 
く
 。
建
治
二
年
三
月
 

一
五
日
、
叡
尊
は
「
嵯
峨
 殿
 に
参
じ
斎
日
の
五
戒
を
授
 け
奉
 」
 ミ
 集
成
」
四
三
頁
一
型
 り
、
 続
く
「
二
十
三
日
 、
勅
定
に
任
せ
大
参
 勝
 

院
 に
参
じ
、
太
上
天
皇
、
井
び
に
市
女
院
、
女
房
一
人
 
の
奉
 為
に
、
菩
薩
戒
を
授
け
奉
る
。
上
皇
は
十
重
、
 
邪
 淫
を
除
く
。
女
院
等
の
 

御
 受
持
の
分
は
之
を
知
り
奉
ら
ず
」
三
集
 盛
 
四
三
頁
 一
 五
｜
二
 じ
と
記
さ
れ
る
。
上
皇
の
受
戒
は
「
邪
淫
を
除
 
く
 」
と
あ
る
か
ら
、
 女
 

性
関
係
の
誓
 い
は
 除
外
し
、
女
院
等
の
御
受
持
の
分
は
 把
握
し
て
い
な
い
と
述
べ
る
。
ま
た
、
「
関
東
往
還
 記
 三
五
月
十
九
日
の
条
に
 

は
 上
下
三
百
八
十
五
人
に
菩
薩
戒
を
授
け
た
記
事
が
で
 
る
が
、
「
就
中
、
一
条
の
局
無
名
 を
慈
如
と
給
ニ
は
殊
 に
 堅
固
の
信
心
を
発
し
 

千
 重
を
具
足
す
「
第
三
は
不
 
淫
 な
り
 ロ
 」
 ミ
 集
成
 L
 八
 O
 貝
爪
 -
 と
あ
り
、
十
重
戒
の
内
の
第
三
戒
、
不
慈
悲
 
行
欲
戒
 を
本
 淫
戒
 と
し
て
受
戒
 

し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
、
当
時
 
の
 受
戒
は
遵
守
で
き
る
も
の
を
選
び
受
戒
す
る
、
所
謂
 
、
 分
戒
が
 実
施
さ
れ
て
 

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
実
際
、
「
行
実
年
報
担
所
載
 の
 弘
安
五
年
の
叡
尊
の
述
作
し
た
「
理
法
利
生
表
白
」
 
に
は
「
浄
戒
を
貴
 賎
男
 

女
 に
授
く
。
出
家
受
戒
の
男
女
は
一
千
六
百
余
人
、
一
 分
会
 分
 の
 貴
 賎
は
九
万
五
千
余
輩
な
り
。
是
を
以
て
当
 時
 、
近
国
二
十
余
 箇
寺
   



 
 

 
 
 
 

 
 

な
ら
ず
昌
一
一
足
 戒
 に
お
い
て
さ
え
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
 あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
具
足
 

 
 

 
 

 
 

時
に
は
僧
伽
か
ら
の
追
放
で
あ
り
、
 重
 受
は
想
定
さ
れ
 え
 な
 い
 は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
 

 
 

 
 

琳
が
 可
能
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
別
の
要
因
が
関
与
 
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
実
は
受
戒
が
 起
 書
や
 願
と
 同
様
の
性
質
を
も
っ
た
 

の
長
 斎
の
仏
子
、
数
百
許
り
人
な
り
」
三
集
盛
一
八
一
 
頁
五
｜
セ
 -
 と
の
記
述
が
み
え
、
在
家
の
貴
 賎
に
 対
す
 る
 受
戒
の
場
合
に
は
、
 

一
分
か
ら
令
介
 へ
 至
る
分
 戒
が
 認
め
ら
れ
て
い
る
 "
 

ま
た
先
の
「
女
院
等
の
御
受
持
の
分
は
之
を
知
り
奉
ら
 ず
 」
と
の
言
及
か
ら
は
、
受
持
す
る
内
容
を
具
体
的
に
 
愛
者
 と
授
 者
と
の
間
 

で
 確
認
す
る
手
続
き
が
あ
っ
た
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
 
。
そ
れ
は
 起
誓
 と
い
う
形
態
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
か
 も
 知
れ
な
い
 "
 

受
戒
に
は
重
ね
て
の
受
戒
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
も
 
大
 き
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
八
斎
戒
は
 
一
日
一
夜
を
期
限
と
 

す
る
の
が
原
初
的
形
態
で
あ
る
か
ら
、
 長
 斎
の
場
合
も
 同
様
に
捉
え
ら
れ
、
 重
 受
は
理
解
し
や
す
い
。
し
か
し
 、
菩
薩
戒
や
七
衆
戒
 め
 

重
受
 が
見
え
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
感
皇
学
正
記
 」
の
弘
安
二
年
一
月
二
十
五
日
の
条
に
は
「
太
上
天
皇
 
、
中
御
門
大
納
言
 経
任
 

は
下
の
公
卿
殿
上
人
五
十
九
人
畜
受
は
二
人
な
上
に
 
菩
 薩
 戒
を
授
け
奉
る
」
 ヨ
 実
盛
田
 セ
頁
 じ
と
有
り
、
 
ま
 た
 同
年
二
月
二
日
に
は
 

「
仁
和
寺
御
室
夜
切
浅
里
御
出
な
り
。
津
佐
 寺
 真
言
 堂
 に
お
い
て
十
一
人
妻
受
は
五
人
な
り
口
に
菩
薩
戒
を
授
 け
 奉
る
」
三
集
成
」
四
七
 

直
八
 -
 と
あ
る
。
ま
た
「
間
 東
 往
還
 記
 」
に
も
「
 或
い
 は
 出
家
、
或
い
は
在
家
、
或
い
は
 
重
受
 、
あ
る
い
は
 新
 受
 、
 怨
 じ
て
通
則
の
 受
 

戒
 」
三
集
 盛
 
六
八
頁
 と
 
と
あ
り
、
複
数
回
、
同
じ
 戒
 を
 受
戒
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
「
志
門
上
人
 庫
太
行
法
結
夏
 記
 」
 の
 

「
 
別
受
 具
足
戒
日
数
邦
人
数
」
に
も
「
建
治
元
年
よ
り
 正
応
二
年
に
至
る
ま
で
首
尾
十
五
 管
年
 、
新
受
、
童
髪
 、
都
合
八
頁
二
十
二
人
 

な
り
」
三
集
成
」
三
一
三
頁
一
二
ー
二
三
と
の
同
内
容
の
 
任
 目
さ
れ
る
記
事
も
見
え
る
か
ら
、
彼
ら
の
間
で
は
 
重
 受
は
、
ほ
ぽ
 
一
般
的
な
 

建
 
も
の
で
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
 



古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
考
察
を
し
た
範
囲
か
ら
一
応
 
の
 帰
結
を
 

「
妻
子
を
具
す
る
」
僧
が
出
現
す
る
こ
と
か
ら
し
て
、
 波
 羅
 実
法
 す
 

妻
子
を
具
足
す
る
僧
は
家
主
の
僧
で
あ
り
、
家
と
い
う
 
単
位
の
中
で
 

生
活
を
営
む
寺
僧
の
場
合
に
は
、
多
少
状
況
は
異
な
る
 
と
 思
わ
れ
る
 

よ
 
9
9
9
 

）
。
 

し
か
し
、
寺
院
に
お
け
る
僧
も
や
が
て
は
妻
帯
を
す
る
 事
例
が
登
 

寺
門
の
繁
栄
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
た
こ
と
と
も
無
縁
で
 
は
あ
る
ま
い
 

す
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
妻
帯
が
有
っ
た
こ
と
は
 
疑
 い
え
な
い
。
 

ま
で
比
丘
の
仲
間
入
り
を
果
た
す
た
め
の
形
式
の
た
め
 
の
 儀
礼
に
な
 

に
起
書
 し
て
守
ろ
う
と
勤
め
た
こ
と
も
実
際
に
あ
っ
た
 。
そ
の
際
に
 述

べ
よ
う
。
僧
侶
の
戒
律
の
遵
守
の
実
際
は
、
平
安
時
 
代
 頃
よ
り
 

ら
 遵
守
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
く
状
況
が
生
じ
て
い
た
。
 
し
か
し
、
 

が
 多
い
こ
と
に
も
若
干
の
任
意
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
 
。
集
団
で
 

（
但
し
妻
帯
 と
 小
津
と
は
本
来
切
り
離
し
て
考
え
る
べ
き
 で
あ
ろ
 

場
 す
る
 よ
う
 に
な
る
。
そ
れ
は
貴
族
の
師
弟
が
入
門
 し
 、
そ
れ
が
 

。
比
丘
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
子
で
あ
る
「
 
真
 弟
子
 」
が
存
在
 

と
す
れ
ば
、
波
羅
夷
法
は
有
名
無
実
に
す
ぎ
な
い
。
 受
 戒
 は
あ
く
 

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
遵
守
す
べ
き
も
の
は
 別
 の
磯
ム
 ム
 

も
、
 守
れ
る
も
の
を
誓
う
と
い
う
非
常
に
柔
軟
な
姿
勢
 
が
 見
ら
れ
 

も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
 
。
た
と
え
ば
先
に
一
例
と
し
て
挙
げ
た
宗
性
は
生
涯
に
 
何
度
も
起
誓
を
書
い
て
 

 
  

 

い
た
。
自
発
的
な
意
志
の
現
れ
が
 起
誓
 で
あ
る
の
で
、
 
概
し
て
状
況
に
応
じ
て
誓
い
を
立
て
る
こ
と
が
可
能
で
 
あ
る
。
 
起
 誓
や
願
で
あ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

れ
ば
、
そ
れ
は
生
涯
に
お
い
て
何
度
で
も
誓
 う
 こ
と
が
 で
き
る
。
お
そ
ら
く
戒
も
「
自
発
的
」
 な
 側
面
が
共
通
 す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
 
ほ
 

ぼ
 同
様
な
性
質
の
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
は
 
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
の
破
戒
の
有
無
に
関
係
な
く
 
重
 受
 が
可
能
で
あ
っ
た
の
 

は
 、
再
度
、
起
誓
の
確
認
を
す
る
と
い
う
意
味
を
帯
び
 
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

お
わ
り
に
 



日本人の護持し た 戒律 

略
語
表
 

「
沙
石
集
」
 
り
 

「
沙
石
集
」
 
-
 日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
 
-
 

冨
ヱ
異
記
 
」
Ⅱ
「
日
本
国
善
悪
現
報
霊
異
記
 ヒ 
一
日
本
古
典
文
学
大
 系
 、
岩
波
書
店
 -
 

 
 

「
 験
記
口
り
 
藤
井
俊
博
編
著
「
大
日
本
国
法
華
経
験
記
１
校
本
 

索
引
と
研
究
」
 
-
 和
泉
書
院
索
引
叢
書
三
九
、
和
泉
書
院
、
一
九
 
九
六
年
一
 

 
 

 
  

 

「
宗
性
 口
 平
岡
 定
海
 
「
東
大
寺
宗
性
上
人
の
研
究
 
並
 史
料
」
 
一
 臨
川
 書
店
、
一
九
五
九
年
 -
 

 
 

大
仏
会
Ⅱ
大
口
本
仏
教
全
書
一
国
書
刊
行
会
、
旧
版
 
-
 

 
 

続
蔵
 Ⅱ
大
日
本
校
訂
 
続
 蔵
経
 

る
の
で
あ
る
。
 

中
世
律
宗
の
僧
侶
た
ち
の
例
は
、
 

登
場
す
る
 学
 処
を
遵
守
し
て
い
た
と
 

僧
侶
の
戒
律
の
遵
守
は
人
に
 よ
 る
と
 

ま
た
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
 

べ
き
で
あ
っ
た
戒
を
長
期
に
渡
り
 連
 

ね
た
。
出
家
、
在
家
と
も
に
共
通
し
 

能
 性
が
高
い
。
中
で
も
非
時
食
は
八
 

大
き
な
特
徴
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
 

き
、
日
常
の
中
で
用
い
ら
れ
た
 戒
と
 

な
ど
菩
薩
戒
の
遵
守
の
例
に
触
れ
る
 そ

の
よ
う
な
日
本
的
な
あ
り
方
に
対
す
る
反
旗
で
あ
る
 。
 覚
 盛
や
叡
尊
は
、
具
体
的
な
具
足
戒
に
 

考
え
ら
れ
、
 婬
犯
 を
せ
ず
威
儀
を
守
っ
て
い
た
す
る
の
 も
ま
た
妥
当
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
結
局
、
 

い
 う
 至
極
当
た
り
前
の
結
論
に
落
ち
着
か
ざ
る
を
得
な
 
 
 

、
実
際
の
遵
守
で
注
目
さ
れ
る
も
の
は
八
斎
戒
で
あ
る
 。
本
来
、
在
家
の
者
が
六
斎
日
に
遵
守
 す
 

守
 す
る
 長
斎
 の
側
や
、
ま
た
具
足
戒
を
受
け
た
出
家
の
 比
丘
も
遵
守
す
る
と
い
う
例
が
見
つ
け
 
ち
 

て
 遵
守
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
ほ
、
こ
の
戒
が
も
っ
と
 
も
 一
般
的
に
遵
守
さ
れ
た
戒
で
あ
っ
た
 可
 

斎
戒
の
中
心
を
占
め
、
他
者
か
ら
み
て
容
易
に
護
持
し
 
て
い
る
か
ど
う
か
が
判
る
も
の
で
あ
り
、
 

と
す
れ
ば
、
日
本
人
が
護
持
し
た
戒
律
と
し
て
、
し
か
 も
 出
家
在
家
に
共
通
し
て
生
活
の
中
に
生
 

し
て
、
八
斎
戒
に
着
目
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
 
ぃ
 だ
ろ
う
か
。
な
お
、
十
重
戒
や
十
善
戒
 

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
 
@
 
キ
 
@
 
ハ
 
し
 @
 
@
 
Ⅴ
 。
 

  



;
 
王
 

@
 
一
課
章
司
「
初
期
仏
教
教
団
の
運
営
理
念
と
実
際
」
 -
 
国
書
 刊
行
会
、
二
 
0
0
0
 年
 -
 「
序
論
に
か
え
て
」
一
嵩
ー
二
八
頁
を
 
参
照
。
 

（
 
2
 一
表
 輪
 頑
童
「
叡
尊
教
団
に
お
け
る
構
成
員
の
階
層
 ｜
近
 事 
・
 近
住
と
形
同
 ・
浩
司
 沙
禰
 」
 宅
 宗
教
研
究
」
 
七
 0
 ｜
 二
三
 一
 
0
 九
二
一
九
九
六
年
 -
 

を
 参
照
。
 

一
 
3
 一
課
章
司
、
前
掲
 書
 、
二
五
 ｜
 二
六
頁
、
参
照
。
姦
民
 
は
日
 本
の
現
状
を
「
中
国
で
は
「
 律
目
と
 
〒
 
戒
 」
の
葛
藤
の
結
果
、
「
 
律
 」
が
優
勢
勝
ち
を
し
 

た
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
一
中
略
 

-
 日
本
で
ほ
戒
律
 と
 い
う
言
葉
の
中
に
「
 
律
 」
を
残
す
の
み
で
、
「
佳
日
そ
の
も
の
は
め
 
万
全
に
捨
て
ら
れ
て
 

し
ま
つ
た
。
「
 戒
 」
が
完
膚
な
き
ま
で
に
「
律
し
を
う
ち
破
っ
て
 しま
っ
た
」
と
述
べ
、
示
唆
に
富
む
舌
口
 
及
 を
行
つ
て
い
る
。
 

（
 
4
@
 
 た
と
え
ば
疋
田
 
精
俊
 
「
仏
教
に
お
け
る
破
戒
僧
の
史
的
 
ぷ
，
 
察
 」
昌
大
正
大
字
研
究
紀
要
」
六
一
、
一
九
七
五
年
 -
 な
ど
。
 

（
 
5
-
 
拙
論
「
古
代
に
お
け
る
 長
 斎
の
受
容
」
ヨ
中
央
学
術
研
究
 所
 紀
要
ヒ
二
八
、
一
九
九
九
年
一
所
収
。
 

-
6
@
 
 
八
斎
戒
 は
 、
第
七
 戒
と
 第
八
戒
が
一
緒
に
さ
れ
、
全
体
で
 八
条
の
学
 処
 と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
 

-
7
-
 森
 章
司
「
「
日
本
書
紀
 
目
 に
見
る
僧
尼
の
戒
律
」
 
-
 
課
章
司
 編
 
「
戒
律
の
世
界
 ロ
 北
辰
 堂
 、
一
九
九
三
年
 -
 所
収
、
参
照
。
 

一
 
8
 一
 「
日
本
高
僧
伝
要
文
抄
」
 
普
 照
信
三
日
 蔵
目
一
 0
 
一
頁
、
 六
九
上
元
 ｜
八
 -
 を
 参
照
。
 

-
9
 一
画
材
不
退
「
造
塔
の
仁
成
 と
 天
平
期
の
授
戒
制
度
」
 

-
 
臆
立
 
与
同
 編
 
「
戒
律
の
世
界
 ロ
 北
辰
 堂
 、
一
九
九
三
竿
 -
 所
収
、
参
照
 
 
 

-
 り
堀
 一
郎
「
日
本
仏
教
文
化
史
」
一
大
東
出
版
、
一
九
四
一
 

年
 -
 第
四
章
「
供
養
 諸
儀
 第
一
節
 

設
斎
 」
を
参
照
。
 

同
 -
 斎
戒
に
は
二
つ
の
内
容
が
あ
る
。
仏
教
で
使
う
斎
戒
は
ま
 さ
し
く
八
斎
戒
で
あ
る
が
、
神
道
で
使
 う 斎
戒
は
ニ
ハ
色
の
禁
 己
 
ど
を
指
す
。
 
國
阜
 暁
天
 

阜
 田
本
文
化
研
究
所
編
「
神
道
 辞
ぬ
ビ
 「
斎
戒
」
の
項
を
参
照
。
 

う
一
 

「
元
亨
釈
書
」
に
も
、
戒
律
の
遵
守
の
平
安
時
代
の
例
 

と
 し
て
 容
桓
 、
駅
伝
 鏡
 、
釈
文
官
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ミ
大
仏
金
目
 

一
 
0
 
 一
、
二
六
六
上
 
一
 

セ
 -
 、
 ミ
大
仏
会
」
 
一
 
0
 
一
、
二
七
六
丁
一
五
 
｜
 
一
六
一
、
昌
大
仏
 全
日
一
 0
 
一
、
二
七
七
千
二
丁
四
 
-
 を
参
照
。
 

一
 
㍑
 @
 
 
「
地
蔵
菩
薩
発
心
因
縁
十
王
経
」
に
よ
れ
ば
、
十
八
日
は
 

地
蔵
菩
薩
が
配
当
さ
れ
て
い
る
が
、
「
地
蔵
菩
薩
十
斎
ロ
」
に
は
 

観
音
を
念
ず
れ
ば
罪
を
除
 

く
こ
と
が
出
来
る
と
さ
れ
、
観
音
が
配
当
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
 @
 
」
の
記
事
と
「
法
華
経
」
普
門
品
の
観
音
 

が
 重
ね
ら
れ
、
十
八
日
 に
 観
音
供
養
が
な
さ
 

れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
 

大
正
 ぃ
 
大
正
新
修
大
蔵
経
 

 
  

 

自
蔵
Ⅱ
日
本
大
蔵
経
 -
 鈴
木
学
術
財
団
 - 



円本人の護持した 戒律 

@
 
一
 蓑
輪
、
前
掲
論
文
「
叡
尊
教
団
に
お
け
る
構
成
員
の
階
層
 

近
事
・
遊
佐
 と
形
同
 ・
浩
司
 沙
禰
 」
を
参
照
。
 何
 
「
中
世
 
初
期
南
都
戒
律
復
興
の
研
 

先
口
一
法
蔵
 
館
 、
一
九
九
九
年
 -
 を
 参
照
。
 

@
-
 
遠
見
 佑
 
「
鎌
倉
武
士
と
信
仰
」
一
大
隅
和
雄
編
「
鎌
倉
持
 

代
 文
化
伝
播
の
研
究
し
釜
ロ
 
川
 弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）
所
収
、
 を
 参
照
。
 

-
 匹
 
「
中
世
法
制
史
料
集
目
 一
 、
追
加
法
、
三
二
六
、
三
二
七
 

一
 、
四
八
二
な
 ビ
 。
な
お
川
辺
一
志
 
一
 
地
頭
御
家
人
に
お
 け
る
信
仰
の
基
本
的
特
 

質
 

「
浄
土
寺
文
書
」
を
 
定
証
 起
請
文
を
素
材
と
し
て
」
三
日
 本
文
化
研
究
」
 一
 三
、
二
 0
0
 二
年
）
を
参
照
。
 

行
 一
河
辺
一
志
、
前
掲
論
文
、
参
照
。
但
し
、
武
士
た
ち
の
 殺
 生
 禁
断
は
、
宗
教
的
に
自
ら
遵
守
し
た
と
い
う
よ
り
は
武
家
法
 の
 一
つ
と
し
て
遵
守
を
求
 

 
 @

-
 
前
川
健
一
「
明
恵
一
生
不
犯
 説
 を
め
ぐ
っ
て
」
 ミ
仏
 教
学
」
四
三
、
二
 0
0
 
一
年
一
、
参
照
。
明
恵
が
一
生
不
犯
と
し
 
て
 取
り
上
げ
ら
れ
て
 ぃ
 

く
 過
程
を
分
析
し
、
一
生
不
犯
が
確
認
さ
れ
る
と
は
し
な
い
な
が
 ら
も
、
持
律
持
戒
の
聖
と
し
て
の
姿
が
分
析
さ
れ
る
。
 

一
リ
 
@
 
 
食
事
に
 魚
 身
を
絶
つ
の
は
精
進
の
一
 つ
 で
あ
り
、
神
祇
 信
 仰
に
も
見
ら
れ
る
。
佐
藤
真
人
「
宮
寺
の
神
仏
習
合
上
の
特
質
 と
そ
の
変
容
」
三
日
本
の
 

仏
教
③
神
と
仏
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
ニ
法
蔵
 
館
 、
一
九
九
五
年
一
 所
収
を
参
照
。
 

@
 
一
「
建
長
三
年
辛
亥
九
月
十
七
日
草
 畢
 。
同
二
十
日
切
 句
加
 点
畢
 。
菩
薩
四
十
八
歳
」
三
日
 蔵
 」
六
九
、
一
 セ
一
 b
 五
｜
セ
 Ⅰ
 

  



る て 施 
営 い し 
為 か た 
と な 仏 
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お
よ
そ
日
本
宗
教
の
中
枢
に
仏
教
が
深
く
根
を
下
ろ
す
 
に
 至
っ
た
背
景
を
き
め
ぬ
よ
う
と
す
る
と
き
、
真
理
の
 
探
求
に
鋭
い
洞
察
を
 

一
 
は
じ
め
に
 

八
 論
文
要
旨
Ⅴ
仏
教
を
人
び
と
の
現
実
生
活
と
の
関
連
で
捉
え
 
よ
う
と
す
る
「
「
生
活
の
宗
教
」
と
し
て
の
仏
教
」
の
 
観
 占
か
ら
 、
そ
れ
を
担
っ
て
き
 

た
 中
心
的
な
存
在
の
一
人
で
あ
る
 "
 
行
者
。
に
焦
点
を
当
て
、
 彼
 -
 
彼
女
 一
 ら
が
仏
教
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
描
き
出
す
 、
い
 わ
 ば
 「
行
者
仏
教
」
の
 

世
界
を
、
歴
史
を
遡
っ
て
概
観
す
る
。
し
か
る
の
ち
に
、
行
者
の
 
ム
コ
目
的
様
相
に
着
目
し
た
い
。
行
者
は
お
お
む
ね
僧
籍
の
有
無
 

に
よ
っ
て
二
分
さ
れ
 

る
が
、
そ
う
し
た
区
分
け
の
み
で
は
、
そ
の
実
態
を
十
分
に
把
握
 
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
僧
俗
の
境
界
領
域
で
生
き
る
僧
職
者
 で
あ
る
と
同
時
に
 巫
 

者
性
 を
も
具
え
た
存
在
が
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
 本
 稿
 で
は
、
具
体
相
に
即
し
て
行
者
を
五
種
類
に
分
類
す
る
。
 さ
，
 
り
に
は
、
行
者
の
活
 

動
 に
み
ら
れ
る
諸
特
徴
を
論
ず
る
。
 祈
 禧
の
執
行
が
主
軸
と
な
る
 が
、
 他
に
死
者
供
養
や
説
法
な
ど
も
重
視
し
、
そ
れ
ら
を
通
し
 て
 信
者
を
形
成
し
て
 

ゆ
く
行
者
の
姿
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
。
最
後
に
、
近
年
、
正
音
 
0
 世
界
に
「
行
者
仏
教
」
 へ
 歩
み
寄
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
 @
 
し
 と
を
指
摘
す
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 行
者
、
持
経
者
、
修
行
、
行
力
、
祈
 禧
 

日
本
仏
教
と
行
者
 

「
行
者
仏
教
」
の
世
界
 

長
谷
部
八
期
 



者
 ・
非
僧
職
者
と
も
に
み
ら
れ
、
と
き
に
は
一
見
し
て
 僧
俗
い
ず
れ
で
あ
る
か
単
純
に
決
し
が
た
い
マ
ー
ジ
ナ
 
か
 な
存
在
も
認
め
ら
れ
 

ね
 、
あ
る
い
は
そ
 う
児
 な
さ
れ
て
い
る
人
物
に
は
、
 講
 元
 ・
道
場
主
、
そ
し
て
結
社
・
教
会
・
寺
院
を
主
管
 
す
る
僧
侶
等
々
、
僧
職
 

に
 応
用
さ
れ
、
人
び
と
の
生
活
に
脈
打
っ
に
及
ん
だ
 
仏
 教
の
在
り
よ
う
、
言
う
な
れ
ば
 
目
 生
活
の
宗
教
」
と
 し
て
の
仏
教
」
な
い
し
 

は
 
「
生
活
仏
教
」
と
化
し
た
仏
教
の
具
体
的
位
相
を
め
 ぐ
る
研
究
は
、
し
か
し
、
未
だ
十
分
な
体
系
的
成
果
を
 
見
な
い
ま
ま
今
日
を
迎
 

-
@
 
一
 

え
た
印
象
を
ぬ
ぐ
 ぃ
 が
た
い
。
 

と
こ
ろ
で
、
そ
う
し
た
「
生
活
仏
教
」
の
主
た
る
一
 例
 面
は
従
来
「
葬
式
仏
教
」
と
言
い
表
さ
れ
、
葬
祭
儀
礼
 
の
 執
行
に
よ
っ
て
 寺
 

檀
の
紐
帯
を
維
持
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
在
り
 方
 を
め
ぐ
っ
て
は
種
々
の
議
論
が
あ
る
と
思
う
が
、
 
と
 も
か
く
、
今
日
な
お
 我
 

が
 国
の
宗
教
文
化
に
牢
固
に
息
づ
く
祖
先
崇
拝
の
伝
統
 を
、
 当
の
葬
祭
を
担
 う
 
「
生
活
仏
教
」
が
す
ぐ
れ
て
 
下
 支
え
し
て
き
た
と
い
え
 

る
 。
 

他
方
人
び
と
は
、
現
実
生
活
が
引
き
起
こ
す
諸
困
難
か
 
ら
の
救
い
を
、
僧
職
者
ら
の
 祈
 薦
や
教
え
の
説
示
に
見
 出
そ
う
と
し
た
。
 
人
 

び
と
の
抱
く
こ
の
よ
う
な
救
済
欲
求
に
応
え
て
き
た
め
 ホ
数
者
の
最
た
る
存
在
が
 
"
 行
者
 "
 に
ほ
か
な
ら
な
い
 。
ま
た
行
者
は
し
ば
し
 

ば
 、
後
述
の
よ
う
な
供
養
儀
礼
を
も
救
済
手
段
の
ひ
と
 
つ
に
取
り
込
ん
で
き
た
。
 

か
 よ
 う
に
「
生
活
仏
教
」
は
、
葬
儀
・
供
養
や
祈
 薦
め
 実
践
を
活
動
の
機
軸
に
据
え
て
、
檀
家
、
信
者
ひ
い
て
 
は
 
一
般
衆
庶
の
中
に
 

根
を
張
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
、
か
か
る
 
活
動
の
か
な
め
の
一
人
と
も
舌
口
う
べ
き
行
者
を
中
心
に
 繰
り
広
げ
ら
れ
る
「
 生
 

活
仏
教
」
の
一
面
を
、
こ
こ
で
は
「
行
者
仏
教
」
と
 
呼
 ぶ
こ
と
に
し
、
そ
う
し
た
「
行
者
仏
教
」
の
世
界
が
 、
 日
本
仏
教
さ
ら
に
は
 日
 

本
 宗
教
の
歴
史
に
色
濃
く
影
響
を
及
ぼ
し
つ
つ
現
在
に
 
至
っ
て
い
る
事
実
に
着
目
し
た
い
。
 

と
は
い
え
行
者
は
、
き
わ
め
て
多
彩
な
対
象
を
含
み
 持
 

 
 

実
際
に
行
者
と
称
さ
   



日月 

も
 
「
法
華
験
記
」
に
は
、
古
代
に
お
け
る
彩
り
豊
か
な
 持
経
者
像
が
満
載
さ
れ
て
い
る
。
司
書
が
取
り
上
げ
 
た
 持
経
者
た
ち
に
は
 

吏 仏教と 

 
 
 
 

こ
う
し
た
持
経
者
の
活
動
す
る
世
界
は
、
 宰
並
異
記
 」 
以
 来
、
種
々
の
説
話
 集
が
 好
ん
で
描
写
し
た
テ
ー
マ
 と
 い
え
る
が
、
な
か
で
 

 
 

 
 

-
7
-
 

 
  

 

諸
 

し
て
、
そ
の
典
型
を
法
華
経
に
帰
依
す
る
仏
教
者
 す
 な
む
ち
法
華
持
経
者
に
求
め
て
い
る
。
 

 
 

 
 

堀
は
、
 我
が
国
最
古
の
仏
教
説
話
 集
 
「
日
本
霊
異
記
」
 の
 載
せ
る
 
"
 
浄
行
禅
師
 "
 や
 
"
 
菩
薩
 "
 な
ど
と
称
さ
れ
 た
 仏
道
修
行
者
を
発
 

端
 に
据
え
、
そ
の
線
上
に
「
文
徳
実
録
」
の
記
す
「
 米
 糞
 聖
人
」
の
ご
と
き
 
"
 
聖
 "
 や
 
"
 
聖
人
 "
 と
呼
ば
れ
た
 そ
れ
を
配
し
、
彼
ら
の
 

 
 

、
 聖
 ・
聖
人
な
る
呼
称
の
底
流
を
貫
く
も
の
は
、
道
心
 堅
固
、
持
戒
忍
辱
の
行
 

一
 
6
 一
 

者
、
ま
た
初
発
心
を
高
め
か
 
つ
 深
め
れ
が
た
め
に
 窓
意
 的
に
隠
遁
生
活
を
め
ざ
す
行
者
に
対
す
る
尊
敬
の
念
で
 
あ
っ
た
、
と
い
う
。
 そ
 

者 数 態 ， 然 た る 
史 ・ 古 を 以 的 の   
論 宗 代 類 干 に が さ 

を 教 以 型 に 複 実 ら 

め の 来 三 的 お 雑 状 に 
く 。 歴 多 に い で で は 

る こ く こ や 試 な る を 

  
皇 考 帯   

ぃ 者 る な た ケ ー 仏教こと 宗教   
に 者 ス 

0 な を も 

歴 る 目 見 
史 。 摂 受 
と す け 
現 る ら 

状 概 れ 
を 

/&-     
概 た そ 
観 る の 
  行 丁 一 父 

者 錯 

主要 

な し 

主 た 
な 
特 実態 軸に 

  展 を 
を 開 士 

指摘 

す 全 
る @ こ 

す 
る     と 

え か 
者 し 

と ( ム な 
2 な も 教 い 

，よ っ o つ 
c 」 ま 

の ま 

そ に 

行者 

桂 樹 
つ @ 界 括 
し 日   は し 
た 本 諸 て 

イ千 ィム 実 泌、 き 



聖
 ・
聖
人
・
沙
門
・
上
人
等
々
各
種
み
ら
れ
、
と
り
わ
 け
 
"
 
法
師
 "
 と
呼
ば
れ
る
僧
の
多
さ
が
目
に
付
く
。
 こ
 れ
ら
持
経
者
の
修
行
内
 

容
 
読
経
・
書
写
 行
 ・
法
華
母
法
・
念
仏
 行
 ・
 亘
 雀
口
 
唱
謂
 ほ
か
）
、
神
仏
と
の
交
流
方
法
 
夢
 ・
使
役
神
の
 助
力
・
対
話
，
 想
依
は
 

か
 ）
、
信
仰
対
象
（
観
音
菩
薩
・
文
殊
菩
薩
・
薬
王
 菩
 薩
 ・
弥
勒
菩
薩
・
不
動
明
王
ほ
か
）
な
ど
に
わ
た
っ
て
 
具
体
的
な
記
述
が
施
さ
 

れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
同
書
は
、
行
者
の
原
初
的
形
 
態
 に
迫
り
う
る
好
個
の
史
資
料
と
い
っ
て
よ
い
。
 

差
し
当
た
り
今
は
 、
 時
の
持
経
者
像
を
考
え
る
上
で
と
 り
わ
け
示
唆
に
富
む
話
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
「
 比
 長
山
の
持
経
者
薄
板
 

一
 
8
 一
 

仙
人
」
の
話
で
あ
る
。
 

比
 長
山
西
 麓
は
葛
川
 の
 一
 沙
門
が
、
 夢
告
 に
依
っ
て
 比
 良
の
峰
に
入
り
、
青
ざ
め
て
痩
せ
さ
ら
ば
え
た
異
形
の
 
神
仙
と
出
会
う
。
 神
 

仙
は
興
福
寺
の
学
僧
・
蓮
飯
 と
 名
乗
り
、
山
中
修
行
に
 入
っ
た
経
緯
を
告
げ
る
。
法
華
経
 讐
楡
品
の
 
「
故
君
 不
 取
 、
後
心
憂
 悔
 」
の
 褐
 

丈
 に
よ
り
菩
提
心
を
起
こ
し
、
法
師
 品
の
 
「
 
寂
莫
 無
人
 声
 、
 読
謂
 此
経
典
、
我
爾
時
 為
現
 、
清
浄
北
砂
 身
 」
と
 0
%
 丈
 に
 い
ざ
 な
わ
れ
 

て
 山
林
に
向
か
っ
た
、
と
。
そ
し
て
法
華
経
の
妙
義
 
に
 帰
依
 し
 持
戒
に
努
め
た
結
果
、
効
験
を
得
、
神
仙
の
術
 
を
 自
在
に
操
る
ま
で
に
 

な
っ
た
。
見
仏
聞
法
も
意
の
ま
ま
で
、
煩
悩
を
滅
し
通
 
達
無
 擬
の
境
地
に
達
し
た
。
都
卒
天
に
上
り
弥
勒
菩
薩
 
に
ま
み
え
る
こ
と
も
で
 

き
る
と
い
う
。
こ
う
語
っ
た
 蓮
 寂
は
沙
門
に
対
し
、
 か
 く
し
て
出
会
っ
た
の
も
仏
縁
だ
か
ら
と
、
山
に
留
ま
っ
 
て
 修
行
す
る
こ
と
を
 勧
 

め
る
。
沙
門
は
気
持
ち
を
動
か
さ
れ
る
が
、
そ
の
器
で
 
は
な
い
と
悟
り
辞
退
す
る
。
神
通
力
で
下
界
の
寺
ま
で
 
送
っ
て
も
ら
 つ
た
 沙
門
 

は
 、
こ
の
妙
な
る
体
験
を
師
や
同
行
の
徒
に
語
り
聞
か
 
せ
た
。
 人
 び
と
は
感
激
し
、
 煎
 々
仏
道
精
進
に
励
ん
だ
 、
と
結
ん
で
い
ろ
。
 

こ
の
話
に
は
、
持
経
者
に
関
す
る
当
時
の
観
念
を
め
ぐ
 
っ
て
、
い
く
つ
か
の
特
筆
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
が
内
包
 さ
 れ
て
い
る
 よ
う
 に
 思
 

わ
れ
る
。
 

第
一
に
、
薄
板
は
も
と
も
と
興
福
寺
の
学
僧
だ
っ
た
 
と
 い
う
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
か
の
学
解
仏
教
の
一
大
御
目
 一
で
経
典
修
学
に
い
そ
   



典
 解
読
と
修
行
実
践
を
別
々
に
裁
断
す
る
の
で
は
な
く
 
、
む
し
ろ
教
理
の
体
験
的
理
解
の
場
と
し
て
山
林
聖
地
 
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
 

こ
の
種
の
経
典
の
 
"
 文
義
を
能
く
解
し
た
 "
 持
経
者
の
 話
は
、
 
当
側
 に
留
ま
ら
ず
「
 験
記
 」
の
中
に
ま
ま
 見
 受
け
ら
れ
る
。
「
吉
野
 奥
 

山
の
持
経
者
 某
 」
の
話
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
 

義
春
な
る
諸
山
巡
歴
の
聖
が
吉
野
で
出
会
っ
た
持
経
の
 
聖
人
と
の
問
答
譚
の
形
を
と
っ
て
い
る
。
比
叡
山
の
座
 
王
 ・
 喜
 慶
の
弟
子
と
 

し
て
仕
え
て
い
た
が
勘
当
さ
れ
、
諸
国
を
経
め
ぐ
っ
た
 禾
 当
山
を
終
の
住
み
処
 と
 定
め
修
行
に
励
む
聖
人
が
 、
 義
春
の
 問
 い
に
逐
一
法
 

華
 経
の
一
節
を
引
き
、
そ
の
意
味
に
沿
っ
て
自
己
の
行
 
業
を
解
き
明
か
す
。
や
が
て
聖
人
の
行
力
に
よ
っ
て
 
動
 き
 出
し
た
水
瓶
に
導
か
 

れ
 里
に
下
っ
た
義
春
 は
 、
感
涙
し
て
聖
人
の
作
法
徳
行
 を
 語
り
伝
え
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
人
び
と
は
随
喜
の
涙
 
を
 流
し
、
即
座
に
発
心
 

す
る
人
も
数
多
く
み
ら
れ
た
、
と
い
う
。
了
一
 

 
 

従
来
、
「
 験
記
 」
に
お
け
る
法
華
持
経
者
の
主
な
特
徴
 
の
ひ
と
つ
に
 
"
 智
 解
の
否
定
 "
 を
あ
げ
る
見
方
が
あ
っ
 た
 。
そ
れ
も
経
典
隆
 

学
を
経
て
の
否
定
で
は
な
く
、
も
と
よ
り
知
識
に
よ
る
 
理
解
の
道
を
斥
け
て
読
経
三
昧
の
行
法
に
終
始
し
た
と
 
み
る
。
し
た
が
っ
て
 、
 

持
経
者
の
中
か
ら
体
系
的
な
教
学
 書
が
 撰
述
さ
れ
な
か
 っ
 た
の
も
、
そ
の
必
然
的
な
帰
結
で
あ
る
と
し
、
か
く
 し
て
 智
解
 否
定
の
姿
勢
 

を
 持
経
者
の
根
本
的
な
性
格
と
見
な
す
わ
け
で
あ
る
。
 
確
か
に
経
典
の
内
容
理
解
云
々
に
舌
口
 

反
 し
た
話
は
比
較
 的
 少
な
い
が
、
し
か
し
 

そ
の
こ
と
か
ら
た
だ
ち
に
持
経
者
Ⅱ
 智
解
 否
定
と
解
す
 る
こ
と
は
些
か
無
理
が
あ
ろ
う
。
ま
し
て
教
学
 書
 の
 著
 述
 が
な
い
か
ら
と
い
っ
 

諸
 

て
そ
う
し
た
否
定
の
立
場
に
固
執
し
た
と
は
舌
口
 

い
 切
れ
ま
い
。
む
し
ろ
、
少
数
な
が
ら
も
右
に
取
り
上
げ
 
た
よ
う
な
経
典
の
文
義
に
通
 

 
  

 
じ
た
持
経
者
の
話
中
に
、
当
時
の
社
会
の
求
め
た
Ⅰ
 

は
 

あ
る
べ
き
行
者
像
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
観
が
深
い
。
 
す
な
ね
 ち
、
山
住
み
の
持
経
 

琳
者
 と山
 ｜
 里
を
繋
ぐ
巡
歴
の
聖
と
里
の
道
俗
と
い
 
ぅ
 三
考
が
織
り
成
す
時
空
に
お
い
て
、
先
の
引
用
例
が
 物
語
る
ご
と
く
、
経
典
に
 通
   

し
ん
だ
学
徒
が
、
経
典
 
-
 
法
華
経
 -
 の
説
く
内
容
を
体
 験
 的
に
検
証
し
ょ
う
と
し
て
山
林
修
行
を
志
し
た
の
で
 
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
 経
 



暁
 し
そ
の
意
味
世
界
へ
体
験
的
に
迫
ら
ん
と
す
る
持
経
 者
の
姿
が
 、
 聖
を
介
し
て
里
の
社
会
に
い
わ
ば
 憧
慣
す
 べ
き
対
象
と
し
て
伝
え
 

ら
れ
、
そ
の
こ
と
が
人
び
と
の
道
心
を
揺
さ
ぶ
る
大
き
 
な
 契
機
と
も
な
っ
て
い
た
状
況
が
窺
知
で
き
る
の
で
あ
 
る
 。
 

第
二
に
、
 蓮
寂
 は
ま
た
神
変
自
在
の
仙
人
的
能
力
の
持
 ち
 主
で
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
点
が
耳
目
を
引
こ
う
。
 
こ
の
こ
と
は
、
前
述
 

の
 体
験
的
教
理
理
解
と
い
う
姿
勢
と
密
接
に
連
動
し
て
 
い
る
。
何
故
な
ら
蓮
飯
 は
 、
法
華
経
の
妙
 義
 に
帰
依
 し
 持
戒
に
努
め
た
結
果
と
 

し
て
、
神
仙
的
能
力
を
授
か
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 
要
す
る
に
、
修
行
に
よ
っ
て
神
変
自
在
の
行
力
を
獲
得
 
す
る
こ
と
と
、
経
典
に
 

帰
順
 し
証
徳
 菩
提
の
世
界
を
め
ざ
す
こ
と
と
は
 相
 矛
盾
 

し
な
い
。
矛
盾
ど
こ
ろ
か
、
通
達
 

無
 擬
の
境
地
を
見
 掘
 え
て
梵
行
・
浄
行
を
専
 

一
に
実
践
し
な
い
限
り
、
霊
妙
な
る
力
の
働
き
は
も
た
 ら
さ
れ
な
い
と
い
っ
た
観
念
の
存
在
を
当
話
は
物
語
っ
 
て
い
よ
う
。
こ
こ
に
も
 

や
は
り
、
 蓮
寂
に
 対
す
る
 憧
 惧
の
念
を
喚
起
せ
し
め
る
 所
以
が
あ
る
と
見
な
し
う
る
。
 

そ
の
よ
う
な
卓
越
し
た
行
力
の
中
で
も
、
殊
に
弥
勒
 
浄
 上
 へ
自
在
に
往
還
し
う
る
力
を
具
え
て
い
る
と
さ
れ
る
 こ
と
が
、
 蓮
 寂
へ
の
 

尊
崇
の
念
を
一
層
増
幅
せ
し
め
て
い
る
よ
う
だ
。
時
の
 
持
経
者
が
き
め
 ぬ
 ん
と
す
る
目
標
は
 、
 何
に
も
増
し
て
 、
 浬
磐
 寂
静
の
境
地
に
 

至
り
彼
岸
浄
土
に
赴
く
こ
と
に
あ
っ
た
わ
け
で
、
「
 験
 記
 」
を
は
じ
め
、
当
時
の
仏
教
説
話
集
の
根
底
に
は
ほ
 
と
ん
ど
一
貫
し
て
往
生
 

願
望
が
流
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
薄
板
 
は
 、
か
の
浄
土
 へ
 死
を
待
た
ず
生
き
な
が
ら
に
し
て
往
詣
で
き
る
と
い
 
ぅ
 の
で
あ
る
。
他
に
 、
 

い
わ
 ぼ
 仮
死
状
態
で
彼
岸
に
達
し
、
そ
こ
で
仏
心
を
啓
 
発
さ
れ
帰
還
し
て
ま
す
ま
す
信
心
を
深
め
た
と
す
る
 
話
 も
 
「
強
記
口
中
に
み
え
 

-
 
Ⅱ
 一
 

る
 。
生
死
の
境
を
さ
き
よ
う
体
験
が
菩
提
心
を
覚
醒
 
す
 る
 契
機
と
な
っ
て
い
た
語
例
が
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
 
。
こ
の
時
代
、
彼
此
の
 

岸
を
弾
力
的
に
結
ぶ
イ
メ
ー
ジ
豊
か
な
世
界
観
が
展
開
 
し
て
い
た
様
子
を
覗
か
せ
て
い
る
。
 

か
く
の
ご
と
く
、
行
者
の
古
態
の
典
型
を
な
す
持
経
者
 
た
ち
が
、
仏
法
の
追
究
と
行
力
の
体
得
と
が
相
即
し
 
融
 通
し
る
う
信
仰
の
時
 

空
 を
す
ぐ
れ
て
体
験
的
に
構
築
し
て
い
っ
た
在
り
ょ
 
ぅ
 を
 説
話
類
は
伝
え
て
い
る
。
だ
が
、
自
己
の
往
生
を
成
 
就
 せ
ん
が
た
め
と
い
う
   



樹
立
者
と
は
別
に
、
体
制
仏
教
に
巻
き
込
ま
れ
つ
つ
（
 

逆
に
そ
の
 
教
 説
や
権
威
を
用
い
る
こ
と
で
宗
教
者
と
し
 

て
の
活
路
を
見
出
し
た
立
者
 

 
 

琳
の
系
譜
を
洞
察
し
て
い
る
。
 

   
 

 
 

%
 
 

く
世
界
に
色
濃
く
映
し
出
さ
れ
て
く
る
。
池
上
長
 正
 は
そ
こ
に
着
目
し
、
仏
教
的
権
威
の
外
側
で
対
時
し
 う
る
 霊
 能
を
具
え
た
自
律
的
 

 
 

 
 

ら さ れ っ て 者 進 買 引 演 界 自 

、 れ る 以 て い を に っ 山 い じ に 行 

・ に う の っ 。 し ん 、 僧る ょ土 い る⑬ 通励て宙万お 智践 
を
 脱
し
え
な
い
限
り
、
彼
ら
は
衆
生
社
会
と
無
縁
の
特
 殊
 な
難
行
者
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
る
。
果
た
し
て
彼
ら
 
0
 行
業
は
下
 

れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
先
に
引
い
た
「
吉
野
の
持
経
者
 」
の
例
が
い
み
じ
く
も
物
語
る
よ
う
に
、
両
者
を
取
り
 
結
ぶ
役
割
を
 

は
 各
地
を
巡
り
歩
く
 聖
 た
ち
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
持
経
 者
の
示
す
第
三
の
特
徴
を
指
摘
し
 ぅ
る
 。
関
連
す
る
 話
 を
も
う
一
例
 

-
 
は
 -
 

よ
う
。
「
古
き
仙
の
霊
し
き
洞
の
法
空
法
師
」
の
話
が
 そ
れ
で
あ
る
。
 

籠
居
す
る
法
空
の
下
を
訪
れ
た
漂
泊
の
比
丘
・
良
賈
 
が
 、
法
空
を
護
法
す
る
羅
刹
女
に
欲
愛
の
情
を
抱
い
た
と
 
こ
ろ
怒
り
を
 

下
界
に
送
り
返
さ
れ
て
し
ま
う
。
身
命
を
奪
わ
れ
ず
に
 済
ん
だ
良
賈
 は
 、
お
の
れ
の
罪
根
を
恥
じ
入
り
道
心
を
 深
め
持
戒
 精
 

だ
 、
と
説
く
。
や
は
り
、
俗
世
を
厭
い
自
行
専
心
を
決
 
し
て
人
山
し
た
隠
遁
行
者
の
姿
が
、
諸
方
を
巡
歴
す
る
 
漂
泊
の
宗
教
 

て
 語
り
伝
え
ら
れ
る
構
図
が
素
地
と
な
っ
て
い
る
。
 
こ
 の
よ
う
な
山
住
み
の
行
者
と
遊
行
聖
と
の
関
係
に
は
、
 堀
が
 論
及
 し
 

遊
行
の
行
者
が
一
枚
噛
ん
だ
こ
う
し
た
重
層
構
造
の
中
 

ご
と
き
推
移
に
伴
い
、
当
初
は
僧
職
者
に
限
っ
て
用
い
 

た
の
 て
 
@
 
0
-
4
-
1
 

あ
ろ
う
 

ら
れ
て
い
た
持
経
者
の
呼
称
が
、
在
家
そ
れ
も
女
性
を
 

で
、
山
林
持
経
者
の
能
く
す
る
行
力
へ
の
願
望
が
里
の
 
世
界
に
広
ま
 

含
め
て
使
わ
 

 
 

帰
依
す
る
行
者
の
範
時
に
、
僧
職
者
に
加
え
民
間
・
 
在
 家
 層
も
包
摂
 

及
ん
だ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
か
く
て
「
行
者
仏
教
」
 
の
 カ
バ
ー
す
る
領
域
が
、
民
間
の
巫
 
俗
 的
世
界
と
も
 交
錯
し
な
が
 

俗
 両
者
を
併
呑
す
る
形
で
拡
張
し
裾
野
を
広
げ
て
い
っ
 た
 。
そ
う
し
た
傾
向
は
、
お
お
む
ね
中
世
以
降
、
説
話
 
や
 物
語
の
描
 



仏
教
と
 巫
 俗
の
習
合
は
、
仏
典
・
経
典
に
加
え
て
 祈
薦
 具
 ・
祭
具
に
も
影
響
を
与
え
た
。
数
珠
や
錫
杖
な
 

の
 在
り
よ
う
に
も
そ
れ
は
及
ん
だ
。
歩
き
 
ミ
コ
 を
例
に
 と
れ
ば
、
彼
女
た
ち
が
携
行
し
た
 
"
 
外
法
 "
 な
い
し
 

る
 守
護
神
は
、
遊
行
の
聖
・
験
僧
の
携
え
る
 
"
 
後
仏
 "
 と
 似
通
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
両
者
は
同
一
視
さ
れ
 

る
 。
た
と
え
ば
 
ヨ
 二
河
 雀
 」
（
 養
 三
）
に
は
、
信
州
 善
 元
手
に
通
夜
せ
る
僧
の
談
に
、
「
某
は
羽
州
 羽
 里
山
の
 

後
ろ
 仏
 と
申
す
外
法
を
使
 ひ
 侍
り
し
・
・
・
」
と
あ
る
。
元
 

-
 

こ
う
し
た
遊
行
僧
の
一
方
で
、
先
の
法
師
 巫
 の
ご
と
き
 堂
や
庵
に
居
を
定
め
る
行
者
が
史
料
中
に
目
立
っ
 

て
 当
然
、
従
来
の
山
の
行
場
に
加
え
て
、
里
の
行
場
へ
 
の
 ニ
ー
ズ
が
喚
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
か
か
る
 ど

も
そ
う
だ
が
、
守
護
神
 

は
 
"
 外
法
頭
 "
 と
称
さ
れ
 

る
場
合
も
あ
っ
た
と
み
え
 

者
な
る
が
、
渡
世
の
業
に
 

て
く
る
。
そ
の
結
果
と
し
 

意
味
で
堂
や
庵
は
、
桁
橋
 

 
 

巫
即
 仏
者
の
此
部
面
に
携
は
る
者
は
、
優
に
一
階
級
を
 
形
 づ
く
る
に
足
り
る
 程
 多
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
 

「
行
者
仏
教
」
の
こ
う
し
た
拡
張
を
象
徴
的
に
物
語
る
 の
が
、
 "
 法
師
 巫
 "
 と
呼
ば
れ
る
 僧
 と
も
立
君
と
も
俄
に
 

 
 

の
 出
現
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
法
師
の
意
味
す
る
内
容
 
が
 、
「
 験
記
 」
の
載
せ
る
よ
う
な
隠
栖
の
持
経
者
に
留
 
ま
ら
ず
、
沙
弥
・
優
姿
 

塞
 
・
 寺
 吏
の
類
を
含
む
い
わ
ば
 僧
 ・
俗
の
境
域
に
あ
る
 諸
 職
を
包
括
す
る
に
至
っ
た
事
実
が
映
し
出
さ
れ
て
 
ぃ
 よ
う
。
 

-
 
，
 
1
 -
 

 
 

中
山
は
、
法
師
 巫
を
 
"
 正
裕
一
体
の
実
行
者
 "
 と
し
、
 
「
古
今
著
聞
集
」
中
の
当
該
す
る
一
段
を
取
り
上
げ
て
 い
ろ
。
藤
原
基
俊
が
 、
 

小
壁
 で
 祓
い
が
修
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
小
童
に
そ
 
の
 童
名
を
問
う
た
と
こ
ろ
「
や
し
ろ
 堂
 」
と
答
え
た
の
 で
、
口
吟
に
て
「
此
の
 

堂
は
神
 か
仏
 か
お
ほ
つ
か
な
」
と
言
え
ば
、
「
ほ
う
し
 み
こ
 に
 ぞ
問
ふ
 べ
か
り
け
る
」
と
小
童
が
下
句
を
 
っ
づ
 け
た
、
と
い
う
問
答
で
 

あ
る
。
こ
の
一
段
の
特
記
す
べ
き
は
、
既
に
平
安
後
期
 
、
法
師
 巫
 な
る
存
在
が
宝
主
・
堂
守
と
し
て
 祈
禧
を
執
 り
 行
な
っ
て
い
た
こ
と
 

が
う
か
が
え
る
点
に
あ
る
。
こ
の
法
師
 巫
 こ
そ
「
行
者
 仏
教
」
の
歴
史
を
連
綿
と
貫
き
構
成
し
て
き
た
主
要
な
 
一
存
在
と
い
え
よ
う
。
 

そ
れ
を
裏
づ
け
る
か
の
よ
う
に
柳
田
国
男
は
、
中
世
 以
 来
の
男
巫
た
る
法
師
巫
の
巫
女
に
劣
ら
ざ
る
活
発
な
 
活
動
に
触
れ
て
、
「
法
師
   



辞
 

右
に
概
観
し
た
よ
う
な
史
的
背
景
の
も
と
で
、
 
体
制
仏
教
と
民
俗
宗
教
と
の
接
触
・
交
流
の
度
合
い
が
 
深
ま
る
に
 つ
 
れ
、
そ
の
赤
城
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

は
で
 活
動
し
双
方
を
連
繋
，
架
橋
す
る
中
核
的
な
役
 
割
を
演
じ
て
き
た
行
者
の
様
相
が
、
次
第
に
複
雑
さ
 
を
 増
し
つ
つ
推
移
し
て
い
っ
 

 
  

 

握
た
 。
こ
う
し
た
背
景
 下
 、
で
は
今
日
に
お
け
る
 行
 者

の
実
態
に
は
一
体
い
か
な
る
特
徴
が
見
出
せ
る
の
か
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既
に
触
れ
た
と
お
り
、
行
者
を
行
者
た
ら
し
め
る
基
本
 
的
な
道
具
立
て
は
、
舌
口
う
ま
で
も
な
く
修
行
の
実
践
 と
 、
行
力
・
験
力
・
 法
 

 
 

力
 な
ど
と
称
さ
れ
る
超
自
然
力
の
獲
得
・
行
使
の
二
点
 
に
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
行
者
を
め
ぐ
る
古
代
以
来
の
 歴
史
は
も
と
よ
り
、
 そ
 

の
 今
日
的
状
況
を
見
渡
す
な
ら
 
ぼ
 、
行
者
と
み
ず
か
ら
 認
識
し
あ
る
い
は
周
囲
か
ら
そ
う
見
な
さ
れ
て
い
る
 
人
た
ち
の
現
実
は
多
彩
 

で
、
行
者
と
い
う
言
葉
で
単
純
に
一
括
し
え
な
い
こ
と
 を
 痛
感
さ
せ
ら
れ
る
。
修
行
内
容
も
、
俗
界
を
峻
拒
 
す
 る
 山
岳
・
山
間
の
聖
地
 

で
の
 料
 撒
や
隠
遁
に
端
を
発
し
た
と
は
い
え
、
現
在
で
 
は
 、
そ
れ
ら
に
加
え
て
下
界
の
寺
院
や
道
場
が
行
者
 養
 成
の
重
要
な
場
と
な
っ
 

-
 
ぬ
 -
 

て
い
る
。
ま
た
行
者
の
身
に
付
け
た
超
自
然
力
の
内
実
 や
 作
用
の
仕
方
に
も
種
々
の
タ
イ
プ
が
あ
り
、
一
律
に
 
論
じ
切
れ
な
い
。
さ
ら
 

に
は
、
修
行
と
そ
う
し
た
力
の
獲
得
と
の
先
後
関
係
も
 問
わ
れ
て
く
る
。
元
来
、
山
中
の
寂
静
な
る
時
空
を
舞
 
台
 に
苦
行
の
実
践
を
通
 

し
て
行
力
を
開
花
さ
せ
る
形
が
行
者
の
原
初
形
態
と
理
 解
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
今
日
の
行
者
に
は
、
 
こ
の
よ
う
に
修
行
上
越
 

自
然
的
な
能
力
の
獲
得
と
い
っ
た
一
面
的
な
図
式
で
は
 
捉
え
切
れ
な
い
例
も
少
な
か
ら
ず
見
出
せ
る
。
以
前
か
 
ら
 雪
籠
・
霊
感
の
片
鱗
 

を
 示
し
た
人
が
神
仏
の
啓
示
や
宗
教
者
の
指
示
に
よ
っ
 
て
 修
行
に
入
り
、
当
の
能
力
を
深
化
さ
せ
る
ケ
ー
ス
も
 
ま
れ
で
な
い
。
な
か
に
 

は
ま
た
、
民
間
立
者
と
し
て
の
活
動
歴
を
既
に
踏
ん
で
 
き
た
者
が
、
仏
教
教
団
と
か
か
わ
る
機
会
を
得
て
僧
侶
 
化
の
道
程
を
歩
み
出
す
 

形
 す
ら
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
多
様
か
つ
流
動
的
 
な
 在
り
方
が
、
行
者
の
実
態
把
握
を
難
し
く
し
て
い
る
 
と
も
い
え
よ
う
。
 

以
上
の
よ
う
な
状
況
に
鑑
み
て
本
章
で
は
、
行
者
の
体
 
茶
杓
理
解
に
向
け
て
の
試
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
 
、
今
日
の
行
者
を
め
 

ぐ
る
種
々
の
形
態
を
、
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
調
査
を
も
 と
に
分
類
整
理
し
、
し
か
る
の
ち
に
諸
研
究
者
の
見
解
 
を
 適
宜
参
看
し
な
が
ら
 

検
討
を
加
え
て
ゆ
き
た
い
。
 

Ⅲ
非
僧
職
者
 

①
在
家
型
 
｜
 民
間
・
在
家
の
行
者
で
、
お
お
む
ね
、
 特
定
宗
派
の
本
山
や
寺
院
と
個
人
的
に
ま
た
は
講
社
な
 
ど
の
組
織
を
通
し
て
 関
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係
を
有
す
る
。
 

②
境
界
型
 A
 ｜
 民
間
・
在
家
の
立
場
に
あ
る
が
、
特
定
 の
 教
団
・
本
山
・
寺
院
な
ど
か
ら
一
定
の
肩
書
き
 
，
称
 号
を
与
え
ら
れ
、
当
の
 

宗
派
や
教
団
、
寺
院
へ
の
帰
属
性
を
よ
り
明
確
に
自
覚
 
し
て
い
る
。
 

㈲
僧
職
者
 

①
境
界
型
 B
 ｜
 民
間
・
在
家
の
行
者
が
僧
籍
を
取
得
す
 る
が
、
 祈
禧
法
 に
仏
教
の
要
素
が
反
映
さ
れ
る
傾
向
が
 あ
る
こ
と
な
ど
を
除
け
 

ば
 、
実
際
の
活
動
形
態
に
は
、
従
来
と
比
べ
て
特
に
際
 
立
っ
た
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。
 

②
 行
僧
型
 A
 ｜
 民
間
・
在
家
の
行
者
が
僧
籍
を
取
得
し
 、
教
会
・
結
社
さ
ら
に
は
寺
院
を
設
立
す
る
な
ど
、
 
僧
 侶
化
 ・
寺
院
化
へ
の
 積
 

極
 的
な
志
向
性
を
有
す
る
。
宗
派
・
教
団
の
定
め
る
 

定
の
修
行
を
体
験
し
て
い
る
例
も
認
め
ら
れ
る
。
 

③
 行
僧
型
 B
 ｜
 寺
院
や
教
会
・
結
社
な
ど
を
主
宰
す
る
 僧
侶
 
寅
 ぽ
行
者
一
の
子
弟
が
僧
籍
を
取
得
し
て
、
 所
 属
す
る
宗
派
・
教
団
 所
 

定
の
修
行
コ
ー
ス
を
 実
 修
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
 た
 だ
し
、
所
定
外
の
修
行
体
験
者
も
ま
れ
に
存
在
す
る
。
 

「
 
行
僧
型
 B
 」
を
除
け
ば
、
行
者
の
道
を
辿
り
出
す
 契
 機
は
 各
タ
イ
プ
と
も
あ
ら
ま
し
共
通
し
て
い
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
病
気
を
は
じ
 

め
と
す
る
人
生
・
生
活
上
の
困
難
や
挫
折
の
経
験
で
あ
 
る
 。
そ
う
し
た
難
局
に
当
面
し
て
宗
教
に
救
い
を
求
め
 
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
 行
 

動
 に
は
 お
ょ
そ
 二
つ
の
傾
向
が
見
出
せ
る
。
 

ひ
と
っ
は
、
社
寺
や
行
場
に
参
籠
す
る
な
ど
し
て
、
 神
 仏
に
 祈
願
す
る
例
で
あ
る
。
か
か
る
過
程
で
神
仏
の
感
 
応
を
得
て
行
力
を
磨
 



一
 、
病
気
・
困
難
Ⅰ
社
寺
・
 付
 場
に
参
籠
・
祈
願
山
行
 力
 め
 獲
得
山
行
者
化
 

二
 、
病
気
，
困
難
し
行
者
に
桁
橋
依
頼
し
信
者
化
 
丁
修
 行
 山
行
力
の
獲
得
山
行
者
化
 

「
 
行
僧
型
 B
 」
に
関
し
て
は
、
こ
う
し
た
人
生
上
の
危
 機
 よ
り
も
、
寺
院
・
教
会
の
継
承
者
た
る
こ
と
へ
の
 
周
 囲
の
期
待
を
背
景
に
 

行
者
へ
の
道
を
め
ざ
す
ケ
ー
ス
が
一
般
的
で
あ
る
。
 

い
ず
れ
の
タ
イ
プ
も
、
 祈
 禧
や
占
断
と
き
に
は
死
者
 供
 養
な
ど
に
よ
っ
て
依
頼
者
に
対
応
す
る
う
ち
に
信
者
 
の
形
成
を
み
る
の
だ
 

が
 、
「
在
家
型
」
行
者
の
場
合
は
 、
未
 だ
信
者
の
組
織
 化
が
な
さ
れ
ず
行
者
と
個
々
の
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
 
側
 が
少
な
く
な
い
。
 そ
 

の
よ
う
な
例
で
は
、
信
者
と
い
っ
て
も
、
何
を
も
っ
て
 そ
う
呼
ぶ
か
の
基
準
が
往
々
に
し
て
 暖
昧
 で
あ
る
。
 だ
 が
 、
こ
の
関
係
が
安
定
 

的
に
持
続
し
て
ゆ
け
ば
、
い
ず
れ
 0
0
 講
 や
 ム
ム
 会
と
 い
っ
た
信
者
集
団
が
組
織
さ
れ
、
行
者
が
そ
の
正
幸
若
 
に
お
さ
ま
る
形
が
出
て
 

く
る
。
信
者
名
簿
が
作
成
さ
れ
る
な
ど
し
て
信
者
意
識
 
も
高
ま
る
。
こ
う
し
て
信
者
集
団
が
整
え
ら
れ
る
と
、
 
行
者
は
本
山
や
縁
故
 寺
 

院
 と
個
人
的
に
で
は
な
く
集
団
単
位
で
か
か
わ
る
方
向
 
に
 進
み
や
す
い
。
信
者
と
と
も
に
団
参
し
た
り
、
行
事
 
に
 参
加
し
た
り
、
信
者
 

の
 先
祖
供
養
を
依
頼
す
る
と
い
っ
た
具
合
に
、
本
山
・
 寺
院
と
継
続
的
な
交
流
を
は
か
る
よ
う
に
な
る
。
 

「
境
界
型
 
A
 」
は
一
応
在
家
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
 の
 、
「
境
界
型
 B
 」
と
ほ
と
ん
ど
区
別
し
が
た
い
状
況
を
 
呈
し
て
い
る
。
後
者
 

も
ま
ず
僧
形
を
と
る
こ
と
は
な
く
、
両
者
間
に
あ
え
て
 取
り
上
げ
る
ほ
ど
の
相
異
は
見
出
せ
な
い
。
ど
ち
ら
も
 

一
般
家
屋
に
手
を
加
 

え
た
程
度
の
祭
祀
空
間
に
小
規
模
の
祭
壇
を
設
け
て
い
 
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
名
目
上
、
両
型
は
非
僧
侶
 
と
僧
 偶
 に
分
け
ら
れ
る
が
、
 

実
質
は
容
易
に
判
じ
得
な
い
入
り
組
ん
だ
関
係
に
あ
る
 
と
い
え
る
。
「
境
界
型
 A
 」
の
肩
書
き
に
は
、
た
と
え
 ば
 公
認
先
達
、
本
願
人
 

な
ど
宗
派
に
よ
っ
て
一
様
で
な
く
、
な
か
に
は
所
定
の
 修
行
講
習
を
受
け
て
授
与
さ
れ
る
も
の
も
み
ら
れ
る
。
 
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
タ
イ
 

  

次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
 

 
  

 



日本 

「
 
行
僧
型
 A
 」
に
は
、
先
述
の
ご
と
く
 

 
 

 
 

僧
侶
化
，
 

 
 
 
 

 
 

 
 

寺
院
化
の
方
向
を
め
ざ
そ
う
と
す
る
姿
勢
が
強
い
。
で
 
き
れ
ば
寺
号
を
取
得
し
、
 

，
 
T
 
%
 
1
 

ス
も
 存
在
す
る
の
が
、
櫻
井
の
報
上
口
に
よ
っ
て
 

知
れ
み
。
一
方
石
津
は
、
「
境
界
型
 B
 

」
と
が
ほ
し
 き
 
日
蓮
系
の
 カ
 ミ
サ
 マ
 
の
例
を
 

 
 
 
 

 
 
 
 

プ
 に
も
経
典
に
通
じ
、
ま
た
巧
み
に
 
読
涌
 す
る
例
が
時
 と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
 

「
境
界
型
 
B
 」
に
お
い
て
は
、
従
来
の
立
場
か
ら
積
極
 
的
に
脱
皮
し
よ
う
と
し
て
僧
籍
を
取
得
す
る
ケ
ー
ス
は
 
む
し
ろ
少
な
い
。
 
資
 

金
面
も
含
め
現
状
を
刷
新
す
る
だ
け
の
余
裕
が
な
い
と
 

の
声
も
聞
く
が
、
概
し
て
 
当
 タ
イ
プ
に
は
、
 
祈
濤
法
に
 仏
教
的
要
素
を
取
り
入
 

れ
た
り
、
生
き
方
や
姿
勢
に
仏
智
を
活
か
し
た
り
、
 

ま
 た
 、
そ
れ
ら
を
も
と
に
依
頼
者
・
相
談
者
と
向
き
合
う
 

さ
い
の
 い
 わ
 ぼ
 資
格
 証
 

明
 的
な
意
味
合
い
も
あ
っ
て
、
仏
教
に
接
近
す
る
傾
向
 

が
 見
受
け
ら
れ
る
。
 

も
っ
と
も
、
か
つ
て
は
民
間
・
在
家
の
巫
者
・
行
者
が
 

桁
橋
行
為
を
な
す
こ
と
に
厳
し
い
統
制
が
加
え
ら
れ
、
 

そ
の
活
動
が
寺
院
に
 

-
 
乃
一
 

よ
っ
て
管
掌
さ
れ
て
い
た
時
代
も
あ
っ
た
。
石
津
や
櫻
 

井
 が
そ
う
し
た
事
情
に
言
及
し
て
い
る
。
津
軽
の
 

力
、
、
ト
 

ヰ
ソ
マ
し
 

Ⅰ
 イ
カ
メ
コ
ぶ
 

仏
天
 
4
 
口
 

お
よ
び
真
言
系
寺
院
の
差
配
下
で
、
 
"
 
カ
ン
サ
ツ
 "
 と
称
 す
る
一
種
の
免
許
状
を
受
け
て
正
業
に
従
事
し
て
い
 
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

真
言
宗
国
分
寺
派
の
例
で
は
、
カ
ミ
サ
 
て
 は
「
教
導
」
、
 
イ
タ
コ
 は
「
 準
 教
導
」
の
資
格
を
、
一
定
の
修
行
を
 
終
え
る
と
与
え
ら
れ
る
。
 

修
行
は
二
一
日
間
の
参
籠
（
お
こ
も
り
一
で
、
垢
離
を
 

と
り
、
般
若
心
経
・
観
音
経
・
不
動
 
縄
 ・
錫
杖
 
経
 の
 読
 涌
 、
直
喜
口
語
 

唱
 、
九
字
 

切
り
の
手
法
な
ど
を
習
う
。
か
な
り
本
格
的
な
修
行
内
 

容
 で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
Ⅰ
二
年
か
け
て
 
成
 就
 す
る
者
も
あ
っ
た
 
と
 

さ
れ
る
。
免
許
状
は
度
牒
を
意
味
し
、
交
付
を
受
け
れ
 

ば
 僧
階
の
末
端
に
連
な
る
こ
と
に
な
る
。
寺
院
側
か
ら
 

す
れ
ば
民
間
立
者
・
 
行
 

者
の
規
制
策
と
い
え
よ
う
が
、
そ
の
結
果
、
立
者
・
 

行
 者
が
経
文
や
仏
具
を
従
来
か
ら
の
手
法
に
組
み
入
れ
 

再
 構
成
す
る
契
機
を
与
え
 

た
 側
面
も
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
 
ヵ
 ミ
サ
 マ
 の
中
に
は
 
、
「
 
行
僧
型
 」
（
 
A
 か
 B
 か
は
不
明
）
の
行
者
が
主
管
す
 
る
 結
社
に
所
属
す
る
 ケ
 



寺
院
施
設
を
整
え
て
ゆ
き
た
い
と
希
望
す
る
向
き
も
 
目
 に
 付
く
。
と
は
い
え
、
実
際
に
そ
こ
ま
で
や
り
遂
げ
る
 
の
は
容
易
で
は
な
く
、
 

一
宗
公
認
の
教
会
・
結
社
を
組
織
し
た
も
の
の
、
相
変
 わ
ら
ず
旧
来
の
施
設
で
活
動
し
て
い
る
例
が
む
し
ろ
 
多
 い
 。
し
か
し
そ
の
場
合
 

も
 、
大
方
は
教
会
・
結
社
の
看
板
を
掲
げ
る
な
ど
し
て
 
、
宗
派
・
教
団
と
の
関
係
を
前
向
き
に
表
明
し
て
い
る
 
よ
う
 で
あ
る
。
 

具
体
例
を
あ
げ
れ
ば
、
鳥
取
県
東
伯
郡
の
男
性
行
者
 
M
 
・
 S
 
（
大
正
八
年
生
 

-
@
-
@
 
 

は
 、
 母
が
弘
法
大
師
の
熱
心
な
 信
 何

者
で
あ
っ
た
た
め
 

少
年
の
頃
か
ら
経
文
を
覚
え
、
信
仰
に
な
じ
ん
で
育
ち
 
、
 長
じ
て
事
業
に
失
敗
し
た
の
を
機
に
今
後
は
仏
教
の
 
道
 に
進
も
う
と
決
心
し
 

て
 高
野
山
貢
宝
二
ロ
 

宗
 大
師
教
会
に
入
り
、
長
年
に
わ
た
っ
 
て
 修
行
を
積
み
、
や
が
て
僧
侶
資
格
を
取
り
、
自
宅
を
 
改
造
し
て
教
会
支
部
を
 

組
織
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
 

あ
る
い
は
東
京
在
住
の
女
性
行
者
 
I
,
M
 
夫
 正
一
四
 早
生
一
の
場
合
、
「
在
家
型
」
行
者
で
あ
っ
た
母
の
死
後
 、
 母
の
師
で
あ
っ
た
 

日
蓮
宗
の
行
 僧
に
 師
事
す
る
。
の
ち
に
身
延
山
で
修
行
 講
習
を
受
け
て
公
認
の
先
達
号
を
授
か
る
。
さ
ら
に
は
 
得
度
し
、
僧
侶
資
格
を
 

取
得
し
て
教
会
を
設
立
す
る
。
か
く
て
「
在
家
型
」
 
士
 
「
 
行
僧
型
 A
 」
と
行
者
の
道
程
を
歩
ん
だ
が
後
継
者
に
 恵
ま
れ
ず
、
彼
女
の
代
 

で
 教
会
 は
 解
散
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
 

「
 
行
僧
型
 A
 」
に
は
他
に
、
自
身
が
寺
院
を
興
す
の
で
 は
な
く
、
既
成
寺
院
に
縁
が
で
き
て
入
寺
す
る
形
も
存
 
在
す
る
。
 

鳥
取
県
岩
美
郡
の
男
性
行
者
 I
.
K
 
一
明
治
四
三
年
生
 

-
-
0
-
3
 

は
 、
一
五
歳
で
天
台
系
行
者
に
弟
子
入
り
し
、
 
一
セ
歳
 の
時
、
小
豆
島
の
滝
 

場
 で
二
 0
 日
間
に
及
ぶ
 清
 行
を
体
験
す
る
。
そ
の
後
、
 金
峰
山
寺
の
徒
弟
を
経
て
比
叡
山
に
上
る
。
そ
こ
で
 
S
 な
る
行
者
と
出
会
い
、
 

彼
の
指
導
で
桁
橋
法
を
実
践
的
に
磨
く
。
や
が
て
山
を
 
下
り
、
法
縁
で
同
郡
の
寺
の
住
職
と
な
る
。
 

な
お
、
親
が
「
在
家
型
」
や
「
境
界
型
」
の
行
者
で
 
講
 や
 会
な
ど
の
信
者
組
織
を
持
ち
、
そ
の
子
供
が
跡
を
継
 
ぐ
 場
合
、
僧
侶
化
・
 

寺
院
化
志
向
が
大
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
当
人
は
も
と
 
よ
り
、
講
社
型
宗
教
集
団
の
組
織
的
・
経
済
的
不
安
定
 
さ
を
み
ず
か
ら
体
験
し
   



 
 

綾
 
で
も
な
か
ん
ず
く
女
性
に
多
く
聞
か
れ
る
。
そ
れ
 
は
 、
見
方
を
か
え
れ
 ば
 、
 宗
 認
の
修
行
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
 伝
統
的
に
男
性
を
主
軸
と
す
 

 
 
9
 

遮
 
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
勢
い
「
 行
僧
型
 B
 」
の
多
く
は
男
性
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
現
実
を
 物
語
っ
て
も
い
よ
う
。
 

臆
 

し
、
そ
の
実
践
を
通
し
て
独
自
の
世
界
を
切
り
 拓
 い
て
き
た
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
 
主
 張
は
 、
「
 行
僧
型
 A
 」
の
う
ち
 

 
 

  

て
き
た
親
の
意
向
も
働
き
や
す
い
。
 

「
 
行
僧
型
 B
 」
に
あ
っ
て
は
、
行
者
た
る
親
の
日
常
を
 目
の
当
た
り
に
し
て
育
ち
、
の
ち
に
周
囲
の
期
待
に
後
 
押
し
さ
れ
、
僧
侶
 
へ
 

の
 過
程
を
辿
る
に
至
る
の
が
一
般
的
な
よ
う
だ
。
そ
れ
 だ
け
に
、
生
き
る
上
で
の
困
難
，
挫
折
体
験
が
出
家
の
 
き
っ
か
け
と
な
る
こ
と
 

は
む
し
ろ
少
な
い
反
面
、
か
か
る
期
待
が
得
て
し
て
 重
 圧
 と
な
り
が
ち
で
あ
る
。
な
か
に
は
ま
た
、
代
替
わ
り
 
に
よ
る
組
織
の
新
展
開
 

へ
の
意
欲
と
、
守
旧
的
な
姿
勢
に
留
ま
り
や
す
い
従
来
 の
 信
者
の
立
場
と
の
ジ
レ
ン
マ
に
苦
慮
す
る
例
も
見
受
 
け
ら
れ
る
。
 

た
と
え
ば
東
京
の
女
性
行
者
 Y
.
M
 
頑
強
 -
 
面
 ｜
 平
成
 

 
 

、
僧
侶
資
格
を
取
り
 

講
社
を
教
会
組
織
に
変
え
、
さ
ら
に
息
子
が
僧
籍
を
得
 
て
 跡
を
継
ぐ
と
と
も
に
、
寺
号
を
取
得
し
た
。
い
わ
ば
 
「
在
家
型
」
 し
 
「
 
行
僧
 

型
 A
 」
と
移
行
し
、
代
替
わ
り
に
よ
っ
て
「
 行
僧
型
 B
 」
に
引
き
継
が
れ
た
と
い
え
る
が
、
先
代
（
母
親
）
 
自
 身
の
個
人
的
な
守
護
神
 

富
三
階
 
飯
成
 大
神
）
を
中
心
と
し
た
祭
祀
形
態
か
ら
 曇
奈
 羅
 ・
祖
師
・
鬼
子
母
神
を
柱
と
す
る
と
こ
ろ
の
宗
派
 に
 共
通
し
た
形
態
へ
と
 

再
構
成
す
る
こ
と
を
望
む
当
代
（
息
子
）
と
、
そ
れ
を
 是
 と
し
な
い
古
参
信
者
と
の
間
で
確
執
が
生
じ
た
。
 

こ
う
し
た
事
態
 は
 決
し
て
例
外
的
な
も
の
で
は
な
い
。
 そ
の
さ
い
、
同
じ
「
 行
僧
型
 」
行
者
と
は
い
え
 A
 と
 B
 と
の
間
に
淀
み
や
す
 

い
 微
妙
な
意
識
の
 ズ
レ
 が
、
確
執
の
背
景
に
影
を
落
と
 し
て
い
る
面
も
あ
ろ
う
。
古
例
の
場
合
、
「
 行
僧
型
 A
 」
の
先
代
は
「
 行
僧
型
 

B
 」
の
息
子
に
対
し
て
、
彼
は
 
"
 
行
僧
 "
 だ
が
自
分
は
 あ
く
ま
で
 
"
 
行
者
 "
 で
あ
る
、
と
す
る
。
前
掲
の
 I
.
 M
 も
や
は
り
 両
 タ
イ
プ
 

の
間
に
一
線
を
画
す
。
 宗
 認
の
修
行
課
程
を
踏
ん
だ
 
"
 
行
僧
 "
 と
は
異
な
り
、
自
分
た
ち
 
"
 
行
者
 "
 は
み
ず
 か
ら
修
行
の
機
会
を
探
 



文   
て
よ
い
。
結
局
、
行
力
と
経
力
 は
 不
可
分
の
関
係
に
あ
 る
と
の
理
解
が
、
行
者
の
世
界
を
連
綿
と
支
配
し
て
き
 
た
の
で
あ
る
。
 

こ
の
行
力
を
化
他
の
場
で
発
揮
せ
し
め
る
主
要
な
行
為
 
が
 
"
 
祈
禧
 "
 と
 
"
 
供
養
 "
 で
あ
ろ
う
。
そ
う
と
す
れ
ば
 、
 祈
 薦
も
供
養
も
経
 

書
套
 ロ
 ・
陀
羅
尼
な
ど
も
含
め
て
）
の
功
徳
の
働
き
・
 作
 用
を
発
現
せ
し
め
る
こ
と
が
基
本
的
な
モ
チ
ー
フ
を
 
な
し
て
い
る
と
い
え
 

行
者
の
話
が
種
々
収
め
ら
れ
て
し
る
 

@
 
O
-
2
 

3
 
 

一
 こ
う
し
た
読
経
 

重
視
の
姿
勢
は
 、
 大
な
れ
小
な
れ
今
日
の
行
者
一
般
に
 
0
 通
底
し
て
い
る
と
い
 

山
中
隠
遁
に
よ
る
苦
行
三
昧
と
い
う
す
ぐ
れ
て
出
世
間
 
的
 、
超
俗
的
な
営
為
を
も
っ
て
、
仏
教
教
理
の
説
く
理
 
念
の
世
界
を
体
験
的
に
 

実
証
し
ょ
う
と
し
た
持
経
の
神
仙
た
ち
。
そ
し
て
、
 
み
 ず
か
ら
の
行
者
と
し
て
の
理
想
を
か
く
の
ご
と
き
持
経
 
者
に
求
め
、
自
行
の
実
 

践
 と
と
も
に
、
彼
ら
の
超
越
的
な
能
力
や
理
念
を
下
界
 
に
 唱
導
す
る
役
目
を
果
た
し
た
遊
行
・
巡
歴
の
聖
た
ち
 
の
 二
者
で
あ
る
。
こ
の
 

両
者
の
関
係
を
通
し
て
、
皮
肉
と
舌
口
 
ぅ
 べ
き
か
、
隠
遁
 行
者
が
俗
世
か
ら
の
出
離
に
佳
が
れ
れ
ば
焦
が
れ
る
ほ
 
ど
、
 彼
ら
に
対
す
る
 下
 

界
 の
 憧
 慣
は
募
っ
て
い
っ
た
。
か
く
て
「
行
者
仏
教
」
 
の
 基
層
は
、
出
世
間
性
と
俗
世
間
性
が
交
錯
 
し
、
 働
き
 合
い
つ
 つ
 形
成
さ
れ
た
 

と
い
え
よ
う
。
 

こ
う
し
て
遊
行
の
聖
を
媒
介
に
、
行
者
の
修
行
の
内
実
 
が
 、
自
行
専
一
的
な
殻
を
脱
い
で
化
他
行
、
い
わ
ば
 
他
 者
 救
済
の
実
践
行
の
 

性
格
を
併
せ
持
つ
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
化
他
の
 
実
践
を
可
能
な
ら
し
め
た
の
が
、
修
行
に
よ
っ
て
 
具
わ
 っ
 た
行
力
に
ほ
か
な
ら
 

な
い
。
持
経
者
の
例
が
如
実
に
示
す
と
お
り
、
か
か
る
 
行
力
を
磨
き
、
深
め
る
行
法
の
機
軸
を
な
す
の
が
経
瓦
 @
 
の
読
話
・
書
写
・
聴
聞
 

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
か
ん
ず
く
経
典
読
話
 が
 重
視
 さ
れ
て
い
た
。
「
 験
記
 」
に
は
、
法
華
経
を
数
万
さ
ら
 
に
は
数
十
万
回
読
ん
だ
 

仏 
百冊 

  
て 

き 

た 
よ 

ナつ 

@ 

ゲ行 「 Ⅱ 

者 
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通 
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口
 

行
者
の
諸
特
徴
 



 
 本仏教と 行者 

る
 。
こ
う
い
っ
た
経
典
重
視
の
傾
向
は
、
「
 行
僧
型
 」
は
 舌
口
う
ま
で
も
な
く
行
者
全
般
に
広
く
み
ら
れ
る
特
徴
 で
あ
る
。
 

霊
友
会
の
黎
明
期
に
あ
ず
か
っ
た
 、
力
め
 

若
月
チ
セ
な
、
 

-
3
-
3
 

ビ
も
 、
経
典
帰
依
に
徹
し
た
今
日
的
持
経
者
の
一
人
と
 
兄
 な
せ
 よ
う
 。
彼
女
 

は
 
「
 
妙
心
 」
の
法
名
を
持
ち
教
会
を
結
成
し
た
が
、
 行
 者
の
タ
イ
プ
と
し
て
は
「
 行
僧
型
 A
 」
と
い
う
よ
り
も
 む
し
ろ
「
境
界
型
 B
 」
 

の
 性
格
を
具
え
て
い
た
。
宗
派
に
与
す
る
こ
と
を
好
ま
 
ず
、
 "
 
在
家
信
仰
 "
 の
実
践
を
生
涯
に
わ
た
っ
て
 標
傍
 し
た
と
聞
く
。
た
め
に
、
 

僧
の
名
義
を
有
し
て
は
い
る
も
の
の
、
実
質
は
在
家
行
 
看
的
な
姿
勢
を
貫
い
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
、
 
"
 
唱
題
 目
 助
 "
 を
 強
調
し
、
信
者
 

に
 対
し
て
み
ず
か
ら
題
目
 唱
 謂
の
修
行
を
積
む
こ
と
で
 妙
法
の
功
徳
を
授
か
る
べ
く
指
導
し
た
と
い
う
。
「
 仏
 勅
 千
巻
あ
げ
て
か
ら
 参
 

ね
 」
チ
セ
は
信
者
に
常
々
こ
う
舌
口
っ
て
い
た
そ
う
 
で
あ
る
。
 仏
 勅
は
法
華
経
を
さ
す
が
、
こ
の
場
合
は
題
 
目
 を
千
回
唱
え
て
か
ら
 

参
拝
に
来
る
よ
う
に
、
と
の
意
味
だ
ろ
う
。
「
在
家
型
」
 の
 法
華
行
者
に
と
り
わ
け
、
こ
の
よ
う
な
題
目
中
心
 
の
 行
法
や
祈
 禧
法
 を
重
 

祝
 す
る
ケ
ー
ス
が
目
立
っ
。
 

か
く
し
て
仏
教
行
者
の
活
動
は
、
経
文
の
功
徳
を
後
ろ
 盾
 と
す
る
化
他
行
、
す
な
わ
ち
他
者
の
教
化
・
化
導
を
 基
本
と
し
て
き
た
。
 

な
か
で
も
行
信
行
為
に
は
、
こ
の
教
化
の
理
論
が
 色
濃
 く
 反
映
し
て
い
る
観
が
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
関
与
す
る
 霊
 と
の
対
決
色
を
鮮
明
 

に
し
て
件
の
霊
を
放
逐
す
る
と
い
っ
た
ね
ら
れ
よ
り
も
 、
経
文
の
功
徳
や
仏
の
加
被
（
加
護
）
を
授
か
っ
て
 
当
 の
 霊
を
怨
や
嫉
へ
の
 執
 

着
か
ら
解
き
放
す
意
図
 
、
 力
 
。
 
二
 概
し
て
強
く
見
受
け
ら
れ
る
 
-
4
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。
む
ろ
ん
そ
う
し
た
特
徴
が
広
く
行
者
に
認
め
ら
れ
る
 
と
 ほ
い
え
、
「
在
家
型
」
 

に
 比
べ
て
よ
り
深
く
仏
教
に
通
じ
た
「
 行
僧
型
 」
の
方
 に
そ
の
傾
向
が
顕
著
な
の
は
舌
口
う
ま
で
も
な
い
。
 

供
養
も
ま
た
、
行
者
の
す
ぐ
れ
て
重
視
す
る
行
為
で
あ
 
る
 。
周
知
の
と
お
り
日
本
仏
教
は
、
と
り
わ
け
近
世
 
以
 降
 、
僧
侶
が
葬
祭
儀
 

礼
を
管
掌
す
る
こ
と
で
い
わ
ゆ
る
「
葬
式
仏
教
」
の
 
体
 を
な
し
て
き
た
が
、
死
者
の
冥
福
・
成
仏
を
期
す
る
 
営
 み
は
、
実
際
に
は
決
し
 

て
 菩
提
寺
僧
侶
の
専
管
行
為
で
は
な
く
、
民
間
立
者
や
 行
者
も
そ
の
看
過
し
が
た
い
一
翼
を
担
っ
て
き
た
。
 
民
 間
 立
者
の
場
合
、
口
寄
   



せ
な
ど
の
手
法
を
用
い
て
死
者
と
の
交
流
を
は
か
り
、
 
死
者
の
願
い
を
掬
い
取
っ
て
、
僧
侶
に
よ
る
供
養
 
儀
 礼
に
 繋
ぐ
役
割
を
果
た
 

す
 。
行
者
の
場
合
は
「
在
家
型
」
か
ら
「
 
行
僧
型
 」
 ま
 で
 幅
が
あ
っ
て
一
概
に
論
じ
ら
れ
な
い
が
、
僧
職
に
 
あ
る
行
者
を
中
心
に
 
、
 

"
 
霊
感
 "
 や
 
"
 
感
応
 "
 状
態
に
入
っ
て
死
者
に
よ
り
 直
 接
 的
に
働
き
か
け
る
形
で
経
文
の
功
徳
を
施
し
、
死
者
 
の
 供
養
を
め
ざ
す
例
が
 

広
く
み
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
死
者
の
情
念
を
汲
み
上
 
げ
る
所
者
の
側
面
と
死
者
の
冥
福
を
祈
る
僧
侶
の
側
面
 
と
を
両
々
併
せ
持
つ
と
 

こ
ろ
に
、
行
者
の
供
養
儀
礼
の
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
 
で
き
よ
う
。
か
か
る
行
者
の
供
養
は
、
し
た
が
っ
て
 、
 盆
 ・
役
目
 
げ
 ・
命
日
等
々
 

に
お
け
る
追
福
・
追
善
行
為
と
し
て
営
ま
れ
る
だ
け
で
 
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
、
不
慮
の
死
や
生
を
全
う
 
し
え
な
か
っ
た
死
の
ご
 

と
き
死
者
の
遺
恨
・
遺
教
あ
る
い
は
生
者
の
無
念
・
 憐
 慨
の
情
が
容
易
に
消
し
が
た
い
時
、
そ
の
ニ
ー
ズ
が
一
月
日
 

ま
る
傾
向
に
あ
る
。
 そ
 

ぅ
 し
た
場
合
、
死
者
の
口
寄
せ
は
通
常
行
な
わ
ず
、
 
望
 五
感
 

"
"
 

感
応
 

"
 状
態
で
死
者
の
願
 い
や
 不
満
の
有
無
な
 ど
を
判
じ
た
の
ち
に
 慰
 

霊
 ・
供
養
を
施
す
。
 か
よ
 う
に
行
者
の
依
頼
者
・
信
者
 た
ち
は
、
菩
提
寺
で
の
一
般
的
な
死
者
供
養
に
加
え
 
行
 者
に
よ
る
供
養
を
重
ね
 

て
 執
り
行
な
う
こ
と
で
、
死
者
の
成
仏
に
十
全
を
期
す
 
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
供
養
儀
礼
は
、
先
述
の
 
ダ
 」
と
く
、
「
何
倍
 
型
 」
 行
 

者
を
中
心
に
「
境
界
型
」
に
も
行
な
 う
 人
が
み
ら
れ
、
 総
じ
て
僧
職
の
行
者
を
軸
に
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
 
儀
 礼
 の
さ
い
、
「
 
行
僧
型
 」
 

で
は
板
塔
婆
を
立
て
る
の
が
通
例
だ
が
、
「
境
界
型
」
に
 あ
っ
て
は
経
木
塔
婆
（
 水
 塔
婆
）
を
用
い
る
こ
と
が
 多
 い
 よ
う
だ
。
経
木
 塔
 

婆
は
普
通
、
水
死
者
の
供
養
に
使
わ
れ
る
が
、
「
境
界
 型
 」
で
は
そ
れ
以
外
の
死
者
供
養
に
も
こ
の
塔
婆
を
 
よ
く
使
用
す
る
。
「
在
家
 

型
 」
の
場
合
、
読
経
に
習
熟
し
て
い
な
い
こ
と
も
関
連
 
す
る
の
か
、
た
い
て
い
供
養
儀
礼
は
行
な
れ
ず
、
依
頼
 
者
 ・
信
者
に
寺
院
で
の
 

供
養
を
指
示
す
る
ケ
ー
ス
が
一
般
的
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
行
者
の
手
法
に
お
い
て
 祈
 禧
と
 供
養
は
判
然
と
区
別
し
え
な
い
こ
と
が
わ
か
ろ
う
 。
と
り
わ
け
怨
念
・
 

不
満
を
抱
く
死
者
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
う
し
た
心
情
に
 働
き
か
け
翻
意
を
促
す
行
者
特
有
の
祈
膚
浅
 
と
 、
経
文
 の
 功
徳
を
施
与
し
冥
福
   



%
 
 

１
ム
木
 

せ
る
部
分
と
い
え
る
。
つ
ま
り
行
者
は
、
多
か
れ
 

談
 
者
と
固
定
的
か
っ
継
続
的
な
関
係
を
結
ぼ
 

ぅ
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を
 祈
る
供
養
法
と
を
分
か
ち
が
た
く
 融
ム
ロ
 
さ
せ
つ
つ
 儀
 礼
を
執
行
し
て
い
る
印
象
が
強
い
。
 

さ
て
、
行
者
の
活
動
を
特
徴
づ
け
る
も
う
ひ
と
つ
の
 
要
 素
に
、
 "
 
説
く
 "
 と
い
う
行
為
が
あ
る
。
 祈
 薦
や
供
養
 の
手
法
が
、
い
わ
ば
 

"
 
霊
の
教
化
 "
 な
る
論
理
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
 
る
の
を
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
が
、
こ
の
 
"
 
説
く
 "
 と
い
 ぅ
行
為
が
す
ぐ
れ
て
 

"
 
人
の
教
化
 "
 に
資
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
 ，
 
」
 ぅ
 し
て
、
 霊
と
 人
の
両
者
を
視
野
に
入
れ
た
 
"
 
教
化
 "
 実
践
を
重
視
す
る
と
 

こ
ろ
に
、
仏
教
行
者
た
る
所
以
が
存
す
る
と
い
え
よ
う
 
。
先
述
の
天
台
系
行
者
 I
.
K
 
は
、
「
顕
密
一
致
を
旨
 と
す
る
台
密
は
、
説
教
 

 
 

と
祈
禧
 が
と
も
に
あ
っ
て
こ
そ
意
義
が
あ
る
」
こ
と
を
 

 
 

は
 
"
 
対
話
説
法
 "
 こ
そ
 

自
己
の
活
動
の
原
点
と
同
様
に
「
言
説
布
教
」
 や
 
「
対
機
説
法
」
の
重
要
性
を
主
張
す
る
行
者
は
多
 く
み
ら
れ
る
。
そ
の
さ
 

み
ず
か
ら
の
修
行
や
人
生
体
験
を
通
し
て
実
践
的
 
に
 理
解
し
た
仏
説
を
説
く
点
に
、
行
者
な
ら
で
は
の
姿
 勢
 が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
 

よ
う
に
思
う
。
そ
れ
が
た
め
に
、
経
典
を
引
く
に
当
た
 
っ
て
必
ず
し
も
純
粋
教
理
に
沿
っ
た
解
釈
と
は
舌
ロ
 
い
 が
 た
い
内
容
も
あ
る
が
、
 

信
者
は
む
し
ろ
そ
う
い
っ
た
体
験
的
理
解
に
共
感
す
る
 
と
い
う
。
ま
た
、
自
身
の
守
護
神
・
帰
依
仏
、
あ
る
い
 
は
 祖
師
な
ど
と
の
修
行
 

や
祈
 禧
を
通
し
て
の
感
応
体
験
も
、
し
ば
し
ば
行
者
の
 
口
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

行
者
に
は
こ
う
し
て
、
そ
の
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
人
生
・
 修
行
体
験
、
祈
 薦
 に
よ
る
効
験
・
 現
 証
の
提
示
、
巧
み
 な
 
"
 
説
き
 "
 
 
や
 
"
 
語
 

り
 "
 の
 実
践
等
々
が
織
り
成
す
独
特
の
信
仰
世
界
を
生
 
き
る
人
た
ち
が
目
立
つ
。
「
行
者
仏
教
」
の
領
域
が
 、
 民
衆
教
化
の
フ
ロ
ン
ト
 

的
 役
割
を
担
っ
て
こ
ら
れ
た
最
た
る
理
由
が
こ
こ
に
 
見
 出
せ
よ
 う
 。
 

%
 
 
以
上
の
ご
と
く
、
行
者
は
一
般
に
、
 祈
禧
 ・
 供
 養
 ・
説
法
な
ど
の
諸
要
素
を
種
々
組
み
合
わ
せ
た
活
動
 を
 媒
介
に
し
て
、
依
頼
者
・
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近
年
、
伝
統
的
な
 立
 者
の
間
に
、
「
行
者
仏
教
」
の
 世
 界
 へ
と
傾
斜
す
る
動
き
が
従
来
に
も
増
し
て
強
ま
り
 

る
 。
管
見
で
は
、
た
と
え
ば
青
森
県
下
の
 イ
タ
コ
 は
 次
 々
と
姿
を
消
し
、
対
す
る
 カ
 ミ
サ
 マ
 ・
 ゴ
ミ
ソ
 は
 む
  
 

い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
多
く
が
経
典
を
重
視
し
、
寺
院
 
へ
の
接
近
・
共
存
の
姿
勢
を
持
ち
、
な
か
に
は
僧
職
の
 

総
じ
て
仏
教
へ
の
眼
差
し
を
深
め
て
い
る
の
が
諸
処
で
 
見
聞
さ
れ
る
。
 

既
に
触
れ
た
ご
と
く
、
イ
タ
 
コ
や
カ
 ミ
 サ
マ
 が
僧
籍
を
 取
得
す
る
現
象
は
近
世
段
階
か
ら
み
ら
れ
た
も
の
の
 

力
 に
ょ
 る
 宗
教
統
制
を
逃
れ
る
た
め
、
既
成
教
団
へ
の
 
所
属
を
証
明
す
る
 
"
 ヵ
ン
サ
ツ
 "
 を
求
め
ん
と
す
る
、
 

仏
教
接
近
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
る
に
戦
後
、
真
 
青
糸
教
団
が
積
極
的
に
 イ
タ
コ
 ・
 カ
 ミ
サ
 で
 と
の
 接
 触
 

て
 僧
籍
に
連
ね
さ
せ
、
か
な
り
本
格
的
な
仏
教
修
行
を
 
受
け
さ
せ
て
い
る
。
青
森
県
内
の
多
数
の
 イ
 タ
コ
・
 カ
 つ

つ
あ
る
印
象
を
受
け
 

ろ
増
加
傾
向
を
み
せ
て
 

一
端
に
連
な
る
な
ど
、
 

、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
 権
 

舌
口
う
な
れ
ば
消
極
的
な
 

を
 試
み
、
資
格
を
与
え
 

ミ
サ
 マ
 が
人
付
し
て
い
 

五
 
お
わ
り
に
 

信
者
は
、
 未
 だ
集
団
の
体
を
な
さ
な
い
例
か
ら
、
講
社
 
・
結
社
，
教
会
・
寺
院
等
々
の
所
属
メ
ン
バ
ー
と
し
て
 組
織
さ
れ
る
に
至
っ
た
 

側
 ま
で
、
多
様
な
形
態
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
 講
 社
か
ら
結
社
・
教
会
と
き
に
は
寺
院
の
段
階
へ
と
そ
の
 
形
態
の
刷
新
を
は
か
 ろ
 

ぅ
 と
す
る
動
き
も
み
ら
れ
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
行
者
 自
 夏
 も
「
在
家
型
」
か
ら
「
境
界
型
」
、
「
何
倍
 
型
 」
へ
と
 移
行
し
て
ゆ
く
わ
け
で
 

あ
る
。
だ
が
同
時
に
、
行
僧
が
寺
院
と
教
会
・
結
社
と
 
を
 併
せ
て
管
掌
し
た
り
、
講
社
を
傘
下
に
持
ち
、
講
元
 
た
る
行
者
の
依
頼
を
受
 

け
て
議
員
の
家
々
の
死
者
供
養
に
あ
ず
か
ら
ケ
ー
ス
も
 
存
在
す
る
。
 

か
く
し
て
「
行
者
仏
教
」
の
世
界
は
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
 
に
 推
移
・
変
貌
す
る
契
機
を
絶
え
ず
 苧
 み
、
そ
れ
だ
け
 に
 活
気
と
動
揺
が
背
 

中
台
わ
せ
に
同
居
す
る
時
空
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
 
 
 

  
  



ョ 本仏教 と @ 〒者 

日
々
の
勤
行
に
読
経
を
課
し
て
い
る
例
も
見
受
け
ら
れ
 
る
 。
 

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
今
後
仏
教
と
社
会
の
接
点
 
に
お
い
て
、
「
行
者
仏
教
」
は
ま
す
ま
す
そ
の
影
響
力
 を
 拡
大
し
て
ゆ
く
で
 

あ
ろ
う
と
予
測
さ
れ
る
。
行
者
の
実
態
を
さ
ら
に
探
り
 、
 当
の
「
行
者
仏
教
」
の
動
向
の
体
系
的
究
明
を
推
し
 
進
め
る
こ
と
が
求
め
ら
 

れ
よ
 う
 。
 

l
 
王
 

-
1
@
 
 
口
木
宗
教
学
会
第
五
九
回
学
術
大
会
 -
 
松
 駒
澤
 大
学
、
二
 O
0
0
 年
 九
月
 -
 に
お
い
て
特
別
部
会
「
「
生
活
の
宗
教
」
と
し
 
て
の
日
本
仏
教
の
研
究
」
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た
 事
実
を
勘
案
す
れ
ば
 

と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

い
。
だ
が
、
同
系
の
別
 

界
型
 」
な
い
し
は
「
荷
 

向
け
、
 祈
 禧
や
供
養
を
 

か
か
る
仏
教
傾
斜
の
 

聖
地
・
拝
所
化
を
示
す
 

が
密
接
に
か
か
わ
っ
て
 

般
若
心
経
を
読
ん
だ
り
 

こ
う
し
た
な
か
で
、
 、

お
そ
ら
く
、
こ
う
し
た
寺
院
修
行
を
通
し
て
そ
の
 
巫
 儀
に
 仏
教
的
要
素
が
看
過
し
え
な
い
影
響
を
及
ぼ
し
 
た
 

現
在
、
右
の
道
場
で
は
、
 ィ
タ
コ
 は
も
と
 
よ
り
 カ
 ミ
サ
 マ
 ・
 ゴ
ミ
ソ
 の
修
行
も
行
な
わ
れ
て
い
な
 

の
 寺
院
で
 ゴ
ミ
ソ
 が
住
職
に
弟
子
入
り
し
て
指
導
を
受
 
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
行
僧
 
と
 接
点
を
持
ち
、
「
 境
 

僧
型
 」
行
者
へ
の
道
を
歩
む
 カ
 ミ
サ
 マ
 ・
 ゴ
ミ
ソ
 た
ち
 に
は
、
自
己
の
依
頼
者
・
信
者
を
進
ん
で
行
僧
 
へ
振
  
 

し
て
も
ら
う
よ
う
指
示
し
、
行
僧
と
の
補
完
的
な
関
係
 を
結
 ほ
う
と
す
る
向
き
が
多
い
。
 

動
き
は
、
沖
縄
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
担
い
手
た
る
 
ユ
 タ
 や
ム
 ヌ
シ
リ
 の
場
合
に
も
認
め
ら
れ
る
。
沖
縄
寺
院
  
 

慣
行
に
、
首
里
の
臨
済
宗
寺
院
を
巡
拝
す
る
 
"
 
十
二
ヵ
 所
 ウ
マ
 1
 イ
 "
 が
あ
る
が
、
こ
の
寺
院
巡
拝
に
 
ユ
 タ
 ら
 

そ
し
て
今
日
な
お
盛
ん
に
な
さ
れ
て
い
る
。
 そ
 う
い
っ
た
状
況
と
も
関
連
し
て
か
、
儀
礼
に
さ
い
し
 
て
 

数
珠
を
用
い
た
り
す
る
 ユ
 タ
が
目
に
付
き
出
し
た
。
 

天
ム
ロ
系
の
曽
 

f
 
,
f
 
-
 

籍
 を
取
 号
 す
る
 ユ
 タ
も
現
れ
て
き
て
い
る
 
。
 
-
4
 

。
ほ
と
ん
ど
が
大
峰
 出
 で
の
 奥
 駈
け
修
行
を
体
験
し
、
 



（
 
9
 一
同
右
 書
 、
六
六
 ｜
 六
九
頁
。
こ
こ
で
網
羅
的
に
取
り
上
げ
 

が
 設
け
ら
れ
、
現
実
社
会
に
生
き
る
生
活
者
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
 

る
こ
と
は
し
な
い
が
、
同
様
の
例
と
し
て
た
と
え
ば
、
「
 

頼
 真
浩
 

た
 仏
教
研
究
の
重
要
性
が
提
起
さ
れ
た
が
、
企
画
の
趣
旨
に
関
 

師
 」
（
八
三
 ｜
 八
四
百
 ご
、
 

し
て
は
、
池
上
長
 正
 

 
 

「
特
別
部
会
へ
「
生
活
の
宗
教
」
と
し
て
の
日
本
仏
教
の
研
究
 

ノ
に
 つ
い
て
」
 
害
 宗
教
研
究
」
 
三
 二
七
、
日
本
宗
教
学
会
、
二
 
0
0
 

一
年
、
三
七
二
ー
Ⅳ
 

 
 

三
七
三
頁
 -
 を
参
照
。
ま
た
同
大
会
の
公
開
講
演
で
佐
々
木
 
宏
幹
 氏
は
 、
「
生
活
仏
教
の
諸
 

笘
 
示
教
人
類
字
的
視
点
か
ら
」
と
 
題
し
て
、
「
生
活
 レ
 

 
 

ベ
ル
」
す
な
わ
ち
現
に
人
び
と
の
生
活
の
な
か
に
生
き
て
い
る
 
他
 教
 の
諸
位
相
を
宗
教
人
類
学
的
に
論
じ
て
い
る
 -
 
同
書
、
二
五
 

 
 

宏
幹
ズ
 ほ
と
け
）
 と
カ
 

日
本
仏
教
文
化
の
実
像
三
吉
川
弘
 文 館
、
二
 0
0
 
二
年
、
所
収
 ヱ
 。
 

一
 
2
 一
 
こ
う
し
た
現
用
を
立
て
る
に
さ
い
し
て
は
、
池
上
長
正
氏
 
よ
り
貴
重
な
ご
 
助
 舌
口
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
 
 
 

一
 
3
 一
 
櫻
井
徳
太
郎
「
民
間
信
仰
と
現
代
社
会
 

」
評
論
社
、
一
九
七
六
年
、
一
五
四
 ｜
 
一
五
五
頁
 
-
 櫻
井
徳
人
 郎
 
「
民
間
信
仰
の
研
究
し
 

了
一
同
著
作
立
円
 
-
 、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
 0 年
 、
三
 セ
 
一
頁
 

に
お
け
る
指
摘
を
参
照
。
 

7
 
）
 
堀
 
一
郎
「
我
が
国
民
間
信
仰
史
の
研
究
」
国
宗
教
史
論
、
 

東
京
創
元
社
、
一
九
五
三
年
。
中
山
太
郎
「
日
本
巫
女
史
 目
 -
 
増
 

  

社
 、
一
九
八
四
年
、
参
照
。
 

一
 
5
 一
塊
・
古
書
、
七
頁
。
 

一
 
6
 一
同
右
 書
 、
一
 @
 頁
。
 

-
7
 一
 
〒
法
華
験
記
」
に
つ
い
て
は
、
以
下
、
井
上
光
貞
・
大
賞
 

根
 章
介
校
注
「
往
生
伝
法
華
験
記
」
一
統
・
 ロ
 本
仏
教
の
思
想
 1
 、
日
本
思
想
大
系
新
装
 

版
 -
 岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
、
を
典
拠
と
す
る
。
 

一
 
8
-
 

同
右
 

書
 、
 セ
六
｜
セ
 七
頁
。
 

「
 石
蔵
 の
仙
人
法
師
」
 
-
 
九
八
頁
）
、
「
黄
海
寺
の
沙
門
 某
 」
 二
 
二
一
 
五
｜
一
 三
七
頁
Ⅰ
「
播
州
 
喜
 彦
山
の
玄
宮
里
」
二
四
四
 ｜
 
一
四
 五
頁
 -
 な
ど
の
話
 

 
 

而
一
 

川
添
昭
二
「
法
華
験
記
と
そ
の
周
辺
 ｜
 持経
者
か
ら
 
日
 蓮
へ
 」
 -
 
「
仏
教
史
学
，
」
 
八
｜
三
 、
仏
教
中
華
，
 会
 、
一
九
六
 
0
 年
 

一
頁
）
。
高
木
 

豊
 
「
平
安
時
代
法
華
仏
教
 史
 研
究
し
平
楽
手
書
店
、
一
九
七
三
年
 

  

元
一
二
、
三
の
例
を
あ
げ
れ
 
ば
 、
「
出
羽
 国
 竜
華
寺
の
妙
違
和
 尚
 」
二
 %
 掲
書
 、
六
三
頁
）
、
「
 源
尊
 法
師
」
 -
 
八
六
 ｜
ハ
セ
頁
 ）
 、
 「
 多
々
院
の
持
経
者
法
師
」
 

（
九
一
 ｜
 九
二
頁
一
な
ど
。
 

-
 
ぱ
 @
 
 同
 七
書
、
一
二
六
 
｜
 
一
二
八
頁
。
 

@
 
）
 
堀
 ・
前
掲
 書
 、
一
 0
0
 
頁
 。
 

@
-
 

そ
の
こ
と
を
裏
打
ち
す
る
か
の
よ
う
に
「
 験記
 」
に
は
、
 自
行
を
も
と
に
下
界
で
利
他
行
を
実
践
す
る
山
林
持
経
者
の
話
 側
 は
、
「
播
州
書
写
 山
の
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経
の
効
果
で
 
葱
依
 霊
を
退
散
さ
せ
る
と
説
く
が
、
か
か
る
 
祈
禧
を
 修
す
る
行
僧
の
意
識
状
態
を
ど
う
解
す
る
か
が
問
わ
れ
て
く
る
 。
そ
の
さ
い
、
近
年
 

ト
ラ
ン
ス
概
念
を
幅
広
く
捉
え
る
傾
向
に
あ
る
点
に
留
意
し
た
い
 。
佐
々
木
は
、
ト
ラ
ン
ス
が
感
覚
・
知
覚
・
認
識
・
情
緒
の
変
 
異
を
意
味
す
る
と
す
℡
 

 
 

れ
ば
、
そ
れ
は
従
来
よ
り
広
い
枠
組
み
で
理
解
し
な
お
す
必
要
が
 
あ
る
と
す
る
 

一
 
佐
々
木
表
 幹
 
「
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
人
類
学
」
 
弘
文
 覚
 、
一
九
八
四
 

 
 

午
 、
一
二
頁
㍉
ま
た
、
 

T
.
 
コ
ー
ワ
ン
は
 、
 軽
い
夢
想
か
ら
 
昏
 睡
に
 近
い
状
態
ま
で
ト
ラ
ン
ス
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
が
 あ
 る
と
し
て
い
る
一
口
 

の
 。
ミ
リ
コ
，
 

十
ゴ
 
ぃ
ト
 
ぬ
 
～
 Q
 ま
 ～
良
て
～
 

0
 め
こ
 
も
）
 

と
 も
 轟
沖
ミ
 
0
.
 

Ⅱ
Ⅱ
の
の
 

笘
 0
 コ
，
 

（
 
の
下
 円
下
 の
の
（
 
0
 の
ム
コ
 
拍
巾
 （
の
の
の
 

-
 ト
 0
 の
 7
 、
ロ
 
・
）
 

2
2
-
 

。
 

@
-
 

石
津
・
前
掲
論
文
二
。
櫻
井
徳
太
郎
「
日
本
の
シ
ヤ
マ
ニ
 ズム
」
 上
 、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
一
同
著
作
集
 五
 、
所
 収
 ）
の
第
二
章
を
参
照
。
 

充
 -
 
櫻
井
・
古
書
、
二
一
 
@
 頁
。
 

茄
 -
 
石
津
・
前
掲
論
文
三
、
六
頁
。
 

元
一
拙
稿
「
密
教
と
祈
 
禧
 １
国
 伯 地
方
の
密
教
系
職
能
者
を
 め
ぐ
る
予
備
的
考
察
」
 

一
 研
究
代
表
者
・
宮
本
袈
裟
 雄
 
「
民
俗
々
 

示
教
の
西
日
本
と
東
日
本
 

に
お
け
る
構
造
的
相
違
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
」
 

へ
 平
成
二
一
 

年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
）
、
一
九
九
二
年
 

-
 を
 参
照
。
 

元
一
拙
稿
「
祖
師
信
仰
の
一
側
面
」
 
一
 櫻
井
徳
太
郎
 編
 
「
シ
 ャ
 ｜
 マ
ニ
ズ
ム
と
そ
の
周
辺
」
第
一
書
房
、
 

二
 0
0
0
 
年
 一
を
参
照
  
 

⑰
 一
 
前
掲
拙
稿
「
密
教
と
祈
 濤
 」
を
参
照
。
 

-
 初
一
拙
稿
「
行
者
か
ら
出
家
者
へ
講
社
の
寺
院
化
を
め
ぐ
 

る
 事
例
考
察
」
 
宰
 宗
教
学
論
 
隻
 
一
七
・
一
八
ム
ロ
俳
号
、
駒
沢
 &
 示
教
学
研
究
会
、
一
九
九
 

二
年
一
を
参
照
。
 

-
 ㏄
）
二
、
三
の
例
を
あ
げ
れ
ば
、
「
 愛
 太
子
山
の
先
日
法
師
」
 
-
 前
掲
 書
 、
七
九
１
人
 0
 真
一
、
「
叡
山
西
塔
の
春
 命
 」
 -
 
八
四
１
人
 

五
頁
 

一
 、
「
一
宿
の
沙
門
 

行
空
 」
二
三
セ
真
一
な
ど
。
な
か
で
も
 行
 空
は
生
涯
に
三
 
0
 余
 万
部
の
巻
数
を
話
し
た
と
い
う
。
 

お
 -
 
拙
稿
「
行
者
の
信
仰
形
成
に
関
す
る
一
考
察
 ｜
 若月
 チ
 セ
 を
め
ぐ
っ
て
」
 
宅
 宗
教
学
論
集
 ヒ
 
一
九
、
駒
沢
宗
教
学
研
究
 
会
 、
一
九
九
六
年
Ⅰ
 

前
 

掲
 拙
稿
「
祖
師
信
仰
の
一
側
面
」
な
ど
を
参
照
。
 

領
一
前
掲
拙
著
を
参
照
。
 

-
 
的
一
 
前
掲
拙
稿
「
密
教
と
祈
 禧
 」
を
参
照
。
 

（
㏄
 -
 
同
右
。
 

（
 
甜
 一
石
津
・
前
掲
論
文
二
、
一
五
 ｜
 
一
六
頁
を
参
照
。
 

一
 堅
石
津
に
よ
れ
ば
、
昭
和
二
七
年
時
で
、
ゴ
ミ
 
ソ
 二
七
名
・
 イ
 タ
コ
八
名
が
配
下
 
に
 属
し
て
い
る
 

-
 
同
右
論
文
一
。
 

一
的
 ）
 
稲
福
 み
き
 子
 
「
沖
縄
の
仏
教
受
容
と
シ
ャ
ー
マ
ン
的
職
能
 

者
 」
 窯
 宗
教
研
究
 ヒ
 三
一
二
、
日
本
宗
教
学
会
、
一
九
九
七
年
）
 

を
 参
照
。
 

寅
一
 
拙
稿
「
沖
縄
に
み
る
シ
ヤ
ー
マ
ン
的
職
能
者
の
僧
侶
化
」
 

-
 
同
右
善
 -
 を
参
照
。
 



@ よ し Ⅰ 

、 8 匹 
四 。 国 
図 四 八 
に 国 十 
生 遍 八 
活 路 札 
す は 所 
る 、 を 

八 四 巡 
々 回 る 

や 八 四 

  

  

  
っ の 々 
て - が ， 

0 種 遍 
、 で 路 

生 あ むこ 

括 の る旅 。 上 ⅠⅠ 

申 そ っ 
  に れ て 

  

は
じ
め
に
 

八
 論
文
要
旨
Ⅴ
本
稿
は
、
「
生
活
の
山
下
散
」
と
し
て
の
仏
教
の
 

事
例
と
し
て
、
四
国
遍
路
を
取
り
上
げ
た
。
四
国
遍
路
は
、
四
国
 
 
 

大
師
空
海
の
遺
跡
を
訪
ね
る
旅
で
、
要
す
る
に
聖
地
巡
礼
の
一
種
 で
あ
る
。
四
国
遍
路
と
い
え
ば
、
阿
波
 -
 
徳
島
県
一
霊
山
寺
を
 第
一
番
札
所
と
し
 
讃
 

岐
 
（
香
川
県
）
大
窪
寺
を
第
八
十
八
番
札
所
と
す
る
八
十
八
の
札
 

所
が
直
ち
に
想
起
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
八
十
八
札
所
が
 
 
 

に
 固
定
し
た
の
は
、
い
つ
か
ら
な
の
か
と
い
っ
た
根
本
的
な
問
題
 は
な
ぞ
に
包
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
そ
の
問
題
 
に
 光
を
当
て
た
。
 
と
 

く
に
、
従
来
、
さ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
四
国
遍
路
の
 
ガ
 イ
ド
絵
図
と
い
え
る
四
国
遍
路
図
を
史
料
と
し
て
紹
介
し
つ
つ
、
 

四
国
遍
路
の
成
立
 

を
 論
じ
た
。
す
な
 
ね
 ち
、
四
国
遍
路
絵
図
は
、
弘
法
大
師
 像 と
四
 国
 遍
路
に
関
す
る
高
野
山
の
前
寺
務
 弘
 他
山
 帝
敦
 他
意
味
付
け
 
を
 特
徴
と
す
る
宝
暦
 

十
三
一
一
七
六
三
年
正
月
二
十
八
日
付
の
絵
図
が
当
初
か
ら
の
 
基
本
型
で
あ
り
、
こ
の
絵
図
の
出
現
に
よ
っ
て
四
国
遍
路
八
十
 
 
 

こ
と
等
を
述
べ
た
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
Ⅴ
四
国
遍
路
、
四
国
遍
路
絵
図
、
八
十
八
札
所
 
、
高
野
山
、
弘
 範
 

四
国
遍
路
八
十
八
札
所
の
成
立
 

｜
 四国
遍
路
絵
図
を
手
が
か
り
と
し
て
 

 
 

松
尾
 
剛
次
 



表
は
 、
私
見
に
及
ん
だ
四
十
一
例
の
四
国
遍
路
図
で
あ
こ
 

る
 。
名
称
は
 、
 図
に
記
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
に
従
 
い
 、
記
載
の
な
 

は
 、
括
弧
付
き
で
仮
の
名
称
を
付
け
た
。
 

つ ，白 人 た ま か と 学 の 烏   
、 な 所 も 四 れ し す と 約 こ 宗 づ 

ど ビ の っ 国 て 、 る こ な の 教 く 

  
の で 史 と 遍 い そ 、 ろ 研 四 」 仏 

教、 料を十分よう の事 も、 路の る。 うし 八十 で、 先が 国人     
札 で 起 奴 国 の の さ 波 充 所 所 ク 

は 究 巡 な （ 、本所が さ 源を 集 （ 遍路 問題 八十 れる 徳 は 社日 

幸 く い 史 の 

確 国 井 一   
う 紹 も の 、 第 そ ん か う 

確図 - 、 貴 
Ⅰ 士   
か 図 が 図 遍 に の を 仮 字   

事 

的 ど 
  な 読あ であ る般の従 一路、 か巡 と 花香な 一 ち 
と 

じ る が を 成 束 い す 川 立 ち 
  

つ る 県 場 か 
え 

た 四 、 論 立   
か と 

る こと ら 遍路国遠 ） じた を論 さほ た根 大 
略 図 岩 じ ど 本 を 窪 田 え 

そ 

  ま 国をの奴 遍 村武 、 てみ 注目 的な 理想 寺を 国 @ 
  

え、 , 社会 、取り 集 氏 舅 る。 され 問題 とし 第八 路を 

上 皮 や て は て 十 者 学 私   @@ イ ふ @ ・ 

て 解 所 察す なぞこな 的 、 い る 八番 

、 秋 人 
い の 十 かに っ包し所 。 オ しる 。 民 俗 

「 生 
活 

  





  名称   作成年、 板元、 刷   形式 @  所蔵 者 l 大きさ l   
19  ( 四国八十八箇所地図 ) 木版色刷 C  く A,>  岩村武勇 35.0*50 ． 2 

20  四国人 拾八ケ 斯道案内記百万 板 所行一、 木版屋 刷 A, 岩村武勇 48.9*52.9 

遍 開元 

21 四国寺社名勝八十八番 峰 右衛門、 木版墨 刑   岩村武勇 36.0*67.0 

22  丸亀 ョリ 象頭山四八十八番目 作 芳生、 木版量刑   岩村武勇 35.8*47.9 

寺社名勝 

23  南海道四国八十八 ケ 前傾 挿 図 木版墨刑 D  く B,>  岩村武勇 34.5 ／ 47.2 

24 四国八十八箇所 順拝 略図 木版墨刑 B,  岩村武勇 ． @3..5i*47.0   l 木版重刷 

26l 四国 順拝 御土産絵図 l 木版量刑 lE く A ソ l 岩村武勇 36.4*48.2 。 。 "'""" 。 @" 。 召 
I  27   四国 順拝 御土産絵図 

  木版墨刑   E  く A')   神戸市立博 物館 185   35.8*48.8   
  28   四国 順拝 御土産絵図 

  木版量刑   E く A,)   神戸市立博 物館 1R6   36.0*47.4   

  29   四国 順拝 御土産絵図 
  木版墨刑   E  く A,>   神戸市立博 物館 187   3 竹 6.8 ／ 51.4   

30  四国福祉 ( 絵図 ) 木版墨刑 D く A,) 神戸市立博 42.8*53.6 

% 館 184 

31 四国福祉 ( 絵図 ) 明石堂 茶堂 、 木版墨 刑 A   岩村武勇 42.8*53.8 

32  四国福祉 ( 絵図 ) 

木版墨刑 

33 四国 循礼 ( 絵図 ) 木版墨 刑     岩村武勇 38.0*53.0 伊予宇和島 領 虎屋官代 助 、 B,  岩村武勇                     
I 木版墨刑   

35  四国 偏礼 ( 絵図 ) 辮牒ヒ l ま 目 @ I 木版皇別   
36 ( 四国八十八箇所絵図 ) 明石堂奈生、 木版量刑 C く A,> 岩村武勇 33.4*43.7 

37  ( 四国八十八箇所絵図 ) 四十姉番札所、 木版墨 刑 E く A,> 岩村武勇 36.S*4R.3 

38  ( 四国八十八箇所絵図 ) 木版墨 刑 E  く A,>  岩村武勇 37.8*48.5 

39   四国人 内 拾八ケ 折立名所古跡案版元讃州阿野 木版墨 刑 部 南中西 氏 、   F  く A,>   神戸市立博 物館 181   38.2*51.4             
l  l40  l  四国八十八箇所願 拝 略図 讃岐金比羅 油 武生 刊 「金地                         19.5*27 

羅 案内記」口絵、 木版色刷 

41 四国八十八箇所順序略図 大坂淀屋 橋 南詰河内 犀甚 B,  神戸市立博 32.0*42.8 

七 、 木版色刷 物館 190 

注 本表は、 私見に及んだ 江戸時代の四国遍路図を 表にまとめたものであ る。 形式 欄の A-F につい 

ては本文参照。 所蔵 者 欄の、 例えば「神戸市立博物館 179 」とは神戸市立博物館の 所蔵 で所蔵 番号が 

179 号であ ることを示している。 「岩村武勇」は、 岩村武勇 編 Ⅰ四国遍路の 古地図 J ( 株式会社出版、 

1973 年 ) に よ る。 大きさ欄の 58.3*93.0 は 縦 58.3cm 、 横 93.0cm であ ることを示している。 
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つ
の
形
式
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
そ
 

さ
て
、
表
を
み
る
と
№
工
の
宝
暦
十
三
二
 

セ
 
六
三
年
 

  

れ
ら
大
形
式
の
典
型
例
を
み
て
み
よ
う
。
 

一
月
二
十
八
日
付
の
「
四
国
 

偏
礼
 
絵
図
」
を
初
め
と
 

 
 し

て
、
 

A
 
｜
 
F
 
の
 
六
 

 
 

 
 
 
 
 
 

A
 
型
の
典
型
例
は
上
図
の
宝
暦
十
三
年
一
月
二
十
八
日
 

付
の
 
「
四
国
 

偏
礼
 

 
 

絵
図
」
（
四
国
遍
路
図
表
、
№
 

1
 
）
で
あ
る
。
本
絵
図
 

は
 
木
版
で
、
大
き
さ
 

 
 

Ⅰ
・
 

-
g
 

高
野
大
師
讃
州
に
 

御
 
降
誕
在
し
 

ニ
 
よ
り
、
 

讃
 
河
上
穣
一
 

洲
の
四
国
に
法
 

化
の
著
し
き
 

事
 
、
非
情
の
木
石
に
も
 

鈴
 
れ
り
、
 

周
英
延
 

享
 
四
年
の
春
夏
 

念
の
道
し
る
べ
を
手
鏡
と
し
て
大
師
の
遺
蹄
を
拝
礼
せ
 

し
に
、
西
国
用
 

三
所
順
礼
等
に
は
絵
図
あ
れ
と
も
、
四
国
 

偏
礼
 
に
は
な
 

き
こ
と
を
惜
し
 

ん
て
略
図
と
な
し
、
 

覚
峰
闇
梨
 

の
 
偏
礼
 
に
か
た
ら
 

ひ
改
 
め
て
一
紙
の
細
 

路
 

見
図
 
と
な
し
、
普
く
 

偏
 
礼
の
手
引
に
も
な
れ
か
し
と
 

願
 
ふ
も
の
ぞ
か
 

 
 

し
 
、
宝
暦
十
三
ひ
つ
し
の
 

春
但
陰
 
細
田
圃
英
敏
 

直
 
"
"
   



阿 
  
徳 
島 
へ 

      
十 
/ Ⅰ 

里 

と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

そ
の
意
味
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
著
作
者
の
細
田
 
周
 英
は
 、
延
享
四
二
 セ
 四
七
年
に
、
 
真
含
め
 
「
四
国
 へ
ん
 ろ
道
 し
る
べ
 ヒ
 

へ
ん
 
ち
 み
ち
し
る
 

ぺ
 

案
 四
国
遍
路
 道
 指
南
 白
 の
こ
と
）
を
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
 と
 し
て
弘
法
大
師
の
旧
跡
を
巡
拝
し
た
が
、
西
国
二
十
一
 
所
の
絵
図
は
あ
る
の
 

に
 、
四
国
遍
路
の
地
図
が
な
い
の
を
残
念
に
思
っ
た
。
 
そ
こ
で
、
ま
ず
略
図
を
作
り
、
そ
れ
を
 覚
峰
闇
梨
 の
 巡
 礼
 に
際
し
て
、
相
談
し
 

て
 改
訂
し
、
詳
し
い
絵
図
を
作
成
し
た
、
と
い
う
。
 
私
 見
に
及
ん
だ
絵
図
の
う
ち
、
本
絵
図
が
最
も
古
い
だ
け
 
で
は
な
く
、
表
の
よ
う
 

に
 、
そ
の
形
式
は
以
後
の
絵
図
の
標
準
と
な
っ
て
お
り
 
、
お
そ
ら
く
、
そ
の
記
述
は
信
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

本
絵
図
に
は
、
 東
 ・
 西
 ・
 南
 ・
北
が
記
さ
れ
、
部
分
 国
 で
は
な
く
、
全
図
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
以
下
 
に
 本
絵
図
の
特
徴
を
 

指
摘
す
る
。
 

（
 
1
 ）
方
位
、
縮
尺
、
地
形
に
あ
ま
り
こ
だ
わ
ら
ず
、
 
特
 に
、
 南
が
上
に
描
か
れ
て
い
る
。
 

（
 
2
 ）
絵
図
の
中
央
に
、
巻
物
を
開
い
た
 枠
 取
り
の
中
に
 、
大
日
如
来
像
と
椅
子
に
座
っ
た
弘
法
大
師
 像
 を
描
 き
、
そ
の
左
側
に
四
国
 

遍
路
に
関
す
る
高
野
山
の
前
寺
務
 弘
範
 に
よ
る
密
教
的
 意
味
付
け
が
書
か
れ
て
い
る
。
 

（
 
3
 ）
札
所
（
楕
円
で
囲
 芭
 
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
 隣
 接
す
る
札
所
と
の
位
置
関
係
・
距
離
叛
、
途
中
の
城
 
下
 
（
口
で
表
現
）
 
、
番
 

所
 
（
・
）
、
国
境
（
八
）
、
山
坂
 

峠
 
（
八
）
、
村
里
 
名
 
（
 。
Ⅰ
 川
な
ビ
 が
書
か
れ
て
い
る
。
 

（
 
4
 ）
札
所
の
中
に
は
、
敗
屋
 寺
 、
星
合
、
月
山
、
満
願
 寺
 、
篠
山
な
 ビ
 八
十
八
所
で
は
な
い
も
の
、
 セ
っ
 が
 記
さ
れ
て
い
る
、
 

（
 
5
 ）
 本
 図
の
右
下
 隅
 に
は
次
の
よ
う
な
、
大
坂
な
ど
か
 ら
の
道
の
り
が
記
さ
れ
て
い
る
。
 

「
海
上
通
法
大
坂
よ
り
 

(330) 112 



 
 

 
 

 
 

刊
は
、
 
表
の
№
Ⅸ
は
 、
 北
を
上
に
し
て
描
い
て
い
る
 が
、
 
南
を
上
に
描
い
た
背
景
に
は
、
南
海
に
あ
る
と
さ
 

れ
る
観
音
浄
土
の
補
陀
落
 浄
鋤
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
 開
い
た
 枠
 取
り
や
大
日
如
来
像
は
省
略
さ
れ
て
も
、
 絵
図
の
中
央
に
書
か
れ
た
 四
 

霊
山
寺
か
ら
、
高
松
・
丸
亀
上
陸
組
は
善
通
寺
か
ら
 

遍
 路
を
始
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
 

（
 
6
 ）
右
上
階
に
は
、
「
 

天
 灯
籠
 
灯
 」
ほ
か
の
「
ア
シ
 

ズ
 リ
セ
不
思
議
」
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
 

（
 
7
 ）
 本
 図
の
左
下
隅
の
注
記
か
ら
、
著
者
は
但
馬
 

豆
 @
 
庫
県
 
）
の
細
田
 
周
英
 
で
、
版
元
は
大
坂
心
斎
橋
筋
 

順
 慶
 町
の
柏
原
 
屋
 清
君
 
衛
 

門
 、
同
年
Ⅰ
田
原
屋
宇
兵
衛
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

-
4
 
一
 

県
 ）
鳴
門
に
上
陸
し
て
一
番
札
所
の
阿
波
霊
山
寺
か
ら
 打
ち
始
め
る
鳴
門
ル
ー
ト
が
知
ら
れ
る
。
徳
島
上
陸
 
組
 は
 、
一
番
札
所
の
阿
波
 

五
十
 里
 

讃
州
丸
亀
 

播
州
し
か
ま
 津
 よ
り
 

廿
セ
里
 

讃
州
高
松
 

備
州
下
村
よ
り
 

五
星
」
 

丸
亀
 へ
 

江
戸
時
代
の
ル
ー
ト
と
し
て
、
讃
岐
（
香
川
県
）
丸
亀
 
に
 上
陸
し
て
、
金
比
羅
宮
と
善
通
寺
（
七
十
五
番
札
所
 
）
か
ら
遍
路
を
始
め
 

る
 
（
打
ち
始
め
る
と
い
う
）
丸
亀
ル
ー
ト
と
、
讃
岐
 多
 廣
澤
 に
 上
陸
し
て
善
通
寺
か
ら
打
ち
始
め
る
多
度
津
 
ル
ー
ト
、
阿
波
（
徳
島
 



国
 遍
路
に
関
す
る
高
野
山
の
前
寺
務
 弘
 範
の
密
教
的
意
 味
付
け
は
、
後
の
多
く
の
遍
路
図
に
お
い
て
、
ほ
ぼ
 
継
 度
 さ
れ
記
載
さ
れ
た
。
 

そ
れ
ゆ
え
、
四
国
遍
路
図
の
 内
 、
 了
 -
 
、
（
 2
-
 
、
（
 3
 ）
 の
よ
う
な
特
徴
、
と
く
に
（
 2
 一
の
特
徴
を
持
つ
絵
図
を
 A
 型
と
呼
ぶ
。
 

  



  
四
国
遍
路
図
に
金
比
羅
宮
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
表
の
 
№
 9
 、
 騰
 、
即
の
 

す
な
わ
ち
金
比
羅
宮
へ
の
参
詣
は
四
国
八
十
八
札
所
述
 
礼
 と
が
セ
ッ
ト
で
 

と
こ
ろ
で
、
表
の
№
 9
 、
印
の
「
象
頭
山
参
詣
 道
 四
国
 寺
社
八
十
八
番
 

も
の
を
 ぼ
型
 と
呼
ぶ
。
さ
ら
に
、
北
を
上
に
描
い
た
も
 

の
は
ぼ
型
 
と
す
る
 

（
 
4
 ）
錦
帯
橋
、
宮
島
、
若
山
、
高
野
山
な
ど
四
国
以
外
 
の
 地
名
も
記
さ
 

と
く
に
、
（
 2
 ）
は
最
大
の
特
徴
で
、
こ
の
特
徴
を
有
す
 る
 四
国
遍
路
図
 ね

 、
特
に
岩
国
錦
帯
橋
は
図
示
さ
れ
て
い
る
。
 

の
形
式
を
 B
 型
と
よ
び
、
（
 3
 ）
あ
る
い
は
（
 
4
 一
が
略
さ
 ね
 た
 

」
と
い
う
名
称
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
 
象
 頭
山
 

理
解
さ
れ
て
い
た
点
に
も
注
意
を
喚
起
し
た
い
。
す
べ
 
て
の
 

よ
う
に
、
金
比
羅
に
四
国
遍
路
図
の
版
元
が
あ
る
ほ
ど
 
で
あ
 

っ
た
 。
と
く
に
、
先
述
し
た
丸
亀
ル
ー
ト
の
遍
路
者
 

ぬ
 

な
ど
は
、
丸
亀
か
ら
金
比
羅
宮
・
善
通
寺
へ
向
 カ 

Ⅰ
 

 
 

よ
 

い
、
善
通
寺
か
ら
四
国
遍
路
を
打
ち
始
め
た
の
で
 
あ
 

 
 

 
 

㍾
 

る
 。
 

 
 

3
 
C
 型
 

遍
路
 

C
 型
の
典
型
的
な
も
の
と
し
て
、
№
㎎
の
「
 四
 国
 

 
 

%
 
 
八
十
八
箇
所
地
図
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
 A
 型
と
 よ
  
 

柵
 

似
た
四
国
の
絵
に
、
札
所
（
札
所
間
の
里
 
巴
 、
 道
 、
別
 
3
 

 
 

 
 

下
 

5
l
 

 
 

の
よ
う
な
点
に
あ
る
。
 

せ
て
八
十
八
箇
 寺
 ）
と
道
の
り
が
記
さ
れ
て
い
る
。
 



D 型 ( 岩村武勇 編 『四国遍路の 古絵図Ⅱより 転載 ) 

と 拾 者 磨 ま て 図 
ょ 八 n 4 が 、 た お を と 

く 所 型 く 備 " り C く 

  型 に （ 似たの典 と 偏礼 型 D る よ 州の ） 2 A 
図 2 型 
柄 図 的 
の 」 な   
国 学 の     
給 ら し し の 特 
は れ て る     が 伊 は 考 A, 持 
萌 そ 25 わ か 、 え 型 つ 「 四 （ し木 れは 

か ら 大 ら と 四 
る も 坂 れ よ 国 

所 A, 国 。 参 、 る く 遍 
間 型 八 一 一 一と ロ 一日 暦 。 似 路 

下
村
よ
り
丸
亀
 
へ
 五
星
九
州
豊
後
住
 か
関
 よ
り
 
寺
川
 八
 わ
た
 浜
え
廿
里
 」
と
、
海
上
の
道
の
り
を
 記
 す
 。
 

（
 
1
 ）
中
央
部
に
 、
 東
を
上
に
し
て
、
弘
法
大
師
の
椅
子
 に
 座
っ
た
姿
を
描
く
も
、
 A
 型
の
よ
う
な
四
国
遍
路
 に
関
す
る
高
野
山
の
前
 

 
 

そ
の
代
わ
り
に
、
弘
法
大
師
像
の
下
に
、
「
阿
波
 

二
 捨
ニ
 ケ
 所
 
五
十
七
里
 

半
輪
、
土
佐
治
 六
ケ
所
 
九
十
 着
里
 半
、
伊
予
 

二
 捨
木
 ケ
所
 
百
十
九
星
半
、
讃
岐
 

二
拾
ニ
 ケ
研
一
一
 一
十
六
軍
 
半
鉛
 、
四
箇
 国
 

遺
法
三
百
四
車
半
銭
」
と
各
国
ご
と
に
札
所
の
数
 
と
 道
 の
り
数
を
記
し
、
最
後
に
四
国
併
せ
て
の
道
の
り
数
 を
合
計
し
て
示
す
。
 

（
 
2
 ）
中
央
上
部
に
「
海
上
通
法
、
大
坂
よ
り
阿
波
 
穂
 島
 へ
三
十
八
里
、
さ
め
き
丸
亀
五
十
軍
紀
州
 か
た
浦
 よ
り
阿
州
 む
 

や
へ
 
十
五
里
播
州
明
石
よ
り
阿
州
 一
 ば
ん
 札
 へ
廿
里
 、
し
か
ま
っ
よ
り
 

讃
洲
 
高
松
 
へ
廿
セ
 里
 。
丸
亀
 
へ
廿
 人
里
   



  

  

の を 上 
前 描 に 
幸 く し 

務 も て 弘 
範 A 傘 
の 型 蓋 
密 の の 

教 よ 下 
的 ぅ で 
意 な 椅 
味 四 子 
竹 園 に   
は 跨 っ 
書 に た 

か 関 弘 
れ す 法 

大師 てい 一口 日 る 

な 野 の 
い 山 楽 

  

型 @ (? 中戸 ョ @ 千テ 

  
こ 各     
式 里 
の 程 
景 教 

大 の言 な - 己 

特 す   
  

図 

の中 

央 
部 
c 

束 
を 

立 博物館所蔵 ) 

国 産 型 
図 絵 E 5 の 
0 図 型 も 

上 」 の E の 
部 が 典 型 は 
に 挙 型 D 
は げ 的   

、 ら な A ， 

凡 れ 絵 
  

倒 る 図 と 

と 。 と   
阿 A,  し た 
波 型 て 

、 と N0   

土 2  27 

佳 、 似四 く「 
伊 た 国 
千 図 順 

、 柄 拝 
讃 の 御 
岐 四 土 

の
 里
程
Ⅰ
 

大
師
が
椅
 

に
、
弘
法
 

と
く
に
 

図
を
 D
 型
 

も
っ
と
 

三
仙
と
そ
 

道
 、
国
境
、
城
下
を
描
き
、
凡
例
も
あ
る
。
そ
の
特
徴
 
は
 以
下
の
よ
う
な
点
に
あ
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
西
を
上
 に
し
て
弘
法
 

子
に
座
っ
た
座
像
を
描
く
も
、
 

A
 型
の
よ
う
な
四
国
 遍
 路
 に
関
す
る
密
教
的
意
味
付
け
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
 
そ
の
代
わ
り
 

大
師
像
の
下
に
、
不
動
明
王
以
下
十
三
仏
の
名
と
各
々
 
の
 真
言
が
書
か
れ
、
そ
の
下
に
、
巡
礼
人
の
図
を
描
く
 
 
 

弘
法
大
師
像
の
下
に
、
十
三
仏
の
名
と
そ
の
真
言
が
書
 
か
れ
る
点
は
他
と
大
き
く
異
な
る
特
徴
で
、
そ
れ
を
 有
 す
る
遍
路
 絵
 

遍
路
図
と
呼
ぶ
。
 

も
、
 №
㌍
「
南
海
道
四
国
八
十
八
 ケ
所
順
 挿
図
」
の
よ
 う
に
、
 
ぽ
型
 と
よ
く
似
た
図
柄
の
四
国
 国
に
 、
弘
法
大
 師
 座
像
と
十
 

0
%
 

釜
ロ
 

を
 記
す
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
を
、
表
で
は
 D
 
 （
 
ぽ
 ）
と
表
現
し
、
が
型
と
よ
く
似
た
図
柄
の
四
国
 国
に
 書
か
れ
た
 D
 



描 あ る 

く る 。 
Ⅰ 型 @ 戸市立博物館所蔵 ) 

も が さ 所 ぃ 月 産 拝 呼 点 、 
" " ら 並 F 6 た 図 絵 御 な ぶ に 

そ 以 に 冬 型 こ と 国 士 お 。 あ 
の 下 、 所 の F と し 」 産   る 

    
か み り 」     
る な 、 もこ 曲 ,, 特       ら 本 は 型 

ず 絵 、 的 
  
を 

上 図 主 な 
産 が 上 絵 

有 のに№ で異な 右に がある す 
  39   に 図 る 

図   を 

と 国 て の 国 た E   型 
す 、 く 拾 克 らめ た 順 拝四 「 絵   れ の 御 国 図 
わ 元 た ケ て 実 土 ll 原 と 

  



  
る の ち に デ モ の   
B と 販 、 た で ル デ 変 表 あ 以 7 と よ 

が ，   

型 こ 売 柚 だ き と ル 型 を る 上 @ う 

と ろ を 原 " な し で で 見 こ " 四 す に 
そ で め 尾 表 い て あ あ る と 仏 国 る 、 の№ ざし、弘の変 積石 たた い っるとが R,A わに路 見遍 
聖 法 た 衛 1 と と " 型 か 及 図 遍 
で 大 の 門 と 考 ぃ げ と る ん の 路 

え え 型 そ 。 だ 特 絵 
ら る で の 四 色 図 2 ある から B 節倹も であろ と同年 ね 。 ナ 変 十 @ 
る そ 四 型   な           残 こ あ あ   二 層   十一一 人が 
念 と る る     

  な は   A ， 国 下臣 @@ @ 
遍 さ A 、 とり こと C 、 路 み   に 、 わ 型 図 板 

千年 D  け が     十 分 重目     き 

  
@ と   よ 

様、           
変 

  
  

型 重日 

つい に」 、 わ よ @ き 

基ぜ さ 上 あ 方 
る な 
が Ⅰ ど 

が 

  - 一 一 一 口 己 

応 さ   A れ 
型 て 

の む         
  

つ   
  F る 

の と に 次 型 
と 俗     そ 
な ィヒ   れ 
つ し   に 多い 変化を 似 よく 以後 形   
た た   年 て の の 式 
  遍 代 お 絵 は   え、 > 

約 9 図 、 四 F   に A, の B 国 型 
て と 一 衛 萌 里 碁 聖 遍 と     ら を 本 と 路 呼 
D え へ っ か モ 的 そ 図 ぶ 

  

紙
 礼
謝
 や
ぅ
 

奉
納
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 四
国
中
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場
同
行
二
人
 



知
の
史
料
を
挙
げ
て
そ
の
成
立
過
程
を
少
し
確
認
し
て
 
お
こ
う
。
 

八
十
八
所
と
出
て
く
る
も
っ
と
も
古
い
資
料
は
、
高
知
 県
 土
佐
郡
本
川
町
 越
 裏
門
 字
 地
主
に
あ
る
 ぉ
 堂
の
鰐
口
 の
 銘
に
 、
 

本
章
で
は
、
前
章
の
成
果
を
踏
ま
え
て
四
国
八
十
八
 
札
 所
の
成
立
を
論
じ
た
 い
 。
す
な
 ね
 ち
、
八
十
八
札
所
は
 

い
つ
、
い
か
な
る
 

理
由
、
い
か
な
る
過
程
を
経
て
成
立
し
た
の
か
を
明
ら
  
 

四
国
遍
路
と
い
え
ば
、
霊
山
寺
を
一
番
と
し
、
大
窪
 
土
 
寸
を
八
十
八
番
と
す
る
八
十
八
札
所
が
無
 釜
朋
提
 に
考
え
 ら
れ
て
き
た
。
そ
し
 

一
 
G
-
 

て
、
 「
な
ぜ
八
十
八
所
な
の
か
」
な
ど
に
つ
い
て
の
 研
 究
は
数
多
く
、
八
十
八
煩
悩
 説
 、
米
寿
 説
 ほ
か
諸
説
が
 あ
る
。
 

し
か
し
、
四
国
遍
路
の
巡
礼
記
の
う
ち
で
も
古
い
も
の
 
と
い
え
る
坂
本
の
元
禄
 二
 
二
六
八
匹
年
刊
行
の
「
 四
国
 循
礼
 霊
場
 記
 」
 

に
ょ
 れ
ば
、
札
所
は
九
十
三
所
 
一
 
「
札
所
一
覧
」
を
参
照
 
。
敗
屋
 寺
と
里
 谷
を
加
え
れ
ば
九
十
五
所
）
で
、
 し
 か
も
善
通
寺
か
ら
記
し
、
 

順
番
を
記
し
て
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
い
っ
、
い
か
な
 る
 理
由
、
い
か
な
る
過
程
を
へ
て
現
在
の
八
十
八
所
に
 
確
定
さ
れ
た
の
か
を
 明
 

ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
従
来
も
 
、
白
 井
氏
の
よ
う
に
、
こ
そ
う
し
た
問
題
を
指
摘
し
、
史
料
 を
 博
捜
し
て
、
 
真
含
め
 

「
四
国
遍
路
通
指
南
」
に
そ
の
起
源
を
指
摘
す
る
研
究
も
 あ
る
が
、
遍
路
図
な
ど
は
さ
ほ
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
。
 

1
 
 九
十
三
札
所
か
ら
八
十
八
札
所
へ
 

 
 

こ
の
四
国
八
十
八
札
所
が
い
つ
固
定
し
た
の
か
に
関
し
 て
は
、
種
々
の
見
解
が
あ
る
が
、
ま
ず
、
白
井
氏
の
 研
 究
 に
依
り
つ
つ
、
 
既
 

（
 ぼ
 ）
の
よ
う
に
、
四
国
図
の
図
柄
が
 B
 

型
を
モ
デ
ル
 と
し
た
も
の
ま
で
作
製
さ
れ
る
に
い
た
る
。
こ
の
よ
う
 に
 A
 
 

（
が
）
型
が
基
本
 

 
  

 

 
 

型
で
、
の
ち
に
は
 B
 
 
八
ビ
ノ
 

型
も
も
う
一
つ
の
基
本
型
 化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
 

 
 
 
 

 
 

 
  
 

二
四
国
八
十
八
札
所
と
 
弘
範
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木し Eh 一覧 く 土佐・喜ま 0) 

四国遍路通指南 四国 偏禧 霊場 記 四国 偏 摺 絵図 現在 

土佐東寺 ( 景仰 崎寺 @            室戸 寺 ( 東寺 @  東寺         最 御時 守 : 24 

津守 ( 津 照幸 @  : 25  津照寺 ( 津守 @  津寺     朽 津照幸 : 25 

西寺 ( 金剛旗手 ) ; 26 l 金剛旗手 ( 西寺 ) l 西寺 ' 26 l 金剛 頂寺                 

神幸 寺 :  27  神幸 手 

大日 寺 : 28  大口 寺 

国分寺 : 29  国分寺 

神幸手 :  2.7  神 挙手             

大日 寺 :  28  人 H 寺           

        29  国分寺             

- 之宮 : 30 l 一宮 l 一宮 ', 30 l 苦楽手           

五基 山 : Ⅱ 二 % 山 ( 竹林 寺 ) 五基 山 : 口 竹林 寺           

禅師 峯寺 : 32  禅師 峯寺 禅師 峯寺 : 32  禅師幸手 : 32 

  l 頁福手 ( 雪渓 寺 ) : 33 l 高 福手 l 高梧 寺       膣 l 雪礫 寺 : 33   

種 門守 : 34  種 問寺 種間寺 : 34  種門守       34 

清瀧寺 :  35  宿 瀧寺 清 湿舌 :  35  清滝 寺 :  35 

青 ・直手       36  貴寵幸 青 龍吾 : 36  青竜寺       36 

五社 . 37  五社 五社 : 37  岩本寺 : 37 

  l 膳 柁山 : 38 l 蹉 焼山金剛福守 l 蹉 北山 : 38 l 金剛福守             

寺山塊 :  39  寺山 寺山 院 : 39  延 先手 : 39 

円山   月山 : 番外 

(340)@ 122 



四国遍路八十八札所の 成立 

オ」 三 万一覧 く伊豫 ・愛媛 ) 

四国遍路通指南   四国 偏祀 霊場 記 l 四国 偏祀 絵図   現在 

  伊 W8l 観自在 寺 :  40  l 観自在 寺 I 観自在 寺 : 40 l 観自在 寺             
    

      l 篠山 l 篠山 : 番外 l 
    

稲荷 宮 :  4@  稲荷 

広本寺 : 42  低木 守 

イヮ プチ満願寺 : 番外 

稲荷 : 41  音先手           

低木守 : 42  低木守         

l  l 明石 寺 : 43 l 明石芋 I 明石 寺 l ll 明 

  l 畳土山       44 l 菅 生出 l 菅 生出       U4 l 大宝寺             

岩屋 寺 : 45  岩屋 寺 岩屋 寺 : 4S  岩屋号             

浄瑠璃寺 : 46  浄瑠璃寺 浄瑠璃寺 : 46  浄瑠璃寺 : 46   '. 47 l 八城 守 l 八城守 : 47 l 八城 寺             

西林寺 :  48  面村寺 四杯 寺 

浄土寺 : 49  浄土寺 浄土寺 

: 48  匹 林寺           

: 49  浄土寺         

簗を，ザ       ㏄ 描 多幸 繁多幸             繁多 寺             
石手寺 . 51  石手寺 石手寺           石手寺 : 51 

@  l 太山寺 : 52 l 太山寺 l 大山寺 : 52 l 人 lU 寺 : 52 l 

因明寿 ' 53  回朋幸 圓 朋幸 : 53 回明音 : 弼 

延命 寺 . 54  延命 寺 " 桶 :  54  延命 寺 :  54 

    l 三島宮 :  55  l 光明寺側 宮 @  l 別宮 :  55  l 南北 坊 :  55  l 

泰山村 :  56  泰山寺 % き lU 寺 :  56  泰 m- 手 :  56 

八幡宮 ; 57  八幡宮 八幡宮 : 57  栄 福手 : 57 

  l 位乱山 : 58 l 仙 遊 手 l 位杣山 : 58 l 仙 遮音 : 58   

123@ (341) 



オ鹿 万一覧 く謹軸皮 ・ 香 ) ル 

四国遍路 道 指南 四国信博霊場 記 四国 偏薦 絵図 現在 

讃岐 善通寺 : 75  善通寺 善通寺 : 75  善通寺     75 

  l 世釈迦 寺 : 73 l 世釈迦 寺 l 世釈迦 寺 ' 73 l 世釈迦 寺             

百奈縄手 ; 72  景 陀羅寺 万 陀羅 寺 ・ 72  隻 陀羅寺 ・ 72 
宇山寺 : 74  中山寺 中山寺           宇山寺 : 74 

本山寺 : 70  本山寺 本山寺 :  70  本 lU 寺         

観音寺 : 69  観音寺 観音寺       69  観音寺           

@  l 季刊八幡宮 : 68 l 春蝉八幡 l 季 5l 八幡 : 68 l 神恵 院 : 68 @ 

小松尾山         り 、 松尾寺 小松尾寺 : 67  大典 寺 : 67 
雲 辺守 : 66  雲 辺守 雲 辺守 : 66  雲 処守         

    

      l 金毘羅 

    

  

  

  

弥谷寺 : 71  捕谷寺 

金蔵 寺         金 貴幸 

道隆寺 : 77  道隆寺 

道場 寺 : 78 道場 寺 

崇徳天皇 : 79  崇徳天皇 

国分寺 : 80  国分寺 

自室 寺       81  台車 寺 

弥谷寺 : 7@  弥谷寺           

金骨 寺 " 。 " 貫手 " 。 

道隆寺 : 77  道隆寺       77 

道場 寺 : 78  脚照幸           

崇 徳天王 : 79  天皇 寺 : 79 

国分寺       80  国分寺       80 

自室 寺 :  81  日 峯寺 :  81 

根音 寺 , 82  根 青青 

一之宮 :  83  一宮 

やしま 寺       R4  尾 嶋寺 

      洲崎 堂 

八 英幸 : SS  八 乗号 

根音 寺 :  82  根音 寺 :  82 

-- 宮     83 一宮寺 : 83 

昼嶋寺 ;  84  尾鳴音 :  84 

人 東 寺 : 85 人 栗寺 : 85 

  志度寺 ;  86   志度寺   志度寺 ;  86   志度寺 : 86 

l 長尾 寺 : 87 l 長尾 寺 l 長尾 寺 :  87  l 長尾 寺 :  87 

@  l 大窪寺 :  88  l 大窪寺 l 大窪寺         l 大窪寺 : 88   

本表は、 r 四国遍路通指南山、 f 四国棉花霊場 記 J 、 『四国福祉絵図 J ( 宝暦 l3 年版 ) に見える札所を 

書き上げた。 なお、 板垣華氏が作成したものを 修正した。 讃岐の札所の 配列は『霊場 記コに 依っ 

た。 
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  か て る て な と た 明 と 

そ 三 あ   大 
讃 し 測 で く し に 
岐 " さ 整 に     旦那 そ 藻葉国中、 後は は天 文 文明 春心 

0 通 』 千 明 明 二 願 村 

・ 何万てさ一 他れ 備、 そ貞 一 の 早 後 礼 に セ 三 三 年 者 所 
波 に い れ 番 順 四 

・ お る て か 亨 - 
上 れ   

佐 て     日 政 口   る -"  d 口 口 
伊 元   ま 年 回 口 
干 禄 与 番そ年 で か セ   
と 一 -   
あ - 

@ が 
  口 

リ ー 上     - 一 一 一 口 己   のこ 十八 れな 

さ 

八九一 とく 
れ 巨ピ与， 

に 年 て と さ 

讃 @ こ   
る 

つ さ 
  
        れ 
  て た 

と 

後 
ま @ 

    
  

が Ⅰ   護 ら 十 
  
所     

五 
る 

了ふ @.@@ @ 
諸     
里     

最古 

  
ザ で c 七 

  資料 

つ、 @ ま ま も 

七一 

年 
と 

  さ 

ま @ @@ し れ 

0 号 見 
小西 

る 

そ も   ら 

れ な れ 可 た 
る 春 だ 

とは { すっき のでは あり、 となっ 
よ が   

ひ そ な す て り ナつ 著     @   文 

  



は
 上
、
先
学
の
研
究
に
よ
り
、
十
七
世
紀
末
の
頃
に
は
 
八
十
八
札
所
と
そ
の
番
数
が
固
定
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
 
が
 窺
わ
れ
る
 

け
れ
ど
も
、
貞
享
四
二
六
八
 
セ
 ）
年
の
真
念
の
著
で
 番
 数
 と
順
次
札
所
が
説
明
さ
れ
、
し
か
も
現
在
の
そ
れ
 
と
 一
致
す
る
 

か
わ
ら
ず
、
元
禄
 二
 二
六
八
九
 -
 年
の
寂
本
の
ほ
 、
そ
 れ
を
無
視
し
、
弘
法
大
師
誕
生
の
地
、
善
通
寺
か
ら
 
札
所
を
書
き
始
 

十
三
所
も
の
札
所
を
挙
げ
て
い
た
。
す
な
 
ね
 ち
、
真
金
 の
 説
は
 、
 必
ず
し
も
権
威
あ
る
も
の
に
よ
っ
て
公
認
さ
 
ね
 、
確
定
さ
れ
 

で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
逆
に
窺
え
る
。
 

2
 
 高
野
聖
 真
念
 と
高
野
山
の
高
僧
戒
 本
 

と
こ
ろ
で
、
 真
念
と
寂
本
 は
ど
の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
 め
 だ
 る
ぅ
か
 。
ま
ず
、
 真
 念
か
ら
。
残
念
な
こ
と
に
 真
 念
は
 つ
い
て
 

き
り
し
て
い
な
い
。
 

真
 念
は
、
自
著
の
「
四
国
遍
路
通
指
南
」
の
巻
末
に
「
 
寺
島
 宥
弁
真
念
房
 」
と
署
名
し
、
「
四
国
 偏
礼
 功
徳
 記
 ヒ
 0
 巻
末
に
 に

も
か
 

め
、
 

九
 

た
も
の
 

丁
目
 

L
 
ヰ
 
・
 
よ
 （
 
，
 
@
 

 
 は

 
「
 大
 

  

「
八
十
八
箇
所
が
定
め
ら
れ
た
の
は
い
つ
で
あ
る
か
 明
，
 
り
か
で
な
い
が
、
貞
享
・
元
禄
の
こ
ろ
す
で
に
定
め
ら
 
れ
て
い
た
こ
と
 

に
よ
り
わ
か
る
。
（
 1
 ）
貞
一
号
四
二
六
八
 
ま
 
年
の
真
金
 著
 
「
四
国
遍
路
指
南
」
に
「
阿
州
霊
山
寺
よ
り
札
は
 じ
め
は
大
師
巡
行
 

第
と
 云
々
」
と
記
述
し
、
番
数
を
記
し
て
順
次
札
所
に
 
つ
い
て
説
明
し
て
あ
る
。
（
 2
 ）
元
禄
 二
 二
六
八
九
一
 午
 の
 寂
 本
 署
 
「
 四
 

礼
 霊
場
 記
 」
に
も
「
八
十
八
番
の
次
第
、
い
つ
れ
の
 世
 、
 誰
の
人
の
定
め
給
へ
る
、
さ
だ
か
な
ら
ず
、
今
は
且
 @
 
善
次
に
よ
ら
ず
、
 

一
 
Ⅱ
 一
 

院
は
大
師
出
世
の
霊
跡
に
し
て
、
 遍
 礼
の
事
も
是
よ
り
 起
れ
る
か
し
、
故
に
今
は
此
院
を
始
め
と
す
し
と
記
述
 
し
て
あ
る
」
。
 

は
次
 

0
 次
 

国
偏
 

誕
生
 

て よ 

他 い う 

方る 、 よ 里一 に 

四 う な 

回 遍 にっ 、 た 
路 丸 善 
国 土 き 

を 五 方   
な 

分一 さ 私   
れ 見 て 
た で れ 

岩 は る   
全部 氏 は 
次 所 で 
の 一 九 
よ な 十 
う き己 ヱ五 

に 逝 か 

諭 す 所 
じ る の 

て も 説 
い の 明 

  
つ れ 

  
@ り 

江   

  
見 
ら 

  
な 
し @@l 一 
    

と 

指摘 

さ 

  

  



ぬ
 
長
じ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
板
木
 
が
、
回
 国
偏
礼
 霊
場
 記
 」
に
自
筆
の
絵
図
を
載
せ
た
事
も
良
く
 
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
「
弘
法
 

と
い
う
著
作
も
あ
り
、
弘
法
大
 

師
 に
対
す
る
尊
崇
の
念
は
真
分
に
も
劣
ら
な
か
っ
た
で
 

あ
ろ
う
。
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Ⅱ
 

明
 ，
書
画
 彫
 Ⅰ
 
無
 ，
雪
下
。
害
鳥
」
、
「
高
野
大
師
 定
 後
、
善
 継
 ，
真
文
脈
 -
 
者
、
本
公
一
人
面
 巳
 」
と
も
 記
 さ

れ
て
い
て
、
絵
や
書
道
に
㈲
 

 
 

 
 
  

他
方
、
「
四
国
 偏
礼
 霊
場
 記
 」
を
書
い
た
 寂
 本
と
い
う
 人
は
、
高
野
山
の
中
で
も
そ
れ
な
り
の
地
位
と
学
識
を
 
持
つ
、
い
わ
ゆ
る
 学
 

侶
一
 学
者
的
な
僧
侶
）
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

「
 続
 日
本
高
僧
侍
養
 第
旦
の
 「
紀
州
高
野
山
沙
門
 
寂
 本
博
 」
に
 ょ
 れ
ば
、
 

釈
寂
本
 、
号
，
圭
一
耳
石
堂
 

ハ
 俗
姓
長
谷
川
氏
、
城
州
深
草
 大
地
、
天
資
明
敏
、
度
量
広
大
、
幼
 
而
 、
 登
 二
局
野
山
 「
 従
 ，
 
応
盛
闇
梨
ハ
 

 
 

落
髪
 被
 。
 拶
 、
 受
 ，
両
部
 密
 執
友
 濯
頂
 -
 

と
あ
っ
て
、
京
都
長
谷
川
氏
の
出
身
で
、
幼
く
し
て
 
高
 野
山
で
応
 盛
 を
師
と
し
て
出
家
し
た
僧
侶
で
あ
っ
た
。
 
ま
た
コ
衆
 圭
呈
 二
円
「
 

に
没
し
て
し
る
 

@
 
0
-
G
-
I
 

坂
 寺
島
頭
陀
 真
念
 」
と
書
い
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
 大
 坂
 寺
島
に
住
む
頭
陀
、
つ
ま
り
乞
食
で
生
活
す
る
修
行
 
僧
 で
あ
っ
た
と
 考
 

れ
て
い
る
。
 

ま
た
「
功
徳
 記
 」
に
 真
 念
の
友
人
中
宣
と
い
う
人
が
文
 章
を
寄
せ
、
 真
 念
は
「
麻
の
衣
や
う
や
く
肩
を
か
く
し
 て
 会
長
な
く
、
 

し
ば
し
ば
空
し
く
、
 た
 ）
大
師
に
つ
か
へ
奉
ら
ん
と
、
 ふ
か
く
 誓
ひ
 、
 遍
 礼
せ
る
卓
二
十
余
慶
に
及
べ
り
」
と
 記
し
て
い
る
。
 よ
 

る
に
、
弘
法
大
師
に
対
す
る
強
い
信
仰
を
持
ち
、
遍
路
 経
験
も
二
十
数
回
と
い
う
、
遍
路
の
プ
ロ
フ
ェ
 
ツ
シ
ョ
 ナ
ル
 で
あ
り
、
 い
 

-
 
巧
 -
 

る
 高
野
聖
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
、
高
野
山
所
属
の
 僧
 と
し
て
は
、
身
分
的
に
低
い
立
場
で
あ
っ
た
。
 

さ
ら
に
、
一
九
七
九
年
に
香
川
県
牟
礼
町
川
東
の
墓
地
 
で
 発
見
さ
れ
た
墓
石
の
年
号
に
 
よ
 れ
ば
、
 真
 念
は
元
 禄
 四
二
六
九
一
 え

ら
 

一
錠
 

ぅ
す
 

わ
ゆ
 

）
 年
 



こ
の
よ
う
に
、
高
野
聖
 真
含
め
 
「
四
国
遍
路
通
指
南
」
 は
 四
国
遍
路
八
十
八
札
所
の
確
定
に
大
き
な
意
味
を
も
 
っ
 た
が
、
高
野
山
の
 

高
僧
 寂
 本
に
よ
っ
て
、
い
わ
 ぼ
 無
視
さ
れ
た
よ
う
に
、
 決
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
確
定
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
 
,
 
+
 
ハ
 
ハ
 
Ⅰ
。
 

-
 
㌔
 一
 

た
の
で
士
の
る
 

@
 
O
 

さ
ら
に
、
先
述
の
「
紀
州
高
野
山
沙
門
 寂
 本
俸
」
に
よ
 れ
ば
、
「
万
治
二
年
、
有
。
 
故
 、
退
吉
日
野
山
（
 応
 。
諸
住
 誌
埜
刊
 
丸
岡
中
台
 寺
ハ
 

帝
瞠
 
寛
文
十
二
年
、
依
，
 快
運
 遺
命
 婦
 。
 
出
 、
親
 築
 ，
 
於
 定
光
 院
ぃ
 特
牛
四
十
二
位
、
天
和
二
年
、
 
謝
 ，
 
院
 事
ハ
 退
隠
 -
 
大
雲
院
 ハ
 

 
 

甲
瞠
 
元
禄
十
四
年
冬
十
月
十
五
日
得
。
 疾
 、
正
念
命
終
 」
と
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
坂
本
は
万
治
二
二
六
五
九
 -
 年
に
一
度
高
野
山
を
 

お
り
て
い
る
が
、
寛
文
十
二
二
六
七
こ
午
に
 師
応
盛
 の
 死
後
、
師
と
仰
い
だ
 快
運
 の
 主
 
星
目
に
よ
っ
て
高
野
 出
 に
戻
り
、
生
光
院
主
 

と
な
っ
た
。
 寂
木
 が
、
 宰
 立
場
 記
 」
を
執
筆
し
た
と
き
 は
 、
す
で
に
五
十
九
歳
に
達
し
て
い
た
。
天
和
二
二
 

-
 
八
八
こ
年
に
は
 宝
 元
暁
 

を
 辞
し
、
元
禄
十
四
年
二
七
 0
 二
十
月
十
五
日
、
 
セ
 十
一
歳
で
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
坂
本
が
住
持
し
 
た
宝
 先
院
 は
 、
元
禄
 四
 

 
 

二
六
九
一
一
年
十
月
に
お
い
て
、
高
野
山
内
で
中
腹
の
 学
侶
が
住
む
院
の
一
 
つ
 で
あ
り
、
板
本
 は
 中
嶋
ク
ラ
ス
 の
 学
侶
で
あ
っ
た
 と
 

考
え
ら
れ
る
。
 

以
上
の
よ
う
に
、
 真
 念
は
高
野
聖
で
あ
っ
た
の
に
対
し
 て
 、
板
本
 は
 、
「
 続
 日
本
高
僧
 博
 」
に
も
載
る
高
野
山
 の
 高
僧
で
あ
っ
た
。
 

冨
 立
場
 記
 」
の
序
に
 ょ
 れ
ば
、
 真
 念
は
、
旗
本
に
「
 札
 所
話
寺
の
由
緒
や
霊
験
を
尽
く
し
た
」
四
国
遍
路
に
関
 
す
る
本
を
執
筆
し
て
 

欲
し
い
と
申
し
出
、
し
か
も
 真
 念
は
、
不
明
な
と
こ
ろ
 が
あ
れ
ば
何
度
で
も
現
地
に
赴
い
て
調
査
し
て
来
る
と
 
い
っ
た
熱
心
な
人
で
、
 

寂
 本
に
資
料
を
提
供
し
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
 
ね
 ち
、
 真
 念
は
資
料
を
提
供
し
つ
つ
、
板
本
に
依
頼
し
て
「
 
四
 国
偏
礼
 霊
場
 記
 」
を
 書
 

い
て
も
ら
っ
た
の
で
あ
る
が
、
板
本
は
あ
く
ま
で
自
分
 の
方
針
に
そ
っ
て
編
集
作
業
を
行
な
い
、
質
倉
と
は
 大
 い
に
異
な
る
記
述
と
な
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遍
路
の
密
教
的
意
義
付
け
が
書
か
れ
た
こ
と
は
決
定
的
 
に
 重
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
以
後
の
絵
図
の
多
く
 
は
 、
そ
れ
を
中
心
に
書
 

-
 
㌘
 -
 

務
 ）
と
な
り
、
明
和
五
 
-
 一
七
六
 と
 
年
十
一
月
二
十
九
 日
 に
死
去
し
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
っ
て
い
る
。
最
初
 
の
 四
国
遍
路
図
に
彼
の
 

を
 第
一
義
と
す
る
以
上
、
弘
法
大
師
の
法
燈
を
継
ぐ
 
高
 野
山
の
最
高
責
任
者
の
そ
う
し
た
「
お
墨
付
き
」
こ
そ
 
は
 決
定
的
に
重
要
で
あ
 

っ
 た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
権
威
こ
そ
、
八
十
八
 札
所
の
成
立
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
高
野
聖
 
真
念
 に
 欠
け
て
い
た
も
の
だ
 

っ
 た
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
そ
れ
以
後
は
、
数
多
く
の
 
A
 型
系
の
遍
路
絵
図
が
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
が
 
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。
 換
 

冒
 す
れ
ば
、
四
国
八
十
八
札
所
が
、
高
野
山
の
前
寺
務
 
に
よ
っ
て
密
教
的
な
意
義
付
け
を
な
さ
れ
、
よ
う
す
る
 
に
 一
仁
日
野
山
の
お
墨
付
き
 

を
 与
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
確
立
さ
れ
た
の
で
 
あ
る
。
 

よ
く
四
国
霊
場
を
尋
 陀
羅
に
讐
 え
て
、
阿
波
は
発
心
の
 道
場
、
土
佐
は
修
行
の
道
場
、
伊
予
は
菩
提
の
道
場
、
 
讃
岐
は
浬
葉
の
道
場
 

 
 

と
い
う
が
、
そ
う
し
た
四
国
霊
場
を
曇
 陀
羅
に
讐
 え
る
 こ
と
も
 弘
 範
の
四
国
札
所
八
十
八
所
の
密
教
的
意
義
付
 
け
の
「
四
重
門
 壇
 」
に
 

由
来
す
る
と
い
え
よ
う
。
 

弘
範
は
 つ
い
て
は
、
能
登
一
石
川
県
）
の
出
身
で
宝
暦
 
九
二
七
五
匹
 
年
 こ
ろ
に
第
三
 0
 四
代
の
高
野
山
金
 剛
峰
 寺
の
検
校
（
 寺
 

主
な
札
所
は
、
弘
法
大
師
の
修
行
 地
 と
い
う
神
話
の
あ
 る
 場
所
で
、
い
わ
ば
、
四
国
遍
路
は
弘
法
大
師
の
修
行
 
地
 の
あ
と
を
訪
ね
る
の
 

確
か
に
、
そ
の
内
容
は
牽
強
付
会
な
、
こ
じ
つ
け
と
も
 
言
え
、
従
来
は
、
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
い
。
 
し
 か
し
、
四
国
遍
路
の
 

と
あ
る
。
 

 
 

3
 

 
 

 
 

そ
の
内
容
は
、
ま
ず
、
四
国
を
胎
蔵
の
四
重
門
 壇
 
（
 尋
 陀
羅
 の
こ
と
）
に
配
当
し
、
さ
ら
に
、
十
界
ご
と
に
 存
 在
す
る
八
葉
で
、
 
八
 

 
 
 
 

十
 を
言
い
、
そ
れ
に
還
礼
の
功
徳
に
 よ
 り
仏
が
八
葉
に
 現
れ
る
こ
と
か
ら
八
を
導
き
出
し
て
、
何
故
に
札
所
が
 
八
十
八
札
所
で
あ
る
か
㈹
 

を
 説
明
し
て
い
る
。
よ
う
す
る
に
、
四
国
札
所
八
十
八
 
所
の
密
教
的
意
義
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
 



四国遍路 @ 

 
 

い
っ
た
「
官
僧
」
の
権
威
に
よ
っ
て
確
立
し
て
い
っ
た
 の
で
あ
る
。
 

3
 

 
 

ま
た
、
四
国
遍
路
と
密
接
に
関
連
す
る
も
の
に
、
金
地
 羅
 参
詣
が
あ
る
。
四
国
遍
路
図
に
も
、
金
比
羅
宮
が
大
 
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
 

 
 
 
 仏

国
遍
路
は
、
一
面
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
境
界
的
 
な
 存
在
の
僧
侶
た
ち
の
活
動
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た
が
 、

他
面
に
お
い
て
、
 

弘
範
と
轄
 

 
 

 
 

本
稿
で
は
「
生
活
の
宗
教
」
の
事
例
と
し
て
四
国
遍
路
 
を
 宗
教
史
的
に
取
り
上
げ
て
み
た
。
す
な
 
ね
 ち
、
本
稿
 で
は
、
従
来
さ
ほ
ど
 

注
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
四
国
遍
路
絵
図
を
史
料
 
と
し
て
再
発
掘
し
、
弘
法
大
師
 像
と
 宝
暦
十
三
二
七
 -
 
八
一
こ
 
年
 付
の
四
国
 遍
 

路
 に
関
す
る
高
野
山
の
前
寺
務
 弘
 範
の
密
教
的
意
味
付
 け
を
特
徴
と
す
る
、
 A
 
（
 卍
 ）
型
が
当
初
か
ら
の
基
本
 型
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
 

を
ま
ず
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
 一
 
Ⅰ
 
日
 野
山
の
権
威
を
背
景
と
し
て
四
国
遍
路
八
十
八
札
所
が
 
確
立
し
た
こ
と
を
述
べ
 

@
 
申
 
@
 
ハ
 
に
 
。
 

四
国
遍
路
八
十
八
札
所
と
い
え
ば
、
な
ん
と
な
く
自
然
 発
生
的
に
成
立
し
た
か
に
思
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
 
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
 

に
 、
高
野
山
の
権
威
を
利
用
し
て
、
十
八
世
紀
後
半
に
 
な
っ
て
い
わ
ば
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
鋭
吉
 だ
た
っ
て
、
日
本
人
の
 

生
活
の
中
に
息
づ
く
他
の
霊
場
の
成
立
と
高
野
山
ほ
か
 
の
 宗
教
的
権
力
と
の
関
係
を
も
み
な
お
し
た
い
と
考
え
 
て
い
る
。
 

 
 

と
こ
ろ
で
、
私
は
江
戸
時
代
の
基
本
的
仏
教
者
を
江
戸
 
幕
府
の
「
官
僧
」
（
官
僚
 僧
 ）
と
位
置
づ
け
て
い
る
が
 、
本
文
で
扱
っ
た
一
口
 

日
 

ぬ
 
野
山
の
寂
本
 ゃ
弘
艶
 は
そ
の
典
型
と
 い
え
る
 。
 一
 方
 、
高
野
聖
 真
 念
は
、
「
官
僧
」
と
俗
人
の
境
界
的
存
 花
 で
あ
る
。
高
野
山
に
属
し
 

艇
 

つ
つ
も
、
大
阪
寺
島
に
住
み
、
四
国
遍
路
を
五
十
 年
 で
二
十
余
塵
行
な
っ
た
よ
う
に
、
托
鉢
で
生
計
を
立
 
て
て
い
た
僧
で
あ
っ
た
。
 四
 

く
な
ど
そ
れ
を
重
視
し
、
そ
う
し
た
絵
図
が
基
準
と
な
 
っ
 た
の
で
あ
る
。
 

お
わ
り
に
 



ア
王
 

-
1
-
 近
年
の
四
国
遍
路
研
究
に
つ
い
て
は
、
山
本
和
 加子
 
「
 四
 国
 遍
路
の
民
衆
史
」
（
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
五
年
 

-
 、
真
野
 俊
和
 編
 
「
講
座
日
本
の
巡
 

礼
二
聖
蹟
巡
礼
」
 
-
 雄
山
間
出
版
、
一
九
九
六
年
）
所
収
論
 文 、
長
田
功
一
・
坂
田
正
 顕
 監
修
「
現
代
に
生
き
る
四
国
遍
路
 道
 

四
国
遍
路
の
社
 

全
学
的
研
究
し
 
-
 早
稲
田
大
学
文
学
部
 刊
 、
一
九
九
八
年
 -
 、
星
野
 英
紀
「
四
国
遍
路
の
宗
教
学
的
研
究
そ
の
構
造
と
近
現
代
 

の
 展
開
」
 -
 
法
蔵
 館
 、
 

二
 0
0
 

一
年
 

-
 、
 頼
 富
本
宏
・
白
木
利
幸
「
四
国
遍
路
の
研
究
」
 

-
 国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
 L
 
 二
 O
0
 

一
年
）
な
ど
が
参
考
 

に
な
る
。
 

（
 
2
 一
 
岩
村
武
勇
 編
 
「
四
国
遍
路
の
古
地
図
」
（
株
式
会
社
出
版
 

一
九
 セ
 三
年
 -
 、
白
井
 加
 青
志
「
四
国
遍
路
「
八
十
八
 か
所
 」
 起
 源
考
 」
三
郷
土
サ
ロ
ン
 

紀
要
一
」
一
九
 セ
 四
年
 -
 。
そ
の
他
、
近
藤
喜
博
「
四
国
遍
路
 研
究
口
目
 弥
井
 書
店
、
一
九
八
二
年
 -
 、
松
尾
 剛
次
 
「
四
国
遠
 路
 国
者
」
三
山
形
大
 

学
歴
史
地
理
人
類
学
論
集
 ヒ
ニ
 、
 二
 0
0
 

一
年
）
な
ど
。
 

一
 
3
 ）
 
二
 0
0
0
 年
 八
月
 ｜
 九
月
に
か
け
て
、
マ
ツ
ク
ス
・
フ
ァ
 

ル
ス
タ
ー
氏
の
協
力
を
得
て
、
ラ
イ
デ
ン
大
学
図
書
館
に
お
い
て
 
、
四
国
遍
路
図
の
調
査
 

を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
 

二
 0
0
0
 年
 十
一
月
二
十
四
日
 
に
 私
と
板
垣
華
氏
と
共
に
、
神
戸
市
立
博
物
館
を
訪
ね
神
戸
市
 
-
 
Ⅴ
博
物
館
所
蔵
の
四
 

国
 遍
路
図
の
原
本
調
査
を
行
な
っ
た
。
そ
の
さ
い
、
博
物
館
の
一
一
 

一
好
 
唯
義
 氏
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
 

-
4
-
 長
田
功
一
・
坂
田
正
 顕
 監
修
「
現
代
に
生
き
る
四
国
遍
路
 道 
四
国
遍
路
の
社
会
学
的
研
究
」
へ
所
洋
 

-
1
 ご
 
参
照
。
 

-
5
-
 補
陀
落
渡
海
と
土
佐
 国
 と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
近
藤
 -
 
吾
博
 
「
四
国
辺
地
か
ら
四
国
遍
路
へ
」
 

宅
 講
座
日
本
の
巡
礼
一
 
一
 聖
蹟
巡
礼
」
へ
前
 注
 

丁
 ）
 ヱ
 
所
収
参
照
。
 

-
6
 一
 
前
掲
「
現
代
に
生
き
る
四
国
遍
路
追
口
（
 

前
 乱
 @
 
ご
 
に
 詳
し
い
紹
介
が
あ
る
。
 

一
 
7
 一
白
井
「
四
国
遍
路
「
八
十
八
 か
 所
目
超
脱
 キ
 」
（
 前
注
一
 2
 ）
 ノ
 。
 

一
 
8
 一
白
井
「
四
国
遍
路
「
八
十
八
 か
 所
目
起
源
 考
 」
 へ
前
 庄
 -
2
 
-
 ノ
 。
 

-
9
 ）
白
井
「
四
国
遍
路
「
八
十
八
か
所
し
起
源
 考
 」
へ
冊
注
 @
 
ご
 、
三
一
頁
。
 

-
 匹
白
井
「
四
国
遍
路
「
八
十
八
 か所
 」
起
源
 考
 」
（
 前
 庄
 -
2
 
ご
 、
一
八
頁
。
 

Ⅱ
一
白
井
「
四
国
遍
路
「
八
十
八
 
か
所
 」
起
源
 考
 」
（
 前
 桂
一
 2
 ご
 、
一
九
頁
。
 

之 て   
生 る 
き よ 

れ   ぅ 

た 袈に よ 
う 金 
に 比 羅 
広 参   
も四 意味 

国遍 での 

回 路 
固 め 
遍 一 

路 部 

とな 信仰 

は っ 
て 

近 い た 
現   
7%  そ 

亡， 刀 。 う 

教 し 

を た 
理 会 
解 比 
す 羅 
る ィ言   
え 者 
で の 

も 中 
見 か 
過 ら   
す如 
こ 来 

と 教   
で 教 
き 祖 
な な 留 

  
  



@
-
 
札
所
一
覧
を
参
照
。
 

@
 
一
岩
村
「
四
国
遍
路
の
古
地
図
」
（
所
在
（
 
2
 フ
。
 

而
一
 
岩
村
「
四
国
遍
路
の
古
地
図
」
（
 
前
 洋
 -
2
 

了
解
説
。
 

@
-
 
真
金
、
寂
本
に
つ
い
て
は
、
近
藤
喜
博
編
著
「
四
国
霊
場
 記
集
 」
（
 
勉
誠
 社
、
一
九
 セ
 三
年
 -
 の
「
解
説
」
 三
 0
 、
二
二
頁
 が
 詳
し
い
。
ま
た
、
「
 
四
 

国
 霊
場
記
実
」
別
冊
 
一
勉
誠
 
社
、
一
九
七
四
年
 -
 の
解
説
や
山
本
 相
川
手
「
四
国
遍
路
の
民
衆
史
 ヒ
 （
 前
注
 （
 
1
 ご
も
 参
照
さ
れ
 た
い
。
高
野
聖
に
つ
 

い
て
は
五
来
車
「
増
補
高
野
 
取
 
こ
一
角
川
書
店
、
一
九
七
五
年
 ）
参
照
。
 っ
 
四
国
霊
場
 記
集
ヒ
の
 正
編
に
は
、
「
四
国
 
偏
礼
 霊
場
 記
 」
と
「
四
国
 偏
礼
 

功
徳
 記
ヒ
が
 、
別
冊
に
は
「
四
国
遍
路
通
指
南
口
が
所
収
さ
れ
て
 い
て
大
い
に
便
利
で
あ
る
。
 

花
 ）
「
四
国
遍
路
の
研
究
」
（
所
在
丁
ご
、
 一
 0
 八
頁
。
 

（
 こ
 
「
大
日
本
仏
教
全
書
」
 一
 0
 四
 
（
仏
書
刊
行
会
、
一
九
一
 
七
年
 -
 に
所
収
。
 

総
 ）
所
在
一
リ
）
、
一
九
五
頁
。
 

（
 と
前
注
 （
 
H
-
 

、
一
九
六
頁
。
 

-
 型
「
弘
法
大
師
全
集
 
巻
 四
ヒ
（
 
ピ
 タ
カ
、
一
九
三
四
年
）
 所
 収
 。
 

一
別
）
 前
 桂
一
Ⅳ
 
@
 
 一
九
六
頁
。
 

@
 
一
「
増
訂
第
二
版
新
校
高
野
春
秋
 
縛
乍
揖
昧
 ～
 -
 
岩
田
書
院
 
一
九
九
八
年
Ⅰ
三
九
一
頁
 下
 。
 

（
㌶
 
@
 
 「
四
国
霊
場
記
実
目
（
 
前
注
 （
 
巧
マ
 、
一
三
一
頁
の
「
解
説
」
 
な
ど
参
照
。
 

@
-
 
前
田
卓
「
江
戸
時
代
の
巡
礼
の
動
き
四
国
遍
路
の
動
 

き
 」
 -
 
真
野
俊
和
 編
 
「
講
座
日
本
の
巡
礼
」
 へ
前
汀
 
T
 
了
 -
 
、
 -
 
八
七
頁
。
 

@
@
 
 「
増
訂
 
版
 
密
教
大
群
 些
 
-
 
法
蔵
 館
 、
一
九
六
九
年
 -
 の
 「
四
重
門
 
壇
 」
参
照
。
「
四
国
遍
路
の
研
究
」
（
 

前
注
 （
 
1
 ご
、
一
 五
四
、
一
五
五
頁
参
照
。
 

（
 
t
0
-
 
長
田
功
一
，
坂
田
正
 頭
 監
修
「
現
代
に
生
き
る
四
国
遍
路
 道
 
四
国
遍
路
の
社
会
学
的
研
究
」
人
前
 
注
 T
 
Ⅰ
参
照
。
 

立
 

-
 と
 
「
日
本
仏
教
各
宗
派
本
山
門
跡
住
持
歴
代
表
 金
 剛
峰
寺
 」
 宅
 読
史
備
要
」
講
談
社
、
一
九
六
六
年
Ⅱ
九
九
七
 頁
 。
 弘
範
は
 つ
い
て
は
、
「
四
国
 
遍
 

成
 

ぬ
め
 研
究
 目
 （
 
前
注
 -
l
 
）
）
、
一
五
三
、
一
五
四
頁
、
 

頼
 富
本
宏
「
 わ
た
し
の
密
教
」
 -
 
法
蔵
 館
 、
二
 0
0
 二
年
 -
 
、
一
一
 0
 頁
参
昭
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遍
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論こ 方法 。 - @ 
0 な 

  
な ち 
ど で 
と る 
は っ 
別 た 
に と   
切 炭 
り 省 
拾 は 
て 基 
ら づ   
  て 

無 い 
視 る さ 
れ で 
て は 
き 4 町 

た 射 放 、 
象 そ 
や れ 
領 ら   
が 乖 

あ 離 
る し 

か て 
ら し 

で ま 

@ う 

な の 
い で 

か あ ろ 
古 う 

来 か よ 
り そ 
日 れ 

本は 人、 
  

135 

本
号
の
特
集
の
趣
旨
は
、
従
来
の
仏
教
研
究
に
お
い
て
 
、
教
団
史
や
教
理
史
が
主
流
と
な
り
、
信
仰
生
活
の
現
 
場
か
ら
遊
離
し
た
 議
珊
 

 
 
 
 

薄
井
 
篤
子
 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 日
本
の
仏
教
に
多
く
の
女
性
た
ち
が
関
わ
っ
て
 い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
仏
教
を
信
心
す
る
存
在
と
し
て
、
 

女
性
た
ち
は
仏
教
を
 

ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
の
か
、
そ
し
て
女
性
た
ち
の
（
霊
託
）
 

は
 彼
女
ら
の
宗
教
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
た
 の
か
を
考
え
る
。
 
本
 

論
 で
は
、
真
如
 
死
 に
お
い
て
「
 霊
祖
 」
の
地
位
を
持
っ
伊
藤
友
 司
 と
い
う
女
性
に
任
目
す
る
。
彼
女
は
霊
能
の
母
と
し
て
 A
 霊
能
 ）
を
相
承
す
る
権
威
 

を
 持
っ
て
い
た
。
夫
は
醍
醐
寺
で
資
格
を
得
て
、
 

浬
葉
 経
の
教
学
 に
よ
っ
て
彼
女
の
（
 
霊
能
 ）
を
体
系
づ
け
て
い
っ
た
。
ま
た
 彼
 支
 は
妻
や
母
と
し
て
 

の
 理
想
モ
デ
ル
で
も
あ
っ
た
。
彼
女
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
 八
霊
 能
 ）
と
い
う
個
人
の
体
験
か
ら
、
徐
々
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
の
 
中
で
権
威
づ
け
ら
れ
 

て
い
く
。
各
時
代
の
女
性
た
ち
が
仏
教
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
、
 

教
理
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
ど
の
よ
う
な
社
会
的
役
割
を
果
た
 
し
て
き
た
の
か
考
え
 

る
 際
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
実
生
活
の
 文
脈
で
捉
え
直
す
こ
と
が
不
可
避
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
 、
 「
教
義
Ⅰ
生
活
」
と
 

い
う
、
い
わ
ば
公
的
な
も
の
と
私
的
な
も
の
が
絶
え
ず
不
可
分
な
 
関
係
で
創
出
さ
れ
て
い
く
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
そ
の
も
の
を
問
う
 @ 
」
と
で
も
あ
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 
V
 
 在
家
仏
教
、
宗
教
と
ジ
ェ
ン
 

ダ
 Ⅰ
 
霊
 能
力
 

、
教
祖
、
構
築
主
義
 

一
 

は
じ
め
に
１
１
女
性
と
 霊
能
 を
め
ぐ
る
問
題
  
 

女
性
の
へ
 霊
能
 ）
と
仏
教
 

｜
 真如
 死
 の
 霊
祖
 ・
摂
受
院
の
場
合
 



訂
 し
、
そ
れ
は
従
来
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
女
性
の
 
（
 
手
 
一
正
 

能
 ）
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
男
女
の
日
常
的
 
働
 き
の
反
映
で
あ
る
と
し
 

 
 

教
的
 優
位
が
女
性
の
実
生
活
と
ど
の
よ
う
に
切
り
結
ぶ
 
の
か
は
不
明
で
あ
る
」
 

 
 

子
は
こ
れ
ら
の
議
論
を
総
括
し
、
巫
女
に
関
す
る
 
調
 査
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
 

 
 

と
し
て
批
判
し
て
い
る
。
田
中
貴
子
は
出
産
に
過
大
な
 神
秘
性
を
与
え
る
点
を
批
判
す
る
。
 義
江
 明
子
は
女
性
 と
 祭
祀
の
関
わ
り
を
 検
 

神
仏
や
霊
の
 力
 に
よ
る
生
活
に
即
し
た
救
済
を
求
め
続
 け
て
や
ま
な
か
っ
た
。
信
心
・
信
仰
の
具
体
的
な
あ
り
 方
を
考
え
る
な
ら
ば
、
 

-
 
｜
 -
 

こ
の
霊
的
存
在
ま
た
は
力
の
直
接
的
経
験
お
よ
び
そ
れ
 
へ
の
信
仰
を
把
握
す
る
作
業
は
避
け
て
通
れ
な
い
。
 そ
 の
際
に
 、
 多
く
の
女
性
 

た
ち
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
仏
教
 
を
信
心
す
る
存
在
と
し
て
、
女
性
た
ち
は
仏
教
に
ど
 
の
よ
う
に
関
わ
っ
た
の
 

か
 。
ま
た
そ
の
際
に
（
雪
籠
）
は
ど
の
よ
う
に
立
ち
 現
 れ
る
の
か
。
 
へ
 幸
一
正
 

能
 ）
は
決
し
て
女
性
に
の
み
限
定
さ
 れ
る
現
象
で
は
な
い
し
、
 

す
べ
て
の
女
性
が
そ
の
能
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
も
な
 
い
 。
し
か
し
、
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
の
中
で
女
 
性
霊
能
者
は
多
数
存
在
 

し
 、
注
目
さ
れ
て
も
き
た
。
聖
域
や
聖
職
か
ら
女
性
は
 排
除
さ
れ
る
と
い
う
厳
然
た
る
歴
史
が
あ
り
な
が
ら
も
 
、
霊
的
な
次
元
で
は
 女
 

 
 

仏
教
の
枠
を
超
え
る
が
、
「
女
性
の
霊
 能
 」
に
つ
い
て
 の
 議
論
は
民
俗
学
で
行
わ
れ
て
お
り
、
代
表
は
柳
田
国
 
勇
め
 
「
妹
の
 力
 」
 論
 

-
3
t
3
-
 

で
あ
ろ
う
。
柳
田
は
妹
の
 力
 の
根
拠
を
月
経
や
出
産
と
 し
て
表
さ
れ
る
「
女
の
特
殊
生
理
」
と
し
た
。
女
性
の
 
霊
力
を
そ
の
身
体
的
特
 

質
 に
由
来
さ
せ
る
こ
の
視
点
は
、
女
性
に
固
有
の
特
性
 と
 客
観
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
つ
ね
に
一
貫
し
て
、
 
ま
た
将
来
に
わ
た
っ
て
 

も
 男
性
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
男
女
の
性
差
は
自
然
な
 現
象
で
あ
る
と
い
う
観
念
を
表
明
し
て
い
る
。
 

こ
の
柳
田
 説
 お
よ
び
そ
れ
を
継
承
し
た
民
俗
学
に
対
し
 て
一
九
九
 0
 年
代
に
入
っ
て
様
々
な
批
判
が
相
次
い
で
 出
さ
れ
た
。
倉
石
あ
 

っ
 子
は
、
柳
田
を
始
め
後
の
民
俗
学
に
お
い
て
女
性
の
 宗
教
的
役
割
を
「
女
性
と
霊
力
」
と
い
う
点
に
の
み
 
集
 申
 さ
せ
る
傾
向
が
強
い
   



制
度
や
構
造
と
も
関
わ
っ
て
お
り
、
特
殊
化
さ
れ
た
 
儀
 礼
 で
あ
る
と
同
時
に
日
常
の
慣
習
で
も
あ
り
、
そ
れ
ら
 す
べ
て
が
社
会
的
関
係
 

は
 
な
 作
り
上
げ
て
い
る
」
 と
 指
摘
し
た
 
-
o
-
0
@
 
 

上
野
千
鶴
 子

は
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
は
、
根
拠
 の
あ
い
ま
い
な
差
異
化
の
言
 

 
 

ひ
説
 実践
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
プ
ラ
ク
シ
ス
を
 
通
 じ
て
 ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
と
い
う
構
造
が
、
物
質
的
に
再
 
生
産
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
 

ム
日
 と

構
築
主
義
の
解
説
文
の
中
で
定
義
す
る
。
確
か
 

践
一
 

i
 

に
 舌
口
語
は
透
明
な
媒
体
で
は
な
く
、
舌
口
語
か
ら
な
る
 

知
 識
 こ
そ
が
、
世
界
の
現
わ
れ
 

。
 
@
 
手
 
'
 
"
 
皿
 

棚
 
方
を
決
定
づ
け
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
付
随
す
る
 

言
語
実
践
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
我
々
は
そ
れ
ら
の
 
観
 念
 が
指
し
示
す
対
象
を
認
知
 

  

の
下
、
公
的
な
領
域
で
の
女
性
の
働
き
は
い
ま
だ
制
限
 さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
 

そ
の
際
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
視
点
は
必
須
で
あ
る
。
 J
.
 ス
コ
ッ
ト
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
「
肉
体
的
差
異
に
意
 味
を
付
与
す
る
 知
 」
 

と
 定
義
し
、
「
知
は
絶
対
的
で
も
な
く
、
真
実
で
も
な
 く
、
 つ
ね
に
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
・
・
・
・
・
・
知
は
 

、
単
 に
 観
念
 は
 か
り
で
な
く
 

一
 
g
 一
 

実
証
研
究
が
行
わ
れ
 つ
 つ
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
従
来
の
 仏
教
 史
 が
あ
ま
り
顧
み
な
 

が
 仏
教
の
熱
心
な
信
仰
者
で
あ
り
続
け
、
家
内
の
さ
ま
 

す
る
布
教
の
路
線
を
ほ
と
ん
ど
の
仏
教
教
団
が
採
用
し
 

ざ
ま
な
仏
事
に
深
く
関
わ
 

て
き
た
。
私
的
な
領
域
で
 

女
性
た
ち
が
日
常
的
に
男
性
と
同
様
の
宗
教
的
リ
ー
ダ
 
｜
 シ
ッ
プ
を
果
し
て
い
た
 

て
お
き
、
さ
す
が
に
五
障
や
変
成
男
子
と
い
っ
た
性
差
 別
 論
は
公
言
さ
れ
な
く
な
 か

っ
た
信
心
，
信
仰
の
歴
史
に
任
目
し
、
女
性
た
ち
 

っ
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
 

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
近
代
に
な
り
、
三
従
は
さ
 

っ
 た
が
、
家
父
長
制
の
も
と
で
良
妻
賢
母
を
理
想
と
 

あ
る
家
内
で
の
働
き
は
認
め
ら
れ
て
も
、
性
別
分
業
 

「
 地
 

る
 」
 

明
確
 

そ
 域

 社
会
に
お
い
て
女
性
の
働
き
が
男
性
と
の
関
わ
り
の
 
中
で
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
、
意
味
付
け
ら
れ
て
き
 
た
の
か
を
分
析
す
 

 
 

か
り
に
集
中
す
る
の
は
、
実
生
活
で
の
宗
教
的
働
き
と
 教
義
と
の
関
係
が
 

で
は
な
い
、
評
価
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
を
反
照
 
し
て
い
る
。
 

こ
で
、
近
年
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
特
に
女
 佳
史
・
家
族
 史
 研
究
か
ら
「
仏
教
と
女
性
」
に
 関 し
て
問
題
提
起
 や
 



1
 
 霊
 能
の
相
承
者
と
し
て
 

真
如
教
主
と
称
さ
れ
て
い
る
伊
藤
真
 乗
 
（
本
名
・
文
明
 
一
九
 
0
-
 
ハ
｜
 一
九
八
四
と
そ
の
妻
で
現
在
「
摂
受
 
院
 」
と
称
さ
れ
て
い
る
 

一 
一 

真
如
 苑
 に
お
け
る
霊
寵
 と
霊
祖
 ・
摂
受
 院
 

に て と 分 る の 能 
）
を
考
え
る
た
め
に
は
、
女
性
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
 
体
 験
を
持
ち
、
信
心
を
育
ん
で
い
っ
た
の
か
、
女
性
た
ち
 
の
 言
葉
や
そ
の
生
活
 

中
で
跡
付
け
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
 
ぞ
れ
の
文
脈
で
ど
の
よ
う
に
性
の
差
異
化
を
行
 
う
言
伍
 叩
 
実
践
が
行
わ
れ
て
 ぃ
 

か
 具
体
的
に
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
 教
 義
 /
 生
活
」
と
い
う
、
い
わ
ば
公
的
な
も
の
と
私
的
な
 
も
の
が
絶
え
ず
不
可
 

な
 関
係
で
創
出
さ
れ
て
い
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
検
証
し
て
 
い
く
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

本
論
文
で
は
こ
う
し
た
最
近
の
研
究
視
座
を
受
け
て
、
 
現
代
の
仏
教
運
動
で
あ
る
真
如
 死
 に
お
い
て
伊
藤
友
詞
 と
い
う
女
性
指
導
者
 

夫
 と
の
関
係
に
任
目
し
な
が
ら
、
彼
女
の
霊
 能
 と
思
想
 が
ど
の
よ
う
に
教
義
化
さ
れ
、
そ
の
際
に
ど
の
よ
う
に
 
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
 

い
っ
た
か
、
そ
の
言
語
実
践
に
江
目
す
る
。
な
お
、
 現
 在
の
代
表
役
員
の
座
は
二
人
の
三
友
・
伊
藤
真
 
聴
 
（
 
継
 王
が
 一
九
九
一
年
 

継
承
し
た
。
 

臼
 
信
者
数
は
 、
 

し
、
 
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
 

 
 

人
々
の
相
互
作
用
に
よ
 

 
 3

 

 
 

っ
て
構
築
さ
れ
て
き
た
か
ら
こ
そ
「
客
観
的
事
実
」
が
 存
在
す
る
か
の
よ
う
に
感
じ
て
き
た
の
で
あ
る
。
 

 
 
 
 

本
論
は
（
霊
界
）
や
金
 
並
能
 ）
へ
の
信
仰
・
信
心
に
焦
 点
 を
あ
て
る
が
、
そ
れ
ら
の
実
在
を
前
提
に
し
て
い
る
 の
で
は
な
く
、
そ
の
ま
 

真
偽
を
確
か
め
る
の
が
目
的
で
も
な
い
。
霊
能
者
と
人
 
々
の
相
互
作
用
、
人
々
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
 
か
ら
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
 

 
 

も
の
で
あ
り
、
周
囲
の
人
間
関
係
や
文
化
的
文
脈
の
中
 
で
 構
築
さ
れ
る
点
に
関
心
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
 
て
 、
女
性
た
ち
の
（
 霊
 



ひ
に
 、
わ
が
身
を
捨
て
て
、
救
い
の
道
に
た
っ
て
 
い
 こ
う
と
い
う
心
が
家
の
ご
と
く
わ
き
あ
が
っ
て
い
き
ま
 
し
た
。
し
ば
ら
く
し
て
我
に
 

別
 

 
 

ョ
 
三
台
 

・
 
皿
 

 
 

か
え
っ
た
時
、
伯
母
は
頭
上
高
く
日
天
の
印
を
結
ん
で
 
入
神
 し
、
 
私
は
そ
の
と
き
祈
っ
て
い
ま
し
た
」
。
こ
う
 し
て
伯
母
か
ら
 霊
能
を
 

 
 

 
 

 
 

 
 

仕
女
相
承
し
た
。
 

  

-
 
け
 -
 

友
 司
は
以
前
か
ら
祖
母
の
影
響
で
薬
師
如
来
と
観
音
信
 
仰
を
持
ち
、
読
経
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
意
思
表
明
 
に
真
乗
は
 
「
併
し
面
 

食
ら
っ
た
」
と
い
う
。
信
仰
深
い
妻
な
の
で
新
た
な
 
出
 発
を
支
援
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
程
度
に
思
っ
 
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

し
か
し
彼
女
の
反
応
は
そ
れ
を
超
え
て
い
た
。
さ
ら
に
 
皮
目
 は
寒
 修
行
満
願
の
二
月
四
日
に
深
い
入
神
状
態
に
 
入
っ
た
。
そ
の
時
ち
ょ
 

う
ど
 来
 あ
わ
せ
て
い
た
伯
母
が
頭
上
に
蓮
華
印
を
結
ん
 
で
 感
応
状
況
に
入
っ
て
い
た
友
詞
に
対
座
し
、
「
頭
よ
 り
 密
に
入
り
、
正
し
く
 

修
行
し
 、
 世
の
た
め
人
の
た
め
に
正
し
く
道
を
貫
く
べ
 
し
 」
と
い
う
声
を
放
っ
た
と
い
う
。
「
…
魂
に
し
み
と
 お
る
よ
う
な
そ
の
言
葉
 

っ
た
と
レ
ラ
 

Ⅰ
。
 

@
 
-
l
 

り
 

文
目
一
一
九
一
二
 
｜
 一
九
六
ま
は
山
梨
県
北
三
多
摩
 郡
の
 隣
村
に
生
ま
れ
、
ま
た
い
と
こ
の
関
係
に
当
た
る
。
 
一
 九
三
二
年
に
結
婚
し
、
 

立
川
に
居
を
構
え
た
。
 真
 乗
は
航
空
機
製
造
会
社
の
技
 師
 と
し
て
勤
め
な
が
ら
、
家
伝
の
「
 甲
陽
流
病
簸
紗
 」
 に
よ
っ
て
近
所
の
人
 た
 

ち
の
相
談
に
の
る
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
し
か
し
仕
事
 
で
の
 ミ
ス
や
病
気
が
続
い
た
た
め
宗
教
の
道
に
立
つ
こ
 
と
を
決
意
し
、
一
九
三
 

五
年
に
大
日
本
大
聖
不
動
明
王
を
自
宅
に
勧
請
し
た
。
 

そ
の
際
に
、
友
詞
 は
 震
動
を
感
じ
た
と
い
う
。
こ
の
 最
 初
の
霊
的
体
験
を
契
機
に
彼
女
自
身
も
ま
た
宗
教
者
 
と
 し
て
の
人
生
を
主
体
 

 
 

的
に
選
択
し
た
。
そ
の
後
の
寒
修
行
も
共
に
行
い
、
 
満
 願
も
近
い
日
に
、
護
摩
の
炎
の
中
に
真
 
乗
が
 黒
い
 衣
 を
着
て
経
机
の
前
に
座
 

り
 、
相
談
相
手
に
な
っ
て
い
る
の
を
透
視
し
、
「
会
社
 を
や
め
て
、
教
え
の
道
ひ
と
す
じ
に
立
っ
て
下
さ
い
」
 
と
 迫
り
、
「
世
間
法
を
捨
 

て
き
っ
て
 遭
 ひ
と
す
じ
に
進
み
ま
し
ょ
う
。
ど
の
よ
う
 な
 辛
苦
が
あ
ろ
う
と
も
屈
し
ま
せ
ん
…
」
と
共
に
や
り
 
抜
く
こ
と
を
み
仏
に
 誓
 -
 



先
に
真
 乗
が
 宗
教
者
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
決
心
し
た
 際
に
一
度
支
司
は
反
対
し
た
。
そ
れ
は
二
人
の
霊
的
な
 
和
合
が
ま
だ
で
き
 

い
な
か
っ
た
か
ら
、
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
友
詞
 は
霊
 能
を
継
承
し
て
か
ら
は
生
ま
れ
変
わ
っ
た
よ
う
に
不
動
 
明
王
の
幸
一
五
 

@
@
 

口
を
示
し
 

 
 

そ
の
 帝
 
一
五
 

@
 
二
ロ
 
に
 従
っ
た
形
で
真
乗
は
二
月
八
日
に
会
社
を
 退
職
し
、
二
人
は
慌
し
く
八
教
け
の
道
に
入
っ
た
。
 
三
 月
 に
は
、
成
田
山
新
 

寺
の
講
中
と
し
て
「
正
無
闇
」
の
看
板
を
立
川
市
の
 
自
 宅
 に
掲
げ
た
。
一
九
三
八
年
、
現
在
の
立
川
本
部
に
 
真
澄
寺
を
建
立
し
 、
 「
 

言
宗
 醍
醐
派
立
川
不
動
 尊
 教
会
」
と
な
っ
た
。
 

当
時
の
活
動
は
、
と
り
あ
え
ず
 友
司
が
霊
能
 、
真
東
 が
 病
笠
妙
で
 悩
み
の
相
談
解
決
に
あ
た
り
、
人
々
を
導
く
 
と
い
う
や
り
方
で
 

っ
た
よ
う
だ
。
「
 
病
笠
 紗
を
司
る
霊
神
が
 、
 私
の
信
仰
 一
 
一
味
の
中
で
、
透
視
を
以
っ
て
教
示
し
て
く
れ
、
友
詞
 に
は
正
憲
伯
母
か
ら
 

示
 さ
れ
た
感
応
が
あ
る
の
 え
 、
自
分
の
病
 笠
 透
視
と
友
 司
の
感
応
透
視
を
ム
ロ
 一
 し
て
、
そ
こ
か
ら
判
断
し
 、
そ
 れ
を
私
は
絶
対
的
な
 も 伝 あ 真 冊券 、 て 

っ
て
い
る
妻
に
何
が
で
き
よ
う
」
と
戸
惑
い
を
記
し
て
 

る
一
 
l
9
 

一
 

そ
の
霊
寵
 は
 、
 友
 司
の
祖
母
き
ん
（
死
後
、
宝
珠
 院
と
 称
さ
れ
る
）
か
ら
伯
母
が
継
承
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
 
る
 。
丈
司
は
四
歳
で
 

父
 と
死
別
、
八
歳
で
生
母
と
生
別
し
て
お
り
、
 友
司
と
 そ
の
妹
を
育
て
て
く
れ
た
の
は
こ
の
祖
母
で
あ
っ
た
。
 
き
ん
は
法
華
経
行
者
と
 

し
て
修
行
、
 霊
能
 を
も
っ
て
 狐
 つ
き
な
ど
の
除
雪
 で
病
 気
 直
し
を
し
て
い
た
と
い
う
。
伯
母
は
こ
の
母
親
か
ら
 
霊
 能
力
を
継
承
し
て
、
 

横
浜
で
同
様
の
除
雪
の
お
助
け
を
行
っ
て
お
り
、
外
国
 
人
の
帰
依
者
も
多
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
伯
母
が
嫁
ぐ
 
と
 同
時
に
祖
母
は
郷
里
 

の
 山
梨
に
帰
り
、
村
で
も
病
気
直
し
を
行
っ
て
い
た
。
 
一
族
の
女
た
ち
の
間
で
伝
え
ら
れ
る
 霊
 能
 は
 つ
い
て
こ
 れ
 以
上
の
こ
と
は
不
明
 

で
あ
る
が
、
こ
の
祖
母
と
伯
母
の
存
在
は
女
性
霊
能
者
 
と
し
て
興
味
深
い
。
友
詞
が
自
分
の
霊
視
力
を
認
識
 
し
た
後
に
と
ま
ど
っ
た
 

り
 、
葛
藤
を
抱
え
た
形
跡
が
見
ら
れ
な
い
の
は
、
こ
う
 
し
た
先
輩
た
ち
を
身
近
に
見
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
向
か
 

一
方
の
真
来
は
ま
だ
 

友
 司
の
透
視
現
象
を
つ
か
み
か
ね
て
お
り
、
「
そ
こ
に
 は
 動
揺
と
転
倒
し
か
な
か
っ
た
」
「
二
人
の
午
子
を
抱
え
 て
 、
女
中
を
お
い
て
や
   



女 ， 注 

 
 

反
日
 が
 
「
 霊
祖
 」
「
 霊
 能
の
母
」
と
称
さ
れ
る
の
は
、
 彼
 女
が
 霊
 能
力
で
多
く
の
信
者
を
救
っ
た
と
い
う
こ
と
 
だ
け
で
は
な
く
、
 
そ
 

と
 不
動
尊
信
仰
、
妻
の
霊
 能
 、
こ
れ
ら
を
結
び
っ
 け
る
世
界
観
Ⅱ
教
義
が
必
要
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
 
 
 

 
 

 
 

  
 
 

感
応
状
況
を
見
る
に
、
自
分
の
妻
と
は
思
え
な
い
ほ
 
ど
の
荘
厳
さ
を
示
し
、
 

朗
々
 と
 人
界
の
兄
を
涌
し
な
が
ら
、
 

狐
 霊
感
応
者
に
迫
 つ
て
い
っ
た
。
：
す
る
と
、
妻
は
深
く
入
神
し
た
ま
ま
 飛
び
跳
ね
る
 よ
う
 に
 飛
 

 
 

ん
で
ゆ
き
、
倒
れ
た
も
の
を
抱
き
お
こ
し
て
は
自
ら
の
 震
動
で
お
払
い
を
す
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
荒
々
し
い
 
霊
 現
状
況
が
展
開
し
 、
 

友
詞
 が
 霊
媒
と
し
て
孤
雲
の
 範
鴫
 に
あ
る
人
た
ち
を
 元
 に
 戻
す
と
い
う
修
行
が
行
わ
れ
て
い
た
。
「
（
護
摩
の
 一
 仕
度
は
摂
受
洗
下
文
 

司
 の
こ
と
一
が
お
水
を
か
ぶ
っ
て
な
さ
り
、
教
主
さ
ま
 が
 自
転
車
で
お
供
物
や
壇
 供
 を
買
い
に
い
か
れ
て
い
た
 」
と
い
う
当
時
の
記
録
 

も
 残
っ
て
お
り
、
 

-
3
 

2
 
 

一
 共
同
で
修
行
や
指
導
を
進
め
な
が
ら
 も
 、
文
目
の
 霊
 能
力
が
威
力
を
発
揮
し
て
い
た
様
子
 
も
 推
察
さ
れ
る
。
「
私
 た
 

ち
の
修
行
も
皆
さ
ん
の
場
合
と
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
 苑
 主
 
（
反
目
の
こ
と
）
が
接
心
し
て
く
れ
る
の
だ
が
、
 

体
 現
 で
示
す
だ
け
で
口
を
 

き
か
な
い
。
私
は
そ
れ
と
取
り
組
ん
で
思
惟
し
て
い
く
 
わ
け
で
す
。
…
祈
る
、
た
だ
祈
り
に
祈
っ
て
気
が
つ
 
い
た
も
の
を
深
め
て
い
 

 
 

く
 。
そ
れ
以
外
に
方
法
が
な
か
っ
た
」
と
い
う
様
子
に
 
は
、
 後
の
接
心
修
行
の
基
礎
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
 。
初
期
の
段
階
で
は
、
 

巫
女
１
審
 神
 者
の
よ
う
な
固
定
的
な
役
割
分
担
は
で
き
 

 
 

 
 

て
お
ら
ず
、
お
互
い
の
霊
力
が
せ
め
ぎ
あ
 
い
、
 時
に
は
 、
 補
い
合
っ
た
り
し
な
 

友
詞
の
 霊
 能
力
が
強
力
に
な
る
一
方
で
、
 真
 乗
は
既
成
 の
 宗
教
的
伝
統
に
連
な
っ
て
い
く
。
一
九
三
九
年
に
 
醍
 醐
寺
 に
お
い
て
 
恵
印
 

濯
頂
 、
四
一
年
に
は
全
治
部
伝
法
 濯
頂
 を
お
 え
 、
真
言
 密
教
の
秘
法
の
総
て
を
修
め
た
。
宗
教
活
動
の
合
法
化
 
を
 図
る
必
要
が
あ
っ
た
 

脾
 

た
め
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
我
流
の
信
仰
で
は
行
き
 
づ
 ま
る
と
い
う
考
え
を
彼
ら
が
持
っ
て
い
た
た
め
で
も
 あ
ろ
う
。
加
え
て
彼
の
易
学
 

 
 



叱
す
る
。
結
局
幼
子
は
 ポ
 ゼ
ス
ト
を
背
負
っ
て
死
ん
で
 い
っ
た
。
そ
の
と
き
彼
女
の
口
か
ら
出
た
 

を
 持
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
そ
の
後
、
救
い
の
威
力
を
持
 
つ
 「
 
ご
霊
児
 」
と
し
て
唱
え
ら
れ
て
い
る
 

友
司
 は
こ
の
つ
ら
れ
体
験
を
通
し
て
「
魂
に
は
不
滅
の
 灯
明
が
点
じ
ら
れ
た
」
と
い
う
。
こ
の
 

な
り
、
帰
依
心
を
深
め
て
い
っ
た
。
ま
た
こ
れ
は
後
に
 
、
 心
に
あ
る
「
 我
 」
の
雑
草
を
刈
り
取
り
 

「
草
取
り
信
仰
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
く
。
 

初
セ
 日
の
前
か
ら
二
人
は
高
尾
山
に
て
清
行
を
開
始
、
 丈
司
は
次
男
出
産
直
前
も
欠
か
す
こ
と
 

で
の
約
二
十
年
間
継
続
し
た
。
ま
た
、
長
男
の
死
後
百
 日
を
機
に
、
丈
司
 は
 智
文
の
霊
を
感
応
し
   

不
動
明
王
の
真
言
は
独
特
の
リ
ズ
ム
 

体
験
は
仏
の
慈
悲
に
触
れ
る
道
標
と
 

そ
の
雑
草
を
肥
料
に
す
る
と
い
う
 

も
な
く
、
接
心
道
場
が
落
慶
す
る
ま
 

、
そ
の
結
果
、
こ
の
世
と
霊
界
と
の
 

-
 
盤
 -
 

ト
 信
仰
を
な
お
さ
ね
ば
数
多
の
同
信
の
方
々
に
、
そ
れ
 
は
ポ
 ゼ
ス
ト
信
仰
で
す
よ
、
 

と
い
 い
切
れ
な
い
の
で
あ
 り
ま
す
」
と
自
分
を
叱
 

彼
女
に
は
今
ま
さ
に
息
を
ひ
き
と
り
そ
う
な
臨
終
の
五
 口
 が
子
に
対
し
て
「
 智
 文
に
降
り
た
 ポ
 ゼ
ス
ト
（
障
害
 垂
 ま
へ
の
 柚
旧
 
垂
ゅ
」
 

「
目
に
い
れ
て
も
い
た
く
な
い
息
子
」
と
い
う
二
つ
の
 感
情
を
抱
き
、
苦
悩
す
る
。
「
 憎
 い
 ポ
 ゼ
ス
ト
と
か
わ
 い
い
 智
 文
と
を
、
 も
 

と
も
に
抱
き
上
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
悲
し
さ
、
今
考
え
て
み
 
る
と
あ
の
と
き
の
私
は
た
だ
心
を
掻
き
か
し
ら
れ
、
 
た
 だ
れ
る
よ
う
な
思
い
 

 
 

あ
り
ま
し
た
」
。
幼
い
 智
 文
は
霊
的
な
働
き
を
持
っ
て
 い
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
症
状
も
 
ポ
 ゼ
ス
ト
の
 も
た
ら
し
た
 霊
障
と
 

な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
こ
で
「
吾
が
 子
 可
愛
さ
の
 情
 に
か
ら
れ
、
智
文
の
病
気
を
な
お
し
て
下
さ
い
と
 祈
 っ
 た
の
で
は
、
自
己
 

位
の
ポ
 ゼ
ス
ト
信
仰
で
、
ま
だ
自
分
の
霊
性
が
人
間
格
 
ま
で
進
化
し
て
い
な
い
と
悟
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
 
。
 私
 自
ら
こ
の
 ポ
ゼ
 ス 本 見 で ろ と 

ず か 
か に 
匡 ヨ ォ 目 

ケ 承 

月目のした。 -6- z 
  
で そ 
あ の 

% り 、 一 に 

友   司 
0 歳 
悲 の 
嘆 長 
は 男 
大 智 
き 文   
つ 死 
た な 経 

験 
  
な 
  
て 

  
な 
ら 

な 
か 
  
た 

そ 
  
@@ 了ふ @ 

信仰 

  
生 
活 
を 

始 
め 
て 

わ 

  

の
霊
 能
を
弟
子
た
ち
に
相
承
し
霊
能
者
を
生
み
出
し
た
 
か
ら
で
あ
る
。
一
九
四
六
年
ま
ず
内
弟
子
の
女
性
・
 栗
 山
 乗
心
が
彼
女
か
ら
じ
 

 
 



%
 
 台
で
あ
る
。
 

      のく霊台 抄と 

に
 真
束
 が
 獲
得
し
た
宗
教
的
権
威
の
元
に
加
入
す
る
こ
 

と
が
許
さ
れ
た
。
珍
し
く
は
な
い
、
女
性
の
霊
 

能
 と
男
 性
の
伝
統
的
権
威
の
結
 

法
務
を
執
行
す
る
資
格
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
っ
た
 

。
苑
の
宗
教
活
動
の
基
礎
を
形
づ
く
っ
て
き
た
丈
司
 

の
 霊
 能
活
動
は
 、
   
足 
先 

  仏教 

通
路
が
通
じ
た
と
さ
れ
、
そ
れ
以
来
入
神
が
早
く
な
っ
 

た
と
い
う
。
 ご
 利
益
信
心
に
な
り
が
ち
だ
っ
た
信
者
た
 
ち
も
修
行
へ
熱
心
に
取
 

0
 組
む
よ
う
に
な
る
。
一
九
四
六
年
に
は
「
ま
こ
と
 

基
 礎
行
 」
と
い
う
修
行
の
シ
ス
テ
ム
化
が
行
わ
れ
、
こ
の
 
一
ケ
 月
間
の
修
行
中
に
 

次
々
と
霊
能
者
が
誕
生
し
た
。
翌
年
に
は
当
時
十
歳
の
 

次
男
、
友
一
が
友
 前
 よ
り
 霊
 能
を
相
承
し
た
。
こ
こ
に
 
い
た
っ
て
真
如
 
苑
 に
お
 

け
る
 （
 
霊
能
 ）
と
は
、
性
も
年
齢
も
関
係
な
く
、
誰
も
 

が
 修
行
に
よ
っ
て
開
発
し
う
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
 

る
 。
 

敗
戦
に
よ
り
宗
教
団
体
 
法
 が
廃
止
さ
れ
真
三
口
宗
が
解
体
 

し
た
こ
と
を
機
に
、
二
人
は
一
九
四
八
年
「
ま
こ
と
 

教
 団
 」
を
設
立
し
た
。
 

ぬ
 本
部
に
は
教
師
養
成
機
関
と
し
て
 
智
泉
 案
頭
花
 の
 智
流
 学
院
）
、
，
が
開
講
さ
れ
た
。
 

-
o
-
 
二
午
前
か
ら
行
わ
れ
て
 
き
た
修
行
に
つ
い
て
も
 

「
ま
こ
と
修
行
要
諦
」
と
し
て
明
文
化
さ
れ
、
そ
の
 

意
圭
 
我
が
規
定
さ
れ
た
。
「
ま
こ
と
修
行
は
、
自
己
の
主
観
 

を
客
観
に
置
い
て
眺
め
 

る
も
の
で
あ
る
。
自
己
の
魂
を
 
ニ
 ー
 デ
ア
ム
 の
鏡
に
 写
 し
て
み
る
と
、
自
己
の
主
観
を
明
瞭
に
客
観
 

規
 す
る
こ
 と
が
で
き
る
」
も
の
で
 

草
分
け
時
代
の
稚
拙
で
荒
々
し
い
修
行
か
ら
 

脱
 度
 し
、
現
在
の
接
心
修
行
に
近
く
な
っ
た
。
家
庭
集
会
 

0
 発
足
し
、
こ
れ
は
 
今
 

 
 

和
 二
十
年
代
か
ら
三
十
年
代
に
か
け
て
、
友
詞
 

が
 布
教
 の
 第
一
線
に
立
ち
、
 
各
 

地
の
教
化
に
あ
た
っ
た
。
 
苑
 内
諾
で
あ
る
「
内
外
時
報
 
」
の
創
刊
号
に
は
 
友
 司
の
山
梨
布
教
の
様
子
を
真
 
乗
が
 記
し
て
い
る
。
 

し
か
し
友
一
の
発
病
、
教
団
幹
部
の
離
反
な
ど
が
起
こ
 

る
 。
一
九
五
 0
 与
一
月
に
友
 司
は
真
 乗
 る
師
 と
し
て
 四
 度
 加
行
に
入
り
、
 伝
 

燈
の
儀
軌
に
し
た
が
い
、
五
月
に
は
「
真
如
三
昧
耶
 

行
 」
に
よ
っ
て
真
如
法
流
を
す
べ
て
相
承
し
、
 

真
乗
の
 「
 
第
一
の
弟
子
」
と
な
っ
 

た
 。
そ
の
際
に
、
真
束
 
は
友
 同
に
「
伊
藤
真
如
」
と
い
 
う
 法
号
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
友
詞
 
は
真
乗
 に
 代
わ
り
、
す
べ
て
の
 

143@ (361) 



を
 通
じ
て
一
層
帰
依
心
を
深
め
、
さ
ら
な
る
精
進
を
哲
 一
 
-
 っ
た
 。
 

二
人
の
息
子
た
ち
は
霊
界
に
お
い
て
「
 抜
 若
代
 受
 」
と
 し
て
他
者
の
苦
し
み
や
悩
み
を
引
き
取
り
、
文
目
を
介
 
し
て
霊
能
者
た
ち
に
 

力
 を
与
え
る
源
泉
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
。
こ
の
 頁
 接
 的
で
具
体
的
な
救
済
観
は
大
乗
利
他
の
精
神
を
象
徴
 
し
 、
信
者
た
ち
の
接
心
 

八
月
に
は
内
弟
子
に
よ
っ
て
訴
え
ら
れ
る
と
い
う
ま
こ
 
と
 教
団
事
件
が
起
こ
り
、
苑
の
宗
教
活
動
は
打
撃
を
受
 
け
た
。
こ
の
時
期
、
 

真
乗
に
 代
わ
っ
て
 友
 司
は
信
者
の
教
化
活
動
か
ら
裁
判
 0
 打
ち
合
わ
せ
ま
で
東
奔
西
走
し
て
教
団
を
支
え
た
。
 
こ
の
法
難
を
機
に
「
 真
 

如
苑
 」
と
改
称
し
、
さ
ら
に
五
二
年
に
宗
教
法
人
法
の
 
認
証
申
請
を
行
い
、
一
九
五
三
年
に
「
宗
教
法
人
真
如
 
苑
 」
と
な
っ
た
。
組
織
 

も
 改
め
、
 真
 乗
は
官
長
を
辞
任
し
て
教
主
と
な
り
、
 
友
 司
は
 死
生
・
真
澄
手
首
座
・
代
表
役
員
に
就
任
し
た
。
 
「
ま
こ
と
基
礎
 行
 」
 も
 

「
接
心
修
行
」
に
改
め
ら
れ
た
。
 

裁
判
が
続
く
最
中
の
一
九
五
二
年
、
友
一
が
十
五
歳
で
 
死
去
し
た
。
文
目
 は
 
「
友
一
の
肉
体
も
ま
も
な
く
 消
 え
よ
う
と
し
て
い
る
 

が
、
 必
ず
教
導
 院
 の
も
と
に
行
き
、
兄
弟
こ
こ
ろ
を
 合
 わ
せ
て
護
法
の
神
々
と
と
も
に
現
象
界
の
道
標
に
な
っ
 
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

そ
れ
が
 両
 童
子
の
み
仏
か
ら
与
え
ら
れ
た
使
命
な
の
だ
 」
と
い
う
思
い
に
至
り
、
「
男
な
ら
潔
く
 智
文
 兄
さ
ん
 の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
 、
 

 
 

力
 を
合
わ
せ
て
 抜
 若
代
 受
 の
 基
 と
な
る
の
だ
よ
」
と
い
 う
 舌
口
薬
で
見
送
っ
た
。
「
友
一
の
病
が
刻
々
に
悪
化
し
 
つ
い
に
死
に
至
り
ま
 

し
た
今
日
ま
で
の
間
、
私
た
ち
に
、
「
友
一
さ
ん
は
 可
 愛
そ
う
だ
」
「
お
気
の
毒
だ
し
と
同
情
を
寄
せ
て
く
だ
さ
 る
 皆
さ
ん
が
「
お
気
の
 

毒
に
 」
と
お
っ
し
や
る
と
き
、
「
 浬
磐
経
 」
の
「
 燈
し
 び
は
念
々
に
滅
す
る
と
い
え
ど
も
光
明
（
ひ
か
り
 
一
あ
 り
 て
や
 暗
 冥
を
除
き
破
 

る
、
 道
を
修
む
る
者
も
ま
た
か
く
の
ご
と
し
」
の
経
文
 
の
 一
節
が
、
ち
ょ
う
ど
ポ
ン
プ
の
呼
び
水
に
地
下
水
が
 呼
び
出
さ
れ
る
 よ
う
 に
 

私
の
魂
の
底
か
ら
涌
き
出
で
て
、
さ
ら
に
 
み
 仏
の
尊
さ
 が
し
み
じ
み
感
じ
ら
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
の
 
う
え
 は
さ
ら
に
精
進
し
て
、
 

 
 

み
伍
 さ
ま
の
示
し
 結
 う
経
典
の
道
を
踏
ま
せ
て
い
た
だ
 く
 べ
く
念
願
し
て
止
み
ま
せ
ん
」
と
、
ま
た
も
や
吾
が
 
子
の
死
と
い
う
悲
し
み
   



も
に
生
き
る
も
の
で
あ
り
、
永
遠
に
滅
び
る
こ
と
 

が
な
い
）
「
一
切
 

悉
有
 仏
性
」
（
生
き
と
し
生
け
る
も
 

の
は
す
べ
て
仏
性
を
持
 
已
 

 
 

 
 

浬
葉
 操
法
で
は
成
仏
の
道
が
あ
る
）
「
常
楽
我
浄
」
の
 

四
点
で
あ
る
。
「
常
楽
我
浄
」
 

5
 

 
 

%
 
 と
は
「
、
永
遠
で
あ
り
、
安
楽
に
満
ち
、
絶
対
で
あ
 

り
 、
清
浄
で
あ
る
と
い
う
 

浬
 磐
の
四
徳
」
を
示
す
。
 

こ
 こ
に
お
い
て
 
真
乗
は
 、
仏
典
 

修
行
へ
の
取
り
組
み
に
真
剣
さ
を
与
え
た
。
こ
れ
以
後
 
、
 悩
み
や
病
気
か
ら
救
わ
れ
た
信
者
が
増
大
し
、
 
霊
能
 を
相
承
す
る
者
も
増
加
 

-
 
め
 -
 

し
た
。
 

3
 
 救
い
の
教
学
 

｜
 「大
船
 浬
柴
経
 」
と
「
因
縁
」
 

ま
こ
と
行
お
よ
び
接
心
修
行
と
い
う
霊
能
者
の
育
成
 
シ
 ス
テ
ム
が
こ
こ
ま
で
の
活
動
の
柱
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
 現
在
の
シ
ス
テ
ム
を
 

ま
と
め
て
お
く
。
接
心
で
は
霊
能
者
が
一
如
教
徒
（
 
接
 ふ
 き
つ
ね
に
受
け
て
い
る
一
般
信
徒
）
に
対
し
て
 
生
 活
 上
の
問
題
を
指
摘
し
 

て
 、
解
決
へ
の
指
針
を
出
す
。
そ
れ
は
 両
 童
子
か
ら
 送
 ら
れ
る
 霊
 @
 と
さ
れ
て
い
る
。
接
心
に
は
「
向
上
 
接
 、
 
白
 「
向
上
相
談
接
心
」
 

「
相
談
接
心
」
「
鑑
定
接
心
」
。
Ⅰ
。
 

力
 あ
る
 
一
 
6
-
3
 
 

教
徒
は
入
信
し
 
て
一
定
期
間
経
て
ば
、
自
分
自
身
も
霊
能
者
に
な
る
 
@
 
」
と
を
信
仰
の
目
標
と
 

す
る
。
霊
位
獲
得
の
た
め
に
は
、
通
常
の
接
心
修
行
と
 は
 異
な
る
特
別
接
心
「
相
承
会
座
」
に
参
加
し
な
く
て
 
は
な
ら
な
 

そ
の
参
加
の
た
め
に
は
「
三
つ
の
歩
み
」
を
全
部
実
践
 
し
て
お
く
こ
と
が
条
件
で
あ
る
。
 

@
3
-
 
信
徒
の
「
霊
位
」
は
 ラ
ン
ク
づ
け
ら
れ
て
お
 

り
 、
相
承
会
座
に
お
い
て
「
大
乗
」
、
「
歓
喜
」
、
「
大
観
 

喜
 」
と
向
上
し
、
最
後
に
「
 霊
 呼
吸
」
を
愛
し
て
 霊
能
 者
 と
な
る
。
丈
司
 は
真
 

乗
 と
と
も
に
、
こ
の
呼
吸
の
送
り
手
で
あ
っ
た
。
 霊
能
 者
に
な
る
と
信
徒
に
接
心
修
行
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
 
 
 

友
司
が
苑
 主
と
し
て
活
動
し
て
い
る
間
、
真
 乗
は
 一
切
 経
 を
研
 鎖
 し
た
結
果
、
大
般
 浬
磐
 経
を
所
依
の
教
典
 と
 し
 、
一
九
五
七
年
か
 

ら
 機
関
誌
「
歓
喜
世
界
」
に
「
最
後
の
み
お
し
え
」
と
 
題
し
た
 浬
磐
 経
の
解
説
を
開
始
し
た
。
 浬
磐
経
は
仏
 陀
の
最
後
の
教
 説
 で
あ
 

似
り
、
 
混
 穏
の
本
意
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
い
う
 
。
真
東
が
そ
の
中
か
ら
見
出
し
た
の
は
、
「
如
来
常
住
 」
（
 み
仏
 と
は
、
真
の
法
と
と
 



も
ら
い
た
い
と
い
う
慈
悲
心
か
ら
、
こ
の
道
を
お
開
き
 
下
さ
っ
た
の
で
、
た
ま
た
ま
摂
受
 院
 さ
ま
に
秘
め
ら
れ
 て
い
た
雪
籠
が
機
を
一
 

に
し
て
発
動
し
 顕
幽
 一
如
の
真
如
教
え
が
確
立
し
た
の
 

 
 

す
な
ら
ば
、
接
心
修
行
 

を
 中
心
と
し
て
、
そ
こ
に
顕
現
さ
れ
る
 浬
 磐
の
正
法
に
 則
し
た
神
通
変
化
を
示
す
カ
ー
，
」
れ
を
、
換
言
す
れ
ば
 、
他
人
を
、
ま
た
、
 自
 

己
 な
 、
常
楽
我
浄
に
み
ち
び
く
 力
 、
と
い
っ
て
よ
い
」
 と
い
う
記
述
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
教
学
の
裏
づ
け
 
に
よ
っ
て
真
如
 死
 の
 霊
 

 
 

能
は
巫
女
の
伺
 い
 か
ら
区
別
さ
れ
、
崇
高
で
厳
粛
な
も
 の
と
さ
れ
た
。
 

文
目
 の
 「
今
日
こ
う
し
て
自
分
が
在
る
と
い
う
こ
と
は
 、
み
 仏
の
大
慈
悲
に
依
る
」
と
い
う
信
心
も
浬
 磐
経
の
 教

え
と
異
な
る
も
の
 

で
は
な
い
。
た
だ
、
そ
の
前
提
に
因
縁
の
自
覚
が
あ
る
 
こ
と
を
彼
女
は
徹
底
し
て
説
い
た
。
「
霊
能
者
へ
の
道
 
は
 真
の
因
縁
切
り
の
道
 

で
あ
り
、
そ
の
道
を
歩
ま
せ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
は
、
 

 
 

乗
 と
の
や
り
取
り
に
も
、
 

友
 司
の
考
え
が
よ
く
現
れ
て
い
る
。
「
霊
能
者
に
な
る
 と
い
う
こ
と
は
尊
い
の
で
す
。
だ
れ
で
も
 霊
 能
は
開
く
 こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
 

難
し
い
け
ど
、
そ
れ
だ
け
に
尊
い
こ
と
で
す
。
で
も
、
 
一
面
に
は
、
 霊
 能
を
開
き
、
 ご
 奉
仕
を
し
な
く
て
は
な
 ら
 ぬ
ほ
ど
、
因
縁
が
深
 

い
と
も
言
え
る
の
で
す
よ
」
と
い
う
丈
司
 に
 、
 真
乗
は
 
「
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
は
な
れ
よ
」
と
舌
ロ
 
い
 、
「
理
屈
 で
は
開
け
る
が
、
な
か
 

な
か
難
し
い
。
（
だ
か
ら
こ
そ
 一
 霊
能
者
に
な
る
と
 

っ
 こ
と
は
す
ば
ら
し
い
こ
と
な
ん
だ
よ
」
と
反
論
す
る
 
。
皮
目
 は
 
「
そ
り
ゃ
そ
 

 
 

ャ
 ー
マ
ン
信
仰
に
陥
る
外
は
な
い
の
で
あ
る
」
。
「
教
正
 さ
ま
が
仏
陀
の
芳
跡
を
た
ど
り
、
こ
の
聖
道
を
一
人
で
 
も
 多
く
の
方
に
知
っ
て
 

の
中
に
苑
の
霊
的
世
界
観
を
裏
付
け
る
言
説
を
見
出
し
 、
接
心
修
行
は
密
教
の
悟
り
の
境
地
を
日
常
生
活
の
中
 
で
 得
る
こ
と
が
で
き
る
 

「
一
如
の
道
」
で
あ
る
と
確
信
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
 真
言
二
 
%
 と
 挟
を
分
か
ち
、
在
家
仏
教
教
団
と
し
て
の
 独
 白
の
道
を
歩
み
出
す
。
 

こ
れ
以
降
、
 霊
能
は
 、
 浬
磐
 経
の
言
語
世
界
の
中
で
語
 ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
真
如
苑
の
接
心
は
真
如
教
学
 
を
 基
盤
と
し
て
打
ち
 

た
て
ら
れ
た
も
の
」
で
、
「
真
如
教
学
と
い
う
衣
を
脱
 い
で
し
ま
っ
て
雪
籠
だ
け
を
主
体
と
し
て
い
っ
た
な
ら
 
ば
 、
俗
悪
、
低
級
な
 シ
   



  く霊能 )  と f. ム教 

教 で フ シ 

行りめ 、 まてがき友で 縁て 
解 す 居 、 な   た 司 す     

友 醍 節 パ か に 入 クナ 浬磐経 彼女が ら、 「慈悲 岡 の 寺 醐 とし   
あ 受 心 び ら ョ 2 大 宛 で は あ 、 迷 宮 そ 

も 常 っ 両 べ 分 れ 
特 に た 観 て に だ 

けのこ がいなろう。口にしに身体 いる。 @ 4 ついて 

よ お 」 

は 在   
  なり、 「摂受生双 乗には け入 れ 」 受院 また した。 十一月 

を は 因 も   
現 流 つ 

し と て 

め 縁 を 

で 、 教   
あ 国 え せ 
る 境 導 
が な く   

、 超 方   た 

だ 

は 南 で 
真 仁 あ       
同 さ 折 た た 翌 た 観 
じ ら 伏 

      て 
で は の と 友 年 、 セ堂 。 立   
あ 他 村 @ こ 司 六 月 補 
ろ 宗 語 よ は 月 に 修 信 、 でを あ 改に 嫉 れ ま 

  



け
 、
そ
れ
を
 咀
腐
 し
、
ま
た
別
の
観
念
を
産
出
す
る
」
 と
い
う
性
能
を
持
ち
、
「
あ
く
ま
で
も
物
質
Ⅱ
客
体
で
 あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
 

 
 

す
で
に
社
会
的
な
作
用
に
開
か
れ
た
主
体
で
も
あ
る
」
 
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
女
の
身
体
は
苦
の
体
験
の
主
体
と
 
し
て
の
み
な
ら
ず
、
 霊
 

能
 ・
霊
界
へ
の
信
仰
を
吸
入
し
、
 霊
能
 開
発
と
い
う
 修
 待
 と
 顕
幽
 一
体
と
い
う
世
界
観
の
基
盤
と
な
り
、
そ
れ
 ら
を
支
え
、
実
証
す
る
 

も
の
と
し
て
機
能
し
て
き
た
。
そ
の
際
、
彼
女
の
身
体
 
に
 向
け
ら
れ
た
観
念
の
中
で
、
「
女
性
Ⅱ
受
容
性
」
と
 見
る
性
意
識
が
友
 司
の
 

身
体
に
環
流
し
て
い
く
過
程
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
 
る
よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
 霊
 能
相
承
が
性
や
午
 齢
を
問
わ
ず
開
放
さ
れ
 

て
い
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
真
如
 苑
 全
体
で
は
こ
の
意
味
 連
関
は
適
応
さ
れ
な
い
。
 

霊
 示
を
感
じ
て
以
来
、
 

展
開
し
て
い
る
加
藤
秀
一
 

る
 、
そ
う
し
た
二
重
性
に
 彼

女
の
身
体
は
常
に
霊
界
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
表
現
 
し
て
き
た
。
身
体
の
社
会
的
構
築
に
つ
い
て
議
論
を
 

は
 、
身
体
は
客
体
（
追
目
 さ
 
で
あ
る
と
同
時
に
「
客
体
 ほ
 つ
い
て
の
観
念
を
我
が
も
の
と
す
る
主
体
で
あ
 

 
 

貫
か
れ
た
」
存
在
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
身
体
と
 
は
 
「
自
ら
に
あ
て
が
わ
れ
た
観
念
や
知
識
を
引
き
受
 

-
 
㏄
 -
 

け
ら
れ
た
 

諸
 雲
を
一
身
に
受
け
て
、
そ
の
身
上
に
お
い
て
霊
的
和
 
合
 を
果
た
し
た
、
と
さ
れ
て
い
 
つ
こ
 
一
 
十
八
 

@
-
 
5
 
 

。
 彼
女
は
死
と
引
 き
 換
え
に
、
 浬
磐
経
の
 

精
神
で
あ
る
摂
受
の
尊
さ
と
大
乗
利
他
を
体
現
し
た
の
 
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
死
去
の
翌
年
に
は
発
祥
精
舎
と
い
 
ぅ
 修
行
場
が
落
慶
、
信
 

徒
 が
増
加
し
、
や
が
て
海
外
に
も
支
部
が
設
立
さ
れ
る
 
と
い
う
発
展
が
続
い
た
。
「
摂
受
洗
の
 帰
 幽
を
境
に
 、
 真
実
、
混
 架
 貢
法
が
真
 

如
 教
法
に
顕
現
、
摂
受
の
教
理
体
系
が
確
立
」
と
い
う
 表
現
か
ら
わ
か
る
 よ
う
 に
、
宏
司
の
死
は
摂
受
の
完
成
 へ
の
幕
開
け
と
位
置
づ
 

(366) 

う
 。
欧
州
歴
訪
の
最
中
、
友
司
は
身
体
に
変
調
を
来
し
 
て
い
た
。
医
学
的
な
見
地
か
ら
は
何
の
支
障
も
見
当
 
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
霊
能
者
で
あ
る
摂
受
院
の
身
体
を
通
し
て
み
仏
が
 霊
 的
 事
象
を
示
し
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
 友
 司
は
救
わ
れ
 ず
に
霊
界
を
緋
御
す
る
 



見
て
き
た
よ
う
に
、
皮
目
 は
霊
 能
の
源
泉
と
い
う
身
体
 を
 構
築
し
て
い
っ
た
。
が
、
唯
一
絶
対
の
も
の
と
見
な
 
さ
れ
て
い
た
の
で
も
 

な
か
っ
た
。
彼
女
の
霊
能
は
祖
母
・
伯
母
と
継
承
さ
れ
 
た
 
「
地
霊
系
 霊
能
 」
、
真
東
の
も
の
は
、
家
伝
の
病
 笠
 紗
を
通
し
禅
の
道
も
究
 

め
て
い
た
と
い
う
父
親
よ
り
伝
承
し
た
「
天
雲
 系
 雪
籠
 」
と
さ
れ
て
い
る
。
「
地
霊
系
」
「
大
雪
菜
」
と
い
う
 舌
 
ロ
い
 
方
自
体
は
、
ま
こ
と
 

教
団
の
頃
に
す
で
に
使
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
雨
雲
 
能
 が
 一
体
と
な
っ
て
 、
 加
え
て
二
人
の
息
子
の
他
界
に
よ
 
っ
て
 顕
幽
が
 一
つ
と
な
 

っ
て
真
如
雪
籠
が
完
成
し
た
と
い
う
。
よ
っ
て
真
如
 苑
 の
 雪
籠
に
は
易
学
・
 禅
 修
行
・
除
雪
・
法
華
経
・
稲
荷
 信
仰
・
先
祖
崇
拝
な
ど
 

さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
が
 浬
然
 一
体
と
な
っ
て
お
り
、
「
 
突
 然
の
天
恵
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
悠
久
 
の
時
の
流
れ
を
経
て
伝
 

示
 さ
れ
、
双
親
さ
ま
に
よ
っ
て
見
事
に
開
花
結
実
し
た
  

 

彼
女
の
霊
体
験
は
、
縦
横
軸
の
関
係
に
組
み
込
ま
れ
、
 
二
元
的
認
識
に
お
い
て
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
く
。
「
私
 ビ
 も
の
 霊
性
は
、
天
 

霊
 系
一
法
系
）
と
地
霊
系
（
美
奈
）
に
大
別
さ
れ
、
 

法
系
の
人
は
、
一
概
に
言
え
ば
結
核
型
タ
イ
プ
で
、
 
な
ん
で
も
理
論
で
知
る
 

頭
の
人
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
反
し
て
、
美
奈
 
は
脳
浴
 山
 型
の
タ
イ
プ
の
持
ち
主
で
実
際
に
足
を
あ
 
ゆ
 ん
で
 納
 得
す
る
実
践
的
な
人
で
 

あ
り
ま
す
」
と
 真
 乗
は
書
い
て
い
る
。
こ
の
タ
イ
プ
 分
 け
は
、
 両
 童
子
と
同
様
に
悩
み
苦
し
む
教
徒
を
救
け
て
 く
れ
る
「
護
法
善
神
」
 

は
 
に
も
適
応
さ
れ
る
。
仏
教
を
守
護
す
る
諸
天
の
 う
 ち
 、
 霊
笠
 砂
原
理
の
観
点
か
ら
示
し
 結
 わ
れ
た
尊
大
 が
 
「
天
雲
孫
護
法
事
大
」
と
し
 

 
 

 
 

わ
 
て
の
「
 八
 大
弁
才
天
」
で
あ
り
、
「
地
霊
系
護
法
 尊
大
」
と
し
て
は
「
筆
法
稲
荷
護
法
 
神
 」
で
あ
る
。
 天
 霊
系
 護
法
神
は
「
天
の
め
ぐ
 

 
 

ず
る
と
さ
れ
て
い
る
。
「
し
か
し
、
天
は
地
を
覆
い
、
 地
は
天
を
い
だ
く
の
言
葉
か
 

姑
ら
 推
し
て
も
、
 天
と
 地
は
終
局
に
あ
っ
て
切
り
離
 
せ
る
も
の
で
は
な
い
」
。
「
私
と
 
死
 王
で
は
、
私
が
天
華
 
立
茶
で
あ
り
、
 苑
主
 が
地
霊
系
   

一   一 " 

指
導
者
で
あ
る
こ
と
Ⅰ
女
性
で
あ
る
こ
と
 



こ
こ
に
見
ら
れ
る
、
男
性
Ⅱ
 天
 Ⅱ
 法
 、
知
識
、
女
性
Ⅱ
 ぬ
 Ⅱ
実
践
・
修
行
と
い
う
二
項
対
立
や
男
女
の
和
合
に
 よ
る
世
界
観
 

り
に
も
馴
染
み
深
い
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
言
説
は
 、
立
教
以
来
、
こ
の
夫
婦
が
さ
ま
ざ
ま
な
苦
難
に
直
面
 
し
な
が
ら
築
 い
 

関
係
、
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
な
ど
を
、
 真
乗
が
 図
式
化
し
 た
も
の
で
あ
り
、
丈
司
は
そ
の
よ
う
な
発
言
は
残
し
て
 
い
な
い
。
二
人
 

的
 能
力
は
確
か
に
異
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
 を
生
か
し
な
が
ら
、
「
二
人
三
脚
」
体
制
で
教
団
を
築
 
い
て
き
た
こ
と
 

い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
 友
 司
の
経
験
は
真
乗
の
和
合
 論
 に
よ
っ
て
普
遍
化
さ
れ
、
一
般
化
さ
れ
、
客
観
化
さ
 ね
 、
そ
の
歩
み
 

脈
 依
存
的
な
詳
細
は
、
和
合
と
い
う
理
想
的
関
係
の
も
 と
で
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
統
一
的
な
「
女
性
性
 
」
が
産
出
さ
れ
 

の
は
こ
う
し
た
過
程
に
お
い
て
で
あ
る
。
 

こ
の
「
和
合
」
関
係
は
、
同
時
に
絶
え
ず
「
 妻
 」
で
あ
 り
 、
「
家
内
」
で
あ
る
と
い
う
 友
 司
の
存
在
性
と
重
ね
 ら
れ
て
い
た
 

の
 教
え
と
し
て
「
女
性
に
与
え
る
 十
セ
訓
 」
と
い
う
 女
 性
向
け
の
教
示
が
残
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
の
遺
稿
集
 
め
 最
初
に
掲
載
さ
 れ   て の は の て は 
て 友   間 宗 き あ 
い 司 る 文 違 教 た ま 

-
o
-
 

呼
吸
を
送
る
こ
と
に
な
つ
こ
。
キ
八
 

て
き
た
も
の
の
、
雪
菜
ま
で
は
婦
人
し
て
い
な
か
 

天
 霊
地
霊
の
両
 霊
系
が
 
"
 帰
ア
 し
た
」
と
し
て
 っ

た
 」
が
、
伊
藤
家
の
命
日
で
あ
る
六
日
に
亡
く
な
っ
 
た
こ
と
か
ら
、
「
こ
こ
に
、
 

「
二
に
し
て
一
な
り
」
の
理
を
説
い
て
い
る
。
 友
苛
め
 死
後
は
、
真
来
 が
両
系
 の
 霊
 

-
 
切
 -
 

で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
陰
陽
で
あ
り
、
密
教
的
に
い
え
 ば
 胎
蔵
系
と
金
剛
系
と
も
舌
口
え
ま
し
ょ
う
」
。
「
何
も
か
 

も
が
反
対
な
の
で
す
。
 

相
性
が
悪
い
ん
で
す
ね
。
（
た
だ
し
ご
教
え
の
中
で
は
 相
性
に
支
配
さ
れ
な
い
の
で
、
仏
の
教
え
を
信
じ
行
っ
 
て
い
れ
ば
、
日
々
が
 吉
 

 
 

日
 と
な
り
親
子
、
兄
弟
、
夫
婦
が
和
合
し
て
、
家
庭
の
 中
に
歓
喜
世
界
 ｜
 ム
ロ
掌
の
世
界
を
築
い
て
い
く
こ
と
が
 
で
き
る
の
で
す
」
。
「
 
相
 

反
す
る
理
を
有
す
る
一
対
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
う
で
あ
 
れ
ば
こ
そ
、
不
離
一
対
の
場
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
 
」
と
 真
 乗
は
二
人
の
関
 

 
 

命
日
後
の
親
教
に
お
い
て
「
（
 友
司
は
 ）
伊
藤
家
に
 嫁
 ぎ
、
 身
と
戸
籍
は
入
っ
   



を
 抱
え
た
信
者
を
指
導
す
る
の
は
何
も
お
勝
手
だ
け
で
 
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
 

F
 一
 そ
れ
が
発
表
さ
れ
た
一
九
 五

七
年
も
、
ま
さ
に
 彼
 

女
が
死
生
と
い
う
最
高
の
立
場
で
活
躍
し
て
い
た
時
期
 
で
あ
る
。
だ
が
、
「
奥
様
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
り
、
 苑
 主
の
業
績
が
評
価
さ
れ
 

 
 

て
い
な
い
の
は
昔
の
活
動
が
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
 だ
と
古
く
か
ら
の
信
者
が
憤
慨
し
た
と
い
う
記
録
も
残
 
つ
て
い
た
り
と
、
補
佐
 

的
 存
在
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
真
東
 
と
 し
て
は
、
 友
司
 が
裏
方
で
日
常
生
活
に
根
ざ
し
た
指
導
 を
行
っ
て
い
た
点
を
示
 

ぱ
 
し
た
か
っ
た
 

@
 
」
こ
に
は
「
お
勝
手
Ⅱ
 女

性
た
ち
の
空
間
」
と
い
う
連
関
が
前
提
と
さ
れ
て
お
 
り
 、
家
内
責
任
者
と
し
て
 優
 

 
 

め
 
秀
で
あ
っ
た
こ
と
で
 友
 司
の
働
き
が
評
価
さ
れ
て
 い
る
。
 

ム
局
 

 
 

体
 的
に
何
で
あ
ろ
う
か
。
 友
司
は
 
「
女
性
の
方
は
 、
垂
 
立
面
に
し
め
さ
れ
ま
す
、
 ョ
婦
 

姓
 
人
の
徳
に
は
浄
め
ら
れ
、
婦
人
の
優
に
は
励
ま
さ
 

ね
 、
婦
人
の
愛
に
は
導
か
る
」
と
い
う
一
句
を
よ
く
 
理
 解
し
、
あ
く
ま
で
も
女
性
ら
   

と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
時
期
の
友
司
は
地
方
へ
 
の
 布
教
に
も
積
極
的
で
あ
っ
た
し
、
 霊
能
 修
行
に
も
 熱
 が
 入
っ
て
い
た
。
悩
み
 

に
 追
わ
れ
て
お
勝
手
で
過
ご
す
時
間
は
多
か
っ
た
で
あ
 

 
 

め
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
 

は
 、
一
日
中
家
事
に
追
わ
れ
て
い
ら
っ
し
や
っ
た
 
、
ま
 っ
 た
く
影
に
か
く
れ
た
存
在
」
と
い
う
回
顧
録
が
あ
る
 
よ
う
に
、
家
事
や
育
児
 

念
 」
し
た
と
さ
れ
て
い
る
時
期
 

-
l
 

6
 
 

一
 
、
 お
 勝
手
で
婦
人
教
徒
 た

ち
に
諭
し
た
言
葉
を
真
束
が
ま
と
め
た
も
の
で
あ
 
る
 。
「
当
時
の
苑
 
主
 さ
ま
 

教
主
さ
ま
の
土
台
と
し
て
修
行
に
は
げ
み
な
が
ら
黙
々
 
と
お
子
さ
ま
の
養
育
に
心
を
く
ば
り
、
主
婦
と
し
て
、
 
母
と
し
て
の
生
活
に
専
 

は
い
け
な
い
」
と
い
う
内
容
を
持
つ
そ
れ
は
、
女
性
の
 性
 役
割
に
従
順
で
あ
る
 よ
う
 女
性
た
ち
を
教
化
す
る
た
 め
の
も
の
で
あ
る
。
 こ
 

う
し
た
 友
 司
の
言
葉
は
「
お
勝
手
説
法
」
と
称
さ
れ
て
 
い
ろ
。
一
九
五
二
年
に
 苑
 主
に
な
る
ま
で
、
 友
司
が
 
「
 
本
当
に
陰
の
存
在
で
、
 

る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彼
女
の
教
え
の
中
 
で
も
特
別
の
意
義
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
「
 
一
 、
女
ら
 し
く
な
る
こ
と
。
 
一
 、
 

女
 で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
。
 
一
 、
優
し
く
、
強
く
。
 一
 、
自
分
本
位
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
 
一
 、
他
を
悲
 し
ま
せ
る
女
と
な
っ
て
 



し
い
 
"
 優
し
さ
 "
 を
持
っ
て
い
か
れ
る
こ
と
を
忘
れ
て
 は
な
り
ま
せ
ん
。
女
性
は
常
に
「
自
分
」
を
一
歩
後
ろ
 
に
お
い
て
、
ご
主
人
を
 

立
て
て
行
く
、
と
く
に
舌
口
業
づ
か
い
な
ど
に
気
を
つ
け
 て 
「
女
性
ら
し
さ
」
を
失
わ
な
い
こ
と
が
、
自
分
の
幸
 せ
を
得
て
い
く
 鍵
 と
も
 

 
 

言
え
ま
し
ょ
う
」
と
記
し
て
お
り
、
男
性
が
主
導
権
を
 持
ち
、
女
性
は
非
主
張
的
に
従
う
と
い
う
社
会
関
係
で
 
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 

彼
女
は
日
々
の
家
庭
や
社
会
に
生
か
す
無
相
の
行
に
お
 
い
て
、
同
様
の
「
女
性
の
役
割
」
の
遵
守
を
説
い
て
 
ぃ
 る
 。
中
山
み
き
や
出
口
 

な
お
の
よ
う
に
、
女
性
の
救
済
を
強
調
し
た
り
世
間
の
 

 
 

彼
女
は
そ
れ
ら
に
違
和
 

感
や
反
発
を
持
つ
こ
と
が
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
 
い
 や
、
 逆
に
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
葛
藤
を
見
つ
め
た
 
結
果
と
し
て
「
女
の
人
 

は
 

我
が
強
い
」
と
説
い
ム
フ
 

と
な
っ
て
は
彼
女
の
内
面
を
確
認
す
る
術
は
な
い
が
、
 
友
詞
自
身
が
 妻
 と
し
て
 

真
 乗
を
立
て
、
「
女
ら
し
さ
」
と
い
う
性
規
範
に
従
お
 ，
 
つ
 と
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
一
方
の
真
来
 
が
 
「
男
ら
し
さ
」
を
 
考
 

察
す
る
よ
う
な
資
料
は
見
当
た
ら
な
い
。
 

そ
う
し
た
 発
 舌
口
は
、
一
人
の
霊
能
者
・
教
団
創
立
者
と
 

し
て
の
評
価
よ
り
も
、
男
性
の
「
裏
方
」
や
「
土
台
」
 
と
い
う
補
佐
的
な
存
 

在
 と
い
う
認
知
を
受
け
入
れ
て
い
く
。
そ
の
役
割
は
 、
 家
庭
生
活
に
は
欠
か
せ
な
い
故
に
積
極
的
な
評
価
が
与
 
え
ら
れ
る
。
生
前
の
友
 

司
を
忍
ぶ
文
章
案
「
藤
の
花
房
」
の
中
に
描
か
れ
て
い
 る
 友
詞
 は
 、
霊
的
指
導
者
と
い
う
よ
り
「
優
し
い
母
親
 
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
あ
ふ
 

-
 
旛
 -
 

れ
て
い
る
。
白
い
割
烹
着
を
着
て
帰
 苑
 し
た
教
徒
に
 挨
 拶
 な
し
て
ま
わ
る
 姿
 こ
そ
が
「
法
面
」
と
し
て
の
友
詞
 な
の
で
あ
る
。
 

た
だ
し
、
彼
女
は
女
性
ば
か
り
に
滅
私
を
強
要
し
た
 

の
で
も
な
 い
 こ
と
も
補
足
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
友
司
 は
 
「
 "
 夫
は
鏡
、
子
は
 

鏡
 "
 、
主
婦
で
あ
れ
ば
、
主
人
や
子
供
の
姿
を
通
し
て
 
、
 日
々
の
自
分
の
姿
を
見
返
っ
て
い
く
こ
と
こ
そ
、
 
大
 切
 。
よ
い
妻
と
は
、
 

自
 

分
を
減
し
て
相
手
に
仕
え
て
い
く
べ
き
で
す
」
と
説
い
 
た
あ
と
で
、
「
こ
の
反
対
の
こ
と
も
舌
口
え
る
と
思
い
ま
 
す
 」
と
付
け
足
す
こ
と
 

も
 多
く
 、
 「
ご
主
人
が
歩
ん
だ
も
の
は
ご
主
人
の
徳
、
奥
 さ
ん
の
歩
ん
だ
徳
は
奥
さ
ん
の
 徳
 と
な
り
、
そ
れ
ぞ
 れ
に
霊
位
向
上
の
道
も
   



 
 ひ

り
 、
護
摩
法
要
な
ど
の
儀
式
を
執
行
す
る
割
合
は
 男
性
が
優
勢
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
最
近
で
は
護
摩
 
法
要
で
も
女
性
の
承
 上
 姿
が
川
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
海
外
教
徒
の
増
加
と
い
う
内
部
の
展
開
、
現
死
生
 
め
 方
針
、
時
代
背
景
な
ど
と
 関
 
3
 

 
 

 
 

娃
達
 さ
せ
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
は
別
の
 

 
 

  仏教 

規
 し
た
。
雪
籠
開
発
自
体
が
性
別
を
問
わ
な
い
こ
と
も
 あ
り
、
性
差
に
と
ら
わ
れ
な
い
と
い
う
側
面
は
、
教
徒
 
0
 行
動
原
理
や
苑
の
組
 

織
 形
態
の
中
に
反
映
し
て
い
る
。
 

ち
な
み
に
、
霊
能
者
の
人
数
は
、
一
九
九
 0
 年
末
の
時
 点
で
八
二
四
人
と
報
告
さ
れ
て
お
り
、
一
九
 
セ
 0
 年
は
 男
性
五
四
 %
 、
女
性
 

四
六
 %
 で
あ
っ
た
の
が
次
第
に
女
性
が
増
え
て
き
て
お
 り
 、
 九
 0
 年
に
は
男
性
四
六
 %
 、
女
性
五
四
 %
 と
逆
転
 し
て
い
る
。
ま
た
、
 智
 

 
 

流
 学
院
の
課
程
を
履
修
し
た
「
教
師
」
は
、
平
成
十
二
一
 
年
度
は
男
性
七
、
九
六
八
人
、
女
性
二
九
、
七
八
六
人
と
 報
告
さ
れ
て
い
る
。
 経
 

親
の
正
確
な
性
別
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
女
性
の
率
 
が
高
 い
 こ
と
が
十
分
予
想
さ
れ
る
。
さ
ら
に
加
行
を
 
行
 う
 段
階
ま
で
進
ん
だ
 

異
な
っ
て
開
か
れ
て
い
く
」
 

の
生
活
よ
り
も
宗
教
者
と
し
 

れ
の
社
会
的
役
割
を
果
た
す
 

て
は
い
け
な
い
。
 

一
 、
ひ
と
 

ど
 、
女
性
向
け
と
限
定
し
に
 

言
え
ば
女
性
的
本
質
と
見
ら
 

し
な
い
こ
と
と
関
連
し
て
い
 

が
 強
化
、
再
生
産
さ
れ
て
い
 

 
 

と
 、
修
行
は
あ
く
ま
で
も
個
人
の
自
主
性
に
よ
る
こ
と
 を
 諭
し
た
。
自
分
自
身
も
通
常
の
妻
や
母
と
し
て
 

 
 

女
は
性
の
み
な
ら
ず
、
親
子
や
年
齢
な
ど
そ
れ
ぞ
 

こ
と
を
教
徒
の
つ
と
め
と
し
た
。
 十
セ
 訓
に
し
て
も
、
 そ
の
後
半
は
「
 
一
 、
自
分
の
意
見
だ
け
を
主
張
し
 

の
心
に
な
っ
て
考
え
る
。
 
一
 、
惜
し
ま
れ
る
人
に
な
る
 こ
と
。
Ⅰ
ど
こ
ま
で
も
正
直
で
あ
る
こ
と
」
 

な
 

 
 

く
く
、
現
在
で
は
す
べ
て
の
教
徒
の
理
想
像
と
し
て
 
理
 解
さ
れ
て
い
る
。
摂
受
の
精
神
も
、
ど
ち
ら
か
と
 

れ
か
れ
な
い
が
、
教
徒
全
体
の
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
 。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
真
如
 死
 に
婦
人
部
が
存
在
 

る
か
も
し
れ
な
い
。
婦
人
部
が
存
在
し
て
い
れ
ば
、
「
 女
性
こ
そ
が
苑
の
土
台
」
と
い
っ
た
性
役
割
言
説
 

た
だ
ろ
う
。
 友
 司
は
家
庭
生
活
の
中
で
の
女
性
役
割
を
 
説
い
た
が
、
霊
能
者
と
し
て
は
個
人
の
能
力
を
重
 



真
 乗
の
場
合
、
同
性
の
宗
教
者
と
親
交
を
持
ち
、
伝
統
 
的
 教
義
の
学
習
機
会
に
恵
ま
れ
、
伝
統
的
な
修
行
 
シ
 ス
テ
ム
に
参
入
で
き
 

た
 。
女
性
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
に
参
人
 
す
 る
こ
と
自
体
、
稀
で
あ
る
。
丈
司
は
祖
母
た
ち
と
同
様
 
に
 、
観
音
や
薬
師
信
仰
 

と
霊
 能
力
の
融
ム
ロ
形
態
を
継
承
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
 し
か
し
、
 真
乗
が
 醍
醐
寺
に
お
い
て
一
宗
一
派
を
創
始
 す
る
資
格
を
有
し
た
こ
 

と
 、
真
来
の
も
と
で
真
如
法
脈
を
継
承
し
た
こ
と
で
、
 
宏
司
は
醍
醐
寺
か
ら
有
髪
の
女
性
と
し
て
初
め
て
大
僧
 
正
位
を
獲
得
し
、
死
後
 

に
は
醍
醐
寺
の
敷
地
に
彼
女
に
由
来
し
た
「
摂
受
 庵
 」
 が
 設
置
さ
れ
た
。
タ
イ
の
 パ
ク
 ナ
ム
寺
院
で
は
命
日
に
 法
要
が
営
ま
れ
て
い
る
 

と
い
う
。
祖
母
た
ち
と
は
か
な
り
隔
た
っ
た
地
位
ま
で
 
上
り
詰
め
た
の
は
、
彼
女
の
霊
 
能
 が
伝
統
的
知
の
 枠
 で
 権
威
化
さ
れ
、
「
女
性
 

シ
ャ
ー
マ
ン
と
は
違
う
」
と
し
て
差
異
化
さ
れ
た
か
ら
 
で
あ
る
。
 

既
存
の
知
に
よ
る
体
験
の
教
理
化
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
 
@
 語
 実
践
を
伴
っ
て
お
り
、
か
つ
、
そ
こ
に
は
公
的
な
 
権
 威
 と
は
根
本
的
に
異
 

な
る
も
の
と
し
て
生
活
Ⅱ
私
的
領
域
が
想
定
さ
れ
る
。
 
女
性
の
指
導
者
と
し
て
の
適
性
は
、
宗
教
的
能
力
だ
け
 
で
は
な
く
、
妻
や
母
と
 

し
て
の
役
割
遂
行
の
点
か
ら
も
測
定
さ
れ
る
。
ジ
ェ
ン
 
ダ
｜
 規
範
は
他
者
か
ら
押
し
っ
け
ら
れ
る
ば
か
り
で
 
は
な
く
、
 友
司
 自
身
も
 

「
女
性
ら
し
さ
」
に
舌
口
 

及
 し
て
い
る
よ
う
に
、
女
性
 宗
 教
 者
に
と
っ
て
自
己
を
見
つ
め
る
修
行
の
中
に
深
く
 
浸
 通
 し
て
い
る
こ
と
が
わ
 

一
れ
 
-
 

れ
て
い
く
の
か
、
そ
の
際
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
が
ど
の
 
よ
う
に
関
連
す
る
か
と
い
う
点
に
注
目
し
た
 "
 

ぅ
 性
別
分
業
を
見
出
す
の
は
簡
単
で
あ
る
。
し
か
し
 
本
 論
 は
そ
れ
を
本
質
的
な
も
の
と
主
張
し
た
い
の
で
は
な
 
い
 。
む
し
ろ
、
こ
う
し
 

た
 構
造
が
構
築
さ
れ
て
い
く
言
語
実
践
に
焦
点
を
当
て
 
る
こ
と
で
、
 霊
能
 と
い
う
個
人
的
体
験
が
ど
の
よ
う
に
 共
有
さ
れ
権
威
づ
け
る
 

 
 
 
 

霊
 能
の
祖
で
あ
る
友
詞
と
大
般
 浬
磐
 経
を
説
い
た
真
東
 の
 関
係
に
は
、
従
来
か
ら
言
わ
れ
る
「
 霊
能
 Ⅱ
女
性
、
 
教
義
Ⅱ
男
性
」
と
い
㎝
 

お
わ
り
に
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か
る
。
 性
 自
認
が
問
わ
れ
、
自
ら
も
問
う
と
い
う
営
み
 
は
 、
男
性
指
導
者
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
が
、
 
女
 性
 に
は
避
け
ら
れ
な
い
 

作
業
で
あ
る
。
「
女
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
は
 、
私
 的
な
生
活
領
域
に
と
ど
ま
り
、
男
性
の
従
属
的
・
補
足
 
的
な
存
在
で
満
足
す
る
 

こ
と
を
要
請
し
が
ち
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
彼
女
の
働
 き
は
単
独
で
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
男
性
 
パ
｜
 ト
ナ
ー
と
の
「
 私
 ム
ロ
」
 

と
い
う
舌
口
説
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
。
日
常
生
活
 で
の
修
行
と
い
う
教
義
の
特
徴
は
、
通
常
な
ら
ば
男
性
 
に
 限
定
さ
れ
が
ち
な
 宗
 

教
的
 権
威
を
女
性
に
も
開
放
し
た
。
だ
が
、
一
方
で
そ
 
の
 特
徴
は
、
日
常
生
活
に
染
み
込
ん
だ
ジ
ェ
ン
ダ
ー
 
構
 造
を
無
自
覚
に
踏
襲
す
 

る
 傾
向
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
い
わ
ば
そ
う
し
た
 
両
 面
を
折
衷
的
に
解
決
す
る
の
が
「
双
親
」
と
い
う
二
人
 
の
 関
係
の
理
想
化
で
あ
 

ろ
う
。
 

真
如
苑
は
在
家
信
仰
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
た
め
に
、
 
通
常
、
伝
統
仏
教
と
区
別
し
て
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
  

 

る
 
「
仏
教
系
新
宗
教
」
は
、
生
活
の
中
の
仏
教
信
仰
を
 考
え
る
格
好
の
事
例
で
あ
ろ
う
。
真
如
苑
の
例
か
ら
も
 
わ
か
る
よ
 う
 に
、
そ
れ
 

ら
は
伝
統
的
仏
教
と
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
 
な
く
、
多
く
を
共
有
し
て
い
る
。
と
同
時
に
、
今
ま
で
 
公
的
に
は
無
視
さ
れ
て
 

き
た
（
霊
託
）
や
（
女
性
）
を
抱
え
て
い
る
。
特
に
女
 性
 た
ち
は
、
仏
教
に
お
い
て
宗
教
者
と
し
て
の
働
き
を
 
正
当
に
評
価
さ
れ
る
こ
 

と
が
な
く
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
が
 
ち
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
個
人
の
体
験
や
能
力
を
本
質
 
論
 に
結
び
つ
け
る
こ
と
 

な
く
、
宗
教
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
は
、
間
隙
を
 衝
く
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
緊
張
 
や
 葛
藤
が
生
じ
る
こ
と
も
 

ぱ
あ
る
が
、
そ
こ
に
こ
そ
挑
戦
や
試
み
を
見
出
す
こ
 

と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
い
か
 
な
る
組
織
で
あ
っ
て
も
 ジ
ェ
 

 
 

め
 
ン
ダ
ー
構
造
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
難
し
く
、
 そ
れ
は
絶
え
ず
問
わ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
。
現
在
、
 真
如
 宛
 で
は
、
摂
受
洗
の
 理
 

ム
目
 

 
 

の
 、
さ
ほ
ど
固
執
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
個
 人
の
霊
 能
 開
発
を
あ
く
ま
で
 

糾
も
修
行
の
中
心
に
す
る
こ
と
で
、
従
来
の
良
妻
 
賢
 目
的
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
 
自
 覚
 的
に
両
性
に
共
に
開
か
れ
   



（
 
1
 ）
佐
々
 %
 安
 幹
ズ
 ぼ
と
 け
 ）
 と
カ
 1 
日
本
仏
教
文
化
の
 
実
像
」
吉
川
弘
文
館
、
二
 
0
0
 

二
年
、
一
四
六
頁
。
 

（
 
2
 ）
男
性
に
は
向
け
ら
れ
な
い
理
想
の
押
し
っ
け
や
救
 

い
 0
 差
 別
 化
を
仏
教
が
女
性
に
課
し
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
日
本
社
 

会
の
構
造
の
反
映
に
す
 

ぎ
な
い
 項
末
 な
問
題
」
と
い
う
声
が
い
ま
だ
に
在
る
。
生
活
の
中
 

の
 宗
教
と
い
う
 
視
占
に
 立
て
ば
、
こ
の
こ
と
自
体
が
問
う
べ
き
 

問
題
で
あ
る
。
 

（
 
3
 ）
柳
田
国
男
「
妹
の
 
力
 」
二
柳
田
国
男
全
集
十
一
し
筑
摩
書
 

房
 、
一
九
九
 0
 年
 ㍉
 

丁
 -
 倉
石
あ
っ
 子
 「
女
の
民
俗
」
 
宰
 現
代
民
俗
学
入
門
」
吉
川
 

弘
文
館
、
一
九
九
六
年
Ⅰ
一
四
八
 

｜
 一
五
七
頁
。
 

（
 
5
 ）
田
中
貴
子
「
聖
な
る
 
女
 
斎
宮
・
女
神
・
中
将
姫
」
人
文
 

書
院
、
一
九
九
六
年
、
一
八
二
 

｜
 一
八
四
頁
。
 

（
 
6
-
 義
江
 明
子
「
日
本
古
代
の
祭
祀
と
女
性
」
吉
川
弘
文
館
、
 

一
九
九
七
年
、
三
 
｜
 四
頁
、
 セ
ー
 八
頁
。
 

-
7
 
）
倉
石
あ
つ
 子
 「
柳
田
園
 
男
 と
女
性
観
 ｜
 主婦
権
を
中
心
 
と
し
て
ぬ
三
一
書
房
、
一
九
九
五
年
、
二
二
九
頁
。
 

-
8
 
一
 神
田
よ
り
 子
 「
民
俗
宗
教
と
妹
の
 

力
 」
 宅
 宗
教
研
究
し
 
三
 二
五
号
、
二
 

0
0
0
 

年
 @
 八
四
頁
。
 

-
9
-
 
吉
田
一
彦
「
女
性
と
仏
教
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
（
光
華
 

女
 子
 大
学
・
光
華
女
子
短
期
大
学
真
宗
文
化
研
究
所
編
、
吉
田
一
彦
 

・
勝
浦
令
子
・
西
口
順
 

千
苦
「
日
本
史
の
中
の
女
性
と
仏
教
」
法
蔵
 

館
 、
一
九
九
九
年
一
 

。
ま
た
大
隈
和
雄
・
西
口
順
子
福
フ
リ
ー
ズ
・
女
性
と
仏
教
 
一
 １
元
」
平
凡
社
、
 

一
九
八
九
１
元
 
セ
 早
参
照
。
 

-
 
Ⅱ
 
几
 
）
 目
 
0
 
の
 
コ
 ミ
 
コ
 @
 
が
コ
い
い
ア
 

の
 0
0
 
（
 
け
 
-
 の
憶
お
 

㌔
 憶
 
Ⅰ
 さ
 
S
%
 
ミ
ぃ
憶
 
ぐ
こ
津
の
 

陳
 Ⅰ
 あ
 叶
も
 

ゼ
お
 0
 ぎ
ヨ
 
荘
 p
C
 
巨
ぉ
 「
の
 

@
 
（
 
せ
 つ
Ⅰ
の
の
の
、
）
 

お
巴
 ・
 J
,
 ス
コ
ッ
ト
、
荻
野
美
穂
 

訳
 

「
歴
史
学
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ヒ
平
凡
社
、
一
九
九
二
年
、
一
六
頁
。
 

-
 
Ⅱ
）
上
野
千
鶴
子
 
偏
 Ⅰ
構
築
主
義
と
は
何
か
日
勤
草
書
房
、
 

二
 0
0
 
 

一
年
、
二
ハ
ハ
 

上
 
r
u
 

吉
見
。
 

@
-
 
ヘ
レ
ン
・
ハ
ー
デ
ィ
カ
 

は
 、
女
性
が
忘
我
状
態
で
神
と
交
 

侵
 し
、
男
性
が
そ
の
言
葉
の
意
味
を
解
釈
す
る
「
巫
女
１
審
 

神
 者
 」
モ
チ
ー
フ
が
日
本
文
 

化
に
お
け
る
男
女
の
関
係
性
の
モ
デ
ル
と
見
る
。
そ
し
て
、
青
玉
 

柏
 
実
践
を
行
う
側
が
知
識
を
構
成
し
、
信
仰
世
界
を
主
導
す
る
 

占
 を
 強
調
す
る
。
彼
女
 

は
、
 （
 
霊
 能
力
を
持
つ
女
性
Ⅹ
（
 
@
 葉
を
与
え
る
 
男
 ）
と
い
う
 
両
 性
の
差
異
を
本
質
的
な
も
の
と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
 

両
 者
が
相
互
依
存
し
 

て
 宗
教
的
世
界
を
表
出
し
な
が
ら
も
、
実
際
は
言
葉
を
与
え
る
 

男
 性
 が
優
位
性
を
持
っ
て
お
り
、
男
性
支
配
が
見
え
に
く
い
 

ジ
ェ
 ン
ダ
ー
構
造
を
指
摘
 

す
る
。
た
だ
し
彼
女
自
身
も
圭
目
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
こ
の
 

モ
 チ
ー
フ
は
文
化
の
底
辺
で
保
持
さ
れ
つ
っ
、
時
代
や
宗
教
教
禅
 

に
 応
じ
て
 様
 化
な
 ジ
 

ェ
 ン
ダ
ー
構
造
に
再
編
成
さ
れ
て
い
る
」
。
ヘ
レ
ン
・
ハ
ー
デ
ィ
 

力
 、
中
村
恭
子
・
榊
原
小
葉
子
訳
「
新
宗
教
の
女
性
教
祖
と
 

ジ
ェ
 ン
ダ
ー
」
（
脇
田
 

晴
 

/ 王 

-
 
乃
 -
 

た
 仏
教
の
救
済
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
く
の
か
、
今
 後
も
注
目
し
て
い
き
た
い
。
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-
 
符
 @
 
 「
一
如
の
道
」
 

七
 0
 六
頁
。
 

 
 

 
 

 
 

@
 
一
「
一
如
の
道
」
 
セ
一
 
0
 ｜
 七
一
一
頁
。
 

 
 
 
 

（
㏄
一
二
如
の
道
」
七
四
六
頁
。
 

 
 
 
 
 
 

-
 
㏄
 一
 
「
一
如
の
道
 目
 六
四
三
 ｜
 六
四
 @
 
ハ
頁
。
 

一
 
%
@
 
 「
一
如
の
道
口
四
三
五
頁
。
 

お
 ）
 
経
親
 と
は
、
「
 
経
 」
と
い
う
信
者
た
ち
の
ま
と
ま
り
を
 指
 導
 す
る
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
。
家
庭
集
会
を
頻
繁
に
開
い
て
、
信
者
 た
ち
を
指
導
し
 
、
 上
か
 

ら
の
指
示
を
伝
え
る
。
 

@
 
）
「
一
如
の
道
 
し
セ
五
セ
頁
 。
 

領
一
「
藤
の
花
房
第
一
集
ヒ
真
如
 
苑
 教
学
部
、
一
九
六
九
 

-
 一
九
八
五
 -
 年
 、
六
一
頁
。
 

（
 芭
 
「
一
如
の
道
三
七
六
五
頁
。
 

-
<
6
-
I
n
O
-
 

鑑
定
接
心
で
は
霊
能
者
が
病
 笠
 紗
を
駆
使
し
て
問
題
解
決
 
を
 図
る
。
霊
能
者
で
も
一
部
の
も
の
し
か
担
当
で
き
な
い
と
い
，
 

 
 

舖
一
 

歓
喜
は
寄
付
行
為
、
お
た
す
け
は
 未
 信
者
を
入
信
に
導
く
 
こ
と
、
 
ご
 奉
仕
は
苑
の
様
々
な
活
動
に
奉
仕
す
る
こ
と
で
あ
る
。
 

（
㏄
一
 二
 
如
の
道
 白
 二
八
五
頁
。
 

-
 
㏄
 -
 
「
一
如
の
道
し
二
八
三
ー
二
八
四
頁
。
 

一
如
 @
 
 「
一
如
の
道
」
二
八
八
頁
。
な
お
、
大
般
 

浬
架
 経
に
っ
 い
 て
真
乗
は
 
「
大
乗
を
諭
し
、
男
女
の
性
別
な
く
聖
者
と
な
り
得
る
 

を
 約
す
至
高
の
経
典
」
 

と
 賛
美
し
て
い
る
。
 

@
@
 
 
「
藤
の
花
房
第
一
釜
一
二
三
頁
。
 

お
 ）
「
藤
の
花
房
第
二
集
」
真
如
 
苑
 教
学
部
、
一
九
七
四
年
、
 
九
三
頁
。
 

一
昭
一
「
歓
喜
世
界
三
七
 セ
号
 、
一
九
六
八
年
、
三
六
頁
。
 

@
 
）
「
藤
の
花
房
第
二
集
」
三
一
一
頁
。
 

@
@
 
 
「
一
如
の
道
 目
 七
一
五
頁
。
 

花
 @
 
 「
藤
の
花
房
第
一
集
し
二
二
頁
。
 

行
 @
 
 「
藤
の
花
房
第
二
集
」
八
二
頁
。
 

楠
 ）
「
一
如
の
道
 
口
 三
・
五
頁
。
 

@
 
）
 
二
 
如
の
道
」
 

一
 三
九
頁
。
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あ
 @
 
 「
藤
の
花
房
第
二
集
」
五
八
頁
。
 

一
匹
「
子
供
が
か
わ
い
く
て
頬
ず
り
し
て
い
た
い
と
思
う
け
れ
 ど
 、
自
分
掌
に
と
ら
わ
れ
て
い
て
は
、
人
を
助
け
る
こ
と
は
で
き
 
な
い
 ｜
と
 自
分
に
言
い
㎜
 

聞
か
せ
て
、
出
か
け
る
こ
と
が
多
い
」
。
「
藤
の
花
房
第
二
集
」
 

三
一
五
頁
。
 

 
 

 
 
 
 
 
 

一
石
「
藤
の
花
房
第
一
集
」
七
二
頁
。
 

@
-
 

真
如
 宛
 で
は
む
し
ろ
青
年
部
の
活
動
が
早
く
、
活
発
で
あ
 った
 。
 

元
一
川
端
前
掲
論
文
法
 
@
 
）
、
一
四
三
頁
。
な
お
、
信
者
数
の
 
 
 

徳
一
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
、
霊
的
 
瓶
 依
は
女
性
が
宗
教
的
 指
 導
 力
と
権
威
を
行
使
す
る
最
も
一
般
的
な
方
法
で
あ
っ
た
。
 

ベ
ド
 ナ
 
ロ
フ
ス
キ
ー
は
 、
女
 

性
 リ
ー
ダ
ー
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
四
教
団
ジ
ェ
ー
カ
ー
 
教
 回
 、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
、
ク
リ
ス
チ
ヤ
ン
・
サ
イ
エ
ン
ス
、
 神
智
学
 -
 を
 比
較
 

し
 、
宗
教
教
団
の
申
で
女
性
た
ち
が
男
性
と
同
等
の
指
導
力
に
達
 す
る
た
め
の
条
件
と
し
て
、
以
下
の
四
つ
の
特
徴
を
指
摘
し
た
 
一
 、
男
性
性
を
強
 

謝
 し
な
い
神
性
観
、
 
ニ
 、
堕
落
の
教
義
の
否
定
、
三
、
伝
統
的
な
 叙
任
制
度
を
踏
襲
し
な
い
、
四
、
結
婚
や
母
性
を
強
調
し
な
い
 
。
つ
ま
り
、
女
性
の
 

宗
教
的
指
導
力
は
 霊
 能
力
だ
け
で
は
維
持
で
き
ず
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
 規範
が
緩
や
か
な
構
造
を
持
っ
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
 

ま
 ゆ
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せ
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 ド
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Ⅱ
の
 

目
 い
の
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コ
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0
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 リ
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の
目
㏄
 
@
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コ
い
コ
 山
田
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 0
 コ
 
（
 0
%
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 0
 目
的
 
-
0
 
廷
の
Ⅰ
の
刃
ロ
 

の
 Ⅱ
㏄
 
-
 
コ
フ
 ミ
コ
の
侍
の
の
コ
付
 

す
 ・
の
の
 

コ
侍
建
 

Ⅰ
 
セ
 Ⅰ
 
肝
ヨ
 0
 ト
 
バ
 
0
 ゆ
，
 
:
 

ぎ
さ
 ま
ま
 ミ
陳
 ～
 
ぎ
も
ま
屯
臣
 S
 さ
 %
S
 き
ま
 出
陳
 再
 え
あ
ぎ
 ぉ
ト
 ㏄
 C
 二
コ
 
の
ト
 の
㏄
 
已
 。
ロ
口
・
 

2
 つ
Ⅱ
 
1
 ㏄
 ト
 ・
 お
よ
バ
 し
の
 ゅ
斤
オ
の
ユ
コ
 

の
 毛
 ③
の
 
れ
コ
 の
 0
 Ⅰ
の
 宙
 ・
。
 
き
 
す
 と
 
Ⅰ
ま
 い
お
 
㏄
 

ト
ぃ
ぬ
熟
あ
 寸
ぢ
 
ぎ
 
@
 ぎ
 。
 
婬
ぉ
ミ
キ
 ミ
心
ぎ
 ぎ
 の
 @
 め
ぷ
 ）
～
 

ら
ゃ
 
@
 
め
 ～
～
 

Q
S
 

め
ら
ま
 

宙
 驚
き
ぬ
ミ
ぎ
 ぎ
紅
 ぶ
む
 ま
 
（
こ
日
 v
 の
「
出
モ
 藍
 
Ⅰ
 
目
ぎ
 黛
の
（
 "
 
「
の
 
s
s
,
 
）
 
9
0
 
き
を
参
照
。
 

@
-
 

紙
土
 は
 、
一
九
九
七
年
に
醍
醐
寺
で
女
性
初
の
導
師
を
 っ
 と
め
た
際
に
「
大
股
 混
穏
 経
に
 、
み
 仏
は
「
一
切
の
生
類
及
び
 男
女
の
弟
子
を
秘
密
蔵
の
 

中
に
安
住
さ
せ
よ
う
、
我
も
ま
た
こ
の
中
に
安
住
し
ょ
う
」
と
 
仰
 せ
ら
れ
、
出
家
在
家
の
枠
を
越
え
、
男
女
の
別
な
く
一
切
を
救
 
，
 
っ
 法
を
遣
わ
さ
れ
ま
 

し
た
」
と
挨
拶
 し
 、
女
性
に
も
開
か
れ
た
救
済
の
教
え
で
あ
る
 @
 
」
と
を
強
調
し
た
。
「
歓
喜
世
界
」
一
九
三
号
、
一
九
九
七
年
、
七
 

頁
 。
 



 
 

を
 捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
仏
教
に
ひ
き
つ
け
れ
ば
日
本
 
的
 仏
教
と
舌
ロ
 い
 換
え
て
も
よ
い
。
民
俗
学
、
日
本
社
会
 論
の
解
明
を
試
み
て
い
 

6
 

 
 

-
 
｜
一
 

る
 社
会
学
、
文
化
人
類
学
な
ど
に
お
い
て
も
古
く
て
 
新
 し
い
課
題
で
も
あ
る
と
い
え
る
。
 

検 
試 札 
す に     
る 与 
@  し ノも --- 

と ら 
論文要 キーワ 養親 を 打ち立 済 が求 新宗教 、一 し 下の檀 

l 打てぬの つ 衆盲   
Ⅴた いれ唱職度 

生 てってと分に " たい " とよ 近 代   宗 こ合たの 置て本 
活 人 
の 生 

  
活 の め本数 

の 、信示さ新 め ホ 京 を示 の著 六 @O ， 仏教 

」 出 示   
と 教 霊修獲い伸 こ は 特 

表 ） 
題 と 

に し 

損 て   
ら 仏 
れ 教 
て 」 

い と 

る い     
と 統 
@ 一 
  課 

八 題   
0 な 
生 か 
活 で   
中 4 ム 
で 教 
烏 孫 
づ 新 
い ゐ ホ 

て 教 
し ] @ こ 

る 佳   
点を 宗教 

約 定 で 独白のための 幕 は は、新 おいて を制度 = 貝 

世 め 
九万 た 参上 藩 
祖策 な く 百体 

界 て 供を救の定 制 

  

生 「 
活
の
宗
教
」
と
し
て
の
新
宗
教
 

霊
友
会
系
新
宗
教
の
事
例
 



り
に
お
い
て
考
察
す
る
た
め
で
あ
る
。
 

付
き
、
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
仏
教
寺
院
を
媒
介
と
し
 
た
 宗
教
的
世
界
を
「
生
活
宗
教
」
と
捉
え
、
こ
の
課
題
 
に
 精
力
的
に
取
り
組
ん
 

で
い
る
の
は
佐
々
木
 宏
幹
 で
あ
る
。
佐
々
木
は
生
活
 レ
 ベ
ル
の
宗
教
（
「
生
活
宗
教
」
）
を
以
下
の
よ
う
に
規
定
 し
て
い
る
。
 

「
生
活
レ
ベ
ル
」
に
お
け
る
仏
教
と
は
、
現
に
人
び
と
 の
 生
活
の
な
か
に
生
き
て
い
る
仏
教
を
意
味
し
、
具
体
 
的
に
は
各
地
の
 

寺
院
と
僧
職
者
、
お
よ
び
寺
院
 ｜
 僧
職
者
に
直
接
・
間
 接
 に
か
か
わ
る
檀
徒
・
信
徒
や
一
般
人
、
さ
ら
に
 場
ム
 
口
に
卜
歩
 
っ
て
り
は
こ
ス
 

フ
 

し
た
人
び
と
と
仏
教
（
儀
礼
）
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
 
て
 信
奉
す
る
種
々
の
民
俗
宗
教
職
能
者
を
も
含
む
 
カ
テ
 ゴ
リ
ー
を
指
す
も
 

一
 
2
-
 

の
と
す
る
。
 

佐
々
木
の
規
定
に
 ょ
 れ
ば
、
生
活
レ
ベ
ル
の
宗
教
的
世
 界
は
寺
院
・
僧
職
者
、
 檀
 信
徒
・
一
般
人
、
民
俗
宗
教
 職
能
者
に
よ
っ
て
 構
 

成
さ
れ
た
宗
教
的
世
界
で
あ
る
。
新
宗
教
に
焦
点
を
あ
 
て
て
こ
の
課
題
を
取
り
扱
う
こ
と
は
、
既
存
の
宗
教
的
 
世
界
が
全
面
的
に
か
、
 

あ
る
い
は
部
分
的
に
崩
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
 
そ
の
こ
と
は
こ
う
し
た
世
界
で
保
障
さ
れ
て
い
た
救
済
 
0
 倍
 想
性
 が
揺
ら
ぎ
、
 

新
た
な
世
界
観
の
構
築
が
模
索
さ
れ
て
い
っ
た
帰
結
で
 
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

本
稿
で
は
主
に
霊
友
会
系
教
団
を
事
例
に
し
て
、
こ
の
 
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
霊
友
会
系
教
団
は
法
 
華
 経
に
依
拠
し
た
 仏
 

教
系
 新
宗
教
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
も
 
創
 価
 学
会
な
ど
数
多
く
仏
教
系
新
宗
教
は
あ
る
が
、
筆
者
 
の
 関
心
が
先
祖
祭
祀
に
 

置
い
て
い
た
た
め
に
、
霊
友
会
系
教
団
に
限
定
す
る
。
 
な
お
、
分
析
の
資
料
と
し
て
大
正
期
か
ら
昭
和
戦
前
期
 
の
こ
と
に
論
及
さ
れ
た
 

教
団
刊
行
物
を
主
た
る
対
象
に
し
た
い
。
そ
れ
は
雲
夜
 会
の
創
唱
と
、
そ
の
宗
教
運
動
と
し
て
の
展
開
過
程
と
 
を
 既
成
仏
教
と
の
 係
わ
   

今
日
仏
教
と
生
活
の
係
わ
り
に
つ
い
て
、
仏
教
の
教
理
 
的
 側
面
か
ら
で
 は
 な
く
、
日
本
社
会
に
お
い
て
人
々
の
 日
常
生
活
世
界
に
根
 

 
 

 
 



「生活の宗教」として㏄ 

ば は 法 
し 、 と こ 

た 江 無 こ 

こ 月 縁 に 

と 天 仙 窟 
が 期 の え 

るよう 挙げら に創唱 供養を 

甘幕簗垢 

  
て 都   
  

調号 

  

  
= 仲 買 方 

  

  
駅
制
定
 シ
 、
祖
先
 ノ
 法
名
 ヲ
悉
ク
 取
り
集
 メ
 朝
夕
 ニ
 礼
拝
 ヲ
行
 ス
ル
 事
 ヲ
シ
テ
国
民
ニ
ム
即
今
 
セ
ョ
 」
と
提
言
 
 
 

ヤ
講
 

"
 
ュ
 
"
 

酒
養
ノ
 目
的
 ヲ
 貫
徹
 シ
 、
今
日
濁
悪
世
 ノ
 人
心
腐
敗
 ヲ
 洗
浄
ス
ル
根
本
的
療
法
ナ
リ
、
 氏
 専
断
シ
テ
 翰
事
ニ
迷
 フ
ナ
 ク
 速
力
ニ
法
律
 ヲ
 

 
 

務 ど 開 「 な 村   
ハ に の 覚 っ （ 霊 て 霊 

只 「 円 本 た 親 友 行 天 
祖 吉 美 軽 と 松 会 わ 会 

に ム   つ め 

集 て ら よ 0 、 学 し @ 倉 Ⅱ 

唱 ては、 と 
  

  
解 散 
明 観 
さ   れ 

  てい 
説 る   
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之 僧 正 無   
レ 侶 ま 縁 
則 の 

な 
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丸
 が
教
団
の
沈
滞
不
振
の
打
破
と
国
民
教
化
を
目
指
し
 た
 大
日
本
仏
教
済
世
重
二
九
一
五
ま
の
連
動
も
挙
げ
 
ら
れ
る
。
 

こ
う
し
た
明
治
末
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
展
開
さ
れ
 た
 宗
教
運
動
の
社
会
的
背
景
を
「
時
代
閉
塞
」
状
況
、
 
産
業
化
と
都
市
化
の
 

深
ま
り
に
よ
る
社
会
的
矛
盾
の
噴
出
に
求
め
ら
れ
て
き
 
-
7
 

一
た
。
時
代
は
下
が
る
が
、
一
九
三
 
0
 年
代
の
新
宗
教
の
 
「
氾
濫
状
況
」
の
起
因
 

理
由
に
つ
い
て
指
摘
し
た
戸
坂
潤
は
、
「
第
一
、
既
成
 み
 
示
教
 が
 無
気
力
で
あ
る
こ
と
。
第
二
、
大
衆
の
生
活
 
不
 安
 と
思
想
混
迷
。
第
二
一
、
 

医
療
制
度
の
不
徹
底
。
第
四
、
宗
教
復
興
・
精
神
作
興
 
の
声
の
利
用
」
を
挙
げ
、
そ
れ
は
「
小
市
民
の
不
安
 状
 況
 」
の
表
現
で
あ
る
と
 

 
 

川
 龍
之
介
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
不
安
の
時
代
」
に
 
お
い
て
新
宗
教
が
発
展
 

 
 

い
し
て
既
成
宗
教
が
十
全
の
機
能
を
果
た
さ
な
く
な
っ
 て
い
た
と
い
え
よ
う
。
 

霊
友
会
に
お
い
て
既
成
宗
教
の
位
置
付
け
が
ど
の
よ
う
 
に
な
さ
れ
て
い
た
か
を
み
て
み
よ
う
。
霊
友
会
が
教
団
 
と
し
て
成
立
す
る
の
 

は
 一
九
二
一
 

0
 年
に
発
会
式
を
迎
え
て
で
あ
る
。
久
保
 角
 太
郎
二
八
九
二
 ｜
 一
九
四
 
%
 
 が
 主
導
し
て
い
っ
た
宗
教
 運
動
は
一
九
一
九
 
夫
 

正
ら
年
頃
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
。
一
九
二
八
年
頃
 
は
 福
島
に
活
動
拠
点
を
置
い
て
い
た
戸
次
貞
雄
金
日
明
堂
 

一
八
九
セ
 
ー
 一
九
六
五
）
 

と
 共
に
活
動
し
て
い
た
。
一
九
二
八
年
に
は
著
者
 
普
 明
堂
 主
 ・
編
輯
表
流
布
者
久
保
角
太
郎
「
佛
の
大
慈
悲
 
と
運
 ム
里
、
著
者
著
明
 

堂
 ・
流
布
者
久
保
角
太
郎
「
昭
和
之
法
華
経
と
常
不
軽
 菩
薩
 ヒ
 、
著
者
著
明
堂
・
分
別
伝
説
代
表
者
久
保
角
大
 
郎
 
「
佛
は
減
し
 給
 わ
す
」
 

奉
が
 挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
特
質
は
「
見
仏
」
の
体
験
 を
 重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
真
宗
本
願
寺
 
教
 団
の
中
か
ら
は
真
田
堵
 

の
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
浄
土
宗
に
お
い
て
は
 
山
崎
 弁
栄
 に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
光
明
会
運
動
二
九
 

一
四
年
に
設
立
趣
意
書
 

発
 

九
一
九
缶
、
松
下
松
蔵
の
開
い
た
松
下
祖
神
道
二
九
一
 
九
ま
、
小
倉
 霊
現
 の
開
い
た
令
法
真
教
二
九
二
五
缶
 
、
出
居
清
太
郎
の
開
い
 

た
 修
養
団
 捧
誠
 八
百
二
九
二
六
年
親
和
会
と
し
て
結
成
一
な
 

ど
 新
宗
教
の
創
唱
が
多
く
見
ら
れ
る
状
況
で
あ
っ
た
。
 

一
方
で
は
既
成
仏
教
教
団
の
中
か
ら
も
、
都
市
地
域
を
 活
動
の
場
と
す
る
新
た
な
宗
教
運
動
が
展
開
さ
れ
る
。
 
研
究
さ
れ
て
い
る
も
   



 
 

明
し
て
い
る
。
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

古
本
 

今
の
人
達
は
。
卑
下
し
な
が
ら
。
年
回
だ
。
法
事
だ
と
 
云
え
ば
。
坊
さ
ん
に
。
お
脛
を
上
げ
て
 貰
ふ
 。
こ
れ
で
 は
 先
祖
だ
つ
 て
 。
 

5
6
 

 
 

 
 

 
 

喜
び
は
し
ま
 い
 。
ま
し
て
。
 
ウ
ハ
 
の
空
で
お
脛
を
誼
 み
 責
り
す
る
。
坊
さ
ん
の
講
経
 る
 。
佛
が
喜
ぶ
筈
が
な
い
 。
そ
れ
よ
り
も
破
 @
 
丁
 

 
 

しての新宗教 

そ
の
な
か
の
「
佛
の
大
慈
悲
と
運
命
」
は
「
開
運
 

法
 」
 ほ
 つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
今
日
は
「
五
濁
悪
世
 

」
の
世
界
で
あ
る
。
 

そ
れ
を
克
服
し
、
運
命
転
換
の
た
め
の
方
法
と
し
て
 

西
 田
無
学
の
教
え
を
取
り
こ
み
、
先
祖
供
養
の
「
根
本
方
 

法
 」
を
示
し
て
い
る
。
 

三
 一
自
分
 ノ
 先
祖
代
々
 ョ
リ
 今
日
で
 デ
死
ン
ダ
 。
 水
 子
 二
至
 か
て
デ
 。
 残
ラ
ズ
 英
法
名
（
戒
名
）
死
亡
年
月
 

日
ガ
判
ツ
 タ
ラ
記
入
）
 

ヲ
 。
 集
 メ
ル
コ
 ト
 （
戒
名
不
明
 
ノ
 場
合
ハ
姓
名
。
姓
名
 
不
明
 ハ
 男
女
大
人
手
児
。
 
別
丈
 ケ
ニ
 テ
 ヨ
ロ
シ
イ
。
 

こ
 こ
 
母
ノ
里
 。
 嫁
ノ
里
 。
養
子
 ノ
里
 。
以
上
古
 ト
同
 ジ
ク
一
人
 モ
残
ラ
ズ
集
 メ
ル
コ
 ト
 。
 

二
己
 
慈
悲
ニ
ア
フ
 レ
タ
 。
法
名
ニ
五
シ
ク
 
直
 ス
コ
 ト
 。
（
 コ
 レ
ハ
所
定
 ノ
 文
字
ア
リ
 %
 分
営
 方
 ニ
テ
御
直
 シ
 致
 シ
テ
 上
ゲ
 マ
ス
）
 

（
四
天
 照
 皇
大
神
。
 並
ニ
 氏
神
様
 ハ
 御
祭
 り
ヲ
ナ
シ
 。
訂
正
 シ
タ
 法
名
 ハ
 。
 営
方
ョ
リ
 車
上
グ
ル
。
霊
社
 ト
 俳
壇
ニ
奈
 ル
コ
ト
 。
 

（
俳
壇
 
ナ
 キ
ト
キ
ハ
。
枕
箱
ニ
テ
モ
キ
レ
イ
ニ
シ
 
テ
 ）
 

孟
 ）
宮
方
 ョ
リ
贈
ル
 。
 オ
 経
文
 ヲ
 朝
夕
 讃
諦
祀
拝
祈
 
念
 ス
ル
 コ
ト
 。
（
時
間
八
約
十
五
分
一
。
回
向
方
法
は
昔
 

因
り
や
つ
て
来
た
の
 

一
 
Ⅱ
 一
 

と
ホ
ボ
 同
じ
で
す
。
是
の
法
名
を
集
め
念
ず
る
を
。
「
 

佛
所
 護
念
」
。
と
申
す
の
で
あ
る
。
 

簾
文
の
 マ
マ
）
 

こ
こ
に
は
物
故
者
の
戒
名
（
渋
色
を
、
裏
方
、
母
方
 
な
ど
も
含
め
て
全
て
集
め
、
そ
れ
ら
に
た
い
し
て
自
ら
 

戒
名
を
付
け
直
す
こ
 

と
な
ど
、
そ
の
後
の
霊
友
会
の
基
本
的
枠
組
は
す
で
に
 

作
ら
れ
て
い
る
。
先
祖
供
養
を
僧
侶
に
依
頼
す
る
の
で
 

は
な
く
、
自
ら
が
戒
名
 

が
 刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
戸
次
貞
雄
に
よ
っ
て
 

書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
久
保
角
太
郎
の
思
 

相
 
ゆ
め
 
影
響
を
も
受
け
た
も
 

 
 



お
 経
を
や
っ
て
く
れ
る
。
こ
れ
で
は
、
本
当
の
供
養
に
 
な
る
か
ど
う
か
 ?
 
 （
筆
者
 註
 

そ
の
後
、
光
岡
寺
で
お
 経
を
学
び
、
自
ら
 

お
 経
を
あ
げ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
不
動
 
尊
 の
 講
に
参
加
し
、
成
田
山
に
参
詣
す
る
よ
う
に
な
っ
て
 
い
る
と
述
べ
て
い
 

 
 

る
 。
 一
 

が
 違
う
の
だ
。
五
十
銭
 や
 一
円
で
は
、
サ
ラ
サ
ラ
 と
短
 い
お
経
で
帰
っ
て
し
ま
う
。
五
円
も
包
め
ば
、
た
っ
ぷ
 
り
と
有
難
そ
う
な
 

れ
と
し
た
気
持
ち
に
な
ら
な
い
。
よ
く
考
え
て
み
る
と
 、
お
坊
さ
ん
と
い
う
の
は
、
お
布
施
の
金
額
に
よ
っ
て
 
、
お
経
の
読
み
方
 

手
 と
い
う
門
徒
手
の
お
坊
さ
ん
に
来
て
も
ら
っ
て
 、
忌
 日
 ご
と
の
供
養
を
欠
か
さ
な
い
よ
う
に
し
た
。
し
か
し
 
、
ど
う
も
晴
れ
晴
 

い
る
。
 

ハ
 
大
正
一
五
年
・
大
娘
の
死
に
遭
遇
し
た
時
一
 

私
の
家
で
は
代
々
が
門
徒
宗
だ
。
そ
れ
ま
で
信
仰
 
心
も
 薄
い
私
だ
っ
た
が
、
娘
の
死
後
は
心
が
痛
ん
で
な
ら
ず
 
、
近
所
の
光
岡
 

式
 で
あ
る
。
僧
侶
へ
の
批
判
は
霊
友
会
に
受
け
継
が
れ
 て
い
く
。
一
九
三
一
年
に
入
信
し
た
草
田
伊
三
郎
は
僧
 侶
 と
の
体
験
を
記
し
て
 

て
い
る
。
そ
の
戒
名
は
西
田
無
字
が
考
案
し
た
と
い
わ
 れ
て
い
る
「
 0
 生
院
 ム
ム
 徳
 信
士
・
信
女
」
（
通
称
「
 土
焼
徳
二
を
付
け
る
 様
 

こ
こ
に
は
僧
侶
に
よ
る
供
養
は
形
式
的
な
も
の
で
あ
り
 、
そ
れ
を
否
定
し
て
、
戒
名
は
自
ら
付
与
し
、
供
養
も
 
自
ら
す
る
 よ
う
 説
 い
 

 
 

自
分
で
 ツ
ケ
ル
 の
が
。
 
営
然
 で
あ
る
べ
き
だ
。
 
又
足
 れ
 が
 孝
行
の
第
一
義
だ
。
 
@
 
文
の
 マ
マ
）
 

供 を ろ 

の 何 毎 
毛 よ 日 執 り さえ 書 。 
姓 ぶ タ 名 
肇 如 自 

か 未 分 
ら 様 が も 
ど 。 讃 
う こ め 
め れ る 
か な な 
う ら ら 

の 愛   
と で 讃 
吟 る 脛 

味 " す 

ること する時 （ 昭 中 - 
代 先 だ 
だ 祖 。 
か の 自 
ら 供 分 

。 養 が 

親 を 文 
が 。 字 

死 他 が 
ん 人 請 
だ や め 
ら 。 ず 

。 坊 は 
% ロ さ   

い ん 子 

所に供 に Ⅰ 。 に し 

行 頼 讃 
け む き 

る 持 せ 
様 伐 る 

@ こ @  。 
と 3%  う毛 

  ぎ 祖 
法 た は 

名 。 此 
0 千 れ 

  



「生活の宗教」としての 新宗教 

ハ
 
昭
和
 セ
年
 ・
義
兄
石
黒
日
出
 二
 に
導
か
れ
、
霊
友
会
 に
人
会
・
導
き
の
体
験
）
 

「
う
ち
だ
っ
て
先
祖
の
供
養
ぐ
ら
い
し
て
い
る
よ
。
お
 彼
岸
と
お
盆
に
は
、
欠
か
さ
ず
坊
さ
ん
に
来
て
も
ら
っ
 
て
 、
お
経
を
あ
 

げ
て
も
ら
っ
て
い
る
ん
だ
」
 

「
そ
れ
じ
ゃ
駄
目
な
ん
で
す
。
考
え
て
ご
覧
な
さ
い
、
 坊
 さ
ん
な
ん
て
お
布
施
の
金
額
に
よ
っ
て
、
お
経
も
長
 
か
っ
た
り
 短
か
 

っ
 た
り
、
戒
名
だ
っ
て
 、
 金
さ
え
多
く
出
せ
ば
、
院
号
 も
 付
け
て
く
れ
る
が
、
安
い
葬
式
 代
 だ
と
、
そ
う
は
い
 か
な
い
。
そ
ん
な
 

欲
得
ず
く
で
拝
む
よ
う
な
葬
式
 尾
 坊
主
の
供
養
で
、
 ご
 先
祖
が
成
仏
な
さ
る
わ
け
な
い
で
し
ょ
う
」
 

「
そ
 
う
 舌
口
 
え
 ぼ
そ
う
だ
が
 

「
第
一
、
先
祖
供
養
と
言
っ
て
も
、
自
分
の
家
の
先
祖
 だ
け
で
、
お
宅
の
お
か
み
さ
ん
の
先
祖
は
ど
う
な
っ
て
 
い
る
ん
で
す
 つ
 

お
か
み
さ
ん
に
だ
っ
て
 、
ご
 両
親
も
あ
り
、
そ
の
上
の
 お
じ
い
さ
ん
、
お
ば
あ
さ
ん
、
さ
ら
に
そ
の
上
の
ご
 先
 祖
 が
い
ら
っ
し
 ゃ
 

る
 」
 

「
女
房
の
先
祖
は
、
女
房
の
実
家
で
供
養
を
し
て
い
る
 さ
 」
 

「
あ
な
た
の
家
庭
は
、
あ
な
た
一
人
で
築
い
た
も
の
じ
 や
 な
い
で
し
ょ
 ユ
 
お
か
み
さ
ん
と
二
人
で
、
こ
こ
ま
 
で
な
さ
っ
た
 ん
 

で
し
ょ
う
。
そ
れ
な
ら
、
両
家
の
ご
先
祖
に
守
護
し
て
 戴
く
よ
う
、
お
願
い
す
る
の
が
当
然
じ
や
な
い
で
す
か
 
ハ
，
 

_
,
 

」
 

「
そ
 
う
か
 、
な
る
ほ
ど
ね
え
。
だ
け
ど
、
両
家
の
先
祖
 
を
 供
養
す
る
っ
て
い
う
の
は
、
い
っ
た
い
、
ど
ん
な
ふ
 
う
に
し
た
ら
い
 

い
ん
だ
ね
 0
 ・
」
 

向
ぅ
が
 乗
り
出
し
て
く
れ
 ば
 、
も
う
、
し
め
た
も
の
だ
 っ
た
 。
私
が
こ
う
し
た
方
法
で
、
い
ち
ぼ
 ん
 最
初
に
導
 い
た
の
は
、
 下
 

 
 

谷
の
山
伏
 灯
 で
医
療
機
械
の
製
造
を
や
っ
て
い
た
 岩
楯
 岩
古
 さ
ん
夫
妻
だ
っ
た
。
 

  



出
家
と
い
う
も
の
は
、
生
き
た
人
を
救
 う
 の
で
は
な
い
 
。
死
ん
だ
ほ
と
け
の
骨
を
守
る
も
の
で
あ
る
。
大
音
声
 
を
 

一
 
W
-
 

間
の
菩
提
心
を
発
さ
せ
、
人
類
を
救
 う
 、
こ
れ
は
在
家
 か
ら
叫
ぶ
時
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
既
成
仏
教
で
は
救
済
さ
れ
な
い
と
い
う
 捉
 え
方
が
浸
透
し
、
そ
れ
に
替
わ
り
得
る
世
界
が
模
索
さ
 
れ
て
ぃ
 

る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
そ
れ
を
促
し
た
の
は
、
西
田
無
 学
 、
久
保
角
太
郎
、
小
谷
喜
美
な
ど
の
生
活
遍
歴
か
ら
 
窺
え
る
よ
 

農
村
か
ら
都
市
に
移
動
し
、
郷
里
の
共
同
体
か
ら
離
れ
 
、
そ
こ
で
苦
難
に
対
応
し
得
る
生
活
世
界
の
構
築
を
求
 
め
た
一
つ
 

る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
初
期
の
霊
友
会
信
者
に
も
 全
 て
 で
は
な
い
が
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

新
た
な
救
済
の
た
め
の
世
界
観
提
示
と
、
そ
れ
を
具
現
 
す
る
た
め
の
装
置
が
備
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
宗
教
運
動
 
と
し
て
 

能
 で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
既
成
仏
教
と
の
対
抗
関
係
の
な
 か
で
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
 

も
っ
て
 、
 入
 

っ
た
と
考
え
 

う
に
、
地
方
 

の
帰
結
で
あ
 

の
展
開
が
可
 

金
 欄
の
袈
裟
衣
を
か
け
て
も
、
 

膓
 わ
た
が
腐
っ
て
い
た
 ん
で
は
、
仏
は
ご
守
護
に
な
ら
な
い
。
ど
ん
な
 濫
 %
 を
 ま
と
っ
て
い
て
 

も
、
 垢
が
つ
い
て
い
な
い
で
、
心
の
錦
を
も
っ
て
霊
界
 を
信
じ
ご
先
祖
の
ご
供
養
す
る
者
は
、
霊
界
の
ご
守
護
 
が
あ
っ
て
僅
僅
 と
 

 
 

輝
い
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 

 
 

べ
て
い
る
。
 

こ
う
し
た
既
成
寺
院
，
僧
侶
に
対
す
る
批
判
は
霊
友
会
 に
 底
流
と
し
て
あ
る
。
そ
れ
は
寺
院
・
僧
侶
が
社
会
的
 
困
窮
 層
 に
た
い
し
て
 

の
 冷
た
い
仕
打
ち
を
し
て
い
る
と
写
っ
た
た
め
で
あ
ろ
 
ぅ
 。
小
谷
喜
美
喜
立
文
会
初
代
会
長
、
一
九
 0
 一
｜
 一
九
 三
 、
久
保
角
太
郎
は
 

大
 小
谷
安
吉
の
弟
）
が
久
保
角
太
郎
に
随
い
、
夫
も
病
 気
を
治
す
た
め
修
行
を
行
っ
て
い
た
一
九
二
五
年
頃
に
 
、
郷
里
 
一
 
神
奈
川
県
三
一
 

浦
 郡
南
下
 浦
村
 ）
に
戒
名
を
集
め
に
行
っ
て
い
る
。
 そ
 の
時
、
過
去
帳
の
台
帳
の
閲
覧
を
断
ら
れ
た
体
験
を
怒
 
り
を
持
っ
て
思
い
出
し
   



「生活の宗教」   ての新宗教 

  
と 

」（ の左。 つ 陥 雪女 意 % １ そ って 先祖 （ ） 3 捉え 人間 （ ） 2 現実 （ ） l 
下宮 伝味夫 れいは 光 る は人世世会 0 あ 父 統を方を る 悪 阻 利己 世 間観 弄 は 界観 

る方仏現 と ・散在 一家と業観 0 倣 い、 主 
悪世、 

界 
こ 母 の 以 0 す う 悪 義 
3 万 場 下 家 ろ 苦 因 的 

観、 

も 離 縁 存 五 
0 双倉 、 め よ （ 右ののの 

救 
あ 方 在 濁 済 
ら の 失 う 倶 け と 宇申 た で   観 
ゆ 先 祖 に 妻 し 萎 め あ 

悪世 

な 
る 祖 の 説 方 て 論 に   ど 

を 成 な c 仏 先祖 ）徳 がそ 供養 「 明し 総 祖 そ ど つ 
を の と て 起 戒 み で れ 

と捉 

  
名 主 き ま @ て 

先 え ま @ なく 菩提心 象徴的 対象と いうと いる。 」を てて 祖、 る 以一 

」 伺 い     
親 そ 

@s@. なる。にまと 家 " " と々                     
記 の な   
誠 信 そ で ど 起 

柵舌床 

  
さ 者 こ 苦 か 因 た 
れ の で し ら 了ひ @@ @     、 家 の ん   人 で 

で 

間別 「悪業 

    

でいる 「過去 庭で水 先祖は 己     

  
宝生 

で 

因 予丈 

縁 @ 」   
求 

は要 

    を め t 
  孫 も る と   １ 目 ど 友 は自分 節の 創 霊 、 き 

継 
め   

き こ諦 「巧知 なら るぜ 

ま 生 ど せ ぎ   
れ 院 夫 ろ は自 偕老考え 

ヲヒ 

  
ら に 分 る 。 法婦 道 奴 た め 負 

霊 悪 方 に   の生 つなれる 一。一 l 友 喜 へ   込 
。 が 命 会 施 の 子 む 

る の に 光 広 孫 存 
主 根 お 祖 が は 在 
命 源 で 

の す   あ 
恨 む は 家 も に る 

  

一   一 " 

霊
友
会
に
お
け
る
救
済
観
と
そ
の
実
現
方
法
 



す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
祖
は
成
仏
す
る
と
説
明
し
て
 
い
る
。
そ
れ
と
共
に
、
畜
類
、
土
地
、
神
・
仏
な
ど
 軸
 一
眼
に
拡
大
す
る
も
の
で
 

あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
家
の
先
祖
に
限
定
さ
れ
な
く
、
 
個
人
が
そ
う
し
た
因
縁
の
継
承
を
無
限
に
背
負
い
込
む
 
存
在
と
し
て
位
置
付
け
 

ら
れ
て
い
る
と
 い
 え
る
。
 

こ
う
し
た
先
祖
供
養
を
柱
に
し
た
救
済
観
を
実
現
す
る
 た
め
に
、
信
者
自
ら
の
厳
し
い
信
仰
生
活
が
求
め
ら
れ
 
て
い
る
。
そ
れ
は
 霊
 

文
会
の
存
立
根
拠
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
 
る
 。
 

霊
界
と
は
、
考
え
て
出
る
も
の
で
ほ
あ
り
ま
せ
ぬ
。
 
そ
 れ
を
知
る
に
は
、
説
明
を
聞
く
よ
り
、
第
一
に
自
分
自
 
身
 が
実
践
す
べ
 

き
で
あ
り
ま
す
。
 

宗
教
は
、
理
屈
や
舌
口
業
で
は
な
い
。
 

こ
う
し
た
強
烈
な
体
験
主
義
に
基
づ
く
自
信
は
、
 霊
友
 会
系
諸
教
団
に
窺
え
る
も
の
で
あ
る
。
既
成
仏
教
に
お
 
い
て
救
済
の
客
体
と
 

位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
信
徒
か
ら
、
自
ら
を
救
済
の
主
 
体
 へ
と
転
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
可
能
な
も
の
と
な
 っ
た
 。
そ
れ
は
在
家
主
 

義
を
貫
く
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 自
ら
が
信
仰
主
体
と
し
て
 の
 位
置
を
確
立
す
る
こ
と
と
表
裏
の
関
係
に
な
る
。
 
一
 九
三
八
年
 に
妙
智
含
め
 

開
祖
宮
本
ミ
ツ
二
九
 0
0
 二
九
八
色
の
大
宮
本
孝
 平
 
二
八
九
一
 ｜
 一
九
四
五
一
九
三
六
年
に
第
七
支
部
長
に
な
 っ
て
い
る
 一
は
 以
下
の
よ
 

う
に
述
べ
て
い
る
。
 

法
華
経
を
持
つ
者
と
錐
も
口
の
み
一
天
四
海
曹
 
帰
 妙
法
 を
 唱
へ
其
の
心
な
く
其
の
行
ひ
な
き
者
は
皆
 凡
 節
黒
 師
 な
り
。
故
に
 佛
 

の
 大
慈
悲
も
何
等
 要
 を
な
さ
ず
、
故
に
 佛
法
 信
仰
を
仰
 ぐ
も
の
 又
 少
し
。
 
此
 状
態
の
秋
（
 と
き
 ）
に
当
り
我
等
 在
家
 佛
法
 上
書
肺
 

  

「
総
戒
名
」
と
と
も
に
先
祖
供
養
に
と
っ
て
重
要
な
も
 の
は
「
過
去
帳
」
で
あ
る
。
「
過
去
帳
」
に
大
方
、
妻
 方
 、
母
方
な
ど
の
六
親
 

替
肩
、
そ
れ
以
上
の
親
類
縁
者
の
故
人
を
で
き
る
だ
け
 
多
く
探
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
教
団
独
自
の
「
 生
院
徳
 」
 の
 戒
名
を
付
与
し
、
供
養
 

  



「生活の宗教」としての 新宗教 

と 間 営 ら 形 情 経 
の 前 成 者 運 西 

ぅ で 者 た 写断浦 、 の三む霊 ょ文園 者す 自動 田と   
議 た 察 私 人 し 五 木 。 喜 継 、 あ 主 て 家 人 

を そ 美 素 人 る 体 い 主 保   深く 思い医者や 主 体か 私が かれ 一 日 f テ 、 修行 契機 方法 項 で 信仰 び敬 して 久 、 
て ム 目 主 に と 述 集 る 在 保 信 

「 一 

処 事 由 ま ま し   
な れ 払 い に 
ぃ ば は か 身 起   
" " お と 体 因 

格   
的 九セハ 傍の克服 標 を の 変化 @ 軽 口もき 題目を 思いま な そ ・ す 一 
修 れ 起 る も     ，一 丁丁 了び @@ @ 克 こ 在 

よ い て 、 り   生 先 枠 と 家 
う と 休 % ま る - 一 一 活 祖 組 は 法 
な い ん 医 し こ 週 を か き 、 華 

  



「
き
れ
い
な
体
に
な
っ
て
」
と
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
、
 厳
し
い
修
行
が
心
身
の
転
換
を
も
た
ら
し
て
い
っ
た
 
と
 認
識
し
て
い
 

こ
う
し
た
厳
し
い
修
行
は
当
時
の
信
者
た
ち
に
も
課
せ
 ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
 妙
智
 含
の
開
祖
宮
本
ミ
ツ
「
 妙
 智
へ
の
道
」
な
ど
 

 
 

描
か
れ
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
な
厳
し
い
修
行
体
験
は
信
仰
の
「
正
し
さ
」
 を
 確
信
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
 
 
 

自
分
の
心
の
中
に
僻
心
が
あ
る
と
同
じ
よ
う
に
、
祖
先
 
の
 霊
に
も
僻
心
が
残
っ
て
い
る
か
ら
、
自
分
と
共
に
 
祖
 先
 の
 佛
 、
 
心
 

じ
 護
り
、
 
成
 佛
を
所
念
す
る
・
・
・
・
・
・
つ
ま
り
、
祖
先
の
成
 

佛
は
自
分
の
成
 佛
 と
な
る
。
 
い
 Ⅰ
か
え
れ
ば
、
先
祖
 供
 養
 と
は
祖
先
 

の
 傍
心
を
呼
び
起
し
、
自
分
と
共
に
成
 僻
 す
る
こ
と
を
 所
願
す
る
こ
と
な
の
だ
。
し
か
も
、
今
ま
で
の
よ
う
に
 
、
祖
先
の
霊
 

の
 坊
主
に
 伍
 し
て
お
く
の
で
は
他
人
任
せ
で
あ
っ
て
 、
 

 
 

こ
う
し
た
修
行
は
更
な
る
宗
教
実
践
へ
と
導
く
も
の
と
 な
る
。
そ
し
て
、
在
家
主
義
で
信
仰
者
と
し
て
は
知
識
 
人
も
庶
民
も
全
 

人
は
平
等
で
あ
る
と
い
う
平
等
思
想
に
支
え
ら
れ
、
 
信
 仰
 実
践
に
 よ
 る
競
争
原
理
が
導
入
さ
れ
る
。
そ
れ
は
 導
 い
た
人
数
に
よ
っ
 

国
内
で
の
指
導
的
ス
テ
ー
タ
ス
の
上
昇
す
る
原
理
で
あ
 
る
 。
早
く
か
ら
法
座
主
、
支
部
長
剣
が
敷
か
れ
て
い
く
 
。
ま
た
、
霊
的
 ス
 テ て て を の を ほ ろ 

l 教 の 青 雲 念 も 

た
囲
 

た
ん
だ
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
つ
ら
い
修
行
が
あ
る
け
れ
ど
 も
 、
き
っ
と
最
後
に
は
極
楽
浄
土
の
良
い
 処
へ
 行
く
こ
 と
が
出
来
る
。
 辛
 

抱
 し
て
ど
こ
ま
で
も
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
お
数
珠
を
持
 
っ
て
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
お
棒
を
か
け
て
、
修
行
し
 て
 行
く
の
が
良
い
 

と
い
う
こ
と
を
何
回
も
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
一
週
間
程
 
休
ん
で
お
り
ま
す
と
、
だ
ん
だ
ん
お
か
ゆ
も
食
べ
て
み
 
よ
う
、
お
水
も
飲
 

ん
で
み
よ
う
と
い
う
気
分
に
な
り
ま
し
て
、
体
の
変
化
 
も
 一
週
間
の
中
に
き
れ
い
な
体
に
な
っ
て
 又
 起
き
上
る
 こ
と
が
出
来
ま
し
   

診
断
で
お
薬
を
三
日
分
程
い
た
だ
い
て
休
ん
で
お
り
ま
 
し
た
。
夢
の
中
で
お
前
は
こ
う
い
う
因
縁
を
持
っ
て
 、
 
此
の
国
に
出
て
来
 

 
  

 



 
 

こ
ろ
だ
け
を
一
部
経
か
ら
抜
い
て
青
 

い
 お
経
巻
「
朝
夕
 

の
お
つ
と
め
し
を
作
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
。
 

こ
れ
は
一
九
三
 

0
 年
の
こ
と
で
あ
る
。
日
常
的
宗
教
案
 

践
を
可
能
に
し
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
世
俗
生
活
と
 

適
合
で
き
る
方
策
が
 

教
 

朋
 編
み
出
さ
れ
た
と
い
え
る
。
 

さ
ら
に
信
仰
主
体
と
し
て
の
自
己
の
存
在
性
を
 

絶
え
ず
確
認
、
強
化
す
る
も
の
と
し
て
自
ら
が
布
教
主
 

体
 と
位
置
付
け
ら
れ
る
「
 

導
 

の
へ
の
布
教
を
始
め
て
い
る
。
そ
の
後
も
東
京
市
中
 

」
 会
教
乙
と
 

き
 」
実
践
が
挙
げ
ら
れ
る
。
小
谷
喜
美
は
壷
一
五
友
 

2
 

 
 

 
 

七
丁
 

性
 
い
る
「
私
の
修
行
生
活
三
十
五
年
ヒ
 

に
 描
か
れ
て
 
い
る
。
そ
れ
以
外
に
も
信
者
も
体
験
談
を
述
べ
る
「
 

野
外
説
法
」
、
講
演
会
も
頻
繁
 

  

ま
す
と
、
在
家
信
仰
だ
か
ら
、
三
十
分
で
朝
夕
の
お
つ
 と
め
が
で
き
な
か
っ
た
ら
駄
目
だ
と
舌
口
わ
れ
て
、
こ
の
 時
代
に
必
要
な
と
 

ち
の
ほ
う
を
読
ん
で
い
る
う
ち
に
、
こ
っ
ち
が
間
違
っ
 て
き
た
と
。
こ
 う
 ゆ
 う
 よ
う
な
わ
け
で
、
私
が
一
所
懸
 念
念
願
し
て
お
り
 

私
は
学
校
行
っ
て
ま
せ
ん
か
ら
、
あ
ん
ま
り
字
が
読
め
 
な
い
で
す
か
ら
、
読
む
こ
と
は
読
む
し
だ
け
ど
っ
か
 
え
 て
し
ま
う
。
こ
っ
 

ん
で
す
。
そ
し
て
、
結
が
夜
の
つ
と
め
と
い
う
こ
と
で
 や
っ
て
お
り
ま
す
と
、
間
に
「
提
婆
達
多
ロ
㌍
を
あ
げ
 
ろ
と
言
わ
れ
る
。
 

ざ
い
ま
す
。
朝
に
開
を
あ
げ
る
と
、
さ
ら
さ
ら
と
読
め
 
な
い
で
、
 っ
 か
え
る
も
ん
で
す
か
ら
、
二
時
間
ぐ
ら
い
 か
か
っ
て
し
ま
う
 

要
 で
あ
る
。
こ
の
典
型
が
霊
友
会
の
場
ム
尺
「
 青
 経
巻
」
 で
あ
る
。
 

法
華
経
 
-
 
マ
マ
 -
 は
 、
お
釈
迦
さ
ま
の
お
説
に
な
ら
れ
 
た
 教
え
で
、
そ
れ
に
、
開
の
 

薩
 行
法
網
」
が
あ
る
。
長
い
長
い
お
経
で
ご
ざ
い
ま
し
 
て
、
 私
が
入
会
し
た
当
時
に
 

宥
 @
 
重
義
 脛
 」
と
、
結
の
「
僻
説
 観
 普
賢
吾
 

は
 、
そ
の
 開
 と
結
が
朝
夕
の
お
っ
と
め
で
 ご
 

-
 
お
一
 

タ
ス
と
し
て
戒
名
を
付
与
す
る
力
が
あ
る
資
格
者
に
与
 え
ら
れ
る
「
法
名
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
 

在
家
主
義
を
標
 傍
し
 、
生
活
者
で
あ
る
信
者
自
ら
が
 宗
 教
 運
動
の
玉
体
と
し
て
担
え
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
 
可
 能
 に
す
る
装
置
が
必
 



に
 開
い
て
い
る
。
 島
薗
 進
は
昭
和
初
期
の
霊
友
会
の
特
 質
を
実
行
重
視
、
各
自
が
先
祖
供
養
実
践
を
営
む
と
 
ぃ
 う
 自
助
の
思
想
、
近
代
 

的
 知
に
た
い
し
て
の
 反
 権
威
主
義
な
ど
に
基
づ
く
「
 体
 

 
 

勤
 し
た
孤
立
的
大
衆
が
 

自
己
確
立
を
促
す
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
指
摘
は
妥
当
 
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

そ
の
体
験
主
義
の
宗
教
的
実
践
と
し
て
中
心
的
位
置
を
 占
め
て
い
る
の
は
「
導
き
」
で
あ
る
。
こ
の
「
導
き
」
 
の
 意
義
付
け
を
、
 教
 

勢
の
伸
長
と
し
て
で
は
な
く
、
「
因
縁
」
を
背
負
う
自
 己
の
存
在
性
を
自
覚
す
る
修
行
と
位
置
付
け
る
こ
と
に
 
よ
り
、
そ
の
正
統
化
が
 

な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
昭
和
二
、
三
年
頃
小
谷
喜
美
 
は
 自
身
の
修
行
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
 
 
 

会
員
の
方
を
お
導
き
に
行
か
せ
て
い
た
 
ダ
 く
の
に
、
 何
 時
も
久
保
先
生
か
ら
小
谷
の
家
内
室
者
 註
 
小
谷
喜
美
 
-
 は
 一
番
因
縁
 

が
 深
い
ん
だ
か
ら
、
主
人
一
筆
者
 註
 
小
谷
安
土
 
巳
 よ
り
 も
 家
内
が
行
け
ば
い
，
ん
だ
、
主
人
は
下
駄
を
履
い
て
 
歩
い
て
も
、
お
前
 

は
 若
い
ん
だ
か
ら
跣
で
歩
け
ば
い
，
ん
だ
と
舌
口
わ
れ
ま
 し
た
。
私
は
当
時
何
里
の
道
、
一
日
に
三
里
や
四
 
里
の
 道
は
歩
か
な
い
こ
 

 
 

と
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
 

こ
こ
に
窺
え
る
よ
う
に
修
行
は
自
己
の
業
障
、
先
祖
 
か
 ら
の
「
因
縁
」
を
自
覚
す
る
手
段
と
位
置
付
け
て
い
る
 
。
こ
れ
は
霊
友
会
系
 

教
団
に
も
引
き
継
が
れ
て
 し
 
Ⅰ
 0
@
 

{
 
3
 
Ⅱ
 
じ
 

「
導
き
」
か
ら
得
た
体
験
が
自
己
に
と
っ
て
意
味
あ
る
 体
験
と
し
て
内
面
化
さ
れ
る
た
め
に
は
、
他
者
か
ら
の
 
承
認
と
他
者
に
も
 共
 

有
さ
れ
 ぅ
 る
も
の
と
な
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
 霊
 文
会
の
場
合
「
説
法
会
」
、
「
法
座
」
な
ど
の
機
会
を
利
 崩
 し
て
体
験
談
を
披
歴
 

す
る
方
法
が
採
ら
れ
て
い
た
。
霊
友
会
が
組
織
的
活
動
 
を
営
む
以
前
に
は
久
保
角
太
郎
・
 兄
 安
吉
な
ど
に
よ
っ
 て
 日
比
谷
公
園
な
ど
で
 

説
法
会
を
開
い
て
 し
 
十
八
Ⅰ
 

-
l
 

i
 
 

こ
 
一
 
。
 そ
の
後
も
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
 
配
り
、
新
宿
な
ど
で
説
法
会
を
開
い
て
い
る
。
そ
の
 
説
 法
 に
小
谷
喜
美
も
参
加
 

し
て
い
た
。
 

  



 
 

モ
本
 

当
時
の
法
座
と
い
う
の
は
、
ま
ず
、
お
経
を
読
話
し
、
 
そ
れ
か
ら
体
験
談
を
会
員
た
ち
が
話
し
、
責
任
者
が
 
挨
 移
 し
て
、
最
後
 

 
 

 
 

に
 久
保
先
生
、
小
谷
先
生
の
お
話
を
拝
聴
す
る
の
が
、
 

  

 
 

 
 

 
 

こ
こ
に
は
法
座
の
様
子
が
穏
や
か
に
描
か
れ
て
い
る
が
 、
そ
れ
は
修
行
の
場
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
。
 

 
 

 
 

教
 

成
年
に
霊
友
会
に
入
会
し
た
宮
本
ミ
ツ
は
四
谷
支
部
 
に
 最
初
に
行
っ
た
時
の
様
子
を
驚
き
を
持
っ
て
描
い
て
 
い
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

題
目
と
拍
子
木
の
ほ
か
に
一
切
昔
の
無
い
 佛
 上
議
と
ち
 が
め
、
 
こ
 
）
に
は
生
の
言
葉
が
は
げ
し
く
飛
び
交
っ
て
 い
た
。
題
目
三
 

 
 

ム
ム
 

初
期
 

久
 

さ
れ
 

様
子
 員

の
増
加
に
伴
い
霊
友
会
の
仏
壇
の
安
置
さ
れ
て
い
る
 場
所
・
法
座
で
の
信
者
同
士
の
集
ま
り
が
持
た
れ
る
よ
 
う
に
な
る
。
そ
の
 

 
 

の
姿
は
久
保
角
太
郎
、
小
谷
喜
美
の
指
導
で
あ
っ
た
 
と
 思
わ
れ
る
。
 

保
 角
太
郎
、
小
谷
喜
美
に
よ
る
個
別
的
指
導
と
い
う
 
様
 ま
か
ら
、
会
員
の
増
加
に
伴
 い
 教
団
組
織
単
位
と
し
て
 支
部
組
織
が
形
成
 

て
い
き
、
支
部
で
も
布
教
教
化
の
た
め
に
法
座
で
の
 
集
 ま
り
が
持
た
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
九
三
三
 

一
昭
和
八
 
-
 年
頃
の
 

を
 一
九
三
 0
 
@
 和
毛
年
に
入
会
し
た
草
田
伊
三
郎
は
 
以
下
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。
 

会
の
組
織
に
し
て
も
、
理
事
長
が
久
保
角
太
郎
先
生
、
 初
代
会
長
は
小
谷
喜
美
先
生
と
決
め
ら
れ
、
そ
の
下
に
 
支
部
が
結
成
さ
 

れ
た
が
、
何
し
ろ
本
部
が
小
谷
先
生
の
私
宅
だ
か
ら
、
 ム
菖
デ
 同
に
会
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
で
本
部
 
か
ら
の
指
導
が
 徹
 

広
 さ
れ
な
い
こ
と
が
起
き
て
く
る
。
そ
う
し
た
こ
と
が
 な
い
よ
う
に
、
会
員
指
導
は
、
各
支
部
の
法
座
で
徹
底
 
し
て
行
う
こ
と
に
 

な
っ
た
。
も
と
も
と
在
家
信
仰
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
 家
業
を
大
切
に
す
る
よ
う
に
教
え
て
戴
い
て
い
た
か
ら
 
、
法
座
は
夜
の
 セ
 

時
 ご
ろ
か
ら
行
わ
れ
る
の
が
普
通
だ
っ
た
。
そ
こ
へ
、
 久
保
先
生
、
小
谷
先
生
が
お
い
で
に
な
っ
て
 
、
 親
し
く
 指
導
し
て
く
だ
さ
 

る
 。
各
法
座
と
も
競
争
す
る
よ
う
な
形
で
、
法
座
に
会
 
員
を
集
め
、
 両
 御
師
を
お
迎
え
し
た
。
お
二
人
と
も
お
 休
み
に
な
る
時
間
 

も
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
ほ
ど
、
各
法
座
を
回
っ
て
ご
 
指
 導
 を
な
さ
っ
た
が
寸
暇
も
な
い
こ
と
を
心
か
ら
お
喜
び
 
の
よ
う
だ
っ
た
。
 



 
 こ

こ
に
は
法
座
が
布
教
上
の
組
織
単
位
と
し
て
の
性
格
 と
 、
宗
教
的
教
化
実
践
の
単
位
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
 
て
い
た
と
い
え
る
。
 

特
に
後
者
の
意
味
が
信
仰
覚
醒
 と
共
苦
 体
験
を
醸
成
す
 る
た
め
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
よ
う
。
 
こ
 う
し
た
特
質
は
霊
友
会
 

宗
教
団
で
あ
る
立
正
佼
成
会
、
 妙
智
 舎
な
ど
に
も
受
け
 継
が
れ
て
い
る
。
 

あ
と
が
き
 

新
宗
教
運
動
と
し
て
の
霊
友
会
の
特
質
を
、
既
成
仏
教
 
と
の
 係
 わ
る
側
面
か
ら
挙
げ
る
と
以
下
の
よ
う
に
 
纏
 め
る
こ
と
が
出
来
よ
 

う
 。
霊
友
会
の
特
質
は
在
家
主
義
を
標
 傍
し
 、
聖
者
と
 俗
人
と
い
う
隔
絶
を
取
り
払
い
、
全
て
の
者
に
救
済
力
 
を
 獲
得
す
る
こ
と
が
で
 

き
る
と
い
う
開
か
れ
た
宗
教
運
動
で
あ
る
。
そ
れ
は
 僧
 偶
 に
救
済
力
が
失
わ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
の
も
と
で
 運
動
が
展
開
さ
れ
て
 ぃ
 

っ
た
 。
僧
侶
へ
の
評
価
が
「
金
次
第
で
法
要
が
な
さ
れ
 
る
 」
な
ど
と
認
知
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
聖
者
・
 超
世
俗
者
と
し
て
の
め
 
示
 

教
的
力
 を
失
い
、
僧
侶
は
世
俗
の
一
つ
の
職
業
人
で
あ
 
る
と
い
う
認
識
に
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
 ぅ
か
 。
明
治
維
新
政
府
 

-
 
℡
 -
 

は
 僧
侶
を
身
分
と
し
て
で
は
な
く
、
職
分
と
し
て
位
置
 
付
け
た
。
そ
れ
は
超
俗
身
分
と
し
て
の
僧
侶
の
特
権
の
 
喪
失
を
意
味
す
る
。
 

俗
 

人
 が
自
ら
戒
名
を
付
与
し
、
救
済
力
を
持
ち
う
る
と
い
 ぅ
 思
想
は
、
超
俗
身
分
と
し
て
の
僧
侶
の
み
が
そ
れ
を
 
な
し
う
る
と
い
う
垣
根
 

が
 取
り
払
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
う
る
も
の
で
 
あ
る
。
そ
し
て
職
分
と
し
て
の
僧
侶
の
救
済
力
に
疑
義
 
が
 生
じ
た
時
に
は
、
 
新
 

ッ は 昧 
」 全 の 
と く 静 
い 異 け 
う 常 さ 

『 な は 

、 」 たく 究呪 よ 集含 

で 
の も 喧 

奏あ 雙 
ロ つ 」 

が た し 

  
  
  

  
  

    
に 発 通 
き す っ 
た る て 
わ 「 お     
と ツ よ そ 
み え 目 
つ い に 

  



@ 生活の宗教」としての 新宗教 

註
 

了
一
柳
田
圃
 男
 
「
先
祖
の
話
」
筑
摩
書
房
、
一
九
四
六
年
。
 

有
 賀
書
左
衛
門
「
一
つ
の
日
本
文
化
論
 ｜
 柳田
園
 男
 に
関
連
し
 て
 」
 未
 来
社
、
一
九
 
セ
六
 

年
 。
池
上
皮
 正
 
「
民
間
立
者
信
仰
の
研
究
１
 
@
 

上
木
教
学
の
視
点
か
 ら
 日
未
来
社
、
一
九
九
九
年
。
 

一
 
2
 ）
佐
々
木
 宏
幹
ズ
 ほ
と
け
）
 と
カ
 」
吉
川
弘
文
館
、
二
 
0
 0
 
二
年
、
一
 0
 四
頁
。
 

（
 
3
 一
 
梅
津
和
司
「
久
保
角
太
郎
の
信
仰
遍
歴
に
関
す
る
三
つ
の
 
問
題
」
 -
 
立
正
佼
成
会
「
中
央
学
術
研
究
所
紀
要
ロ
十
一
号
、
一
 

九
八
二
年
一
、
一
 0
 九
｜
 

一
四
 0
 頁
 。
森
岡
清
美
「
家
の
変
貌
と
先
祖
の
水
三
日
本
基
督
教
 
日
出
版
局
、
一
九
八
四
年
。
 

-
4
 ）
由
木
義
文
「
西
田
無
学
研
究
ノ
ー
ト
」
山
高
扇
仏
書
林
、
 一
九
八
三
年
。
 

一
 
5
 一
 
前
掲
 一
 
4
 一
 「
西
田
無
字
研
究
ノ
ー
ト
ロ
、
一
七
 
｜
 二
三
頁
。
 

 
 

（
 
6
 一
 
川
添
景
「
既
成
仏
教
改
革
運
動
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
 

光
明
会
を
中
心
に
」
（
手
本
貫
 
編
コ
柵
集
 日
本
仏
教
典
 
9
 
 大
正
 ・
昭
和
時
代
」
雄
山
 
閣
 、
 

織
 

 
 

一
九
八
八
年
）
、
五
三
ー
 セ
 四
頁
。
藤
井
健
志
「
大
日
本
仏
教
済
世
 
軍
の
性
格
」
一
同
上
「
論
集
日
本
仏
教
 
史
 9
 
 大
正
 

き
、
 セ
五
｜
一
 0
 

 
 

 
 

上
 
ハ
頁
。
 

と
 引
き
継
が
れ
、
霊
友
会
宗
教
運
動
と
し
て
結
実
し
て
 
い
っ
た
。
 

そ
の
運
動
が
実
現
す
る
た
め
に
は
在
家
主
義
に
基
づ
く
 救
済
観
の
提
示
と
、
そ
れ
を
具
現
化
す
る
た
め
の
方
策
 
の
 構
築
が
必
要
 

る
 。
日
常
的
宗
教
実
践
を
可
能
に
す
る
装
置
 
雀
 立
文
会
 様
式
の
仏
壇
と
、
そ
こ
で
の
「
総
戒
名
」
、
経
典
と
し
 て
の
「
 青
 経
巻
」
 

成
な
ど
と
と
も
に
、
平
等
主
義
に
基
づ
く
布
教
、
信
 
仰
 教
化
・
深
化
へ
の
道
筋
の
確
立
で
あ
る
。
そ
れ
は
 
真
 宗
教
団
の
「
 オ
ザ
 

座
二
 、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
会
に
お
け
る
「
家
庭
集
会
」
 な
ど
に
み
ら
れ
る
家
の
枠
組
に
規
定
さ
れ
て
い
た
も
の
 
か
ら
、
参
加
者
 個
 

 
 

の
 赤
裸
々
 な
 信
仰
告
白
、
 餓
悔
 に
よ
る
信
仰
深
化
を
重
 要
 な
柱
と
し
て
営
ま
れ
て
い
た
法
座
の
存
在
で
あ
る
。
 
そ
こ
で
相
互
に
厳
 

修
行
が
営
ま
れ
た
。
こ
れ
こ
そ
新
た
な
信
仰
共
同
体
の
 
基
盤
を
築
き
あ
げ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 

で
あ
 

0
 件
 

（
 御
 

 
 

 
 

た
な
方
策
の
模
索
が
試
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
 
一
 つ
の
応
答
と
し
て
西
田
無
学
の
宗
教
運
動
と
し
て
展
開
 さ
れ
、
久
保
角
太
郎
 へ
 



（
 
7
-
 西
山
茂
「
新
宗
教
の
展
開
時
代
ご
と
の
特
徴
」
（
井
上
 順
孝
 佃
 編
「
新
宗
教
卓
 き
 弘
文
 堂
 、
一
九
九
 0
 年
 一
、
二
八
 
｜
一
 一
九
頁
。
 

（
五
戸
坂
潤
「
戸
坂
潤
全
集
」
第
四
巻
、
助
草
書
房
、
一
九
六
 六
年
、
四
二
八
 ｜
 四
二
九
頁
。
 

-
9
 
一
大
内
力
編
「
日
本
の
歴
史
」
二
四
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
 九
六
七
年
、
四
二
二
 ｜
 四
二
四
頁
。
 

而
一
 
霊
友
会
 史
 資
料
編
纂
委
員
会
編
 ヨ
 正
女
令
史
資
料
 
目
一
｜
 3
 巻
、
霊
友
会
、
一
九
八
八
年
、
一
二
四
 ｜
一
セ
セ
頁
 、
一
セ
 九
｜
 二
三
四
頁
。
 

@
 
一
 前
掲
 @
 
一
ヨ
五
友
 
会
史
 資
料
」
 一
 １
 3
 巻
、
一
四
 0
 頁
 。
 

@
 
一
 前
掲
一
四
 
夏
 五
友
金
史
資
料
」
 一
 １
 3
 巻
、
一
四
四
頁
。
 

総
 ）
草
田
伊
三
郎
「
根
性
を
直
せ
 ロ
佛
 万
世
界
 社
 、
一
九
 セ
四
 午
 、
三
四
 ｜
 三
五
頁
。
 

@
-
 

前
掲
穣
一
「
根
性
を
直
せ
」
、
六
三
 
｜
 六
四
頁
。
 

一
片
 
-
 久
保
 網
 成
 編
 
「
小
谷
喜
美
沙
天
の
音
楽
」
 佛
万
 世
界
 社
 

一
九
七
二
年
、
四
四
 
｜
 四
五
頁
。
 

@
 
一
前
掲
 花
 -
 っ
 
小
谷
喜
美
妙
天
の
音
楽
目
、
一
一
頁
。
 

@
 
一
 前
掲
 -
 
帖
 一
 「
小
谷
喜
美
沙
天
の
音
楽
 L
 
、
一
二
頁
。
 

@
-
 

幸
木
 貢
 
「
現
代
日
本
に
お
け
る
先
祖
祭
祀
 
畦
 御
茶
の
水
書
 房
 、
 二
 0
0
 
一
年
。
 

-
 
円
）
前
掲
 @
-
 
夏
豆
文
会
 
史
 資
料
」
 一
 １
 3
 巻
、
四
七
 0
 頁
 。
 

元
 ）
前
掲
一
 %
 一
 「
小
谷
喜
美
妙
天
の
音
楽
」
、
一
一
 ｜
 一
二
 頁
 。
 

@
 
）
宮
本
武
保
「
宮
本
孝
 平
 
遺
珠
と
回
想
 ヒ
妙
智
倉
 、
一
九
 五
セ
年
 、
一
八
 ｜
 一
九
頁
。
 

宏
 -
 小
谷
喜
美
「
私
の
修
行
生
活
三
十
五
年
」
霊
友
会
教
団
、
 一
九
五
八
年
、
三
五
 
｜
 三
六
頁
。
 

元
一
信
仰
の
元
社
編
「
 
妙
 智
へ
の
道
」
信
仰
の
元
社
、
一
九
五
 二
年
、
七
四
 ｜
 一
八
二
頁
。
 

@
-
 

前
掲
 -
 
だ
 -
 「
 
妙
 智
へ
の
道
」
、
九
二
頁
。
 

元
 ）
前
掲
 爽
 ）
「
 
妙
 智
へ
の
道
」
、
一
一
 
0
 頁
 。
 

一
竺
 
前
掲
一
 %
-
 「
小
谷
喜
美
沙
天
の
音
楽
」
、
一
一
九
頁
。
 

（
 乙
 
前
掲
万
 -
 「
私
の
修
行
生
活
二
十
五
年
」
、
二
五
 

｜
二
 @
 
ハ
 頁
 。
 

@
 
一
具
 薗
進
 
「
新
宗
教
の
体
験
主
義
 ｜
 
初
期
霊
友
会
の
場
 ム
 
二
 
一
村
上
重
長
編
 門
 
大
系
 @
 仏
教
と
日
本
人
 托
 
民
衆
 と
社
ム
 
三
春
秋
社
、
一
九
八
八
 

年
 Ⅰ
 
二
セ
 セ
ー
 三
 二
六
頁
。
 

一
四
）
前
掲
 元
 ）
「
私
の
修
行
生
活
三
十
五
年
」
、
四
七
頁
。
 

（
㏄
立
正
佼
成
会
で
は
以
下
の
よ
う
に
そ
の
意
義
を
述
べ
て
い
 る
 。
 

  



「生活の宗教」として の 新宗教 

釘
一
 
前
掲
 茄
 -
 「
私
の
修
行
生
活
三
十
五
年
日
、
一
九
頁
。
 

-
 
ジ
一
 -
 
昭
和
三
年
頃
）
 究
 呪
の
修
行
を
朝
六
時
半
頃
か
ら
一
時
 間
 と
二
十
分
 位
 、
西
と
か
 東
 と
か
、
小
さ
な
家
で
す
け
れ
ど
二
人
 で
 修
行
さ
せ
ら
れ
る
の
 

で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
を
毎
日
日
記
に
書
い
た
り
、
法
論
を
何
も
 
わ
か
ら
な
く
と
も
自
分
達
が
お
経
を
修
行
さ
せ
て
戴
い
て
、
 そ
 れ
を
書
き
出
し
て
 修
 

付
 さ
せ
ら
れ
ま
す
。
心
あ
る
会
員
の
方
 タ
が
 五
人
で
も
十
人
で
 も
み
え
て
、
今
日
 私
 
-
 
筆
者
 註
 
小
谷
喜
美
一
が
先
生
に
な
る
 
 
 

一
筆
者
 
註
 
小
谷
喜
美
の
大
安
吉
 -
 が
 先
生
に
な
る
。
信
者
の
方
 々
に
お
話
を
し
た
り
、
 又
 信
者
の
方
 タ
 か
ら
質
問
を
受
け
た
り
し
 て
 、
久
保
先
生
か
 

ら
 批
判
を
し
て
戴
い
た
り
し
た
よ
う
な
修
行
も
や
っ
た
の
で
ご
ざ
 
い
ま
す
。
 ミ
 私
の
修
行
生
活
三
十
五
年
 ヒ
 
、
五
二
頁
）
 

お
一
 
前
掲
 芭
 -
 「
根
性
を
直
せ
 
L
 
、
八
三
ー
八
四
頁
。
 

@
-
 
前
掲
 -
n
,
.
U
-
 

「
 
妙
 智
へ
の
道
 L
 
、
八
二
頁
。
 

⑧
 -
 森
岡
清
美
「
身
分
か
ら
職
分
へ
 

改
革
に
み
る
僧
尼
の
世
俗
化
」
 -
 
竹
中
信
 常
 博
士
 頒
 芳
記
念
論
文
 集
 刊
行
委
員
会
編
「
 宗
 

散
文
化
の
諸
相
」
血
書
房
、
一
九
八
四
年
 -
 
、
三
七
一
 ｜
 三
八
四
 頁
 。
 

-
 
笹
 
真
宗
の
 オ
ザ
 、
キ
リ
ス
ト
教
会
の
家
庭
集
会
の
分
析
は
以
 下
 の
も
の
が
あ
る
。
森
岡
清
美
「
真
宗
教
団
と
「
 家
 」
制
度
」
 創
 支
社
、
一
九
六
二
年
、
 

一
一
 
0
 ｜
 一
二
二
頁
。
大
 濱
 徹
也
「
明
治
キ
リ
ス
ト
教
会
 史
 の
 研
 究
 」
吉
川
弘
文
館
、
一
九
 セ
 九
年
、
二
六
三
ー
二
九
六
頁
。
 

お
運
 と
を
し
な
古
い
と
言
わ
れ
る
の
も
、
こ
れ
は
会
員
の
数
を
ふ
 
や
す
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
お
導
き
に
よ
っ
て
私
共
の
心
 
や
 姿
を
教
え
示
し
 

て
 下
さ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
肺
病
で
あ
っ
た
人
は
肺
病
の
人
を
多
 
く
 導
く
よ
 う
 に
 、
 -
 中
略
 -
%
 

導
き
を
し
て
、
悩
ん
で
い
る
姿
、
 
考
え
て
い
る
 

気
持
、
迷
っ
て
い
る
姿
を
見
る
と
、
始
め
て
自
分
自
身
の
姿
を
鏡
 に
う
つ
し
出
さ
れ
た
如
く
あ
り
あ
り
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
 
で
あ
り
ま
す
。
 

お
 導
き
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
色
々
な
体
験
を
得
る
と
共
に
自
分
の
 
姿
を
か
え
り
み
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 

一
 
「
法
話
 
眞
の
 

反
省
六
月
十
五
日
本
部
 御 命
日
会
長
先
生
 
御
 訓
話
よ
り
」
「
 交
 成
 」
第
三
巻
 セ
号
 、
一
九
五
二
年
七
月
、
一
一
頁
 一
 

妙
智
曾
 で
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
 

導
く
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
自
身
の
た
め
だ
と
い
う
こ
と
で
す
よ
 
一
人
導
け
ば
一
人
成
仏
す
る
と
い
う
お
し
え
な
ん
で
す
か
ら
 

、
 五
 0
 人
も
導
 

い
て
ご
ら
ん
。
ど
ん
な
重
病
人
で
も
 

ぺ
ロ
ン
 と
な
お
っ
ち
ゃ
う
 
か
 ら
 。
 五
 0
 人
も
の
、
ア
ッ
プ
、
ア
ッ
プ
苦
し
ん
で
い
る
先
祖
が
 楽
に
な
る
ん
だ
 

か
ら
、
そ
れ
で
病
気
が
な
お
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
 

宅
 心
の
良
薬
 L
 編
纂
委
員
会
編
「
心
の
良
薬
」
 

妙
智
含
 奉
賛
 会
 、
一
九
 セ
 0
 午
 、
一
 0
 頁
 ）
   



日
本
特
有
の
信
仰
と
さ
れ
て
き
た
水
子
供
養
が
、
一
九
 八
 0
 年
代
の
 半
は
に
 、
妊
娠
中
絶
の
激
増
す
る
韓
国
の
 地
 に
渡
っ
て
か
ら
 十
 

㈲
 

 
 

 
 

数
年
が
経
過
し
た
 ム
 「
 日
 、
（
水
子
供
養
）
は
仏
教
の
枠
 を
 超
え
て
新
旧
キ
リ
ス
ト
教
や
民
族
宗
教
系
新
宗
教
に
 
ま
で
拡
散
し
て
お
り
、
 

8
 

 
 

「
 落
胎
 
（
中
絶
）
天
国
」
に
お
け
る
最
大
の
民
衆
宗
教
 と
 化
し
て
い
る
。
濃
厚
な
 遇
 電
信
仰
の
息
づ
く
宗
教
的
 土
壌
に
あ
っ
て
、
祖
先
 

序
 
韓
国
に
広
が
る
（
水
子
供
養
）
 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 日
本
特
有
の
信
仰
と
さ
れ
て
き
た
水
子
供
養
が
 
一
九
八
 
0
 年
代
の
半
ば
に
韓
国
に
緊
急
輸
入
さ
れ
、
「
 
落
胎
 天
国
」
の
民
衆
仏
教
と
 

な
っ
た
 ム
 
フ
日
、
濃
厚
な
残
雲
信
仰
を
背
景
に
、
中
絶
 
児
 の
黒
 9
 対
 じ
と
霊
境
 の
 ケ
ア
を
手
が
け
る
水
子
供
養
が
仏
教
の
枠
を
超
え
 
て
 拡
散
し
て
い
る
。
 

一
万
、
生
命
主
義
を
唱
え
る
韓
国
仏
教
界
の
指
導
 
層
は
 、
日
本
の
 水
子
供
養
を
韓
国
 式
に
 ア
レ
ン
ジ
し
て
、
仏
典
の
記
述
を
も
と
に
 
韓
国
仏
教
の
教
義
 

に
 立
脚
し
た
民
族
独
自
の
中
絶
 児
 供
養
法
を
創
案
し
、
「
胎
中
生
 
ん
 
叩
 保
護
運
動
」
に
（
水
子
供
養
）
を
取
り
込
ん
で
ゆ
く
こ
と
を
 目
 読
 ん
で
い
ろ
。
 中
 

絶
 反
対
の
た
め
の
規
範
的
生
命
正
義
を
唱
え
る
指
導
 層
は
、
 自
ら
 の
 生
命
主
義
の
論
拠
を
仏
典
に
求
め
る
が
、
堕
胎
を
め
ぐ
る
 仏
 典
の
経
文
か
ら
は
、
 

生
命
玉
義
の
言
説
に
止
ま
ら
な
い
、
中
絶
の
罪
業
を
背
負
っ
た
 信
者
の
信
仰
生
活
の
拠
り
所
と
な
る
民
衆
仏
教
の
生
命
論
を
 *
-
m
 

み
 解
く
こ
と
が
で
き
 

る
 。
韓
国
仏
教
の
へ
水
子
供
養
）
の
現
地
調
査
研
究
に
基
づ
い
て
 
、
民
衆
仏
教
の
生
命
論
を
考
察
し
、
仏
典
の
生
命
理
解
の
可
能
 性
を
探
る
こ
と
を
 本
 

稿
の
課
題
と
す
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 へ
水
子
供
養
Ⅴ
、
韓
国
仏
教
、
民
衆
仏
教
の
生
 

奇
論
、
仏
典
解
読
の
可
能
性
 

韓
国
仏
教
の
へ
水
子
供
養
）
 

｜
 民衆
仏
教
の
生
命
論
と
仏
典
理
解
 

 
 

渕
上
恭
子
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ろ
う
か
。
民
間
に
広
が
る
へ
水
子
供
養
）
と
、
韓
国
 仏
 
数
 に
根
ざ
し
た
中
絶
 児
 供
養
を
模
索
す
る
仏
教
界
指
導
 層
の
 
「
胎
中
生
命
保
護
 

工
 

 
 

崇
拝
を
旨
と
す
る
儒
教
の
伝
統
が
深
く
根
を
下
ろ
し
て
 

い
る
韓
国
仏
教
に
、
水
子
供
養
が
ど
の
よ
う
に
取
り
入
 

れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
 



韓国仏教の く 水子供養 ) 

な
く
し
て
母
親
の
胎
中
で
命
を
絶
た
れ
、
あ
の
世
の
闇
 
へ
と
消
さ
れ
て
い
っ
た
「
堕
胎
 ア
ギ
 
（
 
嬰
旧
ど
 幸
一
正
」
、
 

い
わ
ば
（
水
子
 霊
 ）
で
 

あ
る
。
子
孫
か
ら
の
供
養
を
受
け
る
べ
く
 霊
駕
壇
 に
ひ
 し
め
き
合
う
 祖
 上
霞
駕
の
位
牌
に
隠
れ
た
、
恐
ら
く
は
 、
 同
じ
母
親
の
胎
内
で
 

断
末
魔
の
苦
し
み
の
果
て
に
 息
 絶
え
た
と
思
わ
れ
る
 名
 も
な
い
（
水
子
 霊
 ）
の
生
々
し
い
位
牌
の
数
々
が
 、
 「
 
光
明
宣
喜
 口
 
」
の
人
形
の
 

影
か
ら
目
を
引
く
。
 

一
九
八
 0
 年
代
後
半
よ
り
妊
娠
中
絶
が
に
わ
か
に
増
え
 
始
め
た
韓
国
は
、
今
日
、
公
に
さ
れ
る
だ
け
で
も
年
間
 
百
五
十
万
件
に
の
 ぽ
 

る
 妊
娠
中
絶
が
行
わ
れ
る
「
藩
治
（
中
絶
）
天
国
」
と
 
な
っ
て
お
り
、
中
絶
率
が
六
九
 %
 と
過
去
二
十
年
間
木
 動
の
世
界
一
位
を
記
録
 

し
て
い
る
。
年
々
深
刻
化
す
る
妊
娠
中
絶
に
宗
教
界
 
は
 警
鐘
を
鳴
ら
し
、
胎
児
の
生
命
守
護
を
訴
え
る
べ
く
、
 
長
年
沈
黙
を
守
っ
て
き
 

た
 仏
教
界
も
、
最
大
宗
派
の
大
 韓
佛
 教
書
淫
宗
を
筆
頭
 に
 中
絶
反
対
運
動
に
乗
り
出
し
て
い
る
。
妊
娠
中
絶
は
 
「
見
え
な
い
殺
生
」
で
 

あ
る
と
し
て
、
自
ら
の
都
合
で
幼
い
命
を
絶
っ
た
こ
と
 
に
 対
す
る
 戯
悔
と
 、
中
絶
さ
れ
た
胎
児
の
霊
の
解
 冤
を
 呼
び
か
け
て
、
死
者
を
 

薦
度
宍
 チ
ョ
ン
ド
」
：
死
者
の
霊
魂
を
極
楽
に
送
る
こ
 と
 ）
す
る
百
家
筋
の
 祖
 上
 霊
 篤
農
産
 斎
で
 
「
胎
児
 霊
駕
 薦
度
斎
 」
を
同
時
に
執
 

0
 行
い
、
中
絶
し
た
胎
児
の
霊
を
も
祖
先
の
霊
 篤
 と
 等
 し
く
祀
る
よ
う
教
化
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
。
身
に
覚
 
え
の
あ
る
女
性
 佛
 子
達
 

は
、
 （
水
子
 霊
 ）
の
位
牌
と
と
も
に
、
中
絶
胎
児
の
数
 
を
 記
し
た
「
兵
書
滅
罪
 脛
 」
、
「
般
若
心
経
」
の
写
経
と
 「
地
蔵
菩
薩
」
の
 写
佛
 

の
 ノ
ー
ト
を
 霊
駕
壇
 に
供
え
、
百
家
 筋
 の
 祖
 上
露
 駕
薦
 度
斎
に
 紛
れ
て
、
自
ら
が
中
絶
し
た
、
あ
る
い
は
 
嫁
 達
の
中
絶
し
た
胎
児
の
 

へ
水
子
供
養
）
を
ま
と
め
て
行
う
。
「
地
蔵
菩
薩
」
の
 名
 号
が
余
 話
さ
れ
、
中
絶
の
業
障
消
滅
 
と
霊
 駕
の
成
仏
 を
念
ず
る
「
 長
尋
 滅
罪
 

護
 諸
童
子
陀
羅
尼
」
、
「
 
佛
頂
 尊
勝
陀
羅
尼
」
、
「
 
蛾
悔
真
 言
 」
、
「
 
解
冤
決
 真
言
」
、
「
地
蔵
菩
薩
 
滅
定
 真
言
」
、
「
 
解
 脱
呪
 」
の
 呪
謂
が
 響
き
 

あ
う
中
、
旧
暦
 セ
月
 十
五
日
の
位
牌
焼
却
を
も
っ
て
 百
 衆
節
 が
終
了
す
る
と
、
（
水
子
 霊
 ）
達
は
跡
形
も
な
く
 寺
刹
か
ら
消
え
失
せ
て
 

ゆ
き
、
自
家
節
の
四
十
九
日
間
は
中
絶
さ
れ
た
胎
児
の
 霊
達
が
 寺
刹
に
轟
く
季
節
と
な
っ
て
い
る
。
 

  



九
八
 0
 年
代
の
中
盤
か
 

水
子
供
養
の
風
物
を
見
 

大
 韓
佛
 教
書
漢
家
の
 寺
 

強
国
か
ら
支
配
さ
れ
る
 

間
引
き
の
民
俗
の
発
達
 

た
ら
ず
、
日
本
仏
教
の
 

ニ
ャ
ン
」
と
称
さ
れ
て
 

用
語
に
と
っ
て
代
わ
ら
 

が
併
用
さ
れ
た
こ
と
も
 

る
。
日
本
と
同
様
に
、
 

信
仰
の
息
づ
く
韓
国
に
 

精
神
障
害
、
事
業
失
敗
 

（
水
子
供
養
）
に
熱
い
 

中
絶
に
よ
る
 霊
 障
へ
 ら

 後
半
に
か
け
て
、
当
時
か
ら
激
増
し
始
め
た
妊
娠
中
 
絶
 に
よ
る
 霊
 障
へ
の
応
急
策
と
し
て
、
日
本
滞
在
中
 
@
 

聞
き
し
た
韓
国
人
僧
侶
 達
 に
よ
っ
て
、
日
本
の
水
子
供
 養
の
借
用
か
ら
非
公
式
に
始
め
ら
れ
た
も
の
を
、
 
後
 ウ
 
@
 
し
 

刹
で
 公
開
的
に
行
 う
 よ
 う
 に
な
っ
た
、
い
わ
ば
韓
国
 版
 
へ
水
子
供
養
）
で
あ
る
。
日
本
と
は
異
な
り
、
周
辺
  
 

こ
と
が
多
く
、
人
口
の
減
少
は
民
族
の
弱
体
化
に
つ
な
 が
る
た
め
、
人
口
調
節
の
手
段
と
し
て
の
嬰
児
殺
し
 
や
 

が
み
ら
れ
な
か
っ
た
韓
国
で
は
、
妊
娠
中
絶
に
よ
っ
て
 
葬
ら
れ
て
ゆ
く
胎
児
の
霊
を
弔
う
自
前
の
方
法
が
見
 
当
 

水
子
供
養
が
緊
急
輸
入
さ
れ
た
。
当
初
は
漢
字
詰
め
「
 
水
子
供
養
」
が
韓
国
 式
 に
発
音
さ
れ
て
「
ス
ジ
ャ
コ
 ン
 

い
た
が
、
両
国
の
供
養
概
念
の
相
違
に
 ょ
 り
、
後
に
「
 供
養
」
の
部
分
が
「
 霊
駕
薦
度
 」
と
い
う
韓
国
仏
教
の
 

ね
 、
中
絶
胎
児
を
表
す
強
烈
な
語
感
の
液
 
る
 
「
水
子
 
（
ス
ジ
ャ
）
」
は
、
前
章
で
挙
げ
た
よ
う
な
様
々
な
 名
 称
 

あ
っ
た
も
の
の
、
結
局
は
そ
の
ま
ま
留
め
ら
れ
て
、
 
現
 花
 で
は
、
一
般
に
「
水
子
 霊
駕
薦
度
 」
と
称
さ
れ
て
  
 

客
死
、
横
死
、
大
所
 等
 、
こ
の
世
に
恨
み
を
抱
い
た
ま
 ま
 死
ん
だ
「
因
縁
蓋
 駕
 」
の
怨
恨
を
説
く
濃
厚
な
懸
垂
  
 

あ
っ
て
、
中
絶
さ
れ
た
胎
児
の
崇
 り
 封
じ
へ
の
関
心
は
 
一
際
強
く
、
中
絶
後
症
候
群
に
伴
う
各
種
の
疾
病
か
 ら
 

、
家
庭
破
壊
に
お
よ
ぶ
 崇
 り
へ
の
不
安
感
に
乗
じ
た
 布
 教
へ
の
目
論
見
も
絡
ん
で
、
崇
 つ
 封
じ
の
呪
術
に
吉
田
 む
 

視
線
が
任
が
れ
て
い
る
。
 

の
 応
急
策
と
し
て
、
最
も
早
か
っ
た
所
で
は
一
九
八
四
 
年
に
、
 
曹
漢
 宗
の
末
寺
や
分
院
の
僧
侶
 達
 に
よ
っ
て
 韓
 

 
 
 
 

今
日
、
韓
国
の
仏
教
界
で
、
自
家
筋
の
 祖
 上
霞
篤
農
 度
 斎
 の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
「
胎
児
 霊
駕
薦
度
斎
 」
は
 、
 
元
々
は
 、
一
 

 
  

 

二
 

（
水
子
供
養
）
の
韓
国
導
入
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今
日
、
全
胎
児
の
七
割
が
中
絶
さ
れ
、
へ
水
子
供
養
）
が
 急
速
な
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
韓
国
は
、
給
人
口
の
 
五
 0
.
 セ
 拷
が
何
ら
か
 

の
 宗
教
を
信
じ
て
い
る
 多
 宗
教
国
家
で
あ
る
が
二
九
 九
九
年
度
文
化
観
光
部
統
計
）
、
信
仰
を
持
っ
て
い
る
 こ
と
を
表
明
す
る
宗
教
㈱
 

 
 
 
 

-
2
-
 

 
 

人
口
の
大
半
を
占
め
て
い
る
の
は
、
出
産
 期
 に
あ
る
 既
 娼
女
性
や
中
高
年
の
主
婦
 達
 で
あ
る
。
統
計
学
的
に
考
 え
 て
、
信
者
数
が
一
千
 

 
 

 
 

三
 0
 
万
で
総
人
口
の
二
三
・
二
 
%
 
を
占
め
て
い
る
仏
教
 

 
 

中
に
も
、
妊
娠
中
絶
に
 

ニ
一
宗
教
信
者
の
妊
娠
中
絶
 

国
 仏
教
に
導
入
さ
れ
て
以
後
、
妊
娠
中
絶
の
激
増
と
と
 
も
に
 
（
水
子
供
養
）
は
全
国
の
曹
 漢
宗
 寺
院
に
急
速
に
 広
が
っ
て
ゆ
き
、
一
九
 

九
三
年
に
全
羅
南
道
 費
城
 郡
の
 D
 寺
に
韓
国
初
の
水
子
 地
蔵
菩
薩
 像
 が
建
立
さ
れ
て
、
「
 法
賢
 新
聞
」
紙
上
に
 同
国
で
初
め
て
「
水
子
 

供
養
」
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
る
に
お
よ
ん
だ
。
そ
の
後
 
、
 D
 寺
が
（
水
子
供
養
）
の
輸
入
元
と
な
っ
て
、
日
本
 
の
水
子
供
養
の
風
物
が
 

韓
国
に
広
が
り
、
一
九
九
 0
 年
代
後
半
に
至
っ
て
 、
太
 吉
宗
、
天
台
宗
、
曹
洞
宗
、
観
音
字
、
法
華
宗
と
い
っ
 
た
 他
宗
派
で
も
 
へ
 
水
子
 

供
養
）
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
に
止
ま
ら
ず
、
 
今
や
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
が
洗
礼
名
を
掲
げ
て
水
子
壺
 亜
の
位
牌
を
寺
院
に
祀
っ
 

た
り
、
中
絶
手
術
を
手
が
け
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
産
婦
 
八
科
医
が
水
子
地
蔵
を
奉
納
す
る
ま
で
に
、
新
旧
キ
リ
 
ス
ト
教
の
信
者
達
の
間
 

に
も
 （
水
子
供
養
）
が
拡
散
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
 圓
 佛
教
 、
飯
山
道
と
い
っ
た
 、
 大
な
り
小
な
り
仏
教
の
影
 響
を
受
け
た
新
宗
教
教
 

団
が
 、
中
絶
さ
れ
た
胎
児
の
解
冤
を
銘
打
っ
た
「
藩
治
 児
 震
度
」
を
開
始
し
た
り
、
既
成
仏
教
教
団
の
枠
内
で
 
活
動
す
る
占
 い
 師
、
祈
 

禧
師
 、
霊
能
者
等
の
「
 巫
 俗
人
」
の
中
に
も
、
霊
病
に
 は
じ
ま
る
（
水
子
 霊
 ）
の
 崇
 り
の
恐
ろ
し
さ
を
説
く
者
 が
 現
れ
る
な
ど
、
仏
教
 

の
 生
命
思
想
教
育
に
よ
っ
て
中
絶
防
止
を
図
ろ
う
と
す
 
る
 仏
教
界
指
導
層
の
思
念
を
よ
そ
に
、
（
水
子
供
養
）
 は
 中
絶
の
蔓
延
す
る
 今
 

日
の
韓
国
に
お
け
る
最
大
の
民
衆
仏
教
と
な
っ
て
い
る
 
 
 



し
て
も
、
 韓
國
 中
央
僧
伽
大
里
の
普
賢
僧
侶
に
よ
る
 中
 結
実
態
調
査
に
よ
っ
て
こ
の
点
は
明
確
に
な
っ
て
い
て
 
、
菩
薩
戒
を
受
戒
し
た
 

信
者
が
受
戒
し
て
し
な
い
信
者
の
二
倍
以
上
の
割
合
で
 
中
絶
を
し
て
お
り
、
仏
教
へ
の
帰
依
年
数
が
長
く
菩
薩
 
戒
を
受
戒
し
た
信
者
 は
 

 
 

ビ
 中
絶
回
数
が
多
い
と
い
う
結
果
が
出
て
い
る
。
韓
国
 
に
あ
っ
て
は
、
無
宗
教
の
者
よ
り
も
宗
教
の
信
者
に
、
 
そ
の
中
で
も
、
仏
教
や
 

新
旧
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
、
生
命
尊
重
思
想
を
信
奉
 
し
 中
絶
が
 罪
 と
し
て
厳
し
く
戒
め
ら
れ
て
い
る
宗
教
の
 信
者
に
中
絶
が
多
く
 、
 

そ
う
し
た
現
実
を
白
日
の
下
に
曝
け
出
す
か
の
よ
う
に
 、
 （
水
子
供
養
）
や
中
絶
さ
れ
た
胎
児
の
た
め
の
「
 落
 胎
児
の
墓
」
の
建
立
が
 、
 

近
年
宗
教
界
で
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
 

不
殺
生
戒
を
戒
律
の
筆
頭
に
掲
げ
て
い
る
仏
教
の
み
な
 
ら
ず
、
一
般
に
、
い
か
な
る
中
絶
で
あ
っ
て
も
、
中
絶
 
を
罪
 と
み
な
い
宗
教
 

な
ど
あ
ろ
う
は
ず
も
な
く
、
宗
教
を
信
じ
て
い
る
者
は
 
中
絶
を
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
韓
国
で
は
 
、
 逆
に
、
宗
教
を
信
じ
 

て
い
る
者
が
よ
り
頻
繁
に
中
絶
に
手
を
染
め
て
お
り
、
 
一
 
二
回
以
上
の
中
絶
を
し
て
い
る
い
わ
ゆ
る
「
反
復
藩
治
 」
の
比
率
に
い
た
っ
て
 

-
6
-
 

は
 仏
教
が
最
高
で
、
そ
の
数
値
は
三
二
・
 0
 拷
と
、
無
ゐ
 
ホ
教
の
者
の
二
二
・
三
 
%
 を
ゆ
う
に
上
回
っ
て
い
る
。
 な
 ぜ
 、
宗
教
を
信
じ
る
が
 

ゆ
え
に
、
人
々
が
中
絶
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
 
か
 。
信
じ
る
者
を
中
絶
へ
と
追
い
や
つ
て
ゆ
く
宗
教
と
 
は
 い
 か
な
る
も
の
で
あ
 

ろ
う
か
。
韓
国
の
妊
娠
中
絶
の
典
型
で
、
儒
教
文
化
に
 
起
因
す
る
特
異
な
る
中
絶
と
し
て
知
ら
れ
る
「
女
児
 
落
胎
 
（
中
絶
）
」
に
黒
古
 

を
 当
て
て
、
現
代
韓
国
の
宗
教
世
界
に
お
け
る
儒
教
の
 
あ
り
方
を
考
察
し
、
生
命
と
罪
を
め
ぐ
る
宗
教
間
の
葛
 
藤
の
結
果
、
儒
教
ゆ
え
 

に
人
々
が
中
絶
の
罪
を
重
ね
て
ゆ
く
と
い
う
、
韓
国
め
 不
 教
の
中
絶
の
構
図
を
解
明
す
る
。
 

 
 
 
 

一
 
4
 一
 

を
 持
た
な
い
者
よ
り
も
、
宗
教
を
信
じ
て
い
る
者
の
中
 
絶
率
 が
は
る
か
に
高
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
 。
仏
教
徒
の
中
絶
に
関
 

関 手 
0 を 
調 菜 

査 め 
に て 

よ い 
れ る 
ば 者 
  が 、 

韓 少 
回 む   
らず 三大 

完 存 
散 在 
で す 
あ る 
る で 
ィム あ 
散 ろ 

ナフ 
キ こ   
ス は 
ト オ目 ，ロ、 

像 教、 に 

力 難   
リ な   
ク が   
韓国 信者   
巾 車 
絶 政 
率 策 

が 研 
押 究 
し 院 
な や 
べ 人 

て 口 
高 致 
く 策 関 
ヒ 刀。 "  車 ス畢 " 

数 機 

186 



邨
 
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
祖
先
に
対
す
る
こ
の
上
 

を
 い
 大
罪
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
か
っ
て
生
ま
れ
る
ま
で
 

子
供
の
性
別
が
判
ら
な
か
っ
 

 
 

 
 

一
 
9
-
 

%
 
 前
 性
別
検
査
技
術
が
発
達
し
、
胎
児
が
女
児
と
判
 
る
と
中
絶
す
る
「
女
児
藩
治
」
が
一
般
化
し
た
か
ら
で
 
あ
る
。
父
系
血
統
の
重
視
さ
⑤
 

 
 
 
 

4
 
碑
 

れ
る
韓
国
で
は
、
息
子
を
儲
け
て
「
代
を
継
ぐ
」
 
こ
と
が
至
上
命
令
と
さ
れ
て
お
り
、
跡
取
り
の
男
児
を
 

 
 

 
 

 
 

は
 
一
九
八
 0
 年
代
の
後
半
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
そ
の
 理
由
は
、
そ
の
頃
か
ら
出
生
 

-
8
 
一
 

る
 、
儒
教
国
の
潜
在
的
社
会
問
題
に
対
す
る
洞
察
を
深
 
め
る
こ
と
で
も
あ
る
。
 

ぃ
は
 何
を
も
っ
て
儒
教
と
見
る
べ
き
か
は
、
議
論
の
分
 
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
宗
教
の
違
 
い
 

を
 捨
て
き
れ
な
い
韓
国
人
の
心
性
を
鑑
み
る
な
ら
ば
、
 宗
教
統
計
に
表
れ
る
儒
教
信
者
数
自
体
は
 

影
響
力
は
絶
大
な
も
の
で
、
韓
国
の
あ
ら
ゆ
る
宗
教
が
 
儒
教
の
影
響
を
免
れ
得
な
い
と
み
ら
れ
る
 

韓
国
の
宗
教
人
口
の
大
半
が
、
父
系
社
会
の
圧
迫
下
で
 
儒
教
の
影
響
を
受
け
た
宗
教
を
信
じ
、
 

る
 女
性
 達
 で
占
め
ら
れ
て
い
る
が
、
韓
国
に
お
け
る
 妊
 娠
 中
絶
と
儒
教
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
 

と
は
、
韓
国
の
宗
教
と
中
絶
の
問
題
の
核
心
を
理
解
す
 
る
こ
と
で
あ
り
、
 ム
フ
 
日
の
韓
国
に
お
い
て
   

を
 問
わ
ず
祖
先
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
 

極
少
数
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
社
会
的
 

少
な
か
ら
ぬ
中
絶
の
罪
を
犯
し
て
い
 

の
 だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
解
く
こ
 

最
も
深
刻
な
形
を
と
っ
て
現
れ
て
い
 

一
 
T
 一
 

総
人
口
の
 0
.
 五
 %
 
に
止
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
宗
 教
学
者
の
間
で
常
々
問
題
と
さ
れ
て
お
り
、
儒
教
を
め
 示
 教
 と
見
る
べ
き
か
、
 
或
 

力 れ 
ト て 一   
ツ る @ こ ク 
の だ 韓 

四 

信 が 国 

  派 国 る 

  
お 定 の 

  

  

  
  
部 過 信   
は 人 の 

、 日 帳   
儒は幹 教 、 を 

イ言 仏 な 
者 数 し 

を 、 て 
官 キ い 
認 り る 

す ス と 

る ト 者   



た
 時
代
は
、
男
児
か
も
し
れ
な
い
子
供
を
中
絶
す
る
こ
 
と
な
ど
到
底
考
え
ら
れ
ず
、
息
子
が
生
ま
れ
る
ま
で
 
韓
 国
の
女
性
達
は
何
人
で
 

も
子
供
を
産
ん
で
い
た
。
だ
が
、
一
九
六
 0
 年
代
は
六
 大
 で
あ
っ
た
特
殊
合
計
出
生
数
が
、
過
去
三
十
年
間
 
で
 一
・
四
人
に
低
下
す
る
 

 
 

と
い
う
急
速
な
少
子
化
が
手
伝
っ
て
、
出
生
前
性
鑑
別
 技
術
が
高
度
に
発
達
を
遂
げ
た
今
日
で
は
、
か
っ
て
の
 
韓
国
と
は
正
反
対
に
 、
 

男
児
を
産
む
ま
で
何
度
で
も
中
絶
す
る
こ
と
が
常
識
と
 
な
っ
て
お
り
、
胎
児
の
遺
伝
性
疾
患
や
障
害
の
よ
う
な
 
優
生
学
的
理
由
に
 よ
 る
 

中
絶
を
除
け
ば
、
同
国
の
妊
娠
中
絶
の
 
セ
 割
を
占
め
る
 既
婚
女
性
に
よ
る
中
絶
の
相
当
数
が
、
男
児
妊
娠
の
 
失
敗
に
よ
る
「
女
児
 落
 

胎
 」
で
占
め
ら
れ
て
い
る
と
目
さ
れ
て
い
る
。
 

仏
教
信
者
を
は
じ
め
と
す
る
韓
国
の
宗
教
人
口
の
多
く
 
は
 、
父
系
社
会
に
お
い
て
男
児
出
産
が
熱
望
さ
れ
る
こ
 
と
に
よ
る
「
男
児
 選
 

好
 思
想
」
の
重
圧
に
苦
し
み
、
「
女
児
藩
治
」
の
罪
を
 重
ね
て
い
る
中
高
年
既
婚
女
性
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
 
女
性
信
者
の
救
い
と
 教
 

化
は
宗
教
界
の
主
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
 
ど
の
宗
教
を
信
じ
る
に
せ
 よ
 、
厳
格
な
父
系
血
統
社
ム
 云
 に
あ
っ
て
は
、
女
性
は
 

息
子
を
産
む
こ
と
で
し
か
そ
の
存
在
価
値
が
認
め
て
も
 
ら
え
な
い
こ
と
に
は
変
わ
り
な
く
、
息
子
の
母
親
に
な
 
ら
な
け
れ
ば
、
自
己
の
 

死
後
に
族
譜
に
記
載
さ
れ
ず
、
祖
先
と
し
て
祀
っ
て
も
 
ら
え
な
い
の
で
、
儒
教
信
者
で
あ
る
か
否
か
に
 拘
 わ
ら
 ず
 、
今
や
息
子
を
残
す
 

た
め
の
「
減
数
手
術
」
を
 左
け
 
う
よ
う
な
感
覚
で
、
一
生
 の
う
ち
に
何
度
か
「
女
児
藩
治
」
を
す
る
こ
と
が
女
性
 
の
 ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
 

定
着
し
て
い
る
感
が
あ
る
。
世
間
に
は
び
こ
る
こ
 
う
し
 た
 生
命
軽
視
風
潮
を
批
判
し
、
中
絶
の
罪
深
さ
を
教
え
 
諭
す
の
は
宗
教
界
の
 常
 

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
の
宗
教
に
あ
っ
て
 
も
 、
女
性
信
者
達
の
罪
の
元
凶
で
あ
る
儒
教
の
「
男
児
 
選
好
 思
想
」
に
対
し
て
 

批
判
の
目
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
 
宗
 教
 界
は
中
絶
の
罪
悪
を
説
く
だ
け
で
、
中
絶
か
ら
の
 
宣
 一
の
救
い
の
道
を
示
す
こ
 

が
 、
韓
国
・
朝
鮮
の
不
滅
の
女
性
信
仰
な
の
で
あ
る
。
 

と
が
で
き
な
い
で
い
ろ
。
言
 う
 な
ら
ば
、
韓
国
の
宗
教
 勿

論
、
儒
教
に
は
儒
教
の
生
命
尊
重
思
想
が
あ
り
、
 
儒
 

は
い
ず
れ
も
「
女
児
 落
胎
 」
と
共
犯
関
係
に
あ
り
、
「
 男
児
 選
好
 思
想
」
こ
そ
 

教
 そ
れ
自
体
は
中
絶
を
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ん
で
息
子
が
産
め
ず
、
父
系
血
統
を
絶
や
す
こ
と
が
 祖
 先
に
対
す
る
最
も
重
い
 罪
 と
考
え
ら
れ
て
い
る
韓
国
に
 あ
っ
て
、
自
身
の
 

す
る
宗
教
と
儒
教
の
「
 罪
 」
の
せ
め
ぎ
 ム
ロ
 
い
に
悩
む
中
 で
、
息
子
が
産
め
な
い
と
い
う
儒
教
の
最
大
の
罪
 
か
 ら
 逃
れ
よ
う
と
す
 

果
 、
女
性
信
者
は
自
身
の
信
仰
に
と
っ
て
は
大
罪
と
な
 
る
 中
絶
の
罪
を
犯
す
の
で
あ
る
。
生
き
て
い
る
者
よ
り
 
も
 死
ん
だ
祖
先
が
 

ね
 、
神
や
 仏
 よ
り
も
祖
先
が
畏
れ
ら
れ
る
韓
国
に
お
 
い
 て
 、
神
仏
に
対
す
る
大
罪
が
祖
先
に
対
す
る
重
罪
と
 
抵
 触
 す
る
時
に
は
、
 信

仰
 

る
結
 

尊
ば
 

人
々
 

肯
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
 
少
子
化
が
進
行
し
、
胎
児
性
鑑
別
技
術
が
高
度
に
発
達
 
し
て
い
る
今
日
に
あ
っ
 

て
は
、
「
男
児
 選
好
 思
想
」
を
な
く
し
て
ゆ
か
な
い
 限
 り
 、
韓
国
の
地
か
ら
中
絶
を
な
く
す
こ
と
は
不
可
能
か
 
と
 思
わ
れ
る
。
仏
教
は
 

言
 う
 に
お
 ょ
 ば
ず
、
胎
児
も
人
間
生
命
で
あ
り
、
息
子
 
で
あ
れ
娘
で
あ
れ
、
自
ら
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
 
り
は
な
い
と
諸
宗
教
は
 

説
い
て
い
る
。
だ
が
、
中
絶
実
態
調
査
の
結
果
を
み
る
 限
り
、
熱
心
な
信
者
を
自
認
す
る
信
者
で
あ
る
ほ
ど
「
 
女
児
藩
治
」
が
多
く
な
 

っ
て
お
り
、
中
絶
を
殺
人
と
見
る
篤
実
な
仏
教
信
仰
 や
 キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
も
っ
て
し
て
も
「
男
児
 選
好
 思
想
 」
に
打
ち
勝
つ
こ
と
は
 

叶
わ
な
い
の
か
、
韓
国
で
は
、
自
身
の
信
仰
を
窮
め
る
 
こ
と
よ
り
も
、
儒
教
を
克
服
す
る
こ
と
の
方
が
は
る
か
 
に
 困
難
な
の
で
あ
る
。
 

胎
児
の
生
命
を
滅
ぼ
す
中
絶
と
は
、
神
仏
に
対
す
る
こ
 
の
上
な
い
大
罪
で
あ
る
。
だ
が
、
儒
教
に
お
け
る
最
も
 重
い
罪
は
、
跡
取
り
 

の
 息
子
を
儲
け
る
こ
と
が
で
き
ず
に
父
系
血
統
を
絶
や
 
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
儒
教
で
は
、
死
後
（
男
性
 
だ
け
だ
が
）
人
間
は
自
 

己
の
血
を
受
け
継
い
だ
息
子
を
通
し
て
こ
の
世
に
生
き
 続
け
、
父
系
血
統
を
維
持
す
る
こ
と
で
、
代
々
の
祖
先
 
に
 連
な
る
永
遠
の
命
を
 

生
き
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
死
生
観
が
説
か
れ
て
 
ぃ
 

父
系
子
孫
と
共
に
こ
の
世
に
留
ま
る
と
説
く
宗
教
で
あ
 

が
 、
宗
教
と
は
意
識
さ
れ
な
く
と
も
人
々
の
意
識
の
中
 

て
し
ま
う
こ
と
は
、
自
己
の
誕
生
に
つ
な
が
る
す
べ
て
 

り
 、
父
系
血
統
を
継
ぐ
べ
き
息
子
を
も
う
け
る
こ
と
が
 

る
 。
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
と
は
異
な
り
、
儒
教
と
は
、
 

の
 祖
先
の
命
を
絶
つ
重
罪
と
み
な
さ
れ
る
。
神
や
仏
の
 

に
 深
く
根
を
下
ろ
し
て
い
て
、
不
妊
症
は
言
う
に
お
よ
 

人
間
が
い
わ
ば
死
後
も
 

ば
ず
、
女
児
ば
か
り
産
 

存
在
を
認
め
な
い
儒
教
 

で
き
ず
家
系
を
絶
や
し
   



今
日
の
韓
国
に
蔓
延
す
る
妊
娠
中
絶
の
根
源
は
、
先
述
 
の
よ
う
な
儒
教
信
仰
に
あ
り
、
「
藩
治
天
国
」
の
待
軍
 @
 
な
る
「
女
児
藩
治
」
 

は
 、
少
子
化
時
代
に
お
け
る
儒
教
と
胎
児
性
鑑
別
技
術
 
の
 不
幸
な
出
会
い
に
因
る
も
の
で
あ
る
。
僧
侶
の
中
に
 
は
 、
自
身
の
教
理
解
釈
 

 
 

に
 基
づ
い
て
、
「
代
を
継
ぐ
」
男
児
の
犠
牲
と
な
っ
て
 中
 絶
さ
れ
た
女
児
の
た
め
の
 
霊
駕
 震
度
を
執
り
行
う
者
 も
み
ら
れ
る
。
だ
が
、
 

仏
教
界
の
指
導
 層
は
 、
「
女
児
藩
治
」
に
集
約
さ
れ
る
 仏
教
徒
の
妊
娠
中
絶
の
主
因
が
儒
教
信
仰
に
あ
る
と
 
言
 萌
 す
る
こ
と
は
な
く
、
 

そ
の
原
因
は
、
あ
く
ま
で
今
日
の
物
質
万
能
社
会
に
お
 
け
る
生
命
軽
視
風
潮
の
蔓
延
と
、
胎
中
生
命
の
尊
厳
性
 
に
 対
す
る
仏
教
人
の
無
 

知
 に
あ
り
、
仏
教
の
生
命
主
義
が
人
々
に
浸
透
し
さ
え
 す
れ
ば
、
女
児
の
選
択
的
中
絶
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
中
絶
 
が
 根
絶
さ
れ
る
と
考
え
 

て
い
る
。
 

民
間
で
は
、
書
淫
宗
の
末
寺
や
部
市
部
の
布
教
 
院
 を
介
 し
て
、
中
絶
後
の
心
理
的
ケ
ア
 
と
落
 胎
児
の
解
 冤
を
 手
が
け
る
（
水
子
供
 

養
 ）
が
急
速
に
広
が
っ
て
お
り
、
僧
侶
の
中
に
は
、
 中
 絶
さ
れ
た
胎
児
 霊
駕
 の
 薦
 度
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
 
（
水
子
供
養
）
を
積
極
 

五 

韓
国
仏
教
界
の
「
胎
中
生
命
保
護
運
動
」
 
1
.
 生
 命
 主
義
と
仏
典
主
義
 ｜
 

は
神
仏
に
対
し
て
罪
を
犯
す
。
こ
と
に
人
間
の
生
命
の
 
問
題
で
あ
る
が
故
、
妊
娠
中
絶
の
問
題
は
当
該
社
会
の
 
基
底
に
あ
る
宗
教
や
死
 

主
観
 と
 密
接
に
関
わ
っ
て
く
る
が
、
昨
今
の
韓
国
に
お
 
い
て
儒
教
倫
理
や
儒
教
思
想
と
い
っ
た
儒
教
の
う
わ
ず
 
み
の
部
分
は
衰
退
し
て
 

久
し
く
と
も
、
そ
の
根
底
に
あ
る
父
系
血
統
信
仰
だ
け
 
は
 衰
え
ず
、
近
年
、
生
殖
技
術
の
発
達
に
よ
っ
て
そ
れ
 
が
む
し
ろ
強
ま
っ
た
こ
 

と
で
、
今
日
、
儒
教
は
「
男
児
 選
好
 思
想
」
に
一
元
化
 し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
現
代
の
韓
国
に
お
け
る
妊
娠
 
中
絶
と
は
、
信
仰
す
る
 

宗
教
と
は
関
係
の
な
い
「
男
児
 選
好
 思
想
」
に
よ
る
 女
 児
の
中
絶
で
あ
り
、
そ
の
根
本
原
因
は
同
国
の
諸
宗
教
 
に
 深
く
根
を
下
ろ
し
て
 

い
る
儒
教
信
仰
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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け 恩 
慶 雲 韓 

ま 信 国   
く が は フて 貫い 

  
    

る 

  
  
0 こ に 
雲 の 帳 

が せ み 
、 の を 

観 光 抱 
や な り 
兄 見 た 
弟 る ま 

に こ ま 

と と 死 
り な ん 
懸 く だ 

い 闇 「 
て に 因 
恕 罪 縁 
Ⅱ 艮 ら 霊 
晴 れ 駕 
ら た 」 
し 落 の 
を 治 崇 
す 児 り 

る の を 
と 崇 恐 
語 り れ 
ら は る 
れ と 濃 
て 0 厘 
い わ な 

  

創
案
さ
れ
て
い
る
。
 

低 度 り 二 よ 斎 場 絶 す 灼 灼 

 
 

に
 受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
者
も
み
ら
れ
る
。
一
方
、
「
 韓
国
仏
教
の
儀
色
化
」
を
批
判
す
る
向
き
が
強
く
 
、
経
 典
 権
威
主
義
が
支
配
 

な
 韓
国
の
仏
教
界
に
は
、
（
水
子
供
養
）
が
日
本
か
ら
 入
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
（
水
子
）
が
日
本
 の
 民
間
信
仰
に
由
来
 

る
も
の
で
仏
典
に
は
出
て
こ
な
い
舌
口
薬
で
あ
る
こ
と
か
 ら
、
 へ
水
子
供
養
）
に
対
す
る
抵
抗
感
が
残
存
し
て
い
 る
 。
だ
が
、
妊
娠
中
 

の
 蔓
延
す
る
今
日
、
中
絶
の
問
題
に
積
極
的
に
関
与
し
 
て
 衆
生
の
救
済
に
取
り
組
む
生
活
仏
教
と
し
て
の
日
本
 
仏
教
を
評
価
す
る
 立
 

か
ら
、
日
本
の
水
子
供
養
を
取
り
入
れ
て
韓
国
 
式
に
ア
 レ
ン
ジ
 し
 、
韓
国
仏
教
の
教
義
に
即
し
た
民
族
独
自
 
の
 「
胎
児
 霊
駕
薦
度
 

 
 

」
を
考
案
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
仏
教
界
に
起
こ
っ
て
 
い
る
。
一
九
九
一
年
の
春
に
、
 曹
渓
 宗
の
比
丘
尼
教
団
 と
 在
家
信
者
の
手
に
 

る
 、
「
一
見
一
経
緯
 冤
 鹿
皮
」
の
た
め
の
「
堕
胎
 ア
ギ
 
（
嬰
児
一
霞
震
度
 慕
 経
法
曹
」
が
開
始
さ
れ
て
以
後
、
 
百
家
筋
以
外
に
も
、
 

十
一
日
間
、
四
十
九
日
間
、
百
日
間
、
千
日
間
に
わ
た
 
っ
て
胎
児
 霊
 篤
農
産
 祈
濤
 法
会
を
行
う
寺
院
や
佛
 教
 団
体
が
出
現
し
て
お
 

、
 佛
教
 界
で
今
な
お
問
題
と
な
っ
て
い
る
（
水
子
）
の
 名
称
を
韓
国
仏
教
に
合
っ
た
も
の
に
変
え
る
こ
と
に
 
始
 ま
ぁ
、
胎
児
 霊
駕
薦
 

の
た
め
の
独
自
の
取
り
組
み
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
 
こ
 う
し
た
先
駆
的
な
寺
院
や
佛
教
団
体
に
よ
る
韓
国
仏
教
 
の
中
絶
 児
 供
養
は
 、
 

教
の
生
命
思
想
教
育
を
通
し
た
「
胎
中
生
命
保
護
運
動
 
」
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
具
体
的
な
実
践
方
法
 
が
 仏
典
に
基
づ
い
て
 



の
 刃
に
四
肢
を
切
り
裂
か
れ
、
沈
黙
の
絶
叫
と
と
も
に
 あ
の
世
の
闇
へ
と
消
さ
れ
て
い
っ
た
藩
治
（
中
絶
）
 
児
 達
が
、
 自
ら
を
葬
っ
た
 

母
親
の
夢
の
中
に
手
足
を
も
が
れ
た
姿
で
現
れ
、
一
体
 
何
の
罪
障
で
自
分
が
こ
ん
な
姿
に
な
っ
た
の
か
、
こ
ん
 
な
 姿
で
は
成
仏
で
き
は
 

し
な
い
と
母
親
に
訴
え
る
と
い
う
の
が
、
中
絶
を
し
た
 
者
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
雪
隠
と
な
っ
て
い
る
。
思
 
い
 も
よ
ら
ぬ
悪
夢
に
動
揺
 

し
た
 落
 胎
児
の
母
親
が
寺
刹
に
赴
く
と
、
仏
典
に
出
て
 
く
る
堕
胎
の
果
報
を
僧
侶
か
ら
読
み
聞
か
さ
れ
る
こ
 
と
に
な
る
。
（
以
下
の
章
 

で
は
、
仏
典
の
記
述
に
倣
っ
て
「
堕
胎
」
、
「
 
殺
胎
 」
と
 

い
う
用
語
を
用
い
る
）
 

私
 ほ
こ
の
 ょ
う
 に
聞
い
た
。
あ
る
時
、
仏
陀
が
王
舎
城
 に
い
ら
し
た
。
 摩
詞
目
腱
達
 尊
者
が
言
っ
た
。
 

「
私
は
、
 路
 中
で
、
あ
る
衆
生
が
、
全
身
に
皮
の
な
 
い
 肉
塊
と
な
っ
て
虚
空
を
飛
ん
で
ゆ
く
の
を
見
た
。
」
 

仏
陀
が
比
丘
 達
 に
日
く
、
「
比
丘
 共
よ
 、
そ
の
衆
生
は
 過
去
世
に
こ
の
 地
 王
舎
城
で
、
自
ら
そ
の
胎
を
堕
し
た
 
の
だ
。
そ
の
罪
に
 

よ
っ
て
地
獄
に
堕
ち
て
、
既
に
百
千
歳
の
間
絶
え
間
な
 
い
 苦
し
み
を
受
け
、
今
は
そ
の
体
を
得
た
が
、
残
っ
て
 
い
る
罪
に
よ
っ
て
 

苦
し
み
続
け
る
の
で
あ
る
。
比
丘
 共
ょ
 、
 摩
詞
目
挺
連
 尊
者
が
見
た
も
の
は
真
実
で
、
間
違
い
な
い
。
そ
の
よ
 
う
 に
、
心
得
て
い
な
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
・
 
一
 

仏
陀
は
こ
の
経
を
巳
 て
 説
か
れ
、
比
丘
達
は
仏
陀
の
御
 言
葉
を
拝
聴
し
て
歓
喜
に
浸
り
崇
め
奉
っ
た
。
 

一
れ
 
-
 

宜
 @
 
籍
 番
号
九
九
「
 
雑
 阿
含
経
」
 
巻
 第
十
九
 @
 
二
 こ
 「
堕
胎
 
脛
 」
、
「
大
正
新
脩
大
蔵
経
 

し
 第
二
巻
、
一
三
六
頁
上
・
中
段
 

-
 

あ
る
餓
鬼
が
 摩
詞
目
挺
 達
尊
者
の
と
こ
ろ
に
来
て
尋
ね
 @
 
+
.
 

八
 
し
 
。
 

「
私
は
こ
の
体
を
受
け
て
生
ま
れ
た
が
、
手
足
が
な
く
、
 ま
る
で
一
塊
の
肉
塊
の
よ
う
で
す
。
広
い
野
原
に
い
 
る
と
、
虎
、
狼
、
 

狐
 、
 豹
 、
 鷹
 、
 鷲
な
ビ
 、
あ
ら
ゆ
る
畜
生
と
大
群
の
鳥
 が
や
っ
て
来
て
 、
 争
っ
て
つ
い
ば
ま
れ
、
そ
の
苦
痛
 は
 到
底
言
葉
に
は
で
 

  

る 

    

つ , 
  
た 
穂ひ ， ・ 

毒   

信仰 

  
コヒ 

  
旦 
月、 

と 

な 
  
て 

妊 
娠 
中 
絶 
ひし 

よ 

る 
垂 

正位 油仔 

が 、 

生 
  
る 

と 

考 
え 
ら 

れ 
る 
が 、 

仏 
教 

信者 

  
場 
ム 
口   

中 
絶 
手 
  

.92 



 
 

-
8
-
 

列
、
破
戒
し
た
沙
門
尼
や
比
丘
尼
が
妊
娠
し
た
 

末
 堕
胎
 し
 、
そ
の
死
胎
を
懸
更
に
棄
て
る
 

件
 等
々
、
僧
侶
 
が
 堕
胎
に
関
与
す
る
経
文
が
 

ぬ
 
満
載
さ
れ
て
お
り
、
原
始
仏
教
の
時
代
の
堕
胎
の
 

実
態
が
赤
裸
々
に
描
か
れ
て
い
る
。
 

  

く 水子供養「 

し
た
死
胎
を
比
丘
尼
が
事
後
従
犯
者
と
な
っ
て
処
分
す
 

さ
ら
に
は
懐
妊
し
た
比
丘
女
人
が
自
ら
手
を
 
下
し
て
按
腹
堕
胎
し
た
 

 
 

て
 、
あ
る
い
は
 有
胎
 婦
人
の
腹
部
を
熱
し
た
り
強
く
 採
 ん
だ
り
し
て
、
胎
児
を
堕
ろ
そ
う
と
す
る
く
だ
り
や
、
 
私
通
し
た
婦
人
の
堕
 ろ
 

  

る
 。
漢
訳
仏
典
の
「
大
正
新
脩
大
蔵
経
」
に
は
、
堕
胎
 
に
関
す
る
経
典
が
八
十
 セ
 編
み
ら
れ
る
が
、
過
去
世
で
 の
 堕
胎
の
果
報
に
よ
っ
 

て
 、
内
国
め
よ
う
な
体
を
受
け
た
醜
悪
な
餓
鬼
に
 
還
生
 し
 、
百
千
歳
に
わ
た
っ
て
苦
し
み
続
け
る
様
を
説
い
た
 
も
の
が
、
こ
の
二
編
の
 

経
典
と
、
「
雑
蔵
経
」
、
「
法
苑
珠
林
 
巻
 第
五
十
七
」
の
 四
編
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
仏
典
に
あ
ら
わ
れ
た
堕
胎
 
の
 果
報
を
説
い
て
梯
子
 

達
 の
 驚
惜
 心
を
覚
醒
 し
 、
仏
陀
の
時
代
の
昔
か
ら
中
絶
 の
 果
報
が
い
か
に
恐
ろ
し
い
も
の
で
あ
る
か
を
教
え
 
諭
 す
こ
と
か
ら
、
胎
中
生
 

令
尊
重
教
育
が
始
ま
る
。
 

仏
典
に
は
、
衆
生
の
堕
胎
の
果
報
の
み
な
ら
ず
、
比
丘
 
・
比
丘
尼
が
懐
胎
し
て
い
る
在
家
婦
人
に
、
堕
胎
 薬
を
 与
え
る
、
吐
下
薬
 や
 

濯
 鼻
薬
、
 濯
 大
小
便
 処
 薬
を
飲
ま
せ
る
、
 眼
 涙
を
出
し
 消
 山
薬
を
与
え
る
、
呪
 い
 を
か
け
る
、
血
脈
に
鉱
を
打
 つ
 、
按
腹
す
る
な
ど
し
 

き
ま
せ
ん
。
一
体
何
の
罪
が
あ
っ
て
こ
ん
な
体
に
生
ま
 
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
」
 

す
る
と
 摩
詞
目
挺
 達
尊
者
は
、
「
汝
は
過
去
世
に
人
間
 に
 生
ま
れ
、
 汝
 自
身
と
他
人
が
妊
娠
し
た
時
、
 

を
 与
え
、
胎
が
と
け
て
消
え
失
せ
る
よ
 う
 に
し
た
故
、
 こ
の
よ
う
な
苦
し
み
に
苛
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
 

に
 対
す
る
果
報
の
中
で
（
花
が
咲
く
「
 華
報
 
（
敵
討
ち
 
二
）
を
受
け
て
お
り
、
（
実
を
結
ぶ
「
 實
報
ヒ
 

絨
 一
箱
番
号
七
四
六
「
餓
鬼
 

報
礁
経
 」
「
大
正
新
脩
大
蔵
経
口
 

う
 。
」
と
仰
せ
ら
れ
た
。
 

「
堕
胎
 
脛
 」
と
「
餓
鬼
 報
鷹
脛
 」
は
、
韓
国
仏
教
で
 堕
 
胎
の
果
報
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
際
に
取
り
上
げ
ら
 

悪
し
き
方
便
を
講
じ
て
 薬
 

今
、
汝
は
、
過
去
の
罪
業
 

は
地
獄
で
受
け
る
で
あ
ろ
 

第
十
 セ
巻
 、
五
六
二
頁
上
段
 -
 

れ
る
代
表
的
な
経
典
で
あ
 



が
 人
間
社
会
に
蔓
延
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
堕
胎
 

の
 歴
史
が
い
か
に
長
い
か
を
仏
典
は
物
語
っ
て
い
る
の
 

で
は
な
か
ろ
う
か
。
 中
 

絶
 に
対
す
る
懲
罰
 は
 、
今
日
で
は
胎
児
で
は
な
く
母
親
 

の
 生
命
を
基
準
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
原
始
仏
教
当
時
 

の
 僧
団
と
現
代
社
会
と
 

で
は
情
況
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
中
絶
を
 殺

人
と
み
る
仏
教
の
教
理
と
は
異
な
る
、
胎
児
を
人
間
 

と
は
異
質
の
も
の
と
み
 

る
 生
命
 観
 が
今
日
ま
で
人
々
の
意
識
を
支
配
し
て
き
た
 

こ
と
が
、
仏
典
に
み
る
堕
胎
の
記
述
か
ら
つ
か
が
わ
れ
 
る
 。
 

あ
る
こ
と
が
、
説
法
時
の
経
典
教
育
に
お
い
て
説
か
れ
 

て
い
る
。
韓
国
仏
教
に
お
い
て
は
、
仏
典
に
記
さ
れ
て
 

い
る
堕
胎
の
果
報
が
中
 

絶
の
罪
業
を
示
す
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
 

る
 。
だ
が
見
方
を
変
え
る
と
、
二
千
五
百
年
前
の
原
始
 

仏
教
の
時
代
か
ら
堕
胎
 

の
 妊
娠
中
絶
の
問
題
に
も
通
じ
る
も
の
で
、
中
絶
の
当
 

事
 者
だ
け
で
な
く
、
中
絶
を
施
術
し
た
医
者
に
も
後
生
 

に
こ
の
よ
う
な
果
報
が
 

仏
典
で
説
か
れ
て
い
る
堕
胎
の
罪
業
は
、
堕
胎
に
手
を
 

か
す
僧
侶
を
中
絶
手
術
を
行
う
産
婦
人
科
医
に
置
き
換
 

え
れ
ば
、
現
代
社
会
 

児
の
生
命
を
尊
重
す
る
仏
教
の
生
命
思
想
が
仏
典
に
 

示
 さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
 

@
 
荻
 

偶
 に
科
せ
ら
れ
る
懲
罰
が
、
母
人
で
は
な
く
胎
児
の
生
 死

に
よ
っ
て
裁
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
仏
典
解
読
の
ぬ
 珊
 点

と
さ
れ
て
お
り
、
 胎
 

る
か
の
判
断
が
釈
尊
に
よ
っ
て
下
さ
れ
る
と
い
う
内
容
 

の
 経
典
が
で
て
く
る
。
韓
国
仏
教
に
お
い
て
は
、
そ
れ
 

ら
の
経
典
で
、
当
該
 僧
 

波
羅
夷
 罪
 
（
断
頭
 
罪
 ）
と
な
る
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
 地

域
の
僧
侶
全
員
に
謝
罪
す
る
こ
と
で
ゆ
る
さ
れ
る
 
倫
 蘭

遮
 
（
未
遂
罪
）
に
 な
 

「
大
正
新
 
脩
 大
蔵
経
 L
 に
お
い
て
、
僧
侶
が
堕
胎
に
 関
 与

す
る
経
文
は
、
「
五
分
 律
 」
、
「
 
摩
詞
 僧
祇
 律
 」
、
「
四
分
 

律
 」
、
「
 
十
 調
律
」
と
 

い
っ
た
四
大
広
律
の
経
典
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
僧
侶
 

が
殺
胎
 
（
堕
胎
）
 し
 不
殺
生
戒
を
犯
し
た
場
合
の
懲
 
ロ
 

訓
 規
定
が
記
さ
れ
て
 
ぃ
 

る
 。
「
五
分
 律
巻
 第
二
十
八
」
、
「
 
十
 調
律
 巻
 第
三
、
「
 十

謂
 樺
巻
第
五
十
八
」
に
は
、
在
家
婦
人
の
求
め
に
 
応
 じ

て
、
堕
胎
薬
を
与
え
 

る
 等
の
方
便
を
講
じ
、
僧
侶
が
堕
胎
に
手
を
貸
し
た
 
結
 果
 、
母
人
が
死
ん
だ
場
合
と
胎
児
が
死
ん
だ
場
合
、
二
 

人
 と
も
死
ん
だ
 場
ム
ロ
、
 

二
人
と
も
助
か
っ
た
場
合
の
各
々
に
つ
い
て
懲
罰
が
 裁
 定
 さ
れ
、
そ
の
罪
が
、
僧
侶
資
格
が
剥
奪
さ
れ
僧
団
 
か
 ら

の
追
放
処
分
を
被
る
   



麗
朝
 の
一
二
七
八
年
と
さ
れ
て
い
る
同
経
の
漢
訳
原
典
 は
 、
「
 卍
績
 蔵
経
ヒ
 
に
 収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
、
 漢
訳
経
典
に
か
わ
っ
て
 、
 

「
 
ウ
 リ
マ
ル
 長
詩
 滅
罪
 脛
 」
と
い
う
各
種
の
現
代
口
語
 訳
が
 韓
国
全
土
の
寺
刹
に
出
回
っ
て
お
り
、
胎
児
 
霊
駕
 薦
度
 法
会
に
お
い
て
 佛
 

 
 蛭

子
達
に
読
み
聞
か
さ
れ
て
い
る
。
現
地
で
の
説
法
 
時
の
録
音
に
照
ら
し
て
、
そ
の
内
容
を
要
約
す
る
と
、
 
次
の
通
り
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

仏
陀
が
王
舎
城
者
 闇
 堀
の
山
中
に
お
か
れ
て
、
大
比
丘
 
一
二
五
 0
 人
 、
大
菩
薩
一
万
二
千
人
、
天
竜
八
部
鬼
神
 と
 人
非
人
と
共
 

 
 

教
 

に
 い
 ら
し
て
説
法
し
て
い
た
時
、
文
殊
 師
利
 菩
薩
が
 仏
 陀
の
所
に
歩
み
出
て
、
一
切
衆
生
が
悪
業
に
よ
っ
て
 
断
 命
 報
を
受
け
て
 ぃ
 

 
 

 
 

る
こ
と
を
舌
口
上
し
、
長
寿
滅
罪
の
方
法
を
尋
ね
た
。
 

仏
 陀
は
 、
過
去
世
に
無
垢
清
浄
の
地
に
俳
号
 普
 元
正
見
知
 来
 が
い
た
時
の
こ
 

韓
 

195  (413) 

 
 

偏
 に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
イ
ン
ド
で
編
纂
 さ
 れ
た
と
み
る
の
は
無
理
が
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。
 
朝
 鮮
の
地
で
の
刊
記
が
高
 

七
仏
典
に
み
る
堕
胎
の
滅
罪
 

胎
児
が
人
間
と
は
み
な
さ
れ
ず
、
膨
大
な
数
の
中
絶
が
 
臆
す
る
こ
と
な
く
行
わ
れ
て
い
る
現
実
に
あ
っ
て
 
、
妊
 娠
 中
絶
の
罪
業
を
仏
 

教
の
教
理
に
即
し
て
理
解
し
、
仏
典
に
依
拠
し
て
中
絶
 
の
罪
の
俄
 悔
と
 罪
障
消
滅
の
方
途
を
見
出
す
こ
と
を
 胎
 中
生
命
尊
重
教
育
の
指
 

針
 と
定
め
て
い
る
韓
国
仏
教
で
は
、
堕
胎
の
罪
を
犯
し
 た
 婦
人
が
 俄
 悔
し
 、
 罪
の
許
し
を
得
て
悟
り
を
開
い
て
 ゆ
く
物
語
が
説
か
れ
た
 

-
 
Ⅲ
 -
 

「
併
読
 長
詩
 滅
罪
 護
 諸
童
子
陀
羅
尼
 脛
 」
が
胎
児
 霊
駕
 薦
 度
の
指
南
書
と
さ
れ
て
い
る
。
 

一
般
に
「
 長
詩
 滅
罪
 経
 」
と
称
さ
れ
て
い
る
「
 僻
 説
 長
 -
 
詩
 滅
罪
 護
 諸
童
子
陀
羅
尼
 脛
 」
は
、
韓
国
の
寺
刹
に
 お
 け
る
胎
児
 霊
駕
薦
度
 

法
会
で
の
説
法
の
際
に
、
 

佛
 子
達
が
ま
ず
最
初
に
読
み
 聞
か
さ
れ
る
護
念
 経
 で
あ
る
。
こ
の
経
典
は
、
「
兵
書
 滅
罪
 護
 諸
童
子
陀
羅
尼
 

脛
 」
、
ま
た
は
「
兵
書
経
」
、
「
 長
詩
 滅
罪
十
二
因
縁
 佛
 性
脛
 」
と
も
言
わ
れ
て
お
り
、
西
暦
 
六
セ
 六
年
に
北
 印
 度
厨
 貴
国
の
 佛
陀
波
利
 

に
よ
っ
て
漢
訳
さ
れ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
「
大
正
 新
 脩
 大
蔵
経
」
に
は
収
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
「
僻
説
 解
 説
 大
 締
些
 
の
 疑
 偽
経
 



お
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
行
き
当
た
り
、
自
身
の
両
 
眼
を
売
る
こ
と
を
規
約
し
、
そ
れ
を
経
費
に
し
て
「
 
長
 %
 減
 ゅ
非
脛
 
」
四
十
 

と
と
し
て
、
話
し
始
め
た
。
 

過
去
世
に
、
あ
る
清
信
女
が
い
て
、
名
を
顛
倒
女
人
 
と
 言
っ
た
。
あ
る
日
、
顛
倒
女
人
が
仏
陀
の
所
に
参
上
し
 
、
悪
業
を
繊
 悔
 

し
て
出
家
す
る
こ
と
を
懇
願
し
た
。
顛
倒
女
人
が
舌
口
 う
 に
は
、
土
日
、
苧
 
治
 し
て
 八
ケ
 月
目
に
、
家
法
に
よ
り
 子
 を
産
む
こ
と
が
で
 

き
ず
、
毒
薬
を
飲
ん
で
 傷
胎
し
 殺
し
た
と
い
う
こ
と
だ
 。
女
人
は
死
産
で
子
を
産
ん
だ
が
、
 ハ
ケ
 月
に
な
っ
て
 い
た
そ
の
子
は
既
 

に
人
の
形
を
具
え
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
あ
る
 知
 者
に
会
い
、
 殺
治
 す
る
と
現
世
で
は
重
病
 報
 と
断
分
韻
 を
 受
け
、
来
世
で
 

は
 阿
鼻
地
獄
に
堕
ち
る
と
聞
か
さ
れ
、
恐
ろ
し
く
な
っ
 
て
 仏
陀
を
訪
ね
て
来
て
、
仏
陀
の
慈
悲
で
出
家
を
認
め
 
て
く
れ
る
よ
う
 願
 

い
 出
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

す
る
と
首
元
正
見
如
来
は
、
 殺
 文
男
、
殺
 母
罪
 、
殺
 胎
 罪
 、
出
 佛
 鼻
血
 罪
 、
破
和
合
僧
罪
の
五
逆
罪
は
、
 繊
悔
 な
し
て
も
免
れ
 

難
く
無
間
地
獄
に
堕
ち
る
の
は
免
れ
な
い
、
お
前
は
殺
 
胎
 し
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
報
い
を
受
け
て
然
る
べ
き
で
 
あ
る
と
断
言
し
 、
 

地
獄
の
責
苦
の
恐
ろ
し
さ
を
延
々
と
説
く
。
 

顛
倒
女
人
は
 、
 胎
を
殺
し
た
果
報
が
こ
れ
ほ
ど
大
変
な
 
こ
と
と
知
り
、
と
っ
さ
に
気
絶
し
た
。
気
が
つ
い
た
 女
 人
が
、
 泣
き
叫
 

び
、
 重
ね
て
堕
胎
の
重
業
を
逃
れ
る
方
途
を
尋
ね
る
と
 
、
 普
光
 正
見
如
来
は
顛
倒
女
人
に
、
堕
胎
し
た
業
を
気
 
に
 病
ん
で
い
る
者
 

は
 、
仏
陀
お
よ
び
僧
に
至
誠
を
捧
げ
、
三
宝
に
心
よ
り
 
戯
 悔
し
て
、
こ
れ
以
上
罪
を
犯
す
こ
と
な
く
、
「
兵
書
 滅
罪
 脛
 」
を
受
持
、
 

読
話
、
書
写
、
自
書
、
 道
 人
書
し
、
十
二
因
縁
の
理
知
 を
 悟
り
、
六
波
羅
蜜
を
行
じ
、
菩
提
心
は
即
ち
大
乗
心
 
と
い
う
一
念
で
行
 

ず
れ
ば
、
そ
の
罪
は
消
滅
す
る
と
説
く
。
 

法
を
聞
い
て
心
が
広
々
と
開
い
た
顛
倒
女
人
は
、
ち
ょ
 
う
ど
そ
の
時
、
国
の
長
考
が
重
病
に
か
か
っ
て
ひ
と
の
 
目
 を
ふ
た
つ
 買
   



文
殊
菩
薩
の
前
身
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
る
。
 

経
典
の
内
容
の
真
偽
に
つ
い
て
は
仏
教
学
者
の
間
で
議
 
論
 が
あ
る
も
の
の
、
堕
胎
が
事
業
で
あ
る
こ
と
が
仏
教
 
の
 教
理
に
即
し
て
 説
 

 
 

懸
 
か
れ
る
と
と
も
に
、
堕
胎
の
罪
を
犯
し
て
も
そ
の
 

罪
障
を
消
滅
さ
せ
、
救
い
を
得
ら
れ
る
方
途
が
示
さ
 
れ
て
い
る
「
 長
害
 滅
罪
 脛
 」
 

子
 

ゆ
は
 、
中
絶
の
罪
苦
を
背
負
っ
た
在
家
女
性
 佛
 子
達
 の
 済
度
を
唱
え
る
、
韓
国
仏
教
の
胎
児
震
驚
震
度
 
の
テ
 キ
ス
ト
と
し
て
常
用
さ
れ
て
 

 
 

ィ
 
礒
 
い
る
。
現
在
、
韓
国
の
寺
刹
で
の
胎
児
 霊
駕
 震
度
 法
会
で
、
中
絶
の
罪
を
認
識
さ
せ
る
た
め
の
十
二
因
縁
 

（
人
生
の
苦
悩
の
根
元
を
追
 

郎
求
し
 、
そ
の
根
元
を
断
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
苦
悩
 を
 滅
す
る
た
め
の
十
二
の
条
件
 

｜
 無明
盛
一
如
 一
 、
 行
 、
 識
 、
名
色
、
 人
 処
、
 触
 、
 

197 (415) 

羅
 三
親
三
菩
提
を
得
る
こ
と
を
発
願
し
た
 ヒ
 い
う
。
 

仏
陀
が
仰
せ
ら
れ
る
に
、
善
男
善
女
が
一
切
 
胎
を
苧
む
 時
や
産
む
時
、
病
に
か
か
っ
た
童
子
が
い
る
時
に
は
 
、
「
 長
詩
 滅
罪
 護
 

諸
童
子
陀
羅
尼
」
「
波
頭
 禰
 波
頭
 禰
提
脾
異
 尼
尖
尼
奥
爾
諸
黎
諸
羅
諸
麗
侯
羅
侯
羅
 
白
鹿
 白
縄
白
鹿
 波
羅
 

波
麗
 間
判
 唄
迭
頻
迭
般
 通
天
造
 遅
那
迦
黎
 鯨
波
 詞
 

を
 セ
目
セ
校
唱
え
て
、
線
香
を
焚
き
、
花
を
散
 
り
ば
め
て
写
経
 し
 

て
 供
養
し
、
真
剣
な
気
持
ち
で
奉
じ
れ
 ば
 、
あ
ら
ゆ
る
 重
病
が
治
り
、
前
生
業
障
の
消
滅
が
叶
 
う
 と
い
う
こ
 と
だ
。
「
 長
詩
 滅
罪
 

護
 諸
童
子
陀
羅
尼
」
の
功
徳
が
説
か
れ
、
そ
し
て
最
後
 

過
去
世
の
普
元
正
見
如
来
は
釈
迦
牟
尼
佛
の
前
身
 
で
、
顛
倒
女
人
は
 

が
 、
天
上
の
快
楽
も
永
遠
で
は
な
く
、
福
が
尽
き
る
と
 落
ち
る
こ
と
を
考
え
て
、
仏
陀
の
正
法
門
中
に
 
浬
 業
業
 を
 求
め
、
 阿
 穂
蓼
 

り
 、
顛
倒
女
人
は
罪
の
め
る
し
を
得
た
ば
か
り
で
な
く
 
、
最
上
の
天
上
 楽
 ま
で
受
け
、
無
生
法
忍
を
得
た
と
 
記
録
さ
れ
て
い
る
 

し
、
セ
 日
間
に
す
べ
て
を
や
り
終
え
て
、
こ
れ
に
て
 
一
 切
 衆
生
に
流
布
し
よ
う
と
大
々
的
に
発
願
し
た
。
 
こ
 の
 写
経
功
徳
に
よ
 

れ
る
こ
と
を
約
束
し
て
く
れ
た
の
で
、
顛
倒
女
人
は
自
 身
の
骨
を
削
り
血
を
墨
汁
に
し
て
「
 長
尋
 滅
罪
 脛
 」
 を
 写
経
す
る
よ
う
に
 

九
巻
を
書
こ
う
と
し
た
。
こ
の
こ
と
に
感
動
し
た
帝
釈
 
天
 四
十
九
人
が
人
間
に
身
を
や
っ
し
て
「
 長
詩
 滅
罪
 脛
 」
を
書
写
し
て
く
 



カ
 

な
い
 

@
 
キ
 
@
 
・
 
Ⅰ
。
 
ハ
 

に
基
 

だ
 

  

つ
て
の
日
本
の
民
俗
社
会
で
は
、
堕
胎
や
間
引
き
の
よ
 う
 な
「
 子
堕
 ろ
し
」
を
す
る
こ
と
は
「
お
返
し
す
る
」
 
と
 言
わ
れ
、
流
産
 

し
は
堕
胎
に
よ
っ
て
死
ん
だ
子
供
の
魂
が
、
じ
き
に
こ
 
0
 世
に
戻
っ
て
来
て
同
じ
親
の
も
と
に
生
ま
れ
変
わ
る
 
と
 信
じ
ら
れ
て
 ぃ
 

日
本
の
水
子
供
養
の
背
景
に
は
、
中
絶
し
た
胎
児
の
生
 
ま
れ
変
わ
り
を
説
く
再
生
信
仰
が
息
づ
い
て
お
り
、
 
そ
 う
し
た
民
間
信
仰
 

づ
く
民
俗
的
霊
魂
 観
が
 輪
廻
転
生
思
想
と
結
び
つ
い
て
 

が
 、
中
絶
を
め
ぐ
る
歴
史
的
文
化
的
背
景
の
異
な
る
 韓
 仏

教
習
俗
に
浸
透
し
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
 

回
 に
導
入
さ
れ
た
（
水
子
供
養
）
は
、
そ
の
背
景
に
あ
 
る
 日
本
人
の
民
俗
 

ノ
八
 韓
国
仏
教
の
生
命
主
義
１
１
業
感
縁
起
訴
に
み
る
 
胎
児
の
主
体
性
 ｜
 

受
 、
 愛
 
（
渇
愛
）
 
、
取
 
（
執
着
Ⅰ
 有
 
（
生
存
）
、
生
、
老
 
死
を
系
列
化
し
た
も
の
）
の
講
義
や
、
中
絶
の
 
罪
障
消
滅
の
方
途
と
し
 

て
 行
わ
れ
て
い
る
「
長
寿
滅
罪
 経
 」
の
写
経
と
「
長
寿
 滅
罪
 護
 諸
童
子
陀
羅
尼
」
 念
請
 、
お
よ
び
中
絶
防
止
 教
 育
 の
一
環
と
し
て
な
さ
 

れ
る
六
波
羅
蜜
（
大
乗
仏
教
に
お
い
て
菩
薩
に
課
せ
ら
 
れ
た
、
布
施
、
持
戒
、
忍
辱
、
精
進
、
禅
定
、
智
慧
の
 
六
種
の
実
践
徳
目
）
の
 

行
説
 に
基
づ
く
仏
教
胎
教
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
「
 長
濤
 滅
罪
 脛
 」
の
中
の
記
述
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

韓
国
仏
教
で
は
、
人
々
に
仏
教
的
な
世
界
観
や
人
生
観
 
に
 基
づ
く
正
し
い
信
仰
を
も
た
せ
る
と
と
も
に
、
通
俗
 
的
な
因
果
業
報
 ゃ
戒
 

佳
 道
徳
を
説
き
な
が
ら
、
陀
羅
尼
の
類
の
現
世
利
益
を
 
説
い
て
、
人
々
に
種
々
の
除
災
 招
 福
を
叶
え
さ
せ
る
こ
 と
が
、
胎
児
 霊
駕
薦
度
 

の
 功
徳
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
本
来
な
ら
取
り
消
 
す
こ
と
の
で
き
な
い
殺
生
罪
業
の
め
る
し
が
得
ら
れ
る
 
と
い
う
民
衆
仏
教
の
普
 

通
約
テ
ー
マ
が
盛
り
込
ま
れ
た
「
良
書
滅
罪
 経
 」
を
 読
 諒
 す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
罪
を
戯
悔
し
仏
教
教
理
を
信
 
傾
 す
る
こ
と
を
眼
目
と
 

し
た
胎
中
生
命
尊
重
教
育
が
信
者
達
に
受
け
入
れ
ら
れ
 
、
中
絶
の
罪
が
消
滅
し
堕
胎
児
が
離
苦
得
 業
 し
て
成
仏
 す
る
と
い
う
霊
験
談
が
 

語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
 

  



韓国仏教のく 水子供養 ) 

な 胎   

胎中生 されて の瞬間 今日、 
い か 詔 命 
る る 科 尊 

。 始 学 童 
仏 ま の 居 、 
教 る 発 想 
の と 達 の 
受 み に 回 
胎 る よ 復 
論   点 っ に 
は で て 寄 

、 諸 胎 与 
「 古 

る   
  
: し り る 

  
    重 

  
に し 

開 っ て 
さ い き 

れ て た 
て は こ 

お 宗 と 

で、 り、 数度 

受 に 人 
胎 各 問 
が 彩 の 

生命は 成立す な説明 

る が 受 

  

思
想
の
顕
現
と
み
る
宗
教
界
の
主
張
と
結
び
つ
け
ら
れ
 
、
仏
教
の
生
命
主
義
が
、
中
絶
の
蔓
延
す
る
今
日
、
廃
 
れ
て
し
ま
っ
た
 韓
 民
族
 

と
み
な
さ
れ
る
。
胎
児
を
人
間
と
み
る
仏
教
の
生
命
 観
 は
 、
出
生
時
を
も
っ
て
一
歳
と
数
え
る
韓
国
の
数
え
年
 
の
 伝
統
を
民
族
の
生
命
 

か
わ
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
人
間
の
 生
命
は
受
胎
の
瞬
間
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
 
胎
児
も
厳
然
た
る
人
間
 

て
お
り
、
生
 ふ
 
叩
の
誕
生
と
は
、
前
生
で
の
死
亡
時
に
肉
 体
か
ら
離
散
し
て
い
っ
た
「
中
有
」
が
、
受
胎
の
刹
那
 
に
 「
本
有
」
に
生
ま
れ
 

の
間
の
存
在
）
・
死
有
（
死
の
刹
那
の
存
在
 一
 ・
中
有
 
死
後
来
世
に
再
び
生
ま
れ
る
ま
で
の
存
在
）
と
い
う
 
四
 有
説
 に
よ
っ
て
説
明
し
 

で
 経
て
ゆ
く
存
在
形
態
の
変
化
を
、
仏
教
は
、
生
有
（
 
生
ま
れ
る
刹
那
の
存
在
）
・
本
有
（
母
胎
の
中
で
生
を
 受
け
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
 

で
、
胎
児
も
 、
 自
ら
背
負
っ
た
業
に
よ
り
輪
廻
す
る
 中
 で
 経
る
生
の
一
存
在
形
態
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
人
間
 
が
 輪
廻
転
生
す
る
な
か
 

仏
教
で
は
、
人
間
の
生
は
一
回
限
り
で
終
わ
る
の
で
は
 
な
く
、
生
前
の
業
に
応
じ
て
六
道
の
ど
こ
か
で
輪
廻
転
 
生
を
繰
り
返
す
も
の
 

 
 

れ
て
い
る
。
 

的
 生
命
観
や
霊
魂
 観
が
 払
拭
さ
れ
、
仏
教
界
の
中
絶
反
 
対
 運
動
の
た
め
の
生
命
正
義
に
読
み
替
え
ら
れ
て
い
 
る
 。
胎
児
も
人
間
で
 

り
 、
中
絶
は
殺
人
で
あ
る
と
い
う
言
説
に
集
約
さ
れ
る
 
生
命
主
義
を
信
奉
す
る
韓
国
仏
教
で
は
、
人
々
が
中
絶
 
が
 悪
業
で
あ
る
こ
と
 

認
識
し
、
「
見
え
な
い
殺
生
」
に
対
し
て
罪
悪
感
を
惜
 ，
 
え
る
よ
う
教
化
す
る
の
に
、
輪
廻
転
生
の
主
体
で
あ
る
 

「
中
有
」
の
太
始
 を
 

間
 生
命
の
始
ま
り
と
捉
え
、
業
感
縁
起
説
の
教
理
に
立
 
御
 し
て
胎
児
の
主
体
性
と
独
自
性
を
強
調
す
る
縁
起
論
 
的
 生
命
主
義
が
称
揚
 さ 人 を あ 



韓
国
仏
教
の
み
な
ら
ず
、
中
絶
に
反
対
す
る
生
命
主
義
 
の
 立
場
か
ら
は
、
堕
胎
の
問
題
を
扱
っ
た
経
典
は
 
、
亜
 ぬ
 
業
に
対
す
る
果
報
な
 

い
し
は
戒
律
違
犯
に
対
す
る
懲
罰
と
し
て
読
ま
れ
る
の
 が
 常
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
堕
胎
に
舌
口
 
放
 し
て
い
る
経
文
 を
 追
っ
て
ゆ
く
と
、
 こ
 

ぅ
 し
た
果
報
と
か
懲
罰
と
い
う
観
点
か
ら
は
十
分
な
理
 解
の
及
ぼ
な
 い
 、
今
日
の
人
工
生
殖
時
代
の
生
命
 観
や
 生
命
倫
理
に
対
す
る
 鋭
 

ぃ
 洞
察
が
仏
典
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
が
見
て
取
れ
る
 
。
今
日
の
人
工
生
殖
を
め
ぐ
っ
て
生
起
し
て
い
る
生
命
 
倫
理
上
の
難
問
に
対
し
 

九 

仏
典
の
生
ム
印
 
論
 １
１
人
工
生
殖
と
生
命
倫
理
へ
の
 
視
座
 

 
 

に
は
、
「
母
胎
の
適
期
」
、
「
父
母
の
和
合
」
、
「
中
有
の
現
 

前
 」
の
三
者
が
必
要
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
 
科
 学
的
知
識
を
踏
ま
え
た
 

現
代
の
生
殖
観
か
ら
す
る
と
、
こ
の
こ
と
は
、
母
体
が
 
受
胎
 期
 に
あ
っ
て
、
父
母
の
性
交
が
そ
の
時
期
に
行
わ
 ね
 、
父
母
の
精
 血
 の
 合
 

体
 時
に
「
中
有
」
が
侵
入
す
る
こ
と
と
解
釈
さ
れ
る
が
 
、
仏
教
の
業
感
縁
起
説
の
立
場
か
ら
は
、
五
根
を
具
備
 
し
 、
香
気
を
食
し
、
 天
 

-
 
廿
一
 

眼
を
有
し
、
迅
速
に
虚
空
中
を
移
動
す
る
こ
と
の
で
き
 
る
 
「
中
有
」
が
、
い
つ
も
生
ま
れ
る
所
を
探
し
て
窺
っ
 て
お
り
、
前
世
か
ら
の
 

業
 に
よ
っ
て
父
母
と
な
る
因
縁
の
結
ば
れ
て
い
る
男
女
 が
 交
合
す
る
の
を
見
つ
け
て
そ
の
場
に
顕
れ
母
胎
に
 
侵
 入
す
る
と
い
う
、
父
母
 

 
 

と
「
中
有
」
の
三
者
間
の
業
緑
の
和
合
と
し
て
説
明
さ
 
れ
て
い
る
。
前
世
業
を
背
負
っ
た
輪
廻
転
生
の
主
体
で
 
あ
る
「
中
有
」
が
自
ら
 

父
母
と
な
る
人
を
探
し
当
て
、
そ
の
性
交
時
に
愛
欲
の
 
念
 を
起
こ
し
て
 託
治
 す
る
と
み
る
仏
教
の
受
胎
観
か
ら
 は
、
 親
が
子
供
を
選
ぶ
 

と
い
う
現
代
の
一
般
的
生
殖
 観
 と
は
違
っ
た
、
む
し
ろ
 子
供
の
方
が
親
を
選
ん
で
母
胎
に
人
治
す
る
と
い
う
 
子
 供
 主
体
の
生
殖
 観
が
ぅ
 

か
が
わ
れ
る
。
胎
児
自
身
の
業
力
を
強
調
し
、
そ
の
 主
 体
性
と
独
自
性
を
認
め
る
仏
教
的
胎
児
観
に
立
脚
し
た
 
受
胎
論
を
展
開
す
る
こ
 

と
で
、
胎
中
生
命
に
対
す
る
畏
敬
の
念
が
呼
び
起
こ
さ
 
ね
 、
仏
縁
を
尊
ぶ
仏
教
の
生
命
主
義
が
覚
醒
さ
れ
る
こ
 
と
が
、
韓
国
仏
教
の
胎
 

中
生
命
保
護
運
動
の
ね
ら
い
と
な
っ
て
い
る
。
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貫 め て そ る の 読 て 
  で 

ら 」   
て な る   、 と 

    妊 仏 
振 興 
出 は 
産 ど   
問 よ 

題 う 

母 
に な 
涌 % 」 ユ -   

  
を 巻 の 

経 示 
出土 ,, し 

せ 二 念 
め て 
- 言 己 い   

-A. 

焦 だ   点 ろ 

な う 

当 か 
て   
て 堕 
  胎 

を に始 今日 

の ま     
5 匹 工   

身 は 。 類 生 生 
意 ， し、 」 」     植 食   
  対 始   す 点、 
太 始   の 在 れ ら る を 

個 」 て れ ィふ め   体 と お っ Fm ,, 丘 ぐ 

は い は 」 」 づ 問 い は を さ り っ 埋 る 
謂 う ま と 巻 け を る 一 含 ね 、 あ 解 義 

  



 
 

わ
く
、
 初
め
て
母
胎
に
入
り
、
 但
だ
 三
根
あ
り
。
謂
わ
 く
 身
命
 意
 な
り
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
 
受
 胎
 し
た
後
、
意
 根
 ，
 ム
叩
 

根
 ・
身
根
の
三
根
し
か
な
い
間
は
「
太
始
」
で
あ
り
、
 母
胎
の
中
で
胎
児
の
六
根
が
揃
っ
た
段
階
で
「
 
人
 」
と
 

な
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
 

る
の
で
あ
る
。
堕
胎
に
反
対
す
る
生
命
主
義
の
立
場
か
 
ら
は
、
「
 人
 」
や
「
胎
児
」
に
区
別
を
設
け
る
こ
と
を
 
せ
ず
、
い
か
な
る
段
階
 

に
あ
っ
て
も
等
し
く
尊
重
さ
れ
る
べ
き
人
間
生
命
と
み
 
な
す
生
命
 観
 が
主
唱
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
仏
典
の
 
記
述
か
ら
は
、
「
胎
児
」
 

を
人
間
と
し
て
一
義
的
に
規
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
 
、
多
義
的
な
生
 ふ
叩
体
 
と
み
る
生
 ふ
叩
観
 
が
う
か
が
わ
れ
る
  
 

仏
典
に
出
て
く
る
「
供
人
」
の
経
文
を
意
識
し
て
の
，
 」
と
で
あ
ろ
う
が
、
筆
者
が
現
地
調
査
を
行
っ
て
い
る
 
寺
刹
の
住
職
の
中
に
 

は
 、
受
胎
後
四
十
九
日
以
内
に
中
絶
し
た
子
は
、
仏
典
 
で
は
ま
だ
「
 人
 」
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
 薦
度
 斎
 を
し
な
く
と
も
構
わ
 

な
い
と
述
べ
る
者
が
い
る
。
仏
典
で
い
う
受
胎
後
四
十
 
九
日
は
、
今
日
の
産
科
学
で
い
え
ば
妊
娠
十
週
に
当
た
 
り
 、
出
生
前
胎
児
診
断
 

0
 発
達
し
て
い
る
現
在
、
絨
毛
検
査
な
ら
ば
検
査
結
果
 
に
よ
っ
て
は
九
週
目
で
中
絶
を
選
択
す
る
こ
と
が
可
能
 
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
 

と
 、
こ
う
し
た
見
解
が
出
て
く
る
の
に
十
分
な
現
実
的
 
背
景
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
 

仏
典
に
出
て
く
る
堕
胎
の
経
文
を
検
討
し
て
ゆ
く
と
、
 
人
間
生
命
の
始
期
を
め
ぐ
る
問
題
と
と
も
に
、
人
工
 
生
 殖
の
発
達
に
伴
っ
て
 

生
起
し
て
く
る
生
命
倫
理
の
問
題
を
予
見
し
て
い
た
よ
 
う
な
経
文
が
見
出
さ
れ
る
。
次
の
問
答
は
、
今
日
で
い
 
う
 受
精
卵
移
植
を
め
ぐ
 

る
 問
題
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
 

「
 
問
ふ
 。
一
女
人
あ
り
。
 迦
羅
遅
 
（
 
カ
 ラ
ラ
）
を
棄
て
、
 他
の
女
人
が
そ
れ
を
還
 収
 し
て
用
い
て
後
、
子
を
生
 き
 ん
に
、
何
者
が
 

足
 れ
局
な
る
。
」
 

二
四
三
五
「
 十
諦
律
 」
 巻
 第
五
二
「
大
正
新
脩
大
蔵
経
 

ぬ
 第
二
一
 
二
巻
、
三
八
一
頁
中
段
 

一
 

「
答
ふ
。
先
の
者
、
 是
 な
り
。
」
 

「
 
問
ふ
 。
鈴
の
母
人
が
堕
胎
 す
 。
鈴
の
女
人
（
そ
の
 迦
 羅
 %
 を
）
取
り
て
飲
み
て
後
に
児
を
生
み
、
飴
の
女
人
 養
ふ
 。
何
等
の
母
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仏 浮 は 枝 輪 愚 る 代 工 あ の 夏 セ   っ 成 ま 成 ふ 
た 要 だ 長   
た 素 月 段 堕 
め で 形 階 胎 
に あ に を 者 

で 大 な 八 ご 
い 週 

き て （ 弛緩 に 
Ⅰ " 一 サ @ し Z . 9 分 

  けて詳 水・大女が出 を言い 

産   、 述 四   
ね め 薩婆 が成れを 「 形状 いる 

  多 

      
の は ろ 藤 が 産 唆 生 」 
培     

か い 親 た る 抜 き       間 遮 根 受 五 
の 嘔 気 合 る の 力 な る 
問 の 味 日 と ど の か 話 
顕 現 な の い ち 産 っ は 
を 場 話 生 う ら 物 た   

、 で で 殖 結 を で 時 人   
  

を
 殺
さ
ば
波
羅
夷
を
得
し
、
逆
罪
を
得
す
る
や
。
」
 



註
 「

大
正
新
脩
大
蔵
経
」
は
自
大
正
蔵
」
と
略
記
す
る
。
経
典
 

名
 の
 一
 
刊
の
数
字
は
典
籍
番
号
を
表
す
。
 

尚
 、
 頁
 数
は
、
高
楠
順
次
郎
 編
 
「
大
正
蔵
 目
 の
も
の
 

を
 記
し
て
い
る
。
 

一
 
1
 一
 
渕
上
恭
子
「
韓
国
仏
教
の
（
水
子
供
養
二
「
平
和
と
宗
教
 
」
№
 騰
 、
一
九
九
 
セ
年
 、
庭
野
平
和
財
団
、
九
八
 
｜
一
 0
 三
頁
。
 お
よ
び
「
韓
国
仏
教
の
 

（
水
干
供
養
）
韓
国
に
お
け
る
仏
教
信
者
の
妊
娠
中
絶
と
 
祖
 先
 祭
祀
」
「
月
刊
寺
門
興
隆
」
 
二
 0
0
 

一
年
四
月
号
、
興
出
社
、
 

七
 0
 ｜
 七
六
頁
。
 

結
語
 
｜
 妊娠
中
絶
と
殺
人
の
限
界
 ｜
｜
 

一
九
八
 0
 年
代
に
、
急
増
す
る
中
絶
へ
の
応
急
策
と
し
 
て
 韓
国
仏
教
に
導
入
さ
れ
た
（
水
子
供
養
）
は
、
そ
の
 
背
景
に
あ
る
日
本
人
 

の
 民
俗
的
生
命
観
へ
の
理
解
を
欠
い
た
ま
ま
、
中
絶
の
 
蔓
延
す
る
韓
国
に
急
速
に
広
が
り
今
日
に
至
っ
て
い
る
 
。
民
間
信
仰
に
寛
容
な
 

態
度
を
示
す
日
本
仏
教
は
、
宗
教
的
な
見
地
か
ら
み
れ
 
ば
 中
絶
が
「
殺
人
」
で
あ
る
こ
と
は
認
め
な
が
ら
も
、
 
日
本
の
民
間
信
仰
に
 根
 

ざ
し
た
水
子
供
養
に
対
し
て
理
解
を
示
す
な
か
で
自
ら
 
の
 生
命
論
を
練
り
上
げ
、
生
活
仏
教
と
し
て
人
々
に
 
受
容
さ
れ
て
き
た
。
 
一
 

方
 、
民
間
信
仰
に
対
し
て
否
定
的
で
経
典
主
義
を
標
 傍
 す
る
韓
国
仏
教
界
で
は
、
中
絶
を
殺
人
と
し
て
罪
悪
税
 
す
る
中
絶
反
対
運
動
指
 

専
属
 と
 、
現
実
の
世
の
中
に
あ
っ
て
中
絶
の
罪
を
犯
さ
 
な
い
で
 い
 る
こ
と
が
困
難
で
、
中
絶
を
必
ず
し
も
「
 殺
 人
 」
と
は
感
じ
て
い
な
 

い
 在
家
 佛
 子
の
間
に
、
人
間
生
命
の
認
識
を
め
ぐ
る
 大
 き
な
隔
た
り
が
み
ら
れ
る
。
仏
教
界
指
導
層
の
説
く
中
 
絶
 反
対
の
た
め
の
規
範
 

的
 生
命
主
義
と
、
中
絶
の
罪
苦
を
背
負
っ
た
在
家
 
佛
子
 が
 信
仰
生
活
の
拠
り
所
と
す
る
民
衆
仏
教
の
生
命
論
 
の
間
で
、
（
水
子
供
養
）
 

を
は
さ
ん
で
の
、
妊
娠
中
絶
と
殺
人
の
限
界
設
定
を
め
 
ぐ
る
緊
張
が
続
い
て
い
る
。
 

正
解
の
な
い
問
 い
と
 舌
口
わ
れ
る
生
命
倫
理
上
の
難
問
に
 
、
仏
典
は
更
な
る
問
い
を
発
し
続
け
て
い
る
。
 

  



韓国仏教のく 水 

（
 
2
 ）
韓
国
の
総
人
口
の
五
 0
.
 七
 %
 が
宗
教
人
口
で
、
 
三
 0
 歳
 以
上
の
女
性
の
六
三
・
四
 
%
 
が
宗
教
を
持
っ
て
い
る
 
-
 
「
宗
教
類
型
 則
 宗
教
人
口
統
計
お
よ
 

び
 国
表
一
一
九
九
五
年
一
一
月
一
口
、
統
計
 庁 調
査
基
準
 二
 
「
 
韓
 國
の
宗
教
現
況
」
大
韓
民
国
文
化
観
光
部
宗
務
室
、
一
九
九
九
 
年
 、
九
 ｜
 
一
一
頁
）
。
 

一
 
3
 ）
大
韓
民
国
文
化
観
光
部
宗
務
室
、
前
掲
 書
 、
九
頁
。
 

-
4
@
 
 一
九
九
四
年
の
調
査
に
よ
る
と
、
中
絶
を
し
た
者
の
六
一
 

・
四
 
%
 
が
宗
教
信
者
で
あ
っ
た
 -
 
博
 國
 保
健
社
倉
研
究
院
「
一
九
 九
四
年
全
 國
 出
産
力
 お
 

ょ
 び
家
族
保
健
 實
態
 調
査
報
告
書
目
Ⅱ
沈
菜
 姫
 
「
藩
治
の
 實
態
お
 ょ
 び
意
識
に
関
す
る
研
究
」
「
 
九
 0
 ｜
 0
 
八
 刑
事
政
策
研
究
」
 

一
 九
九
一
年
、
韓
国
 

刑
事
政
策
研
究
院
。
 

一
 
5
 一
十
代
か
ら
 六
 0
 代
 ま
で
の
女
性
信
者
二
二
五
人
を
対
象
と
 し
て
、
三
十
一
項
目
か
ら
な
る
質
問
紙
調
査
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
 
、
菩
薩
戒
を
受
戒
し
た
 

信
者
の
四
 セ
 ・
五
 
%
 が
中
絶
経
験
が
あ
る
反
面
、
菩
薩
戒
を
受
戒
 して
い
な
い
信
者
の
中
絶
経
験
率
は
二
二
・
三
 

%
 
で
あ
っ
た
。
 仏
 教
へ
の
帰
依
年
数
と
 

中
絶
経
験
率
の
関
係
と
の
関
係
を
み
て
み
る
と
、
一
年
未
満
の
者
 が一
セ
 ・
五
 
%
 、
二
年
１
五
年
の
者
が
二
四
・
四
光
、
五
年
 

@
 千
 年
の
者
が
四
一
・
七
 

拓
 、
十
年
以
上
の
者
が
五
二
・
七
 
%
 で
、
仏
教
へ
の
帰
依
 
年
粕
が
 
長
い
ほ
ど
妊
娠
中
絶
を
す
る
者
が
多
い
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
 釜
日
 寛
 
「
 
佛
 数
人
の
 

妊
娠
中
絶
に
対
す
る
意
識
調
査
研
究
」
「
中
央
僧
伽
大
串
論
文
集
 

」
第
三
号
、
一
九
九
四
年
、
一
八
九
 ｜
 
一
九
一
頁
）
。
 

-
6
 一
 
沈
菜
 姫
 、
前
掲
 書
 、
一
五
八
 
｜
 
一
五
九
頁
。
 

-
7
-
 大
韓
民
団
文
化
観
光
部
宗
務
室
、
前
掲
 書
 、
九
頁
。
 

-
8
-
 佳
言
 城
 
「
日
本
の
水
子
供
養
と
東
ア
ジ
ア
の
男
児
達
拝
」
 

「
比
較
民
俗
 里
 」
第
十
六
 輯
 、
一
九
九
九
年
、
比
較
民
俗
 睾
含
 、
 
一
九
五
 ｜
 三
一
 0
 頁
 。
 

一
 
9
 一
 
既
婚
女
性
の
中
絶
率
が
一
九
六
四
年
は
七
 
%
 
で
あ
っ
た
の
 
が
 
一
九
七
三
年
に
ほ
 
三
 0
 九
 、
一
九
八
八
年
に
は
五
二
 
%
 
に
 急
 上
昇
し
、
一
九
九
四
年
ほ
 

五
三
 %
 と
な
っ
た
 
-
 大
轟
家
族
計
 劃
協
蕾
 「
一
九
九
四
年
 ウ
リ
ナ
 ラ
 
（
韓
国
 -
 人
口
指
標
 き
 。
既
婚
女
性
の
中
絶
率
が
八
 0 年
伐
 以
降
急
上
昇
し
た
の
 

に
 伴
っ
て
、
出
生
性
比
 一
 
誕
生
時
の
女
児
の
拙
を
 

一
 00
 
と
し
た
 時
の
男
児
の
数
 -
 が
 
一
九
八
 0
 年
の
 
一
 0 
三
・
九
か
ら
一
九
九
四
 年
 の
一
一
五
・
五
 へ
 

と
 急
上
昇
し
た
の
は
、
胎
児
性
鑑
別
に
 よ
 る
女
児
の
中
絶
が
 一
 般
 化
し
た
故
と
み
ら
れ
る
 
-
 
「
男
児
 選
 好
に
よ
る
人
工
流
産
等
間
 題
 深
刻
」
「
東
郷
 新
 

間
口
一
九
九
七
年
 セ
 月
一
日
日
 こ
 。
 

欝
 

元
一
一
九
六
 0
 年
は
六
・
 0
 人
で
あ
っ
た
特
殊
合
計
 出
 生
 数
が
、
一
九
八
 
0
 年
 三
は
ニ
 ・
八
人
、
一
九
八
五
年
に
は
 
一
 ・
 
七
人
、
一
九
九
九
年
に
は
一
・
四
人
 

 
 

へ
と
急
速
に
低
下
し
て
い
っ
た
（
保
健
福
祉
部
 

ヨ
一
 
0
0
0
 
年
保
 健
 福
祉
統
計
年
報
」
四
頁
）
。
 

子
 

五
一
慶
尚
北
道
に
あ
る
 
曹
渓
 宗
の
地
蔵
 祈
禧
 道
場
 Y
 寺
で
は
、
 
「
水
子
 霊
駕
 」
の
全
て
に
男
児
の
名
を
つ
け
て
 薦
 度
し
て
い
る
。
  

 

 
 

男
児
も
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
大
半
が
女
児
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
 男
児
の
名
を
つ
け
る
の
は
、
女
人
の
ま
ま
だ
と
五
障
三
従
に
よ
り
 成
仏
で
き
な
い
の
 

け
 

で
、
男
児
の
名
を
つ
け
「
変
成
男
子
」
さ
せ
て
成
仏
さ
せ
る
た
め
 
だ
と
い
う
。
こ
の
タ
イ
プ
の
女
児
 落
 胎
児
鹿
皮
法
を
採
っ
て
 い
 る
 寺
が
韓
国
内
に
他
㏄
 

 
 

に
も
数
ヵ
所
あ
る
（
渕
上
恭
子
、
二
 

0
0
 

一
年
、
前
掲
論
文
、
 
セ
 上
 
八
一
向
 

只
 -
 。
 



う
 ）
中
岡
俊
哉
 著
 
「
水
子
霊
の
秘
密
 ヒ
二
 一
見
書
房
、
一
九
八
 0
 午
 -
 の
 翻
訳
本
が
一
九
八
五
年
に
刊
行
さ
れ
、
 

嶺
 南
地
方
の
寺
 刹
を
中
心
に
（
水
子
供
 

養
 ）
が
韓
国
に
広
が
っ
て
い
っ
た
 -
 
程
妙
畳
 
「
赤
ち
ゃ
ん
や
、
 許
 
し
て
お
く
れ
」
カ
ン
ギ
ョ
ン
ド
ガ
ム
、
一
九
八
五
年
一
。
ま
た
、
 

韓
国
の
（
水
子
供
 

獅
 

養
 ）
寺
の
草
分
け
で
あ
る
 D
 寺
の
胎
児
 霊
薦
 度
の
手
引
書
と
し
 て
 、
文
蔵
僧
侶
「
遠
里
の
た
め
の
 祈
肩
 」
 松
と
鶴
 、
一
九
九
九
 午
が
 刊
行
さ
れ
て
い
 

 
 
 
 
 
 

る
 。
 

 
 
 
 

（
 む
趙
明
烈
 
「
日
本
の
水
干
供
養
を
通
し
て
み
た
宗
教
と
生
命
 

倫
理
」
「
 多
 質
し
通
巻
四
号
・
一
九
九
二
年
・
 

冬
 、
大
韓
 佛
教
振
 興
院
 、
四
 0
 ｜
 四
八
頁
。
 

睦
禎
培
 
「
 
佛
 教
の
生
命
尊
重
運
動
と
胎
児
 薦
度
 」
「
 多
費
 」
通
巻
 四
号
・
一
九
九
二
年
・
 
冬
 、
大
韓
 佛
教
 振
興
 院
 、
四
九
 ｜
 五
五
頁
  
 

@
-
 

高
楠
順
次
郎
 編
 
「
大
正
新
修
大
蔵
経
」
大
正
一
切
経
 

刊
 行
合
・
大
蔵
出
版
、
一
九
二
四
 ｜
 二
六
年
。
新
修
大
蔵
経
編
纂
 委
 員
含
 
「
大
正
新
修
大
蔵
 

脛
 日
韓
画
人
文
科
 星
院
 、
一
九
九
八
年
七
月
四
日
、
影
印
版
。
 

一
町
）
「
堕
胎
 脛
 」
と
い
う
 経
 各
自
体
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、
「
 
雑
 阿
含
 経
 」
 巻
 第
十
九
 
@
 

二
こ
の
当
該
部
分
が
、
経
典
研
究
 者
の
間
で
こ
の
よ
う
に
 
呼
 

ば
れ
て
い
る
 

-
 岩
野
真
雄
編
「
 國
 詩
調
一
切
経
何
台
 
部
一
 」
大
東
 
出
版
社
、
一
九
三
五
年
、
三
五
三
頁
、
四
一
二
頁
）
。
 

元
一
四
大
広
律
を
中
心
に
、
僧
侶
が
不
殺
生
戒
を
犯
し
た
際
の
 罪
状
の
裁
定
と
、
波
羅
夷
 罪
 
（
断
頭
 罪
一
 、
 楡
蘭
遮
 
-
 未
遂
罪
 -
 、
 越
毘
尼
罪
 
-
 
過
失
罪
Ⅰ
 

波
夜
提
 、
 波
逸
提
 
-
 
戦
 悔
罪
 -
 、
 突
吉
羅
 
一
過
失
罪
 -
 、
波
羅
 市
迦
 、
波
羅
移
の
懲
罰
規
定
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
一
平
川
 
彰
 
「
平
川
 彰
 著
作
集
第
十
四
巻
 

二
百
五
十
戒
の
研
究
 
@
 」
春
秋
社
、
一
九
九
三
年
、
二
五
五
上
 一
 
一
四
一
頁
 -
 。
 

而
 ）
一
四
二
五
「
 摩
詞
 僧
祇
 律
 」
 巻
 第
四
 0
 
 「
大
正
蔵
 ヒ
 第
一
 一
二
巻
、
五
四
 セ
 直
上
・
中
段
。
一
四
二
八
「
四
分
律
」
 

巻
 第
四
 九
 
「
大
正
蔵
 ヒ
 第
二
二
 

巻
 、
九
二
八
頁
 中
 ・
下
段
。
一
四
三
五
「
 
十
 調
律
」
 巻
 第
四
 0
 
 「
 大
正
蔵
」
第
二
三
巻
、
二
九
二
頁
下
段
 ｜
 二
九
三
頁
上
段
。
「
 
十
諦
律
 」
 巷
 第
五
七
 

「
大
正
蔵
」
第
二
三
巻
、
四
二
六
頁
上
・
中
段
。
一
四
五
一
「
 

根
 本
佳
 
一
切
有
部
民
会
 耶
 雑
事
」
 巻
 第
三
一
「
大
正
蔵
」
第
二
四
巻
 、
三
五
九
頁
下
段
 

｜
 三
六
 0
 頁
 上
段
。
比
丘
尼
が
死
胎
処
理
に
関
っ
て
引
き
起
こ
し
 た 不
祥
事
が
、
比
丘
尼
に
対
す
る
戒
律
が
定
め
ら
れ
る
端
緒
と
 な
る
と
い
う
内
容
に
 

な
っ
て
い
る
。
 

一
 Ⅸ
一
一
四
六
四
「
 鼻
奈
耶
 」
 巻
 第
一
「
大
正
蔵
」
 
第
 二
四
巻
、
 八
五
六
頁
中
段
。
 

一
リ
一
一
四
二
五
「
佳
詞
僧
祇
 律
 」
 巻
 第
四
 0
 
 「
大
正
蔵
 ぬ
 第
一
 一
二
巻
、
五
四
七
頁
 中
 
・
下
段
。
一
四
二
八
「
四
分
律
」
昔
男
囚
 九
 
「
大
正
蔵
」
第
二
三
 

巻
 、
九
三
 0
 直
上
段
。
 

元
 -
 
韓
費
光
 「
 佛
教
 経
典
に
あ
ら
わ
れ
た
藩
治
問
題
」
「
 
多
費
 
通
巻
四
号
・
一
九
九
二
字
・
 

冬
 、
大
韓
 佛
教
 振
興
 院
 、
三
二
 ｜
 三
五
頁
。
フ
ラ
ン
ク
・
 

テ
デ
 ス
コ
「
 佛
教
 思
想
を
通
し
て
み
た
韓
国
社
倉
の
 落
胎
 問
題
研
 究
 」
 東
國
 大
串
 校
 大
軍
 院
佛
教
軍
科
 博
士
 睾
 位
論
文
、
一
九
九
 七
年
、
三
一
１
匹
 
-
 
ハ
 

頁
 。
 

@
 
一
韓
国
の
「
僻
説
解
説
大
辞
典
 ヒ
 -
 鄭
承
碩
編
 、
民
族
 社
 、
一
 九
八
九
年
一
に
よ
る
と
、
韓
国
仏
教
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
 佛
 説
 兵
書
滅
罪
 護
 諸
童
子
 



韓国仏教の ( 水子供養 ) 

陀
羅
尼
 脛
 」
の
原
典
は
「
田
芋
 %
 減
 脛
 」
番
一
五
 0
 、
七
四
二
頁
 に
 収
録
さ
れ
て
い
る
。
 
尚
 、
本
稿
の
執
筆
に
際
し
て
は
、
靖
国
 祈
念
・
前
田
慧
雲
 編
 

一
 
%
 賓
國
 沙
門
 佛
陀
波
利
 奉
詔
 詳
 ）
「
僻
説
長
事
滅
罪
 護
 諸
童
子
 陀
 羅
尼
脛
 」
「
大
日
本
 槙
 蔵
経
」
第
一
 
転
 第
二
編
 Z
 第
二
三
 套
 四
冊
 、
蔵
経
書
院
、
 

九
一
二
年
十
一
月
、
三
七
一
 

｜
 三
七
七
頁
を
参
照
し
た
。
 

一
リ
 一
韓
費
光
 、
前
掲
論
文
、
三
六
頁
。
 

然
 ）
白
皮
 壬
 
「
 
佛
 典
の
胎
児
 頽
｜
 胎
児
発
達
段
階
説
を
中
心
 と
し
て
」
「
韓
国
 佛
教
串
 」
第
十
 輯
 、
一
九
八
五
年
、
韓
 国
佛
教
 軍
曹
、
一
一
三
 
｜
 
一
ゴ
 一
 

三
頁
。
 

-
 ど
 
一
五
四
五
「
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
」
 

巻
 第
七
 0
 
 「
大
正
 蔵
 」
第
二
七
巻
、
三
六
二
頁
上
段
。
 

元
一
一
五
五
八
「
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
」
 巻
 第
九
「
大
正
蔵
」
 
第
 二
九
巻
、
四
六
頁
下
段
。
 

元
 @
 
 一
四
五
一
「
根
本
説
一
切
有
部
 
民
奈
耶
 雑
事
」
 巻
 第
十
一
 
「
大
正
蔵
」
第
二
四
巻
、
二
五
三
頁
下
段
。
 

万
一
一
四
二
一
「
五
分
 
律
 」
 巻
 第
二
「
大
正
蔵
」
第
二
二
巻
、
 

八
頁
中
段
。
 

@
@
 
 
一
四
三
五
「
 十
謂
律
 」
 巻
 第
二
「
大
正
蔵
 ぬ
 第
二
三
巻
、
 
八
頁
中
段
。
 

-
 
㏄
 @
 
 一
四
三
五
「
 十
 調
律
」
 巷
 第
五
九
天
正
蔵
」
 
竿
 三
巻
 、
四
三
八
頁
下
段
。
 

節
 一
一
四
五
四
「
根
本
説
一
切
有
部
 戒
脛
 」
「
大
正
蔵
」
第
二
 四
巻
、
五
 0
 
一
頁
上
段
。
 

一
 
初
 -
 
三
一
 0
 
 「
大
賈
横
網
」
 巻
 第
五
五
「
 佛
為
 阿
難
読
天
慮
 
胎
 含
 第
十
三
」
「
大
正
蔵
 目
 第
十
一
巻
。
 

  



な
る
論
点
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
 

こ
の
二
つ
の
論
点
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
南
方
上
座
仏
教
 

の
 一
事
例
と
し
て
の
 
タ
 
  

一
 

は
じ
め
に
 

本
稿
は
タ
イ
に
お
け
る
 
八
 「
生
活
の
宗
教
」
と
し
て
の
 仏

教
）
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
タ
イ
の
上
 
廃
仏
教
の
事
例
を
解
 

謝
 す
る
前
に
、
こ
の
「
生
活
の
宗
教
」
と
い
う
聞
き
な
 

れ
な
い
用
語
を
扱
 う
 た
め
の
下
準
備
が
必
要
で
あ
ろ
う
 

。
そ
こ
で
ま
ず
、
本
特
 

り
 

 
 
 
 
 
 

集
 号
の
編
集
者
の
説
明
を
参
照
し
つ
つ
、
 ブ
 」
の
用
語
に
 近

い
術
語
を
用
い
て
き
た
既
存
の
論
者
の
議
論
を
整
理
 
し
二
 
そ
こ
に
二
つ
の
 異
 

9
 
 
 

矢
野
秀
武
 

八
 論
文
要
旨
Ⅴ
本
稿
で
は
、
日
本
と
タ
 
イ
 に
お
け
る
仏
教
教
理
 の
 現
実
生
活
へ
の
応
用
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
比
較
を
通
し
、
（
 
「
生
活
の
宗
教
」
と
し
 

て
の
仏
教
）
と
い
っ
た
用
語
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
事
を
目
的
 と

し
て
い
る
。
ま
ず
（
「
生
活
の
宗
教
」
と
し
て
の
仏
教
）
 
と
い
 っ
た
 用
語
を
具
体
 

的
に
考
察
す
る
た
め
に
、
佐
々
木
安
静
 氏
の
 
「
生
活
仏
教
」
論
を
 

と
り
あ
げ
、
そ
こ
に
実
践
宗
教
 -
 
生
活
仏
教
 -
 の
実
態
把
握
に
 関
 わ
る
研
究
と
、
 そ
 

れ
を
踏
ま
え
た
応
用
教
理
学
的
な
研
究
が
重
な
っ
て
い
る
事
を
明
 ら

か
に
す
る
。
次
い
で
、
タ
イ
に
お
け
る
改
革
派
仏
教
に
つ
い
 て
 紹
介
し
、
こ
れ
が
 

一
種
の
応
用
教
理
学
的
な
営
み
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
 

て
 両
者
の
異
同
に
つ
い
て
、
当
該
社
会
に
お
け
る
仏
教
・
教
理
学
 
僧
侶
・
仏
教
研
 

究
 者
の
置
か
れ
た
社
会
的
文
脈
の
相
違
を
踏
ま
え
て
比
較
し
 、
両
 者

が
異
な
る
領
域
に
仏
教
教
理
と
現
実
の
生
活
と
の
矛
盾
を
認
 識
し
、
 異
な
っ
た
 形
 

で
 問
題
を
佳
白
化
し
て
い
る
様
子
を
明
ら
か
に
す
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
Ⅴ
「
生
活
仏
教
」
論
、
実
践
宗
教
，
応
用
教
理
 学
 、
プ
ッ
タ
タ
ー
ト
、
改
革
派
仏
教
 

「
生
活
の
宗
教
」
と
応
用
教
理
学
 

１
日
本
の
葬
祭
仏
教
研
究
と
タ
イ
 の
 改
革
派
仏
教
の
比
較
 



（
「
生
活
の
宗
教
」
と
し
て
の
仏
教
）
と
い
っ
た
用
語
は
 こ
れ
ま
で
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
論
者
が
使
用
し
て
き
た
用
  
 

本
 特
集
号
の
編
集
者
が
執
筆
者
用
に
用
意
し
て
下
さ
っ
 
た
 文
書
に
基
づ
く
と
、
こ
の
用
語
は
次
の
よ
う
な
仏
教
 
の
あ
り
方
を
意
味
し
 

い
ろ
。
「
現
実
の
仏
教
者
の
姿
を
考
察
し
た
と
き
、
人
々
 は
 、
日
常
の
 、
 時
と
と
も
に
移
り
変
わ
る
、
複
雑
多
 
岐
な
 現
実
世
界
を
抱
 

な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
教
義
や
理
念
と
い
う
、
変
わ
る
こ
 
と
の
な
い
、
純
一
な
世
界
に
関
係
づ
け
る
努
力
を
重
ね
 
て
お
り
、
そ
の
努
力
 

限
り
に
お
い
て
仏
教
者
と
し
て
の
生
活
が
保
た
れ
て
」
 
お
り
、
「
そ
し
て
実
際
の
仏
教
者
に
お
い
て
前
提
と
さ
 れ
る
教
義
や
理
念
は
 

か
な
ら
ず
し
も
経
典
や
論
書
な
ど
に
記
さ
れ
た
達
人
的
 
曲
 Ⅱ
（
 

u
o
 

の
 
0
 で
高
度
な
理
念
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
 
そ
 う
し
た
理
念
が
希
釈
 

ね
 、
場
合
に
よ
っ
て
は
変
形
さ
れ
て
生
ま
れ
た
さ
ま
ざ
 
ま
な
亜
種
で
あ
る
場
合
も
少
な
く
」
な
い
。
あ
る
い
 
は
 、
「
正
統
的
で
達
人
 

な
 仏
教
」
で
は
な
く
、
仏
教
の
教
義
や
思
想
が
、
現
実
 
の
 「
生
活
の
場
に
巻
き
込
ま
れ
、
実
践
に
鍛
え
ら
れ
、
 歴
史
の
中
で
 咀
 隠
さ
 

て
 」
き
た
も
の
を
（
「
生
活
の
宗
教
」
と
し
て
の
仏
教
）
 と
 呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
こ
の
説
明
は
、
か
な
り
 
多
 様
な
現
象
を
含
み
こ
 

幅
の
広
さ
を
有
し
て
お
り
（
お
そ
ら
く
多
様
な
議
論
を
 
展
開
で
き
る
 よ
う
 に
と
編
集
者
が
配
慮
さ
れ
た
た
め
 
で
あ
ろ
う
Ⅰ
逆
に
 @
 

ば
 捉
え
ど
こ
ろ
の
な
 い
 説
明
で
も
あ
る
。
 

そ
こ
で
具
体
的
な
議
論
を
展
開
す
る
た
め
に
、
よ
り
 
詳
 細
 な
形
で
（
「
生
活
の
宗
教
」
と
し
て
の
仏
教
）
に
 関
 達
 す
る
議
論
を
展
 開 え ぬ れ 約 さ 、 の え て 。 

一 
一 

「
生
活
仏
教
」
論
 ｜
 無自
覚
な
複
合
（
実
践
宗
教
 
の
 研
究
）
と
自
覚
的
な
統
合
（
応
用
教
理
学
）
 
｜
 

イ
 
に
お
け
る
近
年
の
仏
教
運
動
お
よ
び
タ
 イ
 仏
教
研
究
 0
 

社
会
的
背
景
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
。
た
だ
し
、
 
本
 稿
 で
は
タ
イ
仏
教
の
事
 

 
 

 
 

 
 

例
 紹
介
を
目
的
と
は
し
な
い
。
筆
者
が
目
的
と
す
る
の
 
は
 、
日
本
と
タ
イ
に
お
け
る
仏
教
信
仰
と
仏
教
研
究
の
 相
互
連
関
の
あ
り
方
を
 

 
 
 
 

 
 

 
  
 

比
較
す
る
作
業
を
通
じ
て
、
今
生
活
の
宗
教
」
と
し
て
 
の
 仏
教
）
と
い
う
用
語
の
意
味
を
筆
者
な
り
に
掘
り
下
 
げ
る
事
に
あ
る
。
 



「生活の宗教」と 応用教理学 

で と 複 て 続 発 必ずし しかいういる 合し きた 仏教 にお さら 伝統 低 る観念 つまり （儀礼） 者、お を用い は「生 

。 し 議 、 こ 研 い に 教 や   

@ ま、 活   

あ 

  
煮 、 義 な や 吾 低劣 

た   ヲヒ 今 し 一   民 雄 ン   
    
と 、 」 の 翠緑 C ギ         

一 越 の の ス 

領域 霊魂 な と 実 研 リ   
な に い 罪 状 究 う 

ど は 

の 解 し は」 祭にが っ 、 ン カ   K 
美 き 生 め い こ な 宗 民芸 こう 。ま @ １ こ ま お 
体 が 活 「 て れ ど 
性 た レ 両 の ま の   
な い べ 者 所 で 上 こ 4 ム 

ル が 究 の 座 想 問 
定 題 の 交 が 日 仏 
し が 仏 錆 竹 本 教 
ま 港 
た ん 教し ） 、 離のの し 伝研   
  

し
て
き
た
研
究
者
に
着
目
し
て
み
た
い
。
そ
の
代
表
的
 
な
 研
究
者
と
し
て
佐
々
木
炭
 幹
氏
 が
あ
げ
ら
れ
る
だ
 る
 ぅ
 。
佐
々
木
自
身
は
 、
 



こ
の
よ
う
に
、
佐
々
木
の
「
生
活
仏
教
」
論
は
 、
 単
に
 上
座
仏
教
の
人
類
学
的
研
究
と
同
様
の
研
究
を
日
本
の
 
伝
統
仏
教
に
応
用
す
 

る
と
い
っ
た
事
だ
け
で
は
な
く
、
近
代
教
理
学
の
知
識
 を
 有
し
て
い
る
現
場
の
儀
礼
執
行
者
や
研
究
者
の
 
、
知
 的
 か
っ
信
仰
上
の
具
体
 

的
な
課
題
へ
の
対
応
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
と
舌
口
 
え
 よ
う
。
そ
し
て
佐
々
木
は
こ
の
よ
う
な
課
題
に
取
り
組
 
む
た
め
に
、
儀
礼
や
活
 

動
の
実
際
の
場
で
、
教
理
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
 
使
 崩
 さ
れ
、
民
俗
宗
教
的
な
要
素
と
折
り
合
い
を
つ
け
て
 
い
る
の
か
に
着
目
す
る
 

と
い
っ
た
戦
略
を
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
 
「
現
象
の
実
体
性
を
否
定
す
る
縁
起
・
空
な
ど
の
教
法
 と
 、
ま
さ
に
そ
の
実
体
 

性
へ
の
信
に
依
拠
す
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
観
念
や
儀
礼
は
 
、
特
質
的
に
は
相
反
的
な
両
極
を
な
す
と
考
え
ら
れ
な
 
が
ら
、
実
際
的
に
は
 実
 

 
 

-
g
 
一
 

に
 巧
妙
な
か
ら
く
り
に
お
い
て
関
係
・
結
合
し
て
い
る
 事
実
」
が
あ
り
、
そ
の
「
巧
妙
な
か
ら
く
り
」
に
注
目
 
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
 

し
か
も
こ
の
矛
盾
は
、
実
際
の
儀
礼
執
行
者
 

葬
祭
儀
礼
に
お
け
る
現
場
の
論
理
と
の
間
に
あ
 

け
」
信
仰
論
で
は
、
教
理
に
基
づ
く
覚
者
と
し
 

ト
ケ
 」
の
観
念
は
、
一
般
の
日
本
人
の
有
し
て
 

の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
だ
と
論
じ
ら
れ
、
 

足
は
そ
の
教
義
と
結
び
つ
か
な
い
 
"
 
葬
祭
 "
 に
 

る
 」
と
い
う
状
況
か
ら
脱
出
で
き
る
の
で
は
あ
 

で
あ
る
僧
侶
達
の
感
じ
て
い
る
ジ
レ
ン
マ
、
つ
ま
り
、
 宗
門
大
学
で
学
ん
だ
教
理
学
と
 

る
 矛
盾
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
 佐
々
木
に
よ
る
日
本
の
「
ほ
と
 

て
の
「
 仏
 」
概
念
と
、
民
俗
信
仰
に
基
づ
く
死
霊
・
 祖
 霊
 と
し
て
の
「
タ
マ
」
や
「
 ホ
 

い
る
「
ほ
と
け
」
信
仰
の
中
で
は
両
立
し
「
 タ
 て
か
ら
 仏
 」
に
発
展
的
に
移
行
す
る
も
 

こ
の
点
か
ら
、
「
現
代
の
「
と
く
に
青
年
増
 は
、
 頭
で
 は
 仏
教
の
 
"
 
教
義
 "
 を
考
え
、
 

つ
け
て
生
活
し
て
い
る
と
い
う
、
こ
の
 頭
 ・
御
分
断
の
 矛
盾
し
た
現
実
に
苦
悩
し
て
 ぃ
 

 
 

る
ま
い
か
」
と
玉
帳
し
て
い
る
。
 

粟 散 現 
9 所 世 
越 究 利 
え と 益 
と 民 を 

、 俗 も 

教 案 た 
理 散 ら 

Ⅲム 所 す 
教 究 も 

研 と の 
究 の と 

と 相 し 

民 容 て 
俗 れ も 

崇 む 理 
教 さ 解 
所 に さ 

究 ま れ 
と で て 
の 関 い 
提 わ る 

携 る 仏 
田 間 数 
能 題 的 
， 性 で 儀 
な あ 礼 
模 る お 
索 。 よ 

す 佐 び 
る 々 民 
と 水 浴 
い の 宗 

教 謀主 っ 「 と 

題 活 の 
が 仏 牙 
根 数 盾 

である 底にあ 百一 @ 一百、 仏 @ 冊こ 一 一 6 
る @ ま 。 

と 、 さ 

冒 そ ら 

え の に 

それは よう。 -,- ような 

矛 教 
層 理   

  



 
 

で
あ
り
、
矛
盾
解
決
を
先
送
り
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
 
る
力
 ら
で
あ
る
 
伊
 え
は
 

  

 
 

 
 

略
 

韓
国
の
在
家
女
性
宗
教
者
の
 ポ
 サ
ル
（
 菩
暉
は
 
一
体
ど
う
い
っ
た
根
拠
か
ら
、
空
と
ト
ラ
ン
ス
 と
精
 霊
 信
仰
を
両
立
さ
せ
て
い
る
 

 
 

 
 

 
 

比
 
活
 

の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
先
述
の
佐
々
木
 の
 論
考
は
示
し
て
い
な
い
。
ま
た
最
上
寺
の
僧
侶
 
達
が
 、
 道
 了
の
特
質
を
教
法
と
ど
 

っ
て
い
る
 
道
 了
へ
の
信
仰
に
基
づ
き
、
曹
洞
宗
最
上
手
 
の
 僧
職
者
が
行
な
っ
て
い
る
修
行
実
践
 
と
祈
 両
儀
礼
な
 ど
も
事
例
と
し
て
述
べ
 

 
 

仏
教
的
な
菩
薩
性
と
民
俗
宗
教
的
な
守
護
神
性
を
兼
ね
 

備
え
た
観
音
が
 瓶
依
す
 

一
 
る
 
3
-
 
i
 
 

）
、
 

あ
る
い
は
両
義
的
な
意
味
を
も
っ
日
本
の
「
 

ほ
 と
け
 」
観
念
や
 、
 「
ほ
と
け
」
の
行
き
住
む
場
所
の
観
念
 
（
仏
国
土
や
浄
土
に
入
 

り
な
が
ら
、
墓
や
位
牌
に
も
居
る
）
な
ど
が
例
示
さ
れ
 

 
 

確
か
に
こ
の
よ
う
な
媒
介
性
の
因
子
や
暖
 
味
 な
領
域
を
 研
究
す
る
こ
と
は
、
仏
教
教
理
と
民
俗
的
観
念
が
連
関
 

す
る
実
状
 や
 、
僧
侶
 

と
 在
家
者
が
集
団
を
形
成
・
運
営
し
て
い
く
「
巧
妙
な
 

か
ら
く
り
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
貢
献
し
、
新
た
 

な
 研
究
領
域
を
切
り
開
 

い
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
研
究
は
 

、
「
生
活
仏
教
」
論
が
根
底
に
抱
え
て
い
る
仏
教
教
理
 

と
 民
俗
宗
教
的
な
宗
教
 

麟
 
観
念
と
の
矛
盾
（
あ
る
い
は
教
理
学
と
民
俗
学
と
 

の
 乖
離
）
と
い
っ
た
問
題
の
解
決
に
結
び
つ
く
と
は
 

筆
 者
に
は
思
え
な
い
。
な
ぜ
な
 

謂
ら
 

j
 

媒
介
性
の
因
子
や
暖
味
な
領
域
へ
の
着
目
と
は
 

、
仏
教
教
理
と
民
俗
的
な
宗
教
観
念
と
の
矛
盾
の
所
在
 

を
 、
矛
盾
を
自
覚
し
た
当
事
 

で
あ
る
。
 

こ
の
「
巧
妙
な
か
ら
く
り
」
の
一
つ
と
し
て
、
佐
々
木
 
は
そ
れ
自
体
複
合
的
で
両
義
的
な
性
格
を
有
す
る
こ
と
 
で
、
仏
教
と
民
俗
を
 

 
 

媒
介
す
る
諸
因
子
、
あ
る
い
は
「
 暖
 味
な
領
域
」
が
あ
 る
こ
と
を
仮
説
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
 
韓
 国
の
在
家
女
性
宗
教
者
 

の
ポ
 サ
ル
釜
 ロ
薩
 
）
の
よ
う
に
、
一
万
で
輪
廻
や
空
の
 概
念
を
人
々
に
説
き
な
が
ら
も
、
他
方
で
ト
ラ
ン
ス
に
 
入
っ
て
占
い
を
行
な
い
 

精
霊
の
 力
 を
も
強
調
す
る
者
が
、
こ
こ
で
い
 う
 媒
介
性
 

ま
た
、
修
行
と
祈
禧
を
媒
介
し
神
格
 化
さ
れ
た
宗
教
者
と
な
 



以
上
の
占
か
ら
 

る
）
「
生
活
仏
教
」
 

か
に
す
る
と
い
っ
 

究
 ）
と
、
そ
の
実
 

と
言
え
よ
う
。
し
 

く
、
現
場
の
実
状
 

活
仏
教
」
論
の
中
 、

伝
統
仏
教
の
教
理
と
民
俗
的
な
宗
教
観
念
の
矛
盾
の
 
解
決
に
挑
む
と
い
う
自
覚
を
根
底
に
持
っ
た
（
佐
々
木
 
に
よ
 

論
は
 、
実
際
的
な
状
況
に
お
け
る
両
者
の
矛
盾
に
無
自
 
覚
 な
人
び
と
が
創
出
し
た
「
巧
妙
な
か
ら
く
り
」
 
を
 明
ら
 

 
 

た
 
「
生
活
仏
教
」
の
実
態
把
握
（
換
言
す
れ
ば
、
 

ェ
ド
 モ
ン
ト
・
リ
ー
チ
の
言
う
「
実
践
宗
教
」
に
関
す
る
 仏
 数
所
 

態
を
踏
ま
え
て
知
的
に
矛
盾
を
解
決
す
る
い
わ
ば
「
 
応
 円
 教
理
学
」
的
な
営
み
と
の
、
二
段
階
構
成
を
成
し
て
 
い
る
 

か
も
そ
の
応
用
教
理
学
は
、
 祈
 薦
や
葬
祭
な
ど
の
現
場
 や
 
一
般
人
の
考
え
を
無
視
し
た
教
理
の
押
し
付
け
で
 
は
な
 

を
生
か
し
た
教
理
研
究
へ
の
深
ま
り
を
求
め
て
い
る
よ
 
う
に
見
え
る
。
佐
々
木
自
身
は
明
舌
口
し
て
い
な
い
が
 、
「
 生
 

心
は
 、
現
場
の
「
巧
妙
な
か
ら
く
り
」
の
研
究
と
し
て
 
の
 実
践
宗
教
論
で
は
な
く
、
近
代
の
教
理
学
を
学
ぶ
 
事
 に
よ
 

 
 

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
見
解
を
述
べ
、
矛
盾
の
 
解
消
に
挑
ん
で
い
る
。
 

の
よ
う
な
形
で
矛
盾
な
く
捉
え
て
い
る
の
か
と
い
う
 事
 も
 明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
中
国
本
土
の
童
 軋
 も
同
 様
で
あ
り
、
し
か
も
こ
 

の
場
合
、
「
寺
側
は
仏
教
と
民
俗
宗
教
と
の
間
に
一
線
を
 引
こ
う
と
し
」
、
 童
乱
 に
対
し
て
「
・
・
・
彼
ら
は
仏
教
と
 

は
 何
の
関
係
も
な
い
 迷
 

 
 

な
か
ら
く
り
」
と
は
、
矛
盾
の
所
在
が
そ
の
矛
盾
を
あ
 
ま
り
自
覚
し
て
い
な
い
 

 
 

人
々
に
局
所
化
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
 

「
ほ
と
け
」
観
念
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
先
述
の
 よ
う
に
佐
々
木
に
よ
れ
ば
、
現
代
日
本
の
一
般
的
な
人
 
々
に
と
っ
て
「
ほ
と
 

け
 」
と
は
「
 タ
 て
か
ら
 仏
へ
 」
と
発
展
的
に
変
容
す
る
 も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
や
は
り
、
「
タ
マ
Ⅱ
精
霊
」
 と
い
う
霊
的
実
体
を
想
 

走
 す
る
点
で
、
教
理
と
の
間
に
矛
盾
が
生
じ
る
。
そ
こ
 
で
こ
の
矛
盾
に
自
覚
的
な
佐
々
木
は
 い
く
っ
か
 試
論
を
 展
開
し
、
輪
廻
す
る
 主
 

体
で
あ
る
が
霊
的
実
体
で
は
な
い
何
も
の
か
を
想
定
 
す
る
道
元
の
輪
廻
説
を
強
調
し
た
角
田
泰
隆
の
議
論
や
 一
 
7
 
@
 

一
 

、
現
代
人
に
と
っ
て
の
 

「
ほ
と
け
」
と
は
必
ず
し
も
ア
ニ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
 存
 花
 で
は
な
く
て
「
死
ん
で
も
生
き
て
い
る
存
在
」
と
い
 
っ
た
 リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
   



っ
て
教
理
と
実
際
の
矛
盾
に
気
づ
い
た
人
が
、
現
実
・
 現
場
を
踏
ま
え
た
教
理
学
的
営
み
を
展
開
す
る
こ
と
に
 
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
 

も
で
き
よ
う
。
そ
こ
に
こ
そ
、
リ
ー
チ
の
「
実
践
ゐ
本
 教
 」
と
い
っ
た
概
念
に
寄
り
添
い
な
が
ら
も
、
あ
え
 

て
 自
ら
の
研
究
領
域
を
 

ヨ
 生
活
レ
ベ
ル
」
に
お
け
る
仏
教
」
や
「
生
活
仏
教
」
 
と
 名
づ
け
て
「
実
践
宗
教
」
と
の
微
妙
な
相
違
を
匂
 
わ
せ
た
、
佐
々
木
の
王
 

眼
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ら
つ
か
。
 

さ
ら
 竺
 @
 え
ば
、
先
述
の
よ
う
に
本
特
集
号
の
編
集
者
 が
 意
図
す
る
よ
う
に
（
「
生
活
の
宗
教
」
と
し
て
の
 仏
 教
 ）
と
い
う
も
の
を
、
 

仏
教
の
教
義
や
思
想
が
、
現
実
の
「
生
活
の
場
に
巻
き
 
込
ま
れ
、
実
践
に
鍛
え
ら
れ
、
歴
史
の
中
で
 
咀
 隠
さ
れ
 て
 」
き
た
も
の
と
規
定
 

す
る
な
ら
ば
、
佐
々
木
の
応
用
教
理
学
的
な
営
み
自
体
 
も
ま
た
、
今
生
活
の
宗
教
」
と
し
て
の
仏
教
）
の
一
 
つ
 の
姿
だ
と
捉
え
る
事
が
 

可
能
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
今
生
活
の
宗
教
」
と
し
て
 
の
 仏
教
）
の
中
に
は
、
伝
統
仏
教
の
教
理
と
民
俗
的
な
 
宗
教
観
念
の
矛
盾
に
っ
 

い
て
の
無
自
覚
な
信
仰
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
 教
理
と
現
実
の
生
活
の
場
（
後
述
の
よ
う
に
そ
れ
は
 
必
 ず
し
も
民
俗
的
な
宗
教
 

観
念
と
は
限
ら
な
い
 -
 と
の
矛
盾
を
自
覚
し
た
応
用
 教
 理
学
的
な
営
み
を
も
含
み
得
る
と
舌
口
え
る
だ
ろ
う
。
 

以
下
、
今
生
活
の
宗
教
」
と
し
て
仏
教
）
に
つ
い
て
の
 上
記
の
前
提
に
依
拠
 し
 、
教
理
（
 学
 ）
と
現
実
の
生
活
の
 場
 と
の
矛
盾
に
自
覚
 

的
に
な
っ
た
人
々
が
、
ど
の
よ
う
な
点
か
ら
そ
の
矛
盾
 
を
 把
握
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
試
み
て
 
い
る
の
か
と
い
う
点
に
 

麟
 
着
目
し
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
タ
イ
に
お
け
る
 
昨
 今
の
仏
教
運
動
を
取
り
上
げ
る
。
そ
こ
で
は
、
仏
教
教
 
理
 と
民
俗
的
な
宗
教
観
念
と
 

 
 

れ
と
は
 異
な
る
形
で
の
教
理
と
現
実
の
生
活
の
場
と
の
 矛
盾
が
任
目
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

宗
教
 
ロ
 
生
活
仏
教
口
の
実
態
把
握
的
研
究
と
応
用
教
理
 学
的
な
研
究
）
と
現
代
タ
イ
 

嵯
 
に
お
け
る
仏
教
運
動
と
そ
の
研
究
は
明
ら
か
に
 異
 な
る
様
相
を
見
せ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
は
教
理
と
 
現
実
の
矛
盾
と
い
う
土
台
を
 

后
は
 共
有
し
っ
 っ
 、
依
拠
す
る
社
会
的
文
脈
の
違
い
に
 よ
っ
て
異
な
る
姿
を
呈
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
 
こ
の
よ
う
な
想
定
に
基
づ
い
   



し
か
し
こ
の
よ
う
な
「
巧
妙
な
か
ら
く
り
」
の
具
体
的
 

な
 事
例
に
つ
い
て
は
、
あ
え
て
本
稿
で
は
取
り
あ
げ
る
 

こ
と
を
避
け
て
お
き
 

た
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
議
論
は
す
で
に
 

佐
 々
木
な
ど
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
 

そ
も
そ
も
そ
の
事
例
日
 

体
 が
佐
々
木
の
議
論
の
形
成
に
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
 

り
 、
こ
こ
で
そ
の
よ
う
な
事
例
を
再
度
紹
介
す
る
こ
と
 

は
 、
あ
ま
り
生
産
的
と
 

は
 舌
口
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
先
述
の
筆
者
の
想
定
に
 

基
づ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
「
巧
妙
な
か
ら
く
り
」
に
あ
 

る
 矛
盾
を
自
覚
し
た
 
現
 

三
 

改
革
派
僧
侶
と
そ
の
思
想
潮
流
 1,
 
現
代
 タ
イ
の
社
会
行
動
仏
教
 

｜
 

佐
々
木
の
「
生
活
仏
教
」
論
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
 
上
座
仏
教
に
関
す
る
人
類
学
的
な
諸
研
究
に
基
づ
く
と
 
、
 例
え
ば
、
タ
 イ
 に
 

お
 け
る
一
般
的
な
仏
教
信
仰
は
、
解
脱
を
目
指
す
信
仰
 形
体
だ
け
で
は
な
く
、
来
世
や
現
世
の
幸
福
と
な
る
 
功
 徳
ざ
由
 已
を
得
る
た
 

め
に
僧
侶
や
寺
院
に
寄
進
を
行
な
 う
 積
徳
行
（
（
の
 
ョ
ぎ
 し
を
重
視
す
る
形
体
や
、
僧
侶
が
 護
呪
 経
典
を
唱
え
 な
が
ら
行
な
 う
 諸
儀
礼
 

 
 

に
 参
加
し
、
仏
像
型
の
護
符
や
聖
水
な
ど
を
得
る
事
に
 
よ
っ
て
守
護
力
に
与
ろ
う
と
す
る
形
体
、
さ
ら
に
は
 
在
 家
 宗
教
家
を
中
心
と
し
 

た
 精
霊
信
仰
の
諸
儀
礼
と
も
連
接
す
る
も
の
で
あ
る
と
 
い
っ
た
、
概
説
的
な
説
明
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
 
の
よ
う
な
実
状
に
つ
い
 

功
徳
や
守
護
力
を
目
指
す
在
家
信
徒
が
互
い
に
支
え
あ
 

だ
け
で
な
く
、
精
霊
や
人
の
霊
魂
な
ど
に
ま
つ
わ
る
 
諸
 

て
 、
布
施
や
寄
進
な
ど
の
物
質
的
射
 と
 功
徳
や
守
護
力
 観

念
と
儀
礼
が
、
農
村
社
会
の
生
活
ザ
イ
ク
ル
 
や
 社
会
 

な
ど
の
精
神
的
な
財
が
交
換
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 
、
 

 
 

解
脱
を
目
指
す
僧
侶
 と
 

あ
る
い
は
、
仏
教
教
理
 

構
造
と
対
応
す
る
形
で
 

-
%
-
 

体
系
化
さ
れ
た
、
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
信
仰
で
あ
る
と
 
い
っ
た
解
釈
が
な
さ
れ
て
も
い
る
。
 

状 て 
況 双 
を 万   
社 主 
ム 塾   
な 里 ,, 
背 同 

景 を 

を 明 
跨 ら 

ま か 
え に 
て し 
止ヒ て 
較 い 
す き 

る た 

  
と そ 

な れ 
ろ は だ 
ろ ィ言 

仰 う。 と 
人 
文 

社 A 
五科 

学 
ひ @ し 

ま 

た 
が 

る 

近 
  
  
教 
理 
学 
が 

  
か 
れ 
た 

  



代
の
仏
教
者
達
が
、
ど
の
よ
う
な
思
想
を
生
み
出
し
、
 

少
数
派
で
は
あ
れ
ど
の
よ
う
な
活
動
を
展
開
し
て
き
た
 

の
か
と
い
っ
た
事
例
を
 

紹
介
し
て
い
き
た
い
。
 

プ
ッ
 タ
タ
ー
ト
 師
 

現
代
の
タ
イ
で
は
い
く
つ
か
の
仏
教
運
動
が
生
じ
て
い
 

る
が
、
本
稿
で
は
、
近
代
的
な
教
学
思
想
の
展
開
と
も
 

言
え
る
、
改
革
派
と
 

一
 
m
-
 

 
 

呼
ば
れ
る
僧
侶
達
の
思
想
と
、
そ
の
思
想
の
共
鳴
者
達
 

に
よ
る
運
動
（
思
想
潮
流
）
を
紹
介
す
る
。
改
革
派
 

僧
 侶
 と
は
、
神
話
や
守
護
 

力
へ
の
信
仰
あ
る
い
は
死
後
の
生
ま
れ
か
わ
り
な
ど
の
 

非
合
理
的
な
要
素
を
仏
典
解
釈
か
ら
な
る
べ
く
排
除
し
 

、
心
理
主
義
的
か
っ
 
科
 

学
的
見
解
に
即
し
た
仏
典
解
釈
を
重
視
す
る
タ
イ
の
 

僧
 侶
達
 で
あ
る
。
さ
ら
に
、
彼
ら
は
、
現
世
に
お
け
る
 

自
 己
 鍛
錬
を
重
視
し
 、
ま
 

た
 既
存
の
権
威
主
義
的
な
権
力
関
係
に
批
判
的
な
立
場
 

を
 取
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
た
め
具
体
的
な
社
会
問
題
 

の
 解
決
に
積
極
的
に
関
 

わ
る
傾
向
が
強
い
。
言
わ
ば
、
タ
 
イ
 版
の
社
会
行
動
 仏
 教
 
（
 
ぴ
 0
 
圧
 ド
 
ニ
ゼ
 
Ⅱ
 コ
 ゆ
が
幅
の
笘
い
目
山
口
ま
の
 

ヨ
 ）
と
言
え
よ
う
 
 
 

改
革
派
僧
侶
の
代
表
格
と
い
え
ば
、
仏
教
思
想
家
 と
し
て
世
界
的
に
も
著
名
に
な
り
つ
つ
あ
る
 プ
ッ
 タ
タ
ー
ト
 師
田
キ
 ㏄
 

巾
ヨ
耳
富
 
（
 
プ
 a
 
（
一
九
 0
 六
｜
 一
九
九
三
年
）
で
あ
ろ
う
。
 

プ
 ッ
 タ
タ
ー
ト
師
は
若
い
頃
か
ら
出
家
し
経
典
学
習
に
 
興
味
を
持
っ
た
が
、
 
原
 

典
を
重
視
す
る
師
の
仏
典
解
釈
と
、
教
科
書
と
し
て
 

狂
 板
書
な
ど
を
読
む
既
存
寺
院
で
の
学
習
と
の
間
に
ギ
ャ
 

ッ
プ
 を
感
じ
、
一
九
三
 

畔
 
二
年
頃
か
ら
独
自
の
活
動
を
展
開
し
た
僧
侶
で
あ
 

る
 。
 

 
 

少
 異
な
る
解
釈
を
打
ち
立
て
た
と
い
う
も
の
で
は
な
く
 

、
上
座
仏
教
の
思
想
体
系
全
 

 
 

 
 

指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
に
上
座
仏
教
の
新
た
な
可
能
 

"
"
 

。
 
く
 
ア
下
 

 
 

は
な
く
仏
法
的
な
用
語
解
釈
に
基
づ
い
て
、
経
典
を
理
 

解
す
る
べ
き
だ
と
い
う
見
解
   



が
あ
ヂ
 
@
 
 
ら
れ
る
。
 

一
 
6
-
 
，
 

-
 
例
え
ば
、
「
サ
ン
ガ
」
と
い
う
用
語
 は
 、
世
俗
的
解
釈
で
は
黄
衣
を
羽
織
り
剃
髪
し
た
出
家
 
者
の
集
団
を
意
味
す
る
 

が
 、
仏
法
的
解
釈
で
は
そ
の
 ょ
う
 な
出
家
者
の
内
面
に
 あ
る
 徳
 と
し
て
の
仏
法
そ
の
も
の
を
意
味
し
、
仏
法
僧
 は
 本
質
的
に
一
つ
の
も
 

の
だ
と
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
働
く
」
と
い
う
こ
と
は
 、
世
俗
的
解
釈
で
は
仕
事
を
意
味
す
る
が
、
仏
法
的
 
解
釈
で
は
仏
法
の
実
践
 

一
万
 
-
 

を
意
味
し
、
一
般
社
会
で
働
く
こ
と
も
戒
定
慧
の
実
践
 
に
つ
な
が
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
「
積
徳
行
」
（
 ぢ
 ョ
ぎ
 已
も
 、
 僧
や
寺
院
 

へ
の
寄
進
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
精
神
の
浄
化
さ
れ
た
 状
 態
 や
そ
れ
に
体
な
う
幸
運
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
 
自
己
中
心
的
な
こ
だ
わ
 

 
 

り
を
無
く
し
て
他
者
の
た
め
に
何
か
を
為
す
事
と
さ
れ
 
て
い
る
。
 

第
二
に
、
心
理
主
義
的
・
科
学
的
な
い
し
は
現
世
主
義
 
的
な
解
釈
を
強
調
し
て
い
る
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
 
例
 ぇ
ば
 、
「
輪
廻
転
生
」
 

と
は
、
世
俗
的
解
釈
に
見
ら
れ
る
 よ
う
 に
死
後
に
再
び
 生
ま
れ
か
わ
る
こ
と
で
は
な
く
、
仏
法
的
解
釈
で
は
 
今
 こ
こ
に
お
け
る
個
々
人
 

の
心
の
あ
り
方
を
示
し
た
観
念
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
 地
獄
と
は
 今
 @
 」
こ
で
の
苦
し
い
心
情
な
ど
を
意
味
す
る
 こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
 

経
典
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
ブ
ッ
ダ
の
舌
口
薬
と
し
て
 の
 経
蔵
を
中
心
に
学
び
、
論
蔵
な
ど
後
世
の
注
釈
な
ら
 び
に
超
自
然
的
な
現
象
 

を
素
朴
に
記
述
し
て
い
る
個
所
は
重
視
す
る
必
要
は
な
 
い
と
述
べ
て
も
い
る
。
 

 
 

第
三
に
、
こ
れ
ら
の
解
釈
に
は
大
乗
仏
教
、
特
に
禅
の
 
思
想
的
影
響
が
見
ら
れ
る
。
空
の
思
想
を
重
視
し
 
、
 「
わ
れ
，
わ
が
も
の
」
 

 
 

-
 
ぎ
巴
ご
 ・
 
ォ
ォ
ミ
 
お
客
色
と
い
っ
た
意
識
へ
の
と
ら
わ
れ
 
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
ま
た
そ
の
よ
 
う
な
解
放
の
状
態
が
 

浬
架
 で
あ
る
と
説
き
、
 
混
磐
 と
は
一
部
の
修
道
者
に
の
 み
 関
わ
り
の
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
普
通
の
人
が
今
 
@
 
」
 こ
で
一
瞬
で
あ
れ
得
ら
 

れ
る
状
態
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
瞬
間
の
状
態
が
修
行
 
に
よ
っ
て
徐
々
に
常
な
る
完
全
な
状
態
に
移
行
し
て
い
 
く
も
の
だ
と
論
じ
て
い
 

る
 。
 

第
四
に
仏
法
社
会
主
義
（
仏
法
共
同
体
原
理
）
（
（
 
プ
 リ
ヨ
 ヨ
守
の
 リ
コ
 
㎎
 オ
オ
 
0
 ヨ
コ
 モ
 0
 こ
 
と
い
っ
た
、
仏
教
倫
理
に
 基
づ
き
自
己
中
心
性
   



「生活の宗教 
 
 

と 応用教理学 

を
 取
り
去
っ
た
政
治
体
制
や
社
会
形
成
を
模
索
し
て
い
 
る
 点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
プ
ッ
タ
タ
ー
ト
師
の
思
想
で
は
 
実
体
的
な
霊
魂
の
輪
廻
 

転
生
を
説
か
ず
、
し
た
が
っ
て
僧
侶
や
寺
院
に
寄
進
す
 
る
こ
と
で
良
き
来
世
が
確
保
で
き
る
と
い
う
立
場
を
取
 
ら
な
い
た
め
、
救
済
と
 

は
 個
々
人
が
社
会
生
活
に
お
い
て
、
「
わ
れ
，
わ
が
も
の
 」
へ
の
と
ら
わ
れ
を
無
く
す
る
事
に
よ
っ
て
、
現
世
の
 
世
俗
社
会
の
中
で
得
ら
 

が
っ
て
、
社
会
的
正
義
や
社
会
の
発
展
と
 浬
葉
 に
至
る
 

人
々
の
自
己
中
心
的
な
振
る
舞
い
に
由
来
す
る
も
の
で
 

れ
る
も
の
と
な
る
。
つ
ま
り
、
既
存
の
正
統
的
な
仏
教
 

は
 、
そ
の
よ
う
な
解
釈
と
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
依
拠
 

に
 積
ん
だ
功
徳
の
あ
り
方
（
 業
 ）
に
求
め
、
そ
の
不
平
等
 解

釈
の
よ
う
に
、
現
在
の
社
会
的
地
位
や
貧
富
の
格
差
 

妻
 が
密
接
に
関
わ
る
事
柄
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

-
l
-
3
 

あ
り
、
現
代
で
は
努
力
に
よ
っ
て
変
更
可
能
な
も
の
だ
 

し
た
既
存
の
権
力
関
係
に
対
抗
し
て
、
苦
難
の
状
況
は
 

を
 現
世
で
変
更
す
る
事
は
困
難
と
考
え
る
の
で
は
な
 
く
 、
プ
ッ
タ
タ
ー
ト
 師
 

権
力
者
を
含
め
多
く
の
 

な
ど
の
原
因
を
過
去
世
 

し
か
も
、
師
の
意
味
す
 

と
 捉
え
て
い
る
。
し
た
 

る
 
「
仏
法
」
と
は
、
自
然
全
体
と
そ
の
生
成
に
見
ら
れ
 る
 本
質
的
な
相
互
連
関
を
意
味
し
て
お
り
、
単
に
個
々
 
0
 人
間
に
説
か
れ
た
 教
 

説
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
個
々
の
人
間
を
 含
め
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
相
互
に
関
連
し
あ
っ
て
 
混
磐
 に
 至
る
道
筋
が
仏
法
の
 

姿
 と
い
う
事
に
な
る
。
つ
ま
り
、
 浬
磐
 と
は
一
部
の
修
 道
 専
門
家
の
み
が
到
達
す
る
対
象
で
は
な
く
、
社
会
性
 
や
 自
然
全
体
と
の
総
体
 

的
な
関
わ
り
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
 
る
の
で
あ
る
。
 

プ
ッ
 タ
タ
ー
ト
思
想
の
共
鳴
者
 

以
上
の
よ
う
な
独
自
の
仏
教
解
釈
を
打
ち
立
て
 プ
ッ
タ
 タ
ー
ト
師
は
、
自
身
の
宗
教
集
団
を
形
成
し
た
り
、
 
既
 存
の
 タ
イ
 国
 サ
ン
ガ
 

か
ら
離
れ
て
活
動
す
る
と
い
っ
た
事
は
一
切
 付
 な
わ
な
 か
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
、
多
く
の
書
物
を
出
版
し
 、
ま
 た
 自
分
が
所
属
す
る
 寺
 

院
を
訪
れ
て
き
た
者
に
、
説
法
 し
 修
行
を
施
し
て
い
た
 。
現
在
で
も
師
の
思
想
的
立
場
に
立
つ
者
は
少
数
派
で
 
あ
り
、
タ
イ
 国
 サ
ン
ガ
 

 
 

の
公
式
の
仏
教
解
釈
と
し
て
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
が
 、
プ
ッ
タ
タ
ー
ト
師
の
思
想
に
触
れ
、
こ
れ
に
共
鳴
し
 
た
 者
達
は
様
々
な
領
域
   



で
 独
自
の
活
動
を
展
開
し
、
多
様
な
形
で
広
が
る
思
想
 
潮
流
を
成
し
て
い
る
。
近
代
主
義
的
な
教
主
我
解
釈
 と
社
 会
 問
題
の
解
決
へ
の
 積
 

極
 的
な
介
入
行
動
を
伴
な
っ
た
改
革
派
仏
教
は
 、
 必
ず
 し
も
 プ
ッ
 タ
タ
ー
ト
思
想
の
直
接
的
な
薫
陶
を
受
け
た
 も
の
ば
か
り
と
は
い
え
 

な
い
が
、
少
な
く
と
も
 プ
ッ
 タ
タ
ー
ト
師
の
思
想
に
多
 少
な
り
と
も
共
鳴
し
た
者
が
織
り
成
す
緩
や
か
な
 
ネ
ッ
 ト
ワ
ー
ク
は
、
改
革
派
 

仏
教
を
広
く
覆
う
も
の
だ
と
舌
口
え
よ
う
。
 

例
え
ば
、
プ
ッ
タ
タ
ー
ト
師
に
師
事
し
て
後
に
、
バ
ン
 
コ
ク
近
郊
の
ノ
ン
タ
ブ
リ
ー
県
の
ス
ワ
ン
ケ
ー
 オ
 寺
の
 住
職
と
な
っ
た
 パ
ョ
 

１
ム
 師
釜
ゴ
 「
㏄
㌧
 
め
ピ
ミ
 
已
は
、
地
域
社
会
に
お
け
る
 諸
問
題
の
解
決
に
、
プ
ッ
タ
タ
ー
ト
的
な
仏
教
解
釈
を
 
も
っ
て
関
わ
り
、
貧
困
 

家
庭
の
子
へ
の
支
援
 や
 、
麻
薬
中
毒
患
者
の
更
生
、
失
 業
者
へ
の
職
業
訓
練
、
廃
品
回
収
・
再
利
用
な
ど
多
岐
 
に
 渡
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
 

 
 

信
仰
（
精
霊
信
仰
や
僧
侶
が
作
成
し
た
護
符
へ
の
信
仰
 
な
ど
）
に
対
し
て
吏
員
 

に
 批
判
を
展
開
し
て
 

ま
た
、
プ
ッ
タ
タ
ー
ト
師
の
も
と
で
は
修
行
し
て
い
な
 
ぃ
が
、
 師
の
思
想
に
基
づ
き
さ
ら
に
そ
れ
を
独
自
の
形
 
で
 展
開
さ
せ
た
「
 ポ
 

｜
 テ
ィ
ラ
ッ
ク
 師
 」
弓
手
 い
 ㌧
 す
 0
 甘
 
ま
ぶ
巴
が
、
仏
教
 団
体
ザ
ン
テ
ィ
・
ア
ソ
ー
ク
 
あ
ビ
 三
下
の
 0
 村
 
「
憂
い
 
無
き
平
安
」
を
意
味
す
 

る
 -
 を
形
成
し
て
い
る
。
イ
ン
テ
リ
や
都
市
の
下
層
中
 間
 層
に
信
徒
の
多
 い
 こ
の
団
体
で
は
、
厳
格
な
戒
律
 実
 践
と
 日
常
生
活
に
お
け
 

る
 仏
法
実
践
を
強
調
し
て
お
り
、
護
符
・
聖
水
や
儀
礼
 
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
そ
の
他
の
守
護
力
へ
の
信
仰
を
厳
 し
く
批
判
し
て
い
る
。
 

信
徒
は
在
家
者
を
含
め
、
菜
食
や
八
戒
を
持
す
る
質
素
 
な
 生
活
を
送
り
、
日
常
生
活
に
お
け
る
勤
労
を
修
行
と
 
し
て
捉
え
て
い
る
。
 ま
 

た
 消
費
社
会
友
 ぴ
 そ
の
根
幹
を
支
え
る
資
本
主
義
の
制
 度
 に
は
批
判
的
立
場
を
と
り
、
一
部
の
熱
心
な
信
徒
 
は
 地
方
村
落
に
居
住
し
 

て
 、
有
機
農
法
と
仏
教
的
な
精
神
修
養
に
重
き
を
置
い
 
た
 コ
ミ
ュ
ー
ン
を
形
成
し
て
い
る
。
な
お
、
「
ポ
ー
テ
 ィ
 ラ
ッ
ク
 師
 」
は
 、
守
 

護
 力
信
仰
へ
の
批
判
だ
け
で
な
く
、
既
存
の
タ
イ
 
国
サ
 ン
ガ
 へ
の
批
判
も
激
し
く
行
な
い
、
サ
ン
ガ
か
ら
離
れ
 た
 独
自
の
活
動
を
展
開
   



す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
無
資
格
で
僧
侶
を
出
 家
 さ
せ
た
件
や
 、
 悟
り
を
得
た
と
吹
聴
し
た
と
い
っ
た
 事
か
ら
、
師
は
戒
律
違
 

反
を
指
摘
さ
れ
、
一
九
八
九
年
に
は
サ
ン
ガ
大
長
老
舎
 議
の
命
に
よ
り
強
制
還
俗
の
上
に
起
訴
さ
れ
、
後
に
地
 
万
 裁
と
高
等
裁
と
も
に
 

有
罪
の
判
決
を
受
け
て
い
る
。
現
在
「
ポ
ー
テ
ィ
ラ
ッ
 
ク
師
」
は
、
僧
籍
及
び
借
名
も
剥
奪
さ
れ
て
い
る
の
で
 
黄
衣
は
羽
織
れ
な
い
の
 

だ
が
、
代
わ
り
に
白
衣
を
ま
と
っ
て
宗
教
活
動
を
続
け
 
て
い
る
。
 

さ
ら
に
は
、
プ
ッ
タ
タ
ー
ト
師
の
思
想
そ
の
も
の
に
 立
 御
 し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
相
互
に
思
想
的
な
影
 
響
を
与
え
合
い
比
較
 

的
 近
い
立
場
に
い
る
パ
ン
ニ
 ャ
 ナ
ン
タ
 師
弓
す
 （
が
㌧
す
 

か
 
コ
ぺ
 
が
 ロ
 が
 コ
 （
二
 
%
 
 
や
 パ
ニ
ッ
ト
１
節
 
弓
す
 （
が
㌧
㏄
ぺ
目
（
 

什
 
。
 
位
階
名
の
中
す
 r
a
 
（
 
ア
 リ
ヨ
 

口
乙
 
。
 ォ
で
 知
ら
れ
て
い
る
）
と
い
っ
た
僧
侶
も
タ
イ
で
 ほ
 著
名
で
あ
る
。
前
者
は
、
既
存
仏
教
の
教
義
解
釈
の
 
変
革
に
意
欲
的
で
、
 ま
 

た
か
っ
て
独
裁
的
な
政
治
体
制
下
で
は
明
確
に
体
制
に
 対
し
て
不
支
持
を
表
明
し
て
い
た
。
後
者
は
、
伝
統
的
 
な
 仏
教
研
究
の
大
家
で
 

あ
り
、
こ
れ
に
加
え
て
、
教
理
的
知
識
を
人
文
社
会
科
 
学
な
ど
の
世
俗
的
学
問
と
関
わ
ら
せ
、
現
代
世
界
の
 
実
状
（
仏
教
と
消
費
 社
 

会
 、
仏
教
と
人
権
、
女
性
出
家
の
問
題
な
ど
）
の
中
で
 再
 解
釈
を
行
な
っ
て
も
い
る
。
こ
れ
ら
の
僧
侶
は
 
、
プ
 ツ
 タ
タ
ー
ト
師
の
思
想
 

を
 含
め
仏
教
教
理
を
、
現
実
社
会
の
諸
問
題
の
解
決
に
 役
立
て
よ
う
と
応
用
を
試
み
て
い
る
。
 

こ
の
他
に
 、
 必
ず
し
も
改
革
派
僧
侶
と
は
言
え
な
い
 部
 分
 も
あ
る
が
、
地
方
村
落
を
拠
点
に
仏
教
的
な
理
念
に
 基
づ
い
て
、
地
域
 住
 

%
 
 民
へ
の
精
神
的
な
指
導
や
経
済
・
福
祉
事
業
を
行
 
な
っ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
「
開
発
 僧
 」
 C
 ゴ
 r
a
 
コ
 リ
オ
 ロ
 
ゴ
ゅ
 
（
 
オ
ド
コ
 
巴
な
ど
の
中
に
も
、
 

臼
プ
ッ
 タ
タ
ー
ト
師
の
影
響
を
直
接
的
に
あ
る
い
は
 

 
 

こ
と
自
体
が
仏
法
の
実
践
で
 

教
 

 
 

基
づ
き
、
僧
侶
 達
 が
率
先
し
て
地
域
村
落
の
問
題
解
決
 
（
ギ
ャ
ン
ブ
ル
癖
か
ら
逃
れ
 

 
 

商
業
経
済
か
ら
距
離
を
取
っ
た
米
や
水
牛
の
共
同
管
理
 
制
度
の
構
築
な
ど
）
に
関
わ
 

 
 

活
 

性
 
る
と
い
う
活
動
を
展
開
し
て
い
る
僧
侶
な
ど
が
 見
 受
け
ら
れ
る
。
 

  



僧
侶
以
外
の
場
合
に
は
、
大
学
教
員
な
ど
都
市
の
比
較
 
約
言
学
歴
で
リ
ベ
ラ
ル
 な
 思
想
の
持
ち
主
に
共
鳴
者
が
 多
い
と
言
え
よ
う
。
 

実
際
、
プ
ッ
タ
タ
ー
ト
師
に
つ
い
て
の
研
究
を
行
な
っ
 
て
い
る
研
究
者
も
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
マ
ヒ
ド
ン
 
大
学
の
比
較
宗
教
の
研
 

究
 を
行
な
っ
て
い
る
タ
ウ
ィ
ー
フ
ッ
ト
・
 プ
 

ウ
イ
ワ
ッ
ト
ロ
 ゅ
 目
妻
 注
 
田
ロ
 
コ
 （
が
「
 

守
 き
毛
 韓
 ）
は
 、
 プ
ッ
 タ
タ
ー
ト
師
の
社
 

 
 

会
 改
革
思
想
を
高
く
評
価
し
な
が
ら
も
、
そ
の
理
想
主
 
義
 的
な
点
を
改
善
し
、
複
雑
化
し
た
現
代
社
会
の
構
造
 
的
な
問
題
に
対
処
で
き
 

 
 

る
も
の
に
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
ま
た
、
チ
ュ
ラ
 
｜
 ロ
ン
コ
ー
ン
大
学
で
東
洋
思
想
を
研
究
し
て
い
る
 ス
ワ
 ン
ナ
ー
・
 
サ
 タ
ー
ア
ナ
 

ン
は
 、
プ
ッ
タ
タ
ー
ト
師
の
思
想
の
特
質
を
、
大
乗
 仏
 教
の
普
遍
的
か
つ
包
括
的
な
救
済
論
と
類
似
性
を
持
ち
 
な
が
ら
も
、
観
音
菩
薩
 

へ
の
信
仰
や
そ
の
他
の
方
便
に
よ
ら
ず
飽
く
ま
で
論
理
 的
な
説
明
に
よ
っ
て
救
済
へ
到
る
実
践
へ
と
導
く
も
の
 
だ
と
捉
え
て
い
る
。
 

そ
 

し
て
こ
の
よ
う
な
方
便
に
よ
ら
な
い
論
理
的
か
つ
普
遍
 
的
な
解
釈
が
、
社
会
的
不
平
等
に
対
す
る
批
判
や
民
主
 
化
を
促
進
す
る
た
め
の
 

-
 
川
 @
 

仏
教
的
な
正
当
化
に
寄
与
す
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
 
ま
た
そ
の
延
長
上
に
フ
 エ
 ミ
ニ
ズ
ム
的
な
観
点
か
ら
の
 教
理
解
釈
を
展
開
し
 、
 

 
 

タ
イ
の
民
衆
の
間
に
広
く
知
ら
れ
た
仏
教
説
話
を
素
材
 
に
し
て
女
性
に
よ
る
悟
り
の
可
能
性
を
模
索
し
て
も
い
 
る
 。
ス
ワ
ン
ナ
ー
は
 、
 

民
衆
的
な
世
界
観
や
人
間
観
を
考
慮
し
て
そ
こ
か
ら
 
社
 会
 改
革
を
進
め
る
必
要
性
を
主
張
し
、
仏
教
的
な
社
会
 
改
革
ア
プ
ロ
ー
チ
も
 そ
 

-
 
乾
 -
 

の
 意
味
で
有
効
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
 

研
究
者
以
外
の
在
家
の
共
鳴
者
で
、
独
自
の
活
動
を
展
 
聞
 し
て
い
る
人
々
と
し
て
は
、
「
開
発
 僧
 」
と
連
携
し
 て
 活
動
を
展
開
し
て
 

 
 

い
る
 N
G
O
 
関
係
者
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
 
こ
 れ
ら
改
革
派
僧
侶
の
思
想
・
活
動
と
、
研
究
者
と
 N
G
 
0
 と
「
開
発
 僧
 」
の
 思
 

想
 
・
活
動
は
、
タ
イ
国
内
だ
け
で
な
く
国
外
に
ま
で
 広
 が
る
緩
や
か
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
い
る
と
い
 
え
よ
う
。
 

  



以
上
紹
介
し
て
き
た
改
革
派
僧
侶
と
そ
の
共
鳴
者
た
ち
 
の
お
り
な
す
運
動
（
本
稿
で
は
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
 改
 軍
旅
仏
教
と
定
義
し
 

て
お
く
）
は
、
既
存
の
民
衆
仏
教
と
は
明
ら
か
に
一
線
 
を
 画
し
た
運
動
で
あ
る
。
む
し
ろ
原
理
主
義
的
な
傾
向
 
さ
え
感
じ
さ
せ
る
も
の
 

で
あ
り
、
教
理
と
民
俗
の
複
合
体
を
解
体
し
て
い
る
と
 
さ
え
舌
口
え
よ
 
う
 。
そ
の
意
味
で
こ
の
一
連
の
運
動
（
 
あ
る
い
は
思
想
潮
流
）
 

は
 、
実
際
的
な
状
況
に
お
け
る
矛
盾
に
無
自
覚
な
人
び
 
と
が
創
出
し
た
、
教
理
と
民
俗
が
連
関
す
る
「
巧
妙
 
な
か
ら
く
り
」
（
実
践
 宗
 

教
 あ
る
い
は
「
生
活
仏
教
」
）
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
 か
ら
知
的
に
矛
盾
を
解
決
す
る
と
い
っ
た
 
、
 佐
々
木
の
 

「
生
活
仏
教
」
論
の
 

，
つ
 

ち
 、
実
践
宗
教
論
で
は
な
く
応
用
教
理
学
だ
け
が
ク
ロ
 
｜
 ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
 
そ
の
よ
う
に
偏
り
が
あ
 

る
の
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
。
そ
の
要
因
は
 
、
佐
 々
木
の
議
論
が
、
日
本
仏
教
（
し
か
も
、
仏
教
系
 
新
 宗
教
を
除
い
た
伝
統
 
仏
 

教
 ）
に
お
け
る
具
体
的
な
問
題
状
況
を
前
提
と
し
て
い
 
る
 点
に
あ
る
と
舌
口
え
よ
う
。
タ
イ
の
事
例
が
こ
の
プ
ロ
 ト
タ
イ
プ
に
き
っ
ち
り
 

当
て
は
ま
ら
な
い
の
は
、
そ
の
意
味
で
あ
た
り
ま
え
の
 
事
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
つ
の
立
場
の
相
違
は
 
、
 タ
イ
の
仏
教
運
動
が
教
 

条
 的
な
特
質
を
持
つ
事
に
よ
る
と
い
う
よ
り
も
、
現
代
 
の
 日
本
と
タ
イ
に
お
け
る
仏
教
文
化
や
制
度
の
違
い
、
 
な
ら
び
に
教
理
的
問
題
 

畔
 
の
 焦
 白
化
を
巡
る
社
会
的
文
脈
の
相
違
に
よ
る
 点
 が
 大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

頭
状
況
と
そ
の
社
会
的
背
景
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
 
あ
り
、
こ
の
運
動
を
展
開
す
 

 
 

教
 
」
 
る
 者
達
は
ど
こ
に
教
理
解
釈
の
ジ
レ
ン
マ
を
感
じ
 、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
の
だ
 
る
 ぅ
か
 。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
 

鵬
 
宗
 
す
る
た
め
に
、
日
本
に
お
け
る
伝
統
仏
教
の
様
相
 
と
は
大
き
く
異
な
る
、
現
代
タ
イ
の
上
座
仏
教
が
置
か
 れ
て
い
る
社
会
的
文
脈
を
述
 

活
 

性
 

べ
て
お
き
た
い
。
 

  

四 

改
革
派
仏
教
の
展
開
と
タ
イ
社
会
 



教
理
研
究
の
知
識
を
得
て
い
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
い
な
 
い
 。
ま
た
 

さ
ま
ざ
ま
な
書
き
手
に
よ
っ
て
蓄
積
さ
れ
て
き
た
膨
大
 
な
 書
物
で
 

い
る
と
は
限
ら
な
い
。
瞑
想
実
践
に
よ
る
神
秘
的
な
 カ
 ほ
 つ
い
て
 

と
ら
わ
れ
て
は
い
け
な
い
と
い
っ
た
見
解
も
あ
れ
ば
、
 
場
 ム
ロ
に
 
よ
 

ど
も
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
日
本
の
仏
教
の
よ
う
 
に
、
 何
か
 

三
蔵
経
典
全
体
を
拠
る
べ
き
聖
典
と
し
て
い
る
。
 

第
三
に
、
教
理
学
的
な
研
究
や
そ
の
知
識
は
、
一
部
の
 
学
僧
 と
 

学
的
な
知
識
を
得
ら
れ
る
場
と
し
て
は
、
二
つ
の
仏
教
 
大
学
が
あ
 

行
 な
う
高
等
教
育
機
関
と
し
て
の
役
割
を
ほ
と
ん
ど
 果
 た
し
て
い
 、

上
座
仏
教
が
拠
っ
て
立
つ
三
蔵
経
典
自
体
が
 
、
 長
い
 年
月
を
経
て
 

あ
り
、
そ
の
内
容
が
完
全
に
隅
か
ら
隅
ま
で
矛
盾
な
く
 
統
合
さ
れ
て
 

も
そ
の
力
の
存
在
自
体
は
認
め
て
い
る
が
、
瞑
想
修
行
 
者
は
こ
れ
に
 

っ
て
は
、
教
化
を
目
的
と
し
た
神
秘
 力
 0
 行
使
に
ま
つ
 わ
る
説
話
な
 

特
別
な
経
典
の
み
を
選
別
し
て
重
視
す
る
と
い
っ
た
こ
 
と
も
な
く
、
 

在
家
者
知
識
人
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
と
い
う
占
が
 
あ
る
。
教
理
 

-
 
廿
 -
 

る
が
、
こ
れ
ら
の
大
学
は
今
の
と
こ
ろ
仏
教
教
学
研
究
 
を
 専
門
的
に
 

な
い
。
就
学
者
の
多
く
は
経
済
的
事
情
か
ら
世
俗
の
学
 
校
 に
通
う
事
 

た
 上
座
仏
教
は
国
民
統
合
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
 機
 能
を
持
ち
、
住
職
以
上
の
官
職
に
ほ
国
か
ら
一
定
程
度
 
の
 給
与
の
よ
う
な
も
 

が
 支
給
さ
れ
、
学
校
や
役
所
や
私
企
業
に
お
い
て
僧
侶
 
を
 招
い
て
供
養
を
行
な
 う
 こ
と
も
少
な
く
な
い
。
 

第
二
に
、
タ
イ
の
僧
侶
の
多
く
は
、
人
文
・
社
会
学
的
 
な
 意
味
で
の
教
理
研
究
に
基
づ
い
た
伝
統
仏
教
の
教
理
 
的
 知
識
を
も
っ
て
 

な
い
と
い
っ
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
僧
侶
 
は
 、
国
家
が
制
定
し
た
教
法
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
を
 
目
指
し
て
経
典
 や
パ
 

一
村
 
-
 

リ
 語
を
学
ん
で
い
る
。
し
か
も
、
経
典
そ
の
も
の
よ
り
 
も
 解
説
書
の
学
習
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
人
文
・
 
社
 全
科
学
的
な
意
味
で
     

認定 @ ヵ 吉… 

あ さ   
ら た 
れ 分 
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教 か 
と っ 

は そ 
規 の 
定 中 
さ で 
れ も 
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カ 
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王 も 
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仏 た 
数 分 
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あ な 
る " 什 市 
と び 
視 た 
定 宗 
さ 教 
れ で 
て あ 
い る 
る と   
ま ， っ 

  

現
代
タ
イ
の
上
座
仏
教
が
置
か
れ
て
い
る
特
殊
な
社
会
 
約
 文
脈
の
第
一
と
し
て
、
タ
イ
の
上
座
仏
教
は
、
公
認
 
め
 
ホ
教
制
度
に
お
い
て
 



の
で
き
な
い
貧
困
家
庭
の
出
身
者
で
あ
り
、
仏
教
大
学
 に
 進
学
し
て
も
世
俗
科
目
の
学
習
を
重
視
す
る
傾
向
が
 
あ
り
、
学
士
取
得
後
に
 

は
 還
俗
し
て
し
ま
う
者
も
多
い
。
ま
た
、
僧
侶
と
し
て
 
の
 自
覚
の
高
い
者
た
ち
は
、
仏
教
大
学
に
よ
る
農
村
開
 
発
 研
修
に
参
加
し
、
 教
 

理
学
研
究
よ
り
も
僧
侶
と
し
て
の
社
会
活
動
に
重
き
を
 置
く
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
修
士
課
程
に
進
学
し
仏
教
 
学
の
研
究
を
目
指
す
 僧
 

侶
 で
さ
え
、
仏
教
大
学
の
講
師
の
保
守
化
が
災
い
し
、
 世
俗
の
大
学
に
進
学
を
希
望
す
る
傾
向
が
強
い
と
言
わ
  

 

世
俗
の
大
学
で
も
仏
教
学
を
専
攻
で
き
る
学
科
は
設
置
 
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
哲
学
科
や
社
会
学
科
あ
る
い
は
 
政
治
学
科
な
ど
で
、
 そ
 

れ
ぞ
れ
の
研
究
者
や
学
生
が
世
俗
的
な
学
術
テ
ー
マ
 
と
 の
 連
関
の
中
で
仏
教
研
究
を
行
な
う
と
言
っ
た
状
況
に
 
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 、
 

極
 一
部
の
学
僧
と
在
家
の
仏
教
研
究
者
が
教
理
学
的
な
 知
識
を
有
し
て
い
る
人
々
で
あ
り
、
一
般
の
僧
侶
や
在
 
家
 者
は
彼
ら
の
 発
 舌
口
に
 

触
れ
な
け
れ
ば
教
理
学
的
な
問
い
 る
 発
す
る
事
は
あ
ま
 り
な
い
と
舌
口
え
よ
う
。
 

た
だ
し
、
現
地
の
研
究
者
が
人
類
学
的
な
研
究
と
仏
教
 
の
 教
理
的
な
研
究
と
の
接
点
を
模
索
す
る
と
い
っ
た
 
傾
 向
は
 、
そ
れ
ほ
ど
 多
 

く
は
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
先
述
の
よ
う
に
仏
教
教
理
 
と
 社
会
問
題
と
の
接
点
や
矛
盾
に
 佳
 点
が
据
え
ら
れ
た
 、
応
用
的
な
教
理
研
究
 

が
な
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
教
理
に
関
し
て
の
 解
 釈
 上
の
最
終
的
な
権
威
は
、
在
家
者
で
は
な
く
僧
侶
に
 
あ
る
と
考
え
て
い
る
者
 

は
 多
い
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

祭
 に
偏
ら
ず
日
常
の
積
徳
儀
礼
に
あ
る
と
い
う
事
が
あ
 げ
ら
れ
る
。
信
徒
は
さ
ま
ざ
 

甜
 j
 ま
な
折
に
 、
 寺
を
訪
れ
寺
院
や
僧
侶
に
寄
進
を
行
 な
う
こ
と
に
よ
っ
て
功
徳
を
得
、
さ
ら
に
そ
の
際
に
与
 
え
ら
れ
る
聖
水
や
護
符
な
ど
 

 
 

て
は
、
葬
式
よ
り
も
日
常
の
儀
礼
の
方
が
比
較
的
重
要
 視
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
 

暇
ぅ
 。
し
か
も
、
僧
侶
が
関
わ
る
日
常
的
な
儀
礼
は
 
、
来
世
の
幸
福
だ
け
で
は
な
く
現
世
の
幸
福
を
も
も
た
 
ら
す
と
さ
れ
、
と
り
わ
け
 現
 

ほ
低
社
会
で
は
現
世
で
の
幸
福
を
祈
る
事
も
多
く
な
 っ

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
僧
侶
が
配
布
す
る
護
符
に
つ
 い
て
は
、
商
業
性
の
問
題
と
   



は
 、
葬
祭
が
重
視
さ
れ
る
現
代
日
本
の
伝
統
仏
教
の
状
 
況
 と
は
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
タ
イ
 
の
 改
革
派
仏
教
運
動
を
 

 
 

踏
ま
え
て
日
本
の
社
会
行
動
仏
教
を
紹
介
し
た
須
田
治
 
の
 書
物
で
さ
え
、
「
老
病
死
の
寺
現
代
仏
教
に
み
 る
 看
取
り
の
風
景
」
と
 

い
っ
た
題
名
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
現
代
日
本
の
伝
統
 仏
教
で
は
「
 生
 」
の
問
題
よ
り
も
生
の
終
り
に
直
面
す
 
る
 
「
老
病
死
」
の
問
題
 

-
 
打
 一
 

に
 対
象
が
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
逆
に
近
年
 
の
 タ
 イ
 で
は
「
 生
 」
の
問
題
が
一
部
の
仏
教
者
を
中
心
 に
 注
目
さ
れ
て
い
る
と
 

舌
口
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
僧
侶
達
の
認
識
上
の
疑
問
 も
 葬
祭
に
お
け
る
教
理
解
釈
と
民
俗
的
な
宗
教
観
念
の
 
矛
盾
よ
り
も
、
現
世
で
 

の
 幸
福
を
め
ぐ
る
功
徳
や
業
の
観
念
に
お
け
る
矛
盾
が
 
任
 目
さ
れ
て
く
る
。
し
か
も
、
タ
イ
社
会
は
日
本
の
よ
 
う
 に
中
間
層
が
比
較
的
 

多
い
社
会
と
は
異
な
り
、
貧
富
の
差
や
社
会
的
不
平
等
 
が
よ
り
大
き
な
社
会
で
あ
り
、
現
世
で
の
幸
福
を
め
 
ぐ
る
功
徳
や
業
の
観
念
 

は
 、
こ
の
よ
う
な
現
実
と
の
関
わ
り
の
中
で
理
解
さ
れ
 
る
 事
も
多
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
タ
イ
の
改
革
派
仏
教
 
的
な
ス
タ
イ
ル
を
 、
仏
 

教
や
仏
教
的
知
識
人
の
社
会
的
な
位
置
づ
け
を
異
に
す
 
る
 日
本
に
そ
の
ま
ま
移
植
し
て
も
、
な
か
な
か
根
付
か
 
な
い
と
思
わ
れ
る
。
 

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
タ
イ
の
社
会
的
文
脈
の
中
で
 
は
 、
教
理
的
な
矛
盾
を
自
覚
す
る
の
は
、
一
部
の
学
僧
 
・
在
家
の
研
究
者
で
 

あ
り
、
矛
盾
認
知
の
焦
点
は
精
霊
信
仰
な
ど
の
民
俗
的
 
な
 宗
教
観
念
よ
り
も
、
現
世
で
の
幸
福
 と
 関
わ
る
通
常
 の
 儀
礼
や
修
行
の
意
味
 

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
特
に
社
会
変
動
が
生
み
出
す
 社
 全
的
不
平
等
の
問
題
に
十
分
対
処
で
き
な
い
よ
う
な
 
功
 徳
ゃ
 業
の
観
念
が
問
題
 

と
な
っ
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
、
改
革
派
仏
教
の
活
動
家
 
の
中
に
、
運
動
の
当
初
は
明
確
な
形
で
は
教
理
解
釈
上
 
の
 矛
盾
を
感
じ
て
い
な
 

か
っ
た
者
も
い
る
だ
ろ
う
。
貧
し
い
暮
ら
し
を
営
む
 村
 人
か
ら
の
寄
進
に
よ
っ
て
生
活
し
て
い
る
僧
侶
の
あ
り
 
方
 に
矛
盾
を
感
じ
た
こ
 

 
  
 

摯
に
 感
じ
る
事
も
な
く
、
世
俗
的
な
学
問
の
も
つ
 
社
ム
 ム
的
 役
割
と
の
観
点
か
ら
教
理
の
矛
盾
を
捉
え
る
傾
向
 
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
 

幽
 

在 あ 
塞 い 
老 ま 

で っ 

あ て る 
( ム 教 
教 理 

的立 研究 

着 場 
@ ま と 

  守 
葬 護 
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㏄
動
の
場
に
お
い
て
自
身
の
持
っ
知
識
（
人
文
社
会
 
科
学
や
農
業
あ
る
い
は
社
会
活
動
に
つ
い
て
の
知
識
）
 
を
 用
い
て
応
用
し
批
判
し
具
 

 
 

 
 

活
 

 
 

性
 

体
化
し
、
現
実
に
お
け
る
生
活
の
場
の
問
題
を
改
 
善
し
て
い
く
行
為
と
な
っ
て
い
る
。
 

 
 

削
 

彼
ら
の
解
釈
上
の
権
威
を
ば
れ
に
し
、
そ
れ
を
 
一
 般
の
僧
侶
だ
け
で
は
な
く
研
究
者
や
社
会
活
動
家
な
ど
 

の
 在
家
者
が
、
自
分
達
の
活
 

 
 

 
 

 
 

上
座
仏
教
・
僧
侶
・
仏
教
研
究
者
の
位
置
づ
け
と
い
っ
 
た
 特
有
の
文
脈
の
中
に
お
け
 

教
 

陥
 
j
 
る
仏
教
的
な
知
の
あ
り
方
と
連
関
し
た
運
動
と
い
 え
る
。
そ
れ
は
、
プ
ッ
タ
タ
ー
ト
師
な
ど
一
部
の
僧
侶
 
の
 達
人
的
な
思
想
的
営
み
と
 

埋 忠 て 提 と 実 び プ な と 

、 号 の 的 つ ッ 実 か 

学 約的改 悪 口 的 関なつ タ践ら 
な な 草 な 係 問 あ タ や   

三 知 正 派 仏 に 題 る @ 緒 付 
の 統 仏 教 お と         
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第
二
に
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
か
わ
り
に
功
徳
や
業
 
ほ
 つ
い
て
の
教
理
と
社
会
問
題
と
い
っ
た
点
に
、
矛
盾
 の
 認
知
お
よ
び
そ
れ
 

を
 乗
り
越
え
る
応
用
教
理
学
の
営
み
が
 焦
 白
化
さ
れ
て
 い
る
。
例
え
ば
、
森
林
保
護
の
た
め
に
「
木
の
出
家
」
 な
 行
な
れ
、
ホ
を
神
聖
 

 
 

化
し
て
黄
衣
を
幹
に
巻
き
、
伐
採
を
断
念
さ
せ
よ
う
と
 
試
み
る
仏
教
僧
侶
の
試
み
も
改
革
派
仏
教
は
取
り
込
ん
 
で
い
る
が
、
こ
れ
は
 心
 

理
 主
義
的
解
釈
や
科
学
的
な
解
釈
を
重
視
す
る
改
革
派
 仏
教
か
ら
見
る
と
逸
脱
的
な
ケ
ー
ス
に
見
え
る
。
し
か
 
し
 、
改
革
派
仏
教
に
お
 

け
る
議
論
の
中
心
が
、
教
理
と
民
俗
的
観
念
の
矛
盾
 
そ
 の
も
の
よ
り
も
、
教
理
解
釈
と
社
会
的
問
題
の
矛
盾
に
 あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
 

こ
の
事
例
の
よ
う
に
仏
教
 僧
 が
自
然
物
へ
の
精
霊
信
仰
 を
利
用
す
る
事
を
、
活
動
家
運
が
不
問
に
付
し
て
い
る
 
と
い
っ
た
事
も
理
解
で
 

き
よ
う
。
 

第
三
に
、
し
た
が
っ
て
そ
の
意
味
で
は
、
こ
れ
ら
一
連
 
の
 営
み
は
、
佐
々
木
の
言
う
教
理
と
民
俗
が
複
合
し
た
 
実
践
宗
教
と
し
て
の
 

「
生
活
仏
教
」
と
の
接
点
は
少
な
い
が
、
佐
々
木
の
応
 円
教
理
学
的
な
営
み
と
は
水
準
を
等
し
く
す
る
も
の
で
 
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
 

は
 現
実
の
生
活
の
場
に
巻
き
込
ま
れ
た
教
理
に
基
づ
く
 
（
「
生
活
の
宗
教
」
と
し
て
の
仏
教
）
の
一
つ
の
姿
だ
 と
い
え
よ
う
。
そ
も
そ
 

で
 仏
教
教
理
と
民
俗
的
な
宗
教
観
念
が
ぶ
つ
か
り
あ
う
 

 
 

こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
の
結
論
と
し
て
次
の
四
点
を
 
示
し
て
お
き
た
い
。
 

第
一
に
 、
 タ
 イ
 の
改
革
派
仏
教
は
、
仏
教
教
理
（
 学
 ）
 
的
 な
 知
識
と
民
俗
宗
教
的
な
観
念
の
矛
盾
に
つ
い
て
議
論
 
が
佳
 点
化
す
る
こ
と
 

は
ほ
と
ん
ど
な
い
し
、
民
俗
的
な
宗
教
観
念
の
存
在
（
 意
圭
 
⑱
に
注
意
を
払
っ
て
も
い
な
い
。
た
だ
し
、
民
俗
 
宗
教
的
な
観
念
が
社
会
 

的
な
問
題
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
た
場
合
 
に
は
、
仏
教
教
理
的
解
釈
を
重
視
し
て
対
応
し
て
い
る
 。
そ
れ
は
、
公
共
性
を
 

帯
び
た
タ
イ
仏
教
の
社
会
的
な
位
置
づ
け
に
影
響
さ
れ
 
て
い
る
面
も
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
改
革
派
仏
教
の
土
 ハ
鳴
 
者
の
多
く
が
、
都
市
 

の
 知
識
人
・
 高
 学
歴
の
専
門
職
や
社
会
活
動
家
で
あ
る
 と
い
っ
た
点
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
 
彼
ら
自
身
の
生
活
領
域
   



も
 タ
イ
の
場
合
、
実
践
宗
教
と
し
て
の
上
座
仏
教
に
関
 す
る
人
類
学
的
研
究
は
、
そ
の
大
半
は
こ
れ
ま
で
外
国
 
の
 研
究
者
に
よ
っ
て
な
 

さ
れ
て
き
た
も
の
だ
と
い
う
点
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
 
な
い
。
確
か
に
佐
々
木
が
述
べ
る
よ
う
に
、
日
本
仏
教
 
ほ
 つ
い
て
の
人
類
学
的
 

な
 研
究
は
少
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
独
自
の
知
的
 
伝
統
を
持
っ
て
い
る
仏
教
に
対
し
て
、
現
地
の
人
類
学
 
研
究
者
が
果
敢
に
乗
り
 

込
ん
で
い
く
事
が
少
な
い
と
い
う
点
で
は
、
上
座
仏
教
 
研
究
も
日
本
の
大
乗
仏
教
研
究
も
似
通
っ
た
状
況
に
あ
 
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
 

 
 

教
は
 つ
い
て
の
研
究
は
、
先
駆
的
な
試
み
で
あ
る
と
 壬
一
 

口
 え
よ
う
。
 

第
四
に
、
ま
た
、
仏
教
教
理
と
現
実
生
活
の
間
に
お
い
 
て
 、
ど
の
よ
う
な
事
柄
が
矛
盾
と
し
て
認
知
さ
れ
、
 
問
 題
 と
し
て
構
成
さ
れ
 

る
の
か
は
、
当
該
社
会
に
お
け
る
仏
教
の
特
質
や
仏
教
 
研
究
者
の
特
性
や
時
代
背
景
に
大
き
く
影
響
さ
れ
る
 
と
 考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
 

り
、
 佐
々
木
の
「
生
活
仏
教
」
論
一
実
践
宗
教
研
究
と
 応
用
教
理
学
）
と
改
革
派
仏
教
運
動
で
は
議
論
の
焦
 
占
 一
 
化
す
る
位
置
が
異
な
っ
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
知
的
矛
盾
の
対
象
と
な
る
 宗
教
（
伝
統
）
の
社
会
的
位
置
づ
け
や
、
そ
の
矛
盾
を
 
自
覚
し
た
学
識
者
の
社
 

全
的
位
置
づ
け
が
異
な
る
事
と
関
係
す
る
だ
ろ
う
。
 
社
 金
的
不
平
等
の
顕
著
な
タ
イ
社
会
の
現
状
、
タ
イ
仏
教
 
が
 持
っ
公
共
性
、
死
後
 

に
 関
わ
る
儀
礼
よ
り
も
現
在
に
関
わ
る
「
 生
 」
の
儀
礼
 に
 重
き
が
置
か
れ
る
上
座
仏
教
、
そ
し
て
教
義
解
釈
の
 
知
的
営
み
を
行
な
う
 タ
 

イ
 入
学
識
者
の
希
少
性
と
偏
り
が
、
功
徳
や
業
に
っ
 
い
 て
の
教
理
と
社
会
問
題
と
い
っ
た
点
に
応
用
教
理
学
的
 
な
営
み
を
 佳
 点
化
さ
せ
 

畔
 
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
「
 ぽ
 づ
 く
り
 寺
 」
や
仏
教
ホ
ス
ピ
ス
に
つ
い
て
の
議
論
、
 
お
 る
い
は
「
ほ
と
け
」
に
つ
い
 

甜
 
て
の
佐
々
木
の
周
到
な
議
論
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
 う
な
日
本
の
伝
統
仏
教
に
お
い
て
 
任
 目
を
集
め
る
死
や
 葬
祭
の
問
題
は
、
タ
イ
の
 多
 

 
 

い
の
だ
ろ
う
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

教
 的
な
観
念
と
仏
教
教
理
に
つ
い
て
の
矛
盾
は
、
知
的
 
な
 タ
イ
仏
教
 僧
 で
あ
れ
ば
 認
 

9
 

 
 

活
性
 如
 し
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
矛
盾
に
議
論
や
 

活
動
の
佳
点
を
合
わ
せ
て
、
こ
れ
を
止
揚
す
る
こ
と
が
 
必
要
と
さ
れ
る
ほ
ど
切
迫
し
 



;
 
王
 

一
 
1
 ）
佐
々
 %
 安
 幹
 「
生
活
仏
教
の
諸
 E
 

ホ
教
人
類
学
的
 視
 点
か
ら
」
 
呂
 宗
教
研
究
」
 
三
 二
七
号
、
日
本
宗
教
学
会
、
二
 

0
 0
 
一
年
一
、
二
五
頁
。
 

一
 
2
 一
同
、
二
五
頁
。
 

-
3
-
 佐
々
木
表
 幹
 
「
 
仏
 と
霊
の
人
類
字
 ｜
 
仏
教
文
化
の
深
層
 構
造
」
春
秋
社
、
一
九
九
三
年
、
㎡
１
面
 頁 。
 

一
 
4
 ）
 
回
 、
㎡
 ｜
 -
W
 
頁
 。
 

一
 
5
 一
同
、
 
-
w
 
頁
 。
 

（
 
6
 一
 
後
に
論
じ
る
よ
う
に
、
本
稿
で
は
「
生
活
仏
教
」
と
「
 
生
 活
仏
教
」
論
の
水
準
を
区
分
け
し
、
後
者
は
「
生
活
仏
教
」
 一
あ
 る
い
は
実
践
宗
教
 -
 の
 

た
 状
況
を
感
じ
る
者
は
あ
ま
り
い
な
い
（
例
え
ば
、
 

先
 述
の
木
の
出
家
な
ど
。
逆
に
こ
の
点
を
上
座
仏
教
徒
 
の
 側
か
ら
見
れ
ば
、
 死
 

に
 焦
点
化
し
た
日
本
の
伝
統
仏
教
を
見
て
、
葬
式
自
体
 

が
 出
家
 式
 に
な
る
と
い
う
奇
妙
な
事
柄
を
な
ぜ
自
明
視
 

し
て
い
る
の
か
と
言
っ
 

た
 疑
問
や
、
霊
魂
の
実
体
性
と
無
我
論
と
の
矛
盾
に
拘
 

る
の
に
、
な
ぜ
日
常
の
説
法
が
実
体
と
し
て
の
人
に
向
 

か
っ
て
為
さ
れ
て
い
る
 

事
 に
は
気
を
と
め
な
い
の
か
と
言
っ
た
、
率
直
な
（
 

い
 さ
さ
か
素
朴
す
ぎ
る
）
疑
問
を
抱
く
か
も
し
れ
な
い
。
 

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
 

問
題
は
知
的
に
は
興
味
深
い
問
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
 

日
本
仏
教
の
社
会
的
文
脈
の
中
で
は
様
々
な
理
由
か
ら
 

矛
盾
と
し
て
認
知
さ
れ
 

ず
 、
あ
る
い
は
認
知
さ
れ
て
も
そ
れ
を
止
揚
す
る
こ
と
 

に
 強
い
必
要
性
を
感
じ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
 

Ⅰ
。
 

カ
 

以
上
の
よ
う
に
、
 へ
 「
生
活
の
宗
教
」
と
し
て
の
仏
教
）
 

に
は
、
無
自
覚
な
複
合
（
実
践
宗
教
）
だ
け
で
は
な
 
く
 、
自
覚
的
な
統
合
 

（
応
用
教
理
学
）
と
い
う
水
準
も
あ
り
う
る
。
そ
し
て
 

教
 理
 （
 
学
 ）
と
現
実
生
活
の
間
の
 
い
 か
な
る
矛
盾
に
議
論
 
が
 焦
点
化
す
る
か
は
、
 

当
該
社
会
に
お
け
る
 一
 
伝
統
）
仏
教
や
教
理
学
、
お
よ
び
 

僧
侶
や
仏
教
研
究
者
の
あ
り
か
た
と
密
接
に
結
び
っ
 

い
 て
い
る
と
目
口
え
よ
う
。
 

そ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
宗
教
研
究
（
者
）
 

と
そ
の
社
会
的
背
景
と
い
っ
た
事
を
再
帰
的
に
捉
え
て
 

、
研
究
が
 佳
 点
化
す
る
 

事
柄
と
 佳
 点
化
し
な
い
事
柄
と
の
関
連
を
浮
き
彫
り
に
 

す
る
た
め
の
比
較
研
究
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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つ Ⅱ 

  

戸ヰ @ の 

め ぎ 

頁 。 

蕊め 

  
のア 

  G ジ 

  O ヤ 

つコ     

O 弓コ   
ま 開 ㏄ ピ 
      
  僧 ッ 藍下 お 

  

ま
降
ギ
 
仁
田
 

c
h
 

の
 o
 仁
丑
の
ド
 

降
下
れ
 ド
 コ
 %
 目
日
 
0
%
-
 

）
 
籠
 S
 。
ロ
口
・
田
り
・
 

ト
ト
 
。
 

父
一
 
開
発
僧
の
多
様
な
姿
と
彼
ら
の
活
動
の
有
効
性
の
間
 題
 、
 さ
ら
に
市
民
社
会
活
動
家
や
研
究
者
に
よ
る
言
説
の
影
響
に
つ
 い
て
の
議
論
は
、
以
下
の
 

論
考
を
参
照
さ
れ
た
い
。
櫻
井
 義
秀
 
「
地
域
開
発
に
果
た
す
 
僧
 侶
の
役
割
と
そ
の
社
会
的
機
能
東
北
タ
イ
の
開
発
 憎
む
事
 側
 に
」
 宅
 宗
教
と
社
 

 
 

野
田
真
里
 
一
七
 

｜
 四
六
頁
。
か
 

偏
 「
仏
教
・
開
発
・
 

い
ほ
 ，
タ
イ
開
発
 

N
G
O
 

僧
に
 学
ぶ
 共

生
の
智
慧
 し
 新
評
論
、
 

か
 き
 つ
 

二
 0
0
 

一
年
 

-
 
、
一
二
 0
 ｜
 一
四
八
頁
。
 

一
 
0
0
 
一
 た
だ
し
彼
の
見
解
も
か
な
り
理
想
主
義
的
な
も
の
で
あ
る
 
。
例
え
ば
、
不
殺
生
戒
を
軍
事
費
の
削
減
や
自
然
保
護
を
も
 意
 抹
 す
る
も
の
と
し
て
実
践
 

す
べ
き
と
い
う
よ
う
に
、
五
戒
を
社
会
構
造
レ
ベ
ル
に
お
い
て
 
捉
 え
 、
ま
た
煩
悩
を
抑
制
し
た
必
要
最
低
限
の
生
産
に
依
拠
す
る
 
自
給
的
で
慈
悲
に
 基
 

つ
く
基
礎
共
同
体
を
つ
く
り
、
そ
の
ネ
ッ
ト
フ
ー
 
ク
 に
社
会
活
動
 

の
方
法
 ｜
 
第
三
世
界
の
宗
教
の
対
応
」
「
社
会
科
学
 
評
 込
型
 第
 十
八
巻
一
号
、
仏
 暦
 二
五
三
九
年
 セ
 同
１
九
月
ロ
一
九
九
六
年
 ピ
 

家
や
知
識
人
が
参
加
し
て
あ
る
程
度
の
市
場
経
済
に
依
拠
し
た
 国
家
規
模
の
社
会
を
 

 
 

建
設
す
る
と
い
っ
た
事
を
述
べ
て
い
る
。
 

（
㏄
一
円
 曲
旧
 
@
 
黒
緊
 と
 ヨ
 a
r
%
 
安
 @
 
旧
里
・
 
，
毛
モ
 
ア
ド
ヰ
田
 

竜
ヨ
 下
器
 コ
 ㏄
 ぺ
仁
オ
の
 

㏄
 ヨ
 り
牛
㌧
 
ぃ
侍
ア
 

@
 
オ
寸
 
一
 
ぜ
い
の
 
り
オ
 の
 ぃ
ひ
 
㏄
 コ
 ㏄
乞
田
Ⅰ
 0
 村
円
ゴ
一
 
い
か
ヨ
 
.
:
 
め
 ぬ
き
 
蝸
ト
こ
つ
 

ぎ
こ
㏄
Ⅰ
～
 

士
ぉ
 
ふ
違
ロ
ヰ
 

・
ま
円
三
）
㏄
の
プ
リ
巴
の
つ
円
目
 

-
-
 
パ
曲
 
「
 
ド
オ
臼
り
オ
ゴ
 

0
 ヨ
 l
 
円
 プ
リ
コ
 

ヲ
ぷ
 
オ
す
 
主
づ
 -
 ぎ
お
 ・
一
夕
ウ
ィ
ー
ワ
ッ
ト
・
 
フ
 ン
タ
リ
 ク
 ウ
 ィ
 ワ
ッ
ト
「
現
代
論
評
 



旧
 ヰ
ゴ
 
ぃ
ピ
リ
 
す
 @
 由
づ
三
 二
の
す
の
す
㏄
で
 

円
王
 0
.
 
㌧
 す
 Ⅰ
 
由
 m
p
 
つ
 ㏄
 左
ア
 
c
@
 ・
 囲
細
オ
ぃ
粁
す
 
0
 ヨ
 2
5
3
 

～
・
 

昌
 仏
教
学
巨
編
集
部
「
現
代
タ
イ
 ヴ
ン
 ガ
 に
お
け
る
教
育
間
 

 
  

 
 
 

題
 」
「
仏
教
学
」
チ
ュ
ラ
ー
ロ
ン
コ
ー
ン
大
学
、
第
一
巻
第
二
号
 

、
五
月
 ｜
 八
月
、
仏
 暦
 二
五
三
七
年
 
-
 一
九
九
四
年
ご
。
 

-
 
仰
 -
 
須
田
治
「
老
病
死
の
寺
 

い
 の
ち
現
代
仏
教
に
み
る
看
取
り
の
 風
見
三
川
辺
書
林
、
二
 
0
0
0
 
年
 。
 

 
  
 

-
 蜂
 
た
だ
し
、
地
方
村
落
の
生
活
改
善
に
取
り
組
む
開
発
 
憎
め
 場
合
は
、
地
元
住
民
と
の
関
係
が
あ
る
た
め
、
何
ら
か
の
形
で
 
民
俗
宗
教
と
接
す
る
事
が
 

換
 

あ
る
と
思
わ
れ
る
 

-
 後
述
の
「
木
の
出
家
」
な
ど
 -
 。
し
か
し
な
 
が
ら
、
開
発
 僧
 に
関
す
る
研
究
で
、
そ
の
よ
う
な
地
元
住
民
の
凸
 

下
散
的
世
界
観
を
踏
 

ま
え
た
厚
み
の
あ
る
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
管
見
の
限
 
り
で
は
見
当
た
ら
な
い
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
（
宗
教
 

-
 人
類
学
 者
に
よ
っ
て
民
衆
 仏
 

教
や
民
俗
宗
教
の
宝
庫
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
タ
イ
の
村
落
は
 
、
開
 発
論
を
べ
 
ー
 ス
に
し
た
研
究
者
か
ら
は
民
俗
宗
教
な
ど
存
在
し
 
て
い
な
い
 社
因
 万
行
動
 

仏
教
の
実
験
室
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
 

@
-
 

プ
リ
ー
ダ
 、
ピ
 ボ
ッ
プ
、
前
掲
論
文
。
 

-
 凶
 
佐
々
木
は
、
日
本
の
人
前
学
者
が
東
ア
ジ
ア
や
日
本
の
仏
 
教
 研
究
に
関
心
を
示
さ
な
い
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
「
煩
悩
 
即
笠
 白
提
 、
生
死
 即
浬
 葉
を
 掲
 

げ
る
大
乗
仏
教
社
会
に
あ
っ
て
は
、
世
間
と
出
世
間
、
仏
教
と
民
 
俗
 宗
教
の
境
界
性
が
 暖
昧
 に
な
り
が
ち
で
、
両
者
の
対
照
性
に
 

つ
い
て
の
分
析
が
す
 

こ
ぶ
る
困
難
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
 

-
 佐
々
木
、
前
掲
 活
 1
 一
 、
三
三
頁
 -
 と
 推
測
し
て
い
る
。
た
だ
 し
 、
筆
者
は
こ
の
 

推
測
に
は
若
干
疑
問
を
感
じ
る
。
例
え
ば
、
仏
教
と
民
俗
宗
教
の
 
境
界
性
を
暖
 昧
 に
す
る
要
因
が
大
乗
仏
教
独
自
の
教
理
的
特
質
 
に
あ
る
の
な
ら
ば
 

佐
々
木
を
は
じ
め
教
理
学
を
学
ん
だ
僧
籍
保
持
者
達
は
、
な
ぜ
 
実
 体
性
を
説
か
な
い
教
理
と
霊
魂
の
実
体
性
を
前
提
と
し
た
儀
礼
 
と
の
間
で
ジ
レ
ン
マ
 

に
 陥
る
の
だ
ろ
う
か
 

一
 
佐
々
木
、
前
掲
佳
一
 8
 Ⅰ
六
二
 ｜
一
 0
 
三
 頁
 -
 。
た
だ
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
各
論
者
個
々
人
が
無
我
 や
空
に
つ
い
て
 異
 

な
る
解
釈
を
し
て
い
る
と
い
う
事
も
考
え
ら
れ
る
し
、
教
理
学
的
 
に
 解
釈
の
幅
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。
 

 
 

ス
 患
者
の
最
期
を
看
取
る
タ
 イ
 の
寺
な
ど
。
 



 
 

ち
 う
る
限
り
の
時
間
を
使
っ
て
修
行
に
専
心
す
る
、
 
そ
 の
よ
う
な
行
為
を
指
す
。
出
家
者
は
生
産
活
動
を
す
 
べ
て
放
棄
し
て
い
る
か
 

3
 

 
 

ら
 、
自
活
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
う
 い
っ
た
出
家
者
が
生
き
て
い
く
た
め
に
は
、
食
料
を
一
 般
 社
会
の
人
た
ち
か
ら
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す は   
人   

た シ ンド 仏 入れる は、出 国法と および 集 であ 

ち ャ 
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ム 

功 ニ   
一般社 習俗、 界 との 独 ての 信、 ㈹ 巻く イ 古代 会 と密 乞食 バラン 自性を 仏教に ンド一 インド 

  
し - 

  

  
    佳 

メ 
ン し 々 の仏教 の姿が を受け 提示 て 能 とな 総覧 し   木 

    
な の 
9 世 

上 がるれでにい あ こ 稿 とお 閑 

家 っ程 ら は よ て 

キ手 と   
  

イ
ン
ド
仏
教
の
中
の
民
間
習
俗
 



こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
仏
教
僧
団
が
用
い
て
い
 
た
法
体
系
で
あ
る
律
蔵
に
は
、
そ
う
い
っ
た
俗
世
間
の
 
習
俗
、
慣
習
が
、
断
片
 

あ
る
い
は
ど
れ
ほ
ど
脱
俗
的
な
修
行
を
奨
励
し
ょ
う
が
 
、
僧
団
の
目
と
鼻
の
先
に
は
つ
ね
に
俗
世
間
が
あ
り
、
 
そ
の
影
響
力
を
避
け
る
 

@
 
つ
じ
き
 

わ
け
て
も
ら
う
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
生
活
方
針
を
 乞
食
と
呼
ぶ
。
乞
食
で
生
き
て
い
く
以
上
、
仏
教
の
出
 
家
 者
た
ち
が
一
般
社
会
 

0
 人
た
ち
と
の
縁
を
切
っ
て
 、
 気
ま
ま
に
暮
ら
す
こ
と
 は
で
き
な
か
っ
た
。
食
料
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
 必
 ず
 俗
世
間
の
近
辺
に
身
 

を
 置
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 
仏
教
と
い
う
宗
教
は
 、
 少
な
く
と
も
イ
ン
ド
お
よ
び
 周
 辺
国
に
関
す
る
限
り
、
 

つ
ね
に
町
や
村
落
を
基
盤
と
し
て
展
開
し
て
い
っ
た
 都
 市
聖
宗
教
な
の
で
あ
る
。
 

出
家
者
が
俗
世
間
と
常
時
接
触
を
保
た
ね
ば
な
ら
な
か
 
っ
 た
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
性
的
行
為
の
絶
対
的
 林
 ホ
 止
に
あ
る
。
仏
教
は
 

出
家
者
が
性
的
行
為
を
な
す
こ
と
を
厳
し
く
禁
じ
て
お
 
り
 、
こ
れ
に
違
反
し
た
者
に
は
出
家
社
会
か
ら
の
永
久
 
追
放
と
い
う
罰
が
科
せ
 

-
l
 
一
 

ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
仏
教
で
出
家
し
た
者
は
自
分
 
の
子
孫
を
残
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
仏
教
 
僧
団
は
常
に
外
部
の
 
一
 

般
 社
会
か
ら
後
継
者
を
見
つ
け
だ
し
て
こ
な
け
れ
ば
な
 
ら
な
い
。
つ
ま
り
布
教
に
よ
る
出
家
の
勧
誘
が
必
須
 
の
 業
務
と
な
る
の
で
あ
 

る
 。
そ
し
て
そ
の
た
め
仏
教
僧
団
は
、
勧
誘
の
対
象
と
 
な
る
一
般
社
会
と
日
頃
か
ら
密
接
に
接
触
し
て
い
な
け
 
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
里
 

離
れ
た
幽
谷
の
地
で
隔
絶
し
た
修
行
生
活
に
専
念
す
る
 
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
 
、
仏
教
が
都
市
型
宗
教
 

と
し
て
発
展
し
た
大
き
な
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
 

は
 上
の
理
由
に
よ
り
、
仏
教
僧
団
は
成
立
当
初
か
ら
、
 
外
部
の
一
般
社
会
と
密
接
な
関
係
を
持
ち
、
一
般
社
会
 
に
 対
し
て
積
極
的
に
 

働
き
か
け
る
と
い
う
基
本
姿
勢
を
と
っ
て
い
た
。
確
か
 
に
 僧
団
と
い
う
も
の
は
俗
世
間
と
は
全
く
異
な
る
価
値
 
観
に
基
づ
い
て
運
営
さ
 

れ
る
一
種
の
聖
域
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
存
続
は
あ
く
ま
 
で
 俗
世
間
と
の
円
滑
な
関
係
の
上
に
の
み
成
り
立
つ
も
 
の
で
あ
っ
て
、
俗
世
間
 

に
よ
っ
て
養
わ
れ
る
被
扶
養
者
の
集
団
で
も
あ
っ
た
の
 
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
仏
教
が
ど
れ
ほ
ど
古
里
 迷
 な
教
 理
を
提
唱
し
よ
う
が
、
 

(454) 236 



  
つ え ほ の 

て 出 ど 中 
い 家 脱 で 
た 修 俗 独 
  ィ手 酌 自 

者 で の 
と あ 出 
し る 家 
て に 世 
持 し 界 
別 て を 
な も 形 
法 、 成 
的 伝 し 

保 教   
護 僧 外 
を 固 苦ロ 

受 が 社 
け 現 金 
る 実 か 
に に ら 

し 活 の 
て 動 支 
も す 援 

、 る を 

そ 親 愛 
れ 場 け 
は ほ ろ 
あ お か   
ま て ち 
で は で 

世 、 存 
俗 つ 続 
法 ね し 
の に て 

範 せ い 
囲 俗 た 
内 法   
で の し 
の 制 た 
特 約 が 
側 な っ 
と 受 て   
う て 居、 
か お 想 
た り 的 ち @ 
を た ど 
と と れ 

  

習俗 

を
 統
一
し
た
時
期
も
あ
れ
ば
、
各
地
に
小
王
国
が
割
拠
 

し
か
し
め
ず
れ
に
し
ろ
、
仏
教
 

世
 弄
 は
そ
う
い
っ
た
王
国
 

的
な
か
た
ち
で
は
あ
る
が
多
数
記
録
さ
れ
て
い
る
 
"
 本
 稿
 で
は
、
そ
れ
ら
の
情
報
を
律
文
献
全
体
の
中
か
ら
 抽
 出
し
、
古
代
イ
ン
ド
の
 

仏
教
世
界
を
取
り
巻
く
一
般
社
会
が
い
か
な
る
社
会
制
 度
 、
価
値
観
、
世
界
観
を
も
っ
て
い
た
の
か
を
紹
介
し
 
て
い
く
。
ス
タ
イ
ル
は
 

き
わ
め
て
断
片
的
で
、
体
系
的
理
解
を
求
め
る
読
者
に
 と
っ
て
は
意
に
添
わ
ぬ
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
手
が
 
か
り
と
な
る
唯
一
の
 資
 

料
 で
あ
る
律
蔵
が
そ
の
 ょ
う
 な
か
た
ち
で
し
か
情
報
を
 提
供
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
や
む
を
得
な
い
。
そ
 
う
い
 っ
た
 断
片
的
情
報
の
彼
 

方
 に
幾
分
な
り
と
も
古
代
イ
ン
ド
仏
教
の
息
吹
を
感
じ
 て
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
あ
る
。
な
お
本
稿
で
は
、
 複
 数
 存
在
す
る
律
文
献
の
 

時
代
的
前
後
関
係
を
考
慮
せ
ず
、
紀
元
前
五
世
紀
か
ら
 
紀
元
Ⅰ
二
世
紀
と
い
う
幅
に
お
い
て
イ
ン
ド
仏
教
 
世
 界
 に
現
れ
る
習
俗
、
 慣
 

習
 を
一
括
す
る
か
た
ち
で
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
時
代
 的
 変
遷
ま
で
も
考
察
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
律
文
献
の
 
発
展
過
程
を
正
確
に
決
 

定
 し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
こ
ま
で
現
在
の
 研
究
は
進
ん
で
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
紹
介
 
す
る
習
俗
の
記
録
が
 、
 

い
つ
、
ど
こ
で
行
わ
れ
て
い
た
も
の
か
を
狭
い
範
囲
で
 絞
り
込
む
こ
と
は
今
の
と
こ
ろ
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
 

二
国
法
と
仏
教
 

古
代
イ
ン
ド
で
は
ア
シ
ョ
ー
カ
王
で
有
名
な
マ
ウ
ル
 
ヤ
 王
朝
や
カ
ニ
シ
カ
王
の
ク
シ
ャ
ー
ナ
朝
と
い
っ
た
巨
大
 な
 統
一
王
国
が
全
体
 



仏
教
は
本
来
、
俗
信
を
認
め
な
い
。
し
か
し
、
社
会
と
 
の
 円
滑
な
関
係
を
維
持
す
る
た
め
に
は
軽
微
な
俗
信
 
な
ら
ば
黙
認
し
て
 
ぃ
 

三
 
俗
信
 

3
 
 暦
法
は
国
の
法
律
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
た
。
 
た
と
え
ば
律
の
 

年
に
一
度
閏
年
を
設
け
、
そ
の
年
は
一
年
を
十
一
 
ケ
月
 に
し
た
と
い
う
 

一
 
5
-
 

規
 す
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
国
 暦
 に
従
う
よ
う
規
定
さ
れ
 て
い
る
。
 

4
 
 借
金
の
あ
る
者
が
出
家
し
た
場
合
、
そ
の
借
金
は
 出
家
の
段
階
で
 

債
権
者
が
仏
教
僧
団
を
非
難
し
た
た
め
、
僧
団
側
が
自
 主
 的
に
借
金
の
 

こ
の
よ
う
に
、
古
代
イ
ン
ド
の
仏
教
出
家
者
た
ち
は
、
 大
枠
と
し
て
 

の
 恩
恵
を
受
け
て
、
一
般
人
よ
り
は
寛
容
に
扱
わ
れ
て
 
Ⅰ
 
し
 こ
 
十
八
 
。
 

伝
承
に
 ょ
 れ
ば
ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
王
統
治
下
の
マ
ガ
ダ
 国
 で
は
 五
 

。
仏
教
僧
団
は
定
期
的
に
集
団
行
事
を
行
 う
 関
係
で
 暦
 法
 を
重
 

帳
消
し
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
損
害
を
 
被
っ
た
 

-
6
-
 

あ
る
者
の
出
家
を
拒
否
す
る
と
い
う
規
則
を
定
め
た
。
 

は
 国
の
法
律
に
従
い
な
が
ら
も
、
出
家
者
を
敬
う
当
時
 
の
風
潮
 

-
4
 
一
 

り
で
い
る
限
り
は
自
由
に
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
 

1
 
 国
内
の
土
地
や
草
木
で
、
特
定
の
所
有
者
の
な
い
 
も
の
は
、
国
王
の
財
産
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
当
時
の
 
イ
ン
ド
に
は
仏
教
の
出
 

家
 者
も
含
め
て
多
数
の
修
行
者
が
暮
ら
し
て
い
た
が
、
 
彼
ら
の
多
く
は
そ
う
い
っ
た
所
有
者
の
な
い
土
地
に
住
 
み
、
そ
こ
に
は
え
る
 草
 

木
を
自
由
に
使
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
法
的
に
い
え
ば
 
国
 三
が
自
分
の
所
有
地
を
修
行
者
た
ち
に
開
放
す
る
の
で
 
あ
り
、
そ
の
恩
恵
に
よ
 

っ
て
は
じ
め
て
、
修
行
者
た
ち
は
思
い
通
り
の
修
行
先
 

 
 

2
 
 当
時
、
各
地
に
関
所
が
設
け
ら
れ
、
通
行
す
る
者
 
は
 携
帯
し
て
い
る
物
品
の
価
値
に
応
じ
て
関
税
を
取
ら
 
れ
て
い
た
。
出
家
者
も
 

例
外
で
は
な
く
、
課
税
対
象
と
な
る
高
価
な
品
物
を
持
 
っ
て
い
る
場
合
に
は
税
を
取
ら
れ
た
。
し
か
し
三
衣
 
一
 鉢
 と
い
う
普
通
の
身
 を
   



  
つ え と の 
く た 屍 @ 
り な は は 
門 ら 超 越   
に め が が 

横 着 つ ろ 

に め て う   
き こ 誰 す 

、 ろ な る 

水 へ 殺   

親 付 し そ 

な っ た れ 
置 て い を 

く 。 殺の せか輪 ニ 
あ 」 」   
る と と 車 
い 命 尋 め 
は じ れ 上 
斤目 る る ドニ 

に 。 の 置 
礼 一 で き 

牛方「 と " 誰首 " 
、 こ 々 に 

そ の を 二 
れ 屍 知 っ 
と 0 つ の 
同 侵 て 銅 

色 人 い 鈴 
め る る を 
予 防 か 繋 
牛 ぐ 」 ぎ 
を 方 と 、 
繋 法 問 二 
い も う 本 
で 記   
お さ 屍 刀 
く れ が を 
。 て 「 手 

あ い 知 に 
る る っ も 

ぃ 。 て た 
は 薬 い せ 

早ョ 草 る る 

ほ で 」 。 

牝 實 と す 
牛 を 答 る 

  

裕
 

の
を
探
し
、
黄
土
で
擦
り
、
香
水
で
洗
い
、
新
し
 い
 フ
ェ
ル
ト
で
そ
の
身
体
全
体
を
覆
い
、
足
に
蛛
を
塗
 
っ
て
呪
文
を
唱
え
る
と
、
 

そ
 

 
 

2
 
 人
が
く
し
や
み
を
し
た
場
合
は
、
ま
わ
り
の
者
が
 
「
 
寿
 あ
れ
か
し
」
と
唱
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
く
し
 
ゃ
 み
 を
し
た
本
人
は
「
 長
 

弄
 し
た
ま
え
」
と
答
え
る
。
仏
教
は
こ
の
 ょ
う
 な
習
俗
 を
 無
生
息
 
味
 で
あ
る
と
考
え
る
が
、
在
家
者
と
の
 軋
礫
を
 避
け
る
た
め
に
容
認
す
 

-
9
-
 

る
 。
 

3
 
 死
体
を
蘇
ら
せ
、
自
在
に
操
る
方
法
。
律
蔵
で
は
 
、
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
人
を
殺
す
こ
と
が
可
能
で
あ
 
る
と
い
う
前
提
の
も
と
 

そ
の
場
合
の
罪
状
判
断
を
詳
細
に
説
明
し
て
い
る
 。
死
体
の
操
縦
万
法
は
以
下
の
と
お
り
三
根
本
説
 

一
 
切
 有
部
里
奈
 耶
 」
に
よ
 

一
 
一
る
 

0
 ）
。
黒
月
（
新
月
に
向
か
う
半
月
間
）
の
第
十
四
日
 
目
に
屍
林
所
 
（
死
体
捨
て
場
）
 
へ
 行
き
、
新
し
い
死
体
 で
 全
く
損
傷
の
な
い
も
 

 
 

含
 に
は
引
き
受
け
て
も
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。
 

-
7
-
 

@
 
キ
 
@
 
ハ
 
し
 。
 

 
 

,
 
つ
 

す
る
 

髪
を
   

種
々
の
吉
祥
儀
礼
。
家
屋
を
新
築
し
た
場
合
、
家
の
 
一
 
朋
に
 布
を
広
げ
、
仏
教
比
丘
な
ど
の
聖
者
に
そ
れ
を
 
踏
 ん
で
入
っ
て
も
ら
 

妊
婦
が
流
産
し
た
場
合
も
同
様
に
、
聖
者
に
布
を
踏
ん
 
で
も
ら
 ぅ
 。
子
宝
を
祈
願
し
て
、
聖
者
が
踏
ん
だ
物
を
 洗
っ
た
汁
で
 洗
浴
 

ま
た
、
赤
ん
坊
の
将
来
の
幸
せ
を
願
っ
て
、
比
丘
に
 袈
 裟
を
掛
け
て
も
ら
 ぅ
 こ
と
や
、
女
の
子
の
将
来
の
福
を
 願
っ
て
、
そ
の
 

剃
り
落
と
す
と
い
う
儀
礼
も
行
わ
れ
て
い
た
。
仏
教
で
 
は
こ
う
い
っ
た
行
為
の
果
報
を
認
め
な
い
が
、
在
家
者
 
に
 依
頼
さ
れ
た
 場
 



-
4
-
 

6
 
 
寺
の
中
で
む
や
み
に
笑
う
 ヒ
 、
止
血
出
力
悪
く
な
る
 

を
 整
え
、
 尋
奈
 羅
を
作
り
、
そ
の
四
方
に
左
註
 
臼
ぷ
の
 木
を
釘
う
 ち
、
五
色
の
糸
で
そ
れ
を
囲
み
、
火
炉
で
 
雑
木
を
燃
や
し
、
口
に
 

禁
呪
 を
と
な
え
て
「
ち
は
来
る
べ
し
」
と
唱
え
る
と
、
 

そ
の
物
が
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
く
る
と
い
う
。
 

亜
 
l
 

る
 。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
屍
は
中
に
入
る
こ
と
が
で
 
き
な
い
。
ま
た
「
 起
 平
尾
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
 そ
 れ
は
車
が
一
輪
で
 

 
 

こ
と
、
鈴
が
一
 つ
 で
あ
る
こ
と
、
も
た
せ
る
刀
が
一
本
 で
あ
る
こ
と
が
上
と
異
な
っ
て
い
る
（
そ
の
効
果
の
違
 
い
は
不
明
）
。
 

4
 
 上
記
 3
 の
続
き
と
し
て
、
呪
文
で
人
を
殺
す
方
法
 が
 記
さ
れ
て
い
る
。
 曇
奈
 羅
を
作
り
火
炉
を
置
い
て
 木
 を
 投
げ
入
れ
「
 こ
 

命
根
は
断
ぜ
ら
る
べ
し
」
と
唱
え
る
。
あ
る
い
は
指
で
 

が
 焼
き
尽
く
さ
れ
た
時
、
 誰
 そ
れ
の
 ム
叩
 
根
は
断
ぜ
ら
る
 地

面
に
絵
を
描
き
「
こ
の
絵
を
 セ
回
 描
い
た
と
き
、
 だ
 

べ
し
」
と
唱
え
る
。
あ
る
い
は
、
 油
麻
 、
芥
子
お
の
お
 れ

そ
れ
の
命
根
は
 

の
 一
升
を
臼
に
 入
 

つ
き
、
「
こ
の
日
の
中
の
も
の
が
粉
末
に
な
っ
た
時
、
 だ
 れ
そ
れ
の
命
根
は
断
ぜ
ら
る
べ
し
」
と
唱
え
る
。
 
あ
 る
い
は
黄
牛
の
乳
 

を
 器
に
入
れ
、
指
で
そ
れ
を
か
き
ま
わ
し
な
が
ら
「
 
こ
 の
器
の
中
の
乳
が
す
べ
て
血
に
変
わ
っ
た
時
、
だ
れ
そ
 れ
の
命
根
は
断
ぜ
 

べ
し
」
と
唱
え
る
。
五
色
の
糸
で
サ
ン
ガ
ー
テ
ィ
ー
（
 比
丘
が
着
る
上
着
）
を
縫
 
い
 、
「
こ
の
次
が
で
き
る
が
 っ
 た
ら
、
だ
れ
そ
 

ら
る
べ
し
」
と
唱
え
る
。
 

5
 
 呪
文
で
物
を
盗
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
も
律
の
 中
で
実
際
に
可
能
な
方
法
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
 
る
 。
比
丘
が
 帯
、
 衣 断 れ ら 一 れ の あ 

万民 ぜ の る 升 て 木 る 

 
 

あ
る
。
あ
る
い
は
戒
を
謂
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
 
四
 阿
含
経
を
謂
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
「
大
経
（
 
ま
目
ひ
 の
口
 
（
「
 
巴
 」
を
話
し
て
い
 

が キ と 

安 l 、   
し一 て家と れ 
あ 門 司 
る 中 巳 

あ 。 央の 、 子 
る 地 羊 
い 面 を 
は に 繋 

、で 垂直伝、 Ⅴ 

転 に お 
輪 立 く 

王 て 。 
、 る あ 

転 標 る 

輪柱ぃ 正 - は 

母を家 " 上 ユ @" 」 

転 て 磨 
輪 て 薬 
王 お 石 

め 胎 く（ 。 薬 

な 拘 あ る） 研     
善 に 棒 

薩火 、 が 置 を   
母 れ ぉ 

、 て く 

。あ菩薩いる 
の 。 る 
胎 あ い 
な る は 
抱 い 門 
く は に 

考 案 イ 

の に ン 
姿 7 ぽ ド 

が 像 ぅ 

  



 
 

は
 
蛇
毒
を
呪
文
で
中
和
す
る
。
仏
教
は
本
来
、
呪
文
 

の
 使
用
を
禁
じ
て
い
る
が
、
蛇
毒
に
関
し
て
は
例
外
と
 

さ
れ
て
い
る
。
毒
蛇
に
 

噛
ま
れ
た
ら
、
ま
ず
薬
で
治
療
す
る
。
排
泄
し
て
間
も
 

な
い
子
牛
な
ど
の
 
糞
と
尿
と
 
、
特
定
の
木
を
燃
や
し
た
 

灰
と
 、
 指
幅
 四
本
分
よ
 

り
も
深
い
と
こ
ろ
か
ら
取
っ
た
泥
を
調
合
し
て
つ
く
る
 

薬
 を
の
む
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
き
か
な
い
時
は
 

、
大
 孔
雀
 明
 呪
を
唱
え
る
。
 

「
根
本
説
一
切
有
部
 

律
 薬
害
」
に
は
、
そ
の
呪
の
全
文
 

 
 

俗
腱
 
夜
叉
。
仏
教
聖
典
に
は
大
や
龍
な
ど
の
非
人
 

間
的
 生
命
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
登
場
す
る
。
し
た
が
っ
 

て
 、
そ
の
存
在
を
信
じ
る
 

信
 

習
 

鮒
 
じ
な
い
は
別
と
し
て
も
、
当
時
の
仏
教
的
世
界
観
 

の
中
に
そ
う
い
っ
た
生
命
体
が
ご
く
自
然
に
組
み
込
ま
 

れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
 

 
 

は
わ
か
る
。
夜
叉
は
人
間
の
精
気
を
吸
 
恐
ろ
し
い
存
在
の
あ
る
。
「
根
本
説
一
切
有
部
里
奈
 

耶
 雑
事
 

う
 ヒ
に
ょ
 れ
ば
、
 

 
 

 
 

中
 

 
 

て
ヒ
丘
 

上
 
た
ち
を
守
っ
て
く
れ
る
者
も
い
る
と
い
う
 

-
2
-
2
 

。
そ
う
い
う
夜
叉
は
僧
団
に
と
っ
て
有
り
難
い
守
護
者
 

で
あ
る
か
ら
、
僧
院
を
建
立
 
  

あ
る
い
は
足
を
置
い
た
り
し
た
と
こ
ろ
、
眼
が
よ
く
な
 

り
 、
痔
が
治
っ
た
と
い
う
。
 

、
、
一
 g
-
@
 

9
 
 樹
木
に
は
 樹
神
 が
住
ん
で
い
る
の
で
、
ホ
を
切
る
 時
に
は
 樹
 神
の
許
可
を
得
る
た
め
の
儀
式
を
行
わ
ね
ば
  
 

㏄
糞
尿
に
福
力
が
あ
る
。
比
丘
尼
が
塀
の
外
に
捨
て
 

た
 糞
便
を
頭
か
ら
か
ぶ
っ
た
大
臣
が
、
そ
の
こ
と
が
 
遠
 因
 と
な
っ
て
王
か
ら
 褒
 

 
 

美
 を
も
ら
い
、
高
い
位
に
つ
く
こ
と
が
で
き
た
。
大
臣
 
は
 
「
聖
者
の
不
浄
の
威
力
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
に
な
っ
 た
の
だ
」
と
喜
ぶ
。
 

Ⅱ
態
度
に
特
別
な
効
力
が
あ
る
。
僧
団
が
態
度
の
 

敷
 物
の
布
施
を
受
け
、
そ
れ
を
仏
堂
の
門
扉
の
下
に
置
き
 
、
そ
の
上
に
座
っ
た
り
 

7
 
 新
生
児
を
聖
者
の
座
る
坐
に
置
く
と
長
生
き
す
る
 -
5
-
l
 

。
（
し
か
し
律
の
中
の
話
で
は
、
新
生
児
が
置
い
て
あ
 る
の
を
知
ら
な
い
比
丘
 

が
そ
こ
に
座
っ
た
た
め
、
そ
の
赤
ん
坊
は
死
ん
で
し
ま
 
っ
 た
と
い
こ
 

 
 

8
 
 胎
児
が
母
親
の
右
脚
 に
 宿
れ
ば
男
子
で
あ
る
。
 



律
蔵
に
は
当
時
の
イ
ン
ド
社
会
に
お
け
る
習
俗
、
習
慣
 
が
 断
片
的
に
で
は
あ
る
が
多
数
記
録
さ
れ
て
い
る
。
 
そ
 れ
ら
を
仏
教
と
関
連
 

す
る
も
の
、
し
な
い
も
の
の
 ニ
 グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
 紹
 介
す
る
。
ま
ず
仏
教
と
関
連
す
る
も
の
を
挙
げ
て
い
く
 
 
 

一
花
 
-
 

1
 
 布
施
の
種
々
相
。
仏
教
僧
団
は
、
生
活
全
般
を
俗
 
世
間
か
ら
の
援
助
に
頼
る
か
た
ち
で
運
営
さ
れ
て
い
た
 
。
し
か
も
そ
れ
は
、
 

単
 

に
 在
家
者
が
出
家
者
に
物
品
を
布
施
す
る
と
い
う
単
純
 
な
か
た
ち
だ
け
で
な
く
、
出
家
者
の
修
行
生
活
を
充
足
 
さ
せ
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
 

る
 方
法
が
布
施
と
し
て
提
供
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
た
と
え
 ぼ
 食
物
供
給
ひ
と
つ
と
っ
て
も
、
仏
教
者
に
限
 
ら
ず
、
修
行
者
な
ら
 誰
 

も
が
利
用
で
き
る
給
食
所
で
食
事
を
も
ら
っ
た
り
、
 あ
 る
い
は
果
樹
園
や
田
畑
を
寄
進
し
て
も
ら
っ
て
、
そ
こ
 
に
な
る
果
実
、
穀
物
を
 

-
 
わ
 -
 

自
由
に
取
っ
て
食
べ
る
と
い
っ
た
変
則
的
な
受
給
方
法
 
も
 認
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
同
じ
く
変
則
的
な
布
施
 
と
し
て
は
、
在
家
の
信
 

一
 
W
 一
 

者
が
主
と
な
っ
て
 、
 広
く
一
般
に
布
施
を
募
る
と
い
う
 か
た
ち
も
あ
っ
た
。
現
代
の
様
 柑
 に
た
と
え
る
な
ら
、
 
住
職
本
人
で
は
な
く
、
 

檀
家
総
代
が
各
戸
を
ま
わ
っ
て
寄
進
を
募
る
よ
う
な
も
 
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
や
り
方
で
は
あ
り
が
た
み
が
 
な
い
と
い
う
意
見
が
出
 

四
仏
教
に
か
か
わ
る
習
俗
 

 
 
 
 
ユ
一
 

2
 

す
る
時
に
は
門
や
仏
殿
の
脇
、
食
堂
、
倉
庫
の
門
な
ど
 
に
 夜
叉
の
絵
が
描
か
れ
た
。
 

 
 

 
  

 

Ⅱ
聖
者
の
鉢
を
洗
っ
た
水
で
身
体
を
清
め
れ
ば
病
気
 

が
 治
る
。
仏
は
こ
の
俗
信
を
受
け
入
れ
、
比
丘
た
ち
が
 
信
者
に
鉱
水
を
与
え
る
 

 
 
 
 

-
%
 
一
 

 
 

 
 
 
 

た
め
の
正
し
い
方
法
を
指
示
す
る
。
 

以
上
、
律
文
献
に
は
仏
教
の
本
義
に
合
致
し
な
い
よ
う
 
に
 思
え
る
俗
信
が
多
数
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
々
 
に
 対
し
て
仏
教
僧
団
 

が
ど
の
よ
う
な
態
度
で
臨
ん
で
い
た
の
か
詳
細
は
不
明
 

こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
も
多
い
。
聖
域
と
し
て
の
仏
教
 僧
団
に
も
、
俗
信
の
影
響
は
及
ん
で
 い
 
た
の
で
あ
る
。
 

で
あ
る
が
、
吉
祥
儀
礼
や
守
護
夜
叉
の
例
の
よ
う
に
、
 
そ
れ
を
受
容
し
て
い
た
 



3
 
 人
材
の
派
遣
。
僧
団
へ
の
布
施
と
し
て
人
材
を
派
 遣
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
散
髪
 人
 
（
爪
切
り
 と
 兼
業
）
を
雇
っ
て
 僧
 

団
へ
 派
遣
し
、
出
家
者
た
ち
の
頭
を
剃
ら
せ
る
と
か
、
 自
分
か
ら
金
を
借
り
て
い
な
が
ら
返
せ
な
く
な
っ
た
 
債
 勝
者
を
、
返
済
を
免
除
 

 
 

す
る
代
わ
り
に
僧
団
に
派
遣
し
て
雑
役
を
さ
せ
る
と
い
 
っ
 た
か
た
ち
が
あ
り
得
た
。
 

4
 
 布
施
の
貫
い
戻
し
。
こ
れ
は
説
話
 類
 に
も
よ
く
で
 る
 ケ
ー
ス
だ
が
、
家
長
や
国
王
が
、
金
銭
以
外
の
す
べ
 
て
の
財
産
を
一
旦
僧
団
 

に
 布
施
し
て
し
ま
っ
て
、
そ
の
直
後
に
そ
れ
を
金
銭
で
 
貫
い
戻
す
と
い
う
か
た
ち
の
布
施
で
あ
る
。
布
施
す
る
 
財
産
に
は
自
分
の
妻
 や
 

子
供
、
使
用
人
な
ど
の
人
間
も
含
ま
れ
る
。
つ
ま
り
そ
 
れ
は
、
自
分
に
と
っ
て
最
も
大
切
な
も
の
を
布
施
す
る
 
こ
と
で
形
式
的
に
は
 最
 

高
の
善
行
を
積
ん
だ
こ
と
に
し
て
お
い
て
、
実
際
に
は
 
あ
と
で
そ
れ
を
金
銭
に
置
き
換
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
 
よ
う
な
場
合
、
僧
団
 は
 

最
終
的
に
金
銭
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
 
そ
 の
 金
銭
は
在
家
の
管
理
人
に
託
す
か
、
あ
る
い
は
 
v
 の
 
ぜ
 ぜ
 卸
 
せ
 Ⅰ
（
 
円
い
オ
 
㏄
㍉
 
ド
と
 呼
ば
 

 
 

俗
 

れ
る
出
家
の
管
理
人
に
託
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
 る
 。
 

 
 

M
 
5
 
 

堤
 

建
造
物
の
寄
進
。
信
者
が
僧
団
に
土
地
や
建
 
物
を
提
供
す
る
こ
と
は
ご
く
一
般
的
に
行
わ
れ
た
 
布
 施
行
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
 

 
 

の
 

様
々
な
方
式
が
あ
っ
た
。
金
持
ち
が
一
人
で
僧
院
 
す
べ
て
の
施
設
を
布
施
す
る
と
い
う
話
は
種
々
の
 仏
曲
 @
 
散
見
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
 

は
 

外
に
も
、
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
に
少
し
ず
 
つ
 財
を
出
 し
 合
っ
て
共
同
で
僧
院
を
建
立
す
る
と
い
う
方
式
の
あ
 
っ
 た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
 ぃ
 

 
 

 
 

い
は
特
定
の
仏
像
、
特
定
の
ス
ト
ゥ
ー
 パ
 （
 
塔
 Ⅰ
そ
の
 ス
ト
ゥ
ー
 パ
 で
も
、
 塔
身
 、
   

 
 

に
は
、
そ
の
所
有
者
が
宿
泊
者
に
食
事
や
寝
具
を
提
供
 す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
仏
教
の
出
家
者
も
こ
 
れ
を
利
用
し
て
い
た
。
 

た
た
め
、
結
局
は
在
家
者
と
一
緒
に
出
家
者
た
ち
自
身
 も
つ
い
て
い
っ
て
布
施
を
募
る
こ
と
 

取
る
時
に
は
、
出
家
者
が
、
施
主
の
名
お
よ
び
そ
の
者
 
の
 福
を
願
う
文
句
（
呪
願
 -
 を
唱
え
 

2
 
 宿
舎
の
提
供
。
遊
行
中
の
あ
ら
ゆ
る
沙
門
・
バ
ラ
 
モ
 ノ
 が
自
由
に
利
用
で
き
る
宿
舎
と
 に

な
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
布
施
を
受
け
 

る
よ
う
 規
定
さ
れ
て
い
る
。
 

い
う
も
の
が
各
地
に
存
在
し
て
い
た
。
 時
 



覆
鉢
、
 輔
 相
な
ど
の
各
部
分
ご
と
に
指
定
し
て
布
施
す
 る
こ
と
が
あ
っ
た
。
今
で
い
 う
 な
ら
 瓦
 寄
進
の
如
き
も
 の
で
あ
る
。
 

6
 
 相
手
を
指
定
す
る
布
施
。
仏
教
で
は
、
信
者
が
誰
 
に
 対
し
て
布
施
を
す
る
か
、
そ
の
対
象
者
に
関
し
て
は
 
一
切
規
制
し
な
い
。
 す
 

べ
て
 施
 王
の
自
由
で
あ
る
。
た
と
え
ば
出
家
者
を
食
事
 に
 招
待
す
る
場
合
で
も
、
誰
を
招
待
す
る
か
は
施
主
の
 
意
向
で
決
定
さ
れ
る
。
 

特
定
の
比
丘
だ
け
を
毎
日
自
宅
に
招
待
し
て
食
事
を
提
 
供
し
て
も
構
わ
な
い
の
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
が
僧
院
 
な
ど
の
建
造
物
に
関
し
 

て
も
適
用
さ
れ
る
。
「
根
本
説
一
切
有
部
 民
奈
耶
ヒ
に
 は
 次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。
一
人
の
長
者
が
尊
者
 
う
｜
 フ
ラ
個
人
に
対
し
て
 房
 

舎
を
寄
進
し
た
。
ラ
ー
フ
ラ
は
し
ば
ら
く
そ
こ
に
住
ん
 
で
い
た
が
、
所
用
で
別
の
場
所
へ
い
く
こ
と
に
な
り
、
 
そ
の
房
舎
は
無
人
に
な
 

っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
そ
の
長
者
は
、
そ
の
房
舎
を
 僧
団
（
サ
ン
ガ
一
に
布
施
し
た
。
あ
と
で
戻
っ
て
き
た
 
ラ
ー
フ
ラ
は
自
分
の
房
 

舎
が
 僧
団
の
所
有
に
な
っ
て
い
る
の
を
知
っ
て
困
惑
し
 、
 仏
に
相
談
し
た
。
仏
は
、
一
旦
誰
か
に
寄
進
し
た
も
 
の
を
、
あ
と
か
ら
別
の
 

 
 

者
に
布
施
し
直
す
こ
と
を
禁
じ
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
こ
の
 時
 
「
ラ
ー
フ
ラ
の
房
舎
」
と
し
て
布
施
さ
れ
た
施
設
は
 、
ラ
ー
フ
ラ
が
生
き
て
 

い
る
限
り
チ
ー
フ
ラ
の
所
有
物
で
あ
っ
て
 、
 他
の
者
が
 勝
手
に
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
 
が
っ
て
、
土
地
や
寺
院
 

 
 

建
造
物
な
ど
の
不
動
産
の
中
に
は
、
僧
団
で
は
な
く
、
 
出
家
者
個
人
が
所
有
し
て
い
た
も
の
も
あ
る
と
い
う
こ
 
と
に
な
る
。
た
だ
し
こ
 

の
場
合
の
所
有
と
い
う
の
は
、
居
住
権
あ
る
い
は
使
用
 権
 と
考
え
た
方
が
適
切
で
あ
る
。
ラ
ー
フ
ラ
は
そ
の
 
房
 舎
を
自
由
に
使
用
す
る
 

権
利
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
勝
手
に
処
分
し
た
り
 
、
あ
る
い
は
他
者
に
譲
り
渡
す
権
利
ま
で
持
っ
て
い
る
 
わ
け
で
は
な
い
。
 ラ
｜
 

ブ
 ラ
が
死
ぬ
か
、
使
用
権
を
放
棄
し
た
な
ら
、
そ
の
 房
 舎
は
施
主
の
も
と
に
戻
さ
れ
る
。
そ
の
後
そ
れ
を
ど
 
う
 処
分
す
る
か
は
施
主
 に
 

決
定
権
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
貸
家
に
関
す
る
 
地
主
と
借
り
手
の
関
係
を
想
定
す
れ
ば
理
解
し
や
す
い
 
。
借
り
手
が
そ
こ
に
 住
 

ん
で
い
る
限
り
は
、
そ
の
使
用
権
は
借
り
手
に
あ
る
が
 
、
本
質
的
所
有
権
は
あ
く
ま
で
地
主
が
保
持
し
て
い
る
 
。
貸
家
の
場
 ム
ロ
 
な
ら
 地
 

王
は
使
用
権
の
見
返
り
と
し
て
家
賃
を
受
け
取
る
の
で
 あ
る
が
、
仏
教
世
界
に
お
い
て
は
、
施
主
が
受
け
取
る
 
の
は
家
賃
で
は
な
く
、
   



借
り
手
で
あ
る
出
家
者
が
そ
れ
を
利
用
す
る
と
い
う
こ
 
と
か
ら
生
じ
る
果
報
で
あ
る
。
施
主
 は
 、
出
家
者
の
利
 優
ム
 
ケ
 Ⅰ
 
Ⅱ
い
か
 

け
 
ム
 
@
 Ⅰ
Ⅰ
 

ア
 し
い
う
豊
口
 

行
 に
よ
っ
て
生
じ
る
果
報
を
受
け
取
り
、
他
方
、
出
家
 者
の
方
は
、
房
舎
に
住
ん
で
安
穏
に
修
行
生
活
に
専
心
 
す
る
と
い
う
利
得
を
受
 

 
 

け
 取
る
。
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
両
者
の
利
害
は
一
致
 
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
施
主
が
僧
団
に
対
し
て
 
べ
ッ
 ド
 な
ど
の
用
具
を
布
施
 

す
る
場
合
、
そ
の
設
置
場
所
を
特
定
の
僧
団
に
限
定
す
 
る
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
「
こ
の
用
具
を
ど
こ
そ
こ
 
の
 サ
ン
ガ
に
布
施
し
ま
 

す
 」
と
い
っ
て
、
サ
ン
ガ
名
を
明
言
し
て
寄
付
す
る
の
 
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
そ
の
用
具
は
そ
の
サ
ン
ガ
の
 事
 百
物
と
な
り
、
他
の
 ザ
 

ン
ガ
ヘ
 移
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
も
ま
た
、
使
用
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 施
主
名
の
告
知
。
人
は
果
報
を
期
待
し
て
布
施
を
 
す
る
。
し
た
が
っ
て
自
分
の
布
施
を
皆
に
ひ
ろ
く
知
 
っ
 て
も
ら
い
た
い
と
望
む
 

の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
僧
団
側
も
で
き
る
 だ
け
そ
の
希
望
に
応
じ
よ
う
と
す
る
。
一
般
社
会
か
ら
 
で
き
る
だ
け
円
滑
に
 布
 

施
を
受
け
る
た
め
に
は
、
布
施
の
効
用
を
強
調
す
る
こ
 
と
が
得
策
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
僧
団
で
は
毎
日
 
、
施
主
の
告
知
が
行
わ
 

れ
る
。
夕
刻
、
僧
団
の
出
家
者
た
ち
が
集
ま
る
時
刻
に
 
な
る
と
、
知
日
人
と
呼
ば
れ
る
当
番
の
比
丘
が
皆
に
そ
 
の
日
の
日
付
を
告
げ
る
 

の
だ
が
、
そ
の
際
、
つ
い
で
に
、
そ
の
寺
を
建
立
し
た
 施
主
の
名
を
告
げ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
日
付
を
告
げ
る
 
の
か
と
い
う
と
、
仏
教
 

僧
団
で
は
特
定
の
日
を
決
め
て
様
々
な
集
団
行
事
が
行
 
わ
れ
る
た
め
、
全
員
が
日
付
を
正
し
く
知
っ
て
い
な
い
 
と
 僧
団
運
営
に
支
障
が
 

俗
 
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
毎
日
、
今
日
が
 何
日
で
あ
る
か
を
皆
に
知
ら
せ
ぬ
 ぼ
 な
ら
な
い
。
そ
の
 際
に
、
日
付
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
 

 
 

田
矧
に
 続
け
て
、
そ
の
寺
を
建
立
し
た
施
主
の
名
が
唱
 
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
寺
を
建
立
し
た
人
 
は
 、
自
分
の
名
前
を
毎
日
 僧
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

教
は
原
則
と
し
て
乞
食
 行
 に
よ
っ
て
食
料
を
確
保
 
す
る
の
だ
が
、
特
定
の
施
主
が
出
家
者
た
ち
を
自
宅
 
に
 招
待
し
て
食
事
を
与
え
た
 



に
 指
示
さ
れ
て
い
る
。
金
を
貸
す
に
あ
た
っ
て
は
契
約
 書
を
作
り
、
担
保
を
と
る
。
担
保
は
貸
す
金
の
二
倍
の
 
価
値
以
上
の
物
と
定
め
 

ら
れ
て
い
る
。
相
手
が
た
と
え
信
心
深
い
優
婆
塞
で
あ
 

 
 

か
な
り
厳
し
い
、
あ
る
 

ぃ
は
 言
い
方
を
変
え
れ
ば
か
な
り
堅
実
な
金
融
で
あ
っ
 た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
利
益
は
 
、
 三
宝
（
 仏
 と
法
と
 僧
 ）
 

す
村
ゅ
 
リ
ゼ
 

p
.
 

コ
 ～
 
v
i
 

）
と
呼
ば
れ
る
僧
団
の
基
金
を
も
と
に
 

し
て
営
ま
れ
る
高
利
貸
し
で
あ
る
。
仏
教
の
出
家
者
は
 
律
の
規
定
 

 
 

律
の
原
則
に
従
 う
 な
ら
、
金
貸
し
な
ど
で
き
る
は
ず
は
 な
い
の
で
あ
 

際
に
は
陣
法
と
呼
ば
れ
る
便
法
を
用
い
る
こ
と
で
、
 
金
 銭
を
所
有
す
る
こ
と
も
、
そ
れ
を
用
い
て
経
済
活
動
に
 
参
入
す
る
こ
 

て
あ
っ
た
 

@
 
@
 一
 
。
 
4
 
 

一
 
。
 要
は
、
信
頼
で
き
る
在
家
の
世
話
役
な
ど
 
に
 委
託
し
て
運
営
す
れ
ば
 よ
 い
の
で
あ
る
。
金
貸
し
の
 方
法
は
か
な
 に

よ
り
 金
 

る
が
、
実
 

と
も
可
能
 

り
 具
体
的
 

 
 

お
い
て
は
な
か
っ
た
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
 

僧
 団
 が
金
貸
し
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
 て
い
る
。
こ
れ
は
無
尽
 

さ
ら
に
、
そ
の
他
、
な
ん
ら
か
の
寄
進
を
し
て
く
れ
た
 人
 が
 い
 

八
部
衆
や
師
僧
、
父
母
（
知
日
人
の
父
母
か
 ヮ
，
 
）
の
 名
 も
 唱
え
 

の
 記
述
が
現
れ
る
の
は
「
根
本
説
一
切
有
部
 尼
陀
那
 」
 と
い
う
 

仏
教
の
最
初
期
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
 
で
あ
る
 

 
 

意
識
し
た
慣
習
が
で
き
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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 僧
団
が
行
 う
 金
融
業
。
「
根
本
説
一
切
有
部
民
 奈
 耶
 」
と
 

る
 場
合
に
は
そ
の
名
も
す
べ
て
唱
え
、
そ
れ
に
加
え
て
 
大
や
龍
な
ど
の
 

-
 
Ⅱ
 一
 

て
 、
一
切
衆
生
の
福
の
増
長
を
祈
願
す
る
よ
う
指
示
さ
 
れ
て
い
る
。
 
こ
 

比
較
的
新
し
く
作
ら
れ
た
律
文
献
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
 
よ
う
な
儀
礼
が
 

が
、
 少
な
く
と
も
紀
元
後
数
世
紀
の
段
階
で
は
、
こ
う
 
い
っ
た
施
主
を
 

「
 摩
詞
 僧
祇
 律
 」
に
の
み
現
れ
る
記
録
で
あ
る
か
ら
、
 
最
初
期
仏
教
に
 

た た り 

持 場   

別 合 あ 
な に る 
食 は い 

事 、 は 
0 市 会 
布 施 事 
施 が な 

を 車 僧 
し 複 団 
て し へ 

く な 運   
る ょ で   
は 予 、 

分 め そ 

か 日 こ 

っ 程 で 
て を 出 
い 調 家 

る 前 者 
。 し た 

そ て ち 
の お に 

大 く 食   
名 が さ 

を 普 せ 
寺 通 る 
院 で と 

建 あ い 
上 上上 る " フ 

者 。 か 
の し た 
あ た ち 
と が も 

@ こ つ 認 

続 て め 
  ら 
て 翌 れ 
口目 口 て 

リか り 3 え プ に誰 ネリ ト @ キ八Ⅰ V 甲 @ 。 -@@ 
で そ そ 
あ う う 

る い い 
o つ つ 

(464)@ 246 



あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 

っ
 ま
り
、
こ
の
金
融
業
は
、
僧
団
の
基
金
に
よ
っ
て
運
営
 

さ
れ
、
そ
の
利
益
は
僧
 

団
 全
体
の
福
利
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
 

あ
る
。
律
で
は
、
こ
の
よ
う
に
僧
団
の
金
融
業
を
認
め
 

て
い
な
が
ら
、
一
方
で
 

は
 出
家
者
た
ち
が
個
人
的
に
交
易
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
 

し
フ
つ
 

Ⅰ
。
 

-
2
-
4
 
 

僧
団
に
よ
る
高
利
貸
し
な
ら
よ
い
が
商
売
は
許
 

さ
な
い
と
い
う
の
で
あ
 

る
 。
こ
れ
は
一
見
す
る
と
矛
盾
の
よ
 

う
 で
あ
る
が
、
 
僧
 団
の
基
本
理
念
か
ら
い
え
ば
理
は
と
お
っ
て
い
る
。
 

人
 が
 出
家
し
て
僧
団
で
暮
 

ら
す
目
的
は
、
世
俗
の
雑
事
を
離
れ
て
修
行
生
活
に
専
 

食
 す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
出
家
者
に
は
、
 

自
 胎
生
活
も
含
め
た
あ
ら
 

ゆ
る
種
類
の
生
産
活
動
が
禁
じ
ら
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
 

活
動
は
修
行
の
た
め
の
時
間
を
浪
費
す
る
ば
か
り
で
な
 

く
 、
愛
著
の
心
を
増
大
 

さ
せ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
今
の
場
合
、
出
家
者
が
 

商
売
す
る
こ
と
は
、
こ
の
観
点
か
ら
見
て
許
さ
れ
な
い
 

。
し
か
し
僧
団
が
基
金
 

を
 用
い
て
高
利
貸
し
を
す
る
な
ら
、
個
々
の
出
家
者
が
 

そ
れ
に
よ
っ
て
時
間
を
浪
費
す
る
こ
と
も
な
い
し
、
 

ま
 た
 、
そ
の
利
益
を
僧
団
 

全
体
の
福
利
に
用
い
る
限
り
は
、
個
々
人
が
貧
欲
心
を
 

増
大
さ
せ
る
心
配
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
商
売
を
禁
じ
 

て
い
る
律
が
、
金
貸
し
 

を
 認
め
て
い
て
も
な
ん
ら
不
思
議
は
な
い
の
で
あ
る
。
 

9
 
 種
々
の
記
念
行
事
。
在
家
者
が
主
体
と
な
っ
て
 

、
 仏
 に
め
か
り
の
あ
る
日
時
に
、
大
祭
が
開
催
さ
れ
て
 

 
 

 
 

俗
懐
、
菩
薩
 像
 が
町
を
練
り
歩
き
、
伎
楽
が
奉
納
さ
 

れ
た
。
 

 
 

蝸
 
㏄
戒
名
。
出
家
し
た
時
に
僧
侶
と
し
て
の
名
前
 を
 新
た
に
つ
け
る
、
い
わ
ゆ
る
戒
名
の
制
度
が
い
つ
頃
 

成
立
し
た
の
か
詳
し
い
こ
と
 

 
 

 
 

 
 

、
、
ら
、
 

中
手
よ
 又
 Ⅰ
 

 
 

 
 

一
時
に
多
く
の
女
人
を
受
戒
さ
せ
た
が
、
そ
の
際
に
彼
 

女
 た
ち
に
 
仏
護
 、
法
 護
 、
僧
 

247 (465) 

の
 運
営
管
理
費
に
あ
て
ら
れ
る
。
出
家
者
個
人
に
還
元
 

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
資
本
で
あ
る
無
尽
が
も
と
も
と
 

僧
団
全
体
の
所
有
物
で
 



最
後
に
、
律
文
献
か
ら
知
ら
れ
る
限
り
の
、
仏
教
と
は
 
直
接
関
連
し
な
い
習
俗
を
紹
介
す
る
。
 -

 
打
 -
 

1
 
 当
時
の
イ
ン
ド
の
商
習
慣
と
し
て
、
七
日
以
内
な
 
ら
ば
売
買
の
キ
ャ
ン
セ
ル
が
可
能
で
あ
っ
た
。
あ
る
 
外
 道
の
修
行
者
が
 

も
っ
た
が
誰
も
そ
れ
を
縫
製
し
て
く
れ
る
人
が
い
な
い
 。
そ
こ
で
外
道
は
仕
方
な
く
そ
の
布
を
仏
教
僧
団
 
へ
持
 っ
て
い
き
、
 祓
 

丘
釜
小
 い
比
丘
の
代
表
的
人
物
）
に
頼
ん
で
縫
製
し
て
 も
ら
う
こ
と
に
す
る
。
 祓
 難
陀
は
、
縫
製
の
謝
礼
と
し
 て
 外
道
の
も
っ
 

布
の
中
の
一
枚
を
く
れ
る
よ
う
要
求
し
、
商
談
は
成
立
 
す
る
。
と
こ
ろ
が
 祓
 難
陀
は
、
手
抜
き
を
し
て
い
い
 加
 減
 に
縫
製
し
た
 

見
か
け
だ
け
は
立
派
に
装
っ
て
外
道
に
渡
し
、
そ
の
 
何
 倍
 も
の
価
値
の
あ
る
衣
を
外
道
か
ら
受
け
取
っ
た
。
 
あ
 と
に
な
っ
て
だ
 

た
こ
と
に
気
づ
い
た
外
道
は
文
句
を
舌
口
 
ぅ
が
 、
 祓
 難
陀
 は
 
「
も
う
遅
い
」
と
い
っ
て
取
り
合
わ
な
い
。
そ
れ
に
 対
し
て
外
道
は
 

う
に
言
っ
て
非
難
す
る
。
「
世
俗
世
界
で
さ
え
、
売
買
 は
セ
日
 以
内
な
ら
キ
ャ
ン
セ
ル
可
能
で
あ
る
の
に
、
 
出
 豪
者
が
こ
ん
な
 布

 を
も
 

難
陀
 比
 

て
い
る
 

衣
を
、
 

ま
さ
れ
 

次
の
よ
 

こ
と
を
 

五
 
そ
の
他
の
習
俗
 

打
出
家
者
を
食
事
に
招
い
て
行
わ
れ
る
世
俗
の
祝
 
い
 事
 。
比
丘
の
出
席
が
不
可
欠
と
い
う
も
の
で
は
な
い
が
 
、
比
丘
を
招
い
て
食
事
 

を
 供
養
し
 、
 福
を
積
む
こ
と
に
よ
り
、
こ
と
が
無
事
に
 進
む
こ
と
を
祈
願
し
た
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
Ⅲ
 
亡
く
な
っ
た
人
の
た
め
 

の
 腕
福
 、
㈲
新
生
児
の
幸
運
祈
願
、
㈹
新
築
祝
い
、
㈲
 旅
立
ち
の
無
事
を
願
う
祈
願
、
㈲
新
婚
祝
い
な
ど
に
 
際
 し
て
出
家
者
が
招
待
さ
 

-
 
㏄
 一
 

れ
た
。
 

い い @ 美草 

。 が な ど 
と の 
0 名 
カ 、 ー 制 

く を 

山 芋 
家 え な 
受 か 

戒 つ 
の た 
際 め た 、 

に め 
  混 

俗 乱 
名 が 
と 生 
は じ 
異 た 
な と 

る い 

仏 う 

教   
約 こ 

れを 名前 

で そ 
呼 の 
ぶ ま 

と ま 

い 戒 
う 名 
慣 と 

  
- し 

般 て 
化 よ   
て か 

ぃ ど 

え こ " つ 

こ カ ュ 

と 確 
は 定 

はで 間違 

い き 

な な 

  



舌
口
う
と
は
何
と
い
う
こ
と
だ
」
と
。
そ
の
結
果
、
仏
に
 

よ
っ
て
、
比
丘
に
よ
る
交
易
が
禁
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
 

 
 

2
 
 当
時
の
社
会
で
の
卑
し
い
者
と
尊
い
者
。
カ
ー
ス
 

ト
宙
 き
、
名
、
 姓
 、
職
業
、
技
能
、
病
気
の
そ
れ
ぞ
 
れ
ば
 つ
い
て
、
卑
し
い
 

も
の
と
尊
 い
 も
の
の
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
 

よ
っ
て
当
時
の
イ
ン
ド
社
会
に
お
け
る
尊
卑
の
概
念
が
 

 
 

①
・
卑
し
い
 種
紛
ぎ
ど
ゆ
 き
：
 栴
陀
羅
種
 （
 
n
p
 

注
目
 

い
厨
乙
 
、
付
師
 檀
 
?
 轄
の
 
ぢ
こ
 、
猟
師
檀
ぎ
の
の
 
ゅ
ロ
 
㏄
 
ぢ
 き
、
車
師
檀
（
「
の
（
 

ゴ
 ㏄
 

オ
 囲
 
へ
 
の
面
し
、
除
真
 
者
 あ
る
い
は
屠
殺
者
 
種
 a
 実
ガ
 拐
 ㏄
 
ニ
 
@
 
㏄
Ⅰ
 

片
 
こ
 。
 

，
 尊
い
 種
ざ
 オ
ガ
 
拙
 （
 
宙
 面
色
：
ク
シ
ャ
ト
リ
ア
、
 
バ
 -
 
フ
 モ
ン
。
 

②
・
卑
し
い
 名
 :
 ア
ヴ
ァ
 カ
ン
ナ
 カ
 う
 つ
 リ
ガ
が
 

つ
罵
叶
 
巴
 、
ジ
ャ
ヴ
ァ
カ
ン
ナ
 カ
ニ
 の
 
せ
 ㏄
 ォ
の
弔
づ
曲
 

ォ
巴
、
ダ
ニ
 ツ
 タ
カ
（
 し
ア
 
が
三
円
 

皆
 の
 

ォ
巴
、
サ
 
ヴ
ィ
ッ
タ
カ
 あ
斡
ま
 
（
（
す
む
 

汗
 し
、
ク
ラ
ヴ
 ア
 ッ
 ダ
カ
 （
 
本
 三
口
 
く
 ㏄
山
山
ア
ド
ア
 

巴
 。
 

・
尊
 い
名
 ：
 仏
 
（
口
目
口
 

ゴ
巴
 と
結
び
つ
い
た
名
、
法
（
 
ロ
ブ
 
㏄
 ョ
 日
色
 と
 結
び
っ
 い
 た
名
、
僧
 あ
 ㏄
 旧
 ㎎
 す
と
 と
 結
び
っ
い
た
 名
 。
 

③
・
卑
し
い
 姓
繍
 。
 コ
巴
 ：
 コ
 ー
シ
ヤ
姓
氏
。
四
ピ
 
ゅ
抽
 
0
 
コ
巴
 、
バ
ー
ラ
ド
 ヴ
 ア
ー
ジ
ャ
 姓
 
㊥
 ア
 叩
い
年
 

4
W
 

ざ
ゆ
 
。
 
庄
巴
 。
 

・
尊
い
 姓
 ・
白
１
タ
マ
 姓
お
 。
 鼠
ヨ
曲
 
㏄
。
ま
 
し
 、
モ
ツ
 ガ
ッ
 ラ
ー
ナ
 姓
 
（
 
目
 0
%
 
㎎
が
 
コ
ゅ
コ
ド
沖
 

。
 
ま
巴
 、
カ
ッ
チ
 ャ
 ｜
 ヤ
ナ
 姓
 
（
 
本
お
 ・
 

の
ゆ
ぜ
 

の
 
ロ
 の
 
幅
 0
 
（
（
 

巴
 、
 吟
 
ノ
ア
ー
シ
 
ツ
タ
肌
肚
 
（
 
づ
ゆ
維
 
（
 
片
ゴ
 
㏄
 
ゆ
 0
 （
 
自
 
）
。
㏄
 

俗
 
④
・
卑
し
い
職
業
 綜
ド
 
ヨ
ヨ
 巴
 ：
木
工
業
 絆
 。
 宕
 ア
リ
オ
の
 

才
 ゅ
ヨ
 
ヨ
と
 、
 花
 捨
て
人
（
Ⅱ
掃
除
 
人
 ）
 C
 与
ロ
 ゴ
 
ゆ
り
プ
ゅ
 

ロ
ロ
 
ゅ
オ
 
㏄
 
オ
ハ
 
ゴ
日
 

）
 
5
0
 

習
 

M
 
.
 
尊
い
職
業
：
耕
作
 綜
 が
ま
、
商
業
 ?
 ゆ
邑
Ⅰ
 
巴
 、
牧
牛
 繍
 0
 「
井
目
 巴
 。
 

教
 
の
 
⑤
・
卑
し
い
技
能
（
の
 

細
工
（
 

c
a
 

ヨ
ヨ
 い 
田
の
 
つ
口
と
：
 

ぢ
 で
と
、
理
髪
 

葦
 細
工
（
 （
 
コ
呂
ド
オ
ひ
 

臣
リ
 
プ
リ
 
づ
コ
 

「
㏄
の
～
ロ
ロ
 
ロ
ロ
）
・
・
 

が
 
維
づ
 ロ
 ）
、
血
判
 

O
 
芸
 
（
 
坤
 口
目
 
ヴ
ア
 
の
 オ
ゆ
 
「
 
笘
 
四
 つ
 口
が
）
、
 

蛾
恢
織
 
り
 （
口
の
の
曲
斤
目
（
 

a
s
 

）
 
ロ
 つ
い
）
 

、
革
 

中
 

仏
 

 
 

 
 

・
尊
い
技
能
：
指
貫
（
 
ヨ
岸
隼
 
&
 巴
 、
暗
算
 繍
眉
ギ
巴
、
 重
目
（
 
鰍
オ
フ
ゆ
 

）
 
0
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3
 
 イ
ン
ド
で
は
現
在
で
も
一
般
的
な
習
慣
で
あ
る
が
 、
男
性
が
小
用
を
足
す
時
は
し
ゃ
が
ん
で
す
る
。
律
に
 
よ
る
と
、
立
っ
た
ま
ま
 

小
用
を
足
し
て
い
た
比
丘
を
見
て
、
ま
わ
り
の
一
般
人
 
た
ち
が
「
そ
の
よ
う
な
格
好
を
し
て
恥
ず
か
し
く
な
い
 
の
か
」
と
非
難
し
た
と
 

-
 
麗
一
 

い
 う
 。
こ
れ
を
機
縁
と
し
て
、
仏
は
比
丘
た
ち
に
、
 
立
 っ
 た
ま
ま
小
用
を
足
す
こ
と
を
禁
じ
た
。
 

-
 
仙
 -
 

4
 
 ト
イ
レ
の
洗
浄
作
法
。
こ
れ
は
「
根
本
説
一
切
 有
 部
民
大
小
 
耶
 雑
事
」
に
の
み
見
ら
れ
る
作
法
。
ヒ
ン
 ド
ゥ
 １
 0
 不
浄
の
概
念
が
影
 

饗
 し
て
後
代
に
な
っ
て
導
入
さ
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
 
い
 。
先
ず
壺
に
水
を
入
れ
て
ト
イ
レ
へ
と
向
か
う
。
 
外
 で
 上
着
を
脱
い
で
風
上
 

に
 置
き
、
下
着
だ
け
に
な
る
。
そ
こ
に
あ
る
瓦
の
上
に
 
大
土
（
洗
浄
用
の
粉
末
こ
の
小
山
を
七
つ
一
列
 と
 し
て
二
列
つ
く
る
。
 筆
 

（
拭
う
た
め
の
木
片
）
一
つ
と
 三
 塊
の
土
を
持
っ
て
個
室
 に
 入
り
、
用
を
足
す
。
終
わ
っ
た
ら
、
筆
で
身
を
拭
 
い
、
左
手
を
 m
 い
て
 三
 

塊
の
上
の
一
つ
で
下
部
を
洗
浄
し
、
も
う
一
つ
で
小
便
 
処
を
洗
浄
し
 、
 残
り
の
一
塊
で
左
手
を
洗
 う
 。
外
に
出
 た
ら
、
右
手
に
壺
を
持
 

っ
て
 、
 先
の
二
列
の
末
土
の
山
の
所
へ
行
き
、
水
を
任
 ぎ
な
が
ら
最
初
の
一
列
の
末
 土
 で
左
手
を
、
二
列
目
の
 大
土
で
両
手
を
洗
 う
 。
 

そ
し
て
も
う
一
塊
り
の
土
で
壺
を
洗
い
、
そ
の
後
、
衣
 
を
 着
る
。
最
後
に
水
で
両
足
を
清
め
て
白
扇
 
へ
 戻
る
。
 そ
の
あ
と
さ
ら
に
水
で
 

口
を
ゆ
す
ぐ
。
こ
の
作
法
は
出
家
者
だ
け
で
な
く
、
 在
 家
信
者
に
も
実
践
が
奨
励
さ
れ
て
い
る
。
 

5
 
 死
者
の
葬
送
万
法
。
火
葬
、
水
葬
、
土
葬
の
 
い
 ず
 れ
も
あ
っ
た
。
仏
教
比
丘
た
ち
は
、
死
ん
だ
同
朋
の
 
亡
 骸
 を
道
ば
た
に
ほ
っ
た
 

ら
か
し
に
し
て
い
た
。
こ
れ
を
見
た
在
家
の
遺
族
 達
が
 怒
っ
て
非
難
し
た
た
め
、
出
家
者
も
葬
送
儀
礼
を
行
う
 
こ
と
が
定
め
ら
れ
る
。
 

そ
の
手
順
は
以
下
の
と
お
り
。
火
葬
で
き
る
な
ら
火
葬
 
に
す
る
。
「
人
体
に
は
八
万
の
虫
が
住
ん
で
い
る
」
と
 言
わ
れ
る
が
、
そ
の
 虫
 

は
 人
が
死
ぬ
と
同
時
に
皆
死
滅
し
て
し
ま
う
の
で
、
 火
 葬
 に
し
て
も
殺
生
に
は
な
ら
な
い
。
薪
が
な
い
時
は
河
 
に
流
す
。
河
が
な
れ
 時
 

(468) 

⑥
・
卑
し
い
 病
 
⑥
 ba
 ロ
ゴ
 巴
 ：
糖
尿
病
以
外
の
一
切
の
   

 
  

 

 
 

・
尊
い
 
病
 ：
糖
尿
病
ま
㏄
 巨ア
ご
ヨ
 の
す
 巴
 。
 



  
手 と 全 
を な 体   
す ひ 象 
こ い と 

と て し 
が は て 
回 、 よ 
首邑 そ り 

と の 詳 
な ヒ 細 
る ン な 
で ド 研 
あ ゥ 究 
ろ l が 

ぅ 。 支払 化要 
の で 

影 あ 
塑旦 日 る を 
強 そ 

く れ 
受 に 
け よ 
て り 

成立 仏 、 
し 教 
た と 

と そ 

居 、 れ 
わ を 
れ 敗 
る り 

大 巻 
乗 く 

仏 ヒ 

教 、 ノ   
ゥ｜ 成立 

過 文 
千古三 イ ヒ 

ほ の 

ま 関 
で 連 
探 が 
未 明 
の 確 

  

以
上
、
き
わ
 

的
に
活
用
す
る
 

作
業
は
す
で
に
 め

て
断
片
的
で
は
あ
る
が
、
仏
教
を
中
心
と
し
た
古
代
 イ
ン
ド
世
界
で
の
習
俗
を
紹
介
し
た
。
こ
の
情
報
を
よ
 
り
 有
機
 

た
め
に
は
、
仏
教
以
外
の
資
料
、
た
と
え
ば
ダ
ル
マ
シ
 
サ
 ー
ス
ト
ラ
系
統
の
法
体
系
と
比
較
す
る
必
要
が
あ
る
 。
こ
の
 

m
n
 
す
 o
 で
目
に
よ
っ
て
先
鞭
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
 
漢
 調
律
の
考
察
に
不
十
分
な
点
が
あ
る
の
で
、
今
後
は
 
律
文
献
 

-
 
団
 -
 

十
ハ
 

,
 
し
 。
 

は
 土
葬
に
す
る
。
雨
期
に
は
土
中
に
虫
が
多
く
、
そ
こ
 を
 掘
る
と
殺
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
は
 
、
遺
 体
を
草
深
い
場
所
へ
運
 

一
目
 
-
 

び
 、
北
枕
で
 右
 脇
を
下
に
置
き
、
上
を
草
で
覆
っ
て
 
か
 ら
 三
智
無
常
経
を
読
み
、
 伽
 他
を
説
い
て
呪
願
す
る
。
 

6
 
 人
骨
が
目
薬
に
な
る
。
眼
病
に
な
っ
た
比
丘
が
 、
 医
者
に
み
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
「
人
の
額
の
骨
を
磨
 っ
て
眼
に
 入
 れ
な
さ
い
」
 

と
 言
わ
れ
た
。
し
か
し
死
人
の
骨
を
取
る
こ
と
は
許
さ
 
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
仏
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
 
仏
 は
 
「
隠
れ
た
場
所
で
、
 

-
 
眩
 -
 

二
 措
大
の
骨
を
と
っ
て
 、
 磨
っ
て
眼
に
入
れ
る
こ
と
を
 許
す
」
と
言
わ
れ
た
。
 

7
 
 同
性
ど
う
し
が
手
を
つ
な
い
で
歩
く
の
は
普
通
の
 
こ
と
で
あ
つ
こ
。
 

一
 
ヰ
八
 

3
 
5
 
 

一
 こ
れ
は
現
代
イ
ン
ド
に
お
い
て
も
 見
 ら
れ
る
風
習
で
あ
る
。
 

8
 
 横
に
な
る
時
は
右
脇
を
下
に
す
る
。
左
を
下
に
す
 
る
の
は
 倉
欲
 者
、
仰
向
け
は
阿
修
羅
、
 傭
 せ
は
餓
鬼
 の
 寝
方
で
あ
る
と
さ
れ
 



ア
王
 

@
-
 

波
羅
夷
第
一
条
。
た
だ
し
、
実
際
に
は
救
済
措
置
も
講
じ
 ら
れ
て
い
た
。
波
羅
夷
第
一
条
に
限
っ
て
は
、
犯
し
て
も
直
ち
 に
 僧
団
追
放
に
は
な
ら
 

盈
 

ず
 、
一
生
最
下
位
の
立
場
に
甘
ん
じ
る
と
い
う
条
件
で
、
僧
団
に
 留
ま
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
西
本
龍
 山 
「
四
分
律
 比
 丘
戒
本
 講
讃
」
大
谷
 

 
 
 
 

大
学
、
一
九
五
五
年
、
三
五
一
頁
。
佐
藤
達
文
「
中
国
仏
教
に
お
 け
る
戒
律
の
研
究
し
木
耳
 社
 、
一
九
八
六
年
、
一
四
六
 ｜
 
一
五
一
 一
頁
。
平
川
 彰
 
「
桂
田
 

蔵
の
研
究
」
血
書
房
俳
書
林
、
一
九
六
 0
 年
 、
四
四
二
、
六
四
 
セ
 頁
 。
平
川
 彰
 
「
原
始
仏
教
の
研
究
」
春
秋
社
、
一
九
六
四
年
、
一
 

一
五
 
0
 頁
 。
平
川
 彰
 

「
平
川
 彰
 著
作
集
 第
 Ⅱ
養
二
五
 0
 戒
の
研
究
 

l
L
 

春
秋
社
、
一
 

九
九
三
年
、
一
二
九
 ｜
一
 三
一
頁
。
こ
れ
ら
の
研
究
に
お
い
て
は
 

、
こ
の
よ
う
な
 
救
 

済
 措
置
が
適
用
さ
れ
る
の
は
男
性
出
家
者
 -
 比
丘
一
だ
け
で
あ
る
 と
 考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
近
年
の
す
 
麓
ド
コ
 
の
の
 す
 「
粁
の
に
よ
っ
て
 、
 そ
れ
が
女
性
出
家
 

者
 
-
 
比
丘
尼
 -
 に
も
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
見
 いだ
さ
れ
た
。
の
す
 い
ゼ
コ
 
の
の
 団
葵
の
 ・
 ，
円
 
す
の
由
江
 降
の
コ
 
c
 の
 o
h
 叶
す
 
0
 の
仁
も
つ
 

0
 の
の
 
宙
 -
 
ピ
 

度
 、
閏
年
が
く
る
と
い
う
。
そ
し
て
一
年
に
六
 ケ
 月
が
小
貝
で
あ
 

之
 0
 コ
ん
 Ⅹ
 ガ
 富
三
 
ぬ
 @
 
か
め
ぬ
 

簿
ミ
 観
心
き
ま
 む
 心
心
さ
。
 

ト
 三
の
圭
 下
 ㍉
の
 
っ
 の
 り
 （
 
@
 お
っ
 コ
鮒
き
 薄
も
監
コ
リ
 目
ヰ
宅
佛
教
 研
究
し
第
二
九
号
、
二
 
0
 

る
 。
 昔
 、
夏
、
秋
の
各
 四
ケ
 月
が
そ
れ
ぞ
れ
大
月
、
小
戸
、
大
 
 
 

0
0
 
年
 Ⅰ
一
四
九
 

｜
 
一
七
Ⅰ
ハ
頁
。
 

（
 
2
-
 
中
村
元
「
中
村
元
選
集
一
決
定
版
）
イ
ン
ド
 史 」
 全
 三
巻
 、
春
秋
社
、
一
九
九
七
 ｜
 
一
九
九
八
年
。
 

（
 
3
 一
波
羅
夷
第
二
条
因
縁
 譚
 。
王
の
材
木
を
勝
手
に
取
っ
た
 ダ
 ン
 ニ
カ
比
丘
が
王
か
ら
非
難
さ
れ
た
時
、
そ
の
比
丘
は
「
か
っ
て
 

あ
な
た
が
即
位
さ
れ
た
 

時
 、
沙
門
・
バ
ラ
モ
ン
は
国
の
土
地
と
草
木
を
す
べ
て
自
由
に
使
 っ
て
よ
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
で
ほ
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
反
論
す
 
る
 。
こ
れ
に
対
し
て
 

王
は
 
「
そ
れ
は
所
有
者
の
い
な
い
土
地
と
草
木
に
つ
い
て
舌
口
っ
た
 

こ
と
で
あ
る
」
と
答
え
る
。
当
時
の
出
家
修
行
者
と
土
地
所
有
 
権
 の
問
題
に
関
し
て
 

は
山
崎
元
一
「
古
代
イ
ン
ド
社
会
の
研
究
１
１
社
会
の
構
造
と
 
庶
 民
 ・
下
層
 民
目
 力
水
書
房
、
一
九
八
七
年
、
二
四
七
 ｜ 二
四
九
 頁
を
参
照
。
 

（
 
4
 ）
 
に
 ・
 0
 ヒ
 
珪
の
 
コ
す
 
の
 ぬ
 ・
 コ
ミ
 
0
%
 ド
 
3
%
 ぬ
 ㌧
 由
 
～
㏄
 
蕊
め
ぼ
 
。
 づ
 0
@
3
-
 
）
㏄
㏄
）
 

-
p
.
 
簿
 ・
「
 禰
沙
塞
和
輔
 五
分
 律
 」
 -
 大
正
大
蔵
経
第
二
二
巻
 一
 、
 セ
真
 上
段
。
「
四
分
律
」
 

（
大
正
大
蔵
経
第
二
二
巻
 
一
 、
五
 セ
 四
頁
下
段
。
「
 十
謂
律
 」
（
大
正
 大
蔵
経
第
二
三
巻
 -
 、
六
頁
中
段
。
「
根
本
説
一
切
有
部
民
会
 

耶
 」
 -
 大
正
大
蔵
経
 第
 

二
三
巻
 -
 、
六
四
一
頁
中
段
。
「
 摩
詞
 僧
祇
 律
口
 一
大
正
大
蔵
経
第
一
 三
巻
 -
 、
二
五
三
頁
上
段
。
 

（
 
5
 一
 
「
 禰
沙
塞
 和
館
五
分
 律
 」
一
大
正
大
蔵
経
第
二
二
巻
 
-
 、
一
 
二
 二
頁
中
段
。
「
 十
謂
律
 」
に
よ
る
と
、
ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
王
の
定
 め
る
暦
で
ほ
六
年
に
一
 

ぶ
と
さ
れ
て
い
る
。
「
 十
調
 律
 
-
 
大
正
大
蔵
経
第
二
三
巻
一
、
二
 
四
 -
 
ハ
頁
上
中
段
。
「
根
本
説
一
切
有
部
 
尼
陀
那
 口
も
参
照
一
大
正
 
大
蔵
経
第
二
四
巻
、
 

四
一
六
頁
上
中
段
 
-
 。
 

（
 
6
 一
 
佐
々
木
 閑
 
「
出
家
と
は
な
に
か
」
大
蔵
出
版
、
一
九
九
九
 

年
 ，
、
一
六
四
 ｜
一
 -
 
ハ
六
頁
。
 

（
 
7
 ）
俗
信
を
受
け
入
れ
な
い
と
い
う
原
則
は
大
乗
仏
教
の
発
生
 に
よ
っ
て
崩
れ
て
い
く
。
多
様
な
教
義
を
認
め
る
大
乗
の
世
界
 
に
お
い
て
ほ
外
界
の
様
々
 

な
 俗
信
が
む
し
ろ
積
極
的
に
導
入
さ
れ
る
よ
 う
 に
な
り
、
や
が
て
 
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
的
世
界
に
同
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
 
儀
礼
に
よ
っ
て
悪
業
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Ⅱ
 
0
 の
Ⅱ
 

う
 ）
 r
 
十
謂
律
 」
に
 よ
 る
と
、
こ
れ
は
死
体
で
は
な
く
、
人
工
 

的
に
作
ら
れ
た
鉄
人
形
を
あ
や
つ
っ
て
殺
す
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
 。
「
 十
諦
律
 L
-
 大
正
大
 

蔵
経
第
二
三
巻
）
、
九
頁
下
段
。
 

朽
 @
 
 
「
根
本
説
一
切
有
部
里
奈
 
耶
口
 -
 
大
正
大
蔵
経
第
二
三
巻
）
 
、
 六
三
九
頁
上
段
。
 

寅
一
 

「
根
本
説
一
切
有
部
民
会
 
耶
 」
一
大
正
大
蔵
経
第
二
二
一
巻
）
 
、
 六
三
四
頁
中
段
。
 

-
 旺
 
「
根
本
説
一
切
有
部
里
奈
 
耶
 」
一
大
正
大
蔵
経
第
二
三
巻
 
-
 
、
 六
六
四
頁
中
段
。
比
丘
が
乳
児
の
上
に
あ
や
ま
っ
て
座
っ
た
た
 め
に
乳
児
が
死
ん
で
し
 

ま
っ
た
と
い
う
話
は
い
く
つ
か
の
律
に
共
通
し
て
出
る
話
だ
が
、
 

そ
の
中
で
「
根
本
説
一
切
有
部
民
会
 耶 」
だ
け
が
、
こ
の
 
ょ
ぅ
 な
 俗
信
と
結
び
つ
け
 

を
 払
拭
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
な
ど
も
、
大
乗
仏
教
に
 お
い
て
お
お
い
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
 
関
し
て
は
 袴
 合
憲
昭
 

の
 詳
細
な
研
究
が
あ
る
。
持
谷
憲
昭
「
仏
教
教
団
史
論
」
大
蔵
出
 
版
 、
二
 

0
0
 

二
年
。
 

-
8
 
一
 佐
々
木
 閑
 
「
出
家
と
は
な
に
か
」
大
蔵
出
版
、
一
九
九
九
 
午
、
 セ
元
 ｜
一
 0
 四
頁
。
 

-
9
@
 
 
洋
 -
8
-
 

に
同
じ
。
 

一
皿
）
 @
 
」
の
記
述
は
以
下
の
律
に
見
ら
れ
る
。
 q
 
五
分
 律
 」
 -
 
大
正
 大
蔵
経
第
二
二
巻
 -
 
、
八
頁
下
段
。
〒
 
十
諦
律
目
 （
大
正
大
蔵
経
 
第
二
三
巻
 -
 
、
九
頁
中
丁
 

ぼ
 。
「
 
摩
珂
 僧
祇
 律
 」
一
大
正
大
蔵
経
第
二
二
巻
 
-
 
、
二
五
六
頁
上
 段
 。
 q
 
根
本
説
一
切
有
部
里
奈
 耶
 」
 -
 
大
正
大
蔵
経
第
二
三
巻
 -
 
、
 Ⅰ
 
ハ
六
二
頁
上
中
段
。
 

@
-
 
大
経
と
よ
ば
れ
る
一
群
の
魔
よ
け
経
典
が
実
際
に
存
在
し
 た
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
は
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
お
よ
び
 
中
央
ア
ジ
ア
出
土
の
 イ
 

ン
ド
諸
経
典
の
中
に
現
存
し
て
い
る
。
住
タ
水
閣
「
 
目
ぃ
ゴ
 
囲
の
口
（
「
 

ド
 

「
デ
ン
カ
ル
マ
目
録
 
ヒ
 に
あ
ら
わ
れ
る
根
本
有
部
系
経
典
 群
 」
 窯
佛
教
 研
究
 ヒ
 

第
一
五
号
、
一
九
八
五
年
）
、
九
五
 
｜
一
 0
 八
頁
。
 づ
の
 
（
の
（
 

葵
日
 ぎ
 %
@
 
ィ
も
 
一
ぬ
⑧
 

決
ミ
 き
れ
の
お
ま
 じ
あ
 
n
o
 

ま
あ
 

羽
 も
 
-
 ～
 
ぎ
巾
 悪
も
も
か
 

Q
-
N
 
く
 。
 
乙
 -
 
㌧
 円
 9
 ）
の
の
 

ト
 -
 



二
三
巻
 -
 、
九
三
頁
下
段
 ｜
 九
四
頁
上
段
。
こ
の
「
五
分
 律
 」
 の
 記
述
は
興
味
深
い
。
あ
る
バ
ラ
モ
ン
の
大
臣
が
、
剃
髪
の
出
家
者
 を
見
る
の
は
不
吉
 

 
 

な
こ
と
だ
と
考
え
て
、
お
そ
る
お
そ
る
道
を
歩
い
て
い
た
と
こ
ろ
 
、
比
丘
尼
が
捨
て
た
糞
尿
を
頭
か
ら
か
ぶ
っ
て
し
ま
い
、
か
ん
 かん
に
怒
っ
た
。
 

し
乃
 

 
 

か
し
こ
れ
を
聞
い
た
占
い
師
が
「
そ
れ
は
大
変
め
で
た
い
こ
と
で
 
す
 」
と
告
げ
た
と
い
う
。
バ
ラ
モ
ン
に
と
っ
て
、
禿
頭
沙
門
は
 不吉
な
者
と
考
え
る
 

 
 
 
 

 
 
 
 

れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
 

@
@
 
 
「
根
本
説
一
切
有
部
民
 奈
耶
 」
一
大
正
大
蔵
経
第
二
三
巻
 
-
 、
 
一
 0
 五
セ
 真
中
段
。
 

一
肌
）
も
ち
ろ
ん
こ
の
原
則
も
、
大
乗
仏
教
の
発
生
に
よ
っ
て
 
崩
 れ
る
。
 

@
 
）
「
根
本
説
一
切
有
部
 律
薬
事
 」
。
 Z
 生
コ
 o
F
 約
い
 
し
口
耳
・
⑪
 %
 安
 @
 ぎ
 き
よ
め
 
ぃ
ド
 
S
 い
 ・
 く
 0
-
.
 
Ⅰ
（
Ⅰ
・
も
 

い
 「
（
）
・
の
 

ヱ
コ
い
幅
ド
 
㍉
 ト
の
ト
 
ゴ
ロ
 ロ
 ・
い
の
 
「
・
㌧
 
葵
 ・
な
い
む
、
こ
こ
Ⅰ
 卜
 

現
れ
る
 蛇
呪
 は
ほ
か
に
も
数
多
く
の
経
典
中
に
伝
持
さ
れ
て
い
る
 。
詳
し
く
は
山
田
籠
城
「
梵
語
伊
興
の
諸
文
献
」
卒
業
手
書
店
 
一
九
五
九
年
、
一
 

五
 0
 頁
を
参
照
せ
よ
。
ほ
か
に
「
四
分
律
」
一
大
正
大
蔵
経
第
二
 

二
巻
）
、
八
七
一
頁
上
段
。
「
 禰
沙
塞
和
輻
 五
分
 律
 」
 -
 大
正
大
蔵
 経
 第
二
二
巻
 -
 、
一
 

セ
 
一
頁
上
段
。
仏
教
が
、
呪
術
を
禁
じ
な
が
ら
も
あ
る
程
度
の
使
 

用
を
認
め
て
い
た
こ
と
は
比
丘
尼
波
羅
提
木
叉
の
条
文
解
釈
に
 
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
 

ヱ
 ・
 0
 圧
の
 コ
す
 
の
（
 
N
 。
ゴ
ミ
 
め
六
 ～
 
ぉ
 ⑨
 き
 ㌔
～
送
ぎ
 ミ
 ・
 せ
 0
 フ
 ナ
目
 鰻
 。
 ロ
 ・
㏄
つ
り
 「
四
分
律
 
口
 
一
大
正
大
蔵
経
第
二
二
巻
 一
 、
七
五
四
頁
上
中
段
。
 
ョ
浦
 沙
塞
和
酪
 
五
分
 

律
ヒ
 
（
大
正
大
蔵
経
第
二
二
巻
 一
 、
九
五
頁
上
段
（
呪
術
全
般
に
対
 し
て
否
定
的
Ⅰ
「
 十
 調
律
」
一
大
正
大
蔵
経
第
二
三
巻
 
-
 、
三
二
一
 セ
真
 中
段
。
「
根
本
 

説
一
切
有
部
 必
努
尼
里
 奈
 耶
 」
 
-
 大
正
大
蔵
経
第
二
三
巻
 - 、
 
一
 0
 
一
二
頁
中
段
。
佐
々
木
 
閑
 
「
出
家
と
は
な
に
か
し
大
蔵
出
版
、
一
 
九
九
九
年
、
ニ
セ
 

六
頁
参
照
。
「
五
分
 律
 」
に
よ
る
と
、
呪
を
唱
え
る
時
に
は
塩
を
 食
べ
ず
、
ベ
ッ
ド
で
横
に
な
ら
ず
に
唱
え
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
 
。
「
 禰
沙
 宰
相
 酪
五
 

分
律
ヒ
 

一
大
正
大
蔵
経
第
二
二
巻
Ⅰ
九
五
頁
上
段
。
 

-
 リ
 一
 
「
根
本
説
一
切
有
部
里
奈
 
耶
 雑
事
 L
-
 大
正
大
蔵
経
第
二
四
 
巻
 一
、
二
七
四
頁
上
段
お
よ
び
二
八
三
頁
上
中
段
。
 

元
一
こ
れ
は
「
根
本
有
部
 
律
 」
特
有
の
記
述
で
あ
る
か
ら
、
 

か
 な
り
後
代
、
お
そ
ら
く
は
紀
元
一
、
二
世
紀
頃
の
僧
院
の
様
子
を
 
示
し
て
い
る
も
の
と
 
お
 

も
わ
れ
る
。
本
来
存
在
し
な
か
っ
た
仏
殿
と
い
う
建
造
物
が
現
れ
 
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
れ
が
分
か
る
。
の
 

パ
 の
 む
 0
 モ
 
の
 り
す
 
0
 つ
 0
 コ
・
 "
 円
ア
 0
%
 仁
宙
隼
オ
 
p
p
 の
 

い
 つ
 0
 ミ
コ
の
 
Ⅰ
。
 ヰ
 ㌧
Ⅱ
。
 
つ
 ㏄
Ⅰ
ド
 

ド
 が
ロ
ロ
㌧
の
Ⅰ
目
づ
 

リ
コ
 
の
 邑
 （
 勾
 。
望
年
。
 
コ
ド
 -
 
コ
ヲ
由
 0
 日
 o
 づ
 p
-
 日
日
目
ま
 0
 コ
い
 
の
（
の
 

q
@
 
の
の
・
 
，
昏
ぶ
ミ
隈
 ぎ
も
～
 Q
 さ
 ㍉
⑧
 ～
～
 
0
 の
 亀
ぎ
目
 。
 こ
 き
、
 

ヨ
 ・
 ト
 ㌍
烏
に
・
 
@
 
の
 論
文
は
の
芽
 0
 つ
 毬
の
論
文
集
め
 0
 ぉ
 e
s
,
 
め
 ぎ
 お
心
。
ぬ
ぉ
㌔
㏄
 ま
 荘
田
 
討
牙
 ～
寒
ら
さ
悪
め
 
@
 の
驚
 む
い
 き
荘
 
七
色
 い
お
 
。
 き
 
汁
ミ
 
-
@
-
 

、
今
）
 

-
Q
 

か
む
ぬ
 
0
 ～
 
-
@
 

と
曲
 
）
 ナ
 

ぬ
ち
 @
 
ぬ
っ
 
お
ち
も
 
ち
ナ
 b
s
 も
 
ゴ
巽
 れ
の
 -
N
 

「
 
コ
ヘ
 
も
お
る
の
～
～
 

ハ
 め
 ぎ
 も
も
か
～
 

け
や
つ
い
ぎ
 
～
 お
も
 ～
Ⅰ
 
。
 下
 0
 コ
 0
 ざ
ざ
 こ
 巽
に
再
録
さ
れ
て
い
る
㍉
 

一
対
）
「
根
本
説
一
切
有
部
民
余
部
雑
事
」
（
大
正
大
蔵
経
第
二
四
 

巻
 -
 、
二
八
三
頁
下
段
。
 

@
-
 

佐
々
木
 閑
 
「
出
家
と
は
な
に
か
 ロ
 大
蔵
出
版
、
一
九
九
九
 年
 、
一
五
 ｜
 二
七
頁
、
 

一
 0
 五
｜
一
セ
 六
頁
。
 

死
 ）
財
力
の
あ
る
在
家
者
で
、
特
定
の
宗
教
で
な
く
出
家
修
行
 者
 全
般
に
対
し
て
敬
意
を
持
っ
者
が
 、
道
 ば
た
に
給
食
所
を
設
け
 る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
 

立
ち
寄
っ
た
出
家
者
は
、
宗
教
の
別
に
関
わ
り
な
く
、
食
事
を
も
 ら
う
こ
と
が
で
き
た
。
仏
教
の
出
家
者
も
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
 
な
 施
設
を
利
用
す
る
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（
一
階
 

ぃ
 降
の
「
あ
の
 

那
 」
で
は
土
地
と
建
物
と
日
用
品
の
所
有
関
係
を
次
の
よ
う
 

ド
コ
 
年
日
。
 オ
 。
 棲
 。
小
手
の
 
ヨ
 0
 コ
オ
ョ
絹
 田
付
 
%
 ミ
 援
  

 

 
 

地
は
 王
に
属
し
、
物
は
王
に
属
す
る
。
そ
し
て
房
舎
臥
具
 -
 
建
物
 と
 、
そ
こ
で
用
い
る
べ
 ッ
ド
 、
椅
子
な
ど
の
 備
ロ
 ま
は
施
工
 が
 主
で
あ
り
、
衣
鉢
 資
 

 
 

真
一
出
家
者
が
個
人
的
に
用
い
る
用
 ロ
 
巴
は
比
丘
が
主
で
あ
る
。
 寺
な
ど
の
物
は
、
そ
れ
が
傷
ん
だ
ら
施
工
 が
 自
分
で
補
修
し
な
 

  

そ
れ
を
別
の
者
に
廻
し
て
布
施
し
て
は
な
ら
な
い
」
。
「
根
本
説
 
一
 
切
 有
部
局
 陀
那
 」
一
大
正
大
蔵
経
第
二
四
巻
）
、
四
二
一
頁
上
段
。
 

一
 
%
@
 
 
「
根
本
説
一
切
有
部
自
得
 
迦
 」
 -
 
大
正
大
蔵
経
第
二
四
巻
 一
 
、
 四
四
一
頁
 中
 下
段
。
僧
団
間
の
人
の
移
動
は
自
由
で
あ
る
か
ら
 、
使
用
者
が
限
定
さ
れ
 

る
わ
け
で
は
な
い
。
 使
 m
 僧
団
を
限
定
し
て
布
施
す
る
と
い
う
こ
 と
は
、
そ
の
物
品
を
、
そ
の
僧
団
か
ら
外
に
持
ち
出
し
て
は
な
 ら
な
い
と
い
う
こ
と
 

で
あ
る
。
た
だ
し
、
必
要
に
応
じ
て
貸
し
出
す
こ
と
は
認
め
ら
れ
 
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
事
態
に
そ
な
え
て
、
物
品
に
は
施
工
 
名
 と
 、
僧
団
名
が
記
さ
 

れ
て
い
た
。
「
根
本
説
一
切
有
部
民
 
奈
耶
も
 （
大
正
大
蔵
経
第
二
一
一
 

一
巻
 
-
 
、
七
八
二
頁
中
段
。
 

-
 笹
 
佐
々
木
間
「
出
家
と
は
な
に
か
」
大
蔵
出
版
、
一
九
九
九
 
年
 、
一
四
一
 ｜
 一
四
四
頁
。
 

-
 巴
 
「
根
本
説
一
切
有
部
 
民
奈
耶
 」
 -
 
大
正
大
蔵
経
第
二
三
巻
 -
 
、
 七
六
 セ
 真
上
中
下
段
。
「
根
本
説
一
切
有
部
 
尼
陀
那
 」
 -
 
大
正
大
 蔵
経
第
二
四
巻
）
、
四
一
 

五
頁
下
段
 ｜
 四
一
六
頁
上
段
。
 

 
 

教
 興
起
時
代
イ
ン
ド
の
僧
院
生
活
」
春
秋
社
、
二
 

0
0
O
 年
 、
三
一
 ｜
 一
四
 -
 
ハ
頁
。
 

菊
一
 
「
根
本
説
一
切
有
部
 
昆
奈
耶
 」
 -
 
大
正
大
蔵
経
第
二
三
巻
 -
 
、
 七
四
三
頁
 中
 下
段
。
こ
の
記
録
に
関
し
て
は
の
 き
 0
 っ
 毬
が
 イ
 ン
 ド
法
 と
の
関
連
を
詳
細
 

に
調
査
し
て
い
る
。
の
「
の
の
。
弓
ド
の
り
 

ゴ
 。
七
の
且
 
，
し
 
。
 田
 ㎎
山
口
の
ぎ
の
の
り
 

下
 
0
 Ⅰ
 け
下
 
e
 Ⅰ
 o
 Ⅱ
 
年
ヒ
り
コ
巨
 

-
 
目
的
 
0
 コ
 Ⅰ
 
コ
叶
り
パ
 

の
の
 
廿
り
コ
 
己
ミ
二
日
づ
㏄
 

コ
 Ⅰ
 0
 り
コ
 
の
 。
 コ
廿
 
Ⅱ
曲
 
り
 
仔
の
一
二
ヰ
 

す
 。
 

寒
き
港
お
 
さ
 決
 ～
～
 

ぐ
ぬ
 
蘇
も
ぎ
 橿
 P
,
 さ
ま
ま
㌔
 窯
 ～
 
薄
卜
ま
黛
 き
ま
。
 
ふ
 め
 
n
t
a
-
s
o
c
 

～
ぬ
 

ち
 ・
 
P
 
に
 玉
 -
 
こ
緩
 。
 
毛
 ・
 
0
 
ま
ぷ
ぽ
 ・
一
方
、
「
五
分
 
律
 」
に
は
「
比
丘
尼
」
 

が
 山
烏
す
な
わ
ち
利
息
で
儲
け
る
こ
と
を
禁
じ
る
規
定
が
あ
る
。
 こ
の
問
題
に
関
し
て
も
何
ら
か
の
歴
史
的
変
遷
が
あ
っ
た
よ
う
 
に
 思
え
る
が
詳
細
は
 

不
明
で
あ
る
。
「
 
禰
沙
塞
 和
睦
五
分
 律
 L
-
 大
正
大
蔵
経
第
二
二
巻
 ）
、
一
九
 
0
 真
上
段
。
「
 
摩
詞
 僧
祇
律
し
の
相
当
箇
所
は
大
正
大
 蔵
経
第
二
二
巻
、
二
一
 

一
一
頁
下
段
。
こ
こ
で
は
、
比
丘
が
違
法
に
金
銭
を
所
持
し
た
 
場
 ム
ロ
 
、
そ
の
金
銭
は
放
棄
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
も
し
そ
の
額
が
 
大
き
い
場
合
に
は
 

無
尽
 物
 と
し
て
僧
団
の
基
金
に
し
て
貸
し
出
し
、
そ
の
利
息
を
房
 
舎
 、
衣
な
ど
、
食
物
以
外
の
物
品
購
入
に
あ
て
 よ
と
 規
定
さ
れ
 て
い
る
。
ま
た
同
じ
 

「
 
摩
詞
 僧
祇
 律
 J
-
 大
正
大
蔵
経
第
二
二
巻
、
四
九
六
頁
上
中
段
 -
 で
は
、
僧
団
に
布
施
さ
れ
た
花
で
余
っ
た
も
の
は
花
屋
に
売
り
 、
そ
の
代
金
で
 僧
 

団
の
衣
料
品
や
食
品
を
買
い
、
そ
れ
で
も
余
っ
た
な
ら
、
僧
団
の
 
無
尽
 財
に
 入
れ
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
る
 -
 
布
施
さ
れ
た
果
物
 ほ
 つ
い
て
も
同
様
㌔
 

ま
た
、
「
 
摩
詞
 僧
 祇
律
 L
 に
は
僧
団
で
は
な
く
広
一
す
な
む
ち
 仏
 塔
 -
 所
有
の
無
尽
も
あ
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
 
-
 
大
正
大
 蔵
経
第
二
二
巻
、
 

四
九
八
頁
上
中
段
）
。
 

一
如
 
@
 
 こ
の
規
定
の
真
の
意
味
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
確
実
な
こ
と
 
が
 分
か
っ
て
い
な
い
。
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
シ
ョ
ペ
ン
著
、
小
谷
信
子
 
低
調
「
大
乗
仏
教
興
起
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@
@
 
 「
四
分
律
」
 
-
 
大
正
大
蔵
経
第
二
二
巻
 -
 
、
セ
 一
二
頁
下
段
 
｜
 七
一
三
頁
上
段
。
 

弦
 @
 
 「
 
摩
詞
 僧
祇
 律
 」
 -
 
大
正
大
蔵
経
第
二
二
巻
 一
 
、
五
 0
 セ
貢
 上
段
。
 

  



と 

古ホ い 臥別 つノ , 弘 
一 塊 

対 象   
概 構 
食 道 
な な 
設 理 

定 解 
し す 
た る 
い た 
  め 

こ の 

の 操 
二 件 

概念と 概 つの 

念 し 

は新し て 「聖 
い な 

も る 

の も 

で の 

は 」 

決 宙 

し 汀 
て の 
な 舘 

< Ⅱ ㏄ 

  仁ユ """"""" @ 
  
部 

と 

  
  
）に時代 0 守コの 
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7 回 

人 
的 

宗教 

，一 行 
為 
と 

集 
団 
的   

ホ教 

，一 行 
為 

  

立
川
武
蔵
 

八
 論
文
要
旨
Ⅴ
 

宗
 執
行
為
は
、
葬
儀
や
古
代
の
ホ
ー
マ
（
護
摩
 一の
 ょ
う
 な
集
団
的
行
為
と
、
ヨ
ー
ガ
 

や
 念
仏
の
よ
う
な
個
人
 的
 行
為
に
分
け
る
こ
と
 

が
で
き
る
が
、
実
際
に
は
こ
の
二
種
の
行
為
は
統
一
さ
れ
た
形
態
 
を
 採
っ
て
現
れ
る
。
例
え
ば
、
仏
教
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
の
ホ
ー
マ
 では
、
古
代
印
欧
語
 

族
の
集
団
的
宗
教
儀
礼
と
煩
悩
を
焼
く
実
践
と
い
う
個
人
的
宗
教
 
行
為
と
が
統
一
さ
れ
る
。
本
論
文
は
 、
 死
に
関
す
る
儀
礼
と
死
 に
 向
き
め
う
個
人
的
 

実
践
と
が
如
何
に
関
係
す
る
の
か
を
問
 う
 も
の
で
あ
る
。
葬
儀
の
 
場
合
、
死
者
に
起
因
す
る
非
日
常
的
な
聖
な
る
雰
囲
気
に
は
、
 

浄
 ・
不
浄
の
両
面
が
 

存
す
る
が
、
不
浄
な
る
側
面
が
支
配
的
で
あ
る
。
葬
儀
に
よ
っ
て
 不
浄
な
る
も
の
は
浄
化
さ
れ
、
死
者
は
生
者
の
世
界
と
は
別
の
 
世
界
に
送
ら
れ
る
。
 

一
方
で
、
生
者
は
日
常
的
な
 
俗
 な
る
世
界
に
戻
る
。
こ
の
場
合
、
 

死
者
に
浄
な
る
側
面
も
存
在
す
る
が
、
葬
儀
の
よ
う
な
集
団
的
行
 
為
に
あ
っ
て
は
 
聖
 

な
る
も
の
の
中
に
浄
な
る
も
の
と
不
浄
な
る
も
の
と
が
存
す
る
。
 

念
仏
の
よ
う
な
個
人
的
行
為
で
は
、
実
践
者
は
不
浄
な
る
 
俗
 な
る
 も
の
で
あ
り
、
仏
な
ど
が
 
浄
 な
る
聖
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
 場
合
、
聖
な
る
も
 

の
と
 浄
 な
る
も
の
、
 
俗
 な
る
も
の
と
不
浄
な
る
も
の
と
は
等
し
い
 

。
集
団
的
宗
教
行
為
の
要
素
を
有
す
る
人
定
者
信
仰
な
ど
で
は
、
 

し
か
し
、
聖
別
 
さ
 

れ
た
死
者
の
有
す
る
津
佐
 が
俗
 な
る
実
践
者
を
浄
化
す
る
た
め
に
 

降
り
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 
V
 
聖
な
る
も
の
、
 
俗
 な
る
も
の
、
 
浄
 な
る
も
の
 
、
不
浄
な
る
も
の
、
聖
化
 

聖
な
る
も
の
と
 死
 



て て 法 に 流 教 象 は と と い   
二
 概
念
の
指
し
示
す
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
の
具
体
 
的
な
形
態
に
お
い
て
は
異
な
っ
て
い
る
。
だ
が
一
見
 
遠
 く
か
け
離
れ
て
 

に
 思
わ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
現
象
に
、
共
通
し
て
 
二
 つ
の
「
 層
 」
が
存
在
す
る
の
が
観
察
さ
れ
る
。
そ
の
 
二
 っ
 0
 層
は
 、
時
 

は
 宗
教
現
象
を
明
確
に
二
分
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
 
現
 れ
る
が
、
時
と
し
て
は
そ
の
二
つ
の
層
は
交
わ
り
重
な
 
っ
て
し
ま
う
こ
 

る
 。
「
聖
な
る
も
の
」
と
「
 俗
 な
る
も
の
」
は
そ
の
よ
，
 
つ
む
 二
層
と
し
て
存
在
す
る
。
 

は
し
ば
し
ば
三
つ
の
型
、
す
な
む
ち
自
然
（
あ
る
い
は
 原
始
一
宗
教
、
民
族
宗
教
、
世
界
宗
教
に
分
類
さ
れ
る
 
。
こ
の
分
類
法
 

で
も
意
義
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
 
わ
 れ
わ
れ
は
こ
の
三
種
へ
の
分
類
と
は
異
な
っ
た
方
法
に
 
よ
っ
て
宗
教
 規
 

類
 、
考
察
し
た
い
と
思
う
。
宗
教
を
か
の
三
種
に
分
類
 
す
る
万
法
は
、
宗
教
は
自
然
宗
教
か
ら
民
族
宗
教
へ
、
 
さ
ら
に
民
族
め
本
 

世
界
宗
教
へ
と
変
化
、
発
展
す
る
も
の
だ
と
い
う
よ
 
う
 な
 考
え
方
に
基
づ
く
こ
と
が
多
い
。
そ
の
よ
う
な
進
化
 
論
的
 考
え
方
が
 

た
 時
代
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
今
日
で
は
、
そ
れ
ら
の
 
異
 な
る
宗
教
の
中
に
進
化
論
的
系
列
を
見
出
す
と
い
う
よ
 
り
も
、
諸
宗
教
 

-
l
-
 

に
見
ら
れ
る
基
層
の
動
態
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
 多
 く
の
関
心
が
集
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
小
論
で
は
こ
の
 
共
 時
 的
な
考
察
 万
 

い
た
い
と
思
う
。
 

こ
の
小
論
の
テ
ー
マ
は
死
で
あ
る
。
死
は
わ
れ
わ
れ
の
 生
の
終
わ
り
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
中
に
常
に
問
 
題
を
投
げ
か
け
 

。
死
は
古
来
、
宗
教
が
扱
っ
て
き
た
も
っ
と
も
重
要
な
 
問
題
で
あ
り
、
従
来
、
自
然
宗
教
、
民
族
宗
教
、
世
界
 
宗
教
と
呼
ば
れ
 

そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
形
態
に
お
い
て
も
い
ろ
い
ろ
な
か
た
 
ち
で
扱
わ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
姿
で
 
現
れ
る
死
の
そ
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

基
本
構
造
を
指
し
示
す
に
は
「
聖
な
る
も
の
」
と
「
 
俗
 な
る
も
の
」
と
い
う
一
対
の
概
念
は
有
効
で
あ
る
と
 
思
 わ
れ
る
。
 

察 遅   
た と 

め な 
の っ 

操 て   
概 る 

念 と 

は さ 

十 え 
分 ぃ 
で わ 
は れ 
な て   

る さ 
ら た 
に し   
の に 

操 後   
概 考 
念 察 
と むこ 

組 お 
み か 

て見 ムロ ニリ 

せ る 
る よ つ , 
と に 
が   
泌 @  こ 

要 の 
で 二 

あ 概 
る 念   
し み 
か で 

し @ ま 

古本 

教 規 宗教 

現 象 
象 の 
0 者 
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の
あ
り
方
を
「
聖
な
る
も
の
」
、
「
 
俗
 な
る
も
の
」
等
の
 

 
 

死
 と
は
常
に
何
も
の
か
の
死
で
あ
る
。
そ
の
何
も
の
か
 を
 イ
ン
ド
新
論
理
学
派
の
や
り
方
に
な
ら
っ
て
 反
 存
在
 
ラ
 ラ
テ
ィ
 ョ
 ー
 ギ
 

 
 

無
 で
あ
る
。
 反
 存
在
、
つ
ま
り
無
に
対
抗
す
る
存
在
と
 し
て
何
も
の
か
に
許
さ
 

れ
た
時
間
が
無
と
な
る
こ
と
で
あ
る
と
、
こ
の
対
揚
 
か
 ら
は
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 

あ
る
人
が
死
ぬ
と
、
つ
ま
り
個
々
の
人
間
と
い
う
 
反
存
 在
 に
存
す
る
こ
と
の
で
き
た
時
間
が
無
と
な
っ
た
と
き
 、
 人
々
は
も
は
や
 生
 

命
 の
な
く
な
っ
た
こ
の
人
間
の
遺
体
を
生
者
た
ち
の
 葉
 団
か
ら
何
ら
か
の
方
法
で
遠
ざ
け
よ
う
と
し
て
き
た
。
 
単
に
死
体
を
捨
て
る
 場
 

含
 も
あ
れ
ば
、
丁
重
に
葬
る
場
合
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
 
せ
よ
人
々
は
 、
死
 あ
る
い
は
死
体
に
対
し
て
何
ら
か
の
 特
別
の
行
為
す
な
 む
 ち
 

死
者
儀
礼
を
な
す
よ
 う
 に
促
さ
れ
る
。
 

死
者
儀
礼
が
ど
れ
ほ
ど
の
程
度
に
宗
教
的
要
素
を
有
す
 
る
か
は
個
々
の
ケ
ー
ス
に
 よ
 る
が
、
一
般
に
は
わ
れ
わ
 れ
は
宗
教
的
要
素
を
 

多
分
に
含
む
死
者
儀
礼
を
行
な
っ
て
き
た
。
こ
の
死
者
 儀
礼
に
は
、
死
者
が
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
員
の
変
 
化
が
生
じ
た
集
団
の
あ
 

り
 方
を
整
え
る
と
い
う
社
会
的
機
能
が
あ
る
。
葬
儀
に
 
対
し
て
あ
る
者
が
い
か
に
熱
心
に
と
り
く
も
う
と
も
、
 
一
般
に
は
そ
の
者
が
 悟
 

り
 、
解
脱
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
悟
り
 
や
救
い
は
個
々
の
人
間
の
精
神
的
至
福
を
追
求
す
る
型
 
の
 実
践
、
例
え
 ぼ
ョ
｜
 

ガ
 を
通
じ
て
得
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
宗
教
案
 践
 に
は
こ
の
よ
う
に
し
て
例
え
 ぼ
 葬
儀
の
よ
う
な
集
団
 的
 宗
教
行
為
と
 ヨ
 ー
ガ
 

の
よ
う
な
個
人
的
宗
教
行
為
と
が
存
す
る
。
 

 
 

区
別
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
 
雨
 者
は
し
ば
し
ば
区
別
の
っ
け
 

も
 
難
い
よ
う
な
仕
方
で
結
び
つ
い
て
い
る
。
例
え
ば
 
、
フ
ッ
 ダ
 が
 浬
磐
に
 入
っ
た
時
、
人
々
は
そ
の
遺
体
を
 茶
毘
に
 付
し
、
残
っ
た
骨
を
 

 
 

聖
 
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
に
ス
ト
ゥ
ー
 パ
 
（
仏
塔
）
 
を
 建
て
て
 祀
 っ
た
。
 

軍
 
こ
の
際
、
ブ
ッ
ダ
が
死
に
至
っ
た
 
こ
と
自
体
は
ブ
ッ
ダ
と
い
う
 

 
 

  



個
体
に
起
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
分
骨
 

し
 ス
ト
ゥ
ー
 

パ
 
を
 
建
て
た
こ
と
は
、
ブ
ッ
ダ
 

と
 
縁
の
あ
っ
た
も
ろ
も
ろ
 

0
 
部
族
が
ブ
ッ
ダ
の
 

遺
 

骨
を
聖
な
る
も
の
と
し
て
祀
る
社
会
的
行
為
で
あ
っ
た
 

。
こ
の
ス
ト
ウ
ー
 

パ
 の
建
立
と
い
う
集
団
行
為
に
よ
っ
 

て
 
個
々
の
人
間
の
精
神
 

的
 救
済
が
得
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
 

ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
場
合
の
行
為
の
目
的
は
そ
 

れ
で
は
な
い
。
だ
が
、
 

 
 

 
 

 
 

ダ
の
浬
 

撃
の
象
徴
で
あ
り
、
ス
ト
ゥ
ー
 

パ
 を
崇
拝
す
る
 

こ
と
は
、
 

浬
撃
 
と
い
う
す
べ
て
の
仏
教
徒
に
と
っ
て
の
 

最
終
目
標
へ
と
至
る
こ
 

と
を
儀
礼
的
に
演
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
 

に
よ
っ
て
仏
教
徒
は
個
人
的
救
済
を
得
て
き
た
。
ブ
ッ
 

ダ
の
 
死
は
そ
の
よ
う
に
 

し
て
仏
教
徒
の
個
人
的
宗
教
実
践
を
規
定
し
続
け
て
き
 

た
の
で
あ
る
。
 

教
祖
の
死
が
信
徒
の
個
人
の
精
神
的
救
済
を
求
め
る
 

行
 為
蹊
 心
と
な
る
こ
と
は
仏
教
に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
は
 

な
い
。
例
え
ば
、
 

キ
 

リ
ス
ト
教
に
お
け
る
イ
エ
ス
の
死
は
ま
さ
に
個
々
の
 

信
 
徒
の
信
仰
の
核
心
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
卜
者
 

の
 
救
済
の
根
拠
は
 

イ
ェ
 

ス
が
 
十
字
架
上
で
そ
の
キ
リ
ス
卜
者
の
罪
を
晴
っ
た
こ
 

と
に
あ
る
の
だ
か
ら
。
 

に
ふ
さ
わ
し
い
「
 

窓
 」
で
あ
る
。
こ
の
窓
に
お
い
て
 

集
 団
的
 
宗
教
行
為
と
個
人
的
宗
教
行
為
と
い
う
宗
教
に
お
 

け
る
二
種
の
行
為
は
し
 

ば
し
ば
分
離
不
能
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
。
従
来
、
宗
 

教
学
者
、
民
族
学
者
は
第
一
の
行
為
形
態
に
注
目
し
、
 

神
字
者
、
仏
教
学
者
等
 

は
 
第
二
の
形
態
を
専
ら
扱
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
 

し
 
、
現
実
に
は
二
種
の
行
為
形
態
は
複
雑
か
っ
密
接
に
 

交
わ
っ
て
い
る
。
 

そ
の
二
種
の
行
為
形
態
の
交
り
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
 

宗
 
教
 、
例
え
ば
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
間
で
か
な
り
 

里
 
一
な
る
。
そ
の
異
な
り
 

方
が
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
の
特
質
を
物
語
る
の
で
あ
る
。
 

本
論
文
は
 

、
 死
と
い
う
現
象
を
「
 

窓
 」
に
し
て
か
の
 

二
 
種
の
行
為
形
態
が
さ
ま
 

ざ
ま
な
宗
教
、
特
に
仏
教
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
交
わ
 

る
か
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

  



宗
教
的
行
為
と
し
て
の
ヨ
ー
ガ
を
考
え
て
み
よ
う
。
 
ョ
 １
ガ
に
お
い
て
は
、
行
者
あ
る
い
は
実
践
者
の
身
体
的
 
、
舌
口
語
的
お
よ
び
 
心
 

 
 

こ
の
三
種
の
行
為
が
滅
し
た
状
態
に
な
っ
て
は
じ
め
て
 

ヨ
 ー
ガ
行
者
に
悟
り
 

の
 智
慧
あ
る
い
は
 霊
 我
一
純
粋
精
神
 -
 が
顕
現
す
る
、
 と
さ
れ
る
。
こ
の
際
、
そ
の
行
者
に
と
っ
て
悟
り
の
 
智
 慧
 あ
る
い
は
震
哉
 は
聖
 

な
る
も
の
で
あ
り
、
 減
 す
べ
き
も
ろ
も
ろ
の
行
為
は
俗
 な
る
も
の
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
悟
り
の
智
慧
等
は
 
、
実
践
者
が
手
に
入
れ
 

た
い
と
考
え
て
い
る
好
ま
し
き
聖
な
る
も
の
で
あ
り
、
 
身
体
的
活
動
等
は
そ
の
上
械
が
望
ま
れ
て
い
る
悪
し
き
 
否
定
さ
る
べ
き
 俗
 な
る
 

も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
好
ま
し
き
も
の
を
「
 浄
な
 る
も
の
」
と
呼
び
、
悪
し
き
否
定
さ
る
べ
き
も
の
を
「
 
不
浄
な
る
も
の
」
と
 呼
 

ぶ
こ
と
に
し
ょ
う
。
 

す
る
と
、
ヨ
ー
ガ
の
行
為
に
お
い
て
は
、
聖
な
る
も
の
 と
浄
 な
る
も
の
は
一
致
し
、
ま
た
 俗
 な
る
も
の
と
不
浄
 な
る
も
の
は
一
致
す
 

る
 。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ヨ
ー
ガ
は
本
来
、
一
人
の
 実
践
者
が
悟
り
の
智
慧
な
ど
を
得
よ
う
と
す
る
行
為
で
 
あ
り
、
集
団
あ
る
い
は
 

社
会
全
体
が
非
日
常
的
で
危
険
な
状
態
か
ら
脱
す
る
等
 
の
 目
的
を
有
す
る
行
為
で
は
な
い
。
多
数
の
 
ヨ
 ー
ガ
行
 者
が
集
団
あ
る
い
は
 共
 

同
体
を
作
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
ヨ
ー
ガ
と
い
う
行
為
 が
そ
れ
ぞ
れ
の
 ヨ
 ー
ガ
行
者
の
精
神
的
至
福
を
追
求
す
 る
と
い
う
こ
と
を
基
本
 

 
 

ヨ
 ー
ガ
と
い
う
宗
教
行
為
に
お
い
て
は
、
不
浄
 な
る
も
の
つ
ま
り
身
体
的
活
動
な
ど
 減
 す
べ
き
 俗
 な
る
 も
の
と
、
 浄
 な
る
も
の
つ
ま
 

も
り
獲
得
す
べ
き
悟
り
の
智
慧
な
ど
と
の
間
の
区
別
 
が
か
な
り
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、
仏
教
あ
る
い
は
 
ヒ
 

こ
，
 

教
 @
 お
し
て
こ
の
 

 
 

 
 

と
俗
 な
る
も
の
と
の
間
の
距
離
が
縮
小
あ
る
い
は
 
無
 と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
「
煩
悩
   

二
 
「
聖
な
る
も
の
」
「
 

俗
 な
る
も
の
」
の
意
味
 



合
 と
宗
教
に
お
け
る
二
極
の
間
の
関
係
は
か
な
り
異
な
 
っ
て
い
る
。
「
般
若
心
経
」
に
お
け
る
「
色
即
是
空
、
 空
即
是
色
」
と
い
う
 表
 

現
も
 
「
煩
悩
即
菩
提
」
と
同
様
の
考
え
方
を
示
し
て
い
 る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
般
若
心
経
」
に
お
け
る
「
 色
 」
 と
は
結
局
は
迷
い
の
 世
 

界
 の
こ
と
を
い
い
、
「
 空
 」
と
は
真
如
の
こ
と
で
あ
る
 か
ら
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
聖
な
る
も
の
と
 俗
 な
る
も
の
と
は
、
宗
教
 現
象
の
全
領
域
を
補
集
合
的
に
二
分
す
る
も
の
で
は
な
 
く
て
、
時
に
は
重
な
 

 
 

っ
 た
り
交
わ
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
流
動
的
な
二
つ
 
の
層
と
考
え
ら
れ
る
。
 

は
ん
 
住
 や
は
 

ヨ
 ー
ガ
の
行
法
や
「
般
若
心
経
」
が
勧
め
る
「
智
慧
の
 
完
成
」
（
般
若
波
羅
蜜
多
一
と
い
う
実
践
は
基
本
的
に
 は
 個
人
の
精
神
的
 救
 

済
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
宗
教
行
為
の
中
に
は
 
個
 人
の
精
神
的
救
済
を
求
め
る
と
い
う
よ
り
は
、
集
団
・
 
社
会
的
機
能
を
強
く
有
 

す
る
種
類
の
行
為
、
例
え
ば
、
葬
儀
が
あ
る
の
は
先
に
 
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
あ
る
集
団
に
お
い
て
死
者
が
 
出
た
と
い
う
こ
と
も
な
 

く
 、
ほ
か
に
そ
の
集
団
に
と
っ
て
特
別
危
険
な
事
件
も
 
起
き
て
い
な
い
場
合
に
は
そ
の
集
団
は
日
常
的
状
況
に
 
あ
る
。
あ
る
集
団
に
お
 

け
る
こ
の
よ
う
な
日
常
的
状
況
を
「
 俗
 な
る
も
の
」
と
 呼
 は
ぅ
 。
こ
の
呼
び
方
は
、
先
述
の
個
人
的
宗
教
行
為
 
に
お
け
る
否
定
さ
る
 べ
 

き
俗
 な
る
も
の
と
は
内
容
が
異
な
る
の
で
あ
る
が
、
 集
 回
 に
お
け
る
日
常
的
状
況
も
「
 俗
 な
る
も
の
」
と
い
う
 概
念
の
一
面
で
あ
る
と
 

ひ
と
ま
ず
規
定
し
て
お
こ
う
。
 

さ
て
か
の
集
団
に
お
い
て
死
者
が
出
た
と
し
よ
う
。
 
す
 る
と
そ
の
集
団
は
危
険
で
非
日
常
的
な
状
況
の
中
に
 
お
か
れ
る
こ
と
に
な
 

る
 。
死
者
は
無
の
圧
倒
的
力
を
見
せ
つ
け
る
不
気
味
で
 
危
険
な
存
在
だ
。
霊
力
を
有
す
る
と
も
思
わ
れ
る
恐
ろ
 
し
き
死
者
は
何
ら
か
の
 

浄
化
作
用
を
必
要
と
す
る
。
「
不
浄
な
も
の
」
で
あ
る
。
 一
方
、
死
体
は
遺
族
に
と
っ
て
は
肉
親
の
最
後
の
姿
 
を
 留
め
て
お
り
い
と
お
 

(482) 

浄 即 

主日揮 なる 

俗 」 

  

    
いてし 菩提 一 

と は 

しぼ 同一 

祝 月 
さ い 
ね ら 

て れ 
お る     
  
近 者 
の え 
ヨ 方 
l で 
ガ は   
湯 本 

264 



聖な   
し
い
と
い
う
側
面
も
あ
る
。
長
年
に
わ
た
る
活
動
を
終
 
え
て
物
言
わ
ぬ
者
と
な
っ
た
姿
が
犯
し
難
い
威
厳
を
感
 
じ
さ
せ
る
こ
と
も
し
ば
 

し
ば
だ
。
し
た
が
っ
て
、
死
者
あ
る
い
は
死
体
に
は
 
不
 浄
性
 が
存
す
る
と
と
も
に
津
佐
も
ま
た
存
在
す
る
と
 考
 え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
 

一
般
に
は
死
者
に
は
不
浄
性
の
方
が
津
佐
よ
り
も
勝
っ
 て
い
る
。
 

生
き
残
っ
た
者
た
ち
は
不
浄
な
る
死
者
と
そ
れ
ま
で
の
 
よ
 う
 に
暮
ら
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
危
険
な
雰
囲
気
を
 作
り
出
し
て
い
る
 主
 

原
因
で
あ
る
死
者
を
何
ら
か
の
方
法
で
生
き
残
っ
た
者
 
た
ち
の
住
む
世
界
と
は
別
の
世
界
へ
と
送
り
出
し
、
 
生
 き
 残
っ
た
者
た
ち
は
 死
 

者
が
出
る
以
前
の
か
の
日
常
性
つ
ま
り
 俗
 な
る
時
間
を
 と
り
戻
す
必
要
が
あ
る
。
葬
儀
は
す
で
に
こ
の
世
界
の
 者
で
は
な
く
な
っ
た
 死
 

-
6
-
 

者
を
別
世
界
へ
と
送
り
出
す
一
方
で
死
者
を
核
と
し
て
 生
じ
て
い
た
不
浄
な
る
雰
囲
気
を
浄
化
す
る
行
為
で
あ
 
る
 。
 

こ
こ
で
任
意
す
べ
き
は
、
葬
儀
の
場
合
に
は
 浄
 な
る
も
 の
と
不
浄
な
る
も
の
は
二
つ
な
が
ら
聖
な
る
も
の
の
 領
 域
 に
あ
る
こ
と
だ
。
 

こ
れ
は
 ヨ
 ー
ガ
な
ど
の
場
ム
ロ
 
と
 明
ら
か
に
異
な
っ
て
 い
 る
 。
ま
た
こ
の
場
合
の
「
聖
な
る
も
の
」
と
い
う
語
に
 
は
 、
崇
高
や
神
聖
と
い
 

っ
た
 意
味
よ
り
も
危
険
性
あ
る
い
は
不
気
味
さ
を
含
む
 非
日
常
性
と
い
っ
た
意
味
が
強
い
。
ま
た
「
 
俗
 な
る
も
 の
 」
に
は
、
俗
悪
、
 低
 

俗
 と
い
う
意
味
よ
り
も
特
別
の
事
件
な
ど
が
起
き
て
い
 な
い
 無
 緊
張
の
日
常
と
い
う
意
味
が
強
い
の
で
あ
る
。
 

ヨ
 ー
ガ
と
い
う
個
人
的
宗
教
行
為
と
葬
儀
と
い
う
集
団
 的
 宗
教
行
為
、
こ
の
二
つ
の
み
小
数
現
象
に
お
い
て
「
 聖
 な
る
も
の
」
と
「
 俗
 

な
る
も
の
」
と
い
う
二
つ
の
概
念
の
意
味
が
大
き
く
 
異
 な
っ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
の
二
種
の
宗
教
行
為
 
は
あ
く
ま
で
異
質
の
も
 

の
と
し
て
扱
う
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。
両
者
を
共
通
 し
た
基
礎
概
念
あ
る
い
は
操
作
概
念
に
よ
っ
て
統
一
的
 
に
 理
解
し
よ
う
と
す
る
 

の
は
む
だ
な
試
み
な
の
で
は
な
か
ろ
向
か
。
「
聖
な
る
 も
の
」
と
「
 俗
 な
る
も
の
」
と
い
う
二
つ
の
基
礎
概
念
 
の
 側
面
の
違
い
を
強
調
 

し
て
ま
で
そ
れ
ら
の
 二
 概
念
を
種
類
の
異
な
る
と
思
わ
 れ
る
も
ろ
も
ろ
の
宗
教
現
象
に
用
い
る
理
由
は
存
す
る
 
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
 

ま
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 

  



と
こ
ろ
で
、
仏
教
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
は
、
元
来
ヴ
ェ
ー
ダ
 
の
 宗
教
の
代
表
的
儀
礼
で
あ
っ
た
ホ
ー
マ
を
自
ら
の
 
体
 系
の
中
に
組
み
入
れ
 

-
J
-
 

な
っ
た
供
物
、
例
え
ば
バ
タ
ー
油
や
餅
が
神
で
も
あ
る
 火
 
（
 ア
グ
己
 
へ
と
投
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

  

ニ ょ が あ こ 
l う 垂 ホ る の 例 
タ 。 視 @  。 儀 え 
l 結 さ て す 礼 は 
） 昇 れ に な は 、 

一 一 一 
な さ る る わ バ ホ 
ど れ が っ ち う l 
に た " て " そ で 仏 

よ 、 そは ホン（ l 倍 @@@ 隻，     
教 

つ つ の 「 タ     
て   

に 0 な 

ち り ホ 

て 並 の 
聖 べ   

を 目 ヴ   
されな れたる 一 ヴ得的ェ 
た も も ァ ろ は l 

、 ろ の べ た 子 ダ 
す も と デ め 供 祭 
な ろ の 々 の の 式 
わ の 医 力 も 誕 に 
ち 通 則 ） の 生 お 
ヴ 具 だ 領 で 、 け 
ェ が と 域 は 病 る 
@ 室 い や な 気 基 で ダ的 本 うこなる 所作 治 の 
な 水 と と 癒 あ 

が め な る も の （ プ で 区 ど が 
と う き 月リ で   

であ り方 そ 

で つ い ま に う 

あ た る で 用 し 
つ と こ 強 い た 
た 考 と 調 て 疑 

。 え が し い 問 

ら 参 て る に 
ね い き の 文才 

る 。 た で し 
。 そ 。 は て 

こ の 値 な は   よう     
      

  
） を て に に 

に 有 涯 焦 よ 

お し 在 点 っ 
け て と を て 
る い い あ ま 

実 る う て っ 

践 が よ て た   
儀 え は る 異 
礼 に 統 こ な 
の 可 一 と っ 

あ 能 さ を た 



「
聖
な
る
も
の
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
 の
わ
た
し
の
説
明
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
 
さ
ら
に
は
イ
ス
ラ
ム
 

援
 

教
徒
に
と
っ
て
は
神
の
尊
厳
を
軽
ん
じ
て
い
る
よ
 
う
に
聞
こ
え
た
か
も
し
れ
な
い
。
「
旧
約
聖
書
 ヒ
ヨ
 旧
約
 き
に
お
け
る
「
里
佳
」
（
 コ
 

 
 

0
 
 １
デ
ー
シ
ュ
）
や
「
聖
な
る
も
の
」
（
カ
ー
ド
 ｜
 、
ン
ュ
 
）
と
い
う
ヘ
ブ
ラ
イ
語
は
わ
た
し
が
 
今
 述
べ
た
よ
 う
な
悟
り
、
死
者
、
儀
礼
場
 

 
 

聖
な
ど
を
指
す
と
い
う
よ
り
は
、
特
に
神
ヤ
ー
ヴ
ェ
 

な
 

｜
 
（
 
イ
ェ
ホ
 
ー
ヴ
ァ
上
に
対
し
て
 m
 い
ら
れ
る
語
で
 あ
る
か
ら
だ
。
 

  

四 

聖
な
る
も
の
と
い
う
概
念
 

た
 。
仏
教
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
 す
 な
 む
 ち
タ
ン
ト
ラ
仏
教
は
 、
仏
教
で
あ
る
以
上
、
悟
り
を
得
る
こ
と
を
最
終
日
 
標
 と
し
て
か
か
げ
て
 
ぃ
 

た
 。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
ホ
ー
マ
は
悟
り
 
や
 解
脱
を
得
る
た
め
の
行
為
で
は
な
い
。
仏
教
タ
ン
ト
 
リ
ス
ト
た
ち
は
、
 火
へ
 

の
 奉
献
あ
る
い
は
 献
供
 と
い
う
外
的
行
為
を
内
化
あ
る
 い
は
精
神
化
し
よ
う
と
し
て
そ
れ
に
成
功
し
た
の
で
あ
 
る
 。
つ
ま
り
、
外
的
に
 

は
 火
の
中
に
供
物
を
入
れ
る
と
い
う
行
為
を
「
内
的
に
 
は
 」
す
な
わ
ち
心
の
中
で
は
、
心
の
汚
れ
（
煩
悩
）
を
 
焼
く
修
行
で
あ
る
と
み
 

な
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
元
来
は
集
団
的
宗
教
 行
為
と
し
て
の
ホ
ー
マ
が
個
人
的
宗
教
行
為
と
し
て
の
 
意
味
を
も
有
す
る
こ
と
 

に
な
っ
た
。
タ
ン
ト
リ
ス
ト
た
ち
は
こ
の
よ
う
に
新
し
 
い
 意
味
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
の
宗
教
 
形
態
を
時
代
の
状
況
に
 

合
わ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
意
味
の
読
み
か
え
あ
る
い
は
新
し
い
意
味
 
の
 付
加
は
ホ
ー
マ
に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
 
例
え
 ば
 、
偉
大
な
宗
教
的
 

指
導
者
の
葬
送
儀
礼
の
場
合
に
も
一
般
の
葬
儀
と
は
 
異
 な
っ
た
象
徴
的
意
味
が
付
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
シ
ャ
 
力
 め
 遺
骨
は
、
聖
者
の
 

遺
体
の
名
残
り
で
あ
る
と
と
も
に
個
々
の
修
行
僧
の
 
精
 神
約
救
済
と
し
て
の
悟
り
（
 
混
磐
 ）
の
象
徴
と
も
な
 る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
 

ヰ
 
@
 
・
 
ハ
 
し
 
。
 



し
か
し
、
こ
こ
で
わ
た
し
が
用
い
て
い
る
「
聖
な
る
 
も
の
」
と
い
う
概
念
は
 、
 ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
「
コ
ー
デ
 
｜
 シ
ュ
」
 
爺
 三
牲
）
 や
 

「
カ
ー
ド
ー
シ
ュ
」
品
玉
な
る
者
）
よ
り
も
一
層
広
い
意
 
味
 に
用
い
て
い
る
こ
と
を
ま
ず
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
 「
コ
ー
デ
ー
シ
ュ
」
 
な
 

-
8
-
 

ど
の
毒
が
派
生
し
た
動
詞
「
カ
ー
ダ
シ
ュ
」
の
原
意
は
 
「
区
別
さ
れ
る
こ
と
」
と
考
え
ら
れ
る
。
被
造
物
で
あ
 る
 人
間
と
世
界
か
ら
 区
 

別
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
神
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
 
。
こ
の
よ
う
な
区
別
は
「
旧
約
」
に
お
け
る
「
聖
な
る
 
も
の
」
の
意
味
の
中
核
 

を
物
語
っ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

八
六
九
 ｜
 一
九
三
 セ
 -
 は
そ
の
著
「
聖
な
る
も
の
」
に
お
 
い
 て
、
「
旧
約
」
の
神
 

を
 中
心
に
考
察
し
て
、
元
来
は
旧
約
手
の
概
念
で
あ
っ
 
た
 
「
聖
な
る
も
の
」
を
宗
教
学
あ
る
い
は
宗
教
哲
学
的
 な
 操
作
概
念
へ
と
育
て
 

あ
げ
た
。
オ
ッ
ト
ー
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
特
に
ヴ
ィ
 
シ
ュ
 ヌ
教
や
ヨ
 
ー
ガ
な
ど
に
つ
い
て
多
く
の
著
作
を
残
し
て
 お
り
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
 

ス
ト
教
の
「
聖
な
る
も
の
」
と
い
う
概
念
が
イ
ン
ド
の
 伝
統
と
と
の
よ
う
に
異
な
る
力
を
指
摘
し
て
し
る
。
 

@
 
 
Ⅰ
 

、
 ㊥
 
i
 

さ
ら
に
ル
ー
マ
ニ
ア
の
宗
教
学
者
で
あ
り
、
晩
年
は
 
シ
 カ
ゴ
大
学
教
授
で
あ
っ
た
ミ
ル
チ
ャ
・
エ
リ
ア
ー
デ
（
 
一
九
 0
 セ
 ー
 一
九
八
六
 -
 

や
 フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
学
者
ロ
ジ
ェ
・
カ
イ
ヨ
ワ
二
九
一
 
ニ
ー
 一
九
七
八
 -
 た
ち
の
仕
事
に
よ
っ
て
「
聖
な
る
も
 
の
 」
と
「
 俗
 な
る
も
の
」
 

と
い
う
一
組
の
概
念
は
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
 
に
 対
し
て
の
み
で
は
な
く
、
宗
教
現
象
一
般
に
対
し
て
 
も
 有
効
で
あ
る
と
考
え
 

-
 
リ
 -
 

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
わ
た
し
の
 考
 察
の
方
法
は
か
の
先
駆
者
た
ち
の
仕
業
に
基
づ
い
て
は
 
い
る
が
、
カ
イ
 ヨ
ワ
た
 

ち
の
用
法
そ
の
ま
ま
に
「
聖
な
る
も
の
」
等
の
概
念
を
 
用
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
 

日
本
で
は
「
ハ
レ
」
と
「
 ケ
 」
と
い
う
一
組
の
概
念
が
 用
い
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
正
月
の
よ
う
な
特
別
の
 
暗
な
 ハ
レ
と
呼
び
、
 

日
常
の
時
を
 ケ
と
 呼
ん
で
き
た
。
こ
の
 対
 概
念
は
 、
正
 月
 、
地
域
の
祭
り
、
さ
ら
に
は
結
婚
式
と
い
っ
た
集
団
 
的
な
宗
教
行
為
や
行
事
 

の
場
合
に
は
、
つ
ま
り
特
別
の
時
と
日
常
の
時
と
の
 区
 別
を
表
現
す
る
に
は
有
効
な
概
念
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
 

ハ
レ
 と
ケ
 と
い
う
 対
   



概
念
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ガ
、
念
仏
、
禅
、
マ
ン
ダ
ラ
 
瞑
 悪
法
な
ど
の
い
わ
ば
個
人
的
宗
教
行
為
の
構
造
を
明
ら
 
か
ぼ
す
る
こ
と
は
ほ
と
 

ん
ど
不
可
能
だ
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ハ
レ
 
と
 ケ
 と
い
う
 対
 概
念
の
意
味
領
域
を
含
む
、
よ
り
一
層
 広
 い
 基
礎
概
念
を
必
要
と
 

す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
り
一
層
広
い
意
味
領
域
を
有
 
す
る
概
念
と
し
て
「
聖
な
る
も
の
」
と
「
 
俗
 な
る
も
 の
 」
を
選
ん
だ
の
で
あ
 

る
 。
 

こ
こ
で
わ
た
し
は
「
 聖
 」
「
 俗
 」
と
い
う
語
を
用
 い
ず
、
 「
聖
な
る
も
の
」
「
 俗
 な
る
も
の
」
と
い
う
語
を
用
い
 
て
い
る
。
聖
な
る
も
 

の
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
的
宗
教
的
伝
統
の
中
で
 歴
 史
的
に
つ
ち
か
わ
れ
て
き
た
意
味
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
 
そ
の
意
味
が
与
え
ら
れ
 

た
 事
象
、
事
物
で
あ
る
。
聖
な
る
意
味
あ
る
い
は
性
質
 
の
み
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
や
性
質
を
有
す
る
事
物
を
 も
 指
し
示
す
こ
と
に
し
 

た
い
。
例
え
ば
、
樹
木
、
石
、
彫
像
な
ど
に
聖
な
る
 意
 味
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
聖
別
品
王
化
 
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
 

そ
の
樹
木
等
は
聖
な
る
も
の
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
「
 
聖
な
る
も
の
」
と
は
意
味
あ
る
い
は
力
の
み
を
指
す
の
 
で
は
な
く
、
樹
木
、
石
 

等
の
事
物
そ
の
も
の
を
も
指
し
示
す
こ
と
が
多
い
た
め
 
に
 、
「
 聖
 」
と
い
う
語
よ
り
も
「
聖
な
る
も
の
」
と
い
 
う
よ
う
に
「
も
の
」
と
 

い
う
 単
語
を
含
ま
せ
た
方
が
ょ
り
適
切
と
思
わ
れ
る
。
 
聖
な
る
力
あ
る
い
は
性
質
と
と
り
た
て
て
指
し
示
し
た
 
い
場
 ム
口
 
に
は
「
前
王
佐
」
 

卜
 

と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
 

ビ
 の
よ
う
な
事
象
で
あ
れ
事
物
で
あ
れ
、
聖
な
る
も
の
 と
し
て
の
意
味
が
与
え
ら
れ
さ
え
す
れ
ば
、
そ
の
も
の
 
は
 形
が
あ
る
ま
ま
に
 

聖
な
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
や
仏
教
 
に
お
い
て
は
す
べ
て
の
も
の
が
聖
化
さ
れ
る
の
で
、
 人
 間
 を
も
含
め
た
自
然
界
 

接
 

の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
聖
な
る
も
の
と
な
る
。
 聖
な
 
る
も
の
が
形
を
探
る
と
い
う
よ
り
も
、
現
象
 界
 の
あ
ら
 の
ろ
 も
の
が
聖
な
る
も
の
と
 

 
 

 
 

的
 特
質
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
イ
ン
ド
の
宗
教
に
あ
 
っ
て
は
神
と
世
界
さ
ら
に
は
 

 
 

約
 」
の
神
ヤ
ー
ヴ
ェ
ー
や
「
コ
ー
ラ
ン
 
ヒ
 の
神
ア
ッ
ラ
 ｜
は
 、
被
造
物
と
し
て
の
 世
   



  

避 く な 体 裁 = 
経 性 置 さ 験 も ） 宗 
済 と く れ の あ 現 数 
行 い と た 場 る 状 と   
レトト ⅠⅡ す ・・ 。 
可   
逆 
，性 
丁旗 @@ L   
顕 
著 
@ 
現 
れ 
  

る 

商 
  

な 
口口 

が ， 

製 
エ % 壬 

さ 

れ 

販 
土ヤ ハ 
さ 

れ 
る   

と て あ る い で 
販 は い る 。 う き 

七ヤ 几 で る 行 持 三 る 
  き 揚 馬 殊 要 と 

後 
@ 思わ / しカ こ、 合むⅠ / ょ は神 素を 

あ 。 ど さ 秘 有 れ 一 

る 時 は れ 体 す るせ 
  間 合 る 験 る   
よ @ の し 以 や が 行 
そ 非 は 前 塩 、 為 
  司 ら と 死 宗 @ ま 

聖 に と ヤ 
な 到 な こ   
る る っ の キ 
も ま た よ り 

の で と う ス 

の に 感 に ト 

力 は じ 聖 教 
に 長 ら な 的 
授 く れ る 伝 
す 厳 る も 統 
る し 場 の に 

のい か修も俗 合とあ っ 

、 練 あ な て 
そ な る る は 
の 終 。 も ネ中 

プ え た の の 
ロ て と と 尊 
セ い え の 厳 
ス る 雨 間 を 

が の 者 に 損 
明 が が は な 

ら か常体 通一越う えこ 
ほ で と る と 

さ あ 感 べ だ 
れ る じ か と 

る 。 ら る 考 
必 そ れ ざ え 
要 の る る ら 
が 際 ょ 溝 れ 
あ 、 ぅ が て 
ろ 俗 な あ い   

Ⅲ ト接 仮 に 考 
7 千 列 え 

者 つ ら 

は た れ 
ど と る 

場合も のよう しても 

な 、 あ 
遣 そ れ 
筋 の ば   
を よ 面 
た う 者 
ど む が 

つ 境 一 

て 地 体 

界
を
超
越
し
た
も
の
で
あ
り
、
自
ら
の
姿
を
人
形
の
 
ィ
 メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
た
。
 神
 の
力
 が
被
造
物
に
い
き
 

 
 

 
 

 
 

わ
た
っ
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
被
造
物
 
の
 
一
つ
あ
る
い
は
全
体
を
神
の
姿
そ
の
も
の
で
あ
る
 
と
み
な
す
こ
と
は
 ユ
 ダ
 



望む るも   
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
す
で
に
た
び
た
び
述
べ
 
@
 
ヰ
 
@
@
 

し
 
ハ
 

。
 

と
ひ
き
か
え
に
代
金
が
支
払
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
 販
 七
 
%
 行
為
が
成
立
す
る
以
前
と
成
立
し
て
し
ま
っ
た
後
で
 
は
 状
況
は
ま
っ
た
く
 異
 

な
っ
て
い
る
。
一
つ
の
商
人
に
関
し
て
行
な
わ
れ
る
 商
 美
行
為
は
一
回
限
り
で
あ
り
、
そ
の
商
品
が
販
売
さ
れ
 
た
 後
に
前
の
状
態
に
戻
 

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
宗
教
行
為
の
場
合
に
あ
っ
て
も
 
そ
の
行
為
の
中
核
で
あ
る
「
聖
な
る
意
味
の
付
与
」
が
 
な
さ
れ
る
以
前
と
以
後
 

と
 で
は
状
況
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
 

例
え
ば
、
宗
教
的
雰
囲
気
の
中
で
行
な
わ
れ
た
結
婚
式
 
の
場
合
、
そ
れ
が
行
な
わ
れ
る
以
前
の
聖
化
さ
れ
て
い
 
な
い
状
況
か
ら
そ
れ
 

以
後
の
聖
別
が
行
な
わ
れ
た
状
況
へ
の
移
行
が
見
ら
れ
 
る
 。
結
婚
し
た
二
人
は
「
社
会
的
に
認
知
さ
れ
る
 前
 」
 の
 状
態
か
ら
「
認
知
さ
 

れ
た
 後
 」
の
状
態
へ
と
移
動
す
る
の
で
あ
る
。
結
婚
式
 
と
い
う
聖
な
る
状
況
に
お
い
て
も
、
葬
儀
の
場
合
と
同
 
様
に
そ
の
集
団
に
と
っ
 

て
の
危
険
性
と
か
婚
姻
の
有
す
る
 傲
 れ
と
い
っ
た
不
浄
 な
る
側
面
と
、
新
し
い
夫
婦
の
門
出
の
祝
福
と
い
っ
た
 
浄
 な
る
側
面
と
が
存
す
 

る
 。
た
だ
葬
儀
の
場
合
の
よ
う
に
浄
化
作
用
が
中
心
と
 
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
 

同
様
に
、
弟
子
の
入
門
儀
礼
に
お
い
て
も
入
門
が
許
さ
 
れ
る
以
前
か
ら
許
さ
れ
た
後
へ
と
い
う
方
向
が
見
ら
れ
 
る
 。
一
度
弟
子
と
な
 

っ
た
 者
が
そ
の
師
の
弟
子
で
な
く
な
る
こ
と
は
あ
っ
て
 も
 、
一
度
弟
子
と
な
っ
た
と
い
う
事
実
を
消
し
去
る
こ
 
と
は
で
き
な
い
。
 

こ
の
よ
う
に
宗
教
行
為
の
中
核
は
あ
る
対
象
に
対
し
て
 聖
な
る
意
味
を
与
え
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
聖
別
品
王
化
 
）
す
る
こ
と
で
あ
る
 

が
 、
そ
の
聖
化
と
い
う
行
為
が
ど
の
よ
う
な
目
的
を
有
 
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
個
人
的
宗
教
行
為
と
集
団
的
 
宗
 数
 行
為
と
の
区
別
が
生
 

じ
て
く
る
。
も
っ
と
も
現
実
に
は
宗
教
の
目
的
が
個
人
 的
な
も
の
か
集
団
あ
る
い
は
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
の
 
か
の
区
別
が
常
に
明
白
   



ネ
パ
ー
ル
の
カ
ト
マ
ン
ド
ゥ
盆
地
に
は
イ
ン
ド
系
の
 
ヒ
 ン
 ド
ゥ
ー
教
徒
や
チ
ベ
ッ
ト
・
ビ
ル
マ
語
系
の
仏
教
徒
 
が
 住
ん
で
 い
 る
が
、
 

い
ず
れ
の
場
合
も
通
常
は
遺
体
を
茶
 毘
に
 付
し
、
残
っ
 た
 灰
は
川
の
中
に
捨
て
て
い
る
。
も
っ
と
も
チ
ベ
ッ
ト
 
・
ビ
ル
マ
五
明
系
の
舌
口
 

亜
帥
 

な
 話
す
 ネ
 フ
ー
ル
人
の
内
の
仏
教
徒
は
火
葬
の
後
の
灰
 や
 骨
を
一
部
採
っ
て
お
き
、
仏
塔
の
建
立
に
際
し
て
そ
 
の
中
に
い
れ
る
こ
と
が
 

あ
る
と
い
う
。
 

ネ
 ワ
ー
ル
仏
教
徒
は
千
数
百
年
以
上
昔
か
ら
カ
ト
マ
ン
 ド
ゥ
盆
地
に
住
み
、
イ
ン
ド
よ
り
直
接
伝
え
ら
れ
た
 
大
 乗
 仏
教
を
護
持
し
て
 

き
た
。
 ネ
 ワ
ー
ル
仏
教
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
影
響
を
多
 分
 に
受
け
て
い
る
が
か
つ
て
の
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
に
近
 
い
と
思
わ
れ
る
形
態
を
 

今
日
に
伝
え
て
い
る
。
 

ネ
 ワ
ー
ル
社
会
に
お
い
て
死
者
が
出
た
場
合
に
は
そ
の
 遺
体
に
家
族
の
者
は
触
れ
な
い
。
死
者
の
身
体
を
浄
め
 
た
り
着
替
え
を
さ
せ
 

た
り
す
る
の
は
親
類
の
者
か
そ
の
家
族
が
属
す
る
宗
教
 的
講
 
（
グ
テ
ィ
 -
 の
メ
ン
バ
ー
か
で
あ
る
。
死
体
は
触
 れ
て
は
な
ら
な
い
 望
む
 

る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
こ
の
聖
な
る
も
の
 が
 不
浄
な
る
ゆ
え
に
触
れ
て
は
な
ら
な
い
の
か
、
浄
 
む
 る
ゆ
え
に
触
れ
て
は
な
 

ら
む
 い
 の
か
は
、
一
概
に
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
 思
 わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
す
で
に
述
べ
た
よ
 う
 に
死
者
 に
は
そ
の
両
義
性
が
存
 

し
 、
ど
ち
ら
の
場
面
が
支
配
的
に
な
る
か
は
ケ
ー
ス
に
 
よ
る
の
で
あ
る
。
 

遺
体
が
火
葬
さ
れ
た
後
、
家
族
の
メ
ン
バ
ー
そ
れ
ぞ
れ
 
は
 他
の
者
の
身
体
に
触
れ
ぬ
よ
う
に
す
る
。
他
の
家
の
 
メ
ン
バ
ー
も
も
ち
 ろ
 

ん
 彼
ら
に
触
れ
て
は
な
ら
な
い
。
彼
ら
は
死
の
械
れ
に
 
よ
っ
て
不
浄
な
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
 
。
死
者
自
身
と
は
違
っ
 

て
 、
死
者
に
触
れ
た
者
た
ち
は
死
者
の
有
す
る
不
浄
な
 
る
 側
面
に
触
れ
る
と
 ネ
 ワ
ー
ル
社
会
で
は
考
え
ら
れ
て
 い
る
。
一
般
に
は
一
三
 

  



日
の
間
そ
の
よ
う
な
状
態
が
続
く
。
カ
ー
ス
ト
の
違
い
 
に
よ
っ
て
は
十
日
あ
る
い
は
 セ
 日
の
場
合
も
あ
る
と
い
 ,
 
フ
 0
 

火
葬
が
終
わ
っ
た
後
の
い
わ
ば
「
喪
に
あ
る
状
態
」
を
 
「
ジ
ュ
 ト
 」
と
呼
ぶ
。
も
っ
と
も
「
ジ
ュ
 ト
 」
と
い
う
 概
念
は
「
 喪
 」
の
そ
 

れ
よ
り
も
広
義
だ
。
例
え
ば
、
他
人
が
す
で
に
口
を
付
 け
た
そ
の
同
じ
コ
ッ
プ
で
水
な
ど
を
飲
め
ぼ
、
そ
の
 
飲
 ん
だ
人
は
 ジ
ュ
ト
す
 な
 

わ
ち
「
不
浄
な
る
」
状
態
に
入
る
と
い
わ
れ
る
か
ら
だ
 。
身
を
浄
め
て
か
ら
行
な
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
儀
礼
 
の
席
で
酒
を
飲
む
人
は
 

も
も
度
の
強
い
 ジ
ュ
ト
 の
期
間
で
あ
る
。
 

一
ケ
 月
が
 

ジ
ュ
ト
 で
士
の
る
。
こ
の
よ
 二
ワ
に
 「
ジ
ュ
 ト
 」
と
い
う
 @
 
五
 
%
 

経
つ
と
シ
ュ
ラ
ー
 ッ
ダ
と
 呼
ば
れ
る
死
者
儀
礼
、
日
本
 

億
 
「
 
喪
 」
と
い
う
意
味
の
み
な
ら
ず
、
社
会
的
、
文
 

で
い
 う
「
法
事
」
が
行
な
わ
 

化
 的
に
定
め
ら
れ
て
い
 

る
 規
定
、
規
範
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
 

「
ジ
ェ
ト
」
と
い
う
語
の
基
本
的
な
意
味
は
「
汚
れ
て
 い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
汚
れ
は
時
間
の
 
経
過
と
と
も
に
少
な
 

く
な
る
も
の
、
消
え
去
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
 、
そ
の
禁
忌
を
破
る
な
ら
ば
汚
れ
の
度
合
い
は
た
ち
ま
 
ち
 当
初
の
汚
れ
の
強
さ
 

に
ま
で
戻
っ
て
し
ま
う
。
例
え
ば
、
火
葬
の
数
日
後
に
 誰
か
が
 ジ
ュ
ト
 の
期
間
に
あ
る
者
の
身
体
に
触
れ
た
と
 す
る
と
、
そ
の
触
れ
 ろ
 

れ
た
者
は
そ
の
時
か
ら
一
三
日
、
あ
る
い
は
十
日
、
七
 日
の
禁
忌
の
時
間
を
過
ご
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
  
 

死
後
 セ
口
 目
に
死
者
を
出
し
た
家
族
は
葬
儀
に
出
席
し
 た
 親
族
た
ち
を
招
い
て
ご
飯
を
ふ
る
ま
う
。
そ
し
て
、
 
木
の
葉
を
重
ね
て
 作
 

っ
た
 円
形
の
皿
七
枚
に
白
い
ご
飯
を
盛
り
、
家
の
前
の
 道
路
な
ど
に
置
い
て
死
者
に
供
え
る
。
い
わ
ゆ
る
「
 
初
 七
日
」
の
行
事
に
あ
た
 

る
 。
 

一
 三
日
が
過
ぎ
る
と
、
か
の
家
族
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
は
 白
 い
 衣
服
に
替
え
、
男
子
は
頭
を
剃
る
。
父
が
死
ん
だ
 場
合
は
一
年
間
、
 

ョ
 

比
｜
 グ
ル
ト
を
食
べ
ず
、
母
が
亡
く
な
っ
た
時
に
は
 
ミ
ル
ク
を
飲
ま
な
い
。
火
葬
の
後
の
 
一
 三
日
間
、
十
日
 あ
る
い
は
 セ
 日
間
が
も
っ
と
 

 
 

 
 

ぬ
れ
、
そ
の
法
事
が
毎
月
続
け
ら
れ
て
死
後
一
年
を
 迎え
る
と
、
そ
の
家
族
の
メ
ン
バ
ー
は
 ジ
ュ
ト
 で
な
く
 な
る
。
つ
ま
り
、
死
に
起
因
   



聖
一
一
倍
 

る
 。
葬
儀
に
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
機
能
が
存
す
る
こ
と
 
も
す
で
に
述
べ
た
。
 

間
 

 
 

時
 

図
 

月
 

  

 
 

ケ
同
 

2
 

  

 
 

 
 

 
 

 
  

 死
者
発
生
 

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
死
者
の
出
る
前
の
期
間
は
俗
 
な
る
期
間
で
あ
り
、
死
者
が
出
た
後
 

の
 一
年
の
期
間
は
、
非
日
常
的
で
あ
り
、
禁
忌
を
伴
う
 と
い
う
意
味
で
聖
な
る
時
間
と
呼
ぶ
こ
 

と
が
で
き
よ
う
。
一
人
の
死
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
 
た
 禁
忌
は
「
ジ
ェ
ト
」
と
呼
ば
れ
る
 聖
 

な
る
期
間
に
お
い
て
段
階
的
に
解
消
さ
れ
る
。
そ
の
 禁
 忌
の
発
生
の
原
因
は
死
で
あ
る
。
特
に
 

死
体
と
い
う
ま
こ
と
に
危
険
で
恐
ろ
し
き
も
の
が
生
ま
 
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
死
体
が
発
散
さ
せ
 

る
 霊
力
に
よ
っ
て
非
日
常
的
と
な
っ
た
雰
囲
気
は
何
ら
 
か
の
方
法
に
よ
っ
て
浄
化
さ
れ
、
生
き
 

残
っ
た
者
た
ち
は
日
常
性
へ
と
戻
ろ
う
と
す
る
。
一
方
 
、
死
者
は
別
の
世
界
へ
と
送
り
出
さ
れ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ケ
月
 

 
 
ケ
月
 

1
2
 

 
 
 
 

Ⅱ
 
 
 

 
 

 
 

な
か
っ
た
が
、
半
年
、
一
年
を
経
て
よ
う
や
く
実
感
さ
 
れ
る
と
い
う
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
 

家
族
の
メ
ン
バ
ー
の
感
情
の
あ
り
方
と
社
会
的
ジ
ュ
 
ト
 0
 期
間
を
終
え
る
こ
と
と
は
別
の
こ
と
 

で
あ
る
。
 

す
る
禁
忌
か
ら
離
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
 

一
 
年
間
は
行
な
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
結
婚
式
な
ど
の
 

日
出
た
い
行
事
を
行
な
 

 
 
 
 
 
 

ぅ
 こ
と
が
で
き
る
状
態
と
な
る
。
 

 
 
 
 

こ
の
家
族
に
死
者
が
出
る
直
前
か
ら
、
メ
ン
バ
ー
の
 

一
 
人
 が
死
に
、
一
年
を
経
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
は
 

、
図
 
Ⅰ
 の
よ
う
に
描
く
こ
と
㈹
 

 
 

 
 

 
 



聖なるものと 死 

一
九
九
九
年
に
 
ネ
 ワ
ー
ル
の
著
名
な
仏
教
 
僧
 で
あ
り
 学
 者
で
あ
っ
た
ラ
ト
ナ
 
カ
ジ
 ・
ヴ
ァ
ジ
ュ
ラ
ー
チ
ャ
ル
 
ヤ
 が
 亡
く
な
っ
た
。
 こ
 

の
人
の
葬
儀
に
つ
い
て
家
族
の
メ
ン
バ
ー
に
尋
ね
た
こ
 

と
が
あ
る
。
ま
ず
、
ラ
ト
ナ
カ
ジ
氏
の
遺
体
に
対
し
て
 

ど
の
よ
う
な
儀
礼
が
行
 

な
わ
れ
た
の
か
と
質
問
し
て
み
た
。
そ
れ
に
対
し
て
は
 
「
遺
体
を
仏
像
の
よ
う
に
 
結
跡
 趺
坐
さ
せ
て
供
養
 ヲ
 ｜
 ジ
ャ
ー
）
を
行
な
っ
 

た
 。
遺
体
は
神
（
 ド
ゥ
ョ
 一
の
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
だ
 
。
そ
の
供
養
の
儀
式
の
後
で
家
族
は
泣
く
こ
と
が
許
さ
 

れ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
 

は
 悲
し
く
と
も
泣
い
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
答
え
が
 

返
っ
て
き
た
。
 

死
者
あ
る
い
は
死
体
に
は
不
浄
性
 
と
 津
佐
と
の
両
面
が
 
存
す
る
と
す
で
に
述
べ
た
が
、
こ
の
ラ
ト
ナ
カ
ジ
氏
の
 

遺
体
へ
の
供
養
と
い
 

う
 儀
礼
に
お
い
て
は
死
者
の
有
す
る
 
浄
 性
の
側
面
が
顕
 わ
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
 

し
 、
死
者
あ
る
い
は
 
死
 

体
 が
不
浄
な
る
雰
囲
気
あ
る
い
は
禁
忌
の
原
因
で
あ
る
 

こ
と
は
疑
い
は
な
い
。
な
ら
ば
、
死
者
あ
る
い
は
死
体
 

に
 存
す
る
と
い
わ
れ
る
 

二
面
性
は
矛
盾
し
た
も
の
と
し
て
存
す
る
の
で
あ
ろ
う
 

か
 。
死
者
が
出
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
聖
な
る
 

雰
囲
 気
の
中
で
 浄
 な
る
も
の
 

と
 不
浄
な
る
も
の
と
が
交
錯
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
 

。
し
か
し
、
相
反
す
る
二
つ
の
側
面
あ
る
い
は
要
素
が
 

交
錯
す
る
と
は
ど
の
よ
 

う
な
構
造
の
も
と
に
行
な
わ
れ
て
い
る
の
か
。
 

  

七 

死
者
の
浄
性
と
不
浄
性
 

こ
こ
で
の
問
題
は
、
葬
儀
に
お
い
て
浄
化
さ
れ
る
と
い
 ぅ
 場
合
、
何
が
浄
化
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 
。
 一
 三
日
も
の
間
、
 

他
人
の
身
体
に
も
触
れ
ず
ま
た
触
れ
さ
せ
な
い
と
い
う
 
よ
う
な
厳
し
い
禁
忌
が
課
せ
ら
れ
る
の
は
一
体
何
が
原
 
因
 な
の
か
。
死
の
傲
れ
 

だ
と
一
般
に
い
わ
れ
る
。
こ
の
「
 死
 」
と
は
死
者
あ
る
 い
は
死
体
な
の
か
。
も
し
死
体
な
ら
ば
、
そ
れ
は
傲
れ
 
の
 具
現
と
い
う
こ
と
に
 

な
る
が
、
本
当
に
 ネ
 ワ
ー
ル
仏
教
徒
は
そ
の
よ
う
に
 考
 え
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 



ラ
ト
ナ
カ
ジ
氏
の
家
族
の
メ
ン
バ
ー
は
い
う
。
「
死
体
 に
 触
れ
ば
触
っ
た
人
は
 ジ
ュ
ト
 と
な
る
。
し
か
し
、
 死
 体
は
ジ
ュ
ト
 で
は
な
 

い
 。
」
ジ
ュ
 ト
 と
は
社
会
的
概
念
で
あ
り
、
死
者
は
す
で
 
に
 社
会
の
一
員
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
ジ
ュ
 
ト
 と
な
る
こ
と
は
な
い
、
 

と
い
う
論
理
は
容
易
に
理
解
で
き
る
。
な
ら
ば
、
ジ
ュ
 
ト
 で
は
な
い
も
の
に
触
れ
た
と
こ
ろ
で
触
れ
た
者
は
 ジ
 ュ
ト
 に
は
な
ら
な
い
と
 

い
 う
 論
理
も
成
立
す
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
 
に
は
死
体
に
触
れ
た
者
は
、
浄
め
ら
れ
る
た
め
に
は
 幾
 日
 も
の
時
間
が
必
要
と
 

な
る
ほ
ど
不
浄
な
も
の
に
触
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
 
。
そ
も
そ
も
死
者
あ
る
い
は
死
体
の
有
す
る
あ
の
本
気
 
抹
 さ
は
い
っ
た
い
何
で
 

あ
ろ
う
か
。
 

カ
ト
マ
ン
ド
ゥ
盆
地
に
住
む
イ
ン
ド
系
の
 ヒ
 ン
ド
ウ
 ｜
 教
徒
の
幾
人
か
に
「
死
体
は
 ジ
ュ
ト
か
 」
尋
ね
て
み
た
 。
彼
ら
は
火
葬
の
仕
 

万
 、
ジ
ュ
 ト
 の
概
念
な
ど
に
つ
い
て
は
、
 ネ
 ワ
ー
ル
 仏
 教
徒
た
ち
と
ほ
ぼ
同
様
の
理
解
を
有
し
て
い
た
が
、
 
ヒ
 ン
 ド
ゥ
ー
教
徒
で
あ
る
 

点
で
仏
教
徒
と
は
い
さ
さ
か
異
な
る
考
え
方
も
し
て
い
 
た
 。
バ
フ
ー
 ン
 の
カ
ー
ス
ト
、
つ
ま
り
イ
ン
ド
で
い
う
 な
ら
ば
バ
ラ
モ
ン
階
級
 

の
 カ
ー
ス
ト
に
属
す
る
イ
ン
ド
系
の
あ
る
ネ
パ
ー
ル
 人
 の
 答
え
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
「
死
体
に
は
ア
ー
ト
 
マ
ン
（
 
我
 ）
は
す
で
に
な
 

く
 、
そ
れ
は
も
は
や
単
な
る
物
体
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
 
る
か
ら
、
ジ
ュ
 ト
 で
は
な
い
。
ア
シ
ュ
ッ
 ダ
 
（
清
浄
で
 は
な
い
も
の
）
で
も
、
 

ヴ
ィ
ト
ロ
（
汚
い
も
の
）
で
も
な
い
。
も
っ
と
も
腐
乱
 
死
体
は
ヴ
ィ
ト
ロ
だ
。
」
 

「
ア
シ
ュ
ツ
ダ
」
と
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
「
シ
ュ
ツ
 ダ
 」
（
清
浄
な
も
の
）
と
い
う
語
に
否
定
 辞
 
「
 ア
 」
 を
 付
け
て
作
っ
た
形
容
 

詞
 で
あ
り
、
ネ
パ
ー
ル
語
の
語
彙
の
中
に
組
み
入
れ
 
ろ
 れ
て
い
る
。
こ
の
語
は
「
ジ
ュ
 
ト
 」
と
同
じ
意
味
に
 用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
 

る
 。
 例
え
ぼ
 、
す
で
に
述
べ
た
 よ
う
 に
、
火
葬
の
前
 、
 家
の
中
で
死
体
を
動
か
し
た
り
す
る
の
は
家
族
以
外
 
0
 者
が
す
る
の
で
あ
る
 

が
 、
も
し
も
家
族
の
メ
ン
バ
ー
と
か
定
め
ら
れ
た
以
外
 
0
 者
が
死
体
に
触
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
者
は
 ジ
ュ
ト
 で
 あ
る
が
、
ア
シ
ュ
ッ
 ダ
 

で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
。
 

  



聖なるものと 死 
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と る か は の は だ ぎ 
る囲 。 の 「「 死タは     ね 、 マ か つ り か 

の
バ
フ
 ー
 ン
 の
階
層
に
属
す
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
を
は
 じ
め
、
カ
ト
マ
ン
ド
ゥ
在
住
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
た
ち
 
か
ら
聞
き
得
た
か
 

で
は
、
仏
教
 僧
 ラ
ト
ナ
カ
ジ
氏
の
家
族
が
し
た
よ
う
に
 死
体
を
神
と
み
た
て
て
そ
の
死
体
に
供
養
を
す
る
こ
と
 
は
な
い
と
の
こ
と
 

た
 。
「
ヴ
ィ
ト
ロ
」
と
は
、
も
の
が
腐
っ
た
り
、
涯
な
 ど
と
混
じ
り
合
っ
た
と
き
の
汚
さ
を
い
う
。
イ
ン
ド
、
 
ネ
パ
ー
ル
な
ど
で
 

つ
て
は
 屍
林
一
 シ
ュ
マ
シ
ャ
ー
 ナ
 ）
と
呼
ば
れ
る
場
所
 に
 死
体
が
火
葬
さ
れ
ず
に
捨
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
 
っ
た
 0
 ネ
パ
ー
ル
 

ン
ダ
ラ
に
は
そ
の
よ
う
な
 屍
 林
の
中
で
死
体
が
獣
に
 食
 べ
ら
れ
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
 
。
そ
の
時
の
死
体
 

イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
が
黄
泉
の
国
で
見
た
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
 ミ
コ
ト
の
腐
乱
死
体
の
よ
う
に
恐
ろ
し
い
も
の
で
あ
っ
 
た
ろ
う
。
 

た
し
は
例
の
 バ
フ
 ー
 ン
 の
階
層
の
ネ
パ
ー
ル
人
に
「
 し
 か
し
、
死
体
、
特
に
死
後
時
を
経
た
死
体
は
恐
ろ
し
 
い
も
の
で
は
な
い
 

と
 質
問
し
た
。
彼
は
「
た
し
か
に
死
体
は
タ
ル
シ
 
ノ
 
（
 
ギ
ョ
ッ
と
す
る
ほ
ど
恐
ろ
し
い
）
だ
。
だ
が
そ
れ
は
 
感
情
の
問
題
で
あ
 

死
体
自
体
が
ど
う
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
と
は
こ
の
際
 関
係
が
な
い
」
と
答
え
た
。
つ
ま
り
、
彼
も
死
体
が
 
タ
 ル
シ
ノ
 で
あ
る
こ
 

認
め
る
が
、
そ
れ
は
個
人
的
感
情
な
の
で
あ
っ
て
 
、
ジ
 ュ
ト
 の
よ
う
な
社
会
的
概
念
で
は
な
い
と
い
う
の
で
 
あ
る
。
も
っ
と
も
 

ル
 シ
ノ
」
と
い
う
概
念
も
社
会
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
 
と
い
 え
 よ
う
 。
た
だ
そ
の
社
会
的
で
あ
る
濃
度
が
異
 
な
る
の
で
あ
る
。
 

体
は
恐
ろ
し
き
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
は
、
こ
れ
 
ま
で
葬
儀
に
参
列
し
た
時
の
周
囲
の
雰
囲
気
を
感
じ
た
 
り
 、
あ
る
い
は
 周
 

者
た
ち
が
話
す
の
を
幼
 
い
 時
か
ら
聞
い
て
い
た
り
し
て
 、
自
分
の
属
す
る
文
化
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
中
で
 
養
 わ
れ
た
も
の
で
あ
 

し
た
が
っ
て
、
人
間
の
身
体
を
食
べ
る
習
慣
が
あ
る
 場
 合
や
 、
人
肉
を
食
料
と
し
な
け
れ
ば
生
き
な
が
ら
え
る
 
こ
と
が
で
き
な
い
 



カ
ト
マ
ン
ド
ゥ
盆
地
最
大
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
寺
院
で
あ
る
 
パ
シ
ュ
パ
テ
ィ
ナ
ー
ト
の
境
内
に
小
さ
な
層
塔
形
式
の
 
寺
 ヴ
ァ
 ツ
サ
 レ
ー
シ
 

 
 

ュ
 ヴ
ァ
リ
ー
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
 三
 0
0
 年
頃
前
ま
で
 人
身
御
供
が
捧
げ
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
際
、
犠
 
牲
 と
な
っ
た
人
の
遺
体
 

は
す
ぐ
横
を
流
れ
る
川
の
岸
で
焼
か
れ
る
の
で
は
な
く
 

 
 

設
け
ら
れ
た
炉
で
焼
か
 

れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
レ
ン
ガ
で
縁
取
り
さ
れ
た
 炉
の
跡
が
今
も
残
っ
て
い
る
が
、
犠
牲
に
さ
れ
た
人
体
 
に
 対
し
て
人
々
は
一
般
 

の
 死
体
に
対
す
る
感
情
あ
る
い
は
観
念
と
は
別
の
も
の
 
を
 有
し
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
宗
教
の
名
に
お
い
 
て
 ム
ロ
法
的
に
断
た
れ
 
た
 

あ
る
人
間
の
生
命
お
よ
び
後
に
残
る
死
体
は
供
物
と
な
 
る
 。
こ
の
供
物
は
す
で
に
幾
度
に
も
行
な
わ
れ
た
儀
礼
 
に
よ
っ
て
 浄
 性
の
強
め
 

ら
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
火
葬
の
後
 
に
 残
っ
た
灰
や
骨
を
川
の
水
に
流
し
て
浄
め
る
必
要
 
は
な
 い
 の
だ
と
思
わ
れ
 

る
 。
火
葬
の
後
の
灰
や
骨
を
川
、
特
に
ガ
ン
ジ
ス
河
に
 
流
す
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
死
者
の
魂
が
浄
め
ら
れ
て
 
天
界
に
行
く
こ
と
が
で
 

き
る
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
か
ら
だ
。
 

人
身
御
供
と
な
っ
た
者
の
死
体
は
ア
シ
ュ
ッ
 ダ
 
（
不
浄
 
な
る
も
の
）
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
、
人
身
御
供
 
が
 実
際
に
あ
っ
た
か
 

否
 か
は
別
と
し
て
も
、
ネ
パ
ー
ル
人
は
「
ア
シ
ュ
ッ
 ダ
 で
は
な
い
」
と
答
え
る
で
あ
ろ
う
。
病
に
犯
さ
れ
て
 
死
 ん
だ
者
の
遺
体
も
「
 ア
 

シ
ュ
ッ
 ダ
 で
も
な
く
 ジ
ュ
ト
 で
も
な
い
」
と
人
々
ほ
い
 う
 。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
死
者
あ
る
い
 
は
 死
体
は
葬
儀
の
場
を
 

と
り
ま
く
不
浄
な
気
分
の
源
泉
で
あ
る
に
違
い
な
い
の
 
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
説
明
す
れ
ば
よ
い
の
で
 
あ
ろ
う
か
。
 

死
者
が
出
る
と
そ
の
集
団
が
聖
な
る
雰
囲
気
に
包
ま
れ
 
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
そ
の
聖
な
る
雰
囲
気
を
 
生
む
要
因
と
し
て
の
 

死
者
あ
る
い
は
死
体
に
は
元
来
、
浄
な
る
も
の
と
不
浄
 
な
る
も
の
と
の
両
方
が
存
在
す
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
 
で
あ
ろ
う
。
 浄
 な
る
も
 

   
  

 

八
人
身
御
供
と
い
う
 死
 

 
 



なるものと 死 

強
く
、
か
つ
そ
れ
は
 浄
 な
る
も
の
の
権
化
の
よ
う
に
 見
 徴
 さ
れ
て
い
る
。
 

の
 、
不
浄
な
る
も
の
と
は
対
象
に
付
与
さ
れ
る
意
味
な
 
の
で
あ
り
、
状
況
に
よ
っ
て
 浄
 、
不
浄
い
ず
れ
か
 
一
 万
の
意
味
が
隠
さ
れ
た
 

り
 、
こ
と
さ
ら
に
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
思
わ
れ
 
る
 。
「
死
者
あ
る
い
は
死
体
は
不
浄
な
も
の
で
は
な
い
 」
と
 ネ
 ワ
ー
ル
仏
教
徒
 

た
ち
が
い
う
の
は
、
死
者
の
尊
厳
を
傷
つ
け
ま
い
と
す
 
る
 配
慮
か
ら
で
あ
ろ
う
。
 

ネ
 フ
ー
ル
の
一
般
の
葬
儀
に
お
い
て
は
、
死
者
が
出
た
 
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
聖
な
る
雰
囲
気
の
中
で
は
、
 
不
浄
な
る
も
の
が
 強
 

く
、
浄
 な
る
も
の
は
比
較
的
に
弱
い
と
い
え
よ
う
。
 葬
 儀
 は
そ
の
不
浄
な
る
も
の
の
 度
 人
ロ
 
ぃ
 を
弱
め
、
生
者
が
 死
者
の
出
る
以
前
の
俗
 

な
る
世
界
へ
と
戻
る
こ
と
が
で
き
る
 よ
う
 に
す
る
意
味
 づ
け
の
行
為
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
死
者
自
身
は
 
浄
 な
る
も
の
と
し
て
の
 

度
合
い
な
一
層
強
め
ら
れ
、
聖
化
さ
れ
た
後
、
生
者
の
 
世
界
と
は
別
の
世
界
へ
と
送
り
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

人
身
御
供
の
場
合
に
は
、
犠
牲
と
し
て
の
死
者
が
出
た
 時
点
で
す
で
に
そ
の
死
者
は
聖
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
 
、
浄
 な
る
も
の
と
し
 

て
の
度
合
い
は
極
め
て
高
い
。
そ
の
聖
化
さ
れ
た
も
の
 を
 他
世
界
へ
と
供
物
と
し
て
送
る
こ
と
が
人
身
御
供
と
 
い
 う
 儀
礼
の
核
心
で
あ
 

る
 。
も
っ
と
も
供
物
を
捧
げ
終
わ
っ
た
後
は
生
者
た
ち
 
は
俗
 な
る
雰
囲
気
に
戻
る
こ
と
に
関
し
て
は
一
般
の
葬
 儀
の
場
入
ロ
 
と
 同
様
で
あ
 

る
 。
 

人
身
御
供
は
現
実
的
な
例
で
は
な
い
と
考
え
る
人
々
が
 多
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
戦
死
者
、
テ
ロ
の
 
犠
 牲
 者
、
抗
議
の
た
め
 

に
 自
殺
し
た
者
な
ど
の
葬
儀
は
今
日
に
あ
っ
て
は
現
実
 
的
な
も
の
だ
が
、
彼
ら
の
葬
儀
の
構
造
は
人
身
御
供
の
 
場
ム
ロ
 
と
よ
く
似
て
い
る
 

の
で
あ
る
。
戦
死
者
や
テ
ロ
の
犠
牲
の
遺
体
を
収
め
た
 棺
が
 多
く
の
人
に
よ
っ
て
運
ば
れ
て
い
る
際
、
そ
の
 
遺
 体
 の
空
性
は
す
こ
ぶ
る
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集
団
的
宗
教
行
為
で
あ
っ
た
ホ
ー
マ
（
護
摩
）
が
仏
教
 
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
に
お
い
て
内
仏
（
精
神
化
）
さ
れ
て
 個
 人
的
宗
教
行
為
の
要
 

素
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
 
、
火
葬
が
ホ
ー
マ
の
一
種
と
見
 徴
 さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
 。
カ
ト
マ
ン
ド
ウ
 在
 、
住
 

の
 チ
ベ
ッ
ト
僧
が
亡
く
な
っ
た
際
、
そ
の
僧
の
遺
体
の
 干
 に
マ
ン
ダ
ラ
が
敷
か
れ
て
茶
毘
が
行
な
わ
れ
た
。
 
こ
 の
 棄
民
 を
 チ
ベ
ッ
ト
 僧
 

た
ち
は
「
ジ
ン
 セ
 」
と
呼
ん
で
い
た
。
こ
れ
は
チ
ベ
ッ
 ト
 語
で
ホ
ー
マ
を
意
味
す
る
。
こ
の
火
葬
に
は
、
死
者
 
が
 一
刻
も
早
く
輪
廻
よ
 

り
 解
脱
で
き
る
こ
と
を
祈
る
と
と
も
に
火
葬
を
行
な
う
 
者
た
ち
、
こ
の
場
合
は
仲
間
の
僧
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
が
、
 
心
の
汚
れ
を
火
の
中
で
 

焼
く
と
い
う
意
味
付
け
が
存
し
た
の
で
あ
る
。
因
み
に
 
、
ネ
パ
ー
ル
に
お
い
て
特
定
の
者
以
外
は
死
体
に
触
 
れ
な
い
よ
う
に
す
る
の
 

は
 、
死
者
が
生
前
規
し
か
っ
た
者
た
ち
へ
の
執
着
を
断
 
ち
 切
る
妨
げ
と
な
ら
な
い
た
め
で
あ
る
と
い
う
意
味
 
づ
 け
も
な
さ
れ
て
い
る
。
 

仏
教
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
で
は
一
般
に
ホ
ー
マ
は
 プ
 ー
ジ
 ャ
 ｜
 
（
供
養
）
 
す
 な
む
ち
聖
な
る
 神
 、
仏
な
ど
に
供
物
を
 捧
げ
る
儀
礼
の
中
に
 

含
め
ら
れ
、
そ
の
一
部
と
し
て
行
な
わ
れ
る
。
し
た
が
 
っ
て
、
ホ
ー
マ
の
形
を
採
る
火
葬
も
通
常
は
供
養
の
枠
 
の
中
で
行
な
わ
れ
る
の
 

で
あ
る
。
先
述
の
チ
ベ
ッ
ト
僧
の
葬
儀
の
際
、
マ
ン
ダ
 
う
の
上
に
置
か
れ
た
遺
体
は
お
そ
ら
く
仏
と
見
ら
れ
、
 
火
の
中
に
投
げ
入
れ
 る
 

れ
る
豆
類
や
花
な
ど
は
そ
の
仏
へ
の
供
物
と
見
 倣
 な
さ
 れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
供
物
を
捧
げ
る
と
い
う
行
為
 
は
 、
火
葬
を
行
な
っ
た
 

僧
 た
ち
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
仏
に
近
づ
く
、
つ
ま
り
 悟
 り
へ
と
近
づ
く
と
い
う
い
わ
ゆ
る
個
人
的
宗
教
行
為
の
 
意
味
付
け
を
も
有
し
て
 

い
た
で
あ
ろ
う
。
 

一
般
の
葬
儀
に
対
し
て
い
か
に
熱
心
に
な
っ
て
も
悟
り
 や
救
 い
が
 得
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
先
に
述
べ
た
。
 
し
か
し
、
死
の
有
 す
 

る
 不
浄
性
を
ほ
と
ん
ど
認
め
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
葬
儀
 
を
 
「
個
々
人
の
精
神
的
救
済
を
求
め
る
行
為
」
と
 見
 徴
 す
と
い
う
場
合
も
あ
 

   
 

 
 

九
 
葬
儀
と
個
人
的
宗
教
行
為
 

 
 



遺
体
の
全
部
あ
る
い
は
一
部
が
変
質
は
す
る
が
後
に
長
 

く
 残
る
こ
と
が
あ
る
。
舎
利
と
か
即
身
仏
の
場
合
で
あ
 

る
 。
高
野
山
な
ど
の
 

ぬ
 
密
教
系
の
寺
院
で
は
、
布
に
包
ま
れ
た
舎
利
を
個
 

々
の
参
拝
者
の
頭
上
に
置
い
て
加
持
す
る
こ
と
が
あ
る
 

。
加
持
と
は
空
性
の
度
の
強
 

い
も
の
か
ら
 
塑
 性
の
弱
い
者
や
俗
な
る
も
の
に
 
聖
 な
る
力
を
与
え
る
こ
と
を
い
う
。
こ
の
加
持
を
受
け
る
 

者
は
、
原
理
的
に
は
悟
り
と
 

 
 

0
 者
で
あ
る
。
舎
利
と
は
遺
体
か
ら
残
っ
た
も
の
で
は
 

あ
る
が
、
修
行
者
の
頭
上
に
   

十
反
 存
在
、
そ
し
て
入
定
予
定
者
 

る
 。
例
え
ば
、
浄
土
真
宗
の
あ
る
派
で
は
、
死
者
は
浄
 
上
 へ
と
旅
立
っ
た
目
出
た
 い
 存
在
、
つ
ま
り
 浄
 な
る
 存
在
で
あ
る
故
に
「
 

中
 」
と
い
う
よ
う
な
張
り
紙
を
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
 
し
し
Ⅰ
考
え
ら
れ
 

Ⅰ
し
る
Ⅰ
、
 

ナ
 

一
 
一
｜
 

4
 

た
し
か
に
親
鸞
の
教
え
に
は
、
死
の
汚
れ
と
か
喪
の
期
 間
 に
関
す
る
規
定
な
ど
は
 見
 あ
た
ら
な
い
。
念
仏
の
中
 に
 常
に
い
る
者
に
 

っ
て
は
死
の
汚
れ
や
死
者
の
不
浄
性
な
ど
と
思
う
こ
と
 は
な
い
筈
で
あ
る
。
す
べ
て
の
世
界
が
常
に
阿
弥
陀
の
 
光
明
の
中
に
存
す
る
 

-
 
巧
 -
 

で
あ
り
、
死
者
は
ま
さ
に
阿
弥
陀
の
国
に
迎
え
と
ら
れ
 た
 存
在
で
あ
る
故
に
 、
 何
も
の
も
忌
む
必
要
は
な
い
 筈
 で
あ
る
。
こ
の
立
場
 

理
論
的
根
拠
は
明
快
で
ほ
あ
る
が
、
こ
の
 ょ
う
 な
原
理
 主
義
的
立
場
が
日
本
の
よ
う
な
風
土
の
中
で
ど
れ
ほ
ど
 
の
 現
実
的
な
力
を
持
 

得
る
か
は
ま
た
別
に
考
察
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
 
 
 

と
も
あ
れ
、
死
者
に
関
す
る
儀
礼
（
葬
送
儀
礼
）
に
お
 
い
て
、
聖
な
る
雰
囲
気
の
中
で
強
め
ら
れ
た
津
佐
 が
俗
 な
る
も
の
に
取
り
 

ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
一
般
に
は
集
団
的
宗
教
 行
為
の
結
果
が
個
人
的
宗
教
行
為
を
構
成
す
る
 頃
 と
し
 て
 機
能
す
る
場
合
で
 

る
 。
一
方
、
個
人
的
宗
教
実
践
の
要
素
が
含
ま
れ
な
い
 
と
き
に
は
、
死
者
は
聖
別
さ
れ
た
後
、
 俗
 な
る
も
の
の
 世
界
か
ら
段
階
を
追
 

て
 切
り
離
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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汚
れ
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
優
美
と
 

 
 

で
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
恐
ろ
し
き
も
の
を
残
し
た
の
か
 。
そ
れ
は
、
悟
り
あ
る
い
は
解
脱
と
い
っ
た
生
前
に
は
 
至
る
可
能
性
の
ほ
と
 

ん
ど
な
い
境
地
に
近
づ
く
た
め
の
ま
さ
に
死
を
賭
け
た
 試
み
の
結
果
で
あ
っ
た
ろ
 う
 。
僧
が
入
定
す
る
際
に
は
 、
地
中
深
く
掘
ら
れ
た
 

石
室
に
入
り
、
食
を
断
ち
、
わ
ず
か
に
入
っ
て
く
る
 
空
 気
で
呼
吸
し
な
が
ら
、
肉
体
的
死
の
瞬
間
を
待
つ
と
い
 
ぅ
 。
そ
の
後
、
遺
体
が
 

ミ
イ
ラ
化
し
た
頃
に
村
人
が
掘
り
起
こ
し
て
、
仏
像
で
 あ
る
か
の
よ
う
に
安
置
さ
れ
、
人
々
は
そ
れ
を
礼
拝
の
 
対
象
と
す
る
。
 

入
定
が
近
づ
い
た
時
の
修
行
者
あ
る
い
は
僧
の
心
的
状
 
態
 は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
入
定
 
す
 る
こ
と
は
行
為
で
あ
 

り
 、
行
為
に
は
先
述
の
よ
う
に
二
）
現
状
認
識
あ
る
い
 
は
 世
界
観
、
二
二
目
的
、
お
よ
び
二
三
手
段
の
三
要
素
 
が
あ
る
。
入
定
の
目
的
 

は
 、
入
定
者
自
身
が
「
 仏
 」
と
な
ろ
 う
 と
す
る
こ
と
、
 即
身
仏
を
村
な
ど
の
共
同
体
の
聖
な
る
シ
ン
ボ
ル
 
と
し
 て
 保
有
す
る
こ
と
な
ど
 

が
 考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
入
定
し
ょ
う
と
す
る
者
に
は
 
目
的
、
手
段
な
ど
の
明
確
な
概
念
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
む
し
ろ
目
的
と
手
段
と
 

を
 区
別
す
る
こ
と
が
重
要
で
は
な
く
な
る
の
で
は
な
か
 
ろ
 う
か
 。
近
い
将
来
に
死
の
瞬
間
が
確
実
に
訪
れ
る
こ
 
と
を
入
定
者
は
知
っ
て
 

い
る
。
し
か
し
、
そ
の
瞬
間
に
自
分
が
求
め
て
き
た
も
 
の
が
成
就
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
今
の
瞬
間
瞬
間
 
に
す
で
に
成
就
し
て
い
 

る
と
思
 う
 で
あ
ろ
う
。
目
的
の
成
就
す
る
瞬
間
が
向
こ
 う
か
ら
近
づ
い
て
き
て
、
瞬
間
は
「
常
に
今
あ
る
」
 
こ
 と
に
気
付
く
こ
と
に
な
 

ろ
う
。
 

ム
フ
 
ま
で
自
己
が
所
有
し
て
き
た
と
考
え
て
き
た
も
の
が
 無
 と
な
る
と
い
う
意
識
は
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
い
っ
た
 
い
 何
が
無
と
な
る
の
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聖なるものと 死 

を 
得 死 
る に 

と 直 
い 百 十 
， っ し 一 
ょ た 

  
と っ 

は て 
異 字 
な 殿 
っ か 

た ら 
イ千 田 

為 的 

彩 態と へ   
生 う 

ま よ 

れ ぅ 

る に 
こ 時 

と 間 
で が 

あ 流 
ろ 甘 Ⅰ 

ない っ ， 。 
そ で 
の あ 
よ る 

うな ぅ 。 
場 少 

含 む 
@"  し { 
@ と 

し も 

ば 手 
し 段 
@ ま @ こ 

目 よ 

的 つ 
と て 

手 目 

段 的 

  

か
 。
 死
 と
い
う
無
は
常
に
何
者
か
の
無
で
あ
っ
た
。
 

そ
 の
 何
者
か
る
わ
れ
わ
れ
は
 
反
 存
在
釜
 だ
 反
す
る
存
在
 ）
 と
 名
づ
け
た
。
死
の
 

反
 存
在
は
、
肉
体
で
あ
ろ
う
か
、
「
自
分
」
と
い
う
 

思
 い
な
の
か
、
そ
れ
と
も
生
前
に
行
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
 

う
か
。
よ
う
す
る
に
 
自
 

分
 と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
人
定
者
は
 

何
が
無
と
な
る
か
な
ど
と
も
考
え
な
い
に
違
い
な
い
。
 

お
そ
ら
く
彼
は
近
づ
き
 

つ
つ
あ
る
聖
な
る
も
の
に
包
ま
れ
て
自
分
と
は
何
か
な
 

ど
と
考
え
る
必
要
の
な
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
と
 

思
 わ
れ
る
。
 

目
的
と
手
段
の
区
別
も
な
く
、
 
無
と
 無
に
反
す
る
存
在
 （
 
反
 存
在
）
と
の
区
別
も
な
い
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
入
定
 

者
が
真
の
意
味
で
 
求
 

め
た
も
の
で
は
な
か
ろ
向
か
。
こ
こ
で
は
 

俗
 な
る
も
の
 つ
ま
り
入
定
者
に
聖
な
る
も
の
が
「
降
り
て
き
て
」
 

そ
 0
 者
を
包
ん
で
 い
 る
で
 

あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
 
俗
 な
る
も
の
と
聖
な
る
も
の
と
の
 
区
別
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
あ
た
か
も
 

ド
ラ
 イ
ア
イ
ス
を
水
の
中
に
 

入
れ
た
時
の
よ
う
に
、
両
者
は
激
し
く
反
応
し
て
い
る
 

で
あ
ろ
う
。
「
般
若
心
経
」
の
「
色
即
是
空
、
空
即
是
 

色
 」
は
ま
さ
に
こ
の
色
 

と
い
う
 俗
 な
る
も
の
と
空
と
い
う
聖
な
る
も
の
の
激
し
 

い
 交
り
を
示
し
て
い
る
。
「
煩
悩
即
菩
提
」
も
例
え
ば
 

死
に
直
面
す
る
と
い
う
 

よ
う
な
危
機
に
お
い
て
の
み
意
味
の
あ
る
表
現
な
の
で
 

あ
る
。
 

死
に
直
面
す
る
状
況
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
疎
遠
な
も
 

の
で
は
な
い
。
入
定
者
の
例
も
特
殊
な
も
の
で
は
な
い
 

。
わ
れ
わ
れ
は
い
っ
 

か
か
な
ら
ず
食
を
摂
取
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
呼
吸
も
 

で
き
な
い
状
況
に
置
か
れ
る
か
ら
だ
。
す
べ
て
の
者
が
 

入
定
予
定
考
な
の
で
あ
 

る
 。
 



に
お
い
て
現
れ
る
こ
と
は
比
較
的
理
解
し
や
す
い
。
 し
 か
し
、
集
団
的
行
為
に
は
現
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
わ
た
し
は
集
団
的
行
為
 

に
も
現
れ
る
の
だ
と
思
う
。
と
い
う
よ
り
も
宗
教
は
根
 底
 に
時
間
の
非
可
逆
性
に
反
抗
す
る
態
度
が
あ
る
の
だ
 
と
 思
う
。
 死
 と
い
う
よ
 

う
な
人
間
に
と
っ
て
も
っ
と
も
決
定
的
な
問
題
は
集
団
 
あ
る
い
は
共
同
体
の
問
題
で
も
あ
る
。
人
間
た
ち
は
 
死
 後
の
時
間
が
い
か
に
 可
 

能
 か
と
考
え
て
き
た
。
神
話
が
伝
え
る
神
々
の
行
為
は
 

 
 

に
も
反
復
さ
れ
る
べ
き
 

こ
と
な
の
で
あ
る
。
神
話
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
 は
 、
神
話
が
伝
え
る
英
雄
た
ち
の
行
為
が
ま
た
行
な
わ
 
れ
る
と
考
え
て
い
る
こ
 

と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
あ
っ
て
は
、
 時
間
は
一
方
に
の
み
流
れ
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
て
い
 
な
 い
 。
 

そ
も
そ
も
宗
教
が
関
わ
っ
て
い
る
も
の
、
つ
ま
り
人
々
 
が
 
「
聖
な
る
も
の
」
と
呼
ん
で
き
た
も
の
は
日
常
が
っ
 き
 破
ら
れ
た
次
元
に
 

顕
 わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
死
と
は
そ
れ
ま
で
 
0
 百
（
 反
 存
在
）
に
終
止
符
が
打
た
れ
る
こ
と
で
あ
る
 
が
 、
日
常
と
い
う
有
を
 

根
底
か
ら
く
つ
が
え
す
事
件
だ
。
神
に
し
て
も
悟
り
に
 
し
て
も
常
識
に
よ
っ
て
解
明
し
尽
く
さ
れ
る
種
の
も
の
 
で
は
な
い
。
こ
の
よ
 う
 

な
 聖
な
る
も
の
に
関
わ
る
場
合
に
は
手
段
か
ら
目
的
 
へ
 と
い
う
時
間
の
方
向
は
逆
流
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
 
 
 

も
ち
ろ
ん
宗
教
が
関
わ
る
す
べ
て
の
場
面
で
そ
の
よ
う
 
な
 時
間
の
逆
流
が
起
き
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
 
一
 般
の
宗
教
的
行
為
に
 

お
い
て
は
、
個
人
的
な
も
の
集
団
的
な
も
の
共
に
手
段
 
か
ら
目
的
へ
と
い
う
方
向
が
重
視
さ
れ
る
。
し
か
し
、
 
聖
な
る
も
の
が
姿
を
見
 

せ
る
そ
の
瞬
間
に
は
そ
の
よ
う
な
方
向
は
見
え
な
く
な
 
る
こ
と
だ
ろ
う
。
 例
え
ぼ
、
 死
の
瞬
間
に
お
い
て
。
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聖なるものと 死 

お
 ㏄
③
。
 
七
 ・
Ⅰ
㏄
の
・
Ⅱ
㏄
の
に
依
っ
 

セ
 
に
。
 

-
9
 
一
力
・
 0
 （
（
 

o
.
b
 

漢
亜
氏
 ～
～
 

憶
ぬ
 -
 
山
 目
 
の
の
 
田
 三
円
 お
 毛
の
 
コ
往
漆
 Q
 ③
 三
ミ
・
）
 
ニ
コ
 ・
こ
の
書
の
和
訳
に
、
山
谷
省
吾
 訳
 
「
聖
な
る
も
 
の
ヒ
 岩
波
書
店
、
一
九
六
㈱
 

 
 

八
年
が
あ
る
。
 

-
 
皿
 -
 例
え
ば
 力
仁
隼
 
0
-
f
O
 

再
 0
,
 

し
む
 

G
n
 

口
驚
 3
%
-
 
旧
ぎ
 S
 熟
の
ぎ
 蓮
輻
注
始
 
ま
き
 
荘
軋
棚
 の
 臣
昏
 や
二
ぎ
ま
 一
 
Q
0
 
（
 
す
 p
,
 
Ⅰ
の
 
O
 で
 c
 乙
本
一
 
o
 斤
 
N
 絹
 

 
 

轟
 ・
 け
お
 
-
 
こ
の
書
の
訳
で
あ
る
立
川
武
蔵
・
希
代
子
訳
「
 イ
 ン
 ド
 の
神
と
人
」
人
文
書
院
、
一
九
八
八
年
、
一
 0
 五
頁
、
一
二
一
 
一
頁
、
一
二
五
頁
 
-
 

0
 コ
 ①
 
コ
侍
い
 

-
 勾
の
の
。
 

ド
 Ⅱ
い
す
Ⅰ
 

コ
の
ヱ
 

ヰ
目
（
の
・
Ⅰ
の
Ⅱ
 

つ
 -
.
D
.
 

）
 
ト
の
 

つ
 ③
こ
こ
で
い
う
「
 極
 」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
西
蔵
 仏
教
宗
義
研
究
 
一
 
第
一
巻
 一
 

ト
ゥ
カ
ン
「
一
切
宗
義
」
 サ
 キ
ヤ
 派
の
章
し
東
洋
文
 

庫
 、
一
九
七
四
年
、
一
頁
参
照
。
 

一
 
6
@
 
 
「
 
浄
 」
「
不
浄
」
の
概
念
に
関
し
て
は
、
三
瓶
清
朝
「
 
浄
と
 不
浄
イ
ン
ド
文
化
の
儀
礼
的
汚
れ
の
信
仰
に
つ
い
て
」
 

-
 
日
 本
 民
族
学
会
編
「
民
族
 享
 

研
究
」
一
九
七
五
年
、
四
 0
 巻
 三
一
口
互
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
 

し
か
し
、
三
瓶
論
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
 浄
と
 不
浄
と
の
中
 問
状
態
」
と
い
う
 概
 

念
は
用
い
な
か
っ
た
。
三
瓶
論
文
で
は
考
察
の
対
象
と
な
つ
て
い
 
な
い
念
仏
、
禅
な
ど
の
個
人
的
宗
教
行
為
を
も
「
 浄
 」
と
「
 不
 浄
 」
と
の
概
念
に
よ
 

っ
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
際
に
は
む
し
ろ
「
中
間
状
態
」
の
概
念
 
は
 用
い
な
い
万
が
よ
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
の
め
・
 

ミ
 ・
 ド
 a
c
 
ゴ
 巴
瓦
㏄
 

ミ
ダ
け
エ
ご
ツ
 
。
 

り
 二
ロ
Ⅰ
・
 
し
 の
 0
 串
 ア
リ
 
ブ
 セ
ミ
Ⅰ
ぬ
き
 

蓮
め
 Ⅰ
 ぶ
紬
 Ⅰ
 苔
 -
 
ロ
 0
 
目
 一
 
・
 ま
っ
 づ
目
 
巴
 由
り
 
コ
ハ
 
Ⅱ
四
 
%
 ㏄
の
の
㌧
 

目
す
 
-
 
ガ
下
 
0
 
Ⅱ
 
9
 り
 
0
0
 
こ
，
で
つ
 

・
 
づ
 @
@
 
が
 

-
7
 
一
 ヴ
ェ
ー
ダ
の
ホ
ー
マ
祭
式
に
つ
い
て
は
、
 ミ
 ・
 日
 o
n
r
 

ヨ
の
 
趨
ヂ
け
 ㌧
 ド
 ア
 u
-
k
a
 

「
。
 

a
 コ
 %
 ミ
 ・
 パ
 0
-
 
ぎ
吏
簾
 。
 吏
 ㌔
 ぎ
さ
 ヨ
捷
 こ
 ヰ
 
ご
め
 
-
 一
口
の
一
ゴ
 

一
 
。
 ヲ
自
 
0
 巳
 -
 
㏄
 -
 

し
が
 
コ
 a
r
 
の
 
乙
舗
 m
 巾
仁
ヴ
 
目
の
 
プ
 の
お
・
 

2
0
0
 

こ
を
参
照
さ
れ
た
 

-
8
-
 こ
れ
ら
の
 へ
 ブ
ラ
イ
語
は
勾
Ⅰ
 注
 二
 %
 曲
目
あ
一
の
 

ロ
 ・
 
汀
 ド
ミ
 
め
 
ら
～
 
っ
ミ
へ
ミ
 
薫
ら
こ
 
け
 
Q
0
 
討
晃
 き
ぬ
 0
 駐
ゴ
 ㏄
の
～
Ⅰ
 

ま
ぬ
ミ
 
・
 
そ
 0
 プ
 い
お
 プ
 一
 
n
p
 
㏄
 o
.
 
ミ
 0
0
 
僅
ピ
 
㌧
「
の
の
の
。
 

王
 
j
 

了
一
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
拙
著
「
中
論
の
思
相
ど
 法
 蔵
館
 、
一
九
九
四
年
、
三
六
 ｜
三
セ
 頁
に
お
い
て
触
れ
た
。
 

-
2
 
）
 っ
 「
 
ド
 （
 
モ
 o
m
 

ぎ
の
概
念
に
つ
い
て
は
し
 

い
 三
の
ニ
コ
 
ぬ
ぃ
 
二
 m
 。
 寒
 ㏄
 
ざ
ふ
ぬ
乙
さ
ぺ
 
～
 
キ
の
 
め
 -
 
ま
管
束
 笘
 ぬ
ぐ
 
ぜ
ぬ
 
。
 
巨
セ
せ
む
ト
碇
 
守
 お
 p
 日
ヴ
 
「
 
一
 
良
 ㏄
の
・
ミ
ド
の
の
：
 

由
 a
r
 
つ
い
 
「
 
巨
 

C
 コ
 @
 の
「
四
目
㌧
Ⅰ
の
の
の
 

-
 ）
の
い
こ
，
 

ロ
 ・
 
m
 
ぃ
 

-
3
-
 ブ
ッ
ダ
の
遺
骨
の
分
配
と
崇
拝
に
関
す
る
伝
承
に
つ
い
て
 
は
 中
村
元
 訳
 
「
ブ
ッ
ダ
最
後
の
旅
 
&
 岩
波
書
店
、
一
九
八
 0
 年
 、
 一
セ
 四
｜
 一
八
一
頁
 
参
 

照
 。
 

一
 
4
@
 
 
「
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト
ラ
」
（
 
一
 、
一
二
は
ヨ
ー
ガ
を
定
義
し
 て
 「
小
作
 
m
 の
上
械
 
一
 
あ
る
い
は
制
御
一
で
あ
る
」
 宙
 （
（
 
a
 。
 
ヰ
 Ⅱ
（
 

已
 。
 
三
 「
 
0
 ユ
ア
と
 と
い
う
。
 

こ
の
場
合
の
三
ヨ
由
ぎ
は
完
壁
な
上
械
な
の
か
心
の
作
用
を
わ
 。
ず
か
に
残
し
た
制
御
な
の
か
は
後
世
の
解
釈
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
 
で
あ
る
が
、
い
ず
 

れ
に
せ
よ
七
の
働
き
を
可
能
な
か
ぎ
り
 佃
 く
す
る
点
で
は
一
致
し
 て
い
る
。
の
 
チ
ま
 ・
 
刃
 ・
ぺ
隈
 
臼
 。
 コ
ミ
 六
億
ミ
キ
㌔
 
ぉ
 @
 
ミ
ミ
荘
 
～
 釜
 。
 0
 コ
い
，
巾
 

ア
 ド
 お
 %
 い
 Ⅱ
 
オ
簿
 
㍉
 



参
照
。
 

一
皿
 -
 
の
 扶
 ・
 ミ
 ・
月
目
リ
僅
の
 

-
 も
 東
出
で
安
心
ぬ
ま
さ
薄
薄
 

梯
 わ
さ
 
ミ
で
 
き
 n
-
 
コ
り
 ョ
 ㌢
 お
 -
 勾
 。
 毛
 。
 三
ダ
 ）
 窩
ご
 ・
風
間
敏
夫
 訳
 
「
 
聖
と
 裕
巳
法
政
大
 学
 出
版
局
、
一
九
六
九
 

棚
 

 
 

午
 。
盈
ハ
 ソ
 
ツ
ぎ
。
田
ト
・
 
圭
 。
ド
 

ニ
べ
 
こ
㏄
 ミ
連
き
ハ
マ
 Ⅰ
 弓
 ㏄
（
 
@
 
の
 。
 Q
p
 ヨ
屈
 乙
 。
）
 
呂
 ⑧
・
小
河
水
 現
訳
 
「
 
人
 問
と
聖
な
る
も
の
 
ヒ
 せ
り
か
 青
 居
 、
一
九
セ
一
年
。
 

@
-
 

拙
著
「
 曇
奈
 羅
の
神
々
」
あ
り
な
書
房
、
一
九
八
七
年
、
 

一
一
頁
、
拙
著
「
般
若
心
経
の
新
し
い
読
み
方
」
春
秋
社
、
二
 
0
0
 

一
年
、
四
三
頁
 参
 

㈹
 

昭
 "
 
。
 

（
は
 -
 
①
卜
の
・
㌧
Ⅱ
 

由
 m
n
 
す
ヂ
 六
色
き
ま
 
さ
ぉ
 
良
心
二
心
安
全
（
 
く
げ
コ
コ
ギ
下
 
コ
 （
 
c
 二
の
 い
 す
Ⅱ
 
c
 に
卜
辞
 の
 c
.
 
㌧
 申
 す
 コ
 ㏄
 
す
の
 
Ⅰ
 
s
-
 
）
の
Ⅱ
 

巴
 。
 く
 0
@
 ゲ
 で
・
ト
下
い
 

@
-
 

真
宗
の
中
の
こ
の
旅
の
王
 張
は
 つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
 
沖
 和
史
「
「
遠
洋
」
運
動
と
教
学
論
争
」
 

ミ
 中
外
日
報
」
中
外
日
 報
社
 ）
（
 上
 -
 一
九
九
九
 

年
 七
月
一
口
、
一
中
一
一
九
九
九
年
七
月
三
日
、
一
下
 
-
 一
九
九
九
年
 七
月
六
日
。
 

（
 し
 
「
忌
む
」
と
い
う
語
は
現
在
で
は
不
吉
な
も
の
、
凶
の
状
 

態
 、
な
ど
不
浄
な
る
も
の
を
避
け
る
と
い
う
意
味
に
用
い
ら
れ
る
 場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
 

る
が
、
古
代
 
詰
め
 
「
イ
ミ
」
に
は
 浄
 な
る
塑
性
の
意
味
も
あ
っ
 た
 。
例
え
ば
，
「
 イ
 ミ
オ
 ノ
 」
 宮
心
斧
 -
 は
神
殿
な
ど
を
造
る
た
め
 に
清
め
た
斧
を
い
 

 
 



ッ
サ
 ナ
ー
」
の
英
訳
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
宗
派
の
固
 有
名
詞
で
も
あ
る
。
 

 
 

の
 

「
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
」
 

オ
ぢ
毬
部
き
観
芭
 
と
し
 て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
「
イ
ン
サ
イ
ト
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
 
コ
 
ン
」
と
は
「
ヴ
ィ
 パ
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仏
教
が
ア
メ
リ
カ
で
伸
び
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
 
非
 常
に
興
味
深
い
現
象
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
二
千
五
百
年
 
ほ
ど
昔
、
東
洋
で
発
 

生
し
た
宗
教
が
、
今
日
あ
ら
ゆ
る
面
で
世
界
を
リ
ー
ド
 
し
て
い
る
西
洋
の
超
大
国
に
 、
 密
か
で
あ
り
な
が
ら
も
 確
実
に
浸
透
し
て
い
る
   

で   て た は 文 
は イ メ め か し し こ が 東   
な ン デ げ l て て の 存 洋 似 に 教 
い サ ィ る プ か き よ 在 か 前 根 の 

ア 

木 銭 仏   
い す ン 課 ら 為 が 

、 表 メ ト が り の 必ア   
仏 提 り い そ ョ シ 

。 つ る   、 が っ 

ら 長 、 て 

好 と 灯 台 の で そ 

リ 仏 力 し   佳 史 さ あ 
界 に れ る   の は つ 。 る に で ナ し 社 土 見 っ 新 

事 、 も イ て 会 な ら あ し 
と べ そ ズ の に 

無 闇 
、 ノ れ さ 仏 良 ぃ上 宗教 れな 仏 る 

サ な れ 教 く の か 散 地 
係 ィ 取 た 」 適 企 つ に や 



    

夜
 自
宅
で
床
に
就
く
前
、
仏
教
書
を
読
む
人
を
「
 コ
 薄
ゴ
 
（
。
の
（
 

ゅ
 三
 %
 臣
隼
ま
の
 
（
の
」
（
夜
の
読
書
ラ
ン
プ
仏
教
徒
）
 
と
 、
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
 呼
 

ん
で
い
ろ
。
彼
ら
の
間
に
は
、
仏
教
の
教
え
に
は
非
常
 
に
 興
味
を
持
つ
が
、
仏
教
と
雄
も
「
既
成
宗
教
」
や
「
 
宗
教
団
体
」
へ
の
参
加
㎝
 

 
 

9
 

を
 極
力
拒
む
人
達
が
多
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
宗
教
 」
（
「
の
目
性
。
 

已
 
よ
り
も
「
霊
怪
」
す
団
（
 
円
 
（
窪
が
 
コ
 （
し
を
 求
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
 

 
 
 
 

こ
の
よ
う
な
考
え
を
持
つ
人
達
ほ
ど
仏
教
に
強
く
引
か
 れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
仏
教
が
キ
リ
ス
ト
教
 や
ュ
 ガ
ノ
ヤ
教
 の
よ
う
な
「
告
示
 

ボ
 
る
が
、
ト
マ
ス
・
 ト
 ノ
ー
ド
教
授
は
、
仏
教
セ
ン
 
タ
 ー
や
お
寺
に
は
殆
ど
行
か
な
い
が
、
個
人
的
に
 
メ
デ
 イ
 テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
な
い
、
 

 
 

か
ら
で
あ
る
。
勿
論
、
ア
メ
リ
カ
人
の
多
く
は
キ
リ
ス
 ト
 教
徒
で
あ
る
。
し
か
し
以
前
と
違
っ
て
一
九
六
 0
 年
 代
 後
半
頃
か
ら
、
キ
リ
 

ス
ト
 教
 以
外
の
宗
教
が
「
外
国
の
宗
教
」
と
い
う
よ
り
 も
 、
も
は
や
「
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
」
と
し
て
受
け
入
れ
 
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
 

き
て
お
り
、
仏
教
も
そ
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
 

ア
メ
リ
カ
の
仏
教
徒
の
数
は
現
在
、
約
三
百
万
と
推
定
 さ
れ
て
い
る
。
米
国
 A
B
C
 
ニ
ュ
ー
ス
の
推
定
で
は
、
 口
 百
万
か
ら
六
百
万
 

一
 
i
 一
 

と
 見
る
一
方
、
学
問
的
統
計
と
し
て
は
古
い
も
の
し
か
 な
く
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
四
十
万
と
い
う
少
な
い
数
と
 
な
る
。
実
際
は
三
百
万
 

ぐ
ら
い
が
妥
当
だ
と
、
専
門
家
の
間
で
は
考
え
ら
れ
て
 

 
 

百
万
の
約
一
 %
 に
相
当
 

す
る
が
、
ち
な
み
に
、
こ
れ
は
日
本
で
の
キ
リ
ス
ト
教
 徒
の
比
率
に
匹
敵
す
る
。
ま
た
こ
の
三
百
万
と
い
う
数
 
0
 人
種
的
な
分
類
と
し
 

て
は
、
そ
の
中
の
二
百
万
ほ
ど
は
、
ベ
ト
ナ
ム
、
他
の
 東
南
ア
ジ
ア
諸
国
、
中
国
、
日
本
、
及
び
韓
国
を
祖
国
 
と
す
る
ア
ジ
ア
系
ア
メ
 

リ
カ
人
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
残
る
百
万
は
 、
ョ
 ー
 ロ
 ッ
パ
 系
や
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
を
中
心
と
す
る
、
 仏
教
へ
改
宗
し
た
新
し
 

ぃ
 仏
教
徒
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
正
式
な
仏
教
徒
で
ほ
な
く
と
も
仏
教
に
何
ら
 
か
の
強
 い
 影
響
を
受
け
て
い
る
人
た
ち
を
含
め
れ
ば
 
、
三
百
万
と
い
う
数
 

は
 、
数
倍
に
も
跳
ね
上
が
る
と
舌
口
わ
れ
、
一
千
万
と
い
 
ぅ
 数
も
可
能
に
な
る
。
問
題
は
、
こ
の
種
の
参
加
者
を
 
ど
 う
 定
義
す
る
か
で
あ
 



ア
メ
リ
カ
に
は
ア
ジ
ア
諸
国
の
主
な
仏
教
の
宗
派
が
開
 教
 し
て
い
る
。
そ
の
多
く
は
、
同
じ
市
に
共
存
し
、
 例
 え
ば
、
ロ
ス
ア
ン
ジ
 

教
 」
と
異
な
っ
て
、
宗
教
体
験
、
所
謂
「
霊
怪
」
を
 最
 も
 可
能
と
さ
せ
る
教
え
と
修
行
法
で
あ
る
と
見
て
い
る
 
か
ら
で
あ
る
。
 

ア
メ
リ
カ
で
の
仏
教
の
伸
び
は
、
有
力
雑
誌
で
あ
る
 お
 電
の
一
九
九
七
年
十
月
号
の
表
紙
に
 、
，
，
ト
 

日
の
 
コ
の
 
㏄
。
の
弓
が
の
コ
コ
 

ゅ
エ
 
0
 由
 

ま
手
 い
廷
 
山
山
三
の
 

ヨ
，
 （
ア
メ
リ
カ
の
仏
教
へ
の
魅
了
）
 と
 大
々
的
に
記
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
人
気
映
画
・
・
の
の
 

つ
め
コ
ベ
 
0
 ㏄
Ⅱ
の
Ⅰ
 

コ
円
 -
 
す
め
 
（
・
 

、
 

（
チ
ベ
ッ
ト
に
 セ
年
 ）
の
主
役
で
あ
っ
た
ブ
ラ
ッ
ド
・
 ピ
 ッ
ト
 と
い
う
一
流
映
画
俳
優
の
写
真
も
載
せ
ら
れ
て
 
い
た
。
こ
の
映
画
は
 、
 

ド
イ
ツ
人
が
一
九
三
 0
 年
代
に
体
験
し
た
チ
ベ
ッ
ト
 仏
 教
や
、
 幼
い
ダ
ラ
イ
ラ
マ
師
の
こ
と
を
巧
み
に
取
り
上
 げ
た
も
の
で
あ
る
が
、
 

実
は
、
一
九
九
 0
 年
代
の
仏
教
に
関
す
る
映
画
は
こ
れ
 
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
「
ク
ン
 ド
タ
 ン
」
は
 、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
師
の
少
 

午
時
代
を
感
動
的
に
描
い
て
お
り
、
ま
た
、
「
リ
ト
ル
 プ
ッ
ダ
 」
は
、
釈
尊
の
生
涯
を
巧
み
に
捉
え
、
仏
教
の
 
開
祖
を
よ
り
親
し
み
の
 

あ
る
人
間
と
し
て
画
い
た
の
で
あ
る
。
 

実
は
、
仏
教
に
対
す
る
マ
ス
コ
ミ
の
興
味
は
、
す
で
 

に
こ
の
数
年
前
か
ら
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
い
て
、
 

例
 ぇ
ば
 、
 薫
艶
 ～
 簗
ぶ
ゑ
 

さ
武
べ
 
3
a
5
 
 

戸
 
ト
 
㏄
 合
い
 

り
 
刀
 
Ⅰ
 蘇
 リ
ナ
 
圭
 ㏄
 
ぎ
色
や
乞
ぬ
 

ぬ
か
。
主
馬
 

き
イ
ゴ
葉
 薫
鍵
 a
z
 
～
 
ぉ
 め
や
の
 薄
遼
ぎ
ぎ
 建
が
。
良
ミ
と
い
う
そ
う
そ
う
 た
る
雑
誌
や
新
聞
が
 、
 

仏
教
を
取
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
中
の
笘
め
き
め
き
 
ぬ
 
ぬ
か
は
種
々
な
分
野
で
活
躍
す
る
仏
教
徒
を
紹
介
し
た
 。
例
え
ば
、
有
名
な
映
 

画
 俳
優
リ
チ
ャ
ギ
ア
、
ロ
ー
タ
ス
開
発
産
業
の
 ミ
ッ
チ
ェ
ル
・
カ
ポ
ー
ア
、
 N
B
A
 

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
 

か
め
 王
座
を
占
め
た
 シ
 

カ
ゴ
 ブ
ル
ズ
の
元
監
督
フ
ィ
ル
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
、
里
人
 
歌
手
テ
ィ
ナ
・
タ
ー
ナ
Ⅰ
そ
し
て
、
「
菩
薩
の
誓
願
 

」
と
い
う
ラ
ッ
プ
曲
で
 

仏
道
を
称
賛
し
た
ロ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
の
 ザ
 ・
ビ
ー
ス
テ
 イ
 ー
ボ
ー
イ
ス
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
 報
 道
 に
は
、
マ
ス
コ
ミ
の
 

扇
動
的
要
素
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
 
が
 、
そ
れ
に
し
て
も
、
仏
教
徒
が
以
前
の
よ
う
に
ア
ジ
 
ア
系
 ア
メ
リ
カ
人
に
留
 

一
 
4
-
 

ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
有
名
人
も
含
む
人
種
を
超
 
え
た
広
い
支
持
を
受
け
て
い
る
事
を
も
表
し
て
い
る
の
 
で
あ
る
。
 

  



  
三
つ
を
そ
れ
ぞ
れ
「
エ
リ
ー
ト
」
㊥
 

ま
 ③
、
「
伝
道
」
 

田
自
 月
の
時
 
芭
 
と
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
」
㊥
 

ぎ
已
 ②
 と
 

  

タ
ー
ム
を
用
い
る
。
所
謂
「
輸
入
」
（
Ⅰ
ョ
ロ
 
0
 （
（
）
、
「
 
輸
 出
 」
㊥
 x ロ
 o
 こ
 
と
「
荷
物
」
㊨
の
 む
幅
お
 ②
で
あ
る
 。
ま
た
教
授
は
、
こ
の
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エ
 ル
ス
 市
 と
そ
の
近
辺
に
は
、
八
十
を
超
え
る
宗
派
が
 存
在
し
、
同
じ
街
道
に
沿
っ
て
チ
ベ
ッ
ト
と
べ
ト
ナ
ム
 
と
 日
本
の
仏
教
寺
院
を
 

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
多
く
は
 南
 カ
リ
フ
ォ
ル
 ニ
 ア
 仏
教
連
合
会
に
加
盟
し
て
い
て
、
頻
繁
な
交
流
が
行
 
な
わ
れ
て
い
る
が
、
 

こ
 

れ
は
 ア
ジ
ア
で
は
決
し
て
見
ら
れ
な
か
っ
た
光
景
で
あ
 る
 。
例
え
ば
、
日
本
で
は
チ
ベ
ッ
ト
と
ス
リ
ラ
ン
カ
 
と
 中
国
仏
教
徒
 達
 が
接
す
 

る
 機
会
は
殆
ど
皆
無
で
あ
り
、
ま
し
て
、
彼
ら
が
同
じ
 
町
 に
住
ん
で
生
活
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
 。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
 

で
は
、
仏
教
徒
が
多
い
南
北
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
、
シ
ア
 
ト
ル
、
シ
カ
ゴ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
や
ハ
ワ
イ
等
で
は
、
 そ
れ
が
現
実
で
あ
る
。
 

ま
た
、
大
字
の
場
で
も
仏
教
の
関
心
が
相
当
な
高
ま
り
 
を
見
せ
て
い
て
、
そ
の
一
つ
の
表
れ
と
し
て
、
一
九
九
 六
 6
 九
七
年
の
二
年
 

一
 
6
 一
 

間
に
 、
全
国
の
大
学
で
 セ
 十
九
の
博
士
号
 
弓
ォ
 ・
 ワ
 ）
 が
 出
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
勢
い
は
 
今
後
も
続
く
と
考
え
る
 

れ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
全
国
の
殆
ど
の
大
学
で
 、
仏
教
に
関
す
る
授
業
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
 
か
ら
で
あ
る
。
特
に
 規
 

模
の
大
き
い
大
学
に
は
、
仏
教
を
専
門
と
す
る
教
員
が
 
最
低
一
人
は
い
る
場
合
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
 
そ
 

 
 

プ
リ
ン
ス
ト
ン
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
、
ミ
シ
ガ
ン
、
ウ
ィ
ス
 
コ
ン
シ
ン
、
シ
カ
ゴ
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
、
ワ
シ
ン
ト
ン
 、
ス
タ
ン
フ
オ
ー
ド
、
 

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
及
び
ハ
ワ
イ
と
い
う
大
学
で
は
、
 充
 実
し
た
仏
教
学
課
程
が
設
置
さ
れ
て
 
い
 て
、
最
低
三
人
 の
 仏
教
学
者
が
い
る
の
 

 
 

主
 に
仏
教
に
つ
い
て
学
ぶ
チ
ャ
ン
ス
を
拡
大
さ
せ
た
。
 こ
れ
は
実
に
チ
ャ
ー
 ル
 

 
 

一
 
8
-
 

ス
 ・
プ
レ
ビ
シ
教
授
が
舌
口
 ぅ
 
「
沈
黙
の
隠
れ
た
サ
ン
ガ
 
」
 

畜
 三の
リ
コ
帳
す
 
巴
と
 見
る
事
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
 。
こ
の
よ
う
に
、
大
学
 

教
育
及
び
研
究
の
役
割
は
、
ア
メ
リ
カ
仏
教
の
重
要
な
 要
素
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
 

イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
の
ジ
ャ
ン
・
 ナ
 テ
ィ
ア
教
授
は
 、
 仏
教
宗
派
を
大
き
く
三
つ
に
分
け
る
。
そ
の
際
、
 
ュ
｜
 モ
ア
じ
み
た
経
済
的
 

  



い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
成
り
立
つ
為
に
は
、
お
金
 
と
 時
間
的
余
裕
が
必
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 
、
こ
 の
種
を
「
エ
リ
ー
ト
 仏
 

ぬ
 」
と
も
呼
ぶ
。
メ
ン
バ
ー
は
 、
 殆
ど
が
中
流
階
級
以
 上
の
出
身
者
が
多
く
、
ま
た
大
半
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
 
、
 所
謂
、
白
人
で
あ
る
。
 

役
 た
ち
は
、
殆
ど
が
 禅
 、
チ
ベ
ッ
ト
 、
と
 本
小
論
が
主
 題
 と
す
る
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
 ナ
 ー
と
い
う
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
 ン
 を
中
心
と
す
る
三
 つ
 

の
 系
統
に
所
属
し
て
い
る
。
 

第
二
の
「
輸
出
」
型
と
は
、
ア
ジ
ア
か
ら
積
極
的
に
仏
 
教
を
 ア
メ
リ
カ
に
持
ち
込
も
う
と
し
て
始
ま
る
種
類
 
を
 指
す
。
こ
の
代
表
 

は
 創
価
学
会
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
 之
 ざ
ま
「
の
 

コ
 の
 ゴ
 0
 の
二
口
 

o
h
 
ト
 日
の
（
 

@
c
a
 
 

（
通
称
 

N
 
S
 
A
@
 
 

で
あ
っ
た
 

が
 、
一
九
九
一
年
以
来
 

の
 0
 オ
リ
ゆ
ド
 

オ
オ
 
注
 Ⅱ
 
コ
 （
の
Ⅱ
コ
リ
 

田
 
@
0
 
二
 %
,
C
 
の
 下
 
（
 
S
G
I
 ｜
 
U
S
 A
 ）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
 S
G
I
 

は
、
一
九
六
 

0
 年
 に
 始
ま
り
、
日
本
の
本
 

部
の
統
一
的
計
画
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
 
ヘ
 仏
教
が
送
り
 込
ま
れ
た
。
そ
の
際
、
「
輸
入
」
型
と
は
違
っ
て
組
織
 的
に
も
充
実
し
て
い
て
、
 

会
員
を
積
極
的
に
増
や
し
教
え
を
広
め
よ
う
と
い
う
 
目
 的
 が
明
確
な
の
で
、
「
伝
道
的
」
と
も
舌
口
わ
れ
て
い
る
 
。
 N
S
A
 

の
強
引
な
 

会
 

員
 集
め
と
物
欲
を
促
進
す
る
か
の
よ
う
な
伝
道
方
法
が
 
、
批
判
的
な
評
価
を
受
け
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
 
会
員
は
黒
人
、
白
人
、
 

ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
や
ア
ジ
ア
系
を
含
む
多
く
の
人
種
と
経
 済
 的
に
広
い
層
か
ら
成
り
立
っ
て
い
て
、
こ
の
面
で
も
 
「
輸
入
」
や
こ
れ
か
ら
 

説
明
す
る
「
荷
物
」
型
と
著
し
く
異
な
る
。
 

第
三
の
「
荷
物
」
型
と
は
、
移
民
と
し
て
ア
メ
リ
カ
に
 
渡
っ
た
仏
教
徒
が
伝
達
し
た
種
類
を
指
す
の
で
あ
る
。
 
こ
の
種
は
、
ア
ジ
ア
 

の
 出
身
国
に
よ
っ
て
分
か
れ
て
い
る
の
で
、
「
エ
ス
ニ
 ッ
ク
 ・
民
族
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
主
な
グ
ル
ー
プ
 は
 中
国
、
日
本
、
ベ
ト
 

 
 

 
 

で
 勉
強
会
を
は
じ
め
る
な
り
、
小
さ
な
セ
ン
タ
ー
を
 設
 立
 す
る
な
り
し
て
、
仏
教
の
先
生
を
ア
ジ
ア
か
ら
呼
ぶ
 
、
所
謂
、
輸
入
す
る
と
ほ
 

「
輸
入
」
型
と
は
、
ア
メ
リ
カ
人
が
積
極
的
に
仏
教
を
 ア
ジ
ア
か
ら
持
ち
込
も
う
と
し
て
始
ま
る
種
類
を
指
す
 
。
彼
ら
は
、
旅
行
 や
 

 
 

ア
ジ
ア
の
人
々
と
の
交
流
、
ま
た
多
く
は
本
を
読
ん
で
 初
め
て
仏
教
に
出
会
う
。
こ
の
よ
う
な
き
っ
か
け
か
ら
 
、
仏
教
を
求
め
、
自
宅
 

2
9
 



 
 

も
 人
気
を
呼
び
、
国
内
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
大
勢
の
人
 

々
が
定
期
的
に
行
な
わ
れ
る
Ⅲ
 

 
 

週
末
か
ら
 ニ
 ケ
 月
進
め
 レ
ト
リ
ー
ト
 ヘ
 参加
す
る
 よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
勢
い
は
徐
々
に
と
増
し
、
 

コ
｜
 

 
 

 
 

ル
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
移
り
、
一
九
八
四
年
に
サ
ン
 フ
ラ
ン
シ
ス
コ
よ
り
約
二
十
キ
ロ
北
に
ス
ピ
リ
ッ
ト
 
ロ
ッ
ク
⑦
 柏
 「
 
-
 
侍
勾
 0
 の
 
こ
 
と
 

ョ
 
及
び
 ジ
 ヤ
ク
リ
ン
・
シ
ュ
ワ
ー
 ヅ
轄
ド
の
 ロ
目
の
目
口
 

の
 の
 %
 安
 ゅ
コ
ぃ
 生
年
月
日
不
明
）
と
い
う
女
性
教
師
と
一
 緒
に
 マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
 

 
 

卜
 
バ
ー
レ
市
に
イ
ン
サ
イ
ト
・
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
・
 い
ノ
 

@
 
Ⅱ
 
ユ
 
ノ
イ
 @
r
 

ノ
 
二
 
Ⅰ
 7
 
ィ
 
（
Ⅰ
 

口
の
 
日
柄
円
ぎ
匡
の
ハ
円
 

@
 
（
 
ゅ
 
（
 
@
o
 

り
 
り
血
い
 

@
 
0
n
 
げ
 （
 
せ
通
称
 I
M
S
 

）
と
い
う
 

メ
 

ナ
ム
、
 韓
 

て
の
文
化
 

な
体
験
を
 

成
さ
れ
る
 

次
に
三
 

イ
ン
ザ
 

色
と
ジ
 

派
主
催
の
 

る
。
教
示
 

若
者
達
に
 国

 、
そ
し
て
東
南
ア
ジ
ア
の
タ
イ
 回
 、
ラ
オ
ス
、
ス
リ
 ラ
ン
カ
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
仏
教
寺
院
が
新
し
 
い
 国
に
お
 い
 

や
社
交
の
場
と
し
て
の
役
割
も
果
た
し
て
き
た
と
い
う
 こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
多
く
の
移
民
グ
ル
ー
プ
 
と
 同
じ
よ
う
 

辿
っ
て
き
て
い
る
と
舌
口
え
よ
う
。
こ
の
意
味
で
、
こ
の
 種
の
 グ
ル
ー
プ
は
最
初
の
時
点
で
は
同
じ
民
族
の
人
々
 
に
よ
っ
て
 構
 

が
 、
次
第
に
結
婚
や
宣
教
活
動
を
通
し
て
他
の
民
族
の
 

ナ
 ロ
ー
 パ
 学
院
ヲ
銭
。
も
㏄
（
目
の
（
 

円
 
（
 
/
 （
③
に
招
待
さ
れ
 人

々
が
メ
ン
バ
ー
と
な
る
。
 

、
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
・
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
方
式
を
教
 
え
た
時
に
 遡
 

種
類
中
の
最
初
の
「
輸
入
」
型
に
含
ま
れ
る
イ
ン
サ
イ
 ト
 メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
考
察
に
進
も
う
。
 

イ
ン
サ
イ
ト
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
起
源
と
組
 
織
 

イ
ト
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
起
源
は
、
一
九
 
セ
 四
年
に
 @
 
シ
ャ
ツ
 ク
 ・
コ
ー
ン
フ
イ
ル
ド
 
串
ゆ
り
吋
木
 
c
q
 

コ
口
 

匹
笘
 
一
九
四
五
年
 

ヨ
セ
フ
・
ゴ
ー
ル
ド
ス
テ
イ
ー
ン
 
二
 0
 の
の
 
つ
す
 Q
0
 匡
降
の
 
ぎ
 
一
九
四
四
年
生
）
が
コ
ロ
ラ
ド
州
に
あ
る
チ
ベ
ッ
ト
 
カ
ギ
 ュ
 

は
 大
成
功
に
お
わ
り
、
そ
の
後
二
年
間
、
二
人
は
 
ア
メ
 リ
カ
中
を
駆
け
ま
わ
り
、
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
 ナ
 ー
を
主
に
二
 、
三
十
代
の
 

教
示
し
た
。
そ
し
て
一
九
 セ
 六
年
に
、
二
人
は
、
シ
ャ
 ｜
 ロ
ン
・
サ
ル
ス
バ
ー
グ
②
 プ
ゅ
 
q
0
 

臣
の
巴
 

い
す
 
の
（
の
 一
 
九
五
二
年
生
）
 



イ
ン
サ
イ
ト
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
組
織
は
、
本
山
と
 

末
寺
と
い
う
日
本
的
な
形
態
で
は
な
く
、
独
立
し
た
 
セ
 ン
タ
ー
の
集
り
か
ら
 

成
る
連
合
的
な
形
態
を
と
っ
て
い
る
。
一
九
九
八
年
に
 

は
 全
国
で
約
三
百
の
セ
ン
タ
ー
が
存
在
し
、
参
加
者
は
 
全
て
の
州
に
 亘
 る
が
、
 

最
も
数
が
多
い
州
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
、
次
に
ニ
ュ
ー
 

ヨ
ー
ク
、
そ
し
て
 て
セ
 チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
と
い
う
順
番
で
 あ
る
。
こ
の
約
三
百
の
 

セ
ン
タ
ー
の
多
く
は
、
数
十
人
か
ら
成
る
集
り
が
大
半
 

を
 占
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
中
に
は
一
週
間
に
数
 
百
人
の
参
加
者
が
あ
る
 

い
う
セ
ン
タ
ー
を
設
立
し
た
。
現
在
、
こ
の
ス
ピ
リ
ッ
 ト

ロ
ッ
ク
は
東
海
岸
の
 I
M
S
 
と
並
ん
で
全
米
の
イ
ン
 サ
イ
ト
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
 

 
 

コ
 ン
の
中
心
地
と
な
っ
て
い
る
。
 

こ
の
四
人
の
指
導
者
は
全
員
、
一
九
七
 
0
 年
頃
に
ビ
ル
 で
 と
タ
イ
国
を
中
心
と
し
た
東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
 
修
行
を
行
な
っ
て
き
 

た
 。
彼
ら
は
、
マ
ハ
ー
シ
，
サ
ヤ
ー
ダ
ー
 
一
ミ
注
ま
 

の
曲
 
へ
い
年
曲
毛
 

）
 、
ウ
 ・
 バ
 ・
 キ
ン
 
（
 
C
 
 
い
 ㏄
本
田
 じ
、
ゴ
｜
 エ
シ
 カ
（
の
 0
 の
コ
オ
リ
 
一
、
 

フ
ッ
 ダ
ダ
ー
サ
㊥
 巨
巨
ァ
が
宙
鰍
 
巴
及
び
 ア
 チ
 ャ
 ー
 ン
 

，
 チ
 ャ
｜
 
宮
宰
 ぶ
 コ
目
色
と
い
う
修
行
僧
に
師
事
 し

た
。
こ
の
修
行
僧
 達
 

は
、
皆
 テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
 ダ
 教
団
の
「
二
十
世
紀
の
現
代
 化
 運
動
」
を
代
表
す
る
進
歩
派
に
所
属
し
て
お
り
、
 

そ
の
中
で
も
、
マ
ハ
ー
 

シ
 ・
 サ
ヤ
 ー
ダ
ー
二
九
 0
 四
｜
 八
三
は
ビ
ル
マ
仏
教
 の
 現
代
化
に
大
き
く
貢
献
し
た
僧
侶
と
し
て
有
名
で
あ
 

る
 。
こ
の
現
代
化
運
動
 

の
 特
徴
は
、
鎌
倉
仏
教
の
「
専
修
」
を
連
想
さ
せ
る
、
 

一
つ
の
修
行
に
専
念
す
る
単
一
化
形
式
を
取
っ
た
。
 

サ
ヤ
 ー
ダ
ー
師
の
場
合
 

は
、
 後
で
説
明
す
る
よ
う
に
、
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
 ナ
 ー
に
 専
 食
 し
た
。
ま
た
、
現
代
化
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
 、
諸
 師
 が
宗
教
体
験
と
修
行
 

を
 重
視
し
た
代
わ
り
に
、
伝
統
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
 ダ
 仏
教
 の
 教
理
や
輪
廻
転
生
に
基
づ
く
世
界
観
を
控
え
め
に
 
扱
 
っ
 た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

従
っ
て
、
「
正
し
い
教
え
」
（
 
o
r
 
（
 
ア
 0
 笘
 0
 ポ
巴
 
よ
り
、
「
 正

し
い
 行
 」
 ざ
 Ⅰ
（
 

す
 。
 笘
 3
 色
に
自
分
た
ち
の
僧
侶
 と
 し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
 

テ
ィ
ー
を
見
出
し
た
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
が
イ
ン
サ
イ
 ト

メ
 デ
イ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
性
質
、
特
に
そ
の
組
織
形
態
 

や
 修
行
法
に
大
き
な
 影
 

饗
目
 
七
ケ
 

し
及
 小
け
 

逼
 
@
 レ
と
 

卜
に
の
 
て
あ
ツ
六
 

@
@
 
 
-
,
-
l
 

。
 

  



メ @ 

リ
ト
リ
ー
ト
の
長
さ
は
、
週
末
だ
け
の
も
の
や
、
一
週
 間
及
び
三
 ケ
 月
の
も
の
が
よ
く
行
な
わ
れ
て
お
り
、
 希
 聖
者
は
、
自
分
の
二
 

｜
ズ
に
 合
わ
せ
て
参
加
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
 
リ
ト
リ
ー
ト
の
参
加
者
に
と
っ
て
は
そ
れ
以
外
の
 
セ
 ン
タ
ー
へ
の
義
務
は
な
 

 
 

｜
 ス
レ
タ
ー
等
を
通
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
 参
加
も
自
由
で
あ
る
。
ち
な
 

 
 

卜
 
み
に
、
リ
ト
リ
ー
ト
の
参
加
費
は
全
て
セ
ン
タ
ー
 
に
 納
め
ら
れ
、
組
織
の
主
た
る
重
要
な
収
入
源
と
な
っ
 
て
い
る
。
そ
の
代
わ
り
、
 リ
 

ト
リ
ー
ト
を
指
導
す
る
講
師
へ
の
報
酬
は
、
お
布
施
と
 し
て
参
加
者
か
ら
直
接
渡
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
 
い
 る
 。
従
っ
て
、
報
酬
の
 

額
は
参
加
者
の
講
師
へ
の
思
い
と
評
価
で
決
ま
る
の
で
 あ
る
。
比
較
的
高
額
所
得
者
が
多
い
イ
ン
サ
イ
ト
メ
 
デ
 イ
 テ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
 参
プ
 

加
 者
は
、
そ
れ
な
り
の
額
を
積
む
よ
う
で
あ
る
が
、
 
教
 師
 達
は
こ
の
種
の
収
入
の
み
で
は
生
活
は
成
り
立
た
な
 
く
 、
セ
ラ
ピ
ス
ト
等
と
 

295 (513) 

セ
ン
タ
ー
も
幾
つ
か
あ
る
。
ち
な
み
に
、
一
九
九
五
年
 

の
 段
階
で
は
全
国
に
約
 
セ
 十
人
の
教
師
が
現
役
で
お
 

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
中
の
四
十
八
名
が
リ
ト
リ
 

｜
ト
 を
行
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
人
種
も
四
、
五
人
 

り
 、
二
十
四
名
が
女
性
で
あ
Ⅰ
 
@
@
@
 

-
 
ヰ
 
つ
 
1
 

・
 
ハ
 
@
 
。
 

最
も
古
く
て
大
き
な
規
模
を
持
つ
の
は
、
先
ほ
ど
述
べ
 

た
 東
海
岸
の
 I
M
S
 と
西
海
岸
の
ス
ピ
リ
ッ
ト
ロ
 

ス
ピ
リ
ッ
ト
ロ
ツ
 
ク
 で
は
会
員
制
を
と
ら
な
い
代
わ
り
 
に
 、
大
変
良
く
整
っ
た
ぎ
や
 ぎ
憶
練
ぎ
簿
 と
い
う
 

そ
の
他
に
は
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
等
を
使
っ
て
、
参
加
者
 

と
の
連
絡
を
綿
密
に
取
っ
て
い
る
。
一
九
九
八
年
の
 

所
 録
は
二
万
四
千
と
い
う
数
に
達
し
て
い
て
、
そ
の
内
 

の
 三
分
の
二
が
女
性
で
あ
る
。
他
の
全
国
の
セ
ン
タ
 

制
度
を
設
け
て
い
な
い
の
が
殆
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
 

メ
ン
バ
ー
で
は
な
く
て
も
、
リ
ト
リ
ー
ト
や
講
演
と
 

に
 参
加
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
各
グ
ル
ー
プ
が
 
「
お
 
寺
 」
や
「
教
会
」
と
い
う
形
式
で
は
な
く
、
「
 

セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
名
称
を
選
ん
で
い
る
 

 
 

り
 、
そ
の
全
て
が
在
家
者
 

を
除
く
全
て
が
白
人
で
あ
 

ッ
ク
 で
あ
る
。
例
え
ば
、
 

雑
誌
を
年
二
回
発
行
し
、
 

ス
ピ
リ
ッ
ト
ロ
ツ
 ク
 の
 住
 

｜
も
 会
員
（
メ
ン
バ
 上
 

い
う
年
間
行
事
に
は
自
由
 

メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
 リ
 



規
 す
る
点
で
、
イ
ン
サ
イ
ト
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
 

し
プ
ヒ
し
プ
の
 

Ⅰ
 
事
は
 @
 
二
ロ
 

う
ま
ナ
 
@
 
 

巳
も
な
し
 

Ⅰ
 Ⅰ
 
ネ
 
@
 
0
-
6
-
@
 

あ
ス
 
リ
 
ラ
 

こ
れ
ま
で
自
由
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
テ
ー
ラ
 

っ
た
 。
例
え
ば
、
サ
ヤ
ー
ダ
ー
師
で
さ
え
も
、
 

ン
の
 根
本
的
姿
勢
が
、
自
由
を
聖
な
る
理
想
と
掲
げ
る
 
ア
メ
リ
カ
人
の
価
値
観
 と
 一
致
 

ヴ
ァ
ー
 ダ
 仏
教
で
は
、
輪
廻
転
生
か
ら
の
解
脱
と
い
う
 意
味
で
理
解
さ
れ
る
方
が
強
か
 

「
輪
廻
転
生
と
は
大
変
恐
い
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
 、
生
 死
の
惨
め
な
状
況
を
見
極
め
、
 

 
 

出
版
し
た
本
に
「
イ
ン
サ
イ
ト
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
｜
占
 由
の
実
践
 ヒ
 と
い
う
副
題
を
付
け
て
い
る
。
こ
の
 よ
う
に
「
自
由
」
を
 重
   

  
由 、 イテ ク 「 どの 慧 ア 識   

人 が 以 っ 

で 解 ン ィ ん 三 メ 増 上 た 
あ 脱 サ ス な 学 リ し の 本 
る 一 ィ 」 プ 中 カ プ て ょ 職 

行 夫 鉄省   
  で 
@  フ 。 あ 

ブデる臼 @  ィ ° 

ム ス 

世 ト 

代 」 

。 で ま の 的 
価 な 
値 組 
観 織 
が 形 

ク 
明 憲 
確 は 

  
@ 

    
反 喚 大 O 
さ 年 
れ 代 
て の 
ぃ 反 

    る 戦 
と 運 

で と テ し ィ 庸 と 思 、 動 
あ は l て テ し 言 わ や 
る な う の ィ て い   れ ヵ 

っ ヴ 考 l い " る ウ 

と て ァ 察 を ま 教   ン 

タ 理 上 断 @ 二口Ⅰぇ 、ょ ｜ダ すか から 決め   
し い の 始 る 」 で カ 

、 。 教 め ほ で は   
氏 副 え よ ど は 戒 
が 立 で ぅ 「 な   

チ 
  
  

愚者も 近の自   プく定 - 、     



インサイ   

7
 

9
 

生
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
因
果
関
係
が
分
か
っ
て
く
 れ
ば
、
 
我
々
は
何
が
苦
悩
を
生
み
、
ま
た
何
が
幸
せ
と
 自
由
を
も
た
ら
す
 

 
 

-
 
毬
 -
 

か
と
い
う
事
が
明
確
と
な
る
の
で
あ
る
」
。
 

限
り
の
な
い
転
生
か
ら
逃
れ
、
 混
 架
の
体
得
に
全
力
を
 あ
げ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
、
所
謂
伝
統
的
な
見
解
 
き
め
 べ
て
い
る
。
し
か
 

し
 、
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
イ
ン
サ
イ
ト
メ
デ
ィ
テ
 
｜
 シ
ョ
ン
で
は
こ
の
世
で
の
解
脱
を
重
視
す
る
傾
向
が
非
 常
に
強
く
、
こ
の
点
は
 

創
立
者
の
も
う
一
人
で
あ
る
コ
ー
ン
フ
イ
ル
ド
氏
の
発
 言
 に
も
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。
 

「
二
千
五
百
年
の
間
、
仏
教
の
教
え
は
、
（
も
の
ご
と
を
 
）
明
ら
か
に
見
て
、
賢
明
に
生
き
る
㊧
の
の
の
 ピ
 当
寺
㏄
 二
 
%
 ）
 
コ
 @
0
 
と
ミ
 
乙
の
こ
 
@
 
）
 

為
の
組
織
的
な
方
法
を
提
供
し
て
き
た
。
こ
れ
は
、
 
我
 々
が
こ
の
現
実
世
界
に
お
い
て
ま
（
 
ゴ
 0
 ヨ
日
経
 

o
h
 

（
 
す
 
乙
 ゼ
 
%
 せ
毛
 0
q
 
乙
 ）
 
、
 

我
々
の
身
体
と
心
の
中
に
解
放
 
臼
ヴ
簗
 注
ご
 口
毛
岸
圧
コ
 
o
u
r
o
 
旧
 目
す
。
 
臼
幼
 ㏄
 コ
 色
ヨ
 ぎ
隼
 
③
を
も
た
ら
す
方
法
を
 
提
供
し
て
い
る
の
 

 
 

で
あ
る
」
。
 

こ
こ
で
は
、
「
こ
の
現
実
世
界
」
だ
け
で
な
く
、
自
分
た
 ち
の
「
身
体
と
心
」
に
お
け
る
解
放
と
自
由
も
強
調
 さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
 

東
南
ア
ジ
ア
の
指
導
者
が
煩
悩
こ
そ
が
自
由
を
妨
げ
る
 屋
外
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
こ
と
に
 
対
 し
て
、
イ
ン
サ
イ
ト
メ
 

デ
イ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
指
導
者
達
が
、
生
活
に
お
け
る
 
自
 由
の
結
果
を
強
調
す
る
事
に
も
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
 
る
 。
そ
の
考
え
で
は
、
 

自
分
た
ち
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
大
き
く
変
え
ず
、
 
如
 何
に
幸
せ
に
、
思
い
や
り
を
持
っ
て
、
そ
し
て
賢
明
に
 
生
き
る
か
と
い
う
こ
と
 

に
 目
が
む
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ゴ
ー
ル
ド
ス
テ
 メ
ー
ン
氏
は
こ
の
点
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
 

 
 

す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
努
力
の
本
質
で
あ
る
。
何
故
 な
ら
ば
、
自
由
か
ら
共
生
、
 

 
 

 
 

慈
悲
、
思
 い
 や
り
と
平
和
が
生
ま
れ
て
く
る
か
ら
で
あ
 る
 。
釈
尊
は
は
っ
き
り
と
、
人
々
の
心
の
状
態
と
行
為
 
次
第
で
異
な
っ
た
 

 
 

 
 

 
 

結
果
が
生
ま
れ
る
、
と
見
た
の
で
あ
る
。
不
善
な
心
で
 
は
 、
そ
れ
に
合
っ
た
結
果
が
生
ま
れ
、
善
の
心
で
は
そ
 
れ
次
第
の
結
果
が
 

 
 

  



瞬
間
」
富
三
の
笘
 e
s
 

の
耳
ヨ
。
 

ヨ
 0
 邑
い
う
事
の
強
調
で
 あ
る
。
こ
れ
は
、
前
述
の
コ
ー
ン
フ
ィ
ル
ド
氏
の
発
吾
一
 
ロ
 で
も
表
れ
て
い
た
よ
う
 

に
 、
イ
ン
サ
イ
ト
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
修
行
法
全
体
の
 
中
で
現
在
 
す
 （
の
の
の
 

コ
 （
）
 
や
 今
 
ぎ
 。
 巴
 
と
い
う
事
が
 か
な
り
強
く
打
ち
出
さ
 

イ
ン
サ
イ
ト
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
基
本
的
な
姿
 勢
 に
基
づ
き
な
が
ら
、
生
活
に
も
た
ら
す
結
果
を
重
視
 
す
る
こ
と
に
よ
り
、
 プ
 

ラ
ク
テ
ィ
ス
が
進
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

イ
ン
サ
イ
ト
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
指
導
者
達
は
 、
帰
 国
 後
、
上
で
述
べ
た
独
特
な
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
 ダ
 の
教
え
 を
 伝
承
し
 、
 更
に
ま
 

た
 、
革
新
的
な
修
行
法
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
基
本
 
的
な
教
え
は
、
Ⅱ
憶
念
（
サ
テ
ィ
 一
、
 
㈲
友
愛
（
 メ
ッ
 タ
 ー
）
 
、
 ㈲
倫
理
（
 シ
｜
 

ヱ
 
及
び
画
布
施
 
一
 
ダ
ー
 ナ
 ）
と
い
う
四
つ
の
柱
か
ら
 成
り
立
っ
て
い
る
。
 

こ
の
中
で
も
最
も
重
要
視
さ
れ
る
の
は
、
「
憶
念
」
で
 あ
る
。
英
語
で
は
通
常
日
 
ぎ
ロ
 
f
u
 

ぎ
の
 

携
 と
し
て
訳
さ
れ
 て
お
り
、
イ
ン
サ
イ
 

ト
 メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
は
 彼
達
の
 プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
に
 関
し
て
最
も
よ
く
使
わ
れ
る
言
葉
と
な
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
（
憶
念
）
が
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
 ダ
 仏
教
の
正
式
な
修
行
法
で
あ
る
事
は
舌
口
 
ぅ
 ま
で
も
な
 く
 、
そ
れ
を
紹
介
す
 

る
 パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
  
 

「
イ
ン
サ
イ
ト
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
今
こ
の
 瞬
 間
 、
自
然
に
起
こ
る
出
来
事
を
し
っ
か
り
憶
念
す
る
。
 
我
々
の
憶
念
の
対
 

象
 と
な
る
も
の
は
身
体
的
感
覚
や
想
い
や
感
情
と
い
う
 
幅
の
広
い
も
の
で
あ
る
。
我
々
の
方
式
で
は
、
普
段
 
よ
 く
 呼
吸
の
感
覚
 へ
 

の
 憶
念
か
ら
始
め
る
。
そ
の
際
、
目
を
軽
く
閉
じ
て
、
 
静
か
に
床
の
上
に
脚
を
組
ん
で
座
る
か
、
ま
た
は
椅
子
 
の
上
に
座
る
の
で
 

あ
る
。
そ
し
て
、
呼
吸
を
憶
念
し
 、
 息
を
吸
っ
た
り
 吐
 い
た
り
す
る
身
体
的
な
感
覚
を
継
続
さ
せ
な
が
ら
、
 た
 だ
そ
れ
を
体
得
 す
 

 
 

る
の
で
あ
る
」
。
 

こ
の
説
明
で
は
、
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
 ダ
 仏
教
の
伝
統
的
な
 意
味
と
さ
ほ
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。
も
し
違
い
が
あ
 
る
と
し
た
ら
、
「
今
こ
の
   



  イトメディテーション 

 
 

と
は
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
か
ら
生
じ
る
 悪
 効
果
に
対
 す
る
「
解
毒
剤
」
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
 
い
え
よ
う
。
マ
イ
ン
ド
 

g
 

 
 

フ
ル
ネ
ス
と
い
う
行
は
心
の
状
態
を
洞
察
す
る
の
で
、
 
も
し
修
行
者
に
自
己
嫌
悪
（
の
匹
目
臼
茸
「
の
③
や
自
己
 

懐
疑
す
の
 耳
 。
 
口
 0
 し
こ
の
 

 
 

次
に
イ
ン
サ
イ
ト
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
見
ら
れ
る
 
特
 徴
は
 、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
を
お
 寺
や
 セ
ン
タ
ー
の
 特
 定
の
修
行
場
に
か
ぎ
 

ら
ず
、
日
常
生
活
の
中
で
修
行
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
 
る
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
説
明
は
次
の
よ
う
に
続
く
。
 

「
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
一
日
の
生
活
の
中
で
も
 行
 な
え
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
身
体
の
動
き
、
歩
く
時
 
の
 感
性
、
周
り
の
 

昔
、
又
 は
 心
に
浮
か
ぶ
思
い
や
感
情
に
任
意
（
マ
イ
ン
 ド
 フ
ル
）
す
る
事
が
で
き
る
。
こ
の
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
 
ン
の
 修
行
が
深
ま
 

っ
て
く
れ
ば
、
心
が
も
つ
と
平
静
に
な
り
、
も
の
ご
と
 が
は
っ
き
り
見
え
て
く
る
こ
と
に
気
が
つ
く
の
で
あ
る
 
。
即
ち
 、
 我
々
の
 

自
己
中
心
的
な
固
定
し
た
感
情
、
期
待
、
希
望
や
不
安
 
が
 見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
固
執
し
た
 
心
 の
 働
き
が
見
え
て
 

く
れ
ば
、
バ
ラ
ン
ス
を
保
ち
余
裕
を
持
っ
て
、
も
っ
と
 
こ
の
瞬
間
瞬
間
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
 。
そ
し
て
、
我
々
 

の
 固
執
し
た
心
の
思
い
や
感
情
の
動
き
に
以
前
の
よ
う
 
に
 振
り
回
さ
れ
な
く
な
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
自
由
の
味
 
わ
い
の
始
ま
り
で
 

-
 
刀
 -
 

あ
る
」
。
 

こ
の
方
法
も
、
サ
ヤ
ー
ダ
ー
師
の
独
自
な
修
行
法
に
基
 づ
く
も
の
で
あ
る
。
師
は
、
呼
吸
と
い
う
固
定
さ
れ
た
 
対
象
だ
け
を
持
た
ず
、
 

そ
の
代
わ
り
に
、
我
々
の
身
体
、
感
覚
、
感
情
及
び
 
思
 考
 と
い
う
幅
広
い
体
験
の
全
て
を
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
 0
 対
象
と
し
た
の
で
あ
 

る
 。
修
行
者
に
は
、
で
き
る
限
り
常
に
自
分
の
内
面
的
 
な
 動
き
に
心
を
配
り
、
注
意
を
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
 
る
 。
 

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
続
い
て
よ
く
行
な
わ
れ
る
実
践
 
は
 、
ラ
ヴ
ィ
ン
グ
・
カ
イ
ン
ド
ネ
 
ス
 
（
ざ
く
ぎ
 

噂
蚕
コ
年
 
コ
 の
の
乙
で
あ
る
。
 こ
 

れ
は
、
所
謂
、
ブ
ラ
フ
マ
ヴ
ィ
 
ハ
 ー
 う
ざ
 「
㏄
す
日
ま
 

ぎ
 目
し
 
修
行
法
の
一
つ
で
あ
る
友
愛
を
指
す
。
ラ
ヴ
ィ
 
ン
グ
・
カ
イ
ン
ド
ネ
 ス
 

(517) 



て
 行
な
 う
 こ
と
は
東
南
ア
ジ
ア
で
は
殆
ど
な
さ
れ
て
 
ぃ
 な
い
よ
う
で
あ
る
。
イ
ン
サ
イ
ト
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
 

  

は
 、
毎
日
最
低
一
回
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
ラ
ザ
イ
ン
グ
 
・
カ
イ
ン
ド
ネ
 

ろ
、
 

ス
 に
専
念
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
 

、
、
 
乙
 
2
 

以
上
の
よ
う
に
イ
ン
サ
イ
ト
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
 
プ
 ラ
ク
テ
ィ
ス
は
、
所
詮
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
 ダ
 仏
教
で
は
あ
 る
も
の
の
、
実
際
は
 

そ
の
中
の
改
革
派
指
導
者
に
由
来
す
る
も
の
な
の
で
あ
 
る
 。
従
っ
て
そ
の
結
果
、
ア
メ
リ
カ
で
は
マ
イ
ン
ド
フ
 
ル
ネ
ス
の
重
視
と
い
う
 

そ
の
基
本
は
継
承
さ
れ
な
が
ら
も
、
現
世
志
向
や
 
ラ
ヴ
 イ
ン
グ
・
カ
イ
ン
ド
ネ
 ス
 と
い
う
新
し
い
思
考
の
導
入
 が
 受
け
入
れ
ら
れ
る
 事
 

と
な
っ
た
。
こ
の
 ょ
う
 な
独
自
的
発
展
は
、
イ
ン
サ
イ
 ト
 メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
大
変
重
要
な
役
割
を
持
っ
て
 
い
る
心
理
学
ま
た
は
 心
 

イ ィ は シ ベ 

、
ラ
ヴ
ィ
ン
グ
・
カ
イ
ン
ド
ネ
 ス
 を
ブ
ラ
フ
マ
ヴ
ィ
 ハ
 

れ
ば
、
か
な
り
の
 違
 い
が
見
ら
れ
る
。
先
ず
、
東
南
ア
 

こ
の
よ
う
に
イ
ン
サ
イ
ト
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
行
な
 

コ
 ン
 で
行
な
わ
れ
て
い
る
程
、
重
視
ま
た
は
特
別
視
さ
 ジ

ア
 で
は
、
ラ
ヴ
ィ
ン
グ
・
カ
イ
ン
ド
ネ
 ス
 は
、
イ
ン
 

わ
れ
て
い
る
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
は
、
東
南
ア
ジ
ア
で
行
な
 

｜
 う
の
一
つ
と
し
て
舌
口
 及
し
 、
チ
ャ
ー
 師
 W
 は
、
ど
ち
ら
 

れ
て
は
い
な
い
。
 
サ
ヤ
 ー
ダ
ー
 師
や
 チ
ャ
ー
師
で
さ
え
 も
、
 彼
ら
の
著
作
で
 

サ
イ
ト
メ
デ
ィ
テ
 ｜
 

わ
れ
る
修
行
法
と
比
 

か
と
い
う
と
、
ラ
ヴ
 

ン
グ
・
カ
イ
ン
ド
ネ
 ス
 を
初
歩
的
な
「
子
供
の
遊
び
」
 と
し
て
見
て
い
る
。
ま
た
、
イ
ン
サ
イ
ト
メ
デ
ィ
テ
 
｜
 シ
ョ
ン
で
は
、
ラ
ヴ
 

 
 

ン
グ
・
カ
イ
ン
ド
ネ
 ス
 が
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
一
緒
 に
 行
な
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
の
よ
う
に
こ
の
二
つ
 
の
 修
行
法
を
連
結
し
 

て
 、
「
許
し
」
 穴
 。
 お
 写
の
 コ
 の
の
の
 

-
 と
い
う
こ
と
も
行
な
わ
 れ
る
場
合
が
 よ
 く
あ
る
。
こ
れ
は
、
 

-
 
ジ
 -
 

っ
て
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
行
を
妨
げ
る
わ
だ
か
ま
 り
 等
に
対
処
す
る
の
で
あ
る
。
 

怨
み
を
持
っ
て
い
る
人
を
許
す
事
に
よ
 

 
 

 
 

 
 

葛
藤
を
和
ら
げ
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
専
念
す
る
よ
 
う
 指
導
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ラ
ヴ
ィ
ン
グ
・
 
カ
イ
 ン
ド
ネ
 ス
 
の
一
つ
と
し
 
悔
 

傾
向
が
あ
れ
ば
、
自
分
を
厳
し
く
批
判
し
、
追
い
詰
め
 
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
 場
ム
ロ
 
が
よ
く
あ
る
。
そ
う
な
 る
と
、
逆
に
マ
イ
ン
ド
 

 
 

フ
ル
ネ
ス
の
行
を
妨
げ
る
事
に
な
る
の
で
、
そ
こ
で
、
 
-
 
フ
 ヴ
ィ
ン
グ
・
カ
イ
ン
ド
ネ
 ス
 を
導
入
し
、
こ
の
よ
う
 

 
 



心
理
学
（
心
理
療
法
を
含
む
）
と
の
関
係
 

イ
ン
サ
イ
ト
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
教
師
の
三
分
の
一
 
は
 、
セ
ラ
ピ
ス
ト
の
よ
う
な
心
理
療
法
の
分
野
の
専
門
 家
で
あ
る
と
舌
口
わ
れ
 

て
い
る
。
ま
た
、
心
理
学
で
哲
学
博
士
号
 
釜
 ア
ロ
）
 を
 持
つ
 ジ
 ヤ
ッ
ク
・
コ
ー
ン
フ
ィ
ル
ド
氏
は
 、
 次
の
よ
 う
に
主
張
し
、
心
理
学
 

の
役
目
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
 

「
西
洋
の
多
く
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
を
求
め
る
学
徒
や
 先
生
達
は
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
生
活
を
送
る
為
に
は
 
、
心
理
療
法
を
導
 

入
す
る
こ
と
が
手
助
け
に
な
る
、
ま
た
は
必
要
で
あ
る
 
と
 思
っ
て
い
る
。
 未
 だ
し
て
い
な
い
人
は
、
そ
う
す
る
 事
で
き
っ
と
良
い
 

一
 
Ⅲ
 -
 

効
果
が
出
る
と
思
 う
 」
。
 

こ
の
よ
う
に
仏
教
と
心
理
学
の
接
点
は
近
年
ア
メ
リ
カ
 
で
は
特
に
任
目
さ
れ
て
お
り
、
驚
く
べ
き
程
の
多
く
の
 書
物
が
出
版
さ
れ
て
 ぃ
 

 
 

イ
ン
サ
イ
ト
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
深
い
関
係
を
持
 
つ
 仏
教
徒
で
あ
る
 ジ
ョ
 

ン
 ，
ウ
エ
ル
ウ
ッ
ド
 氏
 
㊤
 0
 甘
コ
 毛
色
 毛
 0
0
 
③
の
考
え
 万
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
仏
教
と
心
理
学
と
の
関
係
を
 
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
 

-
 
あ
一
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ぃ
が
 目
的
を
異
に
す
る
と
 見
 

 
 

限
で
、
普
遍
的
で
、
そ
し
て
絶
対
的
真
実
を
そ
の
領
域
 
と
す
る
の
に
対
し
、
「
心
理
」
 

 
 

 
 

と
は
有
限
定
で
、
個
人
的
で
、
そ
し
て
相
対
的
真
実
を
 そ
の
対
象
と
し
て
い
る
。
 只
 、
こ
の
よ
う
に
二
者
は
異
 な
っ
て
い
る
も
の
の
、
 

 
 

仏
教
を
求
め
る
人
々
 、
 特
に
現
代
ア
メ
リ
カ
人
に
 
は
 両
方
が
必
要
な
の
で
あ
る
、
と
氏
は
考
え
て
い
る
の
 
で
あ
る
。
ウ
エ
ル
ウ
ッ
ド
 氏
   

理
 療
法
と
無
関
係
で
は
な
い
。
次
に
そ
の
点
を
考
察
す
 
る
こ
と
に
し
よ
う
。
 



従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
だ
か
ら
こ
そ
ア
メ
リ
カ
で
 
は
 心
理
学
の
重
要
な
役
目
が
あ
る
と
、
ウ
エ
ル
ウ
ッ
ド
 
氏
は
主
張
す
る
の
で
 

あ
る
。
ア
ジ
ア
と
違
っ
て
、
社
会
や
そ
の
文
化
に
 
ス
ピ
 リ
 チ
ュ
ア
 か
 な
本
質
が
存
在
し
な
く
な
っ
た
ア
メ
リ
カ
 社
会
で
は
、
周
り
に
 頼
 

る
の
で
は
な
く
、
個
人
化
ミ
田
 
写
乙
 u
a
 

（
③
す
る
こ
と
 

に
よ
っ
て
そ
の
本
質
を
現
実
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
 
。
こ
の
「
個
人
化
」
と
 

は
 、
ど
の
人
間
で
も
抱
え
て
い
る
誤
っ
た
自
分
の
 
4
 メ
 ｜
ジ
 
（
の
巴
ま
 

ヨ
毬
 ③
や
歪
ん
だ
投
射
 
宙
の
 （
 
o
r
 

（
の
 

宙
 で
 Ⅱ
 
0
 ）
の
の
 

目
 0
 臣
 ③
 
や
 @
 
冨
 羽
白
 

 
 

的
な
感
情
反
応
ぎ
の
 荘
 こ
凹
の
 ヨ
 0
 ま
 0
 コ
巴
 Ⅰ
の
 

a
c
t
@
o
 

拐
 ）
を
心
理
療
法
的
に
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
 
考
 察
 が
ど
の
よ
う
に
為
さ
 

れ
る
か
と
い
う
ウ
ェ
ル
ウ
ッ
ド
氏
の
詳
し
い
説
明
は
こ
 
の
 論
文
に
は
な
い
が
、
筆
者
に
は
、
セ
ラ
ピ
ス
ト
 
と
ク
 ラ
イ
ア
ン
ト
と
い
う
 心
 

理
 療
法
の
形
態
を
通
し
て
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
上
記
の
 
よ
う
な
心
的
状
況
を
、
仏
教
の
普
遍
的
な
教
え
に
照
ら
 
し
な
が
ら
、
個
人
の
 レ
 

ベ
ル
で
受
け
入
れ
、
理
解
し
て
い
く
こ
と
を
指
し
て
い
 る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
禅
の
独
参
を
連
想
さ
 
せ
る
が
、
目
的
は
普
遍
 

に
よ
れ
 ば
 、
「
目
覚
め
」
す
の
が
 
由
 z
a
t
@
o
 

コ
 ）
と
は
相
対
的
な
 領
域
か
ら
絶
対
的
な
領
域
へ
の
突
入
で
あ
る
が
、
「
 実
 現
 」
す
 い
 ヰ
白
 
い
 
甘
ぃ
 
ハ
 
ロ
 0
 二
）
 

と
は
逆
に
絶
対
的
な
領
域
か
ら
相
対
的
な
領
域
に
戻
る
 
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
リ
ト
リ
ー
ト
な
ど
で
あ
る
 素
 晴
ら
し
い
目
覚
め
（
 幅
 

広
い
意
味
で
の
 -
 を
体
得
し
、
全
て
の
問
題
が
解
決
し
 た
か
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
実
際
家
族
や
仕
事
と
い
う
 
日
常
生
活
に
戻
る
と
、
 

以
前
の
好
き
嫌
い
や
偏
見
と
い
う
自
分
の
欠
点
は
一
向
 
に
 変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
付
き
、
落
胆
 
す
 る
こ
と
は
多
く
の
人
が
 

経
験
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ウ
ェ
ル
ウ
ッ
ド
氏
に
よ
る
 
と
 、
こ
の
よ
う
な
「
悩
み
」
は
ア
ジ
ア
の
伝
統
仏
教
に
 
お
い
て
は
殆
ど
な
か
っ
 

た
 問
題
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
な
ぜ
な
ら
ア
ジ
ア
諸
国
で
 
は
 修
行
者
達
が
社
会
を
離
れ
、
責
務
を
逃
れ
て
も
、
 
彼
 達
の
事
を
人
々
は
尊
敬
 

し
 、
支
援
す
る
環
境
が
整
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
、
 
と
 述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
で
の
修
行
者
は
逆
 
に
 殆
ど
が
在
家
者
で
あ
 

り
 、
ま
た
 彼
 達
を
支
援
す
る
仏
教
へ
の
サ
ポ
ー
ト
ベ
 ｜
 ス
も
 弱
く
、
そ
し
て
ま
た
ア
メ
リ
カ
の
社
会
一
般
に
も
 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
 

 
 

欠
落
や
疎
外
感
の
増
加
や
自
然
と
の
断
絶
と
い
う
性
質
 
を
 増
し
て
き
て
い
る
の
が
現
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
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実
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
仏
教
を
求
め
て
く
る
人
々
の
中
 

に
は
、
こ
の
よ
う
に
悩
む
人
が
非
常
に
多
く
、
平
均
的
 

に
 リ
ト
リ
ー
ト
に
 
参
 

カ
 
口
す
る
人
の
半
分
を
占
め
る
と
舌
口
わ
れ
て
い
る
。
ウ
エ
 

一
 
0
-
3
 
ル
ウ
ッ
ド
氏
に
よ
る
と
、
 
彼
 達
は
よ
く
自
分
の
心
的
 
障
 害
を
避
け
、
仏
教
の
教
 

え
や
修
行
を
利
用
し
て
自
分
を
正
当
化
し
よ
 
う
と
す
 る
と
舌
口
 
う
 。
氏
は
 、
 @
 
し
れ
を
「
 
フ
ハ
ピ
リ
 
チ
ュ
ア
ル
バ
 イ
パ
シ
ン
グ
」
 す
 口
ヱ
 

旨
 注
す
 せ
 で
 ド
 
の
の
ぎ
の
宗
教
を
理
由
に
自
己
の
問
題
を
避
 

け
る
こ
と
）
と
呼
ん
で
い
ろ
。
例
え
ば
、
自
己
嫌
悪
や
 

不
安
の
障
害
に
悩
む
人
 
柑
 

が
 、
人
間
関
係
が
恐
い
が
為
に
人
か
ら
離
れ
、
孤
立
す
 

る
の
を
、
彼
ら
は
自
分
の
行
動
を
「
無
執
着
」
⑤
 

痒
簿
 
の
ア
 
（
）
）
の
コ
片
こ
や
「
 

ヰ
田
林
 

杢
目
」
 3
 

 
 

（
お
日
月
 
田
庄
 
。
 
已
 
と
い
う
仏
教
の
教
え
を
利
用
し
て
 
正
 皇
化
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
が
本
当
に
求
め
 

て
い
る
の
は
、
人
と
 

@
 

不
安
及
び
自
己
懐
疑
と
い
う
心
的
障
害
と
し
て
表
れ
て
 く
る
。
 

的
な
目
覚
め
（
弓
の
り
 

目
 N
 
笘
ざ
已
 よ
り
も
、
個
人
的
な
実
 
現
化
す
の
（
 
/
 田
㍗
 緊
 @
0
 
已
に
あ
る
の
で
あ
る
。
 

さ
て
、
ウ
エ
ル
ウ
ッ
ド
氏
は
、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
心
的
 

障
害
が
非
常
に
多
い
と
感
じ
て
お
り
、
彼
ら
が
仏
教
を
 

求
め
る
に
は
心
理
療
 

法
 が
一
段
と
重
要
に
な
っ
て
く
る
事
を
指
摘
し
て
い
る
 

。
現
代
ア
メ
リ
カ
文
化
は
 
、
 Ⅱ
自
分
と
他
人
、
㈲
 個
 人
 と
社
会
、
日
心
と
身
 

体
、
 ㈹
精
神
と
自
然
、
そ
し
て
㈲
罪
悪
感
で
悩
む
 
エ
 ゴ
 と
 厳
し
く
罰
を
求
め
る
ス
ー
パ
ー
エ
ゴ
と
い
う
、
以
前
 

仏
教
が
栄
え
た
ア
ジ
ア
 

の
 文
化
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
「
自
分
」
を
襲
う
葛
藤
 

に
 満
ち
て
い
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
で
は
幼
い
頃
に
 

親
 と
の
密
接
な
関
係
を
持
 

っ
 こ
と
を
意
味
す
る
ボ
ン
デ
ィ
ン
 
グ
 に
欠
け
て
い
る
 
人
 人
 が
か
な
り
い
る
。
こ
れ
は
、
親
が
幼
い
子
を
常
に
抱
 

い
た
り
、
親
と
い
っ
し
 

よ
 に
寝
た
り
す
る
ボ
ン
デ
ィ
ン
 
グ
 の
文
化
と
は
対
照
的
 
で
あ
る
。
こ
の
ボ
ン
デ
ィ
ン
 
グ
 に
欠
け
る
子
供
達
は
 
、
 発
達
心
理
学
者
が
言
っ
 

て
い
る
よ
う
に
、
大
人
に
な
っ
て
も
親
に
異
常
に
固
執
 

し
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
 
分
 製
 し
た
家
庭
に
育
っ
た
 

多
く
の
子
供
た
ち
は
、
真
実
味
を
欠
く
テ
レ
ビ
番
組
に
 

往
々
に
し
て
と
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
 

支
 え
る
環
境
」
 ぎ
 。
 圧
 ぎ
の
 

籠
ま
 （
 
0
 
コ
日
 き
 が
弱
ま
っ
た
社
会
に
育
つ
た
人
々
は
 
、
 現
代
社
会
病
と
言
わ
れ
る
貧
弱
な
自
己
に
悩
ま
さ
れ
 

、
そ
れ
は
、
自
己
嫌
悪
、
 



の
 深
 い
 触
れ
合
い
で
あ
り
、
そ
の
ニ
ー
ズ
が
満
た
さ
れ
 
な
け
れ
ば
、
い
く
ら
修
行
を
行
な
っ
て
も
ス
ピ
リ
 
チ
ュ
 ア
ル
 の
効
果
は
な
い
。
 

 
 

従
っ
て
先
ず
始
め
に
は
、
彼
ら
の
心
的
障
害
に
目
を
向
 
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
バ
イ
パ
シ
ン
グ
」
 

と
 言
 う
 現
象
は
 、
 他
に
も
色
々
な
形
で
表
れ
る
。
 
例
 え
ば
、
自
信
が
無
く
 

て
 、
他
人
を
喜
ば
す
こ
と
に
よ
っ
て
安
心
や
自
己
評
価
 
を
 得
て
い
る
人
達
は
 、
 往
々
に
し
て
「
無
我
」
の
真
意
 を
 誤
解
し
、
異
常
な
ほ
 

ど
 献
身
的
に
社
会
や
師
の
為
に
 尺
 、
く
す
。
ま
た
も
う
 一
 っ
 の
例
で
は
、
ウ
ェ
ル
ウ
ッ
ド
氏
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
で
 あ
る
女
性
が
結
婚
問
題
 

の
 悩
み
で
、
彼
女
の
仏
教
の
先
生
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
 
求
 め
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
師
の
答
え
は
、
主
人
に
 
は
 怒
り
で
は
な
く
、
 慈
 

悲
の
心
を
持
っ
て
彼
の
友
達
の
よ
う
に
な
り
な
さ
い
、
 
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ウ
ェ
ル
ウ
ッ
ド
氏
は
、
こ
れ
 
は
 仏
教
視
点
か
ら
の
 ア
 

ド
バ
イ
ス
と
し
て
は
よ
ろ
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
 
彼
 女
の
現
実
問
題
は
無
視
さ
れ
た
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
 
。
絶
対
的
視
点
で
は
、
 

慈
悲
 心
は
 慈
心
よ
り
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
 相
 射
 的
観
点
か
ら
は
そ
う
で
は
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る
。
 
彼
女
ほ
、
虐
待
的
な
父
 

0
 元
で
育
ち
、
父
に
対
す
る
怒
り
を
長
年
抑
え
て
き
た
 
と
い
う
経
歴
を
持
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
そ
の
環
境
の
 
中
 で
、
彼
女
は
気
持
を
 

抑
え
、
常
に
「
良
い
子
」
ぶ
っ
て
他
人
を
喜
ば
し
て
い
 
た
の
だ
。
だ
か
ら
、
「
怒
り
で
は
な
く
、
慈
悲
の
心
を
 持
て
」
と
い
う
ア
ド
バ
 

イ
ス
 を
受
け
た
時
、
彼
女
は
本
心
ほ
っ
と
し
た
の
で
あ
 
る
 。
そ
れ
は
彼
女
に
と
っ
て
、
内
在
す
る
「
怒
り
」
を
 
認
め
る
と
い
う
事
が
大
 

変
 恐
 い
 こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
 
は
ま
っ
た
く
解
決
さ
れ
て
お
ら
ず
、
心
の
中
の
怒
り
は
 煮
立
ち
続
け
、
彼
女
を
 

苦
し
み
続
け
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
ウ
エ
ル
ウ
ッ
 
ド
 氏
は
彼
女
の
セ
ラ
ピ
ス
ト
と
し
て
、
自
分
の
怒
り
を
 
避
け
る
の
で
は
な
く
、
 

も
っ
と
し
っ
か
り
と
向
き
合
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
努
め
 
た
 。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
女
は
次
第
に
自
己
に
内
在
す
 
る
 力
を
発
見
し
、
そ
れ
 

を
養
う
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 夫
と
も
つ
と
対
等
に
本
音
で
 付
き
合
え
る
 よ
う
 に
な
れ
る
こ
と
を
目
指
し
た
の
で
あ
 る
 。
そ
し
て
そ
の
プ
ロ
 

セ
ス
 の
中
で
適
当
な
時
期
が
来
た
段
階
で
、
ウ
ェ
ル
 ウ
 ッ
ド
 氏
は
、
彼
女
に
「
怒
り
」
と
は
海
か
ら
生
じ
る
 
波
 の
よ
う
で
実
体
を
欠
く
   



  イトメディテーション 

女
性
と
在
家
と
い
う
テ
ー
マ
は
関
連
し
て
い
る
の
で
、
 
こ
こ
で
は
一
括
し
て
考
察
し
ょ
う
。
出
家
僧
侶
が
教
団
   

3
 

握
っ
て
い
る
東
南
ア
ジ
ア
の
仏
教
諸
国
で
は
、
あ
り
 
得
 な
い
事
だ
が
、
イ
ン
サ
イ
ト
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
 
は
 、
指
導
者
が
在
家
者
 

女 
Ⅱ 珪 
と 

在 
家 
の 
重 
視 

  

も
の
で
あ
る
、
と
い
う
仏
教
の
教
え
を
彼
女
の
仏
教
 
指
 導
者
の
下
で
実
践
し
て
も
ら
お
 
う
と
 考
え
た
の
で
あ
 る
 。
そ
の
実
践
と
し
て
 

も
既
 @
 述
 へ
た
ラ
ウ
ィ
ン
グ
・
カ
イ
ン
ド
ネ
 ス
 の
 導
 

 
 

ヰ
 
・
 
ム
ヘ
 
@
 
」
 ¥
 

こ
れ
こ
そ
が
、
 ク
エ
 ル
ウ
ッ
ド
戊
や
 イ
 ン
サ
イ
ト
メ
 デ
 ィ
 テ
ー
シ
ョ
ン
の
指
導
者
が
理
想
的
と
す
る
心
理
学
・
 心
理
療
法
と
仏
教
の
 

関
係
で
あ
る
。
要
約
す
る
と
、
二
種
類
の
関
係
が
成
立
 
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
先
ず
一
 つ
 目
は
、
心
的
障
害
を
 持
つ
人
達
の
「
ス
ピ
リ
 

チ
ュ
ア
ル
バ
イ
パ
シ
ン
グ
」
現
象
に
対
す
る
処
置
法
 

と
し
て
の
心
理
学
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
仏
教
に
取
り
く
 
む
 前
段
階
と
し
て
、
 ま
 

た
は
平
行
し
て
行
な
わ
れ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
任
意
を
 要
す
る
の
は
、
心
理
学
の
重
要
性
と
は
、
重
い
心
的
 
障
 害
 者
だ
け
に
限
ら
な
い
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
音
通
」
の
人
に
で
 も
 
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
バ
イ
パ
シ
ン
グ
」
と
い
う
 

現
 象
は
、
 多
か
れ
少
な
か
 

ね
 、
起
こ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
二
つ
目
に
は
、
 
仏
 数
 に
お
け
る
「
目
覚
め
」
 
傭
 広
 い
 意
味
で
の
）
を
 日
 常
 生
活
の
中
で
実
現
す
 

る
 為
の
心
理
学
の
導
入
で
あ
る
。
伝
統
仏
教
の
教
義
は
 殆
ど
の
場
合
、
普
遍
的
な
レ
ベ
ル
に
留
ま
っ
て
い
て
、
 
個
人
的
な
現
実
生
活
の
 

レ
ベ
ル
で
の
考
察
は
為
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
舌
口
え
よ
 
ぅ
 。
個
人
の
体
験
が
語
ら
れ
て
も
、
そ
れ
は
常
に
絶
対
 
的
 真
実
を
基
準
と
し
て
 

い
た
。
し
か
し
現
代
で
は
、
日
常
世
界
と
い
う
相
対
的
 レ
ベ
ル
で
の
仏
教
の
証
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
 
、
 特
に
宗
教
に
対
し
て
 

大
き
な
期
待
を
持
つ
ア
メ
リ
カ
社
会
で
は
、
避
け
ら
れ
 
な
 い
 課
題
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
心
理
学
と
の
関
係
 が
 重
視
さ
れ
る
の
で
あ
 

る
 。
 



ま
 せ
（
の
の
の
 

プ
 の
Ⅰ
の
一
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
約
半
数
が
女
 

性
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
も
、
ま
た
 
サ
ヤ
 ー
ダ
ー
 師
の
影
響
が
み
ら
れ
 

る
 。
師
は
、
積
極
的
に
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
 ダ
 教
団
の
出
家
 ・
在
家
の
区
別
に
基
づ
く
出
家
僧
侶
中
心
的
な
考
え
を
 無
視
し
、
興
味
の
あ
る
 

人
 に
差
別
な
く
指
導
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 こ
 の
 考
え
は
イ
ン
サ
イ
ト
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
創
立
者
 
達
 に
よ
っ
て
受
け
継
が
 

-
%
 
一
 

ね
 、
彼
の
帰
国
後
、
精
力
的
に
発
展
さ
せ
ら
れ
て
い
っ
 
た
 。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
文
化
に
根
強
く
存
在
す
る
 
平
 等
と
い
う
価
値
観
、
 

ま
 

た
、
 特
に
カ
ウ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
意
識
が
強
い
イ
ン
 
サ
イ
ト
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
支
持
者
の
世
界
観
 
と
風
 潮
 に
一
致
し
て
い
た
 事
 

は
 明
ら
か
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
女
性
や
在
家
重
視
の
考
え
を
象
徴
す
る
 出
 来
 事
を
紹
介
す
る
事
に
し
ょ
う
。
一
九
九
八
年
六
月
に
 
、
筆
者
は
北
カ
リ
フ
 

ォ
 ル
ニ
ア
仏
教
連
合
が
主
催
す
る
会
議
を
視
察
す
る
事
 が
 出
来
た
。
そ
こ
に
は
、
イ
ン
サ
イ
ト
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
 
コ
 ン
 と
禅
 セ
ン
タ
ー
の
 

白
人
女
性
、
タ
イ
 国
 出
身
の
出
家
僧
侶
、
チ
ベ
ッ
ト
 仏
 教
を
代
表
す
る
白
人
男
性
、
そ
し
て
浄
土
真
宗
の
日
系
 
大
 男
性
指
導
者
達
が
数
 

人
 ず
つ
、
合
計
一
五
人
ほ
ど
が
集
ま
っ
て
い
た
。
議
論
 
が
 
一
番
活
発
に
な
っ
た
の
は
、
三
十
代
の
イ
ン
サ
イ
ト
 メ
 デ
イ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
 

所
属
す
る
女
性
が
東
南
ア
ジ
ア
出
身
の
出
家
者
達
を
批
 
刊
 し
た
時
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
 、
 次
の
よ
う
に
訴
え
た
  
 

「
私
達
が
貴
方
達
に
ム
ロ
 草
 し
て
挨
拶
し
て
も
、
皆
さ
ん
 出
家
者
は
、
私
達
在
家
者
に
は
挨
拶
を
返
さ
な
い
。
 
特
 に
 我
々
女
性
に
対
 

し
て
は
一
層
ほ
 づ
 き
り
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
平
等
と
 仏
性
と
い
う
仏
教
精
神
に
反
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
 
ぅ
か
 」
。
 

出
家
僧
侶
達
は
最
初
果
然
と
し
、
ど
う
答
え
た
ら
良
い
 
か
 分
か
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
 

そ
れ
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
東
南
ア
ジ
ア
で
は
 彼
達
 が
取
 っ
 た
行
動
は
当
た
り
前
で
あ
り
、
誰
か
ら
も
批
判
さ
れ
 
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 

伝
統
的
な
視
点
か
ら
言
え
ば
、
仏
教
団
体
は
出
家
僧
侶
 
、
出
家
僧
尼
、
在
家
男
性
、
在
家
女
性
と
い
う
上
下
関
 
係
 に
あ
る
四
つ
の
 グ
ル
 

｜
プ
で
 構
成
さ
れ
て
き
た
。
従
っ
て
、
在
家
よ
り
出
家
 
、
そ
し
て
 女
 2
9
 
男
が
優
先
さ
れ
て
き
た
。
在
家
者
は
 常
に
出
家
者
を
敬
い
、
 

  



㌔
表
す
る
伝
統
宗
教
と
、
若
い
イ
ン
サ
イ
ト
メ
デ
ィ
 

テ
ー
シ
ョ
ン
の
女
性
が
代
表
す
る
現
代
宗
教
の
「
衝
突
 」
と
し
て
、
た
い
へ
ん
興
味
 

 
 

が
 
深
く
感
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
 

 
 

先
ず
女
性
に
関
し
て
は
、
既
に
述
べ
た
東
南
ア
 
ジ
ア
 の
現
状
が
語
る
よ
 う
 に
、
仏
教
が
男
性
優
位
で
 あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
 

ぃ
 。
こ
れ
は
、
日
本
で
も
余
り
変
わ
ら
な
い
。
 
日
 本
の
お
手
の
住
職
は
殆
ど
が
男
性
で
あ
る
。
た
と
え
 
女
 性
 が
住
職
で
あ
っ
て
も
、
 夫
   

ショ " ノ 

議
論
は
長
く
続
き
、
女
性
・
男
性
と
在
家
・
出
家
に
関
 
す
る
様
々
な
課
題
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
、
私
は
こ
れ
を
 
ア
ジ
ア
の
僧
侶
が
 代
 

僧
尼
は
常
に
僧
侶
を
敬
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
 
象
徴
は
、
挨
拶
で
あ
る
。
在
家
者
が
出
家
者
に
出
会
っ
 
た
 時
や
会
話
を
交
わ
す
 

時
に
は
、
相
手
に
ム
ロ
 
草
 し
て
お
辞
儀
を
す
る
。
タ
イ
 国
 で
は
、
室
内
で
あ
れ
ば
床
に
頭
を
 
つ
 け
な
が
ら
三
回
 も
 礼
拝
す
る
。
そ
の
場
 

合
 、
出
家
僧
侶
は
在
家
者
に
た
い
し
て
は
ム
ロ
事
も
お
 辞
 儀
も
返
さ
な
い
の
で
あ
る
。
 

数
十
秒
経
っ
て
、
一
人
の
出
家
僧
侶
が
や
っ
と
弁
解
し
 
@
 
串
 
@
 
ハ
 
Ⅰ
。
 

「
我
々
が
在
家
や
年
下
の
人
に
お
辞
儀
を
し
な
い
の
は
、
 平
等
や
仏
性
の
考
え
を
否
定
す
る
の
で
な
い
。
そ
れ
 
が
 、
仏
教
教
団
の
 

し
き
た
り
で
あ
り
、
そ
れ
は
仏
道
を
象
徴
す
る
先
輩
を
 
敬
う
と
い
う
事
な
の
で
す
。
我
々
が
在
家
の
人
々
の
 
為
 に
 一
番
で
き
る
こ
 

と
は
、
お
辞
儀
を
返
す
と
い
う
よ
う
な
事
よ
り
、
修
行
 
に
 専
念
し
 、
 教
え
を
正
し
く
伝
え
る
こ
と
で
あ
る
」
。
 

そ
れ
に
対
し
、
別
の
女
性
が
答
え
た
。
 

「
そ
れ
が
、
伝
統
で
あ
る
と
い
う
事
は
承
知
し
て
い
ま
 す
 。
し
か
し
、
伝
統
よ
り
も
っ
と
大
切
な
の
は
、
仏
教
 
の
 本
質
だ
と
思
う
 

の
で
す
。
ど
ん
な
人
へ
で
も
お
辞
儀
を
す
る
。
私
が
 尊
 敬
す
る
ダ
ラ
イ
ラ
マ
師
は
、
何
時
も
誰
に
で
も
合
掌
 
し
 、
や
さ
し
い
笑
顔
 

で
お
辞
儀
を
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
が
、
仏
教
の
本
質
だ
と
 思
う
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
は
世
界
の
 
多
く
の
人
々
に
 尊
 

敬
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
か
」
。
 



が
 亡
く
な
っ
た
の
で
息
子
が
成
人
に
な
る
ま
で
と
か
、
 
ま
た
、
適
当
な
男
性
を
探
せ
る
ま
で
と
い
う
暫
定
的
な
 
役
割
で
あ
る
場
合
が
 殆
 

ど
で
あ
る
。
女
性
が
お
手
の
最
高
指
導
者
に
な
る
の
は
 
、
ま
だ
ま
だ
珍
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
各
宗
派
 
0
 本
山
と
な
る
大
寺
院
 

で
は
、
こ
の
傾
向
は
な
お
さ
ら
強
い
。
 

こ
の
よ
う
な
ア
ジ
ア
の
仏
教
に
比
べ
て
、
ア
メ
リ
カ
 仏
 教
の
女
性
の
地
位
は
明
ら
か
に
高
い
と
舌
口
え
よ
う
。
 既
 に
 述
べ
た
よ
う
に
、
 

イ
ン
サ
イ
ト
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
白
人
ア
メ
 
リ
カ
人
を
中
心
と
す
る
教
団
の
教
師
の
約
半
数
は
女
性
 
で
あ
る
。
そ
の
 例
 と
し
 

て
 挙
げ
ら
れ
る
の
に
、
ア
メ
リ
カ
で
も
最
大
の
教
団
の
 
一
つ
で
あ
る
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
 禅
 セ
ン
タ
ー
が
あ
る
 。
こ
こ
で
は
、
一
九
九
 

六
年
に
ブ
ラ
ン
チ
・
ハ
ー
ト
マ
ン
と
い
う
六
十
代
の
女
 
性
 が
最
高
責
任
者
と
し
て
着
任
し
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
 
と
は
、
小
規
模
な
他
の
 

仏
教
セ
ン
タ
ー
で
も
た
く
さ
ん
見
ら
れ
、
指
導
者
と
し
 
て
の
女
性
の
活
躍
振
り
が
は
っ
き
り
と
窺
わ
れ
る
。
 

二
 0
0
0
 年
 六
月
に
、
筆
者
 は
 、
全
米
仏
教
教
師
の
大
 会
を
視
察
し
た
。
 北
ヵ
 リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
ゆ
っ
た
り
と
 し
た
丘
を
背
景
に
新
 

し
く
建
て
ら
れ
た
ス
ピ
リ
ッ
ト
ロ
ツ
 ク
 に
は
、
全
米
か
 ら
 約
二
五
 0
 人
が
集
ま
っ
て
き
た
。
第
一
日
目
の
集
会
 
に
 出
て
、
一
番
印
象
に
 

残
っ
た
こ
と
は
、
集
ま
っ
た
指
導
者
の
半
数
が
女
性
で
 
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
大
会
中
の
会
き
魂
で
は
、
女
性
は
 男
性
と
対
等
に
意
見
を
 

の
べ
、
指
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
ま
た
、
 
こ
 こ
に
参
加
し
て
い
た
数
人
の
女
性
は
 、
 名
の
知
ら
れ
て
 い
る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
 達
 

で
あ
り
、
こ
れ
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
間
で
も
、
仏
教
 
に
 好
感
を
持
っ
て
い
る
人
が
多
い
と
い
う
こ
と
を
強
く
 
裏
付
け
て
い
る
の
で
あ
 

 
 

る
 。
 

こ
の
よ
う
に
、
女
性
が
指
導
的
な
立
場
に
多
く
い
る
 傾
 向
は
 、
最
近
の
ア
メ
リ
カ
全
体
の
宗
教
界
を
反
映
し
て
 
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
 

の
セ
 割
を
占
め
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
た
く
さ
ん
の
 宗
 派
 に
分
か
れ
て
 い
 て
、
そ
れ
ら
の
間
に
は
色
々
な
違
い
 は
あ
る
が
、
一
般
に
い
 

え
ば
 カ
ト
リ
ッ
ク
と
違
っ
て
、
女
性
は
牧
師
に
な
れ
、
 
特
に
進
歩
的
な
宗
派
で
は
、
女
性
の
牧
師
は
三
 
0
 拷
 に
 達
し
て
い
る
。
そ
し
 

  



            メ @ アイアーション - 

ギ
ル
 ・
フ
ロ
ン
ゾ
ー
ル
瓦
お
二
 
%
0
 コ
 
%
 芭
は
、
イ
 ン
サ
イ
ト
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
教
師
で
あ
る
が
、
 
一
 九
九
五
年
の
機
関
誌
 

に
 グ
ル
ー
プ
の
行
き
過
ぎ
を
批
判
し
て
、
そ
の
危
険
性
 
ほ
 つ
い
て
の
警
戒
表
明
を
し
て
い
る
。
氏
の
批
判
は
 、
 彼
の
論
文
の
題
名
で
あ
 

る
 
「
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
 ダ
 の
主
我
々
の
伝
統
の
財
産
 0
 回
復
」
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
イ
ン
サ
イ
ト
メ
デ
ィ
 
テ
ー
シ
ョ
ン
が
長
い
 テ
 

｜
シ
 ヴ
ァ
ー
 ダ
 仏
教
の
伝
統
を
重
要
視
し
て
い
な
い
と
 
い
う
見
解
に
基
つ
い
て
い
る
。
他
の
人
達
の
間
で
も
 同
 じ
よ
う
な
意
見
が
見
ら
 

れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
フ
ロ
ン
ゾ
ー
ル
氏
の
論
文
が
そ
 れ
ら
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
考
察
し
て
い
く
事
に
し
 
よ
う
。
 

フ
ロ
ン
ゾ
ー
ル
氏
は
、
一
九
九
三
年
に
ス
ピ
リ
ッ
ト
ロ
 ツ
ク
 に
集
ま
っ
た
三
十
人
余
り
の
教
師
 達
 に
尋
ね
た
と
 こ
ろ
、
そ
の
中
の
わ
 

ず
か
三
人
し
か
自
分
が
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
 ダ
 に
属
す
る
者
 と
 思
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
驚
き
を
感
じ
た
と
伝
え
 
て
い
る
。
翌
年
に
東
海
 

岸
の
 イ
ン
サ
イ
ト
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ソ
サ
イ
ア
 
テ
 ィ
 で
の
教
師
達
の
集
り
で
も
同
じ
よ
う
な
結
果
が
出
た
 。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
 

翌
年
、
ス
ピ
リ
ッ
ト
ロ
ッ
ク
で
こ
の
課
題
に
関
す
る
会
 
議
 が
開
か
れ
、
イ
ン
サ
イ
ト
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
 
テ
 ｜
シ
 ヴ
ァ
ー
 ダ
 と
の
 関
 

係
 を
ど
 う
 見
る
べ
き
か
が
議
論
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
 大
半
の
参
加
者
は
、
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
 ダ
 と
の
関
係
を
拒
 否
し
 、
独
立
な
路
線
を
 

と
る
事
を
支
持
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
二
つ
の
点
が
 挙
げ
ら
れ
た
。
先
ず
は
、
イ
ン
サ
イ
ト
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
 
コ
 ン
を
一
つ
の
宗
派
に
 

限
定
す
る
事
に
反
対
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
事
に
よ
っ
 
て
 、
自
分
達
の
独
立
性
を
保
つ
こ
と
が
困
難
に
な
る
か
 
ら
で
あ
る
。
次
に
 、
彼
   

懸
念
の
声
 

て
 、
カ
リ
フ
 オ
ル
 

が
女
性
で
あ
り
、
 

｜
 シ
ョ
ン
で
は
、
 ニ

ア
 州
 バ
ー
ク
レ
ー
市
に
あ
る
 Q
q
p
 
宙
 
c
p
 
（
の
 
円
汀
臼
 0
 雙
 の
巴
 C
 三
 o
 コ
 と
い
う
進
歩
的
な
神
学
校
で
は
、
学
生
の
 
半
数
 

今
後
女
性
の
牧
師
が
、
今
の
二
 O
t
 三
 O
 老
 よ
り
も
 増
 え
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
但
し
 、
イ
 ン
サ
イ
ト
メ
 デ
 ィ
テ
 

指
導
者
の
半
数
が
既
に
女
性
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
 
ア
メ
リ
カ
仏
教
の
進
歩
性
を
示
し
て
い
る
。
 



ら
に
と
っ
て
は
、
人
生
否
定
日
 繍
 ら
の
㎎
注
ぎ
⑧
、
当
世
 
志
向
（
 0
 （
 
す
浅
 ，
 
毛
 0
 「
 
乙
巳
 
お
よ
び
二
元
論
的
 
ま
 窪
田
 @
 
の
 
（
 
こ
 
な
要
素
を
持
つ
 

東
南
ア
ジ
ア
の
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
 ダ
と
 関
係
を
持
つ
事
が
 大
変
難
し
い
と
見
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
サ
ヤ
 
｜
ダ
 １
節
 や
 チ
ャ
ー
 師
 

と
い
う
改
革
派
へ
の
影
響
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
 
そ
 れ
 以
上
に
東
南
ア
ジ
ア
の
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
タ
全
体
と
は
 
、
自
分
達
の
目
指
す
も
 

の
が
一
致
し
な
い
と
し
う
考
え
よ
 

Ⅰ
Ⅰ
 
矧
あ
ブ
つ
ト
 

よ
う
 ネ
 
@
 
 

Ⅰ
 あ
ブ
つ
 

@
 
3
 
り
一
 

。
 

フ
ロ
ン
ゾ
ー
ル
氏
は
同
僚
の
こ
の
よ
う
な
考
え
こ
そ
が
 、
イ
ン
サ
イ
ト
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
幅
の
狭
い
も
の
 
に
し
、
質
を
乏
し
く
 

す
る
と
い
う
懸
念
を
示
し
て
い
る
。
氏
に
よ
る
と
、
 
イ
 ン
サ
イ
ト
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
 ダ
 仏
教
の
一
部
で
あ
る
 修
 

行
法
、
特
に
そ
の
中
の
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
み
を
 
選
 び
 取
り
、
儀
式
や
教
義
全
体
や
世
界
観
と
い
う
他
の
部
 
門
を
無
視
し
て
い
る
と
 

述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ロ
ン
ゾ
ー
ル
氏
に
よ
る
と
、
 
多
く
の
教
師
達
は
、
こ
の
世
の
中
で
の
社
会
参
加
や
自
 
由
を
強
調
す
る
。
そ
の
 

反
面
、
仏
教
の
伝
統
的
な
目
標
で
あ
る
悟
り
や
輪
廻
転
 
生
か
ら
の
解
脱
や
聖
人
の
諸
段
階
に
到
達
す
る
事
を
軽
 
規
 し
て
い
る
と
述
べ
て
 

い
る
。
ま
た
、
日
常
の
生
活
の
問
題
に
対
し
て
マ
イ
ン
 
ド
 フ
ル
ネ
ス
が
も
た
ら
す
効
果
や
心
の
安
定
と
い
う
 身
 近
 に
生
じ
る
結
果
だ
け
 

を
 求
め
て
お
り
、
怒
り
と
い
う
よ
う
な
煩
悩
の
消
滅
 
や
 統
制
に
励
む
と
い
う
こ
と
ほ
殆
ど
な
く
、
心
に
浮
か
ぶ
 
そ
の
怒
り
を
た
だ
じ
っ
 

く
り
と
見
詰
め
る
こ
と
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
だ
 
と
 指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
更
に
 、
 中
に
は
悟
り
と
い
 う
 仏
教
の
目
標
自
体
さ
 

え
を
再
検
討
し
始
め
て
い
る
教
師
が
出
て
い
る
そ
う
で
 
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
フ
ロ
ン
ゾ
ー
ル
氏
は
仏
教
の
根
 
本
目
標
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
 

る
 事
に
つ
い
て
、
非
常
に
危
機
感
を
感
じ
て
い
る
。
 

フ
ロ
ン
ゾ
ー
ル
氏
の
も
う
一
つ
の
批
判
対
象
と
な
っ
て
 
い
る
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
対
し
て
の
個
人
の
重
 視
 で
あ
る
。
悟
り
と
 

は
 個
人
が
体
験
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
 
に
は
 コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
い
う
周
り
の
サ
ポ
ー
ト
は
 
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
 

る
 。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
で
は
種
々
の
儀
式
が
常
に
行
な
 
わ
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
連
帯
感
を
養
い
、
生
活
を
す
る
 
場
所
と
我
々
を
結
び
、
   



  ト メディテーション 

創
立
者
の
ジ
ョ
セ
フ
・
ゴ
ー
ル
ド
ス
テ
ィ
ー
ン
氏
も
 
イ
 ン
サ
イ
ト
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
出
家
制
度
の
拒
 否
 に
対
す
る
警
告
を
 

表
示
し
て
い
る
。
 

「
在
家
者
の
我
々
は
大
変
忙
し
い
。
沢
山
の
責
務
を
抱
 ，
 
え
 て
い
る
が
、
仏
法
の
仕
事
は
時
間
が
か
か
る
。
在
家
 
が
 出
家
と
同
じ
よ
 

う
 な
完
壁
な
道
だ
と
い
う
考
え
は
、
釈
尊
が
教
え
た
 
事
 と
 一
致
し
な
い
。
釈
尊
は
初
期
に
、
在
家
の
生
活
は
 、
 「
挨
に
満
ち
て
い
 

 
 

る
 」
と
明
確
に
説
い
た
の
で
あ
る
」
。
 

そ
し
て
、
氏
は
自
分
達
の
成
果
に
つ
い
て
疑
問
を
投
げ
 
か
け
て
い
る
。
 

「
嘗
て
ア
ジ
ア
が
輩
出
し
た
本
当
の
巨
匠
を
出
す
 よ
う
 に
、
 我
々
の
世
代
が
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
を
行
な
っ
て
い
る
 
か
ど
う
か
と
考
え
 

 
 

る
の
だ
が
、
私
に
は
、
そ
の
よ
う
に
や
っ
て
い
る
と
は
 見
え
な
い
」
。
 

こ
の
よ
う
に
内
部
の
指
導
者
か
ら
も
懸
念
の
声
が
挙
が
 
っ
て
い
る
。
し
か
し
，
筆
者
が
見
た
限
り
、
こ
の
よ
う
 な
 意
見
は
イ
ン
ザ
イ
 ト
 

メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
機
関
誌
等
に
も
表
示
さ
れ
、
 そ
 れ
に
基
づ
く
活
発
な
議
論
が
行
な
わ
れ
、
常
に
改
革
に
 
取
り
く
む
前
向
き
な
 姿
 

勢
が
 窺
わ
れ
る
。
 

  

そ
し
て
誕
生
や
死
や
季
節
と
い
う
人
生
や
一
年
の
節
目
 
を
 表
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
教
団
内
で
の
 
闘
 争
や
葛
藤
等
を
解
決
し
 

て
い
く
努
力
や
集
団
的
に
物
事
を
決
め
る
と
い
う
作
業
 
も
 、
修
行
者
に
と
っ
て
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
 な
 成
長
を
 養
っ
て
く
れ
る
手
段
で
 

も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
効
果
は
、
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
 ダ
出
 家
 教
団
を
中
心
と
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
よ
っ
て
 
出
 さ
れ
て
は
い
る
が
、
 た
 

た
 単
に
、
男
性
中
心
で
エ
リ
ー
ト
意
識
が
濃
厚
で
あ
る
 
、
出
家
制
度
が
嫌
 い
 だ
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
全
て
の
 
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
 拒
 

 
 

否
 し
て
し
ま
う
よ
う
な
事
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
、
 
と
 フ
ロ
ン
ゾ
ー
ル
氏
は
彗
星
 里
 り
る
の
で
あ
る
。
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キ
 0
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色
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得
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も
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基
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く
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す
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リ
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ニ
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｜
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は
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メ
デ
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週
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日
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い
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百
人
ほ
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参
加
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帰
り
に
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玄
関
に
置
い
て
あ
る
 
バ
 ス
ケ
ッ
ト
に
現
金
や
 

小
切
手
の
寄
付
を
お
い
て
い
く
。
ち
な
み
に
、
一
九
九
五
年
に
そ
 こ
で
筆
者
が
浄
土
教
に
つ
い
て
講
演
し
た
時
に
は
、
二
百
ド
ル
 
ほ
ど
寄
付
さ
れ
た
。
 

当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
御
礼
 額
 と
し
て
は
平
均
を
上
回
っ
て
い
た
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い
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デ
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テ
ー
シ
ョ
ン
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い
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。
 
づ
汀
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 %
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 小
片
す
の
口
目
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ろ
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元
一
ア
マ
ゾ
ン
書
店
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
目
録
を
「
仏
教
と
心
 理
学
」
で
検
索
し
た
結
果
、
二
百
程
の
英
語
の
本
が
見
付
か
っ
た
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節
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こ
の
数
字
は
、
ジ
ャ
ク
・
コ
ー
ン
フ
ィ
ル
ド
氏
の
意
見
で
 
あ
る
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仏
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中
村
生
 
雄
 

あ
ら
た
め
て
強
調
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
最
近
の
ロ
木
所
 
究
に
 

お
い
て
「
国
際
」
化
Ⅰ
「
学
際
」
化
の
趨
勢
は
年
を
追
う
ご
と
に
 

蛾
列
で
 

あ
る
。
欧
米
や
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
日
本
研
究
は
、
各
分
野
に
 
お
け
る
 

研
究
者
の
量
的
な
拡
大
だ
け
で
な
く
、
研
究
の
深
化
，
専
門
化
、
 

 
 

る
 資
料
・
デ
ー
タ
の
博
捜
の
度
合
い
に
お
い
て
昔
日
の
比
で
は
な
 い 。
 ま
 

た
 、
各
国
政
府
機
関
や
大
字
等
の
公
的
研
究
組
織
、
お
よ
び
各
種
 
の
国
際
 

機
構
が
企
画
・
提
供
す
る
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
規
模
と
数
量
も
 
お
び
た
 

こ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
加
速
す
る
研
究
者
お
よ
び
 
研
 党
情
報
 

の
 ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
化
の
状
況
は
 、
涙
 の
こ
と
な
が
ら
、
国
境
内
 
 
 

る
 民
族
・
文
化
・
 
=
@
 

ロ
ま
 

a
.
 

宗
教
の
自
明
性
の
う
え
で
制
度
化
さ
れ
 て
い
た
 

日
本
研
究
の
基
盤
そ
の
も
の
へ
の
問
い
を
招
き
よ
 せ 、
そ
の
革
新
 と
 再
編
 

を
 要
求
し
て
き
た
。
既
成
の
大
学
・
研
究
所
・
学
会
の
組
織
は
解
 
体
 的
な
 

見
直
し
を
迫
ら
れ
、
組
織
主
導
の
研
究
か
ら
問
題
牽
引
型
の
研
究
 へ
と
 研
 

究
 ス
タ
イ
ル
の
転
換
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
 

脇
田
晴
子
、
 ア
 ン
ヌ
・
ブ
ッ
シ
 ィ
編
 

「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
周
縁
・
媒
介
 

へ
日
本
社
会
）
 日
仏
 共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
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川
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文
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二
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と 

紹 

介 

と
は
い
え
、
そ
う
し
た
時
代
的
・
社
会
的
な
「
外
圧
」
が
ど
の
 
程
 度
に
 

ま
で
個
々
の
研
究
者
や
そ
の
研
究
内
容
に
実
質
的
な
成
果
を
も
た
 
ら
し
て
 

い
る
か
と
い
う
点
に
な
る
と
、
必
ず
し
も
楽
観
的
に
な
れ
る
わ
け
 
で
は
な
 

 
 

が
、
そ
 

う
し
た
「
外
圧
」
の
効
果
を
計
る
物
差
し
が
、
国
際
学
会
で
の
 
ゲ
 ス
ト
・
 

ス
ピ
ー
カ
ー
の
度
数
で
あ
る
と
か
発
表
論
文
の
被
引
用
回
数
で
 あ
る
と
 

か
 、
自
然
科
学
系
で
慣
習
化
さ
れ
て
き
た
「
評
価
」
基
準
の
形
式
 
的
な
 導
 

人
 で
し
か
な
い
と
い
う
不
毛
な
状
況
が
、
「
国
際
」
化
 

/
 
「
学
際
」
   

体
 に
た
い
す
る
疑
念
を
増
大
さ
せ
、
各
研
究
者
の
内
心
に
ホ
ン
ネ
 
と
タ
テ
 

マ
エ
の
亀
裂
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
か
に
見
え
る
。
例
の
「
 
三
 一
世
 紀
 C
O
 

E
 」
が
仰
々
し
く
 
調
 う
「
世
界
的
な
研
究
教
育
の
拠
点
」
と
い
う
 キ
ヤ
ツ
 

チ
フ
レ
ー
ズ
も
、
一
面
で
は
そ
ん
な
疑
い
を
確
実
に
増
幅
さ
せ
て
 
 
 

も
と
よ
り
こ
う
し
た
車
宿
は
た
ん
に
日
本
側
に
固
有
の
問
題
な
の
 
で
あ
 

り
 、
そ
れ
は
 当
妖
 こ
れ
ま
で
の
日
本
研
究
に
お
け
る
「
一
国
的
」
 

な
 閉
鎖
 

性
 と
無
関
係
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
じ
た
い
が
国
際
的
 
な
 場
面
 

で
 三
題
化
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
し
、
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
状
況
 
認
 識
 を
外
 

国
の
研
究
者
と
共
有
す
る
，
」
と
が
容
易
で
な
い
と
い
う
困
難
さ
が
 

あ
る
。
 

も
っ
と
も
、
日
本
研
究
を
専
門
と
す
る
研
究
者
を
国
籍
に
よ
っ
て
 
日
本
 

側
 と
外
国
側
に
二
分
し
て
考
え
る
こ
と
が
す
で
に
非
現
実
的
で
あ
 
ろ
う
。
 

学
生
時
代
か
ら
日
本
を
調
査
 地
 と
し
、
お
お
か
た
を
日
本
国
内
の
 

研
究
 組
 

織
 や
字
 会
 に
所
属
し
、
現
在
た
ま
た
ま
海
外
で
の
研
究
職
に
就
 い て
い
る
 

と
い
う
外
国
籍
の
人
も
あ
れ
ば
、
逆
に
、
留
学
先
で
習
得
し
た
そ
 
れ
ぞ
れ
 

 
 
 
 

の
 デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
も
と
に
研
究
対
象
を
出
身
地
の
日
本
の
歴
史
 
や
文
化
 

に
 求
め
、
キ
ャ
リ
ア
面
か
ら
し
て
「
一
国
的
」
 

な
 制
約
を
当
初
か
  
 

か
れ
て
い
る
日
本
人
 
-
 正
確
に
は
ロ
本
国
籍
を
も
こ
研
究
者
 
も
 数
多
 



 
 

の
 蓄
積
 

も
 大
き
く
、
今
や
一
定
の
ジ
ャ
ン
ル
を
形
成
し
て
い
る
と
舌
口
っ
て
 

 
 

た
だ
、
お
な
じ
日
本
研
究
と
名
乗
っ
て
は
い
て
も
、
た
と
え
ば
 
現
 在
の
カ
 

ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
 

ズ
や
 ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
研
究
と
の
 
 
 

り
に
か
ん
し
て
、
英
語
圏
 型
 日
本
研
究
と
フ
ラ
ン
ス
 

 
 

と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旦
日
本
研
究
は
ほ
と
ん
ど
別
世
界
と
言
っ
て
 
 
 

 
 

な
 距
離
 

が
あ
る
。
そ
の
結
果
、
当
然
な
が
ら
相
互
の
人
的
交
流
や
清
親
交
 
換
 も
き
 

ね
 め
て
不
十
分
で
あ
り
、
日
本
研
究
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
 

ス
 タ
ン
ダ
 

｜
ド
 な
る
も
の
の
成
立
は
、
今
の
と
こ
ろ
ま
っ
た
く
見
込
み
が
な
 
 
 

に
 思
わ
れ
る
。
 

あ
ら
ま
し
以
上
の
よ
う
に
、
表
面
上
活
況
を
呈
し
て
い
る
か
の
よ
 
う
な
 

日
本
研
究
の
「
国
際
」
化
Ⅰ
「
学
際
」
化
の
な
か
で
、
そ
れ
に
 

見
 ム
ロ
 
ぅ
だ
 

け
の
実
質
的
な
成
果
が
ど
れ
ほ
ど
実
現
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
 
そ
の
た
 

め
の
基
礎
的
な
条
件
づ
く
り
に
向
け
た
議
論
が
ど
れ
ほ
ど
の
結
実
 
を
 得
て
 

い
る
か
、
少
な
か
ら
ず
悲
観
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
 
 
 

も
 こ
そ
種
々
の
試
行
錯
誤
が
必
要
で
あ
る
の
は
言
 
う
 ま
で
も
な
く
 、
万
全
 

の
 成
果
を
め
ざ
す
よ
り
も
、
基
本
的
な
視
座
と
問
題
関
心
の
根
気
 つ
 よ
い
 

提
示
に
よ
っ
て
、
相
互
に
共
有
可
能
な
も
の
と
可
能
で
な
い
も
の
 
と
を
 見
 

極
め
て
 
い
 く
こ
と
が
ま
だ
ま
だ
重
要
事
な
の
で
あ
ろ
う
。
 

本
書
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
立
極
東
学
院
が
中
心
と
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
 
社
会
 

科
学
高
等
研
究
院
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
Ⅰ
フ
ラ
ン
ス
双
方
の
政
 
府
 と
公
 

的
 機
関
の
協
力
の
も
と
に
構
成
さ
れ
た
日
仏
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
 エ
   

研
究
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
共
同
研
究
の
中
心
的
な
 
プ
 
ロ
グ
ラ
 

ム
は
 
一
九
九
七
年
 @
 九
八
年
に
合
計
三
回
、
フ
ラ
ン
ス
で
開
催
さ
 

-
 
ね
 、
 日
 

本
か
ら
招
か
れ
た
歴
史
学
・
宗
教
学
・
文
学
な
ど
の
研
究
者
の
報
 
告
 を
中
 

6
 

心
に
 、
そ
れ
に
日
本
研
究
だ
け
で
な
い
幅
広
い
フ
ラ
ン
ス
側
の
研
 
究
 者
の
紐
 

コ
メ
ン
ト
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
計
三
回
の
討
論
主
題
は
 
、
 そ
れ
ぞ
 

 
 

れ
 
「
中
心
的
空
間
の
形
成
」
「
周
縁
、
秩
序
、
逸
脱
」
「
表
象
 

体
 系
 と
社
 

会
 」
の
表
題
を
も
つ
三
部
構
成
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
本
書
に
は
 
そ
こ
で
 

の
 鞍
上
口
内
容
を
原
稿
化
し
た
も
の
と
そ
の
コ
メ
ン
ト
・
討
論
の
要
 

占
一
が
、
 

合
計
一
七
本
収
録
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
本
書
の
日
本
語
版
と
と
 もに
フ
 

ラ
ン
ス
語
版
が
、
フ
ラ
ン
ス
国
立
極
東
学
院
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
 

る
 。
 

さ
て
、
通
例
で
あ
れ
 ば
 、
そ
の
内
容
目
次
の
全
体
を
こ
こ
に
 列
 記
し
 

て
 、
そ
の
お
の
お
の
の
概
要
紹
介
と
批
評
を
順
次
 行 な
う
べ
き
と
 
こ
ろ
だ
 

ろ
う
が
、
二
つ
の
理
由
に
よ
っ
て
、
以
下
で
は
そ
う
し
た
方
法
は
 
と
ら
な
 

い
こ
と
に
す
る
。
 

ま
ず
そ
の
理
由
の
一
 
つ
は
 
、
一
七
人
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
論
稿
の
 内
 容
が
 

三
題
的
に
も
方
法
的
に
も
多
岐
に
わ
た
り
、
そ
の
一
々
 

ほ
 つ
い
て
 等
分
の
 

紹
介
と
批
評
を
行
な
っ
て
も
、
お
ざ
な
り
で
底
の
浅
 い も
の
に
 終
 わ
る
し
 

か
な
い
だ
 る
 向
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
評
者
の
関
心
と
知
識
が
そ
 
ね
 ら
 す
 

べ
て
に
均
等
に
対
応
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 

ま
 た
、
こ
 

の
種
の
共
同
研
究
報
上
口
書
で
往
々
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
研
究
プ
ロ
 

ジ
ェ
ク
 

ト
の
 本
来
の
趣
旨
に
必
ず
し
も
沿
っ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
寄
稿
 
 
 

わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
よ
り
本
質
的
な
理
由
は
 
、
 口
 
取
初
に
 

も
 述
べ
た
と
お
り
、
本
書
も
当
然
、
日
本
研
究
を
め
ぐ
っ
て
進
展
 
 
 

る
 
「
国
際
」
化
Ⅰ
「
学
際
」
化
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
以
上
 

、
 そ
 う
 

し
た
動
き
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
意
義
 
を
 考
え
 

て
お
く
こ
と
が
、
個
別
的
な
解
説
と
コ
メ
ン
ト
よ
り
も
重
要
で
あ
 
ろ
う
と
 

思
う
か
ら
で
あ
る
。
 



書評と紹介 

そ
こ
で
ま
ず
最
初
に
 
、
本
 プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
主
唱
者
で
あ
り
実
際
 
 
 

推
進
役
を
も
務
め
た
ア
ン
ヌ
・
ブ
ッ
シ
 イ 
-
 フ
ラ
ン
ス
国
立
極
東
 
学
院
 一
 

が
 
「
は
じ
め
に
」
の
部
分
で
述
べ
て
い
る
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
 

テ
 １
％
 
訊
取
 

定
 と
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
の
説
明
に
ふ
め
て
お
こ
う
。
そ
こ
で
 は
、
 「
 
ア
 

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
周
縁
・
媒
介
」
と
い
う
、
書
名
に
も
な
っ
て
 
い
る
 三
 

対
の
概
念
に
集
約
さ
れ
る
公
開
討
論
集
会
の
各
テ
ー
マ
が
、
九
六
 
年
に
 遡
 

る
 準
備
段
階
か
ら
の
 地
 な
ら
し
的
な
討
論
を
へ
て
生
ま
れ
た
も
 の
で
あ
 

り
 、
そ
の
過
程
で
の
種
々
の
軌
道
修
正
の
結
果
で
あ
る
こ
と
が
 
示
 唆
さ
れ
 

て
い
る
。
そ
の
詳
細
を
も
う
少
し
丁
寧
に
述
べ
て
も
ら
い
た
か
っ
 

 
 

ぅ
 憾
み
は
の
こ
ろ
が
、
今
は
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
 
手
  
 

に
し
て
、
評
者
の
憶
測
を
ま
じ
え
つ
つ
本
書
の
性
格
の
概
略
を
見
 
通
し
て
 

お
き
た
 

ア
ン
ヌ
・
ブ
ッ
シ
 
イ
 
の
記
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
で
は
ま
ず
 
 
 

れ
る
の
テ
ー
マ
が
一
定
の
結
論
を
提
示
す
る
た
め
で
は
な
く
、
 

各
 研
究
者
 

か
ら
出
さ
れ
た
仮
説
を
も
と
に
活
発
な
議
論
を
う
 
な
 が
し
、
そ
の
 
こ
と
を
 

と
お
し
て
そ
の
場
か
ぎ
り
の
討
論
を
越
え
て
継
続
す
る
対
話
を
呼
 
び
 起
こ
 

し
た
い
と
す
る
抱
負
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
意
図
 にし
た
 

当
 化
の
核
と
な
っ
た
年
号
の
問
題
 -
 大
井
剛
「
年
号
と
、
古
代
神
 

が
っ
て
構
想
さ
れ
た
三
回
の
討
論
の
場
で
は
、
ま
ず
手
始
め
に
、
 

話
や
近
 

日
本
社
 

会
 に
お
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
他
者
性
の
間
 
題
 が
出
発
点
と
 
し
て
 設
 

足
 さ
れ
た
と
い
う
。
「
中
心
的
空
間
の
形
成
」
を
タ
イ
ト
ル
 

と
す
 る
 本
書
 

の
一
 1
 一
で
は
、
古
代
国
家
や
近
代
に
お
け
る
首
都
の
形
成
と
そ
れ
 

を
め
ぐ
 

る
 言
説
（
成
田
龍
一
「
首
都
Ⅱ
東
京
の
誕
生
」
、
京
染
真
帆
 
子
 
「
 首
都
の
 

言
説
と
、
中
国
の
皇
帝
、
日
本
の
天
皇
に
 
よ
 る
時
間
の
支
配
 
と
統
 治
 の
 正
 

代
の
宗
教
理
論
を
通
じ
た
国
家
理
念
の
形
成
（
泰
弘
子
「
神
功
 
皇
 后
 伝
説
 

展れば ク 

国   
  



た
 つ
 え
で
、
そ
の
お
の
お
の
を
相
互
に
関
連
し
合
う
よ
う
結
び
つ
 
け
、
配
 

貴
 し
ょ
う
と
す
る
意
図
が
了
解
さ
れ
る
。
 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
扱
わ
れ
て
い
な
い
問
題
 
領
域
 

が
 存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
支
配
的
な
階
級
 
や
 社
会
集
 

回
 に
よ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
の
対
極
で
周
縁
化
さ
れ
、
 

排
 除
と
逸
 

 
 

、
本
書
 

が
と
り
あ
げ
る
 
聖
 性
や
傲
れ
と
い
う
宗
教
的
観
念
、
特
殊
な
職
能
 者
や
女
 

性
 と
い
っ
た
社
会
的
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
か
か
わ
る
も
の
の
ほ
か
 
 
 

ヌ
や
 沖
縄
を
ふ
く
の
空
間
的
、
文
化
的
、
政
治
的
に
周
縁
化
さ
れ
 
た
 異
族
 

や
 辺
境
の
先
住
者
の
問
題
、
身
体
的
な
不
具
や
身
心
の
異
常
，
 

疾
 患
な
ど
 

を
 理
由
に
中
心
的
な
秩
序
形
成
か
ら
暴
力
的
に
排
除
さ
れ
る
人
び
 
 
 

題
 、
あ
る
い
は
標
準
語
五
ハ
道
ま
 
n
,
i
 

の
規
範
化
の
な
か
で
淘
汰
 

と
  
 

対
象
と
な
っ
て
い
く
 
方
 舌
口
お
よ
び
方
言
口
話
者
の
間
坦
な
ど
、
個
々
 に
 数
え
 

立
て
て
い
け
ば
文
字
ど
お
り
か
ぎ
り
は
な
い
。
た
だ
、
そ
の
こ
 
ト
 -
 
を
 不
備
 

と
し
て
あ
げ
つ
ら
う
の
は
適
切
で
は
な
い
し
、
書
評
と
し
て
何
ら
 
生
産
的
 

な
 意
義
を
も
た
な
い
か
ら
、
残
さ
れ
た
紙
数
に
お
い
て
は
、
木
室
 

目
 の
 論
稿
 

の
う
ち
か
ら
と
く
に
宗
教
研
究
に
か
か
わ
り
の
深
 い も
の
を
選
び
 
、
そ
れ
 

ら
が
本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
共
通
主
題
と
関
連
す
る
部
分
に
留
 
貢
 し
な
 

が
ら
、
気
づ
い
た
点
を
述
べ
て
お
く
こ
と
に
し
た
 

結
論
的
に
言
う
と
、
そ
れ
は
女
性
の
性
が
日
本
の
宗
教
と
社
会
に
 
 
 

て
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
た
か
と
い
う
問
題
に
 
集
約
さ
 

れ
る
。
 

周
知
の
と
お
り
、
柳
田
国
男
の
「
巫
女
」
論
や
折
口
信
夫
の
「
  
 

嫁
 」
論
が
端
緒
と
し
て
切
り
開
い
た
問
題
視
角
を
受
け
継
ぐ
か
 
た
 ち
で
、
 

そ
の
後
の
古
典
的
な
正
裕
研
究
と
民
俗
学
的
な
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
 
研
 究
 が
進
           従来の 成立と礼にか伝授さ れ に よ 動など 関 との 神に「 表象形 神霊を を活動 ッシイ 威をめ などで り依 認 と正市 からの てきた 社 ム五 の 枠 をあ す王要 継 その いると する霊 不可分れてい かわる @ ま、こ の援助 係が破 」を 師 式があ 「 夫 」 拠占 の 「神々 対 ぐる 揚 ある Ⅲ山山 の性が 考察と ことに 研究が 的な位 らため な論稿 車関係 

  



書評   

こ
れ
ら
二
名
の
論
者
の
留
意
占
は
、
 

@
-
 
の
鈴
木
正
 宗
 
「
巫
女
と
 男
巫
 

の
は
ざ
ま
」
が
、
従
来
の
日
本
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
研
究
に
お
け
 る
 社
会
 

的
 ・
文
化
的
文
脈
へ
の
視
点
の
欠
如
を
克
服
す
る
た
め
に
、
男
性
 

立
者
が
 

「
 
名
 」
と
い
う
地
縁
的
ま
と
ま
り
を
土
台
に
し
、
修
験
道
の
想
 
祈
 博
や
 陰
 

陽
道
の
祭
文
の
知
識
・
技
術
を
駆
使
し
て
展
開
す
る
荒
神
神
楽
 大
元
神
 

楽
の
事
例
を
対
比
的
に
提
示
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
 

ま
 た
 そ
こ
 

で
 生
じ
る
神
懸
り
と
託
宣
が
 、
 つ
ね
に
そ
の
受
け
手
を
村
落
共
同
 

体
 や
そ
 

れ
を
構
成
す
る
家
の
代
表
者
と
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
 

こ
 れ
ま
で
 

私
的
な
関
係
と
し
て
理
解
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
立
者
 と ク
ラ
イ
ア
  
 

の
 関
係
を
社
会
的
・
共
同
体
的
な
文
脈
に
置
き
な
お
し
て
み
る
こ
 
と
の
 重
 

要
 性
が
強
調
さ
れ
る
。
 

以
上
の
よ
う
な
額
白
 
が
 、
柳
田
や
折
口
に
よ
る
初
発
の
巫
 俗
 研
究
  
 

学
的
・
直
感
的
な
性
格
か
ら
距
離
を
お
き
、
歴
史
学
・
宗
教
 
サ
ム
 ム
字
・
 宗
 

散
人
類
学
、
あ
る
い
は
社
会
史
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
と
「
学
際
」
 

的
 関
係
 

を
 深
め
る
な
か
で
獲
得
き
れ
た
新
た
な
見
解
で
あ
る
こ
と
は
言
う
 
ま
で
も
 

な
い
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
日
本
研
究
の
「
学
際
」
化
は
 
既
定
の
 

事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
、
研
究
の
「
一
国
」
的
性
 
格
 を
乗
 

り
 越
え
ら
れ
る
べ
き
閉
鎖
性
と
見
な
し
、
そ
れ
を
解
体
す
る
動
き
 
を
 待
望
 

さ
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
 

だ
が
、
そ
こ
で
一
歩
踏
み
と
ど
ま
っ
て
み
る
こ
と
も
や
は
り
必
要
 
で
は
 

な
い
か
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
わ
せ
る
の
は
、
 

-
 Ⅱ
 ロ
の
平
 雅
行
「
 日
本
の
 

肉
食
直
行
と
肉
食
禁
忌
」
 

や
、
 -
 
Ⅲ
）
の
武
田
佐
知
子
「
男
装
と
 
王
 権
 」
 の
 

よ
う
な
、
日
本
史
プ
ロ
パ
ー
の
研
究
報
告
に
た
い
す
る
フ
ラ
ン
ス
 
 
 

の
 応
答
の
し
か
た
か
ら
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
 

ち
な
み
 

に
前
者
は
、
日
本
に
お
け
る
肉
食
の
禁
忌
が
仏
教
の
不
殺
生
戒
 
か
 ら
 生
じ
 

た
も
の
で
は
な
く
、
神
祇
祭
祀
に
そ
の
発
生
母
胎
を
も
と
め
る
べ
 
き
も
の
 

で
、
そ
の
場
合
と
り
わ
け
獣
肉
を
傲
れ
と
す
る
観
念
の
形
成
過
程
 
に
 留
意
 

す
べ
き
だ
と
す
る
密
度
の
高
い
好
 論
 で
あ
り
、
後
者
は
、
中
国
 
里
 帝
と
日
 

本
の
天
皇
の
「
 王
 」
と
し
て
の
服
装
を
比
較
し
た
場
合
、
中
国
と
 ち
が
っ
 

て
 ロ
本
で
は
倭
人
社
会
以
来
の
伝
統
と
し
て
衣
服
に
性
別
が
な
く
 
、
古
代
 

に
 女
帝
が
数
多
く
出
現
し
た
の
も
そ
の
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
と
 
す
る
 興
 

味
 深
い
論
点
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
 任 目
さ
れ
る
の
が
、
 
，
 
」
う
し
た
 

論
 白
に
 対
応
し
て
、
西
洋
社
会
で
の
身
分
制
の
形
成
に
と
も
な
う
 
食
習
慣
 

の
 体
系
化
や
道
徳
律
の
問
題
、
あ
る
い
は
西
洋
の
王
制
や
貴
族
 
社
 会
 の
も
 

と
で
の
衣
服
に
よ
る
差
異
化
・
権
威
化
と
い
う
問
題
が
フ
ラ
ン
ス
 
 
 

出
さ
れ
、
 
9
 呈
畠
 な
事
例
を
付
き
合
わ
せ
て
の
活
発
な
討
論
へ
と
 
引
 き
 継
が
 

れ
た
ら
し
く
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
学
術
研
究
に
お
け
る
「
 
比
 較
 」
 の
 

重
要
性
と
い
う
古
く
て
新
し
い
問
題
が
、
と
り
わ
け
こ
う
し
た
 
歴
 史
 研
究
 

0
 分
野
に
お
い
て
は
ま
だ
ま
だ
 未
 踏
の
可
能
性
を
ひ
め
て
い
る
こ
 と
に
 思
 

い
い
た
る
の
で
あ
る
。
 

常
識
的
な
こ
と
の
よ
う
だ
が
、
研
究
に
お
け
る
「
国
際
」
化
は
研
 
先
考
 

や
 研
究
資
料
が
国
境
を
越
え
て
グ
ロ
ー
バ
ル
に
流
通
す
る
こ
と
だ
 
け
を
 意
 

抹
 す
る
の
で
ほ
な
い
。
た
ん
に
そ
う
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
流
通
  
 

「
国
際
」
化
の
目
標
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
な
 

「
無
目
 

籍
 」
化
を
量
産
す
る
だ
け
だ
。
そ
し
て
そ
う
し
た
 盃
 国
籍
」
化
 
 
 

き
は
、
扱
 う
 問
題
が
近
代
・
現
代
に
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
、
 

必
 然
事
に
 

な
つ
て
い
く
。
そ
れ
は
も
と
よ
り
、
歴
史
を
「
一
国
」
単
位
に
 
区
 切
る
国
 

 
 
 
 

境
 そ
の
も
の
が
「
国
民
国
家
」
と
い
う
共
通
 
巾
 位
か
ら
生
ま
れ
た
 
 
 

か
ら
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
地
球
大
に
ひ
ろ
が
る
「
世
界
シ
ス
テ
 
ム
 

」
の
め
 

3
 

部
分
的
な
表
現
で
し
か
な
い
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 



だ
が
一
方
、
そ
う
し
た
必
然
事
と
し
て
の
「
無
国
籍
」
化
を
担
保
 
す
る
 

も
の
と
し
て
、
お
な
じ
近
代
・
現
代
を
時
間
的
に
過
去
へ
と
遡
及
 
 
 

く
こ
と
の
重
要
性
も
銘
記
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
う
し
た
 
志
 何
 が
結
 

果
 的
に
つ
く
り
だ
す
差
異
を
「
一
国
」
の
壁
を
越
え
て
承
認
し
 
ム
 ロ
う
こ
 L
 し
 

こ
そ
が
、
「
国
際
」
化
の
た
め
に
踏
ま
ね
ば
な
ら
な
い
手
続
き
な
 
 
 

う
と
思
う
。
 

本
書
に
よ
っ
て
も
っ
と
も
強
く
教
え
ら
れ
た
の
は
、
「
一
国
」
的
 
で
あ
 

る
こ
と
と
「
国
際
」
的
で
あ
る
こ
と
と
の
あ
い
だ
に
は
た
ら
く
、
 

そ
う
い
 

う
 逆
説
的
な
関
係
に
つ
い
て
で
あ
り
、
そ
の
逆
説
の
字
 む 豊
か
な
 可
能
性
 

が
 今
も
「
比
較
」
と
い
う
歴
史
研
究
の
古
典
的
な
視
角
と
手
法
の
 
う
ち
に
 

確
実
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
 

    
  



二
十
世
紀
最
後
の
四
半
世
紀
は
、
新
宗
教
研
究
に
と
っ
て
激
動
の
 
時
代
 

で
も
あ
っ
た
。
高
度
成
長
を
達
成
し
た
日
本
社
会
に
お
い
て
、
 

オ
 ウ
ム
 真
 

理
数
事
件
を
は
じ
め
、
い
わ
ゆ
る
カ
ル
ト
問
題
や
霊
感
商
法
等
の
 
、
 新
宗
 

教
 を
め
ぐ
る
様
々
な
社
会
問
題
が
発
生
し
、
こ
れ
ら
と
関
連
し
て
 
新
宗
教
 

粟
津
賢
人
 

島
薗
進
著
 

「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
新
宗
教
 

 
 

東
京
堂
出
版
 
二
 0
0
 
一
年
九
月
一
 

四
六
判
二
セ
 0
 真
三
一
 一

五
日
刊
 

一
 
0
0
 
円
 

一
本
書
の
構
成
 

序
章
お
よ
び
「
宗
教
運
動
の
変
容
」
と
題
さ
れ
た
第
一
部
の
三
つ
 の
ム
柵
 

者
 に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
の
は
、
新
新
宗
教
概
念
の
明
確
化
と
、
 

本
書
で
 

扱
う
対
象
の
明
確
化
で
あ
る
。
第
一
章
に
お
い
て
、
「
 
旧
 」
 新
宗
 教
 を
特
 

徴
 づ
け
、
「
 新
 」
新
宗
教
と
の
相
違
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
著
者
 は
 
「
 
実
 

際
に
は
諸
教
団
は
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
の
複
合
体
」
 -
 一
四
頁
一
で
 あ
る
と
 

し
 、
第
二
章
で
は
、
こ
う
し
た
要
素
の
濃
淡
と
し
て
新
新
宗
教
 
概
 念
 を
提
 

示
す
る
。
第
三
章
ほ
こ
う
し
た
見
方
の
有
効
性
に
関
す
る
一
種
の
 
補
強
で
 

あ
る
。
 

第
二
部
は
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
興
隆
」
と
題
さ
れ
、
宗
教
的
 
ナ
 ン
ョ
 

ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
中
心
的
に
考
察
さ
れ
て
い
る
。
第
四
章
で
は
 
反
 世
俗
 

正
義
 は
 つ
い
て
、
第
五
章
で
は
新
新
宗
教
に
み
ら
れ
る
ナ
シ
ョ
ナ
 

 
 

ほ
 つ
い
て
、
第
六
章
で
は
、
市
民
宗
教
の
ひ
と
つ
、
あ
る
い
は
 

世
  
 

替
物
 と
し
て
の
日
本
人
論
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
論
じ
ら
れ
て
い
 
る
 。
 こ
 

れ
は
、
新
新
宗
教
の
興
隆
を
単
に
宗
教
界
内
部
の
出
来
事
と
し
て
 
だ
け
で
 

は
な
く
、
よ
り
広
い
社
会
的
・
歴
史
的
文
脈
に
位
置
づ
け
る
作
業
 
で
あ
る
 

と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
新
宗
教
を
単
な
る
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
 
 
 

て
は
扱
わ
な
い
と
い
う
宣
旨
 
目
 で
あ
り
、
本
書
は
よ
り
広
い
社
会
科
 学
 の
 文
 

脈
で
 読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 

研
究
者
の
当
事
者
性
や
社
会
的
責
任
が
鋭
く
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
 っ
た
時
 

 
 

代
 で
あ
る
と
い
え
る
。
本
書
は
、
新
宗
教
研
究
者
と
し
て
地
歩
を
 固
め
て
㏄
 

き
た
著
者
が
、
こ
う
し
た
要
請
に
応
え
る
形
で
公
に
し
て
き
た
 
著
 述
を
、
 

 
 
 
 

 
 

二
 0
0
 

一
宇
と
い
う
 時
 占
か
ら
、
新
た
な
構
成
の
も
と
に
ま
と
め
 
 
 

で
あ
り
、
そ
の
意
義
は
や
は
り
大
き
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
 



書評と紹介 

二
 
新
新
宗
教
と
い
う
概
念
 

新
新
宗
教
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
、
そ
の
学
術
的
有
効
性
を
め
 
ぐ
っ
 

て
、
 様
々
な
機
会
に
議
論
さ
れ
て
き
た
。
著
者
は
、
新
し
い
時
期
 に 設
立
 

さ
れ
た
も
の
の
み
を
新
新
宗
教
と
す
る
も
の
や
、
「
 
旧
 」
新
宗
教
 と
は
 顕
 

著
に
異
な
る
特
徴
を
も
っ
た
も
の
だ
け
を
新
新
宗
教
と
す
る
考
え
 
方
 の
 双
 

方
 を
し
り
ぞ
け
る
。
そ
し
て
「
日
本
宗
教
史
」
に
お
け
る
時
期
 
区
 分
 に
対
 

応
 し
た
も
の
と
し
て
、
新
新
宗
教
を
考
え
る
と
い
う
立
場
を
と
る
 -
 一
五
 

頁
 Ⅰ
そ
し
て
第
四
期
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て
「
ポ
ス
ト
モ
 ダ
ン
」
 

と
い
う
「
時
代
相
」
が
提
示
さ
れ
る
。
 

も
っ
と
も
、
用
語
と
し
て
の
「
新
新
宗
教
」
に
は
、
あ
き
ら
か
な
 
不
備
 

が
あ
る
。
新
宗
教
が
時
代
精
神
を
敏
感
に
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
 
と
す
る
 

な
ら
 ぼ
 、
既
成
の
も
の
は
常
に
古
く
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
原
理
 的
に
新
 

新
宗
教
と
い
う
用
語
は
、
新
斬
新
：
と
際
限
も
な
く
更
新
さ
れ
て
 
 
 

第
三
部
は
 
、
 「
モ
ダ
ン
へ
の
対
抗
」
と
題
し
て
、
こ
こ
も
三
編
の
 

論
文
 

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
現
代
の
精
神
状
況
の
中
で
新
新
宗
教
は
 
 
 

う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
モ
ダ
ン
Ⅱ
近
代
に
対
抗
す
る
 
意
識
と
 

い
う
 現
代
的
な
精
神
状
況
の
な
か
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
 
 
 

が
 検
討
さ
れ
る
。
考
察
の
対
象
と
し
て
、
新
霊
性
正
義
や
 
反
 近
代
 の
 思
想
 

と
し
て
の
新
新
宗
教
内
部
で
の
変
化
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
 

終
章
に
 

お
い
て
も
こ
の
傾
向
は
続
き
、
新
新
宗
教
と
い
う
題
材
を
使
っ
て
 
現
代
日
 

本
の
精
神
状
況
を
描
い
た
著
者
な
り
の
ス
ケ
ッ
チ
と
い
う
感
が
あ
 
る
 。
 こ
 

れ
ら
は
著
者
の
い
う
、
「
新
宗
教
史
を
踏
ま
え
た
宗
教
学
的
な
現
 
 
 

論
 」
と
い
う
野
心
的
な
試
み
と
し
て
、
そ
の
評
価
は
な
さ
れ
る
べ
 
き
で
あ
 

ろ
う
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

著
者
の
概
念
は
、
新
新
宗
教
に
み
ら
れ
る
様
々
な
特
徴
や
傾
向
を
 
 
 

め
 ぼ
 集
 ム
ロ
 論
 的
な
方
法
に
よ
っ
て
、
要
素
の
分
散
と
凝
集
と
し
て
 
提
示
し
 

3
 笏
 

た
も
の
で
あ
る
。
個
々
の
特
徴
 一
 要
素
）
を
排
他
的
に
描
き
出
す
 こ
と
を
 

1
 
 貧
病
学
と
い
う
 動
 抜
か
ら
「
空
し
さ
」
の
動
機
へ
 

2
 
 現
世
志
向
か
ら
現
世
離
脱
へ
 

3
 
 心
 な
お
し
の
 脱
 倫
理
化
と
心
理
統
御
技
法
の
増
加
 

4
 
 神
秘
現
象
と
心
身
理
容
へ
の
関
心
の
増
大
 

5
 

自
己
責
任
の
強
調
、
お
よ
び
自
己
の
霊
魂
の
永
続
の
意
識
 

6
 
 聖
な
る
宇
宙
の
再
構
成
 

7
 
 破
局
切
迫
の
意
識
一
千
年
王
国
王
 義
 ）
と
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
の
 昂
揚
 

の
で
あ
る
。
本
書
が
時
期
区
分
を
導
入
し
、
ま
た
「
時
代
相
」
と
 
関
連
 づ
 

け
て
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
新
宗
教
」
と
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
 
円
ま
 旧
と
 

し
て
の
不
備
を
解
消
す
る
ひ
と
つ
の
可
能
性
の
提
示
で
あ
る
の
か
 
 
 

な
い
。
井
上
が
問
題
提
起
し
た
よ
う
に
、
「
新
新
宗
教
」
を
い
つ
 

ま
で
も
 

用
語
と
し
て
使
う
の
で
は
な
く
、
学
術
用
語
と
し
て
の
そ
の
概
念
 
 
 

要
 な
の
で
あ
る
。
 

本
書
の
特
に
第
二
章
で
は
、
新
新
宗
教
を
十
分
に
操
作
可
能
な
 
概
 念
と
 

し
て
提
示
す
る
。
作
業
仮
説
と
し
て
の
新
新
宗
教
、
あ
る
い
は
 
問
 題
 発
見
 

的
な
概
念
と
し
て
の
新
新
宗
教
と
い
う
魅
力
的
な
定
義
が
提
示
さ
 
れ
る
。
 

前
述
し
た
よ
う
に
実
際
の
教
団
は
「
様
々
な
要
素
の
複
ム
ロ
 

体
 」
で
 あ
る
か
 

ら
 、
「
 旧
 」
「
 新
 」
新
宗
教
と
さ
れ
る
教
団
に
み
ら
れ
る
諸
要
素
は
 
排
他
的
 

な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
な
か
で
、
「
 

新
 」
新
宗
教
を
特
徴
づ
け
  
 

と
し
て
以
下
の
七
点
を
あ
げ
る
。
 



三
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
射
程
 

第
二
部
、
第
三
部
で
は
、
文
世
俗
主
義
 や
 ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
 
中
  
 

に
 扱
わ
れ
て
い
る
。
特
に
第
二
部
は
、
本
書
の
最
大
射
程
を
示
す
 
 
 

あ
り
、
そ
の
す
べ
て
を
こ
こ
で
論
ず
る
準
備
は
な
い
。
た
だ
、
 

こ
  
 

議
論
の
前
提
に
は
、
世
俗
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
世
俗
的
・
近
代
 
的
で
あ
 

り
 、
宗
教
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
宗
教
的
・
 

反
 近
代
的
で
あ
る
と
 
 
 

式
 的
理
解
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
当
に
世
俗
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
 
は
 世
俗
 

的
で
あ
り
、
宗
教
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
 反
 近
代
的
な
の
で
あ
ろ
 
 
 

文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
政
治
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
区
別
 
は
、
重
 

要
 で
基
本
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
中
立
的
で
 
没
 歴
史
的
な
 概
念
で
 

は
な
く
、
そ
こ
に
は
西
洋
Ⅰ
非
西
洋
と
い
う
対
立
 
軸
 と
歴
史
性
が
 
常
に
潜
 

ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
吉
野
耕
作
に
な
ら
っ
て
文
化
 
ナ
シ
ョ
 

ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
概
念
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
概
念
は
も
う
 
少
し
さ
 

か
の
ぼ
っ
て
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
 

ス
 ・
コ
ー
ン
 
民
 0
 ァ
コ
 
・
 エ
 し
は
、
西
洋
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
  
 

避
け
、
実
体
論
的
な
特
徴
づ
け
や
タ
イ
ポ
ロ
ジ
ー
を
回
避
す
る
 
有
 効
 な
万
 

法
 で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
新
新
宗
教
の
定
義
を
め
ぐ
 
る
 論
争
 

に
一
応
の
決
着
を
つ
け
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
残
念
で
あ
る
の
 
ま
、
こ
 

@
 

の
よ
う
な
魅
力
的
な
万
法
を
提
示
し
て
お
き
な
が
ら
、
こ
の
 車
 以
降
で
 

は
 、
そ
れ
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
代
わ
り
に
、
 

著
 者
は
意
 

図
 的
に
、
問
題
を
拡
大
し
て
行
く
万
法
を
取
っ
て
い
る
。
同
心
円
 
を
 幾
重
 

に
も
拡
大
し
て
行
く
よ
う
に
、
新
新
宗
教
を
中
心
に
置
き
、
そ
れ
 
を
見
 っ
 

め
る
視
座
を
次
々
に
広
げ
て
行
く
。
こ
れ
が
本
書
の
作
品
構
造
と
 
な
っ
て
 

 
 

ム
ロ
理
性
を
擁
護
す
る
立
場
か
ら
で
は
あ
る
が
、
非
西
洋
の
ナ
シ
ョ
 

 
 

 
 

ム
が
 文
化
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
玉
帳
し
て
い
る
 @
0
 二
 
%
 
宙
 
ゴ
き
 め
㌍
 

～
㌔
 
ぬ
ぬ
呉
 三
ぬ
 叫
 
～
も
 
ぉ
む
 
～
～
 

の
 
ま
 ，
匡
お
ョ
ヨ
ゅ
コ
 
・
）
の
 

串
 m
 ）
。
こ
う
し
た
 コ
｜
 ン
の
認
 

 
 

誠
 に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
西
欧
Ⅰ
非
西
欧
、
先
進
Ⅰ
 
行
 逃
 、
 文
 

明
 Ⅰ
文
化
、
政
治
的
 / 文
化
的
、
現
実
的
Ⅰ
詩
的
・
理
念
的
、
市
 民
 Ⅰ
 民
 

族
 と
い
う
対
立
 
頃
 が
存
在
し
て
い
る
。
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
 と
 い
う
 概
 

念
は
、
本
来
こ
の
よ
う
な
含
意
を
も
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
舌
口
 

っ
 て
み
れ
 

ば
 文
明
側
か
ら
す
る
軽
蔑
的
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
 

本
書
で
も
注
に
お
い
て
参
照
さ
れ
て
い
る
 
ュ
 ル
ゲ
ン
ス
マ
イ
  
 

つ
ロ
 の
「
ゆ
の
目
ョ
の
 

ゼ
 の
 r
-
 
ま
し
は
、
そ
の
原
題
が
示
す
通
り
 
ヨ
 示
教
   

ヨ
 ナ
リ
ズ
ム
」
と
「
世
俗
国
家
」
と
の
衝
突
を
描
き
出
し
て
い
る
 
。
こ
の
 

こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
彼
の
概
念
に
よ
れ
ば
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
 
も
 宗
教
 

も
 、
と
も
に
「
秩
序
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
で
あ
り
、
潜
在
的
な
う
 
 
 

関
係
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
世
俗
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
一
種
 
の
 
「
 
超
 

宗
教
」
で
あ
る
 

@
 
ル
ゲ
ン
ス
マ
イ
ヤ
ー
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
 

世
俗
性
 

と
 宗
教
性
」
阿
部
美
哉
 訳
 、
玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
九
五
年
 -
 
O
 つ
ま
 

り
 、
世
俗
国
家
は
世
俗
的
で
は
な
い
。
世
俗
化
を
促
す
原
理
は
本
 
来
 キ
リ
 

ス
ト
教
に
内
包
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
キ
リ
ス
ト
教
的
寛
容
、
 

つ
ま
り
 

問
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
 
散
文
化
 

と
い
う
土
台
の
上
で
、
諸
宗
教
諸
宗
派
や
世
俗
的
諸
機
構
が
あ
る
 
の
で
あ
 

る
 。
こ
う
し
た
理
解
か
ら
従
来
の
「
世
俗
化
論
」
は
捉
え
な
お
さ
 
れ
る
 必
 

要
 が
あ
ろ
う
。
世
俗
化
と
は
つ
ま
り
、
社
会
の
近
代
化
お
よ
び
 
世
 俗
 国
家
 

体
制
の
導
入
で
あ
る
。
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
概
念
 は 、
現
代
 社
会
に
 

お
け
る
隠
蔽
さ
れ
た
 
コ
 ロ
ニ
ア
リ
テ
ィ
を
脱
構
築
す
る
た
め
の
き
 

ね
 め
て
 

有
効
な
武
器
で
あ
る
。
 



書評と紹介 

四
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
概
念
の
ゆ
ら
ぎ
 

本
書
の
タ
イ
ト
ル
で
も
あ
り
、
ま
た
全
体
を
貫
い
て
い
る
も
の
に
 「
 
ホ
 
@
 

ス
ト
モ
ダ
ン
」
と
い
う
概
念
が
あ
る
。
こ
の
概
念
は
本
書
の
構
成
 
に
と
つ
 

て
 重
要
な
働
き
を
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
新
宗
教
で
起
こ
 っ
て
 い
 

る
 現
象
を
、
よ
り
広
い
社
会
的
・
歴
史
的
文
脈
へ
位
置
づ
け
、
 

現
 伏
日
本
 

社
会
の
み
な
ら
ず
世
界
的
な
現
象
に
ま
で
接
続
す
る
こ
と
を
可
能
 
と
し
て
 

い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
」
「
ポ
ス
ト
モ
 

 
 

の
 意
識
」
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
時
代
相
」
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
モ
 

ズ
  
 

「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
様
相
」
等
々
、
本
書
に
お
け
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
 

ン
 0
 周
 

浅
 は
か
な
り
揺
ら
い
で
い
る
。
著
者
は
あ
き
ら
か
に
多
義
的
に
 @
 
」
の
言
葉
 

を
 使
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
著
者
自
身
、
意
識
し
て
い
る
。
 

第
一
に
、
新
宗
教
教
団
が
提
示
す
る
価
値
の
側
面
か
ら
使
わ
れ
る
 
。
 著
 

者
の
い
う
第
三
期
新
宗
教
は
、
近
代
的
な
価
値
観
と
親
和
性
を
持
 っ
て
 い
 

る
 。
そ
の
意
味
で
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
新
宗
教
と
は
、
ポ
ス
ト
 
第
 三
期
の
 

新
宗
教
と
な
る
。
つ
ま
り
新
新
宗
教
は
ポ
ス
ト
新
宗
教
で
あ
っ
て
 
、
本
書
 

の
い
う
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
は
「
ポ
ス
ト
新
宗
教
 -
 
第
三
期
 -
 
」
、
 
あ
る
い
 

は
 
「
ポ
ス
ト
現
世
正
義
 的
 救
済
の
新
宗
教
」
で
あ
る
。
 

第
二
に
、
新
新
宗
教
（
本
書
で
 い
う
 第
四
期
新
宗
教
 -
 が
発
展
を
 
し
た
 

時
期
と
そ
れ
ら
の
教
団
の
提
示
す
る
価
値
と
の
親
和
性
で
あ
る
。
 

こ
こ
で
 

は
 著
者
の
い
う
「
時
代
相
」
の
描
写
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
 

著
 者
は
、
 

二
十
世
紀
の
最
後
の
四
半
期
を
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
意
識
 
二
 が
一
 
@
 
日
 まつ
た
 

時
代
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
新
宗
教
に
お
け
る
四
つ
の
時
代
区
分
に
対
応
す
る
も
の
 
と
し
 

て
こ
の
語
を
使
用
す
る
と
い
う
の
は
誤
解
を
招
く
や
り
方
で
あ
り
 
、
 厳
し
 

こ
う
し
た
意
図
の
も
と
に
、
著
者
は
時
代
相
に
対
応
し
た
形
で
新
 
新
奈
 

教
の
展
開
を
記
述
し
て
ゆ
く
。
し
か
し
、
そ
の
時
代
相
の
切
り
取
 
り
、
そ
 

れ
が
提
示
す
る
内
容
、
あ
る
い
は
時
代
解
釈
の
内
容
自
体
は
少
し
 
も
 正
当
 

 
 
 
 

化
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
ほ
、
時
代
相
を
語
る
際
、
ま
た
 
時
 代
 に
評
 

3
 

 
 

価
を
下
す
記
述
に
お
け
る
「
主
語
の
不
在
」
に
現
れ
て
い
る
。
 

つ
 
ま
り
、
 

3
 

話
者
の
位
置
は
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
。
 

「
本
書
で
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
と
い
う
と
き
、
近
代
Ⅱ
モ
ダ
ン
の
 
制
度
 

と
 価
値
が
社
会
全
体
に
浸
透
す
る
一
方
、
そ
の
浸
透
を
促
し
た
 
理
 念
 の
 話
 

前
提
が
相
対
化
さ
れ
、
自
覚
的
に
近
代
 ぃ
 モ
ダ
ン
と
は
異
質
な
も
 
の
が
 追
 

来
 さ
れ
る
時
代
相
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
。
「
近
代
が
終
わ
 った
 」
 

と
い
う
よ
う
な
考
え
を
私
が
主
張
し
た
い
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
 
よ
う
な
 

意
識
が
広
ま
る
状
況
で
の
人
々
の
 -
 
と
く
に
「
救
い
」
を
核
と
す
 る
 宗
教
 

的
な
も
の
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
人
々
の
 -
 思
考
の
ひ
だ
に
肉
薄
し
 

よ
う
と
 

い
う
考
え
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
書
の
枠
組
み
は
、
典
型
的
に
 
近
代
的
 

な
 特
徴
を
も
っ
た
宗
教
集
団
や
宗
教
運
動
 群
 が
停
滞
す
る
状
況
の
 
中
で
、
 

そ
れ
と
は
異
な
る
特
徴
を
も
っ
た
り
、
異
な
る
も
の
を
志
向
す
る
 
宗
教
 運
 

動
群
 が
台
頭
す
る
様
を
描
き
出
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
二
夫
 -
 
八
百
 
貝
 ）
 

く
い
え
ば
誤
用
で
あ
る
。
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
と
は
「
内
な
る
 
外
 」
と
し
 

て
 近
代
に
対
す
る
内
在
的
な
批
判
、
あ
る
い
は
批
判
の
実
践
で
あ
 
る
 。
 社
 

会
を
根
底
で
支
え
て
い
る
生
産
や
経
済
構
造
の
変
化
が
伴
わ
な
い
 
 
 

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
は
モ
ダ
ン
に
含
ま
れ
る
概
念
で
あ
る
。
こ
う
し
た
 
用
語
 使
 

用
の
危
う
さ
に
つ
い
て
、
恐
ら
く
著
者
も
気
づ
い
て
は
い
る
の
だ
 
ろ
う
。
 

本
書
の
「
あ
と
が
き
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
 



一
体
、
誰
が
そ
の
よ
う
に
「
感
じ
た
」
の
か
。
そ
の
主
語
は
不
在
 

で
あ
 

る
了
 あ
え
て
い
え
ば
、
二
頁
ほ
ど
さ
か
の
ぼ
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
ら
 
わ
れ
る
 

「
世
の
中
」
 -
 
五
頁
 -
 で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
記
述
は
、
本
書
に
お
 

い
て
、
 

特
に
時
代
相
を
語
る
箇
所
に
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
時
代
相
 
を
 語
る
 

と
い
う
特
権
的
な
位
置
は
、
ま
っ
た
く
保
証
さ
れ
て
は
い
な
い
 の
で
あ
 

る
 。
 

前
述
し
た
 
ュ
 ル
ゲ
ン
ス
マ
イ
ヤ
ー
は
、
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
 

や
文
 

近
代
と
い
う
用
語
の
使
用
を
避
け
、
「
 

反
 現
代
」
と
い
う
言
葉
を
 使
用
し
 

て
い
る
。
つ
ま
り
「
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ス
ト
」
や
「
 
反
 近
代
 主
 義
者
 @
 
」
 

と
い
わ
れ
る
人
々
が
三
振
し
て
い
る
の
は
 -
 
キ
リ
ス
ト
教
を
 
グ
ラ
 ン
ド
デ
 

ザ
イ
ン
と
し
た
 一
 「
世
俗
国
家
と
い
う
考
え
」
に
対
し
て
で
あ
り
 

、
近
代
 

性
や
科
学
に
対
す
る
否
定
で
は
な
い
。
彼
ら
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
 
否
定
し
 

て
い
な
い
、
と
い
う
。
 

本
書
が
事
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
「
 反
 近
代
」
の
要
素
も
 
、
 多
く
 は
現
 

代
 社
会
や
現
代
社
会
に
お
い
て
 露
 わ
に
な
っ
て
き
た
管
理
社
会
や
 

世
俗
 国
 

家
 を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
対
す
る
批
判
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
「
反
魂
 
 
 

三
振
な
の
で
は
な
い
な
る
向
か
。
こ
れ
ら
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
 、
近
代
 

性
 、
反
近
代
と
い
う
概
念
を
使
わ
な
く
て
も
理
解
で
き
る
の
で
は
 
な
い
・
 
だ
 

ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
は
第
一
部
で
議
論
さ
れ
て
い
る
よ
う
 
に
、
著
 

「
確
か
に
あ
る
時
点
か
ら
、
宗
教
界
の
中
の
「
既
成
」
に
対
す
る
 
「
 
沖
和
 
」
 

で
あ
っ
た
新
宗
教
が
 、
 古
く
な
っ
た
と
感
じ
ら
れ
て
き
た
」
 宍
頁
 @
 

頁
 -
 

「
 
セ
 0
 年
代
、
八
 0
 年
代
を
経
る
 う
 ち
に
、
こ
れ
ら
の
新
宗
教
教
 団
が
 

次
第
に
「
も
う
新
し
く
な
い
も
の
 尺
 
そ
の
意
味
で
「
古
い
も
の
 口
 と
感
 

じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
」
 -
 
七
頁
 -
 

五
本
書
に
お
け
る
語
り
の
位
置
 

も
う
ひ
と
つ
、
本
書
の
全
体
を
貫
い
て
い
る
の
は
、
著
者
の
時
代
 
認
識
 

の
 感
覚
で
あ
る
。
新
新
宗
教
を
扱
っ
た
 話
 章
の
記
述
に
お
け
る
 著
 者
の
立
 

脚
点
 
・
視
点
は
、
二
十
一
世
紀
最
初
の
午
で
あ
る
 

二
 0
0
 

一
年
の
 現
代
に
 

あ
る
。
そ
の
 
二
 0
0
 

一
年
と
い
う
時
点
か
ら
、
本
書
の
時
間
的
な
 

志
向
性
 

は
 過
去
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
レ
ト
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
な
 
視
白
 で
 

あ
る
。
 

そ
れ
は
、
二
十
世
紀
を
過
去
も
の
と
捉
え
、
 

七
 0
 年
代
以
降
の
新
 宗
教
 

に
 何
が
起
こ
っ
た
の
か
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、
最
後
の
四
半
世
紀
 に
お
け
 

る
 日
本
人
の
精
神
的
な
動
向
を
理
解
し
ょ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
 
と
も
い
 

え
る
。
本
書
は
、
変
化
の
渦
中
に
お
い
て
為
さ
れ
た
著
述
を
 
、
時
 間
 の
 経
 

過
を
待
っ
て
ま
と
め
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
時
間
を
 
味
方
に
 

つ
け
た
作
品
と
い
え
る
。
確
か
に
、
あ
る
現
象
が
起
こ
り
、
 そ
 爪
り
 
社
ム
 ム
 

的
 ・
歴
史
的
意
味
が
何
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
時
間
の
経
過
 

が
 明
ら
 

か
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
。
 

ま
た
同
時
に
、
本
書
の
時
間
的
な
志
向
性
は
、
プ
ロ
ス
ペ
ク
 テ
  
 

に
 、
未
来
へ
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
 文
 世
俗
主
義
や
反
 
近
 代
 を
扱
 

っ
た
 話
章
 に
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
 
は
 、
現
代
進
行
形
の
現
象
 を
 記
述
 

し
 、
あ
る
い
は
 
ム
 「
 後
 ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
現
象
を
 と
り
あ
 

つ
か
っ
て
い
る
。
時
代
批
判
 
学
 、
あ
る
い
は
診
断
的
な
印
象
を
受
 
 
 

こ
れ
は
「
本
書
の
前
提
に
は
、
宗
教
運
動
に
つ
い
て
調
べ
考
察
す
 
る
こ
と
 

  
  
  
  
  
る 。 

  

者
の
日
本
宗
教
史
に
お
け
る
位
置
付
け
、
つ
ま
り
一
九
 セ 0
 年
代
 以
降
を
 

 
 

「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
意
識
が
高
ま
っ
た
時
代
」
と
す
る
理
解
と
密
 

接
 
に
結
㌍
 



書評と紹介 

が
 、
現
代
人
の
自
己
反
省
に
大
い
に
役
立
つ
は
ず
だ
と
い
う
 考
 ぇ
が
あ
 

る
 」
 二
 二
八
四
頁
 -
 と
す
る
、
本
書
の
も
つ
、
大
き
な
狙
い
の
ひ
 と
つ
で
 

あ
る
。
 

世
の
中
に
つ
い
て
語
る
こ
と
。
そ
う
し
た
行
為
自
体
に
 
、
 実
は
研
 先
考
 

の
 規
範
的
立
場
が
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
研
究
者
の
社
会
的
責
任
 
の
 感
覚
 

と
い
っ
て
も
よ
い
。
調
査
の
過
程
で
は
、
対
象
と
す
る
教
団
な
り
 
団
体
な
 

り
の
あ
る
程
度
の
協
力
が
必
要
で
あ
る
。
そ
う
し
た
協
力
を
受
け
 
て
、
そ
 

れ
で
も
な
お
か
つ
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
皮
世
俗
主
義
的
要
素
、
 

あ
る
 ぃ
 

は
 教
団
の
社
会
的
イ
メ
ー
ジ
を
あ
る
程
度
損
な
う
よ
う
な
記
述
を
 
し
、
報
 

告
 す
る
こ
と
は
、
実
際
に
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、
 

公
 的
 慰
霊
 

の
よ
う
な
政
治
性
の
強
い
問
題
を
扱
う
こ
と
自
体
、
著
者
の
政
治
 
的
立
場
 

が
 鋭
く
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

例
え
ぼ
 、
平
和
主
義
的
な
面
 だ
 

し
た
よ
 う
 に
、
現
代
に
い
る
研
究
者
が
現
代
を
解
釈
し
よ
う
と
す
 

 
 

る
こ
と
 

集
し
 、
刊
行
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
。
あ
え
て
こ
れ
 
ら
の
 問
 

題
を
扱
い
、
か
つ
刊
行
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
自
体
に
、
著
者
の
規
 
範
 的
な
 

立
場
が
現
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
時
間
の
経
過
は
そ
れ
の
み
で
は
解
釈
の
立
脚
 
占
 と
は
な
 ら
 む
 

自
分
で
自
ら
を
持
ち
上
げ
る
こ
と
が
物
理
的
に
で
き
な
い
よ
 
う
に
、
 

あ
る
い
は
マ
ル
ク
ス
が
「
乗
り
越
え
不
可
能
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
 

と
 表
現
 

は
 不
可
能
性
へ
の
挑
戦
で
あ
る
と
も
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
 
 
 

要
 な
の
は
力
を
支
え
る
丈
吉
で
あ
ろ
う
。
自
力
で
自
ら
を
持
ち
上
 
げ
る
こ
 

と
は
出
来
な
い
が
、
支
点
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
は
 可
 能
 と
な
 

る
 。
そ
の
丈
吉
こ
そ
が
広
い
意
味
で
の
社
会
理
論
あ
る
い
は
社
会
 
構
想
で
 

あ
る
。
井
上
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
今
の
研
究
段
階
で
は
、
 

社
 会
 変
化
 

と
 新
宗
教
の
変
化
の
関
係
は
、
あ
く
ま
で
可
能
性
の
一
つ
と
し
て
 
提
起
さ
 

れ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
」
 

-
 
「
（
新
新
宗
教
）
概
念
の
学
術
的
有
効
 
性
 に
つ
 

い
て
」
ヨ
下
放
と
社
会
」
第
三
ロ
芭
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
 

占
は
一
 

層
 重
要
で
あ
る
。
（
新
一
新
宗
教
に
着
目
す
る
こ
と
が
、
社
会
理
解
 

に
と
つ
 

て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
を
、
少
な
く
と
も
作
業
仮
設
 
と
 し
て
 明
 

確
に
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
当
然
そ
の
よ
う
な
仮
設
は
 
、
世
界
 

の
 豊
穣
さ
に
直
面
し
、
研
究
の
過
程
で
自
ら
修
正
・
放
棄
さ
れ
て
 
ゆ
く
 運
 

命
 に
あ
る
が
。
 

新
宗
教
が
幕
末
維
新
 期
 に
始
ま
り
、
現
代
の
教
団
も
含
め
る
と
す
 る
な
 

ら
 、
そ
の
対
象
と
す
る
範
囲
は
非
常
に
広
い
。
本
書
で
は
、
こ
 
う
 し
た
 広
 

い
 時
代
を
四
つ
の
時
期
に
区
分
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
 
的
確
で
 

あ
ろ
う
し
、
ま
た
必
要
な
作
業
で
も
あ
る
。
た
だ
、
第
一
期
と
第
 
三
期
、
 

第
四
期
に
研
究
が
集
中
し
て
い
る
の
が
新
宗
教
研
究
の
実
状
で
は
 
な
 い
だ
 

ろ
う
か
。
こ
の
う
ち
、
第
一
期
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
近
代
 
史
 、
特
 

に
 民
衆
史
の
研
究
者
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
村
上
重
度
、
 塵
籠
 政
 

直
 、
安
元
良
夫
、
ひ
ろ
た
ま
さ
き
な
ど
が
取
り
上
げ
、
相
互
に
批
 
判
 を
行
 

 
 

の
で
あ
 

る
 。
彼
ら
の
依
拠
す
る
社
会
経
済
史
観
を
差
し
引
い
た
と
し
て
も
 
一
次
 

資
料
を
丹
念
に
発
掘
し
、
史
料
に
語
ら
せ
る
そ
の
研
究
姿
勢
に
は
 
学
ぶ
べ
 

き
と
こ
ろ
が
あ
る
。
 

本
書
で
も
、
 

安
 丸
の
業
績
に
触
れ
て
い
る
部
分
も
あ
る
が
、
正
面
 か
ら
 

 
 

 
 

 
  
 

か
が
ん
 フ
 後
の
新
宗
教
研
究
の
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
だ
ろ
う
。
 

そ
 
し
て
、
 

 
 
 
 
 
 

急
い
で
付
け
加
え
る
が
、
著
者
が
、
こ
の
よ
う
な
社
会
構
想
を
ま
 っ
 た
く
 

欠
い
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
課
題
は
著
 
 
 

に
よ
っ
て
す
で
に
十
分
に
意
識
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
 
。
そ
れ
 



は
 、
本
書
の
注
で
指
摘
さ
れ
て
も
い
る
が
、
最
近
 
公
 に
さ
れ
 た
 論
文
 

-
 
「
国
家
神
道
と
近
代
日
本
の
宗
教
構
造
」
「
宗
教
研
究
 

ヒ
三
 二
九
 口
一
 

Ⅰ
 @
@
 
 

中
に
 

明
瞭
に
現
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
、
「
広
義
 
の
国
家
 

神
道
」
と
「
狭
義
の
国
家
神
道
」
と
い
う
分
析
を
提
示
し
、
ま
た
 
そ
れ
ら
 

「
国
家
神
道
」
と
他
の
諸
宗
教
と
の
並
立
状
況
を
構
造
的
二
重
性
 

と
し
て
 

統
一
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
ま
た
、
さ
ら
に
時
代
に
支
配
的
 
な
コ
ス
 

モ
ロ
ジ
ー
の
析
出
と
い
う
大
き
な
研
究
意
図
を
明
確
に
し
始
め
 て
い
る
 

（
「
一
九
世
紀
日
本
の
宗
教
構
造
の
変
容
」
小
森
陽
一
也
 

編
 
「
 
岩
 披
講
座
 

近
代
日
本
の
文
化
史
 2
 
 コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
「
近
世
」
 
L
 山
石
 
渡
書
 店
 ）
。
 こ
 

う
し
た
論
考
は
宗
教
学
者
に
よ
る
優
れ
た
理
論
的
整
理
の
ひ
と
つ
 
で
あ
る
 

の
み
な
ら
ず
、
宗
教
学
の
立
場
か
ら
関
連
諸
手
と
切
り
結
ぶ
 
ほ
う
 と
す
る
 

野
心
的
な
試
み
で
あ
る
。
評
者
は
こ
う
し
た
意
欲
的
な
試
み
に
 
期
 律
 し
て
 

い
る
読
者
の
一
人
で
あ
る
。
そ
し
て
、
著
者
に
は
、
こ
の
よ
う
な
 
視
占
か
 

ら
 、
戦
後
か
ら
現
代
に
い
た
る
新
宗
教
を
理
解
し
な
お
す
と
い
う
 
課
題
、
 

あ
る
い
は
大
き
な
展
望
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
 

ヨ
 示
教
 史
 を
 踏
ま
 

え
た
宗
教
学
的
な
現
代
文
化
論
」
と
し
て
本
書
の
意
義
は
大
き
い
 
が
、
広
 

い
 視
野
を
獲
得
し
た
方
だ
け
問
題
を
拡
散
さ
せ
て
し
ま
っ
て
も
い
 
る
 。
 し
 

か
し
、
本
書
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
新
宗
教
 
ヒ
は
 、
著
者
自
身
の
手
 
に
よ
っ
 

て
 、
や
が
て
乗
り
越
え
ら
れ
る
こ
と
が
予
告
さ
れ
て
い
る
、
ト
ミ
 

口
 い
 得
る
 

で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
  

 

 
 

(
5
4
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本
書
は
、
修
験
道
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
宮
家
華
氏
が
長
年
 
ぅ
  
 

フ
 ー
 ク
 と
し
て
暖
め
て
き
た
 
羽
黒
 修
験
に
つ
い
て
の
論
考
を
纏
め
   

で
あ
る
。
 

羽
 里
山
は
月
山
へ
の
北
か
ら
の
 

登
拝
口
 に
位
置
し
、
月
山
と
そ
の
 
西
南
 

に
位
置
す
る
湯
殿
山
と
八
口
わ
せ
て
一
般
に
出
羽
三
山
と
通
称
さ
 

れ
て
ぃ
 

る
 。
こ
の
う
ち
修
験
の
拠
点
と
し
て
栄
え
た
の
が
羽
黒
山
で
あ
る
 
 
 

羽
黒
山
は
鎌
倉
時
代
に
熊
野
修
験
な
ど
の
影
響
を
受
け
て
一
山
を
 
形
成
 

中
世
期
・
近
世
期
を
通
じ
て
中
央
の
大
宰
、
九
州
の
彦
山
 
と
 
並
ぶ
 修
 

験
 道
の
三
大
 拠
苫
 
と
も
い
え
る
位
置
を
占
め
た
。
し
か
も
熊
野
や
 日
光
の
 

修
験
と
も
通
底
す
る
組
織
や
峰
人
の
作
法
を
伝
え
、
現
在
に
お
い
 て
も
 当
 

時
の
面
影
を
残
す
峰
入
が
行
わ
れ
て
い
る
。
 

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
研
究
者
や
宗
教
家
の
関
心
を
ひ
き
、
数
多
 
 
 

書
物
・
論
文
・
随
筆
が
著
さ
れ
、
優
れ
た
業
績
が
積
み
重
ね
ら
 れ
た
 反
 

面
 、
好
奇
心
に
も
と
づ
く
修
業
体
験
や
紀
行
・
随
筆
な
ど
も
数
多
 
く
 著
さ
 

れ
て
い
る
。
と
も
す
れ
ば
、
羽
黒
一
山
の
歴
史
や
儀
礼
全
体
の
体
 
采
を
 蛙
 

規
 し
て
羽
黒
山
の
伝
承
・
風
景
・
修
業
の
一
部
を
利
用
し
て
い
る
 
 
 

山
本
義
孝
 

岩
田
書
院
 

二
 0
0
0
 年
一
 0
 月
刊
 

A
5
 判
二
八
セ
貢
五
九
 0
0
 円
 

宮
家
 
準
著
 

下
羽
黒
 修
験
そ
の
歴
史
と
峰
入
 
｜
 」 

  



書評と紹介 

  験 四一 
窮策 の 

  

室 と承 羽修 
町長 黒鞍 
期開 修 め   
  験位 こ ま を 析 す 考 史構 績 のはよ く 

明皇 の置 峰 、 で と ふ を る 慮 実成 な時じ す の 
  
  大三 八郎そ を作と と々 

出 、   れ しの も 成す し に 
信羽 

  
と節 

      
    

武 大験 
藤   
氏 羽歴 
  
羽 黒虫 修 、   

崇
一
山
、
四
上
杉
・
最
上
氏
と
羽
黒
一
山
、
五
中
世
末
期
の
 

羽
鳥
 
一
 

出
組
織
 

第
四
章
近
世
に
お
け
る
羽
黒
一
山
 

一
天
官
 と
 羽
黒
一
山
、
二
輪
王
寺
門
跡
と
羽
黒
一
山
、
三
 

覚
詑
の
 

羽
 崇
一
山
の
改
革
、
四
近
世
の
羽
 
黒
 
一
 m
 の
構
造
 

第
五
章
 
羽
黒
 修
験
の
地
方
組
織
 

一
中
世
の
羽
 黒
 在
地
修
験
、
二
羽
黒
山
の
末
派
修
験
 支
 配
 、
三
 

本
 ・
 当
 両
派
と
の
確
執
、
 

四
霞
 ・
檀
那
 場
と
 道
者
、
五
末
派
 修
験
の
 

分
布
と
組
織
 

第
六
章
羽
黒
派
 里
 修
験
の
変
容
 ｜
 
岩
手
県
宮
古
を
中
心
に
 

 
 

序
 、
一
里
修
験
の
成
立
、
二
軍
修
験
の
展
開
、
三
各
地
 
の
里
修
 

験
 、
四
 

里
 修
験
の
組
織
と
活
動
、
五
別
当
・
社
僧
の
復
飾
 
と
 宮
古
の
 

羽
裏
修
験
、
六
宮
古
の
神
道
界
の
動
向
と
 
旧
羽
黒
 修
験
、
結
 

第
セ
章
近
 
・
現
代
の
羽
 黒
 
一
山
 

序
 、
一
羽
黒
山
の
神
仏
分
離
、
 
三
 
山
麓
衆
徒
の
再
組
織
、
一
一
 一
羽
車
 

修
験
の
再
興
、
四
現
代
の
羽
 
黒
 
一
山
、
結
 

第
八
章
 
羽
黒
 修
験
の
秋
の
峰
 

一
 
秋
の
蜂
の
実
態
、
三
秋
の
峰
の
構
造
、
三
秋
の
峰
の
機
 

四
 

し
り
 
ム
且
 

,
 

秋
の
峰
を
支
え
て
い
る
宗
教
的
世
界
観
、
付
秋
の
蜂
の
護
身
法
 
と
 九
字
 

の
 伝
授
 

第
九
章
羽
黒
山
の
松
例
祭
 

一
 
出
羽
三
山
神
社
の
松
例
祭
、
二
校
例
祭
の
研
究
 
史
 、
三
 

松
 例
祭
㈲
 

 
 

の
 縁
由
と
意
義
、
四
校
聖
の
冬
の
蜂
修
行
、
五
校
 聖
 の
 験
 力
 、
上
 @
 
川
 

(
 

7
 2

 

松
 例
祭
 と
 羽
黒
一
山
組
織
 

3
 



第
十
 章
 

外
国
人
の
羽
 黒
 修
験
研
究
 

一
 
バ
イ
ロ
ン
・
エ
ア
ハ
ー
ト
門
柳
 黒
 修
験
道
」
解
説
、
二
 

H
 

B
.
 

エ
ア
ハ
ー
ト
宮
家
 
準
 

対
談
、
日
本
宗
教
の
研
究
方
法
 ｜
 修
験
 道
 研
究
 

を
 中
心
と
し
て
ー
 、
三
 

カ
ー
マ
ン
・
フ
ラ
ッ
カ
ー
「
あ
ず
さ
 

弓
 １
日
本
 

に
お
け
る
シ
ャ
ー
マ
ン
的
行
為
」
解
説
 

と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
を
見
る
と
羽
黒
修
験
に
関
す
る
現
時
点
で
 
の
問
 

額
白
 が
 殆
ど
網
羅
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
羽
車
 
修
験
の
 

研
究
は
多
く
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
中
心
を
な
す
の
は
戸
川
安
車
 
氏
 に
よ
 

る
も
の
で
あ
る
。
戸
川
氏
は
柳
田
国
男
に
師
事
し
て
民
俗
学
や
歴
 
史
学
を
 

学
び
、
数
多
く
の
史
料
を
自
ら
の
峰
入
り
や
 回
 檀
の
体
験
を
も
と
 
に
 分
析
 

し
た
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
も
の
で
「
新
版
出
羽
三
山
修
験
道
の
 
研
究
 ヒ
 

な
ど
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
 

他
 に
出
羽
三
山
の
山
麓
集
落
、
信
仰
 圏 、
道
中
記
の
分
析
を
行
っ
 
た
岩
 

鼻
 通
明
「
出
羽
三
山
信
仰
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
」
、
さ
ら
に
 
多
 く
の
 史
 

料
 に
依
拠
す
る
阿
部
正
己
「
出
羽
三
山
 史
 」
、
戸
川
氏
を
編
集
 主
 任
 と
す
 

る
 
「
羽
黒
町
 史
 」
な
ど
が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
ま
で
羽
裏
一
山
の
 
組
織
を
 

中
心
と
し
て
、
こ
れ
に
地
方
組
織
ま
で
を
含
め
た
通
史
を
描
く
 
@
 
」
と
は
 試
 

み
ら
れ
な
か
っ
た
。
宮
家
 
氏
 は
こ
の
占
に
留
意
し
本
書
を
作
成
さ
 

 
 

で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
全
体
の
中
心
を
な
す
部
分
は
三
 
@
 六
章
で
 あ
り
、
 

本
書
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
以
下
そ
の
概
要
を
か
い
つ
 
ま
ん
で
 

紹
介
し
よ
う
。
 

第
二
一
章
 
羽
黒
 
一
山
の
成
立
と
展
開
で
は
、
一
部
の
金
石
文
を
除
 

い
て
 

山
内
に
は
ほ
と
ん
ど
中
世
史
料
が
残
存
し
て
い
な
い
た
め
、
断
片
 
的
な
記
 

述
 に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
宮
家
 氏は
 
一
山
組
織
に
焦
点
を
置
 
き
な
が
 

5
 羽
里
山
の
成
立
か
ら
近
世
初
頭
に
至
る
展
開
を
大
ま
か
に
 
跡
づ
  
 

る
 。
 

 
 

こ
れ
を
要
約
す
る
と
、
中
世
末
期
の
石
黒
一
山
、
寂
光
守
は
 
、
修
 験
に
 

㏄
 

限
ら
ず
 顕
 ・
 密
 
・
禅
な
ど
も
含
む
独
立
無
本
寺
の
道
場
で
あ
り
、
 

そ
の
中
 

 
 
 
  
 

に
は
大
夫
や
巫
女
、
商
人
、
職
人
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
た
。
 

統
治
組
織
で
は
全
体
を
総
括
す
る
総
別
当
 -
 
俗
別
当
一
と
、
こ
れ
 
を
補
 

住
 す
る
長
吏
が
お
か
れ
た
。
戦
国
朝
に
は
領
主
 
が
 別
当
を
務
め
て
 
全
山
を
 

統
轄
 し
 、
家
来
が
長
吏
と
な
っ
て
一
山
の
治
安
維
持
に
あ
た
り
、
 

 
 

庶
務
は
教
学
・
法
務
に
関
す
る
役
職
と
道
者
や
山
内
の
営
利
に
関
 
す
る
 役
 

職
 に
二
分
さ
れ
た
。
 

衆
徒
の
法
 階
は
 、
峰
入
に
よ
っ
て
大
越
家
・
法
印
、
番
乗
、
三
十
 
講
、
 

松
竹
を
へ
て
和
尚
，
法
印
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
修
験
の
極
官
で
 
あ
る
 権
 

大
僧
に
 達
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
 

第
四
章
近
世
に
お
け
る
羽
車
一
山
で
は
、
中
世
期
ま
で
の
様
相
 
と
は
 

一
変
し
 、
 多
く
の
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
一
山
 
組
 織
 の
 展
 

開
 と
変
遷
を
詳
細
に
 
跡
 づ
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
 

初
期
に
は
そ
れ
ま
で
 
弼
 本
寺
で
特
定
の
宗
旨
に
属
さ
な
か
っ
た
 羽
 黒
山
 

を
天
台
々
示
に
改
宗
 
し
 、
日
光
山
輪
王
寺
門
跡
 末
 と
し
て
新
た
な
 
展
 開
 を
は
 

じ
め
、
よ
う
や
く
元
禄
頃
に
な
っ
て
一
山
組
織
が
確
立
さ
れ
た
  
 

し
、
 殆
ど
の
別
当
が
輪
王
寺
に
滞
在
し
、
別
当
代
を
派
遣
し
た
た
 
め
に
 統
 

治
は
不
完
全
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
 文
 化
土
牛
 

-
 一
八
一
一
こ
に
別
当
と
な
っ
た
 
覚
譚
 に
よ
る
制
度
改
革
で
一
変
 
 
 

当
 に
よ
る
直
接
支
配
は
以
後
、
幕
末
ま
で
続
く
。
 

本
章
で
は
、
東
叡
山
か
ら
出
さ
れ
た
 捉
 
・
下
知
状
・
社
領
配
当
限
 
な
ど
 

に
も
と
づ
き
支
配
者
側
の
視
点
に
立
っ
て
一
山
を
紹
介
し
た
部
分
 
 
 

内
の
衆
徒
側
の
視
点
に
立
っ
た
近
世
中
末
期
の
一
山
構
造
を
考
察
 
し
た
 部
 



書評と紹介 

分
を
対
比
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
別
当
（
別
当
代
）
の
統
治
 
は
 峰
入
 

を
 中
心
と
し
た
法
務
面
に
限
ら
れ
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
 
。
そ
れ
 

に
 対
し
衆
徒
は
 
、
 霞
の
道
者
を
掌
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
財
政
基
 盤 を
確
 

立
し
、
大
先
達
ら
の
導
き
の
も
と
に
峰
入
を
中
心
と
し
た
修
験
の
 
活
動
に
 

従
事
し
た
実
態
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
。
 

こ
の
よ
う
に
三
・
四
章
で
は
、
中
世
 ｜ 近
世
 末
 ま
で
の
一
山
組
織
 
の
変
 

遷
と
 、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
け
る
組
織
の
特
徴
を
歴
史
的
に
 
跡
 づ
け
て
 

お
り
、
 当
 研
究
の
最
も
中
核
を
な
す
部
分
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
 
 
 

第
五
章
 

羽
黒
 修
験
の
地
方
組
織
で
は
、
羽
黒
山
の
地
方
支
配
の
 在り
 

方
を
分
析
し
て
い
る
。
羽
黒
山
は
、
す
で
に
中
世
期
に
は
東
北
 
各
 地
 に
勢
 

力
 を
延
ば
し
て
い
た
が
、
そ
の
支
配
形
態
は
多
様
で
一
元
化
さ
れ
 
な
か
っ
 

た
 。
こ
れ
に
対
し
、
別
当
に
よ
る
一
元
化
の
体
制
は
、
山
内
衆
徒
 へ
の
 霞
 

状
の
授
与
、
錫
杖
 頭
 
・
江
戸
 十
 老
僧
の
設
置
、
別
当
に
よ
る
一
世
 行
人
号
 

の
 授
与
な
ど
の
こ
と
を
通
し
て
江
戸
時
代
初
頭
に
確
立
し
て
い
る
 
。
羽
車
 

修
験
の
末
派
支
配
の
最
も
一
般
的
な
形
態
は
、
別
当
が
各
地
の
郡
 
ま
た
は
 

郷
 単
位
に
触
頭
、
頭
巾
 頭
 を
お
き
、
こ
れ
に
末
端
の
院
坊
を
支
配
 さ
せ
る
 

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
 

こ
の
段
階
で
問
題
と
な
る
の
が
同
じ
修
験
道
の
本
山
派
・
当
山
派
 
と
の
 

確
執
で
あ
る
。
慶
長
一
九
年
二
六
一
四
 
-
 か
ら
出
入
り
が
続
 
い
 @
 
ナ
カ
 
ミ
 ,
 

各
藩
 で
は
本
山
派
の
霞
一
円
支
配
を
利
用
し
て
領
内
の
修
験
を
統
 
制
し
よ
 

う
と
目
論
み
幕
府
も
容
認
し
た
こ
と
か
ら
、
羽
黒
派
に
不
利
な
裁
 
定
 が
た
 

び
た
び
下
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
羽
黒
本
山
で
は
東
叡
山
 
を
 通
じ
 

て
 働
き
か
け
、
元
禄
年
間
 -
 一
六
八
八
 ｜
 一
セ
 0
 四
 -
 に
は
羽
黒
 派
 の
 独
 

立
を
認
め
る
裁
定
を
引
き
出
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
一
山
・
本
寺
 
の
 末
派
 

支
配
が
可
能
に
な
る
理
由
と
し
て
、
羽
黒
山
が
位
階
・
官
職
の
任
 
命
 樺
を
 

有
し
、
こ
れ
を
秋
の
峰
入
り
の
参
加
に
際
し
て
末
派
修
験
に
発
行
 
し
、
秘
 

伝
を
伝
授
す
る
と
い
う
 よ
う
 に
両
者
が
深
 
い
 絆
で
結
ば
れ
て
い
た
 か
ら
で
 

あ
る
と
指
摘
し
結
ん
で
い
る
。
 

こ
の
よ
う
に
、
羽
黒
山
に
よ
る
地
方
支
配
機
構
の
確
立
も
他
宗
派
 
が
獲
 

得
し
た
方
法
と
同
様
に
、
争
論
を
繰
り
返
し
な
が
ら
独
自
性
を
主
 
張
し
、
 

更
に
強
力
な
中
央
権
力
に
結
び
付
く
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
す
る
姿
 
を
 描
い
 

て
い
る
が
、
諸
国
の
修
験
者
を
天
台
系
 は 聖
護
院
に
、
真
言
系
は
 醍
醐
 二
一
 

宝
院
 に
そ
れ
ぞ
れ
統
治
さ
せ
る
と
い
う
幕
府
の
宗
教
政
策
に
便
乗
 
し
て
、
 

聖
護
院
が
羽
黒
山
を
末
 山
 と
み
な
し
て
干
渉
を
強
め
、
羽
裏
一
山
 はこ
れ
 

に
 激
し
く
抵
抗
し
て
延
宝
四
年
二
六
 
セ
セ
 -
 に
独
自
性
を
公
認
 
さ
れ
た
 

と
い
う
政
治
的
な
動
向
を
前
面
に
出
し
て
記
載
を
進
め
て
い
た
だ
 
け
た
な
 

ら
 、
読
者
に
は
更
に
理
解
し
や
す
か
っ
た
と
思
う
。
 

第
六
章
羽
黒
派
 里
 修
験
の
変
容
で
は
、
岩
手
県
宮
古
地
方
の
里
 修験
 

の
 状
況
を
、
中
世
末
期
か
ら
 近
 ・
現
代
に
お
け
る
変
容
ま
で
を
 
通
 し
て
 描
 

い
て
い
る
。
特
に
近
世
の
里
修
験
が
ど
の
系
譜
か
ら
始
ま
る
か
は
 
余
り
明
 

確
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
戦
国
時
代
末
期
頃
、
 

飴
を
 居
 

宅
 に
し
た
土
豪
が
戦
い
に
敗
れ
、
あ
る
い
は
帰
農
化
す
る
に
つ
れ
 
て
、
そ
 

の
 土
豪
の
一
員
や
、
関
係
者
が
羽
星
沢
の
 里
 修
験
と
な
っ
て
 
館
神
 を
 祀
る
 

と
 共
に
人
々
の
現
世
利
益
的
希
求
に
応
え
て
宗
教
活
動
を
行
う
こ
 
と
か
ら
 

始
ま
る
と
い
う
興
味
深
い
傾
向
が
示
さ
れ
て
い
る
。
近
世
 
期
 に
入
 る
と
 堂
 

社
の
別
当
、
春
 祈
禧
 、
神
楽
、
神
子
と
組
ん
で
の
湯
立
て
託
宣
一
、
 
葬
儀
の
 

あ
と
祓
い
な
ど
を
主
な
活
動
分
野
と
し
て
人
々
の
宗
教
活
動
に
深
 
く
 根
を
何
 

下
ろ
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
明
治
二
年
、
神
仏
分
離
合
に
従
っ
て
 、
そ
れ
㏄
 

ま
で
別
当
を
つ
と
め
た
 
堂
 社
を
神
社
に
変
え
、
全
て
が
神
職
と
な
 
 
 

庭
上
羽
黒
派
の
里
修
験
は
消
滅
し
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は
近
世
 
以
 来
 の
 活
 



動
を
神
道
的
な
形
式
の
も
と
に
行
い
続
け
、
特
に
湯
立
託
宣
 
は
人
 々

の
 要
 

求
も
強
く
存
続
し
た
。
こ
れ
を
行
う
神
子
や
そ
の
手
引
き
を
す
る
 
法
印
 

神
楽
衆
は
多
く
の
人
々
の
信
仰
を
集
め
、
修
験
的
活
動
は
む
し
ろ
 こ
う
し
 

た
人
々
の
中
に
伝
え
ら
れ
た
。
 

こ
の
章
の
よ
う
に
、
一
地
域
に
お
け
る
 里 修
験
の
在
り
方
を
各
 時
 代
で
 

区
切
る
の
で
は
な
く
、
中
世
末
か
ら
近
世
、
あ
る
い
は
神
仏
分
離
 修
験
 

道
 廃
止
の
前
後
と
い
う
変
革
期
を
通
し
て
、
そ
の
変
容
ぶ
り
を
 
追
 反
 す
る
 

と
ら
え
方
は
、
地
域
に
お
け
る
修
験
道
研
究
を
進
め
る
上
で
特
に
 
留
意
し
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
視
点
で
あ
る
と
評
者
も
考
え
て
い
る
。
そ
れ
 
は
、
地
 

域
 に
お
い
て
現
在
も
生
き
る
民
間
信
仰
や
芸
能
の
多
く
が
、
神
仏
 
分
離
合
 

以
降
、
形
を
変
え
な
が
ら
も
、
か
つ
て
の
 里 修
験
の
活
動
と
繋
が
 

つ
て
い
 

る
 場
合
が
意
外
と
多
 い
 か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
忘
れ
、
 

現
 行
 の
 民
 

俗
事
例
の
み
に
と
ら
わ
れ
た
研
究
が
多
 い
 の
も
事
実
で
あ
る
。
 
そ
 の
よ
う
 

な
意
味
で
、
地
域
に
お
け
る
 

里
 修
験
を
は
じ
め
、
陰
陽
師
な
ど
の
 宗
教
者
 

の
 活
動
内
容
や
存
在
形
態
を
考
慮
し
、
そ
れ
が
現
在
と
ど
 
う
 繋
が
 る
か
と
 

い
う
研
究
は
今
後
各
地
に
お
い
て
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
く
べ
き
 で
あ
ろ
 

 
 本

書
の
後
半
を
占
め
る
の
が
峰
入
り
の
問
題
で
あ
る
。
 

羽
黒
 修
験
  
 

の
峰
 、
冬
の
峰
と
そ
の
結
願
行
事
の
松
例
祭
は
 、
 単
に
羽
裏
修
験
 
 
 

は
な
く
修
験
道
の
峰
入
り
の
本
質
を
示
す
も
の
と
位
置
付
け
、
 

第
 八
章
、
 

第
九
章
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
実
態
と
根
底
に
あ
る
思
想
を
宗
教
学
の
 
観
占
か
 

ら
 解
明
し
た
考
察
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
 

そ
れ
に
よ
る
と
、
 
羽
 里
山
の
秋
の
峰
は
、
大
日
如
来
・
阿
弥
陀
如
 未な
 

ど
の
崇
拝
対
象
、
及
 
び
 祖
霊
な
ど
の
 
諸
霊
 の
す
む
霊
界
、
宇
宙
の
 
 
 

入
り
込
む
こ
と
を
示
し
、
修
験
者
は
そ
こ
で
崇
拝
対
象
と
一
体
と
 
な
る
 秘
 

法
を
授
け
ら
れ
、
救
済
力
を
体
得
し
て
山
を
出
る
と
説
明
さ
れ
る
 
が
、
儀
 

礼
の
構
造
か
ら
み
た
場
合
に
、
む
し
ろ
入
峰
修
業
は
祖
霊
の
 
カ
と
 宇
宙
を
 

 
 

動
か
し
て
い
る
法
を
知
る
能
力
を
得
る
た
め
の
儀
礼
と
と
ら
え
る
 
O
 さ
ら
 

 
 

に
 、
超
自
然
力
を
得
た
新
し
い
存
在
に
な
る
こ
と
を
示
す
十
界
 
修
 業
 を
中
 

心
と
し
た
修
業
上
の
理
想
、
擬
死
再
生
の
主
題
を
示
す
象
徴
を
衣
 
体
 、
飾
 

り
 付
け
、
儀
礼
な
ど
の
な
か
に
織
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
示
し
て
 
 
 

が
そ
の
特
徴
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
 

松
 例
祭
は
冬
の
峰
結
願
の
験
競
べ
を
中
核
と
し
た
祭
り
と
と
ら
え
 る立
 

場
 に
立
ち
、
こ
れ
を
行
 
う
松
 聖
の
修
業
に
注
目
し
、
こ
の
視
点
か
 ら
松
聖
 

の
 宗
教
的
・
社
会
的
意
味
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
 

冬
の
 蜂
と
松
 例
祭
を
合
わ
せ
た
全
体
の
構
造
は
、
結
界
 ｜
 浄
火
の
 操
作
 

能
力
の
獲
得
を
中
心
と
し
た
修
業
 ｜
 火
口
の
伝
授
 ｜
 大
松
明
へ
の
 
超
自
然
 

力
 め
 付
与
 ｜
 大
松
明
を
焼
く
こ
と
に
よ
る
 除
魔
一
験
 競
べ
一
１
所
 
 
 

の
 作
成
 
-
 
験
 競
べ
 -
 と
い
う
も
の
で
、
儀
礼
全
体
が
火
の
シ
ン
ボ
 め
る
中
 

核
 と
し
て
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
冬
の
峰
の
社
会
的
 
意
味
を
 

松
 聖
の
動
き
に
注
意
し
分
析
し
た
結
果
、
松
聖
は
行
人
の
宗
教
的
 な 力
に
 

支
え
ら
れ
て
、
 
松
 例
祭
の
場
に
お
い
て
自
分
の
代
務
者
（
小
壁
 - を
 媒
介
 

と
し
て
山
上
衆
徒
と
山
麓
衆
徒
を
象
徴
的
に
結
び
付
け
て
い
る
こ
 
と
を
 明
 

ら
か
に
し
た
。
こ
れ
を
宮
家
氏
の
切
り
口
で
あ
る
一
山
組
織
と
の
 
関
わ
り
 

で
 説
明
し
た
場
合
、
火
の
管
理
能
力
と
い
う
芹
沢
 や
 羽
車
 だ
 行
人
の
 宗
教
的
 

権
威
の
も
と
に
、
一
山
の
行
政
を
預
か
る
山
上
衆
徒
と
東
北
各
地
 
 
 

修
験
を
先
達
す
る
山
麓
衆
徒
が
結
び
付
く
こ
と
を
劇
的
に
表
現
し
 たも
の
 

が
 冬
の
峰
、
及
び
 
松
 例
祭
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
 

以
上
、
本
書
の
内
容
に
添
い
な
が
ら
拙
い
紹
介
を
行
っ
て
き
た
。
 

最
後
 

に
 通
読
し
た
感
想
を
も
っ
て
纏
め
に
変
え
た
い
。
宮
家
 
氏
は
、
こ
 
れ
ま
で
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培
わ
れ
て
き
た
 旦
量
吊
 
な
経
験
と
知
識
に
基
づ
き
、
羽
黒
修
験
 

の
 変
遷
を
跡
づ
け
て
お
ら
れ
る
が
、
随
所
に
 羽
黒
 修
験
を
通
 

そ
の
も
の
の
本
質
を
探
ろ
う
と
す
る
視
点
が
存
在
し
て
い
る
 

序
 の
 結
 び
で
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
羽
黒
修
験
が
宮
家
 

修
験
道
研
究
の
原
由
を
な
す
特
別
な
存
在
で
あ
る
か
ら
で
あ
 

宮
家
氏
の
書
か
れ
た
他
の
修
験
道
に
関
す
る
書
物
も
そ
 う
 

現
時
点
に
お
け
る
問
題
点
を
全
て
網
羅
し
た
構
成
を
み
る
と
 

道
 研
究
は
、
歴
史
学
、
民
俗
学
、
宗
教
学
と
い
う
よ
う
な
 狭
 

る
こ
と
の
で
き
な
い
「
修
験
道
学
」
 -
 
修
験
道
を
理
解
し
、
 

め
の
総
合
字
 -
 と
で
も
表
現
し
た
ほ
う
が
相
応
し
い
よ
う
な
 

で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
実
際
、
修
験
道
と
い
う
宗
教
 

追
及
の
み
で
も
、
民
俗
字
的
な
追
及
の
み
で
も
、
宗
教
的
な
 

も
 本
質
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
奥
が
深
く
 、
こ
 

れ
ば
す
る
ほ
ど
、
学
際
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
う
し
 

究
の
奥
の
深
さ
を
本
書
を
通
じ
て
改
め
て
教
え
て
い
た
だ
 ぃ
 たたれ追は壮 解 ㍉ 、 でろ氏 。 じの 

。 修を求 輪 冶 の 腫 由 大明 なすでの 枠氏 あ る うにそて一 。 とれ傍出 組織 遣研       束す     ・みで   的な     もの -   るた   って @ ま 、 験 通       
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二
本
書
の
内
容
 

序
章
四
国
遍
路
研
究
の
目
的
と
方
法
 

序
章
で
は
本
書
の
視
 占
と
 対
象
、
万
法
、
目
標
が
明
確
に
さ
れ
る
 
 
 

較
 宗
教
学
を
基
本
と
し
た
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
か
ら
近
代
以
降
の
四
 国
 遍
路
 

を
 対
象
と
し
、
絶
対
的
な
資
料
不
足
と
「
移
動
」
を
対
象
と
す
る
 
困
難
さ
 

と
い
う
問
題
点
を
乗
り
越
え
る
 為
 、
構
造
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
 と
歴
 史
学
的
 

ア
プ
ロ
ー
チ
及
び
定
性
的
デ
ー
タ
と
定
量
的
デ
ー
タ
の
併
用
、
聖
 
裕
二
元
 

論
を
中
心
と
す
る
構
造
的
理
解
 -
 
構
造
人
類
学
、
象
徴
人
類
学
一
 と
い
つ
 

た
 方
法
が
採
ら
れ
る
。
こ
の
構
造
的
理
解
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
 、
リ
 

の
 -
 
歴
史
的
）
展
開
と
特
徴
の
三
つ
を
掲
げ
、
以
下
、
具
体
的
な
 
払
珊
 
考
卜
に
 

 
 

ダ
グ
ラ
ス
、
タ
ー
ナ
ー
の
系
譜
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
。
目
標
 と
し
て
 

は
 、
一
、
最
新
の
巡
礼
研
究
の
総
括
と
、
巡
礼
の
一
般
構
造
、
一
 
般
 的
特
 

徴
の
抽
出
、
 ニ
 、
四
国
遍
路
の
構
造
的
特
質
、
三
、
近
現
代
の
四
 国
 遍
路
 

繋
が
っ
て
い
く
。
 

第
一
章
巡
礼
の
基
本
構
造
 

本
章
で
は
、
比
較
巡
礼
論
を
準
備
す
る
理
論
的
作
業
が
行
わ
れ
る
 
O
 日
 

本
妻
 叫
の
 （
巡
礼
Ⅴ
と
ラ
テ
ン
語
系
の
合
㌧
～
 

蒔
ふ
ミ
 
ノ
の
ニ
ュ
ア
ン
 ス
の
違
 

い
の
検
討
か
ら
始
ま
り
、
「
巡
礼
と
は
、
日
常
空
間
と
時
間
か
ら
 一
時
 脱
 

卸
 し
、
非
日
常
時
間
、
空
間
に
滞
在
し
、
神
聖
性
に
近
接
し
、
 
再
 び
 日
常
 

時
空
に
復
帰
す
る
行
動
で
、
そ
の
過
程
に
は
し
 ぼ
 し
ば
苦
行
性
を
 伴
 う
 」
 

Ⅰ
二
ロ
と
い
う
ヴ
ァ
ン
・
ジ
ュ
ネ
ッ
プ
の
通
過
儀
礼
論
を
基
に
 し
た
 著
 

者
に
よ
る
「
巡
礼
」
の
定
義
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
、
 @ 、
集
団
 &
 と
個
 

八
型
、
 2
 、
開
放
型
と
閉
鎖
型
、
 3
 、
複
数
性
地
理
 と
 単
一
望
 地
理
、
 

4
 、
 激
奮
型
 と
静
寂
型
な
ど
、
理
念
型
と
し
て
の
巡
礼
類
型
が
提
 示
さ
れ
 

る
 。
 

いだ動でし道者 モ 遁俗 会差解 弁 め l の     
穏妄弊ま 、 鷺鷺 ってお ること コミュ 儀礼 教 別の フ り、そ 科学的 判を踏 型であ 続 的な 復させ ②人間 構造上 セス」 反構 （ れる。 したと 

ら連指え聖関 
こ し 滴 る地す     
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そ
 、
四
国
に
素
朴
な
形
で
は
あ
る
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
タ
ス
的
価
値
が
 
残
り
、
 

そ
の
結
果
、
遍
路
者
を
め
ぐ
る
相
反
す
る
価
値
の
共
存
と
い
っ
 た
 現
象
 

が
、
 他
の
遠
隔
参
詣
よ
り
も
明
確
に
見
出
さ
れ
る
原
因
に
な
っ
た
 
」
と
 述
 

べ
る
 
-
 一
 
0
 九
 -
 
。
 

こ
の
議
論
を
受
け
継
ぐ
形
で
、
三
節
で
は
四
国
遍
路
に
お
け
る
 
死
 と
再
 

生
 め
 イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
巡
礼
に
は
 、
ヴ
ァ
 

ン
 ・
ジ
ュ
ネ
ッ
プ
の
「
通
過
儀
礼
」
の
よ
う
な
分
離
の
段
階
に
お
 

け
る
 象
 

徴
 的
な
死
と
、
そ
の
後
の
再
生
と
い
う
両
方
の
イ
メ
ー
ジ
が
内
包
 
さ
れ
て
 

お
り
、
四
国
遍
路
に
も
、
死
の
要
素
と
し
て
、
死
霊
が
集
ま
る
 
寺
 と
さ
れ
 

た
 札
所
の
存
在
 や
 、
遍
路
の
白
装
束
な
ど
の
記
号
性
、
病
気
 遍
 路
 の
 存
 

在
 、
再
生
の
方
で
は
、
四
国
遍
路
の
開
創
 譚
 で
あ
る
「
衛
門
三
郎
 
初
五
曲
」
 

や
 、
弘
法
大
師
の
入
定
信
仰
な
ど
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
 

四
国
遍
路
の
信
仰
基
盤
に
は
大
師
信
仰
が
あ
る
。
四
節
で
著
者
は
 
、
宮
 

田
 登
ら
の
先
行
研
究
か
ら
大
師
信
仰
を
、
一
、
直
二
 

@
 密
教
確
立
者
 と
し
て
 

の
 弘
法
大
師
へ
の
信
仰
、
 

ニ
 、
伝
統
的
祖
師
信
仰
と
し
て
の
弘
法
 
 
 

三
 、
入
定
信
仰
、
四
、
民
俗
信
仰
と
大
師
信
仰
 -
 
遊
行
す
る
大
師
 ）
、
五
、
 

死
者
祭
祀
、
先
祖
祭
祀
と
大
師
信
仰
、
六
、
救
世
主
信
仰
と
し
て
 
の
 大
師
 

信
仰
と
、
六
つ
の
類
型
に
整
理
す
る
。
特
に
六
に
つ
い
て
、
初
期
 
 
 

イ
 日
系
人
社
会
に
お
い
て
強
烈
な
大
師
信
仰
が
濃
厚
に
広
ま
っ
た
 
事
例
を
 

分
析
し
、
こ
れ
が
、
救
世
主
と
し
て
の
大
師
信
仰
で
あ
っ
た
こ
と
 
を
 指
摘
 

す
る
。
加
え
て
、
大
師
信
仰
と
他
宗
教
の
聖
人
崇
拝
と
の
比
較
 
宗
 教
学
の
 

可
能
性
を
提
示
し
、
今
後
の
課
題
と
す
る
。
 

第
二
重
近
代
の
四
国
遍
路
 

0
l
U
 

第
三
章
は
、
近
代
ま
で
の
四
国
遍
路
の
展
開
に
関
し
て
主
に
定
性
 
的
デ
 

｜
タ
 に
よ
る
考
察
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
。
一
節
で
は
、
札
所
 
配
 置
 の
 不
 

均
等
性
 よ
 り
、
「
 数
力
 寺
詣
で
を
あ
る
期
間
を
か
け
て
一
定
の
人
  
 

と
え
ば
中
世
末
期
の
直
 
芸
 ロ
来
修
行
僧
グ
ル
ー
プ
な
ど
が
、
八
十
八
 

力
 寺
に
 

ま
と
め
あ
げ
た
の
で
は
な
い
か
」
二
八
一
）
と
い
う
、
な
る
ほ
 ど
と
 思
 

わ
せ
る
も
論
証
が
難
し
い
仮
説
が
提
示
さ
れ
る
。
近
世
以
前
の
四
 
国
 遍
路
 

に
は
資
料
的
な
限
界
が
あ
る
以
上
、
「
原
初
形
態
」
等
に
必
要
以
 
上
に
 カ
 

を
 注
が
な
い
著
者
の
態
度
は
生
産
的
で
的
確
で
あ
ろ
う
。
 

二
節
で
は
、
近
代
の
体
験
記
や
新
資
料
で
あ
る
月
刊
「
遍
路
 &
 （
 一
九
 

三
一
 ｜
 
一
九
四
里
を
資
料
と
し
て
、
交
通
の
発
展
と
遍
路
行
の
 意
味
解
 

釈
 の
さ
れ
方
な
ど
が
論
ぜ
ら
れ
る
。
戦
前
は
徒
歩
巡
礼
の
イ
メ
ー
 
ジ
 が
強
 

い
が
、
昭
和
七
年
頃
に
は
既
に
交
通
機
関
が
利
用
で
き
た
こ
と
、
 

そ
れ
に
 

伴
い
交
通
利
用
を
進
め
る
立
場
と
歩
き
遍
路
を
正
統
と
す
る
立
場
 
と
の
 二
 

つ
の
言
説
が
並
立
し
た
こ
と
な
ど
は
、
四
国
遍
路
の
「
正
統
性
」
 

を
 巡
る
 

議
論
の
重
要
な
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
着
目
き
れ
る
。
 

三
節
は
高
群
逸
枝
二
八
九
四
 
｜
 
一
九
六
四
 -
 の
 遍
路
体
験
を
扱
 
っ
た
 

論
考
で
あ
る
。
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
書
か
れ
た
資
料
 
害
娘
 巡
礼
記
 」
大
正
 

七
年
 -
 と
 、
 後
 年
高
執
筆
さ
れ
た
資
料
 ヨ
 お
遍
路
」
昭
和
一
二
一
 年
 、
「
一
遍
 

路
 と
人
生
」
昭
和
一
四
年
）
の
差
異
に
着
目
し
、
原
体
験
の
理
念
 
化
 １
通
 

路
 コ
ミ
ュ
ニ
タ
ス
観
の
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
タ
ー
ナ
ー
の
 

埋
め
 珊
を
用
い
 

て
 分
析
す
る
。
著
者
巡
礼
研
究
の
一
つ
の
 頂白
 で
あ
る
。
し
か
し
 
、
一
七
草
 

で
 触
れ
ら
れ
た
タ
ー
ナ
ー
の
巡
礼
論
へ
の
批
判
が
、
本
節
で
は
 
十
 分
 に
検
 

討
 さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
例
え
ば
、
高
群
の
事
例
 
で
は
、
 

理
念
化
さ
れ
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
さ
れ
て
初
め
て
「
コ
ミ
ュ
ニ
 

タ
 ス
 」
と
 

 
 
 
 

理
解
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
実
際
に
四
国
遍
路
が
そ
う
で
あ
っ
た
 
か
ど
う
 

か
は
別
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
そ
の
後
彼
女
が
一
 

度
 0
 

通
㏄
 
3
 

路
 に
行
か
な
か
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
産
む
原
因
に
 
な
っ
た
 



と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
説
明
は
あ
く
ま
で
高
群
 
の
 体
験
 

に
お
い
て
の
も
の
で
あ
り
、
巡
礼
体
験
一
般
に
は
当
て
は
ま
る
か
 
疑
問
で
 

あ
る
。
 

四
節
で
は
一
転
し
て
 篠
栗
 新
四
国
が
扱
わ
れ
る
。
「
参
拝
団
長
名
 

簿
 」
 

な
ど
を
三
な
資
料
と
し
な
が
ら
、
半
径
一
 

0
0
@
 

一
五
 

0
 キ
ロ
メ
  
 

圏
内
を
中
心
と
す
る
信
仰
圏
を
持
ち
、
御
利
益
信
仰
が
き
わ
め
て
 
濃
厚
で
 

あ
り
、
単
純
な
大
師
信
仰
だ
け
で
ほ
な
く
 ア
ニ
 ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
 
庶
民
情
 

仰
を
包
含
す
る
磁
場
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
 占等
 が
指
摘
さ
れ
 
る
 。
 本
 

節
の
執
筆
 時
 
二
九
八
型
に
は
、
既
に
著
者
の
巡
礼
研
究
の
枠
 
組
み
は
 

あ
る
程
度
確
立
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
の
展
開
を
狙
っ
て
企
画
さ
 
れ
た
も
 

の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
新
四
国
や
写
し
霊
場
研
究
は
現
在
ま
で
な
 
さ
れ
て
 

い
な
い
。
今
後
に
期
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

第
四
章
近
代
の
四
国
遍
路
 

n
2
u
 

第
四
章
は
愛
媛
県
上
浮
穴
郡
久
万
町
畑
野
川
「
大
黒
星
」
に
残
る
 
日
方
 口
 

和
一
 0
 年
か
ら
一
八
年
ま
で
 
-
 
た
だ
し
一
四
、
一
五
年
は
欠
）
 

の
 
「
 
宿
 

帳
 」
を
用
い
た
定
量
デ
ー
タ
分
析
で
あ
る
。
本
章
最
大
の
成
果
は
 
、
当
時
 

は
 
「
地
元
で
あ
る
愛
媛
県
中
子
地
方
郡
部
か
ら
の
春
の
十
ヵ
 寺
 詣
と
遍
 

路
 」
と
、
「
大
阪
を
中
心
と
す
る
都
市
部
か
ら
の
遍
路
」
と
の
 
二
 つ
の
 王
 

力
 層
が
あ
り
、
後
者
を
含
む
一
般
的
な
遍
路
は
激
減
し
た
の
に
 
対
  
 

者
は
戦
時
中
と
い
う
社
会
体
制
の
影
響
を
ほ
と
ん
ど
受
け
ず
に
 
維
 持
さ
れ
 

た
 習
俗
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
統
計
的
に
確
認
さ
れ
た
こ
 
と
に
あ
 

る
 。
宗
教
学
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
民
俗
字
的
に
も
意
義
深
い
研
究
 
 
 

よ
う
。
こ
の
十
ヵ
寺
請
 
は
 、
非
常
に
強
固
な
習
俗
で
あ
っ
た
が
 
戦
後
に
 

は
 特
徴
だ
っ
た
年
中
行
事
性
、
集
団
性
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
 

こ
 の
 理
由
 

を
 著
者
は
「
文
化
・
社
会
生
活
の
大
き
な
変
化
」
に
求
め
る
 目
  
 

が
 、
こ
の
習
俗
が
魅
力
を
失
っ
て
い
く
過
程
を
遍
路
者
の
語
り
の
 
部
分
か
 

 
 

ら
 立
ち
上
げ
る
と
更
に
説
得
力
の
増
す
議
論
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
 
点
 、
惜
㏄
 

し
ま
れ
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
五
章
現
代
の
四
国
遍
路
 

第
五
節
は
戦
後
の
四
国
遍
路
に
つ
い
て
の
近
年
の
論
考
が
中
心
 
に
 な
 

る
 。
一
節
で
、
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
普
及
、
霊
場
合
、
バ
ス
 
会
社
、
 

行
政
な
ど
新
た
な
ア
ク
タ
ー
の
登
場
、
も
の
重
視
か
ら
こ
こ
ろ
 
重
 視
、
 
と
 

い
り
た
戦
後
の
社
会
変
動
に
つ
い
て
言
及
し
た
後
、
二
節
で
は
、
 

現
代
の
 

歩
き
固
路
の
意
味
づ
け
が
比
較
的
新
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
 
明
 ら
か
に
 

さ
れ
る
。
遍
路
行
の
意
味
づ
け
は
、
近
世
で
は
御
利
益
信
仰
が
 
中
 心
 だ
っ
 

た
が
、
近
代
に
人
る
と
こ
れ
は
む
し
ろ
迷
信
と
し
て
排
除
さ
れ
る
 
 
 

っ
て
現
在
の
歩
き
遍
路
で
強
力
に
機
能
し
て
い
る
の
が
、
四
国
 四
県
を
 

「
発
心
 
一
 阿
波
 一
 ・
修
行
王
佐
 -.
 菩
提
 
一
 伊
予
 -
 ・
淫
楽
 
-
 讃
岐
 こ
の
 

菩
薩
の
修
行
階
梯
と
し
、
四
国
遍
路
全
体
を
悟
り
へ
至
る
プ
ロ
セ
 スと
捉
 

え
る
考
え
方
で
あ
る
。
四
国
遍
路
の
意
味
づ
け
に
は
著
名
な
学
僧
 に
お
い
 

て
も
定
説
が
な
く
、
こ
こ
に
遍
路
考
自
身
に
よ
る
解
釈
の
余
地
が
 
残
さ
れ
 

る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
が
「
四
国
遍
路
と
い
う
自
由
空
間
の
特
徴
 
」
で
あ
 

る
と
著
者
は
述
べ
る
。
 

三
節
は
接
待
に
つ
い
て
の
論
考
で
あ
る
。
和
歌
山
県
の
有
田
接
待
 
諸
を
 

事
例
と
し
、
接
待
者
、
遍
路
考
、
金
品
を
め
ぐ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
 シ
ョ
ン
 

が
 、
儀
礼
構
造
論
、
象
徴
論
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
分
析
さ
れ
る
。
 

遍
 路
 者
に
 

三
宝
柑
や
金
品
な
ど
を
施
す
有
田
接
待
講
の
事
例
は
、
モ
ー
ス
、
 

タ
ン
バ
 

イ
ア
 ら
に
よ
れ
ば
、
 
俗
 な
る
接
待
者
と
聖
な
る
遍
路
者
と
の
間
で
 な
さ
れ
 

る
 
「
財
施
と
法
施
の
交
換
」
と
説
明
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
有
馬
 

接
待
 講
 

で
は
、
接
待
者
も
四
国
へ
の
船
中
で
豊
漁
を
約
束
す
る
も
の
と
し
 
て
 漁
民
 



か
ら
歓
待
さ
れ
る
。
こ
れ
は
接
待
者
の
役
割
を
め
ぐ
っ
て
の
「
 
存
 在
 領
域
 

と
し
て
の
 聖
 ・
俗
の
逆
転
の
現
象
」
 
-
 三
四
七
 -
 で
あ
る
。
加
え
 
て
、
接
 

侍
者
 は
 返
礼
時
に
、
本
堂
・
大
師
堂
で
の
勤
行
と
同
じ
よ
う
に
 遍 路
 者
に
 

拝
ま
れ
る
。
ラ
ド
ク
リ
フ
 "
 フ
ラ
ウ
ン
の
儀
礼
の
比
較
基
準
に
よ
 る
と
、
 

遍
路
者
は
本
尊
・
大
師
・
接
待
者
の
三
つ
を
同
一
領
域
に
と
儀
礼
 
上
 取
り
 

扱
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
接
待
者
が
遍
路
に
向
け
る
行
為
は
 
あ
く
ま
 

で
も
物
質
的
贈
与
の
そ
れ
で
あ
り
、
財
施
以
上
で
は
あ
り
え
な
い
 
。
こ
れ
 

ら
か
ら
、
著
者
は
接
待
者
を
「
矛
盾
す
る
イ
ン
タ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
 
の
場
」
 

に
い
る
半
里
半
俗
的
存
在
と
結
論
す
る
Ⅰ
二
至
 
こ
 。
こ
こ
で
 
気
 に
な
る
 

の
は
、
接
待
で
精
神
的
な
も
の
を
受
け
取
っ
た
と
解
釈
す
る
遍
路
 
者
は
少
 

-
l
-
 

な
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
著
者
が
用
 い
石
 単
純
な
 

二
分
法
 

は
 適
当
で
は
な
い
。
評
者
と
し
て
は
、
む
し
ろ
相
互
に
相
手
を
聖
 
な
る
も
 

の
と
し
て
、
自
己
の
宗
教
的
精
神
的
欲
求
を
充
足
さ
せ
て
い
る
と
 
考
え
た
 

 
  

 四
節
は
九
 0
 年
頃
か
ら
話
題
に
な
っ
て
き
た
歩
き
 遍
 柿
の
復
活
と
 
い
 ,
 
っ
 

ト
ピ
ッ
ク
を
捉
え
た
論
考
で
あ
る
。
ま
ず
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
ク
・
 

ブ
  
 

（
癒
し
）
ブ
ー
ム
な
ど
の
背
景
を
紹
介
し
な
が
ら
、
巡
礼
と
身
体
 

 
 

深
い
関
連
性
に
つ
い
て
述
べ
、
さ
ら
に
、
現
代
の
歩
き
通
路
た
ち
 
が
 
「
 信
 

仰
で
 回
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
」
と
言
い
な
が
ら
も
、
「
 
冥
 界
 に
 没
入
す
 

る
よ
う
な
感
覚
」
 
ズ
 生
き
て
い
る
）
の
で
は
な
く
、
（
生
か
さ
れ
 

て
い
る
 ノ
 

の
だ
、
と
い
う
認
識
」
と
い
っ
た
、
宗
教
的
な
表
現
が
な
さ
れ
る
 
こ
と
に
 

着
目
す
る
。
こ
の
 
ズ
レ
 に
対
し
、
著
者
は
「
宗
教
と
い
う
既
成
 
概
 念
 の
 枠
 

 
 

 
 

 
 

同
時
に
、
著
者
 

三
一
考
察
 
-
 本
書
の
意
義
と
課
題
、
今
後
の
展
望
 -
 

巡
礼
研
究
、
特
に
四
国
遍
路
の
研
究
は
、
一
九
 セ 0
 年
代
を
ひ
と
 
 
 

ピ
ー
ク
と
し
、
前
田
卓
一
社
会
学
一
、
新
城
 

常
 三
一
歴
史
学
）
 、
真
 野
 俊
和
 

-
 民
俗
学
 -
 、
ら
の
諸
研
究
を
生
ん
だ
。
本
書
の
著
者
、
星
野
英
 紀
 
-
 
宗
 

教
学
）
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
は
長
く
停
滞
し
 
、
 よ
 う
 や
 

く
 近
年
、
長
田
政
一
、
坂
田
正
顕
を
中
心
と
す
る
早
大
道
空
間
 研
究
所
 

-
 社
会
学
）
の
一
連
の
業
績
を
得
て
 、
 再
び
活
性
化
の
兆
し
が
 
見
 え
て
き
 

た
 。
本
書
は
こ
れ
ま
で
の
諸
研
究
の
成
果
を
包
括
的
に
摂
取
し
 
、
 整
理
し
 

た
 上
で
、
現
代
に
視
点
を
据
え
て
今
後
の
四
国
遍
路
研
究
の
先
鞭
 
な
 っ
 け
 

る
も
の
で
あ
る
。
 

本
書
の
巡
礼
研
究
に
対
す
る
貢
献
と
し
て
は
、
移
動
や
「
民
衆
的
 
」
と
 

い
っ
た
方
法
論
的
な
困
難
さ
に
対
し
、
構
造
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
 
あ
る
 程
 

度
の
有
効
性
を
示
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
中
で
も
タ
ー
ナ
ー
 
0
 コ
 、
、
 

.
 

ュ
ニ
 タ
ス
論
を
四
国
遍
路
に
 m
 
い
た
三
章
三
節
が
最
大
の
も
の
 で
あ
ろ
 

う
 。
ま
た
、
巡
礼
を
ヴ
ァ
ン
・
ジ
ュ
ネ
ッ
プ
の
通
過
儀
礼
の
概
念
 
を
 m
 
い
 

 
 

て
 定
義
し
た
こ
と
や
、
早
く
か
ら
海
外
と
の
比
較
研
究
を
志
向
し
 
、
そ
の
 

枠
組
み
準
備
の
た
め
に
行
っ
た
巡
礼
類
型
論
な
ど
も
イ
ン
パ
ク
ト
 
 
 

業
績
で
あ
る
。
 

ら
れ
た
高
群
逸
枝
を
事
例
と
し
た
巡
礼
体
験
分
析
の
流
れ
を
発
展
 

が
 長
ら
く
中
心
的
に
依
拠
し
て
き
た
タ
ー
ナ
ー
の
コ
ミ
ュ
ニ
タ
ス
 
論
 を
乗
 

 
 

り
 越
え
る
可
能
性
も
含
ん
で
お
り
、
そ
の
意
味
で
も
、
三
章
三
節
 
で
 論
じ
 

示
 し
、
今
後
の
著
者
の
中
心
的
な
問
題
意
識
を
示
し
た
論
考
 と
 =
=
 

口
 
え
よ
 

う
 。
ま
た
歩
き
遍
路
の
体
験
分
析
と
し
て
も
、
先
駆
的
な
も
の
で
 
あ
り
、
 

後
続
の
研
究
の
先
鞭
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
 



批
判
占
は
、
個
別
の
も
の
は
既
に
各
部
で
述
べ
て
き
た
が
、
全
体
 
 
 

も
の
と
し
て
構
造
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
自
体
の
限
界
が
あ
げ
ら
れ
よ
 
 
 

え
ば
二
章
三
節
で
は
、
体
験
記
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
を
利
用
 し
て
、
 

「
遍
路
体
験
の
中
で
彼
ら
は
如
何
に
死
ん
で
、
如
何
に
再
生
す
る
 

 
 

ま
た
象
徴
的
解
釈
が
当
の
遍
路
者
達
に
ど
れ
だ
け
意
識
さ
れ
て
  
 

か
 」
と
い
っ
た
 
観
 占
か
ら
、
彼
ら
の
意
識
の
中
に
あ
る
死
と
再
生
 
 
 

｜
ジ
を
 抽
出
す
る
と
い
う
切
り
口
の
ほ
う
が
妥
当
で
は
な
か
っ
た
 
だ
ろ
う
 

 
 

か
 。
大
谷
栄
一
の
日
本
宗
教
研
究
史
の
整
理
に
よ
る
と
、
著
者
の
 
研
究
活
 

動
の
前
期
は
、
構
造
・
機
能
主
義
の
隆
盛
し
た
時
期
と
機
能
か
ら
 
意
味
・
 

シ
ン
ボ
ル
へ
と
移
っ
た
時
期
に
あ
た
り
、
後
期
は
行
為
者
へ
着
目
 
し
た
時
 

期
 に
な
る
。
実
は
同
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
た
仕
事
は
前
期
の
も
 の
で
あ
 

り
 、
後
期
の
論
文
に
は
こ
れ
を
用
い
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
既
に
 
 
 

成
果
を
も
っ
て
、
構
造
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
一
段
落
を
つ
け
、
 

現
在
で
 

は
こ
れ
を
乗
り
越
え
る
方
法
の
開
拓
を
意
識
し
て
い
る
も
の
と
 思
わ
れ
 

る
 。
 

そ
の
新
し
い
方
法
論
的
領
域
の
開
拓
に
関
し
て
、
評
者
に
は
五
章
 
@
m
 
り
 
上
目
 

味
 づ
け
論
及
び
現
代
歩
き
遍
路
の
分
析
が
最
も
魅
力
的
に
映
る
。
 

近
年
、
 

暫
定
的
に
「
 
霊
性
 」
と
呼
ば
れ
て
い
る
新
し
い
宗
教
性
概
念
が
盛
 ん
に
 議
 

諭
 さ
れ
て
い
る
。
 
霊
 性
は
伝
統
的
宗
教
性
、
著
者
の
い
う
ニ
下
散
 的な
る
 

も
の
）
に
対
置
さ
れ
る
広
義
の
宗
教
性
を
指
す
言
葉
で
あ
る
が
、
 

こ
の
こ
 

と
は
従
来
の
枠
組
み
で
は
捉
え
き
れ
な
い
新
し
い
概
念
の
創
出
を
 
意
味
し
 

て
い
る
。
五
章
四
節
は
初
出
の
王
 
題
に
 
「
四
国
遍
路
 
ヘ
ニ
ュ
  
 

ジ
 ?
 」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
新
し
い
宗
教
性
概
念
に
関
連
す
る
。
 

五
章
二
節
の
意
味
づ
け
論
の
議
論
を
展
開
す
る
と
、
遍
路
に
関
す
 

他
方
、
 

る
丑
而
 @
 ロ
 

説
の
正
統
化
の
問
題
 ｜
 い
わ
ば
「
教
義
」
化
の
問
題
に
行
き
着
 く
だ
 る
 

う
 。
新
し
い
宗
教
性
概
念
と
伝
統
的
な
枠
組
み
の
取
り
扱
い
は
 
宗
 教
学
で
 

6
 

は
 未
解
決
の
課
題
で
あ
り
、
本
書
後
半
は
、
こ
の
 
ょ
 う
な
学
問
的
 
フ
ロ
ン
 

お
 

 
 

テ
ィ
ア
へ
の
挑
戦
で
も
あ
る
。
 

 
 
 
 

著
者
の
学
問
体
系
に
お
い
て
巡
礼
研
究
は
間
違
い
な
く
中
心
部
分
 
で
あ
 

り
 、
本
書
は
現
時
 白
 
で
の
集
大
成
で
あ
る
。
こ
の
成
果
は
今
後
ど
 
 
 

に
 発
展
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
本
書
に
書
か
れ
て
い
 
な
い
部
 

分
 、
つ
ま
り
巡
礼
研
究
中
断
 期
 に
な
さ
れ
た
仕
事
で
あ
る
伝
統
的
 仏教
教
 

団
 と
民
衆
的
実
践
と
の
関
連
の
部
分
で
あ
る
。
主
に
聖
職
者
に
よ
 
っ
て
 担
 

わ
れ
て
き
た
伝
統
仏
教
と
民
衆
レ
ベ
ル
で
の
実
践
の
差
異
が
四
国
 
遍
路
に
 

お
い
て
先
鋭
化
す
る
の
は
、
巡
礼
行
の
解
釈
を
巡
っ
て
で
あ
ろ
う
 
。
な
ら
 

。
は
、
札
所
寺
院
住
職
や
先
達
な
ど
の
伝
統
的
宗
教
性
に
傾
く
立
場
 

と
、
素
 

人
的
な
現
代
の
歩
き
遍
路
考
の
よ
う
な
新
し
い
宗
教
性
の
立
場
の
 
双
方
か
 

ら
 、
表
象
さ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
言
説
の
正
統
性
を
巡
る
争
い
 
が
 四
国
 

遍
路
の
言
説
空
間
の
中
で
ど
の
よ
う
に
し
て
構
成
さ
れ
て
い
く
の
 
か
 。
 あ
 

る
い
は
遍
路
者
の
個
人
的
体
験
と
し
て
ど
の
よ
う
に
内
面
化
さ
れ
 
て
い
く
 

の
 た
 ろ
 う
か
 。
こ
れ
は
四
国
遍
路
研
究
が
今
な
す
べ
き
重
要
な
間
 
題
 の
ひ
 

と
つ
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
広
く
宗
教
研
究
全
体
で
共
有
す
べ
き
 
課
題
で
 

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

ア
王
 

-
1
-
 

一
例
と
し
て
次
の
テ
ク
ス
ト
を
挙
げ
る
。
「
お
接
待
を
し
 

て
く
れ
 

た
そ
の
女
性
が
 
、
 私
た
ち
に
は
あ
た
か
も
神
仏
か
ら
の
使
 い
 で
あ
  
 

よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
、
嬉
し
く
て
仕
方
が
な
か
っ
た
」
 

-
 松
坂
 義
 晃
 

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
「
週
刊
へ
ん
ろ
」
 

岸
 4
 、
一
九
九
九
年
九
月
二
 
 
 

日
刊
 -
 。
 

-
2
 ）
大
谷
栄
一
「
二
十
世
紀
日
本
の
宗
教
研
究
の
再
検
討
 

「
現
代
 



世
界
の
宗
教
性
 

二
 0
0
0
 
年
 、
 

・
 霊
住
 し
研
究
の
射
程
」
「
宗
教
と
社
ム
 %
 
第
六
号
、
 

一
三
七
 ｜
 
一
四
二
頁
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



書評と 

本
書
の
表
紙
に
は
セ
ピ
ア
色
の
写
真
が
載
せ
ら
れ
、
渋
い
色
調
を
 
漂
わ
 

せ
て
い
る
。
「
出
羽
 
町
 招
魂
社
に
参
拝
す
る
兵
士
昭
和
㎎
 
年
 
（
 l
l
g
3
 

5
 こ
と
い
う
コ
メ
ン
ト
が
裏
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
 本
 文
中
に
 

も
 載
せ
ら
れ
、
出
典
が
「
官
営
招
魂
社
造
営
 誌 」
と
示
さ
れ
て
 
ぃ
 る
 。
 神
 

社
の
境
内
に
は
テ
ン
ト
が
張
ら
れ
、
そ
の
な
か
に
は
参
詣
者
が
数
 
多
く
い
 

る
 。
神
殿
の
軒
下
に
は
白
衣
の
神
官
が
歩
い
て
い
る
姿
が
写
っ
て
 
 
 

鳥
居
の
手
前
に
ほ
、
騎
乗
の
軍
人
が
二
人
、
縦
に
並
び
、
そ
の
後
 に 多
く
 

の
 兵
士
た
ち
が
 
"
 
捧
げ
 筒
 "
 を
し
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
れ
は
「
 昭
 和
 十
年
 

秋
季
例
大
祭
軍
隊
団
体
参
拝
 ノ
 光
景
」
で
あ
る
。
招
魂
祭
と
い
 ,
 
つ
ノ
 
"
 
白
木
 

教
 "
 儀
礼
、
だ
が
、
当
時
は
 "
 
宗
教
 "
 と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
か
 

っ
た
 。
 

"
 祭
祀
。
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
規
定
さ
れ
て
い
た
。
と
は
い
え
 
、
招
魂
 

祭
が
 祭
祀
と
さ
れ
て
は
い
て
も
、
宗
教
儀
礼
と
考
え
ら
れ
て
い
た
 
の
 た
 ろ
 

う
か
。
あ
る
い
は
、
軍
事
的
儀
礼
、
国
家
的
儀
礼
と
み
な
し
て
い
 
た
の
だ
 

川
村
邦
 
光
 

A
5
 判
三
五
八
頁
 
八
 0
0
0
 円
 

吉
川
弘
文
館
 
二
 0
0
 二
年
三
月
一
 0
 日
刊
 

本
 康
宏
央
 著
 

「
 
軍
 都
の
慰
霊
空
間
国
民
統
合
と
戦
死
者
た
ち
   

ろ
う
か
。
軍
人
た
ち
 -
 階
級
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
ろ
う
か
Ⅰ
 地
 万
名
モ
 

の
 参
列
者
、
そ
し
て
遺
族
た
ち
、
ど
の
よ
う
な
宗
教
意
識
も
し
く
 
は
 
。
 信
 

小
 "
 の
も
と
で
招
魂
祭
に
関
わ
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
ん
な
 
問
い
が
 

よ
ぎ
っ
て
く
る
。
ま
た
、
こ
の
写
真
は
、
撮
影
後
、
「
官
営
招
魂
 
社
 造
営
 

誌
 L
 に
収
め
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
見
ら
れ
方
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
 
@
o
 

カ
 
こ
 

の
 
「
官
営
招
魂
社
造
営
 誌
 」
を
所
持
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
下
級
 兵
士
、
 

鳥
居
の
手
前
に
整
列
し
て
い
る
兵
士
た
ち
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
 

将
 校
 や
地
 

万
名
士
、
公
共
機
関
で
あ
ろ
う
。
こ
の
写
真
は
小
高
い
所
か
ら
 撮
影
さ
 

ね
 、
兵
士
た
ち
の
顔
は
な
く
、
背
を
向
け
て
い
る
。
個
別
の
顔
の
 な
 
い
 ,
 

匿
名
の
集
合
的
な
記
念
写
真
な
の
で
あ
る
。
 

"
 
神
 "
 も
し
く
は
 
招
 魂
 さ
れ
 

る
 英
霊
の
視
占
か
ら
戦
勝
と
護
国
を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
撮
ら
 
れ
た
の
 

で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
国
家
の
高
み
か
ら
招
魂
社
へ
と
祀
ら
れ
 
る
 兵
士
 

た
ち
の
栄
誉
を
予
測
し
て
撮
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
し
 
て
も
、
 

き
わ
め
て
興
味
深
い
記
念
写
真
で
あ
る
。
 

本
書
の
表
題
と
副
題
の
言
葉
、
「
軍
部
」
「
慰
霊
空
間
」
「
国
民
 

統
 ム
ロ
」
 

「
戦
死
者
た
ち
」
、
こ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
、
本
書
の
キ
ー
ワ
ー
ド
 

で
あ
る
 

と
 考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
連
結
し
て
み
る
と
、
「
軍
部
 
」
こ
ま
 

@
@
 

「
慰
霊
空
間
」
が
構
築
さ
れ
「
戦
死
者
た
ち
」
を
媒
介
に
し
て
「
 

国
民
 統
 

ム
ロ
」
が
行
な
わ
れ
た
、
あ
る
い
は
「
軍
部
」
に
は
「
戦
死
者
た
 
ち
 」
 の
 

「
慰
霊
空
間
」
が
構
築
さ
れ
「
国
民
統
合
」
の
機
能
を
果
た
し
た
 

、
と
 

っ
た
 文
章
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
か
ら
推
測
で
き
 
る
こ
と
 

は
 、
「
軍
部
」
が
た
ん
な
る
軍
事
的
，
政
治
的
都
市
と
し
て
ば
か
 
り
で
な
 

 
 

く
 、
慰
霊
と
い
う
宗
教
的
都
市
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
 
あ
る
。
 

す
な
ね
 ち
、
「
軍
部
」
を
 
"
 宗
教
 "
 研
究
の
視
占
か
ら
読
み
込
ん
 
 
 

し
 考
察
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
 
る
 。
 著
 



者
は
近
代
史
の
研
究
者
だ
が
、
「
軍
部
」
が
軍
事
的
・
政
治
的
 
都
  
 

て
だ
け
で
は
な
く
、
宗
教
的
都
市
と
し
て
研
究
す
る
意
義
が
あ
る
 
と
 問
題
 

提
起
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
、
私
は
大
い
に
共
感
に
 
す
る
。
 

私
は
こ
う
し
た
 
視
占
 を
も
つ
本
書
を
、
宗
教
意
識
や
宗
教
観
念
の
 
生
成
・
 

展
開
、
信
仰
の
有
り
様
の
分
析
に
中
心
的
な
論
点
を
設
定
す
る
 "
 宗
教
研
 

 
 

以
下
、
本
書
の
お
お
よ
そ
の
目
次
を
あ
げ
て
、
若
干
コ
メ
ン
ト
を
 
 
 

が
ら
各
章
を
み
て
い
こ
う
。
 

序
論
「
慰
霊
」
の
場
を
め
ぐ
っ
て
軍
事
都
市
と
死
の
 
ト
ポ
  
 

@
 
 「
軍
部
」
 論
 と
「
慰
霊
空
間
」
 

一
 
「
軍
部
」
 論
 

二
 
「
城
下
町
」
か
ら
「
軍
部
」
 
へ
 

三
 
「
軍
部
」
に
お
け
る
「
慰
霊
空
間
」
の
諸
相
 

Ⅱ
「
招
魂
」
の
空
間
 

一
 
招
魂
社
の
創
設
と
招
魂
祭
 

三
 
明
治
 紀
念
 標
の
建
設
 

三
 
招
魂
社
の
変
遷
 

補
 講
 

台
湾
神
社
の
創
建
 

Ⅲ
「
慰
霊
」
の
コ
ス
モ
ロ
シ
ー
 

一
 
陸
軍
墓
地
の
創
設
と
展
開
 

二
 
忠
霊
塔
及
び
忠
魂
 堂
 建
設
運
動
 

三
 
「
慰
霊
空
間
」
と
民
衆
意
識
 

序
論
で
は
、
日
本
近
代
の
都
市
形
成
典
・
発
達
 史 を
考
え
る
際
、
 
軍
隊
 

や
軍
事
施
設
の
存
在
な
ど
の
分
析
が
不
可
欠
だ
と
す
る
立
場
か
ら
 
、
「
「
 
申
卑
 

都
 」
と
い
う
視
点
か
ら
近
代
の
都
市
を
と
ら
え
な
お
す
と
と
も
に
 
 
 

わ
け
戦
死
者
を
め
ぐ
る
「
慰
霊
空
間
」
の
歴
史
的
な
特
色
を
と
お
 
し
て
、
 

 
 

軍
事
的
な
諸
条
件
を
背
景
と
し
た
都
市
構
造
の
問
題
を
検
討
す
る
 
3
3
 

あ
る
」
と
、
本
書
の
大
き
な
目
的
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
 
 
 

 
 

の
 ケ
ー
ス
と
し
て
、
か
っ
て
陸
軍
の
第
九
師
団
団
ム
コ
部
が
置
か
れ
 

て
い
た
 

軍
部
・
金
沢
市
 

-
 
軍
 都
や
招
魂
、
慰
霊
な
ど
多
く
の
キ
ー
ワ
ー
ド
 に
鈎
括
 

弧
 が
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
は
ぶ
く
 - を
と
り
あ
げ
る
 
。
著
者
 

は
 石
川
県
立
歴
史
博
物
館
の
学
芸
員
で
あ
り
、
戦
後
五
 
0
 年
の
同
 館
 ・
 特
 

別
 展
示
、
ま
た
図
録
「
銃
後
の
人
々
 ｜
 祈
り
と
暮
ら
し
」
二
九
 九
五
字
）
 

作
成
に
参
画
し
て
い
る
。
現
在
、
 

N
H
K
 
大
河
ド
ラ
マ
で
取
り
上
 
 
 

て
い
る
加
賀
百
万
石
の
地
で
、
か
つ
て
 

に
 城
内
に
 帥
 Ⅱ
 珂
ム
 Ⅲ
部
が
 置
か
れ
 

て
い
た
の
で
あ
る
。
地
の
利
を
え
た
研
究
だ
と
い
え
よ
う
。
 

1
.
 
一
で
は
、
「
当
該
都
市
の
諸
相
 
に
 師
団
等
の
軍
隊
や
そ
の
 施
 設
の
 

存
在
が
構
造
的
な
影
響
を
与
え
て
い
る
地
方
中
核
都
市
」
と
い
う
 
軍
部
 概
 

念
 が
あ
ら
か
じ
め
提
示
さ
れ
、
先
行
研
究
か
ら
師
団
の
配
置
さ
れ
 
た
 
一
八
 

0
 車
 都
 が
簡
潔
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
 

軍
 都
の
都
市
プ
ラ
ン
を
 
城
  
 

変
容
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
を
通
し
て
、
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
に
 
区
 則
 す
る
 

こ
と
が
で
き
る
と
す
る
が
、
師
団
司
令
部
が
 

旧
 城
郭
に
設
置
さ
れ
 
て
い
る
 

ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
で
あ
る
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
天
守
・
城
郭
 
が
 軍
部
 

の
 シ
ン
ボ
ル
と
し
て
再
編
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
軍
部
論
を
展
開
す
 
る
た
め
 

の
 、
先
行
研
究
の
整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
。
二
で
は
、
金
沢
が
軍
 
都
 と
し
 

て
 形
成
さ
れ
て
い
く
歴
史
的
な
プ
ロ
セ
ス
が
 跡 づ
け
ら
れ
、
近
世
 
的
な
軍
 

都
 Ⅱ
城
下
町
か
ら
、
 
旧
 金
沢
城
地
 
が
 中
核
と
な
っ
て
、
近
代
的
な
 軍
部
Ⅱ
 

師
団
 衛
成
 地
へ
と
再
編
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
 。
三
で
 

は
 、
軍
部
に
お
け
る
「
慰
霊
空
間
」
と
し
て
各
地
の
陸
軍
墓
地
 や
 招
魂
 

社
 
，
護
国
神
社
、
忠
霊
塔
・
忠
魂
 
碑
 が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
 



書評と紹介 

Ⅱ
・
一
で
は
、
石
川
県
の
招
魂
社
制
度
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
 
他
 成
約
 

な
 変
遷
を
た
ど
り
、
そ
れ
が
「
民
衆
意
識
の
統
合
」
に
及
ぼ
し
た
 
役
割
を
 

時
代
の
「
段
階
的
な
差
異
」
に
留
意
し
つ
つ
考
察
す
る
。
一
八
六
 
八
年
、
 

加
賀
藩
主
が
北
越
戦
争
で
の
戦
死
者
を
祀
る
た
め
に
「
招
魂
 
祠
 」
 を
卯
辰
 

出
 に
造
営
し
、
ま
た
招
魂
祭
 

宅
 霊
祭
」
 -
 を
 神
式
で
執
行
し
た
。
 
セ
 O
 年
 

に
は
、
 卯
辰
出
 に
招
魂
社
 
-
 
「
 
顕
 忍
性
」
 -
 が
創
建
さ
れ
て
い
る
。
 
こ
の
 社
 

は
 
「
戦
死
人
霊
祠
」
「
霊
屋
」
と
称
す
べ
き
も
の
で
、
「
伸
之
 
社
 」
 で
は
な
 

い
と
と
ら
え
ら
て
い
た
。
戦
死
者
を
神
と
し
て
祀
る
意
識
は
ま
だ
 
 
 

霊
を
祭
祀
 し
 顕
彰
す
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
こ
の
招
魂
社
は
藩
 一
県
 -
 や
 

藩
士
・
遺
族
に
よ
る
祭
祀
に
留
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
八
 
セ
 五
年
に
 

国
家
の
管
理
に
移
さ
れ
、
「
民
衆
意
識
の
統
ム
ロ
」
の
道
を
切
り
開
 

 
 

く
こ
と
に
な
る
。
 

明
治
後
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
、
招
魂
祭
は
兼
大
公
園
内
の
「
 
 
 

結
倉
 之
標
 」
 -
 日
本
武
尊
像
、
日
本
初
の
銅
像
 -
 前
な
ど
で
執
行
 さ
れ
、
 

儀
礼
的
な
様
相
よ
り
 b
 祝
祭
的
な
 様
 柑
を
強
め
て
い
き
、
 
卯
辰
山
 の
 招
魂
 

社
は
 
「
慰
霊
空
間
」
と
し
て
の
役
割
を
失
っ
て
い
つ
た
、
と
著
者
 

は
 指
摘
 

し
て
い
る
。
「
明
治
 
紀
念
標
 前
で
、
い
わ
ば
祝
祭
空
間
に
お
け
る
 祝
祭
 行
 

事
と
し
て
開
催
さ
れ
る
に
至
る
」
と
も
著
者
は
述
べ
て
い
る
が
、
 

神
式
・
 

仏
式
の
儀
礼
の
意
義
ま
で
な
く
な
っ
て
し
ま
 つ
 た
の
だ
ろ
う
か
。
 
厳
粛
な
 

儀
礼
の
後
に
祝
祭
が
連
続
し
て
行
な
わ
れ
る
の
は
、
祭
の
基
本
的
 
な
 構
成
 

で
は
な
か
ろ
う
か
。
石
川
県
・
金
沢
市
は
い
わ
 
ぼ
 真
宗
王
国
で
あ
 
る
 。
 戦
 

死
者
の
慰
霊
・
顕
彰
と
と
も
に
、
戦
死
者
の
成
仏
の
た
め
の
供
養
 
を
 遺
族
 

ば
か
り
で
な
く
、
県
民
・
市
民
も
不
可
欠
の
も
の
と
し
た
の
で
は
 
な
か
ろ
 

う
か
。
後
に
、
著
者
は
神
式
・
仏
式
の
儀
礼
が
並
行
し
て
行
な
わ
 
れ
た
こ
 

と
に
つ
い
て
「
戦
没
者
慰
霊
の
汎
宗
教
的
在
り
方
に
加
え
、
鎮
魂
 
 
 

よ
り
も
、
む
し
ろ
ど
の
よ
う
な
場
所
で
そ
れ
が
行
わ
れ
る
の
か
が
 
問
題
だ
 

っ
た
 」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
「
 汎
 宗
教
的
」
と
は
ど
の
よ
う
な
 意
味
合
 

い
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
神
道
儀
礼
と
仏
教
儀
礼
 
 
 

し
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
「
 汎
 宗
教
的
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
 

二
で
は
、
西
南
戦
争
の
戦
死
者
の
た
め
の
「
明
治
 
紀
念
 2
 棟
」
 
の
 日
本
 

我
尊
像
の
建
立
に
お
い
て
、
一
八
 セ
 八
年
の
北
陸
・
東
海
道
 巡
   

に
 、
明
治
天
皇
が
茶
人
公
園
に
立
ち
寄
つ
た
こ
と
が
大
き
く
影
響
 
 
 

伐
に
 奔
走
す
る
日
本
武
尊
の
イ
メ
ー
ジ
が
全
国
を
巡
行
す
る
若
き
 
軍
人
天
 

皇
の
面
影
に
重
ね
ら
れ
た
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
 

兼
大
 公
園
の
 
「
明
治
 

絶
念
 之
標
 」
が
依
代
に
、
そ
の
場
が
祭
場
と
も
な
り
、
慰
霊
空
間
 と
し
て
 

構
築
さ
れ
て
い
っ
た
。
著
者
は
泉
鏡
花
の
「
凱
旋
 祭
 」
二
八
九
 七
年
）
 

を
 引
い
て
い
る
。
「
銅
像
の
頭
よ
り
八
方
に
綱
を
曳
き
て
、
数
千
 
の
 鬼
灯
 

提
灯
を
繋
ぎ
懸
け
候
が
、
こ
れ
を
こ
そ
趣
向
と
申
せ
。
 

一
ツ
一
ツ
 智
育
 に
 

彩
り
 候
 。
提
灯
の
表
に
は
、
眉
を
描
き
、
鼻
を
描
き
、
眼
を
描
き
 
、
 ロ
を
 

描
き
て
、
人
の
顔
に
な
ぞ
ら
へ
 候
 」
。
日
清
戦
争
の
「
凱
旋
 
祭
 」
 の
 様
子
 

が
 生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
。
顔
を
描
い
た
真
っ
青
な
、
人
魂
 
 
 

な
ほ
 な
ず
き
提
灯
、
こ
れ
は
凱
旋
兵
士
の
表
象
、
あ
る
い
は
戦
死
 
者
の
表
 

家
 な
の
だ
ろ
う
か
。
「
凱
旋
 
祭
 」
な
の
だ
か
ら
、
前
者
で
あ
ろ
う
 。
や
や
 

も
す
る
と
、
招
魂
祭
で
も
、
こ
の
提
灯
が
飾
り
付
け
ら
れ
た
の
か
 
 
 

な
い
。
青
は
死
者
を
表
象
す
る
。
「
明
治
結
倉
 

之
標
 」
の
前
で
の
 
儀
礼
の
 

場
 が
ど
の
よ
う
に
作
り
上
げ
ら
れ
、
人
び
と
は
ど
の
よ
う
な
感
情
 
を
 抱
い
 

 
  
 

た
の
か
、
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

 
 

 
 
 
 

こ
の
「
明
治
 紀
念
之
標
 」
の
場
 は
 、
た
ん
に
招
魂
祭
の
祭
場
、
 

つ
 ま
り
 

著
者
の
い
う
慰
霊
空
間
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
「
凱
旋
 
祭
 」
 の
 
 
 

あ
っ
た
。
こ
こ
に
留
意
す
る
な
ら
、
多
面
的
な
公
共
的
な
儀
礼
 視
察
小
か
 
り
 



場
 、
宗
教
的
・
軍
事
的
，
政
治
的
な
儀
礼
空
間
・
祝
祭
空
間
と
し
 

て
 構
築
 

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
 

-
 
別
 仝
早
で
の
「
む
し
ろ
ど
の
よ
 

う
な
 
場
 

所
で
そ
れ
が
行
わ
れ
る
の
か
が
問
題
だ
っ
た
」
と
い
う
指
摘
を
踏
 

ま
え
る
 

な
ら
、
こ
の
場
の
さ
ら
な
る
掘
り
起
こ
し
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
 

 
 

護
国
神
 
な
り
産
 

社
へ
の
改
称
に
の
た
る
過
程
を
検
証
し
、
そ
れ
が
「
県
民
一
般
の
 

宿
望
」
 

な
ど
で
は
な
く
、
「
連
隊
三
司
令
部
お
よ
び
在
郷
軍
人
有
力
者
」
 

に
よ
る
 

「
意
図
的
主
体
的
な
運
動
の
産
物
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
 

 
 

四
で
は
、
護
国
神
社
の
 

一
 
府
県
一
社
制
度
の
形
成
に
 

い
 た
る
神
社
 
界
 や
内
 

務
 省
な
ど
の
動
向
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
一
九
三
四
年
に
、
内
務
 

省
は
招
 

魂
 桂
一
社
が
府
県
一
円
を
崇
敬
区
域
と
す
る
招
魂
社
制
度
を
発
表
 

 
 

十
社
境
内
に
祀
り
た
い
と
い
う
、
地
域
の
実
情
 

一
 
民
衆
意
識
 
-
 と
 は
か
な
 

ら
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
 

一
 
府
県
 

に
一
招
魂
社
な
ら
常
に
参
拝
で
き
る
地
域
は
よ
い
が
、
そ
う
で
は
 

な
い
と
 

こ
ろ
は
社
会
教
化
に
な
ら
な
い
と
す
る
神
官
の
王
 

張
 、
一
府
県
に
 
一
 
招
魂
 

社
 と
「
各
町
村
に
は
各
鎮
守
社
の
境
内
社
と
し
て
建
設
し
、
各
町
 

村
 出
身
 

者
の
英
霊
を
奉
祀
」
す
る
と
い
う
折
衷
的
意
見
一
こ
れ
も
出
典
か
 

ら
す
る
 

と
 、
神
官
で
あ
ろ
う
 

-
 が
 取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
 

招
魂
社
 

な
ど
の
神
官
の
縄
張
り
意
識
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

ま
 た
、
こ
 

ぅ
 し
た
意
見
だ
け
か
ら
、
は
た
し
て
「
地
域
の
実
情
（
民
衆
意
 

誠
ニ
 と
 

か
 「
一
般
国
民
の
要
望
」
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
内
務
省
神
社
 

后
 の
 宮
 

僚
 に
よ
る
統
制
に
対
す
る
、
地
方
神
官
の
反
発
と
み
た
ほ
う
が
い
 

 
 

な
か
ろ
う
か
。
 

一
で
は
、
金
沢
市
郊
外
の
野
田
山
に
設
け
ら
れ
た
陸
軍
墓
地
 

0
 基
   とくに 言葉が六のではこ、一 く、年 か。や 「春の 「再生」 俗に「 であっ が基調 」の り 卯 長山 の集中 円にあ 束の立 でよ、 一 「大日 しうる みてい 全国的 析 され れてい 通体験 に一人     
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陸
軍
墓
地
の
あ
る
野
田
山
に
は
、
藩
主
前
田
家
の
墓
所
が
あ
り
、
 

ま
た
 

武
家
や
町
家
の
墓
も
あ
り
、
「
金
沢
最
大
の
墓
地
と
し
て
の
景
観
 
を
 整
備
 

し
て
き
た
」
。
こ
の
野
田
山
は
墓
地
の
山
で
あ
っ
た
と
と
も
に
、
 

「
「
 
死
 」
 

の
 イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
心
的
空
間
で
も
あ
っ
た
」
と
さ
れ
る
。
 

さ
ら
に
 

は
 、
元
禄
期
の
史
料
に
よ
っ
て
、
「
野
田
山
Ⅱ
高
野
山
の
イ
メ
ー
 ンが
定
 

着
し
て
い
る
」
と
も
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
藩
主
の
墓
所
 に
し
て
 

「
 野
 」
の
端
の
 
ヤ
マ
 と
い
う
、
二
重
の
「
死
の
イ
メ
ー
ジ
」
を
も
 つ
 野
田
 

山
が
 、
死
者
の
生
産
を
存
在
的
必
然
と
し
た
軍
隊
組
織
に
と
っ
て
 
き
わ
 

め
て
在
日
に
値
す
る
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
 よ
う
」
 

と
 、
野
田
山
の
慰
霊
空
間
と
し
て
の
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
場
所
性
が
 まと
め
 

ら
れ
て
い
る
。
 

藩
 王
の
 死
 と
関
係
し
た
墓
地
と
し
て
の
野
田
山
と
藩
主
前
田
家
の
 
子
息
 

誕
生
に
関
係
し
た
「
再
生
の
空
間
」
と
し
て
の
 卯辰
出
 、
二
つ
の
  
 

照
 的
に
描
か
れ
て
い
る
。
 
卯
辰
 山
の
入
口
に
架
け
ら
れ
た
天
神
橋
 は
 
「
 
甦
 

橋
 」
と
も
呼
ぼ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
橋
を
起
 占 と
し
て
「
石
橋
 
渡
 り
 」
と
 

い
う
行
事
が
あ
り
、
そ
れ
は
再
生
を
擬
死
体
験
す
る
も
の
で
、
「
 
生
 Ⅰ
 死
 

丁
 再
生
と
い
う
民
衆
の
霊
魂
観
に
通
ず
る
心
性
が
み
て
と
れ
よ
う
 
」
と
 指
 

摘
 さ
れ
て
い
る
。
安
産
・
成
長
祈
願
の
場
が
「
再
生
の
空
間
」
と
 
い
え
る
 

の
 だ
ろ
う
か
。
「
 セ
橋
 渡
り
」
行
事
は
一
八
六
七
年
か
ら
始
ま
っ
  
 

ろ
う
か
、
そ
し
て
い
つ
ま
で
続
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
「
 
生
 Ⅰ
 死
 

Ⅰ
再
生
と
い
う
民
衆
の
霊
魂
 観
 」
が
広
範
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
 、
 私
に
 

は
 疑
問
で
あ
る
。
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
い
つ
ま
で
な
の
だ
ろ
う
 
か
、
戦
 

 
 
 
 

中
に
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
野
田
山
と
 卯 振
出
 は
 
「
コ
ス
モ
ロ
  
 

な
 境
界
と
し
て
意
識
さ
れ
 
ヒ
 
「
加
賀
藩
に
せ
よ
第
九
師
団
に
せ
よ
 

、
金
沢
Ⅱ
 
3
 

を
 支
配
し
た
「
軍
事
統
率
権
力
」
は
、
こ
の
都
市
の
特
異
な
 コ
ス
 モ
ロ
 ジ
 



｜
 を
な
ぞ
る
か
た
ち
で
、
招
魂
 地
と
 墓
地
、
つ
ま
り
「
再
生
」
と
 

「
花
叩
」
 

の
 
「
慰
霊
空
間
」
を
配
置
し
た
」
と
、
著
者
は
き
と
め
て
い
る
。
 

こ
こ
に
 

は
 何
や
ら
 
"
 両
墓
制
 "
 を
下
敷
き
に
し
た
解
釈
が
あ
る
よ
う
に
 思
わ
れ
 

る
 。
 

加
賀
藩
 と
 第
九
師
団
は
「
軍
事
統
率
権
力
」
と
し
て
同
じ
よ
う
な
 コ
ス
 

モ
ロ
ジ
カ
ル
な
心
性
を
連
続
し
て
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

前
田
家
 

0
 行
 騰
 所
で
神
霊
を
祀
っ
た
 
卯
辰
出
 に
前
田
家
に
よ
っ
て
招
魂
社
 
が
 創
建
 

さ
れ
た
が
、
後
に
は
移
転
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
「
再
生
の
空
 
間
 」
と
 

し
て
の
 卯
辰
山
 は
い
わ
ば
見
捨
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
招
魂
 
禁
や
 戦
 

地
か
ら
帰
還
し
て
再
生
し
た
と
も
い
え
る
戦
勝
・
凱
旋
祝
賀
の
式
 
典
 は
い
 

ね
 ば
 
"
 
境
界
 

"
"
 

周
縁
 

"
 で
は
な
く
 
"
 中
心
 "
 の
 兼
 大
公
園
の
「
 明
治
 紀
 

念
之
標
 」
日
本
武
尊
像
の
前
で
執
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
 
。
こ
れ
 

ま
で
墓
地
と
し
て
の
場
で
あ
っ
た
野
田
山
を
第
九
師
団
は
た
ん
に
 
踏
襲
し
 

た
だ
け
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
戦
死
者
 
の
 幸
一
正
 

ぃ
 

忠
魂
・
英
霊
の
場
の
変
遷
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
野
田
山
と
 
卯
 底
止
 を
 再
生
 

と
 死
の
慰
霊
空
間
と
二
元
的
に
と
ら
え
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
 よう
に
 

思
わ
れ
る
。
著
者
の
い
う
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
が
第
九
師
団
ば
か
り
で
 
 
 

少
な
く
と
も
戦
前
の
金
沢
市
民
に
抱
か
れ
て
い
た
の
か
。
都
市
民
 
俗
学
な
 

る
も
の
の
研
究
に
依
拠
 
し
 、
ま
と
ま
っ
て
完
結
し
た
統
一
的
な
 コ
 ス
 モ
ロ
 

ジ
ー
を
描
こ
う
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

金
沢
の
弾
丸
除
け
や
武
運
長
久
な
ど
戦
争
と
関
わ
る
信
仰
・
習
俗
 
 
 

り
 起
こ
さ
れ
て
い
る
。
 
卯
辰
 山
麓
に
あ
る
真
成
寺
に
は
、
戦
地
か
 ら
の
 血
 

事
 帰
還
を
祈
願
し
て
奉
納
さ
れ
た
「
お
預
け
」
写
真
が
移
し
く
 
残
 さ
れ
て
 

い
る
。
民
衆
の
心
性
を
知
る
う
え
で
貴
重
な
も
の
だ
。
か
な
り
 
困
 難
 だ
 る
 

う
が
、
奉
納
者
の
遺
族
・
子
孫
を
捜
し
出
し
て
訪
ね
て
い
っ
た
な
 
ら
、
さ
 

ら
な
る
信
仰
の
掘
り
起
こ
し
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
戦
争
絵
馬
 -
 馬
上
草
 

八
図
二
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
図
版
に
は
「
十
一
歳
Ⅰ
田
中
 

 
 

と
 奉
納
者
・
施
工
（
祈
願
三
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
武
運
 長
久
で
 

 
 
 
 

は
な
く
、
軍
人
の
よ
う
に
立
派
に
成
長
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
 
健
 や
か
に
 

成
長
し
て
立
派
な
軍
人
に
な
る
こ
と
を
祈
願
し
た
絵
馬
で
あ
ろ
う
 
 
 

戦
時
体
制
の
強
化
過
程
に
お
い
て
、
「
民
俗
社
会
」
の
習
俗
と
の
 「
 土
 @
 

存
 と
い
う
占
で
、
し
だ
い
に
乖
離
す
る
傾
向
を
み
せ
る
よ
う
に
な
 
る
 」
と
 

い
う
の
が
著
者
の
到
着
点
だ
と
い
え
る
。
招
魂
社
を
卯
 辰
山
か
 
ら
 
「
 下
 

界
 」
の
「
市
域
の
中
心
」
に
降
ろ
し
て
「
「
護
国
神
社
」
と
い
う
 

「
顕
彰
」
 

を
そ
の
役
割
の
主
眼
に
加
え
た
空
間
に
か
え
て
い
っ
た
の
は
、
 

王
  
 

は
 
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
至
る
軍
部
・
在
郷
軍
人
会
な
ど
政
治
権
力
の
力
 
で
あ
っ
 

た
 」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
野
田
山
の
方
も
、
「
忠
霊
塔
の
建
設
 
 
 

来
 
「
周
辺
」
的
な
「
慰
霊
空
間
」
と
し
て
の
性
格
を
残
し
て
い
た
 

陸
軍
 墓
 

地
を
 、
「
英
霊
顕
彰
」
と
「
戦
意
高
揚
」
の
空
間
に
変
質
さ
せ
た
 
」
と
 述
 

べ
ら
れ
て
い
る
。
い
く
ら
「
政
治
権
力
の
 

力
 」
が
強
制
し
て
も
、
 
市
民
 

民
衆
が
支
持
し
な
け
れ
ば
「
 力
 」
は
維
持
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
 

「
伝
統
都
市
」
で
あ
れ
、
完
結
し
た
静
態
的
な
「
民
俗
社
会
」
が
 
あ
る
 

わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
絶
え
ず
民
俗
な
る
も
の
も
変
化
し
て
  
 

が
 、
戦
時
中
は
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
変
動
し
て
い
っ
た
。
「
民
俗
 
社
ム
ム
 」
 

の
 習
俗
も
、
た
と
え
規
制
や
禁
止
が
あ
ろ
う
と
も
、
戦
時
体
制
の
 
強
化
 過
 

程
 と
「
乖
離
」
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
並
行
し
て
変
化
し
て
 
 
 

と
い
 え
よ
 う
 。
そ
こ
に
は
、
積
極
的
に
自
発
的
・
能
動
的
に
担
っ
 て
い
っ
 

た
 市
民
・
民
衆
自
体
の
「
 力
 」
が
あ
っ
た
ろ
う
。
「
「
民
俗
信
仰
」
 
が
 
「
 軍
 

回
信
仰
」
に
駆
逐
さ
れ
る
事
例
」
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
「
民
俗
信
 
 
 

「
軍
国
信
仰
」
も
担
い
手
と
な
る
の
は
広
く
い
え
ば
民
衆
だ
。
 

こ
 の
 民
衆
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の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
階
層
を
そ
れ
を
積
極
的
に
担
っ
て
い
っ
 

た
の
か
 

を
 探
究
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
「
国
家
神
道
の
浸
透
は
 -
 
中
略
 -
 

都
市
の
民
衆
を
総
力
戦
体
制
の
枠
に
再
編
し
て
い
っ
た
」
と
こ
ろ
 
も
あ
ろ
 

う
が
、
受
動
的
な
民
衆
で
は
な
く
、
自
発
的
，
能
動
的
に
総
力
戦
 
体
制
を
 

支
え
て
い
っ
た
民
衆
こ
そ
、
歴
史
学
の
対
象
と
し
て
問
わ
れ
る
べ
 
き
で
あ
 

ろ
う
。
 

私
は
、
現
在
、
「
戦
死
者
の
ゆ
く
え
」
研
究
会
を
運
営
し
て
い
る
 
@
@
@
.
 

ヵ
 

本
書
の
軍
部
金
沢
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
た
 繊 密
な
調
査
・
分
析
に
 
大
い
に
 

学
ぼ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
戦
死
者
の
慰
霊
・
顕
彰
に
お
け
る
都
市
 
力
ェ
北
側
 

め
 

あ
り
様
、
そ
れ
を
構
築
す
る
機
関
・
団
体
や
民
衆
の
間
の
力
関
係
 
な
ど
に
 

関
す
る
鋭
く
刺
激
的
な
見
解
は
、
宗
教
研
究
に
お
い
て
も
き
め
 
ぬ
 て
 有
益
 

で
あ
る
。
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一
 

 
 

本
書
は
、
一
四
編
の
論
考
が
五
つ
に
分
け
ら
れ
、
さ
ら
に
付
編
と
 

し
て
 

 
 

 
 

 
 

節
 近
代
日
本
の
生
活
文
化
史
研
究
が
新
た
に
社
会
史
と
い
う
名
で
 
呼
 。
 
ほ
 

ね
 、
普
及
し
て
い
く
な
か
で
、
民
俗
研
究
の
知
見
を
生
か
し
た
 
成
 果
 も
数
 

多
く
送
り
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
 
多
く
が
 

前
 近
代
の
時
代
相
に
お
け
る
分
析
や
考
察
で
あ
り
、
現
代
に
ま
で
 
通
底
 す
 

る
い
わ
ゆ
る
民
俗
事
象
の
様
態
に
ま
で
目
配
り
し
た
研
究
は
多
く
 
は
な
か
 

っ
た
 。
本
書
「
祈
願
・
祭
祀
習
俗
の
文
化
史
し
は
そ
う
し
た
研
究
 
の
 空
白
 

を
 埋
め
る
べ
く
編
ま
れ
た
意
欲
的
な
著
作
で
あ
る
。
 

こ
こ
で
は
前
著
「
ま
じ
な
い
習
俗
の
文
化
史
」
二
九
九
 セ
、
岩
 回
書
 

院
 、
以
下
、
前
著
 と
 略
記
 -
 
に
続
い
て
、
庶
民
生
活
に
お
け
る
 

信
  
 

諸
習
俗
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
歴
史
的
な
遡
及
と
考
察
と
 
が
 行
わ
 

れ
て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
要
約
、
紹
介
し
っ
 
つ
 、
 払
冊
 

 
  
 

点
を
確
認
し
た
の
ち
、
若
干
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
書
評
と
し
た
 
 
 

 
 
 
  
 

小
池
淳
一
 

岩
田
書
院
 

二
 0
0
0
 年
一
 0
 月
刊
 

A
5
 判
 

四
 0
 七
頁
八
四
 0
0
 円
 

奥
野
義
雄
 著
 

「
祈
願
・
祭
祀
習
俗
の
文
化
史
」
 



 
 

第
一
編
は
「
祈
り
、
今
・
 
昔
 」
と
し
て
「
古
代
の
都
市
と
何
の
祭
 @
 ゾ
 」
 

と
 」
、
「
明
治
維
新
後
の
信
仰
・
行
事
習
俗
 
｜
 明
治
政
府
の
習
俗
 
林
 天
下
史
料
 

を
中
り
に
 ｜
 」
、
「
明
治
維
新
後
の
祖
先
祭
祀
と
年
中
行
事
習
俗
」
 

か
ら
 構
 

成
さ
れ
て
い
る
。
「
古
代
の
都
市
と
何
の
祭
り
ご
と
」
で
は
、
 

ム
 不
良
 @
 字
 

安
 時
代
の
文
献
史
料
と
遺
跡
か
ら
の
出
土
資
料
と
を
検
討
し
た
 
成
 果
 に
基
 

つ
き
、
畿
内
の
都
市
貴
族
や
村
び
と
が
行
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
 

行
 事
と
そ
 

の
 内
容
と
を
復
元
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
神
祇
・
 

仏
 教
 の
 両
 

者
が
互
い
に
補
い
あ
い
な
が
ら
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
 
、
祖
先
 

祭
祀
や
呪
術
的
な
信
仰
の
基
盤
と
し
て
農
耕
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
 
さ
れ
て
 

い
る
。
ま
た
呪
術
的
な
信
仰
に
つ
い
て
は
「
道
教
」
以
前
の
道
術
 
 
 

な
ど
の
存
在
に
任
意
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
「
明
治
維
新
後
の
信
 
 
 

車
 習
俗
」
で
は
明
治
初
め
の
い
わ
ゆ
る
「
府
県
史
料
」
を
用
い
 
て
 、
 一
葬
 

迭
 
・
墓
制
、
行
事
、
宗
教
者
等
に
対
す
る
規
制
を
取
り
上
げ
、
 

，
 @
 う
し
た
 

（
習
俗
）
の
統
制
に
は
民
衆
の
結
党
・
群
集
参
を
否
定
す
る
意
図
 

が
あ
っ
 

た
と
す
る
。
「
明
治
維
新
後
の
祖
先
祭
祀
と
年
中
行
事
習
俗
」
で
 
は
主
と
 

し
て
盆
や
彼
岸
に
注
目
し
、
前
章
と
同
じ
く
「
府
県
史
料
」
に
 
見
 出
さ
れ
 

る
 禁
令
や
廃
仏
 般
釈
 に
よ
る
習
俗
へ
の
影
響
を
論
じ
て
い
る
。
 そ
の
 結
 

果
 、
こ
う
し
た
規
制
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
祖
先
祭
祀
習
俗
は
大
き
 
な
 変
貌
 

を
 遂
げ
る
こ
と
な
く
現
在
に
至
っ
て
い
る
と
す
る
。
 

第
二
編
は
「
神
へ
の
祈
り
と
祀
り
の
習
俗
」
と
し
「
行
事
習
俗
に
 みる
 

相
関
性
」
、
「
神
楽
獅
子
に
み
る
二
つ
の
展
開
に
つ
い
て
 

｜
 大
和
の
 獅
子
舞
 

を
 中
心
に
 ｜
 」
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
「
行
事
習
俗
に
み
る
 

相
 閑
住
」
 

で
は
山
の
神
祭
り
に
用
い
ら
れ
る
削
り
花
（
 ケズ
 リ
カ
ケ
 -
 と
年
 頭
に
お
 

け
る
左
義
長
、
節
分
、
 
粥
 節
句
と
い
う
一
連
の
行
事
を
取
り
上
げ
 、
そ
の
 

構
成
と
と
も
に
古
代
か
ら
近
世
に
至
る
史
料
上
の
記
載
を
検
討
し
 て
、
こ
 

 
 

う
し
た
行
事
の
本
来
の
意
図
と
相
互
の
関
連
と
を
探
ろ
う
と
し
て
 
3
4
 

「
神
楽
獅
子
に
み
る
二
つ
の
展
開
に
つ
い
て
」
で
ほ
 

云
 不
良
県
内
の
 二
つ
の
 

 
 
 
 

神
社
の
祭
礼
に
見
ら
れ
る
獅
子
舞
の
様
態
を
記
述
し
、
さ
ら
に
 
中
   

文
書
に
よ
っ
て
、
定
着
、
変
貌
の
過
程
を
考
察
し
て
い
る
。
 

第
三
編
一
仏
へ
の
祈
り
と
祀
り
の
習
俗
」
は
「
 孟蘭
盆
 を
め
ぐ
る
 諸
習
 

俗
 」
、
「
念
仏
講
に
つ
い
て
 ｜
 大
和
の
六
斎
念
仏
を
中
心
と
し
た
 ｜
 」
、
「
 地
 

蔵
盆
 に
お
け
る
念
仏
講
の
諸
相
と
地
蔵
盆
の
原
初
形
態
」
か
ら
 な
る
。
 

「
 
孟
蘭
盆
 を
め
ぐ
る
諸
習
俗
」
で
は
、
こ
う
し
た
習
俗
は
古
代
以
 
来
の
時
 

代
 ご
と
の
社
会
的
必
要
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
て
き
た
習
俗
の
統
 
ム
 ロ
 体
で
あ
 

る
と
す
る
。
そ
し
て
、
 
客
棚
と
 迎
え
火
・
送
り
火
、
さ
ら
に
「
 生
 き
み
た
 

ま
 」
を
具
体
的
に
取
り
上
げ
、
中
近
世
の
記
録
と
主
と
し
て
奈
良
 
県
下
の
 

民
俗
事
例
と
を
指
摘
、
記
述
し
、
そ
の
形
成
を
考
察
す
る
た
め
の
 
問
題
 占
 

を
 確
認
し
て
い
る
。
「
念
仏
講
に
つ
い
て
」
で
は
大
和
地
方
の
六
 意
念
仏
 

を
 主
と
し
て
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
 講
 集
団
が
所
有
し
た
り
 
か
つ
て
 

所
有
し
て
い
た
鉦
や
太
鼓
に
着
目
し
て
、
そ
の
系
譜
、
芸
能
性
な
 
ど
を
 追
 

究
 す
る
前
提
条
件
を
提
出
し
て
い
る
。
「
地
蔵
盆
に
お
け
る
念
仏
 
講
 の
 話
 

相
 と
地
蔵
盆
の
原
初
形
態
」
で
は
近
畿
地
方
の
地
蔵
盆
の
実
例
 を
 確
認
 

し
 、
さ
ら
に
そ
こ
に
み
ら
れ
る
念
仏
講
に
注
目
す
る
。
加
え
て
 
鎌
 倉
 期
以
 

降
 の
口
詞
 額
 に
み
ら
れ
る
地
蔵
祭
り
を
取
り
上
げ
、
地
蔵
講
・
 

地
 蔵
 祭
り
 

か
ら
地
蔵
盆
へ
の
移
行
が
想
定
で
き
る
と
す
る
。
そ
し
て
そ
う
し
 
た
 展
開
 

を
 導
く
要
件
を
考
え
、
ま
た
年
齢
・
階
層
別
の
講
が
地
蔵
盆
に
 
関
 与
し
て
 

い
た
可
能
性
も
指
摘
す
る
。
 

第
四
編
「
ま
じ
な
い
習
俗
の
祈
り
と
願
い
」
は
前
著
の
タ
イ
ト
ル
 
 
 

掲
げ
ら
れ
た
「
ま
じ
な
い
」
に
関
す
る
習
俗
を
追
究
、
考
察
し
て
 
 
 



書評と   

こ
こ
で
は
「
 春
 迎
え
行
事
に
み
る
ま
じ
な
い
習
俗
」
、
「
ま
つ
り
と
 

ま
じ
な
 

ぃ
 習
俗
の
伝
承
」
「
神
々
に
捧
げ
る
人
形
代
 

｜
 現
行
習
俗
事
例
と
 文
献
 史
 

料
を
中
心
に
 
｜
 」
、
「
呪
符
・
呪
文
の
世
界
と
そ
の
系
譜
」
の
四
室
 
弗
者
 が
集
 

め
ら
れ
て
い
る
。
「
奉
迎
え
行
事
に
み
る
ま
じ
な
い
習
俗
」
は
 
新
 年
 の
 行
 

事
 に
み
ら
れ
る
卯
杖
・
卯
槌
、
蘇
民
将
来
 
符
 、
 結
 鎮
祭
文
、
節
分
 0
 オ
 ニ
 

ノ
ツ
メ
 を
取
り
上
げ
、
記
録
史
料
に
お
け
る
記
載
な
ど
の
確
認
を
 
経
 な
が
 

ら
 、
民
間
へ
の
受
け
入
れ
の
有
無
や
時
期
に
注
意
を
向
け
て
い
 る
 。
「
 ま
 

つ
り
と
ま
じ
な
い
習
俗
の
伝
承
」
は
虫
送
り
、
名
越
去
月
 -
 祓
 を
 取
り
 

上
げ
、
そ
こ
に
は
ま
じ
な
い
習
俗
が
見
ら
れ
る
と
と
も
に
、
変
遷
 
を
 考
え
 

る
に
は
史
料
的
な
限
界
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
「
神
々
に
捧
げ
る
 

人
形
代
」
 

は
 人
形
を
用
い
る
民
俗
行
事
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
史
料
か
ら
見
出
 
さ
れ
る
 

人
形
を
用
い
た
儀
礼
を
確
認
し
て
古
代
に
ま
で
遡
る
こ
う
し
た
人
 
 
 

形
代
一
般
に
拡
大
し
て
考
察
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。
「
 
 
 

呪
文
の
世
界
と
そ
の
系
譜
」
で
は
日
本
各
地
の
呪
符
や
呪
文
の
民
 
俗
事
例
 

を
 提
示
し
、
類
似
の
事
例
が
古
代
以
降
、
種
々
の
文
献
や
出
土
 
例
 に
あ
る
 

こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
呪
符
・
呪
文
は
神
仏
双
方
 
が
 融
合
 

し
 、
展
開
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
 

第
五
編
「
神
仏
祈
願
・
祭
祀
の
伝
承
習
俗
の
行
方
」
は
、
本
書
尺
 
び
前
 

著
を
通
じ
て
、
習
俗
文
化
史
研
究
を
構
想
、
実
践
し
て
き
た
筆
者
 
ハ
り
理
仏
冊
 

的
な
集
約
、
結
実
と
も
い
う
べ
き
「
伝
承
習
俗
の
「
断
絶
の
時
代
 
」
へ
の
 

不
安
と
展
望
 
｜
 古
代
・
中
世
に
消
え
て
い
っ
た
習
俗
と
現
わ
れ
て
 き
た
 習
 

俗
か
ら
学
ぶ
も
の
と
は
 ｜
 」
と
「
「
歴
史
の
眼
」
を
携
え
た
伝
承
 

習
俗
の
 

研
究
者
の
語
り
」
と
か
ら
な
る
。
こ
こ
に
筆
者
の
方
法
的
意
識
が
 
提
示
さ
 

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
内
容
に
つ
い
て
は
次
節
で
 
別
途
、
 

検
討
を
加
え
た
い
。
 

一
 一
 

本
書
は
前
著
と
と
も
に
習
俗
文
化
史
を
構
成
し
て
い
る
と
い
え
よ
 
 
 

特
に
本
書
の
第
五
編
第
一
章
で
筆
者
は
、
こ
う
し
た
研
究
の
意
義
 ほ つ
い
 

て
 従
来
の
研
究
の
蓄
積
も
併
せ
て
意
識
し
な
が
ら
、
「
・
・
・
（
伝
承
 の
 断
絶
 ノ
 

に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
九
民
俗
）
と
そ
の
調
査
研
究
を
あ
や
ぶ
む
 
傾
  
 

ら
れ
る
が
、
は
た
し
て
こ
の
判
断
は
正
し
い
も
の
か
、
否
か
を
 
検
 討
 す
べ
 

き
 …
」
三
一
 0
 貞
 -
 と
述
べ
て
、
理
論
的
な
考
察
を
行
お
う
と
  
 

る
 。
そ
し
て
古
代
、
中
世
に
現
れ
な
が
ら
も
次
の
時
代
に
は
消
え
 
て
い
つ
 

た
 習
俗
と
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
習
俗
と
が
あ
る
こ
と
を
具
体
的
な
 
行
事
を
 

側
 に
挙
げ
な
が
ら
主
張
し
て
い
る
。
さ
ら
に
柳
田
国
男
の
所
説
を
 
取
り
上
 

げ
 、
彼
自
身
が
偶
然
記
録
と
呼
ん
だ
史
料
と
採
集
 
-
 民
俗
調
査
 に
 基
づ
 

く
 -
 資
料
と
の
間
に
本
質
的
な
差
は
な
い
、
と
し
、
（
伝
承
）
の
 
寿
命
 は
 

値
タ
 の
 
（
伝
承
Ⅰ
の
社
会
的
な
存
在
価
値
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
 

（
一
一
一
一
一
 

五
頁
 -
 と
述
べ
て
い
る
。
 

こ
こ
で
卓
見
と
思
わ
れ
る
の
は
、
柳
田
の
所
説
を
検
討
す
る
な
か
 
で
、
 

「
「
偶
然
記
録
さ
れ
た
」
史
料
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
る
。
「
 

記
 録
さ
れ
 

 
 

る
 」
と
い
う
こ
と
は
、
記
録
す
べ
き
目
的
・
意
図
が
な
け
れ
ば
 な
ら
な
 

い
 。
そ
し
て
、
そ
の
目
的
・
意
図
に
は
、
そ
の
時
代
的
あ
る
い
は
 
社
会
的
 

蝸
 

 
 

情
況
も
少
な
か
ら
ず
投
影
さ
れ
て
い
る
…
」
 

で
 二
二
二
頁
 -
 と
指
 摘
 し
て
 

付
 編
と
し
て
、
奈
良
県
に
お
け
る
、
亥
の
子
祭
り
、
宮
座
と
祭
礼
 
 
 

の
神
信
仰
 と
賓
物
 、
 浬
撃
講
と
浬
 
磐
余
、
六
斎
念
仏
講
の
用
具
、
 

呪
文
が
 

配
さ
れ
た
瓦
に
関
す
る
調
査
報
告
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
 
も
 詳
細
 

丁
寧
な
記
述
で
あ
り
、
筆
者
の
粘
り
強
く
、
多
様
な
 
史
 資
料
に
対
 す
る
 柔
 

軟
 な
視
線
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
 



い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
に
過
去
の
伝
承
や
習
俗
を
考
え
る
際
の
史
 
 
 

い
か
た
の
基
本
姿
勢
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
伝
承
 
や
 習
俗
 

0
 表
面
的
な
記
述
に
の
み
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
な
ぜ
、
 

記
 述
 さ
れ
 

て
い
る
か
、
そ
の
理
由
や
史
料
そ
の
も
の
の
性
格
に
つ
い
て
も
 
考
 慮
 す
べ
 

き
で
あ
る
と
い
う
三
振
で
あ
る
。
 

第
二
章
で
は
、
柳
田
国
男
が
民
俗
学
に
託
し
た
（
想
 い
 ）
・
は
何
で
 あ
る
 

か
に
注
目
し
、
そ
れ
は
「
元
来
一
つ
の
も
の
が
進
化
・
多
様
化
し
 
た
 伝
承
 

習
俗
の
（
根
源
）
を
明
確
に
す
る
た
め
の
「
文
化
史
」
で
あ
る
と
 
理
解
す
 

ぺ
き
」
三
三
 セ
 真
 -
 で
あ
り
、
「
文
化
史
」
と
し
て
の
民
俗
学
を
 

三
振
 す
 

る
 。
続
け
て
五
来
重
や
平
山
賊
治
郎
、
高
取
正
男
ら
の
所
説
を
参
 
賭
 し
つ
 

っ
、
 「
…
民
俗
学
は
、
一
中
略
一
平
民
 

-
 
常
民
 -
 を
 含
め
た
時
代
的
 な
 諸
社
 

会
 層
の
（
伝
承
文
化
の
席
 咀
 ）
で
あ
る
と
把
握
」
三
四
四
頁
 
一
 す
る
。
 

そ
し
て
、
柳
田
国
男
の
歴
史
学
否
定
Ⅱ
記
録
の
否
定
と
伝
承
記
録
 採
集
 

記
録
の
肯
定
と
を
繰
り
返
す
論
法
の
な
か
で
、
（
記
録
）
の
活
用
 
が
 回
避
 

さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
三
四
九
頁
Ⅰ
走
指
摘
す
る
。
 

こ
こ
で
も
佳
日
す
べ
き
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
常
民
 
概
 念
を
 

人
々
の
階
級
否
定
か
ら
創
造
さ
れ
た
も
の
と
し
、
 

一
 
…
百
姓
・
 農
 民
 や
職
 

人
 ・
商
人
な
ど
の
社
会
層
の
ま
ま
の
名
称
で
何
故
に
（
民
俗
）
が
 

究
明
で
 

き
な
い
の
か
で
あ
る
。
歴
史
科
学
の
同
一
の
土
俵
で
討
究
す
る
こ
 
と
を
 意
 

図
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
古
代
中
世
の
貴
族
・
公
家
も
、
武
家
も
 
、
 そ
し
て
 

農
民
・
百
姓
も
さ
ら
に
近
世
の
武
士
も
、
商
人
も
、
農
民
・
百
姓
 
0
 社
会
 

的
 ・
政
治
的
・
経
済
的
・
文
化
的
側
面
を
持
ち
な
が
ら
、
各
時
代
 

を
 生
き
 

続
け
て
き
た
諸
社
会
層
か
ら
文
化
的
側
面
以
外
を
取
除
く
必
然
性
 
 
 

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
三
四
四
頁
 一
 と
い
う
も
の
で
あ
る
。
 

筆
者
の
主
張
を
評
者
な
り
に
要
約
す
れ
ば
、
民
俗
字
は
広
義
の
文
 
化
史
 

四
 

以
上
が
、
評
者
な
り
に
読
み
と
っ
た
本
書
の
意
義
で
あ
る
が
、
 

こ
  
 

た
 論
旨
を
た
ど
り
な
が
ら
、
い
く
つ
か
の
疑
問
も
浮
か
び
上
が
 
っ
て
き
 

た
 。
そ
れ
を
次
に
記
し
て
お
い
て
、
筆
者
及
び
ム
コ
後
の
読
者
の
参
 

者
 に
供
 

す
る
こ
と
と
し
た
 

第
一
に
筆
者
も
主
張
す
る
よ
う
に
三
三
二
頁
 
-
 、
記
録
、
文
室
 日
類
の
 

利
用
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
性
格
や
記
載
内
容
の
吟
味
が
不
可
欠
 
で
あ
る
 

が
 、
本
書
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
作
業
 は 充
分
に
行
わ
れ
て
は
い
 

な
 
し
 
@
 ,
 

と
い
う
印
象
が
め
る
。
具
体
的
に
は
多
く
の
古
代
、
中
世
の
日
記
 
類
に
払
棚
 

友
 が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
僅
か
な
例
外
二
一
一
二
ー
 三 
一
三
頁
等
 一
 を
除
 

く
と
そ
の
性
格
や
史
料
的
特
性
 は つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
 

て
い
な
 

い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
個
々
の
史
料
の
位
置
づ
け
や
考
察
は
既
 
知
の
事
 

柄
 に
属
し
、
紙
幅
を
費
や
す
必
要
が
な
れ
か
の
よ
う
に
叙
述
が
進
 
め
ら
れ
 

て
い
る
が
、
こ
れ
は
い
さ
さ
か
不
親
切
で
あ
り
、
ま
た
史
料
批
判
 
と
い
う
 

レ
ベ
ル
で
も
不
充
分
と
見
な
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
 

研
究
で
あ
り
、
筆
者
の
提
唱
す
る
「
習
俗
文
化
史
」
は
、
そ
の
 
対
 象
 を
常
 

民
 も
し
く
は
庶
民
に
限
る
こ
と
な
く
古
代
以
来
の
さ
ま
ざ
ま
な
 
記
 

 
 

記
載
さ
れ
た
習
俗
も
対
象
に
取
り
入
れ
る
こ
と
で
成
り
立
つ
も
の
 
、
と
 =
 
目
 

 
 

ぇ
 よ
う
。
こ
れ
は
前
著
以
来
、
多
く
の
古
記
録
や
古
文
書
、
関
連
 
す
る
 金
 

石
文
や
遺
物
、
遺
品
な
ど
も
考
察
、
分
析
の
対
象
と
し
な
が
ら
、
 

一
貫
し
 

て
 習
俗
の
存
在
を
歴
史
的
に
位
置
づ
け
よ
 う
と
 努
力
し
て
き
た
 
筆
 者
の
到
 

遠
点
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
本
書
は
、
こ
う
し
た
従
来
の
民
俗
 
学
 の
 枠
 

組
み
を
資
料
の
レ
ベ
ル
か
ら
超
え
た
ユ
ニ
ー
ク
か
つ
斬
新
な
試
み
 
を
 展
開
 

し
た
論
文
集
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
 



書評と紹介 

第
二
に
前
著
 と
 本
書
と
を
通
じ
て
玉
帳
さ
れ
て
い
る
習
俗
文
化
史
 の
構
 

思
 は
、
本
書
の
あ
と
が
き
（
 
四
 0
 六
頁
）
に
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
 

よ
う
に
 

平
山
敬
治
郎
の
所
説
に
拠
る
部
分
や
そ
こ
か
ら
発
展
、
継
承
し
た
 
問
題
意
 

誠
 に
基
づ
く
も
の
と
言
え
よ
う
が
、
こ
う
し
た
歴
史
研
究
の
な
か
 
に
 民
俗
 

的
な
追
究
を
織
り
込
も
う
と
し
、
 

研
 鐙
を
重
ね
て
き
た
研
究
者
は
 
 
 

多
く
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
省
み
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
 
思
わ
れ
 

る
 。
例
え
ば
、
和
歌
森
太
郎
の
「
歴
史
研
究
と
民
俗
学
」
一
一
九
 
六
九
、
 

弘
文
覚
 -
 の
第
一
章
「
歴
史
研
究
と
民
俗
学
」
に
集
約
さ
れ
た
 諸
論
考
 

は
 、
時
代
ご
と
、
分
野
ご
と
の
民
俗
や
習
俗
の
展
開
過
程
と
そ
の
 
民
俗
 研
 

先
 に
お
け
る
位
置
づ
け
に
一
定
の
見
通
し
と
整
合
性
と
を
兼
ね
備
 え た
も
 

の
と
評
者
は
考
え
る
が
、
本
書
で
は
言
及
さ
れ
な
い
。
平
山
敬
治
 
 
 

ぅ
 
「
史
料
と
し
て
の
伝
承
」
に
は
親
近
感
と
再
評
価
の
必
要
性
を
 

感
じ
さ
 

せ
る
が
、
和
歌
森
太
郎
ら
の
「
歴
史
民
俗
学
」
は
顧
慮
さ
れ
て
い
 
な
い
よ
 

う
 に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
研
究
史
的
把
握
に
お
け
る
 
難
 占
 で
は
 

な
 い
 だ
ろ
う
か
。
な
お
、
蛇
足
な
が
ら
評
者
も
筆
者
の
見
解
に
極
 
め
て
 近
 

い
 立
場
で
「
伝
承
史
論
」
の
確
立
を
考
え
て
み
た
（
拙
稿
「
伝
承
 
中
立
 冊
へ
 

の
 展
望
」
「
日
本
民
俗
学
」
 
三
 一
六
、
一
九
九
八
、
参
照
）
が
 
、
 立
論
の
 

方
向
性
が
異
な
る
た
め
か
、
取
り
上
げ
て
は
も
ら
え
て
い
な
 

な
お
、
研
究
史
的
な
把
握
と
い
う
点
で
は
、
二
五
 
0
 ｜
 二
五
一
頁
 に
お
 

け
る
「
組
屋
六
郎
左
衛
門
」
の
札
に
つ
い
て
は
大
島
連
音
 に 
「
 
疫
 神
と
そ
 

0
 周
辺
」
二
九
八
五
、
岩
崎
美
術
 社
 ）
が
あ
り
、
最
近
で
は
 庖
 瘡
 よ
け
 

の
 護
符
の
な
か
で
も
「
湯
屋
峠
の
孫
嫡
子
」
に
つ
い
て
は
近
世
宗
 
敦
史
 か
 

ら
の
分
析
も
行
わ
れ
て
い
る
 

-
 
澤
博
勝
 
・
井
上
智
 勝
 
「
 湯
 軍
陣
 茶
 屋
 と
孫
 

嫡
子
信
仰
」
福
井
県
教
育
委
員
会
編
「
歴
史
の
道
調
査
報
告
書
 第
二
集
 

北
陸
道
Ⅱ
・
丹
後
街
道
 I
 」
、
 二
 0
0
 
こ
こ
と
も
付
記
し
て
お
  
 

第
三
に
本
書
は
一
九
八
二
年
以
来
、
個
別
に
発
表
さ
れ
た
論
考
を
 
集
成
 

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
改
稿
あ
る
い
は
一
書
と
し
て
 
構
 成
し
直
 

す
 際
に
、
そ
れ
ほ
ど
充
分
に
は
手
を
加
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
 
あ
る
。
 

も
ち
ろ
ん
、
 
三
 0
 
二
頁
等
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
重
要
な
加
除
修
正
 

 
 

れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
四
三
頁
等
に
見
ら
れ
る
一
別
宿
」
は
 
注
記
が
 

な
く
、
ま
た
各
論
文
の
つ
な
が
り
が
見
え
に
く
く
、
不
親
切
な
印
 
家
 が
 拭
 

え
な
い
 

第
四
に
、
現
行
習
俗
、
民
俗
事
例
と
し
て
用
い
ら
れ
る
資
料
の
 出
典
 

は
 、
筆
者
自
身
に
よ
る
精
細
な
報
告
以
外
は
一
九
セ
 
0
 年
代
に
 刊
 付
 さ
れ
 

た
 第
一
法
規
の
「
日
本
の
民
俗
」
シ
リ
ー
ズ
や
角
川
書
店
の
「
 
日
 本
 民
俗
 

誌
 大
系
 目
 に
多
く
は
依
拠
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
民
俗
研
究
の
現
 
 
 

や
や
か
け
離
れ
た
資
料
の
選
択
で
あ
ろ
う
。
ま
た
近
世
の
民
俗
的
 
な
 事
象
 

が
 記
載
さ
れ
て
い
る
史
料
と
し
て
「
諸
国
風
俗
問
状
 
答
 」
が
用
 
い
 ら
れ
て
 

い
る
が
、
平
山
敬
治
郎
に
 
よ
 る
注
解
が
施
さ
れ
た
「
日
本
庶
民
生
 浩
史
料
 

集
成
一
第
九
巻
こ
二
九
六
九
一
収
録
の
も
の
で
は
な
く
、
中
山
  
 

よ
る
「
校
註
諸
国
風
俗
問
状
 答
 」
二
九
四
二
が
用
い
ら
れ
て
 い
る
 箇
 

両
三
二
七
頁
等
 -
 が
あ
り
、
こ
れ
も
民
俗
研
究
の
現
状
か
ら
は
 やや
後
 

返
 し
た
資
料
利
用
で
あ
る
。
 

第
五
に
評
者
の
み
の
感
想
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
書
を
読
み
進
め
 
 
 

く
と
行
文
が
や
や
難
解
で
文
意
を
汲
み
に
く
い
場
合
が
あ
っ
た
 
@
 
し
 と
を
 率
 

直
に
記
し
て
お
く
。
事
例
に
掲
げ
ら
れ
た
伝
承
地
の
多
く
は
奈
良
 
県
内
も
 

 
  
 

し
く
は
近
畿
地
方
で
あ
る
が
、
東
北
地
方
な
ど
に
も
言
及
さ
れ
て
 
 
 

 
 
 
 

そ
の
範
囲
は
い
さ
さ
か
融
通
無
碍
で
、
文
献
記
録
と
の
関
連
の
 占
 で
な
 

お
 、
説
明
が
必
要
な
よ
う
に
も
思
わ
れ
た
。
な
お
誤
植
、
校
正
 
漏
 
 
 

わ
れ
る
箇
所
も
併
せ
て
指
摘
し
て
お
く
。
 

二
 0
 九
頁
 
一
 三
行
日
「
 柳
田
国
 



五
 

最
後
に
本
書
の
意
義
を
再
度
、
確
認
し
、
本
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
 た
領
 

域
へ
の
今
後
の
期
待
を
記
し
て
拙
い
書
評
を
閉
じ
さ
せ
て
い
た
だ
 こ
う
と
 

考
え
る
。
 

本
書
は
前
著
に
続
い
て
、
ま
じ
な
い
や
祈
り
、
祀
り
、
と
い
っ
た
 民俗
 

学
 に
お
け
る
心
意
現
象
に
属
す
る
分
野
の
史
的
な
展
開
を
、
民
俗
 
学
的
な
 

聞
き
書
き
や
観
察
な
ど
に
拠
る
記
録
に
と
ど
ま
ら
ず
、
古
代
以
 来
 の
 記
 

録
 、
文
書
類
を
活
用
し
、
さ
ら
に
金
石
文
や
出
土
資
料
、
遺
物
な
 ど 幅
広
 

い
史
 資
料
に
も
目
配
り
し
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
 
長
 期
 に
わ
 

た
る
筆
者
の
粘
り
強
い
探
求
と
、
「
習
俗
文
化
史
」
の
建
設
に
向
 
け
て
の
 

持
続
し
た
思
索
が
あ
っ
た
。
本
書
は
、
民
俗
研
究
に
お
け
る
心
意
 の
 歴
史
 

と
い
う
空
白
に
近
い
領
域
に
挑
ん
で
、
重
要
な
知
見
を
多
く
提
示
 
し
た
 弘
珊
 

文
集
で
あ
る
。
今
後
、
こ
の
領
域
の
問
題
を
考
え
よ
う
と
す
る
 
場
 合
 、
避
 

け
て
は
通
れ
な
い
業
績
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
 

男
 ・
 関
 敬
吾
監
修
の
「
民
俗
学
 辞
巴
 」
は
「
柳
田
国
男
監
修
，
 

財
団
法
 

そ
し
て
本
書
を
方
法
論
の
レ
ベ
ル
か
ら
批
判
的
か
つ
内
在
的
に
読
 み解
 

人
民
俗
学
研
究
所
編
の
「
民
俗
学
辞
典
 巳
 、
二
一
六
頁
四
行
 
日
 
「
 舐
 大
明
 

き
、
筆
者
の
試
み
に
対
し
て
単
な
る
批
判
で
は
な
く
、
具
体
的
な
 

 
 

神
事
」
は
「
祇
園
大
明
神
事
」
、
二
五
一
頁
一
六
行
 
日
 
「
体
勢
」
 は
 
「
 
体
 

通
し
て
、
真
の
超
克
を
試
み
る
こ
と
が
、
こ
れ
 か
ら
の
こ
の
領
域
の
研
究
 

 
 

制
 」
で
あ
ろ
う
か
、
似
た
よ
う
な
疑
念
が
起
き
る
箇
所
と
し
て
は
 二
六
三
者
に
ほ
求
め
ら
れ
よ
う
。
評
者
も
そ
の
群
に
身
 
を
 投
じ
て
い
る
自
覚
だ
け
 

は
あ
る
が
、
筆
者
と
の
距
離
を
考
え
る
と
い
さ
さ
か
 
荘
 妖
の
感
が
 
あ
る
。
 

真
一
八
行
 目
の
 
「
祀
り
」
は
「
呪
い
」
か
と
も
思
わ
れ
る
。
 

こ
う
し
た
領
域
に
立
ち
向
か
う
研
究
者
が
本
書
に
学
び
つ
つ
、
 

増
 拉
 す
る
 

以
上
、
い
さ
さ
か
細
部
に
も
こ
だ
わ
り
な
が
ら
本
書
の
持
つ
問
題
 
点
 な
 

指
摘
し
て
み
た
。
も
と
よ
り
浅
学
非
才
の
評
者
の
 
亡
茎
茜
 
で
あ
る
か
 ら
、
筆
 

こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。
味
読
を
お
奨
め
し
 

 
 

者
の
思
索
や
論
理
展
開
を
充
分
に
消
化
し
き
れ
て
い
な
い
面
も
多
 々
あ
る
 

と
 思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
占
に
つ
い
て
は
筆
者
及
び
会
員
諸
氏
の
 
御
 寛
恕
 

を
 乞
い
た
い
と
思
う
。
 



  

高
原
豊
明
 著
 

「
清
明
伝
説
と
吉
備
の
陰
陽
師
」
 

岩
田
書
院
 

二
 0
0
 

一
年
七
月
刊
 

A
5
 判
二
八
二
頁
五
九
 0
0
 円
 

鈴
木
一
撃
 

安
倍
晴
明
の
こ
と
を
記
し
た
書
物
が
出
版
さ
れ
る
よ
 う に
な
っ
て
  
 

い
 。
大
抵
の
書
店
で
は
、
小
説
・
漫
画
・
雑
学
 書 
・
占
 い
 本
な
ど
 
、
 全
て
 

の
 ジ
ャ
ン
ル
が
揃
っ
て
い
な
く
と
も
、
い
ず
れ
か
の
ジ
ャ
ン
ル
で
 
安
倍
 晴
 

明
に
関
連
し
た
書
物
が
置
か
れ
て
い
る
。
下
火
に
な
り
つ
っ
あ
る
 と
は
 =
@
 

口
 

え
 、
安
倍
晴
明
ブ
ー
ム
は
い
ま
だ
に
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

そ
  
 

ム
を
 支
え
て
い
る
の
は
、
安
倍
晴
明
へ
の
興
味
だ
け
で
は
な
く
、
 

清
明
 の
 

活
躍
の
場
で
あ
る
陰
陽
道
へ
の
興
味
で
あ
り
、
社
会
不
安
を
背
 
旦
 示
 
L
 し
 
L
 し
缶
几
 

占
い
の
需
要
で
あ
り
、
清
明
を
主
人
公
と
し
た
映
画
や
 ア
 レ
ビ
ド
ラ
マ
の
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  



書評   

第
一
章
吉
備
の
晴
 明
 伝
説
 

第
一
部
清
明
伝
説
 ｜
 吉
備
の
晴
朗
伝
説
を
中
心
に
 ｜
 

俳
優
へ
の
熱
狂
で
あ
り
、
も
や
も
や
し
た
状
況
を
吹
き
飛
ば
す
 
ヒ
  
 

へ
の
 憧
景
 で
あ
る
。
 

か
く
し
て
、
こ
れ
ら
の
要
求
に
応
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
倍
 
晴
  
 

ブ
ー
ム
は
再
生
産
さ
れ
て
い
る
。
 

る
 フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
成
果
は
、
す
で
に
 
申
 写
真
集
安
倍
 晴
朗
 伝
 

本
書
日
清
明
伝
説
と
吉
備
の
陰
陽
師
」
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
 
中
で
 

安
倍
晴
明
を
主
題
と
し
て
扱
っ
て
い
な
が
ら
、
プ
ー
ム
の
再
生
産
 
に
は
 全
 

く
 寄
与
し
な
い
希
有
の
書
物
で
あ
る
。
 

こ
の
、
プ
ー
ム
の
再
生
産
に
寄
与
し
な
い
こ
と
、
そ
れ
は
本
書
に
 
と
つ
 

て
 名
誉
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
後
述
す
る
と
お
 
り
、
安
 

信
晴
朗
ブ
ー
ム
は
、
安
易
な
安
倍
晴
明
像
の
再
生
産
に
よ
っ
て
 
担
 わ
れ
て
 

い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

本
書
は
、
著
者
で
あ
る
高
原
豊
明
氏
の
十
年
余
に
 亙る
 安
倍
晴
明
 の
伝
 

説
 ・
舌
口
説
に
関
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
結
晶
で
あ
る
。
高
原
 

氏
 に
よ
 

説
 口
宣
 且
喜
社
 、
一
九
九
五
一
、
お
よ
び
「
安
倍
晴
明
伝
説
 
三
 （
 
P
 C
P
 
、
 

一
九
九
九
）
に
よ
っ
て
ま
と
ま
っ
た
形
で
公
表
き
れ
て
い
る
が
、
 

こ
れ
ら
 

は
 学
術
書
と
言
う
よ
り
ほ
啓
蒙
 書
 と
し
て
の
性
格
が
強
い
。
こ
れ
 

に
 対
し
 

て
 、
本
書
は
、
学
術
論
文
集
と
し
て
初
め
て
高
原
氏
が
著
し
た
も
 
の
で
あ
 

る
 。
そ
れ
と
同
時
に
、
評
者
の
記
憶
の
限
り
に
お
い
て
、
「
安
倍
 

晴
 咄
本
」
 

と
ま
で
呼
ば
れ
る
安
倍
晴
明
を
王
 題
 と
し
た
各
種
の
書
物
の
中
で
 
 
 

て
 出
版
さ
れ
た
学
術
論
文
集
で
も
あ
る
。
 

こ
 @
 
」
で
、
本
書
の
構
成
を
紹
介
し
て
お
く
。
 

以
上
の
よ
う
に
、
本
書
は
二
部
構
成
を
取
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
 

第
一
 

部
 で
全
国
に
展
開
す
る
清
明
伝
説
の
傾
向
を
分
析
し
な
が
ら
、
 

士
 ロ
 備
の
晴
 

明
 伝
説
の
特
性
を
求
め
よ
う
と
し
、
第
二
部
で
岡
山
・
香
川
・
 

広
 島
 に
見
 

ら
れ
た
陰
陽
師
「
上
原
大
夫
」
の
、
宗
教
的
・
民
俗
的
・
社
会
的
 
な
 位
置
 

 
  
 

付
け
を
試
み
よ
う
と
し
て
い
る
。
 

 
 
 
 
 
 

こ
の
う
ち
、
第
一
部
は
、
第
一
章
に
お
い
て
、
 

宇
 目
脂
物
証
㌍
に
 記
さ
 

れ
た
清
明
伝
説
の
紹
介
と
分
析
と
を
皮
切
り
に
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
 
に
 
展
開
㎎
 
3
 

さ
れ
る
清
明
伝
説
の
様
相
を
紹
介
す
る
。
 

宰
 ロ
傭
物
証
㌍
は
 、
貞
 享
 元
年
 

第
二
章
播
磨
の
晴
朗
伝
説
 

第
三
章
吉
備
真
備
伝
説
 

第
四
章
熊
野
の
晴
朗
伝
説
 
｜
 修
験
説
話
へ
の
展
開
に
つ
い
て
  
 

第
五
章
相
模
の
晴
 朗
 伝
説
 ｜
 鎌
倉
を
中
心
に
 
｜
 

第
六
章
 

京
 の
 晴
明
 伝
説
 

第
セ
 車
塚
・
屋
敷
・
井
戸
伝
説
の
分
析
 

結
論
 

第
二
部
上
原
大
夫
 

第
一
章
土
御
門
 衆
 と
の
関
係
 

第
二
章
岡
山
池
田
 藩
 と
の
関
係
 

｜
 
「
他
国
逗
留
日
数
 定
 」
に
つ
い
て
 
｜
 

第
三
章
土
御
門
神
道
官
位
を
め
ぐ
る
争
い
 

第
四
章
鳥
取
の
陰
陽
師
 

第
五
章
近
世
末
か
ら
近
代
の
上
原
大
夫
 
｜
 金
光
を
中
心
に
 
｜
 

結
論
 

あ
と
が
き
 



二
六
八
里
に
在
日
計
道
貞
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
書
物
で
、
 
高
 庶
民
 は
 

そ
こ
に
記
さ
れ
た
清
明
伝
説
が
、
花
田
 軒 道
貞
に
よ
る
現
在
の
金
   

の
 フ
ィ
ー
ル
ド
フ
ー
 
ク
 の
成
果
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
 

て
、
高
 

陳
 氏
自
ら
が
金
光
町
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
な
う
 
@
 -
 と
に
よ
 

っ
て
、
道
貞
が
書
き
残
し
た
清
間
伝
説
を
再
検
証
し
、
さ
ま
ざ
ま
 

な
 史
蹟
 

や
 ラ
ン
ド
マ
ー
ク
に
ど
の
よ
う
に
安
倍
晴
明
が
関
連
付
け
ら
れ
て
 
語
ら
れ
 

て
い
る
の
か
を
説
き
明
か
し
て
い
く
。
こ
の
際
、
高
原
氏
は
 
、
単
 に
道
貞
 

が
 取
材
し
た
金
光
町
の
事
例
の
み
を
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
、
 

高
原
氏
 

自
ら
の
 ブ
 イ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
全
国
の
晴
 
朗
 伝
説
に
 

お
け
る
類
似
の
事
例
を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
日
傭
物
語
 
目
 に
記
さ
 

れ
る
清
明
伝
説
が
、
金
光
町
あ
る
い
は
吉
備
に
独
自
の
も
の
で
な
 
く
、
晴
 

明
 伝
説
と
し
て
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
 

こ
の
「
吉
備
初
五
㌍
の
清
朗
伝
説
の
分
析
で
用
い
た
、
史
蹟
や
う
 
 
 

マ
ー
ク
に
付
帯
す
る
清
明
伝
説
を
全
国
の
晴
 

明
 伝
説
の
中
で
位
置
   

と
い
う
方
法
は
、
本
書
の
第
一
部
に
お
い
て
一
貫
し
て
用
い
ら
れ
 
る
 方
法
 

で
あ
る
。
以
下
、
第
一
章
で
は
岡
山
県
の
瀬
戸
内
沿
岸
地
域
と
美
 
作
を
、
 

第
二
章
で
は
兵
庫
県
の
瀬
戸
内
沿
岸
地
域
を
、
第
三
章
で
は
岡
山
 
県
 の
 瀬
 

月
内
沿
岸
地
域
と
奈
良
市
・
鳥
取
市
を
、
第
四
章
で
は
大
阪
市
の
 
阿
倍
野
 

に
 始
ま
る
熊
野
参
詣
路
 な
 、
第
五
章
で
は
神
奈
川
県
の
鎌
倉
市
 
藤
沢
市
 

を
 、
第
六
章
で
は
京
都
市
内
と
京
都
市
周
辺
部
を
、
そ
れ
ぞ
れ
 
主
 と
し
た
 

フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
設
定
し
、
そ
こ
に
お
け
る
晴
朗
伝
説
を
分
析
 
 
 

る
 。
そ
し
て
、
第
六
章
ま
で
が
各
フ
ィ
ー
ル
ド
の
晴
朗
伝
説
を
 他
地
域
 

の
傾
似
 の
清
明
伝
説
と
の
関
連
性
か
ら
そ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
位
置
 
 
 

い
っ
た
の
に
対
し
て
、
第
七
章
で
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
の
枠
を
取
り
 
 
 

晴
朗
 塚
 ・
清
明
屋
敷
・
清
明
井
戸
の
そ
れ
ぞ
れ
に
共
通
す
る
清
明
 

伝
説
の
 

次
に
、
本
書
の
問
題
点
を
挙
げ
る
。
 

ま
ず
第
一
に
、
本
書
は
全
体
と
し
て
フ
ィ
ー
ル
ド
に
関
す
る
情
報
 
が
少
 

体
系
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
。
 

第
二
部
で
は
、
「
上
原
大
夫
」
が
吉
備
の
「
陰
陽
師
」
の
地
位
を
 
3
5
0
 

 
 

よ
 う
 に
得
た
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
民
俗
社
会
に
ど
の
よ
う
な
 
宗
 教
的
 
・
 

 
 

社
会
的
役
割
を
果
た
し
た
の
か
を
論
ず
る
。
近
世
、
十
七
世
紀
 
中
 期
 以
降
 

の
 陰
陽
師
は
、
安
倍
晴
明
の
後
 詩
 で
あ
る
土
御
門
家
に
よ
る
免
許
 を
 請
け
 

て
 初
め
て
そ
の
活
動
が
公
認
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
上
原
大
夫
も
そ
 
 
 

漏
れ
な
い
。
た
だ
し
、
上
原
大
夫
は
当
初
か
ら
「
上
原
大
夫
」
と
 
し
て
 存
 

在
し
た
の
で
は
な
く
、
十
五
世
紀
に
は
「
散
所
大
夫
」
と
称
さ
れ
 る 陰
陽
 

師
 と
し
て
歴
史
資
料
上
に
見
ら
れ
、
そ
の
う
ち
上
原
村
の
枝
 
村
で
 あ
る
 ゐ
 
@
 
日
 

原
村
 
-
 規
、
岡
山
県
総
社
 市
 一
に
集
住
し
て
い
た
者
を
指
す
。
 

岡
  
 

藩
 で
は
「
上
原
大
夫
」
と
し
て
で
は
な
く
、
「
備
中
富
原
陰
陽
師
 
」
と
し
 

て
 認
識
さ
れ
て
い
た
者
が
、
民
俗
社
会
で
ほ
「
上
原
大
夫
」
と
 
認
 諭
 さ
れ
 

た
 。
そ
の
上
原
大
夫
は
、
吉
備
地
域
に
展
開
し
た
清
明
伝
説
と
直
 
接
 の
 関
 

係
を
持
つ
の
で
は
な
く
、
独
自
の
成
立
を
し
た
民
間
陰
陽
師
で
あ
 っ
た
 。
 

そ
れ
が
土
御
門
 
家
 支
配
に
な
り
、
触
頭
の
地
位
を
得
る
に
及
ん
で
 
 
 

池
田
藩
か
ら
も
正
規
の
陰
陽
師
と
し
て
認
定
さ
れ
、
 

藩
 内
の
移
動
 
の
 自
由
 

を
 得
る
な
ど
、
あ
く
ま
で
陰
陽
師
と
し
て
の
枠
内
で
あ
る
が
、
 

自
 白
 な
活
 

動
 が
認
め
ら
れ
た
。
触
頭
の
地
位
を
得
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
原
 
大
夫
は
 

こ
の
地
域
に
お
け
る
地
方
陰
陽
師
の
中
で
の
政
治
的
絶
対
性
を
得
 
た
の
で
 

あ
り
、
吉
備
地
域
に
展
開
さ
れ
た
 晴
明
 伝
説
を
巧
み
に
利
用
し
つ
 

つ
、
民
 

俗
 社
会
に
お
け
る
 
祈
薦
師
 と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
こ
と
を
、
 

高
原
氏
 

は
 述
べ
る
。
 



 
 
 
 

評
 書

 
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
第
一
部
に
お
い
て
、
全
国
に
伝
 
わ
る
 安
 

信
晴
 明
 伝
説
を
紹
介
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
対
象
地
 が 現
在
 

の
ビ
 の
市
町
村
で
あ
る
か
の
明
示
が
少
な
い
こ
と
は
、
本
書
に
お
 
 
 

つ
 と
も
重
要
視
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
「
 

0
0
 
の
清
明
伝
説
」
と
 
い
う
 標
 

題
 が
さ
れ
た
後
、
そ
の
土
地
に
関
す
る
概
要
が
示
さ
れ
な
い
ま
ま
 に、
事
 

側
 に
則
し
た
地
名
が
次
々
と
挙
げ
ら
れ
る
だ
け
で
は
、
該
当
の
 
フ
  
 

ド
は
 つ
い
て
の
基
礎
的
情
報
を
持
た
な
い
者
に
と
っ
て
は
、
内
容
 
の
 理
解
 

模
 」
「
 京
 」
と
い
う
地
域
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
宗
教
や
交
通
・
 
地
 

が
 妨
げ
ら
れ
て
し
ま
う
。
し
か
も
、
歴
史
資
料
も
援
用
し
て
い
る
 

形
 ・
 政
 

か
ら
、
 

現
在
の
地
名
と
歴
史
的
地
名
が
混
在
も
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

高
 陳
氏
に
 

と
っ
て
は
、
当
該
の
フ
ィ
ー
ル
ド
は
す
で
に
知
っ
た
場
所
か
も
  
 

 
 

限
ら
な
 

い
 の
で
あ
る
。
せ
め
て
、
各
章
の
標
題
に
さ
れ
た
地
域
、
で
き
れ
 
。
は
丁
令
室
 

日
 

で
 主
と
し
て
扱
っ
た
村
落
の
地
図
を
付
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
 
 
 

フ
ィ
ー
ル
ド
に
関
す
る
情
報
が
少
な
い
こ
と
の
問
題
は
 
、
 単
に
地
 名
の
 

混
乱
を
生
じ
る
こ
と
ば
か
り
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
 

ど
  
 

な
 性
格
の
場
所
の
資
料
が
使
わ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
根
拠
の
 
問
題
に
 

直
結
す
る
。
第
一
部
の
各
章
題
に
あ
る
、
「
吉
備
」
「
播
磨
」
「
 

能
 野
 」
「
 相
 

治
 ，
経
済
・
宗
教
な
ど
の
環
境
に
特
性
を
有
す
る
小
さ
な
地
域
の
 

 
 

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
清
明
伝
説
が
、
そ
れ
ら
標
題
の
地
域
の
全
 
体
 を
覆
 

ぅ
 よ
う
に
存
在
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
中
の
特
定
の
神
社
の
存
在
 
す
る
と
 

こ
ろ
に
あ
る
の
か
、
特
定
の
交
通
路
に
沿
っ
た
と
こ
ろ
に
存
在
  
 

か
 、
は
た
ま
た
特
定
の
地
形
環
境
の
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
の
か
と
 い
う
こ
 

と
は
、
清
明
伝
説
の
性
格
を
知
る
上
で
重
要
な
情
報
で
あ
る
。
 

つ
 ま
り
 

フ
ィ
ー
ル
ド
に
関
す
る
情
報
が
少
な
い
ま
ま
に
、
全
国
に
占
在
す
 
る
 関
連
 

事
例
を
列
挙
さ
れ
て
も
、
そ
こ
に
有
機
的
関
連
性
を
見
出
す
こ
と
 は 難
し
 

い
の
で
あ
る
。
類
似
事
例
が
列
挙
さ
れ
る
場
合
、
学
問
研
究
の
上
 
で
は
そ
 

こ
に
な
ん
ら
か
の
有
機
的
関
連
性
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
柚
釜
 
思
 味
 で
あ
 

る
 。
高
原
氏
に
は
そ
の
関
連
性
が
わ
か
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
 
 
 

情
報
不
足
の
中
で
列
挙
さ
れ
る
事
例
は
、
読
者
に
と
っ
て
偶
然
の
 一
致
で
 

あ
る
と
判
断
す
る
余
地
を
残
し
て
い
る
。
 

さ
ら
に
、
フ
ィ
ー
ル
ド
に
関
す
る
情
報
不
足
の
問
題
点
を
挙
げ
る
 
 
 

第
一
部
の
各
章
に
お
い
て
 
章
 
・
 節
 
・
項
の
各
標
題
に
示
さ
れ
た
 
地
 名
を
 

評
者
が
調
べ
た
と
こ
ろ
、
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
・
性
質
の
地
名
が
現
 
 
 

る
こ
と
が
判
っ
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
階
層
・
性
質
の
違
い
を
 
考
 肩
 す
る
 

こ
と
な
く
、
各
地
が
同
列
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
扱
っ
て
 い
る
こ
 

と
を
意
味
す
る
。
た
と
え
 ぼ
 、
第
三
章
で
は
「
 鴨
万
 の
具
備
 伝
 説
 」
「
土
ロ
 

備
郡
 の
具
備
伝
説
」
「
大
和
の
晴
 
朗
 伝
説
」
「
因
幡
の
真
偽
伝
説
」
 
と
 各
項
 

の
 標
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
 

鴨
方
は
 岡
山
県
浅
口
郡
鴨
方
町
 、
 モ
思
 
傭
 

郡
で
 対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
真
備
町
と
矢
掛
町
と
な
っ
て
い
る
 が、
矢
 

掛
 町
は
現
在
小
田
郡
に
含
ま
れ
て
お
り
、
「
大
和
の
」
と
題
さ
れ
 
た
 中
で
 

挙
げ
ら
れ
る
の
は
奈
良
市
と
桜
井
市
、
「
因
幡
の
」
と
題
で
挙
げ
 
ら
れ
て
 

い
る
の
は
鳥
取
市
の
事
例
で
あ
る
。
た
と
え
、
考
察
を
集
約
す
べ
 

き
鴨
方
 

が
 現
在
の
自
治
体
で
は
な
く
、
江
戸
時
代
の
集
落
を
そ
の
範
囲
 
と
 し
て
 設
 

定
 し
た
と
高
原
氏
が
主
張
し
た
と
し
て
も
、
 

鴨
万
 （
 
村
 一
と
同
列
に
 
「
七
口
 

肚
傭
 

郡
 」
「
大
和
（
 国
こ
 
「
因
幡
（
国
ご
と
規
模
の
違
う
地
域
名
を
挙
げ
 

る
の
は
 

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
し
て
や
因
幡
は
現
在
の
鳥
取
市
内
の
事
例
 
し
か
 挙
 

 
 
 
 
 
 

げ
ら
れ
て
い
な
い
。
高
原
氏
が
広
範
な
地
域
で
丹
念
な
フ
ィ
ー
 
ル
  
 

ク
 を
さ
れ
て
い
る
の
は
、
本
書
か
ら
十
分
に
窺
い
得
る
の
で
あ
る
 

 
 

れ
で
も
個
人
に
よ
る
フ
ィ
ー
ル
ド
フ
ー
 
ク
 で
カ
ヴ
ァ
ー
で
き
る
 
範
 囲
 と
い
 



つ
 め
は
自
ず
と
限
界
が
あ
る
 
0
 
そ
の
カ
ヴ
ァ
ー
し
た
地
域
を
的
確
 に
 示
す
 

こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
 
晴
明
 伝
説
の
全
国
的
な
展
開
の
様
子
が
明
 ら
か
に
 

な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
の
吉
備
の
晴
 明 伝
説
の
位
置
付
け
 
を
す
る
 

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

第
二
に
、
本
書
の
特
に
第
一
部
に
お
け
る
構
成
上
の
間
題
を
挙
げ
 
る
 。
 

第
一
部
で
さ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
で
の
 晴明
 伝
説
の
分
析
 は
、
史
 

蹟
や
 ラ
ン
ド
マ
ー
 タ
 
に
付
帯
す
る
清
明
伝
説
を
全
国
の
晴
朗
伝
説
 の中
で
 

位
置
付
け
る
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
お
り
、
晴
朗
伝
説
 
を
 構
成
 

す
る
事
象
の
性
格
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
き
わ
め
て
明
確
に
さ
れ
て
 
 
 

し
か
し
、
第
一
部
の
第
一
章
か
ら
第
六
章
ま
で
の
 
章
題
は
 
「
 
0
0
 
0
 宿
 明
 

伝
説
」
と
さ
れ
、
一
見
す
る
と
各
地
域
に
お
け
る
晴
 
朗
 伝
説
を
土
 @
 
通
し
た
 

姿
勢
に
よ
っ
て
分
析
し
て
い
る
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
の
だ
が
、
 

実
際
に
 

は
 各
章
ご
と
に
分
析
の
姿
勢
が
違
っ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
関
連
性
 
が
 希
薄
 

な
た
め
に
、
晴
朗
伝
説
の
多
様
性
は
理
解
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
 
ら
の
事
 

何
分
析
に
よ
っ
て
高
原
氏
が
晴
 明
 伝
説
の
な
に
を
説
き
明
か
そ
う
 と
し
て
 

い
る
の
か
が
わ
か
り
づ
ら
く
な
っ
て
い
る
。
 

第
一
部
の
各
章
の
構
成
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
そ
の
性
 
格
 を
 

挙
げ
て
み
る
の
な
ら
ば
、
第
一
章
で
は
吉
備
の
各
集
落
の
晴
 
明
伝
 説
 と
い
 

う
 地
域
に
よ
っ
て
分
節
し
、
第
二
章
で
は
播
磨
の
晴
 
明
 伝
説
と
 道
 苗
 伝
説
 

と
い
う
伝
説
の
玉
体
に
よ
っ
て
分
節
し
た
上
で
、
さ
ら
に
史
蹟
・
 

ラ
ン
ド
 

マ
ー
ク
ご
と
で
の
項
目
分
け
を
し
て
い
る
。
ま
た
第
三
章
で
は
 

分
 節
せ
ず
 

に
 吉
備
真
備
伝
説
の
み
を
扱
っ
て
い
る
が
、
前
述
の
通
り
レ
ヴ
ェ
 か
め
 @
 
婬
 

う
 地
域
ご
と
に
項
目
を
設
定
し
て
お
り
、
第
四
章
で
は
熊
野
の
集
 
落
 と
参
 

語
路
 
-
 
九
十
九
王
子
沿
い
 
-
 と
い
う
性
格
の
違
う
地
域
概
念
を
同
 
 
 

っ
て
分
節
し
た
上
で
、
参
詣
路
の
万
で
は
若
干
の
玉
子
二
の
場
 ム
ロ
は
 遺
 

(570) 

  
を現 
生花   
田安 
す @ 
ほ晴 
ど明   
勢 @   
をは、 
持 「 
つ安 
て f= 
い晴 

明ヱ る 」 し 。 今 
カコ と 

  
回れ 
時る   
    

  設 の多様 項目 とは、 いるこ べるこ の違い ている を総合 高原氏 の章で を的確 解がし ね ま 、 涼大夫 第二部 分析の この葦 おいて 説の伝 定 をし 単に標注を的 認 とを とは、 が見分 ことは して、 が第一 なにを に表さ 男 の い た、冬 に対す がそれ 姿勢が のみそ 晴明に 承 者の 

確題識本け 千晴郎 語 な と 章 る を違の関系   
に と し書ら分明に つけ対の多構 っ 章係 続篇     の内 という 京 ・形式 たと っ 際に る 画 うな きる。 なんで 特定の かがわ 力ぇし ぢょ、 書 る 。 の章 題 析を行 草の 章 とが埋 方が前 ている 耳設定 

横約理高一 しあ 地 かの名にな題解の 事を外 
成な 解凍 化 か る 成 ら と が沿おので六物しに   

跡
 
・
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て
の
扱
い
 
-
 
に
よ
る
項
目
設
定
を
し
て
 
 
 

 
 

さ
ら
に
、
第
五
章
で
は
集
落
に
よ
る
分
節
を
し
た
上
で
、
晴
朗
 
伝
 説
 を
記
 

褥
 



「
安
倍
晴
明
 本
 」
と
い
う
の
は
、
実
は
ブ
ー
ム
の
再
生
産
以
上
の
 
意
味
を
 

持
つ
も
の
で
は
な
く
、
安
倍
晴
明
の
姿
を
描
く
に
し
ろ
、
乏
し
い
 
清
明
 関
 

連
の
舌
口
説
を
使
い
回
す
か
、
全
く
の
空
想
に
よ
っ
て
新
た
な
 

晴
明
 像
 を
創
 

作
 す
る
か
の
い
ず
れ
か
で
し
か
な
い
。
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
 

学
  
 

内
容
を
全
く
考
慮
し
な
い
安
易
な
安
倍
晴
明
像
の
再
生
産
に
よ
っ
 
て
、
曲
 @
 

拠
 と
な
る
古
典
は
使
い
尽
く
さ
れ
、
ブ
ー
ム
を
支
え
て
い
く
た
め
 
に
は
 珍
 

青
 な
安
倍
晴
明
像
を
作
り
出
し
て
い
く
し
か
他
に
道
が
な
く
な
っ
 
て
い
る
 

の
で
あ
る
。
古
典
と
い
う
歴
史
的
背
景
を
背
負
っ
た
安
倍
晴
明
 
像
 が
、
晴
 

明
に
関
す
る
一
般
の
知
識
と
し
て
で
き
あ
が
っ
て
い
る
以
上
、
 

こ
  
 

創
作
さ
れ
る
珍
奇
な
安
倍
晴
明
 像
 が
受
け
容
れ
ら
れ
る
こ
と
は
 

難
 

@
@
 
。
 

高
原
氏
は
第
一
部
の
結
論
に
、
清
明
伝
説
が
現
代
に
お
い
て
史
実
 
と
し
 

て
の
 リ
ア
リ
テ
ィ
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
が
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
 
と
 し
て
 再
 

構
成
さ
れ
る
に
及
ん
で
文
化
と
し
て
の
り
ア
リ
テ
ィ
を
獲
得
し
た
 
と
さ
れ
 

て
い
る
。
評
者
が
思
う
に
、
高
原
氏
の
い
う
「
文
化
と
し
て
の
 
り
 ア
リ
テ
 

ィ
を
 獲
得
し
た
」
 
清
 間
伝
説
と
は
、
決
し
て
現
在
の
ブ
ー
ム
に
お
 ける
 使
 

い
 回
さ
れ
奇
抜
な
存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
安
倍
晴
明
の
姿
を
指
 
す
の
で
 

は
な
い
だ
ろ
う
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
な
が
ら
普
遍
性
を
持
つ
 
安
倍
 晴
 

明
の
姿
、
そ
れ
は
歴
史
上
の
人
物
と
し
て
の
清
明
、
生
身
の
人
間
 
と
し
て
 

の
晴
 明
の
再
構
成
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と
理
解
さ
れ
る
 
 
 

本
書
は
安
易
な
安
倍
晴
明
ブ
ー
ム
、
ひ
い
て
は
陰
陽
道
ブ
ー
ム
に
 
 
 

て
 、
豊
富
な
事
例
検
証
に
よ
っ
て
厳
し
く
問
題
を
指
摘
す
る
戦
い
 
の
 重
目
で
 

も
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
個
別
地
域
的
な
晴
朗
伝
説
か
ら
「
 
文
  
 

て
の
 リ
ア
リ
テ
ィ
」
を
持
つ
、
普
遍
的
な
清
明
伝
説
を
探
 り
 出
し
た
、
 
記
 

 
 

俗
学
に
門
外
で
 

書
 

あ
り
、
ま
た
丹
念
で
多
数
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
成
果
に
圧
 倒
さ
れ
 

て
 、
高
原
氏
の
意
を
十
分
に
汲
み
得
な
い
書
評
を
し
た
の
で
は
な
 
 
 

思
っ
て
い
る
。
好
著
を
不
用
意
に
批
判
し
た
失
礼
を
お
詫
び
し
な
 
 
 

本
書
評
を
終
え
る
。
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松
本
史
朗
 著
 

「
法
然
親
鸞
思
想
基
肥
 大

蔵
出
版
 
二
 0
0
 

一
年
二
月
一
 

0
 日
刊
 

A
5
 判
六
九
六
頁
 
一
 0
0
0
0
 円
 

藤
本
 
浄
彦
 

一
本
書
の
目
次
構
成
と
著
作
観
点
 

本
署
 は
 、
著
者
の
松
本
史
朗
氏
が
「
ま
え
が
き
」
で
舌
口
明
し
て
い
 

る
よ
 

う
に
、
「
研
究
の
対
象
と
な
る
思
想
案
に
つ
い
て
、
讃
美
や
賞
讃
 
 
 

批
判
的
な
考
察
を
先
行
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
」
 

て
 
「
法
然
と
親
鸞
 を
 中
心
 

と
す
る
浄
土
教
の
思
想
に
つ
い
て
批
判
的
研
究
を
試
み
た
」
書
で
 
あ
る
。
 

ま
ず
全
六
九
六
頁
 

-
 索
引
二
四
頁
 一
 か
ら
な
る
目
次
構
成
は
次
の
 

通
り
 

で
あ
る
。
 

第
一
章
選
択
本
願
念
仏
説
と
悪
人
工
図
説
 

平
 雅
行
氏
の
所
論
を
め
ぐ
っ
て
 

一
 
選
択
本
願
念
仏
説
に
つ
い
て
 

二
念
仏
観
の
転
換
に
つ
い
て
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三
 

「
十
二
問
答
」
第
八
問
答
と
「
醍
醐
本
法
然
上
人
伝
記
」
に
  
 

い
て
 

四
 
「
歎
異
抄
」
の
悪
人
工
図
説
 
は
 つ
い
て
 

第
二
章
法
然
浄
土
教
の
思
想
的
意
義
 

袴
 合
憲
昭
氏
の
解
釈
に
つ
い
て
 

一
 
他
力
主
義
 は
 つ
い
て
 

二
 
指
方
立
相
 説
と
 如
来
蔵
思
想
に
つ
い
て
 

二
 
成
仏
の
教
と
菩
提
心
に
つ
い
て
 

四
仏
教
の
正
統
税
と
深
信
因
果
に
つ
い
て
 

五
 

排
他
主
義
と
批
判
の
意
義
に
つ
い
て
 

結
語
 

第
三
章
「
捻
子
問
答
 目
 と
「
後
世
物
語
」
 

親
鸞
思
想
の
研
究
 二
 
-
 

一
両
文
献
の
序
論
的
説
明
 

二
面
文
献
の
対
照
と
解
説
 

三
 
「
 
捨
子
 問
答
」
第
十
問
答
以
下
の
内
容
 

結
語
 

第
四
章
「
准
后
抄
し
に
つ
い
て
 
｜
 親鸞
思
想
の
研
究
 二
こ
  
 

一
 
「
 
唯
信
紗
 」
の
著
作
に
つ
い
て
 

二
 
「
 
唯
信
紗
 &
 の
 
"
 信
心
正
田
 "
 説
 

三
 
〒
 
唯
信
紗
 」
と
 
"
 一
念
義
 "
"
 多
念
義
 "
 

口
松
野
純
孝
博
士
の
「
 
唯
信
妙
 」
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
 

五
二
二
機
分
別
」
の
基
本
的
立
場
 

六
親
鸞
に
お
け
る
 ゼ
 信
心
 "
 と
。
他
力
 "
 に
つ
い
て
 

亡
 
親
鸞
に
お
け
る
 

"
 信
の
一
念
義
 "
 の
構
造
 

二
 
「
選
択
本
願
念
仏
説
」
に
つ
い
て
 

第
一
章
の
 
一
 と
二
は
法
然
の
主
唱
す
る
選
択
本
願
念
仏
説
に
関
す
 る
問
 

題
を
、
 
三
は
資
料
の
検
討
作
業
を
通
し
て
 "
 一
念
・
多
食
 "
"
 自
  
 

力
 "
0
 
間
 題
を
、
 四
は
悪
人
工
 
因
 説
の
問
題
を
そ
れ
ぞ
れ
掘
り
出
 そ
う
と
 

八
 

「
 唯
信
紗
 し
の
来
迎
思
想
 

 
 

 
 

九
 

「
自
力
他
力
事
」
に
つ
い
て
 

3
 

十
 

「
一
念
多
食
分
別
事
」
に
つ
い
て
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

索
引
 

こ
の
目
次
構
成
か
ら
端
的
に
言
え
ば
、
次
の
こ
と
が
読
み
取
れ
る
 
。
 第
 

一
は
 、
法
然
に
つ
い
て
担
う
論
述
の
主
眼
は
教
義
思
想
の
解
明
で
 
 
 

親
鸞
に
つ
い
て
の
そ
れ
は
当
該
著
書
の
著
作
者
を
め
ぐ
る
論
証
の
 
作
業
で
 

あ
る
。
第
二
に
は
、
市
出
で
用
い
ら
れ
る
基
本
的
な
万
法
は
 
、
先
 行
論
文
 

に
 対
す
る
著
者
の
資
料
解
読
に
基
づ
く
批
判
意
見
を
提
起
し
な
が
 
ら
 論
を
 

展
開
す
る
と
い
う
形
式
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
態
度
を
も
っ
て
「
 
 
 

研
究
」
と
な
し
て
い
る
と
言
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

本
書
の
観
 占
と
 論
述
と
は
、
素
材
と
し
て
の
資
料
を
著
者
の
関
心
   

っ
て
敦
生
 -
m
 
吟
味
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
る
が
、
問
題
が
 多
岐
に
 

わ
た
る
裾
野
を
形
成
し
て
く
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
書
は
員
数
だ
 けで
な
 

く
 内
容
に
お
い
て
も
広
範
で
重
厚
な
研
究
業
績
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
 
え
に
、
 

著
者
の
関
心
と
資
料
解
読
、
そ
し
て
先
行
論
文
理
解
と
い
う
三
者
 
 
 

よ
 う
 
に
客
観
的
に
妥
当
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
と
 思
わ
れ
 

る
 。
本
書
全
体
を
こ
の
よ
う
に
受
領
し
て
お
い
て
、
特
に
評
者
の
 
 
 

及
ぶ
「
法
然
浄
土
教
思
想
」
の
範
囲
を
中
心
に
話
題
と
す
る
こ
 
と
に
す
 

る
 。
 



書評と   

し
て
い
る
。
そ
の
場
合
に
、
論
調
を
展
開
す
る
 テ
コ
 に
な
る
の
が
 、
平
雅
 

行
 氏
の
意
見
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
選
択
本
願
 

念
 @
 一
曲
 

肌
 
」
 

ほ
 つ
い
て
話
題
と
し
た
 

-
l
-
 

選
択
本
願
念
仏
説
は
「
念
仏
以
外
で
は
往
生
で
き
な
い
」
と
い
う
 
思
想
 

で
あ
る
と
す
る
平
氏
の
解
釈
に
対
し
て
、
著
者
は
「
「
選
択
集
」
 

が
 多
数
 

の
 記
述
に
お
い
て
 
"
 諸
行
に
よ
る
往
生
の
可
能
性
 "
 を
認
め
て
 い
る
こ
 

と
 」
を
強
調
す
る
。
著
者
は
「
選
択
集
」
で
 "
 念
仏
以
外
の
諸
行
 は
 本
願
 

で
は
な
い
 "
 と
い
う
記
述
を
抽
出
し
検
討
し
、
法
外
の
孫
弟
子
で
 
あ
る
 良
 

忠
 や
そ
の
弟
子
道
元
の
解
釈
を
紹
介
し
「
選
択
集
」
第
十
二
章
の
  
 

陀
経
 」
引
立
と
善
導
解
釈
に
依
る
法
然
 私
釈
 「
諸
念
雑
行
者
、
 
離
生
 彼
 

国
 」
の
語
に
圧
目
し
て
、
諸
の
念
仏
以
外
の
雑
行
の
者
は
彼
の
国
 に 生
ま
 

れ
 難
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
「
彼
等
は
、
念
仏
以
外
の
諸
行
に
よ
 
る
 往
生
 

の
 可
能
性
を
認
め
て
い
る
」
一
五
頁
 

-
 と
 導
く
。
一
方
で
、
同
じ
 く
 第
十
 

二
章
の
記
述
を
紹
介
し
て
「
念
仏
以
外
の
諸
行
を
往
生
の
行
と
な
 
し
得
 る
 

こ
と
」
（
 セ
頁
 ）
を
あ
げ
る
。
 

こ
の
第
十
二
章
の
記
述
は
「
観
経
 疏 」
が
定
散
と
念
仏
の
一
万
行
を
  
 

て
い
る
と
し
て
、
そ
の
定
散
の
行
一
々
 ほ
 つ
い
て
の
 法
殊
 の
 解
 説
 で
あ
 

り
 、
そ
の
意
味
か
ら
言
う
と
「
こ
れ
す
な
わ
ち
浄
土
宗
の
観
 
包
量
 詩
経
 の
 

意
 な
り
」
と
舌
口
わ
れ
る
程
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

む
し
ろ
 法
 殊
に
は
「
ま
た
定
散
を
説
く
こ
と
は
、
念
仏
の
余
善
に
 
超
過
 

す
る
こ
と
を
顕
さ
ん
が
 
為
 な
り
。
も
し
定
散
 帥
 く
ば
、
何
ぞ
念
仏
   

秀
で
た
る
こ
と
を
顕
さ
ん
」
と
い
う
意
図
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
 「
釈
尊
 

諸
行
を
付
属
し
た
ま
わ
ざ
る
所
以
は
、
す
な
 む
 ち
こ
れ
弥
陀
の
本
 
願
 に
井
 

ざ
 る
が
故
な
り
。
ま
た
念
仏
を
付
属
し
た
ま
 ぅ 所
以
は
、
す
な
わ
 
ち
こ
れ
 

弥
陀
の
本
願
な
る
が
故
な
り
。
今
ま
た
善
導
和
尚
諸
行
を
廃
し
て
 
念
仏
に
 

帰
せ
し
む
る
所
以
は
、
す
な
わ
ち
弥
陀
の
本
願
た
る
の
上
、
ま
た
 
こ
れ
 釈
 

草
 付
属
の
行
な
り
」
と
言
う
 法
 殊
の
指
摘
、
そ
し
て
続
け
て
、
 

そ
  
 

を
 
「
故
に
知
れ
ぬ
。
諸
行
は
機
に
非
ず
 
、
 時
を
失
え
り
。
念
仏
 往
 生
は
機
 

に
 当
た
り
、
時
を
得
た
り
。
感
応
あ
に
 唐
 損
な
ら
ん
や
」
と
述
べ
 
る
 法
然
 

の
 真
意
を
読
み
取
り
た
い
。
 

ま
た
著
者
は
「
選
択
集
」
第
四
章
で
の
「
廃
立
」
「
 

助
正
 」
「
博
正
 
 
 

義
 の
な
か
の
「
廃
立
」
を
取
り
上
げ
て
理
解
を
展
べ
る
。
著
者
は
 「
私
見
 

に
ょ
 れ
ば
、
「
廃
立
」
と
ほ
 
"
 阿
弥
陀
仏
が
諸
行
を
捨
て
、
念
仏
 一
行
を
 

本
願
と
し
て
取
っ
た
 
"
 と
い
う
 
"
 選
択
 "
 以
外
の
こ
と
を
意
味
し
 
な
 い
 

従
っ
て
 
"
 諸
行
を
廃
す
る
 
"
 と
は
 
"
 諸
行
を
本
願
と
し
な
か
っ
た
   

ぅ
 意
味
に
し
か
す
ぎ
ず
、
こ
こ
か
ら
帰
結
す
る
の
は
 
"
 諸
行
 非
 本
願
 "
 

説
 、
つ
ま
り
、
 

"
 諸
行
は
本
願
の
行
で
は
な
い
 "
 
と
い
う
説
で
あ
 っ
て
 、
 

"
 諸
行
不
往
生
 "
 説
 、
つ
ま
り
、
 

"
 諸
行
に
よ
っ
て
は
往
生
で
き
  
 

と
い
う
説
で
は
な
い
」
一
一
六
頁
 
一
 と
指
摘
す
る
。
「
廃
立
」
が
 
"
 選
択
 "
 

を
 意
味
す
る
と
い
う
意
見
を
留
保
し
た
つ
え
で
、
ほ
ぼ
著
者
の
理
 
解
 に
従
 

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 

な
ぜ
な
ら
ば
、
「
選
択
集
 
L
 第
四
章
で
は
「
諸
行
は
廃
の
為
に
説
 き
、
 

念
仏
は
立
の
為
に
説
く
」
 

一
 
廃
立
 -
.
 「
念
仏
の
正
業
を
助
け
ん
が
 
為
に
 諸
 

行
の
助
業
を
説
く
」
 
-
 
助
正
 -
 ・
「
念
仏
諸
行
の
二
門
を
説
く
と
い
 
え
ど
も
、
 

念
仏
を
以
て
正
と
為
し
、
諸
行
を
以
て
 傍
と
 為
す
」
（
 傍
正
 ）
 と
  
 
舌
ロ
Ⅰ
 

l
 
Ⅴ
 ,
 

さ
ら
に
「
た
だ
し
こ
れ
等
の
三
毒
、
殿
 最
 知
り
難
し
。
請
う
 、
 諸
 の
 学
 

 
 
 
 

者
、
取
捨
 心
 に
在
る
べ
し
。
今
も
し
善
導
に
依
ら
ば
、
初
め
を
 
以
 て
 正
と
 

為
す
の
み
」
と
 念
 押
し
す
る
 法
 殊
の
態
度
を
無
視
で
き
な
い
か
   

る
 。
 



著
者
は
「
要
す
る
に
、
「
選
択
集
目
に
お
い
て
は
、
 

"
 他
力
に
対
 す
る
 

信
 "
 も
 、
 "
 本
願
に
対
す
る
 信
 "
 も
、
往
生
の
正
日
で
は
な
い
。
 

称
名
 倉
 

仏
 こ
そ
が
往
生
の
正
日
で
あ
り
、
そ
の
念
仏
は
 、
 "
 
本
願
に
対
す
 
8
 倍
 "
 、
 

つ
ま
り
、
経
文
の
言
葉
と
い
う
具
体
的
内
容
を
も
っ
た
第
十
八
願
 
に
 対
す
 

る
 信
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、
 

円
 
選
択
集
し
の
 
基
本
的
 

立
場
で
あ
る
」
 
二
 二
八
頁
 -
 と
 結
論
づ
け
、
 
"
 
本
願
に
対
す
る
 
信
 "
 を
 重
視
 

す
る
。
 

し
か
し
例
え
ば
、
「
一
念
十
念
に
往
生
を
す
と
い
 

へ
ば
 と
て
、
 念
 仏
を
 

疎
想
 に
申
す
は
、
信
が
行
を
さ
ま
た
ぐ
る
な
り
。
念
々
 

不
捨
者
と
 
 
 

と
て
、
一
念
を
不
定
に
お
も
ふ
は
 

、
 行
が
信
を
さ
ま
た
ぐ
る
な
り
 。
信
を
 

ぼ
 
一
念
に
む
ま
る
と
信
じ
、
行
を
ば
 

一
 
形
に
は
げ
む
べ
し
。
 
文
 
一
 
念
 を
不
 

定
 に
お
も
ふ
は
 
、
 念
々
の
念
仏
ご
と
に
不
信
の
念
仏
に
な
る
 也 」
 与
っ
 ね
 

に
 仰
せ
ら
れ
け
る
御
記
」
 
-
 と
 述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
法
然
は
信
 と
 行
と
 

を
 相
互
重
視
す
る
。
少
な
く
と
も
評
者
は
、
「
選
択
集
」
 

瞬
頭
の
 
「
南
無
 

阿
弥
陀
仏
往
生
 之
業
 

念
仏
 為
先
 」
を
無
視
し
て
「
選
択
集
目
 

の
 基
本
 

的
立
場
を
捉
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
と
り
 
 
 

男
 頭
の
十
四
文
字
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
る
か
に
つ
い
て
の
 
議
 論
 が
欲
 

し
 い
と
 思
わ
れ
る
。
 

こ
の
論
 白
が
 少
し
で
も
話
題
と
な
れ
ば
、
 

二
 
「
念
仏
観
の
転
換
に
 
つ
、
 
Ⅰ
 

て
 」
の
項
に
お
い
て
も
、
「
法
然
は
選
択
本
願
へ
の
信
心
に
一
切
 
の
 価
値
 

の
 源
泉
を
求
め
た
」
と
い
う
平
氏
の
意
見
に
対
し
て
「
そ
れ
は
、
 

阿
弥
陀
 

仏
の
第
十
八
願
以
外
に
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
、
平
氏
の
 「
月
宿
、
心
 

烏
木
杓
思
想
の
成
立
」
と
い
う
把
握
に
対
す
る
著
者
の
疑
義
等
 -
 
二
九
 ｜
 

三
 0
 真
 -
 が
氷
解
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
 う
 。
勿
論
、
法
殊
に
 
と
つ
て
 

選
択
本
願
と
は
正
本
願
と
も
呼
称
す
る
第
十
八
願
以
外
の
何
者
 で
も
な
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書評と紹介 

二
一
 「
指
方
立
相
と
如
来
蔵
思
想
」
・
「
深
信
因
果
」
に
つ
い
て
 

第
二
章
「
法
然
浄
土
教
の
思
想
的
意
義
」
は
、
基
本
的
論
調
と
し
 
て
袴
 

合
憲
昭
 著
 
「
法
然
と
明
恵
日
本
仏
教
思
想
史
序
説
口
を
巡
っ
 
て
 
「
豊
ロ
 

導
 ・
法
然
の
浄
土
教
思
想
を
、
「
他
力
主
義
」
「
往
生
の
教
」
「
 
菩
 提
 、
 
心
否
 

定
説
」
「
如
来
蔵
思
想
否
定
」
「
深
信
因
果
」
「
排
他
主
義
」
「
仏
教
 
の
 正
統
 

説
 」
等
と
規
定
し
て
、
高
く
評
価
さ
れ
た
が
、
私
と
し
て
は
氏
の
 
解
釈
に
 

従
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
二
八
九
頁
 

一
 と
指
摘
す
る
こ
と
か
ら
 始
 ま
る
。
 

以
下
、
「
指
方
立
相
と
如
来
蔵
思
想
」
・
「
深
信
因
果
」
を
話
題
と
 
 
 

一
 
l
-
 

「
指
方
立
相
 説
と
 如
来
蔵
思
想
に
つ
い
て
」
の
論
説
は
、
著
者
が
 こ
の
 

論
述
で
最
初
に
引
っ
掛
か
っ
て
い
る
「
阿
弥
陀
仏
の
外
在
性
」
と
 「
「
 
押
 Ⅲ
」
 

の
 内
在
性
」
そ
し
て
「
絶
対
他
者
」
と
い
う
概
念
が
 暖昧
 で
あ
る
 こ
と
か
 

ら
 生
じ
る
、
 袴
谷
 論
文
の
問
題
か
ら
湧
き
出
る
事
柄
で
あ
る
。
 

如
 来
歳
 思
 

想
は
 
つ
い
て
は
既
に
著
者
を
は
じ
め
と
す
る
研
究
者
方
の
論
点
と
 
な
る
と
 

こ
ろ
で
あ
り
、
一
方
で
、
指
方
立
相
と
い
う
浄
土
教
独
自
の
概
念
 
を
ど
の
 

よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
基
本
的
な
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
 
 
 

著
者
は
「
善
導
「
観
経
蔵
 畦
 定
 書
萎
め
 
「
 又
今
 此
の
観
 門
等
は
、
 唯
だ
 

方
を
指
し
相
を
立
て
て
、
心
を
住
め
て
境
を
取
ら
し
む
。
総
て
 
蛇
 相
 雑
念
 

を
萌
 さ
ず
。
如
来
 
懸
 か
に
知
る
、
末
代
 
罪
 濁
の
凡
夫
、
相
を
立
て
 
て
 心
を
 

住
む
と
も
、
 
尚
 お
得
る
こ
と
能
は
ざ
る
と
。
何
に
況
や
相
を
離
れ
 
て
 事
を
 

求
む
る
は
、
 
術
通
佃
き
 人
の
空
に
居
し
て
舎
を
立
て
ん
が
 如
似
 し
と
 」
 

（
津
金
二
の
四
 セ
頁
 ）
の
文
に
つ
い
て
、
「
こ
こ
で
善
導
は
 

、
如
 来
歳
 思
 

べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
右
に
指
摘
し
た
よ
う
 
な
 事
柄
 

へ
の
配
慮
が
不
可
欠
で
あ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
 

想
は
 、
「
 術
通
無
キ
人
 」
と
同
様
の
「
末
代
 罪
濁
ノ
 凡
夫
」
を
 
対
 象
 と
す
 

る
 
「
 此
ノ
観
門
 」
、
あ
る
い
は
、
浄
土
教
の
意
に
は
合
致
し
な
い
 

と
 述
べ
 

て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
 、
 決
し
て
、
「
無
相
観
念
」
の
「
法
身
」
 

ト
 -
 い
，
つ
 

如
来
蔵
思
想
の
基
盤
と
な
る
観
念
を
否
定
し
て
は
い
な
い
の
で
 あ
る
」
 

-
 
八
三
頁
 一
 と
断
じ
、
「
「
法
身
鈍
色
」
と
い
う
根
本
概
念
が
な
け
 

れ
ば
、
 

「
指
方
立
相
」
説
は
構
造
的
に
成
立
し
な
い
 -
 
路
 -
 」
 -
 八
四
頁
 -
 と
す
 

る
 。
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
る
著
者
の
論
白
は
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
 
が
あ
る
 

と
 =
@
@
 

え
よ
う
。
 

と
こ
ろ
で
評
者
は
、
こ
こ
で
引
用
さ
れ
る
善
導
の
論
は
「
一
切
衆
 
生
が
 

如
来
蔵
で
あ
る
」
と
い
う
思
想
に
で
は
な
く
、
「
末
代
 
罪
濁
 の
 凡
 夫
 」
 た
 

る
 
「
 
浮
 体
 顕
損
 す
る
に
由
な
し
」
衆
生
の
機
根
に
立
っ
と
み
な
す
 
。
そ
の
 

意
味
で
言
 う
 な
ら
ば
、
著
者
が
表
現
す
る
 よ
う
 
に
「
如
来
蔵
 思
 ぬ
ど
 を
 

「
浄
土
教
の
意
に
は
合
致
し
な
い
と
述
べ
て
い
る
だ
け
」
と
か
「
 

 
 

為
の
教
で
あ
る
浄
土
教
に
は
適
合
し
な
い
と
玉
帳
し
た
だ
け
」
と
 いう
よ
 

う
に
片
づ
け
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
、
浄
土
教
独
自
の
。
深
い
凡
夫
 
"
 理
解
に
 

お
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
 
る
 。
 

「
指
方
立
相
」
に
関
し
て
、
著
者
は
「
現
在
、
伝
統
的
な
解
釈
を
 
充
分
 

に
 参
照
す
る
余
裕
は
な
い
が
」
と
弁
明
し
つ
つ
も
、
藤
田
宏
遠
侍
 
士
 の
 理
 

解
 に
基
づ
い
て
「
「
指
方
立
相
」
と
は
、
 
"
 凡
夫
の
た
め
に
仮
に
万
 角
 を
指
 

し
 相
を
立
て
る
 "
 と
い
う
意
味
」
一
八
 0
 頁
 -
 で
 理
解
し
、
重
ね
 て
 八
六
 

頁
で
 
「
「
 
女
 相
」
と
い
う
の
は
、
「
 仮
 り
に
相
を
立
て
る
」
と
い
う
 
意
味
で
 

あ
っ
て
、
そ
の
根
底
に
は
 

"
 本
来
、
如
来
は
無
相
無
色
の
「
法
身
 」
で
あ
 

 
 
 
 

る
 "
 と
い
う
観
念
が
確
固
と
し
て
横
た
わ
っ
て
い
る
」
と
規
定
す
 
る
 。
 

著
者
の
「
指
方
立
相
 説
と
 如
来
蔵
思
想
」
は
、
ま
さ
し
く
、
こ
の
 
 
 

に
 受
領
さ
れ
る
「
指
方
立
相
」
説
に
基
づ
く
こ
と
が
判
明
す
る
の
 
で
あ
る
 



が
 、
評
者
が
先
に
指
摘
し
た
よ
 う
 に
、
善
導
浄
土
教
に
お
け
る
 

特
 質
は
、
 

先
の
善
導
「
観
経
 疏
 」
定
書
義
 
-
 本
書
 セ
 九
頁
 
@
 
一
の
引
用
 文
 -
 で
 

「
末
代
 罪
 濁
の
凡
夫
」
と
し
て
語
ら
れ
る
 "
 深
い
凡
夫
 "
 理
解
に
 あ
る
の
 

て
 に
、
端
的
に
 @
 え
ば
、
指
方
立
相
そ
の
こ
と
に
報
身
報
土
一
河
 
 
 

と
そ
の
西
方
極
楽
浄
土
一
の
力
用
が
働
き
出
る
の
で
あ
り
、
「
 
阪
 に
 」
で
 

は
な
い
。
評
者
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
曇
鸞
・
追
悼
・
善
導
 
と
 続
く
 

浄
土
教
に
お
い
て
は
「
有
相
」
を
 "
 
仮
 "
 と
は
み
な
し
て
い
な
い
 
 
 

例
え
ば
浄
土
宗
の
場
合
で
は
、
服
部
英
淳
 氏
は
 
「
浄
土
教
 思
相
 心
仏
冊
し
 

（
昭
和
四
九
年
、
山
喜
男
仏
書
林
一
の
第
二
一
章
「
指
方
立
相
論
 
と
 本
願
 称
 

名
 念
仏
の
意
義
」
で
「
真
如
法
界
は
、
も
と
よ
り
平
等
 一
相
 一
郎
 で
あ
っ
 

て
 、
凡
夫
の
測
り
知
る
べ
き
所
で
は
な
い
か
ら
、
如
来
は
こ
の
 
案
 生
 め
、
心
 

を
 知
っ
て
西
方
を
指
し
、
三
十
二
相
光
明
等
の
色
身
を
示
し
て
 
心
 を
 専
ら
 

善
境
 に
止
住
せ
し
め
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

是
 小
作
 仏
 是
心
是
仏
 
は
、
決
 

し
て
唯
心
論
で
も
観
念
論
で
も
な
く
、
法
身
 
観
 で
も
な
い
。
 指
方
  
 

原
理
で
あ
り
、
こ
の
指
方
立
相
 但
 着
こ
そ
浄
土
宗
の
宗
風
と
さ
れ
 る
の
で
 

あ
る
」
 -
 一
 00
 
頁
 -
 と
 言
わ
れ
る
。
 

（
 
ノ
 
2
 2
-
 

「
深
信
因
果
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
評
者
は
関
心
を
任
が
れ
 
 
 

で
 話
題
と
し
た
い
。
著
者
は
、
 

袴
 谷
底
 の
 
「
…
…
仏
教
が
霊
魂
木
口
 
定
 の
 血
 

我
 説
を
根
本
的
立
場
と
し
縁
起
 説
 で
あ
る
因
果
を
王
 
張
 し
て
い
る
 

深
信
因
果
を
極
度
に
重
視
し
た
善
導
や
法
然
の
仏
教
こ
そ
仏
教
の
 

霊
魂
と
ほ
と
ん
ど
同
義
で
あ
る
菩
提
心
を
否
定
し
、
二
種
深
信
に
 

以
上
、
 

正
統
税
 

よ
つ
て
 

と
 呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
」
一
九
 
0
 頁
 引
用
文
 -
 と
す
る
意
見
に
対
 し
て
、
 

善
導
・
法
然
が
「
菩
提
心
を
否
定
」
し
た
か
ど
う
か
、
そ
し
て
「
 
深
信
田
 

果
を
本
願
の
行
」
と
み
な
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
占
で
論
を
展
開
 
す
る
。
 

前
者
に
つ
い
て
著
者
は
「
私
は
、
「
選
択
集
し
を
何
度
読
ん
で
み
 

て
も
、
 

8
 

"
 
法
味
 が
 菩
提
心
を
否
定
し
た
 
"
 と
い
う
主
張
の
典
拠
を
、
そ
こ
 

に
 見
出
㏄
 

こ
と
が
で
き
な
い
」
 
-
 九
四
頁
 -
 と
 言
い
、
後
者
に
つ
い
て
の
 著
 者
の
批
 

 
 

判
は
 待
合
氏
の
意
見
に
 
J
.
 
モ
ン
テ
ィ
ロ
氏
の
意
見
が
加
わ
っ
て
 

お
り
 複
 

難
む
 様
相
を
露
呈
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
著
者
が
結
 
論
 と
す
 

る
 意
見
は
 、
 「
 "
 二
種
深
信
 "
 を
、
「
深
信
因
果
」
や
縁
起
 
説
 に
結
  
 

る
こ
と
は
、
幾
重
も
の
解
釈
を
媒
介
と
し
た
上
で
な
け
れ
ば
、
 

不
 可
能
だ
 

と
 思
わ
れ
る
」
故
に
、
 
袴
 谷
底
 の
 
「
「
二
種
深
信
に
よ
っ
て
深
信
 
因
果
を
 

極
度
に
重
視
し
た
善
導
や
法
 殊
 」
と
い
う
見
解
に
は
、
賛
同
す
る
 こ
と
が
 

で
き
な
い
」
 
二
 0
 八
頁
 -
 の
で
あ
る
。
 

評
者
は
著
者
の
こ
の
論
白
 

に
 賛
同
す
る
が
、
し
か
し
、
こ
こ
で
 改
 め
て
 

冷
静
に
「
深
信
因
果
」
と
「
二
種
深
信
」
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
 
話
 題
 と
し
 

て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

も
と
も
と
「
深
信
因
果
」
と
は
、
「
観
経
」
の
 

字
 分
で
「
彼
の
国
 に
生
 

ぜ
ん
と
欲
さ
ん
者
は
、
ま
さ
に
三
福
を
修
す
べ
し
」
と
し
て
三
つ
 
挙
げ
る
 

中
で
、
第
三
「
菩
提
心
を
発
し
、
深
く
因
果
を
信
じ
、
大
乗
を
読
 
話
 し
、
 

行
者
を
勧
進
す
」
で
あ
り
、
「
か
く
の
ご
と
き
三
事
を
 
、
 名
づ
け
 て
 浄
業
 

と
す
」
と
説
示
さ
れ
る
。
善
導
は
「
観
経
 
疏
 白
字
 公
 義
の
第
六
 敗
 善
 頒
行
 

縁
で
 
「
深
信
因
果
と
は
即
ち
其
の
二
あ
り
。
一
に
は
世
間
の
苦
楽
 

の
 因
果
 

を
 明
か
す
。
若
し
苦
 
因
 を
作
さ
ば
即
ち
苦
果
を
感
じ
若
し
業
因
 む
 作
 さ
ば
 

即
ち
柴
栗
を
感
 
ず
 。
印
を
以
て
泥
に
印
す
に
 
印
 壊
し
て
友
成
す
る
 
 
 

し
 。
疑
う
こ
と
を
 得
 ざ
れ
」
 -
 津
金
二
の
三
一
頁
 -
 と
 釈
し
世
間
 の
 因
果
 

の
み
を
あ
げ
て
い
る
。
法
然
は
「
選
択
集
」
第
十
二
章
で
「
深
信
 
因
果
と
 

は
こ
れ
に
付
い
て
二
つ
あ
り
」
と
し
て
「
世
間
の
因
果
」
と
「
 
出
 世
 の
 因
 

果
 」
と
を
説
明
し
「
然
れ
ぼ
す
な
わ
ち
深
信
因
果
の
舌
口
 

遍
 普
く
 
一
 代
を
該
 



書評と紹介 

羅
 せ
り
」
と
言
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
観
経
」
の
深
信
因
果
と
い
 
う
 言
葉
 

は
 一
代
仏
教
の
因
果
を
あ
ま
ね
く
 
該
摂
包
羅
 
し
て
余
す
所
が
な
い
 
 
 

う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
部
分
は
葦
 
提
希
 の
 所
 望
 に
応
 

答
 し
て
説
示
し
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
善
導
・
 

法
殊
が
 注
目
し
て
や
 
ま
な
い
 

「
世
尊
自
説
の
教
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
 

一
 
3
 ）
 

と
こ
ろ
で
「
二
種
深
信
」
は
、
「
観
経
 

L
 第
十
四
観
の
上
品
上
生
 の
 頃
 

で
 説
か
れ
る
「
至
誠
心
・
深
心
・
回
向
発
願
心
」
の
中
の
「
深
心
 
」
解
釈
 

で
 善
導
が
「
深
く
信
じ
る
 心
 」
と
し
て
論
じ
る
な
か
に
用
い
ら
れ
 る
 用
語
 

で
あ
る
。
こ
の
深
心
 
釈
 で
は
「
一
に
は
決
定
し
て
深
く
 

信
ず
、
自
 夏
 は
 現
 

に
足
 れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
 
蹟
劫
 よ
り
 已
来
 か
た
常
に
没
し
常
に
 
流
転
し
 

て
 出
離
の
縁
有
る
こ
と
無
し
と
。
二
に
は
決
定
し
て
深
く
 
信
ず
、
  
 

弥
陀
仏
四
十
八
願
を
も
て
衆
生
を
摂
受
し
た
ま
う
、
疑
い
無
く
 
慮
 @
{
j
 

Ⅰ
 皿
 、
 

彼
の
願
力
に
乗
じ
て
 定
 ん
で
往
生
を
得
と
」
三
観
経
暁
ロ
・
津
金
 

二
の
五
 

六
頁
 -
 と
 論
じ
、
決
定
深
信
の
事
項
を
波
状
的
に
語
っ
て
い
る
。
 

 
 

っ
て
、
こ
の
二
種
深
信
は
 
ビ
 こ
ま
で
も
三
心
の
一
つ
で
あ
る
深
心
 

解
釈
を
 

め
ぐ
る
 苦
抑
鵬
 自
の
把
握
以
外
の
何
者
を
も
意
味
し
な
 

さ
ら
に
「
観
経
 
疏
口
 玄
義
公
で
の
善
導
の
報
身
阿
弥
陀
仏
論
に
あ
 た
る
 

「
 
今
 既
に
成
仏
し
た
ま
 ぅ
 。
即
ち
 足
 れ
 酬
因
 の
 芽
 な
り
。
（
 略
 -
 凡
そ
 報
 

と
 言
 う
は
 国
行
虚
し
か
ら
ず
 
定
 ん
で
 来
 果
を
招
く
。
果
は
因
に
応
 

じ
る
 を
 

以
て
の
故
に
名
づ
け
て
報
と
な
す
」
 

-
 
同
一
 0
 ｜
 
一
一
頁
）
は
 、
  
 

う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

"
 法
蔵
菩
薩
が
因
位
に
お
  
 

十
八
誓
願
を
立
て
て
菩
薩
の
修
行
を
行
じ
た
こ
と
が
因
で
あ
り
、
 

そ
の
垂
ロ
 

薩
の
修
行
が
成
就
し
た
 -
 
修
行
が
報
わ
れ
た
 
-
 こ
と
が
果
す
な
わ
 
ち
 果
位
 

と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
に
成
っ
た
と
い
う
こ
と
 
"
 で
あ
る
。
こ
の
こ
 
と
は
、
 

日
親
鸞
思
想
 弘
冊
は
 つ
い
て
 

第
三
章
と
第
四
章
と
ほ
、
「
親
質
思
想
の
研
究
 

三
 
-
 二
 %
 」
と
 副
 題
が
 

付
し
て
あ
り
、
五
四
 
0
 頁
 余
の
親
鸞
思
想
論
で
あ
り
、
松
野
純
孝
 氏
 の
 意
 

見
及
び
そ
れ
へ
の
批
判
が
随
所
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
 章
 の
 課
題
 

は
 、
「
 捨
子
 問
答
」
を
素
材
と
し
て
書
か
れ
た
著
作
と
し
て
の
「
 後
世
 物
 

話
 し
そ
し
て
「
准
后
 紗
 」
さ
ら
に
は
「
自
力
他
力
事
し
「
一
念
 

多
 余
分
別
 

事
 」
の
資
料
的
・
思
想
的
検
討
を
施
し
て
、
そ
れ
ら
が
親
鸞
の
著
 
作
 で
あ
 

る
こ
と
を
多
角
的
な
方
法
を
用
い
て
論
証
す
る
こ
と
で
あ
る
。
 

そ
 の
 努
力
 

は
 敬
服
し
て
余
り
あ
る
が
、
さ
ら
に
書
誌
的
・
用
語
法
的
・
古
文
 
書
的
 
・
 

思
想
的
等
の
光
を
昭
 
射
し
 検
証
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
 
 
 

疑
義
を
提
起
し
て
資
料
の
検
証
か
ら
真
実
へ
と
到
る
方
途
は
学
問
 
が
常
 

に
 取
り
組
む
べ
き
作
業
で
あ
る
こ
と
は
舌
口
を
待
た
な
い
。
そ
の
よ
 

う
 な
 姿
 

勢
 ゆ
え
に
、
著
者
が
本
書
の
三
分
の
二
程
を
費
や
し
て
積
極
的
に
 
、
こ
れ
 

ら
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
 実
 を
言
 

う
と
、
評
者
は
か
な
り
の
時
間
を
 m 
い
て
本
書
す
べ
て
を
読
了
し
 
書
評
 紹
 

介
の
作
業
に
入
っ
た
が
、
こ
の
第
三
・
四
章
の
話
題
は
評
者
の
よ
 
う
 な
 非
 

才
 極
ま
る
者
の
手
に
お
え
な
い
こ
と
を
告
白
し
お
詫
び
し
な
け
れ
 
。
 
ほ
 な
ら
 

 
 

 
 

 
 

3
 

そ
れ
ほ
と
も
か
く
、
著
者
は
最
後
に
「
こ
れ
ら
の
私
の
論
証
が
正
 
 
 

問
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
な
「
深
信
因
果
」
と
も
「
二
種
 
深
 信
 」
と
 

も
 全
く
関
係
が
な
い
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
「
「
深
信
因
果
」
の
「
 

図
一
里
小
」
 

と
 阿
弥
陀
仏
の
成
仏
に
関
す
る
「
因
果
」
と
は
、
関
係
が
な
い
の
 
で
は
な
 

か
ら
つ
か
」
 
二
 
0
 六
頁
）
と
著
者
が
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
こ
 と
に
な
 

る
 。
 



五
 
お
わ
り
に
 

著
者
の
基
本
的
な
問
題
意
識
と
し
て
語
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
指
摘
 
は
、
 

大
筋
に
お
い
て
評
者
も
考
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
「
 私
が
 、
 

多
数
の
研
究
者
の
法
然
研
究
、
特
に
そ
の
思
想
的
研
究
に
対
し
て
 
抱
い
て
 

い
る
最
大
の
不
満
は
、
法
然
が
親
 
紘
 的
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
 は
な
い
 

か
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
親
鸞
的
な
ら
ま
だ
よ
い
 方
 と
し
 

て
 、
あ
る
場
合
に
は
「
歎
異
抄
し
的
に
解
さ
れ
て
い
る
場
合
す
ら
 
見
受
け
 

ら
れ
る
。
私
が
力
説
し
た
い
の
は
、
法
然
は
法
然
で
あ
っ
て
 
、
親
 鸞
 で
は
 

な
く
、
ま
た
 
"
 
他
力
 "
 を
強
調
し
た
隆
寛
で
さ
え
な
い
と
い
う
こ
 

と
で
あ
 

る
 」
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
「
法
然
を
 "
 ま
だ
親
柱
 
に
 主
で
徹
底
 
 
 

な
い
思
想
家
 
"
 と
 評
価
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
」
こ
と
な
ど
を
 「
こ
れ
 

は
 大
き
な
問
題
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
」
 

-
 
五
 0
 頁
 -
 と
強
調
す
 
る
 占
で
 

あ
る
。
 

こ
の
指
摘
は
 
、
 特
に
近
代
以
後
の
日
本
浄
土
教
の
理
解
の
な
か
で
 、親
 

臆
 Ⅱ
浄
土
教
と
い
う
図
式
と
と
も
に
「
歎
異
抄
」
が
も
た
ら
し
た
 
影
響
の
 

残
 津
を
引
き
ず
っ
て
い
る
様
相
と
、
今
日
に
至
る
ま
で
各
宗
派
の
 
め
本
堂
 
@
 
が
 

伝
統
的
に
持
ち
合
わ
せ
て
き
た
特
徴
を
積
極
的
に
発
信
す
る
努
力
 
の
 問
題
 

と
す
れ
ば
、
私
に
と
っ
て
不
思
議
に
思
え
る
こ
と
は
、
親
鸞
は
関
 
東
 の
 弟
 

子
達
に
、
何
故
、
自
己
の
著
作
を
他
人
の
著
作
と
し
て
書
き
送
る
 
必
要
が
 

あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
 

ム
 「
 後
 さ
ら
 

に
 研
究
を
深
め
て
解
答
を
見
出
し
た
い
と
考
え
て
い
る
」
一
山
八
五
 

-
 
ハ
｜
七
 

貞
 -
 と
結
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
は
、
本
文
中
の
随
所
で
今
後
取
り
 
組
む
べ
 

き
 課
題
に
関
 諒
 し
て
も
い
る
が
、
松
本
史
朗
氏
の
親
鸞
思
想
論
の
 展開
を
 

興
味
深
く
待
つ
の
は
評
者
の
み
で
は
あ
る
ま
い
。
 

で
あ
る
よ
 う
 に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
最
近
十
数
年
の
法
然
・
 

親
 鸞
 を
は
 

じ
め
と
す
る
日
本
浄
土
教
研
究
の
現
場
は
、
そ
の
よ
う
な
諸
問
題
 

 
 

し
つ
つ
あ
る
状
況
に
達
し
た
と
、
評
者
は
判
断
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

そ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
、
本
書
は
一
九
五
 
0
 午
 以
後
に
日
本
仏
教
 
 
 

ん
ず
く
浄
土
教
研
究
が
 
拓
り
 開
い
て
き
た
到
達
 点
 の
一
つ
を
初
五
 由
 っ
Ⅰ
 こ
 い 

る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
は
宗
派
の
学
 -
 宗
学
 -
0
 
対
象
で
し
 
か
な
か
 

っ
た
 宗
祖
た
ち
、
例
え
ば
法
然
や
親
鸞
の
思
想
を
、
本
書
は
 
、
評
 者
の
見
 

万
か
ら
言
え
ば
、
「
著
者
の
関
心
と
資
料
解
読
、
そ
し
て
先
行
論
 文
理
解
 

と
い
う
三
考
が
ど
の
よ
う
に
客
観
的
に
妥
当
す
る
か
」
と
い
う
 
鋭
 点
 に
置
 

い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
学
的
姿
勢
を
礎
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
 え
 
に
 ,
 

幾
多
の
問
題
が
新
た
に
顕
在
化
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
 
、
 よ
八
十
重
目
 

の
よ
う
な
著
書
が
、
そ
の
領
域
の
研
究
者
各
々
の
立
場
か
ら
の
 
対
 詩
的
 関
 

係
の
充
実
を
促
進
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
さ
ら
に
大
き
く
寄
与
す
 るも
の
 

を
見
つ
け
出
し
得
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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本
書
の
著
者
、
待
合
憲
昭
教
授
（
駒
沢
短
期
大
学
仏
教
科
）
は
 
、
 日
本
 

の
 仏
教
学
界
に
お
け
る
唯
識
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
り
、
そ
の
 
研
 尭
成
果
 

が
 日
本
 は
 も
と
よ
り
海
外
の
研
究
者
か
ら
も
 任
 目
を
集
め
て
き
た
 
著
名
な
 

仏
教
学
者
で
あ
る
。
ま
た
、
教
授
は
唯
識
・
如
来
蔵
系
の
思
想
を
 「
 
@
 教
 

で
は
な
い
」
と
厳
し
く
批
判
す
る
、
「
本
覚
思
想
批
判
し
 

-
 
大
蔵
出
 版
 、
一
 

九
八
九
年
 -
 お
よ
び
「
批
判
仏
教
 L
-
 
大
蔵
出
版
、
一
九
九
 
0
 年
 ）
 に
 代
表
 

さ
れ
る
一
連
の
論
 
放
 に
よ
り
日
本
の
仏
教
界
に
大
き
な
波
紋
を
巻
 
き
 起
こ
 

し
た
こ
と
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
教
授
の
こ
の
方
面
の
論
 
致
 の
 一
部
 

は
 、
教
授
の
論
調
と
密
接
に
連
関
す
る
松
本
史
朗
博
士
の
諸
論
文
 
お
よ
び
 

内
外
の
研
究
者
に
よ
る
考
察
と
と
も
に
 甘
ョ
ら
 

ま
 す麓
 
「
 
口
 。
 目
 山
市
 ド
 c
-
 

ド
 の
韻
 ぃ
コ
 
の
 0
 且
の
隼
の
：
や
）
 

ぃ
 送
ぎ
㎏
ト
定
い
。
 簿
か
 
～
づ
石
戸
・
 
パ
き
 め
ぎ
 ト
マ
）
い
も
 

く
 。
 ド
 

の
ふ
 ～
～
 

ぃ
む
 
～
 由
ま
 
こ
も
 
討
汁
ま
 （
 
宙
 0
 コ
 0
 ざ
ぎ
 。
 C コ
写
浦
れ
 
（
 
ぜ
 0
 田
コ
 ぃ
 芝
田
 ヰ
 弔
 Ⅰ
。
の
の
 

）
 
ゅ
の
コ
 と
し
て
刊
行
さ
れ
、
海
外
で
も
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
の
 
で
あ
っ
 

た
 。
さ
ま
ざ
ま
な
面
に
お
い
て
、
日
本
の
仏
教
学
界
で
最
も
注
目
 
す
べ
き
 

研
究
者
の
一
人
で
あ
る
と
舌
口
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 

ム
コ
同
大
蔵
出
版
よ
り
刊
行
さ
れ
た
「
唯
識
思
想
論
考
 

ぬ
は
 、
 袴
谷
 教
授
 

袴
 合
憲
昭
 著
 

「
唯
識
思
想
論
考
」
 

山
部
能
 宜
 

大
蔵
出
版
 
二
 0
0
 

一
年
八
月
二
 0
 日
刊
 

A
5
 
判
八
四
 0
 
真
一
六
 0
0
0
 
円
 

序
論
イ
ン
ド
仏
教
思
想
史
に
お
け
る
 
ぺ
 。
 ゆ
 ざ
別
 r
a
 の
位
置
 

一
 

イ
ン
ド
仏
教
思
想
と
教
団
二
四
低
調
と
大
乗
非
仏
説
 弘
 
冊
 
-
 
Ⅰ
 

三
一
外
間
 転
 内
門
 転
 と
認
識
論
 

四
 

唯
識
思
想
の
評
価
と
批
   

第
一
部
文
献
と
伝
承
 

第
一
章
 

楡
伽
行
 派
の
文
献
 

第
二
章
 

敦
哩
 出
土
チ
ベ
ッ
ト
語
唯
識
文
献
 

 
 
 
 

第
三
章
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
マ
イ
ト
レ
ー
ヤ
の
立
法
の
軌
跡
 

 
 

 
 
 
 

第
四
章
唯
識
の
学
系
に
関
す
る
チ
ベ
ッ
ト
撰
述
文
献
 

 
 6

 

第
二
部
文
献
研
究
 

3
 

第
一
章
三
乗
 説
 の
一
典
拠
 

の
 研
究
の
最
初
期
よ
り
一
九
八
 0 年
代
半
ば
に
至
る
ま
で
の
唯
識
 関
係
の
 

王
要
 な
論
文
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
 
研
 先
史
上
 

重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
学
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
も
 
 
 

り
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
一
書
は
き
と
め
ら
れ
、
著
者
の
唯
識
閾
 
係
 論
文
 

目
録
や
詳
し
い
索
引
も
附
せ
ら
れ
て
容
易
に
参
看
で
き
る
よ
う
に
 
な
っ
た
 

こ
と
は
、
多
く
の
仏
教
研
究
者
に
多
大
の
便
宜
を
与
え
る
も
の
 で
あ
っ
 

て
、
 誠
に
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
著
者
自
身
も
指
摘
す
る
 
よ
う
に
 

市
賈
）
、
発
表
以
来
ほ
 
ほ
 四
半
世
紀
を
経
た
論
文
が
大
半
で
は
あ
 
る
が
、
 

そ
れ
ら
は
現
在
で
も
決
し
て
学
問
的
意
義
を
失
う
も
の
で
は
な
く
 
、
さ
ら
 

に
 殆
ど
全
て
の
論
文
の
末
尾
に
、
「
研
究
会
 

史
 」
と
し
て
、
そ
れ
 ぞ
れ
の
 

論
文
の
発
表
時
点
か
ら
現
在
ま
で
の
研
究
状
況
の
概
要
が
紹
介
さ
 
れ
て
い
 

る
こ
と
は
、
本
書
の
有
用
性
を
一
層
高
め
る
も
の
で
あ
る
。
貴
重
 
な
 論
文
 

集
の
刊
行
を
 
、
 心
よ
り
 慶
 び
た
い
と
思
う
。
 

本
書
で
は
、
以
下
の
構
成
の
も
と
に
諸
論
文
が
配
列
さ
れ
て
い
る
 
 
 



最
初
の
「
イ
ン
ド
仏
教
思
想
史
に
お
け
る
 ぺ
品
滞
 り
む
の
位
置
 」
 斗
 
@
@
 

み
、
 

本
論
文
集
に
お
け
る
唯
一
の
書
き
下
ろ
し
論
文
で
あ
り
、
教
授
の
 現
在
の
 

視
 占
か
ら
唯
識
思
想
に
対
す
る
思
想
史
的
位
置
づ
け
を
試
み
る
も
 の
で
あ
 

る
 。
こ
の
序
論
に
お
い
て
教
授
は
、
説
一
切
有
部
の
思
想
を
「
 外
在
宅
 

義
 」
、
唯
識
思
想
を
「
内
在
主
義
」
と
位
置
づ
け
、
前
者
が
仏
教
 
思
想
の
 

正
当
説
を
守
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
後
者
に
対
し
て
否
定
的
な
 
評
価
を
 

与
え
て
い
る
。
今
回
収
録
さ
れ
て
い
る
諸
論
文
の
大
部
分
は
 、
袴
 を
 教
授
 

卜
 ㌻
Ⅰ
 ヂ
苅
 
③
・
の
 

薄
 ～
 鑓
 と
い
Ⅰ
 討
 東
田
 
臣
 Ⅰ
～
 
ま
 ト
ロ
・
の
 

薄
 ～
 欝
 

第
二
章
 

鮨
き
ゑ
ぬ
ミ
ト
き
ぉ
 
～
～
 
の
め
 
～
 
r
s
 ｜
 解説
お
よ
び
和
訳
 

第
三
章
五
種
の
修
習
に
関
す
る
諸
文
献
 
1
 

｜
 和
訳
お
よ
び
註
記
  
 

第
四
章
ア
ー
ラ
ヤ
 識
 存
在
の
八
論
証
に
関
す
る
諸
文
献
 

第
五
章
末
～
 n
 ～
③
全
日
の
ぬ
 

ミ
晦
 S
 ぎ
ミ
 に
お
け
る
 ア
 ー
ラ
ヤ
識
の
規
 
定
 

第
六
章
 

ミ
き
せ
ぎ
窃
ぎ
き
ぎ
ミ
蕊
 
r
a
 
～
 
%
 ぬ
最
終
章
和
訳
 

第
七
章
 

玄
 英
訳
「
摂
大
乗
論
 釈
 」
に
つ
い
て
 

チ
ベ
ッ
ト
 訳
 と
の
比
較
に
よ
る
一
考
察
 

第
三
部
思
想
研
究
 

第
一
章
 

寄
 q
v
p
n
 

囲
 「
 ピ
り
考
 

第
二
章
滅
尽
 定
 % １
 

識
説
 に
お
け
る
そ
の
歴
史
的
意
義
 

 
 

第
三
章
，
 衰
 ㏄
 薄
セ
 Ⅰ
 お
さ
め
 
Ⅰ
 ぶ
晦
 き
こ
Ⅰ
に
お
け
る
心
意
識
 説
 

第
四
章
唯
識
 説
 に
お
け
る
法
と
法
性
 

第
五
章
唯
識
 説
 に
お
け
る
仏
の
世
界
 

（
四
種
清
浄
 法
 ）
の
構
造
 

第
六
章
二
一
 %
 低
低
）
 
考
 

第
七
章
ハ
冊
 沖
 油
井
）
 
考
 

が
 
「
内
在
五
義
」
に
傾
斜
し
て
い
た
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
 

あ
る
こ
 

 
 

と
は
教
授
自
身
が
認
め
る
と
こ
ろ
五
頁
 
-
 
で
あ
る
か
ら
、
教
授
 
の
 
現
在
㏄
 

 
 

の
 立
場
と
は
相
違
す
る
部
分
が
多
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
 

こ
 の
占
、
 

 
 
 
 
 
 
 
 

「
あ
と
が
き
」
に
お
け
る
所
述
 

-
 七
九
 0
 貞
 -
 か
ら
判
断
す
る
な
 
ら
ば
 

教
授
自
身
は
、
今
後
仏
教
教
団
史
研
究
を
経
て
唯
識
思
想
批
判
を
 
展
開
し
 

て
い
く
た
め
の
一
つ
の
準
備
作
業
と
し
て
ム
コ
回
の
論
文
集
を
と
ら
 

え
て
い
 

る
よ
う
で
あ
る
一
な
お
、
そ
こ
で
予
告
さ
れ
て
い
る
教
団
史
研
究
 
は
、
本
 

書
評
執
筆
中
に
「
仏
教
教
団
史
論
」
 

-
 大
蔵
出
版
、
二
 
0
0
 
二
年
 口
 と
し
 

て
 刊
行
さ
れ
て
い
る
 
一
 。
 

第
一
部
は
、
 

楡
伽
行
 派
の
文
献
を
め
ぐ
る
伝
承
を
検
討
し
つ
つ
  
 

行
 旅
 文
献
に
対
す
る
包
括
的
な
見
通
し
を
与
え
る
諸
論
文
を
集
め
 
 
 

で
あ
る
 
-
 な
お
、
著
者
は
序
論
 -
 一
六
頁
 口
 に
お
い
て
、
 

ぺ
 。
 幅
曲
 ㌫
③
を
 

「
 実
 修
行
派
」
と
訳
す
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
が
、
こ
の
書
評
で
 は、
序
 

論
 以
外
の
本
書
の
大
部
分
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
 
楡
伽
 行
旅
」
 
な
 る
 名
称
 

を
 用
い
る
こ
と
と
し
た
い
Ⅱ
第
一
章
で
は
、
 楡
 加
行
派
の
典
拠
 と
な
っ
 

た
 諸
経
典
を
概
観
し
た
の
ち
、
 
プ
 ト
ゥ
ン
の
「
仏
教
典
」
に
示
さ
 

れ
る
 マ
 

イ
ト
レ
ー
ヤ
の
立
法
、
ア
サ
ン
ガ
の
 

セ
 輪
輿
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
 
 
 

書
の
枠
組
み
に
従
っ
て
、
詰
論
書
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
 
は
 
「
 講
 

座
 
・
大
乗
仏
教
」
シ
リ
ー
ズ
の
第
八
巻
「
唯
識
思
想
し
 

-
 春
秋
社
 

一
九
 

八
二
年
一
に
初
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
簡
潔
に
 
稔
 加
行
旅
文
献
の
 
全
体
像
 

を
 叙
述
す
る
概
説
と
し
て
極
め
て
有
益
で
あ
る
。
私
自
身
を
含
め
 
、
本
稿
 

を
 貴
重
な
指
針
と
し
て
き
た
研
究
者
は
多
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 

ム
 「
回
、
 か
 

な
り
詳
細
な
「
研
究
会
 史
 」
が
加
え
ら
れ
て
初
出
後
の
約
二
 

0
 午
  
 

る
 重
要
な
成
果
が
補
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
今
後
と
も
斯
学
を
志
 
す
 者
に
 

と
っ
て
有
益
な
手
引
き
と
し
て
、
長
く
活
用
さ
れ
続
け
て
い
く
こ
 
と
と
 思
 



書評と紹介 

わ
れ
る
。
第
二
章
は
 
、
ハ
｜
 九
世
紀
の
チ
ベ
ッ
ト
支
配
 斯
 の
 敦
埠
 
に
 由
来
 

す
る
チ
ベ
ッ
ト
語
唯
識
文
献
を
調
査
し
、
前
期
仏
教
伝
播
 
期
 に
お
 け
る
チ
 

ベ
ッ
ト
 語
 仏
典
の
状
況
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
行
の
西
蔵
 大
蔵
経
 

所
収
 本
 よ
り
も
古
形
を
留
め
る
「
解
深
密
経
」
が
存
在
す
る
こ
 と
、
 「
 マ
 

イ
ト
レ
ー
ヤ
の
立
法
」
の
伝
承
が
 

敦
埠
 チ
ベ
ッ
ト
文
献
に
は
確
認
 

で
き
な
 

い
 こ
と
、
「
四
分
説
」
や
「
六
合
釈
」
を
論
ず
る
法
相
宗
系
文
献
 
 
 

ッ
ト
 訳
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
、
等
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
が
特
に
 
重
要
で
 

あ
る
。
第
三
章
は
、
前
章
で
の
知
見
を
ふ
ま
え
、
「
マ
イ
ト
レ
ー
 
ヤ
 の
 丘
 

法
 」
の
伝
承
が
、
十
一
世
紀
の
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
に
お
け
る
神
秘
 王 義
 的
便
 

向
 に
由
来
す
る
こ
と
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
第
四
章
で
は
、
 

イ
  
 

識
 の
 学
 系
に
関
す
る
チ
ベ
ッ
ト
伝
承
と
し
て
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
 る
 
「
 聖
 

典
 追
従
唯
識
派
」
と
「
論
理
追
従
唯
識
派
」
、
ま
た
「
有
形
象
  
 

「
無
形
象
派
」
の
典
拠
と
な
っ
て
い
る
、
ジ
ャ
ム
 

サ
 ン
シ
ェ
ー
 パ
 と
 チ
ャ
 

ン
キ
ャ
の
「
宗
義
 
書
 」
の
 

記
述
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
 

-
 

第
二
部
は
、
 
楡
加
 行
派
の
個
別
の
文
献
を
め
ぐ
る
研
究
を
集
め
  
 

の
で
あ
る
。
第
一
章
は
、
有
情
の
多
様
性
を
示
す
典
拠
と
し
て
 幾
 っ
か
 

の
楡
伽
 行
 旅
 文
献
に
引
用
さ
れ
る
も
か
め
さ
き
 簗
 。
 
め
憶
 
れ
き
三
悪
 文
聚
 経
 %
 
 な
 

る
 、
ア
ク
シ
ャ
の
実
の
堆
積
の
讐
楡
を
説
く
経
典
を
調
査
し
、
 

そ
 れ
が
 基
 

本
 的
に
「
 雑
 阿
含
経
」
第
四
四
四
経
に
対
応
す
る
こ
と
を
示
し
て
 
 
 

第
二
章
は
、
一
切
法
の
不
可
説
性
に
関
連
し
て
中
観
派
と
唯
識
派
 
0
 双
方
 

じ
め
多
く
の
唯
識
文
献
に
現
れ
る
「
五
種
の
修
習
」
（
総
合
的
 

が
 引
用
す
る
㏄
⑧
 ぬ
 v
a
 
め
 
ぬ
ミ
 ト
 あ
き
～
 
汗
ミ
 S
 
 三
生
存
の
転
移
と
い
う
 

経
き
を
 

な
 修
習
 

検
討
し
、
そ
れ
が
曲
ミ
 "
p
 

ま
 ～
 
ゴ
 
⑧
Ⅰ
 ま
愈
 ぬ
ま
 桶
ミ
 S
 

異
父
子
会
集
 経
き
と
 

非
常
に
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
前
者
の
全
文
 
を
チ
ベ
 

ッ
ト
 訳
か
ら
和
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
三
章
は
、
「
摂
大
乗
論
 
し
を
は
 

-
 
の
㏄
白
手
 
ぎ
コ
 a
 。
 
ヴ
プ
 
a
v
a
 
コ
 出
、
無
相
の
修
習
丁
日
 
き
 （
 
巨
 ・
 
ヴ
ア
り
 
せ
 い
 コ
ド
 

１
ロ
 
、
 

は
か
ら
い
の
な
い
修
習
 
団
コ
斜
ヴ
プ
 

。
 幅
 p
.
6
 

プ
リ
で
㏄
 

コ
巴
 、
激
し
 
い
 修
習
 

ざ
 （
（
 
り
ロ
 
（
 
a
.
 

ヴ
ァ
 

目
鉗
巴
 、
飽
く
こ
と
の
な
い
修
習
 
団
 自
ち
 
㎡
Ⅰ
の
行
り
 

ヴ
 す
り
 
4
 の
コ
 
%
-
 の
 説
明
を
比
較
検
討
し
た
も
の
。
第
四
章
は
 、
初
 
期
ア
｜
 

ラ
ヤ
講
説
の
典
拠
と
し
て
重
要
な
、
「
 
楡
伽
師
 地
誌
 口
 「
 
摂
 決
択
 分
 」
冒
頭
 

に
 現
れ
る
 ァ
 ー
ラ
ヤ
識
の
八
論
証
を
、
「
大
乗
阿
毘
達
磨
耗
 

集
論
 」
に
 引
 

用
 さ
れ
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
文
か
ら
和
訳
し
て
考
察
し
た
も
 
の
で
あ
 

り
 、
第
五
章
は
、
「
 楡
伽
師
弛
め
遡
 
「
 
摂
 決
択
 分
 」
で
上
述
の
八
論
 証
に
続
 

い
て
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
活
動
と
消
滅
を
詳
説
す
る
箇
所
を
チ
ベ
ッ
 

ト
 調
よ
 

り
 和
訳
し
て
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
四
章
の
初
出
は
一
九
 
セ
 八
年
、
 

第
五
章
は
一
九
 
セ
 九
年
で
あ
っ
て
、
と
も
に
 
鼠
日
ヴ
の
 「
（
の
 リ
 ア
 ヨ
岸
 

プ
 リ
目
お
コ
 
-
 玉
 ぎ
志
 史
ミ
苗
 
Ⅰ
 ミ
 Ⅰ
・
 0
 さ
 ～
か
 
め
 0
 こ
 ㎏
 ぎ
め
ぉ
 も
 き
 ㏄
 め
 a
 へ
 
せ
 
も
 幸
臣
 き
 

ま
黛
 ～
色
ひ
 

n
Q
 

ぉ
 ～
 
S
 ～
 9
 
ぎ
も
へ
陳
 
X
b
 
め
 め
目
き
 連
 ～
～
も
め
も
さ
・
 

り
で
の
Ⅰ
け
 

り
 

（
 
円
 c
 拝
 せ
 0
-
 
円
す
 e
H
 
コ
づ
 
。
Ⅱ
 
つ
い
巳
 
0
 コ
田
 Ⅰ
 
コ
の
 
（
 
ヰ
目
 
（
の
 ト
 
0
 Ⅰ
 吊
 
W
 
丘
山
ロ
 
す
 @
 
切
ヰ
 
の
 づ
口
口
 

@
0
 
の
。
 

+
 
の
 ㏄
 コ
に
 先
行
す
る
 
ア
 ー
ラ
ヤ
 識
 研
究
と
し
て
重
要
な
も
の
で
あ
 る
 。
 第
 

六
章
は
、
「
大
乗
荘
厳
経
ぬ
型
に
対
す
る
無
性
の
複
 

註
 
「
大
乗
 荘
 蔵
経
論
 

広
註
 」
の
最
終
部
分
を
和
訳
し
た
も
の
で
、
一
九
八
一
年
か
ら
 一
 九
八
二
 

年
に
か
け
て
の
 
袴
谷
 教
授
の
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
マ
ン
ソ
ン
 校 滞
在
中
 

に
 、
現
在
は
い
ず
れ
も
第
一
線
の
仏
教
研
究
者
と
し
て
活
躍
し
て
   

当
時
の
同
校
の
大
学
院
生
 達
 と
共
に
行
わ
れ
た
講
読
の
成
果
の
 一
 部
 で
あ
 

る
 。
な
お
、
同
講
読
の
成
果
は
 

、
 別
に
ぎ
 日
ト
 
Q
 ユ
ヨ
手
の
 
-
N
 0
 ユ
ド
オ
 
@
 

ヱ
の
 す
り
 
ゴ
ぃ
ゼ
 

（
 
p
,
 Ⅰ
。
オ
コ
 
巾
 ・
 パ
 ㏄
の
コ
リ
コ
。
ぃ
二
ロ
㌧
 

麓
 三
ド
・
の
 毒
 ㏄
二
の
。
 

 
 

 
 
 
 

あ
 0
%
 ま
隈
卜
き
ね
 下
ぃ
 
ざ
 ～
ざ
 
%
 
ト
ド
 m
 韻
 む
あ
き
 
め
さ
 
㌔
 
簗
 ま
も
 
せ
 
0
%
 
 
ト
 
こ
 い
 

ゴ
ぬ
ぉ
 
～
討
の
こ
 
飽
 ～
 
め
ぺ
 叉
も
き
⑧
 ゆ
ぉ
げ
，
 寒
ぎ
 せ
寒
 ⑧
 ぬ
ふ
 
ゆ
き
 ぎ
，
 
 
 

ぺ
 0
 卸
 。
 O
 Ⅹ
 h
o
 
「
 
巨
 C
 コ
ア
の
「
の
一
号
 

巾
 「
幼
ダ
 お
 ㏄
 S
 
と
い
う
大
部
の
著
 
 
 



て
 公
刊
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
第
七
章
は
、
「
 

摂
 大
乗
 払
理
 無
性
 釈
 の
 思
 

想
 史
的
位
置
づ
け
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
従
来
 無 注
釈
は
玄
 芙
 訳
 に
よ
 

っ
て
研
究
さ
れ
、
「
成
唯
識
論
」
の
先
駆
形
態
を
示
す
も
の
で
あ
 

る
と
 見
 

徴
 さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
 
袴
谷
 教
授
は
同
駅
 の
 チ
ベ
ッ
ト
訳
を
検
 
訂
 す
る
 

こ
と
に
よ
り
、
無
性
釈
は
実
は
「
摂
大
乗
論
」
の
忠
実
な
註
釈
 
書
 で
あ
る
 

と
 指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
 

第
三
部
に
は
、
 
楡
 跡
付
派
の
思
想
に
関
わ
る
個
々
の
課
題
を
取
り
 上げ
 

て
 検
討
し
た
論
文
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。
第
一
章
で
は
、
「
倶
舎
 
ぬ
珊
 
」
 中
 

に
 ㌧
 由
 「
 
つ
り
い
い
 

（
 奉
宍
 昔
の
先
生
た
ち
し
の
 説
 と
し
て
言
及
さ
れ
 る
 十
一
 

の
 学
説
を
検
討
し
、
そ
の
殆
ど
全
て
が
 楡
伽
 行
旅
文
献
に
ト
レ
ー
 
ス
 で
き
 

る
か
、
も
し
く
は
ト
レ
ー
ス
で
き
る
可
能
性
の
高
い
も
の
で
あ
る
 
こ
と
を
 

指
摘
し
て
い
る
 
-
 
初
出
一
九
八
六
年
）
。
本
稿
は
短
編
で
は
あ
る
 

が
、
そ
 

の
後
所
分
野
の
研
究
者
達
に
よ
り
次
々
と
発
表
さ
れ
た
、
「
倶
舎
 
払
珊
ロ
と
 

楡
伽
 行
 旅
 文
献
 
一
 特
に
「
 楡
伽
師
地
ゑ
醒
 ）
と
の
密
接
な
関
係
を
 指
摘
す
 

る
 諸
論
文
の
一
つ
の
先
駆
け
と
な
っ
た
重
要
な
論
文
で
あ
る
。
 第
二
章
 

は
 、
ア
ー
ラ
ヤ
講
説
 と
 染
汚
貢
税
に
対
す
る
滅
尽
定
の
意
義
を
考
 察し
た
 

も
の
 
一
 
初
出
一
九
 
セ
 五
年
 -
 。
こ
れ
も
短
編
で
あ
る
が
、
そ
の
後
 つ
 曲
目
 
-
 ㌔
 

0
%
 棄
 ぎ
す
 
ダ
 0
 ぉ
い
 め
 ～
 
3
 校
 亡
き
 

@
 避
荘
 
ざ
め
 
り
 
・
・
 
田
ま
荘
 
㌔
 こ
細
卜
ぎ
簿
 ～
 
れ
ぉ
 
～
～
 

0
 ぉ
 Ⅰ
 お
 ㌔
 ヰ
 
寸
心
 

き
 キ
ミ
ミ
お
。
 

堅
 ㌧
 ト
心
卜
 

～
 
氏
ま
 （
「
㏄
 
ぴ
 a
-
-
 

の
・
 

ロ
 -
0
 
毬
コ
の
 O
E
 
い
 ）
の
㏄
の
 

-
 や
、
シ
 

ユ
 ミ
ッ
ト
ハ
ウ
ゼ
 
ノ
 前
掲
 書
宙
 お
 こ
 
で
さ
ら
に
論
究
さ
れ
る
こ
 
と
と
な
 

る
 重
要
な
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
第
三
章
は
、
教
授
の
 
修
士
論
 

文
 
-
 未
発
表
、
一
九
六
九
年
）
を
改
稿
し
て
発
表
し
た
も
の
（
 
初
 世
一
九
 

セ
 八
年
）
。
当
時
仏
教
学
界
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
 
宇
 井
伯
寿
 

博
士
の
研
究
は
、
真
諦
 訳
 世
親
和
が
「
摂
大
乗
論
目
の
原
義
を
も
 つ
と
も
 

忠
実
に
伝
え
る
も
の
と
 
見
徴
 し
て
重
視
し
、
女
装
試
論
書
に
不
審
 0
 目
を
 

向
け
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
 

袴
谷
 教
授
は
本
稿
に
お
い
て
、
チ
ベ
 

ツ
 ト
 調
 

 
 

を
も
含
め
た
諸
訳
を
等
し
く
考
慮
に
入
れ
て
共
通
の
原
典
形
態
を
 
志
向
 す
 

㏄
 

る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
 
提
 舌
口
は
、
当
時
 
同
様
の
 

 
 

視
 占
か
ら
「
摂
大
乗
論
」
の
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
た
荒
牧
 曲
 @
 
俊
 博
士
 

二
 肩
書
き
は
現
在
の
も
の
 
-
 の
方
法
論
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
 

あ
り
、
 

こ
の
よ
う
な
研
究
態
度
は
、
そ
の
後
刊
行
さ
れ
た
長
尾
雅
人
「
 
摂
 大
乗
論
 

和
訳
と
注
解
」
 
@
 
下
、
講
談
社
、
一
九
八
二
 ｜
 
一
九
八
七
 年
 -
 に
 

お
い
て
、
一
つ
の
集
大
成
を
み
る
こ
と
と
な
る
。
持
谷
教
授
は
 
、
 こ
の
よ
 

う
な
方
法
論
を
用
い
て
、
本
稿
で
は
「
摂
大
乗
論
目
の
心
意
識
 
説
 を
め
ぐ
 

る
 難
解
な
一
節
 -
 
「
心
体
第
三
」
 
-
 の
意
味
を
解
釈
し
よ
う
と
し
て
 
 
 

教
授
の
最
終
結
論
そ
の
も
の
は
、
そ
の
後
長
尾
博
士
 
-
 前
掲
 圭
 目
上
、
 

一
 0 セ
ー
 
一
一
 0
 真
一
 
や
 シ
ュ
ミ
ッ
ト
ハ
ウ
ゼ
 
ノ
 教
授
一
 "
 ハ
 ま
の
 
ト
 内
生
年
 

コ
へ
 
ぬ
こ
 
Q
y
-
a
n
 

さ
 り
 
も
 
ぶ
 め
 ま
き
 
Ⅰ
 望
，
ぎ
 
雲
井
 昭
 善
博
士
古
稀
記
念
会
 福
冨
 云
 

邦
昭
善
博
士
古
稀
記
念
仏
教
と
異
宗
教
」
手
業
奇
書
店
、
一
 

九
八
五
 

年
 -
 に
よ
り
否
定
さ
れ
、
持
谷
教
授
も
そ
の
批
判
を
受
け
入
れ
 て
い
る
 

-
 
本
書
、
六
五
八
 
｜
 六
五
九
頁
 -
 の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
シ
ュ
、
 
 
 

ハ
ウ
ゼ
 ノ
 教
授
自
身
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
 宜
 別
掲
論
文
、
一
五
 
三
頁
 @
 

最
終
結
論
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
厳
密
な
 
検
討
 過
 

程
を
決
し
て
無
生
息
 味
 に
す
る
の
で
は
な
く
、
本
稿
で
著
者
が
展
開
 
し
た
 文
 

就
 学
的
検
討
か
ら
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
、
今
日
酒
多
い
よ
う
に
私
に
 
も
思
わ
 

れ
る
。
 
袴
谷
 教
授
が
 、
 敢
え
て
本
稿
を
本
書
に
収
録
す
る
途
を
選
 
ば
れ
た
 

こ
と
を
、
私
個
人
と
し
て
も
 
慶
 び
た
い
と
思
う
。
 

第
四
章
以
下
で
は
、
真
理
の
世
界
 -
 法
性
・
法
界
一
と
、
現
象
 世
 界
な
 

い
し
有
情
と
の
関
わ
り
が
テ
ー
マ
と
さ
れ
る
。
第
四
章
で
は
、
 

言
 譜
 表
現
 

し
え
な
い
法
性
の
世
界
か
ら
、
舌
口
語
表
現
さ
れ
た
法
の
世
界
へ
と
 

向
か
う
 



書評と紹介 

教
説
 と
し
て
の
三
性
説
の
性
格
が
論
じ
ら
れ
る
。
第
五
章
で
は
、
 

三
性
説
 

の
う
ち
の
 円
成
 実
性
を
構
成
す
る
「
四
種
清
浄
 法
 」
、
即
ち
 、
本
 性
 清
浄
、
 

岳
垢
 清
浄
、
 道
 清
浄
、
所
縁
清
浄
が
論
じ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
 

自
覚
化
 

さ
れ
て
い
な
い
単
な
る
本
来
的
な
真
理
の
世
界
一
本
性
清
浄
 -
 で
は
な
 

く
 、
 教
 諒
 
-
 所
縁
清
浄
 -
 に
 基
づ
く
実
践
（
 
道
 清
浄
）
に
よ
っ
て
 
自
覚
 さ
 

れ
た
真
理
盛
 @
 括
清
浄
一
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
る
。
ま
た
こ
こ
 で
も
 

言
語
が
内
的
体
験
を
あ
る
が
ま
ま
に
表
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
 
あ
る
に
 

も
か
か
わ
ら
ず
、
仏
の
内
的
体
験
（
仏
の
世
界
 
-
 は
 、
 教
説
 と
い
 ,
 
つ
 舌
口
五
町
 

を
 通
し
て
伝
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
 
が
 佳
士
 
串
心
 

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
の
論
調
は
、
あ
く
ま
で
も
 
=
@
 

ロ
ま
巾
に
よ
 
る
 論
理
 

的
 ・
批
判
的
思
考
の
重
要
性
を
強
調
す
る
 

袴
谷
 教
授
の
近
年
の
主
 
張
 と
は
 

か
な
り
色
合
い
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
論
文
で
述
 
 
 

て
い
る
こ
と
が
必
ず
し
も
教
授
の
現
在
の
王
 
張
 で
は
な
い
こ
と
に
 
は
 注
意
 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
授
の
最
近
の
論
放
と
比
較
し
な
が
ら
 
吐
 
-
m
 
む
 む
 

ら
ば
、
教
授
の
思
索
の
変
遷
の
跡
が
窺
え
て
、
興
味
深
い
こ
と
 で
あ
ろ
 

う
 。
第
六
章
は
、
高
崎
直
道
博
士
お
よ
び
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ハ
ウ
ゼ
 ノ 教
授
に
 

よ
る
詳
細
な
「
 
転
依
 」
⑨
 s
r
a
 

せ
甲
罵
 「
目
付
（
 

t
@
 

ト
 ，
 
p
a
 
あ
せ
 ㎡
（
（
 

ご
 研
究
 を
 承
け
 

て
 、
「
阿
毘
達
磨
 集
論
 」
に
現
れ
る
「
三
種
 転
依
 」
（
「
小
伝
 依
 」
、
 「
 道
転
 

依
 」
、
「
錘
重
 転
依
 」
 -
 と
い
う
三
つ
の
複
合
語
の
意
味
を
検
討
し
  
 

で
あ
る
。
 
転
依
論
は
 、
そ
の
後
佐
久
間
芳
範
博
士
の
一
連
の
論
 放
 に
よ
 

り
 、
さ
ら
に
研
究
が
深
め
ら
れ
て
い
る
。
 

第
セ
 章
で
は
、
比
較
的
 後
期
の
 

文
献
で
あ
る
「
仏
地
経
論
 目
や
 
「
 
成
 唯
識
 払
哩
 に
お
い
て
は
、
 
袴
 各
 教
授
 

の
 重
視
す
る
「
無
垢
清
浄
」
よ
り
む
し
ろ
「
本
性
清
浄
」
の
側
面
 
が
 強
調
 

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
唯
識
思
想
史
上
の
変
質
を
 
比
目
見
 

暴
 L
 Ⅰ
 

し
て
い
る
と
論
じ
る
の
で
あ
る
。
 

以
上
、
極
め
て
不
充
分
な
が
ら
、
私
な
り
に
本
書
の
内
容
を
概
観
 
し
て
 

み
た
。
各
部
分
に
つ
い
て
か
な
り
精
粗
の
差
の
あ
る
要
約
で
あ
っ
 
た
と
は
 

い
え
、
本
書
が
極
め
て
重
厚
な
文
献
学
的
研
究
か
ら
な
る
論
文
集
 
で
あ
る
 

と
い
う
こ
と
は
一
応
示
し
得
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
も
と
 よ
り
、
 

種
々
の
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
論
文
を
集
成
し
た
論
文
集
で
あ
り
、
 

全
体
が
 

最
初
か
ら
一
貫
し
た
構
想
の
も
と
に
執
筆
さ
れ
た
と
い
う
性
質
の
 
著
作
で
 

は
な
い
た
め
、
そ
の
全
体
像
を
簡
潔
に
ま
と
め
る
と
い
う
の
は
 
容
 男
 な
こ
 

と
 で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
ム
コ
 回
 改
め
て
本
書
を
通
読
し
て
み
る
 と
、
本
 

書
の
各
論
文
の
背
後
に
は
、
い
く
つ
か
の
基
本
的
な
問
題
意
識
が
 
共
通
し
 

て
 看
取
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ま
、
私
の
責
任
に
お
い
て
 
そ
れ
を
 

示
す
な
ら
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
 

う
か
 
（
一
部
重
複
す
る
と
こ
 ろ
が
あ
 

る
 -
 。
㈹
「
マ
イ
ト
レ
ー
ヤ
の
立
法
」
お
よ
び
そ
の
他
の
唯
識
論
 書
や
唯
 

識
 の
 学
 系
に
関
す
る
チ
ベ
ッ
ト
伝
承
の
解
明
一
第
一
部
の
諸
論
文
 
、
第
二
一
 

邸
第
七
寸
 邑
 。
㈲
 ア
 ー
ラ
ヤ
講
説
、
お
 
ょ
ぴ
 そ
れ
と
関
連
す
る
 種
 子
読
め
 

解
明
（
第
二
部
、
第
一
・
四
・
五
章
、
第
三
部
、
第
二
・
三
上
呈
 
。
 日
法
 

性
 
・
三
性
説
、
お
よ
び
そ
れ
と
関
わ
る
舌
口
語
慣
習
や
実
践
の
問
題
 

の
 考
究
 

（
第
二
部
、
第
二
・
三
・
六
章
、
第
三
部
、
第
四
章
以
下
）
。
㈲
 

 
 

唯
識
文
献
の
性
格
や
、
地
文
献
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
検
討
 -
 
策
 
一
部
、
 

第
一
章
、
第
二
部
、
第
七
章
、
第
三
部
、
第
一
・
三
章
）
。
 

こ
れ
ら
の
詰
論
 
孜
は
 、
大
部
分
が
上
述
し
た
唯
識
・
如
来
蔵
 思
相
   

以
前
の
も
の
で
あ
っ
て
、
堅
実
な
文
献
学
者
と
し
て
の
 
袴
谷
 教
授
 の
 真
面
 

目
を
遺
憾
な
く
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
研
究
の
 
進
展
に
 

伴
っ
て
後
の
「
批
判
仏
教
」
へ
と
つ
な
が
る
問
題
意
識
が
少
し
ず
 
つ
 教
授
 

の
な
か
に
兆
し
て
い
っ
た
様
子
も
見
て
取
れ
て
、
興
味
深
い
も
 3
6
5
 

る
 。
特
に
、
本
書
の
申
で
は
最
後
期
の
論
文
で
あ
る
第
一
部
、
 第
三
章
 



一
 初
出
一
九
八
六
年
 -
 は
 、
「
批
判
仏
教
」
の
理
論
的
枠
組
み
を
 

与
え
た
 

松
本
史
朗
博
士
の
「
如
来
蔵
思
想
は
仏
教
に
あ
ら
ず
」
口
印
度
 
学
 仏
教
学
 

研
究
」
三
五
二
 -
 、
一
九
八
六
年
と
相
前
後
す
る
も
の
で
あ
り
、
 

チ
ベ
ッ
 

ト
 仏
教
 
一
 特
に
ゲ
ル
ク
派
 -
 の
価
値
判
断
に
基
づ
い
て
、
中
観
的
 

視
占
か
 

ら
 唯
識
を
批
判
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
、
「
批
判
仏
教
」
的
な
 
問
題
意
 

識
 が
か
な
り
明
確
に
看
取
さ
れ
る
。
ま
た
、
第
三
部
、
第
七
章
一
 
初
出
一
 

九
セ
 六
年
 -
 は
 、
比
較
的
初
期
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
「
本
性
 
清
 浄
 」
 の
 

世
界
に
対
す
る
や
や
批
判
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
 や
 、
如
来
蔵
思
想
と
 
法
相
宗
 

と
が
「
そ
の
思
考
形
態
に
お
い
て
同
じ
発
想
を
基
盤
と
す
る
」
と
 
述
べ
る
 

と
こ
ろ
（
七
六
六
頁
）
 
な
ビ
 に
は
、
後
の
如
来
蔵
・
唯
識
思
想
 

批
  
 

つ
め
 伏
線
を
見
て
取
る
こ
と
も
可
能
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
 
れ
に
せ
 

ょ
 、
今
回
の
論
文
集
は
、
「
批
判
仏
教
」
の
背
後
に
あ
る
文
献
学
 
的
 研
究
 

を
 知
る
た
め
に
も
、
教
授
の
思
索
の
変
遷
の
あ
と
を
辿
る
た
め
に
 
 
 

め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

以
下
、
残
さ
れ
た
紙
幅
を
使
っ
て
、
本
書
に
対
す
る
若
干
の
私
見
 
キ
乞
叶
迎
 

へ
 て
み
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
限
ら
れ
た
紙
数
で
、
本
書
の
よ
 
う
な
 浩
 

%
 
な
論
文
集
の
全
て
の
論
点
に
コ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
は
到
底
不
可
 
能
 で
あ
 

る
か
ら
、
こ
こ
で
は
 
ア
 ー
ラ
ヤ
講
読
に
関
す
る
も
の
、
そ
れ
も
 
第
 二
部
、
口
 

第
四
章
「
ア
ー
ラ
ヤ
 
識
 存
在
の
八
論
証
に
関
す
る
諸
文
献
」
に
論
 
 
 

 
 

ラ
ヤ
 識
 

説
 は
い
う
ま
で
も
な
く
唯
識
 説
 に
お
け
る
極
め
て
重
要
な
理
論
で
 

あ
る
に
 

も
か
か
わ
ら
ず
、
近
年
そ
れ
 一
 
特
に
「
 楡
伽
師
 拙
論
 口
や
 
「
 
摂
大
 垂
木
 
ョ
珊
 
」
 

に
 現
わ
れ
る
初
期
の
も
の
）
を
め
ぐ
る
研
究
は
活
発
と
は
言
い
難
 
く
、
本
 

書
の
刊
行
を
機
に
 
ア
 ー
ラ
ヤ
識
を
め
ぐ
る
 
乱
甜
が
 再
び
活
性
化
す
 
る
こ
と
 

を
 期
待
す
る
か
ら
で
あ
る
。
 

第
一
論
証
の
一
部
、
 
ピ
 0
 コ
 い
 せ
の
コ
 

%
 艮
ピ
 0
 ロ
 り
ピ
注
 v
 こ
 コ
創
 
コ
ゅ
ち
呼
ぃ
 
く
い
 
Ⅱ
 
け
 

 
 

ゆ
 叶
の
侍
薄
色
 
0
 く
 ㏄
巨
の
 
コ
 0
 で
 り
ヰ
 
叶
 
い
セ
 ㏄
 
ゼ
ゆ
笘
 ゆ
く
曲
四
り
づ
㏄
㏄
 

ピ
轄
コ
 
廷
で
 
W
 億
片
 
り
 
（
 
m
d
@
 
 

コ
ハ
 

㏄
 

尼
寺
 ぃ
 （
の
一
本
書
 三
 二
八
頁
前
引
一
 
な
 、
著
者
は
も
と
も
と
「
 そ
 れ

ぞ
れ
 

の
 基
層
に
よ
っ
て
あ
る
識
が
活
動
す
る
な
ら
、
ほ
か
な
ら
ぬ
 そ
 
「
の
 基
 

層
一
は
、
そ
 

-
 の
誠
一
に
よ
っ
て
統
御
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
 

残
  
 

基
層
 -
 は
 統
御
さ
れ
な
い
、
と
い
う
な
ら
、
 

-
 統
御
さ
れ
て
い
な
  
 

な
 基
層
は
経
験
上
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
」
適
切
で
は
な
い
」
 

窯
 
 
 

著
者
に
よ
る
補
い
 
-
 と
訳
し
て
い
た
 

-
 三
三
九
 ｜
 三
四
 0
 真
 -
 の
 で
あ
る
 

が
、
官
 （
 ぎ
 し
が
 a
s
r
 

ど
田
一
ヨ
 ・
 
-
 を
受
け
得
な
い
と
い
う
理
由
  
 

三
五
五
頁
、
 
註
 -
 
㏄
）
参
照
 一
 、
「
研
究
会
 史
 」
三
五
九
頁
 -
 に
 お
い
て
 

「
そ
れ
ぞ
れ
の
基
層
一
眼
 
-
 に
よ
っ
て
あ
る
識
が
活
動
す
る
な
ら
 

、
ま
さ
 

に
そ
ロ
 の
あ
る
誠
一
だ
け
が
そ
一
の
基
層
 -
 
眼
 ニ
 
に
よ
っ
て
 
統
 御
さ
れ
 

る
で
あ
ろ
う
が
、
残
り
 

-
 の
 識
 」
は
統
御
さ
れ
な
い
、
と
い
う
わ
 け
で
、
 

-
 ア
ー
ラ
ヤ
識
が
な
け
れ
ば
、
基
層
の
統
御
は
 
ロ
 適
切
で
は
な
い
 
」
と
 改
 

め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
識
が
白
眼
を
執
 
受
 
-
 統
御
・
維
持
 一
 す
る
 

と
い
う
の
は
定
ま
っ
た
教
理
で
、
こ
の
関
係
を
逆
転
さ
せ
る
こ
と
 
は
 困
難
 

で
あ
ろ
う
。
諸
漢
訳
三
輪
 伽
師
 地
誌
」
「
大
正
蔵
経
 
三
 0
 善
一
、
 五
七
九
 

頁
 b
 三
行
、
「
決
定
 蔵
払
 理
一
大
正
蔵
経
 三
 O
 巻
 u
 、
 
一
 0
 
一
八
頁
 c
  
 
一
 Ⅰ
 
/
 

行
 、
「
顕
揚
聖
教
論
」
「
大
正
蔵
経
三
一
巻
 
ロ
 、
五
六
五
 
b
 三
 １
匹
 @
-
 が
 

い
ず
れ
も
、
（
 a
t
 
が
 ゅ
ぃ
 
「
ど
 う
 を
指
す
こ
と
を
明
示
し
た
訳
に
な
 っ
て
 い
 

る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
三
大
乗
阿
毘
達
磨
 雑
集
ぬ
遡
 
一
大
正
蔵
経
 一
一
一
一
一
、
 

セ
 0
 
一
頁
 b
 
一
セ
 行
は
や
や
不
明
確
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
も
恐
ら
 
 
 

趣
旨
で
あ
ろ
う
て
こ
こ
は
む
し
ろ
見
本
の
方
に
何
ら
か
の
混
乱
 が
あ
る
 

の
だ
と
考
え
て
、
 
梵
 本
の
訂
正
を
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
 
 
 

第
一
一
論
証
に
お
け
る
、
 団
 チ
リ
 す
ピ
 ㏄
 オ
リ
 
（
 
ゼ
ぃ
笘
 
㏄
ゼ
ロ
 幅
い
 
で
 り
 山
印
 い
 ㏄
 
斤
廷
 



書評   
オ
り
 
（
）
）
 

ド
の
へ
 

い
 ゼ
り
つ
 
い
 隼
 せ
こ
目
り
 

芹
目
 
。
マ
 
リ
 （
～
）
㏄
 

リ
へ
り
隼
 

@
 
（
 
ド
 ・
 
ド
コ
ゼ
 
㏄
 由
 
㏄
 コ
 
@
 り
，
 
・
 
セ
 こ
臣
ゆ
コ
 

の
 

つ
 r
a
 
ヰ
円
 
（
（
 
@
 
「
 コ
 ハ
モ
 ぢ
 注
の
三
三
一
頁
所
司
、
糞
で
 爽
 ん
だ
部
分
 

テ
キ
 

ス
ト
に
は
 @
 
（
㏄
（
の
（
 

ぃ
 「
 
p
.
 

と
あ
る
が
、
「
研
究
会
 

史
 」
三
五
九
 ｜
 三
六
 O
 

頁
を
参
照
し
て
訂
正
す
る
。
 
袴
谷
 教
授
は
暫
定
的
に
 
い
ど
ミ
 （
 り
 Ⅰ
㏄
・
 
と
 

訂
正
す
る
の
で
あ
る
が
、
教
授
自
身
も
指
摘
す
る
通
り
、
 
内
 客
土
 は
 

り
ミ
 ぷ
 口
ヨ
 ド
 の
方
が
よ
り
適
切
で
あ
ろ
う
 -
 と
い
う
原
文
を
 、
 著
者
は
 

「
な
ぜ
な
 キ
 ・
同
時
に
見
よ
う
と
欲
し
、
な
い
し
知
ろ
う
と
欲
し
 て
い
る
 

あ
る
者
に
と
っ
て
 、
ロ
 そ
の
誕
生
の
口
最
初
か
ら
、
交
互
に
目
釘
 
㍉
 0
 侍
り
Ⅱ
 

箔
一
 

識
 が
活
動
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
訳
す
る
 二
 二
四
 

一
頁
、
一
一
内
も
著
者
に
よ
る
補
い
一
。
こ
こ
で
「
交
互
に
」
  
 

は
 、
著
者
自
身
示
し
て
い
る
よ
う
に
 @
 
（
㏄
「
の
（
 

餓
 p
.
 

な
る
原
文
に
よ
 

 
 

で
あ
る
が
、
こ
こ
は
上
述
の
通
り
 い
 こ
ミ
臼
 ヨ
ギ
と
 訂
正
さ
る
 
べ
 き
で
あ
 

ろ
う
か
ら
、
訳
も
当
然
「
い
ず
れ
か
一
つ
の
」
と
改
め
ら
れ
よ
う
 
。
問
題
 

は
、
 「
そ
の
誕
生
の
」
と
い
う
補
い
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
 は
、
宇
 

井
 博
士
が
「
決
定
 成
 論
の
研
究
」
「
印
度
哲
学
研
究
」
第
六
、
 

岩
波
書
 

居
 、
一
九
六
五
年
一
初
出
一
九
三
 

0
 年
 一
、
七
三
 0
 頁
に
お
い
て
 
、
「
恐
ら
 

く
 最
初
生
起
は
入
治
績
生
を
指
す
」
と
解
し
て
い
る
 一
 結
城
令
聞
 日
 、
心
土
忌
 

識
論
 よ
り
見
た
る
唯
識
思
想
史
日
東
方
文
化
学
院
東
京
研
究
所
、
 

一
九
三
 

五
年
、
四
一
八
頁
で
も
賛
意
が
表
明
さ
れ
て
い
る
一
の
に
影
響
 
さ
  
 

で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
が
、
私
は
こ
の
補
い
は
必
要
な
い
も
 
の
と
 思
 

う
 。
日
常
の
認
識
に
お
い
て
、
複
数
の
識
に
同
時
に
生
起
の
条
件
 
が
傭
 わ
 

っ
た
 場
合
で
も
、
有
部
の
単
層
 識
 モ
デ
ル
で
は
、
ま
ず
い
ず
れ
か
 

一
つ
の
 

識
 の
み
が
生
起
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
 
は
 不
合
 

理
 だ
と
述
べ
て
い
る
だ
け
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
単
純
に
「
 
解
 深
密
 

経
 」
「
心
意
識
相
見
」
の
水
波
の
警
え
や
鏡
像
の
警
え
の
延
長
線
 
上
で
捉
 

  
べ も を 、 磨 の な 意眼 めの て り に け べな 論意               

  



て
い
る
三
五
六
頁
 -
 。
し
か
し
、
横
山
紘
一
「
唯
識
の
哲
学
」
 

卒
業
 寺
 

書
店
、
一
九
七
九
年
、
一
三
一
頁
に
指
摘
さ
れ
る
よ
 う に
 、
ア
｜
 ラ
ヤ
 識
 

が
 全
身
に
遍
在
し
て
い
る
と
い
う
記
述
が
安
意
 の
 
「
 五
 細
論
 疏
し
 に
 確
認
 

で
き
る
（
紙
数
の
関
係
上
詳
し
い
典
拠
は
省
略
す
る
が
、
同
様
の
 
記
述
は
 

「
成
業
論
」
、
「
 
摂
 大
乗
 ぬ
 理
無
性
状
等
に
も
見
ら
れ
る
 -
 の
で
、
 -
 
」
 こ
で
 

も
 同
様
の
意
味
で
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
ア
ー
チ
 
ヤ
 識
が
 

全
身
 蜂
 遍
満
し
て
全
身
を
執
 愛
 し
て
い
る
か
ら
、
意
識
が
ど
こ
に
 
 
 

れ
て
い
て
も
、
全
身
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
感
受
が
あ
り
つ
る
の
だ
と
 
い
う
 趣
 

旨
 で
あ
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
第
八
論
証
 
は
、
 人
が
死
の
 
ぅ
と
す
 

る
と
き
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
が
身
体
を
離
れ
る
に
従
っ
て
、
身
体
が
上
 
部
 も
し
 

く
は
下
部
か
ら
冷
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
が
、
こ
れ
も
 
ア
ー
チ
 

ヤ
 識
が
全
身
に
遍
満
し
て
全
身
を
執
 愛
 し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
 
前
提
に
 

し
な
い
と
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ア
ー
ラ
ヤ
 
識
 と
身
体
と
の
 
関
わ
り
 

は
 極
め
て
密
接
な
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
に
私
に
ほ
思
わ
れ
る
の
で
 
あ
る
。
 

な
お
、
「
研
究
会
 史
 」
二
三
八
 0
 貞
 -
 に
お
い
て
、
 袴
谷
 教
授
は
 、
 本
所
 

究
の
後
で
発
表
さ
れ
た
グ
リ
フ
ィ
ス
教
授
に
よ
る
同
じ
 八 論
証
の
 訳
 
一
一
目
 

掲
 0
 毬
 ㏄
 斗
武
 
き
ぎ
 き
 議
所
収
）
を
高
く
評
価
す
る
の
で
あ
る
 が
、
私
 

は
こ
の
点
に
関
し
て
ほ
い
さ
さ
か
異
な
っ
た
印
象
を
持
っ
て
い
る
 
 
 

し
 、
こ
の
点
を
詳
し
く
議
論
す
る
た
め
に
は
長
大
な
紙
幅
を
必
要
 
と
す
る
 

し
 、
ま
た
持
谷
教
授
の
著
作
に
対
す
る
書
評
と
い
う
ム
コ
回
の
趣
旨
 

か
ら
ほ
 

い
さ
さ
か
逸
脱
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
か
ら
、
詳
し
く
は
 

別
稿
を
 期
す
る
 

こ
と
と
し
た
い
。
 

現
在
ア
ー
ラ
ヤ
 
識
 研
究
が
低
調
な
原
因
の
一
つ
に
、
皮
肉
な
こ
と
 では
 

あ
る
が
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ハ
ウ
ゼ
 ノ
 教
授
の
労
作
山
 ぎ
ゼ
 
Ⅰ
 球
鳶
 ミ
ミ
の
 存
在
が
 

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ハ
ウ
ゼ
 ノ
 教
授
 の
最
 @
 
日
 

水
準
の
文
献
学
的
技
能
と
知
識
を
駆
使
し
た
こ
の
詳
細
な
ア
ー
ク
 
ヤ
 調
所
 

究
が
 刊
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
も
は
や
 ア
 ー
ラ
ヤ
 識
 研
究
は
や
 3
6
8
 

さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
人
々
に
与
え
、
後
続
の
研
究
者
 
達
か
ら
 

 
 

ア
 ー
ラ
ヤ
 識
 研
究
に
取
り
組
む
意
欲
を
削
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
 
は
な
い
 

で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ハ
ウ
ゼ
 ノ 教
授
 自
 身
が
、
 

こ
の
 ア
 ー
ラ
ヤ
 識
 研
究
を
完
全
無
欠
な
も
の
と
考
え
て
い
る
訳
で
 
 
 

-
 
司
書
、
や
く
（
）
 参
鰹
 、
ど
れ
ほ
ど
高
水
準
の
研
究
で
あ
っ
て
 も
、
後
 

学
の
者
に
は
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
立
っ
て
研
究
を
進
め
て
い
く
 
責
 任
 が
あ
 

る
の
も
ま
た
生
残
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
上
夫
失
礼
を
も
顧
み
ず
 
袴
 谷
 教
授
 

の
 理
解
の
疑
間
点
を
列
挙
し
て
き
た
の
は
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
八
 
%
 
珊
 証
 の
よ
 

う
 な
、
比
較
的
短
文
の
、
ア
ー
ラ
ヤ
 

識
 研
究
の
上
で
は
極
め
て
 
基
 本
 的
な
 

資
料
で
さ
え
、
ま
だ
こ
れ
だ
け
の
検
討
課
題
を
残
し
て
い
る
の
だ
 
 
 

こ
と
を
示
し
た
か
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
（
ち
な
み
に
、
シ
ュ
 

ミ
ッ
ト
 

ハ
ウ
ゼ
 ノ
 教
授
の
前
掲
 
書
 で
は
、
こ
の
 
八
 論
証
は
一
九
四
 ｜
 
一
九
 -
 
八
一
旦
 
等
 

で
ご
く
簡
略
に
論
じ
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
 -
 。
今
回
の
 
「
唯
識
 

思
想
論
考
 ヒ
の
 刊
行
を
機
に
、
ア
ー
ラ
ヤ
 識
 研
究
が
再
び
活
発
化
 す
る
こ
 

と
を
、
期
待
し
た
い
と
思
う
。
 

ま
た
、
本
書
の
序
論
に
対
す
る
 註
縮
 ）
に
お
い
て
 
@
 
セ
頁
 Ⅰ
 
私
が
 

松
本
史
朗
博
士
と
の
対
論
 -
 
，
四
口
 
0
 降
の
 -
,
 ぎ
 
で
き
 ミ
鳶
ヰ
か
め
 
㏄
。
良
ト
～
 

が
捷
 e
-
 前
出
 モ
三
 一
六
 ｜
 三
一
七
頁
）
の
中
で
提
示
し
た
裏
ロ
 塵
地
」
 

「
種
姓
 品
 」
の
 唱
ぃ
村
 
（
（
 
@
.
m
 

手
簿
る
ゆ
。
Ⅰ
「
の
名
の
解
釈
に
つ
き
、
「
 
 
 

ア
 ッ
ド
 "
 ギ
 ー
タ
ー
」
の
用
例
に
基
づ
く
反
論
が
な
さ
れ
て
い
る
  
 

こ
の
点
に
っ
き
一
言
お
答
え
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
 -
 
既
に
与
 

え
ら
れ
た
紙
数
を
越
え
て
い
る
の
で
、
極
め
て
簡
潔
な
お
答
え
に
 
止
め
。
 
さ
 

る
を
得
な
い
こ
と
を
お
許
し
頂
き
た
い
 -
 。
こ
こ
で
待
合
教
授
が
 論
拠
と
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し
 7
l
L
 

い
 八
 
@
 w
 「
 バ
 ガ
 ザ
ア
 ッ
ド
 "
 ギ
 ー
タ
ー
」
 お
 ）
（
Ⅰ
・
 

ぎ
褐
三
 0
 頁
 所
司
 一
 

0
%
 
芙
ハ
 （
 
@
,
 
臼
 こに
お
い
て
、
そ
の
所
分
官
業
 
づ
 
（
 
@
 が
す
 c
 ぎ
宇
 の
の
 意
 

味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
ご
指
摘
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
 
が
ら
、
 

前
稿
で
も
述
べ
た
通
り
 冤
運
 0
 の
（
の
，
 

三
 一
六
頁
）
、
 楡
伽
 行
 旅
の
 テ
ク
ニ
 

カ
ル
タ
ー
ム
の
意
味
の
決
定
に
際
し
て
は
、
 

楡
加
 行
旅
文
献
に
お
 
け
る
 用
 

側
 が
最
優
先
さ
る
べ
き
だ
と
私
は
考
え
る
。
そ
う
す
る
と
、
同
じ
 「
菩
薩
 

地
 」
の
、
そ
れ
も
問
題
の
一
節
と
極
め
て
類
似
し
た
文
脈
に
お
 
い
て
、
 

つ
コ
 村
ユ
 ゼ
 リ
オ
 亡
ゆ
巴
 
p
 。
 
&
 す
 a
r
 
ヨ
 p
.
 
す
 目
が
あ
 
リ
ヨ
七
 
㏄
 笘
 り
ち
 コ
乙
 
ユ
目
の
 

-
 旧
 o
g
@
 

訂
尽
 e
 色
 。
 
ロ
 ・
の
 
0
-
 
三
兆
 ト
 ㏄
・
）
 

し
 
な
る
、
 ぎ
の
 
（
 
r
u
 

日
の
耳
 

巴
 を
は
っ
 
き
り
と
 

示
す
用
例
の
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
以
外
に
も
「
菩
薩
 地
 」
「
 種
 什
一
口
 

叩
 」
 

に
お
い
て
で
「
㏄
 
片
づ
モ
 
り
の
形
が
頻
出
す
る
こ
と
が
、
や
は
り
第
一
 

に
 参
照
 

さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

従
 
つ
て
、
私
は
屈
 ド
オ
 
Ⅲ
 
ヱ
 。
の
（
 

オ
ハ
ち
ぬ
 0
 （
 
「
 
リ
ロ
い
 
の
 

で
 「
㏄
 
オ
 r
t
@
.
 

は
 ぎ
 の
（
「
 

ヒ
ヨ
 の
 コ
 （
田
の
意
味
で
読
む
べ
き
だ
と
い
う
 前
 稿
で
表
 

明
し
た
見
解
を
、
現
段
階
で
は
変
更
す
る
必
要
を
感
じ
な
 

も
と
よ
 

り
 、
 月
 a
k
r
 
（
 
一
 
1
s
 
（
 
ゴ
ゅ
ぢ
的
 0
 （
（
 
a
 ち
は
重
要
な
概
念
で
あ
っ
て
 、
さ
 ら
に
 検
 

討
 が
継
続
さ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
 
る
 。
 私
 

と
て
た
だ
自
説
を
墨
守
し
よ
う
と
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
さ
ら
 
に
 有
力
 

・
論
拠
が
提
示
さ
れ
た
な
ら
ば
、
自
説
を
再
検
討
す
る
に
 

吝
か
で
 

は
な
い
 @
 
こ
と
は
、
 付
 舌
口
し
て
わ
 

り
 き
た
い
。
 

最
後
に
 、
 些
か
私
事
に
渉
る
が
、
実
は
今
回
の
論
文
集
に
収
録
さ
 ね た
 

論
文
の
多
く
の
も
の
は
、
私
が
学
部
生
か
ら
大
学
院
生
で
あ
っ
た
 
時
期
に
 

触
れ
て
大
き
な
刺
激
を
受
け
、
目
標
と
し
て
励
ん
で
き
た
、
私
に
 
と
っ
て
 

は
 非
常
に
思
い
出
深
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
論
文
 
か
 ら
 私
が
 

蒙
っ
て
き
た
学
恩
は
量
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
と
舌
口
わ
な
け
れ
 

ぼ
 な
ら
 

な
い
。
そ
の
よ
う
な
大
先
輩
の
業
績
に
対
し
て
、
 

ム
 「
 猶
学
 浅
き
 私
 の
よ
う
 

な
 者
が
種
々
 妄
 舌
口
を
呈
し
た
こ
と
、
誠
に
 借
 越
の
所
行
以
外
の
何
 物
で
も
 

な
い
で
あ
ろ
う
。
非
礼
の
段
は
 

、
 切
に
お
許
し
頂
き
た
い
と
思
う
 。
本
室
 日
 

が
 多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
活
用
さ
れ
、
日
本
に
お
け
る
唯
識
 
研
 究
 が
一
 

層
 活
発
化
す
る
こ
と
を
心
よ
り
願
い
つ
つ
、
筆
を
置
く
こ
と
と
し
 @
@
 
。
 

  



人
類
学
と
い
う
学
問
を
、
そ
の
始
原
か
ら
確
定
し
て
い
た
も
の
と
 は見
 

な
さ
ず
に
、
社
会
ど
の
作
用
・
反
作
用
の
過
程
を
通
し
て
学
問
が
 
自
ら
成
 

型
 し
て
い
く
様
を
論
じ
る
。
以
前
、
筆
者
の
講
義
を
受
講
し
た
 
際
 、
刺
激
 

的
に
感
じ
ら
れ
た
の
は
そ
の
点
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
 
 
 

は
 、
学
説
を
時
系
列
的
に
た
だ
追
っ
た
も
の
 -
 
学
説
 史
 一
で
は
な
 
く
、
学
 

説
を
常
に
社
会
的
文
化
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
（
状
況
、
要
 
韮
已
 に
忙
 置
付
け
 

な
が
ら
考
え
る
と
い
う
試
み
で
あ
っ
た
。
本
書
で
も
同
様
の
 
ア
プ
 ロ
ー
チ
 

か
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
対
象
が
十
八
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
 
中
 葉
 ま
で
 

 
 

の
 フ
ラ
ン
ス
に
限
定
さ
れ
、
植
民
地
 
-
 ア
フ
リ
カ
 -
 に
 対
す
る
 「
眼
差
 

し
 」
の
変
化
が
王
旋
律
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
眼
差
   

会
 、
博
物
館
、
芸
術
釜
日
 楽
 、
絵
画
 -
 、
大
衆
文
化
な
ど
に
 い
か
 に
 反
映
 

江
川
純
一
 

世
界
思
想
桂
二
 0
0
 

一
年
一
二
月
二
 0
 日
刊
 

A
5
 判
三
三
九
頁
 
三
 -
 
ハ
 00
 
円
 

竹
沢
尚
一
郎
著
 

「
表
象
の
植
民
地
帝
国
 

近
代
フ
ラ
ン
ス
と
人
文
諸
科
学
 



著
者
の
意
図
は
「
は
じ
め
に
」
と
「
あ
と
が
き
」
に
明
確
に
記
さ
 
れ
て
 

い
る
。
「
私
が
望
む
の
は
、
対
外
的
に
も
対
内
的
に
も
試
行
錯
誤
 
 
 

返
し
て
い
た
 
揺
藍
斯
 の
フ
ラ
ン
ス
近
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
言
説
の
な
 
か
で
、
 

「
他
者
」
に
か
ん
す
る
舌
口
説
の
整
序
化
に
向
け
て
 
い
 か
な
る
試
み
 
が
な
さ
 

れ
て
い
た
か
、
そ
し
て
い
か
な
る
言
説
が
ど
の
よ
う
に
し
て
人
類
 
学
 
・
 民
 

族
学
 と
し
て
自
己
を
成
型
し
て
い
っ
た
か
、
を
た
ど
る
こ
と
な
 の
で
あ
 

る
 。
宇
は
じ
め
に
」
七
頁
 こ
 、
さ
ら
に
「
本
書
が
め
ざ
す
の
は
、
 

西
欧
諸
 

国
が
あ
れ
ほ
ど
の
力
を
込
め
て
お
こ
な
っ
た
「
他
者
」
へ
の
働
き
 
 
 

 
 

第
一
章
探
検
家
た
ち
の
時
代
 

｜
 
植
民
地
拡
張
の
前
史
 
二
セ
 九
五
 ｜
 

一
八
五
 0
 一
 

第
二
章
植
民
地
支
配
の
拡
大
と
帝
国
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
二
八
 
 
 

一
九
 

0
0
 

一
 

第
三
章
植
民
地
の
活
用
と
消
費
革
命
、
そ
し
て
社
会
科
学
の
発
 
展
 
一
一
 

九
 0
0
 ｜
 
一
九
二
五
 -
 

第
四
章
植
民
地
と
の
一
体
化
と
フ
ラ
ン
ス
民
族
学
の
自
己
成
型
 

二
九
 

二
五
 ｜
 
一
九
四
八
）
 

結
論
植
民
地
主
義
と
人
類
学
再
考
 

あ
と
が
き
引
用
文
献
・
索
引
 

き
れ
た
か
、
 

ビ
 
の
よ
う
な
文
化
表
象
と
の
作
用
・
反
作
用
の
中
で
 フ
ラ
ン
 

ス
の
 人
類
学
・
民
族
学
が
成
立
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
分
析
に
よ
 って
 、
 

豊
か
な
和
声
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
 

本
書
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
 

そ
れ
で
は
各
章
ご
と
に
そ
の
内
容
を
本
文
に
即
し
て
ご
く
簡
単
に
 
み
て
 

い
き
た
い
。
お
叱
り
を
承
知
で
簡
略
化
す
る
な
ら
、
各
章
は
主
と
 
し
て
そ
 

れ
ぞ
れ
探
検
家
 

-
 
第
一
上
呈
、
軍
人
、
政
治
家
 

-
 第
三
号
、
植
民
 他
行
政
 

官
 、
社
会
学
者
 
-
 
第
三
上
呈
、
民
族
学
者
・
大
領
学
者
 

-
 第
四
章
 一
の
舌
口
 

説
 分
析
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
。
 

第
一
章
は
、
探
検
家
の
営
為
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
筆
者
は
 探
検
 

植
民
地
主
義
と
い
う
「
他
者
」
支
配
の
た
め
の
試
み
か
ら
、
 

キ
ュ
ビ
 

 
 

ス
ム
 
な
ど
の
文
化
運
動
や
人
類
学
・
民
族
学
に
代
表
さ
れ
る
「
 
他
 者
 」
 

埋
甜
 

解
 
・
遭
遇
の
試
み
に
 
い
 た
る
ま
で
そ
の
実
施
工
 体
 と
し
て
の
 西
欧
 近
 

 
 

代
 な
い
か
な
る
も
の
と
し
て
成
型
さ
せ
た
か
、
を
明
ら
か
に
す
る
 
こ
と
な
 

の
で
あ
る
 
-
 
「
あ
と
が
き
」
 

三
 0
 四
頁
 二
 。
人
類
学
・
民
族
学
の
 自
己
 成
 

型
の
過
程
を
「
他
者
」
概
念
を
手
が
か
り
に
分
析
す
る
こ
と
は
、
 

西
欧
 近
 

代
の
形
成
を
も
説
明
す
る
こ
と
に
繋
が
る
。
何
故
な
ら
八
 
%
 宇
 ・
 民
族
学
 

と
は
「
「
他
者
」
と
の
出
会
い
を
根
源
に
お
く
万
法
に
し
た
が
う
 
知
的
 営
 

恭
二
一
九
九
頁
二
で
あ
る
し
、
「
他
者
」
と
は
「
自
己
の
表
象
 の
裏
面
 

二
 一
八
七
頁
二
で
あ
り
、
そ
し
て
近
代
と
は
「
た
え
ず
自
己
を
 
 
 

自
己
を
確
認
す
る
こ
と
で
前
進
し
て
き
た
時
代
 -
 同
こ
だ
か
ら
 で
あ
る
。
 

著
者
の
ロ
ジ
ッ
ク
 
は
 極
め
て
 明
蜥
 で
あ
り
、
そ
の
明
断
 
さ
 故
に
本
 圭
 白
山
 
り
価
 

値
は
 高
め
ら
れ
て
い
る
。
探
検
家
の
旅
行
記
、
軍
人
の
手
記
、
政
 
治
 家
の
 

著
作
、
社
会
学
者
の
論
文
、
ま
た
ほ
美
術
作
品
、
文
学
作
品
ヰ
 
が
  
 

ば
 同
等
の
資
格
を
も
つ
「
ド
キ
ュ
マ
ン
。
ア
ル
シ
ー
プ
」
と
し
て
 

扱
わ
れ
、
 

そ
れ
ら
に
影
を
投
げ
か
け
て
い
る
表
象
と
制
度
が
、
垂
直
的
に
分
 
析
 さ
れ
 

て
い
る
。
こ
の
方
法
を
著
者
は
フ
ー
コ
ー
に
な
ら
っ
て
「
系
譜
 
学
 」
で
あ
 

る
と
表
明
し
て
い
る
 

-
 
七
頁
Ⅱ
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を
 、
領
土
拡
大
や
一
 
%
 千
金
な
ど
の
限
定
さ
れ
た
意
図
に
お
い
て
 で
は
な
 

く
 、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
「
他
者
」
と
が
手
探
り
の
ま
ま
に
全
人
格
的
 に 出
会
 

う
行
為
、
と
し
て
捉
え
て
い
る
二
九
頁
㍉
マ
ン
ゴ
・
 パ
｜
  
 

不
 ・
カ
イ
 エ
 ら
の
探
検
家
は
、
長
期
滞
在
に
よ
っ
て
現
地
詰
の
 
習
 待
 と
 慣
 

習
の
理
解
を
目
指
し
、
「
他
者
」
と
「
わ
れ
わ
れ
」
と
の
差
異
に
 
目
を
向
 

け
、
西
 ア
フ
リ
カ
の
社
会
、
行
動
様
式
に
つ
い
て
豊
か
な
記
述
を
 
残
す
こ
 

と
が
で
き
た
 
0
 彼
ら
が
バ
イ
ア
ス
の
な
い
視
線
を
持
つ
こ
と
が
で
 きた
 理
 

由
 と
し
て
、
筆
者
は
人
間
の
相
互
理
解
と
善
 
性
 の
土
見
 
疋
 と
い
う
 啓
 家
 主
義
 

と
 人
権
官
 芸
ロ
の
 原
則
の
受
容
を
あ
げ
て
い
る
二
二
セ
 頁
 -
 。
一
万
 、
本
国
 

に
お
け
る
「
他
者
」
 
甜
 識
は
相
変
わ
ら
ず
西
洋
文
明
と
キ
リ
ス
ト
 
教
 を
絶
 

対
祝
 す
る
も
の
で
、
そ
れ
以
外
を
野
蛮
、
猿
な
ど
と
し
て
い
た
。
 

こ
の
 上
早
 

で
 特
筆
す
べ
き
な
の
は
一
七
九
九
年
に
設
立
さ
れ
た
「
人
間
観
 察
家
協
 

会
 」
の
存
在
で
あ
ろ
う
。
一
八
 0 
三
年
 に
 ナ
ポ
レ
オ
ン
に
解
散
を
 
 
 

れ
る
ま
で
の
わ
ず
か
の
期
間
の
活
動
で
あ
っ
た
が
、
革
命
の
理
念
 
と
 社
会
 

進
化
論
に
基
づ
き
人
用
を
総
体
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
 
あ
っ
た
 

一
四
六
頁
 一
 。
当
時
の
通
俗
観
念
と
人
権
宣
言
の
あ
い
だ
の
矛
盾
 を
 解
消
 

す
る
た
め
の
団
体
と
い
う
位
置
付
け
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
 

そ
の
後
 

に
 設
立
さ
れ
た
諸
組
織
も
含
め
、
「
他
者
」
に
対
す
る
西
欧
の
認
 
識
 そ
の
 

も
の
を
改
変
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
奴
隷
制
廃
止
、
 

商
業
 帝
 

国
主
義
の
推
進
、
科
学
的
研
究
の
発
展
な
ど
、
組
織
の
目
的
も
様
 
々
で
、
 

こ
の
時
 白
 で
は
、
「
他
者
」
に
向
か
う
ヴ
ェ
ク
ト
ル
が
 

未
 だ
混
乱
 
し
た
ま
 

ま
 ・
多
様
な
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
 

続
く
第
二
章
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
「
他
者
」
へ
の
視
線
は
あ
る
 
種
の
 

固
定
化
を
み
せ
る
。
ま
ず
政
治
面
で
は
、
植
民
地
拡
張
の
必
要
性
 
と
 人
権
 

宣
言
の
論
理
と
を
調
停
さ
せ
る
た
め
に
「
文
明
化
の
使
命
」
の
 
観
 念
 が
共
 

和
 派
に
よ
っ
て
公
式
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
さ
れ
た
宗
八
頁
）
。
 植
 民
地
 拡
 

張
の
政
策
に
従
い
実
際
に
「
他
者
」
と
接
し
た
の
は
軍
人
で
あ
る
 
。
筆
者
 

は
 軍
人
に
つ
い
て
、
「
人
間
を
敵
と
味
方
に
区
別
す
る
こ
と
を
 

第
 一
 と
し
、
 

そ
の
視
線
か
ら
の
み
「
他
者
」
を
み
「
他
者
」
に
対
し
て
働
き
か
 
け
る
 存
 

在
 」
と
し
て
い
る
 
-
 七
二
頁
Ⅱ
そ
し
て
、
自
分
た
ち
と
は
共
通
 頃
 を
持
 

た
な
い
異
質
な
存
在
と
し
て
の
「
他
者
」
概
念
の
成
立
を
軍
人
た
 
ち
の
 -
=
 

ロ
 

説
 に
み
て
い
る
一
七
三
頁
 -
 。
「
わ
れ
わ
れ
」
は
高
尚
で
あ
り
、
「
 
他
者
」
 

は
 劣
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
「
他
者
」
支
配
が
可
能
で
あ
る
。
 

こ
  
 

観
念
を
「
科
学
的
に
」
根
拠
づ
け
た
も
の
の
代
表
と
し
て
、
知
的
 
能
力
の
 

差
は
人
種
差
に
よ
る
と
し
人
種
の
複
 故
 起
源
を
説
い
た
 
プ
 ロ
 カ
ら
  
 

リ
 人
類
学
会
」
が
あ
げ
ら
れ
る
 -
 
セ
 七
頁
Ⅱ
今
日
の
眼
か
ら
み
  
 

人
類
学
会
を
断
罪
す
る
の
は
容
易
で
あ
る
が
、
筆
者
は
そ
 
う
 は
 し
  
 

何
故
そ
れ
が
要
請
さ
れ
た
か
、
そ
の
時
 占
 に
お
い
て
生
産
性
が
 あ
っ
た
 

か
 Ⅰ
な
か
っ
た
か
と
い
う
問
題
意
識
に
お
い
て
分
析
を
行
っ
て
 
い
 る
 。
 人
 

類
の
発
展
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
実
証
す
る
た
め
の
装
置
と
し
 
て
 万
国
 

博
覧
会
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
も
そ
の
好
例
で
あ
る
。
さ
て
 
、
 @
 
し
 

時
代
の
支
配
的
言
説
と
な
っ
た
の
は
、
よ
り
包
括
的
に
「
他
者
」
 

を
 取
り
 

込
め
る
社
会
進
化
論
で
あ
っ
た
。
ト
ロ
 

カ
デ
 ロ
民
族
誌
博
物
館
は
 
国
家
の
 

能
力
の
誇
示
と
同
時
に
、
人
類
発
展
の
諸
段
階
を
示
す
と
い
う
 
意
 国
 が
あ
 

っ
た
 
一
九
八
頁
 一
 。
主
任
学
芸
員
ア
ミ
ー
の
「
他
者
」
観
に
は
「
 他
者
」
 

は
 
「
わ
れ
わ
れ
」
の
先
祖
と
共
通
で
あ
る
と
い
う
、
ブ
ロ
 

カ
 派
 と
 は
 異
な
 

る
 認
識
が
存
在
し
て
い
た
一
九
九
頁
㍉
フ
レ
ー
ザ
ー
は
さ
ら
に
 
一
歩
進
 

 
 

ん
で
、
先
祖
は
同
一
で
あ
る
か
ら
、
「
他
者
」
を
理
解
す
る
こ
と
 
が
 
「
 わ
 

れ
わ
れ
」
自
身
の
よ
り
深
 

い
 理
解
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
し
た
   

八
頁
㍉
し
か
し
、
彼
の
言
う
「
他
者
」
は
自
ら
を
否
定
し
な
 
 
 



「
わ
れ
わ
れ
」
に
な
れ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
社
会
進
化
論
が
こ
 

の
時
代
 

の
 支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
な
っ
た
コ
ン
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
 

宗
 教
 の
 権
 

威
が
 堕
ち
、
そ
れ
に
替
わ
る
包
括
的
な
規
準
が
必
要
で
あ
っ
た
 
と
 い
う
こ
 

と
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
 

第
三
章
で
扱
わ
れ
る
二
十
世
紀
初
め
に
お
い
て
、
「
他
者
」
と
「
 
わ
れ
 

わ
れ
」
の
間
を
発
展
図
式
で
理
解
す
る
社
会
進
化
論
的
思
考
に
 
徐
 々
に
 変
 

化
が
生
じ
て
く
る
。
植
民
地
か
ら
大
量
に
流
入
す
る
資
源
は
 ヨ
｜
 

ロ
 
ソ
 
'
 く
 
/
 

社
会
に
深
く
浸
透
し
、
「
他
者
」
は
「
わ
れ
わ
れ
」
の
一
部
を
構
 
成
す
る
 

も
の
へ
と
変
わ
り
は
じ
め
る
二
八
一
頁
㍉
こ
う
し
た
中
で
、
 

最
も
決
 

定
 的
な
変
化
の
中
枢
に
な
っ
た
の
が
 デ
ュ
 ル
ケ
ー
ム
学
派
で
あ
る
 
。
そ
れ
 

は
 、
「
他
者
」
を
理
解
す
る
こ
と
が
そ
れ
と
同
じ
「
本
質
」
を
も
 っ 
「
 わ
 

れ
わ
れ
」
自
身
の
 
ょ
り
 深
 い
 理
解
に
っ
な
が
る
二
七
一
頁
 
ニ
 
と
す
る
 

認
識
で
あ
っ
た
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
社
会
学
の
特
徴
と
し
て
四
つ
が
 
あ
げ
ら
 

れ
て
い
る
。
す
な
 
む
 ち
、
事
実
の
観
察
の
重
視
、
統
計
資
料
の
活
 
用
 、
次
 

に
 、
自
由
的
個
人
工
 義
 と
は
異
な
る
全
体
論
的
観
点
、
そ
し
て
そ
 の 全
体
 

論
の
基
底
と
な
り
う
る
「
機
能
」
概
念
、
最
後
に
、
通
時
的
 
視
占
 に
 対
す
 

る
共
 特
約
視
点
の
優
位
 -
 一
六
二
 ｜
 
一
六
四
頁
 -
 で
あ
る
。
著
者
 
よ
、
こ
 

｜
 

の
 最
後
の
ポ
イ
ン
ト
こ
そ
が
 
デ
ュ
 ル
ケ
ー
 ム
 を
社
会
進
化
論
か
ら
 
区
別
さ
 

せ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
一
同
㍉
「
社
会
を
一
つ
の
独
立
し
た
 
対
 象
 と
み
 

な
し
、
そ
れ
を
構
成
す
る
諸
要
素
・
諸
制
度
間
の
相
互
関
係
を
分
 
析
 の
 基
 

礎
 と
す
る
 共
時
 的
か
つ
総
体
的
な
認
識
法
二
六
五
頁
 
二
 、
こ
の
 方
法
は
 

人
類
学
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
が
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
 
行
わ
な
 

か
っ
た
彼
に
は
同
時
に
批
判
も
送
り
返
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
 

ア
ボ
 @
 バ
 
ン
 ニ
 

の
 宗
教
生
活
を
聖
 
/
 俗
に
二
分
す
る
こ
と
の
妥
当
性
と
、
一
つ
の
 
 
 

0
 分
析
か
ら
一
般
理
論
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
こ
と
の
妥
当
性
 で
あ
る
 

が
 、
著
者
は
こ
こ
で
も
、
「
問
題
は
か
れ
の
社
会
理
解
で
あ
り
、
「
 

他
者
」
 

 
 

認
識
の
相
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
二
七
 
0
 頁
 こ
と
し
て
、
 
デ
 ュ
 ル
ケ
 

甜
 

｜
 ム
社
会
学
の
生
産
性
の
方
を
重
視
す
る
。
所
謂
、
学
説
 
史
 で
は
   

 
 

の
 理
論
に
対
し
、
後
代
か
ら
の
批
判
の
紹
介
と
共
に
「
乗
り
越
 え
ら
れ
 

た
 」
と
片
付
け
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
が
み
ら
れ
る
が
、
本
書
は
全
 く
 異
な
 

る
 。
取
り
上
げ
ら
れ
る
各
学
説
に
つ
い
て
、
読
者
に
も
う
一
度
 
読
 み
 直
す
 

必
要
性
を
感
じ
さ
せ
る
の
は
著
者
の
力
量
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
 
。
デ
ュ
 

ル
ケ
ー
 ム
 の
「
宗
教
生
活
の
基
本
形
態
ど
が
実
は
モ
ー
ス
の
影
響
 のも
と
 

に
 書
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
二
九
二
頁
 
-
 は
 大
変
 興
味
深
 

い
 。
デ
ュ
ル
ケ
ー
 
ム
 が
一
九
 0
 六
年
の
講
義
を
境
に
、
次
第
に
 宗
 教
 そ
の
 

も
の
へ
の
探
求
に
シ
フ
ト
し
て
い
っ
た
背
景
を
も
含
め
、
フ
ラ
ン
 
ス
 社
会
 

学
派
を
 デ
ュ
 ル
ケ
ー
 ム
 で
は
な
く
モ
ー
ス
を
中
心
と
し
て
見
直
す
 
必
要
が
 

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
 

第
四
章
に
お
い
て
、
い
よ
い
よ
民
族
学
・
人
類
学
の
自
己
成
型
が
 
五
明
 
ら
 

れ
る
。
植
民
地
の
経
済
開
発
の
必
要
性
か
ら
、
社
会
、
経
済
、
慣
 
習
な
ど
 

の
 調
査
の
た
め
、
民
族
学
が
制
度
化
さ
れ
て
い
く
。
 

レ
 ヴ
ィ
 "
 ブ
  
 

ル
、
 リ
ヴ
ェ
の
協
力
の
も
と
モ
ー
ス
に
よ
っ
て
民
族
学
研
究
所
が
 
設
立
さ
 

れ
る
背
景
に
は
、
植
民
地
政
府
の
資
金
と
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
 
の
 精
神
 

的
 危
機
を
打
破
す
る
ダ
ダ
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
な
ど
に
よ
る
 
西
 欧
 的
な
 

も
の
の
否
定
・
「
他
者
」
へ
の
期
待
が
あ
っ
た
。
著
者
の
理
解
す
 
る
モ
｜
 

ス
 の
方
法
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
社
会
を
構
成
す
る
諸
要
素
が
 
様
 々
な
封
 

立
や
異
質
性
を
も
っ
諸
部
分
か
ら
な
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
政
治
 
｜
 家
産
 

的
 単
位
を
横
断
的
に
結
合
す
る
諸
制
度
や
慣
例
化
さ
れ
た
実
践
 に
 注
目
 

し
 、
こ
れ
ら
の
諸
要
素
、
諸
関
係
が
ど
の
よ
う
に
作
用
す
る
こ
と
 
で
 社
会
 

の
 統
合
が
保
た
れ
て
い
る
か
を
個
々
の
社
会
に
お
い
て
記
述
し
 
、
 
一
般
法
 



書評と紹介 

則
を
求
め
る
二
三
四
頁
 -
 。
「
全
体
的
社
会
的
事
象
」
、
「
社
会
 
シ
ス
テ
 

ム
 」
概
念
に
よ
り
、
全
体
社
会
の
記
述
を
目
指
し
た
モ
ー
ス
の
 
思
 者
 は
 イ
 

ギ
リ
ス
で
は
社
会
構
造
、
親
族
組
織
の
研
究
分
野
で
、
フ
ラ
ン
ス
 
 
 

て
は
「
調
査
者
お
よ
び
被
調
査
者
の
感
性
と
世
界
観
を
重
視
す
る
 三
一
四
 

二
頁
二
方
向
で
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
。
モ
ー
ス
は
 西
洋
的
 

な
 主
観
の
押
し
付
け
を
回
避
す
る
た
め
客
観
的
方
法
を
説
き
な
が
 
ら
も
、
 

対
象
と
自
己
と
の
自
由
な
同
一
化
を
行
う
こ
と
で
、
「
他
者
」
を
 
単
な
る
 

操
作
対
象
に
財
め
る
こ
と
を
回
避
し
て
い
た
三
五
七
頁
㍉
 

そ
 の
 影
響
 

の
も
と
、
レ
リ
ス
は
主
観
的
要
素
を
強
く
前
面
に
出
し
て
植
民
地
 
主
義
を
 

糾
弾
 し
 、
グ
リ
オ
ー
ル
は
対
象
社
会
の
世
界
観
、
観
念
に
関
心
 を
 寄
せ
 

「
対
話
形
式
」
を
採
用
し
た
。
後
者
は
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
分
析
が
 

不
在
で
 

あ
り
、
歴
史
を
生
き
る
正
体
と
し
て
の
「
他
者
」
の
実
践
に
近
づ
 くこ
と
 

が
で
き
た
の
は
三
観
の
客
観
化
を
意
識
し
た
レ
リ
ス
の
ほ
う
で
あ
 
る
と
 分
 

析
 さ
れ
て
い
る
二
一
七
一
頁
Ⅱ
 

結
論
で
は
、
本
書
に
お
い
て
残
さ
れ
て
き
た
課
題
が
二
つ
紹
介
さ
 
れ
て
 

民
族
学
・
人
類
学
と
植
民
地
主
義
の
関
与
と
度
合
い
の
 
測
 亡
疋
 
、
 モ
 

｜
ス
の
 影
響
の
も
と
に
成
立
し
た
民
族
学
・
人
類
学
の
限
界
性
 で
あ
る
 

三
九
二
頁
 沌
 
成
立
の
外
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、
植
民
 弛
 め
よ
 

り
 効
率
良
い
「
支
配
」
「
活
用
」
の
た
め
に
そ
の
理
解
を
求
め
る
 
声
と
、
 

西
洋
の
文
化
的
閉
塞
の
打
破
の
た
め
の
活
力
を
「
他
者
」
に
求
め
 
る
 声
が
 

あ
げ
ら
れ
る
二
一
九
三
頁
 一
 。
確
か
に
、
民
族
学
研
究
所
の
資
金
 や
、
調
 

査
 ・
出
版
の
資
金
源
は
植
民
地
政
府
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
 

植
 民
地
主
 

義
と
 パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
が
、
モ
ー
ス
の
民
族
学
 は
 植
民
地
支
配
の
 
 
 

学
 で
は
な
く
、
彼
は
「
他
者
」
を
自
社
会
批
判
そ
し
て
 
学
 そ
の
も
  
 

判
 の
た
め
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
と
し
て
見
た
。
つ
ま
り
、
「
か
れ
の
 

 
 

し
た
民
族
学
は
、
植
民
地
状
況
に
協
力
す
る
ど
こ
ろ
か
、
植
民
地
 
正
義
 を
 

含
め
た
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
問
い
直
し
、
さ
ら
 
に
は
 既
 

存
の
科
学
を
批
判
・
超
克
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
 
の
で
あ
 

る
 。
 ご
 一
九
五
頁
 こ
 

そ
し
て
著
者
は
、
人
類
学
・
民
族
学
は
「
 
植
 民
地
主
 

義
の
申
し
子
で
あ
る
で
あ
る
以
上
に
「
み
ず
か
ら
望
ん
で
遺
棄
さ
 
れ
た
 子
 

ど
も
三
九
五
頁
ご
と
し
て
成
長
し
た
と
い
う
見
解
を
導
き
出
 
 
 

る
 。
民
族
学
・
人
類
学
は
植
民
地
主
義
が
課
し
た
表
象
の
枠
組
み
 
 
 

ほ
 と
ど
ま
り
、
対
象
社
会
の
歴
史
、
研
究
者
自
ら
が
組
み
込
ま
れ
 
て
い
た
 

歴
史
を
捨
象
す
る
こ
と
で
成
立
し
て
き
た
三
九
八
頁
㍉
確
か
 

に
、
歴
 

史
学
者
は
常
に
人
類
学
者
の
扱
う
史
料
に
日
付
が
な
い
こ
と
を
 
批
 制
 し
て
 

き
た
。
著
者
は
今
後
の
課
題
と
可
能
性
と
し
て
、
「
全
体
性
の
」
 

概
念
を
 

歴
史
に
導
入
し
歴
史
概
念
そ
の
も
の
を
作
り
か
え
る
こ
と
二
一
九
 
八
頁
）
 、
 

そ
し
て
自
己
と
「
他
者
」
の
出
会
い
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
記
述
す
 
る
こ
と
 

に
よ
っ
て
、
「
研
究
者
の
三
観
と
研
究
さ
れ
る
人
々
の
主
観
を
前
 
面
 に
浮
 

か
び
上
が
ら
せ
 

二
 一
九
九
頁
ご
る
こ
と
を
指
摘
し
結
論
と
し
て
 

い
る
。
 

本
書
に
は
、
評
者
が
取
り
上
げ
た
事
項
以
外
に
も
、
重
要
と
思
わ
 
れ
る
 

ポ
イ
ン
ト
が
散
り
ぼ
め
ら
れ
て
お
り
 
一
 特
に
モ
ー
ス
に
関
し
て
 -
 
、
そ
れ
 

ら
を
丹
念
に
紹
介
で
き
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。
本
書
が
成
功
し
 
て
い
る
 

理
由
は
、
植
民
地
支
配
の
分
析
対
象
を
西
ア
フ
リ
カ
 -
 過
去
の
仏
 領
ス
｜
 

ダ
ン
、
現
在
の
 
で
り
 共
和
国
 -
 に
 、
時
代
を
現
地
の
知
識
人
か
ら
 爪
り
 
舌
口
説
 

が
 登
場
す
る
以
前
の
一
九
四
八
年
ま
で
に
限
定
し
た
こ
と
が
あ
る
 
系
譜
 学
 

的
 ア
プ
ロ
ー
チ
は
境
界
条
件
を
確
定
さ
せ
な
け
れ
ば
、
無
限
に
拡
 
が
っ
て
 

 
 
 
 

い
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
 

3
 

 
 

3
 

最
後
に
、
評
者
が
感
じ
た
若
干
の
違
和
感
に
つ
い
て
、
狭
い
知
見
 
 
 



か
ら
で
あ
る
が
記
し
て
お
き
た
 

張
 し
す
 

き
 
。
 テ
ー
マ
が
ぼ
や
け
る
の
を
避
け
る
た
め
、
筆
者
が
意
図
的
に
扱
 
 
 

っ
 た
と
思
わ
れ
る
点
で
あ
る
こ
と
を
先
に
お
断
り
し
て
お
く
。
 

「
自
己
」
に
向
か
う
視
線
と
「
他
者
」
へ
の
視
線
と
が
相
互
規
定
 
の
関
 

係
 に
あ
る
と
し
、
そ
の
眼
差
し
の
行
き
交
い
の
中
に
フ
ラ
ン
ス
人
 
文
話
 科
 

学
の
成
型
を
探
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
有
効
で
あ
ろ
う
が
、
更
に
こ
 
う
  
 

妻
 が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
 ね
 ち
、
フ
ラ
ン
ス
は
「
自
己
」
 
 
 

い
か
に
「
他
者
」
を
発
見
し
た
か
、
そ
し
て
そ
の
「
他
者
」
を
い
 

 
 

っ
 た
か
。
現
在
「
フ
ラ
ン
ス
民
族
学
」
と
呼
ば
れ
る
デ
ィ
シ
プ
リ
 
 
 

フ
ィ
ー
ル
ド
の
面
で
内
と
外
が
存
在
す
る
。
一
方
が
ア
フ
リ
カ
を
 
 
 

す
る
国
外
、
他
方
が
フ
ラ
ン
ス
国
内
 一
 
も
し
く
ほ
隣
国
 
-
 で
あ
る
 

。
植
民
 

地
主
義
が
テ
ー
マ
の
一
 

つ
 で
あ
る
た
め
と
思
わ
れ
る
が
、
本
書
で
 

 
 

片
面
し
か
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
㊥
（
 
プ
コ
臼
 
。
 哩
 。
寺
田
キ
 銭
い
 の
 -
 フ
ラ
ン
 

ス
の
 民
族
学
 コ
と
 
Ⅱ
（
 
ゴ
コ
 
0
-
0
 

彊
の
Ⅰ
（
㏄
コ
 

0
 ビ
 の
の
「
フ
ラ
ン
ス
民
族
学
 」
と
を
 

区
別
す
る
向
き
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
国
内
を
対
象
と
し
た
 研
 究
 
苗
手
 

コ
 0
-
0
 

笹
 ①
年
の
下
耳
当
の
の
 -
 の
雑
誌
の
名
称
は
由
 遵
 n
o
 
ざ
晦
ぎ
亙
 ⑪
 お
い
Ⅰ
 
-
 
い
い
 

で
あ
る
。
 -
 

国
内
を
対
象
と
す
る
研
究
は
 、
 王
と
し
て
民
俗
学
の
名
の
も
と
に
 

進
め
 

ら
れ
て
き
た
。
た
し
か
に
民
俗
学
は
 、 学
と
し
て
は
 
ア
 モ
ル
 フ
 で
  
 

大
学
に
明
確
な
講
座
を
も
た
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
か
ら
も
コ
ン
 テ
キ
ス
 

ト
 化
が
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
内
へ
の
ヴ
ェ
ク
 
 
 

は
 フ
ラ
ン
ス
民
族
学
の
自
己
成
型
を
考
察
す
る
上
で
看
過
で
き
な
 
 
 

で
あ
る
。
そ
の
流
れ
を
簡
単
に
辿
っ
て
み
る
な
ら
、
ま
ず
一
八
 
0
 五
年
の
 

ト
 ・
ア
カ
デ
ミ
ー
、
一
八
一
四
年
の
フ
ラ
ン
ス
王
立
考
古
学
 

ム
 下
の
設
 

立
 が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
特
徴
は
ケ
ル
ト
至
上
主
義
、
ア
ル
カ
イ
 
ズ
ム
 に
 

あ
り
、
「
自
己
」
の
起
源
が
黄
金
時
代
と
し
て
の
古
代
に
求
め
ら
 
 
 

 
 

一
八
四
六
年
以
降
、
イ
ギ
リ
ス
で
生
ま
れ
た
「
 

フ
 オ
ー
ク
ロ
ア
」
 の
 語
が
 

甜
 

フ
ラ
ン
ス
に
輸
入
さ
れ
、
一
八
八
二
年
に
ブ
リ
ュ
ー
イ
ル
、
 

ゲ
ド
   

 
 

テ
ィ
ー
 ヴ
 ら
の
民
俗
学
者
に
よ
る
「
 マ
 ・
メ
ー
ル
・
ロ
ワ
の
会
」
 、
フ
ラ
 

ン
ス
民
俗
学
会
の
肌
 堅
ユ
は
 大
き
く
遅
れ
て
一
九
二
八
年
で
あ
る
。
 

サ
ン
テ
 

イ
 ー
 ヴ
 、
ヴ
ァ
ン
・
ジ
ュ
ネ
ッ
プ
ら
に
よ
っ
て
、
民
俗
学
は
単
な
 
る
 採
集
 

0
 次
元
を
脱
し
、
比
較
研
究
と
い
う
科
学
的
性
格
を
帯
び
は
じ
め
 
る
 。
 ヴ
 

ア
ン
・
バ
ン
 ュ
 ネ
 ッ
 プ
は
民
俗
学
に
転
ず
る
前
に
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
 
 
 

ジ
ェ
リ
ア
で
調
査
を
行
っ
て
い
た
。
彼
は
フ
ラ
ン
ス
国
内
を
対
象
 とし
た
 

研
究
に
「
民
族
学
一
の
（
 プ
コ
 
0
-
0
 
注
巳
 
」
も
し
く
は
「
民
族
誌
 学
 
寂
侍
プ
下
 

。
 

隅
 の
で
 
巨
 ③
」
と
い
う
語
を
用
い
ず
に
、
「
民
俗
字
一
ぎ
 

守
こ
 「
③
」
   

語
を
用
い
た
。
そ
の
理
由
は
「
民
族
学
、
民
族
誌
 学 」
は
「
自
己
 
」
と
 比
 

ぺ
 野
蛮
な
も
の
を
扱
っ
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
 

一
九
二
 0
 年
代
、
ヴ
ァ
ン
・
ジ
ュ
ネ
ッ
プ
と
サ
ン
テ
ィ
ー
 
ヴ
 そ
の
  
 

民
俗
学
者
と
の
差
異
が
明
確
に
な
る
と
い
え
る
。
前
者
は
、
デ
ュ
 

 
 

ム
社
会
学
に
触
発
さ
れ
、
儀
礼
や
行
為
の
構
成
要
素
を
他
の
要
素
 
と
の
 関
 

連
 に
お
い
て
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
ま
た
観
察
を
社
 
会
の
中
 

に
位
置
付
け
よ
う
と
し
た
。
ヴ
ァ
ン
・
ジ
ュ
ネ
ッ
プ
は
モ
ー
ス
 
と
 論
争
も
 

行
っ
て
お
り
、
民
族
学
・
人
類
学
と
民
俗
学
の
接
続
を
考
え
る
 
際
  
 

 
 

民
俗
学
 

は
 、
文
化
の
同
質
佳
を
強
調
す
る
あ
ま
り
国
粋
主
義
的
と
な
り
、
 

そ
れ
は
 

ヴ
ィ
シ
ー
政
権
へ
の
協
力
と
い
う
形
で
顕
然
化
し
た
。
現
在
フ
ラ
 
シ
 ス
に
 

お
い
て
民
俗
学
と
い
う
名
称
が
避
け
ら
れ
る
理
由
の
一
端
が
こ
 こ
に
あ
 

る
 。
 

民
族
学
・
人
類
学
と
民
俗
学
と
の
接
続
を
考
え
る
も
う
一
つ
の
 
ポ
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ト
は
 博
物
館
で
あ
る
。
一
九
三
セ
年
、
ト
ロ
 カ
デ
ロ
 民
族
誌
博
物
 
館
の
フ
 

ラ
ン
ス
部
門
が
シ
ャ
イ
 
ョ
｜
 宮
に
移
さ
れ
、
国
立
民
芸
・
民
間
伝
 承
 博
物
 

館
 
-
 
初
代
館
長
は
リ
ヴ
ィ
ニ
ー
ル
 -
 が
 創
設
さ
れ
た
。
そ
こ
で
 
モ
 ｜
ス
の
 

影
響
を
強
く
受
け
 
-
 
例
え
ば
ル
イ
，
デ
ュ
モ
 ノ
 Ⅰ
自
他
意
識
 存
 ほ
と
ん
 

ど
 有
し
な
か
っ
た
民
俗
学
は
フ
ラ
ン
ス
民
族
学
へ
と
変
貌
し
た
。
 

そ
の
 転
 

換
は
 
「
自
己
」
の
な
か
に
「
他
者
」
が
発
生
し
た
瞬
間
と
な
っ
た
 

。
国
内
 

も
 民
族
学
・
人
類
学
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 

加
え
て
、
歴
史
性
を
民
族
学
・
人
類
学
の
問
題
意
識
に
い
か
に
 
持
 ち
込
 

む
か
を
考
え
る
た
め
に
も
、
歴
史
社
会
を
対
象
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
 
民
族
学
 

の
 
「
内
へ
の
ヴ
ェ
ク
ト
ル
」
を
分
析
の
地
平
に
加
え
る
べ
き
で
は
 

な
い
が
 

ろ
 う
か
 。
「
全
体
性
」
の
概
念
を
歴
史
に
導
入
し
た
ア
ナ
ー
ル
 

学
 派
 の
 検
 

討
 も
そ
こ
に
組
み
込
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
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本
書
は
、
山
崎
 亮
 が
一
九
九
九
年
に
東
北
大
学
に
提
出
し
た
学
位
 
請
求
 

論
文
に
加
筆
・
訂
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
修
士
論
文
 
で
デ
ュ
 

ル
ケ
ー
 ム
 を
と
り
あ
げ
て
い
ら
い
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
研
究
を
継
続
 し
て
お
 

こ
な
い
、
多
く
の
論
文
を
発
表
し
て
き
た
。
そ
の
集
大
成
が
本
書
 
と
い
う
 

こ
と
に
な
る
。
 

と
は
い
っ
て
も
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
 

ム
 に
関
し
て
は
、
後
世
に
多
大
な
 

影
響
 

を
 与
え
た
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
そ
れ
を
は
じ
め
、
こ
れ
ま
で
膨
大
な
研
 
究
 が
な
 

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
あ
え
て
 

今
 デ
ュ
ル
ケ
ー
 
ム
 に
つ
い
 て
 書
く
 

こ
と
の
意
義
を
著
者
は
ど
こ
に
見
出
し
て
い
る
か
。
「
ま
え
が
き
 
」
の
な
 

か
で
、
著
者
は
そ
れ
を
二
白
あ
げ
る
。
ひ
と
つ
は
、
「
デ
ュ
 

ル
ケ
 １
ム
山
下
 

教
 論
の
全
体
像
を
提
示
」
 
@
 
頁
 -
 す
る
こ
と
。
も
う
ひ
と
つ
は
 

「
デ
ュ
 

ル
ケ
ー
ム
宗
教
論
の
展
開
そ
れ
自
体
に
お
い
て
…
…
宗
教
学
の
視
 
占
が
形
 

成
さ
れ
て
い
く
の
を
見
て
取
る
」
 

-
-
n
 

貞
 -
 こ
と
で
あ
る
。
宗
教
 社
会
学
 

 
 

の
 
「
開
祖
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
 
デ
ュ
 ル
ケ
ー
 ム
 で
あ
る
が
 

著
者
一
 

が
 言
明
す
る
 よ
う
 に
、
こ
れ
ま
で
そ
の
宗
教
論
の
全
体
が
詳
細
に
 

 
 

れ
た
こ
と
は
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
し
、
そ
れ
が
宗
教
学
の
観
占
か
ら
 
整
理
さ
 

竹
沢
尚
一
郎
 

末
末
 祀
二
 0
0
 

一
年
一
二
月
二
 

0
 日
刊
 

A
5
 判
二
五
八
十
㎞
 頁
 

五
八
 

0
0
 

円
 

山
崎
 
亮
著
 

「
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
宗
教
学
思
想
の
研
究
」
 



れ
た
こ
と
も
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
右
の
二
点
の
目
的
を
も
つ
 
本
 書
が
刊
 

付
 さ
れ
る
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
と
い
え
よ
う
。
 

本
書
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
 ム
 
の
宗
教
理
解
の
変
化
を
あ
と
づ
け
る
 た
め
 

に
 、
 浩
渤
 な
か
れ
の
テ
キ
ス
ト
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
を
可
能
な
か
 
 
 

在
 的
に
読
み
込
む
作
業
を
柱
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
以
下
に
 
、
 い
さ
さ
 

か
煩
墳
 に
は
な
る
が
 章
 ご
と
に
そ
の
内
容
を
要
約
・
紹
介
し
、
 

そ
 の
上
で
 

問
題
点
を
指
摘
し
た
 
い
 。
 

序
章
「
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
宗
教
論
の
現
在
」
は
、
欧
米
お
よ
び
日
本
 に
お
 

け
る
デ
ュ
 
ル
ケ
ー
 ム
 の
受
容
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
論
じ
た
上
で
 

、
本
書
 

の
 見
取
り
図
を
描
く
こ
と
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
著
者
に
 
よ
 れ
 ば
 、
デ
ュ
 

ル
ケ
ー
 ム
 の
宗
教
理
解
は
、
宗
教
が
社
会
を
あ
ら
ぬ
 
す
 象
徴
体
系
 
で
あ
る
 

と
す
る
初
期
の
「
主
知
主
義
的
」
立
場
か
ら
、
宗
教
の
な
か
に
 
社
 会
 を
作
 

り
 出
し
あ
る
い
は
「
作
り
直
す
」
機
制
を
見
出
そ
う
と
す
る
後
期
 
0
 
コ
 王
 

意
 主
義
的
」
立
場
へ
と
、
大
き
く
変
化
し
て
い
る
二
二
二
頁
Ⅱ
 そ
し
て
 

そ
の
こ
と
は
、
社
会
を
理
解
す
る
た
め
に
宗
教
を
研
究
す
る
と
い
 
5
 社
会
 

学
の
立
場
か
ら
、
「
宗
教
と
は
何
か
を
究
極
的
な
問
い
と
す
る
 

知
 的
 営
為
」
 

と
し
て
の
「
宗
教
学
」
の
立
場
へ
と
旋
回
し
た
こ
と
と
並
行
し
て
 
い
る
と
 

す
る
三
五
頁
 -
 。
こ
の
二
点
を
証
明
す
る
べ
く
、
著
者
は
ほ
 ほ
  
 

ン
ズ
 
と
と
も
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
時
期
区
分
を
立
て
る
。
 

一
 、
初
 期
 
宮
仕
 

余
 分
業
室
 型
 
出
版
の
一
八
九
三
年
ま
で
Ⅰ
 二
 、
申
 期
宅
 自
殺
 ゑ
 
哩
 
刊
行
 

の
 
一
八
九
 セ
年
 ま
で
㍉
 
三
 、
移
行
 期
 
-
 
「
宗
教
 ｜
 諸
起
源
」
刊
行
 の
 
一
九
 

0
 六
年
ま
で
）
。
 
四
 、
後
期
二
九
一
 
セ
 年
の
死
ま
で
 
-
 。
こ
の
 区
 分
が
章
 

立
て
に
ほ
 
ほ
 対
応
し
て
い
る
の
で
、
以
下
に
各
章
を
追
っ
て
 検
 訂
 し
た
 

 
 

 
 第

一
章
「
初
期
デ
ュ
ル
ケ
ー
 ム
 の
宗
教
論
」
で
は
、
最
初
期
の
著
 

作
で
 

あ
る
「
社
会
分
業
論
」
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
宗
教
理
解
に
 
佳
 点
が
あ
 

 
 

て
ら
れ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
書
の
な
か
で
 
デ
ュ
ル
ケ
 3
7
 

 
 

「
機
械
的
連
帯
」
と
「
有
機
的
連
帯
」
と
い
う
社
会
統
合
の
形
式
 

に
よ
っ
 

 
 
 
 

て
 社
会
を
区
分
し
て
お
り
二
 別
 近
代
社
会
と
近
代
社
会
と
い
い
か
 え
て
も
 

よ
い
Ⅰ
前
者
に
お
い
て
は
「
社
会
的
で
あ
る
も
の
は
す
べ
て
め
ホ
 
教
的
 」
 

で
あ
っ
た
が
、
「
歴
史
の
進
展
と
と
も
に
、
そ
の
領
域
は
一
貫
し
 
 
 

し
て
」
い
っ
た
と
考
え
て
い
る
エ
八
七
頁
㍉
こ
の
よ
う
な
世
俗
 化
 論
を
 

柱
 と
す
る
 デ
ュ
 
ル
ケ
ー
 ム
 の
初
期
の
宗
教
理
解
を
、
著
者
は
つ
ぎ
 

の
こ
と
 

ば
 で
ま
と
め
て
し
る
ヨ
分
業
論
」
に
お
い
て
 デ
ュ
 
ル
ケ
ー
 ム
  
 

 
 

宗
教
を
、
集
合
意
識
の
超
越
性
の
非
合
理
的
象
徴
形
態
と
と
ら
え
 
た
の
で
 

あ
 つ
た
。
そ
の
結
果
、
も
っ
ぱ
ら
宗
教
の
社
会
的
規
制
作
用
が
 強
調
さ
 

ね
 、
ま
た
機
械
的
連
帯
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
そ
の
歴
史
的
 
衰
 退
 が
必
 

殊
現
 さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
諸
個
人
の
自
律
な
い
し
は
 
合
理
化
 

を
 妨
げ
、
歴
史
の
趨
勢
に
逆
行
す
る
 姪
桔
 と
し
て
の
宗
教
と
い
う
 
、
 下
ロ
山
足
 

的
な
イ
メ
ー
ジ
を
読
み
取
る
こ
と
さ
え
で
き
る
」
一
六
七
１
人
 八
頁
㍉
 

「
集
合
意
識
の
超
越
性
の
非
合
理
的
象
徴
形
態
」
と
い
う
語
句
 を
 除
け
 

ば
 、
き
わ
め
て
妥
当
な
理
解
で
あ
ろ
う
。
こ
の
語
句
が
疑
問
で
 あ
る
の
 

は
 、
最
後
に
触
れ
る
 
よ
う
 に
、
象
徴
や
表
象
に
つ
い
て
の
理
解
が
 

著
者
と
 

私
で
は
大
き
く
異
な
る
た
め
で
あ
る
。
 

第
二
章
「
中
期
デ
ュ
ル
ケ
ー
 ム
 の
宗
教
論
」
で
は
、
「
社
会
学
 
方
 法
の
 

規
準
」
と
「
自
殺
論
」
に
お
け
る
 
デ
ュ
 
ル
ケ
ー
 ム
 の
宗
教
理
解
が
 
と
り
あ
 

げ
ら
れ
て
い
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
 ム
 は
そ
こ
で
も
宗
教
を
規
制
的
・
 

強
制
的
 

な
も
の
と
と
ら
え
、
歴
史
の
進
展
と
と
も
に
そ
の
役
割
が
衰
退
し
 
 
 

と
の
世
俗
化
論
に
立
っ
て
い
る
占
で
、
「
分
業
 

ゑ
 魍
の
延
長
上
に
 
あ
る
と
 

さ
れ
る
。
さ
ら
に
「
自
殺
論
」
の
つ
ぎ
の
こ
と
ば
は
、
著
者
に
よ
 
 
 



書評と紹介 

デ
ュ
 ル
ケ
ー
 ム
 の
「
主
知
主
義
的
な
宗
教
理
解
の
端
的
な
定
式
化
 

 
 

の
な
に
も
の
で
も
な
い
 
-
 
八
四
頁
 -
 
。
「
個
人
に
尊
敬
を
課
し
、
 

ま
  
 

崇
敬
の
対
象
と
な
っ
た
威
力
、
そ
れ
は
社
会
で
あ
り
、
神
々
 

は
社
 会
 の
 実
 

体
 化
さ
れ
た
形
態
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
宗
教
は
要
す
る
に
、
 

そ
 れ
に
ょ
 

っ
て
社
会
が
自
己
自
身
に
つ
い
て
の
意
識
を
得
る
と
こ
ろ
の
象
徴
 

体
系
で
 

 
 

制
 -
 
人
三
 
的
な
 

/
 

 
 八
四
頁
 -
 
。
 

つ
づ
く
第
三
章
「
デ
ュ
ル
ケ
ー
 

ム
 の
道
徳
論
と
宗
教
論
」
と
 
第
 四
章
 

「
宗
教
研
究
へ
の
傾
斜
と
新
た
な
展
開
」
は
、
移
行
 

期
の
デ
ュ
ル
 
 
 

も
の
と
し
て
と
ら
え
る
前
中
期
の
宗
教
理
解
か
ら
、
価
値
や
理
想
 

を
生
み
 

だ
す
も
の
と
し
て
の
宗
教
の
働
き
を
強
調
す
る
後
期
の
宗
教
理
解
 

へ
の
 移
 

行
 を
あ
と
づ
け
る
こ
と
に
眼
目
が
お
か
れ
て
い
る
。
著
者
は
最
初
 

 
 

・
ス
ミ
ス
の
「
セ
ム
族
の
宗
教
」
に
よ
る
 

デ
 ュ
ル
 ケ
  
 

「
啓
示
」
を
強
調
す
る
従
来
の
見
解
を
「
推
測
」
に
す
ぎ
な
い
と
 

 
 

た
 つ
 え
で
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
 
ム
 の
テ
キ
ス
ト
に
沈
潜
し
な
が
ら
、
 

か
 れ
の
七
 
%
 

教
理
解
の
変
化
を
精
確
に
た
ど
ろ
う
と
す
る
。
こ
の
章
は
、
著
者
 

の
 長
年
 

の
デ
ュ
 ル
ケ
ー
ム
読
解
が
も
っ
と
も
よ
く
開
花
し
た
章
で
あ
り
、
 

テ
キ
ス
 

ト
に
 内
在
し
な
が
ら
、
従
来
の
定
説
と
は
異
な
る
見
解
を
生
み
出
 

 
 

く
そ
の
論
の
展
開
は
、
き
わ
め
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
ス
リ
リ
ン
グ
な
 

 
 

な
り
え
て
い
る
。
 

こ
れ
ま
で
の
 
章
 と
若
干
重
複
す
る
が
、
こ
こ
で
の
著
者
の
理
解
を
 

要
約
 

し
よ
う
。
初
期
の
 
デ
ュ
 ル
ケ
ー
 ム
 の
宗
教
理
解
は
、
た
と
え
ば
 
一
 
 
 

年
の
 「
宗
教
現
象
の
定
義
に
つ
い
て
」
に
示
さ
れ
て
お
り
、
 

そ
，
 
」
で
は
 
宗
 

教
は
 「
強
制
的
な
」
諸
信
念
と
諸
実
践
と
か
ら
な
る
「
体
系
化
さ
 

れ
た
 一
 

総
体
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る
だ
け
で
、
そ
の
内
容
が
検
討
さ
れ
る
 こと
は
 

な
か
っ
た
二
二
七
頁
㍉
一
方
、
そ
の
前
年
に
出
版
さ
れ
た
「
 

個
人
 表
 

象
 と
集
ム
ロ
表
象
」
で
は
違
っ
た
 視
占
が
 示
さ
れ
て
お
り
、
 
集
 ム
ロ
 
的
 表
象
を
 

「
固
有
の
生
活
を
営
む
部
分
的
に
自
律
し
た
実
在
」
と
み
な
す
と
 

い
 ,
 
っ
、
 

社
会
決
定
論
を
逃
れ
た
、
相
対
的
自
律
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
 
の
 宗
教
 

表
象
の
理
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る
二
二
九
頁
㍉
さ
ら
に
一
九
 
0
 土
 
八
年
 

の
 
「
宗
教
 ｜
 諸
起
源
」
に
な
る
と
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
 ム の
宗
教
理
解
 
は
 新
た
 

な
 段
階
を
迎
え
て
お
り
、
そ
の
変
化
は
著
者
に
よ
れ
ば
三
重
で
あ
 
る
 O
 
つ
 

ま
り
、
主
知
主
義
的
な
立
場
か
ら
主
意
主
義
的
な
立
場
へ
の
 移
 行
 で
あ
 

り
 、
社
会
が
宗
教
を
決
定
す
る
と
の
社
会
決
定
論
か
ら
、
宗
教
の
 
も
つ
 価
 

値
や
理
想
を
強
調
す
る
社
会
学
的
理
想
主
義
へ
の
転
回
で
あ
り
、
 

そ
う
し
 

た
 視
点
の
変
化
の
根
底
に
あ
る
、
宗
教
の
社
会
学
か
ら
「
人
間
の
 
学
 と
し
 

て
の
宗
教
学
」
へ
の
関
心
の
変
化
で
あ
る
二
四
五
頁
）
。
一
九
 
一
一
年
 

の
 
「
価
値
判
断
と
実
在
判
断
」
に
お
け
る
つ
ぎ
の
こ
と
ば
は
、
 

デ
 ュ
ル
ケ
 

１
ム
 の
 宗
教
理
解
の
決
定
的
変
化
を
告
知
す
る
も
の
と
し
て
、
 

強
 い
 強
調
 

が
お
か
れ
て
い
る
。
「
主
要
な
社
会
現
象
、
す
な
む
ち
宗
教
、
道
 

徳
 、
法
、
 

経
済
、
美
術
は
、
価
値
の
、
し
た
が
っ
て
理
想
の
諸
体
系
に
ほ
か
 
な
ら
な
 

 
 

の
で
あ
 

る
 。
社
会
学
は
そ
の
探
求
の
果
て
に
、
徐
々
に
そ
こ
に
た
ど
り
 
着
  
 

は
な
い
。
社
会
学
は
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
。
理
想
は
社
会
学
固
有
 
の
 領
域
 

な
の
で
あ
る
」
 
-
 一
四
三
 ｜
 
一
四
四
頁
 -
 。
 

 
  
 

第
五
章
 目
 宗
教
生
活
の
基
本
的
諸
形
態
」
の
宗
教
学
的
読
解
」
 ヰ
よ
 

@
@
 
,
 

 
 
 
 

上
記
の
理
解
に
た
っ
て
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
 ム の
 量
 晩
年
の
著
作
の
読
 
み
 直
し
 

を
 試
み
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
ま
ず
そ
の
序
論
の
な
か
の
一
文
 
 
 

す
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
実
証
科
学
と
同
様
に
、
社
会
学
は
何
よ
り
も
 
ま
ず
、
 



以
上
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
本
書
は
 デ
ュ
 ル
ケ
ー
 ム
 の
宗
教
研
究
 
究
 

ながれる に新現高 し る 似 れる さ り 頁 ュ こ し る わ 

  

  
直れ杜甫は ま ょ 徳か抱 
す は 余割 、 さ っ生 ら れ   

上た根れ行 ㍉ ル こ て こ れ 

  
宗
教
理
解
を
徹
底
し
て
読
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
 ム
 研
究
 

に
 新
た
な
一
歩
を
し
る
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
引
用
さ
れ
て
 

 
 

献
は
膨
大
な
数
に
の
ぼ
る
だ
け
で
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
語
文
献
か
ら
 
 
 

 
 

突
 と
し
て
最
大
の
評
価
を
受
け
る
に
値
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。
 

と
 

デ
ュ
 ル
ケ
ー
 ム
 の
宗
教
理
解
の
変
化
を
、
テ
キ
ス
ト
に
内
在
し
な
 

き
わ
め
て
読
み
や
す
く
か
つ
正
確
で
あ
り
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
宗
教
 
論
 の
 研
 

 
 

 
 

時
間
を
追
っ
て
精
確
か
つ
丹
念
に
あ
と
づ
け
た
こ
と
は
、
後
世
に
 
残
る
業
 

績
 で
あ
ろ
う
。
本
書
が
広
く
読
ま
れ
る
こ
と
を
推
奨
す
る
理
由
で
 
あ
る
。
 

そ
の
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
 

ニ
、
 三
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
 

い
 。
 著
者
 

は
 、
デ
ュ
ル
ケ
ー
 ム
 の
 最
 晩
年
の
著
作
を
「
宗
教
生
活
の
基
本
 的
 語
形
 

態
 し
と
訳
し
て
い
る
。
こ
の
本
は
こ
れ
ま
で
、
わ
が
国
で
は
古
野
 
清
人
の
 

一
九
三
 0
 年
の
訳
以
来
、
「
宗
教
生
活
の
原
初
形
態
し
と
訳
さ
れ
 
 
 

一
般
的
で
あ
っ
た
。
著
者
が
こ
の
訳
を
し
り
ぞ
け
る
た
め
に
提
出
 

し
た
五
冊
 

拠
 は
き
わ
め
て
正
確
で
あ
り
二
二
五
頁
 
一
 、
私
も
別
の
箇
所
で
 指
摘
し
 

た
 よ
 う
 に
 
宅
 表
象
の
植
民
地
帝
国
目
世
界
思
想
 社
 、
二
 0
0
 

一
 年
 -
 、
古
 

野
の
訳
が
誤
訳
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
 る 
-
 
全
 

体
 に
古
野
の
訳
は
不
正
確
で
あ
り
、
全
面
的
な
改
訳
が
待
た
れ
る
 とこ
ろ
 

で
あ
る
 -
 。
た
だ
、
著
者
の
い
う
「
宗
教
生
活
の
基
本
的
諸
形
態
 L
 ま
、
 

@
 

正
確
で
あ
る
に
し
て
も
い
か
に
も
重
い
。
「
宗
教
生
活
の
基
本
形
 
態
 」
と
 

す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

第
二
点
と
し
て
、
著
者
は
後
期
の
 デ
ュ
 ル
ケ
ー
 ム
 に
お
い
て
、
 主
 矢
 
、
臼
玉
 

義
的
 傾
向
か
ら
主
意
主
義
的
立
場
へ
の
転
換
が
な
き
れ
た
と
す
る
 
 
 

し
な
が
ら
、
「
宗
教
生
活
の
基
本
形
態
ど
の
前
述
の
引
用
で
、
 

社
 会
 が
俸
 

礼
 の
な
か
で
「
み
ず
か
ら
を
意
識
」
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
 
ぃ
  
 

そ
の
す
ぐ
後
の
箇
所
で
も
、
「
社
会
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
個
人
 
の
 集
合
 



書評と 

に
よ
っ
て
…
…
構
成
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
な
に
よ
り
も
 
社
 会
 が
そ
 

れ
 自
身
に
つ
い
て
も
つ
観
念
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
」
と
吾
一
 

日
明
さ
れ
 

て
い
る
。
お
な
じ
理
解
は
中
期
の
「
自
殺
論
」
に
も
見
ら
れ
る
の
 
 
 

一
 
前
述
 -
 、
宗
教
を
社
会
が
自
己
自
身
に
つ
い
て
意
識
す
る
た
め
 の
 象
徴
 

形
態
だ
と
す
る
見
方
 は
デ
ュ
 
ル
ケ
ー
 ム
 に
お
い
て
一
貫
し
て
い
 
る
 。
ヨ
下
 

教
生
活
」
の
 
デ
ュ
 ル
ケ
ー
 ム
 が
行
為
Ⅱ
儀
礼
の
重
要
性
を
強
調
し
 
 
 

事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、
社
会
が
理
想
化
き
れ
た
 
自
 己
 意
識
 

を
も
つ
働
き
を
そ
こ
に
認
め
た
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
 

主
知
 主
 

義
 
・
主
意
主
義
と
い
う
用
語
の
使
用
は
混
乱
を
招
く
だ
け
だ
と
 

思
 わ
れ
る
 

し
 、
デ
ュ
ル
ケ
ー
 
ム
 の
議
論
が
あ
く
ま
で
社
会
に
力
点
を
お
い
て
 

い
た
こ
 

と
を
勘
案
す
る
な
ら
、
後
期
の
 

デ
ュ
 ル
ケ
ー
 ム
 が
「
人
間
の
学
 
と
  
 

宗
教
学
」
に
傾
斜
し
た
と
い
う
著
者
の
王
 張
は
 つ
い
て
も
、
疑
問
 
 
 

わ
ざ
る
を
え
な
い
。
 

後
期
の
 デ
ュ
 ル
ケ
ー
 ム
 に
正
意
正
義
 的
 傾
向
を
認
め
た
の
は
、
 
著
 者
も
 

論
じ
て
い
る
よ
う
に
「
社
会
的
行
為
の
構
造
 ヒの
 パ
ー
ソ
ン
ズ
で
 
 
 

す
べ
て
の
誤
解
は
か
れ
に
原
因
が
あ
る
と
い
っ
て
も
 
過
 舌
口
で
は
な
 
 
 

｜
 ソ
ン
ズ
は
、
そ
れ
ま
で
の
ア
ポ
リ
ア
で
あ
っ
た
社
会
と
個
人
の
 
三
津
 背
 

反
を
逃
れ
る
た
め
に
、
社
会
的
行
為
と
そ
の
総
体
と
し
て
の
社
会
 
体
系
と
 

い
う
 対
 概
念
で
社
会
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
 あく
ま
 

で
 社
会
的
行
為
の
客
観
性
・
実
在
性
か
ら
出
発
し
て
、
そ
れ
を
 
価
 値
 お
よ
 

び
 意
味
が
ど
の
よ
う
に
規
制
す
る
か
を
考
え
よ
う
と
す
る
占
で
、
 

素
朴
な
 

実
在
論
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
は
 
じ
ま
る
 

舌
口
ま
叫
論
師
転
回
は
、
社
会
を
構
成
す
る
中
心
的
要
素
と
し
て
 
言
睾
 
 
 

象
徴
を
お
き
、
そ
れ
が
一
方
で
ど
の
よ
う
に
し
て
人
び
と
の
行
為
 
を
 規
制
 

し
 、
他
方
で
そ
の
行
為
と
象
徴
の
集
積
が
ど
の
よ
う
に
し
て
安
定
 
し
た
 構
 

造
を
生
み
出
し
て
い
る
か
を
考
え
る
と
い
う
、
新
た
な
視
点
を
生
 
み
だ
し
 

た
 。
 レ
 ヴ
ィ
・
ス
ト
ロ
ー
ス
、
ラ
カ
ン
、
フ
ー
コ
ー
と
い
っ
た
い
 
 
 

「
構
造
主
義
者
」
だ
け
で
な
く
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
 

や
ギ
 デ
 シ
ズ
 
な
ど
 0
 社
会
 

学
者
も
こ
う
し
た
潮
流
を
受
け
つ
い
で
い
る
の
で
あ
り
 一
 
も
ち
 ろ
 ん
そ
こ
 

に
は
解
釈
の
相
違
が
存
在
す
る
Ⅰ
こ
う
し
た
 @
@
 

ロ
ま
 
叫
ぬ
珊
的
 ・
構
造
 論
 的
革
 

新
の
先
駆
者
と
し
て
 
デ
ュ
 
ル
ケ
ー
 ム
 を
位
置
づ
け
る
な
ら
、
デ
ュ
 
 
 

存
在
し
な
い
と
い
う
両
者
の
不
可
分
の
関
係
を
支
え
る
も
の
と
し
 

を
 理
解
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
主
意
主
義
と
主
知
主
義
の
二
 

が
っ
て
い
た
。
一
八
五
七
年
に
、
ア
ル
ザ
ス
に
隣
接
す
る
 エ
ピ
ナ
 

れ
の
生
き
た
時
代
と
ど
の
よ
う
に
格
闘
し
た
か
を
捨
象
す
る
こ
と
 

り
 内
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
れ
の
宗
教
理
解
の
変
化
を
た
ど
 

ろ
 う
 。
重
要
な
の
は
、
価
値
が
行
為
を
生
み
、
行
為
な
く
し
て
は
 

ム
の
 理
解
、
と
く
に
そ
の
佳
木
倉
表
象
論
の
理
解
は
い
っ
そ
う
深
ま
 

に
 閉
じ
こ
め
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
 

に
成
功
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
他
面
で
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
 

第
三
点
と
し
て
、
著
者
は
 
デ
ュ
 
ル
ケ
ー
 ム
 の
テ
キ
ス
ト
に
可
能
な
 律

 %
 
弓
反
 

 
 て

 表
象
 

る
こ
と
 

る
で
あ
 

 
 

に
つ
な
 

ル
 県
に
 

か
ぎ
 

ユ
ダ
ヤ
教
の
ラ
ビ
の
子
弟
と
し
て
生
ま
れ
た
 

デ
ュ
 
ル
ケ
ー
 ム
 は
 、
 
一
八
七
 

一
年
の
晋
 仏
 戦
争
の
敗
戦
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
に
割
譲
さ
れ
た
 
ア
ル
  
 

悲
劇
を
 、
 身
を
切
ら
れ
る
よ
 
う
 に
受
け
と
め
た
に
違
い
な
い
。
 
そ
  
 

か
れ
の
人
生
は
、
 
晋
仏
 戦
争
の
敗
戦
と
引
き
換
え
に
誕
生
し
た
 フ ラ
ン
ス
 

第
三
共
和
制
を
、
思
想
・
科
学
・
教
育
の
側
面
か
ら
支
え
る
こ
と
 
 
 

や
さ
れ
た
。
一
九
世
紀
末
の
ド
レ
フ
ュ
ー
ス
事
件
で
は
 
反
 ユ
ダ
ヤ
 正
義
Ⅱ
 

王
党
派
と
論
戦
を
く
り
か
え
し
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
教
授
と
し
て
は
 
誕
生
し
 

た
ば
か
り
の
公
教
育
 ぃ
 世
俗
教
育
の
確
立
に
つ
と
め
、
一
貫
し
て
 
7
9
 

 
 

エ
ビ
 
キ
ズ
ム
に
反
対
し
て
フ
ラ
ン
ス
社
会
党
に
近
い
立
場
を
保
持
 
す
る
 
一
 



方
で
、
第
一
次
世
界
大
戦
で
は
積
極
的
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
 
鼓
 舞
し
、
 

息
子
を
含
め
た
教
え
子
を
戦
場
に
送
り
込
ん
で
戦
病
死
さ
せ
た
 -
 
そ
の
 結
 

果
 、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
学
派
は
壊
滅
の
危
機
に
陥
っ
た
Ⅰ
 

デ
ュ
 ル
ケ
ー
 ム
 の
周
辺
の
研
究
者
で
い
え
ば
、
「
未
開
心
性
」
の
 

研
究
 

で
知
ら
れ
る
レ
 
ダ
イ
 "
 ブ
リ
ュ
 
か
 は
、
ド
レ
フ
ユ
ー
ス
事
件
の
 ド
 レ
フ
 ュ
 

｜
ス
 の
い
と
こ
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
党
の
も
 
つ
と
も
 

有
力
な
金
銭
的
支
援
者
で
あ
っ
た
し
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
 ム
 の
甥
の
 モ
  
 

フ
ラ
ン
ス
社
会
党
の
熱
心
な
活
動
家
で
あ
り
、
そ
の
機
関
紙
の
協
 
同
 組
 ん
口
 

の
欄
の
責
任
者
で
あ
る
と
同
時
に
 

、
宇
 か
ら
協
同
組
合
の
運
営
 
に
 参
加
 

し
て
い
た
（
竹
沢
、
前
掲
 書
 ㍉
ま
さ
に
 デ
ュ
 ル
ケ
ー
 ム
 は
 ブ
 ラ
 ン
ス
 第
 

三
共
和
制
の
「
司
祭
」
で
あ
っ
た
し
、
か
れ
の
学
派
は
同
時
代
 
フ
 ラ
ン
ス
 

の
 政
治
 H
 社
会
的
状
況
に
積
極
的
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
た
の
で
あ
 る 。
 そ
 

の
こ
と
を
考
慮
し
な
い
で
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
 

ム
 お
よ
び
そ
の
学
派
 
0
 社
ム
 互
 

学
も
 
「
宗
教
学
」
も
理
解
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
 

お
よ
そ
 

あ
ら
ゆ
る
宗
教
的
実
践
は
、
同
時
代
の
社
会
的
・
歴
史
的
背
景
と
 
の
 相
関
 

の
も
と
に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
視
点
か
ら
 
落
と
し
 

た
 宗
教
研
究
は
、
ど
れ
ほ
ど
優
れ
た
研
究
で
あ
っ
て
も
、
十
分
な
 
評
価
を
 

与
え
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
い
わ
い
著
者
は
あ
と
が
き
 の
な
か
 

で
、
「
長
き
に
わ
た
る
 
デ
ュ
 
ル
ケ
ー
ム
宗
教
論
の
読
解
作
業
を
通
 じ
て
、
 

宗
教
現
象
を
社
会
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
姿
 
勢
が
、
 

私
自
身
の
な
か
に
お
の
ず
か
ら
育
ま
れ
て
き
た
」
と
述
べ
て
い
る
 
。
 ム
 「
 後
 

の
 著
者
の
 デ
ュ
 ル
ケ
ー
ム
研
究
の
深
ま
り
を
期
待
し
た
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書評 

会
 が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
四
つ
の
教
団
の
信
者
の
数
を
合
計
 
す
 る
と
 百
 

万
人
を
越
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
教
団
は
 
信
者
の
 

九
 0
 拷
 以
上
が
非
日
系
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
、
少
な
く
と
も
 
百
万
人
 

に
 近
い
非
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
が
こ
れ
ら
日
系
新
宗
教
を
信
仰
し
て
 いる
と
 

考
え
て
大
過
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
興
味
ぶ
か
 い
 宗
教
現
象
は
 
、
す
で
 

に
前
山
 隆
や
中
牧
 弘
光
ら
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
 

て
 重
要
な
成
果
で
あ
る
。
著
者
と
同
じ
く
ブ
ラ
ジ
ル
の
日
系
 
新
宗
 教
 研
究
 

一
九
八
八
年
以
来
、
著
者
は
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
い
て
綿
密
な
調
査
を
 

断
続
 

的
に
行
な
っ
て
き
た
。
研
究
対
象
の
一
つ
で
あ
る
 
デ
ヵ
セ
ギ
、
す
 
な
わ
ち
 

一
九
八
 0
 年
代
後
半
に
出
現
し
た
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
が
日
本
で
就
 労す
る
 

現
象
に
つ
い
て
、
著
者
は
既
に
「
共
同
研
究
出
稼
ぎ
日
系
ブ
ラ
  
 

-
 
上
ニ
柵
 文
繍
・
 
-
 
下
 -
 資
料
編
 L
-
 明
石
書
店
、
一
九
九
五
年
）
を
 編
ん
で
 

い
ろ
。
著
者
が
二
 
0
0
0
 
年
に
筑
波
大
学
に
提
出
し
た
博
士
論
文
 に
も
と
 

づ
く
本
書
 は
 著
者
の
多
年
の
論
考
の
結
実
で
あ
り
、
新
宗
教
研
究
 に
と
つ
 

な
 行
な
っ
て
き
た
評
者
に
と
っ
て
も
、
本
書
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
 
は
た
 い
 

へ
ん
喜
ば
し
い
。
 

著
者
は
、
研
究
対
象
と
し
て
、
大
本
、
金
光
教
、
立
正
佼
成
会
、
 

世
界
 

救
世
教
、
創
価
学
会
、
霊
友
会
、
稲
荷
 会 の
七
つ
の
教
団
を
選
択
 
 
 

る
 。
本
書
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
そ
 
れ
ぞ
れ
 

の
 教
団
の
展
開
を
経
時
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
ぜ
 
日
 宗
社
会
 

内
部
の
宗
教
と
な
っ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
原
因
 
で
 井
目
 

来
信
者
を
獲
得
し
て
い
る
の
か
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
を
み
て
い
こ
う
。
序
章
「
本
研
究
の
目
的
 ・
 視
 

点
 ・
方
法
」
で
、
著
者
は
研
究
の
二
つ
の
視
点
を
示
す
。
第
一
 

は
 。
フ
ラ
 
ジ
 

ル
で
 布
教
す
る
日
系
新
宗
教
の
分
類
で
あ
り
、
第
二
は
異
文
化
に
 おけ
る
 

布
教
の
際
に
宗
教
が
直
面
す
る
解
決
を
迫
ら
れ
る
課
題
で
あ
る
。
 

分
類
を
 

何
 な
 う
 た
め
に
、
著
者
は
「
組
織
形
態
」
と
「
布
教
形
態
」
の
 一 一
つ
の
 軸
 

を
 設
定
す
る
。
組
織
形
態
の
一
方
の
極
は
「
中
央
集
権
型
」
、
 

も
 う
 
一
方
 

は
 
「
お
や
こ
 型
 」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
「
中
央
集
権
型
」
は
 同
一
 

地
域
内
の
信
者
を
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
 
教
団
の
 

効
率
的
な
組
織
化
に
有
利
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
教
団
組
織
が
 
導
く
者
 

と
 導
か
れ
る
者
の
系
統
 ｜
 す
な
わ
ち
導
き
の
お
や
こ
の
関
係
１
 0
 連
鎖
 か
 

ら
な
る
「
お
や
こ
 
型
 」
で
は
、
同
一
地
域
に
系
統
を
異
に
す
る
 信 者
が
存
 

在
す
る
場
合
、
彼
ら
を
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
す
る
こ
と
が
困
難
と
 
な
る
 可
 

能
 性
が
あ
り
、
そ
の
場
 ム
ロ
 
に
は
教
団
の
組
織
化
が
効
率
的
に
行
な
 われ
な
 

く
な
る
。
一
方
、
布
教
形
態
の
二
つ
の
 極 と
し
て
は
、
教
会
へ
の
 
参
詣
が
 

信
仰
の
実
践
の
主
た
る
形
態
で
あ
る
「
教
師
中
心
参
詣
型
宗
教
」
 

と
、
す
 

べ
て
の
信
者
が
布
教
者
と
し
て
の
役
割
を
担
う
「
信
徒
中
心
万
人
 
布
教
者
 

型
 宗
教
」
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
四
つ
の
極
に
よ
っ
て
 
四
 つ
の
 家
 

眼
 が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
生
長
の
家
、
世
界
救
世
教
、
 

P
L
 な
ど
 多
 

く
の
信
者
を
獲
得
し
し
か
も
非
日
系
人
の
割
合
が
高
い
教
団
は
 、
「
中
央
 

集
権
型
か
つ
信
徒
中
心
万
人
布
教
者
型
宗
教
」
の
象
限
に
集
中
 し
て
い
 

る
 。
地
域
の
信
者
た
ち
が
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
ま
と
ま
り
、
自
ら
 
布
教
者
 

の
役
割
も
担
 う
 と
す
れ
ば
 教
 勢
の
拡
大
に
は
た
し
か
に
有
利
で
あ
 ろ
う
。
 

著
者
の
こ
の
四
つ
の
分
類
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
日
系
宗
教
の
展
開
を
 
検
討
す
 

る
 場
合
の
み
な
ら
ず
、
異
文
化
で
布
教
を
行
な
う
宗
教
に
つ
い
て
 
考
察
す
 

る
 際
の
分
類
の
一
つ
の
モ
デ
ル
た
り
 ぅ
 る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
 
異
文
化
 

布
教
の
際
に
教
団
が
直
面
す
る
課
題
と
し
て
著
者
は
円
拡
大
、
㈲
 
適
応
、
 

同
 定
着
、
四
組
織
の
四
つ
を
あ
げ
、
こ
れ
ら
は
相
互
に
規
定
し
 
ム
 
 
 

閲
 す
る
と
し
て
い
る
。
 



第
一
章
「
ブ
ラ
ジ
ル
の
日
本
移
民
・
日
系
社
会
・
デ
カ
 セギ
 」
で
 ブ
ラ
 

シ
 ル
へ
の
移
民
開
始
か
ら
日
来
社
会
の
成
立
、
そ
し
て
デ
カ
 

セ
ギ
 に
よ
る
 

そ
の
大
き
な
変
容
ま
で
を
歴
史
的
に
概
観
し
た
つ
え
で
、
第
一
玉
 

早
 
「
ブ
ラ
 

シ
 ル
の
宗
教
文
化
と
日
系
宗
教
の
展
開
」
に
お
い
て
著
者
は
ブ
ラ
 
 
 

日
系
宗
教
の
展
開
と
ブ
ラ
ジ
ル
の
主
要
な
諸
宗
教
の
特
徴
を
手
際
 
良
く
要
 

約
し
て
い
る
。
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
日
系
宗
教
の
み
な
ら
ず
、
 

コ
 ン
 テ
キ
 

ス
ト
と
し
て
の
ブ
ラ
ジ
ル
の
諸
宗
教
を
把
握
す
る
著
者
の
学
的
手
 
続
き
に
 

手
抜
か
り
 は
 な
い
。
 

教
団
研
究
に
充
て
ら
れ
て
い
る
三
章
か
ら
九
章
で
は
、
著
者
が
収
 
集
し
 

た
 資
料
に
も
と
づ
い
て
先
述
の
七
教
団
の
展
開
が
丹
念
に
分
析
さ
 
 
 

こ
れ
ら
の
章
の
う
ち
評
者
が
特
に
関
心
を
持
っ
た
二
つ
の
章
に
つ
 
い
て
 触
 

れ
て
み
た
い
。
第
四
章
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
金
光
教
は
、
著
者
の
 
分
類
に
 

よ
れ
 ば
 
「
お
や
こ
 
型
 か
つ
教
師
中
心
参
詣
型
宗
教
」
す
な
む
ち
「
 中
央
集
 

権
型
 か
つ
信
徒
中
心
万
人
布
教
者
型
宗
教
」
と
対
称
的
で
あ
り
、
 

そ
の
 信
 

者
 四
百
名
の
九
 0
 九
を
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
が
占
め
て
い
る
。
著
者
 は
、
ザ
 

ン
パ
ウ
ロ
州
の
あ
る
町
の
教
会
の
歴
史
的
展
開
を
教
会
長
の
人
生
 
に
 佳
山
 

を
 合
わ
せ
て
考
察
し
、
そ
の
特
徴
の
一
 

つ
は
 日
系
人
の
宗
教
を
求
 
め
る
 日
 

来
信
者
と
奇
跡
を
求
め
て
教
会
を
訪
れ
る
非
日
系
信
者
と
の
間
の
 
葛
藤
の
 

歴
史
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
達
す
る
二
一
 

0
 八
頁
 一
 。
 

一
方
、
第
八
章
が
扱
う
霊
友
会
は
、
先
祖
供
養
を
信
仰
の
中
核
と
 

す
る
 

「
お
や
こ
 
型
 か
つ
信
徒
中
心
万
人
布
教
者
型
宗
教
」
で
あ
る
。
 

一
 九
七
五
 

年
の
 ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
本
格
的
布
教
開
始
以
来
、
日
系
人
が
王
 
体
で
あ
 

っ
た
 霊
友
会
が
変
容
を
と
げ
た
の
は
 九
 0
 年
代
で
あ
る
。
デ
カ
 
セ
 ギ
の
影
 

響
を
受
け
、
教
団
の
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
大
ま
 
で
も
が
 

日
本
で
就
労
す
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
、
教
団
は
非
日
系
ブ
ラ
ジ
 
ル
入
信
 

者
の
獲
得
に
積
極
的
に
な
る
。
そ
の
際
に
 
、
 「
お
や
こ
 型
 」
 の
 原
理
に
 

 
 

「
中
央
集
権
型
」
の
原
理
が
付
け
加
え
ら
れ
た
、
と
著
者
は
分
析
 

3
8
 

る
 
一
四
四
九
頁
㍉
 

 
 

他
の
章
を
概
観
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
第
三
章
で
は
大
本
が
 
井
目
 

宍
人
中
心
の
宗
教
か
ら
日
系
人
心
の
宗
教
へ
と
変
容
し
た
要
因
が
 
分
析
さ
 

ね
 、
第
五
章
で
は
、
「
中
央
集
権
型
か
っ
信
徒
中
心
万
人
布
教
者
 

型
 宗
教
」
 

で
あ
る
立
正
佼
成
会
が
な
ぜ
ブ
ラ
ジ
ル
で
 

教
勢
 が
伸
び
な
い
か
が
 
考
察
さ
 

れ
て
い
る
。
第
六
章
で
は
 
浄
蓋
 お
よ
び
信
者
育
成
の
シ
ス
テ
ム
に
 

注
目
す
 

る
こ
と
で
世
界
救
世
教
の
展
開
が
検
証
さ
れ
、
 

第
セ
 章
で
は
創
価
 学
 ム
ニ
の
 

異
文
化
布
教
の
課
題
で
あ
る
適
応
と
定
着
が
分
析
さ
れ
る
。
第
九
 
章
で
扱
 

わ
れ
る
稲
荷
会
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
移
民
し
た
日
本
人
が
創
設
し
た
 
弓
ホ
社
別
 

弘
で
 

あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
本
書
が
こ
れ
ま
で
扱
っ
て
き
た
宗
教
と
 
は
 質
を
 

異
に
し
て
い
る
。
著
者
は
、
稲
荷
会
を
日
本
の
霊
能
者
が
 ブ
 ラ
 ジ
 ル
で
立
 

ち
 上
げ
た
心
霊
幸
義
と
と
ら
え
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
「
日
本
の
 
民
俗
 宗
 

教
の
変
容
」
を
検
証
す
る
。
そ
し
て
終
章
で
は
、
序
章
で
示
し
た
 二
つ
の
 

彊
 か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
団
の
特
徴
が
比
較
検
討
さ
れ
る
。
 

詳
細
な
デ
ー
タ
に
も
と
づ
い
て
著
者
が
展
開
す
る
論
は
、
い
ず
れ
 の教
 

国
研
究
に
お
い
て
も
説
得
的
で
あ
る
。
ま
た
、
著
者
は
第
八
章
 
だ
 け
で
な
 

く
 随
所
で
 デ
ヵ
セ
ギ
 が
新
宗
教
教
団
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
 は
  
 

ほ
 つ
い
て
論
及
し
て
い
る
が
、
こ
の
視
点
は
著
者
の
独
壇
場
で
あ
 
る
と
 @
 
日
 

え
よ
う
。
し
か
し
、
一
冊
の
著
作
と
し
て
本
書
を
み
た
 
場
 入
口
に
は
 
問
題
 と
 

さ
れ
る
べ
き
占
が
い
く
つ
か
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
、
一
一
 

一
つ
の
 
占
 

を
 指
摘
し
た
い
。
第
一
の
問
題
点
は
、
各
論
、
す
な
わ
ち
個
々
の
 
教
団
 研
 

究
を
統
べ
る
方
法
が
み
え
て
こ
な
い
と
い
う
占
で
あ
る
。
た
と
え
 
ば
、
金
 

光
 教
の
分
析
で
は
「
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
」
と
い
う
分
析
概
念
が
導
入
 
さ
れ
て
 



書評と紹介 

布
教
者
個
人
に
焦
点
が
合
わ
せ
ら
れ
、
世
界
救
世
教
研
究
で
は
「
 
課
題
解
 

決
 過
程
」
と
い
う
 視
占
が
 導
入
さ
れ
る
。
「
対
象
に
よ
っ
て
最
も
 

ふ
き
 め
 

し
い
論
述
の
方
法
を
と
る
」
二
四
頁
 一
と
 著
者
が
述
べ
る
よ
う
 に
各
タ
 

0
 章
で
著
右
が
示
す
分
析
は
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
説
得
的
で
あ
 
る
が
、
 

序
論
で
提
示
し
た
二
つ
の
 視
占
 に
よ
る
分
析
が
本
書
を
通
し
て
 

必
 ず
し
も
 

十
全
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
苦
ロ
い
が
た
い
占
は
残
念
で
あ
る
。
 

多
 く
の
 信
 

者
を
獲
得
し
し
か
も
非
日
系
人
の
割
合
が
高
い
「
中
央
集
権
型
 
か
 つ
 信
徒
 

中
心
万
人
布
教
者
型
宗
教
」
の
諸
教
団
の
な
か
に
も
、
そ
の
組
織
 には
さ
 

ま
ざ
ま
な
差
異
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
差
異
は
教
 
義
 や
実
 

践
 あ
る
い
は
信
者
の
社
会
階
層
と
関
係
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
 
る
が
、
 

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
教
団
の
比
較
を
行
な
う
こ
と
も
可
能
 で
あ
ろ
 

 
 第

二
の
問
題
 
占
は
 、
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
か
ん
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

序
章
 

に
お
い
て
著
者
は
、
「
本
書
に
も
し
強
み
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
 

長
 年
に
わ
 

た
る
綿
密
な
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
よ
っ
て
資
料
を
積
み
上
げ
、
是
正
 
補
完
を
 

繰
り
返
し
て
精
選
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
っ
て
 過
 舌
口
で
は
な
 レ
、
 
」
一
一
 

三
頁
 -
 と
述
べ
て
い
る
。
事
実
、
著
者
は
詳
細
な
デ
ー
タ
を
提
示
 
し
て
お
 

り
 、
各
論
の
充
実
は
そ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
貴
重
な
デ
ー
タ
 にも
と
 

づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
の
対
象
は
ど
の
 
よ
う
な
 

人
々
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
霊
友
会
の
事
例
 
-
 四
四
三
ー
 セ
 頁
 -
 以
 

外
 、
本
書
か
ら
信
者
た
ち
の
声
は
ほ
と
ん
ど
聞
こ
え
て
こ
な
い
。
 

で
あ
れ
 

ば
 、
「
教
団
の
展
開
」
と
は
教
団
側
か
ら
の
 

提
 に
も
と
づ
い
た
 
 
 

は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
 
ば
 、
そ
の
点
を
著
者
 は
 明
確
 

に
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

第
三
の
問
題
点
は
筆
者
の
ブ
ラ
ジ
ル
理
解
に
か
ん
す
る
も
の
で
あ
 
る
 。
 

著
者
は
終
章
で
、
日
系
新
宗
教
の
布
教
者
が
と
ら
え
た
「
ブ
ラ
ジ
 
ル
人
気
 

質
 」
の
四
つ
の
特
徴
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
要
約
す
る
と
 
 
 

か
ら
指
図
さ
れ
る
こ
と
を
嫌
い
、
㈲
忍
耐
 
心
 に
乏
し
く
、
国
宗
教
 
 
 

受
動
的
で
あ
り
、
㈹
非
自
罰
的
で
あ
る
、
と
な
る
 
宕
 二
八
頁
 -
 。
布
教
 

す
る
側
の
こ
の
「
ブ
ラ
ジ
ル
 

大
 理
解
」
は
、
著
者
の
ブ
ラ
ジ
ル
 

理
 解
 に
影
 

饗
 し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
著
者
は
世
界
救
世
 
教
 を
扱
 

っ
た
 第
六
章
で
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
宗
教
心
は
容
易
に
妥
協
す
る
「
 
表
面
的
 

な
 宗
教
心
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
社
会
道
徳
を
 ぅ み
だ
す
こ
と
は
 
期
待
で
 

き
な
い
」
と
す
る
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
歴
史
学
者
 ジ ・
オ
ラ
ン
ダ
の
論
 を
 援
用
 

す
る
の
で
あ
る
 

軍
 二
三
頁
㍉
ま
た
、
「
形
式
に
こ
だ
わ
ら
な
い
 

ブ
ラ
ジ
 

ル
 文
化
」
一
一
三
一
頁
 -
 、
「
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
本
を
読
む
習
慣
が
あ
 

ま
り
な
 

い
の
で
」
（
同
一
と
い
っ
た
一
般
化
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
文
化
を
研
究
 

す
る
者
 

が
 耳
に
し
た
ら
異
議
を
唱
え
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
 

以
上
の
よ
う
な
批
判
の
余
地
 は
 あ
る
と
し
て
も
、
ブ
ラ
ジ
ル
で
の
 新
宗
 

教
の
展
開
を
包
括
的
に
扱
っ
た
本
書
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
、
 

新
 宗
教
研
 

究
 に
と
っ
て
大
き
な
意
義
を
持
つ
。
な
ぜ
な
ら
、
本
書
は
異
文
化
 
 
 

る
 新
宗
教
布
教
の
み
な
ら
ず
、
新
宗
教
の
本
質
を
考
察
す
る
際
に
 
も
 多
く
 

の
 示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
で
あ
れ
ば
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
 
日
 糸
所
 宗
 

教
 に
関
心
を
持
つ
研
究
者
 
は
 も
ち
ろ
ん
、
新
宗
教
研
究
者
全
般
に
 も
 
一
読
 

を
 促
し
た
り
。
ま
た
、
本
書
は
、
あ
る
文
化
制
度
が
他
の
文
化
  
 

で
、
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
、
解
釈
さ
れ
、
変
容
す
る
の
か
に
 
関
 七
を
 持
 

つ
 読
者
に
も
ひ
ろ
く
勧
め
ら
れ
る
。
 

  



O
l
A
H
R
 
二
 O
0
 五
年
東
京
大
会
準
備
小
委
員
会
 

日
時
二
 0
0
 二
年
七
月
六
日
三
三
一
時
 
り
 
一
二
時
 

場
所
大
正
大
学
二
号
館
会
議
室
 

出
席
者
阿
部
美
哉
、
金
井
新
三
、
島
 
薗
進
 、
月
 本
 昭
男
、
宮
家
 
準
 、
 

準
、
 

（
オ
ブ
ザ
ー
バ
Ⅰ
池
澤
 優
 

議
事
 

Ⅰ
 
I
A
H
R
 東
京
大
会
に
つ
い
て
 

0
 
 「
宗
教
研
究
」
編
集
委
員
会
 

日
時
二
 0
0
 二
年
六
月
二
二
日
工
 -
 一
四
時
 @
 
一
八
時
 

場
所
学
士
会
本
郷
分
館
 

出
席
者
薄
井
 篤
干
 、
気
孝
雅
子
、
小
坂
国
綱
、
佐
藤
憲
昭
、
下
 円
丘
 

弘
 、
深
澤
央
陸
、
藤
原
聖
子
、
松
村
一
男
 

議
事
 

一
 、
刊
行
報
告
 

三
三
二
号
論
文
四
本
、
書
評
一
七
本
。
 

一
 、
編
集
方
針
 

三
三
四
号
一
一
二
月
刊
行
予
定
 

-
 以
降
の
投
稿
論
文
に
対
す
る
 

直
読
者
 

を
 決
定
し
、
書
評
 
本
 お
よ
び
評
者
候
補
を
選
定
し
た
。
 

・
来
年
度
の
特
集
号
三
三
七
号
、
二
 0
0
 

三
年
九
月
刊
行
予
定
 

一
の
 テ
 

１
 7
 と
 執
筆
候
補
者
を
決
定
し
た
。
 

テ
ー
マ
「
生
活
の
宗
教
」
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
 

@. 
云 

報 

山
口
本
学
術
会
議
国
際
委
員
会
の
委
員
追
加
に
つ
い
て
 

 
 

学
術
会
議
国
際
学
会
係
か
ら
の
 二
 0
0
 
三
年
九
月
下
旬
か
ら
 
一
 0
 

同
甲
㏄
 

旬
 に
発
足
す
る
国
際
委
員
会
委
員
と
運
営
委
員
会
の
委
員
の
人
数
 
を
そ
 

 
 

ろ
え
て
ほ
し
い
と
の
要
望
に
応
え
て
、
運
営
委
員
の
小
田
淑
子
 中
牧
 

弘
光
委
員
を
国
際
委
員
会
所
属
と
し
た
。
 

㈲
 I
A
H
R
 

二
 O
0
 
五
年
東
京
大
会
の
後
援
 学
 協
会
に
も
第
一
回
 案
内
を
 

送
付
し
、
こ
れ
ら
の
学
会
の
会
員
に
登
録
を
呼
び
か
け
て
も
ら
う
 
と
共
 

に
 海
外
の
研
究
者
を
紹
介
し
て
も
ら
っ
て
登
録
を
呼
び
か
け
る
こ
 と
に
 

す
る
。
 

㈹
会
員
の
動
向
調
査
、
 
I
A
H
R
 

本
部
か
ら
の
明
明
を
も
と
に
し
 た
メ
イ
 

ン
テ
ー
マ
・
全
体
部
会
の
テ
ー
マ
、
個
別
部
会
の
分
野
に
つ
い
て
 
さ
 る
 

に
 検
討
を
加
え
る
。
そ
れ
を
も
と
に
一
二
月
初
旬
来
日
の
ピ
ー
タ
   

ア
ン
テ
ス
会
長
ほ
か
 
@
A
H
R
 

執
行
部
と
討
議
し
、
一
二
月
一
七
 日
か
 

ら
 め
 
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・
ウ
エ
リ
ン
ト
ン
で
の
 

l
A
H
R
 

地
区
 大
会
 

で
の
理
事
会
で
最
終
決
定
を
し
、
第
一
回
の
案
内
の
原
案
を
作
 成
す
 

る
 。
な
お
、
ア
ン
テ
ス
会
長
ほ
か
二
名
の
役
員
の
日
本
滞
在
費
は
 
日
本
 

宗
教
学
会
で
負
担
す
る
。
 

㈲
 l
A
H
R
 

東
京
大
会
実
施
の
た
め
の
募
金
の
窓
口
を
国
際
宗
教
 研究
所
 

に
 委
嘱
し
た
。
同
研
究
所
で
は
こ
れ
に
関
し
て
理
事
会
決
定
（
 
担
 当
 

島
薗
進
 同
研
究
所
常
務
理
事
一
を
得
た
 旨
 報
告
さ
れ
た
。
 

㈲
上
記
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
検
討
、
募
金
、
広
報
活
動
な
ど
の
た
め
に
 
、
運
営
 

委
員
会
発
足
に
先
立
っ
て
 
二
 0
0
 
二
年
の
秋
に
実
行
委
員
会
を
発
 

足
さ
 

せ
 、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
責
任
者
を
決
め
る
こ
と
に
し
て
、
そ
の
人
 
選
 め
 

原
案
の
作
成
を
東
京
大
学
宗
教
学
研
究
室
に
委
嘱
す
る
こ
と
と
し
 
-
@
 

十
ハ
 
。
 

な
お
、
こ
の
実
行
委
員
会
は
九
月
一
三
ロ
の
準
備
委
員
会
・
国
際
 
委
員
 



O
l
A
H
R
 

二
 O
0
 

五
年
東
京
大
会
準
備
委
員
会
・
国
際
委
員
 
ム
 ヱ
 

日
時
二
 00
 

二
年
 セ
月
 六
日
一
圭
一
一
二
時
 り
 
一
三
時
 

場
所
大
正
大
学
二
号
館
会
議
室
 

出
席
者
阿
部
美
哉
、
池
澤
 優
 、
小
田
淑
子
、
金
井
新
 三
 、
木
 阿
武
 

史
 、
澤
井
義
次
、
島
 薗
進
 、
田
島
照
久
、
月
水
昭
男
、
土
屋
 

博
 、
鶴
岡
 賀
雄
 、
中
村
慶
治
郎
、
宮
家
 準
 、
渡
辺
 学
 

議
事
 

Ⅰ
 
l
A
H
R
 

東
京
大
会
に
つ
い
て
 

Ⅲ
 I
A
H
R
 

東
京
大
会
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
に
つ
い
て
 
報
告
し
 

こ
れ
を
参
考
に
し
 
-
.
-
 

今
後
の
準
備
を
す
す
め
る
こ
と
を
確
認
し
た
 
 
 

ア
ン
ケ
ー
ト
送
付
 

故
二
 
0
 
六
六
 
-
 個
人
会
員
 -
 

六
月
一
三
日
ま
で
の
回
答
数
二
九
七
一
回
答
率
一
四
・
三
 % 
）
 

1
 
国
際
会
議
へ
の
参
加
の
有
益
 

参
加
 棚
 、
未
定
 4
 
、
不
参
加
㏄
 

Ⅱ
全
体
部
会
へ
の
参
加
に
つ
い
て
 

・
国
際
会
議
に
参
加
 
棚
 名
の
回
答
 

全
体
部
会
に
、
出
席
 棚
 、
出
席
し
な
い
 
2
 
、
無
回
答
 7
 

出
席
 棚
名
 が
出
席
を
希
望
さ
れ
る
全
体
部
会
（
複
数
回
答
あ
り
）
 

 
  

 

自
然
と
人
間
に
と
っ
て
モ
ダ
ニ
テ
ィ
と
は
何
で
あ
っ
た
か
 
印
 

宗
教
と
世
界
文
明
の
危
機
 

グ
ロ
ー
バ
ル
宗
教
と
土
着
的
宗
教
 

ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
 

フ
 ア
ミ
リ
ー
と
生
命
倫
理
 

報
 

 
 
 
  
 

 
  

 

 
 

会
 
・
理
事
会
、
一
四
日
の
評
議
員
会
・
総
会
の
承
認
の
上
で
決
 走
 す
 

る
。
 

 
  

 

宗
教
研
究
の
万
法
と
宗
教
学
理
論
の
新
展
開
 

国
際
会
議
に
未
定
・
不
参
加
の
計
㏄
名
が
関
心
を
持
っ
た
部
会
 -
 ㎎
 名
 

回
答
複
数
回
答
あ
り
）
 

 
  

 

グ
ロ
ー
バ
ル
宗
教
と
土
着
的
宗
教
 

自
然
と
人
間
に
と
 
つ
て
 
モ
ダ
ニ
テ
ィ
と
は
何
で
あ
っ
た
か
 

7
 

宗
教
と
世
界
文
明
の
危
機
 

ジ
ェ
ン
 ダ
 Ⅰ
フ
ァ
ミ
リ
ー
と
生
命
倫
理
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

宗
教
研
究
の
方
法
と
宗
教
学
理
論
の
新
展
開
 

m
 
個
別
部
会
へ
の
参
加
、
発
表
に
つ
い
て
 

・
国
際
会
議
に
参
加
 
棚
 名
の
回
答
 

個
別
部
会
に
、
参
加
し
て
発
表
Ⅲ
、
参
加
㎝
、
出
席
し
な
い
 
3
 
、
 未
定
 

 
 

①
参
加
し
て
発
表
 M 
名
の
回
答
 

・
研
究
分
野
 
-
 輔
各
回
答
複
数
回
答
あ
り
）
 

 
 

 
 

宗
教
哲
学
・
宗
教
思
想
 

宗
教
学
理
論
 

 
 

2
 
 

宗
教
社
会
学
 

宗
教
心
理
学
 

宗
教
人
類
学
・
民
俗
学
 
9
 
 

比
較
宗
教
学
，
宗
教
現
象
学
 
 
 

 
 

仏
教
 

神
道
 

 
 

イ
ス
ラ
ム
教
 

キ
リ
ス
ト
教
 

比
 

現
代
の
宗
教
 -
 新
宗
教
な
ど
）
 
7
 

日
本
の
宗
教
 

南
 
・
東
南
ア
ジ
ア
の
 ゐ
 ホ
教
 

6
 

東
ア
ジ
ア
の
宗
教
 

 
 

西
ア
ジ
ア
の
宗
教
 

エ
 

ア
フ
リ
カ
の
宗
教
 

南
 ・
北
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
 

2
 

 
 

近
代
化
と
宗
教
 

オ
セ
ア
ニ
ア
の
宗
教
 

 
 

暴
力
・
戦
争
と
宗
教
 

グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
宗
教
 

5
 

  



 
 

8
 
 

環
境
と
宗
教
 

医
療
と
宗
教
 

 
 

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
宗
教
 

3
 

宗
教
間
対
話
 

そ
の
他
 

6
 
-
 宗
教
人
類
学
・
民
俗
学
十
宗
教
史
学
、
古
代
末
期
 
 
 

海
 宗
教
史
、
宗
教
児
童
文
学
、
宗
教
と
倫
理
、
「
公
共
性
」
を
 
廻
 る
考
 

察
 、
儀
礼
 %
 巴
 

・
発
表
形
式
 

個
人
的
、
パ
ネ
ル
㌶
、
個
人
ま
た
は
パ
ネ
ル
 4 、
未
定
ま
た
は
 
空
 欄
初
 

 
 

あ
り
㎝
、
未
定
ま
た
は
空
欄
 鱗
 

・
使
用
す
る
 =
@
 

ロ
ま
 
叩
 

日
本
語
㎝
、
英
語
 仰
 、
フ
ラ
ン
ス
語
 1
 、
日
本
語
・
英
語
 四
 、
 
日
本
 

語
 
・
英
語
・
フ
ラ
ン
ス
語
 
l
 、
未
定
ま
た
は
空
欄
 5
 

・
 そ
爪
り
 他
山
リ
 @
=
 

日
華
 
咀
 

ド
イ
ツ
語
 5
 、
韓
国
語
 
l
 、
タ
イ
語
 
1
 、
ス
ペ
イ
ン
語
 
l
 

②
参
加
㎝
名
の
回
答
 

・
研
究
分
野
元
老
回
答
複
数
回
答
あ
り
 
-
 

 
 

2
 
 

宗
教
哲
学
・
宗
教
思
想
 

宗
教
学
理
論
 

 
 

4
 
 

宗
教
社
会
学
 

宗
教
心
理
学
 

宗
教
人
類
学
・
民
俗
字
 
4
 
 

比
較
宗
教
学
・
宗
教
現
象
学
 
 
 

 
 

3
 
 

仏
教
 

神
道
 

 
 

イ
ス
ラ
ム
教
 

キ
リ
ス
ト
教
 

4
 
 

現
代
の
宗
教
一
新
宗
教
な
ど
 
@
 
2
 

日
本
の
宗
教
 

南
 
・
東
南
ア
ジ
ア
の
宗
教
 

東
ア
ジ
ア
の
宗
教
 

2
 

 
 

 
 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
 

南
 
・
北
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
 

0
 日
本
宗
教
学
会
賞
選
考
委
員
会
 

日
時
二
 0
0
 

二
年
 

セ
月
 六
日
工
 -
 一
二
時
 @
 
一
 三
時
三
 0
 分
 
分
 

場
所
大
正
大
学
一
号
館
一
二
三
教
室
 

出
席
者
池
上
長
正
、
大
村
英
昭
、
櫻
井
治
男
、
 

 
 

ン
、
中
野
 毅
 

 
 

オ
セ
ア
ニ
ア
の
宗
教
 

近
代
化
と
宗
教
 

6
 

8
 

 
 

グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
宗
教
 
0
 

暴
力
・
戦
争
と
宗
教
 

3
 

 
 

 
 

2
 
 

環
境
と
宗
教
 

医
療
と
宗
教
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ン
ェ
 

ン
ダ
ー
と
宗
教
 

0
 
 

宗
教
間
対
話
 

 
 

 
 使

用
す
る
 @
=
 
ロ
ま
 帽
 

日
本
語
Ⅱ
、
英
語
 
l
 
、
日
本
語
・
英
語
 5 
、
日
本
語
・
英
語
・
 
フ
 
ラ
ン
 

ス
三
明
 2
 

そ
の
他
の
 @
 
語
ド
イ
ツ
語
 1
 

㈲
準
備
小
委
員
会
発
案
の
後
援
 学
 協
会
へ
の
呼
び
か
け
、
プ
ロ
グ
 ラ
ム
 
編
 

成
 実
行
委
員
会
の
発
足
の
手
続
き
に
つ
い
て
承
認
さ
れ
た
。
 

㈹
荒
木
美
智
雄
国
際
委
員
会
委
員
長
，
ア
ジ
ア
宗
教
学
会
担
当
 委
員
の
 

「
中
国
宗
教
学
会
の
人
々
と
の
話
し
合
い
報
土
日
」
に
つ
い
て
 

審
 議
し
 

た
 。
中
国
側
で
は
 
二
 0
0
 

五
年
東
京
大
会
参
加
の
国
家
承
認
を
得
 る
た
 

め
に
日
本
宗
教
学
会
の
公
的
な
決
定
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
は
 
 
 

意
見
が
出
さ
れ
た
。
た
だ
他
の
諸
外
国
と
の
関
係
も
あ
る
の
で
、
 

第
一
 

回
の
案
内
と
あ
わ
せ
て
こ
う
し
た
こ
と
を
試
み
る
べ
き
で
あ
る
、
 

ム
ロ
 @
 

と
の
関
係
を
ど
う
す
る
の
か
と
の
意
見
が
出
さ
れ
、
荒
木
委
員
長
 
 
 

席
 を
ま
つ
て
継
続
審
議
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 



0
 選
挙
管
理
委
員
会
 

日
時
二
 0
0
 
二
年
 セ
月
 六
日
 
釜
 ）
 一
 三
時
 @
 
一
 三
時
三
 0
 分
 

場
所
大
正
大
学
二
号
館
会
議
室
 

出
席
者
阿
部
美
哉
、
 
洗
建
 、
金
井
新
三
、
島
 薗
進
 、
鈴
木
右
目
 
、
薗
 

日
垣
、
田
島
照
久
、
月
 本
 昭
男
、
土
屋
 
博
 、
中
村
 廣
 治
郎
、
 

藤
井
正
雄
、
星
野
英
紀
、
宮
家
 準
 

議
事
 

一
 、
会
長
選
挙
第
一
次
投
票
開
票
 

開
票
結
果
 

有
権
者
数
二
五
 0
 

投
票
者
数
九
一
 
-
 
投
票
率
三
六
 
%
-
 

有
効
投
票
者
数
九
一
Ⅰ
 無
肋
 投
票
者
数
 0
 

有
効
投
票
数
二
六
八
Ⅰ
 白
ゆ
 -
 
小
二
 

Ⅰ
無
効
西
下
二
一
 

有
効
投
票
の
内
訳
 

金
井
新
二
コ
 
票
 、
島
 薗
進
 付
票
、
阿
部
美
哉
㏄
 
票
 、
佐
々
 %
 安
 幹
  
 

票
 、
荒
木
美
智
雄
Ⅱ
 
票
 、
藤
井
正
雄
は
票
、
以
下
略
。
 

報
 

そ
の
結
果
、
阿
部
美
哉
、
金
井
新
 三
 、
島
 薗
進
 
五
十
音
順
 -
 の
 二
瓦
 

を
 第
二
次
投
票
の
候
補
者
と
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
。
 

 
 

議
事
 

一
、
委
員
長
選
出
 

互
選
に
よ
り
大
村
英
昭
氏
を
委
員
長
に
選
出
し
た
。
 

一
 、
審
査
に
つ
い
て
 

候
補
作
品
に
つ
い
て
論
議
し
、
分
担
 一
 
主
査
・
 副
 査
一
な
ら
び
に
 
審
査
 

方
法
、
日
程
等
を
決
定
し
た
。
 

0
 常
務
理
事
会
 

日
時
二
 0
0
 
二
年
 セ
月
 六
日
 
釜
 一
一
三
時
三
 0
 分
 @
 
一
四
 時
 

場
所
大
正
大
学
二
号
館
会
議
室
 

出
席
者
阿
部
美
哉
、
 
洗
建
 、
大
村
英
昭
、
金
井
新
 三
 、
島
 薗
進
 、
鈴
 

水
嵩
 弓
 、
薗
田
 坦
 、
田
島
照
久
、
月
 本
 昭
男
、
土
屋
 
博
 、
 中
 

付
庸
治
郎
、
藤
井
正
雄
、
星
野
英
紀
、
宮
家
 準 

議
事
 

一
 、
日
本
学
術
会
議
宗
教
学
研
究
連
絡
委
員
会
に
よ
り
委
嘱
さ
れ
 
て
、
四
 

月
 六
日
の
常
務
理
事
会
で
決
定
し
た
平
成
一
五
年
度
科
学
研
究
費
 
補
助
 

金
 審
査
委
員
候
補
者
一
細
目
宗
教
学
）
を
、
同
研
 
連
 に
推
薦
 し
  
 

何
所
 連
 で
は
委
員
に
は
か
っ
た
が
特
に
反
対
は
な
く
、
五
月
八
日
 
 
 

日
本
宗
教
学
会
原
案
の
と
お
り
の
リ
ス
ト
を
日
本
学
術
会
議
学
術
 
 
 

常
置
委
員
会
委
員
長
に
提
出
し
た
と
の
報
告
が
な
さ
れ
た
。
 

一
 、
日
本
学
術
会
議
第
一
九
期
会
員
選
出
万
法
に
つ
い
て
 

日
本
学
術
会
議
の
将
来
の
あ
り
方
は
総
合
科
学
技
術
会
議
 -
 
議
長
 は
首
 

相
 ）
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
第
一
九
期
の
会
員
の
 
選
出
 

も
そ
れ
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
学
術
会
議
で
は
 
自
己
 

改
革
を
主
張
し
て
、
日
本
学
術
会
議
の
あ
り
方
に
関
す
る
委
員
 
ム
 互
を
 
@
 
設
 

遣
 し
た
。
同
委
員
会
で
は
 
研
 連
を
廃
止
し
、
二
五
 0
0
 
人
 程
度
の
 ム
ム
 
@
 
貝
 

 
 

を
 メ
リ
ッ
ト
に
も
と
づ
い
て
登
録
学
術
研
究
団
体
お
よ
び
推
薦
委
 
@
 
買
ム
 
ム
 

 
 

 
 

で
 選
出
し
、
そ
の
投
票
に
よ
り
二
一
 

0
 人
 程
度
の
運
営
執
行
メ
ン
 
 
 

 
 

を
 選
出
す
る
改
革
案
を
作
成
し
た
。
た
だ
し
上
記
の
よ
う
に
最
終
 
 
 

一
 、
第
二
次
投
票
有
権
者
資
格
認
定
 

一
七
八
四
名
が
有
権
者
と
し
て
認
め
ら
れ
た
。
 



0
 理
事
会
 

日
時
二
 0
0
 二
年
七
月
六
日
工
 -
 一
四
時
三
 0
 分
 @
 
一
五
時
  
 

分
 

場
所
大
正
大
学
二
号
館
会
議
室
 

出
席
者
阿
部
美
哉
、
 
洗
建
 、
池
上
長
正
、
池
貝
道
隆
、
大
村
吏
 昭
、
 

小
田
淑
子
、
金
井
新
 三
 、
川
崎
信
定
、
櫻
井
治
男
、
澤
井
 義
 

次
 、
島
 薗
進
 、
嶋
田
義
仁
、
鈴
木
 君
弓
 、
ポ
ー
ル
・
ス
ワ
ン
 

ソ
ン
、
薗
田
 
坦
 、
高
田
信
良
、
田
島
照
久
、
棚
大
正
和
、
月
 

本
 昭
男
、
土
屋
 博
 、
鶴
岡
 賀
雄
 、
中
野
 毅
 、
中
村
 廣
 治
郎
 

野
村
文
子
、
華
国
穂
 麿
 、
藤
井
正
雄
、
藤
田
正
勝
、
 

ヵ
｜
 

 
 

弘
 、
渡
辺
和
子
、
渡
辺
 学
 、
（
大
正
大
学
 -
 藤
原
聖
子
、
弓
 

小
達
也
 

議
事
 

一
 、
第
六
一
回
学
術
大
会
発
表
者
な
ど
の
承
認
 

開
催
校
の
大
正
大
学
が
準
備
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
原
案
を
検
討
し
 固
 
Ⅰ
 

人
 研
究
発
表
 
三
 0
 七
名
の
発
表
と
六
つ
の
テ
ー
マ
セ
ッ
シ
ョ
ン
 -
 日
本
 

の
 宗
教
学
者
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
そ
の
多
様
な
「
読
み
」
の
 可
能
 

性
 、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
宗
教
、
「
い
の
ち
」
と
宗
教
、
ラ
イ
フ
ヒ
ス
 
 
 

｜
と
 宗
教
研
究
、
宗
教
の
社
会
参
加
）
を
設
け
る
こ
と
を
承
認
し
 
-
@
 

ヰ
 
@
 
ハ
 
。
 

な
お
、
四
月
六
日
の
理
事
会
で
開
催
校
の
判
断
に
任
せ
る
こ
と
に
 
な
っ
 

た
 非
会
員
の
参
加
に
関
し
て
、
第
六
一
回
学
術
大
会
実
行
委
員
 
ム
 五
ム
吐
ら
 

は
 今
年
秋
頃
総
合
科
学
技
術
会
議
が
第
一
九
期
会
員
の
選
出
方
法
 
を
決
 

定
 す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
と
の
報
告
が
な
さ
れ
た
。
 

0
 庶
務
委
員
会
 

日
時
二
 0
0
 

二
年
七
月
六
日
工
一
一
五
時
四
 

0
 分
 @
 
一
六
時
 三
 O
 

分
 

場
所
大
正
大
学
二
号
館
会
議
室
 

出
席
者
金
井
新
 三
 -
 
良
一
、
鈴
木
 君
弓
 、
田
島
照
久
、
棚
沢
正
和
 、
藤
 

田
 正
勝
 

次
の
原
案
が
出
さ
れ
て
、
承
認
し
た
。
 

非
会
員
は
公
開
講
演
会
の
他
、
一
般
部
会
・
特
別
部
会
を
聴
 

 
 

る
 。
 

 
 
 
 
 
 

 
 

本
大
会
は
会
員
が
相
互
に
研
 鎮
 を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
 ので
、
 

非
会
員
は
質
問
等
の
発
言
が
で
き
な
い
。
 

・
非
会
員
は
、
資
料
 
代
 と
し
て
 五
 0
0
 
円
を
支
払
う
。
 

・
非
会
員
は
会
員
と
色
別
さ
れ
た
バ
ッ
チ
を
つ
け
る
。
 

以
上
の
原
則
を
徹
底
す
る
た
め
、
非
会
員
に
発
言
で
き
な
い
旨
を
 
受
付
 

に
て
ロ
頭
で
伝
え
る
。
同
時
に
こ
の
こ
と
と
バ
ッ
チ
を
つ
け
て
い
 
 
 

聴
講
者
の
発
言
に
は
注
意
い
た
だ
く
よ
う
、
部
会
責
任
者
・
同
ム
 

ム
者
に
 

は
 書
面
で
伝
え
る
。
 

Ⅰ
新
入
ム
吉
見
 に
 つ
い
て
 

別
記
四
七
名
の
入
会
が
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
 @
A
H
R
 

二
 O
0
 
五
年
東
京
大
会
に
つ
い
て
 

I
A
H
R
 

東
京
大
会
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
が
報
告
さ
れ
 
@
@
 

キ
 
・
 
ハ
 。
 

続
い
て
準
備
委
員
会
で
決
定
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
編
成
、
実
行
委
 
@
 
見
ム
 五
 

の
 立
ち
上
げ
、
後
援
 学
 協
会
へ
の
呼
び
か
け
な
ど
の
手
続
き
が
 承
 誌
 さ
 

れ
た
。
 



0
 選
挙
管
理
委
員
会
 

日
時
二
 0
0
 
二
年
九
月
 セ
 日
工
）
 
一
 三
時
三
 0
 分
 ㌧
一
四
時
 三
 O
 

分
 

場
所
大
正
大
学
二
号
館
会
議
室
 

出
席
者
 

洗
建
 、
 島
薗
進
 、
月
 本
 昭
男
、
藤
井
正
雄
、
星
野
英
紀
 
キ
呂
 

家
宰
、
渡
 退
 賀
陽
 

議
題
 

一
 、
会
長
選
挙
第
二
次
投
票
開
票
 

開
票
結
果
 

有
権
者
数
一
七
八
四
 

投
票
者
数
四
四
七
（
投
票
率
二
五
 %
-
 

報
 

有
効
投
票
者
数
四
四
六
Ⅰ
無
効
投
票
者
 故
一
 

百
曲
投
票
数
四
四
三
Ⅰ
山
柴
 二
一
 

ム
 %
 

議
事
 

コ
 
ア
ン
ケ
ー
ト
処
理
に
つ
い
て
 

先
日
行
っ
た
宗
教
学
会
の
組
織
と
活
動
に
つ
い
て
の
会
員
ア
ン
ケ
 
 
 

の
 処
理
方
法
に
つ
い
て
検
討
し
、
各
委
員
が
適
宜
項
目
を
分
担
し
 
て
整
 

理
す
る
こ
と
、
お
よ
び
 

王
要
 な
意
見
の
方
向
性
に
つ
い
て
委
員
の
 

立
場
 

か
ら
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
る
こ
と
、
な
ど
を
打
ち
合
わ
せ
た
。
ま
た
 
こ
の
 

報
告
は
九
月
の
大
会
に
お
い
て
委
員
長
よ
り
報
告
す
る
こ
と
と
 な
っ
 

 
 

 
 

庶
務
委
員
の
任
期
、
庶
務
委
員
会
の
役
割
な
ど
に
つ
い
て
多
少
の
 
意
見
 

交
換
が
あ
っ
た
。
 

0
 
新
人
会
員
 -
 七
月
六
日
承
認
分
 - 

網
代
豊
和
韻
谷
大
学
大
学
院
一
丁
 -
 
ハ
 0
0
 

｜
 八
八
三
四
 

束
 都
市
下
 

東
区
和
気
町
一
 
｜
 
一
一
ド
ル
チ
ェ
シ
バ
タ
 四
｜
 A
 

市
川
定
散
 
佛
散
 大
学
大
学
院
一
 T
-
 
ハ
 0
 
ニ
ー
 八
二
 0
 

七
宗
 都
市
 化
 

区
 紫
竹
年
若
町
人
メ
ゾ
ン
 
ラ
 ル
ジ
ュ
 
三
 0
 

一
 

井
上
智
 勝
 

大
阪
歴
史
博
物
館
学
芸
員
一
丁
五
三
六
 ｜
 0
0
O
 

一
大
 

 
  
 

阪
 市
城
東
区
古
市
 ニ
ー
一
｜
三
 １
人
 0
 
二
 

 
 

 
 

今
泉
降
格
法
政
大
学
大
学
院
一
丁
二
六
一
 

｜
 0
0
 

一
一
千
 棄
市
美
 

 
 

 
 

洪
図
真
砂
 
ニ
ー
 
一
八
 ｜
ニ
 １
人
 0
 
四
 

3
 

岩
田
朋
子
 
龍
 谷
大
学
大
学
院
〒
 六
 0
0
1
 

八
八
七
四
束
 都
市
下
 

O
l
A
H
R
 
二
 O
0
 五
年
東
京
大
会
準
備
小
委
員
会
 

日
時
二
 0
0
 

二
年
九
月
 

セ
日
 
三
 -
 一
四
時
三
 0
 分
 @
 
一
六
時
 
時
 

場
所
大
正
大
学
二
号
館
会
議
室
 

出
席
者
 
島
薗
進
 、
月
末
昭
男
、
宮
家
 準
 、
 -
 
オ
ブ
ザ
ー
バ
 
上
 
池
澤
 

優
 

議
事
 

一
 、
 I
A
H
R
 

東
京
大
 

ム
 互
に
つ
い
て
 

九
月
一
三
日
の
 
I
A
H
R
 準
備
委
員
会
の
た
め
の
議
題
を
整
理
し
 @
@
 

ヰ
八
 
。
 

有
効
投
票
の
内
訳
 

島
薗
進
 
三
一
四
面
一
丁
 

阿
部
美
哉
一
一
六
票
 

金
井
新
三
一
一
三
票
 

と
な
り
、
 島
薗
 造
反
が
会
長
当
選
者
に
決
定
し
た
。
 



京
 区
西
七
条
西
久
保
町
一
コ
ー
ポ
サ
ニ
ー
 
四
｜
 B
 

上
垣
み
ち
え
京
都
文
教
大
学
大
学
院
一
丁
五
三
七
ー
 0
0
 
二
  
 

南
東
成
区
大
命
臣
一
 
｜
 二
四
 ｜
七
 

大
谷
光
 淳
 

熊
谷
大
学
大
学
院
一
丁
 -
 
ハ
 0
0
 ｜
 八
三
六
三
束
 都
市
下
 

東
区
大
宮
道
花
屋
町
 下
ル
 

大
 濱
 

徹
也
北
海
学
園
大
学
教
授
一
丁
 
三
 0
 五
｜
 0
0
0
 二
一
  
 

面
接
 ニ
 ー
二
四
 ｜
一
 

川
上
 

孔
龍
 

能
否
大
学
大
学
院
十
六
 
0
0
 ｜
 八
三
六
三
束
 都
市
下
 

東
区
大
宮
花
屋
町
 下
 ル
ニ
ー
五
八
六
シ
ャ
ロ
ー
ム
大
宮
 

五
 O
 
一
 

菊
地
 

智
 

早
稲
田
大
学
大
字
 院
 

一
丁
一
六
二
ー
 
0
0
 

四
二
一
 

新
宿
区
 

早
稲
田
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Insight Meditation 

An American Buddhist School in Tune with Contemporary Society 

Kenneth TANAKA 

Insight Meditation is one of the most successful Buddhist schools in the 
United States. Having begun in the early 1970's, the school has attracted 
a large number of participants throughout the country. One of the reasons 
for its attraction lies in its vipassana meditation derived from its South- 
east Asian roots, but fundamentally, the success is believed to lie in the 
fact that it is closely in tune with contemporary American life style. This 
essay seeks to examine its institution, practice method, enhanced role of 
women, enhanced status of the lay, and interaction with psychology and 
psychotherapy. While there are some, within and outside Insight Medita- 
tion, who caution against what they regard as excessive innovation at the 
expense of tradition, one cannot deny their effort to serve the needs of the 
lay Buddhists and to integrate Buddhist insight into the very fabric of 
their daily lives. Thus, Insight Meditation serves as one resource in  
considering the role of religion in contemporary society. 



The Sacred and Death 

TACHIKAWA Musashi 

I define religion as a form of purposeful action performed with a con- 
sciousness of the distinction between the sacred and the profane. Reli- 
gious activity may be broadly divided, according to the goal aimed at, into 
two kinds: ( 1 ) that which takes as its goal the spiritual well-being of the 
individual; and ( 2 ) that which has the purpose of enabling the group or 
society to operate smoothly (festivals, initiation rites, etc.) . 

The present paper aims at an analysis of the relation between the group 
rites of the dead and the religious activities of an individual who is 
conscious of his own death. 

Once an event such as a relative's death occurs, the ordinary condition 
of the profane becomes changed, and a condition of the sacred harboring 
tension arises. In this case, the condition of the sacred possesses both the 
pure and the impure, although the latter is stronger than the former. 
When the impure is purified through the power of rites, the dead is sent to 
the other world and the remaining members of the family come back to 
the normal profane condition. 

In the case of religious individual activities, the profane, i.e., a practi- 
tioner, tries to move to the sacred, after having undergone self-negation. 
Here the profane is the impure; the sacred, the pure. Sometimes there is 
such a case in  which the dead purified by group rites becomes the kernel 
for the activities of an individual who is seeking for spiritual beatitude. 



The Customs of Ancient Indian Society 
Recorded in the Buddhist Monastic Discipline 

SASAKI Shizuka 

In ancient India, Buddhist mendicants managed their orders by keeping a 
close relation with the general society around them. Therefore a number 
of records of general customs which were followed by the ancient Indians 
are extant in the Buddhist monastic discipline, the Vinaya, from which we 
can gather a rather concrete image of ancient Indian society. In this 
article I present those records in four separate categories, namely, ( 1 ) 
law and Buddhists, ( 2 ) superstitions, ( 3 ) folkways related to Buddhism, 
and ( 4 ) other (non-Buddhist) folkways. Through this we can see that 
ancient Indian Buddhism was a kind of urban religion that was managed 
through accepting worldly custon~s to some degree, in order to maintain 
a balance with general society. 



Religion in Practice and Applied Dogmatics 

A Comparative Study on Funerary Buddhism in Japan 

and the Reformational Buddhism of Thailand 

YANO Hidetake 

The purpose of my article is to compare the application of Buddhist 
doctrine to everyday life in Japan and Thailand, and thus clarify the 
meaning of "Buddhism as  a practical religion." First I will present Sasaki 
Kokan's theory of "religion in practice" in order to  examine the term 
"Buddhism a s  a practical religion." Then I will clarify how the study of 
"religion in practice" overlaps with the study of applied dogmatics. Then 
I will introduce the reformational Buddhism of Thailand and discuss how 
this is one type of applied dogmatics. I will then compare the situation in 
Japan and Thailand, how they are  similar and different, and how their 
differences stem from their different social contexts, such as  the role of 
Buddhism, doctrine, monks, and Buddhist studies in each society. Finally 
I will clarify how the contradictions between Buddhist doctrine and actual 
daily life are  perceived in each society, and how each focuses on the 
problem in a different way. 



1 Mizuko kuyd in Korean Buddhism 1 
Understanding Buddhist Scriptures and the Concept of Life 

in Popular Buddhism 

~ i z u k o  kuyo, which has been seen as a belief peculiar to Japan, was 
"imported" to Korea in the mid-1980s and has since made popular Bud- 
dhism in Korea an "abortion paradise." Supported by a strong back- 
ground of beliefs in appeasing vengeful spirits, mizuko kuyo provides 
Iprotection from the wrath of aborted fetuses and care for spiritual 
disorder, and has spread beyond the boundaries of Buddhism in Korea. On 
the one hand the leaders of the Korean Buddhist world advocate a pro-life 
position, and yet they have rearranged the mizuko kuyd ceremony into a 
Korean ritual, creating a memorial ritual for aborted fetuses appropriate 
to the cultural context and also based on Buddhist scriptures and the 
teachings of Korean Buddhism, thus aiming to incorporate mizuko kuyd 
into a "movement for protecting life in the womb." These leaders 
advocate a pro-life position as  normative and oppose abortion, and seek 
support for this position in the Buddhist scriptures. However, the Bud- 
dhist texts contain not only passages that can be interpreted as "pro-life," 
but also passages that can provide comfort to those who are burdened 
with karmic guilt from having an abortion. Rased on my field research on 
the practice of mizuko kuyo in Korean Buddhism, I will examine the 
pro-life position of popular Buddhism and possible concepts of life as  
found in Buddhist scriptures. 

viii (615) 



The New Religions as "Practical Religion" 

A Case Study of New Religions Related to Reiyiikai 

KOMOTO Mi tsugi 

The goal of this essay is to clarify the causes behind the development of 
new religious movements in modern Japanese society, and how new 
religions have opposed traditional Buddhism and offered a new soterio- 
logical perspective. In the modern period, the status of Buddhist monks 
in Japan has shifted from an institutionally trans-mundane position to that 
of a form of "business." One of the consequences of this shift was that 
Buddhist monks lost their positions of authority in terms of providing 
religious salvation. As monks lost their credibility as  providers of salva- 
tion, new religious movements developed to fill this gap. This essay is a 
case study of Reiyukai, which propounds a form of lay Buddhism. It has 
gathered many followers by following a policy of providing salvation. 

(616) vii 



Women and "Spirituality" in Buddhism 

The case of Shojuin, a female leader in Shinnyo'en 

USUI Atsuko 

Many women are involved in Buddhism in Japan. This paper considers 
how women understand Buddhism, and how the "spiritual" ability of 
women relate to their religious leadership. The main subject is It6 
Tomoji; a woman who is called "Shojuin," which indicates that she has 
the status of a "spiritual leader" in Shinnyo'en. She had charismatic 
authority as a "mother of spiritual power." Ito Shinj6, her husband, 
received qualification at Daigoji Temple, and legitimized her "spiritual" 
power based on the religious teachings of the Nirvana Sutra (Nehanky6). 
The authority of her religious leadership was based on her personal 
experience of "spiritual" power, but she is also respected as an ideal wife 
and the model mother, so her authority gradually developed within the 
gender order. We cannot avoid gender order when thinking of how women 
were involved in Buddhism at various times, how they understand various 
doctrines in the context of daily life, and what role they played in the 
history of Buddhism. 



The Establishment of the Eighty-eight Stages 
of the Shikoku Pilgrimage 

Focusing on Some Historical Maps of the Shikoku Pilgrimage 

MATSUO Kenji 

In this article I will examine the Shikoku pilgrimage (henyo) a s  an 
example of Buddhism a s  a "practical religion." The Shikoku pilgrimage 
consists of visiting eighty-eight sites associated with Kiibo Daishi Kukai. 
Thus it is a type of pilgrimage to  sacred sites. Reisan-ji in Awa 
(Tokushima Prefecture) is the first site on the Shikoku pilgrimage, and 
Okubo-ji the last, or number 88. Yet it is still a mystery as  to how and 
when these eighty-eight sites were linked together to  form the circuit a s  
we know it today. I wish to  shed some light on this question. First I will 
introduce some historical maps of the Shikoku route-maps that were 
used a s  guides to the Shikoku pilgrimage yet have not been studied very 
much-in order to examine the establishment of the Shikoku pilgrimage 
route. In particular I will show that a map dated the 28th day of the first 
month of Horeki 13 (1762), a map that contains illustrations of K6b6 
Daishi and an esoteric explanation about the Shikoku pilgrimage added by 
the Mt. Koya monk Kohan, became the model for subsequent maps, and 
that the current form of the eighty-eight sites was fixed by the appearance 
of this map. 



G y ~ j a  and Japanese Buddhism 

The World of Ascetic Buddhism 

As part of this special issue on Buddhism as a "practical religionn-an 
attempt to view Buddhism from the perspective of its role in people's daily 
lives-this essay will focus on the role of g y ~ j a  ("ascetics"), religious 
figures that have played a central role in the religious life of Japanese 
people. I will examine the world of "ascetic (gy~ja)  Buddhism," trace its 
history, and examine its current characteristics. Gyoja can be divided into 
two types: those who are ordained and those who are not, but this 
classification can be misleading. Many g y ~ j a  live on the border between 
the "sacred" and the "profane," and often include shamanistic qualities. In 
this essay I will classify gy~ ja  into five categories based on concrete 
characteristics, and thus discuss the various characteristics of gycija 
activities. The performance of prayers is a major focus, but memorials 
for the dead and preaching are also major activities. I will describe the 
g y ~ j a  and how they gather followers through these activities. Finally I will 
discuss a recent tendency for close interaction between the worlds of 
shamans and "gyoja Buddhism." 



The Precepts Observed by the Ancient Japanese 

The ancient Japanese emphasized the Mahayana precepts as taught in 
Mahayana texts more than those of the Vinayapitaka. Nevertheless it is 
important to pay attention to the eight precepts that were observed by 
Japanese monks in the Heian and Kamakura periods. We can find 
examples of people who observed the eight precepts not only on the 6 or 
10 expected days but also for longer terms. Monks also kept these eight 
precepts, even though they received a higher ordination. 

We can also find several examples of people who swear to observe 
numerous precepts. Such vows were considered equal to the precepts, 
because it was voluntary. The ceremony for "receiving the precepts" was 
only a formality, as the vow seemed to be the basis for his activity. 

The eight precepts also had an important role in the Ritsu denomina- 
tion, which was supervised by Eison and which was a new group that 
attempted to observe the Vinaya regulations. The precept that they 
should not have a meal after noon was characteristic of this observation, 
and it is thought to be a living part of Buddhism in their daily life. 



Buddhist Studies and Religious Studies in Modern Japan 

HAYASHI Makoto 

Buddhist studies and religious studies in Japan both stem from a common 
academic grounding in philosophy and are closely related, yet currently 
their academic content and positions are very different. In fact there is 
very little overlap, as contemporary religious studies in Japan has been 
greatly influenced by field work conducted from the perspective of sociol- 
ogy, anthropology, and ethnology, and contemporary Buddhist studies are 
mostly based on textual studies. In this article I will trace the evolution 
of the modern university system in Japan, and examine how these institu- 
tional foundations influenced Buddhist studies and religious studies. 
Modern Buddhist studies in Japan began with the establishment of chairs 
on Indian philosophy and Indology at Imperial Universities during the 
Taisho period, followed by the founding of private universities as a part 
of schools run by Buddhist organizations. This set the two-layered pattern 
of the public (Imperial) universities and private (Buddhist) colleges, as 
well as the dual emphasis on language expertise in either SanskritIPali or 
Chinese. Religious studies were influenced by these developments in 
Buddhist studies, and there was a passive understanding that religious 
studies would restrict its subject to religions other than Buddhism. Even 
though a chair was established in religious studies earlier than that for 
Indology, religious studies established itself only when the disciples of 
Anesaki Masaharu--influenced by the field work done in ethnology, sociol- 
ogy, folk studies, and Shinto studies-began to study religion by conduct- 
ing field work. 



Restitution of the "Living World" in Buddhist Studies 

SHIMODA Masahiro 

Modern Buddhist studies was established in the West in the 19th century 
and introduced into Japan after the Meiji period. The major theme at this 
early stage was "the teachings of the historical Buddha and the history of 
its development," and the aim was to describe Buddhism from an objective 
analysis of doctrinal texts from ancient India. This process tended to 
consider only the ancient ideas locked away in the texts of ancient India 
as the essence of Buddhism, and not only failed to consider Buddhism from 
the perspective of its ever-changing historical situation and actual prac- 
tices in daily life, but even dismissed many phenomena from consideration 
as "impure Buddhism." This approach results not only in an overly 
narrow conception of the object and methodology of Buddhist studies, but 
also places extreme limits on the reading of the texts itself. If we are to 
reflect on the origins of the birth of modern Buddhist studies and consider 
the strengths and limitations of contemporary Buddhist studies, I believe 
it is clear that we should study the "living world" of Buddhism by con- 
sidering it within its actual context. 




