
、i

'I 
、

平
塚
ら
い
て
う
が
見
た
近
代
の
宗
教
と
そ
の
評
価

モ
ー
ル
・

ミ
シ
ェ
ル

は
じ
め
に

[l
)

こ
の
テ
ー
マ
を
選
ん
だ
主
な
理
由
は
次
の
四
点
に
絞
ら
れ
る

。

最
初
の
動
援
は
平
深
ら
い
て
うの
自
伝
を
近
代
宗
教に
関
す
る
証言
と

し
て
扱
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に
こ
の
証
言
を
読
ん
で
い
る
内
に
、
そ
れ
が
仏
教
教
団
の
史
料
を
相
対
化
す
る
の
に
役
立
つ
と
い
う
認
識
が

生
ま
れ
た
。
そ
し
て
従
来
の
平
塚
ら
い
て
う
研
究
が

、
彼
女
の
宗
教
的
な
側
面
を
「
神
秘
」
と
し
て
片
付
け
、
軽
視
し
が
ち
だ
と
気
付
い

た
時
に
、
幾
分
か
こ
れ
を
再
検
討
す
る
必
要
性
が
浮
上
し
た
。
さ
ら
に
近
代
思
想
史
を
見
つ
め
直
す
に
も

、
平
塚
ら
い
て
う
の
宗
教
観
が

効
を
奏
す
る
に
違
い
な
い
と
い
う
確
信
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
で
は
平
塚
ら
い
て
う
の
様
々
な
宗
教
と
の
出
会
い
、
そ
し
て
彼
女
に
よ
る
そ
れ
ら
の
宗
教
に
対

す
る
評
価に
焦
点
を当
て
た
。こ

こ
で
い
う
「
評
価
」
と
は
本
人
が
ど
の
よ
う
に
見
て
、
ど
の
よ
う
に
感
じ
た
か
を
誇
る
文
章
、
ま
た
は
そ

の
行
間
か
ら・汲
み
取
れ
る
内
容

を
指
し
て
い
る
。
当
然
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
価
値
観
に
関
わ
る
次
元
を
浮
き
彫
り
に
す
る
抑
制
合
、
原
著

者
の
発
言
を
鵜
呑
みに
し
た
り
、

そ
こ
に
余
分
な
意
図
を
投
影
し
た
り
す
る
危
険
性
へ
の
警
戒
は
欠
か
せ
な
い

。
筆
者
の
宗
教
思
想
史
研
究
の
立
場
か
ら、
図
ら
ず
も
そ
の

よ
う
な
山
解
が
生
じ
た
と
す
れ
ば
ご
叱
疋
を
乞
う。

時
同
衆
と
し
て
の
家
庭
環
焼

u
a・

【2
）

平
縁
切
（
一
八
八
六
1

一
九
七
一
）
の
生
涯
を
考
え
る
時
、
生
ま
れ
育
っ
た
家
庭
を
も
視
野
に
入
れ
る
必．

姿
が
あ
る
。

こ
れ
に
関
し
て
は
米

{3
) 

凶
佐
代
子
の
微
妙
山
な
研
究
成
果
が
あ
る
の
で
深
入
り
し
な
い
が
、
こ
の
家
庭

に
は
宗
教
に
対
す
る
特
別
な
関
心
が
な
か
っ
た
と言え
よ
う
。

若
い
頃
の
平
塚
明
の
宗
教
渇
望
を
刺
激
し
た
要
因
を
彼
女
の
内
問
以
外
に
求
め
る
な
ら
、
む
し
ろ
父
と
の
お
麟
が
挙
げら
れ
る
。
父
の
平

{4
} 

塚
定
二
郎
二
八
五
九
1

一
九
凶
一
）
は
明
治
慾
法
の
作
成
に
も
悦
わ
っ
た
役
人
で
あ
っ
た。
と

こ
ろ
が
彼
は
、
娘
の
文
章
を
通
じ
て
惟
測
し

得
る
か
ぎ
り
、
維
新
の
矛
盾
を
体
現
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

つ
ま
り
上
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
近
代
化
」
を
最
初
に
鹿

物
館
の
よ
う
な
疑
似
の
欧
米
化
と
い
う
形
で
受
容
し
、

{5
) 

に
な
っ
た
こ
と
が

「
自
伝
』か
ら
綴
え
る
。

そ
し
て
政
治
の
風
向
き
が
変
わ
る
に
つ
れ
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
に
共
鳴
す
る
よ
う

平塚らいてうが見た近代の宗教とその野価

こ
こ
で
注
目
し
た
い
こ
と
は
、
平
四
時
ら
い
て
う
の
宗
教
的
探
究
の
ピ
l

ク
が
父
叙
と
の
葛
藤
の
期
間

二
九
O
二
1

一
九
一
凶
作
）
と
ほ
ぼ

一
致
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
航
の
範
聞
も
自
然
に
こ
の
別
問
と
重
な
る
部
分
が
大き
い
。

他
方
で
は
、
平
塚
ら
い
て
う
が

ラ

av

（6
｝
た
か
（

7

）

影
響
を
受
け
た
女
性
と
し
て
、
母
の
光
沢
（
旧
燃
は
飯
鳥
、一
八
六
三
1

一
九
五
凶
）、
姉
の
孝
こ
八
八
五
1

一
九
六
二
）、
姉
の
乳
母
の
キ
ョ
、

と

令

e

・
9

u

・

9

そ
し
て
特
に
祖
母
の
八
重
〈定
二
郎
の
汚
〉
の
作
在
が
目
立
つ
。

八
重
に
関
し
て

「机
母
が
熱
中
し
て
い
た
の
が

「
淘
宮
術

」
と
呼
ば
れ

{BV 

る

一
般
の
人
生
判
断
術
の
よ
う
な
も
の
で
め
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
横
山
九
三
（
春
亀
斎
、
一七
八
0
1

一
八
五
回
）
が
唱
え
て

い
た
L
L
Uい
方
法
で
、
主
に
生
年
月
日
と
人
相
に
よ
っ
て
人
の
性
質
を
紡
く
。

正
確
に
は
こ
の
方
法
は
単
な
る
占
い
に
止
ま
ら
ず
、
関
連
の

[9
)

た
め
に

「
気質
変
化
の
修
行
」
を
勧
め
て
い
た
。
平
塚
ら
い
て
う
の
「

組
母
は
、
わ
た
く
し
が
幼
時
も
っ
と
も
親
し
ん
だ
人
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
、

一
務
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
か
な
り
の
影
響
を
・
つ
け
た
人
で
し
た
」（『自
伝
』
①
二
七
頁
〉
と
い
う
記
述
を
見
る
と
、

八
重

l内4

の
精
神
的
な
世
界
と
の
媛
触
が
宗
教
へ
の
関
心
を
促
し
た
可
能
性
が
高
い
。



、、

宗
教
へ
の
ほ
ほ
近

内ノ
u

平
塚
ら
い
て
う
は
一
八
九
八
年
に
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
付
属
高
等
女
学
校
〈
お
茶
の
水
〉
に
入
学
し
て
か
ら
、
説
法uな
ど
を
通
し
て

2

益
々
宗
教
や
留
学
に
関
心
を
示
す
よ
う
に

な
り
、

宗
教
を
説
く
人
の
肉
声
ま
で
聞
き
た
い
と
願
う

よ
う
に
な
っ
た
。

例
え
ば
卒
業
す
る
十

七
歳
の
と
き
、

「
五
年
生
の
こ
ろ
、
ク
ラ
ス
で
隣
り
の
席
に
、
当
時
仏
教
学
者
と
し
て
名
高
か
っ
た
、
村
上
等
精
陥
同
士
の
娘
さ
ん
が
い
ま
し
た。
〔：
・
：
〕

新
聞
か
な
に
か
で
こ
の
村
上
さ
ん
の
お
父
さ
ん
の
講
泌
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
わ
た
く
し
は
、
村
上
さ
ん
の
お
父
さ
ん
と
い
う
こ
と
も

あ
っ
て
、

そ
の
講
演
会
に
行
っ
て
み
る
気
に
な
り
ま
し
た
。
〔・
：
〕
会
抑
制
は
神
図
の
錦
締
館
で
し
た
が
、
そ
れ
は
法
然
上
人
か
綬
鴬

上
人
の
、
何
百
年
祭
か
の
記
念
講
演
会
で
し
た
。
こ
れ
が
仏
教
の
誌
を
開
い
た
最
初
の
機
会
で
」
し
た
〈『自
伝
』
①
一
五O
頁
）
。

こ

の
講
演
が
一
九
O
三
年
に
行
わ
れ
た
時
、
村
上
市
守秘
こ
八
五

一
1

一
九
二
九
）
は
東
京
大
学
の
講
師
と
し

て
活
躍
す
る
か

た
わ
ら
、
『傍

敬
一
貫
論
』
〈
一八
九
O
年
）
で
評
判
が
高
ま
っ
て
か
ら
、

『悌
数
統
一
論
』
の
第
一
一
縦
「
大
綱
論
」
（
一
九
O
一年
）
と
第
二
編
「原
理
論
」
（
一

九
O
三
年
）
を
著
し
た
ば

か
り
で
、
次
々
と
発
行
さ
れ
る
著
容
が
波
紋
を
広
げ
て
い
た
。
村
上
が
「大
綱
論
」
で
主
張
し
た
「
大
乗
非
仏
説

｛叩
）

論
」
は
柏村
に問
題
に
な
っ
て
い
た
が
、

平
原
ら
い
て
う
は
自
分
の
存
在
に
対

す
る
疑
問
に
没
頭
し

て
、
こ
の
議
論
に
関
心
が
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う

。
一
方
で
村
上
が
女
性
教
育
へ
期
待
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
は
「
日
本
的
教
の
女
子
に
射
す
る
態
度
の
姿
遜』
と
い
う
務
淡
の

記
録

（日
｝

二
九
O
四
年
）
と

『女
子
教
育
管
見
』
（
一九
O
五
年
）
か
ら
、
そ
し
て

一九
O
五
年
に
東
洋
高
等
女
学
校
を
創
立
し
た
こ
と
か
ら

明
ら
か
で

あ
る
。

し

か
し
、
実
は
村
上
の
女
性
像
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

「
女
子
は
男
子
よ
り
も
淫
嗣
迷
信
に
陥
り
易
き
性
質
を
有
し
て
居
る
。

男
子
と
い
へ
ど
も
淫
桐
迷
信
に
陥
り
易
き

は
、

出
…
で
あ
る
が、

女
子
は
慨
し
て
智
カ
的
判
断
力
に
乏
し
い
、
彼
刻

一的
型
惣
が
少
な
い
、
そ
こ

で
夜
間
迷
信
に
陥
る
者
は
男
子
よ
り

も
女

子
の
方
に
多
数
を
占
む
る
や
う
で
あ
る
」

『女
子
数
育
管
見
』
一
七
六
頁
。

一般
人
生
の
弱

キ
リ
ス
ト

教
と
の
出
会
い

平塚らいてうがflた近代の宗教とその得価

平
原
ら
い
て
・
つ
が
村
上
の
講
淡
の
な
か
で
同
様
の
発
言
を
間
い
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
そ

の
後
同
じ
年
に
日
本
女
子
大
学
に
入
学

す
る
。
こ
の
大
学
に
入
っ
た
切
っ
儲
け
は
成
瀬
仁
蔵
二
八
五
八

1

一
九
一
九
）
が
ア
メ
リ
カ
で
の
留
学
を
終
え
て

一
八
八
六
年
に
『女
子
教

育
』
を
若
し、
一九
O
一年
に
こ
の
大
学
を
創
立
し
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
女
は
『女
子
数
育
』
を
読
ん
で
、
開
校
ま
も
な
い
こ
ろ
、
父
親

の
反
対
を
押
し
切
っ
て
念
願
の
入
学
を
果
た
す
。
当
初
に
は
感
激
が
溢
れ
、
「
成
瀬
先
生
を
、
わ
た
く
し
は
生
ま
れ
て
か
ら
は
じ
め
て
崇
拝

す
る
人
物
と
し
て
仰
ぎ
見
た」
と
い
う
述
懐
が
あ
る
ほ
ど
で
あ
った
Q
自
伝
』
①
一
五
九
頁
）。
成
瀬
の
熱
烈
な
雄
弁
を
聴
く
機会
が
多
か
っ

た
平
塚
ら
い
て
う
は
笑
絞
倫
裂
と
い
う
国
民
業
を
次
の
よ
う
に
怖
い
て
い
る

。

「成
瀬
先
生
は
、

制
自
身
が
若
く
し
て
敬
皮
な
キ
リ
スト
者
で
あ
り
、
牧
師
の
聖
職
に
も

長
く
つ
い
て
い
た
方
で
あ
り
な
が
ら
、
〔
）

実
践
倫
理
で
キ
リ
ス
ト
教
を
説
く
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
ぜ
ん
で

し
た
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
、
憎
し
み
を
術
び
た
強
い
口
調

で
、

既
成
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の
独
断
や
偏
見
を
非
難
し
て
、
感情
的
な
婦
人
が
、
現
在
あ
る
と
こ
ろ
の
教
会
や
数
回
の
な
か
に
、

安
易
な
信
仰
を
求
め
よ
う
と
す
る
態
度
の
あ
や
ま
り
を
波
め
る
の
で
し
た
」
『自
伝
』
①
－
五
九
1

一
六
O
頁
。

平
嫁
ら
い
て
う
が
こ
の
よ
う
な
成
瀬
の
批
判
的
な
締
仰
に
魅
了
さ
れ
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

し

か
し
、
や
が
て
成
長
す
る
に

つ
れ
、
教

師
の
雄
弁
さ
に
対
す
る
受
け
止
め
方
が
変
わ
っ
て
い
く

。

彼
た
は
、
自
分
の
心
の
変
化
を
次
の
よ
う
に
自
党
す
る
よ
う
に
な
っ
た

。

「わ
た
く
し
は
や
が
て、

成
瀬
先
生
の
講
義
そ
の
も
の
に
対
し
ても
、

い
ま
ま
で
の
よ
う
に

打
ち
こ
め
な
く
な
っ
て
き

た
の
で
し
た
。

そ

れ
は
ま
る
で
、
砕
い
が
向
然
と
さ
め
る
よ
う
な
気
持
ち
と
で
も
い
っ

た
ら

い
い
で
し
ょ
う
か
。
成
瀬
先
生
の手
を
挙
げ
、
拳
を
問
め
山
川

を
し
ぼ
る
よ
う
な
全
人
的
な
議
決
は
、
聴
い
て
い
る
瞬間
は
、
若
い
訓
仰を深
い
感
激
の
渦
中
に
巻
き
こ

み
ま
す
が
、
教
室
で
懸
命
に
ノ
ー

ト
し
て
き
た
も
の
を
、
あ
と
で
読
み
返
し
て
み
る
と
、
不
思
議
に
火
の
消
え
た
あ
と
の
炉
に
あ
た
っ
て
い
る
よ
う
な
、
白
々
し
い
、
冷

23 



た
い
も
の
に
、
多
く
の
場
合
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で

し
た
。

つ
ま
り
成
瀬
校
長
の
生
き
た
人
格
か
ら
離
れ
た
こ

れ
ら
の
思
想
、

文
字
は
、
も
は
や
魅
力
な
く
死
物
化
し
て
い
る
の
で
す
」
『自
伝
』
①
一
七
三
貰
。

こ
の
文
な
で
は
直
後
の
「
批
判
」
を
避
け
る
も
の
の
、
「
白
々
し
い
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い
る

。

こ
の
興
ざ
め
を

「は
っ
き
り
と
偽

り
と
分
か
る
様
子
」
と
い
う
意
味
に
取
る
な
ら
、
平
塚
ら
い
て
う
の
感
受
性
が
鋭
く
な
り
、
成
瀬
に
対
す
る評
価
が
緩
め
て
厳
し
く
な

っ

た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

自
己
探
究
の
深
ま
り

平
塚
ら
い
て
う
は
高
い
理
想
を
抱
い
て
い
た
だ
け
に
、
一
種
の
失
望
を
党
え
た
に
逃
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
自
分
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
真
剣
に
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た託
で
も
あ
っ
た
。

「
神
と
は
な
に
か
、
我
れ
と
は
な
に
か
、
真
理
と
は
な
に
か
、
人
は
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
の
追
究
に
、
休
み
な

く
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
っ
た
も
の
で
し
た
〔
：

：
：
〕
」『自
伝
』
①
一
七
八
頁
。

自
分
の
存
在
の
線
源
を
死
に
物
狂
い
の
よ
う
に
求
め
る
中
、
連日朝
か
ら
晩
ま
で
図
出
口
館
で
過
ご
し
、
本
を
食
る
よ
う
に
読
破
し
て
い

た
。
必
死
で
「
何
か
」
を
探
し
た
す
え
に
、
彼
女
は
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
文
章
に
出
会
う
。

網
島
梁
川
に
よ
る
ひ
ら
め
き

「
明
治
三
十
八

ご
九
O
五
〕
年
容
、
世
間
で
は
パ
ル
チ
ッ
ク
総
隊
来
る
な
ど
と
さ
わ
が
れ
て
い
る
こ
ろ
、
わ
た
く
し
の
心

（内
的
生
活
）

に
よ
う
や
く
大
き
な
転
機
の
お
と
ず
れ
る
日
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
か
ね
て
か
ら
愛
設
し
て
い
た
綱
烏梁
川
の
発
表
し
た

「予

が
見
仰
の
実
験
」
と
い
う
告
白
文
を
読
ん
で・
つ
け
た
深
い
感
動
と
暗
示
が
き
っ
か
け
と
な
っ
た
も
の
で
し
た」
『自
伝
』
①
一
九
O
頁
。

綱
島
梁
川

こ
八
七
三
1

一
九
O
七
）
に
関
し
て
、
平
塚
ら
い
て
う
は
日
本
女
子
大
学
の
図
容
館
で
そ
の
文
章
に
殺
し
ん
で
い
た
。
網
島
は

『早
稲
問
文
学』と
い
う
雑
誌
の
編
集
に
も
携
わ
っ
て
い
た
人
物
で
、
牧
師
の
海
老
名
郡
正
こ
八
五
六

1

一
九三
七
〉
な
ど

の
影
響
を
受
け

て
い
る
。
こ
の一九
O
五
年
に
発
表
さ
れ
た
「
予
が
見
紳
の
貧
験
」
と
い
う
原
稿
は
、
海
老
名
が
創
立
し
た
『
新
人

』
と
い
う
雑
誌
に
潟

載
さ
れ、
特
に
若
い
人
の
聞
に
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
ら

し

い
。
網
島
は
二
三
歳
の
時
か
ら
結
核
に
権
り
、
こ
の
文
章
を
発
表
し
た

二
年

後
に
亡
く
な
る
。
平
塚
ら
い
て
う
は
網
島
の
告
白
に
感
動
し
、
よ
り
具
体
的
な
形
で
そ
の
境
地

に
接
近
す
る
方
法
を
採
っ
て
い
た
。

「
「
深
く
内
部
生
活
に
沈
潜
す
る
」
と
か
、
「
至
情
の
要
求
に
神
の
声
を
聴
く

」
と
か
い
っ
て
も
、
そ
れ
は一体
ど
う
し
た
ら
で
き
る

こ

と
な
の
か
、
わ
た
く
し
に
は
皆
目
わ
か
り
ま
せ
ん
」
『自
伝
』
①
一
九
二
頁
。

禅
と
の
出
会
い

平塚らいてフが見た近代の：j（教とその評価

【
日
｝

こ
の
よ
う
に
自
己
探
求
に
悩
ん
で
い
る
円以
中、
平
塚
ら
い
て
う
は
木
村
政
（一
八
八
五
1

一
八
五
八
）
と
い
う
同
級
生
の
部
屋
で
重
要
な
手

掛
か
り
を
見
つ
け
る

。
机
に
は
円
党
寺
の
出
…
川

町
山
猷
こ
八
二
ハ

1
一八
九一d
が
哨
省
い
た『
刊明一澗
』
と
い
う
著
容
が
位
い
で
あ

っ
た
の

で
あ
る。
和
装
・本
の
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
と「大
道
を
外
に
求
め
て
は
い
け
な
い
、
心
に
求
め
よ
」
と
い
う

言
葉
が
目
に
と
ま
っ
た
（
『自
伝
』

①
一九
二
頁
）
。こ
れ
を
「観
念
の
位
界
の
仇
復
に
息
づ
ま
り
そ
う
に
な
っ
て
い
る
、
現
在
の
自
分
に
対
す
る
、
直
接
室

口
の
こ
と

は
ト
川
均

け
止
め
た
平
塚
ら
い
て
う
は
、
修
行
が
不
可
欠
だ
と
い
う
こ
と
に

気
づ
く
（
司自
伝
』
①
一
九
三
頁
）
。
こ
の
結
来
、
洪
川
の
孫
弟子
、
綴
翁
宗
汚

ご
八
七0
1
一九
五
郎一の
指
導
を
受
け
る
た
め
、
兵
器
恒
松
に
通
い
は
じ
め
る

（
『自
伝
』
①
一
九
四
E

。
ち
な

み
に

「雨
き
と

い
う
胞
の
名
前
は
「迷
い
と
悟
り
の
区
別
を
忘
れ
る
」
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

解
放
と
試
練

一
九O
六
年
に
は
、平
塚
ら
い
て
う
は
日
本
女
子
大
学
を
卒
業
し
て
、自
分
の
両
親
に
も
相
談
せ
ず
神
仲間
協
子
（
一
八
六
四1
一
九
二
九
）

24 
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ら
い
て
う
に
と
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
や
試
練
が
待
ち
う
け
る
青
春
期
の
頂
点
に
も
該
当
す
る
。

｛
問
団
｝

が
率
い
る
女
子
英
学
総
一で
諸
学
の
勉
強
に
励
ん
で
い
た
。
そ
の
頃
、
毎
朝
欠
か
さ
ず
参
禅
に
通
っ
て
い
る。
同
年
の
夏
、
最
初
に
与
え
ら

れ
た
公
衆
を
透
っ
て
「
見
性
を
許
さ
れ
た
」
（「自
伝
』
①
二
一
O
頁
）。

ち
ょ

う
ど
二
月
に
ニ
O
設
に
な
っ
た
ば
か
り

の
こ
の
時
期
は
、
平
潔

26 

ま
ず
、
同
年
の
九
月
に
綴
翁
宗
活
が
数
人
の
弟
子
を
巡
れ
て
布
教
の
た
め
ア
メ
リ
カ
へ
旅
立
つ
こ
と
を
知
・
り
さ
れ
る
。

師
匠
か
ら
離
れ

る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
平
塚
ら
い
て
う
は
「
大
き
な
灯
時
半

」
を
受
け
た
こ
と
を
隠
せ
な
い
（
『自
伝
』
①
一
一
二
一頁
）
。
く
れ
ぐ
れ
も

「留

守
合
電
ん
L
ん
u
a

う
（

げ
）

守
中
、
他
の
師
家
に
つ
く
な
と
戒
め
ら
れ
」
た
に
も
凶
わ

ら

ず
、
ら
い
て
う
は
間
も
な
く

宗
絵
民
浮
こ
八
四
二
1

一九
一
四
）
の
税
法
を
間

a，
ん

い
て
、
こ
の

「仙
刊の
よ
．
つ
な
顔
を
し
た
老
僧
の
渋
い
人
柄
に
芯
か
れ
」、

そ
の
下
で
参
川
仰
を
一
符
開
す
る
こ
と
を

決
め
る
（
『
自
伝
』
①
ニ

頁
）
。
参
叫
仰す
る
川倒
所
は
海
悩仰t廿，
と
い
う
現
在
も
上
野
駅
の
一
米
の
合
羽
椛
に
あ
る
＋

～叶a院
で
、
そ
こ
で

一
ツ
橋
の
東
京
工
商
（
一
橋
大
学
の
前
身
〉

の
学
生
が
「
如
意
図
」
と
い
う
坐
禅
会
を
－設
け
て
い
た
。

宗
詮
哀
浄
を
招
き
、
こ
の
寺
で
接
心
を
開
催
す
る
た
び
に
平
塚
ら
い
て
う
は
「
毎

月
か
な
ら
ず
参
加
し
、
参
．
仰
を
怠
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
語
っ
て
い
る

Q
自
伝
』
①
二
三
四
頁
）
。

異
性
へ
の
筏
線

平
尿
ら
い
て
う
が
修
行
に
情
熱
を
傾
注
す
る
時
期
は
、
ま
た
性
を
め
ぐ
る「実
験
」
を
重
ね
る
時
期
で
も
あ
る
。

男
性
と
の
関
わ
り
を

な
か
u

’
L
・
’

uF，、

含
む
出
来
事
は
平
塚
ら
い
て
う
の
研
究
で
は
必
ず
注
目
さ
れ
てい
る
の
で
詳
細
を
省
略
す
る
が
、

海
側
寺
の
住
職
を
務
め
る
中
原
秀
獄

こ

｛崎
山】

九
二
八
年
没
）
と
の
関
係
、
そ
し
て
特
に
森
町
草
平
（

一八
八

一1

一
九
四
九
）
と
の
交
際
と
家
出
が
大
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
し
て
新
聞
で
報
道

さ
れ
る
よ
う
に
な
る

。

平
塚
家
に
大
変
な
問
辱
が
及
び
、
父
の
定二
郎
に

「辞
職
を
勧
告
す
る
人
」
が
出
る
騒
ぎ
ま
で
発
展
し
た
。

新
聞
記
者
の
や
か
ま
し
い
取
材
を
遊
け
る
意
味
も
あ
っ
て
、
平
田
崎
ら
い
て
う
は
し
ば
ら
く
「
鎌
倉
内
覚
寺
境
内
の
小
さ
な一軒
家
を
借

針
ん
の
う
ぞ
う

a

hv

り

」
て
、
「
打
坐
〔坐
彬
〕
し
続
け
」
る
事
を
決
め
る
。

当
時
二
九
O
八
年
）
、
円
覚
寺
派
の
管
長
を
務
め
て
い
た
の
は
函
隠
宗
海
二
八
五

（
悶
）

ム
ハ1

一
九
二
三
〉
と
い
う
老
飾
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
平
嫁
ら
い
て
う
の
白
か
ら
見
る
と
、
こ
の
師
は
「

ま
る
で
魅
力
が
な
く
｛
・

〕
参

仰
す
る
気
に
な
れ
」
な
い
人
物
の
よ
う
に
映
っ
た
（
『自
伝
』
①
二
七
四
頁
〉
。

平塚らいてうがruニ近代の宗教とその野価

南
天
憾
の
伝
導

平
塚
ら
い
て
う
が
鎌
倉
、
そ
し
て
信
州
で
の
隠
遁
生
活
を
終
え
た
の
は
一
九

O
八
年
の
一
二
月
で
、
そ
の
時

a

占
…
で
よ
う
や
く
東
京
に
戻
れ

た
。
保
っ
た
直
後
、
在
家
の
医
者
が
建
て
た
神
田
の
日
本
悩
店
主
主
に
毎
月
、
十
問
天
僚
と
い
う
あ
だ
名
で
知
ら
れ
る
部
州
全
忠
（

一
八
三
九
1

一
九二
五
）
が
来
て、

接
心
が
行
わ
れ
る
と
聞
き
、
一
舟
び
参
禅
に
没
頭
す
る
。
し
か
し
、
い
く
ら
努
力
し
て
も
均
が
明
か
な
い
た
め
、
翌
年

の
一
二
月
に
は
雨
天
様
の
西
宮
の
海
消
寺
ま
で
行
っ
て
、
腿
八
は
ほ
心
と
い
う
極
め
て
厳

し
い

一
週
間
の
修
行
へ
の参
加
を
決
心
す
る
。
そ

｛却
）

の
問
、
「無
」
と
い
う
公
案
を
透
り「
M
r
M
」
と
い
う
大
姉
号
ま
で
授
け
ら
れ
た
。

そ
れ
に
止
ま
ら
ず
、
「長
い
念
願
だ
っ
た

「無
字
」
が

通
っ
て
か
ら
も
、
わ
た
く
し
は
日
本
祁
学
金
の
町
出
産
心
に
は
欠
か
さ
ず
出
か
け
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
多
分
、
明
治
四
十
四

〔
一
九

一
一
〕年
「狩
紡
」
創
刊
の
、
少
し
後
ま
で
も
つ
づ
い
た
か
と
お
も
い
ま
す
」
と
平
潔
ら
い
て
う
は
振
り
返
っ
て
い
る

（
『自
伝
』
①
二
九
六
頁
）。

そ
の
後
「雨
天
僚
老
師
は
八
十
歳
に
な
ら
れ
た
と
き
、
弟子の
反
対
を
し
り

ぞ
け
、
自
分
か
ら
退
化
を
発
表
し
、
西
宮
山
向
消
寺
で
そ
の

大
会
を
行
わ
れ
ま
し
た。
そ
れ
以
来
上
京
も
さ
れ
ず
、
参
仰
は
も
ち
ろ
ん
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
か

ら

、
日
本
川
佳子
堂
は
閉
鎖
さ
れ
」

（引
）

た
と
一
言う
（
『自
伝
』
①
二
九
六
頁
）
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
禅
学
堂
の
閉
鎖
と
雨
天
臨
時
の
「
生
き
葬
式
」
が

一
九
一
八
年
に
当
た
る
の
で
、
こ

の

記
述
の
暖
昧
さ
を
街
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
平
塚
ら
い
て
う
は
こ
の
坐
術
会
が
解
放
さ
れ
る
ま
で
参
禅
を
続
け
た
か
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
が
、

一
九
一
一
年
以
隣
七
年間
の
隔
た
り
が
あ
っ
て
、
そ
の

間
口
本
側
学
堂
で
の
定
期
的な
は
ほ
心
に
ず
っ
と
参
加
し
て
い
た
と
は

考
え
に
く
い
。

な
ぜ
な
ら
、
一
九
一
…凶
作
よ
り
奥
村
時
（後
に
陣
史
、
一
八
九
一1

一九
六
凶
）
と
の
共
同
生
活
が
始
ま
り
、
翌
年
に
は
長
女

a
m
U
A
勿

の
開附
ル誌
が
生
ま
れ
た
か
ら
で
あ
る。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
平
塚
ら
い
て
う
は
一
九
O
五
年
に
網
島
梁
川
の
文
章
を
読
ん
で
か
ら
、
雨
天
様

の

「許
し
」
を
受
け
る
ま
で
の
凹

年
間
を
非
常
に
密
度
の
高
い
時
間
と
し
て
感
じ
て
い
た
と
思
わ
れ
る

。

こ
の
時
間
に
彼
女
の
人
生
が
一
変
し
た
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
な

27 



ぃ
。
一
九
一
一
年
の
九
月
に
出
さ
れ
た
『背
諮
』
の
創
刊
号
は
、
短
期
間
で
体
得
さ
れ
た
多
く
の
気
付
き
の
結
晶
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ

れ
を
機
に
彼
女
は
「
ら
い
て
う
」
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
選
び
、
文
筆
活
動
が
本
格
的
に
始
ま
る
。
こ
の
頃
に
築
き
上
げ

ら

れ
た
世
界
観

が
平
潔
ら
い
て
う
の
人
生
の
基
調
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
、
後
の
行
動
や
岐
路
に
立
っ
た
時
の
選
択
に
現
れ
て
い
る。
晩
年
ま
で
、
平
塚

ら
い
て
う
が

『自
伝
』
の
ま
と
め
作
業
で
疲
れ
た
と
き
「
ち
ょ
っ
と
坐
り
ま
し
ょ
う
」
と言
っ
て
坐
仰
に
よ
っ
て
「充
電
」
し
て
い
た
こ

と
は
編
集
者
の
小
林
登
美
校
二
九
二
ハ
1

ニ
O
O
四
）
の
記
述
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る

（
『自
伝
』
②
、

二
九
七
頁
）
。

出
会
っ
た
神
道
系
の
宗
教
と
そ
の
諜
題

平
塚
ら
い
て
う
が
関
わ
っ
た
他
の
宗
教
の
う
ち
、
神
道
系
の
教
え
が
特
別
な
位
置
を
占
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
は
平
塚
ら
い
て

う
自
身
よ
り
も
姉
の
信
仰
が
中
心
な
の
で
、
残
念
な
が
ら
手
掛
か
り
は
少
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
側
而
の
追
究
を
課
題
と
し
て
紹
介
し
て
お

き
た
い
。
姉
は
間
半
い
時
期
か
ら神道
系
の
宗
教
に
対
し
て
厚
い
信
仰
の
持
主
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
『
行
錯
』
創
刊
の
頃
を
綴
り

返
る
文
脈
で
、
平
塚
ら
い
て
う
は
な
ぜ
自
分
の
姉
を
録的
わ
な
か
っ
た
か
を
考
え
て
「夫
の
任
地
神
戸
に
離
れ
住
ん
で
」
い
た
こ
と
に
加
え

て
「
天
理
教
に
夢
中
に
な
っ
て
い
た
」
と
の
理
府
を
挙
げ
て
い
る

（
『自
伝
』
①
三
七
O
頁
）
。姉
の
信
仰
が
ど
の
忠
商

で
変
わ
っ
て
い
っ
た
の

か
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
九
二
六
年
頃
失
が
神
戸
の
逓
信
省
に
務
め
て
い
る
問
、
大
本
教
に
落
ち
清
い
た
よ
う
で
あ
る

。
一
九
四
二
年
四

月
に
平
康
ら
い
て
う
が
夫
と
共
に
茨
城
県
に
疎
開
し
た
の
は
、
姉
の
信
仰
が
関
係
し
て
い
る
。
「
姉
は
、
東
京
は
火
の
海
と
な
る
と
い
う
大

と
dπ

い
（

n
｝

本
教
の
予
言
を
信
じ
、
以
前
か
ら
戸
図
井
に
家
を
つ
く
っ
て
住
み
、
母
も
疎
開
さ
せ
、
妹
に
も
来
る
よ
う
す
す
め
て
い
た
」

。

し
か
し
、
以

前
か
ら
平
縁
ら
い
て
う
自
身
も
こ
の
教
え
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。
例
え
ば
一
九三
二
年
に
大
本
教
の
俄
関
紙
『人
類
愛
普
新
聞
』
に
談

釘
に
－

e
ぶ
ゐ
令

認
を
紋
せ
た
際
、
出
口
王
仁
三
郎
こ
八
七
一
1

一九
四
八
）
の
『震
界
物
語
』
と
ス
エ
1

デ
ン
ボ
ル
ク
の
「
天
国
と
地
獄
』
の
類
似
に
も
蝕

（お
）

（
封｝

17
・

れ
て
い
た
。

井
手
は
「
ら
い
て
う
が
大
本
教
に
も
っ
と
も
接
近
し
た
時
期
は
一
九
三
二
、

三
三
年
で
あ
ろ
う
か
」
と
推
定
し
て
い
る
。

一
収

｛お
）

後
に
は
姉
の
信
仰
は
大
本
教
か
ら
派
生
し
たヨ部
教
に
な
っ
て
お
り
、
母
光
沢
の
葬
式
も
こ
の
教
の
仕
来
た
り
に
従
っ
て
行
わ
れ
た

。

し

か
し
戦
時
中
、
特
に
大
本
教
の
第二
弾
圧
が
行
わ
れ
た
一
九
三
五
年
以
降
は
平
康
ら
い
て
う
は
こ
の
教
問
へ
の
言
及
を
控
え
て
い
る
。

給

（
叩
叫
）

局
、
平
塚
ら
い
て
－
つ
が
『神
論
』
や

「
霊界
物
語
』
を
読
ん
で
、
「
ひ
た
ひ
た
と
胸
に
寄
せ
る
も
の
の
あ
る
事
を
否
定
は
出
来
ま

せ
ん
」
と

言
っ
て
い
た
が
、
こ
の
感
激
が
戦
後ど
の
よ
う
に
発
展
し
、
彼
女
の
忠
惣
と
繋
が
っ
た
い
っ
た
か
に
つ
い
て

さ

ら
な
る
研
究
が
不
可
欠
で

あ
る
。

四
平
塚
ら
い
て
う

の
評
価
の
特
徴

平i軍らいてうが見fょ近代の宗教とその評価

こ
れ
ま
で
平
縁
ら
い
で
う
が
出
会
っ
た主
な
宗
教
を
駆
け
足
で
見
て
き
た
。

そ
の
つ
ど
の
感
激
と
失
望
を
含
め
た
好
余
的
折
の
中
で
、
本

人
が
常
に
求
め
つ
づ
け
た
こ
と
は
既
に
あ
る
程
度
判
明
し
て
き
た
と

言
え
ぷ
う
。

と
こ
ろ
が
平
啄
ら
い
て
う
の

「評
価
」
と
言
っ
て
も
、
そ

れ
は
出
会
っ
た
人
の
長
短
を
論
ず
る
よ
う
な
批
評
で
は
な
く、

自
分
の
理
忽
に
適
う
か
ど
う
か
と
い
う
基
準
に
照

ら

し
合
わ
せ
た
表
現
で

あ
る
。
司自
伝
』
に
は
人
を
M
Mす
よ
う
な
記
述
を
避
け
て
、
主
観
的
な
印
象
や
風
貌
の
妨

写
が
多
い
。
し
か
も
、
こ

れ
ら
を

解
説
す
る
と
、

当
時
の
宗
教
界
に
対
す
る
か
な
り
厳
し
い
評
価
が
現
れ
て
く
る
こ
と
も
否
め
な
い

。

た
だ
、

「宗
教
」
を
総
合
的
に
評
価
す
る
よ
り
、
あ
く

ま
で
縁
が
あ
っ
て
直
接
に
関
わ
っ
た
人
に
対
す
る
評
価
に
限
る
と
い
う
点
に
創
意
し
た
い
。

キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
評
価

た
と
え
ば
、

最
初
に
接
触
し
た
キ
リ
ス
ト
教（正
慌
に
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教）
に
つ
い
て
、
成
瀬
仁
裁
に
対
する
憧
れ
が
円
＋く
も
崩
れ
、

そ
の
言
葉
が
「白
々
し
い
、
冷
た
い
も

の
に
」
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
先
の
発言
は
、
敏
感
な
平
塚
ら

い
て
う
が
こ
の
佼
業
の
中
に

一
種
の

「偽
普
」
を
感
じ
と
っ
た
こ
と
を
示
す
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
彼
女
は
成
瀬
の
宗
教
的
見
解
に
飽
き
た
と
し

て
も
、
後
に
ま
た
綱
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鳥
梁
川
の
体
験
に
魅
了
さ
れ
る
。
こ
れ
は
同
じ
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
の
中
で
、
哲
学
的
な
理
解
よ
り
も
神
秘
主
義
的
な
ア
プ
ロ

ー
チ
に
親

し
み
を
党
え
た
証
で
あ
ろ
う
。
そ
の
延
長
線
上
に
禅
の
限
想
と
い
う
発
見
が
起
こ
る
の
は
ご
く
自
然
に
思
え
る
。

神
に
対
す
る
評
価

平
塚
ら
い
て
う
が
よ
り
具
体
的
な
道
を
求
め
て
臨
済
宗
の
修
行
法
を
身
に
つ
け
た
経
緯
を
見
て
き
た
。
し
か
し
、
彼
女
が
そ
の
伝
統
に

親
し
み
な
が
ら
、
適
度
の
「
距
離
」
を
係
っ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
男
尊
女
卑
の
激
し
い
餅
寺
の
世
界
に
対
す
る
敬
遠
も
考
え

ら
れ
る
が
、
む
し
ろ
伝
統
の
抑
制
強
に
束
縛
さ
れ
た
く
な
い
思
想
で
生
援
を
貫
い
た
結
果
で
あ
ろ
う

。

こ
の
理
惣
を
解
明
す
る
に
は
、
次
の

発
言
一が
役
に
立
つ
。

「
わた
く
し
は
、
た
ま
た
ま

縁
あ
っ
て
坐
禅
を
や
り
、
見
性
と
い
わ

れ
る
心
的
経
験
を
し
て
、
そ
の
境
地
に
人
り
ま
し
た
が
、
ど
ん
な

道
一
か
ら
で
も
極
限
に
到
迷
す
れ
ば
お
な
じ
で
み
る
と
信
じ
て
い
ま
す
か
ら
、
読
者
か
ら
狭
い
意
味
に
受
け
と
ら
れ
る
こ
と
を
気
づ
か
っ

て
、
彬
と
い
う

一言
葉
を
意
識
し
て
使
わ
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
し
た
」

（『
自
伝
』①
、
三
六
五
頁
〉。

こ
こ
で
い
う
「
狭
い
意
味
に
受
け
と
ら
れ
るこ
と

」
と
は
何
を
指
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
か

。
文
脈
は
有
名
な

2
H
M柏』
創
刊
号
の
文
窓

「
元
始
、

女
性
は
実
に
太
陽
で
あ
っ
た
。
真
正
の
人
で
あ
っ
た
。

云
々
」
に
対
す
る
平
啄
ら
い
て
う
自

身
の
解
説
で
あ
る

。
彼
女
の
次
の
説

明
に
絞
く
文
章
で
あ
る
。

「こ

こ
に
い
う
「
太
陽
」｜
｜

大
円
光
休
l
i

は
、
い
う
ま
で
も
な
く
生
命
の
線
源
の
象
徴
で
あ
り
、「隠
れ
た
る
我
が
太
陽
を
、
治
め

る
わ
が
天
才
を
発
現
せ
よ
」
と
は
、
各
自
が
そ
の
自
我
の
当
休
に
到
途
す
る

こ

と
に
よ
っ
て
、
失
わ
れ
た
女
性
の
生
l
l

創
造
力
ー
ー

の
全
的
回
復
を
求
め
た
も
の
で
あ
り
ま
す
」（
『自
伝
』
①
、
一
二六
五
頁
）。

「生
命
の
線
級
」
と
い
う
普
遍
的
な
こ

と
が
前
提
な
の
で
、
平
塚
ら
い
て
う
は
「
公
案
」
な
ど
を
含
む
狭
殺
の
「
縦
」
、
ム
ま
し
て
特
定
の

教
義
に
限
ら
れ
た
理
解
で
図
る
こ
と

を
表
明
し
て
い
る
。

こ
の
反
応
は
、
体
得
し
た
「
自
我
の
当
体
」
が
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
エ

Y

セ
ン
ス

で
あ
る
と
共
に
、
教
義
や
儀
式
な
ど
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
生
ま
れ
な
が
ら
の
「
太
陽
」
が
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
パ
ラ
ド

y

ク

ス
を
も
示
唆
し

て
い
る
。

魅
力
と
は
何
か

平
塚
ら
い
て
う
が
出
会
っ
た
師
匠
に
関
し
て
は
、
円
党
主
寸
に
滞
在
し
て
い
た
こ
ろ

、

函
応
祭
海
に
つ
い
て
「
ま
る
で
魅
力
が
な
い
」
と

い
う
評
価
を
見
て
き
た
。
こ
れ
が
単
な
る
個
人
的
な

「
好
み
」
の問
題
に
過
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
以
上
何
も

言
え
な
い
。

し
か
し
、
平

塚
ら
い
て
う
が
す
で
に
数
人
の
老
師
に
会
っ
て
い
た
事
実
を
考
え
た
湯
合
、
こ
の
発

言
は
決
し
て
男
性
の
魅
力
を
論
じ
る
も
の
で
な
く
、
本

性
に
目
覚
め
た
は
ず
の
人
に
ど
の
程
度
の
「
制
き
」
が
あ
る
の
か
を
直
感
的
に
表
し
た

判
断
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ

れ
が
お
そ
ら
く
円

覚
寺
派
の
流
れ
の
形
骸化
を
ほ
の
め
か
し
、
平
塚
ら
い
て
う
が

一
務
重
視
す
る

「
心
的
経験
」
の
乏
し
さ
と
い
う

含
み
を
持
っ
と
息
わ
れ

る
。

教
団
に
属
し
て
い

な
い
者
、
し
か
も
参
禅
を
知
っ
て
い
る
者
か
ら
発
せ
ら
れ
る
無
邪
気
な
託
言
と
し
て
、
興
味
深
い

。

平嫁らいて うが見た近代の宗教とその評価

平
塚
ら
い
て
う
が
最
後
に
指
導
を
受
け
た
雨
天
僚
で
さ
え
も
彼
女
は
決

し

て
甘
ん
じ
た
評
価
だ
け
を
下
し
て
い
な
い
。

「
い
ま
、
〔；
：
：〕
偶
々
老
師
の
こ
と
が
心
に
浮
かぶ
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

そ
れ
は
き
び
し
い
室
内
で
の
こ
と
や
、
八
ム
案
の
ニ
と
な
ど
で

．
、
令

之

う
や
ぜ
ん

は
な
く
、
〔：
：
〕
「
も
う
一
本」
と
晩
酌
を
問
問
病
院
の
看
護
円
姉
さ
ん
に
ね
だ
っ
て
い
た

、

い
か
に
も
好
々
爺
然
と
し
た
老
師
で
あ
る

の
も
お
か
し
な
も
の
だ
と
お
も
い
ま
す
」
（『自
伝
』
①
二
九
七
頁
）。

こ
の
思
い
出
は
も
ち
ろ
ん
懐
か
し
さ
や
殺
し

み
を
込
め
て
い
る
の
で
、
批
判
で
は
な
い
。
し

か
し
、
建
前
の
「
厳
し

い
老
師
」
と

い
う

イ
メ
ー
ジ
を
相
対
化
す
る
－
種
の
皮
肉
を
も
含
め
て
い
る
。

平
塚
ら
い
て
う
は
雨
天
械
の
指
導
を
受
け
な
く
な
っ
た
後
ら
、
絶
え
ず
精
神

的
好
奇
心
を
持
ち
つ
づ
け
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
『
自
伝

』
に
は
、
雨
天
俸
の
「
生
き
葬
式
」
以
降
、
制
作
家
と
の
接
触
に
言
及

す
る
と
こ
ろ

は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
を
ど
う
理
解
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

倣
測
が
可
能
で
あ
ろ
う。
さ
き
の
大
本
教
へ
の
関
心
を
一
つ

の
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
必
ず
し
も
そ
れ
ま
で
歩
ん
で
き
た
道
の
否
定
を
前
鑓
と
し
な
い

。

む
し
ろ
、
当
時
の
禅



憎
の
ほ
と
ん
ど
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
傾
倒
し
て
い
っ
た
袈
紫
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
そ
の
幼
合
、
平
四
時
ら
い
て
う
自
身
が
戦
時
中
に
、

｛
幻
）

一
九
三
八
年
を
度
と
し
て

皇
室
礼
賛
に
傾
き
は
じ
め
た

こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い。
こ
の
点
が

先
学
に
よ
っ
て
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
た
め
、
平
嫁
ら
い
て
う

の
戦
時
中
の
態
度
を
深
く
検
討
し
な
い
が
、
つ
い
で

に
本
稿
の
狙
い
が
平
塚
ら
い
て
う
を
称
え
る
こ
と
で

は
な
い
こ
と
だ
け
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

む
す
び

平
塚
ら
い
て
う
の

『自
伝
』
か
ら
宗
教
関
辿
の
事
項
を
拾
い
始
め
る
と
限
り
が
な
い
が
、
そ
の

よ
う
な
評
価
の
断
片
に
よ
っ
て
、
公
の

宗
教
家
の
伝
記
に
は
絞
っ
て
い
な
い
別
の
獲
を
焔

一間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ

の
よ
う
な
伝
記
の
相
対
化
を
他
の
在
家
の
自
伝
に
拡
大
す

る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
従
来
の
「
堅
い
宗
教
史
」
と
金
く
違
う
側
面
が
現
れ
て
く
る
。
同
様
の
資
料
と
の
照
合
作
業
は
こ
れ
か
ら
の
共

同
研
究
の
重
要
課
題
と

し
て
多
く
の
発
見
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。

本
稿
で
検
討
し
て
き
た
平
塚
ら
い
て
う
の
評
価
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
彼
女
が
出
会
っ
た
様
々
な
宗
教
的
指
導
者
に
対
し
て
、
そ
の

思
恵
を
認
め
な
が
ら
も
場
合
に
よ
っ
て
厳
し
い
評
価
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
近
代
の
宗
教
が
激
動
の
時
期
を
通
過
す

る
中
で
、
在
家
の
人
が
こ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
宗
教
を
取
捨
で
き
た
こ
と
自
体
が
日
本
の
宗
教
の
一
種
の
「
近
代
化
」
を
証
明
す
る
事
実
で

も
あ
る
。
一
方
、
彼
女
の
評
価
に
比
べ
れ
ば
現
在
の
既
成
宗
教
に
対
す
る
批
判
精
神
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
の
は
、
関
心
が
薄
れ
た
証

だ
ろ
う
か
。

平
塚
ら
い
て
う
の
宗
教
に
対
す
る
評
価
が
、
単
な
る
逸
話
で
は
な
い
と
断言
で
き
る
の
は
な
ぜ
か
。

強
い
求
道
心
に
駆
ら
れ
て
、
彼
女

は
納
得
す
る
と
こ

ろ
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
の
巡
を
追
究
し
つ
づ
け
た
か
ら
だ
と
思
う
。
彼
女に
は

「
ど
ん
な
道
か
ら
で
も
極
限
に
到
迷
す
れ
ば

お
な
じ
で
あ
る
」
と
い
う
確
信
が
あ
り、

普
通
的
な
宗
教
訓
慨
を
提
唱
す
る
に
到
って
い
る
。
も
ち
ろ
ん
平
縁
ら
い
て
う
は
宗
教
家
で
は
な

い
し
、
若
い
こ
ろ

の
体
験
以
外
こ
れ
に
関
す
る
発
言
を
控
え
、
人
生
の
後
半
に
は
む
し
ろ
社
会
郁
紫
、
女
性
解
放
に
献
身
し
た
。
し
か
し

彼
女
の
鋭
い
臨
に
は
、
明
治
・

大
正
・

昭
和
の
日
本
の
宗
教
界
は
意
外
と
鮮
明
に
映
っ
て
い
る
。

本
稿
で
検
討
し
た
平
塚
ら
い
て
う
と
宗
教
の
緩
点
は
氷
山
の
一
角
に
過
ぎ
な
い
が
、

こ

の
テ
l

マ
の
重
要
さ
だ
け
で
む
明
確
に
な
っ
た

と
す
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
平
塚
ら
い
て
う
に

「
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
先
駆
者
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
て
、
そ
の
観
点
か
ら
し
か
彼
女
の

生
涯
を
見
な
い
ア
プ
ロ
ー
チ
に
限
界
が
生
じ
る
の
は
論
を
待
た
な
い
。
さ
ら
に
、

彼
女
の
宗
教
観
を
通
し
て
、
宗
教
家
だ
け
が
論
じ
る
宗

教
像
の
限
界
も
孫
々
明
白
に
見
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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店
、ニ
O
O
二
年
三

岸
悶
紛
失
「
法
脈
現
代
仰
匠
列
伝
』
｛
中
外
白
川
叩
、
一
九
ヒ
三
年
）
。

古
賀
英
彦
編
著
、
入
矢
務
官
同
監
修『術
館
終
決
』
（忠
文
問
、
一九
九
一
年
）。

佐
々
木
英
昭

『「
新
し
い
女」
の
到
来
平
線
・
り
い
て
う
と

掛
川石
』
（名
古
尽
大
学
出
版
会、

一九
九
四
）。

末
木
文
奨
士

ヲ
店
代
日
本
の
思
怨
・

再
考
l

明
治
思
想
家
総
』
｛ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ

l
、

ニ
O
O
四
年
）
。

鈴
木
大
釧
「
今北
桃
川
被
動
期
明
治
の
お
例
』
（称
秋
社
、

一
九
九
二
年
）。

一
九九
O
年
）
｛
ニ
O
O
三
年
に

『
庶
民
の
み
た
日
清
・

日

露
戦
争
』
と
い
う
脅
名

で
、
刀

32 33 



大
球
院
直心
会
編
、

盛
永
祭
興
訳
、
鉾
之
原
妙
鈴
釧
往
『
制
抑
制
伸
一
澗
』
面
倒
位
、
一
九
八
七
年
｝。

『谷
中
・
摂
津
・千
駄
木
』
二
五
号
（
地
域
雑
誌
）「千
駄
木
山
で
生
ま
れ
た
女
の
雑
誌
平
即
時
らい
て
う

と
〈
脚H
mv」
（
一九
九
O
年
の
特
集
号
｝
。

網
島
梁
川
「予
が
見
一
仰
の
質
強」
『新
人
』
雑
誌
（
六
ノ
七
、
一九
O
五
年
）
で
初
出
（
後に
『病
問
録
』
ニ
O
八
i

一
一
九
π
に
集
録
さ
れ
、
さ
ら
に
筑
摩
符閉
店
発
行
の

一
九
七
三
年
阪
の

『
現
代
日
本
文
媛
大
系』九
六
に
も
抽
出
舷
）
。

ー
l

『病
問
録
・
病
窓
雑
誌臨
』
（
春
秋社、
一
九
二
四
年
）。

中
原
節
州
『南
天
様
行
脚
録
』
秋
月
簡
潔
選
抑
轡
復
刻
シ
リ
ー
ズ
3

（
平
河
出版
、
一
九
八
四
年
三

｜
｜
『
雨
天
様
禅
話
』
秋
月
館
浪
選
樹
容
復
刻
Y
リ
l
ズ
5
（
平
河
出
版
、
一九
八
五
年
）
。

能
仁
問先
進
訓
読
『訓
設
近

世
桜
林
僧
宝
伝
上
下
二
巻
』
（
禅
文
化
研
究
所、
ニ
O
O
一
一
年
）
。

平
塚
ら
い
て
う

『元
始
、
女
性
は
太
陽
で
あ
っ
た
』
四
冊
（
大
月
官
官
店
、
国
民
文
庫
、
一
九
九
二
年
三

｜
l

『平
塚
ら
い
て
う
著
作
集
』
八
冊
｛
大
月
脅
店
、
一
九
八
＝
τ

八
四
年
）
。

星
悠
妥

「
巻
市
明
言「草
枕
」
と

「陸
前
大
街
寺
」
」『税
大
通
信
』
（
一
九
九三
年
）
四
1

七
頁
。

縮
場
清
子
市桐
『
〈
四
円
絡〉
女
性
解
放
論
集
』
（
岩
波曾
店
、
一九
九

一
年
）
。

村
上
等
精
『俄
敬
一
貫
論
』
（
哲
按轡
院
、
一
八
九
O
年
三

｜
｜
『
日
本
仏
教
の
女
子
に
対
す
る
態
度
の
後
退
』
ご
九
O
四
年
、
顕
道
南
口院
）。

｜
｜
『
女
子
教
育
問U
日
比』
｛
金
港
笠智
問
問
、一九
O
五
年
｝
。

｜
｜
『
新
編
例
教
統

一
論
』
（続僻
惜官
級
従
完
成
金、

一
九
九
七
年
）
。

モ
ー
ル
・
ミ
シ
ェ
ル

「雨
天
僚
と
そ
の
思
想
展
開
」
ヲむ
代
仏
教』
七
号
、
二
O
O
O
年
三
月

、

五
0
1
六
九
頁
。

米
間
佐
代
子
・
池
田
恵
美
子
編
『
〈背
踏
〉
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
｛
世
界
思想
社
、
一
九
九
九
年
三

米
田
佐
代
子
『
平
塚
ら
い
て
う
近
代
日
本
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
ジ
＆
ン
ダl』
｛
吉
川
弘
文
旬
、ニ
O
O
二
年
）。

ら
い
て
う
研
究
会
編
史
料円
相
桁〉人
物
事
典
』
〈
大
修館
曾
店
、

ニ
O
O
一
年
三

洋
容

∞
白
『
己
mw一3
、・
」白
コ
一n
m∞
『
一
己
悶
司
印

刷
F申、2
2
2
h
h
。
、
『
』
高
之
内
e歩
、F曲
、
。
ョ
R
M
3。
、
『b
E
b
b」
ぬ
もEM－
ミ
q
b『
出
品a
h
a
R
Eb
a
ミ
民
主
目
。，
崎
町
』
芯
」
。
号
、
、
昌
戸
3
d
U

己
－M
m
w巾『
【
白・

C
O
De
Cコ
－〈
凸『
出
回
戸
山

、
。
『
の
由
一
一
『
D
「
3
5
・
「O
日
〉
口
白
色町mr
－
∞
∞
∞
・

ロ
巾『
コ帥戸
市
一
コ
・
0
2
一
「
3
・
E
h
r
n
Z
E
宮
崎』
e
g
n
R
5
2
2
L
a
s
よ
喝
な
－
g
『
r
色
町
可
C
コ
－
〈
市
『師一戸
て
O
『
（V由
一
二O『
コ5

勺
B
a

－
－由
国
一－

ヱ
E
『
『
ヨ
白
コ
・
」
白
ヨ
巾
的
「
内

、
E
h
句
、回
向
。
、hh
F
h
n
、
s
h
u
t
S
3
弘
、
z
a

s

ミ
丘
町
句
」
a
hu
E
・
2
0
コ
O
一
己
一
c
－
Z
白
，

「
。
，3
、．
。
一
コ
白
巴
コν内
」
b可b泡
内h伶
E
ミ
内
主
モ
。
ミ
“
。
ヨ
＝
．
門リ
。ヨ
『
。
ヨ
札
『
＝h
』
、
＝
ぬ
h
2
。
、
。
内
ミ
偽
、
E
邑
ミ
。
民
町
、
＝
句守
．
～
唱
』
巴

’
』
唱N
口
．
『νz
。
門
－
－
印
帥
司
ユ
白【
←。コ
．
の
『
白
且
E
．

丘
町
可
「
O
伺
「白
3
5

エ
百
四O
『可
・
ω
g
【
冊
己
コぞ
巾
「m
X可
O
『
Z
め
毛
』
巾
『
加
の
『
・
z
mdミ
∞
『C
コ
明
者
－nr－
Z
』
・MO
D
D
－

ヨ
ヨ
伺
『・』
→
2
0
2
印
刷
・
白
コ
己
」0
5
円
の
ロ
ヨ
ヨ
一
円
同
市
町

O
コ
』
曲
目
】
白
コ

時
的
目
的
－z
a－
司帥
－
昂
己－n
ミ
E
Z

号
ミ
ミ

2
z
q～
」b
』U
R吉
宮
内
宮
古
～
～R
E
a
r
k
h
q
s
h

与
町
、
三
号
、
．

毛
色
、
｝e
s
a
－u
コ
コ
円
四
－o
コ
－
Z
』
・

℃
コ
コ
円
冊
目02
C
コ
7
吊
『
m
Z
可
可
「
巾
閉
店w－
－∞
申｛
｝
・

印
白g
r
－
－∞
－t
同
市【帥F
ロ
E
n－
己Z
2
m
o
n
E
可
O
｛
〉
ヨ
叩
ユ
ロ
白
・
白
コa

ヨ
『帥
－

N
S

一
コ
包←Z
Z

O
『
〉
ヨ
巾
『－g

・
内
川
E

・
h

『b
5

M
e
h
N
S

ミ
E
R

～
～
室
、
・
2
2
ミ

〈
O
美

一
一J
『
∞
－
P
コ
【
コ
日H
Z
E
m
O『
〉
ヨ
E
S

－
－∞
ミ
・

∞
出毛
白
門町
w・
」
国
コ
一
コ
巾
→
白

M
w
n
白
可
否
n
m
Rミ

3
h
R
E
5・
河
内
～
釘
宮
、
旬

、
、
。
～止符
h
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弘
、
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h
s
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o
h
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之
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吉
ミ
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色
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－〈
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D
D品

平塚らいでうが見た近代の宗教とその評価

主（l
〉
本
腐
は
二
O
O
凶
年
五
月
二
二
日
に
淑
徳
大
学
で
開
催
さ
れ
た
日
本
近
代
仏
教
史
研
究
会
の
研
究
大
会
で
の
発
表
原
稿
に
基
づ
い
て
い
る
。

な

ぉ
、
「南
天
僚
と
そ
の
思
想
展
開」
で
は
平
塚
ら
い
て
う
に
よ
る
南
天
僚
へ
の言
及
、
そ
し
て
外
部
資
料
と
し
て
の
彼
女
の
文
章
の
価
値
に
触
れ
た

（「雨
天
怖
と
そ
の
怒
怨
股
間
」
『近
代
仏
教
』
七
号
、
ニ
O
O
O
年
三
月
、

五
四
頁
コ
こ
の
世
窓
味
では
、
問
問刑
の
延
長
で
も
あ
る。
さ

ら

に

「欧
米
新
刊
雑

記
」
で
は

「ら
い
て
う
研
究
は
依
然
と
し
て
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
、
社
会
学
、
文
学
の
飽
点
か
ら
し
か
注
目さ
れ
て
い
な
い
」
こ
と
を
附
明
い
て
いた
（
『
近

代
仏
教
』
一
O
号
、

ニ
O
O
三
年
五
月
、

E
E
百
三
本
稿
で
は
自
分
の
m
t世田
に
対
す
る貨
任
の
一
却
を
取
る
こ

と
に
な
る
。

（2
）
平
間
格
別
が
本
名
で
、
高山
の
「祈
烏
」
と
い
う
烏
に
ち
な
ん
で

「
ら
い
て
う
」
を
僚
名
と
し
て
選
ん
だ
恕
山
は
『元
始
、
女
性
は
太
協
で
あ
っ
た

平
原
ら
い
て
う
自
伝
』
同
一民
文
印
本
第

一冊
、
三
七
凶
1

五
頁
に
詳
し
く
説
明
さ

れ
て
い
る
（
大月
期
門
店
、一
九
九
二
年
｝。

以
下
は
こ
の
俗
名
を

『自

伝
』
と
略
し
て
、
凶
側
の
う
ち
の
巻
数
を
「
①
」な
ど
で
表
す
。

WM
国
民
文
仰
木
の
ぺ
l

ジ
添
号
が
他
の
版
と
凹
列な
っ
て
い
る
の
で
要
注
意
。

な
お
、
木
偶
で
は
幼
少
時
代
を
除
い
て
彼
女
の
名
前
を
「平
塚
ら
い

て
う
」
に
統
一し
て
刈
い
た
。
「ら
い
て
う
」
だ
け
で

続
み
づ
ら
い
か
ら
で
あ
る
。

（3
〉
米
m
佐
代
子
は

『平
成
ら
い
て
う
近

代
日
本
の
デ
モ
ヲ
ラ
シ
！
と
ジ

三
ン
ダ
l

』
の
第
一
章
で
ま
さ
に

「
父
の
近
代
」
と
の
芯
線
を
詳
し

く
分
析
し



て
い
る
。

（4
）
定
二
郎
の
生
没
年
に
州
附し
て
井
手
文
子
『
平
塚
ら
い
て
う

た
。

（5
〉
『
自
伝
』
①
一O
O
頁
。

（6
）
母
の
生
没
年
に

関
し
て
は
、
逝
去
し
た
の
は
一
九
五
四
年
で
あ
る
。
そ
の
時
九
一
歳
に
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
単
純
な
計
算
を
す
る
と
一
八
六

三
年
に
生
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
生
ま
れ
た
月
に
よ
っ
て
一
年
の
差
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
没
年
は
米
国
佐
代
子
『前
回
肉
祭』
二
四
六
頁
、
注

二
七
に
あ
り
、
そ
の
時
の
年
齢
帥
に
つ
い
て
井
手
文
子
『前
掲
省
』
二
七
一
T良
に
記
述
が
あ
る
。

（7
）
姉
の
生
没
年
に
関
し
て
も
同
じ
く
井
手
文
子

『前
掲
魯
』
｛
一
一
一
と
二
七
一
頁
）
に
従
っ
た
。

（8
）
米
国
佐
代
子
『

前
掲
密
』
一
O
頁
。

（9
）
印
白
毛
色
白
一
一
一

一頁
。

（
凶
）
村
上
尊
師柿
『新
一
溺
悌
教
統
一
論
』
一
七
四
頁
。
末
木
文
美
士
『近
代
日
本
の
思
想
・

一
得
考l

明
治
思
想
家
捻
』
一0
0
1

一
O
九
百
円
参
照。

（
日
〉
村
上
専
務
『新
編
偽
教
統

一論
』
中
の
「
略
歴
」、
九
頁
。

（ロ
〉
ら
い
て
う
研
究
会
編
『〈
背川
町〉
人
物
事
典
』
八
七
頁
参
照
。

（日
）
洪
川
宗
温
の
俗
姓
は
今
北
で
、
室
号
とし
て
芳
純
鶴
ま
た
は
虞
舟
子
を
用
い
た
。
臨
済
宗
の
僧
侶
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
俗
学
と
仏
教
の

調
和
を
唱
え
る
と
同
時
に
キ
リ
スト
教
を
痛
烈
に
批
判
し
つ
づ
け
、
た
と
え
ば
霊
祭
の
創
世
鋭
を「愚
税
妄
言
」
と
位
低
づ
け
て
い
た
（
鈴
木
大
抽
出

『
今
北
洪
川
灘
動
制
明
治
の
高
僧
』

一
O
O
R
｝
。
孫
弟
子
に
当
た
る
鈴
木
大
船
（
一
八
七
0
1

一九
六
六
）
で
さ
え
、
「老
師
は
当
時
の
多
く
の
仏
教
者
の

よ
う
に
神
道
的
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
を
そ
の
ま
ま
に
無
批
判
的
に
鵜

呑
み
に
せ
ら
れ
て
い
た

」
と
述
べ
て
い
る
（削
問
符
、
二
O
頁
）
。

（凶
）
原
文
は
渓
文
で
「
大
道
求
子
心
。
勿
求
子
外
。
我
心
鉢
之
妙
用
。

芭
我
大
道
也
」
と
な
っ
て
お
り
、
訓
読
す
れ
ば
「大
道
、
心
に
求
め
よ
、
外
に

ゐ
a

う
ゅ
う
じ
’

求
む
る
こ
と
勿
れ
。
我
が
心
体
の
妙
用、
直
に
我
が
大
道
な
り
」
と
な
る
。
今
北
洪川
「府
海
一
澗
』
（
口
興
滋
版、
阿
部
畑
中
鮪
出
版
、

一
八
七
六
年
｝
編

述
列
富
二
丁
夜
。

大
珠
院
直
心
会
編
、
篠永
宗
興
訳
、
鉾
之
原
妙
鈴
訓
註
『禅
海
一
澗
』
（伯
樹
社
、
一九
八
七
年
）
一
二
九
頁
。

「煎
」
の
創
設
に
関
し

て
、
原
文
に
は
送
り
仮
名
は
な
い
が
柏
樹
社
の
本
と
平
塚
ら
い
て
う
は
こ
れ
を
「た
だ
ち
に
」
と
読
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
文
脈
で
は「ま
さ

に
」
と
い
う
意
味
な
の
で
、
仏
教
用
語
と
し
て
「
じ
き
に
」
と
読
ん
だ
方
が
正
し
い
。
「
直

」
が
唐
・
五
代
の
俗
語
で
あ
り
、
た
と
え
ば「直
是
」
を

「
ま
さ
に
」
と
読
ん
で
い
る
（
古
賀
英
彦
『神
話
辞
典
』
一
八
三
頁
）
。

近
代
と
神
総
』
（
一O
と
二
五
九
頁
｝
と
米
国
佐
代
子『前
仰
向
都』
｛ニ
ニ
O
貰
｝
に
従
っ

平均らいてうがlltニ近代の宗教とその評価

（凶
）

綴
翁
宗
活
｛
俗
姓
は
様
、
市
民
号
は
両
忘
雌
｝
に
関
す
る
資
料
は
案
外
少
な
い

。

わ
ず
か
に
能
仁
口
北
道
訓絞
『
釧
校
近
位
制
林
他

宝
伝
』
（
下
巻
、三

八
ヒ
頁
｝
と
帰
国
絹
夫『法
脈
現
代
仰
医
列
伝
』
（二
一
一
口
）
か
ら
進
本
的
な
情
報
が
得
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。

弟
子
の
宗
本
街
月
（俗
姓
は
佐
々

木
、
家
号
は
W
淡
穂
、
一
八
八
ニ
1

一九
四
五
）
が
編
集
し
た
炎
文
雑
誌
も
あ
る
。
2
8
E
m
u
－
同22
・
n
ミ

d
E
5

～
h
N
2

ミ
呂
町
内
ま
ミ
・

（日
）

こ
こ
で
い
う

「参
似
」
は
師
匠
と
の
而
会
を
意
味
し
て
い
る。

つ
ま
り
、
弟
子
た
ち
は
順
番
で
老
怖
の
部
屋
に
入
り
、
与
え
ら
れ
た
公
案
に
対
す

”
ん
げ

る

「見
解
」
を
表
す
や
り
方
で
あ
る
。

（げ
）
宗
詮
民
団
庁
（
俗
姓
は
小
幡
、
の
ち
奴
上
、
妥
号
は
裕
飽
笠
ま
た
は
抑
制
開
笠
）
に
つ
い
て
仙
川
格

「雨
天
俸
と
そ
の
思
想
展
開
」
に
も

言
及
し
た

（
註初
、
六
九

ゐ
－e
勾

賀
｝
が
、
宗
設
が
｛
子
と
な
った
理
由
か
ら
名
前
を
民
伊
系
訟
で
な
く
宗
詮
回
以
停
と
密
く
べ
き
で
あ
る

。

略
伝
は
能
仁

「前
川
向
轡』
（下
巻
、
三
O
八

百
｝
と
岸
田
紛
夫
『前
仰
向
轡
』
に
あ
る
（
九
五
1

一
O
ニ
頁
）
。

（
山川
）
中
原
秀
織
は
海
神
寺
一
九
世に
当
た
る
。

幼
名
は
永
井
雄
次
郎
で
、
仙
台
深
沢
の
普
願
寺
の
第
二
O
世
永
升
続
進
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、

後
に

仙
台
の
大
梅
寺
の
住
職
だ
っ
た
部
州
全
忠
商
天
機
（
俗
姓
は
中
際
、
一
八
三
九
1

一
九
二
五
）
の
養
子
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
大
様
寺
か
ら
出
奔
し
、
円

覚
寺
に
走
っ
て
か
ら
洪
獄
宗
償
（
俗
姓
は
席
、
一
八
六

0
1
一
九
一九
｝
の
弟
子
と
な
る
復
雑
な
経
歴
が
あ
る
。
海
禅
寺
の
過
去
帳
に
拠
る
と
、
秀
獄
は

一九
二
七
年
五
月
五
日
に
没
し
て
、
そ
の
頃
五
六
歳
ぐ
ら
い
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
情
報
は
大
晦
寺
の
ご
住
職
、
星
智
雄
和
尚
、
そ
し
て

梅
線
寺
の
御
住
職
、
後
藤
栄
山
和
尚
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
。
な
お
、
星
智
雄
和
尚
は
星
悠
翠
の
名
前
で
出
し
た
「巻
頭
言
「草
枕
」
と

「陸
前
大
侮
寺
」
」が
あ
り
、
秀
獄
の
出
奔
事
件
に
つ
い
て
雨
天
様
が
宗
綴
に
当
て
た
手
紙
を
紹
介
し
て
い
る
。

『自
伝
』
に
は
秀
獄
が
宗
淡
の
印
可

ま
で
受
け
た
と
あ
る
｛
①二
一一一三
一8
。

こ
の

記
述
に
級
拠
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
平
塚
ら
い
て
う
と
の
恋
愛
事
件
に
よ
勺
て
法
嗣
の
資
格
が
抹消
さ

れ
た
と
し
か
思
え
な
い
。

ル
、‘
，
‘，
a
‘
，，、
av

（悶
）

南
限
宗
海
（
俗
姓
は
宮
路
、

祭
号
は
焔
岡
山
向問
）
に
関
し
て
、
『自
伝
』
に
あ
る
俗
姓

「｛
品
川
地
」
は

「宮
路
」
の
抑
制悩
で
あ
る
｛
二七
四
百
川）
。
こ
の

仙
川
侶
は
円
覚
守二
一
O
世
と
な

り
、

一九
O
五
年
か
ら

一九
一O
年
ま
で
の
間
管
長
を
務
め
た
。

略
伝
は
佼
仁

『前
向
轡
』
｛下
巻
、
四
塑
τ
五
頁
｝

に
あ
る
。

u;

U6 

（初
〉
「
全
明
」
は
市
川
天
僚
の
総（法
的
仰
と
も
）「会
中
心」
の
「会
」
と
平
塚
ら
い
て
－
つ
の
本
名「明
」
と
の
組
合
せ
で
あ
る。

こ
の
名
前
の
佼
与
は
節
子

と
し
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
雨
天
俸
の
自
伝
に
は
平
塚
ら
い
て
う
に
関
す
る
言
及
は
見
当
ら
な
い
。

こ
れ
を
女
性
に
対
す
る
偏
見

の
現
れ
と
見
る
べ
き
か
、
ま
た
は
編
集
者
の
選
択
と
見
る
べ
き
か
は
定
め
に
く
い
が
、

在
家
の
人
を
重
ん
じ
た
は
ず
の
雨
天
僚
の
系
統
と
し
て
は

理
解
し
に
く
い
沈
黙
で
あ
る
。
な
お
、『自
伝
』
で
い
う

「老
怖
の
道
号
の
会
の
一字
を
い
た
だ
い
た
」
と
い
う

紀
述
は
誤
り
で
あ
る

（
①二
九
四

36 37 



ゐ
d
e
q

頁
）。

正
確
に
は
「部
州
」
が
｛
子
で
、
道
号
に
該
当
す
る
。
能
仁
『
前
田
向
魯
』
下
巻
、
四
五
六
頁
参
照

。

〈引
）
雨
天
俸
の
「生
き
葬
式
」
は
海
消
寺
閉
山
の
符
図
宗
図
（
一
三
－
一六
1

一
凶
一
O
）
の
五
O
O
年
の
遠
忌
に
合
わ
せ
て
、
一九
一
八
年四
月
凶
日
に

行
わ
れ
た
。

一
九
一
O
年
以
降
に
延
期
さ
れ
た
理
由
と
そ
の
様子
に
つ
い
て
中
原
郡
州
の
『雨
天
様
行
脚
録
』
が
詳
し
い

（
三
九
八1
四
O
八
頁
）
。

〈η
）
井
手
文
子
『前
仰
向
の』
一
一六
ご
良
。

（
ね
）
井
手
文
子
『前
渇
魯
』
二
四
九
頁
。

（M
）
井
手
文
子

『前
褐
轡
』
二
四
八
頁
。

（
お
〉
米
国
佐
代
子
『前
掲
舎
』
二
四
六
頁、
法
二
七
。
中
野
興
之
助
に
よ
っ
て
創
立
さ
れ
た
教
の
概
要
に
つ
い
て、井
上
限
孝
等
編
『新
宗
教
教
団
・

人
物
本
興
』
九
1

一
O
頁
参
照
。

（初
〉

一九
三
二
年
八
月
の

『人
類
愛
普
新
聞
』、
井
手
文
子
『
前
渇魯
』
二
四
九
頁
に
よ
る
。

（
幻
）
井
手
文
子
『前
渇
魯
』
二
五
二
1

一
一
六
一
一
良
と
米
岡
佐
代
子
『前
渇
m
m』
一
一
二
ハ1
二
一
ニO
頁
参
照
。
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紀
転
換
期
に
お
け
る
仏
教
者
の
社
会
観

l
l

『新
仏
教
』
に
お
け

る
鈴
木
大
拙
と
井
上
秀
天
の
言
説
を
中
心
に

l

ー

守
屋
友
江

世紀転換期における仏教者の社会U

［
井
上
秀
天
の
著
作
を
〕
一
寸
通
読
し
た
処
で
は
、
予
の
意
見
川
に
反
対
の
箇
処
が
少
な
か
ら
ぬ
、
正
反
対
の
処
も
多
い
。

｛中
略
〕

著
者
は
、
禅
の
悟
り
は
文
字
の
解
釈
の
上
に
在
る
も
の
と
心
得
て
わ
京
わ
け
で
あ
る
、
文
字
の
解
釈
さ
へ
適
切
に
行
け
ば
鮮
は
手
に
入

っ
た
も
の
と
間
心

・っ
て
を
る
。
そ
し
て
榔
に
は
、
摘
を
杓
子
と
云
う
て
も
杓
子
釘
猟

A
1
て
も
か
ま
は
ぬ
処
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
を
る
。

［中
時］
と
に
角
川
仰
の
妙
味
は
文
字
以
外
に
在
る
の
で
あ
る
か
ら
、
而
し
て
此
妙
吠
ザ

l

底
文
学
上
や
歴
史
上
の稔
索
だ
け
で
翫
M
V
す

る
こ
と
が
出
来
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
、
自
ら
経
験
す
る
よ
り
外
な
い
。
鈴
木
大
釧

ん
な
定
木
で
測
量
す

主
観
的
に
抗
日
疋
杓
子
の
論
理
が
通
用
す
る
か
ら
と
て
、
猫
日
記
杓
子
の
範
鱗
に
属
せ
ざ
る
客
観
の
事
象
ま
で
を

る
や
う
な
人
は
、
思
想
界
の
危
険
人
物
視
さ
れ
て
も
詮
方
あ
り
ま
す
ま
い
。

［中
略
］
仙
仙
著
『
現
代
新
訳
沼
綴
録
詳
解

と
一五
ふ
文
学
的
作
物
の
上
に
出
来
た
文
学
的
著
作
で
あ
る
の
に

、

大
仙
川
居
士
は
、
そ
れ
を
、
私
が
禅
を
挺
唱
す
る
た
め
に
若

t

の
、
如
く
曲
解
し
た
上
、
「而
も
其
研
究
限一が
実
禅
を
死
物
抜
ひ
に
す
る
に
終
ら
ん
と
す
る
に
至
り
て
は
、
亦
是
れ

一
場
の
悲
劇
比
一

ず
や。
」
と
云
っ
て
居
ら
れ
る
の
は、
宗
泌
和
尚
の
仇
打
ち
の
つ
も
り
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
ど
う
も
お
生
憎
様
。

井
上
秀
天

も
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