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現代宗教研究
第54号 再　校 　　月　　日

研
究
ノ
ー
ト

現
代
語
に
よ
る
法
要
式
の
試
み
に
つ
い
て
の
考
察

堀
　
田
　
泰
　
寛

一
、
は
じ
め
に

　

現
代
の
日
本
社
会
は
、
既
存
の
価
値
観
が
大
き
く
変
化
し
、
個
々
人
と
家
族
間
の
関
係
、
生
活
様
式
も
一
変
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
社
会
構
造
の
変
化
に
際
し
、
日
本
の
仏
教
教
団
の
多
く
は
、
伝
統
的
な
宗
教
的
儀
礼
（
以
下
、
法
要
式
）
を
執
り
行
う
上
で
、
新
し
い

技
術
、
新
し
い
生
活
ス
タ
イ
ル
と
の
間
に
生
じ
る
ギ
ャ
ッ
プ
に
直
面
し
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
従
来
畳
や
板
の
間
の
上
で
行
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
き
た
法
要
式
も
、
現
在
で
は
椅
子
と
テ
ー
ブ
ル
を
用
い
た
法
要
式
を
執

り
行
う
場
合
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
の
宗
定
法
要
式
に
は
、
椅
子
と
テ
ー
ブ
ル
を
前
提
と
し
た
儀
礼
は
制
定
さ
れ
て
お
ら

ず
、
そ
の
所
作
は
そ
の
現
場
、
各
寺
院
、
各
地
域
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

　

ま
た
、
法
要
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
参
列
者
か
ら
は
「
わ
か
ら
な
い
」「
退
屈
で
あ
る
」
と
い
う
意
見
が
度
々
上
が
っ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
意
見
に
対
し
、
法
要
の
内
容
を
日
常
的
に
用
い
ら
れ
る
文
章
（
以
下
、
現
代
語
）
で
伝
え
よ
う
と
す
る
試
み
が
各
方
面
で
な
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
研
究
で
は
、
法
要
の
現
代
語
化
の
試
み
に
つ
い
て
、
そ
の
現
状
と
背
景
を
、
事
例
を
交
え
な
が
ら
分
析
す
る
。
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二
、
問
題
の
所
在

　

現
在
に
至
る
ま
で
伝
統
的
な
仏
教
教
団
の
法
要
式
で
は
、
原
則
と
し
て
各
宗
派
の
定
め
た
法
要
式
に
則
り
、
漢
文
、
も
し
く
は
漢
文
書

き
下
し
文
（
以
下
、
訓
読
）
に
よ
る
読
経
、
文
語
体
に
よ
る
読
み
上
げ
が
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
戦
後
は
、
漢
文
お
よ
び
訓
読
、
文

語
体
が
日
常
の
場
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
、
目
に
触
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
そ
の
内
容
を
檀
信
徒
や
参
列
者
が
理
解
す
る
こ
と
が
困

難
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
法
要
式
の
内
容
が
「
わ
か
ら
な
い
」「
退
屈
で
あ
る
」
の
よ
う
な
意
見
は
、
決
し
て
少
な
く
な
い

の
が
現
状
で
あ
る
。
例
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
意
見
が
あ
る
。

　
　
「
聞
い
て
意
味
不
明
の
漢
文
読
経
の
ま
ま
で
い
い
の
か
」

　
　

�

キ
リ
ス
ト
教
の
葬
儀
に
参
列
し
「
意
味
が
分
か
る
言
葉
」
を
死
者
に
捧
げ
ら
れ
る
こ
と
を
体
験
す
る
と
、
何
度
聞
い
て
も
意
味
が
わ

か
ら
な
い
お
経
に
対
し
て
、
強
烈
な
違
和
感
が
沸
き
上
が
る
の
で
す
。
お
葬
式
の
時
は
、
死
の
衝
撃
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
ま
だ
気
に

な
り
ま
せ
ん
が
、
一
周
忌
や
三
回
忌
、
七
回
忌
の
時
な
ど
に
聞
く
お
経
は
意
味
不
明
で
、
そ
の
時
間
は
、
足
の
し
び
れ
と
共
に
、
我

慢
す
る
時
間
に
な
っ
て
い
る
と
、
僕
に
は
感
じ
ら
れ
ま
す
。
お
坊
さ
ん
の
中
に
は
お
経
が
終
わ
っ
た
あ
と
の
法
話
で
い
ろ
い
ろ
伝
え

よ
う
と
し
て
く
れ
る
人
が
い
ま
す
。
け
れ
ど
「
聖
な
る
言
葉
」
は
厳
か
な
「
聖
な
る
時
間
」
の
中
で
語
ら
れ
る
か
ら
意
味
が
あ
る
の

で
す
。
私
た
ち
の
心
に
し
み
入
る
の
で
す
。「
受
け
入
れ
難
い
死
を
受
け
入
れ
る
」
と
い
う
精
神
の
苦
行
は
「
聖
な
る
時
間
」
に
行

わ
れ
る
も
の
な
の
で
す
。
と
い
う
か
、
そ
の
時
間
に
し
か
、
で
き
な
い
も
の
で
し
ょ
う
。

�

（
鴻
上
尚
史
『
月
刊
住
職
』（
仏
教
界
に
期
待
す
る
こ
と
）　

二
〇
一
九
年
三
月
号
）

　

こ
の
意
見
に
対
し
て
は
、
多
く
の
示
唆
が
含
ま
れ
て
い
る
。
法
要
の
内
容
が
理
解
で
き
な
い
こ
と
の
本
質
的
な
問
題
は
何
か
。
そ
れ
は
、
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故
人
や
遺
族
と
、
法
要
を
取
り
仕
切
る
僧
侶
と
の
間
で
、
厳
か
な
「
聖
な
る
時
間
」
が
共
有
さ
れ
な
い
こ
と
に
あ
る
。
僧
侶
が
儀
式
を
行

っ
て
い
る
間
、
参
列
者
は
そ
の
儀
式
の
意
義
や
、
説
か
れ
て
い
る
教
義
の
内
容
に
つ
い
て
で
は
な
く
、「
足
の
痛
み
」
や
、「
焼
香
の
順

番
」
に
つ
い
て
思
い
を
巡
ら
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

参
列
者
と
儀
礼
を
行
う
聖
職
者
と
の
間
で
「
聖
な
る
時
間
」
の
「
共
有
」
を
行
う
た
め
の
方
策
の
一
つ
と
し
て
、
法
要
式
の
中
で
経
文

や
要
句
の
内
容
を
、
参
列
者
に
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
視
点
が
浮
か
び
上
が
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

読
経
の
内
容
を
法
要
の
中
で
、
全
て
で
は
な
い
に
し
ろ
、
日
常
的
に
使
う
言
葉
を
用
い
て
遺
族
に
伝
え
る
と
い
う
試
み
に
至
る
。

　

一
方
で
、
読
経
の
内
容
を
法
要
で
意
味
が
分
か
る
よ
う
に
伝
え
る
た
め
に
は
、
読
み
上
げ
る
「
経
典
」
そ
の
も
の
を
書
き
換
え
る
、
手

を
加
え
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、
仏
教
伝
来
以
来
、
連
綿
と
続
け
ら
れ
て
き
た
「
読
経
」
そ
の
も
の
に
変
更
を
加
え
る

こ
と
は
大
変
な
責
任
、
お
よ
び
、
そ
の
宗
派
の
歴
史
性
、
独
自
性
か
ら
、
信
仰
上
の
重
大
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
も
否
め
な
い
。

　

各
宗
派
の
僧
侶
か
ら
も
、
現
状
に
対
し
理
解
を
示
し
つ
つ
、
現
代
語
化
が
困
難
で
あ
る
理
由
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
意
見
が
あ
る
。

　
■
曹
洞
宗
　
大
乗
寺
住
職
　
東
隆
眞
　

　

�　

各
宗
、
各
派
の
儀
式
の
作
法
、
経
典
な
い
し
順
序
な
ど
は
、
そ
の
宗
派
の
宗
儀
と
地
域
の
長
い
歴
史
お
よ
び
独
自
性
に
よ
り
そ
れ
ぞ

れ
形
成
さ
れ
て
、
今
日
に
及
ん
で
い
る
。（
中
略
）
一
寺
院
が
、
独
断
的
に
こ
れ
と
大
幅
に
相
違
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。

が
、
現
状
の
ま
ま
で
い
い
か
と
い
う
と
、
少
な
く
と
も
私
は
首
を
か
し
げ
て
い
る
。

　
■
真
言
宗
豊
山
派
　
密
蔵
院
住
職
　
名
取
芳
彦
　
　

　

�　

意
味
が
多
少
わ
か
る
く
ら
い
が
い
い
の
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
和
訳
し
て
は
（
中
略
）
読
経
で
は
な
く
朗
読
で
あ
る
。（
中
略
）
せ
っ

か
く
の
お
経
も
軽
く
聞
こ
え
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
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�

（『
月
刊
住
職
』「
聞
い
て
意
味
の
わ
か
ら
な
い
読
経
問
題
（
一
）」　

二
〇
一
九
年
八
月
号
）

　
■
浄
土
宗
本
願
寺
派
　
如
来
寺
住
職
　
釈
徹
宗

　

�　

以
前
、
あ
る
牧
師
さ
ん
が
「
今
は
現
代
語
訳
の
『
聖
書
』
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
個
人
的
に
は
昔
の
文
語
体
『
聖
書
』
の
方
が
胸
に

迫
る
も
の
が
あ
っ
た
」
と
話
し
て
い
た
。（
中
略
）
つ
ま
り
わ
か
り
や
す
い
言
葉
に
変
更
す
る
こ
と
で
、
意
味
性
は
向
上
す
る
も
の
の
、

逆
に
儀
礼
性
は
低
下
す
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

�　

お
そ
ら
く
、
漢
訳
経
典
の
読
誦
に
は
「
音
楽
性
や
儀
礼
性
の
発
揮
」
と
い
う
面
が
あ
る
。

�

（『
月
刊
住
職
』「
聞
い
て
意
味
の
わ
か
ら
な
い
読
経
問
題
（
二
）」　

二
〇
一
九
年
九
月
号
）

　

こ
れ
ら
の
問
題
に
対
し
、
積
極
的
に
「
経
典
」
を
意
訳
し
、
あ
え
て
儀
礼
性
が
失
わ
れ
て
も
、
法
要
を
日
常
で
用
い
ら
れ
る
用
語
に
置

き
換
え
て
行
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
も
存
在
す
る
。

　
■
日
蓮
宗
　
日
本
寺
住
職
　
清
瀬
日
草

　

�　

信
仰
表
現
の
一
つ
に
読
経
が
あ
り
ま
す
。
漢
字
で
書
か
れ
た
経
文
を
漢
音
で
は
な
く
呉
音
で
棒
読
み
す
る
だ
け
で
す
。
本
来
書
物
を

読
む
、
経
典
を
読
む
目
的
は
意
味
内
容
を
学
び
知
る
た
め
で
す
。
し
か
し
現
今
の
読
経
は
こ
の
目
的
は
皆
無
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
読
経

の
為
の
読
経
で
す
。
こ
れ
で
は
呪
文
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
法
華
経
を
呪
文
化
し
て
読
む
こ
と
は
教
主
釈
尊
へ
の
冒
涜
に
な
り
ま
せ
ん

か
。�

（『
檀
林
二
〇
号
』　

二
〇
一
六
年
八
月
一
日
発
行
）
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■
戸
次
公
正

　
�　

い
ま
だ
に
日
本
仏
教
は
、
日
本
語
訳
の
す
べ
て
の
「
お
経
」
を
も
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
、
そ
う
な
の
か
？
こ
れ
は
、
儀
式

化
さ
れ
、
江
戸
時
代
の
檀
家
制
度
で
習
俗
化
さ
れ
て
き
た
日
本
の
仏
教
が
、
漢
文
経
典
を
読
誦
す
る
儀
式
の
み
を
荘
重
な
も
の
と
し
て

保
守
し
固
執
し
つ
づ
け
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
日
本
語
化
し
て
朗
読
す
れ
ば
聞
い
て
わ
か
る
こ
と
を
「
仏

教
の
通
俗
化
」
と
し
て
非
難
し
避
け
て
い
る
き
ら
い
す
ら
あ
る
。
日
本
語
で
読
む
こ
と
に
対
し
て
は
「
あ
り
が
た
み
が
な
く
な
る
」

「
日
本
語
に
す
る
と
漢
文
の
深
い
意
味
が
伝
わ
ら
な
い
…
…
」
な
ど
と
い
う
主
張
を
ま
こ
と
し
や
か
に
す
る
人
が
今
日
な
お
い
る
。
こ

の
ま
ま
で
は
も
は
や
仏
教
で
は
な
く
「
迷
信
で
し
か
な
く
な
る
」。

�

（『
日
本
語
で
読
む
お
経
を
作
っ
た
僧
侶
の
物
語
』　

二
〇
一
九
年
発
行
）

　

こ
れ
ら
の
意
見
を
総
合
す
る
と
、
法
要
式
の
現
代
語
化
の
試
み
を
宗
派
の
運
動
と
し
て
一
般
化
す
る
に
は
、
現
在
で
は
様
々
な
問
題
が

あ
り
、
ま
た
困
難
が
伴
う
の
が
現
状
で
あ
る
と
感
じ
る
。
一
方
、
法
要
に
参
加
す
る
檀
信
徒
、
遺
族
、
参
列
者
と
の
「
聖
な
る
時
間
」
の

共
有
の
た
め
に
、
現
代
語
に
よ
る
法
要
を
行
う
と
い
う
試
み
も
ま
た
、
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
一
つ
の
提
言
と
し
て
、
現
在
受
け
継
が
れ
て
き
た
伝
統
的
な
法
要
を
主
軸
と
し
な
が
ら
も
、
選
択
肢
と
し
て
、
参
列
者
の
希

望
や
意
見
に
合
わ
せ
て
、
選
択
的
に
現
代
語
に
よ
る
法
要
を
試
み
る
と
い
う
こ
と
を
提
言
す
る
。
ま
た
、
将
来
的
に
、
法
要
式
を
現
代
語

化
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
求
め
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
様
々
な
事
例
を
収
集
し
、
資
料
を
準
備
し
て
お
く
こ
と
も
大

切
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

　

次
の
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
諸
所
の
背
景
を
勘
案
し
な
が
ら
、
法
要
式
の
大
部
分
を
現
代
語
化
し
て
執
り
行
っ
て
い
る
、
千
葉
県
由
緒
寺

院
日
本
寺
貫
首
清
瀬
日
草
の
法
要
の
実
践
の
試
み
を
取
り
上
げ
る
。
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三
、
実
践
の
試
み

　

由
緒
寺
院
日
本
寺
貫
首
清
瀬
日
草
に
よ
る
現
代
語
に
よ
る
法
要

　

法
要
開
始
前
に
、
す
べ
て
の
参
列
者
に
『
法
華
経
読
誦
要
集
（
口
語
訳
付
）』
を
配
布
す
る
。

※
法
要
式
の
各
章
の
句
頭
の
み
導
師
独
唱
、
次
の
句
、
節
よ
り
す
べ
て
参
加
者
と
共
に
読
み
上
げ
る
。

　

句
頭
の
番
号
は
、
各
章
の
原
文
に
対
応
す
る
。

㈠
、
道
場
観
（
御
題
目
三
唱
の
の
ち
、
原
文
を
読
み
上
げ
る
）

①　

当
に
知
る
べ
し
、
是
の
処
は
即
ち
是
れ
道
場
な
り
。

②　

諸
佛
此
に
於
て
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
得
、

③　

諸
佛
此
に
於
て
法
輪
を
転
じ
、

④　

諸
佛
此
に
於
て
般
涅
槃
し
た
も
う
。

次
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
に
対
応
し
た
現
代
語
訳
を
お
唱
え
す
る
。

①�　

私
た
ち
は
唯
今
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
お
唱
え
し
ま
し
た
。
こ
の
時
、
こ
の
場
所
が
お
題
目
の
道
場
、
人
生
の
心
の
道
場
と
な
っ

た
の
で
す
。

②　

こ
の
お
題
目
の
道
場
に
於
い
て
、
全
て
の
仏
様
が
お
悟
り
を
開
か
れ
て
い
ま
す
。

③　

同
時
に
、
こ
こ
で
仏
様
は
教
え
を
説
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

④　

つ
ま
り
、
私
た
ち
が
お
題
目
を
信
じ
唱
え
て
い
る
こ
の
娑
婆
世
界
こ
そ
、
全
て
の
仏
様
の
安
住
の
地
な
の
で
す
。
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㈡
、
読
経

　
『
法
華
経
読
誦
要
集
』
の
該
当
す
る
現
代
語
訳
部
分
の
み
を
読
み
上
げ
る
。
木
魚
等
の
法
具
に
よ
る
拍
子
は
打
た
な
い
。
金
鋺
は
適
宜

打
つ
。

妙
法
蓮
華
経
方
便
品
第
二

①�　

つ
い
に
釈
尊
は
ご
自
身
の
悟
り
の
内
容
を
、
あ
り
の
ま
ま
に
説
き
明
か
す
に
は
、
ど
う
し
た
ら
良
い
か
を
、
深
く
深
く
考
え
ら
れ

た
後
、
心
静
か
に
目
を
開
け
ら
れ
て
、
弟
子
の
中
で
知
恵
第
一
と
言
わ
れ
た
舎
利
弗
に
向
か
っ
て
話
し
始
め
ら
れ
ま
し
た
。

②�　

私
ば
か
り
で
な
く
仏
の
知
恵
と
い
う
も
の
は
、
あ
な
た
方
に
は
想
像
も
で
き
な
い
ほ
ど
、
深
く
広
い
も
の
で
す
。

③�　

あ
な
た
方
に
は
仏
の
悟
り
を
、
そ
の
ま
ま
説
い
て
も
解
ら
な
い
の
で
、
最
初
は
あ
な
た
方
の
心
に
従
っ
て
方
便
の
教
え
を
説
い
て

か
ら
、
本
心
を
明
か
そ
う
と
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
あ
な
た
方
は
、
そ
の
方
便
の
真
意
す
ら
わ
か
ら
な
い
の
で
す
か
ら
、
真
実
の
世

界
に
も
入
れ
ま
せ
ん
。

　

妙
法
蓮
華
経
如
来
寿
量
品
第
十
六
　（
前
述
と
同
様
）

㈢
、
祖
訓

　

必
要
に
応
じ
て
、
別
ペ
ー
ジ
の
日
蓮
聖
人
の
御
言
葉
、
も
し
く
は
別
冊
『
日
蓮
聖
人
の
御
言
葉
』
の
現
代
語
訳
を
読
み
上
げ
る
。

㈣
、
唱
題

　

経
本
を
手
元
に
置
き
、
合
掌
し
、
御
題
目
を
お
唱
え
す
る
。

　

※
太
鼓
等
の
法
具
に
よ
り
拍
子
を
打
つ
。
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㈤
、
回
向

　

現
代
語
で
参
列
者
と
共
に
読
み
上
げ
る
。
読
み
上
げ
た
の
ち
、
霊
位
の
読
み
上
げ
等
、
法
要
の
趣
旨
に
応
じ
て
導
師
が
付
け
加
え
て
回

向
を
行
う
。
回
向
の
説
明
も
行
う
。

①�　

た
だ
今
、
お
題
目
を
唱
え
、
法
華
経
を
読
誦
で
き
ま
し
た
こ
と
を
、
法
華
経
の
三
宝
に
感
謝
し
、
そ
の
功
徳
を
、
御
恩
を
受
け
て

き
た
全
て
の
方
々
に
感
謝
し
、
ま
た
亡
き
人
々
へ
捧
げ
ま
す
。

②�　

謹
ん
で
円
満
に
し
て
完
全
な
る
、
歴
史
上
か
つ
て
表
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
マ
ン
ダ
ラ
御
本
尊
の
前
で
、
題
目
を
唱
え
、
法
華
経
読

誦
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。（
以
下
略
）

㈥
、
帰
依

回
向
と
同
様
に
読
み
上
げ
る
。

①　

正
し
い
信
仰
生
活
の
た
め
に

②�　

ど
う
か
お
題
目
の
祈
り
を
通
じ
て
、
生
き
と
し
て
生
け
る
す
べ
て
の
も
の
へ
の
慈
し
み
の
心
を
い
つ
も
忘
れ
ず
、
皆
さ
ま
と
御
一

緒
に
、
正
し
き
人
の
道
を
歩
ん
で
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

③　

生
涯
に
わ
た
っ
て
、
た
だ
今
い
た
だ
い
た
、
お
題
目
の
御
縁
を
、
大
切
に
育
て
て
い
く
こ
と
を
お
誓
い
い
た
し
ま
す
。

　

南
無
妙
法
蓮
華
経
（
三
唱
）

�

以
上

※
適
宜
、
法
要
の
時
間
や
内
容
に
よ
っ
て
讃
嘆
や
誓
言
を
加
え
る
。
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四
、
考
察

　

上
記
の
法
要
の
特
徴
は
、
お
経
本
の
右
側
に
訓
読
文
、
左
側
に
口
語
訳
文
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
原
文
に
は
触
れ
ら
れ
る

よ
う
に
し
つ
つ
、
そ
の
原
文
の
意
味
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
経
本
の
日
本
語
訳
の
最
大
の
特
徴
は
、
そ
の
内
容
が
参
列
者
に
語
り
か
け
る
形
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
経

典
の
内
容
を
「
参
列
者
と
共
有
」
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
口
語
化
し
、
法
要
を
組
み
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
で
、
こ
の
法
要
で
は
、
木
魚
な
ど
の
法
要
具
で
拍
子
を
打
つ
こ
と
が
な
い
の
で
、
一
緒
に
読
み
進
め
て
い
て
、
多
く
の
場
所
で
音

が
揃
わ
な
い
、
バ
ラ
バ
ラ
に
な
る
、
リ
ズ
ム
が
と
れ
な
い
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
葬
送
儀
礼
の
厳
か
さ
や
、
一
体
感
、

音
楽
性
と
い
う
点
で
は
、
従
来
の
真
読
に
よ
る
読
経
の
方
が
統
一
性
を
得
ら
れ
る
と
感
じ
る
。
実
際
、
多
数
の
参
列
者
（
五
十
名
以
上
）

に
な
る
と
、
拍
子
が
な
い
こ
と
に
よ
り
全
体
の
読
経
が
ず
れ
込
み
、
調
和
性
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
場
面
が
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
法
要
の
現
代
語
化
に
際
し
、
大
き
な
問
題
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
、「
経
典
に
手
を
加
え
る
」
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

鳩
摩
羅
什
が
漢
訳
し
た
「
妙
法
蓮
華
経
」
に
手
を
加
え
、
法
要
に
用
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
先
師
た
ち
は
決
し
て
踏
み
込

ま
な
か
っ
た
「
タ
ブ
ー
」
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
信
仰
の
根
拠
で
あ
り
、
帰
依
の
対
象
で
も
あ
る
「
経
典
」
に
変
更
を
加
え
る
と
い
う

こ
と
を
許
せ
ば
、
そ
の
信
仰
の
希
薄
化
、
ひ
い
て
は
独
自
解
釈
の
乱
立
、
宗
教
的
統
一
性
の
崩
壊
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
恐

れ
が
惹
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
今
回
紹
介
し
た
、
清
瀬
日
草
も
大
い
に
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
責
任
と
、
重
大
さ
を

勘
案
し
て
、
あ
く
ま
で
一
僧
侶
と
し
て
、
自
身
の
教
え
に
理
解
の
あ
る
檀
信
徒
を
対
象
と
し
て
法
要
を
執
り
行
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
で
も
あ
え
て
こ
の
現
代
語
に
よ
る
法
要
を
執
り
行
っ
て
い
る
理
由
は
、「
従
来
の
法
要
式
で
は
檀
信
徒
や
参
列
者
と
の

間
に
、
日
蓮
宗
の
教
義
を
拠
り
所
と
し
た
「
信
仰
」
を
共
有
で
き
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
強
い
危
機
感
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
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五
、
結
論
と
将
来
の
展
望

　

も
し
読
経
の
意
味
が
解
ら
な
く
と
も
そ
の
儀
式
が
荘
厳
な
も
の
と
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
法
要
は
経
典
を
用
い
ず
、

そ
の
場
の
雰
囲
気
に
即
し
た
言
葉
や
音
楽
で
、
形
式
的
に
執
り
行
わ
れ
て
も
良
い
の
で
あ
っ
て
、
現
に
最
近
の
葬
儀
場
で
は
こ
れ
ま
で
仏

式
で
行
わ
れ
て
い
た
葬
儀
を
、
お
別
れ
会
と
し
て
宗
教
色
を
排
し
、
故
人
が
生
前
に
好
き
だ
っ
た
音
楽
を
か
け
な
が
ら
告
別
す
る
と
い
う

形
式
も
取
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
そ
こ
に
は
、
宗
教
的
な
教
義
も
な
け
れ
ば
、
信
仰
も
な
い
。
死
に
対
す
る
説
明
も
な
く
、
こ
れ
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
遺
族
は
ど

う
し
た
ら
よ
い
の
か
、
と
い
う
視
点
も
な
い
。
死
者
を
悼
み
、
死
と
向
き
あ
い
、
そ
し
て
克
服
し
て
い
く
と
い
う
、
死
を
乗
り
越
え
る
た

め
の
儀
礼
と
し
て
も
甚
だ
不
十
分
な
の
で
あ
る
。

　

対
し
て
、
従
来
の
伝
統
的
な
法
要
式
に
は
、
そ
の
回
答
が
十
分
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
問
題
は
、
そ
の
内
容
が
参
列
す
る
対
象
に
と
っ

て
理
解
が
難
し
い
、
あ
る
い
は
共
感
す
る
に
は
表
現
が
古
す
ぎ
る
こ
と
に
あ
る
。

　

以
上
の
観
点
を
総
括
す
る
と
、
今
後
は
何
ら
か
の
形
で
、
宗
教
儀
式
の
受
け
手
側
の
変
化
に
応
じ
、
少
な
か
ら
ず
そ
の
形
に
変
更
や
修

正
が
加
え
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
選
択
肢
の
一
つ
と
し
て
、
現
代
語
に
よ
る
法
要
式
を
行
う

こ
と
も
検
討
さ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
早
急
な
現
代
語
化
の
試
み
は
多
く
の
問
題
が
生
じ
る
と
予
想
さ
れ
る
。
現
在
の
伝
統
的
な

法
要
式
に
則
り
つ
つ
も
参
列
者
と
の
間
に
「
聖
な
る
時
間
」
を
共
有
で
き
る
方
式
を
模
索
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。

　

結
論
と
し
て
、
法
要
式
の
現
代
語
化
の
試
み
と
従
来
の
法
要
式
を
継
続
し
て
ゆ
く
試
み
は
決
し
て
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
お
互
い

が
様
々
な
試
行
錯
誤
と
建
設
的
な
批
判
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
新
た
な
法
要
式
と
し
て
高
度
な
水
準
へ
と
止
揚
さ
れ
る
べ
き
関
係
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　

現
在
の
法
要
式
に
対
し
、
そ
の
伝
統
性
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
同
時
に
法
要
式
の
未
来
の
在
り
方
を
検
証
し
て
ゆ
く
試
み
も
ま
た
否
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定
す
る
こ
と
な
く
、
議
論
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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