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現代宗教研究　第56号（2022.3）

現代宗教研究
第56号 初　校 　　月　　日

研
究
論
文

日
蓮
宗
の
儀
式
に
つ
い
て

藤

　﨑

　善

　隆

一
、
は
じ
め
に

　

我
々
僧
侶
は
、
日
々
法
要
儀
式
を
執
り
行
っ
て
い
る
。
朝
に
な
れ
ば
朝
勤
を
行
う
。
各
種
の
年
中
行
事
は
儀
式
を
中
心
と
す
る
も
の
で

あ
る
し
、
追
善
法
要
や
葬
儀
な
ど
も
儀
式
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
儀
式
を
執
り
行
う
こ
と
は
寺
院
経
済
を
支
え
る
重
要
な
要
素
と
な
っ
て

い
る
。

　

一
方
で
、「
三
離
れ
（
寺
・
墓
・
葬
式
離
れ
）」
と
言
わ
れ
て
久
し
い
中
、
こ
の
儀
式
（
特
に
葬
儀
）
を
簡
略
化
す
る
風
潮
が
高
ま
り
、

そ
の
結
果
と
し
て
寺
院
経
済
へ
の
悪
影
響
が
懸
念
さ
れ
て
き
た
。
各
寺
院
・
僧
侶
が
こ
の
問
題
に
対
処
す
べ
く
様
々
な
努
力
を
重
ね
そ
れ

ぞ
れ
成
果
を
上
げ
て
い
る
も
の
も
多
く
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
努
力
は
「
儀
式
の
簡
略
化
」
そ
の
も
の
に
対
し
て
目
を
向
け
た
も
の
も

多
く
は
な
く
、
儀
式
と
は
距
離
を
置
い
て
寺
院
設
備
の
活
用
な
ど
に
活
路
を
見
い
だ
し
た
も
の
が
殆
ど
で
あ
る
。

　

あ
る
目
的
を
持
っ
て
コ
ン
サ
ー
ト
さ
な
が
ら
に
披
露
さ
れ
る
「
儀
式
」
な
ら
と
も
か
く
、
葬
儀
で
あ
っ
た
り
法
事
で
あ
っ
た
り
と
、
や

や
も
す
れ
ば
仕
方
な
く
参
列
す
る
「
儀
式
」
に
お
い
て
は
、
元
々
関
心
が
低
い
こ
と
も
あ
っ
て
そ
れ
は
「
堅
苦
し
く
」
て
「
退
屈
」
で

「
つ
ま
ら
な
い
」
な
ど
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
。
ま
だ
そ
れ
な
ら
い
い
が
、
中
に
は
「
い
い
加
減
な
僧
侶
で
式
が
台
無
し
」
な
ど
と
い
う
事
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態
ま
で
発
生
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。「
儀
式
」
を
行
う
こ
と
の
効
能
・
意
義
に
つ
い
て
我
々
が
改
め
て
認
識
し
直
し
、
そ
れ
が
僧
侶
の

独
り
よ
が
り
で
は
な
く
、
一
般
の
人
々
に
納
得
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

法
要
儀
式
を
執
り
行
う
意
義
に
つ
い
て
は
、『
現
代
宗
教
研
究
』
第
四
号
（
一
九
七
〇
年
）
に
木
村
勝
行
師
が
す
で
に
稿
を
寄
せ
て
い

る
。
こ
こ
で
木
村
師
は
「
宗
祖
と
そ
の
後
の
変
化
・
発
展
と
し
て
の
『
法
要
式
』
を
見
る
、
儀
礼
史
と
い
っ
た
も
の
か
ら
の
教
唆
を
受
け

て
、
信
仰
生
活
上
の
法
要
の
意
義
が
明
確
化
、
自
覚
化
、
内
面
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
単
に
儀
式
本
位
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
ま
す
ま
す

儀
式
の
形
骸
化
に
拍
車
を
か
け
、
法
要
の
効
果
を
損
な
う
」（
六
五
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
五
〇
年
前
の
著
書
で
は
あ
る
が
、
ま
さ
に
現

代
に
も
通
じ
る
問
題
意
識
で
あ
る
。
そ
し
て
「
釈
尊
の
説
法
を
法
要
に
お
い
て
、
音
声
と
い
う
感
覚
を
伴
っ
た
形
で
聞
法
を
体
験
す
る
。

そ
こ
に
は
霊
山
虚
空
会
上
の
聴
衆
と
同
位
の
信
仰
三
昧
を
体
得
し
う
る
」（
七
六
頁
）
も
の
と
し
て
法
要
を
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
法
要
を
営
む
に
は
、
僧
侶
自
身
の
日
々
の
研
鑽
が
欠
か
せ
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
聴
聞
者
と
な
る
一
般
の
人
々
へ

普
段
か
ら
の
教
化
を
重
ね
て
い
く
こ
と
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
。

二
、
儀
礼
と
儀
式

　

と
こ
ろ
で
、「
儀
式
」
と
は
如
何
な
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
そ
の

点
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。

　

仏
教
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
儀
式
」
は
、「
法
要
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。「
法
要
」
に
類
似
す
る
言
葉
と
し
て
「
法
会
」

と
い
う
も
の
が
あ
り
、
更
に
「
儀
式
」
と
い
う
言
葉
に
立
ち
返
れ
ば
同
じ
く
「
儀
礼
」
と
い
う
似
た
用
語
が
存
在
す
る
。

　
「
法
要
」
は
仏
教
の
儀
式
で
あ
っ
て
、「
儀
式
」
と
い
う
言
葉
は
仏
教
に
限
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
よ
り
普
遍
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
、

「
儀
式
」
と
「
儀
礼
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
考
え
る
。
辞
書
的
な
説
明
で
は
「
儀
礼
」
は
社
会
固
有
の
礼
を
示
す
も
の
、「
儀
式
」
と
は

儀
礼
を
具
体
化
す
る
た
め
の
個
々
の
行
事
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
概
ね
で
あ
る
。
九
州
地
方
で
葬
儀
社
を
営
み
、
上
智
大
学
グ
リ
ー
フ
ケ

ⅰ
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ア
研
究
所
の
客
員
教
授
で
あ
る
一
条
真
也
氏
は
、
英
国
の
女
性
社
会
人
類
学
者
の
Ｊ
・
Ｓ
・
ラ
・
フ
ォ
ン
テ
イ
ン
の
『
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ

ン
』
を
引
用
し
て
「
儀
礼
は
社
会
的
関
係
を
象
徴
的
に
確
認
・
反
復
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
儀
式
は
具
体
的
な
目
的
を

持
つ
行
為
で
あ
る
」
と
し
、
更
に
「
儀
礼
と
は
文
化
を
文
化
た
ら
し
め
る
も
の
、
限
り
な
く
「
文
化
」
の
同
義
語
に
近
い
も
の
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
儀
式
と
は
そ
れ
を
具
象
化
す
る
も
の
、
つ
ま
り
文
化
の
「
核
」
に
な
る
も
の
」
と
述
べ
て
い
る
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
目
に
見
え
な
い
象
徴
的
な
も
の
・
文
化
と
し
て
の
「
儀
礼
」
を
、
目
に
見
え
る
具
体
化
さ
れ
た
形
と
し
た
も
の
が
「
儀
式
」
と

言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
「
文
化
」
な
る
も
の
が
変
化
し
た
と
き
に
は
、
当
然
そ
れ
を
具
象
化
す
る
「
儀
式
」
も
付
随
し
て
変

化
す
る
べ
き
で
あ
り
、
現
代
の
風
潮
も
ま
さ
に
そ
う
し
た
変
化
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
は
善
し
悪
し
の

問
題
で
は
な
く
、
必
然
で
あ
る
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
捉
え
る
の
は
一
方
的
な
視
点
で
あ
る
。
儀
式
か
ら
生
ま
れ
る
文
化
も
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
儀
式
に
よ
っ
て

文
化
の
方
向
性
が
形
づ
く
ら
れ
る
と
い
う
効
果
も
あ
る
。
例
え
ば
天
台
智
顗
が
仏
教
的
真
理
の
深
い
覚
醒
に
至
る
実
践
法
と
し
て
記
し
た

『
法
華
三
昧
行
法
』
の
略
伝
と
さ
れ
る
「
法
華
懺
法
」
は
、
天
台
宗
の
朝
課
に
常
用
さ
れ
様
々
な
法
要
の
場
で
厳
修
さ
れ
る
こ
と
か
ら
そ

の
枠
を
越
え
、
文
学
・
芸
能
の
み
な
ら
ず
政
治
の
世
界
に
ま
で
影
響
を
与
え
た
。『
梁
塵
秘
抄
』
に
収
録
さ
れ
る
「
一
心
敬
礼
声
澄
み
て
」

と
い
う
仏
教
歌
謡
が
生
ま
れ
、
中
世
に
お
け
る
政
治
権
力
の
継
承
に
も
利
用
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
相
互
作
用
か
ら
文
化
と
儀

式
は
発
展
し
て
き
た
と
い
う
視
点
に
立
つ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三
、
儀
式
と
伝
統

　

し
か
し
一
方
で
、「
儀
式
」
は
伝
統
と
い
う
名
の
下
に
変
化
を
拒
絶
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
え
る
。
儀
式
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
も
言
え

る
も
の
が
一
度
作
成
さ
れ
る
と
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
出
来
な
く
な
り
、
硬
直
化
す
る
。
そ
れ
が
、
儀
式
は
な
に
か
「
堅
苦
し

く
」
て
「
退
屈
」
で
「
つ
ま
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
る
原
因
の
一
つ
か
も
し
れ
な
い
。

ⅱ
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仏
教
教
団
の
法
要
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
道
子
氏
に
よ
っ
て
聲
明
体
系
特
別
付
録
の
『
聲
明
事
典
』
総
説
に
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
六
世
紀
の
仏
教
公
伝
時
に
法
要
と
呼
ぶ
べ
き
形
式
を
備
え
た
儀
礼
、
つ
ま
り
儀
式
が
伝
わ
っ
た
か
は
不
明
で
あ

る
が
、
相
当
早
い
時
期
に
作
法
に
関
す
る
基
本
的
な
事
柄
が
拠
り
所
と
す
べ
き
形
式
が
伝
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。

奈
良
時
代
末
ま
で
は
取
り
立
て
て
い
う
べ
き
固
有
の
法
要
形
式
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
多
目
的
に
勤
修
さ
れ
る
論
議
法
要
が
軸
で
法
要

の
種
類
や
形
式
が
多
彩
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
併
せ
て
南
都
六
宗
に
つ
い
て
は
、
宗
門
と
い
う
よ
り
学
問
的
な
系
列
の
違
い
と

し
て
認
識
さ
れ
、
宗
派
に
よ
っ
て
法
要
形
式
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
。（
東
大
寺
大
仏
開
眼
が
万
僧
供
養
と
し
て
行
え

た
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。
後
述
す
る
本
宗
の
宗
祖
六
百
五
十
遠
忌
と
の
違
い
が
指
摘
さ
れ
る
。）

　

こ
の
う
え
で
、
宗
派
と
し
て
の
教
団
が
確
立
し
た
の
が
九
世
紀
初
頭
、
天
台
宗
・
真
言
宗
の
成
立
に
よ
る
も
の
と
な
る
。
遣
唐
使
と
し

て
留
学
し
た
僧
侶
は
思
想
教
義
と
共
に
新
た
な
法
要
形
式
を
導
入
し
、
空
海
や
円
仁
を
は
じ
め
と
し
て
自
ら
法
要
の
次
第
を
制
作
す
る
者

も
出
現
し
、
そ
の
種
類
も
一
気
に
多
様
化
す
る
。
天
台
の
法
華
三
昧
や
常
行
三
昧
、
真
言
の
理
趣
三
昧
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
そ
し
て
、

外
来
の
宗
教
と
し
て
の
仏
教
か
ら
日
本
の
宗
教
と
し
て
の
仏
教
と
し
て
定
着
す
る
に
及
び
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
念
や
主
張
を
表
現
す
る
に
ふ

さ
わ
し
い
法
要
形
式
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

更
に
十
二
世
紀
末
か
ら
十
三
世
紀
に
か
け
て
の
所
謂
鎌
倉
新
仏
教
と
言
わ
れ
る
各
宗
派
が
成
立
伝
来
す
る
に
及
ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思

想
の
流
れ
が
各
宗
派
の
法
要
形
式
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
中
に
は
、
講
式
と
称
さ
れ
る
和
文
の
声
明
曲
を
軸
に
法
要
形

式
も
組
み
立
て
ら
れ
、
盛
行
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
江
戸
時
代
に
幕
府
に
よ
る
鎖
国
と
諸
形
式
の
固
定
化
の
時
代
を
迎
え
る
に
及

ん
で
、
仏
教
思
想
や
儀
礼
の
新
た
な
展
開
も
影
を
潜
め
、
旧
習
を
守
り
伝
え
る
姿
勢
が
打
ち
出
さ
れ
、
継
承
さ
れ
来
っ
て
現
在
の
仏
教
教

団
に
連
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
先
に
述
べ
た
「
変
化
を
拒
絶
す
る
」
風
潮
は
こ
こ
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
あ
る
一
面

に
於
い
て
確
か
に
事
実
で
あ
る
が
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
大
い
な
る
誤
解
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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四
、『
宗
定
日
蓮
宗
法
要
式
』

　

と
こ
ろ
で
、
今
日
の
本
宗
の
儀
式
は
『
宗
定
法
要
式
』（
以
下
『
法
要
式
』）
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
り
、
各
種
教
育
機
関
に
お
い
て
も

こ
の
『
法
要
式
』
を
元
に
指
導
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
加
賀
立
像
寺
の
優
陀
那
院
日
輝
の
著
し
た
『
充
洽
園
禮
誦
儀
記
』

（
以
下
『
儀
記
』）
が
元
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
同
書
は
学
問
修
行
に
励
む
学
侶
の
僧
堂
生
活
の
規
範
書
と
し
て
著

さ
れ
、
新
井
日
薩
が
宗
門
子
弟
教
育
の
柱
と
す
べ
く
『
池
上
学
室
蔵
梓
』
と
し
て
明
治
三
年
に
出
版
、
こ
れ
を
も
と
に
同
師
が
講
師
を
勤

め
て
本
宗
僧
侶
の
あ
る
べ
き
姿
を
説
い
た
。
更
に
池
上
本
門
寺
や
身
延
山
久
遠
寺
の
日
々
の
勤
行
に
お
い
て
、
坐
作
進
退
・
読
誦
唱
題
の

音
調
・
鏧
磬
調
節
等
々
を
厳
し
く
指
導
さ
れ
た
の
で
「
薩
師
の
あ
る
と
こ
ろ
、
僧
風
大
い
に
改
ま
っ
た
」
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、『
儀
記
』

が
僧
風
教
育
の
指
南
書
と
し
て
最
重
要
の
一
書
と
な
っ
た
。

　

そ
の
後
、『
法
要
式
』
編
纂
の
必
要
性
が
具
体
化
し
た
の
が
、
昭
和
六
年
の
宗
祖
六
百
五
十
遠
忌
で
あ
る
。
こ
れ
を
契
機
に
同
十
二
年

多
紀
道
忍
師
を
招
聘
し
て
身
延
山
に
て
各
山
代
表
が
相
会
し
、『
日
蓮
宗
聲
明
品
』
を
制
定
、
十
三
年
出
版
し
た
。
こ
の
六
百
五
十
遠
忌

当
時
、
池
上
本
門
寺
に
お
い
て
も
「
全
て
の
意
味
で
の
法
儀
声
明
を
指
導
で
き
る
だ
け
の
伝
承
者
と
い
う
こ
と
は
、
無
か
っ
た
」
と
の
こ

と
で
、
初
代
聲
明
導
師
と
な
る
石
井
日
章
師
が
多
紀
師
な
ど
か
ら
学
ん
だ
こ
と
を
付
け
加
え
つ
つ
、
池
上
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
も
の
を
整

え
た
と
い
う
。
更
に
昭
和
十
六
年
の
三
派
合
同
を
契
機
に
石
井
日
章
師
、
髙
橋
玄
淨
師
を
中
心
と
し
て
制
定
さ
れ
た
の
が
『
法
要
式
』
で

あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
各
本
山
を
中
心
に
旧
習
を
守
り
伝
え
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
行
軌
作
法
な
ど
に
差
異
が
生
じ

て
い
た
。
宗
祖
六
百
五
十
遠
忌
・
更
に
三
派
合
同
を
契
機
に
そ
の
統
一
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
日
蓮

宗
教
団
の
先
達
た
ち
が
「
教
団
と
し
て
の
統
一
し
た
行
軌
と
い
う
も
の
を
制
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
門
人
の
意
識
を
ま
と
め
て
い
こ

う
と
い
う
こ
と
」
を
目
指
し
『
法
要
式
』
の
編
纂
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
約
十
年
の
時
を
経
て
、
昭
和
二
十
六
年
十
月
十
三
日
に
発
行

さ
れ
た
。
ま
さ
に
我
が
国
が
太
平
洋
戦
争
の
勃
発
か
ら
終
戦
を
経
て
復
興
に
進
み
ゆ
く
中
、
い
か
ほ
ど
の
困
難
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
と

ⅴ
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思
う
。
更
に
平
成
十
四
年
に
文
章
表
現
や
内
容
を
現
代
の
教
師
に
わ
か
り
や
す
い
よ
う
編
集
し
直
し
た
も
の
が
現
在
手
に
す
る
平
成
版

『
法
要
式
』
で
あ
る
。「
跋
文
及
び
編
纂
来
由
等
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
精
神
と
目
的
を
継
承
し
つ
つ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
時
代
の
変
化
に
対

応
し
つ
つ
継
承
す
べ
き
は
継
承
す
べ
き
と
い
う
原
則
を
伺
う
こ
と
が
出
来
る
。

　

こ
の
よ
う
な
『
法
要
式
』
作
成
の
経
緯
を
概
観
し
た
と
き
、
こ
れ
が
伝
統
の
名
の
下
に
変
化
を
拒
絶
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
は
な
い
こ
と

は
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
や
『
法
要
式
』
に
も
注
意
喚
起
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
『
法
要
式
』
の
第
一
編
、
式
次
第
部
分
の

み
を
重
視
し
て
い
る
が
故
の
誤
解
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
初
学
の
た
め
の
指
南
書
で
あ
っ
た
『
儀
記
』
を
も
と
に
、
も
ち
ろ
ん
編
集
当
時
の

状
況
に
則
り
「
形
式
」
を
指
示
す
る
部
分
も
多
い
が
、
重
点
は
「
そ
こ
に
臨
む
姿
勢
」
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。五

、
現
在
の
法
要
儀
式

　

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
現
代
の
法
要
儀
式
を
取
り
囲
む
事
情
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
を
巡
ら
せ
る
と
、
冒
頭
に
述
べ
た
と
お

り
儀
式
の
簡
素
化
・
現
代
化
な
ど
様
々
な
問
題
に
直
面
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
へ
の
対
応
が
う
ま
く
出
来
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た

儀
式
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
も
大
き
い
。
例
え
ば
会
館
等
で
の
葬
儀
が
増
え
た
結
果
、
椅
子
席
で
の
葬
儀
が
一
般
的
に
な
り
、
そ
れ
が

寺
院
本
堂
の
法
要
に
お
い
て
も
広
く
浸
透
し
て
き
て
い
る
が
、
一
方
で
伝
統
的
な
儀
式
で
は
、
五
体
投
地
、
す
な
わ
ち
「
地
べ
た
」
に
座

る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
故
に
対
応
が
遅
れ
て
い
る
（
日
蓮
宗
声
明
師
会
連
合
会
内
で
は
声
明
導
師
を
中
心
に
日
々
検
討
が
為
さ
れ
て

い
る
が
）。
そ
れ
ぞ
れ
の
新
し
い
環
境
が
統
一
さ
れ
た
も
の
で
な
い
以
上
そ
の
場
に
応
じ
た
対
応
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ

ー
ス
の
異
な
る
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
ま
た
、
所
謂
「
現
代
語
」
の
法
要
等
に
つ
い
て
も
各
方
面
で
試
み
ら
れ
て

い
る
が
、
法
要
儀
式
が
本
来
持
つ
べ
き
威
儀
と
の
関
係
か
ら
や
は
り
そ
の
場
に
応
じ
た
対
応
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
の
中
で
、
葬
儀
や
法
事
の
あ
り
方
も
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
多
数
の
親
族
や
関
係
者
の
集
ま
る
葬
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儀
や
法
事
は
少
な
く
な
り
、
家
族
を
中
心
と
し
た
も
の
が
相
当
数
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
近
所
と
の
関
係
の
み
な
ら
ず
親
族
同
士
の
付
き

合
い
も
以
前
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
大
人
数
の
参
列
を
前
提
と
し
た
儀
式
の
組
み
立
て
で
は
な
く
、
よ
り
参
列
者
に
寄
り
添
っ

た
方
法
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
導
師
・
僧
侶
が
舞
台
に
の
ぼ
っ
て
遠
く
で
何
か
儀
式
を
し
て
い
る
、
と
い
う
雰
囲
気
か
ら

脱
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

平
成
三
十
年
に
茨
城
県
を
会
場
に
行
わ
れ
た
北
関
東
教
区
教
化
研
究
会
議
で
は
、
北
関
東
各
県
で
葬
儀
・
結
婚
式
場
等
を
運
営
す
る
ア

ル
フ
ァ
ク
ラ
ブ
（
さ
が
み
典
礼
）
の
統
括
担
当
者
を
講
師
に
招
い
て
、
昨
今
の
葬
儀
事
情
に
つ
い
て
講
演
を
受
け
た
。
印
象
に
残
っ
た
の

は
、
実
際
に
葬
儀
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
い
る
担
当
者
の
多
数
意
見
と
し
て
、「
儀
式
の
式
次
第
」
を
遺
族
や
ス
タ
ッ
フ
に
配
布
し
て
欲
し

い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
遺
族
は
も
ち
ろ
ん
、
ス
タ
ッ
フ
も
僧
侶
の
行
っ
て
い
る
所
作
の
内
容
を
知
る
こ
と
で
、
会
場
に
一
体
感
の
あ

る
儀
式
の
場
が
生
ま
れ
る
と
い
う
。
よ
く
批
判
さ
れ
る
「
何
を
や
っ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
問
題
が
、
現
実
の
も
の
で
あ
る
と

突
き
つ
け
ら
れ
る
と
共
に
、
比
較
的
容
易
な
解
決
法
で
も
あ
る
と
思
う
。

　

同
時
に
、
参
列
者
の
減
少
は
、
未
信
徒
教
化
と
い
う
点
か
ら
は
よ
り
困
難
な
状
況
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
通
夜
の
法
話
を

聞
く
の
も
家
族
の
み
と
な
り
、
法
要
に
お
け
る
僧
侶
の
姿
は
ま
す
ま
す
遠
い
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
未
信
徒
教
化
を
「
目
的
」

と
し
て
法
要
を
行
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
儀
式
を
通
し
て
僧
侶
と
社
会
と
の
距
離
を
縮
め
る
こ
と
は
よ
り
難
し
く
な
ろ
う
。

　

ま
た
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
は
外
部
に
向
け
た
儀
式
の
問
題
で
あ
る
が
、
儀
式
を
行
う
こ
と
に
よ
る
我
々
僧
侶
自
身
に
対
す
る

意
義
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。『
法
要
式
』
跋
文
に
あ
る
よ
う
に
、「
芸
術
と
し
て
の
法
要
式
も
ま
た
、
布
教
や
教
化
を
目
的
と
し
た
も
の

で
は
な
く
、
三
宝
帰
依
の
純
一
無
雑
な
る
信
仰
が
、
芸
術
と
し
て
最
高
度
に
具
現
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
こ
そ
、

そ
の
芸
術
を
創
る
人
、
こ
れ
を
観
賞
す
る
人
が
、
無
礙
の
三
昧
境
に
涵
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
こ
に
こ
そ
、
期
せ
ず
し

て
教
化
と
い
う
よ
う
な
副
次
的
効
果
も
生
ま
れ
て
来
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
、『
儀
記
』
に
あ
る
と
お
り
「
諸
子

研
習
せ
よ
」
で
あ
る
。
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い
ず
れ
に
し
て
も
、
先
師
達
は
様
々
な
工
夫
を
凝
ら
し
な
が
ら
そ
の
発
展
を
支
え
て
き
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
儀
礼
が
「
文
化
」
で

あ
り
、
そ
れ
を
具
現
化
し
た
も
の
が
「
儀
式
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
代
に
応
じ
た
儀
式
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

と
同
時
に
、
そ
の
「
儀
式
」
が
そ
の
場
し
の
ぎ
で
は
な
い
、
威
儀
を
兼
ね
備
え
「
文
化
」
に
影
響
す
る
よ
う
な
も
の
た
り
得
る
に
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、『
儀
記
』
の
記
述
な
ど
を
精
査
し
な
が
ら
今
後
の
課
題
と
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

六
、w

ith
コ
ロ
ナ
「
文
化
」
の
中
の
儀
式

　

本
論
か
ら
は
脱
線
す
る
が
、w

ith

コ
ロ
ナ
と
い
わ
れ
る
こ
れ
か
ら
の
時
代
、
求
め
ら
れ
る
法
要
儀
式
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
。
葬
祭

場
な
ど
で
は
座
席
配
置
に
ゆ
と
り
を
持
た
せ
、
所
謂
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
を
確
保
し
た
上
で
葬
儀
を
執
り
行
っ
て
い
る
。
更
に
は
、

会
場
内
に
入
れ
る
の
は
遺
族
親
族
の
み
に
限
り
、
一
般
の
参
列
者
は
外
で
焼
香
す
る
の
み
な
ど
と
し
、
出
棺
を
見
送
る
者
は
少
な
く
な
っ

て
い
る
。
筆
者
の
地
域
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
会
館
葬
で
は
参
列
者
が
式
場
内
に
一
堂
に
会
し
、
決
め
ら
れ
た
時
間
に
焼
香
を
行
っ
て

出
棺
を
見
送
る
流
れ
で
あ
っ
た
か
ら
、
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
寺
の
本
堂
な
ど
で
の
葬
儀
で
は
む
し
ろ
堂
内
に
入

る
の
は
遺
族
親
族
の
み
と
言
う
の
が
当
た
り
前
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
違
和
感
が
あ
る
こ
と
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

一
方
、
参
列
者
も
導
師
も
マ
ス
ク
着
用
は
必
須
で
あ
る
。
七
條
袈
裟
を
つ
け
て
燕
尾
を
被
り
真
っ
白
（
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
）
な
マ

ス
ク
で
顔
の
半
分
以
上
を
覆
っ
た
導
師
が
儀
式
を
執
り
行
う
姿
は
、
未
だ
に
慣
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
姿
の
み
な
ら
ず
、
き
ち
ん
と
声
が

出
せ
な
い
状
態
で
法
要
を
執
り
行
う
こ
と
が
本
義
に
則
る
も
の
な
の
か
も
疑
問
で
あ
る
。
当
然
個
人
の
判
断
で
様
々
な
対
応
を
さ
れ
て
い

る
も
の
と
思
う
が
、w

ith

コ
ロ
ナ
の
中
で
は
法
衣
マ
ス
ク
（
既
に
一
部
発
売
さ
れ
て
い
る
）
が
必
要
に
な
り
、
発
声
も
マ
ス
ク
着
用
を

前
提
に
訓
練
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
寺
に
戻
っ
た
と
き
、
法
要
に
お
け
る
座
配
を
見
る
と
、
導
師
副
導
師
は
御
宝
前
に
正
対
す
る
が
式
衆
は
そ
の
両
側
に
向
か
い
合
っ

て
座
る
の
が
本
宗
の
あ
り
方
で
あ
る
。
向
か
い
合
っ
て
声
を
出
す
こ
と
が
、w

ith
コ
ロ
ナ
時
代
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
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た
配
慮
か
ら
か
令
和
二
年
九
月
十
二
日
に
行
わ
れ
た
龍
口
法
難
七
五
○
の
宗
門
法
要
で
は
、
式
衆
も
御
宝
前
に
正
対
し
て
座
り
法
要
を
行

っ
た
。

　

一
方
で
令
和
三
年
二
月
十
六
日
、
小
湊
誕
生
寺
で
行
わ
れ
た
宗
祖
降
誕
八
百
年
慶
讃
大
法
要
で
は
、
緊
急
事
態
宣
言
下
に
も
関
わ
ら
ず

伝
統
的
な
座
配
を
以
て
儀
式
が
執
り
行
わ
れ
た
。
式
衆
等
大
幅
に
人
数
を
減
ら
し
て
行
わ
れ
た
こ
の
法
要
で
は
、
導
師
式
衆
は
共
に
マ
ス

ク
及
び
フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ル
ド
着
用
、
更
に
ア
ク
リ
ル
板
の
設
置
な
ど
考
え
ら
れ
得
る
最
重
装
備
と
な
っ
た
。
マ
ス
ク
は
鼻
の
部
分
（
上
部

分
）
に
加
え
口
の
上
に
当
た
る
中
央
部
分
に
も
ブ
レ
ー
ド
が
入
り
口
に
張
り
付
か
な
い
仕
様
の
も
の
が
用
い
ら
れ
た
。
フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ル

ド
着
用
の
た
め
「
頭
面
」
を
床
に
着
け
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
が
、
で
き
る
限
り
発
声
に
対
す
る
影
響
を
排
除
し
、
伝
統
的
な
作
法
に

近
づ
け
る
努
力
を
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
参
列
者
等
を
限
定
し
た
た
め
に
、
所
謂
リ
モ
ー
ト
で
の
参
列
と
い
う
試
み
も
行
わ
れ
、

Zoom

とY
ouT
ube

に
よ
る
ラ
イ
ブ
配
信
に
よ
っ
て
、
全
国
・
世
界
の
教
師
檀
信
徒
が
法
要
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
詳
細
に
つ

い
て
は
紀
要
が
発
刊
さ
れ
る
の
で
そ
ち
ら
に
譲
る
が
、
も
ち
ろ
ん
補
助
的
な
意
味
合
い
で
儀
式
へ
の
新
た
な
参
加
の
方
法
と
し
て
記
録
に

残
る
も
の
に
な
っ
た
と
思
う
。

　

w
ith

コ
ロ
ナ
が
こ
れ
か
ら
、「
文
化
」
と
し
て
本
当
に
定
着
し
て
い
く
も
の
な
の
か
、
未
だ
懐
疑
的
で
は
あ
る
が
、
儀
式
と
い
う
も
の

が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
様
々
な
変
化
に
晒
さ
れ
た
中
で
変
化
を
強
い
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
良
い
例
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ⅰ

　文
化
時
報
社
説
「『
チ
ー
ム
葬
儀
』
の
進
め
方
」（
二
○
二
○
・
一
○
・
二
四
）

　
　

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
本
願
寺
鹿
児
島
別
院
・
教
区
に
は
、
将
来
展
望
委
員
会
と
い
う
組
織
が
あ
る
。
そ
の
一
角
を
担
う
伝
道
検
討
委
員
会
が

昨
年
十
月
、
地
元
の
葬
儀
社
六
社
と
意
見
交
換
会
を
開
い
た
。
家
族
葬
や
直
葬
は
、
ど
こ
ま
で
増
え
て
い
る
の
か
。
お
墓
や
納
骨
堂
以
外
の
埋
葬

を
選
ぶ
遺
族
は
、
ど
れ
ほ
ど
い
る
の
か
。
葬
儀
社
に
と
っ
て
は
企
業
秘
密
に
し
た
い
部
分
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
一
定
の
デ
ー
タ
が
示
さ
れ
た
こ

と
で
、
鹿
児
島
に
お
け
る
葬
儀
離
れ
の
現
状
を
寺
院
側
が
確
認
で
き
た
と
い
う
。
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こ
う
し
た
情
報
収
集
は
、
有
力
寺
院
が
業
者
を
呼
び
付
け
る
だ
け
で
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
願
寺
鹿
児
島
別
院
・
教
区
が
う
ま
く
で
き
た

の
に
は
、
理
由
が
あ
っ
た
。
質
問
内
容
を
事
前
に
葬
儀
社
側
へ
知
ら
せ
、「
忌
憚
の
な
い
ご
意
見
を
寄
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
の
設
問
を
設
け
た
。

意
見
交
換
会
は
「
寺
院
側
の
要
望
を
伝
え
る
も
の
で
は
な
い
」
と
念
を
押
し
、
結
果
と
し
て
葬
儀
社
側
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
苦
情
を
受
け
た
。
例
え

ば
、「
表
白
で
名
前
の
読
み
間
違
い
が
あ
っ
た
」「
姿
勢
や
作
法
が
い
い
加
減
な
僧
侶
が
い
て
、
式
が
台
無
し
に
な
っ
て
い
る
」
と
の
指
摘
だ
。
式

場
で
の
勤
行
が
長
す
ぎ
る
の
で
、
四
十
分
以
内
で
収
め
て
ほ
し
い
と
の
要
望
も
相
次
い
だ
。
僧
侶
と
し
て
は
、
首
肯
し
が
た
い
意
見
も
あ
っ
た
だ

ろ
う
。
だ
が
、
寺
院
側
か
ら
は
「
葬
儀
社
と
寺
院
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
こ
と
の
重
要
性
を
感
じ
た
」
と
の
声
が
上
が
り
、
葬
儀
社
側

か
ら
は
「
初
め
て
本
音
が
言
え
た
」
と
の
感
想
が
漏
れ
た
と
い
う
。

　
　

こ
れ
は
、
寺
院
が
葬
儀
社
と
対
等
に
意
見
交
換
し
た
こ
と
の
証
し
だ
と
い
え
る
。
寺
院
経
営
に
直
結
す
る
貴
重
な
情
報
を
得
ら
れ
た
の
は
、
葬

儀
の
在
り
方
を
共
に
考
え
た
い
と
い
う
真
摯
な
姿
勢
を
、
葬
儀
社
側
に
示
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
葬
儀
は
僧
侶
の
専
売
特
許
で
は
な
い
。

宗
教
儀
礼
を
行
え
る
の
は
僧
侶
し
か
い
な
い
が
、
人
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
埋
葬
さ
れ
る
ま
で
の
実
務
に
は
、
葬
儀
社
や
石
材
業
者
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
専
門
家
が
携
わ
る
。
関
係
者
が
チ
ー
ム
を
組
ま
な
け
れ
ば
、
成
り
立
た
な
い
。

　
　

だ
が
、
チ
ー
ム
医
療
が
医
師
を
頂
点
と
し
た
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
構
造
に
な
り
が
ち
だ
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、「
チ
ー
ム
葬
儀
」
も
ま
た
、
僧
侶

が
一
番
偉
い
と
い
う
勘
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
僧
侶
を
含
む
専
門
家
は
本
来
、
故
人
や
喪
家
の
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た

す
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
上
下
関
係
は
な
い
は
ず
だ
。
伝
道
検
討
委
員
会
の
委
員
長
を
務
め
る
井
上
從
昭
妙
行
寺
住
職
は
「
寺
院
が
葬
儀
社
を
下

に
見
て
き
た
こ
と
が
、
葬
儀
離
れ
を
加
速
さ
せ
た
一
因
で
は
な
い
か
」
と
話
す
。

　
　

薩
摩
藩
に
よ
る
念
仏
禁
制
が
敷
か
れ
て
い
た
鹿
児
島
は
、
約
三
百
年
に
わ
た
っ
て
浄
土
真
宗
へ
の
過
酷
な
弾
圧
が
あ
っ
た
。
信
仰
は
「
か
く
れ

念
仏
」
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
、
か
え
っ
て
強
固
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
葬
儀
離
れ
へ
の
危
機
感
は
強
い
。
チ
ー
ム
葬
儀
の
重
要
性
に
気
付
い

た
井
上
住
職
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
を
経
た
今
、
葬
儀
社
と
の
討
論
会
を
動
画
配
信
す
る
ま
で
に
な
っ
た
と
い
う
。

　
（
※
改
行
、
漢
数
字
へ
の
変
換
な
ど
体
裁
に
合
せ
て
修
正
し
た
。）

ⅱ

　一
条
真
也
『
儀
式
論
』
弘
文
堂
二
○
一
六
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ⅲ

　『梁
塵
秘
抄
』

（
六
九
）
法
華
は
仏
の
真
如
な
り
、
万
法
無
二
の
旨
を
述
べ
、
一
乗
妙
法
聞
く
人
の
、
仏
に
成
ら
ぬ
は
な
か
り
け
り

（
一
七
一
）
一
心
敬
礼
声
澄
み
て
、
十
方
浄
土
に
隔
て
な
し
第
二
第
三
数
毎
に
、
六
根
罪
障
罪
滅
す

（
一
八
○
）
山
寺
行
な
ふ
聖
こ
そ
、
あ
は
れ
に
尊
き
も
の
は
あ
れ
、
行
道
引
聖
阿
弥
陀
経
、
暁
繊
法
釈
迦
牟
尼
仏

ⅳ

　大
内
典
「
声
明
の
美
的
表
現
力
と
権
能
」
…
…
ル
チ
ア
・
ド
ル
チ
ェ
・
松
本
郁
代
編
『
儀
礼
の
力
』
第
二
章
宝
蔵
館
二
○
一
○

ⅴ

　声
明
師
会
連
合
会
篇
『
充
洽
園
禮
誦
儀
記
』
刊
行
に
当
た
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
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考
文
献
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岡
義
道
・
横
道
萬
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八
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師
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（
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一
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）
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宗
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要
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昭
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版
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平
成
版
）
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