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巻
頭
言

　
よ
だ
か
の
自
死 

現
代
宗
教
研
究
所
所
長
　
三
　
原
　
正
　
資
　

　「
あ
な
た
は
自
死
者
の
葬
儀
を
体
験
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？

　
そ
の
と
き
あ
な
た
は
、
自
死
を
選
ば

ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
ま
で
追
い
込
ま
れ
た
故
人
の
気
持
ち
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
か
？
」

と
い
う
問
い
か
け
か
ら
始
ま
っ
た
第
三
十
四
回
京
浜
教
区
教
化
研
究
会
議
（
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日

　

会
場

　
新
宿
・
常
圓
寺
）。

　
講
師
の
ひ
と
り
、
清
水
康
之
氏
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
自
殺
対
策
支
援
セ
ン
タ
ー
・
ラ
イ
フ
リ
ン
ク
」
代
表
）

が
用
意
し
た
、
東
京
マ
ラ
ソ
ン
の
映
像
は
会
議
参
加
者
の
心
に
つ
よ
い
印
象
を
残
し
た
。

　
東
京
マ
ラ
ソ
ン
の
ラ
ン
ナ
ー
は
三
万
人
余
。
三
万
人
の
ラ
ン
ナ
ー
が
あ
る
地
点
を
通
過
す
る
た
め
に
要
す
る

時
間
は
二
十
分
。
そ
の
洪
水
の
よ
う
に
流
れ
る
ラ
ン
ナ
ー
と
同
じ
数
の
人
び
と
が
、
毎
年
、
自
死
し
て
い
る
。

　
大
蔵
経
の
一
つ
に
賢
愚
経
と
い
う
お
経
が
あ
る
。
全
十
三
巻
、
仏
教
時
代
の
イ
ン
ド
の
興
味
深
い
説
話
を

お
さ
め
た
こ
の
経
は
、
わ
が
国
の
今
昔
物
語
の
成
立
に
も
影
響
を
与
え
た
と
い
わ
れ
る
。
奈
良
時
代
に
書
写

さ
れ
、「
大
聖
武
」
と
呼
ば
れ
珍
重
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
中
に
は
自
死
を
あ
つ
か
っ
た
説
話
が
あ
る
。
私
の
気
付
い
た
と
こ
ろ
で
は
、「
降
六
師
品
」
と
「
沙

弥
守
戒
自
殺
品
」。
一
つ
は
沙
弥
が
戒
を
守
る
た
め
に
自
死
す
る
説
話
。「
降
六
師
品
」
に
は
、
顔
か
た
ち
が

み
に
く
く
「
醜
王
子
」
と
呼
ば
れ
た
一
王
子
が
女
性
か
ら
結
婚
を
こ
と
わ
ら
れ
て
自
死
を
考
え
る
に
い
た
る
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物
語
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
次
は
、
そ
の
後
半
部
分
で
あ
る
。

　
醜
王
子
は
妻
を
責
め
て
、「
あ
な
た
は
、
以
前
、
突
然
、
夜
中
に
、
な
ぜ
私
を
棄
て
て
逃
げ
た
の
か
」
と

言
っ
た
。
妻
は
「
あ
な
た
の
顔
か
た
ち
は
極
め
て
醜
い
。
あ
の
夜
、
初
め
て
あ
な
た
の
顔
を
は
っ
き
り
と
目

に
し
た
と
き
に
は
、
と
て
も
人
と
は
思
え
な
か
っ
た
」
と
答
え
た
。

　
こ
の
よ
う
に
な
じ
ら
れ
た
醜
王
子
は
、
初
め
て
鏡
を
手
に
と
っ
て
、
自
分
の
顔
か
た
ち
を
つ
く
づ
く
と
眺

め
た
。
賢
愚
経
は
、
醜
王
子
の
形
状
を
「
熟
す
る
株し

ゅ

杌こ
つ

の
如
し
」
と
形
容
す
る
。
株
は
樹
木
の
切
り
株
、
杌

は
枝
の
な
い
ご
つ
ご
つ
と
し
た
樹
の
こ
と
で
あ
る
。
鏡
に
映
っ
た
自
分
の
み
に
く
い
容
貌
に
驚
い
た
醜
王
子

は
、
絶
望
の
あ
ま
り
自
死
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
を
、
帝
釈
天
の
力
に
よ
っ
て
助
か
る
と
い
う
物
語
で
あ
る
。

　「
身
体
醜
形
障
害
」
と
い
う
病
気
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
が
実
際
以
上
に
、
極
端
に
自
分
の
容
貌
を
み
に

く
い
と
感
じ
る
症
状
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
年
ご
ろ
の
女
性
が
、「
お
父
さ
ん
に
そ
っ
く
り
ね
。

美
人
の
お
母
さ
ん
に
似
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
…
…
」
と
、
何
気
な
く
言
わ
れ
て
い
る
間
に
、
発
症
す
る
こ
と

も
あ
る
と
い
う
。

　
父
母
さ
え
も
、
醜
王
子
を
み
に
く
い
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
妻
と
な
っ
た
女
性
に
指
摘
さ
れ
、
鏡
に

自
分
の
顔
か
た
ち
を
映
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
世
間
一
般
の
価
値
観
に
よ
っ
て
自
分
の
容
貌
を
判
断
す
る
ま

で
は
醜
王
子
は
あ
え
て
自
分
を
醜
い
と
思
わ
な
か
っ
た
点
が
、
現
代
の
「
身
体
醜
形
障
害
」
と
関
連
し
て
興

味
深
い
。
そ
し
て
、
こ
の
自
死
を
考
え
た
悩
め
る
王
子
を
釈
尊
の
前
生
と
見
た
と
こ
ろ
に
、
自
死
者
に
対
す

る
当
時
の
仏
教
徒
の
や
さ
し
い
視
線
を
感
じ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
か
つ
て
、
私
は
、
宮
沢
賢
治
は
法
華
経
（
提
婆
達
多
品
）
に
説
か
れ
る
龍
女
成
仏
の
説
話
を
も
と
に
、
童

話
「
よ
だ
か
の
星
」
を
構
想
し
た
、
と
論
じ
た
こ
と
が
あ
っ
た
（『
正
法
』
六
十
八
号
所
収
「
宇
宙
意
思
に
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生
き
る
│『
よ
だ
か
の
星
』
よ
り
│
」
日
蓮
宗
新
聞
社

　
一
九
九
六
年
）

　「
よ
だ
か
の
星
」
で
表
現
し
た
か
っ
た
こ
と
と
法
華
経
と
は
、
ど
う
関
わ
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　 
　
よ
だ
か
は
姿
形
が
み
に
く
い
た
め
に
他
の
鳥
か
ら
馬
鹿
に
さ
れ
、
さ
ら
に
鷹
か
ら
は
名
前
を
変
え
る
よ

う
に
と
威
さ
れ
ま
す
。
鳥
た
ち
か
ら
の
イ
ジ
メ
と
自
分
も
小
さ
な
虫
を
食
べ
て
生
き
て
い
る
と
い
う
罪
悪

感
か
ら
、
よ
だ
か
は
遠
い
空
の
彼
方
に
行
こ
う
と
決
心
し
ま
す
。

　 

　
空
に
向
か
っ
て
飛
び
立
っ
た
よ
だ
か
は
最
初
は
太
陽
、
そ
し
て
西
の
オ
リ
オ
ン
、
南
の
大
犬
、
北
の
大

熊
、
東
の
鷹
の
星
に
向
か
っ
て
飛
ん
で
い
き
ま
す
が
、
星
々
か
ら
も
馬
鹿
に
さ
れ
、
相
手
に
し
て
も
ら
え

ま
せ
ん
。
そ
し
て
力
尽
き
て
地
面
に
落
ち
る
寸
前
、
よ
だ
か
は
舞
い
上
が
っ
て
ど
こ
ま
で
も
昇
っ
て
い
き

ま
し
た
。
そ
し
て
よ
だ
か
は
カ
シ
オ
ピ
ア
座
の
近
く
で
青
く
美
し
く
光
っ
て
い
る
自
分
を
見
る
の
で
し
た
。

　
私
は
「
よ
だ
か
の
星
」
の
あ
ら
す
じ
を
こ
の
よ
う
に
記
し
、
龍
女
成
仏
の
概
略
に
ふ
れ
、
そ
の
一
段
と
の

照
応
を
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　 

　
最
初
に
よ
だ
か
は
「
い
っ
た
い
僕
は
、
な
ぜ
こ
う
み
ん
な
に
い
や
が
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
」
と
思
う
の
で

す
が
、
智
積
や
舎
利
弗
の
非
難
を
耳
に
し
た
龍
女
も
同
じ
思
い
を
い
だ
い
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
な

ぜ
な
ら
ば
龍
は
蛇
、
皆
嫌
が
り
ま
す
ね
。
し
か
し
外
見
で
判
断
し
て
も
ら
っ
て
は
困
る
と
龍
女
も
思
っ
た

こ
と
で
し
ょ
う
。

　 

　
つ
ぎ
に
よ
だ
か
が
星
の
世
界
へ
飛
ん
で
い
こ
う
と
す
る
と
、
大
犬
星
は
よ
だ
か
に
「
馬
鹿
を
云
う
な
。
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お
ま
え
な
ん
か
一
体
ど
ん
な
も
の
だ
い
。
た
か
が
鳥
じ
ゃ
な
い
か
。
お
ま
え
の
は
ね
で
こ
こ
ま
で
来
る
に

は
、
億
年
兆
年
億
兆
年
だ
。」
と
言
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
さ
き
ほ
ど
の
智
積
や
舎
利
弗
の
龍
女
へ
の
非

難
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

　 
　
そ
し
て
最
後
に
、
よ
だ
か
が
星
と
な
っ
て
輝
い
て
い
る
様
子
と
龍
女
が
遙
か
遠
い
世
界
で
仏
に
成
っ
て

い
る
光
景
は
よ
く
似
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
私
は
、「
よ
だ
か
の
星
」
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

　 

　
賢
治
は
こ
の
童
話
で
、
不
当
に
卑
し
め
ら
れ
て
い
る
生
き
物
│
社
会
の
多
く
の
よ
だ
か
た
ち
│
を
励
ま

し
て
い
ま
す
。（
略
）　
よ
だ
か
や
龍
女
が
内
面
に
素
晴
ら
し
い
宝
を
秘
め
て
い
る
よ
う
に
、
外
見
や
境
遇

に
迷
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
お
互
い
を
尊
重
す
る
世
界
を
作
っ
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
を
私
た
ち
に
訴
え
て

い
る
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
私
は
、
よ
だ
か
は
い
じ
め
の
中
で
死
ん
で
星
と
な
っ
た
と
漠
然
と
考
え
て
い
た
が
、
じ
つ
は

自
死
と
い
う
べ
き
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
、
最
近
、
道
尾
秀
介
氏
の
小
説
『
シ
ャ
ド
ウ
』（
東
京
創
元
社
　
二

〇
〇
六
年
）
に
よ
っ
て
知
っ
た
。

　『
シ
ャ
ド
ウ
』
の
巻
頭
に
は
、「
よ
だ
か
の
星
」
の
終
り
の
文
章
が
エ
ピ
グ
ラ
フ
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

「
よ
だ
か
の
星
」
を
愛
読
す
る
登
場
人
物
の
ひ
と
り
は
、「
よ
だ
か
は
、
幸
せ
だ
っ
た
の
よ
ね
ー
」
と
つ
ぶ
や

い
た
の
ち
、
屋
上
か
ら
地
面
に
向
か
っ
て
、
身
体
を
投
じ
る
の
で
あ
る
。
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さ
て
、
三
・
一
一
以
後
、
騒
然
と
し
て
将
来
が
不
透
明
な
世
情
は
し
ば
し
ば
戦
前
の
日
本
と
比
較
さ
れ
、

私
た
ち
の
識
見
と
生
き
方
が
、
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
る
時
代
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
と
き
、
私
は
、

戦
前
は
言
論
人
と
し
て
「
小
日
本
主
義
」
を
主
張
し
、
戦
後
は
首
相
に
も
な
っ
た
政
治
家
と
し
て
、
し
か
も

日
蓮
宗
と
深
い
関
わ
り
を
も
ち
、
長
く
立
正
大
学
学
長
だ
っ
た
石
橋
湛
山
先
生
（
一
八
八
四
〜
一
九
七
三
）

を
想
い
起
こ
す
。

　
石
村
柳
三
氏
は
『
石
橋
湛
山
│
信
念
を
背
負
っ
た
言
説
』（
高
文
堂
出
版
社

　
平
成
十
六
年
）
の
中
で
次

の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

　 

　
石
橋
湛
山
は
、
言
論
を
武
器
に
し
て
言
論
の
重
要
性
を
叫
び
、
治
安
維
持
法
を
批
判
し
、
さ
ら
に
は
軍

部
の
横
行
を
批
判
し
、
侵
略
戦
争
を
批
判
し
、
そ
し
て
東
条
内
閣
の
辞
職
を
要
求
し
、
無
意
味
な
竹
槍
戦

争
観
を
否
定
し
、
早
期
終
戦
を
望
む
言
論
を
吐
き
つ
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
。

　 

　
当
時
の
思
想
統
制
、
言
論
弾
圧
の
時
代
に
あ
っ
て
、
よ
く
も
勇
気
あ
る
発
言
と
、
そ
の
信
念
に
驚
か
ざ

る
を
え
な
い
。

　
立
正
安
国
・
お
題
目
結
縁
運
動
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
「
い
の
ち
に
合
掌
」
は
、
一
人
ひ
と
り
の
生
き
る
権
利
を

尊
重
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
が
、
そ
れ
に
は
湛
山
先
生
の
よ
う
な
識
見
と
覚
悟
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
、
今
、

私
た
ち
は
思
い
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
星
に
な
っ
て
輝
か
な
く
て
も
よ
い
か
ら
、
よ
だ
か
は
よ
だ
か
の
ま
ま
、
自
死
す
る
こ
と

な
く
生
き
て
も
ら
い
た
か
っ
た
と
、
今
の
私
は
思
っ
て
い
る
。
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第
四
十
四
回
中
央
教
化
研
究
会
議
　
基
調
報
告

「
イ
ー
ハ
ト
ヴ
と
宮
澤
賢
治
」

三
　
原
　
正
　
資

司
会
　
現
宗
研
所
長
、
三
原
正
資
よ
り
基
調
報
告
、「
イ
ー
ハ
ト
ヴ
と
宮
澤
賢
治
」
と
題
す
る
基
調
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

三
原

　
花
巻
に
参
り
ま
し
た
の
は
、
五
月
の
連
休
が
終
わ
っ
て
間
も
な
く
の
こ
と
で
し
た
。
ま
だ
ま
だ
新
幹
線
は
定
時
運
行
し
て
お
り
ま

せ
ん
で
し
た
か
ら
、
空
路
秋
田
へ
飛
び
、
秋
田
か
ら
レ
ン
タ
カ
ー
を
借
り
て
花
巻
へ
ま
い
り
ま
し
た
。
鳥
海
山
や
岩
手
山
に
は
ま
だ
ま
だ

雪
が
残
っ
て
お
り
ま
し
て
、
山
に
入
り
ま
す
と
桜
の
花
が
散
っ
て
い
る
と
い
う
、
大
変
美
し
い
季
節
で
し
た
。

　
イ
ー
ハ
ト
ヴ
で
す
が
、
こ
れ
は
宮
澤
賢
治
記
念
館
か
ら
、
花
巻
の
町
を
見
下
ろ
し
た
風
景
で
す
。
田
ん
ぼ
に
は
田
植
え
の
水
が
張
ら
れ

ま
し
て
、
大
変
美
し
い
季
節
で
し
た
。

　
イ
ー
ハ
ト
ヴ
と
は
、
す
べ
て
が
こ
こ
に
並
び
立
ち
な
が
ら
、
相
犯
さ
な
い
理
想
の
世
界
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
宮
澤
賢
治
に
近
い
人
々
は

考
え
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
こ
れ
は
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
と
い
う
賢
治
の
代
表
作
の
中
の
有
名
な
言
葉
で
す
が
、「
ぼ
く
た
ち
こ
こ
で
天
上
よ
り
も
も
っ
と
い
い
と

こ
を
こ
さ
え
な
け
ぁ
い
け
な
い
っ
て
僕
の
先
生
が
云
っ
た
よ
」。

　「
僕
の
先
生
」
と
い
う
の
は
日
蓮
聖
人
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
ま
た
田
中
智
学
先
生
で
あ
る
と
か
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
要
す
る
に
、
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こ
の
地
上
に
天
上
よ
り
も
っ
と
す
ば
ら
し
い
常
寂
光
土
を
建
設
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
僕
の
先
生
が
言
っ
て
る
ん
だ
。
こ
れ
が
お
そ
ら

く
イ
ー
ハ
ト
ヴ
を
意
味
し
て
い
る
言
葉
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　
宮
澤
賢
治
記
念
館
に
行
き
ま
し
た
ら
、
ち
ょ
う
ど
か
わ
い
い
猫
が
外
に
お
り
ま
し
た
。
実
は
宮
澤
賢
治
の
童
話
っ
て
い
う
の
は
、
山
猫

と
か
熊
と
か
、
猫
と
か
い
ろ
い
ろ
動
物
が
出
て
ま
い
り
ま
し
て
、
そ
れ
が
何
ら
人
間
と
差
別
の
な
い
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
ま
す
。

二
十
世
紀
の
文
明
と
い
う
も
の
は
人
間
中
心
の
文
明
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
宮
澤
賢
治
は
二
十
世
紀
の
初
め
に
、
す
で
に
そ
の

人
間
中
心
の
文
明
の
危
険
を
認
識
し
て
、
植
物
も
動
物
も
、
あ
ら
ゆ
る
命
、
い
わ
ゆ
る
一
切
衆
生
が
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い

け
な
い
と
い
う
世
界
を
目
指
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

　
こ
れ
は
、『
春
と
修
羅
』
の
中
に
あ
る
詩
の
一
節
で
す
。「
何
と
云
は
れ
て
も
　
わ
た
く
し
は
ひ
か
る
水
玉
　
つ
め
た
い
雫
　
す
き
と
ほ

っ
た
雨
つ
ぶ
を

　
枝
い
っ
ぱ
い
に
み
て
た

　
若
い
山
ぐ
み
の
木
な
の
で
あ
る
」
と
。
す
な
わ
ち
、「
山
ぐ
み
の
木
」
と
い
う
も
の
の
中
に

宮
澤
賢
治
が
入
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
入
っ
て
自
分
は
木
と
し
て
発
言
し
て
い
ま
す
。
草
木
国
土
一
体
の
世
界
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
大
震
災
後
間
も
な
く
、
東
北
地
方
の
人
々
に
と
っ
て
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
の
詩
が
大
変
心
の
支
え
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
各
メ
デ
ィ
ア
が
報
道
し
た
新
聞
で
す
。

　
次
の
も
そ
う
で
す
ね
。
こ
れ
は
宮
澤
賢
治
記
念
館
の
副
館
長
が
賢
治
を
解
説
し
て
い
ま
す
。「
震
災
で
光
が
当
た
る
宮
澤
賢
治
の
作
品
」

と
い
う
こ
と
で
、
例
え
ば
新
潮
文
庫
の
宮
澤
賢
治
の
作
品
集
は
、
震
災
以
後
約
二
倍
の
売
れ
行
き
を
示
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
さ
て
宮
澤
賢
治
は
一
八
九
六
年
（
明
治
二
十
九
年
）
に
生
ま
れ
、
一
九
三
三
年
（
昭
和
八
年
）
に
亡
く
な
り
ま
し
た
。
三
十
七
歳
の
生

涯
で
し
た
。
生
ま
れ
た
年
に
は
三
陸
の
大
津
波
、
大
地
震
。
そ
れ
か
ら
一
九
二
三
に
は
関
東
大
震
災
、
一
九
三
一
年
に
は
東
北
冷
害
、
そ

れ
か
ら
満
州
事
変
が
勃
発
し
ま
し
て
、
こ
れ
以
後
日
本
は
、
日
中
戦
争
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
と
の
戦
争
に
入
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

　
そ
し
て
、
亡
く
な
る
年
の
一
九
三
三
年
、
三
陸
大
地
震
、
大
津
波
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
今
日
と
同
じ
よ
う
に
危
機
的
な
状
況
に
生
き

た
と
い
う
こ
と
で
、
賢
治
は
注
目
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
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こ
れ
は
花
巻
に
あ
る
賢
治
の
生
家
で
す
。
門
は
、
お
そ
ら
く
賢
治
の
生
前
か
ら
あ
る
門
で
す
。
宮
澤
商
店
も
残
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
賢
治
の
菩
提
寺
、
浄
土
真
宗
大
谷
派
の
安
浄
寺
で
す
が
、
実
家
の
す
ぐ
近
く
に
あ
り
ま
す
。
賢
治
の
妹
ト
シ
の
葬
式
も
こ
こ
で

行
わ
れ
、
三
十
七
歳
で
亡
く
な
っ
た
賢
治
の
葬
儀
も
、
こ
の
安
浄
寺
で
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
今
日
配
ら
れ
ま
し
た
分
銅
先
生
の
本
を
読
ん
で
お
り
ま
し
た
ら
、
賢
治
の
葬
式
の
と
き
に
賢
治
の
霊
、
姿
が
さ
び
し
そ
う
に
そ
こ
に
座

っ
て
い
た
よ
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
っ
た
い
う
こ
と
が
分
銅
先
生
の
本
に
書
か
れ
て
あ
り
ま
す
の
で
、
ど
う
か
ま
た
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

そ
れ
は
、
自
分
が
一
生
懸
命
信
じ
て
い
た
法
華
経
で
は
な
く
て
、
浄
土
真
宗
に
よ
っ
て
葬
儀
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
非
常
に
賢
治

が
さ
び
し
そ
う
に
し
て
い
た
よ
と
い
う
こ
と
を
賢
治
の
姪
が
、
お
父
さ
ん
の
政
次
郎
に
言
う
の
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
が
積
み
重
な
っ

て
、
お
父
さ
ん
は
後
に
改
宗
し
て
い
く
わ
け
で
す
。

　
さ
て
、
宮
澤
政
次
郎
と
い
う
人
は
花
巻
の
仏
教
界
で
も
有
力
な
か
た
で
、
花
巻
夏
期
仏
教
講
習
会
を
幹
事
と
し
て
催
し
、
そ
こ
に
は
暁あ
け

烏が
ら
す

敏は
や

を
招
い
て
い
ま
す
。
浄
土
真
宗
大
谷
派
の
革
新
運
動
、
清
沢
満
之
が
始
め
ま
し
た
精
神
主
義
運
動
を
支
え
た
浄
土
真
宗
の
有
名
な

学
者
で
す
。

　
そ
れ
か
ら
島
地
大
等
。
こ
の
か
た
は
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
僧
侶
で
、
天
台
教
学
の
権
威
と
言
わ
れ
た
か
た
で
す
。

　
尾
崎
文
英
は
曹
洞
宗
の
僧
侶
で
、
盛
岡
の
お
寺
の
住
職
で
し
た
。

　
こ
う
い
う
当
代
を
代
表
す
る
立
派
な
僧
侶
に
よ
る
講
習
会
を
、
宮
澤
賢
治
は
幼
児
期
か
ら
聞
い
て
親
し
ん
で
い
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
う

い
う
点
で
、
仏
教
的
な
素
養
は
各
宗
に
わ
た
っ
て
い
た
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
盛
岡
中
学
時
代
の
下
宿
先
清
養
院
で
す
。
盛
岡
市
の
北
山
と
い
う
と
こ
ろ
に
各
宗
の
お
寺
が
並
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
の
一
カ
寺

で
す
。
こ
れ
も
そ
の
一
カ
寺
で
、
下
宿
先
で
徳
玄
寺
と
言
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
先
ほ
ど
紹
介
し
ま
し
た
尾
崎
文
英
が
住
職
を
し
て
い
ま
し
た
曹
洞
宗
報
恩
寺
で
す
。
岩
手
県
に
二
百
カ
寺
の
末
寺
が
あ
る
本
寺

で
、
大
変
立
派
な
お
寺
で
五
百
羅
漢
が
お
祭
り
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
仁
王
門
で
す
ね
。
大
変
立
派
な
彫
刻
で
し
た
。
こ
れ
が
報
恩
寺
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の
本
堂
で
す
。

　
こ
れ
は
五
百
羅
漢
堂
の
中
で
す
。
私
た
ち
は
五
百
円
の
入
場
料
を
払
い
、
自
由
に
拝
観
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
本
尊
が
面
白

く
、
中
央
の
本
尊
が
毘び

盧る

遮し
ゃ

那な

仏ぶ
つ

、
向
か
っ
て
右
が
、
華
厳
経
に
説
か
れ
て
い
る
善
財
童
子
。
そ
れ
か
ら
左
が
、
法
華
経
提
婆
達
多
品
の

八
歳
の
竜
女
。
こ
れ
を
脇
士
と
し
て
本
尊
と
し
て
い
ま
し
た
。

　
そ
の
前
に
あ
る
の
が
、
十
大
弟
子
で
す
。
自
由
に
本
尊
が
造
れ
る
の
だ
な
と
思
っ
て
大
変
う
ら
や
ま
し
く
思
っ
た
次
第
で
す
。

　
な
か
な
か
面
白
い
姿
の
羅
漢
さ
ん
が
い
ま
し
て
、
お
そ
ら
く
当
時
の
曹
洞
宗
の
坊
さ
ん
に
は
こ
ん
な
坊
さ
ん
が
た
く
さ
ん
い
た
ん
だ
ろ

う
と
思
い
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
盛
岡
カ
ソ
リ
ッ
ク
教
会
堂
で
す
が
、
大
学
の
敷
地
に
移
転
さ
れ
再
建
さ
れ
て
い
ま
す
。
建
物
は
プ
ジ
ェ
ー
神
父
の
デ
ザ
イ
ン
で

す
。
プ
ジ
ェ
ー
神
父
の
も
と
に
、
賢
治
は
通
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
勉
強
を
し
た
の
で
し
た
。
あ
と
も
う
一
人
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
牧
師
さ

ん
と
も
、
非
常
に
親
交
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
非
常
に
美
し
い
教
会
堂
で
す
。

　
さ
て
、
宮
澤
賢
治
は
一
九
一
四
年
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
始
ま
っ
た
年
に
「
赤
い
経
巻
」
と
呼
ば
れ
た
法
華
経
と
出
会
い
ま
す
。『
漢

和
対
照
妙
法
蓮
華
経
』
で
す
。

　
こ
れ
を
編
集
し
た
の
が
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
盛
岡
願
教
寺
の
住
職
、
島
地
大
等
で
す
。
こ
の
か
た
は
明
治
の
傑
僧
と
言
わ
れ
た
島
地

黙
雷
の
弟
子
で
し
た
。
こ
の
『
漢
和
対
照
妙
法
蓮
華
経
』
を
読
ん
で
、
非
常
に
感
動
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
感
動
が
も
と
に
な

り
、
当
時
、
岩
手
県
地
方
に
一
生
懸
命
布
教
を
し
て
お
り
ま
し
た
国
柱
会
に
入
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
賢
治
二
十
四
歳
の
と
き
に
国
柱
会

入
会
。
こ
れ
が
そ
の
と
き
に
授
与
さ
れ
た
大
曼
荼
羅
で
す
。

　
こ
の
国
柱
会
を
創
立
し
た
の
は
、
田
中
智
学
で
す
。
一
九
一
四
年
の
事
で
す
。
こ
の
田
中
智
学
と
い
う
人
は
、
日
蓮
宗
の
新あ
ら

井い

日に
っ

薩さ
つ

の

弟
子
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
後
に
還
俗
を
し
ま
し
た
。
こ
の
新
井
日
薩
が
、
師
匠
の
優う

陀だ

那な

院い
ん

日に
ち

輝き

和わ

上じ
ょ
うの
法
勲
を
た
た
え
た
碑
が
、
此

経
難
持
坂
を
上
が
っ
て
、
仁
王
門
の
手
前
の
右
の
ほ
う
に
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
優
陀
那
日
輝
の
碑
が
あ
り
、
作
っ
た
の
は
新
井
日
薩
で
す
。

02-01　三原氏.indd   9 15/03/02   17:42



現代宗教研究　第46号（2012.3）　　10

そ
の
新
井
日
薩
の
弟
子
に
な
っ
た
の
が
田
中
智
学
で
す
。

　
田
中
智
学
法
勲
碑
が
身
延
山
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
碑
に
は
、「
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
三
代
に
わ
た
っ
て
純
正
日
蓮
主
義
を
宣
揚
し
、

日
本
国
体
を
開
顕
し
、
祖
廟
中
心
、
宗
門
統
一
を
主
張
し
て
、
正
法
正
義
の
広
布
に
一
生
を
さ
さ
げ
た
故
田
中
智
学
先
生
一
代
の
法
勲
を

偲
び
、
こ
れ
を
後
世
に
伝
え
る
べ
く
、
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
た
直
後
、
宗
門
の
有
志
に
よ
っ
て
建
立
を
発
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
説

明
が
あ
り
ま
す
。
題
字
は
身
延
山
法
主
望
月
日
謙
師
、
撰
文
は
酒
井
日
慎
師
、
文
字
は
持
田
雲
道
師
と
い
う
こ
と
で
、
当
時
の
日
蓮
宗
の

中
枢
に
あ
る
か
た
が
た
と
、
田
中
智
学
は
交
流
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

　
こ
れ
が
、
そ
の
法
勲
碑
で
す
。
身
延
山
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
身
延
山
奥
の
院
に
は
田
中
智
学
の
詩
碑
も
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
、
こ
れ
は
『
日
蓮
聖
人
御
遺
文
』
で
す
。
宮
澤
賢
治
が
愛
読
し
た
ご
遺
文
で
す
。
神
保
町
の
古
書
店
に
行
き
ま
し
た
ら
十
五
万
円

の
値
が
つ
い
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
お
持
ち
の
か
た
は
大
事
に
保
存
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
田
中
智
学
の
『
日
蓮
聖
人
の
教
義
』、
一
九
一
〇
年
の
発
行
で
す
。
こ
れ
は
私
が
入
手
し
た
本
で
す
が
、
百
年
た
っ
て
い
る

と
は
想
像
で
き
な
い
ぐ
ら
い
立
派
な
製
本
で
、
当
時
の
価
格
で
二
円
五
十
銭
で
す
。
田
中
智
学
の
文
章
を
読
み
ま
す
と
、
自
分
は
わ
ざ
わ

ざ
、
高
く
て
も
立
派
な
本
を
作
っ
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
表
紙
に
星
印
が
四
つ
つ
い
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
第
四
版
と
い
う
意
味
で
す
。
一
版
重
ね
る
ご
と
に
星
印
を
つ
け
て
い
く
の
だ
と
い

う
こ
と
で
、
当
時
、
田
中
智
学
が
出
版
に
力
を
込
め
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　
賢
治
は
、
こ
の
『
日
蓮
聖
人
の
教
義
』
を
熟
読
し
ま
し
た
。
先
ほ
ど
ご
紹
介
し
ま
し
た
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
、「
こ
の
地
上
に
天
上

よ
り
も
も
っ
と
立
派
な
と
こ
ろ
を
作
る
ん
だ
」
と
い
う
一
節
、
ま
さ
に
そ
の
ま
ま
の
こ
と
が
『
日
蓮
聖
人
の
教
義
』
に
は
書
い
て
あ
り
ま

す
。

　
こ
れ
は
田
中
智
学
の
弟
子
、
山
川
智
応
の
『
和
訳
法
華
経
』
で
す
。
一
九
一
二
年
に
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
本
を
基
に
し
て
島

地
大
等
は
『
漢
和
対
照
妙
法
蓮
華
経
』
を
編
纂
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
こ
の
中
で
、
山
川
智
応
は
寿
量
品
の
「
六
或
示
現
」
の
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説
明
を
し
て
、
宗
教
の
統
一
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
そ
の
あ
た
り
に
宮
澤
賢
治
は
大
変
感
心
し
て
、『
銀
河
鉄
道
の

夜
』
の
中
に
思
想
が
盛
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　
こ
れ
で
す
ね
。「
本
当
の
神
様
は
も
ち
ろ
ん
た
っ
た
一
人
で
す
」
と
い
う
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
牧
師
さ
ん
の
発
言
で
す
が
、
そ
れ
に

対
し
て
、「
そ
ん
な
ん
で
な
し
に
、
た
っ
た
一
人
の
本
当
の
本
当
の
神
様
が
い
る
の
だ
」
と
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の

根
源
に
は
寿
量
品
に
説
か
れ
て
い
る
久
遠
実
成
仏
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
だ
と
い
う
思
想
を
背
景
に
お
か
な
い
と
、
こ
の
『
銀
河
鉄
道
の

夜
』
の
一
節
は
理
解
で
き
な
い
わ
け
で
す
。

　
さ
て
、
宮
澤
賢
治
は
、
二
十
五
歳
の
と
き
花
巻
農
学
校
の
先
生
に
な
り
ま
す
。
こ
の
四
年
間
が
、
賢
治
の
も
っ
と
も
幸
せ
な
時
代
で
あ

っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
先
生
の
給
料
は
当
時
で
八
十
円
。
現
代
の
お
金
に
直
し
ま
す
と
大
体
四
十
万
円
と
言
わ
れ
、
二
十
五
歳
に
し

て
四
十
万
円
の
月
給
が
あ
れ
ば
、
大
変
楽
し
か
っ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　
さ
て
、
一
九
二
四
年
、
花
巻
農
学
校
の
最
後
の
年
、
宮
澤
賢
治
は
『
春
と
修
羅
』
と
い
う
詩
集
を
刊
行
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
当
時
ほ
と

ん
ど
売
れ
残
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
一
部
の
人
た
ち
か
ら
は
激
賞
さ
れ
、
宮
澤
賢
治
は
、
生
前
も
か
な
り
知
ら
れ
、
死
後
す
ぐ
に

有
名
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
お
そ
ら
く
宗
門
の
か
た
が
宮
澤
賢
治
を
読
も
う
と
い
う
と
き
に
障
害
に
な
る
の
が
、
こ
の
詩
だ
と
思
い

ま
す
。
こ
れ
は
相
当
と
っ
つ
き
に
く
い
、
難
解
な
詩
で
す
が
、
し
か
し
、
今
な
お
新
鮮
な
印
象
を
与
え
る
詩
で
す
。

　
こ
れ
は
『
春
と
修
羅
』
を
印
刷
し
た
工
場
が
、
現
在
も
そ
の
ま
ま
照
井
菓
子
店
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
の
お
団
子
は
う
ま
い
と

い
う
評
判
で
、
中
へ
入
っ
て
、
当
時
印
刷
所
の
機
械
が
置
か
れ
て
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
土
間
に
立
っ
て
、
私
た
ち
は
団
子
を
食
べ
た

の
で
す
。
ま
だ
ま
だ
こ
う
い
う
古
い
建
物
が
花
巻
に
は
残
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
そ
の
『
春
と
修
羅
』
の
有
名
な
「
序
」
で
す
が
、「
わ
た
く
し
と
い
ふ
現
象
は

　
假
定
さ
れ
た
有
機
交
流
電
燈
の

　
ひ
と
つ
の

青
い
照
明
で
す
」「
光
は
た
も
ち
、
そ
の
電
燈
は
失
は
れ
」
と
あ
り
ま
す
。「
光
は
た
も
つ
」
と
い
う
こ
と
で
、
電
燈
、
す
な
わ
ち
わ
れ
わ

れ
の
肉
体
と
い
う
も
の
は
失
わ
れ
て
も
、
光
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
の
魂
は
残
っ
て
い
く
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
彼
は
こ
こ
で
表
明
し
て
い
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る
わ
け
で
す
。

　
こ
れ
は
、
農
学
校
時
代
に
賢
治
が
通
っ
た
食
堂
や
ぶ
屋
で
す
。
賢
治
は
サ
イ
ダ
ー
を
大
変
好
み
、
そ
ば
と
サ
イ
ダ
ー
を
一
緒
に
食
べ
て

飲
ん
で
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
一
九
二
四
年
同
じ
年
に
彼
が
刊
行
し
ま
し
た
『
イ
ー
ハ
ト
ヴ
童
話
集
　
注
文
の
多
い
料
理
店
』
で
す
。
本
の
表
紙
を
見
ま
す

と
イ
ー
ハ
ト
ヴ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
『
春
と
修
羅
』
と
こ
の
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
の
二
冊
が
生
前
刊
行
さ
れ
た
本
で
す
。

刊
行
し
た
出
版
社
は
光
原
社
と
言
い
、
こ
の
光
原
社
と
い
う
の
は
賢
治
が
命
名
し
、
現
在
盛
岡
に
現
存
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
棟
方
志
功
が
揮
毫
し
た
光
原
社
と
い
う
社
名
で
す
。
初
代
社
長
の
及
川
四
郎
さ
ん
と
い
う
か
た
は
、
駒
場
の
日
本
民
藝
館
を

創
立
し
ま
し
た
柳
宗
悦
と
親
交
が
あ
り
、
宗
悦
の
手
紙
、
棟
方
志
功
の
手
紙
等
、
当
時
の
民
芸
運
動
を
推
進
し
た
人
の
手
紙
が
ず
い
ぶ
ん

残
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　
ち
な
み
に
、
柳
宗
悦
と
い
う
人
は
元
々
六
本
木
あ
た
り
に
住
ん
で
お
り
、
日
蓮
宗
だ
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
こ
の
か
た
は
、
当
時
日

蓮
宗
が
右
傾
化
し
て
軍
部
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
て
い
く
こ
と
に
我
慢
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
浄
土
真
宗
に
改
宗
し
て
い
く

の
で
す
。

　
つ
ま
り
そ
の
当
時
、
日
蓮
宗
か
ら
は
柳
宗
悦
が
浄
土
真
宗
へ
、
浄
土
真
宗
か
ら
は
宮
澤
賢
治
が
日
蓮
宗
に
改
宗
す
る
と
い
う
こ
と
に
な

っ
た
の
で
す
。

　
こ
れ
は
光
原
社
の
中
で
、
そ
こ
は
喫
茶
店
に
な
っ
て
お
り
、
及
川
社
長
か
ら
コ
ー
ヒ
ー
を
ご
ち
そ
う
に
な
り
、
い
ろ
ん
な
お
話
や
、
非

常
に
役
に
立
ち
ま
し
た
資
料
を
頂
戴
し
た
わ
け
で
す
。

　
さ
て
昭
和
元
年
、
一
九
二
六
年
、
賢
治
は
三
十
歳
の
と
き
に
、
今
日
の
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
羅ら

須す

地ち

人じ
ん

協き
ょ
う

会か
い

を
設
立
し
ま
す
。
羅

須
地
人
協
会
の
「
地
人
」
と
い
う
言
葉
は
、「
地
涌
の
菩
薩
」
と
深
い
関
係
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
賢
治
が
、
月
給
八
十
円

の
地
方
の
名
士
で
あ
る
先
生
の
地
位
を
捨
て
て
、
農
民
と
一
緒
に
地
べ
た
を
は
い
ず
り
回
ろ
う
と
い
う
決
意
を
し
て
、
こ
の
協
会
を
設
立
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し
た
わ
け
で
す
。

　
現
在
、
県
立
花
巻
農
業
高
等
学
校
の
敷
地
の
中
に
移
築
さ
れ
て
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
向
こ
う
が
、
花
巻
空
港
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
こ
れ
が
有
名
な
、
賢
治
が
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
歩
い
て
い
る
姿
で
す
が
、
私
は
長
く
、
宮
澤
賢
治
と
い
う
人
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
う
つ
向

き
加
減
に
歩
き
な
が
ら
、
常
に
農
民
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
ん
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
宮
澤
賢
治
は
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
を
尊
敬
し
て
お

り
、
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
が
歩
く
恰
好
を
マ
ネ
し
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
ユ
ー
モ
ア
の
セ
ン
ス
に
も
あ
ふ
れ
た
人
で
し
た
。

　
こ
れ
が
羅
須
地
人
協
会
が
置
か
れ
た
宮
澤
家
の
別
宅
で
す
。
大
正
モ
ダ
ン
の
優
美
な
建
築
だ
と
思
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
そ
の
裏
の
ほ
う
で
す
が
、
こ
こ
に
入
り
口
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
が
入
り
口
を
入
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
右
の
ほ
う
に
見
え
る
の
が
、
賢
治
が
楽
器
を
鳴
ら
し
た
り
、
レ
コ
ー
ド
を
聴
い
た
り
、
ま
た

周
囲
の
人
々
に
い
ろ
ん
な
話
を
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

　
こ
の
畳
が
敷
か
れ
て
い
る
八
畳
の
座
敷
、
こ
こ
で
妹
ト
シ
も
療
養
を
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
右
側
の
廊
下
の
奥
が
便
所
に
な

っ
て
お
り
、
便
所
の
隣
が
お
ふ
ろ
で
す
が
、
当
時
の
東
北
の
家
に
ト
イ
レ
と
お
ふ
ろ
が
つ
い
て
い
る
の
は
大
変
珍
し
か
っ
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
羅
須
地
人
協
会
が
移
転
さ
れ
る
前
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
、「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
の
中
に
、「
野
原
ノ
松
ノ
林
ノ
中
ニ
」
と
い
う

一
節
が
あ
り
ま
す
が
、
本
当
に
そ
の
言
葉
ど
お
り
の
、
松
の
林
に
囲
ま
れ
た
非
常
に
い
い
場
所
で
す
。
現
在
そ
こ
に
は
、
高
村
光
太
郎
が

書
き
ま
し
た
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
の
碑
が
立
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
の
碑
の
あ
る
広
場
か
ら
眺
め
た
北
上
川
で
す
。

　
こ
れ
は
、
そ
の
北
上
川
の
ほ
う
に
畑
が
あ
り
、「
下
の
畑
に
自
分
は
今
い
ま
す
か
ら
、
そ
ち
ら
の
ほ
う
に
来
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
意

味
の
こ
と
ば
が
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
賢
治
自
耕
の
畑
と
言
わ
れ
て
、
現
在
、
地
元
の
か
た
が
耕
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
賢
治
自
耕
の
地
か
ら
北
上
川
を
見
た
と
こ
ろ
で
す
。

02-01　三原氏.indd   13 15/03/02   17:42



現代宗教研究　第46号（2012.3）　　14

　
さ
て
、
実
は
北
上
川
と
銀
河
が
深
い
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
ち
ょ
っ
と
頭
に
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
賢
治
は
小

さ
い
こ
ろ
か
ら
、
夜
空
に
き
ら
め
く
星
や
銀
河
を
眺
め
て
飽
き
な
か
っ
た
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
あ
る
童
話
の
挿
画
で
す
。

子
ど
も
が
銀
河
を
眺
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
こ
れ
は
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
最
初
の
一
節
で
す
。

　
今
日
、
宮
澤
和
樹
さ
ん
の
本
が
各
自
一
冊
配
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
中
に
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
一
番
最
初
の
こ
の
一
節
が
出

て
い
ま
す
。「『
で
は
み
な
さ
ん
は
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
川
だ
と
云
わ
れ
た
り
、
乳
の
流
れ
た
あ
と
だ
と
云
わ
れ
た
り
し
て
い
た
こ
の
ぼ
ん

や
り
と
白
い
も
の
が
ほ
ん
と
う
は
何
か
ご
承
知
で
す
か
。』
先
生
は
、
黒
板
に
吊
し
た
大
き
な
黒
い
星
座
の
図
の
、
上
か
ら
下
へ
白
く
け

ぶ
っ
た
銀
河
帯
の
よ
う
な
と
こ
ろ
を
指
し
な
が
ら
、
み
ん
な
に
問
を
か
け
ま
し
た
」（
略
）「『
私
ど
も
も
天
の
川
の
水
の
中
に
住
ん
で
い

る
わ
け
で
す
』」。
こ
う
い
う
よ
う
に
あ
る
の
で
す
が
、
こ
の
黒
い
星
座
の
図
、
そ
の
中
に
銀
河
が
流
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
頭
の
中
に

置
い
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
黒
い
星
座
の
図
で
す
が
、「
そ
の
真
ん
中
に
は
上
か
ら
下
へ
か
け
て
銀
河
が
ぼ
ー
っ
と
煙
っ
た
よ
う
な
帯
に
な
っ
て
、
そ
の
下

の
ほ
う
で
は
、
か
す
か
に
爆
発
し
て
湯
気
で
も
上
げ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
」。
次
に
お
曼
荼
羅
が
出
て
ま
い
り
ま
す
が
、
私
は
ち
ょ
う

ど
十
五
年
ぐ
ら
い
前
の
現
代
宗
教
研
究
所
の
所
報
に
書
き
ま
し
た
が
、
こ
の
大
曼
荼
羅
と
黒
い
星
座
の
図
、
実
際
の
空
に
か
か
っ
て
い
る

天
の
川
、
そ
し
て
地
上
を
流
れ
て
い
る
北
上
川
と
を
、
象
徴
的
に
同
じ
も
の
と
し
て
賢
治
は
見
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。「
黒
い
唐
草
の

よ
う
な
模
様
の
中
に
、
お
か
し
な
十
ば
か
り
の
字
を
印
刷
し
た
も
の
」
は
、
こ
れ
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
経
題
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
お
題
目
に
日
蓮
花
押
と
加
え
れ
ば
ち
ょ
う
ど
「
十
ば
か
り
」
に
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
も
、『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
一
節
で
す
。「
下
流
の
ほ
う
は
川
幅
一
ぱ
い
銀
河
が
巨お
お

き
く
写
っ
て
ま
る
で
水
の
な
い
そ
の
ま
ま
の
空

の
よ
う
に
見
え
ま
し
た
」。
す
な
わ
ち
、
天
上
に
あ
る
天
の
川
が
、
地
上
の
北
上
川
に
そ
の
ま
ま
映
っ
て
い
る
と
い
う
光
景
を
書
い
て
い

る
の
で
す
。
天
上
に
あ
る
寂
光
土
を
、
こ
の
地
上
に
も
わ
れ
わ
れ
は
建
設
で
き
る
ん
だ
と
い
う
、
意
気
込
み
を
述
べ
た
と
こ
ろ
で
は
な
い
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か
。「
娑
婆
即
寂
光
」
を
表
現
し
た
、
最
も
美
し
い
言
葉
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
北
上
川
が
花
巻
の
平
野
に
流
れ
て
い
る
。
天
上
に
も
お
曼
荼
羅
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
地
上
に
も
お
題
目
の
象
徴
と
し
て
北
上
川
が

あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
お
曼
荼
羅
と
同
じ
常
寂
光
土
を
建
設
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
彼
は
考
え
た
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
あ
る
童
話
の
一
節
で
す
が
、「
私
は
ど
こ
へ
も
い
き
ま
せ
ん
。
い
つ
で
も
あ
な
た
が
考
え
る
そ
こ
に
居
り
ま
す
」
と
い
う
簡

単
な
言
葉
で
す
が
、
こ
れ
は
宮
澤
賢
治
が
久
遠
本
仏
を
表
現
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
い
つ
で
も
そ
こ
に
い
る
、
常
に
私
た

ち
の
か
た
わ
ら
に
い
る
と
い
う
、
こ
う
い
う
強
い
確
信
が
彼
に
は
あ
っ
た
ん
で
は
な
い
か
。
私
た
ち
も
、
仏
様
は
常
に
私
た
ち
と
と
も
に

今
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
信
仰
を
持
ち
た
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
ち
ょ
っ
と
脱
線
し
ま
す
が
、
但
行
礼
拝
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
が
仏
様
を
拝
む
の
で
は
な
く
て
、
常
に
仏
様
の
ほ
う
か
ら
私
た
ち
は
拝

ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
信
仰
の
大
切
さ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

　
こ
れ
が
『
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
手
帳
』
で
す
。
こ
れ
は
明
日
お
い
で
に
な
る
林
風
舎
の
宮
澤
和
樹
さ
ん
が
こ
れ
を
復
刻
し
て
い
ま
す
。
二
千

五
百
円
で
販
売
す
る
予
定
で
す
。
こ
の
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
を
賢
治
は
上
京
を
し
た
東
京
の
宿
の
中
で
、
一
人
で
こ
の
孤
独
な
言
葉
を
書

き
連
ね
て
い
く
の
で
す
。

　
こ
れ
が
、
そ
の
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
の
最
後
の
、
ご
本
尊
が
書
か
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。
あ
る
か
た
は
、「
こ
れ
は
宮
澤
賢
治
の
マ
イ
仏

壇
、
自
分
の
仏
壇
な
ん
だ
」
と
、
表
現
し
て
い
ま
し
た
。
自
分
の
仏
壇
に
向
か
っ
て
誓
い
の
言
葉
を
述
べ
て
い
る
、「
サ
ウ
イ
フ
モ
ノ
ニ

　
ワ
タ
シ
ハ
ナ
リ
タ
イ
」
と
、
必
死
に
祈
っ
た
ん
だ
ろ
う
な
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　「
こ
ん
や
も
う
こ
ゝ
で
誰
に
も
見
ら
れ
ず

　
ひ
と
り
死
ん
で
も
い
ゝ
の
だ
と

　
い
く
た
び
さ
う
も
考
を
き
め

　
自
分
で
自
分
に
教
へ
な

が
ら

　
ま
た
な
ま
ぬ
る
く

　
あ
た
ら
し
い
血
が
湧
く
た
び

　
な
ほ
ほ
の
じ
ろ
く
わ
た
く
し
は
お
び
え
る
」
と
、
記
し
て
い
ま
す
。
一
人
病

気
で
、
死
の
予
感
に
ふ
る
え
な
が
ら
、
必
死
に
こ
の
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
を
書
き
つ
け
た
。
そ
し
て
、
仏
様
お
守
り
く
だ
さ
い
と
祈
っ
た
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の
で
す
。
私
は
『
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
手
帳
』
を
買
い
、
自
分
が
病
気
に
な
っ
た
ら
、
そ
れ
を
持
っ
て
い
よ
う
か
な
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
身
延
山
の
山
門
を
入
り
ま
し
て
菩
提
梯
に
向
か
っ
て
い
く
と
き
、
右
手
に
こ
の
歌
碑
が
あ
り
ま
す
。「
塵
点
の
刧
を
し
過
ぎ
て
い
ま
し

こ
の
妙
の
み
法
に
あ
ひ
ま
つ
り
し
を
」
と
い
う
こ
の
歌
は
、
先
ほ
ど
の
『
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
手
帳
』
の
中
に
秘
か
に
入
っ
て
い
た
歌
で
す
。

私
は
四
十
数
年
前
に
身
延
山
高
校
に
入
り
、
そ
の
と
き
に
、
あ
あ
こ
う
い
う
碑
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
宮
澤
賢

治
を
読
み
ま
し
た
。

　
花
巻
で
は
、
宮
澤
賢
治
の
お
墓
が
ご
ざ
い
ま
す
身
照
寺
に
参
り
ま
し
た
。
賢
治
三
十
七
歳
の
と
き
、
九
月
二
十
一
日
に
彼
は
亡
く
な
り
、

後
に
な
り
ま
し
て
、
こ
の
身
照
寺
に
彼
の
お
墓
は
改
葬
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
身
照
寺
の
本
堂
で
す
。
こ
の
本
堂
の
裏
手
に
宮
澤
家
の
墓
所
が
あ
り
ま
す
。「
骨
堂
」
と
書
か
れ
た
右
の
お
墓
が
、
先
祖
代
々

の
お
骨
が
納
ま
っ
た
お
墓
で
、
骨
堂
と
い
う
の
は
岩
手
県
独
特
の
表
現
の
よ
う
で
す
。
そ
れ
か
ら
右
の
ほ
う
の
五
輪
塔
が
。
賢
治
の
お
墓

で
す
。
こ
こ
に
お
参
り
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
賢
治
の
遺
言
で
、
賢
治
一
回
忌
の
と
き
に
千
冊
作
ら
れ
て
配
布
さ
れ
た
『
国
訳
妙
法
蓮
華
経
』
で
す
。
こ
の
中
に
「
私
の
全
生

涯
の
仕
事
は
此
経
を
あ
な
た
の
お
手
許
に
届
け
、
そ
し
て
そ
の
中
に
あ
る
仏
意
に
觸
れ
て
、
あ
な
た
が
無
上
道
に
入
ら
れ
ん
こ
と
を
お
願

ひ
す
る
外
あ
り
ま
せ
ん
。
昭
和
八
年
九
月
二
十
一
日

　
臨
終
の
日
に
於
い
て

　
宮
澤
賢
治
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
賢
治
の
遺
志
を
継
ぎ
、

お
父
さ
ん
の
宮
澤
政
次
郎
さ
ん
と
、
そ
れ
か
ら
弟
の
清
六
さ
ん
が
一
生
懸
命
頑
張
ら
れ
た
わ
け
で
す
。

　
こ
の
言
葉
を
見
れ
ば
、
宮
澤
賢
治
が
こ
の
法
華
経
を
信
仰
し
、
そ
の
作
品
は
す
べ
て
こ
の
法
華
経
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
も
う
か
が
え
る
わ
け
で
す
。

　
さ
て
、
宮
澤
賢
治
へ
の
一
般
の
人
の
共
感
の
理
由
で
す
が
、
こ
れ
は
今
年
の
一
月
に
、「
ア
メ
リ
カ
仏
教
」
と
い
う
題
で
武
蔵
野
大
学

の
ケ
ネ
ス
・
田
中
先
生
が
ご
講
演
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
中
に
ア
メ
リ
カ
仏
教
の
特
徴
と
い
う
も
の
を
七
点
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
中
に
、
お

そ
ら
く
宮
澤
賢
治
へ
の
共
感
の
理
由
で
は
な
い
か
な
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
に
は
超
宗
派
性
と
い
う
点
で
す
。
こ
れ
は
、
法
華
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経
と
い
う
の
は
元
々
、
私
は
超
宗
派
性
だ
と
思
う
の
で
す
。
六
或
示
現
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
法
華
経
は
超
宗
派
性
を
目
指
し
た

経
典
で
す
。
日
蓮
聖
人
も
、「
い
ず
れ
の
宗
の
元
祖
に
も
非
ず
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
超
宗
派
性
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
平
等
性
。
こ
れ
は
在
家
も
出
家
も
平
等
に
、
男
も
女
も
平
等
に
と
い
う
平
等
性
は
平
等
大だ
い

慧え

と
い
う
こ
と
で
法
華
経
か
ら
出

て
い
る
と
言
え
ま
す
。

　
社
会
参
加
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
仏
教
に
特
徴
的
な
も
の
で
す
が
、
宮
澤
賢
治
は
羅
須
地
人
協
会
の
活
動
を
し
て
、
社
会
に
具
体
的
な
活

動
を
し
て
い
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
菩
薩
行
と
い
う
法
華
経
の
特
徴
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、
先
般
講
演
さ
れ
ま
し
た
鈴
木
隆
泰
先
生
の
「
葬
式
仏
教
」
の
中
に
も
、
こ
の
社
会
参
加
、
社
会
運
動
と
い
う
こ
と
が
、
法
華
経

あ
る
い
は
日
本
仏
教
の
大
き
な
特
色
で
あ
っ
て
非
常
に
大
事
な
点
だ
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。

　
こ
う
い
う
点
が
宮
澤
賢
治
へ
の
共
感
の
理
由
で
す
が
、
今
日
の
宗
門
運
動
を
行
っ
て
い
ま
す
日
蓮
宗
教
師
が
心
の
隅
に
お
い
て
し
か
る

べ
き
点
で
あ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。

　
現
在
非
常
に
多
く
の
作
品
が
出
て
い
ま
す
。
一
番
読
ん
で
楽
し
か
っ
た
の
が
漫
画
の
宮
澤
賢
治
。
小
学
生
用
の
賢
治
の
本
で
す
。
難
し

い
本
を
読
む
よ
り
も
む
し
ろ
こ
う
い
う
本
を
読
む
ほ
う
が
、
い
か
に
宮
澤
賢
治
が
愛
さ
れ
て
る
か
、
し
か
も
ど
う
い
う
点
が
人
々
に
よ
っ

て
愛
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
と
思
い
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
、
東
北
地
方
の
小
学
校
に
あ
っ
た
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
の
碑
が
大
震
災
に
よ
っ
て
壊
れ
、
こ
れ
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
放
映
し
た
あ

る
番
組
で
使
わ
れ
た
映
像
で
す
が
、
こ
れ
な
ん
か
、
本
当
に
、
今
回
の
大
震
災
に
も
負
け
な
い
で
が
ん
ば
る
ぞ
と
い
う
東
北
の
人
々
の
気

持
ち
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
な
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
を
ス
ラ
イ
ド
の
最
後
に
取
り
入
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
で
報
告
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
清
聴
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

司
会

　
現
宗
研
、
三
原
所
長
に
よ
る
基
調
報
告
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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質
疑
応
答
の
時
間
を
と
っ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
何
か
ご
質
問
の
あ
る
か
た
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
挙
手
を
お
願
い
を
い
た
し
ま
す
。

○
　
ど
こ
の
出
版
社
と
か
、
ど
こ
の
会
社
名
と
か
、
ち
ょ
っ
と
お
教
え
願
え
れ
ば
、
水
曜
道
場
で
も
使
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

三
原
　
東
京
駅
丸
の
内
オ
ア
ゾ
の
丸
善
へ
行
き
ま
し
た
ら
児
童
書
コ
ー
ナ
ー
が
あ
り
ま
し
て
、
賢
治
の
本
は
本
当
に
た
く
さ
ん
並
ん
で
い

る
ん
で
す
。
ど
の
会
社
と
い
う
の
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
て
い
た
だ
け
れ
ば
す
ぐ
分
か
る
と
思
い
ま
す
。

司
会
　
他
に
い
か
が
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
お
話
の
中
に
出
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
皆
様
の
お
手
元
に
、
明
日
ご
講
演
を
い
た
だ
く
宮
澤

和
樹
さ
ん
監
修
で
ご
ざ
い
ま
す
『
宮
澤
賢
治
魂
の
言
葉
』
と
い
う
の
が
、
今
年
の
何
月
で
し
た
か
、
奥
付
に
発
行
日
が
書
い
て
な
い
で
す
。

震
災
後
発
行
さ
れ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
ち
ら
の
始
め
の
ほ
う
に
も
口
絵
で
『
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
手
帳
』
の
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
の

部
分
が
写
真
で
出
て
ま
い
り
ま
し
た
、
ス
ラ
イ
ド
で
出
て
ま
い
り
ま
し
た
略
曼
荼
羅
の
部
分
な
ど
、
収
録
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、
現
宗
研
の
創
立
三
十
周
年
の
と
き
の
記
念
講
演
、
こ
れ
も
所
長
の
お
話
の
中
に
ご
ざ
い
ま
し
た
分ふ
ん

銅ど
う

惇じ
ゅ
ん

作さ
く

先
生
の
記
念
講
演
、

「
宮
澤
賢
治
と
法
華
経
」
と
い
う
の
を
収
録
し
た
冊
子
が
ま
だ
、
今
日
お
集
ま
り
を
い
た
だ
い
て
い
る
か
た
に
お
配
り
す
る
程
度
は
残
部

が
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
資
料
と
し
て
配
布
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参
照
を
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

○
　
ち
ょ
っ
と
難
し
い
こ
と
に
な
る
の
か
な
と
思
う
ん
で
す
が
、
最
初
の
ご
挨
拶
で
も
原
発
の
お
話
を
さ
れ
て
、
こ
れ
は
非
常
に
深
刻
な

話
な
ん
で
す
が
、
こ
の
時
代
認
識
と
い
う
こ
と
で
ね
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
か
、
非
常
に
難
し
い
問
題
だ
と
思

う
ん
で
す
が
、
二
十
世
紀
が
人
間
中
心
の
文
明
と
い
う
、
そ
う
い
う
宮
澤
先
生
の
考
え
方
は
、
そ
れ
を
超
え
て
い
く
と
、
人
間
中
心
で
は

な
い
も
っ
と
広
い
も
の
だ
と
い
う
お
話
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
世
界
に
何
百
基
と
あ
る
原
発
と
い
う
も
の
を
、
強
調
さ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
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実
は
ご
承
知
の
よ
う
に
、
原
発
よ
り
も
さ
ら
に
核
兵
器
と
い
う
も
の
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
一
応
な
く
し
て
い
こ
う
と
い
う
話
も
ち
ら
っ
と

あ
る
わ
け
で
す
が
、
実
際
に
は
、
今
日
ま
で
、
は
る
か
に
原
発
を
超
え
る
、
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
強
力
な
、
全
人
類
を
一
千
回
ぐ
ら
い

全
部
殺
せ
る
よ
う
な
核
兵
器
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
現
実
の
中
で
私
た
ち
は
生
き
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
突
然
こ
の
四
百

基
、
五
百
基
の
原
発
と
い
う
の
を
だ
け
を
強
調
さ
れ
る
の
は
、
認
識
と
し
て
は
ど
う
な
ん
だ
ろ
う
と
い
う
、
素
朴
な
問
題
提
起
で
ご
ざ
い

ま
す
。

三
原
　
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。
核
兵
器
に
つ
き
ま
し
て
は
今
ま
で
も
ず
っ
と
発
言
さ
れ
て
き
て
お
り
ま
す
し
、
核
兵
器
反

対
運
動
と
い
う
の
が
起
こ
っ
て
お
り
ま
す
が
、
原
発
に
つ
き
ま
し
て
は
、
ち
ょ
っ
と
状
況
が
違
う
。
こ
れ
は
国
策
と
し
て
戦
後
ず
っ
と
推

進
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
私
が
九
月
の
『
宗
報
』
に
書
い
た
の
で
、
も
う
す
ぐ
お
目
に
入
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
長
田
新
さ
ん
と
い
う
か
た
が
編
集
さ
れ
、

広
島
で
被
爆
し
た
遺
児
た
ち
の
文
を
集
め
た
『
原
爆
の
子
』
は
、
昭
和
二
十
六
年
に
岩
波
書
店
か
ら
出
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
序
文
を
見

て
び
っ
く
り
い
た
し
ま
し
た
。

　
そ
こ
に
は
、
原
子
力
の
平
和
利
用
と
い
う
こ
と
で
、「
こ
れ
は
人
類
の
未
来
の
夢
で
あ
り
、
希
望
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て

い
ま
す
。
こ
う
い
う
も
の
が
昭
和
二
十
六
年
の
原
爆
死
没
者
七
回
忌
の
と
き
に
出
版
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た

こ
と
の
不
明
を
感
じ
ま
す
。

　
被
団
協
の
坪
井
直す
な
おさ
ん
も
、「
今
年
か
ら
は
核
兵
器
だ
け
で
は
な
く
て
、
原
発
に
も
反
対
す
る
姿
勢
を
示
す
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら

れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
被
団
協
、
被
ば
く
者
の
団
体
で
さ
え
も
、
原
発
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
相
当
内
部
で
対
立
も
あ
っ
た
よ
う
で

ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
ま
で
は
反
対
を
公
に
は
し
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
う
い
う
経
緯
が
あ
り
ま
す
の
で
、
特
に
二
〇
一
一
年
と
い
う
の
は
、

新
た
に
原
発
と
い
う
も
の
が
人
類
に
と
っ
て
の
本
当
の
脅
威
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
改
め
て
認
識
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
強
調
さ
せ
て
い
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た
だ
い
た
次
第
で
す
。

司
会
　
こ
の
問
題
、
分
科
会
で
、
原
発
問
題
を
取
り
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
十
分
な
ご
議
論
を
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。

　
予
定
の
時
間
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
基
調
報
告
は
こ
こ
ま
で
と
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

三
原
　
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
特
に
国
柱
会
関
係
に
つ
い
て
は
、
今
日
、
正
木
先
生
が
詳
し
く
ご
講
演
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

司
会

　
す
み
ま
せ
ん
。
引
き
続
き
、
冒
頭
の
日
程
説
明
で
申
し
ま
し
た
よ
う
に
写
真
、
記
念
写
真
の
撮
影
に
移
ら
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
存
じ
ま
す
。
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配
布
資
料

イ
ー
ハ
ト
ヴ
と
宮
沢
賢
治
│
花
巻
を
訪
れ
て
│

●
イ
ー
ハ
ト
ヴ
・
岩
手
の
初
夏
、
宮
沢
賢
治
記
念
館
か
ら
眺
め
る
若
葉
に
お
お
わ
れ
た
花
巻
の
山
野
は
美
し
い
。
広
場
で
遊
ぶ
猫
を
み
て

い
る
と
、
山
猫
や
熊
を
生
き
生
き
と
描
い
た
賢
治
の
童
話
が
思
い
浮
ぶ
。
彼
の
童
話
の
世
界
で
は
動
物
や
植
物
、
そ
し
て
人
間
は
等
し
く

「
い
の
ち
」
の
仲
間
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
彼
の
文
学
は
人
間
中
心
の
近
代
文
明
へ
の
異
義
申
し
立
て
と
い
え
よ
う
。
三
月
一
一
日
に

東
北
大
震
災
が
発
生
す
る
と
、
苦
し
み
に
呻
吟
す
る
人
び
と
を
励
ま
す
た
め
に
賢
治
の
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
が
朗
読
さ
れ
た
。
そ
れ
は
原

子
力
発
電
所
の
事
故
を
も
た
ら
し
た
現
代
文
明
に
対
す
る
「
い
の
ち
の
復
権
」
へ
の
願
い
の
よ
う
で
も
あ
っ
た
。
宮
沢
賢
治
（
一
八
九
六

〜
一
九
三
三
）
が
法
華
経
と
出
会
っ
て
約
一
〇
〇
年
が
た
つ
。
宇
宙
の
生
き
と
し
生
け
る
い
の
ち
の
幸
せ
を
祈
る
こ
と
を
彼
は
法
華
経
の

実
践
と
う
け
と
め
た
。

●
今
も
の
こ
る
賢
治
の
実
家
、
そ
の
黒
い
門
を
見
な
が
ら
し
ば
ら
く
行
く
と
、
浄
土
真
宗
大
谷
派
安
浄
寺
が
あ
る
。
宮
沢
家
の
菩
提
寺
だ

っ
た
。
幼
少
年
期
の
賢
治
は
、
父
・
政
次
郎
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た
花
巻
の
宗
教
サ
ロ
ン
の
中
で
恵
ま
れ
た
時
を
過
ご
し
た
。
仏
教
の
革

新
を
め
ざ
す
清
沢
満
之
が
始
め
た
「
精
神
主
義
」
運
動
を
す
す
め
た
暁
烏
敏
、
天
台
教
学
の
泰
斗
・
島
地
大
等
な
ど
、
招
か
れ
た
著
名
な

講
師
の
声
に
ふ
れ
な
が
ら
、
彼
の
宗
教
的
資
質
は
養
な
わ
れ
た
。
し
か
し
、
家
業
は
災
害
や
飢
饉
に
よ
っ
て
逼
迫
し
た
農
民
を
相
手
と
す

る
質
・
古
着
商
で
あ
っ
た
。
宮
沢
家
に
内
在
す
る
こ
の
聖
と
俗
の
大
き
な
落
差
が
青
年
期
の
彼
に
煩
悶
を
も
た
ら
し
、
同
時
に
、
と
き
に

激
し
さ
を
帯
び
た
彼
の
宗
教
的
人
格
を
形
成
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

●
一
九
一
四
年
、
一
八
歳
の
賢
治
は
盛
岡
市
願
教
寺
住
職
島
地
大
等
の
著
わ
し
た
『
漢
和
対
照
妙
法
蓮
華
経
』
を
読
ん
で
感
動
し
た
。
の

ち
に
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
手
帳
か
ら
発
見
さ
れ
た
「
塵
点
の
劫
を
し
過
ぎ
て
今
し
こ
の
妙
の
み
法
に
値
い
ま
つ
り
し
を
」
と
い
う
短
歌
に

は
、
こ
の
と
き
の
賢
治
の
よ
ろ
こ
び
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。（
こ
の
歌
碑
は
身
延
山
の
三
門
を
入
っ
た
右
手
に
あ
る
）
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賢
治
は
な
ぜ
法
華
経
に
感
動
し
た
の
か
。
こ
れ
は
彼
の
一
生
を
ふ
り
返
っ
て
の
推
測
だ
が
、
一
八
歳
の
賢
治
が
内
心
に
い
だ
い
て
い
た

諸
問
題
を
解
決
す
る
道
が
、
法
華
経
に
示
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
れ
は
、
古
来
、
法
華
経
の
特
色
と
い
わ
れ
る
諸
教
を
統
一
す
る
一
乗
の
教
え
、
仏
陀
の
永
遠
の
い
の
ち
を
明
か
し
た
久
遠
実
成
の
教

え
、
衆
生
救
済
を
目
的
と
し
た
菩
薩
行
の
教
え
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
教
え
は
彼
の
作
品
や
生
涯
に
反
映
し
て
い
る
。

●
今
日
、
賢
治
は
詩
集
『
春
と
修
羅
』、
童
話
集
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
や
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
作
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
作
品
が
成
立
し
た
原
因
は
、
賢
治
が
一
九
二
〇
年
、「
日
蓮
主
義
」
運
動
を
推
進
し
て
い
た
田
中
智
学
の
国
柱
会
に
入
会
し
、
そ

の
過
程
で
、
法
華
経
の
教
え
を
広
め
る
た
め
に
「
法
華
文
学
ノ
創
作
」
を
勧
め
ら
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
彼
の
作
品
は
、
い
わ
ば

宗
教
文
学
で
あ
る
。

●
賢
治
の
作
品
を
読
む
と
、
法
華
経
の
豊
か
な
思
想
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
賢
治
は
法
華
経
の
教
え
を
直
接
に
作
品
に
盛

り
込
む
こ
と
は
避
け
た
。
そ
の
工
夫
の
一
端
を
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
か
ら
紹
介
し
よ
う
。

　
こ
の
作
品
の
主
題
は
「
銀
河
」
と
は
何
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
物
語
の
冒
頭
に
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

　 

　「
で
は
み
な
さ
ん
は
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
川
だ
と
云
は
れ
た
り
、
乳
の
流
れ
た
あ
と
だ
と
云
わ
れ
た
り
し
て
い
た
こ
の
ぼ
ん
や
り
と

白
い
も
の
が
ほ
ん
と
う
は
何
か
ご
承
知
で
す
か
。」
先
生
は
黒
板
に
吊
し
た
大
き
な
黒
い
星
座
の
図
の
、
上
か
ら
下
へ
白
く
け
ぶ
っ
た

銀
河
帯
の
よ
う
な
と
こ
ろ
を
指
し
な
が
ら
、
み
ん
な
に
問
を
か
け
ま
し
た
。」

　
こ
の
星
座
図
の
銀
河
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　 

　
そ
の
ま
ん
中
に
は
上
か
ら
下
へ
か
け
て
銀
河
が
ぼ
う
と
け
む
っ
た
よ
う
な
帯
に
な
っ
て
そ
の
下
の
方
で
は
か
す
か
に
爆
発
し
て
湯
気

で
も
あ
げ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
し
た
。

　
私
は
、
こ
れ
を
大
曼
荼
羅
の
七
字
の
題
目
、
署
名
と
花
押
を
表
現
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
さ
ら
に
物
語
の
最
終
章
「
ジ
ョ
バ
ン
ニ

の
切
符
」
に
は
法
華
経
の
衣
裏
珠
の
譬
え
を
彷
彿
と
さ
せ
る
、
主
人
公
が
「
四
つ
に
折
っ
た
は
が
き
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
の
緑
い
ろ
の
紙
」
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が
ポ
ケ
ッ
ト
の
中
に
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
場
面
が
あ
る
。
そ
の
「
緑
い
ろ
の
紙
」
は
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

　 
　
そ
れ
は
い
ち
め
ん
黒
い
唐
草
の
よ
う
な
模
様
の
中
に
、
お
か
し
な
十
ば
か
り
の
字
を
印
刷
し
た
も
の
で
だ
ま
っ
て
見
て
い
る
と
何
だ

か
そ
の
中
へ
吸
い
込
ま
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
し
た
。

　「
十
ば
か
り
の
字
」
は
梵
語
の
法
華
経
の
題
名
だ
と
い
う
説
も
あ
る
が
、
私
は
こ
れ
は
大
曼
荼
羅
の
題
目
、
署
名
と
花
押
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
。
ま
た
、
国
柱
会
か
ら
授
与
さ
れ
た
大
曼
荼
羅
の
脇
書
に
は
「
久
遠
本
佛
之
實
體
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

賢
治
は
銀
河
を
久
遠
本
仏
の
象
徴
と
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
物
語
の
冒
頭
で
生
徒
に
投
げ
か
け
た
「
こ
の
ぼ
ん
や
り
と
白
い
も
の
が
ほ
ん
と
う
は
何
か
」
と
い
う
質
問
に
「
私
ど
も
も
天
の

川
の
水
の
中
に
棲
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。」
と
答
え
て
い
る
。

　
こ
れ
は
、
私
た
ち
は
銀
河
の
中
に
生
き
て
い
る
が
、
そ
の
「
ほ
ん
と
う
」
の
意
味
は
、
私
た
ち
は
久
遠
本
仏
の
中
に
生
き
て
い
る
、
そ

し
て
、
こ
の
世
界
は
浄
土
で
あ
る
と
い
う
法
華
経
の
信
仰
を
物
語
っ
た
の
で
あ
り
、
賢
治
は
こ
の
「
ほ
ん
と
う
」
の
主
題
を
物
語
の
中
に

た
く
み
に
隠
し
た
の
で
あ
る
。

●
賢
治
の
い
う
「
イ
ー
ハ
ト
ヴ
」
と
は
、
こ
の
法
華
経
の
娑
婆
即
寂
光
の
教
え
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
中
で

は
、
そ
の
こ
と
が

　 

　
ぼ
く
た
ち
こ
こ
で
天
上
よ
り
も
も
っ
と
い
い
と
こ
を
こ
さ
え
な
け
ぁ
い
け
な
い
っ
て
僕
の
先
生
が
云
っ
た
よ

と
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

　 

　
下
流
の
方
は
川
は
ば
一
ぱ
い
銀
河
が
巨
き
く
写
っ
て
ま
る
で
水
の
な
い
そ
の
ま
ま
の
そ
ら
の
よ
う
に
見
え
ま
し
た
。

と
い
う
一
節
も
、
天
上
と
地
上
す
な
わ
ち
寂
光
と
娑
婆
と
が
二
つ
で
あ
り
な
が
ら
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
美
し
く
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

現
在
、
北
上
川
に
か
か
る
橋
の
上
に
立
っ
て
、
花
巻
を
と
り
ま
く
岩
手
の
山
々
を
見
渡
す
と
、
こ
の
地
を
イ
ー
ハ
ト
ヴ
に
し
た
い
と
願
っ

た
賢
治
の
願
い
が
わ
か
る
。
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イ
ー
ハ
ト
ヴ
実
現
の
た
め
に
、
賢
治
は
羅
須
地
人
協
会
＝
農
民
塾
を
開
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
活
動
の
舞
台
と
な
っ
た
宮
沢
家
の
別

宅
は
、
現
在
、
岩
手
県
立
花
巻
農
業
高
校
の
前
庭
に
移
築
さ
れ
、
大
切
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
建
物
の
前
に
佇
ず
む
と
、
彼
が
地
元

の
人
び
と
に
今
も
つ
よ
く
敬
愛
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
。

●
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
は
、
こ
の
東
北
大
震
災
を
き
っ
か
け
に
、
日
本
国
内
の
み
な
ら
ず
、
ワ
シ
ン
ト
ン
や
ロ
ン
ド
ン
の
キ
リ
ス
ト
教
の

教
会
に
お
い
て
も
、
日
本
語
や
英
語
で
朗
読
さ
れ
た
。「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
は
、
イ
ー
ハ
ト
ヴ
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
賢
治
の
願
い
と
実

践
が
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
法
華
経
の
菩
薩
行
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

●
本
年
一
月
、
教
団
論
セ
ミ
ナ
ー
に
お
い
て
武
蔵
野
大
学
教
授
ケ
ネ
ス
・
田
中
氏
は
、「
ア
メ
リ
カ
仏
教
」
の
特
色
を
い
く
つ
か
述
べ
ら

れ
た
。
そ
の
中
の
「
超
宗
派
性
」「
平
等
性
」「
社
会
参
加
」
等
の
諸
点
は
宮
沢
賢
治
の
実
践
と
共
通
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
私

た
ち
の
現
在
と
将
来
を
考
え
る
上
で
、
一
つ
の
参
考
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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