
祈
り
の
意
味
・
物
質
・
身
体

一
四
国
遍
路
の
政
治
学
！

森

正

人

【
要
約
】
　
本
稿
は
四
国
遍
路
の
意
味
が
近
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
物
質
や
身
体
を
と
お
し
て
生
産
さ
れ
て
き
た
の
か
を
検
討
す
る
。
こ
れ
は
近
年
の
地

理
学
や
宗
教
研
究
に
お
い
て
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
る
物
質
性
や
身
体
性
の
議
論
に
共
鳴
し
な
が
ら
も
、
権
力
や
政
治
性
へ
の
視
座
の
再
提
示
を
介
し
て
議
論

を
再
政
治
化
す
る
こ
と
を
自
論
ん
で
い
る
。
四
国
遍
路
は
弘
法
大
師
空
海
へ
の
信
仰
を
基
盤
と
す
る
巡
礼
で
あ
る
が
、
教
義
も
厳
密
な
宗
教
的
意
義
も
与

え
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
曖
昧
さ
は
近
代
に
お
い
て
観
光
や
運
輸
産
業
と
四
国
遍
路
と
が
結
び
つ
く
こ
と
を
可
能
に
し
、
一
部
の
巡
礼
者
の
身
体
感
覚
を

大
き
く
変
容
さ
せ
た
。
こ
の
近
代
化
に
対
し
て
巡
礼
の
宗
教
的
意
義
を
唱
え
る
遍
路
同
行
会
は
、
巡
礼
の
神
聖
性
・
真
正
性
を
巡
礼
の
「
本
式
」
の
巡
礼

手
段
や
装
束
、
巡
礼
者
の
日
常
的
実
践
を
と
お
し
て
構
築
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
八
巻
【
号
　
二
〇
一
五
年
一
月

祈りの意味・物質●身体（森）

第
一
章
は
じ
め
に

第
一
節
祈
り
の
物
質
牲

宗
教
的
動
機
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
祈
り
は
超
越
的
な
存
在
に
自
分
の
願
望
や
場
合
に
よ
っ
て
は
存
在
価
値
を
委
ね
る
行
為
で
あ
る
。

自
己
を
凌
駕
す
る
超
越
的
な
存
在
で
あ
る
「
神
」
や
「
カ
ミ
」
へ
の
信
仰
を
示
す
祈
り
と
い
う
行
為
は
、
世
俗
的
な
時
間
と
空
間
か
ら
自
己
を
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聖
な
る
時
間
と
空
間
へ
と
移
動
さ
せ
る
効
果
を
持
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
移
動
は
個
人
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
宗
派
に
よ
っ
て
行
　
粥



な
わ
れ
る
場
合
に
は
集
団
的
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
ミ
ル
チ
ャ
・
エ
リ
ア
ー
デ
は
著
書
『
聖
と
俗
』
で
聖
な
る
も
の
と
俗
な
る
も
の
を
分
類
し
、
前
者
に
特
権
的
な
地
位
を
与
え
て
い
る
。
聖
な

る
も
の
の
多
様
な
様
式
は
宇
宙
的
な
構
造
の
中
に
存
在
し
、
そ
れ
か
ら
堕
落
し
た
も
の
が
俗
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
エ
リ
ア
ー

デ
の
定
義
に
お
い
て
、
近
代
と
い
う
時
代
は
俗
な
る
も
の
、
非
宗
教
的
な
る
も
の
を
生
み
出
す
契
機
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
聖
と
俗
の
区
分
は
一
九
九
〇
年
代
初
頭
に
大
き
な
挑
戦
を
受
け
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
英
国
の
宗
教
研
究
者
ジ
ョ
ン
・

イ
ー
ド
と
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ル
ナ
ウ
は
編
著
書
G
§
§
ミ
お
ミ
鳴
の
§
ミ
織
に
お
い
て
巡
礼
を
聖
性
と
俗
性
の
せ
め
ぎ
合
う
場
と
し
て
捉
え
て
い

②る
。
宗
教
的
な
も
の
は
自
律
的
で
は
な
く
、
世
俗
的
な
意
味
付
け
の
挑
戦
に
つ
ね
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
施
設
や
墓
地
な

ど
は
特
定
の
時
代
に
政
治
的
な
意
味
を
与
え
ら
れ
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
地
理
学
に
お
い
て
も
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
勃
興
に
お
け
る
宗
教

　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

施
設
の
流
用
過
程
や
、
景
観
や
空
間
の
宗
教
的
意
味
を
め
ぐ
る
対
立
状
況
が
検
討
さ
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
宗
教
的
意
味
と
い
う
韻
文
（
O
♀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

①
甑
。
）
と
政
治
（
℃
o
ま
8
）
は
近
代
と
い
う
時
代
に
お
い
て
動
的
な
関
わ
り
を
見
せ
る
。
巡
礼
も
ま
た
こ
う
し
た
視
点
か
ら
、
そ
の
世
俗
的
な
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

味
付
け
と
宗
教
的
な
意
味
と
の
競
合
の
場
が
吟
味
さ
れ
て
き
た
。

　
一
連
の
意
味
の
競
合
は
言
語
的
な
構
成
に
強
く
依
存
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
競
合
過
程
を
捉
え
る
た
め
に
言
語
の
発
生
と
使
用
の
状

況
が
問
題
と
さ
れ
る
。
こ
の
言
語
は
通
常
、
人
間
的
理
性
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
利
用
さ
れ
る
た
め
、
人
間
集
団
が
分
析
対
象
と
な
る
。
こ
こ

で
見
落
と
さ
れ
て
い
る
の
が
事
物
や
感
情
や
身
体
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
理
性
を
持
つ
主
体
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
客
体
で
あ
り
、
つ
ね
に
主
体

か
ら
働
き
か
け
を
受
け
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
主
体
と
客
体
を
分
断
し
、
前
者
が
後
者
に
対
す
る
超
越
的
な
地
位
を
持
つ
と
す
る
考
え
は
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

而
上
学
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
は
近
代
に
生
み
出
さ
れ
た
人
間
中
心
主
義
で
あ
る
。

　
二
〇
〇
〇
年
代
の
英
語
圏
人
文
学
金
般
で
は
こ
の
西
洋
形
而
上
学
と
人
間
中
心
主
義
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
、
客
体
が
主
体
を
作
り
上
げ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

過
程
が
注
目
さ
れ
た
。
こ
れ
を
ポ
ス
ト
人
間
中
心
主
義
と
呼
ぶ
。
こ
の
中
で
宗
教
研
究
も
断
た
な
展
開
を
見
せ
る
。
そ
の
端
的
な
例
と
し
て
二

〇
〇
五
年
に
濁
。
巨
①
猪
Φ
社
か
ら
の
刊
行
が
ス
タ
ー
ト
し
た
智
ミ
遮
ミ
ミ
§
鷺
識
ミ
肉
職
喧
ミ
Q
（
二
〇
一
一
年
ま
で
毎
年
三
号
、
以
後
毎
年
四
号
発
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祈りの意味・物質・身体（森）

行
）
誌
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
第
｝
号
で
出
さ
れ
た
編
集
声
明
で
は
、
宗
教
の
再
定
義
が
主
張
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
と
は

教
義
へ
の
抽
象
的
な
関
与
や
呪
文
の
決
ま
り
切
っ
た
暗
唱
で
も
、
発
話
や
理
性
に
関
す
る
何
も
の
か
で
も
な
い
。
宗
教
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
や
経
験
は
信
仰
の
一
般
的
な
実
践
や
物
質
的
道
具
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
編
者
た
ち
が
主
張
す
る
の
は
「
生
き
ら
れ
た
宗
教
」

で
あ
る
。
そ
れ
は
身
体
や
空
間
、
そ
し
て
事
物
を
ど
お
し
て
絶
え
ず
意
味
が
実
践
さ
れ
刷
新
さ
れ
て
い
く
宗
教
の
あ
り
方
を
指
す
。
こ
こ
で
重

要
な
の
は
身
体
、
空
間
、
事
物
と
い
っ
た
客
体
、
あ
る
い
は
物
質
が
宗
教
に
果
た
す
役
割
で
あ
る
。
宗
教
学
者
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ア
ル
ウ
ェ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ク
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
キ
ー
ナ
ン
は
「
宗
教
と
い
う
観
念
門
々
は
物
質
的
な
発
現
と
し
て
具
体
化
す
る
こ
と
な
し
に
は
概
し
て
不
鮮
明
で
あ
る
」
、

文
化
人
類
学
者
の
ウ
ェ
ッ
ブ
・
キ
ー
ン
は
「
宗
教
は
つ
ね
に
信
仰
を
必
要
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
物
質
的
な
形
態
を
つ
ね
に
と
も
な
う
こ

　
　
　
　
　
　
⑩

と
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
主
張
す
る
。
こ
れ
ら
は
宗
教
や
信
仰
と
い
う
観
念
的
、
精
神
的
世
界
が
物
質
や
客
体
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
る
と
考
え
、

宗
教
の
物
質
文
化
に
注
目
す
る
必
要
性
を
説
く
。

　
冒
ミ
ミ
ミ
亀
さ
討
識
ミ
陶
鴨
N
喧
§
の
編
者
の
～
人
で
あ
り
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
宗
教
の
物
質
性
の
議
論
を
進
め
て
き
た
デ
ヴ
ィ
ッ

ド
・
モ
ー
ガ
ン
は
、
信
仰
を
単
な
る
意
味
作
用
の
言
語
的
行
為
で
は
な
く
、
「
教
理
の
確
認
と
い
う
意
味
で
ド
グ
マ
的
で
あ
り
、
感
情
や
情
感

の
経
験
と
い
う
意
味
で
情
動
的
で
あ
り
、
＝
疋
の
義
務
行
為
の
上
演
と
い
う
意
味
で
行
為
的
で
あ
り
、
あ
る
集
団
の
不
連
続
的
あ
る
い
は
明
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

な
実
践
へ
の
参
与
と
い
う
意
味
で
実
践
的
で
あ
る
」
と
す
る
。
確
認
行
為
、
感
情
、
上
演
、
実
践
と
い
っ
た
も
の
は
精
神
性
や
教
典
・
教
義
に

対
し
て
二
次
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
二
次
的
な
も
の
の
日
常
的
な
実
践
を
と
お
し
て
信
仰
は
形
を
な
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
信
仰

と
は
定
理
や
教
理
へ
の
言
説
的
承
認
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
力
や
出
来
事
や
場
所
を
神
聖
な
も
の
に
し
て
い
く
人
間
活
動
そ
の
も
の
で
あ

⑫る
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
実
践
は
物
質
を
と
お
し
て
上
演
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
実
践
と
し
て
の
信
仰
は
事
物
、
事
物
を
使
用
す
る

実
践
、
そ
し
て
使
用
を
方
向
付
け
る
そ
の
形
態
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
宗
教
の
物
質
性
の
議
論
は
、
物
質
が
人
間
理
性
よ
り
も
力
を
持
つ
と
単
純
に
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ

と
で
あ
る
。
事
物
は
言
語
に
よ
っ
て
分
節
化
さ
れ
、
意
味
体
系
に
埋
め
込
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
雷
語
の
表
象
体
系
は
依
然
と
し
て
重
要
な
研
究
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課
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
事
物
は
事
物
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
も
注
意
が
払
わ
れ
る
。
事
物
は
価
値
の
体
系
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
、
そ
れ

が
持
つ
形
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
そ
の
価
値
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
ま
た
、
事
物
が
用
い
ら
れ
る
中
で
、
当
初
コ
ー
ド
化
さ
れ
た

意
味
と
は
異
な
る
脱
コ
ー
ド
化
が
見
ら
れ
る
。
使
用
者
の
階
級
、
性
差
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
な
ど
に
よ
っ
て
意
味
、
ま
た
そ
の
使
用
者
の
差
異
も

再
構
成
さ
れ
る
。
宗
教
的
な
意
味
の
構
成
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
雑
誌
の
立
ち
上
げ
か
ら
～
○
年
の
問
、
誉
黛
ミ
ミ
ミ
さ
鷺
識
ミ
肉
職
磁
ご
鳩
N
は
少
な
く
と
も
二
〇
の
学
問
分
野
か
ら
の
投
稿
論
文
を
得
た
。
も

っ
と
も
多
く
の
論
考
は
文
化
人
類
学
、
次
に
宗
教
研
究
の
分
野
か
ら
で
あ
る
。
論
文
の
フ
ィ
ー
ル
ド
は
北
ア
メ
リ
カ
が
最
多
で
（
三
〇
）
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
二
九
）
、
ア
フ
リ
カ
（
二
〇
）
と
続
き
、
東
ア
ジ
ア
を
扱
う
論
文
は
八
本
と
極
端
に
少
な
い
。
す
な
わ
ち
、
日
本
の
宗
教
現
象
が

持
つ
物
質
性
の
議
論
を
地
理
学
で
行
う
こ
と
は
、
宗
教
の
物
質
性
に
関
す
る
研
究
に
と
っ
て
大
き
な
意
義
を
持
つ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
冒
ミ
誌
ミ
駄
」
§
紺
識
ミ
沁
災
喧
§
に
地
理
学
か
ら
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
宗
教
の
物
質
性
を
論
じ
る

地
理
学
の
論
文
が
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
地
理
学
に
お
い
て
も
こ
の
種
の
研
究
が
二
〇
〇
〇
年
代
に
蓄
積
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
こ
で
は

意
味
が
書
き
込
ま
れ
ま
た
そ
れ
を
生
み
出
す
空
間
と
し
て
身
体
に
注
目
す
る
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
ニ

ユ
ー
エ
ー
ジ
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
運
動
を
取
り
上
げ
る
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ホ
ロ
ウ
ェ
イ
は
世
俗
的
な
も
の
と
宗
教
的
な
も
の
の
一
一
分
法
を
批
判
し
、

宗
教
的
な
意
味
は
決
し
て
宗
教
的
な
教
義
や
儀
式
を
と
お
し
て
生
み
出
さ
れ
伝
達
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
身
体
の
日
常
的
な
行
為
を
と
お
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

も
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
エ
イ
ド
リ
ア
ン
・
ベ
イ
リ
ー
、
デ
イ
ヴ
イ
ッ
ド
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
、
キ
ャ
サ
リ
ン
・
ブ
ル
ー
ス
も
ま
た
メ

ソ
ジ
ス
ト
の
場
所
と
身
体
性
が
行
為
遂
行
的
に
構
成
さ
れ
る
過
程
に
注
目
す
る
。
宗
教
的
な
倫
理
は
宗
教
的
な
イ
ベ
ン
ト
を
通
し
て
若
者
た
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
身
体
へ
と
韻
文
と
し
て
書
き
込
ま
れ
る
。

　
こ
う
し
た
宗
教
の
身
体
論
に
は
、
身
体
そ
の
も
の
を
道
具
と
し
て
あ
る
目
的
の
た
め
に
使
う
た
め
の
方
法
で
あ
る
身
体
技
法
の
考
え
が
下
敷

き
に
あ
る
。
文
化
人
類
学
者
の
マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
身
体
技
法
は
文
化
や
歴
史
に
よ
っ
て
異
な
り
、
日
常
的
な
実
践
を
と
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

し
て
身
体
に
書
き
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る
文
化
的
傾
向
性
を
持
っ
た
行
為
の
パ
タ
ー
ン
を
再
生
産
す
る
こ
と
で
、
ず
ら
し
つ
つ
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祈りの意味・物質・身体（森）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

再
構
造
化
す
る
慣
習
的
行
動
の
母
体
で
あ
り
、
し
か
も
社
会
的
な
学
習
過
程
を
と
お
し
て
構
築
さ
れ
る
。
宗
教
の
身
体
性
は
教
義
や
儀
式
が
身

体
に
書
き
込
ま
れ
る
中
で
、
あ
る
い
は
そ
の
後
の
日
常
的
実
践
の
中
で
意
味
が
再
生
産
さ
れ
る
様
態
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
は
精
神
と
身
体
の

聞
の
形
而
上
学
的
前
提
が
崩
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
形
而
上
学
に
お
い
て
身
体
は
先
天
的
に
そ
の
形
が
決
定
さ
れ
た
自
然
の
物
体
で
あ
り
、
精
神

や
理
性
に
従
属
す
る
も
の
と
前
提
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
人
類
学
だ
け
で
な
く
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
も
、
身
体
と
い
う
物
質
が
決
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

言
説
の
中
に
と
ら
わ
れ
る
わ
け
で
な
く
、
つ
ね
に
雷
説
の
網
を
は
み
出
る
こ
と
、
そ
う
し
た
身
体
が
意
味
の
生
産
過
程
に
巻
き
込
ま
れ
な
が
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

意
味
を
生
成
し
、
さ
ら
に
身
体
そ
の
も
の
も
生
成
さ
れ
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
身
体
は
物
質
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、

こ
の
よ
う
な
身
体
の
効
果
、
身
体
性
は
物
質
性
の
議
論
と
深
く
関
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
宗
教
の
物
質
性
に
注
目
す
る
研
究
で
は
、
宗
教
的
な
事
物
、
身
体
、
そ
し
て
日
常
的
実
践
が
宗
教
的
な
意
味
や
諸
規
則
を
書
き

換
え
た
り
再
生
産
し
た
り
す
る
契
機
を
捉
え
よ
う
と
す
る
。
と
り
わ
け
身
体
を
含
む
宗
教
的
な
事
物
は
宗
教
的
な
教
義
の
単
な
る
容
れ
物
で
は

な
く
、
そ
れ
こ
そ
が
宗
教
的
な
意
味
を
制
度
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
祈
り
と
い
う
宗
教
的
実
践
も
ま
た
物
質
を
介
し
て
意
昧
づ
け
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
宗
教
的
意
味
の
い
わ
ば
存
在
論
的
研
究
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
埋
め
込
ま
れ
る
政
治
性
や
経
済
性
へ
の
視
点
、
そ
し
て
そ
の
歴
史

的
文
脈
の
吟
味
が
弱
め
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
れ
は
意
味
の
再
生
産
過
程
を
捉
え
る
た
め
に
、
質
的
方
法
論
に
お
け
る
参
与
観
察
や
民
族
誌

的
調
査
方
法
が
積
極
的
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
関
連
す
る
。
す
な
わ
ち
、
言
説
や
表
象
を
検
討
す
る
こ
と
で
宗
教
の
物
質
性
や
身
体
性
の
政
治

性
ま
で
検
討
す
る
こ
と
が
こ
れ
か
ら
の
研
究
で
要
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
考
え
る
。

　
本
稿
で
は
宗
教
の
地
理
的
な
移
動
的
現
象
で
あ
る
巡
礼
を
扱
う
。
統
計
を
用
い
た
巡
礼
者
の
移
動
パ
タ
ー
ン
や
移
動
経
路
の
分
析
は
宗
教
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

理
学
の
主
た
る
関
心
事
で
あ
っ
た
。
先
に
挙
げ
た
イ
ー
ド
と
サ
ル
ナ
ウ
の
研
究
は
七
半
に
注
目
し
巡
礼
の
政
治
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、

巡
礼
者
の
身
体
の
地
理
的
移
動
と
権
力
と
の
関
係
性
に
踏
み
込
む
。
こ
の
よ
う
な
政
治
性
と
身
体
性
が
生
み
出
す
巡
礼
者
の
移
動
を
、
こ
こ
で

　
モ
ビ
リ
テ
ィ

は
移
動
性
の
問
題
と
し
て
も
論
じ
た
い
。
二
〇
〇
〇
年
代
に
活
発
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
移
動
性
と
は
あ
る
地
点
か
ら
別
の
地
点
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

単
純
な
移
動
で
は
な
く
、
移
動
の
仕
方
の
変
化
に
と
も
な
う
他
所
へ
の
想
像
力
や
移
動
の
経
験
の
質
的
変
化
を
問
題
に
す
る
。
こ
う
し
た
質
的
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変
化
は
制
度
や
社
会
的
基
盤
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
く
。
移
動
手
段
の
変
化
と
い
う
物
質
性
、

体
性
を
、
巡
礼
研
究
は
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

第
二
節
　
碕
究
の
視
角
と
意
義

移
動
す
る
身
体
の
経
験
性
の
変
化
と
い
う
身

　
宗
教
の
物
質
性
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
、
東
ア
ジ
ア
の
現
象
を
論
じ
る
も
の
は
多
く
な
い
。
東
ア
ジ
ア
の
事
例
を
論
じ
る
こ
と
は
、
英
語

中
心
主
義
的
な
物
質
性
の
議
論
に
参
入
す
る
だ
け
で
な
く
、
東
ア
ジ
ア
の
宗
教
現
象
が
持
つ
あ
る
種
の
曖
昧
さ
が
物
質
性
の
議
論
に
別
の
光
を

当
て
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
重
要
だ
と
考
え
る
。
キ
リ
ス
ト
教
が
支
配
的
な
北
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
聖
書
や
教
義
の
根

本
は
す
で
に
確
立
さ
れ
て
お
り
、
理
性
と
感
情
、
精
神
と
身
体
な
ど
形
而
上
学
的
な
二
項
対
立
が
制
度
化
さ
れ
て
い
る
が
、
東
ア
ジ
ア
の
宗
教

現
象
の
中
に
は
そ
の
よ
う
な
厳
格
さ
が
認
め
ら
れ
な
い
も
の
も
多
く
存
在
す
る
。
精
神
や
理
性
が
身
体
や
感
情
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
教
義
が

物
質
に
よ
り
再
構
成
さ
れ
る
契
機
を
見
出
す
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
は
な
く
、
そ
れ
を
論
じ
る
こ
と
は
宗
教
の
物
質
性
の
議
論
を
豊
か
に
し

て
い
く
。

　
本
稿
は
、
四
国
に
あ
る
八
八
の
寺
院
を
め
ぐ
る
四
国
八
十
八
ヶ
所
巡
礼
（
以
下
、
四
国
遍
路
と
略
称
）
が
、
近
代
に
宗
教
的
な
意
味
を
獲
得
し

て
い
く
過
程
を
考
察
す
る
。
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
社
会
的
な
注
目
を
集
め
た
四
国
遍
路
は
祈
り
の
重
要
な
場
を
提
供
し
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
二
〇
一
一
年
三
月
に
蓮
華
〇
〇
人
を
対
象
に
第
五
十
番
繁
多
寺
で
実
施
さ
れ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
定
年
後
の
七
〇
時
代
の
巡
礼
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

は
巡
礼
の
目
的
を
死
者
の
供
養
、
四
〇
累
代
で
は
信
仰
を
一
番
多
く
挙
げ
て
い
る
。
彼
ら
の
祈
り
は
差
口
宗
の
宗
祖
で
あ
る
弘
法
大
師
空
海
へ

の
信
仰
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
四
国
遍
路
は
特
定
の
宗
教
と
結
び
つ
い
て
展
開
し
た
も
の
で
は
な
い
。
空
海
が
中
国
か
ら
持

ち
帰
っ
た
真
言
宗
が
四
国
逓
路
を
自
ら
の
宗
派
の
巡
礼
と
見
な
す
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
た
め
、
四
国
遍
路
は
特
定
の
教
義
や
規
範
を
持

つ
こ
と
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
巡
礼
が
持
つ
宗
教
的
意
味
は
真
空
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
筆
者
は
す
で
に
『
四
国
遍
路
の
近
現
代
』
に
お
い
て
四
国
遍
路
を
自
律
し
た
宗
教
現
象
で
は
な
く
、
近
代
か
ら
現
代
に
か
け
て
観
光
や
国
家
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祈りの意味・物質・身体（森）

政
策
な
ど
と
分
節
す
る
不
断
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
論
じ
た
。
そ
こ
で
の
論
点
は
分
節
化
に
あ
り
、
教
義
の
物
質
性
や
移
動
性
と
の
関
連
で
は
な

か
っ
た
。
ま
た
、
二
〇
一
一
年
の
「
四
国
遍
路
と
世
界
の
巡
礼
」
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
発
表
を
ま
と
め
た
プ
ロ
シ
ー
デ
イ
ン
グ
に
お
い
て
は
、
社

会
学
者
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ギ
デ
ン
ズ
の
近
代
性
モ
デ
ル
を
中
心
に
物
質
性
を
論
じ
た
た
め
宗
教
的
意
義
の
生
成
と
身
体
性
、
移
動
性
の
関
係
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
て
は
十
分
に
検
討
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
前
著
等
で
使
用
し
た
資
料
も
再
度
提
示
し
な
が
ら
、
巡
礼
の
物
質
性
、
身
体
性
、

移
動
性
を
論
じ
直
す
こ
と
に
目
的
を
置
く
。

　
こ
の
よ
う
な
作
業
は
英
語
圏
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
る
宗
教
の
物
質
性
の
議
論
に
応
答
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
一
般
的

に
い
え
ば
、
英
語
圏
で
の
宗
教
の
物
質
性
に
関
す
る
議
論
は
聖
な
る
も
の
と
俗
な
る
も
の
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
最
初
か
ら
前
提
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
的
な
団
体
が
存
在
し
宗
教
的
な
意
味
や
意
義
を
特
定
の
行
為
や
事
物
に
与
え
て
お
り
、
そ
れ
が
商
業
化
さ
れ
る

中
で
意
昧
が
新
た
に
生
成
さ
れ
て
い
く
過
程
が
注
胞
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
教
団
や
教
義
の
存
在
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
四
国
遍

路
は
長
く
真
言
宗
か
ら
は
民
問
信
仰
の
一
形
態
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
た
た
め
、
そ
の
影
響
や
教
義
的
意
義
づ
け
を
受
け
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど

な
か
っ
た
。
一
九
二
〇
年
代
ま
で
宗
教
的
な
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
は
ほ
と
ん
ど
不
在
で
あ
り
、
巡
礼
が
近
代
化
さ
れ
る
な
か
で
始
め
て
巡
礼
の
正
統

性
や
宗
教
性
を
主
張
す
る
団
体
が
設
立
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
団
体
は
真
正
な
巡
礼
行
為
や
巡
礼
用
具
を
定
義
し
、
そ
れ
に
よ
り
宗
教
的
な
事

物
と
身
体
の
有
り
様
を
再
調
す
る
。
こ
の
と
き
、
巡
礼
の
事
物
と
巡
礼
者
の
身
体
が
意
味
の
物
質
的
基
盤
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と

に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
存
在
を
前
提
す
る
英
語
圏
で
の
宗
教
の
物
質
性
に
関
す
る
議
論
に
対
し
て
、
宗
教
的
な

エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
そ
の
も
の
が
近
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
生
み
出
さ
れ
、
そ
の
上
で
教
義
や
正
統
性
が
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
く
の
か
を
問

う
こ
と
で
、
物
質
性
の
議
論
を
よ
り
幅
の
あ
る
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
意
味
が
物
質
や
身
体
を
介
し
て
再
生
産
さ
れ
る
過
程
を
捉
え
る
宗
教
の
存
在
論
的
研
究
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
歴
史
性
や
権
力
の

問
題
が
後
景
に
置
か
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
巡
礼
の
事
物
と
身
体
が
置
か
れ
た
政
治
性
と
歴
史
性
を
検
討
す
る
。
さ
ら
に
、
巡
礼
者
の
移
動
性

は
英
語
圏
の
巡
礼
研
究
で
詳
細
に
議
論
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
た
め
、
四
国
遍
路
の
物
質
性
、
身
体
性
と
移
動
性
と
の
関
係
性
を
提
示
す
る
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こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
も
考
え
る
。

　
そ
の
た
め
本
稿
は
書
説
分
析
を
採
用
し
、
ど
の
よ
う
な
時
代
、
社
会
の
申
で
、
ど
の
よ
う
な
立
場
の
者
が
ど
の
よ
う
な
媒
体
を
通
し
て
何
を

語
り
、
ど
の
よ
う
な
効
果
を
与
え
た
の
か
を
吟
味
す
る
。
資
料
と
し
て
近
世
以
降
に
刊
行
さ
れ
た
巡
礼
案
内
記
や
巡
礼
日
記
の
ほ
か
、
遍
路
同

行
会
な
る
団
体
が
一
九
一
三
年
に
立
ち
上
げ
た
月
刊
誌
『
遍
路
』
を
検
討
す
る
。
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＆
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＆
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書
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．
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－
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①
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①
じ
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．
ω
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嵩
G
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卜
。
0
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も
ワ
♂
？
ミ
卿
○
村
勢
四
日
■
し
u
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山
ζ
嘆
鑓
ざ
竃
‘
↓
冨
ω
O
賦
窪
鉱
磐
住
窪
Φ

　
震
。
鍵
器
．
肉
ミ
ミ
§
鴨
《
6
0
刈
，
O
P
ω
Q
。
Φ
ム
0
9

⑦
ラ
ト
ゥ
ー
ル
・
B
（
岩
村
久
美
子
訳
）
『
虚
構
の
「
近
代
」
1
科
学
人
類
学

　
は
警
告
す
る
一
㎞
新
評
論
、
二
〇
〇
八
年
。

⑧
森
正
人
「
薄
葉
と
二
一
英
語
圏
人
文
地
理
学
に
お
け
る
文
化
論
的
転
圃
以
降

　
の
展
開
－
駄
『
人
文
地
理
輪
六
一
巻
一
号
、
二
〇
〇
九
年
、
一
一
二
二
頁
。
森

　
正
人
「
変
わ
り
ゆ
く
文
化
・
入
間
概
念
と
人
文
地
理
学
」
中
俣
勧
誘
『
空
間
の
文

　
化
地
理
㎞
朝
倉
書
店
、
二
〇
一
一
年
、
～
　
三
1
～
四
〇
頁
。

⑨
＞
H
霜
の
。
銅
国
．
磐
α
浴
Φ
葛
p
≦
亀
ω
．
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鷺
識
ミ
§
武
律
、
喧
。
ミ

　
彗
誌
鴇
賊
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、
鴨
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ご
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§
6
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沁
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§
ト
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σ
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讐
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卜
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⑩
囚
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．
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↓
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⑩
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．
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．
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．
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菊
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．
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⑯
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ほ
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訳
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会
学
と
人
類
学
蕊
弘
文
堂
、
一
九
七

　
三
年
。

⑰
ブ
ル
デ
ユ
ー
・
P
（
今
村
仁
司
ほ
か
訳
）
『
実
践
感
覚
蕊
み
す
ず
書
房
、
二

　
〇
〇
一
年
。

⑱
幽
晦
真
人
編
『
身
体
の
構
築
学
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会
的
学
習
過
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と
し
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の
身
体
技
法
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書
房
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九
九
五
年
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礼
者
の
地
理
的
移
動
に
関
す
る
研
究
は
一
九
七
〇
年
代
に
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く
行
わ
れ
た
。
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性
の
議
論
に
特
化
し
た
雑
誌
§
ミ
ミ
帖
覇
は
工
○
〇
六
年
に
創
刊
さ
れ
、

　
編
者
の
～
人
で
あ
り
、
移
動
性
の
研
究
を
方
向
付
け
た
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
学
者
ジ

　
ョ
ン
・
ア
ー
リ
は
、
d
霞
メ
旨
い
⊃
O
O
9
ω
0
9
0
δ
α
q
《
ぴ
①
《
o
コ
ロ
ω
o
o
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自
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鰻

　
ζ
o
σ
籠
臨
Φ
ω
8
「
9
①
↓
毛
①
コ
墜
句
圃
冨
件
○
①
茸
二
蔓
．
”
〇
三
δ
α
領
Φ
（
吉
原
直
樹
監
訳

　
（
武
田
篤
志
・
伊
藤
嘉
筒
訳
）
魍
社
会
を
越
え
る
社
会
学
－
移
動
・
環
境
・
シ

　
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ
i
㎞
法
政
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
）
を
出
版
し
て
い
る
。

⑳
　
「
四
国
遍
路
と
世
界
の
巡
礼
2
0
」
『
愛
媛
新
聞
㎞
二
〇
一
三
年
四
月
一
八
日
、
一

　
二
面
。

⑳
　
森
正
人
『
四
国
遍
路
の
近
現
代
1
「
モ
ダ
ン
遍
路
」
か
ら
「
癒
や
し
の
旅
」

　
ま
で
！
』
創
元
社
、
二
〇
〇
五
年
。
森
正
人
「
巡
礼
の
近
代
性
と
物
質
性
－

　
四
国
遍
路
を
事
例
に
一
」
『
二
〇
一
一
年
度
四
国
遍
路
と
世
界
の
巡
礼
　
公
開

　
講
演
会
・
研
究
集
会
プ
ロ
シ
ー
デ
イ
ン
グ
ズ
匝
、
二
〇
一
二
年
、
二
七
－
三
六
頁
。

祈りの意味・物質・身体（森）

第
二
章
　
近
代
に
お
け
る
巡
礼

第
一
節
　
近
世
の
案
内
記
と
巡
礼
の
規
定

　
二
〇
～
四
年
は
弘
法
大
師
空
海
が
四
国
遍
路
を
開
創
し
て
か
ら
二
一
〇
〇
年
を
迎
え
る
年
で
あ
り
、
四
国
各
県
で
記
念
的
な
展
覧
会
が
開
催

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

さ
れ
た
。
し
か
し
開
創
一
二
〇
〇
年
と
い
う
年
数
は
お
ろ
か
、
空
海
が
開
創
し
た
と
い
う
説
も
極
め
て
疑
わ
し
い
。
起
源
や
創
設
者
だ
け
で
な

く
、
そ
の
宗
教
的
意
義
や
価
値
も
大
変
曖
昧
で
あ
る
。
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四
国
遍
路
の
最
大
の
特
徴
は
空
海
へ
の
信
仰
と
の
強
い
結
び
つ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
六
九
〇
年
に
発
行
さ
れ
た
騨
四
国
遍
礼
功
徳
記
』

（
以
下
、
『
功
徳
聾
と
略
称
）
に
端
的
に
現
れ
て
い
る
。
筆
者
の
宥
辮
真
念
は
大
坂
の
寺
島
に
居
を
構
え
、
生
涯
修
行
に
身
を
置
い
た
頭
陀
（
托

鉢
）
僧
で
あ
る
。
彼
の
住
ん
で
い
た
寺
島
は
低
湿
地
で
、
そ
の
日
暮
ら
し
の
船
大
工
な
ど
が
住
む
貧
し
い
所
だ
っ
た
。
高
野
聖
の
申
に
含
ま
れ

る
だ
ろ
う
真
念
は
四
国
遍
路
も
二
〇
数
回
行
な
っ
て
い
る
。
功
徳
記
の
序
文
と
付
録
を
高
野
山
宝
光
院
住
職
の
脚
本
南
南
房
、
後
書
き
に
あ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

る
祓
辞
を
、
寂
本
を
師
と
仰
ぐ
中
宜
が
記
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
『
功
徳
記
』
は
真
言
宗
の
教
理
を
説
く
の
で
は
な
く
、
四
国
の
伝
承
を
ま
と
め
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
真
言
宗
の
密
教
的
な
解
釈
が

四
国
遍
路
に
施
さ
れ
る
の
は
最
古
の
絵
図
で
あ
る
『
四
国
遍
礼
絵
図
』
（
一
八
〇
七
年
）
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
絵
図
の
中
央
部
に
置
か
れ
た

「
四
国
遍
礼
之
序
」
な
る
巻
物
の
イ
ラ
ス
ト
の
右
端
に
は
空
海
と
そ
の
背
後
の
大
日
如
来
の
絵
姿
が
置
か
れ
、
「
夫
レ
四
国
偏
礼
ノ
密
意
ヲ
云

バ
バ
」
と
い
う
書
き
出
し
で
、
四
国
遍
路
の
密
教
的
解
釈
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
四
国
を
大
日
如
来
の
大
悲
の
胎
蔵
か
ら
生
じ
た
「
大
悲

台
蔵
の
胎
蔵
曼
茶
羅
」
と
し
、
そ
の
曼
茶
羅
的
解
釈
の
中
で
四
国
遍
路
が
「
八
八
」
の
寺
院
を
持
つ
意
義
を
説
く
。
こ
の
解
釈
を
施
し
た
の
は
、

後
に
高
野
山
金
剛
峰
寺
の
座
主
に
な
っ
た
僧
侶
の
弘
通
で
あ
り
、
こ
の
密
教
的
解
釈
が
そ
の
後
の
絵
図
に
も
引
き
継
が
れ
る
。

　
た
だ
し
真
言
宗
が
こ
れ
を
積
極
的
に
研
究
す
る
こ
と
は
な
く
、
長
く
真
言
宗
は
四
国
遍
路
を
民
間
信
仰
と
し
て
軽
ん
じ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、

一
九
三
一
年
に
は
「
四
国
巡
礼
の
組
織
は
、
我
宗
に
と
っ
て
力
強
い
信
仰
の
一
面
で
あ
る
が
、
現
時
の
四
国
霊
場
に
対
し
て
、
何
ら
の
顧
慮
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

払
は
れ
な
い
の
に
は
驚
く
」
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
巡
礼
に
は
弘
法
大
師
個
人
へ
の
信
仰
を
越
え
た
仏
教
、
密
教
的
教
義
が
不
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
先
の
『
功
徳
記
』
を
記
す
真
念
に
よ
る
、
最

古
の
巡
礼
案
内
の
『
四
国
辺
芸
道
指
南
』
（
一
六
八
七
年
、
以
下
、
『
道
指
南
幅
と
略
称
）
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
こ
れ
の
発
行
年
は
空
海

が
こ
の
世
を
去
っ
て
か
ら
五
〇
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
弘
法
大
師
入
定
八
五
〇
年
立
遠
忌
に
あ
た
り
、
こ
の
時
期
、
四
国
遍
路
の
巡
礼
者
数
は
激

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

増
し
、
好
評
を
博
し
た
こ
の
本
は
出
版
後
一
年
以
内
に
第
三
刷
を
行
な
っ
て
い
る
。
『
道
指
南
』
に
は
四
国
遍
路
の
宗
教
的
意
義
を
説
く
文
章

や
巡
礼
者
の
行
動
を
規
定
し
た
り
制
限
し
た
り
す
る
文
章
を
見
い
だ
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
『
道
指
南
輪
の
記
述
様
式
と
内
容
は
そ
の
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後
の
案
内
記
の
範
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
一
八
八
三
年
に
中
務
茂
兵
衛
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
案
内
記
『
四
国
霊
場
略
縁
起
道
中
記
大
成
隔
も

見
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
真
弓
の
『
道
指
南
』
の
記
述
ス
タ
イ
ル
を
踏
襲
し
た
も
の
で
、
用
意
す
べ
き
も
の
、
寺
院
で
の
巡
拝
の
仕
方
、
八
八

の
寺
院
の
名
前
、
本
尊
、
ご
詠
歌
、
次
の
寺
院
へ
の
道
案
内
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
真
念
の
も
の
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
も
あ
る
。

そ
の
一
つ
が
「
道
中
心
得
の
事
」
と
い
う
項
團
で
あ
り
、
「
巡
拝
修
行
の
人
は
、
菩
薩
の
為
の
道
中
な
れ
ば
、
大
師
に
身
を
打
任
せ
、
仏
菩
薩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
め

と
心
を
同
ふ
し
て
、
慈
悲
柔
和
に
し
て
、
己
を
責
他
を
助
る
を
第
一
と
心
が
け
」
と
い
う
文
章
か
ら
始
ま
る
。
こ
こ
で
は
病
人
や
年
長
者
の
常

　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま
し
め

助
が
「
み
な
大
師
の
御
垂
鑑
」
で
あ
る
た
め
決
し
て
お
ろ
そ
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
説
か
れ
て
お
り
、
空
海
と
の
つ
な
が
り
を
強
く
意
識
し

て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
投
宿
後
の
読
経
や
神
仏
を
礼
拝
の
要
請
を
越
え
た
密
教
的
な
教
義
に
関
す
る
言
及
は
見
い
だ
せ
な
い
。

す
な
わ
ち
、
明
治
時
代
に
な
っ
て
も
案
内
記
で
は
弘
法
大
師
信
仰
を
基
盤
に
し
た
記
述
以
上
の
も
の
は
見
い
だ
せ
な
い
の
で
あ
る
。

　
巡
礼
路
や
巡
礼
の
移
動
手
段
に
つ
い
て
も
厳
密
な
規
定
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
『
道
指
南
』
で
は
、
第
＝
一
番
焼
山
寺

ま
で
の
道
筋
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

祈りの意味・物質・身体（森）

こ
れ
よ
り
し
や
う
さ
ん
じ
ま
で
三
里
、
山
坂
に
し
て
宿
な
し
。
壱
里
半
ゆ
き
て
柳
の
水
有
。
大
師
い
ま
せ
し
日
、
旅
人
の
つ
か
れ
を
か
な
し
ま
せ
給
ひ
、
菩

薩
道
具
の
楊
枝
を
路
の
か
た
は
ら
に
立
た
ま
ヘ
バ
、
大
悲
の
水
わ
き
出
、
い
ま
に
た
え
せ
ぬ
加
持
力
、
や
う
じ
も
い
と
う
る
わ
し
き
糸
柳
と
な
り
て
あ
り
。

そ
れ
よ
り
し
て
遍
路
の
と
も
が
ら
、
澗
魚
の
く
る
し
ミ
を
　
勺
の
下
に
の
が
る
。
又
標
石
あ
り
。
○
さ
う
ち
村
、
谷
川
有
、
こ
り
と
り
行
と
い
ふ
垢
離
し
て

焼
山
毒
へ
登
、
十
八
町
、
坂
中
に
薬
師
堂
有
。

こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
村
名
と
弘
法
大
師
の
聖
跡
で
あ
り
、
巡
礼
者
の
身
体
移
動
を
事
細
か
く
規
定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ

え
、
巡
礼
者
た
ち
の
身
体
移
動
は
路
傍
に
設
置
さ
れ
た
道
標
に
導
か
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
行
乞
の
た
め
に
あ
え
て
こ
の
道
標
に
従
わ
ず
に
「
脇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

道
」
に
入
り
込
む
巡
礼
者
も
多
く
存
在
し
た
た
め
、
土
佐
藩
は
こ
れ
を
厳
し
く
取
り
締
ま
っ
た
。
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さ
ら
に
、
『
道
指
南
』
は
巡
礼
者
の
振
る
舞
い
方
、
寺
院
で
取
る
べ
き
所
作
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
。
・
移
動
手
段
に
つ
い
て
も
徒
歩
が

基
本
で
は
あ
る
が
、
険
し
い
歩
道
を
歩
く
こ
と
を
避
け
、
船
を
使
っ
て
も
よ
い
と
も
記
し
て
い
る
。
中
務
茂
兵
衛
の
朔
四
国
霊
場
略
縁
起
　
道

中
記
大
成
』
に
お
い
て
も
徒
歩
が
基
本
で
は
あ
る
が
、
『
道
指
南
隔
と
同
じ
く
船
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
区
間
を
紹
介
し
て
い
る
。
歩
道
が
複

数
あ
る
場
合
は
、
近
道
も
紹
介
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
案
内
記
は
巡
礼
者
の
行
動
や
行
為
を
厳
し
く
規
定
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
移
動
手
段
の
規
定
が
な
か
っ
た
四
国
遍
路
は
、
近
代
的
な
交
通
機
関
の
登
場
に
際
し
て
巡
礼
者
に
公
共
交
通
機
関
を
利
用
す
る
こ
と
を
可
能

に
し
た
。
四
国
に
お
け
る
公
共
交
通
機
関
の
主
要
な
整
備
過
程
は
一
九
二
〇
年
代
に
進
展
し
た
。
す
な
わ
ち
、
～
九
二
七
年
に
は
讃
予
線
が
高

松
駅
か
ら
松
山
駅
ま
で
整
備
さ
れ
、
一
九
二
五
年
に
は
高
徳
線
が
高
松
～
志
度
問
を
結
ん
だ
。
こ
れ
ら
省
線
と
呼
ば
れ
た
鉄
道
省
に
よ
る
鉄
道

路
線
と
は
別
に
、
私
鉄
や
電
気
軌
道
も
巡
礼
者
を
運
ぶ
。
愛
媛
県
の
伊
予
鉄
道
会
社
、
道
後
鉄
道
会
社
、
香
川
県
の
東
讃
電
気
軌
道
株
式
会
社
、

高
松
電
気
軌
道
株
式
会
社
、
高
知
県
の
土
佐
電
気
鉄
道
が
、
都
市
や
近
郊
の
札
所
寺
院
へ
巡
礼
者
を
運
ん
で
い
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
駅
と
寺
院

が
離
れ
て
い
て
も
、
駅
か
ら
乗
合
自
動
車
、
バ
ス
の
便
が
あ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
多
く
の
沿
線
寺
院
の
参
詣
が
可
能
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

　
私
鉄
の
な
い
徳
島
県
に
つ
い
て
、
一
九
三
七
年
に
巡
礼
し
た
詩
人
の
荻
原
井
泉
水
は
、
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徳
島
の
如
き
市
町
の
近
く
に
あ
る
霊
場
は
、
徳
島
を
中
心
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
バ
ス
の
便
利
が
出
来
て
み
る
。
例
へ
ば
、
第
十
一
番
の
藤
井
寺
か
ら
山
を

越
え
て
五
里
、
第
十
二
番
の
焼
山
寺
に
行
き
、
第
十
三
番
の
大
日
寺
ま
で
九
里
の
道
を
行
く
と
い
ふ
代
り
に
、
藤
井
寺
は
徳
島
か
ら
省
線
で
行
け
る
、
焼
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

寺
は
徳
島
か
ら
山
麓
の
寄
居
ま
で
バ
ス
で
行
け
る
。

と
記
し
て
い
る
。
一
九
　
九
年
制
定
の
「
道
路
法
」
を
受
け
道
路
改
良
が
国
家
事
業
と
し
て
推
進
さ
れ
る
と
、

こ
れ
に
よ
り
バ
ス
を
利
用
し
た
巡
礼
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

バ
ス
の
運
行
も
開
始
さ
れ
る
。



　
後
に
真
言
宗
豊
山
派
の
第
六
六
世
化
主
に
な
る
小
林
正
盛
は
一
九
三
二
年
に
四
国
並
並
を
行
っ
た
際
、
汽
船
な
ど
の
船
舶
や
、
列
車
な
ど
の

公
共
交
通
機
関
を
利
用
し
て
い
る
し
、
後
に
紹
介
す
る
遍
路
同
行
会
会
長
の
富
田
教
純
も
一
九
二
六
年
の
四
国
遍
路
の
巡
礼
で
は
三
三
回
も
公

共
交
通
機
関
を
用
い
た
。
こ
の
よ
う
に
宗
教
者
、
仏
僧
で
あ
っ
て
も
四
国
遍
路
の
移
動
手
段
に
つ
い
て
厳
し
い
自
己
規
定
を
行
っ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

第
二
節
　
移
動
、
速
度
、
観
光

祈りの意味・物質・身体（森）

　
公
共
交
通
機
関
の
利
用
は
巡
礼
に
三
つ
の
恩
恵
を
も
た
ら
し
た
。
す
な
わ
ち
移
動
時
間
の
加
速
化
、
移
動
時
間
の
計
算
可
能
性
、
移
動
に
と

も
な
う
身
体
的
苦
痛
の
軽
減
で
あ
る
。
巡
礼
と
速
度
と
の
関
連
性
は
、
　
九
〇
五
年
と
～
九
〇
八
年
に
大
阪
毎
日
新
聞
社
が
催
位
し
た
「
巡
礼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

競
争
」
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
巡
礼
競
争
に
つ
い
て
は
別
稿
に
て
詳
述
し
た
が
、
一
九
〇
五
年
の
「
西
国
三
十
三
所
順
礼
競
争
」
と
一

九
〇
八
年
の
「
四
国
八
十
八
箇
所
霊
場
巡
礼
」
は
、
近
代
国
民
国
家
に
顕
現
す
る
時
間
・
空
間
の
再
編
成
、
す
な
わ
ち
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
に

お
い
て
現
れ
得
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
巡
礼
競
争
と
い
う
言
葉
が
示
す
巡
礼
の
速
度
化
は
、
空
間
的
障
壁
を
で
き
う
る
限
り
取
り
除

く
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
。
し
か
も
、
競
争
す
る
新
聞
記
者
た
ち
は
自
分
た
ち
の
経
験
の
記
事
を
電
報
と
郵
送
に
よ
っ
て
本
社
に
届
け
、

そ
れ
が
掲
載
さ
れ
た
新
聞
が
今
度
は
鉄
道
に
よ
っ
て
各
地
に
運
ば
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
巡
礼
競
争
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
公
共
交
逓
機
関
だ
け

で
な
く
、
巡
礼
競
争
を
取
り
巻
く
社
会
的
イ
ン
フ
ラ
そ
の
も
の
が
近
代
化
に
と
も
な
う
速
度
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
安
全
で
早
く
快
適
な
巡
礼
は
、
近
代
的
観
光
と
の
近
似
性
を
示
す
。
　
九
一
〇
年
代
後
半
か
ら
二
〇
年
代
前
半
は
日
本
に
お
け

る
日
本
人
を
対
象
と
し
た
近
代
観
光
産
業
の
成
立
時
期
で
あ
る
。
す
で
に
一
八
九
三
年
に
外
国
人
観
光
客
の
誘
致
斡
旋
機
関
と
し
て
「
喜
賓

会
」
が
設
立
さ
れ
、
そ
れ
が
一
九
＝
一
年
に
ジ
ャ
パ
ン
・
ツ
ー
リ
ス
ト
・
ビ
ュ
1
ロ
ー
と
し
て
発
展
的
に
組
織
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
主
な
目
的

は
来
日
す
る
外
国
人
観
光
客
へ
の
情
報
発
信
と
対
応
で
あ
り
、
日
本
人
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
金
融
制
度

が
設
立
し
、
国
の
産
業
構
造
が
重
化
学
工
業
に
依
存
す
る
産
業
構
造
へ
と
転
換
す
る
と
、
農
村
か
ら
は
工
場
労
働
者
だ
け
で
な
く
、
労
働
者
の
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管
理
者
、
先
端
技
術
者
、
金
融
業
の
事
務
員
な
ど
に
就
業
す
る
人
び
と
が
都
市
に
流
入
し
た
。
一
定
の
賃
金
を
得
て
、
経
済
的
余
裕
を
持
っ
た

「
新
中
間
層
」
と
呼
ば
れ
る
人
び
と
は
、
余
暇
の
時
間
を
娯
楽
施
設
や
旅
行
で
過
ご
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
人
び
と
を
対
象
に
、
一
九

一
〇
年
代
後
半
の
日
本
各
地
に
は
横
浜
ア
ル
カ
ウ
会
、
神
戸
山
岳
研
究
所
、
大
阪
わ
ら
ち
会
、
伊
予
松
山
旅
行
会
な
ど
の
民
間
旅
行
ク
ラ
ブ
が

存
在
し
て
い
た
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
東
京
ア
ル
カ
ウ
会
を
母
体
と
し
て
一
九
二
四
年
に
設
立
さ
れ
た
の
が
日
本
旅
行
文
化
協
会
で
あ
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

日
本
旅
行
文
化
協
会
は
設
立
年
か
ら
月
刊
旅
行
誌
『
旅
』
を
刊
行
し
、
近
代
的
な
旅
行
ス
タ
イ
ル
と
そ
の
た
め
の
道
徳
を
啓
蒙
し
た
。

　
近
代
交
通
機
関
の
恩
恵
を
受
け
た
四
国
遍
路
は
、
近
代
旅
行
産
業
に
お
い
て
一
つ
の
旅
行
地
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
を
端
的
に

示
す
の
が
日
本
旅
行
文
化
協
会
の
刊
行
す
る
月
刊
旅
行
雑
誌
『
旅
』
に
一
九
二
八
年
（
五
巻
四
号
）
か
ら
一
九
三
〇
年
（
七
巻
…
号
）
ま
で
連
載

さ
れ
た
四
国
遍
路
の
旅
行
記
で
あ
る
。
筆
者
の
飯
島
実
（
ペ
ン
ネ
ー
ム
は
島
浪
男
）
は
シ
リ
ー
ズ
掲
載
終
了
後
に
原
稿
を
ま
と
め
て
『
札
所
と
名

所
　
四
国
遍
路
』
（
一
九
三
〇
年
）
を
出
版
し
た
。
飯
島
は
巡
礼
の
主
た
る
目
的
を
「
今
ま
で
一
部
の
信
仰
本
位
の
旅
行
者
だ
け
に
し
か
為
さ
れ

て
み
な
か
っ
た
こ
の
旅
行
科
目
を
一
般
の
遊
覧
本
位
、
観
光
本
位
の
旅
行
者
の
た
め
に
開
拓
」
す
る
こ
と
に
置
き
、
「
そ
れ
が
た
め
に
は
、
先

づ
第
一
に
こ
の
旅
行
に
要
す
る
日
数
を
も
う
少
し
切
り
詰
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
で
き
る
だ
け
交
通
機
関
を
利
用
し
た
。
彼
は
利
用

可
能
な
交
通
機
関
の
ほ
と
ん
ど
を
提
示
し
、
効
率
化
の
た
め
に
札
所
を
訪
れ
る
順
序
も
気
に
し
て
い
な
い
。
「
自
分
自
身
が
お
遍
路
臭
く
な
る

　
　
　
⑨

事
は
真
平
」
で
、
逆
打
ち
す
る
こ
と
も
、
番
号
順
に
従
わ
な
い
こ
と
も
気
に
す
る
こ
と
な
く
、
効
率
性
と
合
理
性
を
追
求
し
て
四
国
遍
路
を
旅

し
た
。
た
だ
し
札
所
間
の
道
順
は
丁
寧
に
記
す
こ
と
を
心
が
け
、
金
比
羅
、
道
後
温
泉
、
室
戸
岬
、
屋
早
世
ノ
浦
な
ど
巡
礼
路
沿
い
に
あ
る
名

所
の
ほ
か
、
道
か
ら
離
れ
た
名
所
も
で
き
る
限
り
訪
れ
て
記
録
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
四
国
遍
路
は
そ
れ
が
有
し
て
い
た
民
間
信
仰
の

文
脈
か
ら
引
き
出
さ
れ
、
近
代
観
光
の
そ
れ
へ
と
埋
め
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
時
期
、
巡
礼
者
も
多
様
化
し
て
い
た
。
近
世
の
四
国
逓
路
の
巡
礼
者
に
は
貧
し
い
人
々
、
村
落
を
追
わ
れ
た
人
々
が
多
く
を
占
め
、
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

国
三
十
三
カ
所
巡
礼
と
比
較
し
た
場
合
そ
れ
が
顕
著
だ
っ
た
と
さ
れ
る
。
社
会
の
底
辺
が
生
き
延
び
る
た
め
に
行
な
う
巡
礼
は
、
江
戸
時
代
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

各
藩
は
歓
迎
せ
ず
、
藩
へ
の
立
ち
入
り
を
規
制
し
た
。
明
治
時
代
に
入
っ
て
も
こ
の
よ
う
な
巡
礼
者
が
多
く
見
ら
れ
た
が
、
一
九
二
三
年
に
門
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屋
常
五
郎
が
出
版
し
た
『
四
国
霊
場
案
内
』
に
は

由
来
四
国
巡
拝
者
と
云
へ
ば
、
其
の
大
部
分
が
老
少
男
女
を
通
じ
て
、
農
商
の
或
る
階
級
に
限
ら
れ
、
概
し
て
教
育
程
度
も
低
き
や
の
感
が
あ
り
ま
し
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

近
時
は
大
分
其
の
傾
向
を
異
に
し
て
、
知
識
階
級
、
有
産
階
級
と
普
遍
的
に
参
拝
す
る
や
う
に
な
り
ま
し
た
。

と
あ
り
、
ま
た
一
九
二
一
年
に
岡
部
茂
太
郎
が
出
版
し
た
『
弘
法
大
師
霊
場
案
内
廊
に
も
、
こ
の
時
期
の
四
国
逓
路
に
は
そ
れ
ま
で
四
国
遍
路

に
関
心
を
払
う
こ
と
が
な
か
っ
た
社
会
階
層
が
参
入
し
て
き
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
文
章
が
置
か
れ
て
い
る
。

第
三
節
　
巡
礼
の
移
動
性
と
身
体

祈りの意味・物質・身体（森）

　
一
九
二
〇
年
代
の
四
国
遍
路
の
観
光
化
は
、
新
た
な
巡
礼
ス
タ
イ
ル
や
嗜
好
性
が
生
み
出
さ
れ
た
。
巡
礼
の
近
代
化
と
も
い
う
べ
き
変
化
に

お
い
て
、
宿
泊
様
式
、
移
動
手
段
、
そ
し
て
巡
礼
の
経
験
様
式
の
変
化
が
顕
著
で
あ
っ
た
。

　
ま
ず
、
宿
泊
様
式
の
変
化
を
確
認
し
た
い
。
『
大
阪
朝
日
新
聞
隔
は
一
九
三
四
年
四
国
聖
典
の
企
画
、
「
四
国
霊
場
新
遍
路
」
を
立
ち
上
げ
る
。

三
月
七
日
か
ら
三
月
三
〇
日
ま
で
二
〇
回
に
わ
た
り
紙
上
に
掲
載
さ
れ
た
こ
れ
は
四
人
の
記
者
が
二
人
ず
つ
二
組
に
分
か
れ
、
各
寺
院
を
訪
問

し
た
際
の
見
聞
の
ほ
か
、
交
通
機
関
や
寺
の
縁
起
な
ど
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
記
事
に
は

標
準
は
学
生
諸
君
ま
た
は
学
校
出
た
て
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
諸
君
の
つ
・
ま
し
い
旅
に
と
る
、
た
ぐ
し
長
旅
を
遍
路
宿
か
ら
遍
路
宿
へ
の
泊
り
重
ね
は
よ
ほ
ど

一
念
発
起
し
て
み
な
い
限
り
二
、
三
日
で
辟
易
す
る
の
は
当
然
だ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

物
も
で
き
得
る
限
り
利
用
す
る
こ
と
に
し
た
。

、
い
つ
れ
も
普
通
旅
館
に
よ
る
こ
と
・
し
、
ま
た
バ
ス
、
鉄
道
、
巡
航
船
な
ど
の
乗
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と
あ
り
、
遍
路
宿
や
寺
院
で
の
宿
泊
を
し
な
い
、
従
来
と
は
異
な
る
新
た
な
様
式
、
「
新
遍
路
」
が
紹
介
さ
れ
た
。
し
か
も
こ
の
年
は
弘
法
大

師
入
定
一
一
〇
〇
年
御
遠
恩
に
当
た
り
、
こ
れ
を
気
に
「
信
仰
と
趣
味
の
旅
を
兼
ね
た
都
会
人
の
新
遍
路
」
、
「
モ
ダ
ン
遍
路
」
が
増
え
る
だ
ろ

う
と
い
う
予
測
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
公
共
交
通
機
関
を
用
い
る
こ
と
も
「
モ
ダ
ン
」
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
日
本
初
の
旅
行
代
理
店
で

あ
り
、
鉄
道
省
と
も
深
い
か
か
わ
り
を
持
つ
ジ
ャ
パ
ン
・
ツ
ー
リ
ス
ト
・
ビ
ュ
ー
ロ
ー
が
一
九
三
五
年
に
発
行
し
た
『
旅
程
と
費
用
概
算
』
で
は
、

四
国
地
方
紹
介
の
最
後
に
「
四
国
八
十
八
ヶ
所
」
の
欄
が
設
け
ら
れ
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
あ
る
。
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巡
拝
は
徒
歩
に
よ
る
の
が
習
は
し
で
あ
る
が
、
交
通
の
発
達
に
つ
れ
、
今
日
で
は
必
ず
し
も
徒
歩
に
よ
ら
ず
、
汽
車
・
電
車
を
利
用
し
、
ま
た
自
動
車
逓
路

さ
へ
行
は
れ
て
居
る
。
（
中
略
）
然
し
諸
々
の
交
逓
機
関
を
利
用
し
、
宿
屋
も
相
当
の
家
を
選
ぶ
新
式
の
方
法
に
よ
る
時
は
、
そ
れ
相
応
の
費
用
を
計
上
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
八
十
八
ヶ
所
全
部
を
打
止
め
る
に
は
普
通
徒
歩
四
〇
日
の
行
程
と
さ
れ
て
み
る
。
途
中
定
期
の
乗
合
や
其
他
の
乗
物
を
利
用
し
て
も
約
一
ヶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

月
を
要
す
る
が
、
全
行
程
を
貸
切
自
動
車
に
依
る
時
は
七
百
哩
、
約
｝
週
間
で
廻
る
事
が
出
来
る
。

徒
歩
は
「
習
は
し
」
と
さ
れ
て
い
る
。
諸
々
の
交
通
機
関
を
利
用
し
、
逓
路
宿
と
呼
ば
れ
た
格
式
の
低
い
宿
で
は
な
く
～
定
以
上
の
格
式
を
持

つ
宿
泊
施
設
を
利
用
す
る
「
新
式
の
方
法
」
の
巡
礼
は
近
代
的
な
巡
礼
で
あ
る
。

　
移
動
手
段
の
宗
教
的
規
定
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
要
因
と
し
て
推
進
さ
れ
る
こ
う
し
た
新
た
な
巡
礼
ス
タ
イ
ル
は
、
巡
礼
者
の
実
践
そ
の
も

の
、
あ
る
い
は
経
験
の
様
式
を
変
化
さ
せ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
新
た
な
移
動
性
を
編
成
し
た
の
で
あ
る
。
後
に
紹
介
す
る
遍
路
同
行
会
の
会
誌

『
遍
路
』
に
お
い
て
編
集
人
の
村
上
長
人
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
マ

急
激
な
世
態
の
変
（
新
）
遷
は
、
四
国
に
も
種
々
の
変
化
を
見
せ
ま
し
て
、
道
路
は
益
す
開
け
、
交
通
機
関
は
発
し
ま
し
て
、
八
坂
八
濱
の
険
を
遊
覧
船
の



上
よ
り
指
呼
し
、
坦
々
た
る
県
道
に
霞
動
車
を
停
め
て
、
音
に
聞
く
飛
石
、
跳
石
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ゴ
ロ
ぐ
石
の
難
所
を
見
物
す
る
と
い
ふ
有
様
で
あ
り
ま
す
。

と
記
し
、
交
通
網
整
備
と
四
国
遍
路
の
観
光
化
が
巡
礼
者
の
実
践
を
変
容
さ
せ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
か
つ
て
難
所
は
身
体
を
用
い
て
乗
り

越
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
難
所
へ
の
畏
怖
の
念
と
乗
り
越
え
た
と
き
の
充
実
感
が
、
巡
礼
に
お
い
て
大
き
な
要
素
と
な

っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
巡
礼
の
快
楽
や
辛
苦
は
身
体
の
問
題
だ
っ
た
。
し
か
し
村
上
に
よ
る
指
摘
は
巡
礼
の
視
覚
性
の
変
化
を
ほ
の
め
か
す
。

す
な
わ
ち
、
移
動
す
る
身
体
性
と
視
覚
性
が
新
た
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
難
所
を
遠
く
か
ら
見
て
楽
し
む
と
い
う
近
代
的
な
巡
礼
者
の
経
験
が
現

れ
た
の
だ
っ
た
。

　
実
際
に
、
愛
媛
県
の
御
荘
町
平
城
か
ら
字
和
島
市
へ
と
向
か
う
乗
合
自
動
車
に
乗
り
な
が
ら
次
の
よ
う
な
感
想
が
記
さ
れ
て
い
る
。

海
岸
線
は
、
地
図
で
見
る
と
育
文
書
の
轟
ツ
喰
ひ
の
や
う
に
離
れ
島
、
岬
が
複
雑
し
て
る
だ
け
に
、
景
色
が
面
白
い
。

岬
が
パ
ノ
ラ
マ
の
や
う
に
見
ら
れ
る
。
遍
路
道
は
観
音
岳
の
上
を
越
し
て
行
く
の
で
、
海
岸
線
を
通
る
自
動
車
よ
り
、

柏
坂
か
ら
岩
松
間
の
眺
め
に
由
良
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

眺
め
は
更
に
よ
い
と
云
ふ
。

祈りの意味・物質・身体（森）

こ
う
し
て
巡
礼
の
風
景
は
身
体
と
切
り
離
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

①
　
中
世
ま
で
の
四
国
に
お
け
る
「
辺
地
」
修
行
に
つ
い
て
は
、
頼
富
本
宏
・
白
木

　
利
幸
『
四
国
遍
路
の
研
究
睡
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
一
年
が
詳

　
し
い
。

②
浅
井
証
四
隅
へ
ん
ろ
功
徳
記
と
巡
拝
習
俗
㎞
朱
鷺
書
房
、
二
〇
〇
四
年
。

③
岡
宮
自
猛
「
四
国
霊
場
に
就
て
」
『
密
宗
學
報
紬
二
巻
入
号
、
一
九
三
一
年
、

　
五
一
＝
－
五
二
二
頁
。

④
近
藤
喜
博
『
四
国
遍
路
紬
蟻
掛
社
、
一
九
七
二
年
。

⑤
広
瀬
清
『
近
世
土
佐
の
宗
教
臨
土
佐
史
談
会
、
一
九
八
○
年
。

⑥
荻
原
井
泉
水
明
遍
路
日
記
睡
婦
女
界
社
、
一
九
四
一
年
、
三
五
－
三
六
頁
。

⑦
森
正
人
「
巡
礼
の
近
代
性
－
西
国
三
十
三
箇
所
巡
礼
競
争
1
」
『
人
文
論

　
叢
』
二
九
号
、
二
〇
一
二
年
、
四
五
－
五
五
頁
。

⑧
森
正
人
『
昭
和
旅
行
誌
－
雑
誌
「
旅
」
を
読
む
一
』
中
央
公
論
新
社
、
二

　
〇
一
〇
年
。

⑨
飯
島
実
『
札
所
と
名
所
四
国
遍
路
輪
賓
文
館
、
～
九
三
〇
年
、
八
○
頁
。

⑩
前
田
車
噸
巡
礼
の
社
会
学
㎞
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七
二
年
。

⑪
前
掲
注
⑤
。
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⑫
門
屋
常
五
郎
『
四
国
霊
場
案
内
』
門
屋
栄
五
郎
、
一
九
二
三
年
。

⑬
　
　
「
四
国
霊
場
新
遍
路
」
㎎
大
阪
朝
日
新
聞
』
～
九
三
四
年
三
月
三
一
日
、
一
面
。

⑭
ジ
ャ
パ
ン
・
ツ
ー
リ
ス
ト
・
ビ
ュ
一
時
…
編
『
旅
程
と
費
用
概
算
昭
和
十
年

　
度
版
㎞
ジ
ャ
パ
ン
・
ツ
ー
リ
ス
ト
・
ビ
ュ
ー
ロ
…
、
一
九
三
五
年
、
五
八
七
－
五

　
八
入
頁
。

⑮
村
上
長
人
「
四
国
巡
拝
所
感
」
『
遍
路
』
一
巻
七
号
、
一
九
ご
二
年
、
五
頁
。

⑯
宮
尾
し
げ
を
『
画
と
文
四
国
遍
路
㎞
鶴
譜
房
、
一
九
四
三
年
、
～
○
○
頁
。
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第
三
章
　
巡
礼
の
正
統
性
・
物
質
性
・
身
体
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
節
　
乗
り
物
の
誘
惑
　
　
近
代
化
批
判

　
こ
う
し
た
近
代
に
と
も
な
っ
て
出
現
し
た
新
た
な
巡
礼
の
移
動
性
は
、
好
意
で
も
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、

先
に
紹
介
し
た
『
逓
路
』
編
集
人
の
村
上
長
人
は
、
一
九
三
一
年
に
自
ら
が
行
っ
た
巡
礼
の
所
感
の
中
に
「
徒
歩
の
敵
」
と
い
う
章
を
設
け
、

乗
物
禁
止
の
教
訓
を
裏
切
っ
て
、

処
に
誘
惑
の
網
を
張
っ
て
を
る
、

乗
物
利
用
者
の
多
く
な
っ
た
に
驚
く
、
汽
車
汽
船
が
割
引
を
す
る
、
自
動
車
な
ど
は
袖
を
ひ
い
て
勧
め
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
く
に
霊
場
の
寺
院
な
ど
で
、
是
等
の
客
引
き
を
つ
と
め
る
様
な
も
の
が
あ
る
は
苦
々
し
き
限
り
で
あ
る
。

悪
魔
は
至
る

と
記
す
。
割
引
、
客
引
き
と
も
に
悪
魔
の
誘
惑
で
あ
り
、
ま
し
て
や
札
所
寺
院
ま
で
も
が
客
引
き
を
す
る
こ
と
が
厳
し
く
批
判
さ
れ
る
。

　
批
判
さ
れ
る
の
は
乗
り
物
に
乗
る
行
為
そ
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
る
。
そ
し
て
近
代
化
は
、

愉
楽
や
機
械
化
を
と
お
し
て
人
間
精
神
の
堕
落
を
も
た
ら
す
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
巡
礼
の
近
代
的
な
移
動
性
そ
の
も

の
が
否
定
さ
れ
る
。
そ
れ
を
端
的
に
示
す
の
が
村
上
の
所
属
す
る
、
東
京
の
中
野
に
あ
る
宝
仙
寺
に
本
部
を
置
き
、
一
九
二
九
年
に
設
立
さ
れ

た
遍
路
同
行
会
（
以
下
、
同
行
会
と
略
称
）
で
あ
る
。

　
寒
行
会
創
設
の
二
年
後
の
一
九
三
〇
年
よ
り
、
桜
蓼
寺
住
職
の
富
田
教
純
が
会
長
を
務
め
、
三
一
年
よ
り
月
刊
誌
『
遍
路
』
を
刊
行
し
た
。



同
行
会
は
一
九
三
六
年
よ
り
支
部
を
開
設
し
、
翌
三
七
年
に
は
～
八
の
支
部
が
存
在
し
た
。
こ
の
団
体
は
、
相
互
扶
助
を
示
す
「
相
互
愛
」
、

人
間
の
平
等
を
説
く
「
平
等
愛
」
、
自
己
犠
牲
を
示
す
「
犠
牲
愛
」
の
三
つ
か
ら
成
る
「
遍
路
愛
」
を
、
日
本
国
民
に
鼓
吹
す
る
と
い
う
目
標

を
掲
げ
て
い
た
。
し
か
し
、
同
行
会
が
主
張
し
た
の
は
遍
路
愛
よ
り
も
観
光
化
へ
の
戒
め
で
あ
り
、
そ
れ
は
富
田
の
次
の
文
言
に
は
っ
き
り
と

現
れ
て
い
る
。

巡
礼
と
か
、
遍
路
と
か
云
ふ
語
は
、
従
前
は
乞
食
の
群
と
大
差
な
く
使
は
れ
た
語
で
あ
る
、
然
る
に
今
は
遍
路
と
云
ふ
語
は
宗
教
的
修
行
、
高
尚
な
ハ
イ
キ

ン
グ
、
人
生
の
普
遍
的
の
行
路
と
云
ふ
が
如
き
意
味
を
持
っ
て
使
は
れ
て
居
る
。
御
納
経
帳
と
は
、
或
方
面
に
は
乞
食
が
飯
の
種
に
で
も
す
る
帳
面
と
心
得

て
居
っ
た
が
、
今
は
参
拝
の
記
念
帖
、
修
養
の
旅
行
、
感
謝
の
旅
日
記
、
と
云
ふ
よ
う
な
意
味
で
、
お
納
経
判
を
頂
い
て
居
る
。
モ
ダ
ン
達
は
隠
場
粘
と
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
改
め
て
、
寺
々
の
御
納
経
判
を
集
め
て
得
々
と
し
て
居
る
。

祈りの意味・物質・身体（森）

彼
は
、
四
国
遍
路
を
観
光
や
ハ
イ
キ
ン
グ
と
み
な
し
、
納
経
帳
を
記
念
ス
タ
ン
プ
や
旅
行
の
記
録
と
し
て
扱
っ
て
い
る
「
モ
ダ
ン
達
」
を
批
判

し
て
い
た
。
そ
の
モ
ダ
ン
達
は
「
記
念
」
「
修
養
」
「
ハ
イ
キ
ン
グ
」
な
ど
を
行
う
湿
た
ち
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
。

　
「
モ
ダ
ン
」
を
批
判
す
る
こ
と
で
モ
ダ
ン
な
る
も
の
が
定
義
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
と
は
異
な
る
真
正
な
巡
礼
が
決
め
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
真

正
な
巡
礼
の
概
念
は
同
行
会
の
主
催
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
で
具
体
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
～
九
四
〇
年
三
月
に
決
議
さ
れ
た
「
遍
路
岡
行
会
規

則
」
で
は
、
文
書
宣
伝
、
講
演
会
や
講
習
会
の
開
催
、
四
国
遍
路
の
推
奨
、
御
府
内
八
八
ヶ
所
巡
礼
、
「
遍
路
精
舎
」
の
経
営
、
接
待
な
ど
が

実
質
的
な
事
業
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
講
演
会
と
し
て
は
、
一
九
三
一
年
よ
り
毎
月
浅
草
公
園
の
仏
教
青
年
伝
導
館
で
「
遍
路
講
演
と
詠
歌

の
会
」
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
実
際
に
四
国
遍
路
を
行
っ
た
者
や
四
国
遍
路
の
札
所
寺
院
か
ら
招
い
た
僧
侶
が
講
演
し
て
い
る
。
ま

た
、
雑
誌
『
遍
路
隔
に
は
三
〇
以
上
の
四
国
遍
路
の
体
験
記
が
掲
載
さ
れ
、
そ
の
執
筆
者
は
同
行
会
関
係
者
だ
け
で
な
く
、
僧
侶
や
教
員
な
ど

も
含
ま
れ
た
。
こ
の
ほ
か
、
一
九
三
七
年
四
月
に
は
同
行
会
幹
部
一
二
名
が
四
国
遍
路
を
行
っ
た
。
ま
た
、
東
京
の
御
府
内
八
十
八
ヶ
所
巡
礼
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で
は
「
遍
路
修
行
偏
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
講
演
会
に
よ
っ
て
四
国
遍
路
の
思
想
や
実
態
が
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
節
本
式
の
物
質
性

　
同
行
会
の
思
想
が
も
っ
と
も
視
覚
的
か
つ
実
践
的
に
提
示
さ
れ
た
の
が
、
弘
法
大
師
の
降
誕
を
記
念
す
る
た
め
一
九
三
一
年
か
ら
毎
年
開
催

さ
れ
た
、
東
京
都
内
を
練
り
歩
く
「
大
師
降
誕
会
遍
路
行
列
」
で
あ
る
。
第
～
回
の
～
九
三
一
年
に
は
二
〇
〇
名
弱
で
あ
っ
た
も
の
が
、
翌
年

に
は
三
倍
程
度
の
六
〇
〇
名
強
と
な
り
、
さ
ら
に
…
九
三
〇
年
代
半
ば
以
降
は
毎
年
一
〇
〇
〇
名
以
上
の
参
加
が
あ
っ
た
。

　
こ
の
行
列
で
は
「
モ
ダ
ン
・
ス
タ
イ
ル
の
男
女
が
帝
都
の
街
頭
を
横
行
し
て
み
る
時
、
敬
慶
な
る
「
杖
と
笠
」
の
遍
路
姿
の
行
進
は
如
何
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

対
照
の
妙
を
静
む
る
こ
と
で
あ
ら
う
」
と
、
モ
ダ
ン
と
敬
慶
な
遍
路
姿
の
対
比
が
同
行
会
の
正
統
性
を
主
張
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
敬
聴
さ

を
表
象
す
る
の
は
信
仰
で
は
な
く
遍
路
姿
で
あ
る
。
同
行
会
は
、
服
装
は
「
随
意
偏
だ
が
、
菅
笠
と
金
剛
杖
は
「
必
携
」
と
し
た
。
ま
た
、
会

誌
『
遍
路
駄
一
巻
七
号
（
一
九
三
一
年
）
に
は
、
巡
礼
者
の
装
束
の
「
本
式
」
と
し
て
、
白
の
手
甲
、
脚
絆
、
サ
ン
や
袋
に
、
女
性
は
下
駄
か

「
足
袋
は
だ
し
」
、
男
性
は
わ
ら
じ
履
き
、
そ
し
て
「
迷
古
三
界
城
」
と
記
さ
れ
た
菅
笠
と
多
宝
塔
形
が
刻
ま
れ
た
金
剛
杖
を
挙
げ
る
。
菅
笠

と
杖
は
当
日
、
事
務
所
で
受
け
取
る
こ
と
も
で
き
た
。
そ
し
て
、
一
九
三
一
年
の
遍
路
行
列
参
加
者
の
写
真
か
ら
は
、
服
装
は
随
意
だ
が
参
加

者
の
多
く
が
白
装
束
を
身
に
ま
と
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
巡
礼
と
し
て
厳
密
な
規
範
も
教
義
も
持
た
な
か
っ
た
四
国
遍
路
に
お
い
て
、
本
式
や
正
統
性
の
根
拠
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ

で
強
調
さ
れ
る
の
が
巡
礼
装
束
や
道
具
で
あ
り
、
こ
れ
が
本
式
の
物
質
的
基
盤
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
巡
礼
に
お
い
て
附
随
的
な
事
物
が
同

行
会
の
主
張
に
真
正
性
の
根
拠
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
事
物
が
提
供
す
る
は
ず
の
本
式
の
根
拠
は
極
め
て
不
安
定
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
真
念
の
『
道
指
南
隔
に
は
持
ち
物
と
し
て
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負
俵
、
め
ん
つ
う
、
笠
杖
、
ご
ざ
、
脚
絆
、
足
半
、
其
外
資
其
心
に
ま
か
せ
ら
る
べ
し



と
あ
り
、
装
束
も
杖
も
笠
も
、
当
時
の
旅
の
～
般
的
な
出
で
立
ち
の
一
つ
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
特
別
な
宗
教
的
意
味
が
提
示
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
身
に
ま
と
っ
た
り
持
参
し
た
り
す
る
の
は
巡
礼
者
が
決
め
る
べ
き
こ
と
だ
っ
た
。
江
戸
時
代
末
期

の
『
近
世
風
俗
志
』
で
も
「
扮
定
ま
り
な
し
」
と
あ
り
、
定
ま
っ
た
装
束
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
巡
礼
者
の
装
束
や
所
持
品
を
強
く
規
定
す

る
「
本
式
」
な
る
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
が
同
行
会
は
こ
れ
ら
を
真
正
な
巡
礼
用
品
と
し
て
選
別
し
強
調
す
る
。
宗
教
的
な
意
味
と
価
値
が
特
定
の
物
質
に
付
与
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
四
国
遍
路
の
持
つ
特
性
が
強
く
関
わ
っ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
も
ち
ろ
ん
、
江
戸
時
代
に
白
装
束
の
巡
礼
者
は
存
在
し

た
と
思
わ
れ
る
が
、
伊
予
の
巡
礼
者
が
紺
緋
を
着
て
い
た
よ
う
に
絶
対
的
な
規
範
で
は
な
か
っ
た
。
同
行
会
が
白
装
束
や
金
剛
杖
を
必
携
と
す

る
の
は
、
修
験
道
の
行
者
装
束
を
模
範
し
た
こ
と
な
ど
が
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
「
本
式
」
の
絶
対
的
な
根
拠
に
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

第
三
節
　
身
体
性
と
巡
礼
の
再
定
義

祈りの意味●物質’身体（森）

　
巡
礼
用
具
と
同
時
に
、
巡
礼
の
身
体
性
も
ま
た
、
明
確
な
教
義
を
持
た
な
い
四
国
遍
路
の
正
統
性
を
担
保
し
た
。
こ
こ
で
は
巡
礼
者
の
巡
礼

方
法
を
規
定
す
る
社
会
性
、
そ
し
て
政
治
性
に
注
目
し
た
い
。

　
同
行
会
は
徒
歩
こ
そ
が
正
し
い
巡
礼
手
段
と
会
発
足
当
初
か
ら
主
張
し
た
。
そ
れ
は
機
関
誌
『
遍
路
』
に
掲
載
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
論
考
に

現
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
四
国
遍
路
を
行
っ
た
東
京
の
豊
山
派
宝
泉
寺
住
職
の
佐
藤
単
為
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

御
大
師
の
教
へ
は
現
在
の
教
へ
、
生
き
て
働
く
教
へ
、
而
し
て
又
一
歩
々
々
歩
く
教
へ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

し
た
も
の
で
、
杖
つ
ぐ
金
剛
杖
は
即
ち
大
師
の
御
足
で
あ
る
。

四
国
遍
路
は
実
に
此
一
歩
章
々
歩
く
大
師
の
教
へ
を
具
現

こ
こ
に
は
興
味
深
い
二
点
が
記
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
金
剛
杖
と
い
う
物
質
に
弘
法
大
師
の
身
体
と
い
う
意
味
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

も
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う
一
つ
は
徒
歩
と
い
う
行
為
が
弘
法
大
師
空
海
の
教
え
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
弘
法
大
師
空
海
の
教
え
と
は
何
か
が
明
示
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
真
空
と
し
て
の
巡
礼
的
哲
学
が
行
為
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
岡
行
会
は
身
体
実
践
と
精
神
性
を
結
び
つ
け
て
る
こ
と
で
、
徒
歩
が
次
の
三
つ
の
効
果
を
生
む
と
主
張
し
た
。
ま
ず
、
徒
歩
巡
礼
の
辛
苦
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

人
生
に
於
い
て
直
面
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
、
「
難
所
」
を
乗
り
越
え
て
い
く
、
す
な
わ
ち
仏
道
を
追
求
す
る
こ
と
の
苦
し
み
に
喩
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ま
た
、
徒
歩
で
修
行
し
た
弘
法
大
師
の
経
験
を
追
体
験
し
な
が
ら
、
「
俄
悔
の
涙
を
流
し
念
々
に
大
師
御
同
行
の
感
謝
を
捧
ぐ
」
こ
と
で
、
精

神
性
と
信
仰
心
を
高
め
る
効
果
も
論
じ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
都
市
生
活
で
疲
弊
し
蓄
積
さ
れ
た
煩
悩
を
徒
歩
の
実
践
が
浄
化
し
、
「
生
ま
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
き
の
ま
・
の
、
清
浄
無
垢
な
頭
脳
」
が
再
生
さ
れ
る
と
言
う
。

　
こ
う
し
た
徒
歩
に
よ
る
巡
礼
の
推
奨
が
ど
れ
ほ
ど
賛
岡
を
得
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
一
九
三
一
年
に
は
二
〇
〇
人
弱
が
参
加
し
た

大
師
降
誕
会
遍
路
行
列
は
、
翌
三
二
年
に
は
六
二
五
名
、
三
七
年
に
は
一
三
七
五
名
と
急
増
し
、
三
八
年
に
は
二
〇
〇
〇
名
と
発
表
さ
れ
て
い

る
。
本
当
に
二
〇
〇
〇
人
の
参
加
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
一
九
四
〇
年
の
参
加
人
数
も
同
数
で
あ
り
数
字
の
正
確
性
に
つ
い
て
は
大
き
な
疑
問

が
あ
る
が
、
と
に
か
く
三
〇
年
代
の
半
ば
ま
で
は
遍
路
同
行
会
の
震
幅
に
対
す
る
同
調
者
が
増
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う

に
一
九
三
〇
年
代
後
半
か
ら
の
ハ
イ
キ
ン
グ
ブ
ー
ム
は
同
行
会
へ
の
同
調
者
増
加
を
後
押
し
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
た
だ
し
、
す
で
に
確
認
し
た
と
お
り
四
国
遍
路
の
案
内
記
に
お
い
て
正
統
な
巡
礼
手
段
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、

『
道
指
南
』
で
著
者
の
真
結
は
徒
歩
で
巡
礼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
記
し
て
い
な
い
一
方
、
難
所
と
し
て
名
高
い
三
七
番
岩
本
寺
ま
で
遵

筋
に
つ
い
て
「
う
さ
よ
り
の
か
ち
道
ハ
な
ん
じ
ょ
ゆ
へ
、
舟
お
ゆ
る
し
の
よ
し
申
伝
ふ
」
と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
同
様
の
記
述
は
そ
の
後
の

案
内
記
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
船
舶
の
使
用
に
つ
い
て
は
「
お
ゆ
る
し
」
と
い
う
語
が
示
す
よ
う
に
、
巡
礼
者
た
ち
の
問
で
は

徒
歩
で
の
巡
礼
が
修
行
と
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
必
ず
歩
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
く
規

定
す
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
ま
た
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
ジ
ャ
パ
ン
・
ツ
ー
リ
ス
ト
・
ビ
ュ
ー
ロ
ー
発
行
の
噸
旅
程
と
費
用
概
算
輪
（
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

三
五
年
）
に
は
「
巡
拝
は
徒
歩
に
よ
る
の
が
習
は
し
」
、
す
な
わ
ち
慣
習
に
す
ぎ
な
い
と
書
か
れ
て
あ
る
。
ま
た
『
遍
路
』
に
掲
載
さ
れ
た
記
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事
の
す
べ
て
が
徒
歩
の
巡
礼
を
強
制
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
た
だ
し
、
魍
遍
路
』
で
は
「
遊
山
気
分
で
は
と
て
も
出
ら
れ
ま
せ
ん
、
従
っ
て
遍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

路
の
気
持
ち
は
真
剣
で
あ
り
ま
す
」
と
観
光
気
分
の
巡
礼
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
た
。
こ
う
し
て
身
体
行
為
は
巡
礼
の
意
味
を
紡
ぎ
だ
す
物
質

的
基
盤
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
①
第
二
章
注
⑮
、
五
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
第
二
章
注
⑮
、
五
頁
。

　
②
窟
田
教
純
「
遍
路
行
進
」
『
遍
路
』
五
巻
五
号
、
　
九
三
五
年
、
一
頁
。
　
　
　
⑦
前
掲
注
④
、
五
頁
。

　
③
「
帝
都
で
遍
路
行
進
」
『
逓
路
』
一
巻
六
号
、
一
九
三
六
年
、
八
頁
。
　
　
　
　
⑧
第
二
章
一
四
、
五
八
七
頁
。

　
④
佐
藤
独
晴
「
遍
路
は
我
等
の
精
神
を
清
浄
無
垢
に
返
ら
せ
る
」
糊
遍
路
』
一
巻
　

⑨
相
原
熊
太
郎
「
四
国
遍
路
の
話
（
一
）
」
『
遍
路
』
二
巻
六
号
、
一
九
三
二
年
、

　
　
一
号
、
一
九
三
一
年
、
五
頁
Q
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
頁
。

　
⑤
前
掲
注
④
、
四
頁
。

祈りの意味・物質・身体（森）

第
四
章
　
巡
礼
身
体
の
政
治
学

　
同
行
会
の
主
張
す
る
徒
歩
の
正
統
性
は
、
～
九
三
〇
年
代
後
半
か
ら
日
本
に
お
け
る
政
治
的
状
況
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
く
。

な
身
体
、
国
家
の
戦
勝
祈
願
、
健
全
な
日
常
生
活
で
あ
る
。

第
【
節
健
康
な
身
体

そ
れ
が
健
康

　
健
康
な
身
体
は
、
当
初
、
雲
行
会
が
モ
ダ
ン
な
も
の
と
批
判
し
た
ハ
イ
キ
ン
グ
と
の
結
び
つ
き
を
と
お
し
て
、
一
九
三
〇
年
代
後
半
に
喧
伝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

さ
れ
た
。
同
行
会
だ
け
で
な
く
、
古
義
真
言
宗
各
派
の
雑
誌
『
六
大
新
報
』
で
も
、
「
ハ
イ
キ
ン
グ
の
開
祖
と
も
言
ふ
べ
き
高
祖
大
師
」
と
四

国
遍
路
と
ハ
イ
キ
ン
グ
を
結
び
つ
け
る
。
一
九
三
八
年
に
厚
生
省
の
外
郭
団
体
と
し
て
「
日
本
厚
生
協
会
」
が
設
立
さ
れ
、
本
格
的
に
厚
生
運

動
が
ス
タ
ー
ト
す
る
と
、
健
全
な
娯
楽
の
推
進
と
国
民
の
体
位
向
上
の
皿
手
段
と
し
て
ハ
イ
キ
ン
グ
が
注
目
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
中
で
四
国
遍

路
も
、
ハ
イ
キ
ン
グ
と
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、

165 （165）



最
近
ハ
イ
キ
ン
グ
が
流
行
し
て
み
る
。
ハ
イ
キ
ン
グ
と
い
ふ
言
葉
の
意
味
は
「
苦
労
し
て
歩
く
」
と
い
ふ
こ
と
だ
さ
う
だ
が
、
そ
の
意
味
か
ら
い
ふ
な
ら
ば

四
国
遍
路
こ
そ
ほ
ん
た
う
の
ハ
イ
キ
ン
グ
で
あ
ろ
う
（
中
略
）
都
会
人
近
代
人
の
誰
も
が
か
か
っ
て
み
る
神
経
衰
弱
な
ど
は
遍
路
に
依
っ
て
直
せ
さ
う
に
私

　
　
　
　
②

は
思
っ
て
み
る
。
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と
い
う
文
章
か
ら
は
、
四
国
遍
路
と
ハ
イ
キ
ン
グ
と
の
類
似
性
が
、
近
代
社
会
で
失
わ
れ
た
日
本
人
の
精
神
性
と
身
体
性
を
図
復
す
る
効
果
に

求
め
ら
れ
る
。

　
ハ
イ
キ
ン
グ
の
社
会
的
意
思
づ
け
は
、
四
国
遍
路
よ
り
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
で
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。
日
本
人
の
旅
行
観
形
成
に
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
し
た
月
刊
誌
『
旅
』
の
～
九
三
四
年
六
月
号
に
よ
る
と
、
『
旅
』
を
出
版
し
て
い
た
日
本
旅
行
協
会
と
鉄
道
省
は
慰
安
や
保
養
を
主
と

し
て
意
図
し
た
旅
客
誘
致
は
「
微
温
的
」
で
あ
る
と
反
省
し
、
山
や
海
な
ど
の
自
然
に
還
る
こ
と
で
近
代
生
活
に
よ
る
精
神
衛
生
の
荒
廃
を
防

ぐ
た
め
の
国
民
の
保
健
運
動
を
強
調
し
始
め
た
。
そ
し
て
同
年
九
月
号
で
特
集
「
ハ
イ
キ
ン
グ
号
」
を
組
み
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ワ
ン
ダ
ー
フ

ォ
ー
ゲ
ル
運
動
を
紹
介
す
る
。
こ
の
運
動
は
健
全
な
身
体
の
養
成
、
自
然
及
び
祖
国
に
対
す
る
愛
、
国
粋
的
習
俗
と
し
て
の
国
民
的
裡
謡
伝
説

や
、
国
民
的
舞
踏
の
保
存
を
目
的
と
す
る
と
し
て
積
極
的
に
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
徒
歩
と
国
民
性
と
の
関
係
性
は
、
信
仰
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

祈
り
を
介
し
て
日
本
で
は
さ
ら
に
強
化
さ
れ
る
。
そ
の
一
例
が
聖
地
を
め
ぐ
る
徒
歩
旅
行
は
「
信
仰
ハ
イ
キ
ン
グ
」
と
称
さ
れ
た
で
あ
る
。
鉄

道
省
は
三
五
年
の
暮
れ
に
「
国
体
明
澄
」
の
た
め
歴
代
天
皇
の
御
陵
を
参
拝
し
た
り
神
社
を
め
ぐ
っ
た
り
す
る
個
人
旅
行
客
に
は
そ
の
運
賃
を

三
割
引
と
し
、
ま
た
関
東
三
十
三
カ
所
巡
礼
、
親
鶯
聖
人
の
遺
跡
め
ぐ
り
の
ほ
か
、
四
国
遍
路
な
ど
の
聖
地
巡
礼
の
旅
行
者
に
対
し
て
も
運
賃

を
二
割
引
す
る
と
決
定
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
を
大
い
に
後
押
し
し
た
。

　
四
国
遍
路
な
ど
の
聖
地
や
史
跡
を
め
ぐ
る
ハ
イ
キ
ン
グ
が
持
つ
文
化
政
治
学
的
な
意
味
作
用
を
考
え
る
た
め
に
、
『
旅
』
に
掲
載
さ
れ
た
西

村
眞
次
の
「
旅
の
真
髄
」
を
見
て
み
た
い
。
こ
こ
で
西
村
は
日
本
の
至
る
所
に
神
社
、
仏
寺
、
英
雄
の
遺
跡
、
そ
し
て
祖
先
の
遺
物
が
あ
り
、

そ
れ
が
語
り
か
け
る
日
本
民
族
の
歴
史
的
展
開
過
程
を
「
霊
地
に
臨
ん
で
、
其
人
の
働
い
た
土
を
踏
ん
で
、
其
行
蹟
を
追
憶
し
て
見
て
、
初
め
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④

て
其
地
、
其
人
、
其
墨
蹟
が
徹
底
的
に
理
解
出
来
る
」
と
言
う
。
こ
こ
で
は
歴
史
と
宗
教
、
遺
物
と
歴
史
の
関
係
が
所
与
で
あ
る
。
そ
し
て
遺

物
、
遺
跡
、
聖
地
の
物
理
的
現
前
と
い
う
物
質
性
を
、
身
体
の
移
動
を
と
お
し
て
感
得
す
る
こ
と
が
旅
行
の
真
髄
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

中
で
四
国
遍
路
の
固
有
性
は
日
本
の
地
域
的
差
異
に
読
み
替
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
節
　
国
家
の
戦
勝
祈
顯

　
ハ
イ
キ
ン
グ
の
推
奨
は
一
九
三
六
年
末
以
降
の
ガ
ソ
リ
ン
供
給
事
情
と
も
関
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
徒
歩
運
動
は
軍
事
的
、
経
済
的
事
情

と
健
全
な
身
体
の
育
成
と
い
う
目
的
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
国
策
と
の
結
び
つ
き
が
は
っ
き
り
と
現
れ
る
の
は
一
九
三
〇
年
代
末
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
三
八
年
に
「
全
日
本
徒
歩
旅

行
連
盟
」
が
発
足
す
る
と
、
同
行
会
会
長
の
富
田
は

我
国
に
は
一
千
余
年
の
歴
史
を
も
つ
、
徒
歩
信
仰
の
遍
路
が
あ
る
、
新
旧
の
札
所
、
全
国
に
普
遍
し
、
廣
き
は
数
県
に
跨
り
、
狭
き
は
、
一
寺
の
境
内
を
出

で
ず
、
脚
の
強
弱
に
も
、
時
間
の
多
少
に
も
、
お
娃
み
次
第
で
あ
る
。
真
の
肉
体
運
動
は
、
精
神
の
修
養
に
待
つ
。
全
国
民
を
挙
げ
て
徒
歩
運
動
の
効
果
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

全
ふ
せ
ん
と
な
ら
ば
、
先
づ
遍
路
道
に
学
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
。

と
徒
歩
運
動
に
お
い
て
四
国
遍
路
が
果
た
す
役
割
を
強
調
し
て
い
き
国
策
と
同
行
会
の
近
似
性
を
強
調
す
る
。

　
当
初
の
同
行
会
は
、
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
仏
道
の
追
求
、
弘
法
大
師
の
修
行
追
体
験
、
精
神
の
回
復
を
四
国
逓
路
の
効
果
と
し
て
主
張
し

て
い
た
。
し
か
し
歩
く
こ
と
が
社
会
的
規
範
と
さ
れ
る
と
、
世
間
体
の
た
め
に
徒
歩
が
強
制
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
同
行
会
会
長
の
富
田
は

世
の
中
が
歩
け
、
歩
け
、
歩
け
と
叫
ぶ
時
に
本
四
国
の
遍
路
に
出
た
人
が
歩
か
ず
に
巡
拝
す
る
と
し
た
な
ら
ば
、
遍
路
行
者
と
し
て
無
価
値
な
る
の
み
で
は
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な
い
。
世
の
中
に
対
し
て
も
相
済
ま
ぬ
こ
と
に
な
る
。
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

断
然
徒
歩
で
遍
路
を
決
行
す
べ
き
で
あ
る
。

と
書
い
て
い
る
。
こ
こ
に
は
三
つ
の
大
き
な
矛
盾
が
あ
る
。
ま
ず
、
世
間
に
対
し
て
申
し
訳
が
立
た
な
い
と
い
う
道
理
は
、
四
国
遍
路
の
教
義

の
不
在
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
的
な
巡
礼
を
主
張
す
る
な
ら
根
幹
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
第
二
に
、
密
教
は
言
葉

に
で
き
な
い
も
の
へ
到
達
す
る
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
そ
の
方
法
に
つ
い
て
雄
弁
に
語
る
こ
と
も
矛
盾
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
第
三
に
、

同
行
会
は
モ
ダ
ン
遍
路
な
ど
の
世
俗
化
を
批
判
し
て
い
た
は
ず
だ
が
、
三
〇
年
代
に
は
も
っ
と
も
世
俗
的
な
軍
国
主
義
的
な
政
治
に
接
近
し
て

い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
同
行
会
だ
け
が
軍
国
主
義
と
四
国
逓
路
を
結
び
つ
け
た
わ
け
で
は
な
い
。
荒
井
と
み
三
の
『
遍
路
図
絵
晦
に
は
国
民
服
に
身
を
包
み
武
運
長

久
の
た
め
に
寺
院
を
訪
れ
る
入
物
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
真
鯖
宗
の
雑
誌
『
高
野
山
時
報
』
に
も
、
非
常
時
に
「
銃
後
の
国
民
」
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

武
運
長
久
の
祈
願
の
た
め
に
四
国
遍
路
に
出
た
僧
侶
が
記
し
た
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
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第
三
節
　
健
全
な
日
常
生
活

　
四
国
鳥
路
は
健
全
な
日
常
生
活
の
推
進
と
も
結
び
つ
け
ら
れ
た
。
そ
れ
は
一
九
三
〇
年
代
後
半
か
ら
の
生
活
改
善
運
動
と
の
盛
合
、
そ
し
て

一
九
四
〇
年
代
の
非
常
時
と
の
連
接
に
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
。
一
九
三
〇
年
代
後
半
よ
り
、
元
仁
新
聞
整
理
部
長
で
あ
り
、
生
活
改
善
中

央
会
の
主
事
で
も
あ
っ
た
相
原
熊
太
郎
が
積
極
的
に
『
遍
路
』
に
文
章
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
る
。
相
原
は
愛
媛
県
松
山
市
出
身
で
、
一
九
二
八

年
に
出
版
し
た
『
四
国
遍
路
の
話
』
で
＝
日
に
八
里
位
あ
る
い
て
四
十
日
近
く
で
す
が
、
旅
費
か
ら
中
す
と
驚
く
勿
れ
僅
か
｝
日
が
五
十
銭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

で
四
五
の
二
十
円
以
内
で
、
三
百
里
の
旅
行
が
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
、
こ
の
安
い
旅
行
は
遍
路
た
る
が
故
に
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
」
と
、

四
国
遍
路
の
旅
が
い
か
に
質
素
か
を
強
調
し
て
い
た
。
そ
れ
が
三
〇
年
代
後
半
の
総
力
戦
体
制
時
に
は
、
無
駄
な
慣
習
を
排
し
た
合
理
的
な
生

活
の
基
本
を
四
国
遍
路
に
見
出
す
よ
う
に
な
る
。
当
初
は
都
市
に
住
む
中
間
層
の
生
活
合
理
化
を
目
指
し
た
生
活
改
善
同
盟
会
（
一
九
二
〇
年
－
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一
九
一
三
二
年
）
は
生
活
改
善
中
央
会
に
名
称
を
変
更
し
一
九
四
三
年
冬
で
農
村
部
で
の
生
活
改
善
事
業
に
重
点
を
置
い
た
。
そ
の
中
で
合
理
化

と
同
時
に
豪
奢
な
生
活
を
慎
む
質
素
倹
約
が
重
要
課
題
と
な
り
、
四
国
遍
路
の
旅
が
持
ち
う
る
質
素
さ
や
倹
約
が
動
員
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
質
素
を
旨
と
す
る
四
国
遍
路
の
巡
礼
者
た
ち
は
倹
約
な
生
活
を
経
験
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
四
国
遍
路
の
接
待
と
い
う
慣
習
が
公
益

を
優
先
す
る
実
践
で
あ
る
と
再
認
釈
さ
れ
な
が
ら
、
非
常
時
の
困
難
な
時
勢
を
乗
り
切
る
た
め
に
四
国
遍
路
の
精
神
が
有
効
で
あ
る
と
い
う
主

張
も
行
わ
れ
た
。

　
相
原
は
時
宗
の
一
遍
上
人
を
自
ら
の
宗
祖
と
し
、
｝
遍
の
開
創
し
た
も
の
が
四
国
逓
路
で
あ
る
と
考
え
る
。
一
九
三
九
年
に
記
し
た
文
章
に

お
い
て
、
そ
の
一
遍
は
「
滅
私
奉
公
」
、
「
自
己
を
滅
却
」
す
る
人
物
で
あ
り
、
忠
君
愛
国
を
旨
と
し
、
衣
食
住
の
充
足
を
欲
し
な
い
人
物
と
説

明
さ
れ
る
。
続
け
て
相
原
は
、
国
民
の
体
位
向
上
と
信
仰
を
合
わ
せ
た
徒
歩
旅
行
、
す
な
わ
ち
「
信
仰
ハ
イ
キ
ン
グ
」
は
決
し
て
外
来
の
思
想

で
は
な
く
「
従
来
我
国
に
あ
る
四
国
遍
路
の
範
躊
を
出
で
ざ
る
も
の
な
り
。
こ
れ
実
に
今
日
我
国
の
現
状
に
撃
て
は
必
要
な
る
が
故
に
認
め
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

る
る
も
の
な
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
古
来
存
続
せ
る
遍
路
行
脚
は
重
ん
ぜ
ら
れ
て
然
る
べ
き
も
の
な
り
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
に
も
四
国
遍
路
と

国
家
に
よ
る
日
常
生
活
統
制
と
の
関
係
性
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
抑
圧
さ
れ
た
質
素
を
耐
え
る
こ
と
へ
の
不
満
は
国
民
の
一
体
性
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
と
き
同
行
会

が
結
成
時
か
ら
掲
げ
る
「
遍
路
愛
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
が
利
用
さ
れ
る
。
同
行
会
の
い
う
遍
路
愛
と
は
相
互
扶
助
を
示
す
「
相
互
愛
」
、
人

間
の
平
等
を
説
く
「
平
等
愛
」
、
自
己
犠
牲
を
示
す
「
犠
牲
愛
」
の
三
つ
か
ら
成
り
、
そ
れ
が
全
体
主
義
と
次
の
よ
う
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
。

逓
葉
者
は
皆
大
師
の
御
同
行
で
あ
る
か
ら
総
て
が
平
等
で
あ
っ
て
、
其
処
に
は
貧
者
も
富
者
も
な
い
、
智
者
も
愚
者
も
な
い
、
位
階
勲
等
の
み
な
ら
ず
、
不

具
者
も
病
者
も
健
康
者
も
な
い
。
此
度
政
府
が
議
会
に
提
出
し
た
国
家
総
動
員
法
を
見
れ
ば
個
人
の
所
有
物
も
住
居
も
人
間
も
国
家
が
必
要
と
認
め
た
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

は
之
を
収
容
し
得
る
と
云
ふ
趣
旨
で
あ
る
。
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そ
も
そ
も
密
教
の
修
行
は
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
修
行
が
全
体
化
さ
れ
る
こ
と
は
や
は
り
矛
盾
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
て
大
戦
下
の

日
常
的
規
範
に
四
国
遍
路
が
節
合
さ
れ
る
こ
と
で
、
四
国
遍
路
の
真
空
の
意
味
は
充
愼
さ
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
日
常
的
実
践

を
と
お
し
て
四
国
遍
路
の
意
味
が
再
生
産
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

①
　
　
『
山
ハ
大
薪
報
協
　
一
七
〇
七
口
万
、
　
一
九
一
二
七
血
＋
、
　
一
九
百
ハ
。

②
下
村
千
秋
「
四
国
遍
路
礼
讃
」
噸
旅
㎞
一
四
巻
三
号
、
一
九
三
七
年
、
八
頁

③
第
二
割
注
⑧
、
八
二
頁
。

④
西
村
翼
次
「
旅
の
真
髄
」
此
般
瞼
一
四
巻
＝
号
、
一
九
三
七
年
、
二
上
二
頁
。

⑤
富
田
教
純
「
統
綱
治
下
に
は
遍
路
行
者
と
な
れ
」
『
遍
路
輪
八
巻
七
号
、
一
九

　
三
八
年
、
一
一
頁
。

⑥
富
田
教
純
「
歩
け
、
歩
け
、
歩
け
駄
呪
遍
路
㎞
＝
巻
四
号
、
～
九
四
～
年
、

　
～
頁
。

⑦
堀
内
寛
仁
「
冬
の
四
国
遍
路
偏
『
高
野
山
時
報
』
八
三
二
号
、
一
九
三
八
年
。

⑧
相
原
熊
太
郎
『
四
国
遍
路
の
話
』
松
山
市
四
国
霊
場
会
、
一
九
二
八
年
、
二
頁
。

⑨
　
相
原
熊
太
郎
槻
鎮
魂
の
賦
一
相
原
熊
太
郎
遺
稿
1
』
青
葉
図
書
、
一
九
八

　
一
年
、
八
九
－
九
五
頁
。

⑩
富
田
教
純
「
遍
路
の
平
等
愛
と
総
動
員
」
『
遍
路
㎞
八
巻
三
号
、
一
九
三
八
年
、

　
一
頁
。
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第
五
章
お
わ
り
に

　
本
稿
は
四
国
遍
路
の
物
質
性
、
身
体
性
、
そ
し
て
移
動
性
を
検
討
し
た
。
と
り
わ
け
（
一
）
四
国
遍
路
の
宗
教
的
意
味
の
所
在
、
（
二
）
一
九

二
〇
年
代
に
お
け
る
巡
礼
の
簡
便
化
と
観
光
化
、
（
三
）
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
巡
礼
の
真
正
性
と
い
う
三
つ
の
側
面
に
注
目
し
た
。

　
四
国
遍
路
は
弘
法
大
師
空
海
へ
の
信
仰
と
結
び
つ
い
て
い
た
が
、
真
雷
宗
か
ら
の
積
極
的
な
関
与
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な
い
巡
礼
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
巡
礼
の
教
義
も
規
範
・
規
定
も
、
正
統
な
巡
礼
用
品
や
装
束
も
明
示
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
曖
昧
さ
は
、
国
内
観
光
産
業
が
樹
立

さ
れ
る
一
九
二
〇
年
代
に
、
巡
礼
者
が
公
共
交
通
機
関
を
使
用
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
公
共
交
通
機
関
の
使
用
は
、
徒
歩
と
は
異
な
る
身

体
性
を
提
供
し
、
ま
た
巡
礼
が
娯
楽
産
業
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
で
四
国
遍
路
は
観
光
の
～
形
態
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。

　
移
動
手
段
の
多
様
化
は
異
な
る
旅
の
質
を
も
た
ら
す
。
す
な
わ
ち
、
速
度
化
さ
れ
た
簡
便
で
安
全
な
巡
礼
は
、
娯
楽
と
し
て
の
巡
礼
と
い
う

経
験
を
可
能
に
し
た
。
新
た
な
巡
礼
の
移
動
性
は
近
代
化
や
観
光
化
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
れ
を
批
判
す
る
団
体
が
東
京
で
設
立
さ
れ
た
。
そ



祈りの意味・物質・身体（森）

れ
が
同
行
会
で
あ
り
、
正
統
な
巡
礼
の
方
法
や
装
束
を
主
張
し
、
実
践
し
た
。
教
義
が
空
虚
な
巡
礼
の
正
当
性
は
、
特
定
の
事
物
を
本
式
と
し

そ
れ
を
使
用
し
た
り
身
に
つ
け
た
り
す
る
こ
と
で
、
そ
し
て
本
式
の
巡
礼
方
法
を
繰
り
返
し
実
践
す
る
こ
と
で
維
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

中
で
と
り
わ
け
重
視
さ
れ
た
の
が
徒
歩
で
の
巡
礼
で
あ
っ
た
。
～
九
三
〇
年
代
後
半
以
降
の
日
本
の
政
治
状
況
に
応
じ
て
徒
歩
で
の
巡
礼
が
強

調
さ
れ
、
巡
礼
の
思
想
が
持
つ
と
さ
れ
た
質
素
倹
約
の
精
神
は
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
流
用
さ
れ
た
。
意
味
は
、
近
代
化
し
た
身
体
実
践
を
再

び
保
守
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
再
想
像
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
身
体
の
移
動
は
国
家
政
策
と
結
び
つ
き
、
そ
れ
を
支
え
た
の
で
あ
り
、
移
動
性

の
政
治
学
も
看
取
さ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
歴
史
的
過
程
の
検
討
を
と
お
し
て
、
本
稿
は
英
語
圏
で
の
宗
教
の
物
質
性
の
議
論
に
対
し
て
新
た
な
論
点
を
提
供
し
た
。
す
な
わ

ち
、
形
而
上
学
的
な
前
提
を
持
た
な
い
四
国
遍
路
に
お
い
て
は
、
聖
な
る
教
義
や
意
味
が
盤
俗
化
の
事
後
に
立
ち
上
が
る
こ
と
、
そ
れ
が
文
化

政
治
学
的
な
効
果
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
巡
礼
者
の
空
間
移
動
が
持
つ
政
治
的
側
面
、
す
な
わ
ち
巡
礼
の
移
動
性
に
つ
い
て
も
議
論
を

展
開
し
た
。
英
語
圏
の
事
例
研
究
で
は
聖
・
俗
の
形
而
上
学
的
前
提
が
見
ら
れ
る
が
、
四
国
遍
路
の
事
例
は
聖
と
俗
の
区
分
は
所
与
で
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
物
質
や
身
体
、
そ
し
て
日
常
的
実
践
と
い
っ
た
、
精
神
や
理
性
に
対
し
て
「
二
次
的
な
」
モ
ノ
が
意
味
を
再
創
造
す
る
プ
ロ
セ
ス

が
明
示
的
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
言
説
的
構
築
過
程
を
追
う
こ
と
で
、
宗
教
と
政
治
の
不
可
分
性
も
ま
た
見
え
て
く
る
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

　
祈
り
は
個
人
的
信
仰
心
の
発
露
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
れ
は
社
会
的
で
あ
り
、
物
質
的
で
あ
り
、
身
体
的
で
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
重
大
学
人
文
学
部
准
教
授
）
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the　temples　in　two　different　societies，　urban　and　rural．　IR　this　article，　I

attempt　an　analysis　of　the　sites　of　confiict　over　the　economic　rights　of

temples　in　a　stratified　society　by　focusing　concretely　on　the　function　of

central　tempies　such　as　those　of　the　City　God　and　Eastern　Peak　in　an　urban

setting　and　cases　in　a　specific　region　that　is　a　rural　setting．　ln　addition　to

these　source　materials，　1　focus　in　particular　on　the　example　of　the　existence

of　morality　books（善書shanshu）preserved　in　the　public　documen之s　wlthin

the　Ba　County　Archives　and　coBduct　a　basic　study　of　them．

　　Given　the　fact　that　the　Ba　County　Archives　was　preserved　continuously

from　the　18th　century　to　the　20th，　its　significance　is　situated　in　being　a

historical　source　that　refiects　the　period　of　transition　from　the　early　modern

to　the　modern　age．　Moreover，出e　Ba　Colユnty　Archives　retains　a　wealth　of

historical　sources　oR　new　religious　movements　that　became　promineRt　after

the　latter　half　of　the　19th　century．　IR　addition　to　learning　of　the　actual　state

of　spirit　writing（扶鷺　プ「er　lu　an）that　became　popular　in　Sichuan　in　the　late

19th　century，　we　caR　grasp　changes　such　as　the　striking　decline　of　the

authority　of　the　temple　of　the　City　God　that　had　beeR　central　to　the　order　of

popular　worship　in　the　early　modern　period．　1　hope　to　build　a　fouRdation　by

whieh　to　clarify　the　spatial　character　of　ordinary　prayer　from　archival

sourees　and　through　a　consideration　of　the　above　circumstances．

Materiality，　the　Body，　and　Mobility　of　the　Henro　Pilgrimage

by

MORI　Masato

　　This　paper　aims　to　coBtribute　to　a　series　of　studies　on　the　geography　of

religioR　through　an　eloration　of　the　role　of　corporeality　of　religious　materials

that　were　not　only　produced　by　the　religious　system　and　encoded　with　a

particular　meaning，　but　that　are　also　always　embedded　in　the　dynamics　of

sociability　and　materiality．　Recent　studies　on　the　ontological　understanding

of　the　religious　stress　the　interdependence　of　the　sacred　aRd　the　mundane．

They　depict　a　performative　lnscription　of　religious　ethics　and　poetics　into

muRdane　bodies　through　events　aRd　thoroughly　reject　the　consideration　of

religious　meanings，　ethics，　and　poetics　within　a　coherent　religious　ideology．
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Religious　matters，　includiRg　bodies，　are　not　just　passive　receptacles　of

religious　doctrine，　but　also　positive　actors　institutionalizing　religious

meaRmgs．
　　This　article　focuses　on　the　henro　pilgrimage　in　Japan　in　order　to　examine

religious　materiality　and　the　body．　The　pilgrimage　involves　visiting　eighty－

eight　sacred　Buddhist　temples　in　Shikoku，　each　of　which　is　assigned　a

number　from　one　to　eighty－eight，　and　exteRds　over　1400　km．　lt　is　not

associated　with　aRy　one　Buddhist　sect．　ln　this　pilgrimage，　the　objective　is　to

visit　all　the　sacred　places　related　to　Kakai，　who　is　the　patrlarch　of　the

Shingon　denomination　as　well　as　a　folk　saint．　This　is　not　a　well－structured

pilgrimage　based　on　sophisticated　doctrinal　tenets　but　a　symbolic　one　based

on　the　belief　system　concerning　KitkaL　The　uniqueness　of　the　pjlgrimage　is

found　in　a　fact　that　this　pilgrimage　remained　on　the　outer　margins　of　the

Buddhist　re｝igious　system　until　the　1920s．　This　means　that　the　pilgrimage

was　not　oRe　ordered　by　coherent　religious　doctrine，　but　a　poorly　structured

pilgrimage　influenced　by　both　re｝igious　and　mundane　affairs．

　　The　development　of　new　public　transportation　systems　in　Shikoku

begiRRing　in　the　191es　gradually　changed　the　mobility　and　quality　of　the

pilgrimage　experience　in　the　1930s．　The　modernization　also　transformed　the

pilgrimage　into　a　leisure　activity　in　tke　1920s　when　Japan　witRessed　the

development　of　the　domestic　tourism　iRdustry．　The　expansioR　of　the

domestic　tourism　market　entailed　delimiting　places　as　tourist　destinations，

and　the　henro　pilgrlmage　was　included　in　the　list　of　destinations　in　the　late

1920s．　Modernisation　and　tourism　changed　the　henro　pilgrimage　in　several

ways．　First，　it　separated　the　pilgrimage　from　both　religious　and　folk　culture，

Second，　it　changed　the　importance　of　the　piigrims’　bodies．　Undertaking　the

pilgrimage　on　foot　had　forced　pilgrims　to　follow　signposts　that　guided　them

to　the　next　tempie，　while　public　transportation　relieved　them　of　using　their

bodies．　Enjoying　the　scenery　became　an　important　aspect　of　pilgrimage．

MuRdane　things　such　as　transportation　and　tourism　diversified　the　pilgrims’

performance．

　　In　reaction　to　the　modern　pilgrimage，　an　organization　called　the　Henro

D6gy6　1〈ai　was　set　up　in　1928　by　Tomita　Ky6jun，　the　chief　priest　of　H6senji－

temple　in　Tokyo，　and　the　group　insisted　on　the　‘authentic’　way　of　pilgrimage．

The　authentic　pilgrimage　they　advocated　was　visually　and　practically　shown

in　an　annual　pilgrimage　parade　started　in　1931　and　monthly　training　began

in　1933一　both　of　which　involved　travelling　to　places　in　Tokyo．　The

participants　in　the　annual　parade　were　encouraged　to　bring　‘authentic’
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pilgrimage　items　（white　gloves　and　socks，　a　bag，　sandals，　sedge　hat　and

wooden　stafD　with　them．　The　wooden　staff　was　said　to　be　a　‘must　have’　item．

The　insistence　on　the　authentic　costume　and　goods　contradicted　the　modern

idea　of　pilgrimage　as　leisure　activity．　IR　addition，　as　the　orgaRisation

esteemed　walking　as　the　authentic　method　of　pilgrimage；　they　attempted　to

discipline　pilgrims’　bodies　perfomatively　through　both　discourse　and　events

such　as　the　parade　and　training．　lt　is　worth　noting　that　the　oldest　guidebook

of　the　pilgrimage，　issued　in　1687，　dld　not　attribute　special　re｝igious　meaning

or　value　to　these　objects　or　to　walking．　The　insistence　of　the　organisation　on

authenticity　is　not　grounded　in　historical　fact．　The　discourse　of　authentic

pilgrimage　by　the　organisation　became　linked　with　governmental　policy

after　the　late　1930s　aRd　during　wartime　to　discipliRe　nations’　bodies　and

daily　life．　Here　too　the　mundane　produced　the　authenticity　of　the　pilgrimage．

The　“Thought　into　Action”　of　Hasan　al－Banna，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　the　Founder　ef　the　Muslim　Brotherhood

by

YOKOTA　Takayuki

　　The　goal　of　this　article　is　to　employ　an　analysis　of　the　thought　of　Hasan　al－

BanRa，　the　founder　of　the　Muslim　Brotherhood，　to　deal　exhaustively　with

how　he　attempted　to　traRsform　the　faith　（z－ma－n）　of　the　members　of　the

Brotherhood　into　action　on　behalf　of　the　organization．　ln　this　article，　1　locate

the　significaRce　of　the　worship　in　the　hearts　of　Muslims，　including　prayers　to

Allah，　as　confirmation　of　faith，　and　examine　the　linl〈　between　the　personal

faith　and　group　actioR　in　the　thought　of　al－BaRna．

　　The　Muslim　Brotherhood　is　known　as　EgypVs　largest　lslamist　movement．

It　was　formed　in　1928　by　al－Banna　with　the　goals　of　reforming　society　on　an

Islamic　basis　and　establishing　an　lslamic　state，　aRd　al－BanRa　served　actively

as　its　first　Supreme　Guide．　The　Brotherhood　grew　quickly　during　the　first

half　of　the　20th　ceRtury．　ln　the　late　1940s　there　were　5eO，OeO　members　and　aR

equal　Rumber　of　supporters　out　of　a　total　population　of　20　million，　making　it

the　nation’s　largest　lslamist　movement　with　approximately　2，000　branches．

　　Al－Bann2　remained　active　as　the　founder　and　Supreme　Guide　of　the
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