
は
な
く
︑
中
世
宗
教
・
文
化
に
関
心
の
あ
る
方
々

に
も
広
く
本
書
を
推
薦
し
た
い
︒

︵
Ａ
�

判

六
〇
四
頁

二
〇
一
八
年
二
月

名
古
屋
大
学
出
版
会

税
別
六
八
〇
〇
円
︶

︵
殷
捷

京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

博
士
後
期
課
程
︶

池
内
敏
著

﹃
日
本
人
の
朝
鮮
観
は
い
か
に
し
て

形
成
さ
れ
た
か
﹄

地
理
的
に
近
い
距
離
に
置
か
れ
︑
昔
か
ら
密
接

な
関
係
を
結
ん
で
き
た
日
本
と
朝
鮮
と
の
間
に
は
︑

平
和
・
友
好
の
記
憶
も
あ
る
反
面
︑
侵
略
の
戦
火

や
併
呑
に
よ
る
支
配
・
被
支
配
の
歴
史
も
存
在
し

て
い
る
︒
か
か
る
関
係
に
基
づ
き
︑
日
朝
両
国
の

人
々
は
相
手
に
対
す
る
像

日
本
人
の
朝
鮮

観
・
朝
鮮
人
の
日
本
観

を
描
い
て
い
た
︒
但

し
︑
そ
れ
は
認
識
上
で
の
変
化
に
よ
る
産
物
で
あ

り
︑
相
手
の
姿
が
あ
る
が
ま
ま
に
投
影
さ
れ
た
も

の
で
は
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
日
本
人
の
朝
鮮
観
は

一
定
な
も
の
で
な
く
︑
時
代
ご
と
の
状
況
や
地
域

な
ど
に
よ
っ
て
様
々
な
姿
を
み
せ
て
い
る
︒
ま
た
︑

そ
れ
は
忘
却
と
再
生
産
を
繰
り
返
し
︑
再
生
産
さ

れ
た
時
点
で
の
環
境
が
再
び
独
特
の
意
味
づ
け
を

与
え
て
い
る
︒

本
書
は
︑
日
朝
関
係
史
に
お
け
る
諸
問
題
を
綿

密
に
検
討
し
て
き
た
著
者
が
こ
れ
ま
で
の
研
究
成

果
を
組
み
立
て
︑
新
し
い
内
容
を
追
加
し
︑
全
一

四
章
に
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
一
六

世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
時
期
を

対
象
と
し
︑
日
本
人
の
朝
鮮
観
が
ど
の
よ
う
に
現

れ
︑
推
移
し
て
き
た
か
を
叙
述
し
︑
﹁
そ
の
折
々

に
お
け
る
発
現
形
態
の
差
異
﹂
に
注
目
し
た
点
が

特
徴
的
と
い
え
る
︒

第
一
章
か
ら
第
三
章
は
︑
近
世
日
朝
外
交
史
の

諸
問
題
を
取
り
扱
う
︒
第
一
章
で
は
︑
﹁
日
本
国

大
君
﹂
号
の
創
出
過
程
を
検
討
し
︑
そ
こ
に
み
ら

れ
る
﹁
対
等
外
交
﹂
へ
の
意
識
を
指
摘
す
る
︒
第

二
章
で
は
︑
﹁
武
威
﹂
と
い
う
民
族
的
特
徴
を
鍵

と
し
︑
近
世
日
本
の
自
他
認
識
に
言
及
す
る
︒
第

三
章
で
は
︑
一
七
世
紀
末
に
生
じ
た
竹
島
︵
鬱
陵

島
︶
を
め
ぐ
る
日
朝
間
の
争
論
で
あ
る
﹁
元
禄
竹

島
一
件
﹂
を
概
観
す
る
︒

第
四
章
か
ら
第
八
章
は
︑
近
世
日
朝
交
流
の
諸

像
を
示
す
︒
第
四
・
五
章
で
は
︑
近
世
日
朝
間
の

漂
流
民
相
互
無
償
送
還
制
度
を
説
明
し
︑
そ
の
中

で
も
出
身
地
を
詐
称
し
た
済
州
島
民
の
様
相
か
ら
︑

地
域
独
自
の
自
我
認
識
を
導
出
す
る
︒
第
六
・
七

章
は
︑
漂
流
と
使
行
を
め
ぐ
る
﹁
ひ
と
﹂
の
交
流

と
︑
交
流
の
場
に
現
れ
た
絵
画
な
ど
の
﹁
モ
ノ
﹂

を
素
材
と
す
る
︒
第
八
章
で
は
︑
宝
暦
通
信
使
の

帰
国
途
中
に
起
こ
っ
た
﹁
崔
天
宗
殺
害
事
件
﹂
の

経
過
と
︑
か
か
る
日
朝
関
係
史
上
の
﹁
史
実
﹂
が

文
芸
作
品
の
中
で
ど
の
よ
う
に
脚
色
さ
れ
た
の
か

を
提
示
す
る
︒

第
九
章
か
ら
第
一
三
章
は
︑
時
期
的
背
景
が
一

九
世
紀
以
降
に
移
る
︒
第
九
・
一
◯
章
で
は
︑
転

換
期
の
一
九
世
紀
に
日
朝
両
国
の
人
々
が
鬱
陵
島

を
め
ぐ
っ
て
営
ん
だ
生
業
・
交
流
の
諸
像
を
示
し
︑

続
け
て
竹
島
の
日
本
領
編
入
過
程
を
説
明
す
る
︒

第
一
一
章
は
︑
日
韓
併
合
の
直
前
に
行
わ
れ
た
大

韓
帝
国
皇
太
子
の
鳥
取
訪
問
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る
︒第

一
二
・
一
三
章
で
は
︑
朝
鮮
︵
人
︶
に
対
す

る
侮
蔑
観
を
止
揚
す
る
雰
囲
気
の
中
で
現
れ
た
動

き
に
つ
い
て
再
考
す
る
︒
ま
ず
︑
﹁
鮮
人
﹂
を
は

じ
め
と
す
る
﹁
鮮
﹂
系
用
語
は
︑
植
民
地
期
に
お

け
る
不
条
理
な
力
関
係
に
よ
っ
て
蔑
称
と
化
し
た

も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
は
一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る

﹁
現
代
的
﹂
な
関
心
か
ら
﹁
発
見
﹂
さ
れ
︑
止
揚

さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
続
け
て
︑
細
井
肇
訳

﹃
海
游
録
﹄
か
ら
細
井
の
朝
鮮
蔑
視
観
を
読
み
取

96 (720)



っ
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
評
価
の
誤
り
を
批
判
す
る
︒

終
章
は
︑
全
章
の
内
容
を
ま
と
め
な
が
ら
︑
江

戸
時
代
に
は
﹁
鎖
国
﹂
と
い
う
枠
組
み
に
よ
る
制

約
が
存
在
し
︑
人
々
の
間
に
存
在
し
た
海
外
と
の

ア
ク
セ
ス
の
程
度
に
お
け
る
大
き
な
格
差
が
︑
近

世
日
朝
交
流
を
特
徴
づ
け
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒

本
書
の
中
で
著
者
は
︑
歴
史
学
に
お
け
る
史
料

読
解
と
解
釈
の
重
要
性
を
繰
り
返
し
て
強
調
す
る
︒

史
料
読
み
に
お
い
て
恣
意
や
先
入
観
を
排
除
し
︑

﹁
具
体
的
な
事
実
・
史
実
と
の
本
格
的
な
格
闘
﹂

を
遂
行
し
て
い
る
本
書
は
︑
歴
史
学
が
本
来
的
に

追
求
す
べ
き
道
筋
を
読
者
に
提
示
し
て
い
る
︒

︵
四
六
判

三
三
二
頁

二
〇
一
七
年
一
〇
月

講
談
社

税
別
二
二
〇
〇
円
︶

︵
李
映咳
鎮

京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

博
士
後
期
課
程
︶

会

告

去
る
六
月
二
十
一
日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た

史
学
研
究
会
理
事
会
・
評
議
員
会
に
お
き
ま

し
て
左
記
の
事
項
が
可
決
︑
承
認
さ
れ
ま
し

た
の
で
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
︒

記

一
︑
平
成
二
十
九
年
度
決
算
報
告

一
︑
平
成
三
十
年
度
予
算
案

一
︑
役
員
の
交
替

�

︑
退
任

理

事

長

井
谷
鋼
造

常
務
理
事

小
野
沢
透
︵
↓
理
事
︶
︑

高
嶋

航
︵
↓
理
事
︶

監

事

山
澄

亨
︵
↓
評
議
員
︶

理

事

石
川
義
孝
︑
西
山
良
平
︑

南
出
眞
助
︑
横
田
冬
彦
︑

田
中
和
子
︵
↓
理
事
長
︶

評

議

員

太
田

出
︵
↓
理
事
︶
︑

金
澤
周
作
︵
↓
常
務
理
事
︶
︑

木
田
知
生
︑
久
保
一
之
︑

佐
藤

信
︑
林

和
生
︑

谷
川

穣
︵
↓
常
務
理
事
︶

庶
務
委
員

小
山
田
真
帆
︑
杉
谷
倫
生

�

︑
新
任

理

事

長

田
中
和
子

常
務
理
事

金
澤
周
作
︵
↑
評
議
員
︶

谷
川

穣
︵
↑
評
議
員
︶

監

事

谷
口
淳
一

理

事

井
谷
鋼
造
︵
↑
理
事
長
︶
︑

小
野
沢
透
︵
↑
常
務
理
事
︶
︑

太
田

出
︵
↑
評
議
員
︶
︑

高
嶋

航
︵
↑
常
務
理
事
︶

評

議

員

上
杉
和
央
︑
門
井
直
哉
︑

塩
出
浩
之
︑
田
島

公
︑

堀

健
彦
︑
三
宅
正
浩
︑

吉
江

崇
︑
山
澄

亨
︵
↑
監

事
︶

編
集
委
員

増
永
理
考

庶
務
委
員

柘
植
衛
︑
山
内
健
太

一
︑
そ
の
他

﹃
史
林
﹄
の
リ
ポ
ジ
ト
リ
へ
の
掲
載
に
つ

い
て
︑
掲
載
先
を
京
都
大
学
学
術
情
報
リ

ポ
ジ
ト
リ
Ｋ
Ｕ
Ｒ
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｉ
と
す
る
常
務

理
事
会
案
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
︒

紹 介

97 (721)


