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本
書
『
宗
教
的
解
読
ｌ
坐
示
教
的
実
践
に
お
け
る
解
読
の
役
割
』
は
極
め

て
刺
激
的
な
宗
教
論
で
あ
り
、
宗
教
研
究
、
も
し
く
は
仏
教
研
究
と
係
り

の
あ
る
人
な
ら
ば
誰
に
と
っ
て
も
必
読
の
吾
と
し
て
評
価
し
て
も
良
い
質

の
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
著
書
の
ポ
ー
ル
Ⅲ
グ
リ
ィ
ッ
フ
ィ
ス
氏
は

日
本
に
お
い
て
は
ま
だ
充
分
に
知
ら
れ
て
い
な
い
人
な
の
で
、
書
評
そ
の

も
の
に
入
る
前
に
著
者
紹
介
を
し
た
ほ
う
が
良
い
と
考
え
ら
れ
る
。

グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
は
英
国
生
ま
れ
の
人
で
あ
り
、
一
九
八
○
年
以
来
北

米
に
永
住
し
て
い
る
稀
有
な
宗
教
哲
学
者
で
あ
る
。
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
は
、

現
在
、
シ
カ
ゴ
大
学
に
お
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
研
究
を
担
当
し
て
い
る

が
、
そ
の
研
究
の
枠
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
対
す
る
厳
密
で
包
括
的
な

認
識
か
ら
梵
・
蔵
両
語
の
原
点
解
読
に
基
づ
い
た
仏
教
研
究
に
ま
で
至
っ

て
い
る
。
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
の
こ
う
し
た
学
問
的
関
心
事
の
広
さ
と
並
べ

て
、
シ
カ
ゴ
大
学
に
関
係
し
て
い
る
が
故
に
、
そ
の
宗
教
哲
学
の
あ
り
方

は
エ
リ
ア
デ
ー
か
ら
出
発
し
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
〈
シ
カ
ゴ
学
派
〉
と
近

い
性
格
の
も
の
で
あ
る
よ
う
な
印
象
を
読
者
に
与
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
が
代
表
す
る
よ
う
な
宗
教
哲
学
の
あ
り
方
は

〈
シ
カ
ゴ
学
派
〉
の
そ
れ
と
正
反
対
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
考
え

而
凹
昌
弓
の
艮
昏
冨
著

記
因
５
国
。
届
肖
園
記
国
』
ｂ
画
く
の

ｌ
望
、
、
ミ
ヘ
ミ
詞
圏
忌
畠
曽
望
、
、
ミ
ミ
恩
旦
記
里
億
ｓ
》

ジ
ョ
ア
キ
ン
。
モ
ン
テ
イ
ロ

ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
〈
シ
カ
ゴ
学
派
〉
に
お
け
る
宗
教
哲
学
の
あ
り

方
で
は
、
研
究
者
の
個
別
的
、
具
体
的
な
信
仰
的
立
場
を
問
題
に
し
な
い

ま
ま
に
世
界
の
す
べ
て
の
宗
教
現
象
を
傍
観
者
的
な
立
場
か
ら
記
述
す
る

姿
勢
が
本
質
的
に
許
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
に
対

し
て
、
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
に
よ
っ
て
代
表
き
れ
て
い
る
宗
教
哲
学
の
あ
り

方
で
は
、
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
明
確
な
自
己
規
定
に
基
づ
い
て
そ
の
他

の
宗
教
の
論
理
的
真
理
主
張
及
び
そ
れ
に
基
づ
い
て
成
立
す
る
倫
理
性
を

批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
中
心
課
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

意
味
で
は
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
に
お
け
る
宗
教
哲
学
の
あ
り
方
は
〈
シ
カ
ゴ

学
派
〉
の
そ
れ
と
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
と
結
論
し
て
も
よ
い
。
グ
リ
ッ

フ
ィ
ス
氏
は
資
本
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
に
お
け
る
宗
教
の
あ
り
方
及
び

諸
宗
教
と
の
出
会
い
を
問
題
に
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
同
じ
よ
う
な
課

題
か
ら
出
発
し
て
い
る
ジ
ョ
ン
Ⅲ
ヒ
ッ
ク
氏
の
〈
宗
教
多
元
論
〉
と
類
似

し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
見
方
は
本
質

的
に
間
違
っ
て
い
る
。
今
日
の
日
本
で
も
流
行
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

ヒ
ッ
ク
氏
の
こ
う
し
た
〈
宗
教
多
元
論
〉
で
は
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
的
な
く
不

一
二
元
論
〉
の
哲
学
を
以
っ
て
世
界
の
全
て
の
宗
教
を
同
質
化
し
、
本
質

的
に
対
立
し
て
い
る
諸
宗
教
の
論
理
的
、
倫
理
的
な
真
理
主
張
が
無
責
任

な
ま
で
に
軽
ん
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
諸
宗
教
に
対
す
る
こ
う
し
た

同
質
化
作
用
は
、
ま
た
、
資
本
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
暴
力
性
に
対
す
る
諸

宗
教
の
批
判
性
を
弱
体
化
さ
せ
、
問
題
意
識
を
本
質
的
に
鈍
ら
せ
る
傾
向

を
強
く
持
っ
て
い
る
と
私
に
は
考
え
ら
れ
る
。
〈
宗
教
多
元
論
〉
の
こ
う

し
た
傾
向
に
対
し
て
、
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
に
お
け
る
宗
教
哲
学
の
あ
り
方

で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
立
脚
し
た
問
題
提
起
に
基
づ
い
て
そ
の
他
の
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宗
教
の
問
題
意
識
を
鋭
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
資
本
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の

問
題
性
に
対
す
る
正
し
い
認
識
の
あ
り
方
を
も
た
ら
す
大
き
な
可
能
性
を

も
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

以
上
の
よ
う
に
著
者
を
紹
介
し
た
上
で
、
次
に
本
書
の
中
身
を
問
題
に

し
て
い
こ
う
。
〈
宗
教
的
解
読
〉
と
〈
消
費
的
解
読
〉
を
明
確
に
区
別
し

た
上
で
、
こ
の
二
つ
の
解
読
の
あ
り
方
の
問
の
関
係
が
本
質
的
に
対
立
的

②

で
あ
る
と
す
る
の
が
本
書
の
中
心
的
な
主
張
で
あ
る
。
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏

が
明
確
に
報
告
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
文

献
を
宗
教
的
に
解
読
し
よ
う
と
し
た
自
ら
の
努
力
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で

〈
消
費
的
〉
で
あ
っ
た
自
ら
の
解
読
の
あ
り
方
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る

〈
宗
教
的
解
読
〉
の
あ
り
方
を
初
め
て
実
感
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
区

別
は
、
資
本
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
が
も
た
ら
す
す
べ
て
の
価
値
観
の
消

費
化
と
同
質
化
に
対
す
る
宗
教
の
批
判
的
対
決
の
可
能
性
に
基
づ
い
て
お

り
、
そ
し
て
、
す
べ
て
の
解
読
の
あ
り
方
を
〈
消
費
的
解
読
〉
の
下
で
一

元
化
す
る
今
日
の
大
学
制
度
の
問
題
性
へ
の
指
摘
と
本
質
的
に
関
連
す
る

の
で
あ
る
。
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
は
こ
の
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
〈
宗
教
的

解
読
〉
を
〈
宗
教
的
告
白
〉
（
信
仰
告
白
）
を
も
た
ら
す
解
読
の
あ
り
方

と
し
て
定
義
し
、
そ
し
て
、
こ
の
解
読
の
あ
り
方
の
制
度
的
、
教
育
的
、

③

認
識
論
的
な
意
味
追
求
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
〈
宗
教
的
解

読
〉
と
〈
消
費
的
解
読
〉
と
の
本
質
的
対
立
の
制
度
的
、
教
育
的
、
認
識

論
的
な
意
味
追
求
が
、
本
書
の
中
心
課
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
一
章
で
あ
る
「
宛
の
厨
５
国
」
（
宗
教
）
は
宗
教
を
一
種
の
〈
告
白
〉

④

（
即
ｏ
８
巨
具
）
と
し
て
規
定
し
た
上
で
宗
教
的
告
白
の
特
色
及
び
そ
れ
を

形
づ
く
る
〈
解
読
〉
の
あ
り
方
を
問
題
に
す
る
。
宗
教
は
一
種
の
報
告
、

も
し
く
は
一
種
の
告
白
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
は
諸
宗
教
の
実
質
的
内
容

⑤

か
ら
抽
象
化
さ
れ
た
形
式
的
な
（
さ
『
日
巴
）
規
定
の
あ
り
方
で
あ
り
、
そ

し
て
、
そ
の
形
而
上
学
的
な
中
身
（
神
は
存
在
す
る
か
、
し
な
い
か
。
諸

行
は
無
常
で
あ
る
か
、
な
い
か
等
）
を
問
題
に
し
な
い
意
味
で
は
現
象
的

⑥

な
（
ｇ
の
旨
○
日
ｇ
巴
）
規
定
の
あ
り
方
と
な
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
グ

リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
は
宗
教
に
対
す
る
以
上
の
よ
う
な
定
義
に
基
づ
い
て
〈
宗

教
的
告
白
〉
特
有
の
性
格
と
し
て
次
の
三
点
を
挙
げ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

⑦

り
、
（
一
）
包
括
性
（
。
媚
胃
骨
昌
ぐ
９
＄
の
）
、
（
二
）
の
り
越
え
不
可

⑨

能
性
（
巨
園
貝
冒
の
切
号
芦
ご
）
、
（
三
）
中
心
性
（
○
の
貝
邑
ご
）
の
三
つ
で

あ
る
。
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
に
よ
れ
ば
こ
の
三
点
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る

〈
宗
教
的
告
白
〉
と
い
う
も
の
は
、
人
間
の
自
然
的
、
内
在
的
な
も
の
と

し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
必
然
的
に
あ
る
特
定
の
社
会
的
、
言
語
的
、
制

⑩

度
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
学
ば
れ
た
能
力
で
あ
る
。
宗
教
的
告
白

の
能
力
は
教
育
に
よ
っ
て
身
に
付
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
了
解
さ
れ
る
な

ら
ば
、
〈
宗
教
的
解
読
〉
と
の
関
係
の
必
然
性
と
は
自
明
の
も
の
と
な
る

よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

第
二
章
司
呂
唱
○
国
少
且
巨
尉
国
昌
弓
○
鳥
」
（
宗
教
と
文
学
的
作
品
）

は
、
文
学
作
品
の
構
成
と
保
存
の
問
題
に
対
す
る
考
察
を
、
文
化
・
科
学

技
術
と
の
関
連
か
ら
着
手
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
文
字
文
化
を
文
学
作

品
・
科
学
技
術
及
び
歴
史
的
記
憶
の
成
立
の
不
可
欠
の
条
件
と
す
る
思
想

傾
向
が
厳
し
い
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
は
そ
の

傾
向
の
最
も
代
表
的
な
も
の
と
し
て
十
八
世
紀
の
Ｑ
ｇ
Ｏ
ｐ
の
白
の
。
旨
の

⑪

シ
且
甸
邑
昌
目
冨
罰
Ｏ
Ｂ
四
口
両
日
官
『
①
」
を
取
り
上
げ
、
こ
の
思
想
傾
向

と
貨
幣
経
済
と
の
関
係
に
対
し
て
厳
し
い
分
析
を
展
開
す
る
。
そ
し
て
、
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文
字
文
化
が
ま
だ
成
立
し
て
い
な
い
、
も
し
く
は
中
心
的
な
役
割
を
果
た

し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
質
の
高
い
文
学
作
品
が
構
成
さ
れ
、
保

存
さ
れ
て
い
る
具
体
的
な
一
例
と
し
て
、
古
代
イ
ン
ド
の
文
化
を
問
題
に

⑫

す
る
。
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
に
よ
れ
ば
、
暗
記
や
記
憶
術
を
前
提
と
す
る
こ

の
文
化
の
あ
り
方
は
〈
宗
教
的
解
読
〉
と
深
い
関
連
性
を
も
ち
、
〈
宗
教

的
解
読
〉
の
成
立
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
グ
リ
ッ
フ

ィ
ス
氏
は
、
ま
た
、
こ
の
主
張
に
基
づ
い
て
、
〈
宗
教
的
解
読
〉
と
〈
消

⑬

費
的
解
読
〉
と
の
違
い
を
論
じ
、
ラ
テ
ン
語
の
邑
喧
○
の
解
釈
に
対
す

る
興
味
深
い
指
摘
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
に
し
て
み

れ
ば
、
〈
宗
教
的
解
読
〉
と
記
憶
術
と
の
間
に
深
い
関
係
が
存
在
し
て
お

り
、
宗
教
的
読
者
に
と
っ
て
は
、
宗
教
的
文
献
そ
の
も
の
に
本
質
的
な
価

値
が
認
め
ら
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
〈
消
費
的
解
読
〉
と
の
区
別
が
認
め

ら
れ
る
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
〈
宗
教
的
解
読
〉
に
お
け
る
文
学
作
品
と

は
、
そ
の
構
成
や
保
存
に
関
し
て
は
い
か
な
る
技
術
体
系
か
ら
も
独
立
し

て
お
り
、
そ
し
て
、
思
想
や
語
り
に
よ
る
椛
成
の
あ
り
方
、
記
憶
術
に
よ

⑭

る
保
存
の
あ
り
方
と
最
も
深
い
関
連
に
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
つ
ま
り
、

作
品
そ
の
も
の
よ
り
も
構
成
や
保
存
の
技
術
を
重
要
視
す
る
〈
消
費
的
解

読
〉
に
対
し
て
、
〈
宗
教
的
解
読
〉
で
は
文
学
作
品
そ
の
も
の
が
重
要
視

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
三
章
弓
冨
９
日
の
閏
昌
崩
呂
四
○
崖
の
”
の
且
旨
巴
（
〈
宗
教
的
解

読
〉
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
）
は
、
〈
宗
教
的
解
読
〉
と
〈
消
費
的
解
読
〉
と

の
対
立
の
制
度
的
、
教
育
的
、
認
識
論
的
な
側
面
の
分
析
に
関
し
て
最
も

大
切
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
分
析
は
、
ま
た
、
〈
宗
教
的
解
読
〉
と
現

代
の
諸
課
題
と
の
関
連
に
関
し
て
も
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
〈
宗
教

的
解
読
〉
は
人
間
の
自
然
的
、
内
在
的
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
教
育
的

な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
学
ば
れ
た
能
力
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
〈
宗

教
的
解
読
〉
を
伝
承
し
、
教
え
る
制
度
の
存
在
が
必
然
的
に
問
題
に
な
る

よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
制
度
の
最
も
代
表
的
な
も
の
と
し
て
チ
ベ
ッ

ト
や
西
洋
の
中
世
に
お
け
る
〈
修
道
院
〉
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
現
代
の
教

育
制
度
（
特
に
大
学
）
に
お
け
る
〈
宗
教
的
解
読
〉
の
伝
承
は
極
め
て
困

難
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
グ
リ
ッ
フ

ィ
ス
氏
の
分
析
は
そ
の
制
度
的
側
面
と
認
識
論
的
な
側
面
を
中
心
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
側
面
の
間
に
深
い
関
連
性
が
存
在
す
る
こ

と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
制
度
的
な
側
面
に
関
し
て
い
え
ば
、
グ
リ
ッ
フ
ィ

ス
氏
は
〈
宗
教
的
解
読
〉
の
制
度
的
特
徴
と
し
て
〈
権
威
〉

（
目
ｇ
ｏ
昌
望
）
、
〈
階
級
性
〉
（
ぽ
の
国
月
ご
産
〈
共
同
体
〉
（
８
日
日
巨
巳
ご
）

と
〈
伝
統
〉
（
育
乱
旨
○
口
）
を
取
り
上
げ
る
。
制
度
的
分
析
は
〈
権
威
〉

の
問
題
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
が
述
べ
て
い

る
よ
う
に
個
人
の
主
観
を
根
拠
と
し
て
い
る
〈
権
威
〉
の
排
斥
と
は
、
近

代
の
教
育
制
度
の
根
本
理
念
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

〈
権
威
〉
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
〈
宗
教
的
解
読
〉
と
近
現
代
の
大

学
理
念
と
の
間
に
本
質
的
な
矛
盾
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
近
現
代
の
大
学
に
お
い
て
も

暗
黙
の
内
に
〈
権
威
〉
が
存
在
す
る
が
故
に
、
そ
の
存
在
を
表
明
化
し
、

⑯

明
示
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
を
克
服
す
る
こ
と
が
極
め
て

困
難
で
あ
る
が
、
問
題
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
そ
の
認
識
論
的

側
面
に
触
れ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
は

こ
の
問
題
の
認
識
論
的
側
面
を
旨
５
日
四
房
日
（
認
識
の
根
拠
を
主
観
の

4『ー
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内
に
置
く
認
識
論
的
立
場
）
と
①
算
①
目
農
の
日
（
認
識
の
根
拠
を
主
観
に

外
在
し
て
い
る
も
の
と
し
て
了
解
す
る
認
識
論
的
立
場
）
と
の
対
立
と
し

⑰

て
展
開
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
近
現
代
の
大
学
制
度
の
理
念
と
は
内
在
主

義
に
基
づ
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
〈
宗
教
的
解
読
〉
は
外
在
主
義
に
よ

っ
て
根
拠
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
課
題
の
正
し
い

決
着
の
た
め
に
、
こ
の
二
つ
の
認
識
論
的
立
場
と
の
論
理
的
対
決
が
必
要

で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
の
展
開
は
一
定
の
指

摘
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
代
わ
り
に
ポ
ス
ト
Ⅲ
モ
ダ
ン
諸
思
想
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
内
在
主
義
の
敗
退
に
よ
る
大
学
制
度
に
お
け
る
〈
宗

⑱

教
的
解
読
〉
回
復
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
グ
リ
ッ
フ
ィ

ス
氏
に
よ
れ
ば
、
ポ
ス
ト
Ⅱ
モ
ダ
ン
諸
思
想
と
外
在
主
義
に
根
拠
付
け
ら

れ
た
く
宗
教
的
解
読
〉
と
の
間
に
一
定
の
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ

⑲
フ
③
Ｏ

第
四
章
「
弓
冨
司
巨
巨
３
日
の
冒
旦
の
①
日
の
ｍ
２
両
呂
唱
○
屋
の
殉
の
画
目
侭
」

（
宗
教
的
解
読
の
根
本
的
な
様
式
）
は
注
釈
（
８
ヨ
ョ
の
ロ
国
昌
）
と
文
集

（
目
号
ｇ
ｏ
関
）
を
中
心
に
し
て
〈
宗
教
的
解
読
〉
の
諸
様
式
を
分
析
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
分
析
に
は
文
学
批
判
や
文
献
の
諸
様
式
に
対
す
る

グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
の
知
識
の
広
さ
と
深
さ
に
驚
か
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
本
章
の
中
心
は
注
釈
と
文
集
の
定
義
に
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。

グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
に
よ
れ
ば
、
注
釈
の
性
格
は
次
の
三
点
に
よ
っ
て
充
分

に
要
約
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
一
つ
は
、
別
の
文
献
と
の
本
質
的
連

関
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
す
べ
て
の
注
釈
は
何
ら
か
の
作
品
や
文
献
の
注
釈

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
す
べ
て
の
注
釈
は
一
種
の
メ
タ
作
品
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
注
釈
さ
れ
て
い
る
文
献
の
様
相
は
、

質
的
に
、
ま
た
は
量
的
に
支
配
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
注
釈
さ

れ
て
い
る
文
献
は
注
釈
の
構
造
及
び
そ
れ
を
形
づ
け
る
資
料
の
順
番
を
決

⑳

定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
特
徴
の
あ
る
文
献
の
す
べ
て
は
注
釈
で

あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
文
集
の
定
義
と
し
て
、
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
は
す
べ

て
の
言
葉
が
別
の
作
品
（
も
し
く
は
諸
作
品
）
に
由
来
し
て
い
る
文
献
、

そ
し
て
、
な
ん
ら
か
の
形
で
諸
作
品
の
境
界
線
を
決
定
す
る
あ
り
方
を
し

⑳

て
い
る
作
品
の
す
べ
て
が
文
集
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。

第
五
章
「
９
昌
日
の
ロ
ｓ
ｑ
Ｐ
己
曾
ｇ
ｏ
］
ｏ
唱
旨
国
＆
言
吻
昌
己
且

（
イ
ン
ド
仏
教
に
お
け
る
注
釈
と
文
集
）
は
こ
れ
ま
で
解
説
さ
れ
た
諸
前

提
を
イ
ン
ド
仏
教
の
研
究
に
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
イ
ン

ド
仏
教
に
お
け
る
教
育
制
度
の
あ
り
方
（
暗
記
、
記
憶
術
、
口
伝
、
講
義

等
）
の
分
析
か
ら
雪
型
目
：
と
く
詩
国
日
思
旨
に
お
け
る
そ
の
具
体
的

⑫

な
あ
り
方
を
想
定
し
て
、
そ
の
意
味
を
問
題
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
、

曾
目
削
日
屋
○
○
昌
四
や
陸
廓
關
四
日
匡
○
８
茜
の
よ
う
な
文
集
と
、

。
⑳

貝
目
織
冨
ｇ
閉
冨
や
留
国
国
日
山
の
よ
う
な
注
釈
を
問
題
に
し
、
そ
れ

ら
の
作
品
の
宗
教
的
な
意
味
を
論
じ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
作
品
と
は

宗
教
的
解
読
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
宗
教
的
解
読
者
の
た
め
の
も
の
で
あ

⑳

っ
た
こ
と
を
結
論
付
け
る
。
つ
ま
り
、
イ
ン
ド
の
仏
教
者
は
本
質
的
に
宗

教
的
解
読
者
で
あ
っ
た
が
故
に
、
そ
れ
ら
の
作
品
を
〈
消
費
的
解
読
〉
を

前
提
に
し
て
読
ま
れ
る
な
ら
ば
そ
の
意
味
が
必
然
的
に
誤
解
さ
れ
る
の
で

あ
る
。最

終
章
冒
○
日
目
の
冒
国
曼
渥
且
醇
口
吾
巳
○
四
冒
幻
○
昌
自
少
萱
８
」

（
ロ
ー
マ
・
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
注
釈
と
文
集
）
は
、
ロ
ー
マ
・
ア
フ
リ

カ
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
的
〈
宗
教
的
解
読
〉
の
制
度
を
問
題
に
す
る
。
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そ
し
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
目
①
昌
日
○
日
○
昌
日
Ｆ
与
国
言
の
切
且

Ｃ
巳
門
旨
匡
日
、
の
己
①
。
巳
匡
日
・
①
の
貝
君
目
３
め
い
ｏ
国
、
醇
旦
ぐ
の
用
匡
の

巨
胄
ｇ
ｏ
ｐ
の
日
、
Ｆ
号
閏
営
と
旨
Ｆ
ｏ
ｍ
ｐ
巳
の
固
官
、
日
置
日
醒
旦
も
閏
ｓ
ｏ
の

⑮

自
国
ｏ
冨
日
関
の
よ
う
な
文
献
を
分
析
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
に
対

し
て
乏
し
い
知
識
し
か
持
て
な
い
私
に
と
っ
て
は
そ
れ
ら
の
分
析
を
評
価

す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
が
、
分
析
か
ら
出
て
く
る
結
論
に
対
し
て
は

本
質
的
に
共
感
で
き
る
。
つ
ま
り
、
一
部
の
例
外
者
の
存
在
が
認
め
ら
れ

る
と
し
て
も
、
ロ
ー
マ
・
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
宗
教
的
作
品
と
は
〈
宗
教

的
解
読
者
〉
の
た
め
に
〈
宗
教
的
解
読
者
〉
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の

⑳

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
は
以
上
の
よ
う
な
論
点
を
「
ｏ
ｏ
ｐ
ｏ
旨
凰
○
己
（
結

論
）
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。
今
日
の
社
会
に
お
け
る
グ
ロ
ー

バ
ル
化
が
〈
宗
教
的
解
読
〉
（
及
び
宗
教
的
解
読
者
）
の
存
在
を
無
意
味

＠

な
も
の
と
し
、
そ
の
絶
滅
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
〈
宗
教
的

解
読
〉
に
対
し
て
色
々
な
批
判
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら

の
批
判
が
決
定
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
代

わ
り
に
、
〈
宗
教
的
解
読
〉
と
い
う
も
の
に
は
本
質
的
な
価
値
が
認
め
ら

れ
る
が
故
に
、
現
代
社
会
に
お
け
る
そ
の
保
存
と
発
展
の
可
能
性
を
問
題

に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
可
能
性
を
実
質
化
し
、
具
体
化
す

る
二
つ
の
道
が
存
在
す
る
と
指
摘
す
る
。
そ
の
一
つ
は
、
寺
院
や
教
会
の

よ
う
な
宗
教
的
な
制
度
に
お
け
る
回
復
の
努
力
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
大

⑳

学
制
度
の
改
革
に
お
け
る
〈
宗
教
的
解
読
〉
確
立
の
可
能
性
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
本
書
の
中
身
を
記
述
し
た
上
で
、
そ
の
評
価
の
問
題
に

入
っ
て
お
こ
う
。
宗
教
哲
学
の
立
場
に
立
脚
し
て
い
る
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏

と
仏
教
学
を
立
場
と
し
て
い
る
私
と
の
間
に
本
質
的
な
違
い
が
認
め
ら
れ

る
。
そ
れ
故
、
ま
ず
最
初
に
、
私
の
研
究
に
お
け
る
問
題
意
識
と
方
法
論

を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
私
の
研
究
に
お
け

る
問
題
意
識
に
関
し
て
い
え
ば
、
現
代
の
諸
思
想
と
の
対
決
に
お
い
て
仏

教
特
有
の
論
理
性
と
倫
理
性
を
明
確
に
し
、
現
代
社
会
に
お
い
て
仏
教
を

一
つ
の
理
論
領
域
と
し
て
独
立
さ
せ
る
こ
と
が
中
心
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

私
に
し
て
み
れ
ば
、
仏
教
以
外
の
思
想
に
基
づ
い
て
仏
教
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
は
本
質
的
に
不
可
能
で
あ
る
が
、
現
代
社
会
に
お
い
て
仏
教
を
一

つ
の
理
論
領
域
と
し
て
独
立
さ
せ
る
た
め
に
は
現
代
諸
思
想
と
の
対
決
は

不
可
欠
の
条
件
と
な
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
私
は
、
現
在
、
〈
現
代
思

想
〉
と
い
う
名
の
下
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
諸
思
想
に
対
し
て
深
い
不
信

感
を
覚
え
て
い
る
し
、
そ
れ
ら
の
思
想
に
対
し
て
想
像
し
得
る
以
上
に
厳

し
い
対
決
を
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
私
は
こ
れ
ま

で
深
く
信
頼
し
て
い
た
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
関
し
て
も
同
じ
よ
う
な
不
信
感

を
覚
え
つ
つ
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
現
代
思
想
の
そ
の
他
の
代
表
者
と
は

違
っ
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
思
想
は
私
に
と
っ
て
重
要
な
思
想
課
題
を
残

し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
今
日
の
私
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
政
治
的
発

言
及
び
そ
れ
を
支
え
て
い
る
思
想
の
論
理
的
内
容
の
両
方
に
関
し
て
本
質

的
な
不
信
感
を
覚
え
て
い
る
が
、
本
論
文
に
お
い
て
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の

思
想
的
論
点
に
対
し
て
論
じ
た
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

近
代
の
〈
主
観
中
心
的
な
理
性
〉
の
克
服
の
あ
り
方
に
関
す
る
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
と
ポ
ス
ト
Ⅱ
モ
ダ
ン
諸
思
想
と
の
間
の
論
争
は
私
の
思
想
の
重

⑳

要
な
出
発
点
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
（
私
が
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
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テ
ー
マ
は
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
が
指
摘
す
る
目
①
目
四
房
目
（
内
在
主
義
）

と
①
鴬
の
冒
農
の
日
（
外
在
主
義
）
と
の
認
識
論
的
対
立
と
深
く
連
関
し
て

い
る
）
つ
ま
り
、
理
性
そ
の
も
の
を
否
定
し
、
近
代
を
抑
圧
的
な
も
の
と

し
て
全
面
的
に
断
罪
し
て
い
る
ポ
ス
ト
Ⅲ
モ
ダ
ン
諸
思
想
に
対
し
て
、

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
〈
社
会
的
近
代
〉
（
今
日
に
お
け
る
資
本
の
グ
ロ
ー
バ

ル
化
の
よ
う
な
無
方
向
的
な
経
済
発
展
の
あ
り
方
）
と
〈
文
化
的
近
代
〉

（
科
学
・
道
徳
・
美
術
等
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
領
域
特
有
の
価
値

⑳

判
断
の
独
立
）
を
明
確
に
区
別
し
、
そ
し
て
、
〈
対
話
的
理
性
〉
に
根
拠

付
け
ら
れ
た
く
文
化
的
近
代
〉
に
基
づ
い
た
〈
主
観
中
心
的
な
理
性
〉
と

〈
社
会
的
近
代
〉
の
克
服
の
可
能
性
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
日

の
私
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
〈
対
話
的
理
性
〉
に
対
し
て
深
い
疑
念
を
覚
え

る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
〈
文
化
的
近
代
〉
と
〈
社
会
的
近
代
〉
の
区
別
に

基
づ
い
た
ポ
ス
ト
Ⅲ
モ
ダ
ン
諸
思
想
へ
の
批
判
を
今
で
も
支
持
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
テ
ー
マ
は
私
に
と
っ
て
も
う
一
つ
の
思
想
課
題
、
つ
ま
り
、

〈
文
化
的
近
代
〉
に
お
け
る
宗
教
の
位
置
の
問
題
と
深
く
連
関
し
て
い
る
。

良
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
領
域
特
有
の
価
値
判
断
の

独
立
に
よ
っ
て
成
立
し
た
く
文
化
的
近
代
〉
と
い
う
も
の
は
、
前
近
代
社

会
に
お
け
る
宗
教
的
、
有
機
体
的
な
社
会
の
崩
壊
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
宗
教
が
前
近
代
社
会
に
お
け
る
そ
の
意

味
と
役
割
を
本
質
的
に
失
っ
て
い
る
が
故
に
、
〈
文
化
的
近
代
〉
に
対
す

る
一
つ
の
理
論
領
域
と
し
て
の
独
立
の
可
能
性
と
い
う
こ
と
は
、
現
代
に

残
さ
れ
た
宗
教
の
課
題
と
な
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
私
は
宗
教
と
〈
文

化
的
近
代
〉
を
同
質
化
す
る
発
想
に
は
反
対
し
て
い
る
が
、
前
近
代
社
会

に
お
け
る
宗
教
の
役
割
の
回
復
の
可
能
性
に
対
し
て
夢
を
見
る
こ
と
が
全

く
無
意
味
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
現
代
諸
思
想
と
の

対
決
に
お
い
て
仏
教
の
〈
規
範
的
内
容
〉
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
〈
文
化
的
近
代
〉
に
お
け
る
諸
領
域
の
独
立
と
よ
く
類
似
し
た
形

で
の
一
理
論
領
域
と
し
て
の
仏
教
を
独
立
さ
せ
る
こ
と
が
私
の
中
心
的
な

問
題
意
識
で
あ
る
。
仏
教
学
に
お
け
る
私
の
方
法
論
で
あ
る
〈
批
判
仏
教

学
〉
と
い
う
も
の
は
こ
の
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
成
立
し
、
そ
し
て
、

〈
宗
学
的
方
法
論
〉
（
教
学
的
方
法
論
）
と
近
代
の
〈
実
証
主
義
的
、
文

⑳

献
学
的
な
方
法
論
〉
へ
の
批
判
と
し
て
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
解
説
に
よ
っ
て
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
と
私
と
の
基
本
的
な

立
場
の
違
い
が
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
資
本
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
も
た

ら
す
価
値
観
の
同
質
化
と
一
元
化
に
対
し
て
〈
宗
教
的
解
読
〉
特
有
の
意

味
を
問
題
に
し
て
い
る
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
の
姿
勢
は
共
感
を
呼
ぶ
も
の
で

あ
る
が
、
〈
宗
教
的
解
読
〉
と
〈
消
費
的
解
読
〉
を
二
者
択
一
的
に
対
立

さ
せ
る
図
式
は
〈
宗
教
的
解
読
〉
以
外
の
解
読
の
あ
り
方
の
す
べ
て
を

〈
消
費
的
解
読
〉
と
し
て
断
罪
し
て
し
ま
う
大
き
な
危
険
性
を
持
っ
て
い

る
。
私
に
し
て
み
れ
ば
、
真
の
意
味
で
の
思
想
的
、
論
理
的
な
対
立
は
二

者
択
一
的
な
性
格
を
必
然
的
に
持
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
が
、
グ
リ
ッ

フ
ィ
ス
氏
が
問
題
に
す
る
よ
う
な
〈
宗
教
的
解
読
〉
と
〈
消
費
的
解
読
〉

と
の
対
立
は
思
想
的
、
論
理
的
な
意
味
で
の
二
者
択
一
性
を
内
容
と
し
て

い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
〈
社
会
的
近
代
〉
に
は
す
べ
て
の
文
学
作
品

を
消
費
化
す
る
傾
向
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
〈
文
化
的
近
代
〉

の
理
念
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
文
学
作
品
の
多
く
は
〈
消
費
的
解
読
〉

と
無
縁
の
も
の
で
あ
る
ば
か
り
か
、
そ
れ
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
と
し
て

形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
ベ
ル
ト
ル
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ト
・
ブ
レ
ヒ
ト
や
ア
ン
ト
ニ
ン
・
ア
ル
ト
ウ
の
演
劇
を
挙
げ
る
こ
と
が
出

来
る
。
そ
れ
ら
の
作
品
は
そ
の
意
図
と
内
容
の
両
面
に
お
い
て
〈
社
会
的

近
代
〉
と
鋭
く
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
〈
消
費
的
解
読
〉
と
し

て
片
付
け
ら
れ
な
い
性
質
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

近
代
の
問
題
の
す
べ
て
を
〈
社
会
的
近
代
〉
の
次
元
に
お
い
て
理
解
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
は
〈
文
化
的
近
代
〉
に
対
し
て
無

理
解
で
あ
る
よ
う
な
印
象
を
私
に
与
え
る
。
つ
ま
り
、
〈
文
化
的
近
代
〉

と
の
批
判
的
対
決
に
お
い
て
現
代
に
お
け
る
宗
教
の
意
味
を
問
題
に
し
て

い
る
私
と
は
違
っ
て
、
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
は
完
全
な
反
近
代
主
義
者
で
あ

る
印
象
を
私
に
与
え
る
。
こ
の
問
題
は
、
ま
た
、
〈
宗
教
的
解
読
〉
と

〈
消
費
的
解
読
〉
の
制
度
的
、
教
育
的
、
認
識
論
的
な
違
い
と
深
く
連
関

し
て
い
る
。
こ
の
課
題
は
、
ま
た
、
宗
教
的
諸
伝
統
に
内
在
し
て
い
る
問

題
性
と
、
そ
れ
ら
の
伝
統
と
近
代
の
理
念
と
の
関
係
に
関
す
る
諸
問
題
の

両
方
を
含
ん
で
い
る
。
〈
宗
教
的
解
読
〉
の
制
度
的
側
面
の
中
心
問
題
は

〈
権
威
〉
の
容
認
に
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
近
代
の
主
観
中
心
的
な
理
性

に
基
づ
い
た
大
学
制
度
は
〈
権
威
〉
を
排
斥
し
た
つ
も
り
で
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
存
在
は
暗
黙
の
う
ち
に
容
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
か

で
あ
る
。
今
日
の
大
学
制
度
に
お
け
る
〈
権
威
〉
の
存
在
を
明
示
化
し
、

そ
の
問
題
性
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
点
に
関
し
て
グ
リ

ッ
フ
ィ
ス
氏
の
主
張
は
全
く
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
け
れ

ど
も
、
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
宗
教
に
お
け
る
〈
権
威
〉
を
無
制
限
に

認
め
て
も
よ
い
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
は
宗
教
諸
制
度
に
お
け
る
〈
権
威
〉
の
内
部
制
限
を
問

題
に
し
て
い
る
が
、
宗
教
的
な
〈
権
威
〉
の
本
質
を
充
分
に
論
じ
て
い
な

い
感
じ
を
私
に
与
え
る
。
教
義
の
正
し
さ
や
そ
の
解
釈
の
問
題
に
関
す
る

正
統
な
意
味
で
の
宗
教
的
な
権
威
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
問
題

は
教
団
の
社
会
通
念
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
明
確
に
区
別
す
べ
き
も
の
で
あ

る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
の
論
じ
方
で
は

こ
の
区
別
は
ほ
と
ん
ど
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
て
よ
い
。
袴
谷
憲

昭
氏
の
表
現
に
し
た
が
っ
て
言
え
ば
、
こ
の
問
題
は
〈
正
当
性
〉

（
Ｆ
①
瞥
目
四
畠
）
と
〈
正
統
性
〉
（
○
月
夢
○
回
○
ｘ
蝿
と
の
区
別
を
通
し
て

問
題
に
す
べ
き
も
の
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
〈
正
当
性
〉

と
い
う
も
の
は
教
団
の
制
度
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
容
認
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、
〈
正
統
性
〉
の
問
題
は
教
義
の
正
し
い
理

解
を
問
題
に
す
る
知
性
や
論
理
の
問
題
で
あ
る
。
袴
谷
氏
が
明
確
に
論
じ

て
い
る
よ
う
に
〈
正
当
性
〉
と
〈
正
統
性
〉
と
の
対
立
は
宗
教
的
伝
統
に

内
在
し
て
い
る
問
題
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
宗
教
的
伝
統
特

有
の
批
判
性
を
確
立
す
る
こ
と
が
充
分
に
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
近
代
の
主
観
中
心
的
な
理
性
に
基
づ
い
た
批
判
性
と
宗
教
的
伝

統
に
お
け
る
〈
権
威
〉
を
対
比
す
る
よ
り
も
、
宗
教
的
伝
統
特
有
の
批
判

性
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
統
な
意
味
で
の
宗
教
的
な
〈
権
威
〉
の

意
味
を
は
っ
き
り
さ
せ
、
そ
の
不
当
な
使
用
を
厳
し
く
制
限
す
る
こ
と
の

方
が
大
切
で
あ
る
。
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
は
前
近
代
に
お
け
る
宗
教
の
あ
り

方
に
逆
戻
り
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
宗
教

的
伝
統
に
お
け
る
〈
権
威
〉
の
性
格
を
充
分
に
論
じ
て
い
る
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。
私
に
し
て
み
れ
ば
、
宗
教
的
な
〈
権
威
〉
の
本
質
に
関
す
る
グ

リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
の
こ
う
し
た
論
じ
方
の
あ
い
ま
い
さ
は
〈
文
化
的
近
代
〉

と
の
対
決
に
お
い
て
宗
教
の
現
代
的
な
位
置
を
問
題
に
す
る
観
点
の
欠
落
卿



に
由
来
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
は
〈
宗
教
的
解
読
〉

と
〈
消
費
的
解
読
〉
と
の
対
立
の
制
度
的
側
面
の
議
論
に
限
定
さ
れ
た
も

の
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
認
識
論
的
側
面
に
対
す
る
議
論
の
中
か
ら
も
出

て
来
る
。
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
に
お
け
る
認
識
論
の
議
論
は
、
内
在
主
義
と

外
在
主
義
と
の
対
立
及
び
両
者
と
ポ
ス
ト
Ⅱ
モ
ダ
ン
諸
思
想
と
の
関
連
を

中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
内
在
主
義
と
外
在
主
義
を
対
比
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
認
識
論
を
論
じ
る
思
想
傾
向
は
、
最
近
の
英
米
哲
学
の
中
か
ら
生

ま
れ
た
新
し
い
発
想
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
私
は
論
理
的
実
証
王
義
や

批
判
的
合
理
主
義
の
よ
う
な
英
米
の
知
的
伝
統
と
極
め
て
縁
の
遠
い
人
間

で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
意
味
を
充
分
に
理
解
し
論
じ
る
こ
と
は
、
私
に
と

っ
て
不
可
能
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
対
立
の
本
質
を
極

め
て
常
識
的
な
形
で
、
認
識
の
根
拠
を
主
観
の
内
に
置
く
べ
き
な
の
か
、

も
し
く
は
主
観
の
外
に
置
く
べ
き
も
の
か
と
い
う
形
で
了
解
さ
れ
る
な
ら

ば
、
私
は
明
ら
か
に
外
在
主
義
の
側
を
支
持
し
、
内
在
主
義
に
対
し
て
反

対
す
る
立
場
に
立
脚
し
て
い
る
。
問
題
は
、
外
在
主
義
そ
の
も
の
に
は

色
々
な
あ
り
方
が
存
在
し
て
い
る
は
ず
な
の
で
、
私
は
必
ず
し
も
グ
リ
ッ

フ
ィ
ス
氏
の
了
解
す
る
外
在
主
義
を
支
持
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
グ
リ

ッ
フ
ィ
ス
氏
は
人
間
の
意
識
に
外
在
し
て
い
る
は
ず
の
様
々
な
物
理
学
の

法
則
を
例
に
出
し
て
外
在
主
義
を
論
じ
て
い
る
が
、
こ
の
論
じ
方
に
は
説

⑬

得
力
が
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
物
理
学
に
お
け
る
認

識
の
根
拠
は
主
観
に
外
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
あ
る
特
定

の
科
学
研
究
に
よ
っ
て
物
理
学
に
対
す
る
正
し
い
認
識
を
得
る
こ
と
は
、

私
の
所
属
し
て
い
る
共
同
体
に
お
け
る
物
理
学
的
な
常
識
を
容
認
す
る
こ

と
と
全
く
異
質
な
も
の
で
あ
る
。
認
識
の
根
拠
が
主
観
に
外
在
し
て
い
る

こ
と
は
、
認
識
の
真
偽
を
あ
い
ま
い
に
さ
せ
、
明
確
な
根
拠
の
あ
る
認
識

と
、
共
同
体
の
通
念
と
の
違
い
を
あ
い
ま
い
に
さ
せ
る
理
由
に
は
な
ら
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。
仏
教
の
伝
統
か
ら
一
例
を
出
す
と
、
仏
の
言
葉
は
私

の
意
識
に
外
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
仏
教
に
お
け
る
唯
一
の
正
統
な
宗
教

⑭

的
権
威
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
仏
の
教
法
は
私
の
意
識
に
外
在
し
て
い
る

と
し
て
も
、
そ
の
真
偽
を
批
判
的
に
考
え
る
必
然
性
が
な
く
な
る
と
は
考

え
ら
れ
な
い
。
仏
教
に
お
い
て
法
を
正
し
く
分
別
す
る
ア
ビ
ダ
ル
マ
や
論

理
学
派
の
思
想
が
そ
の
必
然
性
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
仏

教
に
お
け
る
論
理
学
派
は
仏
の
教
法
を
正
し
さ
の
根
拠
と
し
、
認
識
の
手

段
を
現
量
と
比
量
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
証
言
（
留
圧
煙
）
を
認
識

の
手
段
と
し
て
は
退
け
た
理
由
は
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
グ
リ

ッ
フ
ィ
ス
氏
に
お
け
る
外
在
主
義
の
論
じ
方
で
は
、
認
識
の
根
拠
の
外
在

性
と
認
識
に
お
け
る
真
偽
の
区
別
の
あ
り
方
と
の
関
係
が
充
分
に
明
確
に

さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
問
題
は
、
ま
た
、
〈
宗
教
的
解

読
〉
の
認
識
論
的
な
根
拠
と
し
て
の
外
在
主
義
と
ポ
ス
ト
Ⅱ
モ
ダ
ン
諸
思

想
と
の
関
係
の
問
題
と
深
く
関
連
し
て
い
る
。
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
に
は
ポ

⑮

ス
ト
Ⅱ
モ
ダ
ン
諸
思
想
に
対
す
る
一
定
の
批
判
が
認
め
ら
れ
る
が
、
全
体

と
し
て
ポ
ス
ト
Ⅱ
モ
ダ
ン
諸
思
想
に
対
し
て
共
感
を
覚
え
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
私
は
別
な
と
こ
ろ
で
ポ
ス
ト
Ⅲ
モ
ダ
ン
的
な
思
想
傾
向
に
対
し

て
自
分
の
批
判
を
展
開
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
の
で
、
本
論
文
に
お
い
て

は
こ
の
問
題
を
詳
し
く
論
じ
な
い
こ
と
に
す
る
。
け
れ
ど
も
、
ポ
ス
ト
Ⅱ

モ
ダ
ン
的
な
思
想
傾
向
に
対
す
る
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
の
共
感
は
、
内
在
主

義
を
解
体
す
る
性
格
に
由
来
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
つ
ま
り
、
外
在

主
義
に
根
拠
付
け
ら
れ
た
く
宗
教
的
解
読
〉
と
ポ
ス
ト
Ⅱ
モ
ダ
ン
の
思
想
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的
傾
向
と
は
、
近
代
の
大
学
制
度
の
認
識
論
的
な
根
拠
で
あ
る
内
在
主
義

（
ま
た
は
、
主
観
中
心
的
な
理
性
）
を
解
体
す
る
共
通
の
性
格
を
持
っ
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た
共
感
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味

で
は
、
私
は
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
の
こ
う
し
た
傾
向
に
対
し
て
本
質
的
な
共

感
を
覚
え
ら
れ
な
い
。
内
在
主
義
的
な
認
識
論
や
主
観
中
心
的
な
理
性
の

克
服
の
根
拠
は
、
ポ
ス
ト
Ⅲ
モ
ダ
ン
的
な
思
想
傾
向
と
明
確
に
対
決
で
き

る
よ
う
な
外
在
主
義
の
批
判
的
な
あ
り
方
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
の
で
あ
る
。

結
論
的
に
言
え
ば
、
今
日
に
お
け
る
資
本
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
す
る

〈
宗
教
的
解
読
〉
回
復
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
点
に
お
い
て
本
書
は

高
い
評
価
を
受
け
る
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
前
近
代
に
お

け
る
〈
宗
教
的
解
読
〉
の
あ
り
方
と
、
今
日
の
大
学
に
お
い
て
回
復
す
べ

き
〈
宗
教
的
解
読
〉
の
あ
り
方
と
の
本
質
的
な
違
い
を
あ
い
ま
い
に
し
て

い
る
点
に
お
い
て
本
質
的
な
欠
陥
が
認
め
ら
れ
る
。
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
は

現
代
社
会
に
お
け
る
宗
教
的
伝
統
の
多
様
性
を
充
分
に
認
め
て
い
る
し
、

ま
た
、
今
日
の
大
学
制
度
に
〈
宗
教
的
解
読
〉
の
回
復
を
可
能
に
す
る
知

的
公
開
性
の
存
在
を
認
め
て
い
る
点
に
お
い
て
、
前
近
代
社
会
へ
の
回
帰

⑳

を
主
張
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
前
近
代
に
お
け
る

〈
宗
教
的
解
読
〉
の
あ
り
方
と
今
日
の
大
学
に
お
け
る
〈
宗
教
的
解
読
〉

の
新
し
い
あ
り
方
の
可
能
性
と
の
区
別
を
あ
い
ま
い
に
し
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
宗
教
的
伝
統
に
お
け
る
〈
権
威
〉
の
問
題
の
と
ら
え
方

の
不
十
分
さ
や
認
識
論
的
分
析
の
不
徹
底
さ
は
こ
の
あ
い
ま
い
さ
に
由
来

し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
既
成
の
宗
教
教
団
に
お
け
る
〈
権
威
〉
の
容

認
は
、
信
仰
の
正
統
な
知
性
的
内
容
と
教
団
の
通
念
を
混
同
さ
せ
る
強
い

傾
向
と
深
く
結
ば
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
戦
争
や
差
別
を
肯
定
す
る

諸
教
団
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
と
本
質
的
に
連
関
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

か
ら
最
も
慎
重
に
す
べ
き
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
認
識
論
の
問
題

に
関
し
て
い
え
ば
、
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
氏
が
内
在
主
義
と
外
在
主
義
と
の
区

別
か
ら
出
発
し
て
い
る
こ
と
は
全
く
正
し
い
仕
方
で
あ
る
が
、
そ
の
展
開

の
あ
り
方
は
極
め
て
抽
象
的
な
次
元
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
認
識
論

的
区
別
を
〈
宗
教
的
解
読
〉
に
お
け
る
真
理
主
張
の
分
析
ま
で
実
質
化
し

て
い
な
い
印
象
を
私
に
強
く
与
え
る
。
全
体
と
し
て
、
〈
正
統
性
〉
と

〈
正
当
性
〉
と
の
明
確
な
区
別
に
基
づ
い
た
宗
教
特
有
の
批
判
性
に
立
脚

し
た
既
成
教
団
の
通
念
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
の
批
判
の
観
点
が
本
質
的
に

欠
落
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
批
判
の
あ
り
方
が
資
本
の
グ
ロ
ー

バ
ル
化
の
暴
力
性
と
対
決
し
う
る
〈
宗
教
的
解
読
〉
の
成
立
条
件
で
あ
る

と
考
え
る
が
故
に
、
本
書
に
対
し
て
高
い
評
価
を
与
え
つ
つ
も
、
そ
の
主

張
の
あ
い
ま
い
さ
と
抽
象
性
に
対
し
て
本
質
的
な
不
満
を
覚
え
て
い
る
と

い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

〈
資
本
と
は
衆
生
の
流
転
の
構
造
だ
〉
と
断
言
し
た
一
人
の
浄
土
真
宗
の

僧
侶
が
存
在
し
た
。
私
は
こ
の
言
葉
を
耳
に
と
ど
め
て
生
き
た
い
と
考
え

て
い
る
。

註①
闘
巳
］
⑦
艮
昏
房
ゞ
罰
両
ロ
の
５
口
の
刃
圃
シ
目
ｚ
ｏ
ｌ
目
の
四
画
。
の
昌

詞
の
ｍ
ｅ
品
冒
、
目
①
甲
弾
８
。
①
昌
幻
の
一
値
○
ロ
（
以
下
「
詞
両
シ
ロ
皀
巳
と
略

す
）
〉
○
廷
ｏ
ａ
ｐ
己
く
の
『
巴
冒
屯
吊
、
ｍ
》
］
④
や
や

②
「
罰
両
毎
ご
冒
巳
》
甲
の
訂
。
①
を
参
照
。

希
到
シ
コ
叫
今
Ｏ

く
Ｉ
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⑳⑱⑳⑳⑳⑳⑳⑫⑳⑳⑲⑱⑰⑯⑮⑭⑬⑫⑪⑩⑨⑧⑦⑥⑤④⑳
同
右
。
己
」
‐
闇

H召
rhH､

、 に
ド
チ
ィ
己
．
』
Ｏ
ト
・

同
右
。
ロ
届
甲
昂
酊

同
右
。
ロ
］
閏
も
僧
路

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、

シ
Ｆ
口
昌
の
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○
口
宛
の
固
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甸
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〔｡，怪Il
ll房や
目旨○司

卜倖画卜陰．
-J心．

』
、
房

旨
③
ト
ー
房
ｍ
Ｃ

ｰｰ

今画
可④

『
、

］
胃
、
の
冒
因
堅
吊
尻
ョ
勝
〕
日
国
両
勺
型
胄
Ｆ
Ｏ
の
○
℃
国
戻
〕
‐

巨
臼
）
回
幻
三
弓
屋
ゞ
目
吊
巨
芹
即
①
の
、
〕
ご
雪
を
参

⑳
「
天
皇
制
仏
教
批
判
」
三
一
書
房
、
一
九
九
八
年
、
ロ
圏
‐
合
を
参
照
。

⑫
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
袴
谷
憲
昭
「
顕
密
体
制
論
と
正
当
異
端
の
問
題
」

『
法
然
と
明
恵
』
大
蔵
出
版
、
一
九
九
八
年
、
三
二
頁
一
三
二
○
頁
を
参
照
。

⑬
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
勺
豐
昌
．
の
『
崖
昏
い
》
弓
国
間
口
冨
弓
の
○
吋
○
四
‐

目
○
昂
冨
．
苛
目
の
国
匡
与
①
己
浄
勺
鼬
巳
伊
．
の
君
目
吻
○
口
．
祠
詞
ロ
ョ
ョ
の
自
国
同

国
○
口
冒
弓
詞
同
国
ｌ
弓
胃
些
ｏ
Ｒ
Ｂ
ｏ
ぐ
の
『
Ｑ
昼
ｏ
堅
田
屋
邑
巨
い
日
』
ご
巳
く
の
風
ご

ｇ
爵
弓
目
印
の
叩
、
》
ら
ｇ
も
岸
訊
も
自
尉
を
参
照
。

⑭
こ
の
問
題
に
つ
い
て
著
者
の
「
二
種
深
信
の
思
想
的
な
意
味
に
つ
い
て
一
善

導
に
お
け
る
如
来
蔵
思
想
批
判
」
「
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
十

六
号
、
一
九
九
七
年
、
三
五
六
頁
一
三
八
三
頁
を
参
照
。

⑮
「
罰
両
少
自
国
巳
ロ
届
い

⑯
同
右
。
口
］
認
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