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日
本
縄
宗
教
團
と
庶
民

の
葬
迭
儀
禮

(序
読
)

一

わ
が
國
庶
民
の
佛
教
受
容

の
實
態
は
、
次
の
よ
う
な
場
合
に
顯

著
に
現
わ
れ
て
い
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
郎
ち
、

一
、
佛
教

的
な
講
集
團
、
例
え
ば
観
音
講
、
報
恩
講
、
題
目
講
な
ど
、
二
、

佛
、

菩
薩
、
経
典
な
ど
の
信
仰
、
例
え
ば
彌
陀
信
仰
、
藥
師
信

仰
、
観
音
信
仰
、
地
藏
信
仰
、
法
華
経
信
仰
、
大
般
若
経
信
仰
な

ど
、
三
、
佛
数
藝
能
、
例
え
ば
究
師
藝
能
、
念
佛
藝
能
、
來
迎
藝

能
な
ど
、
四
佛
教
的
年
中
行
事
、
例
え
ば
修
正
會
修
二
會
、
孟
蘭

盆
會
、
彼
岸
會
な
ど
、
五
、
葬
禮
や
年
忌
法
要
な
ど
で
あ
る
が
、

こ
の
小
論
で
は
暉
宗
就
中
臨
濟
宗
教
團
と
庶
民
の
葬
迭
儀
禮
に
關

し
て
問
題
と
な
る
二
、
三
の
貼
に
つ
い
て
少
し
く
検
討
を
試
み
る

こ
と
と
し
た
い
。

云
う
ま
で
も
な
く
暉

宗
教
團
は
直

指
人
心
見
性
成

佛
を
標
榜

橘

恭

堂

し
、
生
死
睨
得
を
第

一
義
と
す
る
も
の
で
あ

つ
て
、
死
者
に
封
す

る
葬
式
や
年
忌
法
要
、
或
は
逆
修
法
要
な
ど

の
よ
う
な
所
謂
る
葬

迭
儀
禮
と
密
接
不
可
分
な
關
係
は
本
來
的
に
は
無
い
筈
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
教
團
の
現
状
を
み
る
と
き
、

一
部
の
專
門
道
場
を
除

け
ば
全
國

至
る
と
こ
ろ
の
寺

院
を
中
心
に
、
有
名

無
名
を
問
わ

ず
、
檀
信
徒
を
封
象
と
し
て
、
葬
途
儀
禮
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

し
か
も
こ
れ
を
無
覗
し
て
は
寺
院
の
存
立
が
あ
り
得
な
い
の
で
あ

り
、
た
と
え
有
名
寺
院
に
住
す
る
名
檜
知
識
と
云
え
ど
も
そ
れ
に

從
事
せ
ざ
る
を
得
な
い
紹
封
的
と
も
云
う
べ
き
庶
民
の
側
の
要
請

が
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
し
て

一
般
無
名
寺
院

の
琿
侶
は
葬
迭
儀
禮

に
た
ず
さ
わ
る
こ
と
を
恰
も
本
務
の
如
く
に
考
え
て
疑
わ
な
い
ほ

ど
の
要
務
と
な
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
り
に
こ
の
こ
と
に
封
し

て
疑
問
を
投
げ
か
け
て
も
當
然
の
理
の
如
く
に
云
つ
て
無
視
し
て

か
か
る
か
、
も
し
く
は
そ
れ
が
日
本
佛
教
の
性
格
な
の
だ
と
、
理
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由
を
日
本
佛
教

一
般
の
申
に
飼
入
さ
せ
る
の
が
教
團
人
の
常
で
あ

る
。
無
論
こ
の
よ
う
な
問
題
は
日
本
佛
教
全
盤
の
問
題
と
し
て
解

決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
少
く
と
も
わ
が
輝

宗
教
團
に
お
い
て
は
見
性
、
解
脱
を
措

い
て
、
庶
民
の
葬
迭
儀
禮

を
從
位
か
ら

一
歩
も
進
ま
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
云
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
う
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
何
故

一
般
庶
民
の
葬
迭
儀

禮
の
執
行
が
繹
侶
の
活
動
の
主
位
を
占
め
て
い
る
の
か
、
そ
れ
が

如
何
な
る
理
由
に
よ
る
の
か
、
と
云
う
黙
は
教
團
と
し
て
等
閑
に

付
す
べ
き
で
な
い
こ
と
こ
そ
自
明
の
理
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら

な
い
し
、
ま
た
當
然
の
理
と
し
て
濟
ま
さ
れ
ぬ
も
の
が
あ
る
。

尤
も
、
世
界
の
諸
宗
敏
に
お
い
て
信
者
の
葬
迭
儀
禮
に
宗
教
家

が
多
少
の
關
係
を
有
す
る
よ
う
に
、
且
つ
ま
た
、
印
度
、
中
國
の

佛
教
々
團
に
お
い
て
も
、
信
者
の
葬
迭
儀
禮
に
僧
侶
が
關
與
し
て

い
る
よ
う
に
、
わ
が
國
の
暉
宗
に
お
い
て
も
生
前
の
信
者
に
封
す

る
畏
敬
の
念
と
哀
惜
の
情
か
ら
葬
迭
に
た
ず
さ
わ
る
こ
と
は
至
極

當
然
の
理
で
あ
る
と
云
う
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

な
黙
か
ら
は
も
と
よ
り
私
も
異
論
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
先
に
述

べ
た
如
く
、
元
來
暉
は
繹
尊
成
道
の
當
諦
を
實
践
艦
究
し
、
同
等

の
正
覧
を
成
ず
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
本
旨
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

暉
宗
教
團
が
庶
民
の
葬
迭
儀
禮
を
專
務
の
如
く
に
行
な
つ
て
い
る

と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
り
、
且
つ
こ
れ
を
除
い
て
暉
宗
と
庶
民
と
の

密
着
し
た
關
係
の
殆
ん
ど
見
ら
れ
な
い
黙
に
問
題
が
あ
る
と
云
い

た
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
節
以
下
で
は
、
清
規
と
語
録
を
中
心

に
爾
者
の
關
係
を
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

二

ひ
と
た
び
中
國
輝
宗
檜
團
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
彼
等
を
規
制

し
て
い
る
清
規
の
中
に
お
い
て
は
暉
苑
清
規
以
來
、
葬
迭
儀
禮
に

關
す
る
記
事
が
見
出
さ
れ
る
。
師
ち
輝
苑
清
規
巻
七
に
は
亡
檜
、

尊
宿
遷
化
の
條
が
あ
り
、
勅
修
百
丈
清
規
巻
三
に
は
邉
化
、
巻
六

に
は
亡
檜
の
條
が
あ
り
、
入
衆
須
知
に
は
當
代
住
持
遷
化
、
尊
宿

大
夜
、
李
櫓
大
夜
念
請
、
迭
亡

(亡
檜
)
な
ど
の
項
が
あ
る
。
然

し
こ
れ
ら
は
全
て
檜
侶
に
關
す
る
も
の
で
あ

つ
て
、
俗
人
に
關
す

る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
幻
住
清
規
に
お
い
て
津

途
に
關
す
る
も
の
の
他
に
、
薦
亡
焼
香
疏
が
あ
り
、
そ
の
割
註
に

む

む

む

む

 「
檜

俗
男

女
皆

可

通

用
」

と
あ

る
が

、

こ
れ
と

て
も

唯

檜
俗

男

女

に
通

用

し

て

よ

い
と
云

う
だ

け

の
も

の

で
あ

つ
て
、
必

ず

か

く
す

べ

し
と

云
う

規
定

で

は
な

い

の

で
あ

る
。
而

も

、

十

四
世

紀

の

ご

く
末

期

に
刊

行

さ

れ
た

山
庵

雑

録

に

は

古

人
爲

=
亡
僧

一作

二
佛

事

一、

恐

=
其
見

道

不

γ
明

、
・
臨
終

有

フ
所

二

滞

着

一、
實

欲

三
開

訓
護

之

一也

、
而

打

γ
字

歴

職
機

縁

之

説
、

未

=

嘗

拘

拘
用

フ
之
、

無

準
和

尚

住

二樫

山

一
、

爲

=
観

上

座

一下

火
乃

云

中

略

座

下

名
勝

因

効

y
之

、

打

γ
字

自

γ
此
始

、

乃
今

叡

林

以
=
打

字

一
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爲

一一定

式

一
、
牽

綴
闘

合

、
紹

無

=
理
趣

一、

而

所
謹

開
4
嚢

亡

一、

果
何

在

焉

一

と
あ

る

よ
う

に
、

僧
侶

の
葬
途

儀
禮

に
封

し

て

「
其

の
見

道

明

ら

か
な
ら

ず
」

と
述

べ
、

俗
人

の
佛

事

に
關

し

て
亡
者

を

「
開

獲

し

て
果
何

に
か
在

ら

ん
」

と

き
び

し

く
批

到

し

て

い

る

の
で
あ

る
。

こ
れ

に
よ

つ
て
、
佛

事

に
封

し

て
批
判

的

態

度

を
と

る
者

も

あ

っ

た

こ
と

は
疑

い
な

い
が

、

一
面

、
僧

侶

の

み
な
ら
ず

俗

人

の
葬
迭

を
も

暉

僧

の
行

な

つ
て

い
た

こ
と

は
否

定

し
得

な

い
。

然

し
、
わ

が
國

に
お

い

て
著

わ

さ
れ

た
清

規

の
中

、大

鑑

清

規

に

は
葬

途

に
關

す

る
規
定

は
見

出

せ
な

い
が

、
螢

山

和
尚

清

規

に

は

　

む

の

亡
者
回
向
、
尊
尊
邉
化
、
亡
僧
な
ど
の
項
が
あ
り
、
黄
巣
清
規
遷

む

む

の

化
章
第
十
に
亡
者
に
關
す
る
項
が
あ
り
、
諸
回
向
清
規
巻
四
の
諸

葬
禮
法
式
之
部
、
巻
五
の
諸
念
請
三
部
、諸
念
調
之
部
な
ど
や
、小

叢
林
略
清
規
中
巻
の
臨
時
清
規
第
四
、
下
巻
の
諸
回
向
の
項
に
、

む

む

尊
宿
亡
檜
と
共
に
亡
者
に
關
す
る
明
文
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
つ

て
、
幻
住
清
規
か
ら
更
に

一
段
と
攣
遷
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き

る
。
印
ち
、
幻
住
清
規
が
軍
に
薦
亡
焼
香
疏
を
檜
俗
に
共
用
し
て

可
な
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
の
に
反
し
て
、

わ
が
國

の
清

規
で

は
、
螢
山
清
規
以
下
全
て
俗
人
の
葬
途
儀
禮
に
關
す
る

一
項
を
設

け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
わ
が
國
の
清
規
の
編
纂
年
代
は
中

世
末
期
、
乃
至
近
世
期
で
あ
る
と
し
て
も
、
清
規
が
時
代
の
要
請

に
よ
つ
て
現
わ
れ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
清
規
に
よ
つ
て
規

制
さ
る
べ
き
事
實
は
既
に
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
た
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
、
こ
の
貼
か
ら
申
世
南
北
朝
時
代
に
は
既
に
暉

櫓
に
よ
っ
て
俗
人
の
葬
途
儀
禮
が
屡
々
行
な
わ
れ
て
い
た
と
推
定

し
う
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
近
世
の
徳
川
時
代
に
至

つ
て
寺
請
制

度
、
宗
門
改
な
ど
の
宗
教
政
策
が

一
族
講
、
株
講
、
葬
式
講
の
よ

う
な
先
租
祭
、
同
族
祭
な
ど
の
祭
祀
集
團
の
上
に
の
せ
ら
れ
て
、

日
本
佛
教
と
庶
民
の
葬
途
儀
禮
執
行
は
堅
く
結
び
つ
い
た
の
で
あ

つ
た
が
、
暉
宗
教
團
も
中
世
以
來
の
そ
の
結
合
を
幕
府
の
宗
教
政

策
に
よ
つ
て
更
に
堅
く
し
た
の
で
あ
る
。

而
も
、
近
世
徳
川
時
代
に
至
つ
て
暉
宗
教
團
と
庶
民
の
葬
迭
儀

禮
が
結
合
し
た
の
で
な
く
、
中
世
南
北
朝
時
代
以
來
の
こ
と
で
あ

る
黙
は
清
規
の
上
か
ら
推
定
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
次
に
述
べ
る

よ
う
に
暉
僧
の
租
録
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の

こ
と
が

一
層
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

三

わ
が
國
の
暉
檜
の
中
で
も
名
僑
知
識
と
稻
さ
れ
る
歴
代
の
祀
師

の
語
録
に
は
所
謂
る
語
録
の
他
に
法
語
や
行
録
な
ど
も
含
ま
れ
て

い
る
が
、
こ
の
申
行
録
は
暫
ら
く
措
い
て
、法
語
に
關
し
て
は
法
燈

國
師
法
語
(縁
起
)
の
よ
う
に
唱
導
に
用
い
ら
れ
た
例
も
あ
つ
た
ら

ω

 し
く
、
庶
民
と
の
關
係
が
な
い
で
は
な
い
。
然
し
語
録
に
つ
い
て

は
中
國
暉
檜
の
そ
れ
に
は
思
想
や
哲
學
が
盛
ら
れ
て
い
る
場
合
が
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一
般
的
で
あ
り
、
わ
が
國
で
は
道
元
の
正
法
眼
藏
や
榮
西
の
興
輝

護
國
論
な
ど
の
よ
う
な
著
述
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
と
て
道

元
の
解
繹
の
學
で
あ
り
、
或
い
は
榮
西

の
戒
律
思
想
な
い
し
宗
教

観
で
あ

つ
て
、
彼
等
の
暉
思
想
、
繹
哲
學
と
云
う
に
は
い
さ
さ
か

躊
躇
せ
ぎ
る
を
得
な
い
。
更
に
そ
の
後
の
歴
代
の
祀
師
の
語
録
類

は
從
來
五
山
文
學
な
ど
と
稻
さ
れ
て
、
文
學
的
に
高
く
評
贋
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
暉
宗
祀
師
の
語
録
に
つ
い
て
、
岡
田
宜
法
氏
は
そ

の
著

「
琿
學
研
究
法
と
そ
の
資
料
」
に
お
い
て
、
中
國
の
祀
録
の

攣
遷
を
考
察
さ
れ
、
達
磨
以
後
、
五
家
七
宗
に
属
す
る
組
師
の
語

録
の
中
、
無
門
慧
開
輝
師
語
録
に
至

つ
て
は
じ
め
て
、
住
院
別
語

録
と
告
香
、
普
説
、
小
参
、
佛
祀
蟹
、
偶
頬
、
眞
賛
を
匠
別
す
る

こ
と
と
な
つ
た
と
述
べ
ら
れ
、
そ
の
後
鷹
奄
曇
華
語
録
に
は
こ
の

他
に
法
語
、
頒
古
が
加
わ
り
、
佛
海
慧
遠
語
録
に
は
内
陞
座
、
序

機
縁
、
自
質
、
駿
が
更
に
加
わ
り
、
龍
源
介
清
語
録
に
は
拮
古
、

む

む

む

小
佛
事
、
塔
銘
が
新
た
に
加
わ
り
、
痴
紹
道
沖
語
録
に
は
こ
の
他

む

む

籠
銘
、
行
状
も
現
わ
れ
、
虚
堂
智
愚
語
録
に
は
新
た
に
代
別
、
禮

む

む

租
塔
、
乗
炬
な
ど
の
項
目
が
付

加

さ
れ
て
い
る
と

云
わ
れ
て
い

秘

わ
が
羅

檜
の
語
録
に
は
無
門
慧
開
語
蟹

降
の
饗

形
式

が
傳
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

例
え

ば
大
覧
輝

師

(中
國

渡
來

㈱

檜
)
語
録
に
は
常
樂
、
建
長
、
建
寧
諸
寺
の
入
院
別
語
録

(上
堂

　

む

む

小

参

、

捨
香

)

の
他

に
普

説

、

法
語

、

頒

古

、
偶

頬

、
小

佛

事

の

項

が
あ

り
、

大
鷹

國

師

語

録

に

は
建
長

、

興
徳

、

崇

頑
、

萬

壽

、

建
長

(再

住

)

の
入
院

別

語

録

(
上
堂

、

小

参

、
陞

座
、

拮
香

む

む

む

等
)
の
他
に
法
語
、
佛
租
賛
、
小
佛
事
、
偶
願
、
塔
銘
の
項
目
が
あ

る
。
こ
れ
は
軍
に
宋
代
の
語
録
編
纂
形
式
が
中
國
よ
り
日
本
に
傳

え
ら
れ
た
と
云
う
に
止
ま
ら
ず
、
宋
朝
輝
が
わ
が
國
に
傳
え
ら
れ

た
こ
と
を
も
意
味
す
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、

且
つ
當
時
の
暉

僧
の
日
常

底
が
か
く
の
如
く
規
制
さ
る
べ
き
状

況
に
あ

つ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
と
云
わ
ね
ば

な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
更
に
先
に
述
べ
た
よ
う
に
大
鷹
國
師
南
浦
紹
明
の
語
録
に

⑯

あ
つ
て
も
小
佛
事
の
項
目
あ
り
、
下
級
櫓
や
俗
人
の
葬
迭
儀
禮
に

述
べ
ら
れ
た
香
語
が
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
そ
の
師
、
虚
堂

㈹

智

愚

(
中

國
僧

)

に
も

乗

炬

の
項

の
見

え

る

こ
と

は
興
味

あ

る

こ

と

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

な
葬

迭
儀

禮

(乗

炬

、

下
火

、
掩

土

、
散

骨

、

起

寵

、
鎖
寵

、

七

々
日

、
年

忌

、
預

修

-
逆

修

)

に
唱

え

ら

れ

た
香

語

は
、

わ

が
國

の
場
合

主

と

し

て
小
佛

事

の
項

に
纒

め
ら

れ
記

録

さ

れ

て

い
る

の

で
あ

る
が

、
例

え
ば
盤

山

抜

遂
得

勝

輝
師

㈲

語
録
お
よ
び
無
文
和
尚
語
録
は
そ
の
大
部
分
が
佛
事
香
語
で
あ
つ

て
、
中
國
の
租
録
と
の
間
に
大
き
な
攣
遷
の
あ
と
が
見
出
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
他
で
も
大
正
新
脩
大
藏
経

に
牧
録
さ
れ
て
い
る

佛
照
輝
師
語
録
、
圓
鑑
國
師
語
録
、

一
山
國
師
語
録
、
夢
窓
國
師

語
録
、
永
源
寂
室
暉
師
語
録
、
徹
翁
和
尚
語
録
、
智
覧
普
明
國
師

語
録
、
大
通
琿
師
語
録
、
雪
江
和
尚
語
録
、
虎
穴
録
、
景
川
和
尚
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⑯

語
録
、
少
林
無
孔
笛
、
西
源
特
芳
和
尚
語
録
な
ど
を
通
覧
し
た
だ

け
で
も
小
佛
事
の
項
が
必
ず
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
又
、
語
録

の
中
の
別
の
項
目
師
ち
入
院
別
語
録
、
拮
香
、
陞
座
な
ど
に
も
佛

㈲

事
の
香
語
が
含
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
縄
海
和
向
語
録
で
は
再
住

相
國
寺
語
録
に
下
火
が
、
陞
座
拮
香
に
は
忌
日
及
び
預
修
の
香
語

⑳

が
あ
る
。
見
桃
録
に
は
追
悼
の
項
に
忌
日
香
語
が
、
拮
香
で
は
忌

日
及
び
逆
修
の
香
語
が
あ
る
。
景
川
和
尚
語
録
に
は
佛
事
の
他
に

　

　

最
も
輩
的
に
途
亡
と
云
う
項
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
中
國
暉
櫓
の
語
録

(卍
績
藏
経
所
牧
の
も
の
)
と
日
本

の
暉
僧
の
語
録

(大
正
新
脩
大
藏
経
所
牧
の
も
の
に
よ
る
。
從
つ

て
臨
濟
宗
が
中
心
で
あ
る
)
と
に
見
出
さ
れ
る
葬
迭
關
係
の
記
事

を
比
較
す
る
な
ら
ば
次
の
よ
う
な
こ
と
が
導
び
き
出
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
印
ち
、
中
國
の
場
合
は
檜
侶
に
關
す
る
葬
途
が
中
心
で
、

而
も
葬
式
の
香
語
が
中
心
で
あ
つ
た
が
、
日
本
の
場
合
は
鎌
倉
時

代
輝
の
傳
來
し
た
そ
の
ご
く
初
期
に
お
い
て
は
檜
侶
の
そ
れ
が
中

b
で
あ
つ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
漸
時
貴
族
や
中
流
武
士
階
級
か
ら

一
般
庶
民
の
葬
迭
儀
禮
に
ま
で
下
降
し
て
ゆ
き
、
そ
の
極
鮎
は
抜

途
録
、
無
交
録
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
十
四
世
紀
頃
で
あ
つ

た
ら
し
い
。
而
も
特
に
注
意
を
要
す
る
黙
は
、
輩
に
葬
式
の
み
で

な
く
、
中
陰
、
年
忌
の
忌
日
法
要
や
預
修
印
ち
逆
修
法
要
に
關
す

る
も
の
が
非
常
に
多
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
日
本
臨
濟
暉

と
云
う
よ
り
は
、
寧
ろ
日
本
佛
教
の

一
特
色
を
示
し
て
い
る
と
云

え
る
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
佛
教
が
、
日
本
民
族
固
有
の
租

先
信
仰
や
、
罪
臓
を
擬
死
再
生
に
よ
つ
て
澤
化
す
る
観
念
お
よ
び

儀
禮
と
習
合
し
た
痕
跡
で
あ
る
と
云
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
わ
が
國
の
臨
濟
系
祀
録
に
み
ら
れ
る
傾
向
は
、
圭

室
諦
成
氏
に
よ
れ
ば
曹
洞
宗
の
場
合
も
同
様

で
あ
る
ら
し
い
。
然

し
圭
室
氏
の
云
わ
れ
る
よ
う
に
臨
濟
系
祀
師
の
語
録
に
は
俗
人
の

葬
途
に
關
す
る
記

事
が
極

め
て
少
い
と
主

張
さ
れ

て
い
る
こ
と

は
、
私
が
先
に
述
べ
た
鮎
か
ら
も
明
ら
か
に
否
定
的
で
あ
り
、
氏

の
推
論
は
是
認
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
。
更
に
圭
室
氏
の
よ
う
に

た
だ
敷
例
の
語
録
の
比
較
か
ら
の
み
、
洞
濟
二
家
の
教
線
の
消
長

を
も
云
々
せ
ら
れ
る
こ
と
は
そ
れ
自
艦
に
大
き
な
危
険
を
含
ん
で

い
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
も
か
く
こ
の
問
題
ば
暫
ら
く
お
い
て
、
教
團
と
庶
民
の
葬
途

儀
禮
に
っ
い
て
、
更
に
論
を
進
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

わ
が
國
琿
櫓
の
中
で
も
偉
大
な
宗
匠
や
歴
代
の
租
師
達
が
上
流

階
級
の
貴
紳
の
み
な
ら
ず
、

一
般
在
俗
者
の
葬
禮
に
從
事
さ
れ
た

で
あ
ろ
う
と
云
う
推

定
は
先

に
述

べ
た
よ
う
に
彼
等
の
語
録
に

よ
つ
て
可
能
で
あ
る
。
況
ん
や

一
般
多
敷

の
無
名
輝
侶
は
中
世
以

來
現
今
の
よ
う
に
庶
民
の
葬
迭
儀
禮
を
事
と
し
、
そ
れ
を
専
務
の

如
く
行
な
つ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
般
無
名
の
暉
侶
は
租
師
、

宗
匠
の
よ
う
に
文
學
的
領
値
の
高
い
詩
文

(香
語
)
は
作
れ
な
か

つ
た
で
あ
ろ
う
。
且
っ
ま
た
そ
の
よ
う
な
も
の
を
記
録
し
て
残
し
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て
く
れ
る
弟
子
も
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に

一
般
無
名

琿
侶
の
無
記
録
性
か
ら
現
在
わ
れ
わ
れ
は
彼
等
の
日
常
底
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、

一
般
暉
侶
と
庶
民
の
葬

迭
儀
禮
と
の
關
係
は
現
在
の
輝
宗
教
團
の
實
情
か
ら
遡
源
的
に
名

檜
知
識
よ
り
以
上
に
密
接
な
庶
民
と
の
關
係
が
あ
つ
た
で
あ
ろ
う

と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

右
に
述
べ
た
黙
か
ら
明
ら
か
な
如
く
、
臨
濟
各
派
の
開
租
や
宗

匠
み
ず
か
ら
俗
人
の
葬
途
儀
禮
と
關
係
が
あ

つ
た
の
で
あ
り
、
下

級
輝
侶
と
そ
れ
の
關
係
は
更
に
密
接
で
あ
つ
た
と
推
定
し
う
る
か

ら
、
臨
濟
宗
教
團
と
俗
人
の
葬
途
儀
禮
と
の
結
合
は
中
世
南
北
朝

時
代
以
來
の
こ
と
で
あ
り
、
辻
善
之
助
博
士
の
よ
う
に
近
世
徳
川

幕
府
の
宗
教
制
度
に
よ
つ
て
檜
侶
の
堕
落
か
ら
葬
式
佛
教
化
し
た

と
云
う
こ
と
は
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

四

と
こ
ろ
で
、
次
に
見
性
、
解
脱
を
標
榜
す
る
輝
宗
が
葬
途
儀
禮

と
結
合
す
る
に
至
つ
た
鮎
に
つ
い
て

一
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。

比
較
宗
教
學
で
問
題
に
さ
れ
る
他
界
観
念
と
葬
途
儀
禮
の
關
係

は
密
接
不
可
分
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
佛
教
的
に
は
深
土
思
想
と
の

關
係
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
輝
思
想
に
澤
土
思
想
が

内
包
さ
れ
て
い
る
や
否
や
が
先
ず
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
實

は
中
國
に
お
い
て
も
早
く
か
ら
暉
に
浮
土
教
的
色
彩
の
あ
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
元
來
東
洋
人
の
精
神
構
造
に

暉
定
的
思
想
と
深
土
教
的
思
想
の
二
類
型
が
内
在
し
て
い
る
こ
と

に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
思
想
史
的
に
み
れ
ば
暉
浄

一

致
の
思
想
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
縄

漂

一
致
思
想
の
源
流
は
銑
に
中
國
後
漢
時
代

に
も
あ
つ
た
よ
う
で

あ
る
。
然
し
、
そ
れ
が
思
想
史
上
具
艦
的
に
現
わ
れ
る
の
は
何
と

云

つ
て
も
唐
代
の
永
明
延
壽
以
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
そ

れ
が
最
も
顯
著
に
な
る
の
は
融
合
折
衷
の
時
代
で
あ
る
宋
代
に
お

い
て
で
あ
る
。
暉
宗
に
お
い
て
阿
彌
陀
佛
を
念
じ
て
澤
土
往
生
を

志
す
思
潮
の
出
現
に
は
大
乗
起
信
論
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
印
ち
起
信
論
の
流
通
分
に
は

「若
人
專

念
西
方
極
樂
世
界
阿
彌
陀
佛
、
所
修
善
根
廻
向
願
求
生
彼
世
界
師

ゆ

得
往
生
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
思
想
が
宋
代
を

少
し
く
下
つ
て
元
代
至
元
年
間
に
編
纂
さ
れ
た
勅
修
百
丈
清
規
に

「仰
葱
尊
衆
資
助
覧
霰
南
無
西
方
極
樂
世
界
大
慈
大
悲
阿
彌
陀
佛
」

と
あ
る
よ
う
に
受
け
つ
が
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

さ
て
、
わ
が
國
に
鎌
倉
時
代
に
暉
が
傳
來

し
て
以
來
、
輝
を
理

解
し
た
高
曾
や
上
級
階
級
の
貴
族
や
武
士
の
間
に
は
た
し
か
に
大

悟
徹
底
し
、
見
性
解
腕
し
た
も
の
も
勘
く
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ

の
よ
う
な
上
層
部
の
者
の
他
に
、
彼
等
を
見
習
う
多
敷
の
下
級
武

士
團
や

一
般
庶
民
階
級
の
存
在
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
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の
下
暦
部
に
お
い
て
は
表
面
上
は
新
ら
し
く
傳
來
し
た
暉
を
受
容

し
信
仰
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
然
し
信
仰
の
基
層
部
に
は
や
は
り

民
俗
と
し
て
の
死
霰
観
念
や
他
界
観
念
が
内
在
し
て
い
た
と
推
定

さ
れ
る
。
日
本
深
土
教
は
李
安
時
代
に
わ
が
國
の
民
族
的
他
界
観

念
の
上
に
み
ご
と
な
開
花
を
み
、
鎌
倉
時
代
に
は
そ
れ
を
止
揚
し

て
源
空
が
潭
土
宗
を
開
創
す
る
に
至
つ
た
こ
と
を
憶
う
と
き
、
同

じ
く
鎌
倉
時
代
の
新
佛
教
と
し
て
渡
來
し
、
見
性
解
脱
を
標
榜
し

た

ユ
ニ
ー
ク
な
縄
で
は
あ
つ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
日
本
深
土
教
の

性
格
、
乃
至
庶
民
信
仰
的
な
時
代
的
要
素
を
見
落
し
て
は
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
師
ち
、
縄
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
本
來
的
な
性
格

ー
直
指
人
心
見
性
成
佛
底
が
日
本
人
を
魅
了
し
た
こ
と
も
あ
つ
た

で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
鎌
倉
武
士
が
精
瀞
的
救
濟
を
輝
に
求
め
て
途

に
大
自
在
を
得
た
と
云
う
事
實
、
ひ
い
て
は
こ
れ
が
武
士
階
級
を

大
檀
越
と
し
て
深
く
暉
に
蹄
入
せ
し
め
た
事
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
事
實
は
繹
思
想
に
内
在
す
る
浮
土
教
的
な
も
の

へ
の
信
仰
で
は
な
く
、
輝
本
來
の
生
死
得
睨
、
見
性
成
佛
が
中
心

で
あ
つ
た
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
.
こ
の
場
合
は
肉
礁
的
な
死
は

も
と
よ
り
精
神
的
な
死
を
も
超
越
し
て
大
死

一
番
紹
後
に
蘇
え
る

と
云
う
よ
う
な
高
い
次
元
で
の
生
死

一
如
の
琿
の
信
仰
が
あ
つ
た

と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
、
暉
の
こ
の
よ
う
な
本
來
的
な
も
の

へ
の
信
仰
も
下
級
武
士
團
乃
至

一
般
庶
民
層

へ
そ
の
信
仰
が
沈
降

す
る
過
程
に
お
い
て
、
や
は
り
肉
艦
的
な
死
と
無
關
係
で
は
あ
り

得
な
か
つ
た
。
そ
れ
が
輝
信
の
語
録
に
葬
途
儀
禮
の
香
語
と
し
て

露
頭
し
、

一
方
で
は
わ
が
國
の
清
規
の
條
文
に
お
い
て
俗
人
の
葬

迭
儀
禮
を
規
制
す
る
た
め
の
明
文
化
を
捉
し
た
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
庶
民
の
葬
迭
儀
禮
に
關
し
て
溝
規
及
び
暉
信
の
語
録
を

中
心
に
暉
宗
教
團
の
側
か
ら
の
み
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
他

に
、
在
家
宗
教
者
の
暉
信
化
、
庶
民
信
仰
の
場
で
あ
る
村
堂
、
辻

堂
の
輝
宗
寺
院
化
、
佛
教
的
講
集
團
の
寺
院
を
中
心
と
す
る
檀
家

集
團
化
な
ど
の
問
題
、
及
び
そ
の
村
堂
、
辻
堂
を
生
活
の
場
と
し

て
い
た
在
家
宗
教
者
の
宗
教
的
役
割
が
主

と
し
て
講
集
團
構
成
員

の
葬
迭
儀
禮
に
あ

つ
た
鮎
な
ど
、
庶
民
の
側
か
ら
の
考
察
を
試
み

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
こ
れ
は
別
稿
に
ゆ
ず
る
こ
と
と
し
た
い
。
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