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儀
礼
を
執
行
す
る
と
い
う
こ
と

─ 

中
動
態
に
注
目
し
て 

─

岡
　
崎
　
秀
　
麿

【
要
旨
】

「
儀
礼
を
執
行
す
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
僧
侶
は
ど
こ
ま
で
「
儀
礼
」
に
対
し
て
責
任
を
有
す
べ
き
か
。
こ
う
し
た
問
い
に

対
し
て
、「
能
動
態
／
受
動
態
」
と
い
う
枠
組
み
で
は
行
為
や
出
来
事
を
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、「
能
動

態
／
中
動
態
」
の
枠
組
み
か
ら
「
責
任
」「
自
由
」
を
論
じ
た
國
分
功
一
郎
の
研
究
に
従
い
な
が
ら
、
浄
土
真
宗
に
お
け
る
儀
礼
を
論

じ
た
。

は
じ
め
に

親
鸞
聖
人
を
宗
祖
と
仰
ぐ
十
派
の
教
団
が
構
成
す
る
真
宗
教
団
連
合
は
、
二
〇
一
七
年
に
宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇
年
、
立
教

開
宗
八
〇
〇
年
、
真
宗
教
団
連
合
五
〇
周
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
「
浄
土
真
宗
に
関
す
る
実
態
把
握
調
査
」
を
実
施
し
た
（
１
）

。
こ
の

調
査
は
、「
真
に
時
代
に
即
応
し
た
教
化
活
動
を
展
開
す
る
た
め
」
の
事
業
の
一
環
で
あ
り
、
浄
土
真
宗
に
関
す
る
意
識
・
実
態
を
総

合
的
に
調
査
す
る
と
と
も
に
、
宗
教
全
般
に
関
す
る
意
識
・
実
態
に
つ
い
て
も
調
査
し
て
い
る
。
調
査
結
果
の
ま
と
め
に
、
次
の
よ
う

な
報
告
が
あ
る
。
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寺
院
・
仏
教
・
僧
侶
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
、「
先
祖
供
養
」
や
「
丁
寧
な
葬
儀
や
法
事
の
執
行
」
が
上
位
に
挙
が
り
、
ま
た
宗

教
全
般
に
求
め
る
こ
と
と
し
て
も
、「
先
祖
の
供
養
」
が
突
出
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

「
丁
寧
な
葬
儀
や
法
事
の
執
行
」
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
前
提
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
が
、
一
般
の
人
々
が
「
先
祖

供
養
」
に
中
心
的
価
値
を
お
い
た
葬
儀
や
法
事
と
い
っ
た
「
儀
礼
の
執
行
」
を
僧
侶
に
求
め
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

「
儀
礼
の
執
行
」
と
は
浄
土
真
宗
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
。
梯
實
圓
は
、

儀
礼
を
も
っ
て
仏
・
菩
薩
の
充
満
す
る
聖
な
る
儀
礼
空
間
を
実
現
し
、
そ
こ
で
、
あ
る
い
は
坐
し
、
あ
る
い
は
行
道
し
な
が
ら
、

経
典
を
読
誦
し
た
り
、
仏
徳
讃
嘆
の
偈
頌
（
詩
）
を
唱
え
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
釈
尊
の
説
法
の
法
座
を
再
現
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
浄
土
の
阿
弥
陀
仏
の
法
座
を
儀
礼
的
に
表
現
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
り
す
る
わ
け
で
あ
る
（
２
）

。

と
述
べ
、
儀
礼
を
執
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
空
間
に
「
釈
尊
の
説
法
の
法
座
の
再
現
」、
あ
る
い
は
「
阿
弥
陀
仏
の
法
座
の
儀

礼
的
な
表
現
」
が
な
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
宗
教
空
間
成
立
に
関
わ
る
行
道
、
経
典
の
読
誦
と
い
っ
た
「
儀
礼
の
執
行
」
は
、
山

田
雅
教
が
、

静
止
し
て
い
る
儀
礼
空
間
を
如
何
に
躍
動
的
な
も
の
に
す
る
か
、
如
何
に
豊
か
な
聖
な
る
宗
教
空
間
に
す
る
か
、
儀
礼
を
執
行
す

る
僧
侶
の
肩
に
か
か
っ
て
い
る
（
３
）
。
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と
述
べ
る
よ
う
に
、
僧
侶
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
梯
や
山
田
の
指
摘
は
、
近
年
大
き
く
研
究
が
進
展

し
て
い
る
中
世
宗
教
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
も
論
点
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
中
世
宗
教
儀
礼
を
研
究
す
る
舩
田
淳
一

は
、「〝
儀
礼
を
執
行
す
る
宗
教
者
〟
と
〝
儀
礼
の
空
間
に
顕
現
す
る
神
・
仏
〟
と
い
う
存
在
が
、
宗
教
儀
礼
研
究
に
不
可
欠
な
要
素
で

あ
る
（
４
）

」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
側
面
が
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
状
況
を
指
摘
し
た
上
で
、
自
身
の
研
究
の
方
法
論
を
、

儀
礼
を
宗
教
と
し
て
の
要
素
よ
り
も
一
つ
の
型
や
資
料
と
し
て
捉
え
、
個
々
の
文
脈
の
中
で
分
析
し
て
い
る
現
状
を
越
え
て
、
儀

礼
の
動
態
＝
〈
宗
教
性
〉
を
補
捉
す
る
た
め
に
、
本
書
で
は
ま
ず
儀
礼
を
執
行
し
儀
礼
空
間
の
只
中
に
立
つ
宗
教
者
の
存
在
を
起

点
と
し
て
、
そ
の
宗
教
体
験
や
実
践
行
為
に
注
目
す
る
と
い
う
方
法
を
採
り
た
い
（
５
）

。

と
述
べ
、
宗
教
儀
礼
が
成
立
す
る
契
機
と
し
て
の
「
宗
教
者
」
の
役
割
に
注
目
し
て
い
る
。
ま
た
、
文
字
資
料
だ
け
で
な
く
、
記
号
と

表
象
の
体
系
を
指
し
て
「
テ
ク
ス
ト
」
と
呼
び
、
宗
教
テ
ク
ス
ト
を
総
合
的
に
体
系
化
し
よ
う
と
す
る
阿
部
泰
郞
は
、

と
り
わ
け
宗
教
の
顕
著
な
特
質
は
、
聖
／
俗
の
二
元
に
分
節
す
る
一
般
的
な
宗
教
観
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
そ
れ
が
境
界
を
生

み
出
し
動
か
す
と
こ
ろ
に
あ
り
、そ
の
境
界
性
か
ら
〈
聖
な
る
も
の
〉
が
顕
現
し
交
流
（
交
信
）
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
は
、
こ
の
過
程
を
司
る
人
の
働
き
に
か
か
っ
て
お
り
、
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
こ
で
（
文
字
テ
ク
ス
ト
で
あ
れ
ば
）
読
ま
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い
（
６
）

。

と
述
べ
て
い
る
。

僧
侶
、
あ
る
い
は
宗
教
者
が
宗
教
儀
礼
成
立
の
成
否
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
詳
細
な
研
究
に
基
づ
か
ず
と
も
、
僧
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侶
や
宗
教
者
が
一
般
の
人
々
と
は
異
な
り
、
宗
教
的
な
儀
礼
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
行
為
を
行
え
る
と
い
う
認
識
か
ら
予
想
さ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。「
浄
土
真
宗
に
関
す
る
実
態
把
握
調
査
」
に
お
い
て
「
先
祖
供
養
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
も
、
僧
侶
に
対
し
て
儀
礼

を
執
行
す
る
こ
と
で
「
先
祖
供
養
が
で
き
る
」
と
い
う
認
識
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。

儀
礼
が
儀
礼
と
し
て
成
立
す
る
重
要
な
位
置
に
僧
侶
や
宗
教
者
が
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
う
え
で
問
い
と
し
て
提
示
し

た
い
こ
と
は
、
ど
う
す
れ
ば
「
儀
礼
」
を
成
立
さ
せ
る
者
と
し
て
僧
侶
が
存
在
し
う
る
か
、
で
あ
る
。
何
ら
か
の
宗
派
に
お
い
て
僧
侶

と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
（
僧
籍
を
有
し
て
い
る
な
ら
ば
）、
あ
る
い
は
、
宗
派
そ
れ
ぞ
れ
で
定
め
ら
れ
た
規
則
（
浄
土
真
宗

本
願
寺
派
で
あ
れ
ば
「
法
式
規
範
」）
に
則
っ
た
行
為
（
読
経
や
所
作
な
ど
）
を
執
行
し
た
な
ら
ば
、「
儀
礼
」
が
成
立
し
、「
仏
・
菩

薩
の
充
満
す
る
聖
な
る
儀
礼
空
間
」
が
実
現
さ
れ
、
儀
礼
空
間
が
「
躍
動
的
」
な
も
の
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
仮
に
僧
侶
と
し
て
認

め
ら
れ
、
規
則
に
則
っ
た
行
為
を
行
う
こ
と
で
儀
礼
が
成
立
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
儀
礼
成
立
を
担
保
す
る
も
の
は
、
僧
侶
を
認
可
す
る

側
や
儀
礼
の
規
則
で
あ
っ
て
、「
僧
侶
の
肩
」
が
そ
れ
ほ
ど
重
要
だ
と
は
思
え
な
い
。
ま
た
、
儀
礼
成
立
の
前
に
、
そ
の
意
義
や
意
味

を
伝
え
て
い
く
こ
と
に
儀
礼
を
行
う
か
否
か
、
ど
の
よ
う
に
行
う
か
否
か
の
契
機
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
々
の
「
理
解
」
や
「
意
識
」

が
「
僧
侶
の
肩
」
と
と
も
に
儀
礼
成
立
の
重
要
な
要
素
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。

は
た
し
て
「
宗
教
儀
礼
」
が
「
宗
教
儀
礼
」
と
し
て
成
立
す
る
契
機
と
し
て
ど
こ
ま
で
僧
侶
に
責
任
や
役
割
が
求
め
ら
れ
る
の
だ
ろ

う
か
。
そ
も
そ
も
僧
侶
や
宗
教
者
が
「
宗
教
儀
礼
」
を
成
立
さ
せ
て
い
く
、
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
（
７
）

。
こ
う
し
た
問

い
に
対
し
て
、
國
分
功
一
郎
が
「
す
る
／
さ
れ
る
」
と
い
う
「
能
動
態
／
受
動
態
」
が
引
き
起
こ
す
問
題
点
を
指
摘
し
な
が
ら
、
そ

れ
以
前
に
存
在
し
た
「
能
動
態
／
中
動
態
」
と
い
う
区
分
を
指
摘
し
た
『
中
動
態
の
世
界　

意
志
と
責
任
の
考
古
学
』（
医
学
書
院
、

二
〇
一
七
）
で
の
議
論
を
参
照
し
考
察
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
が
本
論
文
で
あ
る
。
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一　
「
中
動
態
」
か
ら
見
る
「
儀
礼
」

儀
礼
を
論
じ
る
に
際
し
中
動
態
に
注
目
す
る
き
っ
か
け
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
演
劇
家
・
演
出
家
で
あ
る
松
村
武
が
「
演
劇
に
よ
る

中
動
態
の
世
界

−

演
じ
る
と
い
う
態
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

松
村
は
、
演
劇
に
お
い
て
演
じ
る
側
の
役
者
が
「
積
極
的
に
演
じ
て
い
こ
う
」
と
能
動
的
に
取
り
組
む
段
階
か
ら
、
相
手
や
観
客
に

応
じ
て
「
演
じ
て
い
く
」
と
い
う
受
動
的
に
演
技
を
考
え
て
い
く
段
階
に
移
る
と
い
う
。
受
動
的
に
演
技
し
て
い
く
こ
と
は
、「
他
人

と
の
「
つ
な
が
り
」」
を
実
感
で
き
、「
い
い
演
技
」
に
は
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
演
劇
に
お
い
て
は
脚
本
・
演
出

が
あ
る
た
め
、「
無
制
限
に
受
動
的
で
い
る
こ
と
」
は
で
き
ず
、
能
動
的
な
側
面
が
残
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
い
う
。
こ
こ

か
ら
松
村
は
、
演
劇
は
「
能
動
態
／
受
動
態
」
と
い
う
説
明
で
は
ズ
レ
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
と
い
い
、「
演
じ
る
」
と
い
う
行
為
は

中
動
態
の
範
疇
に
あ
る
と
指
摘
し
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

演
じ
て
い
る
と
き
、
俳
優
は
自
分
の
意
志
や
プ
ラ
ン
の
力
で
の
み
、
自
分
の
演
技
を
進
行
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
何
か

の
力
、
例
え
ば
台
本
や
演
出
、
相
手
役
の
演
技
、
観
客
の
期
待
、
反
応
な
ど
に
よ
っ
て
、
人
形
の
よ
う
に
操
ら
れ
て
い
る
と
い
う

わ
け
で
も
な
い
。
そ
の
ど
ち
ら
で
も
あ
り
、
ま
た
同
時
に
、
ど
ち
ら
で
も
な
い
よ
う
な
状
態
が
、
演
じ
て
い
る
時
間
に
は
流
れ
る
。

〜
〈
中
略
〉
〜
演
劇
を
観
る
と
い
う
行
為
、
演
技
を
観
ら
れ
る
と
い
う
行
為
は
、
そ
の
区
別
自
体
が
能
動
／
受
動
の
図
式
に
合
わ

せ
て
当
て
は
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
実
の
と
こ
ろ
は
一
つ
の
「
演
劇
」
と
い
う
中
動
態
の
範
疇
の
行
為
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

観
る
、
観
ら
れ
る
と
い
う
区
別
を
越
え
て
、
同
じ
場
所
で
、
両
者
自
他
一
体
に
影
響
し
合
い
な
が
ら
進
ん
で
い
く
中
動
態
的
な
現

象
な
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
責
任
の
所
在
が
曖
昧
に
な
る
（
８
）
。
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松
村
は
、「
演
じ
る
」
と
い
う
行
為
に
お
い
て
は
、「
演
じ
る
側
」
で
あ
る
者
は
、
自
ら
が
「
能
動
的
に
演
じ
て
い
る
」
と
も
、
周
り

の
状
況
を
受
け
て
「
受
動
的
に
演
じ
て
い
る
」
と
も
い
え
ず
、「
そ
の
ど
ち
ら
で
も
あ
り
、
ど
ち
ら
で
も
な
い
よ
う
な
状
態
」
が
存
在

す
る
と
い
う
。
そ
し
て
、「
演
じ
る
」
と
い
う
行
為
を
「
観
て
い
く
側
」
に
お
い
て
も
、「
能
動
的
に
も
観
て
い
る
」
し
、「
受
動
的
に

も
観
て
い
る
」
と
い
う
状
態
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
演
劇
を
観
る
」「
演
劇
を
観
ら
れ
る
」
と
い
う
行
為
は
、

実
の
と
こ
ろ
中
動
態
の
範
疇
の
行
為
だ
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

松
村
が
「
演
じ
る
」
と
い
う
こ
と
で
指
摘
し
た
「
能
動
態
／
受
動
態
」
の
問
題
が
、
本
論
文
で
掲
げ
る
論
点
と
関
わ
る
点
と
し
て
二

点
提
示
で
き
る
。

ま
ず
、
演
じ
る
と
い
う
行
為
が
中
動
態
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
で
、「
だ
か
ら
こ
そ
責
任
の
所
在
が
曖
昧
に
な
る
」
と
述
べ
た
点
で

あ
る
。
松
村
が
い
う
「
責
任
」
と
は
、
演
劇
を
観
る
側
と
観
ら
れ
る
側
と
の
間
に
存
在
す
る
経
済
的
困
難
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。

演
劇
を
観
る
側
に
す
れ
ば
、
自
ら
の
意
志
で
演
劇
を
観
る
こ
と
を
決
め
、
チ
ケ
ッ
ト
を
購
入
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
演
劇
が
気
に
入
ら

な
け
れ
ば
「
演
劇
を
観
る
こ
と
を
選
ん
だ
自
分
」
に
「
責
任
」
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
的
に
は
「
金
を
返
せ
」

と
い
っ
た
声
が
上
が
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
演
劇
を
観
る
側
」
が
お
金
と
時
間
を
使
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
相
応
の
も
の

を
得
る
こ
と
が
当
然
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
り
、「
演
劇
を
観
ら
れ
る
側
」（「
演
じ
る
側
」）
に
は
、「
演
劇
を
観
る
側
」
に
対
す
る
「
責
任
」

が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
松
村
は
、
こ
う
し
た
「
観
る
側
」
と
「
観
ら
れ
る
側
」
に
お
け
る
両
者
の
「
責
任
」
を
問
う
姿
勢
こ
そ
が
、「
能

動
態
／
受
動
態
」
の
範
疇
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、「
演
劇
」
を
中
動
態
で
捉
え
る
こ
と
で
「
責
任
」
の
所
在
を
曖
昧
に
で

き
る
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
松
村
の
「
観
る
側
」
と
「
観
ら
れ
る
側
」
と
の
影
響
関
係
で
成
立
し
て
い
く
「
演
劇
」
と
い
う
中
動
態
の
捉
え
方
は
、
宗
教

儀
礼
に
対
し
て
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
い
え
る
。
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本
堂
で
の
儀
礼
空
間
に
見
立
て
て
み
る
と
、
内
陣
が
お
浄
土
、
結
衆
が
諸
仏
で
、
お
浄
土
の
世
界
で
阿
弥
陀
仏
を
荘
厳
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
外
陣
の
参
詣
者
は
、
そ
の
は
た
ら
き
の
ま
ま
に
称
名
念
仏
す
る
十
方
の
衆
生
と
な
る
わ
け
で
す
。
要
す
る
に
阿
弥
陀
仏

の
大
行
の
世
界
、
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
が
儀
礼
空
間
全
体
で
表
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
（
９
）
。

「
本
堂
」
と
い
う
空
間
が
「
聖
な
る
空
間
」
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
阿
弥
陀
仏
を
中
心
と
す
る
世
界
が
現
出
し
て
い

る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
空
間
を
一
歩
外
れ
た
空
間
に
存
在
す
る
非
宗
教
者
（
参
詣
者
）
は
現
前
に
現
出
し
て
い
る
阿
弥
陀
仏
に
「
救

済
さ
れ
る
者
＝
十
方
衆
生
」
と
し
て
存
在
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
の
救
済
の
は
た
ら
き
が
現
出
し
て
い
る
空
間
（
大
行
の

世
界
）
が
表
現
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

僧
侶
と
い
う
宗
教
儀
礼
の
「
執
行
者
」
が
存
在
し
な
け
れ
ば
「
宗
教
儀
礼
」
は
成
立
し
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
儀
礼
空
間
を
如
何

に
躍
動
的
な
も
の
に
す
る
か
」
は
「
儀
礼
を
執
行
す
る
僧
侶
の
肩
に
か
か
っ
て
い
る
」
と
言
い
う
る
が
、
宗
教
者
だ
け
が
存
在
す
れ
ば

「
宗
教
儀
礼
」「
儀
礼
空
間
」
が
成
立
す
る
の
で
は
な
い
。「
儀
礼
空
間
」
と
は
「
僧
侶
」
と
「
非
宗
教
者
」（
葬
送
儀
礼
な
ら
ば
参
列
者
、

仏
教
寺
院
で
の
法
要
で
あ
れ
ば
参
詣
者
な
ど
）
が
仏
（
本
尊
）
を
中
心
と
し
て
と
も
に
意
味
づ
け
ら
れ
て
存
在
す
る
こ
と
で
成
立
す
る

の
で
あ
る
。
僧
侶
は
単
に
仏
に
対
峙
し
て
い
る
だ
け
で
い
い
の
で
は
な
い
。
非
宗
教
者
も
僧
侶
の
行
為
や
所
作
を
傍
観
者
的
に
眺
め
て

お
け
ば
い
い
の
で
も
な
い
。
こ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
僧
侶
の
み
に
宗
教
儀
礼
成
立
の
可
否
の
「
責
任
」
が
あ
る
と
単
純
に
考
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
先
の
指
摘
に
従
う
な
ら
ば
、
僧
侶
に
は
、「
仏

−

僧
侶
」
と
い
う
関
係
性
が
構
築
す
る
世
界
が
「
非
宗
教
者
」

へ
と
向
け
ら
れ
た
救
い
の
世
界
で
あ
る
こ
と
を
現
出
さ
せ
る
重
要
な
契
機
と
な
っ
て
い
る
と
も
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
演
劇
」
を
中
動
態
に
よ
っ
て
捉
え
た
松
村
の
指
摘
を
宗
教
儀
礼
に
対
し
て
当
て
は
め
る
こ
と
で
、
宗
教
儀
礼
を
考
え
る
視
点
を
論

じ
た
。「
演
劇
」
と
「
仏
を
中
心
と
す
る
宗
教
儀
礼
」
と
を
「
中
動
態
」
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
「
中

動
態
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
國
分
功
一
郎
の
論
述
か
ら
示
し
て
お
き
た
い
。
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二　

中
動
態
と
い
う
態  

−

「
す
る
／
さ
れ
る
」
と
「
責
任
」
と
「
意
志（

（1
（

」

−

「
演
劇
」
を
中
動
態
で
捉
え
た
松
村
が
強
調
す
る
の
は
、「
能
動
態
／
受
動
態
」
と
い
う
枠
組
み
で
は
「
演
劇
」
と
い
う
行
為
を
う
ま

く
説
明
で
き
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、「
中
動
態
」
に
よ
っ
て
「
責
任
の
所
在
が
曖
昧
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
國
分
が
明
ら

か
に
し
た
こ
と
も
、「
能
動
態
／
受
動
態
」
の
枠
組
み
、す
な
わ
ち
「
す
る
」「
さ
れ
る
」
の
対
立
を
用
い
て
考
え
る
か
ら
こ
そ
、「
責
任
」

を
問
い
、「
意
志
」
を
問
う
言
説
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
行
為
や
出
来
事
は
「
能
動
態
／
受
動
態
」
の
枠
組
み

で
は
捉
え
き
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

國
分
は
、「
能
動
態
／
受
動
態
」
の
枠
組
み
で
は
捉
え
き
れ
な
い
行
為
・
出
来
事
を
次
の
よ
う
な
例
え
で
説
明
す
る
。

人
を
好
き
に
な
る
こ
と
は
果
た
し
て
能
動
な
の
か
受
動
な
の
か
。
す
ぐ
わ
か
る
と
思
い
ま
す
が
、
惚
れ
る
と
い
う
の
は
能
動
で
も

受
動
で
も
あ
り
ま
せ
ん
ね
。「
あ
い
つ
の
こ
と
を
好
き
に
な
ろ
う
」
と
思
っ
て
も
好
き
に
な
れ
な
い
し
、「
あ
い
つ
の
こ
と
を
好
き

に
な
れ
よ
」
と
強
制
さ
れ
て
も
、
好
き
に
は
な
れ
ま
せ
ん
。「
好
き
に
な
る
」、「
惚
れ
る
」
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
能
動
で
も
受

動
で
も
な
い
。
惚
れ
る
と
い
う
の
は
、
自
分
の
こ
こ
ろ
の
な
か
に
何
か
強
い
思
い
が
出
て
、
自
分
が
そ
れ
に
引
っ
張
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。「
欲
望
す
る
」
も
そ
う
で
す）

（（
（

。

「
能
動
態
／
受
動
態
」
の
枠
組
み
は
、「
私
が
何
か
を
す
る
」「
私
が
何
か
を
さ
れ
る
」
と
い
う
「
す
る
／
さ
れ
る
」
で
行
為
・
出
来
事

を
捉
え
て
い
く
。「
私
が
誰
か
を
好
き
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
を
言
い
表
す
場
合
、「
私
」
が
自
発
的
・
積
極
的
、あ
る
い
は
主
体
的
に
「
好

き
に
な
っ
て
い
く
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
受
け
取
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
な
が
ら
、「
誰
か
を
好
き
に
な
る
」
こ
と
は
、「
私
」

が
誰
か
の
こ
と
を
「
好
き
に
な
ろ
う
、
好
き
に
な
ろ
う
」
と
思
っ
て
、
そ
の
結
果
よ
う
や
く
「
好
き
に
な
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
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い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
逆
に
、「
誰
か
」
が
「
私
」
に
対
し
て
「
好
き
に
な
れ
」
と
強
制
さ
れ
た
結
果
と
し
て
、「
好
き
に
さ
せ
ら
れ
て
、

好
き
に
な
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
國
分
は
、

能
動
と
受
動
の
区
別
は
、
す
べ
て
の
行
為
を
「
す
る
」
か
「
さ
れ
る
」
か
に
配
分
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
し
か
し
、
こ
う
考
え

て
み
る
と
、
こ
の
区
別
は
非
常
に
不
便
で
不
正
確
な
も
の
だ
。
能
動
の
形
式
が
表
現
す
る
事
態
や
行
為
は
能
動
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
う
ま
く
一
致
し
な
い
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
ら
を
受
動
の
形
式
で
表
現
で
き
る
わ
け
で
も
な
い）

（1
（

。

と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、「
能
動
態
／
受
動
態
」
を
用
い
ず
に
行
為
や
出
来
事
を
記
述
す
る
枠
組
み
が
あ
る
の
か
。
國
分
は
、「
能
動
態
／
受
動
態
」
の

枠
組
み
が
普
遍
的
・
本
質
的
な
も
の
で
は
な
く
、比
較
的
新
し
い
文
法
規
則
で
あ
り
、「
能
動
態
／
受
動
態
」
以
前
に
「
能
動
態
／
中
動
態
」

の
枠
組
み
・
対
立
が
あ
っ
た
と
い
う
。
國
分
の
『
中
動
態
の
世
界　

意
志
と
責
任
の
考
古
学
』
は
、な
ぜ
「
能
動
態
／
中
動
態
」
か
ら
「
能

動
態
／
受
動
態
」
へ
の
変
化
が
起
こ
り
、
変
化
が
起
こ
っ
た
こ
と
で
ど
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
た
の
か
を
詳
細
に
明
ら
か
に
し
て
い
る

が
、
こ
こ
で
は
以
下
の
二
点
に
注
目
し
た
い
。

「
中
動
態
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
。
國
分
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

能
動
態
と
中
動
態
の
対
立
に
見
出
さ
れ
る
の
は
、
主
語
が
、
動
詞
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
過
程
の
外
に
あ
る
か
内
に
あ
る
か
の
区
別

で
あ
る
。
中
動
態
は
動
詞
の
示
す
過
程
の
内
に
主
語
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
事
態
を
示
し
、
能
動
態
は
そ
の
過
程
が
主
語
の
外
で
完

遂
す
る
事
態
を
示
す）

（1
（

。

能
動
態
と
い
う
の
は
主
語
の
外
部
（exterior to the subject

）
で
過
程
が
完
結
す
る
の
に
対
し
て
、
中
動
態
は
主
語
の
内
部
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（interior to the subject

）
で
過
程
が
完
結
す
る）

（1
（

。

こ
こ
か
ら
國
分
が
中
動
態
に
お
い
て
「
惚
れ
る
」「
欲
望
す
る
」「
謝
る
」
と
い
っ
た
行
為
・
出
来
事
が
う
ま
く
説
明
で
き
る
と
い
う

の
も
理
解
で
き
る
。「
惚
れ
る
」
と
い
う
の
は
、「
誰
か
を
好
き
に
な
る
」
と
い
う
出
来
事
が
「
私
（
主
語
）」
に
お
い
て
起
こ
っ
て
い

る
こ
と
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
、「
私
（
主
語
）」
が
「
誰
か
」
に
対
し
て
好
意
を
抱
い
て
い
る
と
い
う
過
程
そ
の
も
の
が
「
惚
れ
る
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
能
動
態
／
受
動
態
」
で
は
一
面
的
に
し
か
言
い
表
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

「
能
動
態
／
中
動
態
」
の
対
立
が
「
能
動
態
／
受
動
態
」
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
で
ど
の
よ
う
な
変
化
が
起
き
た
か
。
國
分
は
、

「
意
志
」
と
「
責
任
」
と
い
う
概
念
を
指
摘
す
る
。

そ
こ
（
能
動
態
と
中
動
態
の
対
立
：
筆
者
挿
入
）
で
は
主
語
が
過
程
の
外
に
あ
る
か
内
に
あ
る
か
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
意

志
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
能
動
態
と
中
動
態
を
対
立
さ
せ
る
言
語
で
は
、
意
志
が
前
景
化
し
な
い）

（1
（

。

能
動
態
と
受
動
態
の
対
立
は
意
志
の
概
念
を
強
く
想
起
さ
せ
る
が
、
能
動
態
と
中
動
態
の
対
立
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
能

動
態
と
中
動
態
を
対
立
さ
せ
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
が
残
存
し
て
い
た
ギ
リ
シ
ア
世
界
に
は
、
意
志
の
概
念
が
存
在
し
な
か
っ

た）
（1
（

。

「
能
動
態
／
受
動
態
」
が
「
す
る
／
さ
れ
る
」
の
対
立
で
あ
る
限
り
、何
ら
か
の
行
為
は
「
私
が
し
た
の
か
」「
私
が
さ
せ
ら
れ
た
の
か
」

が
問
題
と
な
る
。
こ
の
「
能
動
態
／
受
動
態
」
の
枠
組
み
は
、「
意
志
の
存
在
が
強
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
。
こ
の
形
式
は
、
事
態
や
行
為

の
出
発
点
が
「
私
」
に
あ
り
、
ま
た
「
私
」
こ
そ
が
そ
の
原
動
力
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る）

（1
（

」。
そ
し
て
、
意
志
と
い
う
概
念
を
用
い

れ
ば
、
行
為
は
意
志
を
有
す
る
者
（
人
）
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。「
自
分
が
や
ろ
う
と
思
っ
て
何
か
を
し
た
」
と
い
う
場
合
、
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そ
の
「
し
た
こ
と
（
行
為
）」
は
、
そ
の
行
為
を
意
志
し
た
人
に
帰
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。
國
分
は
こ
の
行
為
と
意
志
と
が
問
わ
れ
る

の
は
い
か
な
る
場
面
か
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

で
は
行
為
が
僕
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
が
、
ど
う
い
う
場
面
で
問
題
に
な
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
「
責
任
」
を
問
う
時
で
す
。

行
為
が
僕
の
も
の
だ
と
す
る
と
、
そ
の
行
為
の
責
任
は
僕
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
僕
の
も
の
で
は
な
い
と
す
る
と
、
そ
れ

は
僕
の
責
任
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
出
て
く
る
の
が
意
志
の
概
念
で
あ
り
、
能
動
と
受
動
の
区
別
は
こ
の
意

志
の
概
念
を
強
調
す
る
も
の
で
す）

（1
（

。

國
分
が
中
動
態
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、「
能
動
態
／
受
動
態
」
と
い
う
一
般
的
な
思
考
様
式
・
枠
組
み
が
、
い
か
に
「
意
志
」

や
「
責
任
」
と
い
う
概
念
を
生
み
出
し
、
私
た
ち
を
縛
り
付
け
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
國
分
が
二
〇
一
一

年
に
『
暇
と
退
屈
の
倫
理
学
』（
朝
日
出
版
社
）
を
発
刊
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
者
の
自
助
グ
ル
ー
プ

と
の
関
わ
り
を
持
っ
た
こ
と
が
『
中
動
態
の
世
界　

意
志
と
責
任
の
考
古
学
』
執
筆
の
理
由
で
あ
る
こ
と
と
深
く
関
わ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
國
分
は
中
動
態
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
り
つ
つ
「
自
由
」
へ
と
論
を
展
開
す
る
。
國
分
は
、
行
為
を
意
志
の
実
現

と
見
な
し
、「
そ
れ
に
基
づ
い
て
責
任
を
問
う
と
い
う
考
え
方
に
支
配
さ
れ
て
い
る
社
会）

（2
（

」
が
現
代
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、

一
つ
の
行
為
は
実
に
多
く
の
要
因
の
影
響
下
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
が
協
同
し
た
結
果
と
し
て
行
為
が
実
現
す
る
わ
け
で
す
。
つ

ま
り
、
行
為
は
多
元
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
意
志
が
一
元
的
に
決
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い）

11
（

の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
意
志
や
責
任
を
問
う
思
考
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
で
、「
私
た
ち
は
も
う
す
こ
し
だ
け
自
由
に
な
れ
る
の
で
は
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な
い
か）

1（
（

」
と
國
分
は
述
べ
る
の
で
あ
る
。

三　

中
動
態
で
考
え
る
「
浄
土
真
宗
に
お
け
る
儀
礼
」

國
分
が
中
動
態
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
の
は
、「
意
志
」
や
「
責
任
」
を
問
う
「
能
動
態
／
受
動
態
」
の
枠
組
み
で
は
行
為
・
出

来
事
の
ほ
と
ん
ど
は
捉
え
き
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
動
態
で
儀
礼
を
考
え
て
い
く
な
ら
ば
、「
宗
教
者
が
儀
礼
空
間

を
成
立
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
志
を
も
っ
て
行
為
す
る
こ
と
が
儀
礼
空
間
が
成
立
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
」
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の

が
、「
能
動
態
／
受
動
態
」
の
枠
組
み
か
ら
の
思
考
で
あ
っ
て
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
。「
儀
礼
を
も
っ
て
仏
・
菩
薩
の
充
満

す
る
聖
な
る
儀
礼
空
間
を
実
現
」
す
る
こ
と
は
、
僧
侶
の
み
に
責
任
が
帰
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
儀
礼
空
間
と
は
僧
侶

の
み
で
成
立
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
阿
部
泰
郞
は
、
浄
土
真
宗
の
勤
行
と
法
儀
の
基
本
を
確
立
し
た
蓮
如
の
伝
承
を
伝
え
る
真

宗
大
谷
派
城
瑞
別
院
善
徳
寺
に
お
け
る
法
会
の
様
子
か
ら
、
儀
礼
が
宗
教
空
間
を
成
立
さ
せ
る
の
は
多
様
な
声
と
所
作
で
あ
る
こ
と
を

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
少
し
長
い
が
引
用
す
る
。

こ
こ
で
は
念
仏
の
声
が
、
勤
行
法
要
の
範
囲
で
の
み
聞
こ
え
る
の
で
は
な
い
。
経
と
偈
と
和
讃
、
ま
た
文
と
伝
と
い
う
さ
ま
ざ
ま

な
位
相
の
テ
ク
ス
ト
が
読
誦
さ
れ
詠
唱
さ
れ
る
、
法
会
全
体
の
交
響
の
う
ち
で
、
そ
の
基
調
音
と
し
て
響
く
の
で
あ
り
、
更
に
は

法
話
、
絵
解
き
、
開
帳
と
い
う
語
り
の
布
教
唱
導
に
駆
使
さ
れ
る
言
葉
の
技
と
音
声
を
も
貫
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
複
合
重

層
し
た
、
多
彩
で
多
元
的
な
方
便
を
以
て
展
開
さ
れ
る
儀
礼
の
過
程
に
お
い
て
、
今
も
参
詣
者
を
誘
い
導
く
声
の
豊
か
な
は
た
ら

き
に
満
ち
て
い
る
。
門
徒
た
ち
は
、
し
か
し
そ
れ
を
た
だ
享
受
す
る
の
み
で
は
な
い
。
法
話
や
絵
解
き
の
一
座
が
お
わ
る
毎
に
、

聴
衆
の
口
か
ら
自
ず
と
発
せ
ら
れ
る
「
受
け
念
仏
」
の
声
に
こ
そ
耳
を
傾
け
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
自
然
で
寄
せ
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て
は
返
す
波
の
引
き
潮
を
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
交
響
が
同
行
と
い
う
念
仏
共
同
体
を
あ
ら
し
む
る
。
ひ
い
て
は
、
法
話
を
受
け

て
門
徒
同
志
が
己
の
安
心
を
語
ら
い
合
う
座
も
、
か
つ
て
は
そ
こ
か
し
こ
に
生
じ
た
と
い
う）

11
（

。

「
交
響
」
と
い
う
言
葉
が
二
度
使
わ
れ
て
い
る
。
読
誦
、
法
話
、
絵
解
き
、
受
け
念
仏
、
語
ら
い
合
う
座
、
と
い
う
言
葉
（
声
）
と
宗

教
者
に
よ
る
行
為
・
所
作
に
よ
っ
て
、
宗
教
者
を
中
心
と
し
た
読
誦
、
念
仏
の
声
に
よ
る
「
交
響
」
と
、
法
会
に
参
加
し
た
参
詣
者
た

ち
が
発
す
る
念
仏
の
声
に
よ
る
「
交
響
」
が
成
立
す
る
こ
と
で
「
念
仏
共
同
体
」
が
成
立
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
念
仏
共
同
体
」
と
は
い
か
な
る
空
間
で
あ
る
の
か
。
筆
者
が
、「
伝
灯
奉
告
法
要
」
を
論
じ
た
拙
論
に
お
い
て
、

伝
灯
奉
告
法
要
に
参
加
す
る
も
の
は
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
と
歴
代
の
宗
主
、
更
に
い
え
ば
、
宗
祖
、
宗
主
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
る
浄

土
真
宗
の
み
教
え
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
の
教
え
に
接
続
し
う
る
か
ら
こ
そ
、
伝
灯
奉
告
法
要
を
中
心
的
に
執
行
す
る
現
宗
主
に

よ
る
発
信
も
力
を
持
ち
得
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る）

11
（

。

と
指
摘
し
た
こ
と
に
従
う
な
ら
ば
、「
念
仏
共
同
体
」と
は「
み
教
え
」が
顕
現
し
て
い
る
状
態
と
い
い
う
る
。「
み
教
え
」、あ
る
い
は「
阿

弥
陀
仏
」
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
空
間
こ
そ
が
、
浄
土
真
宗
で
い
う
「
儀
礼
空
間
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
儀
礼
空
間
を
成
立

さ
せ
る
こ
と
を
補
助
す
る
も
の
も
、「
阿
弥
陀
仏
が
中
心
で
あ
る
」
こ
と
を
軸
に
し
て
構
成
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
山
田
雅
教
は
、

浄
土
真
宗
に
あ
っ
て
は
「
仏
の
側
へ
」
と
い
う
矢
印
は
存
在
せ
ず
、
す
べ
て
阿
弥
陀
如
来
の
「
本
願
力
回
向
」
と
し
て
、「
仏
の

側
か
ら
」い
た
だ
く
も
の
で
あ
る
、と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
来
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、参
詣
者
か
ら
見
て
正
面
に
な
る
よ
う
に
、

荘
厳
が
な
さ
れ
る）

11
（

。
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と
述
べ
、
梯
實
圓
は
、

世
界
の
中
心
に
自
己
を
す
え
て
世
界
を
構
築
し
て
い
く
自
己
中
心
的
な
世
界
観
が
逆
転
し
、
本
尊
・
如
来
を
中
心
と
し
た
全
く
新

し
い
世
界
観
が
成
立
し
て
い
く
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
が
本
堂
と
い
う
儀
礼
空
間
で
あ
る
と
い
え
よ
う）

11
（

。

と
述
べ
て
い
る
。
浄
土
真
宗
に
お
け
る
儀
礼
空
間
が
、「
浄
土
の
阿
弥
陀
仏
の
法
座
」
に
つ
ら
な
り
、「
阿
弥
陀
仏
の
大
行
の
世
界
」
に

入
る
こ
と
を
意
味
す
る
限
り
、
宗
教
者
で
あ
ろ
う
と
非
宗
教
者
で
あ
ろ
う
と
「
自
己
中
心
的
な
世
界
観
」
か
ら
「
新
し
い
世
界
観
」
へ

と
移
行
す
る
と
い
う
意
味
を
持
つ
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
。
そ
の
「
新
し
い
世
界
観
」、
阿
弥
陀
仏
が
中
心
と
な
る
浄
土
真
宗
の
世
界
観

を
徳
永
一
道
は
次
の
よ
う
な
例
え
で
述
べ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、「
向
こ
う
に
山
が
見
え
る
」
と
い
う
表
現
に
お
い
て
は
、
山
を
見
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
も
こ
の
私
で
あ
る
の
に
、

こ
こ
に
は
そ
の
「
私
」
と
い
う
主
語
が
な
い
。
そ
れ
は
、「
私
は
向
こ
う
の
山
を
見
て
い
る
」
と
い
う
表
現
と
は
根
本
的
に
違
う

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
あ
え
て
い
え
ば
向
こ
う
の
山
が
私
の
目
に
と
び
こ
ん
で
き
て
く
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う

か
。
先
に
述
べ
た
他
力
的
世
界
観
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
見
方
を
い
う
の
で
あ
る）

11
（

。

「
私
が
山
を
見
て
い
る
」
と
い
う
事
実
を
、「
山
を
見
る
私
」
と
「
見
ら
れ
て
い
る
山
」
と
し
て
対
立
的
に
語
る
の
で
は
な
く
、「
私
」

と
い
う
主
語
を
消
し
て
し
ま
っ
て
、「
向
こ
う
に
山
が
見
え
て
い
る
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
世
界
観
で
あ
る
と
い
う
。
徳
永
は
、
こ

う
し
た
世
界
観
こ
そ
が
浄
土
真
宗
に
お
け
る
「
信
心
（
本
願
を
聞
く
：
本
願
が
聞
こ
え
る
）」
の
基
本
的
意
味
で
あ
る
と
い
う
。
主
語

が
存
在
し
な
が
ら
、
同
時
に
主
語
が
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
状
態
、
こ
れ
こ
そ
が
浄
土
真
宗
で
い
う
「
信
心
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
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「
念
仏
」
も
同
じ
状
態
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。「
念
仏
」
に
つ
い
て
梯
實
圓
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

本
願
の
念
仏
は
、
た
し
か
に
私
の
口
に
称
え
あ
ら
わ
し
て
い
る
も
の
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
私
の
自
己
中
心
的
な

妄
念
の
心
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
を
「
行
文
類
」
に
は
「
し
か
る
に
こ
の
行
は
大
悲
の
願
よ
り
出
で
た
り
」

と
い
わ
れ
て
い
る
。
大
行
が
如
来
の
大
悲
の
誓
願
（
第
十
七
願
）
か
ら
出
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
称
名
は
た
し
か
に
私
が

称
え
て
い
る
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
私
を
念
仏
の
衆
生
に
育
て
あ
げ
て
救
お
う
と
願
い
た
た
れ
た
如
来
の
誓
願
が
私
の
上
で
実

を
結
ん
で
い
る
す
が
た
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る）

11
（

。

浄
土
真
宗
で
い
う
儀
礼
空
間
と
は
、
松
村
の
「
そ
れ
は
観
る
、
観
ら
れ
る
と
い
う
区
別
を
越
え
て
、
同
じ
場
所
で
、
両
者
自
他
一
体
に

影
響
し
合
い
な
が
ら
進
ん
で
い
く
中
動
態
的
な
現
象
な
の
だ
」
と
の
言
葉
と
同
じ
よ
う
に
、
宗
教
者
も
非
宗
教
者
も
共
に
、
念
仏
を
中

心
と
し
た
世
界
観
、
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
が
現
出
し
て
い
る
空
間
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

「
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
が
現
出
し
て
い
る
か
否
か
」
が
、
浄
土
真
宗
の
儀
礼
空
間
成
立
・
不
成
立
に
関
わ
る
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

僧
侶
が
「
儀
礼
空
間
」
成
立
の
「
責
任
」
を
負
う
べ
き
存
在
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
僧
侶
自
身
が
「
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
を

現
出
し
て
い
る
空
間
」
を
成
立
さ
せ
る
力
を
持
っ
て
い
る
と
は
言
い
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
考
え
る
な
ら
ば
、問
わ
れ
る
べ
き
は
、

先
に
「
僧
侶
に
は
、「
仏

−

僧
侶
」
と
い
う
関
係
性
が
構
築
す
る
世
界
が
「
非
宗
教
者
」
へ
と
向
け
ら
れ
た
救
い
の
世
界
で
あ
る
こ
と

を
現
出
さ
せ
る
重
要
な
契
機
と
な
っ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
指
摘
し
た
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
倫
理
学
者
の
大
庭
健
が
、

責
任
（
リ
ス
ポ
ン
シ
ビ
リ
テ
ィ
）
と
は
、第
一
次
的
に
は
、互
い
に
応
答
（
リ
ス
ポ
ン
ス
）
が
可
能
だ
と
い
う
、間
柄
の
特
質
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
個
人
の
つ
な
が
り
が
、
人
の
間
で
あ
る
た
め
の
根
本
的
な
条
件
で
あ
る
。
〜
〈
中
略
〉
〜
個
人
な
い
し
行
為
主
体
に
帰
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せ
ら
れ
る
責
任
と
は
、
そ
う
し
た
呼
応
可
能
な
間
柄
を
維
持
し
、
育
て
て
い
く
態
度
に
他
な
ら
な
い
。
呼
応
可
能
性
を
支
え
る
信

頼
関
係
を
引
き
受
け
、自
分
の
出
方
に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
引
き
受
け
て
い
く
。
こ
う
し
た
態
度
を
備
え
た
個
人
が
、「
責
任
あ
る
」

主
体
で
あ
り
、
重
要
な
場
面
で
、
こ
う
し
た
態
度
を
放
棄
す
る
人
は
、
無
責
任
な
人
な
の
で
あ
る）

11
（

。

と
述
べ
る
よ
う
な
「
責
任
」
で
あ
る
。
基
本
的
に
僧
侶
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、「
宗
教
儀
礼
」
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
僧
侶
と
仏

と
が
対
峙
す
る
だ
け
で
も
宗
教
儀
礼
は
成
立
し
な
い
。
宗
教
儀
礼
に
は
、「
非
宗
教
者
」
の
存
在
が
不
可
欠
な
の
で
あ
り
、
そ
の
非
宗

教
者
に
対
し
て
僧
侶
が
ど
の
よ
う
な
関
係
を
構
築
す
る
か
が
重
要
に
な
る
。
大
庭
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
関
係
と
は
僧
侶
と
非
宗

教
者
と
が
呼
応
可
能
な
間
柄
を
構
築
す
る
こ
と
、
具
体
的
に
は
非
宗
教
者
か
ら
の
「
呼
び
か
け
」
や
「
求
め
」
に
応
え
続
け
よ
う
と
す

る
態
度
を
持
ち
続
け
る
こ
と
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
「
儀
礼
空
間
を
如
何
に
躍
動
的
な
も
の
に
す
る
か
」
は
「
儀
礼
を
執
行
す
る
僧
侶
の
肩
に
か
か
っ
て
い
る
」
と
述
べ
た

山
田
が
、
そ
の
前
段
で
「
僧
侶
の
ふ
る
ま
い
」
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。「
ふ
る
ま
い
」
に
関
す
る
考
察
の
中

で
坂
部
恵
は
、

も
ろ
も
ろ
の
〈
な
ら
い
〉hexis

は
、元
来
、こ
う
し
た
、〈
ふ
り
〉
に
よ
る
、力
動
的
な
学
習
、編
成
、改
編
の
く
り
返
し
を
通
し
て
、

形
成
、
蓄
積
、
伝
達
、
沈
殿
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る）

12
（

。

と
述
べ
て
い
る
。
坂
部
は
「
ふ
り
」
と
い
う
模
倣
的
再
現
と
し
て
の
表
現
行
為
が
、繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
、自
分
自
身
に
「
ふ
る
ま
い
」

と
し
て
定
着
し
て
い
く
と
い
う
。
そ
れ
は
、「
僧
侶
」
と
し
て
繰
り
返
し
学
び
続
け
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
伝
統
や
歴
史
、
地
域
性
を
背

景
に
し
た
「
ふ
り
」
を
学
び
続
け
る
こ
と
が
、「
私
」
の
「
ふ
る
ま
い
」
と
し
て
現
実
化
し
て
い
く
こ
と
、
そ
れ
を
「
僧
侶
と
し
て
の
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ふ
る
ま
い
」
の
形
成
と
い
う
の
で
あ
る
。「
僧
侶
と
し
て
の
ふ
る
ま
い
」
が
「
ふ
り
」
を
通
し
て
形
成
さ
れ
続
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ

れ
は
、阿
弥
陀
仏
を
含
む
「
他
者
」
か
ら
学
び
続
け
る
こ
と
を
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
庭
の
論
に
従
え
ば
、そ
れ
は
、「
他
者
」

か
ら
呼
び
か
け
ら
れ
、
求
め
ら
れ
続
け
る
こ
と
に
背
を
向
け
ず
、
そ
の
時
そ
の
時
に
「
ふ
る
ま
い
」
続
け
よ
う
と
す
る
こ
と
、
そ
の
こ

と
が
「
僧
侶
の
ふ
る
ま
い
」
を
形
作
っ
て
い
く
。
恐
ら
く
こ
う
し
た
態
度
こ
そ
が
宗
教
者
に
問
わ
れ
て
い
る
。
書
籍
、
ウ
ェ
ブ
上
で
の

葬
儀
に
関
わ
る
質
問
項
目
（
Ｑ
＆
Ａ
）
を
収
集
・
分
析
し
た
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
に
よ
る
「「
考
え
さ
せ
ら
れ
る
」
葬
儀
（
一
）

　

葬
儀
に
つ
い
て
の
問
い
か
ら
、
葬
儀
の
何
が
語
ら
れ
な
い
の
か
を
分
析
す
る
」
で
は
、

地
域
の
伝
統
・
習
慣
が
薄
れ
、
当
た
り
前
が
当
た
り
前
で
な
く
な
っ
て
い
る
状
況
に
あ
っ
て
は
、
一
人
ひ
と
り
の
僧
侶
が
、
葬
儀

を
す
る
・
し
な
い
と
い
う
「
選
択
」、
ど
う
い
う
葬
儀
を
行
う
の
か
と
い
う
「
選
択
」
に
直
結
す
る
情
報
と
し
て
、
葬
儀
や
通
夜

の
意
義
を
、
わ
か
り
や
す
い
言
葉
で
、
丁
寧
に
、
繰
り
返
し
説
明
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か）

11
（

。

と
述
べ
、「
宗
教
儀
礼
」
が
成
立
す
る
た
め
の
背
景
が
薄
れ
て
い
く
中
で
、「
僧
侶
」
が
「
非
宗
教
者
」
に
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
応
え

続
け
て
い
く
必
要
性
と
、
そ
の
必
要
性
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

四　

ま
と
め
と
し
て

僧
侶
、
あ
る
い
は
宗
教
者
は
現
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
存
在
意
義
を
有
す
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
何
が
で
き
る
の
か
。
そ
う
し
た

問
い
と
並
行
し
て
、「
宗
教
儀
礼
」
そ
の
も
の
の
存
在
意
義
や
役
割
が
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
現

状
に
対
し
て
、
僧
侶
独
自
の
価
値
観
や
行
動
を
提
示
す
る
必
要
性
を
訴
え
る
言
説
は
社
会
に
多
い
。
そ
の
こ
と
自
体
に
異
を
唱
え
る
つ
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も
り
は
な
い
が
、
で
は
、
果
た
し
て
僧
侶
が
や
れ
る
こ
と
と
は
ど
う
い
っ
た
こ
と
か
。
葬
送
儀
礼
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
劇
的
な

変
化
に
対
し
て
、
僧
侶
は
ど
こ
ま
で
関
与
し
、
何
を
す
べ
き
な
の
か
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
上
で
、「
受
動
態
／
能
動
態
」、「
意

志
」
や
「
責
任
」「
自
由
」
と
い
う
概
念
を
問
い
直
し
て
い
っ
た
國
分
功
一
郎
の
研
究
は
有
意
義
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
思
っ
た
こ

と
が
本
論
の
動
機
で
あ
る
。

論
述
と
い
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
本
論
か
ら
幾
つ
か
指
摘
で
き
る
点
を
挙
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
に
、
本
論
に
お
い
て
十
分
な
検
討
を
し
て
お
ら
ず
、
最
も
問
題
と
す
べ
き
箇
所
で
あ
る
が
、「
中
動
態
」
を
ど
う
い
う
範
囲
で

考
え
て
い
く
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
國
分
の
言
葉
に
も
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、「
能
動
態
／
受
動
態
」

は
「
す
る
／
さ
れ
る
」
の
枠
組
み
で
あ
る
の
に
対
し
、「
中
動
態
」
と
は
「
能
動
態
／
中
動
態
」
と
い
う
枠
組
み
は
「
外
／
内
」
の
枠

組
み
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
た
松
村
は
、「
演
劇
を
観
る
」「
演
劇
を
観
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
演
劇
」
を
中
動
態

で
考
え
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
松
村
の
説
に
は
國
分
と
違
っ
て
、
最
低
二
人
の
人
物
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、「
中
動
態
」
に

対
す
る
國
分
の
概
念
規
定
と
同
一
と
は
い
え
な
い
。
國
分
が
示
し
た
「
中
動
態
」
に
対
す
る
基
本
的
な
概
念
規
定
を
、
今
後
ど
の
よ
う

な
形
で
応
用
し
て
い
く
か
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。

第
二
に
、
僧
侶
に
は
「
宗
教
儀
礼
」
を
完
全
に
成
立
さ
せ
る
能
力
は
な
い
。
ど
れ
ほ
ど
の
こ
と
を
僧
侶
が
行
い
え
た
と
し
て
も
、
宗

教
儀
礼
が
「
非
宗
教
者
」
の
参
加
を
不
可
欠
な
要
素
と
し
て
い
る
限
り
、
國
分
が
「
能
動
態
／
受
動
態
」
で
は
な
い
中
動
態
の
例
と
し

て
「
謝
る
」
こ
と
を
挙
げ
た
際
に
、

実
際
に
は
、
私
が
謝
る
の
で
は
な
い
。
私
の
な
か
に
、
私
の
心
の
な
か
に
、
謝
る
気
持
ち
が
現
れ
る
こ
と
こ
そ
が
本
質
的
な
の
で

あ
る）

1（
（

。
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と
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
ど
こ
ま
で
「
非
宗
教
者
」
の
内
に
、
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
へ
の
心
（
伝
統
的
に
、
仏
徳
讃
嘆
、
報
恩
感
謝

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
）
が
現
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、「
宗
教
儀
礼
」
を
構
成
す
る
様
々

な
要
素
も
、
そ
の
点
に
従
っ
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
三
に
、
第
一
の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
な
お
「
僧
侶
に
責
任
が
あ
る
」
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
ど
こ
ま
で
「
非
宗
教
者
」
に
対

し
て
応
答
可
能
な
立
場
を
保
持
し
続
け
ら
れ
る
か
、
で
あ
る
。「
非
宗
教
者
」
に
対
し
て
「
僧
侶
と
し
て
ふ
る
ま
い
」
続
け
て
い
く
こ

と
、
そ
れ
は
「
僧
侶
と
し
て
の
私
」
を
問
わ
れ
続
け
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
こ
か
ら
背
を
向
け
ず
に
い
る
こ
と
、
そ
の
時
そ
の
時
「
僧

侶
と
し
て
ふ
る
ま
い
」
続
け
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、「
自
由
」
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
國
分
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

自
由
に
な
る
と
い
う
の
は
、
だ
か
ら
、
何
か
束
縛
が
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
て
、
自
分
の
力
が
十
分
に
表
現
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
く
こ
と
な
ん
で
す
ね）

11
（

。

儀
礼
、特
に
「
宗
教
儀
礼
」
は
、思
想
、文
化
、地
域
と
い
っ
た
様
々
な
要
素
を
取
り
込
み
な
が
ら
構
築
さ
れ
て
き
た
と
い
う
歴
史
を
も
つ
。

そ
の
た
め
、
僧
侶
の
行
為
や
儀
礼
を
成
立
さ
せ
る
諸
要
素
は
、
一
つ
ひ
と
つ
に
意
味
を
持
ち
、
宗
教
儀
礼
を
成
立
で
き
る
よ
う
構
成
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
す
で
に
決
め
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
に
た
だ
従
う
の
で
は
な
く
、「
す
で
に
決
め
ら
れ
て
い
る
」
中
で
、
僧
侶
と

し
て
何
が
で
き
る
か
と
問
い
続
け
る
こ
と
、
そ
う
し
た
営
み
の
中
で
僧
侶
が
で
き
る
こ
と
を
自
分
自
身
が
見
出
し
て
い
く
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
し
、
國
分
が
い
う
「
自
由
」
も
こ
う
し
た
営
み
を
い
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
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【
註
】

（
１
）
調
査
結
果
は
、
真
宗
教
団
連
合H

P(http://w
w

w
.shin.gr.jp/activity/event/800/)

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
梯
實
圓
「
浄
土
真
宗
の
儀
礼
と
荘
厳
」『
浄
土
教
学
の
諸
問
題　

下
巻
』
永
田
文
昌
堂
、
一
九
九
八

（
３
）「
荘
厳
と
儀
礼

−

総
論
」『
真
宗
儀
礼
の
今
昔
』（
永
田
文
昌
堂
、
二
〇
〇
一
）
七
八
頁

（
４
）『
神
仏
と
儀
礼
の
中
世
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
一
）
十
一
頁

（
５
）『
神
仏
と
儀
礼
の
中
世
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
一
）
十
一
頁

（
６
）『
中
世
日
本
の
宗
教
テ
ク
ス
ト
体
系
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
）
七
頁

（
７
）
本
論
で
は
、
寺
院
で
の
法
要
や
法
事
、
葬
送
儀
礼
な
ど
の
仏
教
的
儀
礼
を
指
し
て
「
宗
教
儀
礼
」
ま
た
は
「
儀
礼
」
と
い
い
、
そ
の
「
宗
教
儀
礼
」
が

行
わ
れ
る
空
間
を
「
宗
教
空
間
」
ま
た
は
「
儀
礼
空
間
」」
と
い
う
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、「
宗
教
儀
礼
」
の
執
行
者
に
つ
い
て
は
、
本
論
が
特
に
仏
教

的
儀
礼
を
念
頭
に
用
い
て
い
る
た
め
「
僧
侶
」
と
い
い
、「
僧
侶
」
以
外
に
つ
い
て
は
「
非
宗
教
者
」
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

（
８
）
看
護
師
の
た
め
のw

eb

マ
ガ
ジ
ン
「
か
ん
か
ん
！
」http://igs-kankan.com

/article/2018/04/001105/

（
９
）「
座
談
会　

こ
れ
か
ら
の
真
宗
儀
礼
を
考
え
る
②
」（『
季
刊
せ
い
て
ん
』
六
七
号
、二
〇
〇
四
）
に
お
い
て
、浄
土
真
宗
に
お
け
る
儀
礼
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
を
指
摘
し
た
小
野
真
の
発
言
。

（
10
）
中
動
態
に
つ
い
て
は
、『
中
動
態
の
世
界　

意
志
と
責
任
の
考
古
学
』
の
ほ
か
、『
談
』
一
一
一
号
「
特
集　

意
志
と
意
志
の
外
に
あ
る
も
の･･･

中
動
態
・

ナ
ッ
ジ
・
錯
覚
」（
水
曜
社
、
二
〇
一
八
）、
國
分
功
一
郎
『
エ
チ
カ　

ス
ピ
ノ
ザ
』（N

H
K

出
版
、
二
〇
一
八
）、
森
田
亜
紀
『
芸
術
の
中
動
態　

受
容

／
制
作
の
基
層
』（
萌
書
房
、
二
〇
一
三
）
を
参
照
。
本
節
は
特
に
國
分
の
一
連
の
研
究
に
従
っ
て
い
る
。

（
11
）『
談
』
一
一
一
号
、
十
二
頁

（
12
）『
中
動
態
の
世
界　

意
志
と
責
任
の
考
古
学
』
二
一
頁

（
13
）『
中
動
態
の
世
界　

意
志
と
責
任
の
考
古
学
』
一
〇
〇
頁

（
14
）『
談
』
一
一
一
号
、
十
五
頁

（
15
）『
中
動
態
の
世
界　

意
志
と
責
任
の
考
古
学
』
九
七
頁

（
16
）『
中
動
態
の
世
界　

意
志
と
責
任
の
考
古
学
』
一
〇
三
頁

（
17
）『
中
動
態
の
世
界　

意
志
と
責
任
の
考
古
学
』
二
二
頁

（
18
）『
談
』
一
一
一
号
、
十
九
頁

（
19
）『
談
』
一
一
一
号
、
二
六
頁
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（
20
）『
エ
チ
カ　

ス
ピ
ノ
ザ
』
八
七
頁

（
21
）『
エ
チ
カ　

ス
ピ
ノ
ザ
』
九
三
頁

（
22
）『
中
世
日
本
の
宗
教
テ
ク
ス
ト
体
系
』
三
五
九
頁

（
23
）「
伝
灯
奉
告
法
要
の
意
義
」『
浄
土
真
宗
総
合
研
究
』
十
号
、
二
〇
一
六

（
24
）「
荘
厳
と
儀
礼

−

総
論
」『
真
宗
儀
礼
の
今
昔
』
七
八
頁

（
25
）「
浄
土
真
宗
の
儀
礼
と
荘
厳
」『
浄
土
教
学
の
諸
問
題　

下
巻
』

（
26
）
千
葉
乗
隆　

徳
永
一
道
『
親
鸞
聖
人

−

そ
の
教
え
と
生
涯
に
学
ぶ
』（
本
願
寺
出
版
社
、
二
〇
〇
九
）
一
五
〇
頁

（
27
）
梯
實
圓
『
教
行
信
証
の
宗
教
構
造
』（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
一
）
一
四
四
頁

（
28
）『「
責
任
』
っ
て
な
に
？
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
〇
五
）
二
八
頁

（
29
）『〈
ふ
る
ま
い
〉
の
詩
学
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
）

（
30
）『
宗
報
』
二
〇
一
八
年
五
月
号
。
記
事
の
中
で
は
、「
死
後
の
問
題
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
、
葬
儀
が
宗
教
的
な
意
味
を
持
ち
う
る
一
つ
の
生
命
線

の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
部
分
が
欠
如
し
て
し
ま
う
と
、
僧
侶
が
な
ぜ
必
要
な
の
か
、
宗
教
者
が
執
り
行
う
葬
儀
が
な
ぜ
必
要
な
の
か
、
と
い
っ

た
点
が
曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
う
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

（
31
）『
中
動
態
の
世
界
』
十
九
頁
。
そ
の
他
、「
相
手
の
心
の
な
か
に
、
そ
う
し
た
気
持
ち
の
現
れ
を
感
じ
と
れ
た
時
に
、
初
め
て
、
僕
ら
は
「
許
そ
う
」
と

い
う
気
持
ち
が
現
れ
る
の
を
感
じ
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
自
分
で
や
ろ
う
と
思
っ
て
も
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
気
持
ち
が
現
れ
る
た

め
に
は
、
た
ぶ
ん
何
ら
か
の
条
件
が
そ
ろ
わ
な
い
と
い
け
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
」（『
談
』
一
一
一
号
、
十
二
頁
）
と
も
い
う
。

（
32
）『
談
』
一
一
一
号
、
三
二
頁

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

儀
礼　

中
動
態　

責
任　

自
由




