
国

　語

　総

　合

次
の
文
章
は
、
菊
地
大
樹『
日
本
人
と
山
の
宗
教
』か
ら
の
一
節
で
す
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
な
お
、
原
則
と
し
て
句
読
点
や

カ
ッ
コ
は
一
字
に
数
え
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
山
を
根
城
と
し
て
特
徴
的
な
宗
教
活
動
を
繰
り
広
げ
た
念
仏
行
者
、
播ば
ん

隆り
ゅ
うに

注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
山
の
宗
教
の
横
の
広
が
り
を
実

感
し
て
み
よ
う
。
江
戸
時
代
後
期
に
お
け
る
播
隆
の
活
動
は
、
前
近
代
の
山
の
宗
教
の
も
っ
と
も
成
熟
し
た
姿
を
見
せ
る
と
と
も
に
、
近
代
登
山
へ
の
胎

動
を
も
感
じ
さ
せ
る
。
播
隆
は
文
政
一
一（
一
八
二
八
）年
に
、
昔
よ
り
未
踏
の
山
で
あ
っ
た
信
州
鎗
嶽（
槍
ヶ
岳
）に
初
登
頂
す
る
。
立
山
で
は
表
む
き
、

い
ま
だ
剣
岳
が
登
っ
て
は
な
ら
な
い
山
と
さ
れ
て
い
た
江
戸
時
代
後
期
、
す
で
に
こ
の
よ
う
に
山
林
修
行
者
に
よ
る
ア
タ
ッ
ク
を
受
け
入
れ
始
め
た
霊
山

も
あ
っ
た
の
だ
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　�

そ
も
そ
も
信
濃
国
鎗
ケ
嶽
は
名
だ
た
る
高
山
で
あ
り
、
麓
は
飛
驒
・
信
濃
両
国
に
ま
た
が
り
、
峨が

が々

と
し
て
雲
に
聳
え
て
い
る
。
一
〇
里
ば
か
り
も

登
る
と
、
そ
の
頂
上
に
、
名
に
し
負
う
鎗
岩
が
あ
る
。
そ
の
高
さ
は
お
よ
そ
一
〇
〇
間
で
あ
る
。
こ
の
頂
上
は
、
昔
よ
り
踏
み
登
っ
た
人
が
い
な
い
。�

（『
信
州
鎗
嶽
略
縁
起
』）

雲
に
向
か
っ
て
一
〇
里
も
登
る
と
い
う
が
、
実
際
の
標
高
三
一
八
〇
メ
ー
ト
ル
に
比
べ
て
や
や
コ
ダ
イ
な
表
現
だ
。
し
か
し
ふ
も
と
か
ら
目
測
す
れ
ば
、

な
る
ほ
ど
そ
の
よ
う
な
距
離
を
感
じ
さ
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

播
隆
は
こ
の
霊
山
を
仰
ぎ
見
て
、
登
頂
を
発ほ

つ

願が
ん

し
た
。
は
じ
め
て
山
頂
に
達
す
る
と
、
銅
像
の
阿
弥
陀
如
来
お
よ
び
観
世
音
菩
薩
、
そ
し
て
木
像
の
文

殊
菩
薩
の
三
尊
を
頂
上
に
安
置
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
場
所
付
近
は
直
立
の
鎗
岩
な
の
で
、
一
般
の
人
が
登
る
こ
と
の
で
き
る
便
宜
は
絶
え
て
な
い
。

ａ

ｂ
ア

－ 40 － ＜MA－49 ＞



せ
っ
か
く
安
置
し
た
尊
像
に
ひ
と
び
と
が
参
拝
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
ま
ま
、
労
多
く
し
て
功
な
し
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
の
播
隆
に
、

山
頂
を
は
じ
め
て「
征
服
」し
た
な
ど
と
い
う
発
想
は
お
よ
そ
な
い
。
彼
は
あ
く
ま
で
念
仏
行
者
と
し
て
、
続
い
て
多
く
の
ひ
と
び
と
が
頂
上
ま
で
到
達
し
、

尊
像
を
拝
す
る
こ
と
を
ま
ず
願
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
播
隆
は
六
年
後
、
ひ
と
び
と
を
引
き
連
れ
て
登
山
道
を
整
備
す
る
。
信
心
の
篤
い
彼
ら
を
語
ら
い
、
頂
上
を
な
ら
し
て
石
を
敷
き
、
縦
三
間

（
約
五
・
五
メ
ー
ト
ル
）・
横
九
尺（
約
二
・
八
メ
ー
ト
ル
）の
平
地
を
造
成
し
た
。
ま
た
木
を
彫
っ
て
、
四
方
が
一
尺
二
寸（
約
四
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）の
祠
を
造

り
、
銅
像
の
釈
迦
仏
を
安
置
し
た
と
い
う
。
は
じ
め
、
こ
の
尊
像
を
荷
っ
て
一
〇
〇
間
の
鎗
岩
を
登
っ
た
時
に
は
、
尊
像
の
顔
よ
り
汗
が
流
れ
た
。
こ
れ

を
目
の
当
た
り
に
し
た
者
た
ち
は
、
み
な
キ
イ
の
思
い
を
な
す
。
か
か
る
霊
験
を
尊
像
が
現
さ
れ
た
こ
と
は
、
い
よ
い
よ
末
世
の
い
ま
に
仏
の
利
益
を
も

た
ら
す
前
触
れ
で
あ
ろ
う
と
、
み
な
と
も
に
カ
ン
キ
の
涙
を
流
し
た
の
で
あ
っ
た
。

背
中
に
負
わ
れ
て
太
陽
に
曝さ

ら

さ
れ
、
温
め
ら
れ
た
ブ
ロ
ン
ズ
製
の
尊
像
は
、
急
激
に
高
度
を
増
し
た
こ
と
に
よ
り
周
囲
の
気
温
が
下
が
り
、
温
度
差
か

ら
表
面
に
結
露
を
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
播
隆
以
下
同
行
者
に
も
経
験
的
に
は
分
か
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
江

戸
時
代
の
ひ
と
び
と
は
、
な
お
こ
の
現
象
を
宗
教
的
な〈
霊
験
〉と
し
て
捉
え
て
い
た
。

つ
づ
い
て
、
信
州
松
本
の
佐さ

助す
け

・
又ま

た

重じ
ゅ
う

郎ろ
う

二
人
が
登
山
し
た
時
に
は
、
蝶

ち
ょ
う

ヶ
嶽
に
登
っ
て
鎗
ヶ
嶽
を
遠
望
し
た
と
い
う
。
こ
の
と
き
空
か
ら
五
色
の

光
が
糸
の
如
く
に
降
っ
て
鎗
岩
の
根
ま
で
照
ら
し
、
半
時
ば
か
り
に
し
て
消
え
た
。
こ
の
様
子
を
拝
し
た
こ
と
で
、
彼
ら
は
ま
す
ま
す
喜
ん
だ
。
さ
ら
に

播
隆
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
き
留
め
た
。

　
　�

ま
た
八
月
六
日
の
払
暁
に（
槍
ヶ
岳
）頂
上
に
登
り
、
日
光
を
拝
し
、
ま
た
北
方
の
空
中
を
瞻あ

お

ぎ
見
る
と
、
円
周
が
四
、
五
間
ば
か
り
の
円
光
が
現
れ

た
。
し
か
し
、
本
尊
は
見
え
給
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
罪
障
の
雲
が
覆
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
播
隆
ら
が
求
め
た
の
は
決
し
て
登
頂
そ
の
も
の
の
喜
び
や
達
成
感
だ
っ
た
の
で
は
な
い
。
彼
は
、
山
で
し
ば
し
ば
観
察
さ

れ
る
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
自
然
現
象
を
、
そ
の
つ
ど
神
仏
が
感
応
し
て
霊
験
を
現
し
た
の
で
あ
る
と
解
釈
し
て
ゆ
く
。
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
か
ら
、
自
分

Ａ
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の
山
林
修
行
の
成
果
に
よ
っ
て
衆
生
が
利
益
を
蒙
る
と
い
う
確
信
を
得
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
念
仏
行
者
と
し
て
の
彼
の
願
い
で

あ
っ
た
。

こ
こ
に
見
え
る「
円
光
」と
は
、
靄も

や

に
覆
わ
れ
た
早
朝
の
山
頂
で
よ
く
み
ら
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
ブ
ロ
ッ
ケ
ン
現
象
に
他
な
ら
な
い
。
御
来
光
を
拝
し
た
の

ち
、
仏
の
背
後
に
射
す
円
光
は
見
え
た
も
の
の
、
そ
の
中
心
に
立
つ
は
ず
の
本
尊
は
見
え
な
か
っ
た
と
こ
こ
で
播
隆
は
語
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
を
、
自

身
の
罪
障
が
雲
と
な
っ
て
本
尊
の
姿
を
覆
っ
て
し
ま
っ
た
と
理
解
し
た
の
で
あ
る
。

ブ
ロ
ッ
ケ
ン
現
象
の
仕
組
み
が
科
学
的
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
当
時
で
あ
っ
て
も
、
自
身
の
影
が
霧
に
ウ
ツ
っ
た
も
の
と
分
か
ら
な
い
わ
け
で
も
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
先
ほ
ど
の
銅
像
表
面
の
結
露
と
同
様
、
あ
く
ま
で
そ
こ
に
宗
教
的
な
意
味
を
読
み
込
も
う
と
す
る
の
が
、
こ
の
時
期
ま
で
の

登
山
の
本
質
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
播
隆
は
ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で「
一
向
専
修
念
仏
行
者
」と
し
て
槍
ヶ
岳
登
頂
を
試
み
た
の
で
あ
っ

た
。

（
中
略
）

播
隆
は
ま
た
、
飛
驒
笠か

さ

ヶ
岳
に
も
登
っ
て
い
た
。
こ
の
山
は
、
江
戸
時
代
の
前
期
か
ら
、
じ
ゃ
っ
か
ん
の
登
頂
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

文
政
六（
一
八
二
三
）年
、
播
隆
が
目
指
し
た
の
は
再
興
登
山
で
あ
っ
た
。
こ
の
山
を
約
七
〇
年
後
の
明
治
二
七（
一
八
九
四
）年
に
登
っ
た
の
が
、
イ
ギ
リ
ス

人
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ウ
ェ
ス
ト
ン
で
あ
る
。
ウ
ェ
ス
ト
ン
は
宣
教
師
で
あ
っ
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ア
ル
プ
ス
登
頂
の
経
験
も
あ
っ
た
。
日
本
に
は
三
度
長
期

滞
在
し
て
い
る
が
、
そ
の
と
き
の
経
験
を『
日
本
ア
ル
プ
ス—

—
登
山
と
探
検
』な
ど
と
し
て
著
し
、
山
々
や
当
時
の
風
習
を
世
界
に
紹
介
し
た
。

（
中
略
）

明
治
二
七
年
七
月
三
〇
日
、
ウ
ェ
ス
ト
ン
は「
汝
最
初
に
成
功
せ
ざ
る
と
も
再
度
試
む
べ
し
！
」と
の
決
意
を
抱
い
て
笠
ヶ
岳
へ
向
か
う
。
彼
の
笠
ヶ
岳

へ
の
ア
タ
ッ
ク
は
、
ガ
イ
ド
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
以
前
に
失
敗
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
信
州
松
本
の
パ
ン
屋
が
洋
式
パ
ン
の
製
造
に

手
を
つ
け
た
と
聞
き
、
こ
こ
で
三
ダ
ー
ス
も
の
小
さ
な
食
パ
ン
を
買
い
入
れ
る
と
、
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
に
つ
め
て「
傘
の
峰
」に
向
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
登

山
口
の
蒲か

ま

田た

で
は
、
村
人
は
ま
っ
た
く
登
山
に
非
協
力
的
で
、
そ
の
目
途
を
達
せ
ず
に
い
た
。
今
回
も
同
様
で
、
彼
は
村
の
神
社
の
石
段
に
打
ち
沈
ん
で

腰
か
け
て
い
た
。
す
る
と
、
そ
ば
で
見
て
い
た
ひ
と
り
の
人
が
宿
泊
を
世
話
し
て
や
ろ
う
と
言
い
出
す
。
そ
の
家
で
道
案
内
の
た
め
に
紹
介
さ
れ
た
、
中

エ
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島
と
い
う
猟
師
と
の
出
会
い
を
、
ウ
ェ
ス
ト
ン
は
印
象
深
く
述
べ
て
い
る
。

　
　�
午
後
彼
は
登
山
の
計
画
を
相
談
し
に
私
た
ち
を
訪
ね
て
来
た
。
そ
し
て
自
分
の
属
し
て
い
る
猟
師
の
組
頭
の
中
島
と
い
う
人
を
連
れ
て
来
た
。
こ
の

人
は
が
っ
ち
り
し
た
顔
形
の
と
と
の
っ
た
人
で
、
私
の
経
験
し
た
こ
と
の
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
な
容
貌
の
持
主
だ
っ
た
。
前
に
路
で
会
っ
た
猟
師
も

こ
の
階
級
で
は
珍
し
く
秀
麗
な
人
で
、
レ
ヴ
ァ
ン
トLevant

の
海
岸
の
ど
こ
か
か
ら
や
っ
て
来
た
よ
う
に
思
え
る
く
ら
い
だ
っ
た
。

（
中
略
）

こ
こ
で
登
山
計
画
に
つ
い
て
相
談
し
て
い
る
う
ち
に
、
ウ
ェ
ス
ト
ン
は
過
去
三
年
間
に
地
元
の
ひ
と
び
と
が
彼
の
登
山
に
反
対
し
た
理
由
が
や
っ
と
分

か
っ
て
き
た
。
中
島
は
彼
に
、
以
下
の
よ
う
に
話
し
た
。

　
　�

蒲
田
の
人
た
ち
は
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
ほ
ど
迷
信
的
で
す
。
笠
岳
の
人
け
の
な
い
絶
壁
や
峡
谷
に
は
、
力
の
強
い
山
の
精
が
歩
き
廻
っ
て
い
る
と

言
い
は
っ
て
い
ま
す
。
も
し
も
こ
の
谷
間
に
住
ん
で
る
人
た
ち
が
、
穀
物
な
ど
が
稔
る
時
期
に
見
知
ら
ぬ
人
を
山
の
境
内
に
案
内
し
て
行
こ
う
も
の

な
ら
、
き
っ
と
荒
れ
狂
う
嵐
が
谷
を
襲
う
に
違
い
な
い
と
信
じ
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
こ
の
嵐
を
、
神
聖
を
け
が
す
罪
を
助
け
た
人
の
せ
い
に
し
て
し

ま
い
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
罰
を
す
ぐ
に
加
え
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
中
島
の
説
明
は
、（
　
あ
　
）江
戸
時
代
と
地
続
き
の
一
九
世
紀
末
に
お
け
る
、
ふ
も
と
に
暮
ら
す
ひ
と
び
と
の
山
に
対
す
る
心
性
を
記
録
し
た
も

の
と
し
て
重
要
で
あ
り
、
同
時
期
の
山
の
宗
教
の
一
面
を
間
違
い
な
く
物
語
っ
て
も
い
る
。
こ
の
説
明
か
ら
は
、
一
般
的
な
山
の
聖
域
性
を
語
る
の
に
加

え
て
、
穀
物
の
豊
凶
と
山
へ
の
信
心
が
密
接
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
山
の
神
々
は
た
だ
山
中
に
い
ま
す
の
で
は
な
く
、
里
の
ひ
と
び

と
の
生
活
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
柳
田
國
男
が「
先
祖
の
話
」に
お
い
て
説
く
よ
う
に
、
祖
霊
で
あ
る
山
の
神
が
毎
年
里
に
コ
ウ
リ
ン
し
て
田
の
神

と
な
り
、
収
穫
の
後
に
山
に
帰
る
と
す
る
民
俗
信
仰
と
も
か
な
り
の
程
度
一
致
す
る
と
見
て
よ
い
。
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た
だ
し
、
そ
う
し
た
心
性
が
形
成
さ
れ
る
背
景
に
は
、（
　
い
　
）過
ぎ
去
っ
た
は
ず
の
幕
藩
制
下
の
支
配
が
、
山
へ
の
立
ち
入
り
を
政
治
的
に
抑
制
し

た
影
響
が
い
ま
だ
残
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
急
激
な
近
代
化
に
敏
感
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
前
近
代
的
な
信
心
が
か
え
っ
て
強
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

も
、
と
き
に
は
想
定
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
で
中
島
ら
は
、
明
治
に
入
っ
て
約
三
〇
年
が
経
過
す
る
中
で
変
化
し
て
き
た
、

山
間
地
域
の
ひ
と
び
と
の
気
持
ち
を
代
弁
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
中
略
）

こ
う
し
て
猟
師
で
あ
る
中
島
の
案
内
を
得
て
登
山
を
決
行
し
た
一
行
は
、
つ
い
に
頂
上
付
近
の
稜
線
へ
と
至
る
。
そ
こ
か
ら
見
え
る
風
景
を
、
ウ
ェ
ス

ト
ン
は
詳
し
く
描
写
し
た
。

　
　�

双す
ご

六ろ
く

川が
わ

の
谷
間
へ
落
ち
込
ん
で
い
る
左
側
の
傾
斜
は
、
お
も
に
這は

い

松ま
つ

で
お
お
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
右
側
に
は
、
野
性
的
な
砕
け
た
岩
が
槍
ヶ
岳
の

西
の
断
崖
へ
突
き
出
て
い
る
。
穂ほ

高た
か

山
と
槍
ヶ
岳
と
を
つ
な
ぐ
壮
麗
な
岩
稜
は
、
日
出
づ
る
国
に
そ
の
比
を
見
な
い
高
さ
二
、
三
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
城
壁
の
よ
う
な
巨
大
な
絶
壁
の
線
を
表
し
て
い
る
。
灰
色
の
水
蒸
気
の
渦
巻
く
帳と

ば
りが

そ
こ
こ
こ
に
ゆ
ら
ゆ
ら
と
立
ち
昇
っ
て
い
る
が
、
北
に
は
立

山
、
南
に
は
富
士
が
そ
の
あ
い
だ
か
ら
見
え
た
。

　（
　
う
　
）播
隆
が
槍
ヶ
岳
を
目
指
し
た
時
、
彼
の
関
心
は（
　
え
　
）槍
ヶ
岳
そ
の
も
の
に
張
り
付
い
て
い
た
。
蝶
ヶ
岳
に
登
頂
し
た
同
行
者
の
視
線

も
、
や
は
り
槍
ヶ
岳
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
目
的
の
霊
山
以
外
に
周
囲
の
山
々
に
対
す
る
関
心
は
、
播
隆
ら
に
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
ウ
ェ
ス
ト
ン
は
、
稜
線
か
ら
見
え
る
立
山
・
富
士
と
い
っ
た
周
囲
の
眺
望
に
目
を
向
け
、
お
お
い
に
楽
し
ん
で
い
る
。
現
代
の
わ
れ

わ
れ
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
眺
望
が
登
山
の
も
っ
と
も
大
き
な
目
的
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
む
し
ろ
ウ
ェ
ス
ト
ン
に
こ
そ
大
い
に
共
感
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

前
近
代
の
信
仰
登
山
に
お
い
て
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
目
的
と
す
る
山
以
外
へ
の
眺
望
に
は
恐
ろ
し
く
関
心
が
低
い
。
こ
こ
に
は
、
信
仰
を
主
目
的
と
す
る

前
近
代
の
登
山
と
近
代
登
山
と
の
大
き
な
断
絶
が
あ
っ
た
。
列
島
中
央
に
広
が
る
山
塊
を
は
じ
め
て「
ア
ル
プ
ス
」と
捉
え
た
ウ
ェ
ス
ト
ン
な
ら
で
は
の
視

点
こ
そ
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
登
山
に
直
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ｅ
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こ
う
し
て
稜
線
か
ら
の
眺
め
を
楽
し
み
な
が
ら
、
一
行
は
つ
い
に
頂
上
に
至
る
。

　�
頂
上
へ
は
二
時
四
十
五
分
に
達
し
た
が
、
そ
の
頂
上
で
、
猟
師
た
ち
が
い
つ
か
前
に
の
ぼ
っ
た
時
に
立
て
た
小
さ
な
記
念
の
堆ケ

石ル

標ン

を
見
た
。
そ
の

猟
師
た
ち
を
除
い
て
は
　
　
ま
た
は
彼
ら
の
仲
間
の
数
人
を
除
い
て
は
　
　
日
本
人
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
で
も
よ
い
が
、
私
た
ち
が
頂
上
に
足
跡
を

残
し
た
最
初
の
登
山
者
だ
と
話
し
て
く
れ
た
。

じ
つ
は
、
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
笠
ヶ
岳
登
頂
は
、
す
で
に
江
戸
時
代
に
何
度
も
達
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
ウ
ェ
ス
ト
ン
は
、「
　
Ｇ
　
」で
あ
る

こ
と
を
、
こ
と
さ
ら
に
誇
ら
し
げ
に
記
し
て
い
る
。
か
つ
て
の
播
隆
が
、
あ
と
に
多
く
の
ひ
と
び
と
が
続
く
こ
と
を
願
っ
て
い
た
の
と
は
違
っ
て
、
む
し

ろ
み
ず
か
ら
が
最
初
に
頂
上
を
征
服
し
た
人
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、「
頂
を
極
め
る
」と
い
う
西
欧
近
代
的
な
登
山
観
が
露
骨
に
表
れ
て
い
る
。
ウ
ェ
ス
ト
ン
も
宣
教
師
と
い
う
意
味
で
は
播
隆
と
同
じ
宗
教
者

で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
ふ
も
と
の
ひ
と
び
と
の
山
に
対
す
る
信
心
を
、
克
服
す
べ
き
迷
信
的
な
も
の
と
ど
こ
か
で
見
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
信
心
に

つ
い
て
も
、
ま
た
み
ず
か
ら
の
初
登
頂
に
つ
い
て
も
、
ウ
ェ
ス
ト
ン
は『
日
本
ア
ル
プ
ス
　
　
登
山
と
探
検
』の
中
で
、
中
島
ら
案
内
人
が「
話
し
て
く
れ

た
」こ
と
と
表
現
し
た
。
そ
の
瞬
間
、
ウ
ェ
ス
ト
ン
は
西
洋
人
と
し
て
自
身
が
主
観
的
に
考
え
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
山
の
心
性
を
、
明
治
日
本
の
ひ
と
び

と
に
語
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
く
み
に
客
観
化
し
た
の
で
あ
る
。

�

＊
問
題
作
成
の
都
合
上
、
文
章
の
一
部
を
変
更
し
て
い
ま
す
。
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問
　
題

問
１
　
　
　
線
ア
～
オ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
な
お
し
な
さ
い
。

問
２
　
　
　
線
ａ
～
ｅ
の
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

問
３
　（
　
あ
　
）
～
（
　
え
　
）
に
入
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
語
を
そ
れ
ぞ
れ
次
か
ら
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。
同
じ
番
号
は
一
度
し
か
使
え

ま
せ
ん
。

１
　
か
つ
て
　
　
２
　
す
で
に
　
　
３
　
い
ま
だ
　
　
４
　
つ
い
に
　
　
５
　
つ
ね
に

問
４
　
　
　
線
Ａ「
功
」と
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
す
か
。
二
十
五
字
以
内
で
ま
と
め
な
さ
い
。

問
５
　
　
　
線
Ｂ「
か
か
る
霊
験
」と
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
す
か
。
本
文
か
ら
分
か
る
範
囲
で
書
き
な
さ
い
。

問
６
　
　
　
線
Ｃ「
播
隆
ら
が
求
め
た
」も
の
と
は
何
で
す
か
。
本
文
か
ら
三
十
字
以
内
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

問
７
　
　
　
線
Ｄ「
ガ
イ
ド
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
」と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
か
。

問
８
　
　
　
線
Ｅ「
ふ
も
と
に
暮
ら
す
ひ
と
び
と
の
山
に
対
す
る
心
性
」と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
か
。
本
文
か
ら
探

し
て
三
字
で
答
え
な
さ
い
。
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問
９
　
　
　
線
Ｆ「
明
治
に
入
っ
て
約
三
〇
年
が
経
過
す
る
中
で
変
化
し
て
き
た
、
山
間
地
域
の
ひ
と
び
と
の
気
持
ち
」と
あ
り
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
に

変
化
し
た
の
で
す
か
。
本
文
か
ら
分
か
る
範
囲
で
書
き
な
さ
い
。

問
10
　「
　
Ｇ
　
」に
入
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
を
本
文
か
ら
探
し
て
書
き
な
さ
い
。

問
11
　
　
　
線
Ｈ「
客
観
化
」と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
は
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
り
ま
す
か
。
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
番
号
で

答
え
な
さ
い
。

１
　
一
般
的
に
見
せ
る
　
　
　
２
　
特
殊
に
見
せ
る
　
　
　
３
　
先
鋭
的
に
見
せ
る
　
　
　
４
　
近
代
的
に
見
せ
る

問
12
　

線「
前
近
代
の
登
山
と
近
代
登
山
と
の
大
き
な
断
絶
」と
あ
り
ま
す
が
、
本
文
か
ら
読
み
取
れ
る「
大
き
な
断
絶
」を
百
五
十
字
以
上
二
百
字

以
内
で
ま
と
め
な
さ
い
。
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