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中
世
社
会
に
お
け
る
呪
術
の
問
題
を
考
え
る
際
、
そ
の
議
論
に
は
二
つ
の
方
向
性
が
あ
る
。
第
一

は
中
世
を
呪
術
か
ら
の
解
放
と
い
う
視
点
で
捉
え
る
見
方
で
あ
り
、
第
二
は
中
世
社
会
が
呪
術
を
構

造
的
に
不
可
欠
と
し
た
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
前
者
の
視
角
は
、
赤
松
俊
秀
・
石
井
進
氏
ら
に
よ
っ

て
提
起
さ
れ
た
。
し
か
し
、
中
世
社
会
で
は
呪
詛
が
実
体
的
暴
力
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
天
皇
や

将
軍
の
護
持
僧
は
莫
大
な
財
と
膨
大
な
労
力
を
か
け
て
呪
詛
防
御
の
祈
祷
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
点

か
ら
す
れ
ば
、
中
世
で
は
呪
詛
へ
の
恐
怖
が
薄
れ
た
と
す
る
両
氏
の
考
え
は
成
り
立
た
た
な
い
。

　

と
は
い
え
、
合
理
的
精
神
が
着
実
に
発
展
し
て
い
る
以
上
、
顕
密
仏
教
と
合
理
性
と
の
関
係
を
ど

う
捉
え
る
か
が
問
題
の
焦
点
と
な
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
『
東
山
往
来
（
と
う
さ
ん
お
う
ら
い
）』

と
い
う
書
物
を
と
り
あ
げ
、
①
そ
こ
で
の
合
理
性
や
批
判
精
神
が
内
外
の
文
献
を
博
捜
し
た
上
で
答

え
を
見
出
そ
う
と
す
る
挙
証
主
義
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
②
そ
の
挙
証
主
義
は
顕
密
仏

教
に
お
け
る
論
義
や
文
献
学
研
究
を
母
胎
と
し
て
育
ま
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
密
教

祈
祷
に
お
い
て
も
、
①
僧
侶
が
医
療
技
術
を
援
用
し
な
が
ら
治
病
祈
祷
を
行
っ
て
い
た
こ
と
、
②
一

宮
で
行
わ
れ
た
豊
作
祈
願
の
予
祝
儀
礼
も
、
農
業
技
術
の
達
成
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を

指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
高
い
合
理
性
を
取
り
込
ん
だ
呪
術
、
呪
術
性
を
融
着
さ
せ
た
高
度
な
合
理
主

義
が
顕
密
仏
教
の
特
質
で
あ
る
と
論
じ
た
。

　

そ
し
て
、
顕
密
仏
教
が
中
世
の
呪
術
体
系
の
頂
点
に
君
臨
で
き
た
要
因
と
し
て
、
①
文
献
的
裏
づ

け
の
豊
か
さ
と
質
の
高
さ
、
②
祈
祷
を
行
う
僧
侶
の
日
常
的
な
鍛
錬
、
③
呪
詛
を
正
当
化
す
る
高
度

な
理
論
の
３
点
を
あ
げ
た
。

　

最
後
に
、
合
理
性
と
呪
術
性
の
共
存
、
呪
術
的
合
理
性
と
合
理
的
呪
術
性
と
の
混
在
は
、
顕
密
仏

教
だ
け
の
特
質
で
は
な
く
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
現
代
社
会
を
も
貫
く
超
歴
史
的
な
も
の
と
捉
え

る
べ
き
だ
と
結
論
し
て
い
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
顕
密
仏
教
、
東
山
往
来
、
護
持
僧
、
呪
詛
、
挙
証
主
義

笊
問
題
の
所
在

笆
呪
詛
と
護
持
僧

笳『
東
山
往
来
』 
と
挙
証
主
義

笘
祈
顰
の
技
術
史
的
背
景

笙
中
世
仏
教
と
呪
術
体
系

お
わ
り
に

﹇
論
文
要
旨
﹈

T
A

IR
A

M
asayuki

 
 
  
 
  
       



160

笊
問
題
の
所
在

　

本
稿
は
、
中
世
仏
教
に
お
け
る
呪
術
性
と
合
理
性
の
両
側
面
を
検
討
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
中
世
仏
教
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
中
世
社
会
に

お
け
る
呪
術
の
問
題
を
考
え
る
際
、
そ
の
議
論
に
は
二
つ
の
方
向
性
が
あ
る
。
第
一

は
中
世
を
呪
術
か
ら
の
解
放
と
い
う
視
点
で
捉
え
る
見
方
で
あ
り
、
第
二
は
中
世
社

会
が
呪
術
を
構
造
的
に
不
可
欠
と
し
た
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

　

前
者
の
呪
術
か
ら
の
解
放
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
主
に
親
鸞
論
や
真
宗
史
の
領

域
で
議
論
さ
れ
て
き

�
た
と
え
ば
親
鸞
は
、
そ
の
和
讃
で
「
か
な
し
き
か
な
や
道

俗
の
、
良
時
吉
日
え
ら
ば
し
め
、
天
神
地
祇
を
あ
が
め
つ
ゝ
、
卜
筮
祭
祀
を
つ
と
め

と
す
」「
か
な
し
き
か
な
や
こ
の
ご
ろ
の
、
和
国
の
道
俗
み
な
と
も
に
、
仏
教
の
威

儀
を
こ
と
ゝ
し
て
、
天
地
の
鬼
神
を
尊
敬
す
」
と
謡
っ
て
お
り
、
中
世
民
衆
が
神
祇

に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
歎
い
て
い
る
。『
教
行
信
証
』
で
は
『
論
語
』
先
進
篇
の

「
季
路
問
レ

事
二

鬼
神
一

、
子
曰
、
未
レ

能
レ

事
レ

人
、
焉
能
事
レ

鬼
」
に
つ
い
て
、「 
事 つか

ふ
る
こ
と
あ
た
は
ず
、
人
い
づ
く
ん
ぞ
よ
く 
鬼
神 
に
事
へ
む
や
」
と
独
特
の
読
み
を

（
マ
マ
）

行
っ
て
神
祇
信
仰
を
否
定
し
て
お

�
こ
う
し
た
神
祇
不
拝
の
思
潮
を
呪
術
か
ら
の

解
放
と
捉
え
て
き
た
。

　

さ
ら
に
赤
松
俊
秀
氏
は
、
論
文
「
鎌
倉
文
化
」
で
似
絵
論
を
展
開
し
て
次
の
よ
う

に
論
じ
�

①
僧
侶
や
中
下
級
官
人
は
中
世
以
前
か
ら
肖
像
画
を
制
作
し
て
い
た
が
、

上
級
貴
族
は
呪
詛
に
利
用
さ
れ
る
の
を
恐
れ
て
肖
像
画
を
作
成
し
な
か
っ
た
、
②
院

政
期
に
な
る
と
呪
詛
へ
の
恐
怖
感
が
薄
れ
て
上
級
貴
族
も
肖
像
画
を
制
作
す
る
よ
う

に
な
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
似
絵
の
盛
行
は
呪
術
か
ら
の
解
放
を
意
味
し
て
い
る
、

③
慈
円
の
歴
史
観
に
も
呪
術
か
ら
解
放
の
要
素
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
赤
松
氏
の
主

張
は
、
こ
れ
ま
で
真
宗
史
で
限
定
的
に
語
ら
れ
て
き
た
呪
術
か
ら
の
解
放
論
を
、
似

絵
や
慈
円
の
歴
史
観
に
ま
で
押
し
ひ
ろ
げ
た
と
こ
ろ
に
意
義
が
あ
る
。
さ
ら
に
石
井

進
氏
は
こ
の
赤
松
説
を
支
持
・
敷
衍
し
、
院
政
時
代
は
天
皇
が
「
神
」
か
ら
「
人
」

（
１
）

た
。

（
２
）

り
、

（
３
）

た
。

に
転
化
し
た
時
代
で
あ
り
、
タ
ブ
ー
や
マ
ギ
ー
か
ら
の
解
放
が
進
展
し
た
と
論
じ
た
。

そ
し
て
、
鎌
倉
新
仏
教
の
登
場
も
こ
う
し
た
傾
向
の
一
環
と
し
て
捉
え
る
よ
う
提
言

し
て
い
�

　

一
方
、
そ
れ
に
対
し
黒
田
俊
雄
氏
は
、
中
世
社
会
に
お
け
る
呪
術
性
を
構
造
的
に

不
可
欠
な
も
の
と
捉
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
論
文
「
荘
園
制
社
会
と
仏
教
」
で
は
、

①
中
世
の
生
産
活
動
で
は
呪
術
が
技
術
に
融
着
し
て
い
た
た
め
、
中
世
農
民
は
呪
術

か
ら
脱
却
で
き
な
か
っ
た
、
②
し
か
も
自
立
的
小
経
営
の
展
開
は
、
よ
り
広
汎
な
農

民
が
呪
術
を
積
極
的
に
受
容
す
る
基
盤
を
つ
く
っ
た
、
③
中
世
仏
教
の
う
ち
、
旧
仏

教
が
こ
う
し
た
呪
術
性
に
立
脚
し
た
の
に
対
し
、
鎌
倉
新
仏
教
は
呪
術
性
の
克
服
の

理
論
を
基
調
と
し
て
い
た
、
と
指
摘
し
て
い

�
こ
の
論
文
は
顕
密
体
制
論
が
提
起

さ
れ
る
以
前
の
仕
事
で
あ
る
が
、
顕
密
体
制
論
に
お
い
て
も
、
密
教
に
よ
る
仏
教
統

合
論
は
中
世
の
体
制
仏
教
が
呪
術
性
を
基
盤
と
し
て
い
た
こ
と
を
前
提
に
し
て
お
り
、

こ
の
点
に
お
け
る
氏
の
姿
勢
に
変
化
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
中
世
社
会
を
呪
術
か
ら
の
解
放
と
み
る
見
解
と
、
む
し
ろ
呪
術
性
の

よ
り
広
汎
な
広
が
り
を
措
定
す
る
見
方
と
が
対
立
し
て
い
る
。
他
方
、
近
年
盛
行
し

た
社
会
史
研
究
で
は
全
般
的
に
呪
術
性
の
強
調
が
め
だ
つ

�
ま
た
私
自
身
も
、
中

世
宗
教
研
究
の
重
要
性
を
力
説
す
る
あ
ま
り
、
中
世
社
会
に
お
け
る
呪
術
性
を
や
や

過
剰
に
強
調
し
て
き
た
嫌
い
も
あ
る
。
と
す
れ
ば
今
や
、
中
世
に
お
け
る
呪
術
性
と

合
理
性
と
の
関
係
、
特
に
知
的
合
理
性
の
発
達
と
呪
術
の
根
深
さ
と
を
、
ど
の
よ
う

に
整
合
的
に
理
解
す
べ
き
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
す
で
に
田
中
文
英
氏
は
、
中
世
に

お
け
る
技
術
や
知
識
の
発
達
と
、
修
法
祈
顰
と
の
相
互
関
係
を
探
る
す
ぐ
れ
た
考
察

を
行
っ

�
本
稿
で
は
こ
う
し
た
田
中
氏
の
達
成
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
中
世
仏
教
に

お
け
る
呪
術
性
と
合
理
性
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
し
た
い
。

笆
呪
詛
と
護
持
僧

　

ま
ず
最
初
に
、
赤
松
俊
秀
・
石
井
進
説
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
中
世

（
４
）

る
。

（
５
）

る
。

（
６
）

し
、

（
７
）

た
。
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社
会
を
呪
術
か
ら
の
解
放
と
捉
え
る
石
井
氏
の
議
論
は
た
い
へ
ん
明
快
で
あ
る
が
、

そ
の
反
面
、
氏
は
赤
松
説
が
も
っ
て
い
た
慎
重
さ
を
顧
慮
し
て
い
な
い
。「
わ
ず
か

に
一
歩
で
は
あ
る
が
そ
の
（
呪
術
の
│
引
用
者
注
）
拘
束
か
ら
解
放
」
さ
れ
た
と
か
、

「
慈
円
の
啓
示
に
基
づ
く
歴
史
観
も
、
根
底
に
お
い
て
呪
術
か
ら
の
解
放
の
一
歩
を

踏
み
出
し
て
い
た
」
と
の
発
言
に
み
ら
れ
る
よ
う

�
赤
松
氏
は
中
世
社
会
と
呪
術

と
の
深
い
つ
な
が
り
を
意
識
し
て
い
た
た
め
、
呪
術
か
ら
の
解
放
論
は
非
常
に
限
定

的
に
語
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
石
井
氏
は
、
赤
松
説
の
慎
重
さ
を
十
分
に

汲
み
取
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
、
そ
れ
を
全
面
展
開
し
て
い
る
。

　

し
か
し
赤
松
説
に
し
て
も
、
美
術
史
の
側
か
ら
そ
の
似
絵
論
に
対
す
る
批
判
が
出

て
い
る
。
た
と
え
ば
伊
藤
大
輔
氏
は
、
貴
族
た
ち
が
似
絵
を
描
か
れ
る
こ
と
に
忌
避

感
情
を
も
っ
て
い
た
理
由
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
身
体
的
個
別
性
を
醜
さ
と
捉
え
る
観

念
が
背
景
に
あ
っ
た
と
述
べ
て
、
似
絵
忌
避
を
呪
咀
さ
れ
る
こ
と
へ
の
忌
避
と
捉
え

る
必
要
は
な
い
、
と
論
じ
て
い
�

　

さ
ら
に
赤
松
論
文
を
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
も
そ
も
赤
松
氏
は
肖
像
画
と
呪
咀
と

の
関
係
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
赤
松
氏
は
前
掲
論
考
で
、「
肖
像
画

と
呪
咀
と
の
深
い
関
係
」
を
示
す
事
例
と
し
て
、
二
例
を
あ
げ
て
説
明
し

�
第
一

は
、
朝
廷
が
菅
原
道
真
の
肖
像
を
図
画
供
養
し
た
も
の
で
あ
り
、
第
二
は
苦
難
に

あ
っ
た
娘
が
、
父
親
の
肖
像
画
に
祈
り
を
捧
げ
て
敵
人
へ
の
治
罰
を
祈
っ
た
例
で
あ

る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
肖
像
画
へ
の
呪
咀
で
は
な
い
。
前
者
は
「
為
レ

恐 
二

    

非
常
一

、
図
二

菅
家
影
像
一

、
四
季
供
二

音
楽
一
〈
延
喜
年
中
事
也
〉」
と
あ
る
よ

　う
に
、
藤
原
時
平
の
没
後
に
朝
廷
が
菅
原
道
真
の
祟
り
を
恐
れ
て
、
道
真
の
肖
像
画

を
作
成
し
四
季
ご
と
に
供
養
鎮
魂
し
た
と
い
う
話
で
あ
っ
て
、
肖
像
画
に
対
し
て
呪

詛
し
た
の
で
は
な
い
。
ま
た
後
者
は
、
夫
（
藤
原
師
通
）
が
本
妻
（
右
大
臣
藤
原
俊

家
女
の
全
子
、
忠
実
の
母
）
を
離
縁
し
て
新
妻
を
迎
え
た
の
に
対
し
、
本
妻
が
亡
父

の
肖
像
を
描
か
せ
「
恭
敬
礼
拝
、
請
レ

報
レ

怨
」
う
た
と
こ
ろ
、
間
も
な
く
夫
が
死

没
し
、
新
妻
も
零
落
し
た
と
い
う
も
の
で
あ

�
こ
こ
で
も
本
妻
は
、
父
親
の
肖
像

画
に
祈
願
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
夫
や
新
妻
の
肖
像
画
に
呪
詛
し
た
の
で
は
な
い
。

（
８
）

に
、

（
９
）

る
。

（　

）
１０た
。

（　

）
１１る
。

赤
松
氏
が
挙
げ
た
二
例
は
い
ず
れ
も
死
者
の
画
像
に
祈
願
し
て
お
り
、
む
し
ろ
こ
れ

ら
は
神
像
へ
の
祈
願
の
変
種
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
赤
松
氏
を
含
め
、
少
な
く
と

も
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
は
、
肖
像
画
に
呪
咀
し
た
事
例
を
日
本
の
史
料
に
即
し

て
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な

�
後
述
す
る
よ
う
に
、
日
本
中
世
で
は
名
字
に

対
し
て
呪
咀
し
て
お

�
肖
像
画
を
使
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
呪
詛
事
例
を

提
示
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
赤
松
氏
自
身
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
僧
侶
や
中
下

級
官
人
の
肖
像
画
は
院
政
期
以
前
か
ら
描
か
れ
て
お
り
、
こ
の
点
で
も
呪
詛
論
は
説

得
力
に
欠
け
る
。
似
絵
と
呪
詛
と
を
関
係
づ
け
る
赤
松
説
は
、
大
き
な
難
点
を
抱
え

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
赤
松
氏
は
、
中
世
に
な
る
と
呪
詛
へ
の
恐
怖
が
薄
れ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
呪
詛
の
実
態
と
掛
け
離
れ
た
議
論
で
あ
る
。
そ
こ
で
中
世
の
呪
詛
に
つ
い
て

具
体
的
に
み
て
お
こ

�
呪
詛
調
伏
の
代
表
的
な
修
法
に
太
元
帥
法
や
六
字
経
法
が

あ
る
が
、
ま
ず
前
者
は
九
世
紀
中
葉
よ
り
毎
年
正
月
に
天
皇
護
持
の
た
め
に
祈
ら
れ

た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
臨
時
祈
顰
で
は
平
将
門
の
乱
を
は
じ
め
と
す
る
内
乱
・
外
寇

で
修
さ
れ
た
。
大
壇
の
上
に
刀
剣
・
弓
箭
・
棒
鉤
・
鉄
杖
な
ど
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

武
器
を
並
べ
て
修
す
る
の
が
こ
の
修
法
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
武
器
は
諸
尊
の

三
昧
耶
形
を
表
す
と
さ
れ
、
僧
侶
は
こ
れ
ら
を
想
念
の
世
界
で
駆
使
し
な
が
ら
敵
の

姓
名
に
呪
詛
調
伏
し
た
。
私
修
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
太
元
帥
法
に
対
し
、
貴
族
た

ち
が
日
常
的
に
利
用
し
て
い
た
の
が
六
字
経
法
や
転
法
輪
法
で
あ
る
。
六
字
経
法
で

は 
人
形 
に
敵
の
姓
名
を
書
い
て
、
弓
矢
で
「
射
殺
」
す
所
作
を
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を

ひ
と
が
た

切
り
裂
い
て
炉
で
焼
き
、
依
頼
主
に
そ
の
灰
を
飲
ま
せ
て
い
る
。
ま
た
、
転
法
輪
法

で
は
行
疫
神
や
不
動
尊
を
描
き
、
敵
の
姓
名
を
書
い
た
人
形
の
頭
や
腹
を
そ
れ
ら
に

踏
ま
せ
て
呪
詛
し
て
い
る
。
単
な
る
所
作
と
は
い
え
、
呪
詛
調
伏
が
孕
ん
で
い
る
暴

力
性
を
よ
く
示
し
て
い
よ
う
。

　

し
か
も
こ
う
し
た
呪
詛
は
、
民
衆
支
配
の
場
で
も
用
い
ら
れ
た
。
金
剛
峯
寺
は
四

季
祈
顰
で
、
年
貢
を
未
進
・
対
捍
す
る
な
ど
寺
命
に
背
い
た
者
の
名
字
を
書
き
上
げ
、

彼
ら
に
神
罰
・
仏
罰
が
下
る
よ
う
に
呪
詛
し
て
い
た
し
、
興
福
寺
も
寺
敵
の
名
字
を

（　

）
１２い
。

（　

）
１３り
、

（　

）
１４う
。

［中世仏教における呪術性と合理性］……平 雅行
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五
社
七
堂
に
籠
め
て
呪
っ
て
い
た
。
荘
園
制
社
会
は
基
本
的
に
民
衆
の
自
発
性
を
組

織
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
最
終
的
に
そ
の
秩
序
を
支
え
て
い
た

装
置
の
一
つ
が
こ
う
し
た
呪
詛
の
暴
力
で
あ
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
呪
詛
調
伏
は
相
手
の
身
体
に
危
害
を
加
え
て
い
な
い
以
上
、
近
代
的

な
暴
力
観
か
ら
す
れ
ば
こ
れ
は
暴
力
で
は
な
い
。
し
か
し
、
技
術
と
呪
術
が
未
分
離

な
中
世
社
会
に
あ
っ
て
は
、
暴
力
と
呪
術
が
未
分
離
で
あ
り
、
こ
う
し
た
呪
術
的
暴

力
が
実
体
的
力
を
も
つ
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
呪
詛
調
伏
で
恩
賞
を
も
ら
っ
た
事
例

は
無
数
に
あ
る
し
、
呪
咀
が
重
大
な
政
治
的
影
響
を
及
ぼ
し
た
事
件
も
珍
し
く
な
い
。

藤
原
頼
長
が
近
衛
天
皇
を
呪
咀
し
た
と
の
噂
が
保
元
の
乱
の
伏
線
と
な
っ
た
し
、
将

軍
護
持
僧
に
よ
る
執
権
北
条
経
時
へ
の
呪
詛
が
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）
の
宮
騒
動

や
宝
治
合
戦
へ
と
連
な
っ
た
。
後
醍
醐
天
皇
は
御
産
祈
顰
の
名
目
で
鎌
倉
幕
府
を
呪

咀
さ
せ
た
し
、
永
享
六
年
（
一
四
三
四
）
に
は
延
暦
寺
の
有
力
山
徒
が
将
軍
義
教
を

呪
咀
し
た
こ
と
か
ら
、
室
町
幕
府
が
延
暦
寺
を
攻
撃
し
て
い
�

　

こ
の
ほ
か
、
益
信
大
師
号
問
題
で
の
鎌
倉
幕
府
の
方
針
転
換
も
呪
詛
と
関
わ
っ
て

い
る
。
徳
治
三
年
（
一
三
〇
八
）
に
後
宇
多
院
が
禅
助
か
ら
伝
法
灌
頂
を
う
け
る
と
、

後
宇
多
は
そ
の
恩
賞
と
し
て
、
東
密
広
沢
流
の
祖
師
益
信
に
大
師
号
を
授
与
し
よ
う

と
し
た
。
延
暦
寺
の
強
硬
な
反
対
に
よ
っ
て
大
師
号
宣
下
は
撤
回
さ
れ
る
が
、
逆
に

鎌
倉
幕
府
の
強
い
後
押
し
に
よ
っ
て
再
び
大
師
号
が
授
け
ら
れ
た
。
延
暦
寺
は
再
度

強
訴
を
行
っ
て
激
し
く
抵
抗
し
た
も
の
の
、
幕
府
内
で
は
「
山
門
の
仏
法
こ
れ
な
し

と
て
も
、
何
の 
く
る 
し
み
か
あ
る
へ
き
」
と
延
暦
寺
不
要
説
ま
で
飛
び
出
し
て
お
り
、

（　

苦　

）

幕
府
は
延
暦
寺
に
対
し
強
硬
策
を
と
り
続
け
た
。
と
こ
ろ
が
応
長
元
年
（
一
三
一

一
）
秋
か
ら
翌
年
に
か
け
て
得
宗
北
条
貞
時
や
執
権
北
条
師
時
・
宗
宣
が
相
次
い
で

亡
く
な
る
と
、
日
吉
山
王
の
神
罰
や
山
門
の
呪
詛
を
恐
れ
て
幕
府
の
姿
勢
は
完
全
に

腰
砕
け
と
な
っ
た
。
強
硬
策
を
主
導
し
て
い
た
東
使
大
田
時
連
と
そ
の
腹
心
を
流
罪

に
処
す
な
ど
、
延
暦
寺
の
要
求
を
丸
呑
み
し
て
全
面
屈
服
し
て
い

�
呪
詛
へ
の
恐

怖
に
よ
っ
て
幕
府
の
政
策
が
一
八
〇
度
変
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
呪
咀

調
伏
は
中
世
の
政
治
過
程
で
し
ば
し
ば
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
呪
詛
へ

（　

）
１５る
。

（　

）
１６る
。

の
恐
れ
が
薄
れ
た
と
す
る
赤
松
説
に
は
従
い
が
た
い
。

　

で
は
、
中
世
人
は
呪
詛
の
有
効
性
を
ど
の
程
度
信
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

の
指
標
と
な
る
の
が
、
護
持
僧
の
存
在
で
あ
る
。
暴
力
に
は
攻
撃
型
の
暴
力
と
、
防

御
の
た
め
の
暴
力
が
あ
る
が
、
祈
顰
の
世
界
で
も
攻
撃
型
の
修
法
と
防
御
の
祈
顰
が

あ
っ
た
。
防
御
の
修
法
を
担
っ
た
代
表
的
存
在
が
護
持
僧
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
天
皇
の
護
持
僧
に
は
正
護
持
僧
と
副
護
持
僧
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
綸
旨

に
よ
っ
て
補
任
さ
れ
て
い
た
。
副
護
持
僧
（
数
名
）
は
除
目
な
ど
の
際
に
臨
時
祈
顰

を
要
請
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
対
し
正
護
持
僧
の
三
名
は
長
日
三
壇
御
修
法
を
修
し
た
。

彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
六
口
ほ
ど
の
伴
僧
を
従
え
、
不
動
法
・
如
意
輪
法
・
延
命
法
の
三

法
を
お
の
お
の
自
坊
で
毎
日
三
度
ず
つ
勤
修
し
て
い
た
。
つ
ま
り
天
皇
が
健
康
で
あ

り
、
社
会
も
平
穏
無
事
な
平
時
に
お
い
て
す
ら
、
正
護
持
僧
だ
け
で
年
に
五
〇
〇
〇

石
も
の
費
用
を
使
っ
て
三
〇
〇
〇
回
以
上
の
修
法
を
行
っ
て
い
�

膨
大
な
労
力
が
、

天
皇
の
護
持
祈
顰
に
費
や
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
費
用
と
労
力
は
朝
廷
が
呪

詛
の
有
効
性
を
信
じ
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。

　

し
か
も
こ
う
し
た
護
持
僧
に
よ
る
護
持
祈
顰
は
、
武
家
の
世
界
に
波
及
し
た
。
鎌

倉
幕
府
で
は
将
軍
護
持
僧
や
得
宗
護
持
僧
が
確
認
で
き
る
し
、
室
町
幕
府
で
も
五
、

六
名
の
武
家
護
持
僧
が
一
貫
し
て
護
持
祈
顰
に
従
事
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
将
軍
護

持
僧
の
一
人
で
あ
る
源
恵
は
、
鎌
倉
山
門
派
の
中
心
人
物
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
が
、

彼
は
将
軍
・
得
宗
ら
の
治
病
の
た
め
に
鎌
倉
で
冥
道
供
を
三
九
回
勤
修
し
て
い
る
。

こ
の
冥
道
供
の
費
用
は
一
回
七
日
の
修
法
で
一
〇
〇
貫
文
も
の
高
額
で
あ
る
。
ま
た
、

源
恵
が
正
応
二
年
（
一
二
八
九
）
に
鎌
倉
で
修
し
た
七
仏
薬
師
法
は
三
〇
〇
貫
文
、

翌
年
の
普
賢
延
命
法
は
三
五
〇
貫
文
を
要
し
て
い

�
史
料
の
残
存
状
況
が
悪
い
た

め
、
こ
の
時
に
実
施
さ
れ
た
祈
顰
の
全
貌
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
七
仏
薬
師

法
の
よ
う
な
大
法
勤
仕
と
も
な
れ
ば
、
山
門
だ
け
で
な
く
、
寺
門
・
東
密
の
三
流
に

祈
顰
を
命
じ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
も
し
も
こ
れ
が
三
流
祈
顰
で
行
わ
れ
て
い
た

な
ら
ば
、
わ
ず
か
七
日
の
修
法
に
一
〇
〇
〇
貫
文
近
い
費
用
を
か
け
て
い
た
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

（　

）
１７た
。

（　

）
１８る
。
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公
方
御
祈
人
数
事
元
亨
三
年
被
結
番

　
　

正
月　
　

前
大
僧
正
宣
覚　
　
　
　
　

法
印
権
大
僧
都
頼
源

　
　

二
月　
　

前
大
僧
正
顕
弁　
　
　
　
　

法
印
権
大
僧
都
宣
済

　
　

三
月　
　

大
僧
正
有
助　
　
　
　
　
　

法
印
権
大
僧
都
泰
瑜

　
　

四
月　
　

前
僧
正
道
承　
　
　
　
　
　

法 
印
権 
大
僧
都
顕
瑜

　

隠　

居　

　
　

五
月　
　

前
僧
正
房
朝　
　
　
　
　
　

法 
印
権 
大
僧
都
禅
秀

　

隠　

居　

　
　

六
月　
　

前
僧
正
経
助　
　
　
　
　
　

法
印
智
円

　
　

七
月　
　

権
僧
正
豪
親　
　
　
　
　
　

権
大
僧
都
房
玄

　
　

八
月　
　

法
印
権
大
僧
都
永
尊　
　
　

権
大
僧
都
時
弁

　
　

九
月　
　

法
印
権
大
僧
都
定
然　
　
　

権
大
僧
都
鑑
厳

　
　

十
月　
　

法
印
権
大
僧
都
昭
弁　
　
　

権
大
僧
都
房
忠

　
　

十
一
月　

法
印
権
大
僧
都
公
恵　
　
　

権
少
僧
都
忠
乗

　
　

十
二
月　

法
印
権
大
僧
都
覚
伊　
　
　

権 
少
僧 
都
貞
昭

　

隠　

遁　

こ
れ
は
、
元
亨
三
年
（
一
三
二
三
）
将
軍
守
邦
の
護
持
祈
顰
に
従
事
し
た
僧
侶
の
結

番
帳
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
登
場
す
る
二
四
名
の
将
軍
祈
顰
結
番
衆
は
護
持
僧
で
は
な

�

こ
の
よ
う
に
将
軍
護
持
僧
以
外
に
も
、
将
軍
の
護
持
祈
顰
に
従
事
し
た
数
多
く

の
僧
侶
が
い
た
。
鎌
倉
幕
府
は
祈
顰
の
世
界
に
、
多
大
な
労
力
と
費
用
を
つ
ぎ
込
ん

で
い
た
。

　

し
か
も
有
助
・
顕
助
の
よ
う
な
北
条
氏
出
身
僧
は
京
都
に
進
出
し
、
後
醍
醐
天
皇

の
護
持
僧
や
後
七
日
御
修
法
阿
闍
梨
を
勤
仕
し
て
い
る
。
後
醍
醐
は
腹
心
の
僧
侶
に

鎌
倉
幕
府
を
呪
詛
さ
せ
た
が
、
幕
府
の
方
は
後
醍
醐
の
周
辺
を
北
条
氏
出
身
僧
や
幕

府
僧
で
固
め
、
彼
ら
に
後
醍
醐
を
護
持
さ
せ
て
そ
の
動
き
を
封
じ
込
め
よ
う
と
し

�

祈
顰
の
世
界
で
も
、
後
醍
醐
と
鎌
倉
幕
府
は
激
し
い
つ
ば
ぜ
り
あ
い
を
繰
り
広

げ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
世
の
政
治
権
力
は
呪
詛
と
い
う
宗
教
的
暴

力
に
莫
大
な
労
力
を
費
や
し
て
い
た
。

　

中
世
の
暴
力
を
考
え
る
際
、
武
士
の
暴
力
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
た
宗
教
的
暴
力

も
併
せ
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、
武
士
が
見
え
る
世
界
の
侍
で
あ
る
と

（　

）
１９い
。

（　

）
２０た
。

す
れ
ば
、
護
持
僧
は
冥
界
の
侍
で
あ
り
、
中
世
の
権
力
者
は
こ
の
両
種
の
侍
か
ら
守

護
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
院
政
期
の
事
例
で
あ
る
が
、『
朝
野
群
載
』
所
収

の
「
国
務
条
々
事
」
に
よ
れ
ば
、
地
方
に
赴
任
す
る
際
に
国
司
が
京
都
か
ら
連
れ
て

行
く
の
が
望
ま
し
い
人
物
と
し
て
、「
堪
能
武
者
一
両
人
」
と
「
験
者
并
智
僧
侶
一

両
人
」
を
挙
げ
て
い

�
武
士
と
護
持
僧
と
に
よ
っ
て
、
顕
の
敵
と
冥
の
敵
か
ら
貴

人
を
ま
も
る
と
い
う
護
衛
シ
ス
テ
ム
は
、
地
方
赴
任
の
国
司
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ

て
い
た
。

　

中
世
に
は
呪
詛
へ
の
恐
怖
が
薄
れ
た
と
す
る
赤
松
氏
の
主
張
は
、
呪
詛
や
護
持
僧

の
実
態
か
ら
し
て
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
中
世
の
政
治
に
お
い
て
宗
教
的
暴
力
は

不
可
欠
の
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
赤
松
説
・
石
井
説
と
も
に
そ
の
論

拠
は
ほ
ぼ
崩
壊
し
て
い
る
。

笳『
東
山
往
来
』 
と
挙
証
主
義

　

赤
松
俊
秀
氏
や
石
井
進
氏
が
想
定
し
た
の
と
は
異
な
り
、
中
世
は
呪
詛
へ
の
恐
怖

が
和
ら
い
だ
時
代
で
は
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
両
氏
の
考
え
を
全
否
定
す
れ
ば
話

が
済
む
と
い
う
ほ
ど
、
問
題
は
単
純
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
両
氏
の
問
題
提
起
は
、

中
世
社
会
に
お
け
る
合
理
的
精
神
の
発
達
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。

そ
の
発
展
を
過
大
視
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
に
し
て
も
、
合
理
的
な
批
判

精
神
が
着
実
に
根
付
き
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
実
際
、

呪
術
か
ら
の
解
放
を
思
わ
せ
る
事
象
は
中
世
に
も
確
か
に
存
在
し
た
。

　

た
と
え
ば
、
九
条
道
家
は
文
暦
二
年
（
一
二
三
五
）、
石
清
水
八
幡
宮
の
強
訴
に

対
応
し
て
い
る
さ
な
か
に
病
気
に
な
っ
た
。
そ
の
と
き
『
明
月
記
』
は
「
先
々
依
二

急
事
御
病
等
一

、
被
レ

立
御
願
事
約
束
等
、
其
事
適
無
為
之
後
、
一
事
不
レ

被
レ

果
」

と
述
べ
て
い

�
道
家
は
こ
れ
ま
で
も
病
気
に
な
れ
ば
、
立
願
し
て
神
仏
に
約
束
を

し
た
が
、
病
が
回
復
す
る
と
そ
の
約
束
を
反
故
に
し
て
一
度
も
誓
い
を
守
っ
た
こ
と

が
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
鎌
倉
時
代
末
に
成
立
し
た
『
寝
覚
記
』
は

（　

）
２１る
。

（　

）
２２る
。
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「
我
信
心
の
分
限
を
わ
き
ま
へ
ず
し
て
、
み
だ
り
に
仏
神
を
う
ら
み
た
て
ま
つ
る
べ

か
ら
ず
」
と
誡
め
て
お

�
願
い
が
成
就
し
な
い
と
神
仏
を
恨
む
人
々
が
多
か
っ
た

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
正
応
三
年
（
一
二
九
〇
）
本
願
寺
覚
如
は
、
治

病
の
た
め
に
護
符
を
勧
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
、
飲
む
振
り
を
し
て
そ
れ
を
捨
て
て
お
り
、

護
符
の
有
効
性
を
信
じ
て
い
な
か
っ
�

　

中
世
人
が
概
し
て
神
仏
に
篤
い
信
心
を
寄
せ
て
い
た
に
し
て
も
、
他
方
で
は
そ
う

し
た
信
仰
に
冷
淡
な
意
識
も
着
実
に
広
が
っ
て
い
た
。
顕
密
仏
教
は
、
こ
う
し
た
き

び
し
い
視
線
の
中
で
社
会
的
信
頼
を
勝
ち
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
社
会
発

展
に
つ
れ
て
育
ま
れ
た
合
理
性
を
宗
教
の
内
部
に
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
な
く
て
は
、

顕
密
仏
教
は
中
世
と
い
う
時
代
を
生
き
延
び
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
課
題
を
達
成
し
え
た
と
こ
ろ
に
、
原
始
的
な
呪
術
と
は
異
な
る

顕
密
仏
教
の
特
質
が
あ
っ
た
。

　

で
は
、
顕
密
仏
教
は
ど
の
よ
う
な
形
で
、
そ
の
合
理
性
を
取
り
込
ん
で
い
た
の
か
。

そ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
本
節
で
は
『
東
山
往
来
』
を
素
材
に
と
り
あ
げ
て
、

中
世
顕
教
が
も
っ
て
い
た
合
理
性
を
確
認
し
、
次
節
で
は
密
教
祈
顰
と
合
理
性
と
の

関
係
に
つ
い
て
、
み
て
ゆ
き
た
い
。

　
『
東
山
往
来
』
は
一
二
世
紀
初
め
に
成
立
し
た
も
の
で
、
俗
人
の
檀
越
と
京
都
東

山
の
僧
侶
と
の
往
復
書
簡
か
ら
成
る
往
来
物
で
あ

�
こ
の
作
品
で
は
合
理
的
思
考

と
非
合
理
性
と
が
、
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
第
一
条
で
は
、
五
月
生

ま
れ
の
子
供
は
親
に
祟
る
と
い
っ
て
隣
家
の
女
が
男
子
を
捨
て
よ
う
と
し
て
い
る
と

し
、
そ
の
対
処
方
法
を
質
問
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
僧
侶
は
、
五
月
生
ま
れ
の
子

の
実
例
を
挙
げ
て
祟
り
説
に
根
拠
が
な
い
こ
と
を
示
し
、
隣
家
の
母
親
を
説
得
す
る

よ
う
求
め
て
い
る
。
ま
た
第
二
三
条
で
は
、
歯
が
生
え
て
産
ま
れ
て
き
た
子
は
鬼
で

あ
る
の
で
埋
め
殺
す
よ
う
勧
め
る
者
が
い
る
が
、
ど
う
す
べ
き
か
問
う
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
僧
侶
は
、
古
今
の
先
例
を
あ
げ
て
、
歯
が
生
え
て
い
る
の
は
才
智
の
相
を

示
す
の
で
あ
っ
て
全
く
害
は
な
い
と
述
べ
、
才
知
を
活
か
す
た
め
僧
侶
に
す
る
よ
う

勧
め
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
閏
月
の
年
に
大
事
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
の
説
や
、

（　

）
２３り
、

（　

）
２４た
。

（　

）
２５る
。

鶏
の
夕
鳴
き
を
不
吉
と
す
る
言
説
を
明
快
に
否
定
す
る
な
ど
（
第
二
九
条
、
拾
遺
第

六
条
）、『
東
山
往
来
』
で
は
迷
信
・
俗
説
に
囚
わ
れ
な
い
合
理
性
が
顕
著
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
こ
で
の
議
論
が
す
べ
て
合
理
性
で
貫
か
れ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
そ

う
と
も
言
え
な
い
。
た
と
え
ば
第
三
条
で
は
、
五
月
は
昼
夜
の
長
さ
の
違
い
が
大
き

く
男
女
の
想
い
が
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
な
る
と
の
説
を
引
い
て
、
五
月
の
結
婚
を
避
け

る
よ
う
勧
め
て
い
る
。
ま
た
第
二
二
条
で
は
、
病
者
が
髪
を
路
辺
に
立
て
て
治
病
を

祈
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
経
典
に
も
み
え
る
の
で
謂
わ
れ
の
あ
る
風
習
だ
と
肯

定
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
地
心
経
は
偽
経
で
あ
る
と
し
て
そ
の
転
読
を
拒
否
し
つ

つ
、
怪
異
に
は
仁
王
経
か
金
光
明
経
の
転
読
が
有
効
だ
と
述
べ
て
い
る
し
（
第
六

条
）、
病
の
場
合
に
は
巫
女
・
験
者
の
言
説
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
智
行
僧
か

ら
受
戒
す
る
よ
う
勧
め
て
い
る
（
第
一
一
条
）。
こ
の
よ
う
に
『
東
山
往
来
』
に
は

合
理
的
思
考
が
顕
著
に
う
か
が
え
る
一
方
で
、
呪
術
的
な
言
説
も
混
在
し
て
い
る
。

民
間
呪
術
を
否
定
す
る
一
方
、
仏
教
の
呪
術
性
か
ら
の
脱
却
は
み
え
な
い
。
こ
こ
に

お
け
る
合
理
性
と
呪
術
性
と
の
併
存
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、『
東
山
往
来
』
で
の
回
答
の
仕
方
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

第
一
条
の
五
月
生
ま
れ
の
子
に
つ
い
て
の
回
答
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

請　

貴
命
事

右
、
殿
素
存
二

慈
性
一

、
有
二

此
仰
一

、
為
悦
不
レ

少
、
早
不
レ

論
二

是
非
一

、
誘
二

彼
母
一

、
可
レ

被
レ

令
二

挙
収
一

者
也
、
晋
書
云
、
孟
嘗
君
五
月
生
、
然
無
レ

害
、

還
毎
日
饗
二

三
千
人
客
一

矣
、
王
鎮
悪
五
月
生
、
於
レ

親
有
レ

利
、
西
京
雑
記
云
、

田
夫
五
月
生
、
又
王
鳳
五
月
五
日
生
、
皆
於
二

二
親
一

無
二

選
害
一

云
々
、
弟
子

随
二

管
見
一

注
二

進
之
一

、
私
案
レ

理
、
凡
人
依
二

宿
業
一

、
不
レ

可
レ

依
二

生
月
一

、

且
察
レ

之
所
レ

望
也
、
謹
言

こ
こ
で
は
、
ま
ず
五
月
に
生
ま
れ
た
人
物
の
実
例
と
し
て
、『
晋
書
』
か
ら
孟
嘗
君
・

王
鎮
悪
を
引
き
、
ま
た
『
西
京
雑
記
』
か
ら
田
夫
・
王
鳳
の
事
例
を
あ
げ
て
、
い
ず

れ
も
親
に
危
害
な
く
利
が
あ
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
人
の
運

命
は
宿
業
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
生
月
に
よ
る
の
で
は
な
い
と
本
人
の
考
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え
を
示
し
、
隣
家
の
母
親
を
説
得
し
て
子
ど
も
を
引
き
取
る
よ
う
、
依
頼
主
に
求
め

て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
①
実
例
に
よ
っ
て
迷
信
を
否
定
す
る
部
分
と
、
②
筆
者
の
考

え
を
示
し
た
部
分
と
、
③
対
処
方
法
の
三
つ
が
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
姿
勢
は
、
こ
こ
だ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
第
二
二
条
は
、
自
分
の
髪

を
幣
帛
に
副
え
て
治
病
を
祈
る
こ
と
を
肯
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
呪
術

的
祈
り
を
是
認
し
た
の
は
、
斑
足
太
子
が
王
の
首
を
神
に
供
え
る
の
を
止
め
、
代
わ

り
に
王
の
髪
を
身
の
代
と
し
て
奉
納
し
た
故
実
が
仏
典
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
第
三
条
で
も
、
結
婚
を
避
け
る
べ
き
月
日
に
つ
い
て
陰
陽
道
の
説
や
『
養
生
経
』

を
引
い
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
東
山
往
来
』
で
は
、
そ
の
結
論
が
呪
術

的
な
も
の
で
あ
れ
、
合
理
的
な
も
の
で
あ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
質
問
に
対
し
て
、
必
ず

内
典
・
外
典
の
文
献
を
博
捜
し
て
典
拠
を
示
し
た
上
で
結
論
を
導
い
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
依
拠
文
献
の
合
理
性
に
限
界
が
あ
る
た
め
、
呪
術
性
の
融
着
を
払
拭
す
る
こ
と

は
で
き
て
い
な
い
も
の
の
、
事
例
や
文
献
で
の
挙
証
を
も
と
に
結
論
を
導
く
姿
勢
が

貫
か
れ
て
い
る
。『
東
山
往
来
』
の
批
判
精
神
は
挙
証
主
義
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て

い
た
。

　

も
と
よ
り
、
こ
う
し
た
挙
証
主
義
や
批
判
精
神
は
孤
立
し
た
も
の
で
は
な
い
。

『
東
山
往
来
』
の
背
後
に
は
論
義
の
世
界
が
広
が
っ
て
い
た
。
論
義
と
は
経
典
解
釈

を
め
ぐ
る
質
疑
応
答
を
い
う
。
た
と
え
ば
『
東
山
往
来
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
一
二
世

紀
初
頭
に
成
立
し
た
京
都
青
蓮
院
蔵
『
浄
土
厳
飾
抄
』
を
み
て
み
よ
う
。
こ
の
著
書

は
四
○
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
問
答
し
た
論
草
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
女
人
往
生
を

め
ぐ
る
問
答
は
次
の
通
り
で
あ
�

安
養
世
界
女
人
生
乎
又
彼
界
在
女
人
乎

答
、
案
二

経
文
及
大
師 
尺 
一

、
女
人
生
二

彼
国
一

可
レ

云
也
、

（
釈
）

疑
云
、
女
人
是
百
悪
五
障
罪
人
也
、
何
得
レ

生
二

厳
浄
無
垢
浄
刹
一

乎
、
依
レ

之

往
生
論
云
「
女
人
及
根
缺
二
乗
種
不
レ

生
文
」
乎
、
答
、
観
経
「
仏
為
二

韋
提

希
一

、
現
二

諸
浄
土
一

後
、
夫
人
願
楽
生
二

極
楽
世
界
一

、
即
与
二

五
百
侍
女
一

倶

得
二

往
生
一

」
云
々
、 
少 
阿
弥
陀
経
「
若
有
二

善
男
子
・
善
女
人
一

、
応
三

当
発
レ

（
小
）

（　

）
２６る
。

願
生
二

彼
国
土
一
文
」、
法
花
経
「
所
説
修
行
女
人
生
二

極
楽
一

」
云
、
大
阿
弥
陀

経
「
女
人
往
生
、
即
化
二

成
男
子
一

」
宣
、
依
二

此
等
経
并
宗
師
所 
尺 
一

、
如
レ

（
釈
）

此
答
也
、
但
至
二

疑
難
一

者
、
十
悪
五
逆
人
、
臨
終
十
念
力
得
レ

生
二

彼
国
一

也
、

况
又
雖
二

女
人
一

、
宿
善
開
発
、
何
不
レ

生
二

安
養
界
一

乎
（
後
略
）

女
性
は
極
楽
往
生
で
き
る
か
、
と
の
問
い
に
対
し
て
、
論
者
は
経
論
注
釈
に
よ
れ
ば

可
能
だ
と
答
え
る
。
そ
れ
に
対
し
問
者
は
『
往
生
論
』
の
一
節
を
典
拠
に
し
て
、

「
百
悪
五
障
の
罪
人
で
あ
る
女
人
が
無
垢
の
浄
土
に
往
生
で
き
る
は
ず
が
な
い
」
と

反
論
す
る
。
そ
こ
で
論
者
は
、
女
人
往
生
を
説
い
た
『
観
無
量
寿
経
』『
小
阿
弥
陀

経
』『
法
華
経
』『
大
阿
弥
陀
経
』
の
文
証
を
挙
げ
て
、
総
合
的
に
判
断
す
れ
ば
女
人

往
生
が
可
能
と
考
え
る
べ
き
だ
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
十
悪
五
逆
の
者
で
も
臨
終
の
十

念
で
往
生
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
女
人
が
往
生
で
き
な
い
は
ず
が
な
い
」
と
反
駁

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
女
人
往
生
を
め
ぐ
っ
て
、
論
理
と
挙
証
の
両
面
か
ら
き

び
し
い
討
論
を
繰
り
広
げ
て
い
た
。
そ
し
て
実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
の
時
代
の
論
草
は
、

現
在
の
仏
教
学
に
お
い
て
も
十
分
に
通
用
す
る
だ
け
の
高
い
質
を
保
持
し
て
い
る
。

　

個
別
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
関
係
す
る
経
論
注
釈
を
徹
底
的
に
収
集
し
、
そ
れ
を

も
と
に
典
拠
と
な
る
経
論
の
矛
盾
を
擦
り
合
わ
せ
な
が
ら
結
論
を
導
く
と
い
う
論
義

は
、
僧
侶
た
ち
の
挙
証
力
や
論
理
力
に
磨
き
を
か
け
た
。
し
か
も
院
政
時
代
に
お
け

る
仏
法
興
隆
政
策
は
、
顕
密
仏
教
に
お
け
る
論
義
を
空
前
の
活
況
に
導
い
た
。
北
京

三
会
・
南
京
三
会
や
三
講
な
ど
、
宗
派
の
枠
組
み
を
超
え
た
論
義
が
盛
ん
に
行
わ
れ

て
お
り
、
僧
侶
た
ち
は
出
身
寺
院
の
栄
誉
を
一
身
に
背
負
っ
て
、
白
熱
し
た
論
戦
に

臨
ん
で
い
る
。
天
台
三
大
部
私
記
を
著
し
た
延
暦
寺
の
宝
地
坊
証
真
や
、
東
大
寺
の

宗
性
・
凝
然
の
よ
う
な
文
献
学
の
巨
匠
は
、
こ
う
し
た
中
か
ら
登
場
し
た
。
そ
の
影

響
は
密
教
に
も
及
ん
で
お
り
、
東
密
の
『
覚
禅
鈔
』、
台
密
の
『
阿
娑
縛
抄
』『
行
林

抄
』『
溪
嵐
拾
葉
集
』
は
こ
う
し
た
挙
証
主
義
を
背
景
に
生
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
法

然
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
や
親
鸞
『
教
行
信
証
』
を
は
じ
め
と
す
る
異
端
派
の
著
作

も
、
こ
の
挙
証
主
義
の
伝
統
を
踏
ま
え
て
い
る
。

　

も
と
よ
り
そ
れ
は
、
近
代
的
な
合
理
主
義
と
は
な
お
異
質
で
あ
る
。
彼
ら
は
論

［中世仏教における呪術性と合理性］……平 雅行
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義
・
講
経
に
よ
る
仏
意
の
究
明
が
鎮
護
国
家
・
五
穀
豊
穣
に
つ
な
が
る
と
確
信
し
て

い
た
。
た
と
え
ば
治
承
五
年
（
一
一
八
一
）
に
行
わ
れ
た
上
醍
醐
清
瀧
宮
で
の
法
華

義
疏
講
で
は
、
一
〇
座
の
講
論
に
よ
る
「
所
生
恵
業
」
を
清
瀧
権
現
や
勧
請
神
等
の

「
法
楽
荘
厳
」「
威
光
倍
増
」
に
振
り
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
国
家
安
穏
、
天
下

泰
平
」
が
実
現
で
き
る
と
述
べ
て
い

�
ま
た
、
安
居
院
澄
憲
は
承
安
四
年
（
一
一

七
四
）
の
最
勝
講
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
こ
の
と
こ
ろ
「
旱
魃
之
災
」
が
続
い
て

い
る
の
は
、「
竜
神
聊
相
嫉
、
天
衆
少
不
レ

祐
事
」
が
あ
っ
た
の
が
原
因
で
あ
る
。

し
か
し
最
勝
講
は
「
天
人
」「
龍
神
」
も
影
向
す
る
「
攘
災
招
福
之
無
双
之
御
願
」

で
あ
る
の
で
、「
護
世
四
王
」「
龍
神
八
部
」
は
こ
の
講
論
に
よ
っ
て
必
ず
や
甘
露
の

雨
を
降
ら
し
、
炎
旱
の
憂
い
を
除
い
て
く
れ
る
だ
ろ
う
、

�

　

こ
の
よ
う
に
、
仏
典
の
一
文
一
句
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
、
神
々
へ
の
法
楽

と
な
り
、
そ
の
神
威
を
増
し
て
鎮
護
国
家
・
五
穀
豊
穣
に
つ
な
が
る
と
、
彼
ら
は
信

じ
て
い
た
。
そ
の
点
で
彼
ら
の
文
献
学
や
挙
証
主
義
は
近
代
的
な
そ
れ
と
は
異
質
で

あ
る
。
し
か
し
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
が
神
の
摂
理
を
解
明
す
る
も
の
と
し
て
登
場
し
、

そ
こ
で
の
科
学
的
思
考
と
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
と
が
共
存
し
え
て
い
た
よ
う
に
、
顕

密
僧
の
呪
術
的
信
心
と
合
理
的
な
挙
証
主
義
と
は
矛
盾
な
く
併
存
し
て
い
た
。
彼
ら

は
神
の
法
楽
と
鎮
護
国
家
・
五
穀
豊
穣
の
実
現
の
た
め
に
、
文
献
研
究
に
没
頭
し
た

の
で
あ
る
。

　
『
東
山
往
来
』
に
み
え
る
挙
証
主
義
や
批
判
精
神
は
、
中
世
の
顕
密
仏
教
を
貫
く

基
本
的
性
格
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
顕
密
仏
教
は
た
だ
の
呪
術
で
あ
っ
た
の
で
は
決
し

て
な
い
。
高
い
合
理
性
を
取
り
込
ん
だ
呪
術
、
呪
術
性
を
融
着
さ
せ
た
高
度
な
合
理

主
義
、
こ
れ
が
顕
密
仏
教
の
特
質
で
あ
っ
た
。

笘
祈
顰
の
技
術
史
的
背
景

　

で
は
、
密
教
修
法
の
場
合
は
ど
う
な
の
か
。
そ
こ
に
も
合
理
性
を
認
め
る
こ
と
が

可
能
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
治
病
祈
顰
を
め
ぐ
る
田
中
文
英
氏
の
論
考
が

（　

）
２７る
。

（　

）
２８と
。

決
定
的
に
重
要
で
あ

�
こ
の
論
文
で
田
中
氏
は
、
①
僧
侶
た
ち
は
病
の
原
因
を
六

つ
に
分
類
し
て
お
り
、
病
因
に
応
じ
て
対
処
法
を
変
え
て
い
た
、
②
身
体
的
不
調
が

主
因
で
あ
れ
ば
漢
方
薬
を
与
え
養
生
の
仕
方
を
教
え
た
し
、
宗
教
的
要
因
が
主
因
で

あ
れ
ば
懺
悔
さ
せ
て
祈
顰
を
行
う
な
ど
、
僧
侶
は
医
療
技
術
と
祈
顰
を
総
合
的
に
駆

使
し
な
が
ら
治
病
に
当
た
っ
て
い
た
と
論
じ
、
当
時
と
し
て
は
可
能
な
か
ぎ
り
の
医

療
技
術
や
知
識
を
動
員
し
て
祈
顰
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
修
法
は
医
療
技

術
を
踏
ま
え
た
一
定
の
合
理
性
を
保
持
し
て
い
た
、
と
結
論
し
て
い
る
。

　

実
際
、
病
と
な
っ
た
徳
大
寺
公
能
は
「
久
訪
二

薬
石
之
療
一

、
旁
仰
二

仏
社
之
助
一

」

と
あ
る
よ
う
に
、
漢
方
薬
に
よ
る
治
療
と
神
仏
へ
の
祈
願
を
併
用
し
て
い
た
し
、

「
仏
神
ニ
祈
請
シ
、
薬
ヲ
以
テ
療
治
ス
」「
仏
神
ニ
祈
請
ス
ト
云
ヘ
ド
モ
其
ノ
験
無
シ
、

薬
ヲ
以
テ
療
治
ス
ト
云
ヘ
ド
モ
不
叶
ズ
」
の
よ
う
に
、
む
し
ろ
中
世
に
あ
っ
て
は
祈

顰
と
薬
の
併
用
が
一
般
的
で
あ
っ

�
先
に
あ
げ
た
覚
如
の
事
例
で
も
、
病
が
風
寒

に
よ
る
も
の
で
あ
れ
ば
薬
で
治
療
す
べ
き
で
あ
る
し
、
鬼
魅
に
由
来
す
る
も
の
で
あ

れ
ば
「
仏
力
」
に
よ
っ
て
伏
す
べ
き
で
あ
っ
て
、「
浅
近
幻
惑
の
呪
術
」（
護
符
）
は

不
要
と
述
べ
て
い
�

　

そ
も
そ
も
医
学
・
薬
学
な
ど
の
医
方
明
は
、
声
明
・
因
明
・
内
明
・
工
巧
明
と
と

も
に
五
明
の
一
つ
と
し
て
、
僧
侶
の
学
ぶ
べ
き
学
問
分
野
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
た
。

実
際
、
慈
円
は
こ
の
五
明
の
う
ち
最
低
一
つ
に
通
達
し
て
い
る
こ
と
を
大
懺
法
院
供

僧
の
補
任
条
件
に
あ
げ
て
い
る
し
、
鎌
倉
末
の
天
台
宗
光
宗
は
元
一
律
師
や
行
法
・

清
増
か
ら
医
方
明
を
学
ん
で
い

�
在
家
人
が
病
の
薬
を
は
じ
め
「
世
間
出
世
ノ

事
」
を
僧
侶
に
頼
る
こ
と
は
珍
し
く
な
く
、「
薬
種
」
を
調
進
し
た
り
、
送
付
し
た

薬
を
白
粥
に
混
ぜ
て
飲
む
よ
う
指
示
し
た
り
、
檀
越
の
娘
の
「
は
れ
物
」
に
対
し

「
薬
と
も
付
候
」
て
治
療
す
る
な
ど
、
僧
侶
は
薬
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い

�

こ
う
し
た
医
療
技
術
や
薬
学
的
知
識
を
援
用
し
な
が
ら
祈
顰
し
て
い
る
が
故
に
、
彼

ら
の
修
法
は
社
会
的
な
信
任
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
顕
密

仏
教
は
、
顕
教
で
あ
れ
、
密
教
で
あ
れ
、
一
定
の
合
理
性
を
踏
ま
え
た
呪
術
で
あ
っ

た
。

（　

）
２９る
。

（　

）
３０た
。

（　

）
３１る
。

（　

）
３２た
。

（　

）
３３た
。

国立歴史民俗博物館研究報告
第 157集　2010年 3月



167

　

同
様
の
こ
と
は
、
豊
作
祈
願
に
つ
い
て
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
黒
田
日
出
男
氏
は
中

世
の
農
業
技
術
に
つ
い
て
論
じ
た
際
、
中
世
は
「
田
遊
び
の
時
代
」
で
あ
り
、
近
世

は
「
農
書
の
時
代
」
で
あ
る
と
し
て
、
中
近
世
の
農
業
技
術
史
上
の
段
階
差
を
概
括

し
て
い

�
田
遊
び
と
は
農
業
の
生
産
過
程
を
模
擬
的
に
演
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
豊

作
を
祈
願
す
る
予
祝
神
事
で
あ
り
、
中
世
で
は
一
宮
な
ど
の
修
正
会
・
修
二
会
で
実

施
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
農
業
技
術
の
諸
側
面
が
口
伝
と
し
て
伝
承
さ
れ
る
一
方
、

農
業
技
術
の
発
展
が
「
呪
術
的
な
多
神
観
」
の
中
に
吸
収
さ
れ
る
構
造
が
あ
る
と
、

黒
田
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
れ
は
二
つ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
第
一
は
中
世
農
業
に
お
け
る
豊
作
祈
願

の
必
要
性
で
あ
る
。
農
書
の
述
作
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
近
世
の
農
業
技
術

が
次
第
に
呪
術
性
を
脱
し
て
い
っ
た
の
に
対
し
、
呪
術
と
技
術
が
未
分
離
な
中
世
社

会
で
は
、
様
々
な
芸
能
や
読
経
・
祈
顰
に
よ
る
豊
作
祈
願
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
日
本
の
中
世
社
会
は
生
産
過
程
の
な
か
に
宗
教
性
・
呪
術
性
が
分
か
ち
が
た
く

融
着
し
て
お
り
、
豊
作
祈
願
な
し
に
生
産
活
動
は
完
結
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
に
、

修
正
会
を
は
じ
め
と
す
る
予
祝
神
事
は
、
中
央
で
は
延
暦
寺
や
興
福
寺
な
ど
の
権
門

寺
院
か
ら
、
地
域
の
一
宮
・
国
分
寺
や
有
力
寺
社
、
さ
ら
に
は
荘
園
鎮
守
か
ら
村

堂
・
村
社
に
い
た
る
ま
で
全
国
一
斉
に
実
施
さ
れ

�
延
暦
寺
や
興
福
寺
が
行
う
五

穀
豊
穣
の
祈
り
の
背
後
に
は
、
豊
作
を
祈
る
地
域
民
衆
の
素
朴
な
願
い
が
存
し
て
い

た
。
顕
密
仏
教
は
民
衆
と
無
縁
な
貴
族
仏
教
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
確
か

に
中
世
の
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
民
衆
的
基
盤
の
な
い
支
配
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
は
そ
も
そ
も
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
名
に
値
し
な
い
。
技
術
と
呪
術
の

未
分
離
に
起
因
す
る
豊
作
祈
願
の
不
可
欠
さ
、
こ
れ
が
中
世
の
顕
密
仏
教
を
支
え
た

社
会
的
基
盤
で
あ
り
、
民
衆
的
基
盤
で
あ
っ
た
。

　

第
二
は
、
こ
う
し
た
豊
作
祈
願
の
祈
り
が
中
世
の
技
術
的
達
成
を
踏
ま
え
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
な
る
呪
術
的
祈
顰
で
は
な
い
。
仏
教
的
・
神
道
的
な
祈
り

と
農
作
過
程
の
模
擬
と
が
組
み
合
わ
さ
る
形
で
予
祝
儀
礼
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
そ

こ
で
の
儀
礼
は
農
業
技
術
の
中
世
的
達
成
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
は
ま
た

（　

）
３４る
。

（　

）
３５た
。

技
術
伝
承
の
場
で
も
あ
っ
た
。『
溪
嵐
拾
葉
集
』
の
著
者
で
あ
る
天
台
宗
光
宗
が

「
術
法
」「
作
業
」「
土
巧
」「
算
術
」
を
学
ん
で
い
た
よ
う
に
、
中
世
寺
院
は
土
木
技

術
・
農
業
技
術
や
天
文
学
的
知
識
を
集
積
し
て
お
り
、
呪
術
と
不
可
分
な
技
術
的
知

識
が
、
顕
密
寺
院
を
介
し
て
地
域
社
会
に
還
流
さ
れ
て
い

�
こ
う
し
た
技
術
的
背

景
が
あ
っ
た
た
め
に
、
顕
密
仏
教
の
五
穀
豊
穣
の
祈
顰
は
社
会
的
信
任
を
獲
得
す
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
中
世
の
予
祝
儀
礼
に
一
定
の
技
術
的
裏
づ
け
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た

が
、
農
業
と
祈
顰
の
問
題
に
つ
い
て
、
も
う
一
つ
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。

中
野
豈
任
氏
が
提
起
し
た
三
ケ
条
吉
書
の
問
題
で
あ

�
中
野
氏
に
よ
れ
ば
、
中
世

の
吉
書
は
神
事
・
勧
農
・
乃
貢
の
三
ケ
条
に
収
斂
す
る
と
い
う
。
こ
の
う
ち
神
事
は

豊
作
祈
願
の
仏
神
事
を
い
う
が
、
勧
農
は
「
国
者
以
レ

民
為
レ

基
、
民
者
以
レ

農
為
レ

先
、
各
励
二

池
溝
堰
堤
之
勉
一

、
宜
レ

致
二

稲
穀
紬
絹
之
備
一

矣
」
と
あ
る
よ
う

�

「
池
溝
堰
堤
」
を
整
備
し
た
り
「
稲
穀
紬
絹
」
を
準
備
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
技
術
と
呪
術
が
未
分
離
な
中
世
社
会
で
は
、
仏
神
事
と
勧
農
は
截
然
と
区

別
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
し
ば
し
ば
両
者
が
混
淆
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
と
も
か
く
、
こ
こ
で
は
人
間
的
な
努
力
（
勧
農
）
と
、
神
仏
へ
の
祈
り
（
神
事
）

が
あ
い
ま
っ
て
豊
作
と
な
り
、
年
貢
を
収
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
世
界
観
が

う
か
が
え
る
。
こ
れ
は
中
世
の
合
理
性
と
呪
術
性
を
考
え
る
上
で
、
た
い
へ
ん
示
唆

的
で
あ
る
。
あ
る
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
人
間
的
な
努
力
（
合
理
性
）
と
神

仏
へ
の
祈
り
（
呪
術
性
）
の
双
方
が
必
要
で
あ
る
と
中
世
人
は
認
識
し
て
い
た
。
自

然
と
人
間
と
の
力
の
格
差
が
非
常
に
大
き
い
た
め
に
、
人
間
的
努
力
（
合
理
性
）
だ

け
で
は
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
し
か
し
神
仏
へ
の
祈
り
（
呪
術

性
）
だ
け
に
頼
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
合
理
性
と
呪
術
性
と
の
共
存
・
協

働
に
よ
っ
て
目
的
達
成
を
図
っ
て
い
た
社
会
、
そ
れ
が
中
世
で
あ
っ
た
。

　

同
様
の
性
格
は
、
鎌
倉
幕
府
の
裁
判
制
度
に
も
う
か
が
え
る
。

一　

諸
人
相
論
事

右
、
証
文
顕
然
之
時
者
、
不
レ

及
二

子
細
一

、
若
証
文
不
二

分
明
一

者
、
可
レ

被
レ

（　

）
３６た
。

（　

）
３７る
。

（　

）
３８に
、
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叙
二

用
証
人
申
状
一

也
、
又
証
文
顕
然
之
時
者
、
証
人
申
状
不
レ

能
二

叙
用
一

歟
、

又
証
文
与
二

証
人
一

共
以
不
二

分
明
一

者
、
可
レ

及
二

起
請
文
一

歟
、
証
文
証
人
顕

然
之
時
者
、
不
レ

及
二

起
請
文
一

也
、

こ
こ
に
示
し
た
鎌
倉
幕
府
の
追
加
法
九
二
で
は
、
裁
判
に
お
け
る
事
実
認
定
の
方
法

を
定
め
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
奉
行
人
は
証
文
に
よ
っ
て
事
実
審
理
を
行
う
が
、

そ
れ
に
限
界
が
あ
る
と
き
は
証
人
の
陳
述
を
採
用
し
、
そ
れ
で
も
解
明
で
き
な
い
場

合
に
は
起
請
文
に
よ
る
神
判
で
当
否
を
判
断
す
る
と
い
う
。
つ
ま
り
鎌
倉
幕
府
の
裁

判
制
度
は
、
そ
の
内
部
に
呪
術
的
な
神
判
を
構
造
的
に
組
み
込
ん
で
い
た
。
中
世
の

裁
判
制
度
は
呪
術
と
未
分
離
で
あ
っ
て
、
宗
教
性
を
払
拭
で
き
て
い
な
い
。

　

と
は
い
え
、
そ
の
呪
術
性
は
野
放
図
な
も
の
で
は
な
い
。
神
判
の
採
用
は
限
定
的

で
あ
り
、
証
文
や
証
言
に
よ
る
合
理
的
な
事
実
認
定
を
で
き
る
限
り
追
求
し
て
い
る
。

神
判
に
委
ね
る
場
合
で
も
、
何
を
「
失
」
と
し
て
認
定
す
る
か
は
、
客
観
的
な
判
断

基
準
が
明
文
化
さ
れ
て
い
た
。
追
加
法
七
三
に
よ
れ
ば
「
失
」
の
認
定
基
準
と
し
て
、

参
籠
中
に
①
鼻
血
が
出
る
、
②
病
と
な
る
、
③
鵄
・
烏
に
尿
を
か
け
ら
れ
る
、
④
鼠

に
服
を
か
じ
ら
れ
る
、
⑤
出
血
す
る
、
⑥
縁
者
の
死
に
よ
る
重
軽
服
、
⑦
父
子
が
処

罰
さ
れ
る
、
⑧
飲
食
で
激
し
く
む
せ
る
、
⑨
乗
馬
が
倒
れ
る
の
九
項
目
が
挙
が
っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
失
」
の
客
観
的
な
判
断
基
準
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、

恣
意
的
な
運
用
に
歯
止
め
を
か
け
て
い
た
。
合
理
性
と
呪
術
性
と
の
共
存
・
協
働
は
、

裁
判
制
度
に
お
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
神
仏
の
力
に
限
界
が
あ
る
と
す
る
言
説
の
存
在
で
あ
る
。

「
神
力
モ
業
力
ニ
勝
ズ
」「
神
力
、
業
力
ニ
カ
タ
ネ
バ
、
仏
ノ
方
便
ニ
モ
及
バ
ヌ
ニ

ヤ
」「
仏
ノ
報
力
モ
衆
生
ノ
業
力
ヲ
バ
ヲ
サ
ヘ
給
ハ
ヌ
事
也
」「
仏
力
法
力
、
た
や
す

く
定
業
を
転
ず
る
こ
と
あ
た
は
ず
」「
神
力
、
業
力
に
勝
た
ず
と
い
へ
り
」「
仏
力
法

力
モ
前
業
ヲ
バ
タ
ヤ
ス
ク
不
レ

転
、
ト
云
フ
事
ハ
此
義
ナ
リ
」
と
あ
る
よ
う

�
神

仏
で
あ
っ
て
も
人
間
の
宿
業
は
変
え
ら
ず
、
そ
の
力
に
は
限
界
が
あ
る
と
い
う
言
説

が
数
多
く
み
え
て
い
る
。
特
に
最
後
に
引
用
し
た
『
朝
倉
始
末
記
』
の
事
例
は
、
こ

の
文
言
が
一
種
の
定
型
句
と
し
て
広
く
流
布
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
中
世

（　

）
３９に
、

社
会
で
は
、
神
仏
が
万
能
で
は
な
い
と
の
考
え
が
広
く
行
き
渡
っ
て
い
た
。

　

た
と
え
ば
『
沙
石
集
』
は
「
貧
窮
モ
先
世
ノ
業
ニ
テ
、
仏
神
ノ
助
モ
叶
ヌ
事
ニ
テ

コ
ソ
、
多
ハ
ア
ル
」
と
述
べ
、「  
軽
業 
」
に
よ
る
貧
し
さ
で
あ
れ
ば
仏
力
で
富
貴
に

き
ょ
う
ご
う

す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、「
定
業
」
に
よ
る
貧
窮
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
不
可
能
だ
と

語
っ
て
い

�
中
世
社
会
は
そ
れ
な
り
に
高
度
に
発
達
し
た
社
会
で
あ
っ
て
、
神
仏

と
て
、
一
人
の
人
間
が
ま
と
っ
て
い
る
社
会
的
な
諸
関
係
を
簡
単
に
改
変
で
き
る
わ

け
で
は
な
い
。
人
間
的
な
諸
力
に
よ
っ
て
築
き
あ
げ
ら
れ
た
高
度
な
社
会
、
こ
れ
が

神
仏
の
力
を
限
定
的
な
も
の
に
し
、
そ
の
力
の
限
界
を
強
調
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

貞
慶
が
「
人
力
之
所
レ

不
レ

及
、
皆
祈
二

仏
神
一

」
る
と
言
っ
た
よ
う

�
人
間
的
な

力
の
限
界
点
で
神
仏
は
生
息
し
て
い
る
が
、
し
か
し
他
方
で
は
神
仏
の
力
に
限
界
を

も
た
ら
す
程
、
人
間
的
諸
力
は
高
度
に
発
展
し
て
い
た
。
中
世
は
人
間
の
力
が
万
能

で
は
な
い
が
、
神
仏
の
力
と
て
万
能
で
は
な
い
。
中
世
社
会
の
諸
事
象
に
、
合
理
的

呪
術
性
や
呪
術
的
合
理
性
の
共
存
・
協
働
が
み
え
る
の
は
、
こ
こ
に
原
因
が
あ
る
。

笙
中
世
仏
教
と
呪
術
体
系

　

と
こ
ろ
で
、
呪
術
や
宗
教
的
暴
力
は
何
も
仏
教
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
陰
陽

道
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、「
厭
魅
」
や
呪
詛
・
民
間
呪
術
の
事
例
も
古
代
か
ら
数
多

い
。
し
か
し
中
世
で
は
数
あ
る
呪
術
の
な
か
で
仏
教
が
も
っ
と
も
高
度
な
も
の
と
認

識
さ
れ
、
仏
教
が
呪
術
体
系
の
頂
点
に
君
臨
し
た
。
そ
れ
故
に
、
朝
廷
も
幕
府
も
、

顕
密
仏
教
の
興
隆
に
莫
大
な
財
と
労
力
を
つ
ぎ
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

『
沙
石
集
』
の
「
真
言
功
能
事
」
に
は
、
密
教
僧
が
女
性
を
治
病
し
た
話
が
み
え
て

い

�
僧
侶
が
真
言
陀
羅
尼
を
誦
す
と
、
間
も
な
く
病
の
女
性
が
苦
し
み
だ
し
、
彼

女
を
呪
詛
し
て
い
た
巫
女
が
現
れ
て
次
の
よ
う
な
話
を
し
た
。
自
分
は
「
人
ヲ
呪

咀
」
し
て
「
渡
世
」
し
て
お
り
、
今
回
も
彼
女
の
姉
の
依
頼
で
「
樣
々
ニ
呪
咀
シ

テ
」
き
た
が
、
僧
侶
の
唱
え
る
真
言
陀
羅
尼
の
た
め
に
耐
え
が
た
い
苦
痛
を
味
わ
っ

て
い
る
。
こ
れ
で
は
私
の
「
渡
世
」
は
叶
わ
ず
、
仏
法
は
何
と
無
慈
悲
な
も
の
か
、

（　

）
４０る
。

（　

）
４１に
、

（　

）
４２る
。
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と
慨
嘆
し
て
い
る
。
こ
の
説
話
は
、
巫
女
の
呪
詛
よ
り
真
言
密
教
の
力
が
勝
っ
て
い

る
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
顕
密
仏
教
へ
の
社
会
的
信
任
の
高
さ
を
示
し
て

い
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
顕
密
仏
教
は
呪
術
体
系
の
頂
点
に
登
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
第
一
の
理
由
は
文
献
的
裏
づ
け
の
豊
か
さ
と
質
の
高
さ
で
あ
る
。
仏
教
の
祈
顰

や
読
経
・
講
経
に
功
能
が
あ
る
こ
と
は
膨
大
な
仏
教
典
籍
で
裏
づ
け
さ
れ
て
お
り
、

い
わ
ば
「
国
際
的
」
評
価
が
定
ま
っ
て
い
た
。
仏
教
以
外
の
呪
術
は
こ
の
点
で
大
き

く
後
れ
を
と
っ
て
い
た
。『
東
山
往
来
』
は
巷
間
で
の
俗
説
や
巫
女
の
迷
妄
を
き
び

し
く
批
判
し
て
い
る
が
、
そ
の
批
判
が
可
能
な
の
は
、
俗
説
・
迷
信
が
内
外
の
文
献

に
よ
る
正
当
化
に
耐
え
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
膨
大
な
蓄
積
の
あ
る
仏
教
経
典
、
さ

ら
に
儒
教
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
古
典
や
日
本
文
献
に
対
す
る
該
博
な
知
識
、
そ
れ

ら
を
縦
横
に
駆
使
し
て
現
実
に
生
起
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
に
対
し
て
、
対
処
法
を

教
示
し
え
た
と
こ
ろ
に
顕
密
仏
教
の
文
化
的
強
靱
さ
が
あ
る
。

　

し
か
も
延
暦
寺
な
ど
の
顕
密
寺
院
に
お
け
る
「
知
」
の
あ
り
よ
う
は
、
狭
い
意
味

で
の
仏
教
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
、
和
歌
・
儒
教
は
も
と
よ
り
、
医
学
・
薬
学
的
知

識
や
土
木
技
術
・
農
業
技
術
・
天
文
学
な
ど
ま
で
包
含
し
て
い

�
顕
密
仏
教
の
知

的
世
界
は
広
大
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
「
知
」
が
技
術
的
な
裏
づ
け
も
有
し
て

お
り
、
高
い
質
を
誇
っ
て
い
た
。
知
的
世
界
の
広
さ
と
深
さ
、
こ
れ
が
顕
密
仏
教
に

対
す
る
社
会
的
信
頼
を
醸
成
し
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
の
理
由
は
祈
顰
を
行
う
僧
侶
の
鍛
錬
の
在
り
方
で
あ
る
。
中
世
の
文
献
を
み

て
い
る
と
、
三
学
を
冥
界
で
の
戦
闘
の
武
器
と
ア
ナ
ロ
ジ
ー
し
て
い
る
例
が
多
い
。

三
学
と
は
戒
律
・
禅
定
・
智
慧
の
三
つ
を
い
い
、
一
般
に
仏
教
で
は
戒
律
と
禅
定
に

よ
っ
て
身
心
を
研
ぎ
澄
ま
し
、
そ
の
上
で
智
慧
を
働
か
せ
て
世
界
の
本
質
を
把
握
し

て
悟
り
に
い
た
る
と
考
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、「
大
菩
薩
、
定
ノ
弓
、
慧
ノ
箭
ヲ

放
給
」「
敵
国
敵
人
、
以
二

定
慧
之
力
一

、
自
然
降
伏
」「
定
慧
者
破
二

惑
賊
一

之
鉾
楯
、

戒
律
者
渡
二

愛
河
一

之
船
筏
」「
定
恵
の
弓
箭
を 
彎 
い
て
智
恵
の
剱
刀
を 
摺 
り
」
悪
魔

ひ 

と

を
降
伏
す
と
あ
る
よ
う
に
、
戒
律
・
禅
定
・
智
慧
の
三
学
が
し
ば
し
ば
冥
界
の
戦
闘

（　

）
４３た
。

で
の
武
器
と
意
識
さ
れ
て
い

�
院
政
時
代
か
ら
顕
密
仏
教
界
で
は
妻
帯
す
る
僧
侶

が
増
え
る
が
、
密
教
系
の
僧
侶
は
比
較
的
妻
帯
が
少
な
い
。
そ
れ
は
戒
律
護
持
が
祈

顰
力
と
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
御
産
・
治
病
で
活
躍
し
た
密
教
僧
を
「
験
者
」
と
呼
ん
で
い
た
が
、

『
新
猿
楽
記
』（
一
一
世
紀
中
葉
の
成
立
）
で
は
主
人
公
の
二
男
を
「
一
生
不
犯
の
大

験
者
、
三
業
相
応
の
真
言
師
な
り
。
久
修
練
行
年
深
く
、
持
戒
精
進
日
積
も
れ
り
」

と
描
い
て
い
る
し
、『
澄
憲
作
文
集
』「
験
者
」
の
項
で
も
「
修
練
于
レ

今
無
レ

間
、

所
謂 
曾 
猛
也
精
進
也
、
三
蜜
之
行
法
無
レ

懈
、
浄
行
也
自
律
也
」「
久
修
練
行
追
二

（
勇
力
）

相
応
良 
善 
之
跡
一

、
難
行
苦
行
伝
二

浄
蔵
真
済
之
風
一

、
勤
行
年
旧
、
争
無
二

修
験
一

、

（
忍
力
）

薫
修
日
積
、
争
無
二

霊
徳
一

」
と
あ

�
一
生
不
犯
の
持
戒
持
律
と
、
難
行
苦
行
の

久
修
練
行
が
験
者
の
一
般
的
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
日
常
的
な
禁
欲
と
錬

磨
が
験
者
に
対
す
る
社
会
的
信
任
を
支
え
て
い
た
。
武
士
が
日
常
的
に
戦
闘
の
訓
練

に
励
ん
で
い
た
よ
う
に
、
密
教
僧
は
戒
律
・
禅
定
・
智
慧
を
磨
く
こ
と
に
よ
っ
て
自

身
の
祈
顰
力
を
鍛
え
て
い
た
。
仏
教
の
教
え
に
裏
づ
け
ら
れ
た
厳
し
い
日
常
的
修
練
、

こ
の
点
に
お
い
て
も
顕
密
仏
教
は
他
の
呪
術
よ
り
優
位
に
あ
っ
た
。

　

第
三
の
理
由
は
呪
詛
を
正
当
化
す
る
理
論
の
存
在
で
あ
る
。
密
教
に
よ
る
呪
詛
調

伏
は
単
な
る
暴
力
で
は
な
く
、
悪
人
救
済
の
方
便
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
『
覚
禅

鈔
』
六
字
経
法
で
は
、
護
摩
は
身
体
を
傷
つ
け
命
を
奪
う
の
が
目
的
で
は
な
く
、
悪

事
の
焼
滅
の
た
め
だ
と
し
、「
作
二

調
伏
法
一

、
慈
心
為
レ

先
、
内
無
二

慈
悲
一

、
自

損
々
レ

他
」
と
述
べ
て
、
慈
悲
な
き
調
伏
は
自
ら
に
跳
ね
返
っ
て
く
る
と
警
告
し
て

い

�
ま
た
『
沙
石
集
』
は
、「
慈
悲
利
生
」
の
心
で
調
伏
す
れ
ば
、「
暴
悪
ノ
者
」

の
「
悪
心
」
が
消
え
て
「
後
生
ニ
菩
提
ヲ
悟
ル
」
こ
と
に
な
る
と
説
い
て
い
る
し
、

『
八
幡
愚
童
訓
』
で
は
、
一
見
す
れ
ば
調
伏
は
「
殺
生
」
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
本

当
は
「
煩
悩
菩
提
の
違
背
」
を
砕
く
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
が
悪
人
の
「
得
脱
ノ

因
」
と
な
る
と
語
っ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
調
伏
は
「
敬
愛
」「
増
益
」
の
修
法
だ
と

述
べ
て
い

�
こ
こ
に
み
え
る
慈
悲
に
よ
る
呪
詛
、
救
済
の
た
め
の
調
伏
と
い
う
考

え
は
密
教
修
法
の
基
本
で
あ
る
。
呪
詛
と
い
う
宗
教
的
暴
力
の
行
使
を
、
こ
の
よ
う

（　

）
４４た
。

（　

）
４５る
。

（　

）
４６る
。

（　

）
４７る
。

［中世仏教における呪術性と合理性］……平 雅行
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な
救
済
論
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
こ
と
は
、
他
の
呪
術
に
は
成
し
え
な
い
こ
と
で

あ
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
呪
詛
の
正
当
化
に
対
し
て
は
、
き
び
し
い
批
判
や
疑
問
も
あ
っ
た
。
慈

円
は
、
た
と
え
方
便
で
あ
る
に
し
て
も
、
仏
法
の
中
に
「
殺
害
之
義
」
が
あ
る
の
は

納
得
で
き
な
い
、
と
自
問
し
て
い
る
。
ま
た
夢
窓
疎
石
も
、
名
利
の
た
め
の
呪
詛
が

横
行
し
て
い
る
現
状
を
き
び
し
く
批
判
し
て
い

�
し
か
し
他
方
で
は
、
こ
う
し
た

あ
る
べ
き
呪
詛
へ
の
真
摯
な
自
問
が
、
仏
教
に
対
す
る
社
会
的
信
頼
を
支
え
て
い
た
。

　

以
上
、
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
仏
教
は
文
献
的
裏
づ
け
の
質
と
量
の
両
面
で
他
の

呪
術
を
圧
倒
し
て
い
た
し
、
祈
顰
者
の
き
び
し
い
禁
欲
と
日
常
的
修
練
、
さ
ら
に
呪

詛
を
正
当
化
す
る
理
論
の
卓
越
に
よ
っ
て
、
顕
密
仏
教
は
中
世
の
呪
術
体
系
の
頂
点

に
君
臨
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

江
戸
時
代
に
な
る
と
、『
太
平
記
』
の
講
釈
が
武
士
を
対
象
に
し
て
盛
ん
に
行
わ

れ
た
。
そ
こ
で
若
尾
正
希
氏
は
、『
太
平
記
評
判
理
尽
鈔
』
を
分
析
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
近
世
武
士
の
一
般
的
な
意
識
形
態
を
抽
出
し
よ
う
と
試
み
た
。
そ
し
て
『
理

尽
鈔
』
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
宗
教
的
暴
力
に
対
す
る
有
効
性
の
否
定
を
挙
げ
て

い

�
た
と
え
ば
『
太
平
記
』
巻
三
九
で
は
斯
波
高
経
の
没
落
を
春
日
明
神
の
神
罰

と
い
っ
て
い
る
が
、『
理
尽
鈔
』
で
は
、
高
経
は
自
ら
の
悪
政
に
よ
っ
て
人
望
を

失
っ
た
た
め
に
没
落
し
た
の
で
あ
っ
て
、「
神
罰
ト
ハ
不
レ

見
」
と
断
じ
て
い
る
。

ま
た
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
十
月
、
北
条
氏
出
身
の
東
大
寺
僧
で
あ
る
佐
々
目
顕

宝
ら
が
紀
伊
国
飯
盛
山
で
挙
兵
す
る
な

�
反
乱
が
相
次
い
だ
の
に
対
し
、
後
醍
醐

天
皇
は
安
鎮
国
家
法
で
調
伏
さ
せ
た
。
そ
れ
に
関
し
、『
太
平
記
』
巻
一
二
は
「
此

法
ノ
効
験
」
で
反
乱
鎮
圧
に
成
功
し
た
と
述
べ
て
い
る
が
、『
理
尽
鈔
』
は
「
祈
タ

レ
バ
ト
テ
、
亡
ブ
マ
ジ
キ
朝
敵
ノ
亡
ン
ニ
ハ
非
ズ
」
と
、
調
伏
に
よ
る
祈
顰
の
有
効

性
を
否
定
し
た
。
こ
の
よ
う
に
『
理
尽
鈔
』
は
、
神
罰
仏
罰
や
呪
詛
調
伏
の
効
力
に

（　

）
４８る
。

（　

）
４９る
。

（　

）
５０ど
、

き
わ
め
て
懐
疑
的
で
あ
る
。
近
世
武
家
の
世
界
で
は
、
宗
教
的
暴
力
へ
の
信
任
は
確

実
に
低
減
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
中
世
に
お
い
て
神
仏
の
力
は
す
で
に
限
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後

の
人
間
的
諸
力
の
発
展
は
多
く
の
領
域
か
ら
神
仏
を
退
場
さ
せ
、
現
代
社
会
で
は
神

仏
が
活
躍
で
き
る
領
域
は
、
狭
く
且
つ
小
さ
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、

呪
術
か
ら
の
脱
却
の
程
度
は
分
野
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
て
、
一
律
に
進
ん
で

き
た
の
で
は
な
い
。
呪
術
性
が
極
小
に
ま
で
低
減
し
て
い
っ
た
分
野
も
あ
れ
ば
、
呪

術
性
が
根
強
い
生
命
力
を
維
持
し
つ
づ
け
て
い
る
分
野
も
あ
る
。
し
か
も
、
呪
術
性

の
解
体
は
直
線
的
に
進
ん
だ
わ
け
で
も
な
い
。
安
定
し
た
社
会
よ
り
も
時
代
の
転
換

期
の
ほ
う
が
社
会
的
な
ス
ト
レ
ス
が
大
き
い
た
め
呪
術
へ
の
依
存
が
逆
に
深
ま
っ
た

で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
変
革
が
文
化
体
系
の
変
化
に
ま
で
及
べ
ば
知
識
や
技
術
の
断

絶
・
退
行
も
あ
っ
た
は
ず
だ
。

　

貞
慶
が
「
人
力
之
所
レ

不
レ

及
、
皆
祈
二

仏
神
一

」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
人
間
的
な

力
の
限
界
点
で
神
仏
は
生
息
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
人
間
の
力
に
限
界
が
あ
る
限

り
、
神
仏
が
息
絶
え
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
人
の
死
を
不
条
理
だ
と
考
え
る
者
が
い

る
限
り
、
ま
た
私
た
ち
の
人
生
が
偶
然
の
連
鎖
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
限
り
、
私

た
ち
の
世
界
か
ら
神
仏
が
消
え
去
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
で
は
中
世
の
呪
術
が
あ
た
う
限
り
の
合
理
性
を
取
り
込
ん
で
い
た
こ
と
を
指

摘
し
た
が
、
そ
れ
は
中
世
だ
け
の
特
徴
で
は
あ
る
ま
い
。
古
代
に
は
古
代
の
知
的
発

展
に
対
応
し
た
呪
術
の
形
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
現
代
に
お
い
て
も
そ
れ
は
同
様

で
あ
る
。
科
学
の
装
い
を
ま
と
っ
た
呪
術
は
今
で
も
巷
間
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
合
理

性
と
呪
術
性
の
共
存
、
呪
術
的
合
理
性
と
合
理
的
呪
術
性
と
の
混
在
は
、
中
世
だ
け

の
特
質
な
の
で
は
な
い
。
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
そ
れ
は
現
代
社
会
を
も
貫
く
超
歴

史
的
な
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。 
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�
　（

１
） 

た
と
え
ば
、
森
竜
吉
編
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
親
鸞
』（
講
談
社
、
一
九
七
三
年
）
や
同
『
親
鸞

│
そ
の
思
想
史
』（
三
一
書
房
、
一
九
六
一
年
）
を
参
照
。

（
２
） 
「
正
像
末
法
和
讃
」（『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
二
巻
和
讃
篇
二
一
一
頁
・
二
一
三
頁
）、

『
教
行
信
証
』
化
身
土
巻
（
日
本
思
想
大
系
『
親
鸞
』
二
五
七
頁
・
四
二
二
頁
）

（
３
） 

赤
松
俊
秀
「
鎌
倉
文
化
」（『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
五　

中
世
一
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
二

年
）

（
４
） 

石
井
進
「
院
政
時
代
」（『
講
座
日
本
史
二
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
〇
年
）

（
５
） 

黒
田
俊
雄
「
荘
園
制
社
会
と
仏
教
」（『
同
著
作
集
』
二
│
五
頁
、
法
蔵
館
、
一
九
九
四
年
、

初
出
は
一
九
六
七
年
）

（
６
） 

か
つ
て
私
は
寺
院
の
後
戸
を
め
ぐ
る
研
究
を
紹
介
す
る
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
近

年
の
社
会
史
研
究
の
進
展
は
、
近
代
人
と
は
異
な
っ
た
中
世
人
の
独
特
な
呪
術
的
世
界
観
を

解
明
し
て
き
た
。
か
つ
て
の
よ
う
に
、
親
鸞
に
近
代
的
自
我
の
萌
芽
や
呪
術
か
ら
の
解
放
を

読
み
込
ん
だ
近
代
主
義
的
な
議
論
が
横
行
し
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
う
し
た
研
究
は
極

め
て
新
鮮
で
あ
り
刺
激
的
で
あ
る
が
、
神
秘
主
義
を
ひ
と
り
歩
き
さ
せ
な
い
た
め
に
も
、
そ

ろ
そ
ろ
問
題
提
起
の
段
階
を
脱
し
て
、
呪
術
的
な
る
も
の
に
つ
い
て
抑
制
の
き
い
た
厳
密
な

議
論
を
行
う
べ
き
時
期
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」（
拙
稿
「
前
近
代
の
宗

教
」〈『
歴
史
研
究
の
新
し
い
波
』
山
川
出
版
社
、
一
九
八
九
年
、
二
〇
五
頁
〉）。
本
稿
は
こ

の
発
言
に
対
す
る
、
私
自
身
の
け
じ
め
で
も
あ
る
。

（
７
） 

田
中
文
英
「
中
世
顕
密
寺
院
に
お
け
る
修
法
の
一
考
察
」（『
中
世
寺
院
史
の
研
究
』
上
、

法
蔵
館
、
一
九
八
八
年
）。
こ
の
ほ
か
上
川
通
夫
「
顕
密
主
義
仏
教
へ
の
基
本
視
角
」（
同

『
日
本
中
世
仏
教
形
成
史
論
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
。

（
８
） 

赤
松
註
（
３
）
前
掲
論
文
三
二
四
頁
・
三
四
二
頁

（
９
） 

伊
藤
大
輔
「
似
絵
の
描
か
れ
た
場
」（『
国
華
』
一
二
七
四
号
、
二
〇
〇
一
年
）。
こ
の
ほ
か

藤
原
重
雄
「
最
勝
光
院
御
所
障
子
絵
ノ
ー
ト
」（『
遙
か
な
る
中
世
』
一
五
、
一
九
九
六
年
）、

池
田
忍
「
院
政
期
に
お
け
る
行
事
絵
制
作
を
め
ぐ
っ
て
」（『
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』

三
四
、
一
九
八
七
年
）
を
参
照
。

（　

） 

赤
松
註
（
３
）
前
掲
論
文
三
二
三
頁

１０
（　

） 
『
大
法
師
浄
蔵
伝
』（『
続
々
群
書
類
従
』
三
│
四
六
九
頁
）、『
台
記
』
天
養
二
年
十
二
月
二

１１

十
四
日
条
。
な
お
、
藤
原
全
子
と
師
通
が
不
和
で
あ
っ
た
の
は
事
実
で
あ
り
、
全
子
の
父
で

あ
る
藤
原
俊
家
も
生
前
か
ら
頭
を
悩
ま
せ
て
い
た
と
い
う
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
栄
華
物

語
』
下
│
五
三
一
頁
）。

（　

） 

伊
藤
註
（
９
）
前
掲
論
文
は
、
肖
像
画
と
呪
詛
と
の
関
わ
り
を
示
す
も
の
と
し
て
、
中
国

１２

宋
代
の
事
例
（『
続
資
治
通
鑑
長
編
』）
を
一
つ
あ
げ
て
い
る
。

註

（　

） 

巫
女
が
呪
詛
す
る
場
合
で
も
、「
病
者
ノ
名
」
を
書
い
て
呪
詛
し
て
い
る
（『
沙
石
集
』
七

１３

│
二
四
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
三
二
四
頁
）。
仏
教
で
の
呪
詛
と
名
字
に
つ
い
て
は
後
述
す

る
。

（　

） 

そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
中
世
宗
教
史
の
課
題
」（
同
『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏

１４

教
』
塙
書
房
、
一
九
九
二
年
）、
同
「
中
世
寺
院
の
暴
力
と
そ
の
正
当
化
」（『
九
州
史
学
』
一

四
〇
号
、
二
〇
〇
五
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（　

） 
『
台
記
』
久
寿
二
年
八
月
二
十
五
日
条
、『
岡
屋
関
白
記
』
寛
元
四
年
六
月
十
六
日
条
、
寛

１５

元
四
年
七
月
十
六
日
「
九
条
道
家
願
文
」（『
鎌
倉
遺
文
』
六
七
二
三
号
）、
百
瀬
今
朝
雄
「
元

徳
元
年
の
中
宮
御
懐
妊
」（
同
『
弘
安
書
札
礼
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
）、

拙
稿
「
青
蓮
院
の
門
跡
相
論
と
鎌
倉
幕
府
」（『
延
暦
寺
と
中
世
社
会
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
四

年
）、『
看
聞
日
記
』
永
享
六
年
八
月
十
八
日
条
、
下
坂
守
「
山
門
使
節
制
度
の
成
立
と
展
開
」

（
同
『
中
世
寺
院
社
会
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）、
太
田
順
三
「
永
享
の
山
門

騒
乱
と
そ
の
背
景
」（『
佐
賀
大
学
教
養
部
研
究
紀
要
』
一
一
、
一
九
七
九
年
）

（　

） 
『
新
訂
増
補
天
台
座
主
記
』
三
一
六
頁
、「
日
吉
社
叡
山
行
幸
記
」（『
室
町
ご
こ
ろ
』
角
川

１６

書
店
、
一
九
七
八
年
）。
こ
の
紛
争
に
関
し
て
は
、
森
茂
暁
「『
東
使
』
と
そ
の
役
割
」（
同

『
鎌
倉
時
代
の
朝
幕
関
係
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
一
年
、
一
八
七
頁
）、
永
村
眞
「
寺
院
と

天
皇
」（『
講
座
前
近
代
の
天
皇
』
三
、
青
木
書
店
、
一
九
九
三
年
）
を
参
照
。

（　

） 
『
門
葉
記
』
巻
四
九
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経　

図
像
部
』
一
一
│
四
三
四
頁
）。
ま
た
湯
之
上

１７

隆
「
護
持
僧
成
立
考
」（『
金
沢
文
庫
研
究
』
二
六
七
号
、
一
九
八
一
年
）、
堀
裕
「
護
持
僧
と

天
皇
」（『
日
本
国
家
の
史
的
特
質　

古
代
・
中
世
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
七
年
）
を
参
照
。

（　

） 
『
門
葉
記
』
巻
七
〇
、
巻
一
八
、
巻
二
四
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経　

図
像
部
』
一
一
）。
源
恵

１８

に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
鎌
倉
山
門
派
の
成
立
と
展
開
」（『
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀

要
』
四
〇
巻
、
二
〇
〇
〇
年
）
第
六
章
第
一
節
を
参
照
。

（　

） 

拙
稿
「
鎌
倉
幕
府
の
将
軍
祈
顰
に
関
す
る
一
史
料
」（『
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀

１９

要
』
四
七
巻
、
二
〇
〇
七
年
）

（　

） 

前
掲
註
（　

）
拙
稿
第
二
章
「
北
条
氏
の
仏
教
界
進
出
」。
ま
た
鎌
倉
幕
府
と
顕
密
仏
教
を

２０

１８

概
観
し
た
も
の
と
し
て
は
、
拙
稿
「
鎌
倉
に
お
け
る
顕
密
仏
教
の
展
開
」（『
日
本
仏
教
の
形

成
と
展
開
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
二
年
）
が
あ
る
。

（　

） 
『
朝
野
群
載
』
巻
二
二
（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
九
上
│
五
一
七
頁
）

２１
（　

） 
『
明
月
記
』
嘉
禎
元
年
閏
六
月
二
十
三
日
条
。
た
だ
し
九
条
道
家
は
の
ち
に
出
家
・
受
戒
し
、

２２

さ
ら
に
仁
治
二
年
四
月
に
は
東
寺
長
者
行
遍
か
ら
伝
法
灌
頂
を
う
け
て
密
教
僧
と
な
っ
て
お

り
、
道
家
が
神
仏
を
信
じ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
訳
で
は
な
い
。

（　

） 
『
寝
覚
記
〈
彰
考
館
本
〉』（
古
典
文
庫
、
四
五
頁
）

２３
（　

） 
『
慕
帰
絵
詞
』
巻
四
（『
続
日
本
の
絵
巻
九
』
三
三
頁
・
一
一
八
頁
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九

２４

〇
年
）、『
最
須
敬
重
絵
詞
』
巻
五
（『
真
宗
聖
教
全
書
』
三
│
八
四
〇
頁
）

（　

） 
『
東
山
往
来
』（『
日
本
教
科
書
大
系
』
一
、
講
談
社
、
一
九
六
八
年
）。
山
内
潤
三
氏
に
よ

２５

［中世仏教における呪術性と合理性］……平 雅行
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れ
ば
、
そ
の
成
立
は
嘉
承
元
年
か
ら
二
年
ご
ろ
と
の
こ
と
で
あ
る
（
同
「
応
永
十
一
年
書
写

本
『
東
山
往
来
』」〈『
高
野
山
大
学
論
叢
』
八
、
一
九
七
三
年
〉）。

（　

） 

佐
藤
哲
英
『
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』
資
料
編
写
真
版
四
四
一
頁
（
百
華
苑
、
一
九
七
九
年
）

２６
（　

） 
「
表
白
集
」（『
続
群
書
類
従
』
二
八
上
│
四
四
三
頁
・
四
四
五
頁
）

２７
（　

） 

承
安
四
年
澄
憲
最
勝
講
第
四
座
表
白
（
清
水
宥
聖
翻
刻
「
公
請
表
白
」〈『
国
文
学
踏
査
』

２８

九
号
、
一
九
七
三
年
〉、
大
曽
根
章
介
翻
刻
「
澄
憲
作
文
集
」〈『
中
世
文
学
の
研
究
』
東
京
大

学
出
版
会
、
一
九
七
二
年
〉）。
こ
の
説
法
の
あ
と
豪
雨
と
な
り
、
澄
憲
は
「
祈
雨
説
法
賞
」

と
し
て
権
大
僧
都
に
補
任
さ
れ
た
（『
玉
葉
』
承
安
四
年
五
月
二
十
八
日
条
）。

（　

） 

田
中
註
（
７
）
前
掲
論
文

２９
（　

） 

保
延
四
年
三
月
二
十
五
日
「
徳
大
寺
公
能
寄
進
状
」（『
平
安
遺
文
』
二
三
八
四
号
）、『
今

３０

昔
物
語
集
』
一
二
│
三
五
、
一
四
│
一
九
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
三
│
一
八
二
頁
・
同
三

二
一
頁
）

（　

） 
『
最
須
敬
重
絵
詞
』
巻
五
（『
真
宗
聖
教
全
書
』
三
│
八
四
〇
頁
）

３１
（　

） 

建
永
元
年
月
日
「
慈
円
大
懺
法
院
条
々
起
請
」（『
鎌
倉
遺
文
』
一
六
五
九
号
）、『
溪
嵐
拾

３２

葉
集
』（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
七
六
│
五
〇
六
頁
）

（　

） 
『
沙
石
集
』
二
│
一
（
日
本
古
典
文
学
大
系
本
九
一
頁
）、
十
一
月
十
八
日
「
理
覚
書
状
」

３３
（『
鎌
倉
遺
文
』
三
一
九
五
八
号
）、
七
月
三
十
日
「
任
範
書
状
」（『
同
』
一
二
九
二
四
号
）、

（
文
治
二
年
）
七
月
十
日
「
尊
玄
書
状
」（『
同
』
補
二
三
号
）

（　

） 

黒
田
日
出
男
「
戦
国
・
織
豊
期
の
技
術
と
経
済
発
展
」（『
講
座
日
本
歴
史　

中
世
２
』
東
京

３４

大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
）、
同
「
田
遊
び
と
農
業
技
術
」（
同
『
日
本
中
世
開
発
史
の
研

究
』
校
倉
書
房
、
一
九
八
四
年
）

（　

） 

井
原
今
朝
男
「
中
世
国
家
の
儀
礼
と
国
役
・
公
事
」（『
歴
史
学
研
究　

増
刊
号
』
一
九
八
六

３５

年
）、
同
「
中
世
の
五
節
句
と
天
皇
制
」（『
歴
史
学
研
究
』
六
二
〇
号
、
一
九
九
一
年
）、
同

『
中
世
寺
院
と
民
衆
』（
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）

（　

） 
『
溪
嵐
拾
葉
集
』（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
七
六
│
五
〇
六
頁
）、
黒
田
俊
雄
『
寺
社
勢
力
』

３６
（
岩
波
新
書
、
一
九
八
〇
年
）

（　

） 

中
野
豈
任
『
祝
儀
・
吉
書
・
呪
符
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
）

３７
（　

） 

文
明
十
一
年
十
一
月
二
十
二
日
「
将
軍
足
利
義
尚
判
始
吉
書
案
」（『
大
日
本
古
文
書　

蜷

３８

川
家
文
書
』
一
〇
三
号
）

（　

） 
『
沙
石
集
』
一
│
七
、
六
│
一
五
、
一
〇
本
│
一
（
日
本
古
典
文
学
大
系
本
七
四
頁
・
二
八

３９

四
頁
・
四
〇
〇
頁
）、『
夢
中
問
答
』（
岩
波
文
庫
、
三
四
頁
）、
心
敬
『
さ
さ
め
ご
と
』（
日
本

古
典
文
学
大
系
『
連
歌
論
集
・
俳
論
集
』
一
九
三
頁
）、『
朝
倉
始
末
記
』
六
（
日
本
思
想
大
系

『
蓮
如
・
一
向
一
揆
』
四
二
五
頁
）。
な
お
、
顕
密
仏
教
に
お
け
る
神
仏
の
力
の
脆
弱
性
は
、
顕

密
仏
教
が
現
実
世
界
に
お
け
る
女
性
差
別
や
身
分
差
別
を
追
認
・
正
当
化
し
て
い
た
こ
と
と
も

関
わ
っ
て
い
る
。
人
間
世
界
の
平
等
を
主
張
し
現
実
世
界
の
変
革
を
め
ざ
す
宗
教
思
想
は
、

必
然
的
に
神
仏
の
力
を
強
大
な
も
の
と
措
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
神
仏
の
力
を
強
大
化
・
絶
対

化
す
れ
ば
、
人
間
は
神
仏
の
も
と
に
お
け
る
無
力
さ
に
お
い
て
平
等
と
な
り
、
現
実
世
界
へ

の
批
判
が
可
能
と
な
る
。
こ
こ
に
お
け
る
神
仏
の
力
の
強
弱
は
、
呪
術
性
や
合
理
性
と
は
別

次
元
の
問
題
で
あ
る
。

（　

） 
『
沙
石
集
』
七
│
二
二
（
日
本
古
典
文
学
大
系
本
三
二
〇
頁
）

４０
（　

） 

貞
慶
『
観
音
講
式
』（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
八
四
│
八
八
六
頁
）

４１
（　

） 
『
沙
石
集
』
七
│
二
三
（
日
本
古
典
文
学
大
系
本
三
二
四
頁
）

４２
（　

） 

黒
田
俊
雄
「
中
世
的
知
識
体
系
の
形
成
」（『
同
著
作
集
』
三
、
法
蔵
館
、
一
九
九
五
年
）

４３
（　

） 
『
八
幡
愚
童
訓
』（
日
本
思
想
大
系
『
寺
社
縁
起
』
一
八
九
頁
）、『
宮
寺
縁
事
抄
』（『
大
日

４４

本
古
文
書　

石
清
水
文
書
』
五
│
一
八
〇
頁
）、
建
保
五
年
五
月
日
「
延
暦
寺
大
衆
解
」（『
鎌

倉
遺
文
』
二
三
一
五
号
）、『
中
臣
祓
訓
解
』（
日
本
思
想
大
系
『
中
世
神
道
論
』
四
二
頁
）

（　

） 
『
新
猿
楽
記
』（
日
本
思
想
大
系
『
古
代
政
治
社
会
思
想
』
一
四
七
頁
）、
大
曽
根
前
掲
註

４５
（　

）
翻
刻
（『
中
世
文
学
の
研
究
』
四
一
二
頁
）

２８

（　

） 
『
覚
禅
鈔
』（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
四
六
│
八
一
八
頁
）

４６
（　

） 
『
沙
石
集
』
一
│
八
（
日
本
古
典
文
学
大
系
本
七
八
頁
）、『
八
幡
愚
童
訓
』（
日
本
思
想
大

４７

系
『
寺
社
縁
起
』
二
〇
三
頁
）

（　

） 

慈
円
『
秘
経
鈔
』（『
続
天
台
宗
全
書　

密
教
』
三
│
一
七
頁
）、『
夢
中
問
答
』（
岩
波
文
庫
、

４８

四
二
頁
）

（　

） 

若
尾
正
希
『「
太
平
記
読
み
」
の
時
代
』
序
章
（
平
凡
社
、
一
九
九
九
年
）

４９
（　

） 

顕
宝
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
（　

）
拙
稿
第
二
章
「
北
条
氏
の
仏
教
界
進
出
」
で
触
れ
た

５０

１８

が
、
元
弘
の
変
で
の
顕
宝
の
動
き
に
つ
い
て
、
若
干
補
足
し
て
お
く
。
元
徳
三
年
八
月
、
倒

幕
計
画
が
露
顕
し
た
後
醍
醐
天
皇
は
、
京
都
を
出
奔
し
東
大
寺
別
当
聖
尋
を
頼
っ
て
東
南
院

に
逃
れ
た
。
し
か
し
、
東
大
寺
に
は
尊
勝
院
時
宝
、
西
室
顕
宝
と
い
う
北
条
氏
出
身
の
有
力

者
が
い
た
た
め
、
す
ぐ
に
東
大
寺
を
出
て
笠
置
山
に
立
て
こ
も
っ
た
。
翌
月
、
幕
府
は
笠
置

山
を
攻
撃
す
る
が
、
そ
の
攻
撃
ル
ー
ト
の
「
案
内
」
を
し
た
の
が
顕
宝
た
ち
で
あ
っ
た
。
ま

た
幕
府
側
が
和
平
交
渉
を
申
し
入
れ
た
時
、
後
醍
醐
は
「
顕
宝
得
業
并
出
羽
入
道
等
伝
説
如

此
申
」
と
述
べ
て
お
り
、
二
階
堂
道
蘊
と
顕
宝
を
笠
置
攻
撃
軍
の
中
心
と
認
識
し
て
い
た
よ

う
で
あ
る
（『
笠
置
寺
縁
起
』〈『
大
日
本
仏
教
全
書
』
一
一
八
│
九
八
頁
〉）。

（
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
〇
九
年
七
月
一
五
日
受
付
、
二
〇
一
〇
年
一
月
一
三
日
審
査
終
了
）
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When thinking about the issue of magic in medieval society, there are two directions to the argument. The 

first is to look at the Middle Ages from the viewpoint of escaping from magic, while the second is to acknowledge 

that the Middle Ages structurally made magic indispensable. The former angle was suggested by Mr. Hidetoshi 

Akamatsu and Mr. Susumu Ishii. However, in medieval society curses functioned as substantive violence, and the 

emperors and shoguns’ goji-so - the monks who prayed for peace and security - prayed for defense against these 

curses using immense wealth and vast labor. From this point of view, the idea suggested by these two men that 

the fear of curses waned during the Middle Ages cannot be justified. 

Having said this, however, as rational mentality was steadily developing, the focus of the issue becomes the re-

lationship between Kenmitsu Buddhism and rationality. Therefore in this article, I have examined the book “To-

san Orai”, and explained that（1）rationality and critical faculties there were secured by the principle of 

adducing evidence, whereby the answer was found after searching at length through domestic and foreign litera-

ture and（2）the above principle was nurtured from the Kenmitsu Buddhism debate and philology research as 

the seedbed. Moreover, I have pointed out that also in Mikkyo（Esoteric Buddhism）prayers（1）monks 

prayed for cure of diseases, incorporating medical technology and（2）advance celebration rituals at Ichinomi-

yas, the first shrines, with the hope of abundant harvests, were based on accomplishment of agricultural technol-

ogy. As such, I have argued that sophisticated rationalism fused with magic and magicality that adopts advanced 

rationality is characteristic of Kenmitsu Buddhism.

Furthermore, as reasons why Kenmitsu Buddhism managed to reign at the top of the magical establishment 

throughout the Middle Ages, I have raised three points, namely,（1）fullness and depth of quality in bibliographi-

cal references,（2）day-to-day disciplines of monks who conducted prayers and（3）highly developed theories 

in justifying curses.

Lastly, I have concluded that the co-existence of rationality and magicality and mix of magical rationality and 

rational magicality are not only characteristic of Kenmitsu Buddhism, but should be regarded as having a super-

historical capacity at one level or another, and penetrating through to modern society.

Key words: Kenmitsu Buddhism, Tosan Orai, goji-so, curses, the principle of adducing evidencea
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