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宗
教
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
現
代
に
お
け
る
地
方
巡
礼

―
旭
・
銚
子
地
区
を
例
と
し
て
―

安

井

光

洋

は
じ
め
に

　

本
稿
は
前
半
と
後
半
の
二
部
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
前
半
で
は
近
年
、
様
々
な
研
究
成
果
が
発
表
さ
れ
て
い
る
「
巡
礼
と
ツ
ー

リ
ズ
ム
」
に
焦
点
を
当
て
る
。
巡
礼
と
は
本
来
、
宗
教
的
な
儀
礼
で
あ
り
信
者
の
信
仰
心
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
近
年
世
界
的
に
そ
の
動
向
に
変
化
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
が
「
巡
礼
の
ツ
ー
リ
ズ
ム
化
」
で
あ
る
。
こ
の
巡
礼
の
ツ
ー

リ
ズ
ム
化
は
巡
礼
者
の
増
加
を
促
す
一
方
で
、
信
仰
心
の
希
薄
化
と
い
う
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。
よ
っ
て
前
半
で
は
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム

の
領
域
に
お
い
て
こ
の
巡
礼
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
問
題
が
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
て
い
く
。

　

続
い
て
後
半
で
は
千
葉
県
の
旭
・
銚
子
地
区
に
お
い
て
毎
年
行
わ
れ
て
い
る
「
大
師
参
り
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
扱
う
。
大
師

参
り
は
現
在
の
旭
市
で
江
戸
時
代
に
行
わ
れ
始
め
、
そ
の
後
、
銚
子
市
ま
で
派
生
し
た
伝
統
的
な
行
事
で
あ
る
が
、
近
年
、
人
口
の

減
少
や
参
加
者
の
高
齢
化
に
伴
い
、
今
後
の
存
続
が
困
難
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
地
方
に
お
け
る
大
師
信
仰
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の
伝
統
の
一
形
態
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
当
該
寺
院
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
な
が
ら
、
そ
の
現
状
と
問
題
点
に

つ
い
て
論
じ
て
い
く
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
近
年
世
界
的
に
は
巡
礼
の
隆
盛
が
見
ら
れ
る
一
方
で
、
地
方
の
伝
統
行
事
と
し
て
の
巡
礼
は
衰
退
が
懸
念
さ
れ

て
い
る
。
本
稿
は
そ
の
よ
う
な
現
状
を
踏
ま
え
た
上
で
、
地
方
に
お
け
る
伝
統
行
事
の
現
代
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
。

一　

巡
礼
と
ツ
ー
リ
ズ
ム

「
巡
礼
」
と
い
う
行
為
は
時
代
や
地
域
を
問
わ
ず
広
く
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
世
界
の
様
々
な
宗
教
に
多
様
な
例
が
見
ら
れ

る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
イ
ス
ラ
ム
教
の
ハ
ッ
ジ
（
メ
ッ
カ
巡
礼
）
や
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
ラ
サ
、
カ
イ
ラ
ス
へ
の
五
体
投
地

巡
礼
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
我
が
国
に
も
伝
統
的
な
巡
礼
と
し
て
四
国
遍
路
が
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
こ
の
「
巡
礼
」
と
い
う
信
仰
形
態
に
つ
い
て
そ
の
様
相
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
「
巡
礼
の
ツ
ー
リ
ズ
ム
化
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
来
信
仰
の
一
形
態
で
あ
っ
た
巡
礼
が
、
商
業
的
な

ツ
ー
リ
ズ
ム
と
結
び
つ
く
こ
と
で
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
巡
礼
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
結
び

つ
き
に
よ
り
、
巡
礼
が
世
界
的
な
ブ
ー
ム
と
な
っ
て
お
り
、
リ
ー
ダ
ー
［
二
〇
〇
五
］
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の

巡
礼
地
を
は
じ
め
と
し
て
、
イ
ン
ド
、
ア
メ
リ
カ
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
な
ど
世
界
各
国
の
聖
地
・
巡
礼
地
に
お
い
て
巡
礼
者
数
の
増

加
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
（
１
）

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
巡
礼
の
ツ
ー
リ
ズ
ム
化
に
つ
い
て
は
現
代
の
日
本
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
く
、
先

に
挙
げ
た
四
国
遍
路
も
ま
た
バ
ス
ツ
ア
ー
な
ど
を
は
じ
め
と
し
た
ツ
ー
リ
ズ
ム
化
が
し
ば
し
ば
話
題
と
な
っ
て
い
る
。
他
に
も
巡
礼

の
多
様
化
の
例
と
し
て
、
ア
ニ
メ
や
漫
画
な
ど
の
舞
台
を
訪
れ
る
こ
と
が
「
聖
地
巡
礼
」
と
呼
ば
れ
、
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
で
取
り
上
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げ
ら
れ
た
こ
と
が
記
憶
に
新
し
い
。
（
２
）

　

こ
の
よ
う
な
巡
礼
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
結
び
つ
き
は
「
宗
教
ツ
ー
リ
ズ
ム
（Religious tourism

）」
と
名
付
け
ら
れ
、
山
中
［
二

〇
一
二
］
に
よ
れ
ば
一
九
九
〇
年
代
ご
ろ
か
ら
欧
米
の
ツ
ー
リ
ズ
ム
研
究
に
お
い
て
一
般
化
し
て
き
た
と
い
う
。
（
３
）

そ
の
一
例
と
し
て

Rinschede
［
一
九
九
二
］
で
は
宗
教
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
以
下
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

Religious tourism
 is that type of tourism

 w
hose participants are m

otivated either in part or exclusively 

for religious reasons. （
４
）

　

こ
の
定
義
に
よ
る
な
ら
ば
、
た
と
え
部
分
的
（in part

）
で
あ
っ
た
と
し
て
も
宗
教
的
な
理
由
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
れ
ば
、
そ

れ
は
宗
教
ツ
ー
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
関
係
性
に
つ
い
て
論
じ
た
研
究

は
広
義
の
宗
教
学
の
分
野
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
仏
教
学
の
研
究
領
域
に
お
い
て
も
例
が
見
ら
れ
、
二
〇
一
七
年
に
ト
ロ
ン
ト

で
開
催
さ
れ
たInternational A

ssociation of Buddhist Studies 2017

（IA
BS

）
で
は“Buddhist tourism

 in A
sia”

と
い

う
パ
ネ
ル
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
（
５
）

　

こ
こ
で
、
宗
教
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
顕
著
な
例
と
し
て
ス
ペ
イ
ン
の
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
デ
・
コ
ン
ポ
ス
テ
ー
ラ
（
以
下
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
）

へ
の
巡
礼
を
挙
げ
た
い
。
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
は
ロ
ー
マ
、
エ
ル
サ
レ
ム
と
並
ぶ
カ
ト
リ
ッ
ク
第
三
の
聖
地
と
し
て
世
界
的
に
知
ら
れ
、

さ
ら
に
一
九
九
三
年
に
そ
の
巡
礼
路
が
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
文
化
遺
産
に
認
定
さ
れ
た
こ
と
で
よ
り
多
く
の
巡
礼
者
を
獲
得
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
し
か
し
、
現
代
の
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
巡
礼
者
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
「
敬
虔
な
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
」
だ
け
で
は

な
く
、
他
宗
教
、
無
宗
教
の
巡
礼
者
た
ち
さ
え
見
ら
れ
る
と
い
う
。
（
６
）
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こ
れ
に
つ
い
て
は
日
本
人
も
例
外
で
は
な
く
バ
ッ
ク
パ
ッ
カ
ー
達
に
よ
る
ブ
ロ
グ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
参
照
す
る
と
、
世
界
一
周
等
の
長

期
旅
行
の
過
程
で
こ
の
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
巡
礼
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
頻
繁
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
多
く
は
カ
ト

リ
ッ
ク
へ
の
信
仰
を
動
機
と
し
て
こ
の
巡
礼
に
参
加
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
巡
礼
と
そ
の
目
的
地
に
は
宗
教
的
意
味
が

多
分
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
参
加
す
る
巡
礼
者
の
動
機
は
宗
教
的
意
識
が
希
薄
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
サ
ン

テ
ィ
ア
ゴ
巡
礼
の
現
状
に
つ
い
て
は
岡
本
［
二
〇
一
二
］
に
具
体
的
な
数
字
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

巡
礼
者
の
属
性
に
つ
い
て
の
統
計
を
挙
げ
て
お
く
と
、
年
齢
別
割
合
で
は
、
三
〇
歳
未
満
が
約
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
三
〇
～

五
九
歳
が
約
五
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
そ
し
て
六
〇
歳
以
上
が
約
一
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
男
女
比
は
三
対
二
で
あ
る
。
国
籍
に
つ
い

て
は
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
外
国
人
（
一
二
〇
ヶ
国
以
上
）
で
、
残
り
が
ス
ペ
イ
ン
人
で
あ
る
。
外
国
人
の
内
訳
で
は
、
例
年
、

フ
ラ
ン
ス
人
、
ド
イ
ツ
人
、
イ
タ
リ
ア
人
で
半
数
以
上
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、
特
に
興
味
深
い
の
が
巡
礼
証
明
書
発
行
の
際

に
三
択
で
問
わ
れ
る
巡
礼
動
機
で
あ
る
。
そ
の
内
訳
は
、
ほ
ぼ
毎
年
、
①
宗
教
的
動
機
が
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
②
宗
教
的
か
つ

文
化
的
動
機
が
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
弱
、
③
文
化
的
動
機
が
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
推
移
し
て
お
り
、「
純
粋
な
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
」

を
意
味
す
る
①
が
半
数
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
巡
礼
を
し
て
い
る
人
で
も
、
③
を
選
ん

で
し
ま
う
と
、
巡
礼
証
明
書
が
簡
素
で
質
感
に
欠
け
る
も
の
に
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
そ
う
し
た
人
の
多
く
も
①
や
②
を
選
択

す
る
の
で
あ
る
。
（
７
）

　

以
上
の
よ
う
に
、
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
巡
礼
に
お
け
る
巡
礼
者
の
動
機
は
「
純
粋
な
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
」
に
基
づ
く
も
の
が
半
数
を
超

え
な
い
と
い
う
。
さ
ら
に
①
も
し
く
は
②
と
回
答
し
て
い
る
者
の
中
に
も
、
実
際
は
③
の
「
文
化
的
動
機
」
と
し
て
回
答
す
べ
き
者
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が
潜
在
的
に
含
ま
れ
て
い
る
と
著
者
は
分
析
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
現
象
は
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
巡
礼
に
の
み
特
有
な
も
の
で
は
な
く
、
日
本
の
四
国
遍
路
の
巡
礼
動
機
に
も
近
年
、

類
似
し
た
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
佐
藤
［
二
〇
〇
四
］
に
詳
細
な
デ
ー
タ
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
同
論
文
で
は
昭
和

四
四
年（
８
）、

昭
和
六
三
年
、
平
成
八
年
の
三
度
に
わ
た
る
四
国
遍
路
の
巡
礼
動
機
に
関
す
る
調
査
結
果
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
回
答
の

選
択
肢
を
「
信
仰
心
に
も
と
づ
い
て
」、「
信
仰
心
と
行
楽
を
兼
ね
て
」、「
行
楽
」、「
精
神
修
養
の
た
め
」、「
そ
の
他
」
と
い
う
五
項

目
に
分
け
て
巡
礼
者
の
動
機
を
調
査
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
項
目
を
前
記
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
巡
礼
の
例
と
比
較
す
る
と
「
信
仰
心
に
も

と
づ
い
て
」
が
①
宗
教
的
動
機
、「
信
仰
心
と
行
楽
を
兼
ね
て
」
が
②
宗
教
的
か
つ
文
化
的
動
機
、「
行
楽
」
が
③
文
化
的
動
機
に
そ

れ
ぞ
れ
相
当
す
る
と
い
え
よ
う
。

　

実
際
に
調
査
の
内
容
を
見
て
み
る
と
、
ま
ず
「
信
仰
心
に
も
と
づ
い
て
」
と
い
う
回
答
が
昭
和
四
四
年
五
二
・
三
％
、
昭
和
六
三

年
三
三
・
三
％
、
平
成
八
年
三
五
・
四
％
と
推
移
し
て
お
り
、
昭
和
六
三
年
の
調
査
を
境
に
半
数
を
下
回
っ
て
い
る
。
こ
の
原
因
に

つ
い
て
著
者
は
「
講
中
や
檀
信
徒
の
高
齢
化
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、「
信
仰
心
と
行
楽
を
兼
ね
て
」
に
つ
い
て
は
昭
和
四
四
年
二
三
・

四
％
、
昭
和
六
三
年
二
五
・
三
％
、
平
成
八
年
二
六
・
五
％
と
大
き
な
変
動
は
見
ら
れ
な
い
。
他
方
、
回
答
の
内
容
に
変
化
が
見
ら

れ
る
の
は
「
精
神
修
養
の
た
め
」
で
あ
る
。
こ
の
項
目
は
昭
和
四
四
年
五
・
二
％
、
昭
和
六
三
年
一
八
・
五
％
、
平
成
八
年
一
四
・

七
％
と
い
う
よ
う
に
昭
和
六
三
年
を
境
に
増
加
し
て
い
る
。
そ
の
原
因
に
つ
い
て
著
者
は
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
か
ら
バ
ブ
ル
崩
壊

と
い
う
歴
史
的
経
緯
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、「
日
常
生
活
の
繁
忙
や
ス
ト
レ
ス
、
雑
踏
な
ど
か
ら
逃
れ
、
自
然
に
接
し
な
が
ら
自
ら

を
顧
み
る
チ
ャ
ン
ス
と
し
て
遍
路
に
出
る
人
が
、
中
高
年
層
や
若
者
に
み
ら
れ
る
」
と
分
析
す
る
。
（
９
）

　

こ
の
よ
う
な
動
機
に
つ
い
て
は
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
巡
礼
に
も
類
似
し
た
例
が
見
ら
れ
、
岡
本
［
二
〇
一
二
］
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
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現
代
の
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
巡
礼
者
た
ち
を
見
て
み
る
と
、
彼
ら
は
必
ず
し
も
「
敬
虔
な
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
」
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、
ほ
と
ん
ど
教
会
へ
行
っ
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
人
々
の
ほ
う
が
多
数
派
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
さ
ら
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
他

教
派
は
当
然
と
し
て
、
他
宗
教
・
無
宗
教
の
巡
礼
者
た
ち
さ
え
見
ら
れ
る
。「
自
分
自
身
を
見
つ
め
直
し
た
い
」、「
資
本
主
義

的
な
価
値
観
と
は
異
な
る
考
え
方
に
触
れ
た
い
」、「
就
職
す
る
前
に
大
き
な
冒
険
が
し
て
み
た
い
」
と
い
っ
た
動
機
か
ら
巡
礼

を
始
め
る
若
者
が
非
常
に
多
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。）

1（
（

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
巡
礼
に
お
い
て
も
前
述
の
四
国
遍
路
と
同
様
に
、
世
俗
的
な
価
値
観
か
ら
の
脱
却
や
精
神
修
養
と

関
連
し
た
動
機
が
近
年
で
は
増
加
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
国
を
問
わ
ず
「
信
仰
心
→
精
神
修
養
」
と
い
う
前
述
の
よ
う

な
動
機
の
遷
移
が
、
現
代
に
お
け
る
巡
礼
の
ひ
と
つ
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、
浅
川
［
二
〇
一
二
］
で
は
こ
の
よ
う
な
四
国
遍
路
と
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
巡
礼
の
類
似
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
同
論
文
に
よ

る
二
〇
〇
一
年
三
月
か
ら
二
〇
一
一
年
五
月
ま
で
の
調
査
に
よ
れ
ば
「
海
外
か
ら
来
る
遍
路
は
、
ア
ジ
ア
（
特
に
中
国
）
が
少
な
く
、

欧
州
・
北
米
が
圧
倒
的
に
多
い
。
一
般
的
な
訪
日
観
光
客
の
動
向
と
は
か
な
り
異
な
る
特
徴
を
持
つ
。」
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の

理
由
に
つ
い
て
は
「
ひ
と
つ
の
仮
説
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
に
お
け
る
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
の
存
在
な
ど
、『
巡
礼
』
に
対
す
る

認
知
度
や
親
近
感
が
影
響
す
る
の
で
は
な
い
か
」
と
分
析
し
て
い
る
。）

11
（

　

こ
の
よ
う
な
両
者
の
親
和
性
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ど
ち
ら
の
巡
礼
も
他
宗
教
の
信
者
や
無
神
論
者
を
排
除
し
て
い
な
い
こ
と

が
最
大
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
な
現
代
の
巡
礼
に
お
け
る
宗
教
性
の
希
薄
化
も
こ
れ
に
起
因
す
る
と

思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
前
述
の
「
信
仰
心
」、「
精
神
修
養
」、「
宗
教
的
動
機
」、「
文
化
的
動
機
」
と
い
っ
た
回
答
の
設
定
方
法
は
や
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や
巨
視
的
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
異
な
る
観
点
か
ら
の
調
査
の
例
と
し
て
渋
谷
［
二
〇
一
一
］
を
挙
げ
た
い
。
同
論
文
で
は
著
者
が
二
〇
〇
四
年
か

ら
翌
年
に
か
け
て
行
っ
た
四
国
遍
路
の
動
機
に
関
す
る
調
査
結
果
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
動
機
は
多
い
順
に
①
供
養

五
七
％
、
②
自
分
探
し
三
五
％
、
③
癒
し
二
九
％
、
④
信
仰
一
四
％
、
⑤
病
気
平
癒
一
三
％
、
⑥
健
康
増
進
一
三
％
、
⑦
他
の
願
掛

け
一
一
％
、
⑧
観
光
九
％
、
⑨
修
行
八
％）

12
（

と
さ
れ
て
い
る
。）

13
（

　

上
位
か
ら
順
に
見
て
い
く
と
、
ま
ず
こ
の
調
査
で
は
「
供
養
」
と
い
う
項
目
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
半
数
を
超
え
、
か
つ

最
多
の
回
答
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
四
国
遍
路
＝
故
人
の
供
養
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
日
本
に
お
い
て
一
般
的
な
も
の
と
し
て

定
着
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
「
自
分
探
し
」、「
癒
し
」
と
い
う
回
答
が
続
い
て
い
る
。
こ

の
「
自
分
探
し
」
や
「
癒
し
」
と
い
う
動
機
に
つ
い
て
著
者
は
「
平
成
に
な
っ
て
初
め
て
出
て
き
た
も
の
」）

1（
（

と
す
る
が
、
こ
れ
に
つ

い
て
は
先
に
見
た
調
査
の
「
精
神
修
養
」
と
類
似
し
た
動
機
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
信
仰
」
は
一
四
％
で
四
番
目
と
な

っ
て
お
り
、
や
は
り
こ
の
調
査
に
お
い
て
も
、
積
極
的
に
主
た
る
動
機
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
「
供
養
」
と
い
う
選
択
肢
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
的
な
動
機
が
最
多
の
回
答
と
な
っ

て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
が
設
問
の
設
定
方
法
や
、
時
間
的
・
地
理
的
要
因
な
ど
の
諸
条
件
に
よ
っ
て
大
き

く
変
化
す
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
先
に
筆
者
が
〝
巨
視
的
〟
と
し
た
「
信
仰
」
と
い
う
選
択
肢
は
巡

礼
者
た
ち
か
ら
巡
礼
の
動
機
と
し
て
積
極
的
に
選
ば
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
「
供
養
」
と
い
う
よ
り
具
体
的
な
表
現

を
選
択
肢
と
し
て
設
け
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
巡
礼
動
機
と
し
て
最
多
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
先
の
佐
藤
［
二
〇
〇
四
］
の
調
査
と
比
較
す
る
と
、
ま
ず
佐
藤
［
二
〇
〇
四
］
で
は
「
信
仰
心
に
も
と
づ
い
て
」
と
い
う

選
択
肢
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
昭
和
六
三
年
を
境
に
半
数
を
超
え
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
他
方
、
渋
谷
［
二
〇
一
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一
］
で
は
上
述
の
よ
う
に
「
供
養
」
が
五
七
％
で
最
多
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
両
者
の
回
答
を
検
討
す
る
と
、
ま
ず
「
信

仰
心
に
も
と
づ
い
て
」
と
い
う
回
答
は
「
自
分
自
身
と
信
仰
対
象
と
の
関
係
」
を
意
味
し
て
い
る
。
他
方
、「
供
養
」
は
「
自
分
と

特
定
の
故
人
と
の
関
係
」
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
四
国
遍
路
の
動
機
に
つ
い
て
は
、
自
分
自
身
の
信
仰
が
主
た
る
動

機
と
し
て
問
わ
れ
る
と
半
数
を
下
回
る
が
、
故
人
の
供
養
と
い
う
動
機
を
回
答
と
し
て
設
定
す
れ
ば
そ
れ
が
最
多
と
な
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
世
界
的
に
巡
礼
は
ツ
ー
リ
ズ
ム
化
し
、
宗
教
的
要
素
が
希
薄
化
し
て
い
る
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
が
、
日
本

に
お
け
る
巡
礼
に
つ
い
て
は
「
故
人
の
供
養
の
た
め
」
と
い
う
宗
教
的
な
意
識
が
い
ま
だ
に
根
強
い
こ
と
が
わ
か
る
。

二　

大
師
参
り

大
師
参
り
と
そ
の
起
源

　

仏
教
に
お
け
る
巡
礼
と
い
え
ば
我
が
国
で
は
、
先
に
も
述
べ
た
通
り
四
国
遍
路
が
も
っ
と
も
代
表
的
な
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
た
、
日
本
に
は
四
国
遍
路
を
模
し
た
地
方
巡
礼
も
数
多
く
の
例
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
四
国
遍
路
お
よ
び
そ
れ
に
類
す

る
地
方
巡
礼
に
関
し
て
取
り
扱
っ
た
文
献
は
、
学
術
的
な
専
門
書
か
ら
一
般
向
け
の
書
籍
に
至
る
ま
で
広
く
出
版
さ
れ
て
お
り
汗
牛

充
棟
の
感
が
あ
る
が
、
実
際
に
は
そ
れ
ら
の
文
献
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
な
い
例
も
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
が
今
回
挙
げ
る
千
葉

県
銚
子
市
で
毎
年
四
月
に
行
わ
れ
て
い
る
「
大
師
参
り
」
で
あ
る
。

　

こ
の
銚
子
の
大
師
参
り
の
起
源
に
つ
い
て
『
銚
子
市
史
』
に
よ
れ
ば
「
江
戸
時
代
に
旭
町
（
筆
者
注
：
現
旭
市
）
野
中
の
長
禅
寺

が
中
心
と
な
っ
て
、
東
下
総
一
帯
の
寺
院
に
設
け
た
も
の
で
あ
る
。」）

15
（

と
あ
る
。
こ
の
長
禅
寺
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
大
師

巡
礼
は
通
称
「
浜
大
師
」
と
言
わ
れ
、
毎
年
四
月
五
日
か
ら
一
三
日
ま
で
九
日
間
を
か
け
て
海
上
、
香
取
、
匝
瑳
、
山
武
の
四
郡
（
四
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国
を
模
し
て
い
る
）
を
巡
拝
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
起
源
は
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）、
同
寺
第
四
五
世
融
啓
和
尚
が
匝
瑳
市
登
戸
の
篤
信
の
檀
信
徒
と
と
も
に
前
述
の
四
郡
を

巡
拝
し
た
こ
と
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
に
は
参
加
者
の
増
加
に
伴
い
、
第
五
七
世
金
山
堯
範
和

尚
が
長
禅
寺
を
教
会
所
と
し
て
定
め
、「
十
善
遍
照
講
社
」
と
し
て
結
社
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
明
治
三
八
年
に
は
正
式
に
宗
派

へ
「
新
義
真
言
宗
智
山
派
密
厳
教
会
十
善
遍
照
講
」
と
し
て
認
可
申
請
さ
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
当
時
の
資
料
が
現
存
し
て
お
り
、

当
該
箇
所
を
抜
粋
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

密
嚴
教
会
十
善
遍
照
講

御
認
可
願

千
葉
縣
海
上
宗
務
支
所
下

右
縣
海
上
郡
浦
賀
村

　
　
　
　
　
　
　
　

長
禅
寺

右
長
禅
寺
ヲ
以
テ
千
葉
縣
海
上
郡
新
義
眞
言
宗
智
山
派
教
會
所
ト
シ
新
義
眞
言
宗
智
山
派
密
嚴
教
會
十
善
遍
照
講
ノ
名
稱
ヲ
以

テ
布
教
仕
度
候
間
御
認
可
被
成
下
度
此
段
規
約
書
相
添
奉
願
上
候
也

右
長
禅
寺
住
職

明
治
三
十
八
年
三
月
三
日　

権
大
僧
都　

松
戸
宥
眞

新
義
眞
言
宗
智
山
派
管
長
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大
僧
正　

瑜
伽
教
如
殿

　

そ
し
て
、
同
年
に
当
時
の
智
山
派
管
長
で
あ
っ
た
瑜
伽
教
如
猊
下
よ
り
正
式
に
認
可
さ
れ
た
。）

1（
（

以
上
の
経
緯
で
発
展
し
た
旭
町
の

浜
大
師
に
倣
っ
て
、
銚
子
に
お
い
て
も
大
師
巡
礼
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
利
根
川
下
流
域
に
お
け
る
大
師
巡
礼
に
つ
い
て
は
小
嶋
［
一
九
九
六
］
で
詳
細
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で

は
前
記
旭
の
浜
大
師
に
つ
い
て
は
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
銚
子
の
大
師
参
り
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
以
上
の
理
由

か
ら
今
回
は
銚
子
の
大
師
参
り
を
例
と
し
て
挙
げ
、
現
代
の
地
方
に
お
け
る
大
師
信
仰
の
伝
承
形
態
と
そ
の
存
続
に
つ
い
て
考
察
を

試
み
た
い
。

大
師
参
り
の
概
要
と
特
徴

　

ま
ず
本
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
大
師
参
り
に
参
加
し
て
い
る
銚
子
市
内
の
寺
院
八
ヶ
寺
に
簡
単
な
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ

た
。
そ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
設
問
は
①
参
加
人
数
、
②
参
加
者
の
構
成
、
③
参
加
人
数
の
推
移
、
④
お
参
り
の
際
に
読
誦
す
る
経
典
・

御
詠
歌
、
⑤
今
後
の
運
営
に
対
す
る
不
安
の
有
無
の
五
問
で
あ
る
。
よ
っ
て
以
下
で
は
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
を
適
宜
提
示
し
つ

つ
論
考
を
進
め
て
い
く
。

　

大
師
参
り
の
概
要
を
説
明
す
る
と
、
開
催
時
期
は
浜
大
師
と
同
じ
く
毎
年
四
月
で
あ
り
、
各
寺
院
の
僧
侶
が
檀
家
を
引
き
連
れ
て

市
内
の
真
言
宗
寺
院
を
巡
拝
し
て
回
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
巡
拝
す
る
寺
院
数
は
寺
院
に
よ
っ
て
多
少
異
な
る
が
概
ね
二
〇
ヶ
寺

を
二
日
間
に
分
け
て
巡
拝
し
て
い
る
。
ま
た
、
巡
拝
の
際
に
は
寺
院
に
よ
っ
て
は
接
待
を
設
け
て
お
り
、
そ
の
接
待
を
行
う
メ
ン
バ
ー

は
各
寺
院
の
世
話
人
、
檀
家
の
中
か
ら
選
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
接
待
の
内
容
に
つ
い
て
、
か
つ
て
は
同
じ
銚
子
市
内
で
あ
っ
て
も
地
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域
に
よ
っ
て
供
さ
れ
る
料
理
が
異
な
っ
て
お
り
、
農
村
地
域
で
は
そ
の
畑
で
採
れ
た
も
の
、
沿
岸
地
域
で
あ
れ
ば
海
産
物
と
い
う
よ

う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
特
産
品
を
接
待
と
し
て
振
舞
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
参
加
者
に
と
っ
て
は
巡
礼
と
い
う
目
的
の
他
に

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
意
識
も
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
、
こ
の
大
師
参
り
の
特
徴
的
な
点
を
挙
げ
る
と
、
ま
ず
参
加
者
は
前
年
に
葬
儀
を
行
っ
た
家
の
家
族
が
中
心
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
い
わ
ゆ
る
「
講
」
と
し
て
固
定
的
な
メ
ン
バ
ー
が
参
加
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
毎
年
異
な
る
参
加
者
で
巡
拝
を
行
う
。

し
か
し
、
案
内
役
と
し
て
各
寺
院
の
世
話
人
も
同
行
す
る
ほ
か
、
御
詠
歌
講
を
設
け
て
い
る
寺
院
で
は
そ
の
講
員
が
先
頭
に
立
っ
て

御
詠
歌
を
詠
唱
す
る
た
め
、
そ
ち
ら
に
つ
い
て
は
毎
年
同
じ
メ
ン
バ
ー
が
参
加
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
参
加
者
の
構
成
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
以
下
の
七
種
か
ら
あ
て
は
ま
る
も
の
す
べ
て
を
選
択
す
る
と
い
う
形
式

で
尋
ね
た
。
①
自
分
の
寺
院
の
僧
侶
、
②
自
分
の
寺
院
以
外
の
僧
侶
、
③
世
話
人
、
④
御
詠
歌
講
、
⑤
前
年
に
葬
儀
を
行
っ
た
檀
家
、

⑥
⑤
以
外
の
檀
家
、
⑦
そ
の
他
。
結
果
と
し
て
は
①
七
ヶ
寺
、
②
二
ヶ
寺
、
③
六
ヶ
寺
、
④
二
ヶ
寺
、
⑤
八
ヶ
寺
、
⑥
五
ヶ
寺
、
⑦

二
ヶ
寺
と
な
っ
た
。
⑦
を
選
択
し
た
二
例
に
つ
い
て
は
「
住
職
の
兼
務
寺
院
の
世
話
人
・
檀
家
」
お
よ
び
「
元
御
詠
歌
講
の
人
た
ち
」

と
い
う
回
答
で
あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
基
準
で
参
加
者
が
構
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、
先
に
見
た
四
国
遍
路
の
巡
礼
動
機
に
比
べ
る

と
大
師
参
り
の
参
加
動
機
は
「
故
人
の
弔
い
」
と
い
う
性
格
が
よ
り
強
い
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
具
体
的
な
参
加
人
数
に
つ
い
て
は
、

ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
で
は
一
～
二
〇
人
と
い
う
回
答
が
三
ヶ
寺
、
二
一
～
四
〇
人
が
一
ヶ
寺
、
四
一
～
六
〇
人
が
二
ヶ
寺
、
六
一
～

八
〇
人
が
一
ヶ
寺
、
八
一
～
一
〇
〇
人
が
一
ヶ
寺
（
た
だ
し
住
職
の
兼
務
寺
院
の
世
話
人
・
檀
家
を
含
む
）
と
い
う
結
果
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
お
参
り
の
際
に
は
い
ず
れ
の
寺
院
も
基
本
的
に
は
智
山
勤
行
式
を
読
誦
す
る
。
さ
ら
に
、
御
詠
歌
講
を
設
け
て
い
る
寺
院

で
は
こ
れ
に
御
詠
歌
が
加
わ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
に
は
勤
行
式
の
中
か
ら
般
若
心
経
を
割
愛
す
る
例
も
あ
る
。
今
回
調
査
し
た
中

で
は
四
ヶ
寺
が
御
詠
歌
を
唱
え
て
お
り
、
そ
の
う
ち
二
ヶ
寺
が
般
若
心
経
を
割
愛
し
、
他
方
の
二
ヶ
寺
が
御
詠
歌
、
般
若
心
経
の
両
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方
を
唱
え
て
い
る
と
い
う
回
答
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
大
師
参
り
の
特
徴
と
し
て
、
巡
礼
の
形
式
を
取
っ
て
は
い
る
が
、
そ
の
移
動
範
囲
が
銚
子
市
内
の
寺
院
に
限
ら
れ
て
い
る

た
め
、
巡
礼
の
範
囲
と
し
て
は
他
の
巡
礼
地
と
比
べ
て
狭
く
、
局
地
的
で
あ
る
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
筆
者
個

人
の
私
見
で
は
あ
る
が
、
先
導
役
の
僧
侶
と
し
て
こ
の
大
師
参
り
に
参
加
す
る
中
で
、
参
加
者
か
ら
「
銚
子
に
こ
ん
な
に
い
ろ
ん
な

お
寺
が
あ
る
と
は
知
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
声
を
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
大
師
参
り
を
通
じ
て
教
区
単
位
で
の
真
言

宗
寺
院
の
認
知
度
を
高
め
る
と
い
う
付
加
価
値
が
期
待
さ
れ
る
。

　

そ
の
他
に
特
徴
的
な
点
と
し
て
は
、
大
師
参
り
の
「
大
師
」
が
弘
法
大
師
だ
け
を
指
す
の
で
は
な
く
、
興
教
大
師
も
加
え
た
、
い

わ
ゆ
る
両
祖
大
師
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
各
寺
院
を
参
拝
す
る
際
に
は
弘
法
大
師
だ
け
で
な
く
興
教
大
師
の
御

詠
歌
も
詠
唱
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
前
掲
の
小
嶋
［
一
九
九
六
］
を
参
照
し
た
限
り
で
は
利
根
川
下
流
域
の
大
師
巡
礼
に
お
い
て
興

教
大
師
も
祀
ら
れ
て
い
る
と
い
う
例
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
な
ぜ
銚
子
の
大
師
参
り
だ
け
が
両
祖
大
師
を
祀
る
か
に
つ
い

て
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

問
題
点

　

以
上
が
大
師
参
り
の
概
要
と
特
徴
で
あ
る
が
、
冒
頭
で
述
べ
た
通
り
こ
の
行
事
の
今
後
の
運
営
と
存
続
に
は
様
々
な
困
難
が
予
想

さ
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
ま
ず
は
参
加
人
数
の
減
少
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
で
①
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
、

②
や
や
減
少
し
て
い
る
、
③
大
き
な
変
化
な
し
、
④
や
や
増
加
し
て
い
る
、
⑤
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
と
い
う
選
択
肢
を
設
け
た
と

こ
ろ
、
①
三
ヶ
寺
、
②
三
ヶ
寺
、
③
二
ヶ
寺
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
大
師
参
り
全
体
の
参
加
人
数
は
明
ら
か
に
減

少
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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ま
た
、
今
後
の
運
営
に
対
す
る
不
安
の
有
無
を
尋
ね
る
設
問
で
は
「
不
安
が
な
い
」
と
回
答
し
た
の
は
一
ヶ
寺
の
み
で
あ
り
、
他

は
「
不
安
が
あ
る
」
と
回
答
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
不
安
要
素
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
①
僧
侶
の
高
齢
化
、
②
世
話
人
、
御
詠

歌
講
の
高
齢
化
、
③
世
話
人
、
御
詠
歌
講
の
後
継
者
不
足
、
④
参
加
者
の
減
少
、
⑤
檀
家
の
減
少
、
⑥
檀
家
の
信
仰
心
の
低
下
、
⑦

経
済
的
な
問
題
、
⑧
そ
の
他
と
い
う
選
択
肢
を
設
け
て
尋
ね
た
（
複
数
回
答
可
）。
そ
し
て
結
果
は
②
四
ヶ
寺
、
③
四
ヶ
寺
、
④
五

ヶ
寺
、
⑤
四
ヶ
寺
、
⑥
三
ヶ
寺
、
⑦
二
ヶ
寺
と
な
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
問
題
に
対
し
て
、
冒
頭
で
挙
げ
た
よ
う
な
宗
教
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
研
究
か
ら
新
な
道
筋
へ
の
ヒ
ン
ト
を
模
索
す
る
べ
き
か
、

あ
る
い
は
あ
く
ま
で
伝
統
遵
守
に
徹
す
る
べ
き
か
、
具
体
的
な
方
策
に
つ
い
て
現
時
点
で
は
全
く
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の

よ
う
な
現
代
的
な
宗
教
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
伝
統
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
リ
ー
ダ
ー
［
二
〇
〇
五
］
で
は
以
下
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
巡
礼
は
常
に
、
日
常
の
社
会
的
束
縛
や
つ
な
が
り
に
よ
る
制
限
か
ら
逃
れ
る
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
自
己
表
現

と
宗
教
的
探
求
に
対
し
て
も
、
高
度
に
個
人
化
さ
れ
た
視
野
を
提
供
し
て
き
た
の
だ
が
、
近
代
以
前
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
宗

教
伝
統
の
枠
組
み
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
普
通
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
現
代
に
お
い
て
新
し
い
の
は
、
伝
統
的
巡
礼

路
を
利
用
し
て
い
る
時
で
も
、
巡
礼
者
達
は
自
分
が
そ
の
伝
統
と
は
無
縁
で
あ
る
と
述
べ
、
自
分
の
旅
を
個
人
化
さ
れ
た
探
求

と
自
己
成
長
の
枠
組
み
と
い
う
文
脈
の
み
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
ま
っ
た
く
当
然
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
増
加
し
て

い
く
サ
ン
チ
ア
ゴ
や
四
国
の
巡
礼
者
達
は
、
自
分
達
の
旅
を
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
思
想
の
観
点
か
ら
理
解
し
、
長
い
間
巡
礼
に
結
び

つ
い
て
き
た
宗
教
伝
統
に
関
わ
り
あ
う
必
要
を
ま
っ
た
く
感
じ
な
い
ま
ま
巡
礼
に
参
加
で
き
て
い
る
。（
中
略
）
こ
う
し
た
状

況
を
前
に
す
る
と
、
巡
礼
が
、
個
人
化
さ
れ
た
精
神
的
探
求
と
い
う
観
念
の
成
長
を
象
徴
し
て
い
る
一
方
で
、
組
織
的
宗
教
に

対
し
て
は
、
二
一
世
紀
に
お
け
る
新
し
い
課
題
を
つ
き
つ
け
て
い
る
と
わ
か
る
の
で
あ
る
。）

17
（
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こ
こ
で
は
か
つ
て
の
巡
礼
が
伝
統
的
か
つ
組
織
的
な
宗
教
の
枠
組
み
の
中
で
行
わ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
現
代
で
は
よ
り
個
人
化

し
た
目
的
に
お
い
て
行
わ
れ
て
お
り
、
巡
礼
者
本
人
達
も
そ
の
よ
う
な
伝
統
と
は
無
縁
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
前
掲
岡
本
［
二
〇
一
二
］
で
は
「
西
欧
で
言
え
ば
、
教
会
を

中
心
と
す
る
宗
教
生
活
は
衰
退
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
教
会
の
外
部
に
お
い
て
実
に
多
様
な
宗
教
性
が
開
花
し
つ
つ
あ
る
。
個
々

人
が
自
ら
の
意
思
や
嗜
好
に
合
わ
せ
て
宗
教
性
を
選
び
取
り
、
組
み
合
わ
せ
る
よ
う
な
状
況
が
展
開
し
て
い
る
。
宗
教
は
社
会
の
中

で
の
居
場
所
を
な
く
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
場
所
を
変
え
つ
つ
あ
る
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。」）

18
（

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
両
者
の
考
察
は
先
に
見
た
四
国
遍
路
の
動
機
に
関
す
る
調
査
の
「
精
神
修
養
」
や
「
自
分
探
し
」、「
癒
し
」
と
い
っ
た
回

答
が
近
年
、
増
加
傾
向
に
あ
る
と
い
う
結
果
と
も
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
リ
ー
ダ
ー
［
二
〇
〇
五
］
の
「
伝
統
と

は
無
縁
で
あ
る
」、「
宗
教
伝
統
に
関
わ
り
あ
う
必
要
を
ま
っ
た
く
感
じ
な
い
」
と
い
う
主
張
に
は
疑
問
が
残
る
。
な
ぜ
な
ら
巡
礼
者

の
意
識
が
そ
の
巡
礼
地
に
お
け
る
伝
統
と
完
全
に
無
縁
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
巡
礼
地
を
選
択
し
て
参
加
す
る
理
由
が
説
明
で
き
な

い
か
ら
で
あ
る
。
巡
礼
者
た
ち
が
伝
統
的
な
巡
礼
に
自
ら
参
加
し
て
い
る
以
上
、
た
と
え
そ
の
宗
教
に
対
す
る
信
仰
を
持
た
な
く
て

も
、
そ
の
伝
統
に
何
ら
か
の
価
値
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
木
村
［
二
〇
一
二
］
に
よ
る
論
考
を
見
て
み
よ
う
。
同
論
文
は
長
崎
の
キ
リ
ス
ト
教
聖
地
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
め
ぐ

る
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
近
年
こ
の
長
崎
の
キ
リ
ス
ト
教
聖
地
が
人
気
を
博
し
て
い
る
「
最
も
重
要
な
根

拠
」
に
つ
い
て
、
世
界
遺
産
に
認
定
さ
れ
た
こ
と
と
、
バ
チ
カ
ン
に
よ
っ
て
公
式
巡
礼
地
と
し
て
認
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
「
聖
地

の
制
度
的
な
権
威
と
格
式
で
あ
る
」
と
す
る
。）

19
（

つ
ま
り
伝
統
教
団
に
よ
っ
て
聖
地
と
し
て
認
定
さ
れ
る
こ
と
で
そ
の
真
正
性
が
担
保

さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
巡
礼
者
が
増
加
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
木
村
［
二
〇
一
二
］
は
以
下
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
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こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
必
ず
し
も
キ
リ
ス
ト
教
信
徒
の
巡
礼
者
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
ツ
ー
リ
ス
ト
を
も
巡
礼
者
と
し

て
積
極
的
に
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
巡
礼
」
は
「
心
の
旅
」
と
呼
び
か

え
ら
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
信
徒
か
否
か
に
関
わ
り
な
く
、
聖
地
に
対
す
る
何
ら
か
の
関
心
を
も
っ
て
訪
れ
る
ツ
ー
リ
ス
ト
の
旅
を

も
包
摂
す
る
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
聖
地
自
体
も
多
く
の
人
々
に
巡
礼
の
機
会
を
提
供
し
う
る

「
す
ば
ら
し
い
場
」
と
、
広
義
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。）

2（
（

　

つ
ま
り
カ
ト
リ
ッ
ク
の
側
が
巡
礼
者
を
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
限
定
し
な
い
こ
と
で
、
信
仰
に
関
係
な
く
あ
ら
ゆ
る
巡
礼
者
を
受
け
入

れ
つ
つ
、
求
め
ら
れ
る
真
正
性
を
提
供
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
現
代
の
巡
礼
者

と
彼
ら
の
巡
礼
へ
の
動
機
は
必
ず
し
も
巡
礼
地
に
お
け
る
伝
統
と
無
関
係
で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
大
師
参
り
の
よ
う
な
伝
統
宗
教
主
導
の
地
方
巡
礼
に
お
い
て
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
何
よ
り
も
ま

ず
伝
統
行
事
と
し
て
の
巡
礼
の
形
式
を
保
持
す
る
こ
と
で
、
巡
礼
へ
の
意
欲
を
持
つ
者
た
ち
へ
「
場
」
を
提
供
す
る
こ
と
に
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
上
で
さ
ら
に
「
精
神
修
養
」
や
「
自
分
探
し
」、「
癒
し
」
と
い
っ
た
個
人
的
な
付
加
価
値
を
選
び
取

れ
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

結
語

　

以
上
の
よ
う
に
今
後
の
運
営
に
関
し
て
多
く
の
問
題
を
孕
ん
で
い
る
大
師
参
り
で
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
地
域
の
真
言
宗
寺
院

に
対
す
る
認
知
度
を
高
め
る
と
い
う
社
会
教
化
的
側
面
が
あ
り
、
延
い
て
は
檀
信
徒
の
宗
派
へ
の
帰
属
意
識
を
高
め
る
こ
と
が
期
待
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ー
リ
ズ
ム
―
聖

な
る
も
の
の
変
容
と
持
続
―
』pp.170‑189

岡
本
亮
輔

　
　
［
二
〇
一
一
］： 「
巡
礼
ツ
ー
リ
ズ
ム
―
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
バ
ス
巡
礼
団

の
事
例
―
」『
宗
教
研
究
』
8（
巻
第
４
輯　

pp.1002‑
1003

　
　
［
二
〇
一
二
］： 「
第
５
章　

信
仰
な
き
巡
礼
者
―
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
デ
・

コ
ン
ポ
ス
テ
ー
ラ
へ
の
道
―
」『
宗
教
と
ツ
ー
リ
ズ
ム

―
聖
な
る
も
の
の
変
容
と
持
続
―
』pp.126‑148

で
き
る
。
そ
し
て
な
に
よ
り
参
加
者
が
僧
侶
や
御
詠
歌
講
と
共
に
経
典
を
読
誦
し
、
御
詠
歌
を
詠
唱
す
る
こ
と
で
、
よ
り
主
体
的
か

つ
積
極
的
に
故
人
の
弔
い
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
、
従
前
の
供
養
で
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
新
た
な
体
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
同
様
の
問
題
に
直
面
し
て
い
る
伝
統
行
事
が
こ
の
他
に
も
国
内
に
数
多
く
存
在
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、

こ
の
研
究
領
域
に
お
い
て
は
さ
ら
に
多
く
の
事
例
を
集
め
つ
つ
、
よ
り
具
体
的
な
方
策
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
長
禅
寺
ご
住
職
伊
藤
堯
貫
師
に
は
大
師
参
り
に
関
す
る
多
く
の
貴
重
な
資
料
を
ご
提
供
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、

下
総
海
銚
教
区
の
諸
寺
院
の
皆
様
に
は
貴
重
な
お
時
間
を
頂
戴
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
心
よ
り

感
謝
を
申
し
上
げ
る
。）
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小
嶋
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巡
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第
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巡
礼
の
構
造
と
地
方
巡
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佐
藤
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遍
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人
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宗
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［
二
〇
一
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］： 「
四
国
遍
路
の
目
的
意
識　

―
澄
禅
『
四
国
遍
路
日
記
』

と
現
在
と
の
比
較
―
」『
宗
教
研
究
』
8（
巻
第
４
輯　

pp.450‑451

銚
子
市
史
編
纂
委
員
会

　
　
［
一
九
五
六
］： 『
銚
子
市
史
』

山
中
弘

　
　
［
二
〇
一
二
］： 「
序
章
「
宗
教
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
研
究
に
向
け
て
」『
宗

教
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
―
聖
な
る
も
の
の
変
容
と
持
続
―
』

pp.3‑3（

リ
ー
ダ
ー
・
イ
ア
ン

　
　
［
二
〇
〇
五
］： 「
現
代
世
界
に
お
け
る
巡
礼
の
興
隆　

―
そ
の
意
味
す

る
も
の
」『
現
代
宗
教
２
０
０
５
』pp.279‑305
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一
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九
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