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え
て

、

振
る

舞
う
と

い

う
こ

と
に

お

い

て
、

何
か

が

表
現
さ
れ

、

伝
え
ら

れ

て

き
た
こ

と
を

推
察
さ
せ

る
。

本
交
流
に

お
い

て

は、

そ
れ
ぞ
れ
の

振

る

舞
い

、

身

体
的

表
現
を

通
じ

て

出
会

う
こ

と

に

強
い

関

心
が
持
た

れ

た
。

こ

こ

で

言
う
と

こ

ろ

の

身
体
的
表
現
と
は
、

長
年
の

集
団
的
修
行、

修
道
生

活
の

な
か

で

磨
き
上
げ
ら
れ

て

く
る

宗
教
的
人
格
の

発
露、

具
現

化
で

あ
り

、

宗
教
的
熟
成
が
個
々

の

人
格
を

形
成
し、

そ
の

人

格
は

、

自

ず
と

身
体
性
に
お
い

て

発
露
さ
れ

る
、

と
い

う
受
け
止
め

方
が

双
方
に

あ

っ

た

こ

と
を

想
起
さ
せ

る
。

そ
う
し
た

伝
統
の

な
か
で

の

出
会
い

の

積
み

重
ね

が

本
交
流
で

あ
っ

た
と
す
る

な
ら

ば
、

そ

こ

で

は
、

宗
教

的
人
格
を

深
め

育
む
も
の

が
「

霊

性
」

と
意
識
さ
れ

て

い

た

と

い

う
こ

と
に

な
る

。

宗
教
的
人
格
を

深
め
育
む
も
の

は
、

本
交
流
の

枠
の

な
か
で

は

「

修
行
」

と
か
「

修
道
」

と

呼
ば

れ
て

い

る

か

ら、
「

霊
性
交

流
」

が

継
続
さ
れ
る

根
底
に

、

「

修
行
」

、

「

修
道
」

の

経
験
が
存
立

し
て

い

る

と

言
え
よ
う

。

武
藤
氏
は、

修

道
士
と

禅
僧
が

短
時
間
の

内
に

極
め
て

親
密
に

な
る

こ

と

を

観
察
し
て

い

る

（

前
掲

論
文
八

四

頁）
。

こ

の

こ

と

は
、

教
義
理
解
が

極
め

て

困

難
で

あ
る
一

方
、

修
行、

修
道
と

い

う
共
通

項
が

あ
る

こ

と
に

お
い

て
、

双
方
と
も
に

容
易
に

理
解
し
や

す
い

も
の

が

存
立
し

て

い

る

こ

と
を
示
し
て

い

る
。

白
山

『

泰
澄
和
尚
伝
』

試
論
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『
泰
澄

和
尚

伝
」

記
載
の

紀
年
月
日

が

何
を
意

味
し、

そ

し
て

登
場

す

る

道
照
（
道
昭）

、

行
基、

玄
舫
（

玄
肪
）

の

三

大
徳
か
ら

白
山
修
験

道

の

何
が

推
知
で

き
る

の

か
、

試
論
を
述
べ

た

い
。

　
『
泰
澄

和
尚

伝
』

所
載
の

元

号
の

う
ち
養
老
元

年、

神
護
景
雲
元
年
は

改
元
以
前
に
新
元

号
を

使
用
し
て

い

る
。

こ

れ
は

『

泰
澄
和
尚
伝
』

を

し

て
、

成
文
化
が
後
世
の

も
の

だ

と

暗
に

諭
し
て

い

る

か

も
し

れ

な
い

も
の

の
、

注
視
す
る

ほ
ど
の

事
で

は

な
い

。

も
っ

と

も

養
老
の

元
号
は

白
山

修

験
道
に

す
れ
ば
意

味
が

あ
る

。

そ
れ
よ

り
も
問

題
に

し

な
け
れ

ば
な

ら

な

い

の

が
、

『
泰
澄
和
尚

伝
』

成
立

年
と

す
る

天
徳
の

元

号
と
三

月
廿
四

日

と
い

う
日
次
で

あ
る

。

将
門
の

乱
以
降

、

比
叡
山
は

隆
盛
を

き
わ
め
、

十

五

代
座
主
延

昌
治
山
の

頃
ま
で

に

越
前
馬

場
下

白
山
の

平
泉
寺
は

天

台
末

に

な
っ

て

い

た
。

こ

の

延

昌
治
山

中
の

天

徳
元

年
（
九

五
七、

『

元

亨
釈

書
』

越
知
山

泰
澄

伝
は

同
二

年）

に

『

泰

澄
和

尚
伝
』

成
立
と

設
定
し

て

い

る
こ

と
は

偶
然
で

は

な
い

だ
ろ

う
。

と
い

う
の

も

平
安
京
遷
都
後、

初

の

内
裏
焼
亡
が
天

徳
四

年
九
月
二

十
三

日
で

、

天

徳
か

ら
応
和
へ

の

改
元

理
由
の
一

つ

が

「

天

徳
是
火

神
号
也
」

で

あ
っ

た
。

「

法

性
房
の

焼
け
扉
」

で

も

知
れ
る
が

、

火
雷
天
神
が

猛
威
を
ふ

る
っ

て

い

た

の

で

あ
る

。

そ
の

天
徳
元

年
に

『

泰
澄
和
尚
伝
』

が
成
立
し
た
と

す
る

の

は
、

雪
の

民
俗
信

仰
を

原

有
す
る

白
山

修
験

道
の

立

場
を

象
徴

し
た

も
の

と

考
え

ら
れ
よ

う
。

要
は
火
に

対
す
る

雪
の

民
俗

信
仰
を
も
つ

自
山

修
験
道
を
世
に
喧
伝

せ

し
め
る

た
め

で

あ
っ

た
。

天

徳
の

次
元

号
で

あ
る

応
和
四

年
に
勧
学
会

も
延

暦
寺
で

開
始
さ
れ

る．、

　

三
月
廿
四

日
と
い

う
日
次
を
み

る
。

こ

の

応

当
凵

を

探
す
と

『

平
家
物

語
』

に

あ
る

よ

う
に
平
家
が

滅
亡
し
た

月
日

で

あ
る
。

だ
か

ら
と
い

っ

て

『

平
家

物
語』

成
立

以
降
に

『

泰
澄

和
尚
伝』

が

成
立

し
た

の

か
と
い

う

と
、

そ

う
で

は

な

い
。

平
泉
寺
で

は
こ

の

平
家
滅
亡
の

記
憶
は

忘
れ
て

な

ら
な
い

出
来

事
だ

っ

た

の

で

あ
り、

結
論
を
い

え
ば
延
暦

寺
末
の

も
と
で、

雪
の

民
俗
信
仰
を

表
出
す
る

『

泰
澄
和
尚

伝
』

は

平
家
滅
亡
の

文
治
元
年

以

降
、

弘
安
五

年
ま
で

に
は

成
立
し
て

い

た

こ

と
を

明
ら
か

に

し
た

い
。
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泰
澄
生

誕
日

の

六
月

十
一

日

に

つ

い

て

は
、

こ

の

六
月
の

降

雪
こ

そ

白

山

信
仰
の

源
泉
で

あ
る

雪
の

民
俗
信
仰
と

命
名
し

た
根
拠
で

あ
る

が
、

こ

の

応

当
日

に

最
澄
示
寂
一

週

間
後
に

大
乗
戒
壇

設
立
の

許
可
が
下

り
た
日

が
あ
る

。

さ

ら
に

泰
澄

没
年
は
神

護
景
雲
元
年
（

正
し
く
は

天

平
神
護
三

年
）

三
月

十
八
日

で

あ
る
が、

そ
の

神
護
景
雲

元
年
に

最
澄
が
誕
生
し
て

い

る
。

し
か
も
泰
澄
没

後
ち
ょ

う
ど
五

か

月
後
の

こ

と
で

あ
っ

た
。

十
八

日

と
い

え
ば

勿
論、

観
音
の

縁
凵
で

あ

り、

加
え
て

柳
田
氏
に

よ
れ
ば
三

月
十
八
日
は

普
通
の

凵
で

な
い

と
い

い
、

何
か
か
く
れ
た
由
縁
が
あ
り
そ

う
で

興
味
が
つ

き
な
い

。

　
こ

う
い

っ

た

歴

史
の

中
の

応
当
日

と

関
連
づ

け
る

こ

と

は
、

菅
原
道

真

命
円
と

釈
迦
入
滅
二

月
十
五

日

と
を
因

縁
連
想
づ

け
て

い

る

『

松
崎
天

神

縁
起
』

な
ど
、

説
話
が

制
作
さ
れ
る

と

き
の

手

段
方
法
な
の

で

あ
っ

て、

畢
竟

『

泰
澄
和
尚
伝
』

は

唱
導
説

話
縁
起
だ
っ

た
の

で

あ
る

。

　
『

泰
澄

和
尚
伝
』

に

登

場
す
る

道

昭、

行
基

、

玄
肪
の

大
徳
に

つ

い

て

み
た

い
。

道
昭
と

玄
防
は

法
相
宗
を
請

来
し

た
こ

と

で

夙
に

知
ら
れ
て

お

り、

そ
の

道
昭
に

師
事
し
た

の

が

行
基
で

あ
る

。

法
相
宗
は

法
華
経

、

最

勝
王

経
を
も

行
持
し

、

道
昭、

行
基

、

玄
肪
い

ず
れ

も
法
華
経
に

精
通
し

て

い

た
。

そ
し

て

泰
澄
も
受
持
法
華
者
（
法
華

経
者）

で

あ
っ

た
。

玄
防

は

左
遷

さ
れ
た

だ

け
に

唱

導
に
と
っ

て

は

不
具
合
に

も
か
か

わ
ら

ず、

『

泰
澄
和

尚
伝
』

の

中
で
一

定
の

役
割
を
果
た
し

て

い

る
。

そ
れ
は

泰
澄

が
生

き
た

時
代
と
重
な
る

こ

と

か
ら

、

泰
澄
自
身
の

実
在、

行
実
の

真
実

性
と

白
山

修
験
道
の

奈
良
時
代
か
ら
の

伝
統
を
強
調
し
た

も
の

に

他
な
ら

な
い

。

が
、

そ

の

背
景
に

は

久
安
三

年
（

＝

四
七
）

に

園
城
寺
と

延
暦

寺
と
で

惹
起
し

た

確
執
が

あ
っ

た

に

相
違
な
か
ろ

う
。

法
相
宗
は

兜
率
天

の

弥
勒
を

経
説
す
る

が
、

コ

乗
（
法
華
経
は
）

方
便
」

（
『

沙
石
集
』

）

と

い

い
、

大

乗
戒

壇
設
立

に

護

命
ら
が

反

対
し
た
こ

と
で

明
ら

か

な
よ

う

に
、

結
局
の

と
こ

ろ

白
山

修
験
道
の

立

場
が

あ

り
、

「

悉
皆
成
仏
」

を

説

く
法
華
経
を

所
依
の

経
典
と

す
る

比
叡
山
の

興
隆
と
と

も
に
、

白
山
は

延

暦
寺
末
と
な
っ

て

い

く
の

で

あ
ろ

う
。

『

日
本
霊
異
記
』

に

お

け

る
仏
教
に

つ

い

て

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

前
島
　
康

佑

　
本
発
表
は

、

『

日
本
霊

異
記
』

に

お

け
る

仏

教
を
ど

う
理

解
す
る

か
と

い

う
こ

と
に

関
し
て

、

先
行
研
究
の

理
解
を
批

判
し

た

上
で
、

新
た

な
理

解
を

提
示
す
る、

と
い

う
こ

と
を
目
指
し
た

。

　
具
体
的
に

は

先
行
研
究
で

は
、

『

日

本
霊

異
記
』

を
、

国
家
仏
教
に

対

す
る

民
衆
仏
教
と
し

て

捉
え
ら
れ
て

い

る
（
吉
田
一

彦
氏
『

日

本
古
代
社

会
と

仏
教
』

な
ど

）

。

国
家
仏
教
と
民

衆
仏

教
と
い

う
二

項
対
立
の

枠

組

み

で
、

『

日
本
霊
異
記
』

に
お

け
る

仏
教
を

捉
え

よ
う
と
い

う
の

で

あ
る

。

し
か
し

な
が
ら、

こ

う
し
た
理
解
に
は
い

く
つ

か
の

問
題
点
が

存
す
る

と

思
わ
れ
る

。

　
第
一

に
、

国
家

仏
教

概
念
と

民
衆
仏
教

概
念
の

議
論
の

水
準
が

ず
れ

て

い

る、

と
い

う
点
が

挙
げ
ら
れ
る

。

国
家
仏
教

概
念
（

国
家
仏
教
論
）

と

い

う
も
の

が、

政

策
・

政
治
的
制
度
（
「

僧
尼
令
」

な
ど
に
代
表
さ
れ
る
）

な
の

に

対
し、

民

衆
仏

教
概
念
が
信
仰
や

活
動

内
容
な
ど
の

水
準
に

捉
え

ら
れ
て

い

る
の

で

あ
る

。

こ

れ

で

は、

国

家
仏

教
と

民
衆
仏
教
が

対
応

関

係
に

あ
る

と

は
言
え

ず
、

二

項
対
立
の

枠
組
み

と
し

て

捉
え
る

の

に

は

不

適
切
と

考
え
ら
れ
る

。

　
第
二

に
、

『

日
本
霊
異
記
」

に

お

け
る

私
度
僧
と

官
僧
の

問
題
で

あ
る

。

吉
田
】

彦
氏
や

多
田
一

臣
氏
な
ど
は、

私

度
僧
が

活
躍
す
る

説
話
が

『

日
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