
─ 1 ─

　

大
東
敬
明 

提
出 

学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

　
　
『
寺
院
儀
礼
に
お
け
る
中
臣
祓
―
東
大
寺
修
二
会
の
神
道
史
学
的
研
究
―
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

　

本
論
文
は
、
大
き
く
序
章
、
第
一
章
「
中
臣
祓
の
研
究
史
」、
第
二
章
「
東
大
寺
修
二
会

と
中
臣
祓
」、
第
三
章
「
東
大
寺
堂
衆
と
真
言
神
道
」、
第
四
章
「
春
日
社
に
お
け
る
祭
具
と

神
祇
言
説
」、
終
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

序
章
に
は
、
研
究
の
目
的
、
立
場
、
意
義
、
そ
し
て
構
成
が
述
べ
て
あ
る
。「
中
臣
祓
」

を
通
路
と
し
て
、
寺
院
儀
礼
を
神
道
史
学
の
立
場
か
ら
研
究
す
る
と
し
、
そ
の
理
由
・
目
的
、

そ
こ
に
見
ら
れ
る
課
題
を
指
摘
し
、
本
論
文
の
研
究
方
法
と
各
章
節
に
関
わ
る
「
中
臣
祓
」

の
展
開
を
示
し
て
あ
る
。
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現
在
の
神
道
史
研
究
で
は
、
寺
院
儀
礼
の
中
で
の
神
祇
に
つ
い
て
の
研
究
が
積
極
的
に
行

わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
事
実
を
指
摘
し
、
今
後
は
寺
院
を
は
じ
め
、
人
と
神
祇
の
多
様
な
交
流

の
場
と
し
て
の
儀
礼
の
変
遷
に
注
目
し
、
そ
れ
を
神
道
史
の
中
に
位
置
付
け
て
ゆ
く
こ
と
の

重
要
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

第
一
章
で
は
、
中
臣
祓
の
研
究
史
を
整
理
し
て
い
る
。
そ
の
第
一
節
で
は
、
大
正
か
ら
現

在
ま
で
の
中
臣
祓
の
研
究
史
を
年
代
順
に
整
理
し
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
問
題
点
を
指
摘
し
て

い
る
。
中
臣
祓
研
究
は
、
昭
和
十
年
代
に
、
宮
地
直
一
・
河
野
省
三
・
山
本
信
哉
・
西
田
長

男
・
萩
原
龍
夫
ら
に
よ
り
基
礎
的
研
究
が
な
さ
れ
、
昭
和
五
十
年
代
に
入
る
と
、
岡
田
莊
司

は
従
来
の
研
究
を
整
理
し
て
、
現
在
の
中
臣
祓
研
究
の
基
礎
を
築
い
た
が
、
中
臣
祓
の
伝
播

や
儀
礼
面
の
研
究
は
十
分
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

第
二
節
で
は
、『
大
祓
詞
註
釈
大
成
』
の
底
本
と
宮
地
直
一
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
の
関
わ
り

を
考
察
し
て
い
る
。
そ
こ
で
の
底
本
に
用
い
ら
れ
た
諸
本
が
、
少
な
か
ら
ず
、
現
在
、
國
學

院
大
學
の
宮
地
直
一
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
後
で
、
そ
れ
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ら
の
主
な
も
の
、
例
え
ば
清
世
本
・
雅
業
王
伝
授
本
・
平
仮
名
本
・
仮
名
付
本
な
ど
に
つ
い

て
解
説
し
て
あ
る
。

　

第
二
章
は
、
東
大
寺
修
二
会
に
お
け
る
中
臣
祓
及
び
神
祇
、
注
連
縄
な
ど
を
考
察
し
て
い

る
。
第
一
節
で
は
、
ま
ず
は
東
大
寺
の
修
二
会
を
概
観
し
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
神
祇
に
関
わ

る
儀
礼
を
指
摘
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
鎮
守
社
で
の
儀
礼
や
神
名
帳
奉
唱
に
お
い
て
神
祇
が

姿
を
見
せ
る
こ
と
、
こ
れ
は
寺
院
儀
礼
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
神
祇
信
仰
の
一
形
態
で
も
あ
り
、

神
道
史
研
究
の
一
端
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
注
連
縄
に
は
修
二
会
に
関
与
す
る
人
々
が
穢
れ
を
忌
み
、
心
身
を
清
浄
に
保
つ
と

い
う
重
要
な
意
味
が
あ
る
こ
と
、
そ
れ
を
現
行
儀
礼
を
中
心
に
考
察
し
、
多
く
の
注
連
縄
が

聖
な
る
空
間
を
示
し
て
お
り
、
魔
を
退
け
る
た
め
に
用
い
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
堂
童
子
に
よ
っ

て
差
配
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

　

つ
ぎ
に
「
大
中
臣
祓
」「
中
臣
祓
」
の
ほ
か
に
も
、
本
行
中
に
穢
れ
が
発
生
し
た
と
判
断

さ
れ
る
と
、
咒
師
及
び
堂
童
子
に
よ
っ
て
臨
時
の
祓
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
考
察
し
て
い
る
。
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こ
こ
で
は
堂
童
子
が
注
連
縄
と
祓
の
両
方
に
関
与
す
る
こ
と
、
そ
の
役
割
が
聖
と
俗
の
境
界

に
あ
る
こ
と
か
ら
、
清
め
に
関
わ
る
役
割
を
果
た
し
た
と
解
釈
で
き
る
と
し
、
こ
れ
ら
は
修

二
会
に
お
い
て
は
中
核
を
な
す
も
の
で
は
な
い
が
、
法
会
を
支
障
な
く
執
行
す
る
た
め
に
は

不
可
欠
の
儀
礼
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

第
二
節
で
は
、
東
大
寺
修
二
会
の
開
白
に
先
だ
っ
て
行
わ
れ
る
「
大
中
臣
祓
」
に
つ
い
て

考
察
し
て
い
る
。「
大
中
臣
祓
」
で
は
中
臣
祓
で
祓
が
行
わ
れ
、
そ
の
所
作
は
除
魔
・
結
界

の
儀
礼
（
方
堅
）
と
解
釈
さ
れ
る
と
述
べ
、
こ
こ
で
方
堅
が
行
わ
れ
る
の
は
、「
大
中
臣
祓
」

が
行
わ
れ
る
場
が
二
月
堂
と
外
部
を
結
ぶ
接
点
で
あ
る
こ
と
、
法
会
の
開
始
に
先
立
っ
て
会

場
を
清
浄
に
し
、
穢
れ
や
魔
が
入
り
込
ま
な
い
よ
う
に
結
界
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
察
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
咒
師
が
行
う
理
由
を
、
咒
師
は
魔
を
払
い
、
会
場
を
結
界
す
る

こ
と
に
よ
り
、
法
会
を
無
事
に
成
就
さ
せ
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
説
い
て
い
る
。

　

次
に
「
大
中
臣
祓
」
の
次
第
や
詞
章
を
分
析
し
、
そ
こ
に
密
教
・
陰
陽
道
の
影
響
が
み
ら

れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
土
公
供
や
「
大
中
臣
祓
」
を
典
拠
と
し
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
と
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述
べ
、
こ
の
よ
う
に
修
二
会
が
諸
儀
礼
の
要
素
を
取
り
込
み
な
が
ら
独
自
の
形
を
成
し
て
ゆ

く
性
格
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

第
三
節
で
は
、
修
二
会
に
参
籠
す
る
練
行
衆
が
、
日
々
、
自
身
に
対
す
る
祓
と
し
て
用
い

る
「
中
臣
祓
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
そ
の
「
中
臣
祓
」
の
次
第
は
、「
八
幡
大
菩
薩

御
詠
歌
」「
拍
手
祓
大
事
」「（
略
祓
）」「
神
道
秘
訣
祓
」
よ
り
構
成
さ
れ
、
こ
の
う
ち
「
拍

手
祓
大
事
」
は
真
言
神
道
や
修
験
道
で
用
い
ら
れ
た
「
拍
手
祓
大
事
」「
伊
勢
拍
手
祓
」
で

あ
る
こ
と
、「（
略
祓
）」
に
は
陰
陽
道
の
、
そ
し
て
「
神
道
秘
訣
祓
」
に
は
吉
田
神
道
の
影

響
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
考
察
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
中
臣
祓
」
の
次
第
・
詞
章
が
、
複
数
の
系
統
の
祓
に
関
わ
る
次
第
を
集
め

て
独
自
の
形
式
を
作
り
上
げ
て
い
る
事
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
ま
た
、「
拍
手
祓
大
事
」

に
は
、
真
言
神
道
で
伝
授
さ
れ
た
印
信
の
次
第
が
確
認
で
き
る
こ
と
、
こ
れ
が
現
在
で
も
実

用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

第
三
章
は
第
二
章
を
補
説
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
東
大
寺
堂
衆
と
真
言
神
道
と
の
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関
わ
り
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
第
一
節
で
は
、
堂
衆
の
活
動
を
把
握
す
る
た
め
に
、
十
六

世
紀
を
中
心
に
活
躍
し
た
東
大
寺
法
華
堂
衆
・
蓮
乗
院
寅
清
の
諸
活
動
を
分
析
し
て
あ
る
。

　

寅
清
は
、
密
教
・
修
験
道
・
大
仏
勧
進
等
に
関
わ
り
、
さ
ら
に
神
道
と
も
関
係
し
た
こ
と
、

例
え
ば
、
真
言
密
教
に
関
わ
り
、「
八
十
通
印
信
」
な
ど
の
神
祇
書
を
入
手
し
、
ま
た
東
大

寺
八
幡
宮
ほ
か
の
遷
宮
儀
礼
に
も
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
神
祇

書
は
東
大
寺
堂
衆
の
間
で
相
伝
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
寺
外
よ
り
様
々
な
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
通
じ
て
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
東
大
寺
法
華
堂
に
お
い
て
神
道
灌
頂
が
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
も
考
察
し
て
い
る
。

　

十
六
世
紀
の
東
大
寺
堂
衆
が
、
真
言
神
道
関
係
の
テ
キ
ス
ト
を
所
持
し
、
そ
れ
を
実
修
し

て
い
た
こ
と
は
、
東
大
寺
堂
衆
に
真
言
神
道
が
受
容
さ
れ
て
い
た
事
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

さ
ら
に
真
言
神
道
と
東
大
寺
修
二
会
と
の
た
だ
な
ら
ぬ
関
係
を
示
す
も
の
と
述
べ
て
い
る
。

　

第
二
節
で
は
、
東
大
寺
堂
衆
が
受
容
し
た
神
祇
書
が
、
一
方
で
は
、
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

に
よ
っ
て
智
積
院
に
も
た
ら
さ
れ
、
新
義
真
言
宗
の
知
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
高
幡
山
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金
剛
寺
な
ど
に
流
伝
し
、
も
う
一
方
で
は
、
随
心
院
復
興
に
伴
う
蔵
書
拡
充
の
一
環
と
し
て

も
た
ら
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
神
祇
書
が
、
同
院
よ
り
東
寺
長
福
寺
を
経
て
流
伝
し
て
ゆ
く
こ

と
を
確
認
し
て
い
る
。
つ
ま
り
東
大
寺
法
華
堂
衆
が
中
世
後
期
に
受
容
し
た
神
祇
書
の
一
部

は
、
近
世
に
は
真
言
宗
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
介
し
て
書
写
さ
れ
、
各
地
に
流
伝
し
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

第
四
章
で
は
、
視
点
を
春
日
社
に
移
し
て
、
祭
礼
な
ど
の
先
頭
を
行
く
ス
ハ
エ
と
神
祇
言

説
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、『
中
臣
祓
』（
春
日
社
家
大
東
家
本
）「
白
杖
之
事
」
を
通
路
と

し
て
考
察
し
て
い
る
。　

　

行
列
の
先
頭
を
行
く
ス
ハ
エ
は
、
社
参
の
行
列
・
神
輿
・
御
神
体
等
が
通
る
道
を
祓
い
清

め
る
意
味
が
あ
り
、
ま
た
『
中
臣
祓
』「
白
杖
之
事
」
に
お
い
て
、
白
杖
の
由
来
を
、
春
日

社
の
祭
神
で
あ
り
、
祓
に
関
わ
る
天
児
屋
根
命
と
関
わ
ら
せ
て
語
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
「
春

日
社
で
用
い
ら
れ
る
由
来
」
や
「
祓
の
呪
術
的
能
力
」
を
裏
付
け
て
い
る
と
述
べ
、
そ
の
背

景
に
は
十
六
～
十
七
世
紀
に
春
日
社
で
受
容
さ
れ
た
様
々
な
神
祇
思
想
・
言
説
が
あ
っ
た
こ
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と
を
指
摘
し
、
そ
の
背
景
に
は
、
清
浄
尊
重
の
思
想
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

終
章
で
は
、
本
論
全
体
を
総
括
し
、
神
名
帳
研
究
・
寺
院
儀
礼
に
お
け
る
神
祇
と
神
道
思

想
の
関
連
の
重
要
性
な
ど
を
述
べ
、
今
後
の
課
題
を
示
し
て
い
る
。
寺
院
や
仏
教
儀
礼
で
中

臣
祓
を
用
い
た
の
は
、
清
浄
を
も
た
ら
す
詞
で
あ
っ
た
か
ら
で
、
こ
の
清
浄
で
あ
る
こ
と
、

清
浄
を
も
た
ら
す
こ
と
が
、
儀
礼
の
う
ち
で
重
要
な
要
素
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
そ
し
て
大
祓
詞
か
ら
中
臣
祓
へ
と
変
化
す
る
こ
と
で
、中
臣
祓
は
多
様
な
本
文
・

解
釈
を
も
つ
に
至
り
、
陰
陽
師
や
僧
侶
も
こ
れ
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
は
日
本
の
諸
宗
教
に
共
通
す
る
こ
と
と
し
て
、
清
浄
で
あ
る
こ
と
、
清
浄
を
も
た
ら
す

こ
と
が
重
要
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
寺
院
儀
礼
の
中
に
、
真
言
神
道
・
陰
陽

道
・
吉
田
神
道
で
用
い
ら
れ
て
い
た
祓
作
法
、
方
堅
な
ど
様
々
な
作
法
な
ど
が
受
容
さ
れ
、

祭
具
に
も
新
た
な
意
味
づ
け
を
行
う
な
ど
し
て
、
法
会
・
儀
礼
を
円
滑
に
進
め
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
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論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　

本
論
文
は
、
寺
院
に
お
け
る
儀
礼
の
な
か
で
、
中
臣
祓
が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
た
か
、

そ
の
あ
り
方
や
特
質
を
神
道
史
学
の
立
場
か
ら
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
研
究
対
象
は
「
お
水

取
り
」の
通
称
で
知
ら
れ
る
奈
良
東
大
寺
修
二
会
を
主
と
し
て
お
り
、そ
こ
で
の「
大
中
臣
祓
」

「
中
臣
祓
」
の
章
句
や
諸
作
法
に
注
目
し
て
、
精
緻
な
分
析
・
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
研
究

方
法
は
至
っ
て
実
証
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
実
際
に
現
地
へ
何
度
も
訪
れ
、
研
究
対
象
を
直
接

観
察
し
、
関
係
者
か
ら
の
聞
き
取
り
調
査
を
繰
り
返
す
と
い
う
方
法
で
あ
り
、
そ
の
成
果
は

信
憑
性
の
高
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　

寺
院
儀
礼
に
見
ら
れ
る
神
祇
の
位
置
は
、
神
仏
習
合
史
で
甚
だ
重
要
で
あ
る
も
の
の
、
そ

れ
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
必
ず
し
も
積
極
的
に
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
点
か
ら
し
て
、
本

論
文
に
は
新
し
い
研
究
分
野
を
切
り
開
こ
う
と
す
る
意
欲
が
見
ら
れ
、
高
く
評
価
さ
れ
る
。

　

古
代
に
起
源
を
も
つ
東
大
寺
修
二
会
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
芸
能
史
の
立
場
か
ら
現
行
の
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諸
行
事
を
記
録
・
分
析
し
た
膨
大
な
調
査
研
究
が
あ
る
。
本
論
文
は
、
そ
れ
ら
の
成
果
を
参

照
し
な
が
ら
も
、
副
題
に
示
す
よ
う
に
「
神
道
史
学
的
研
究
」
に
よ
り
、
特
に
中
臣
祓
に
関

わ
る
作
法
の
形
成
過
程
を
考
察
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
寺
院
儀
礼
に
見
ら
れ
る
新
た
な
一
面

を
照
射
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
成
功

し
て
い
る
。

　

そ
の
意
味
か
ら
し
て
も
、
本
論
文
は
、
東
大
寺
と
い
う
一
寺
院
の
一
儀
礼
に
つ
い
て
の
特

質
を
解
明
し
た
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な
く
、
稲
作
を
主
た
る
生
業
と
し
て
き
た
わ
が
国
の
村

落
に
お
い
て
、
外
来
の
宗
教
で
あ
る
仏
教
を
い
か
に
受
容
し
、
定
着
さ
せ
て
き
た
か
と
い
う
、

日
本
及
び
日
本
人
の
生
活
と
不
可
分
の
精
神
文
化
の
特
質
を
研
究
す
る
上
で
も
、
参
照
す
べ

き
成
果
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
内
容
を
含
ん
で
い
る
。

 

さ
ら
に
本
論
文
に
即
し
て
高
く
評
価
し
得
る
成
果
を
い
く
つ
か
掲
げ
る
と
、
ま
ず
第
二
章
・

第
三
節
「
東
大
寺
修
二
会
『
中
臣
祓
』
の
構
成
と
典
拠
」
で
は
、
修
二
会
で
練
行
衆
が
行
う

「
中
臣
祓
」
の
次
第
や
詞
章
は
、
複
数
の
宗
派
の
祓
に
関
わ
る
次
第
や
章
句
を
集
め
て
独
自
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の
も
の
を
形
成
し
て
き
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
寺
院
の
な
か
で
の
神
祇
的

作
法
の
形
成
が
、
す
で
に
出
来
上
が
っ
て
い
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
受
容
し
た
の
で
な
く
、
周

辺
の
諸
宗
教
と
交
流
し
な
が
ら
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
た
論
考
と
し
て
注
目
さ

れ
る
。

　

次
に
、
第
三
章
・
第
一
節
「
蓮
乗
院
寅
清
の
諸
活
動
―
東
大
寺
修
二
会
『
中
臣
祓
』
研
究

の
一
助
と
し
て
―
」
で
は
、
中
世
末
期
に
「
神
道
潅
頂
作
法
」
の
伝
授
を
受
け
て
い
た
東
大

寺
堂
衆
に
属
す
る
僧
侶
の
寅
清
の
活
動
を
検
討
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
寅
清
は
東
大
寺
修

二
会
に
も
奉
仕
し
、
行
中
の
戒
を
練
行
衆
に
授
け
る
和
上
を
勤
仕
し
て
い
る
が
、
修
二
会
以

外
に
も
、
例
え
ば
、
東
大
寺
八
幡
宮
の
遷
宮
に
お
け
る
荒
神
供
、
諸
社
の
遷
宮
の
沙
汰
な
ど
、

神
祇
の
儀
礼
に
関
わ
る
活
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
当
山
派
修
験
の
修
験
者
を
先

達
と
し
て
大
峰
入
峰
を
行
っ
た
こ
と
、
富
士
山
登
拝
を
し
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
こ
の
究
明
は
古
代
寺
院
の
中
世
・
近
世
に
お
け
る
継
続
と
展
開
の
実
態
を
う
か
が
わ
せ

る
貴
重
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
の
み
な
ら
ず
、
神
祇
に
関
わ
る
諸
作
法
を
少
な
か
ら
ず
受
容
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し
た
東
大
寺
修
二
会
の
儀
礼
形
成
を
遡
源
的
に
推
測
す
る
上
で
、
多
く
の
示
唆
を
与
え
る
意

義
深
い
成
果
で
あ
る
。

　

ま
た
、第
四
章「
春
日
社
に
お
け
る
祭
具
と
神
祇
言
説
―『
中
臣
祓
』（
春
日
社
家
大
東
家
本
）

「
白
杖
之
事
」を
通
路
と
し
て
―
」は
、春
日
・
興
福
寺
の
諸
行
事
の
行
列
の
先
頭
を
行
く「
白

杖
」
の
考
察
で
、
現
在
に
伝
承
さ
れ
る
諸
事
例
と
、
歴
史
資
料
に
基
づ
い
て
、
本
祭
具
に
関

わ
る
諸
作
法
や
言
説
を
検
討
し
、
そ
れ
が
祓
え
・
清
め
の
呪
具
と
し
て
成
立
し
、
機
能
し
て

き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
な
か
で
も
、『
江
家
次
第
』
に
賀
茂
詣
の
行
列
に
白
杖

役
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
円
宗
寺
最
勝
会
に
探
題
役
の
行
列
を
堂
童
子
の
奉
仕
す
る
白
杖

役
が
先
導
し
て
い
る
と
の
指
摘
は
、
国
家
的
な
仏
教
儀
礼
に
お
い
て
、
そ
の
遂
行
を
神
祇
に

祈
願
・
報
告
す
る
だ
け
で
な
く
、
儀
礼
を
構
成
す
る
一
部
と
し
て
神
祇
的
な
作
法
が
、
す
で

に
平
安
中
期
に
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、本
論
文
に
は
、い
く
つ
か
の
疑
問
や
要
望
し
た
い
点
も
存
す
る
。例
え
ば
、

第
二
章
第
一
節
で
は
、
東
大
寺
修
二
会
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
が
整
理
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
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こ
に
は
仏
教
民
俗
学
の
成
果
の
言
及
が
見
ら
れ
な
い
。
今
後
、
仏
教
民
俗
学
に
よ
る
成
果
を

研
究
史
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
ま
た
第
二
章
第
二
節
で
、
東
大
寺
修
二
会

の
咒
師
に
よ
る
「
大
中
臣
祓
」
作
法
を
検
討
す
る
な
か
で
、
中
世
中
期
以
降
の
伊
勢
猿
楽
の

資
料
を
使
用
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
古
代
の
散
楽
の
系
譜
に
あ
る
咒
師
座
と
す
る
の
が
、
現

在
の
通
説
で
あ
る
。
次
に
修
二
会
の
咒
師
作
法
に
奉
仕
す
る
の
は
正
統
の
密
教
を
修
し
た
僧

侶
で
あ
る
。
さ
ら
に
伊
勢
猿
楽
の
資
料
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
『
諸
社
造
（
遷
）
宮
方
堅
夜

神
事
執
行
之
次
第
』
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
の
通
り
、
宮
の
造
営
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
ち

な
み
に
遷
宮
に
お
け
る
方
堅
で
は
、
人
形
を
瑞
垣
の
外
に
運
び
出
し
て
焼
き
捨
て
る
と
い
っ

た
、
修
二
会
の
「
大
中
臣
祓
」
に
は
見
ら
れ
な
い
、
特
徴
的
な
作
法
が
行
わ
れ
る
。
今
後
、

散
楽
系
の
咒
師
と
比
較
す
る
こ
と
、
遷
宮
関
係
の
資
料
を
使
う
こ
と
に
つ
い
て
、
修
二
会
儀

礼
と
の
関
連
性
や
、
修
二
会
に
お
け
る
僧
侶
に
よ
る
咒
師
作
法
を
検
討
す
る
上
で
の
有
効
性

に
つ
い
て
、
検
討
・
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

第
四
章
で
は
、
春
日
社
に
お
け
る
中
世
神
道
や
吉
田
神
道
の
流
入
に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
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て
い
る
が
、
挙
げ
ら
れ
て
い
る
事
例
は
、
い
ず
れ
も
禰
宜
（
神
人
）
階
級
が
関
わ
っ
た
も
の

で
あ
る
。
春
日
社
の
祭
祀
は
中
臣
神
主
家
が
主
導
す
る
も
の
で
、
神
人
は
こ
れ
を
補
佐
す
る

こ
と
を
主
た
る
勤
め
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
春
日
社
の
年
中
行
事
・
国
家
的
な
祭
祀
の

中
核
に
あ
っ
た
中
臣
神
主
も
、
中
世
神
道
や
吉
田
神
道
の
流
入
に
積
極
的
に
か
か
わ
っ
た
の

か
、
あ
る
い
は
い
か
な
る
立
場
に
あ
っ
た
の
か
、
な
ど
に
つ
い
て
も
論
究
し
て
ほ
し
か
っ
た
。

　

本
論
文
は
、
奈
良
東
大
寺
の
修
二
会
を
通
し
て
、
寺
院
儀
礼
の
な
か
に
神
祇
信
仰
に
基
づ

く
儀
礼
、
あ
る
い
は
神
祇
信
仰
を
反
映
し
た
儀
礼
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。そ
れ
ら
の
儀
礼
の
歴
史
や
所
作
を
詳
細
に
調
査
研
究
す
る
こ
と
に
よ
り
、

わ
が
国
に
お
け
る
精
神
文
化
の
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
重
要
な
一
面
を
照
射
し

た
も
の
と
し
て
、
大
き
な
評
価
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
本
論
文
の
提
出
者
大
東

敬
明
は
、
博
士
（
神
道
学
）
の
学
位
を
授
与
せ
ら
れ
る
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
。
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