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本
仏
教
に
お
け
る
中
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と
近
世
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「
修
行
」
か
ら
「
修
養
」
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頼　
　

住　
　

光　
　

子

１　

中
世
仏
教
と
近
世
仏
教―
「
憂
き
世
」
と
「
浮
き
世
」

六
世
紀
中
葉
に
仏
教
が
日
本
に
伝
来
し
て
か
ら
今
日
に
い
た
る
千
五
〇
〇
年
近
く
の

間
に
は
、
注
目
す
べ
き
転
換
期
が
幾
度
か
あ
っ
た
（
1
）

。
中
で
も
、
中
世
仏
教
か
ら
近
世
仏

教
へ
と
い
う
転
換
は
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
。

中
世
と
近
世
の
精
神
世
界
の
差
異
を
ご
く
類
型
化
し
て
説
明
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ

う
に
な
ろ
う
。
中
世
の
人
々
は
、
み
ず
か
ら
が
生
き
て
い
る
世
界
の
背
後
に
、
こ
の
世

界
を
支
え
成
り
立
た
せ
る
超
越
的
な
る
も
の
を
想
定
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
究
極
的
に

は
、
神
仏
を
は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
表
象
さ
れ
る
、
根
源
的
か
つ
超
越
的
な
る

は
た
ら
き
（
＝
力
）
で
あ
り
、
人
々
は
、
儀
礼
や
修
行
な
ど
の
宗
教
的
実
践
を
通
じ
て

神
仏
と
、
つ
ま
り
こ
の
力
と
交
流
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
「
生
」
を
活
性
化
さ

せ
た
。
彼
ら
中
世
人
は
、「
自
分
は
ど
こ
か
ら
来
て
ど
こ
へ
い
く
の
か
」
と
い
う
人
間

の
根
源
的
な
問
い
に
対
し
て
、
神
仏
、
つ
ま
り
こ
の
力
と
の
関
係
を
基
盤
と
し
て
答
え

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
生
ま
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
と
い
う
有
限
な
時
間
は
、

実
は
無
限
な
る
も
の
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
て
お
り
、
眼
前
に
繰

り
広
げ
ら
れ
る
出
来
事
の
継
起
は
、
実
は
、
眼
に
見
え
な
い
何
も
の
か
に
よ
っ
て
導
か

れ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
取
り
留
め
も
な
く
過
ぎ
て
い
く
か
の
よ
う

に
見
え
る
人
生
に
意
味
を
与
え
る
何
ら
か
の
も
の
を
、
中
世
人
は
神
仏
と
い
う
超
越
的

な
る
も
の
の
形
象
の
う
ち
に
見
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
近
世
の
人
々
は
、
超
越
へ
の
通
路
を
ま
っ
た
く
断
ち
切
っ
た
わ
け

で
は
な
い
に
し
て
も
、
見
え
な
い
超
越
的
な
る
も
の
に
対
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
眼

前
に
広
が
る
現
世
、
つ
ま
り
、
世
俗
世
界
に
対
し
て
、
そ
の
関
心
を
増
大
さ
せ
た
。
世

俗
世
界
は
超
越
的
な
る
も
の
か
ら
相
対
的
に
独
立
性
を
強
め
、
現
世
が
現
世
そ
れ
自
身

と
し
て
自
立
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
人
々
は
、
現
世
に
お
け
る
自
己
実
現
、
世
俗
的
成

功
や
享
楽
そ
の
も
の
を
追
求
し
は
じ
め
た
。
こ
の
こ
と
は
、
中
世
の
「
憂
き
世
」
か
ら
、

近
世
の
「
浮
き
世
」
へ
の
転
換
の
中
に
端
的
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

中
世
の
「
憂
き
世
」
と
い
う
言
葉
は
、
も
と
よ
り
仏
教
の
「
一
切
皆
苦
」「
諸
行
無

常
」
の
教
説
に
依
拠
し
た
、
現
世
を
無
常
で
虚
し
く
苦
し
み
に
満
ち
た
も
の
と
し
て
捉

え
る
見
方
に
基
づ
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
仏
教
は
、
人
々
に
対
し
て
、
仏
教
の
真
理

を
求
め
て
「
憂
き
世
」
か
ら
離
脱
し
て
悟
り
を
開
き
、
安
楽
の
境
地
に
達
す
る
よ
う
説

い
た
。
現
世
が
「
憂
き
」
も
の
で
あ
る
の
は
、
現
世
が
そ
れ
自
身
と
し
て
は
完
結
し
た
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世
界
で
は
な
く
て
、
有
限
か
つ
無
常
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
に
他
な

ら
な
い
。

こ
の
こ
と
を
如
実
に
示
す
一
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
中
世
の
仏
教
説
話
に
お
け
る
発

心
譚
の
類
型
の
一
つ
に
、
現
世
的
な
栄
華
の
頂
点
で
こ
の
世
の
限
界
を
見
て
発
心
す
る

と
い
う
話
型
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
説
教
節
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
「
か
る
か

や
」
（
2
）

で
は
、
筑
紫
六
ヶ
国
を
支
配
し
隆
盛
を
極
め
て
い
た
筑
前
松
浦
党
の
総
領
、
加
藤

繁
（
重
）
氏
は
、
そ
の
栄
華
の
頂
点
を
な
す
花
見
の
宴
の
折
に
、
桜
の
蕾
が
散
っ
て
盃

に
浮
か
ん
だ
の
を
見
て
、
懐
妊
中
の
妻
（
こ
の
時
に
胎
内
に
い
た
の
が
後
の
石
童
丸
で

あ
る
）
と
幼
い
娘
を
捨
て
て
二
一
歳
の
若
さ
で
高
野
山
に
て
出
家
し
、『
発
心
集
』
巻

一
〜
六
で
は
、「
筑
紫
の
男
」
が
秋
に
自
分
の
家
の
田
の
広
大
さ
に
満
足
し
つ
つ
稲
穂

の
波
を
見
て
い
る
う
ち
に
俄
か
に
無
常
を
観
じ
、
止
め
る
娘
を
振
り
捨
て
て
高
野
山
で

出
家
し
た
。
こ
れ
ら
の
説
話
が
示
す
の
は
、
ど
の
よ
う
に
栄
耀
栄
華
を
極
め
よ
う
と
も
、

こ
の
世
は
そ
れ
の
み
で
は
完
結
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
世
の

頂
点
に
立
ち
、
こ
の
世
に
お
い
て
望
め
る
す
べ
て
を
手
に
い
れ
た
者
は
、
す
べ
て
を
手

に
い
れ
て
も
ま
だ
不
完
全
で
満
ち
足
り
な
い
自
己
と
世
の
有
限
性
を
痛
切
に
感
じ
る
が

故
に
、
こ
の
世
を
捨
て
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
と
、
こ
れ
ら
の
説
話
は
語
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、「
浮
世
草
子
」「
浮
世
絵
」
な
ど
と
い
う
用
例
（
3
）

か
ら
も
窺
え
る
よ
う

に
、「
浮
き
世
」
と
い
う
言
葉
は
、
本
来
、「
は
か
な
い
世
の
中
」
を
意
味
す
る
「
浮
世
」（
ふ

せ
い
）
と
い
う
漢
語
か
ら
出
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、「
現
世
的
」「
享
楽
的
」
と
い
う

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
纏
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
浮
世
絵
」
が
、
遊
里
と
芝
居
と
を
主
た

る
題
材
と
す
る
庶
民
の
娯
楽
に
供
さ
れ
た
風
俗
画
で
あ
り
、「
浮
世
草
子
」
が
、
遊
里

や
芝
居
町
を
舞
台
に
町
人
の
享
楽
的
生
活
を
描
い
た
町
人
文
学
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も

如
実
に
見
て
取
れ
る
よ
う
に
（
4
）

、「
浮
き
世
」
と
は
、
決
し
て
苦
に
満
ち
た
、
離
脱
す
る

べ
き
厭
わ
し
い
場
所
で
は
な
く
、
そ
こ
に
お
い
て
な
に
が
し
か
の
享
楽
と
充
実
感
を
味

わ
う
こ
と
の
可
能
な
場
所
で
あ
っ
た
。
人
々
は
こ
の
世
を
離
脱
す
る
こ
と
で
は
な
く

て
、
こ
の
世
そ
の
も
の
に
興
味
の
対
象
を
移
し
て
い
っ
た
。
現
実
に
五
感
を
通
じ
て
接

す
る
こ
と
の
で
き
る
世
界
へ
の
関
心
が
増
大
し
、
人
々
の
精
神
世
界
の
中
で
「
眼
前
の

現
実
」
の
占
め
る
比
重
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、
現
世
は
あ
た
か
も
現
世
の
み

で
完
結
で
き
る
か
の
よ
う
な
捉
え
方
が
少
し
ず
つ
人
々
の
間
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
世
俗
化
」
と
言
う
。

こ
の
「
世
俗
化
」
は
、
仏
教
に
お
い
て
も
顕
著
に
見
て
取
れ
る
。
現
世
を
否
定
的
な

も
の
と
し
て
捉
え
、
出
家
修
行
に
せ
よ
、
浄
土
往
生
に
せ
よ
、
現
世
か
ら
の
離
脱
、
超

越
を
願
っ
た
中
世
仏
教
に
対
し
て
、
そ
こ
か
ら
の
離
脱
を
願
う
の
で
は
な
く
、
現
世
を

肯
定
し
て
、
そ
の
中
で
自
己
実
現
を
し
て
い
こ
う
と
い
う
傾
向
を
積
極
的
に
容
認
す
る

動
き
が
、
近
世
仏
教
に
お
い
て
目
立
っ
て
く
る
（
5
）

。
家
の
繁
栄
や
個
人
の
成
功
を
、
心
構

え
や
価
値
観
、
道
徳
性
の
面
か
ら
支
え
る
も
の
と
し
て
、
仏
教
が
機
能
す
る
よ
う
に
な

る
。
ま
た
、
仏
教
と
の
関
わ
り
の
中
で
現
世
に
お
け
る
関
係
を
強
化
し
た
り
、
現
世
的

な
楽
し
み
を
享
受
し
た
り
と
い
う
志
向
が
よ
り
い
っ
そ
う
強
ま
っ
て
き
た
。

こ
の
こ
と
は
、
無
常
観
か
ら
生
々
観
へ
の
変
化
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
。
無
常
観
と
は
、
世
界
や
人
間
に
つ
い
て
す
べ
て
は
変
化
し
滅
ん
で
い
く
も
の
だ
と

捉
え
る
思
想
で
仏
教
の
基
本
教
説
で
も
あ
る
が
、
生
々
観
と
は
、
そ
の
よ
う
な
変
化
は

滅
び
で
は
な
く
、
次
々
に
生
ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
捉
え
る
見
方
で
あ
る
。
生
々
観
に

依
拠
す
る
な
ら
ば
、
現
世
は
祝
福
さ
れ
た
肯
定
的
な
も
の
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
近
世

に
お
け
る
思
想
の
変
化
は
、
仏
教
思
想
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
、
も
と
も
と
伝
来
当

初
よ
り
か
な
り
強
か
っ
た
現
世
肯
定
的
な
傾
向
が
、
近
世
に
な
っ
て
さ
ら
に
強
ま
っ
て

く
る
の
で
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
見
ら
れ
た
仏
教
に
お
け
る
こ
の
よ
う

な
変
化
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
の
際
、
仏
教
に
お
け
る
宗
教
的
実
践
の
中
心
に
あ
る

「
修
行
」
の
近
世
的
変
容
を
「
修
養
」
と
い
う
言
葉
で
捉
え
、
こ
の
「
修
行
」
と
「
修
養
」

の
落
差
の
中
に
、
中
世
仏
教
と
近
世
仏
教
の
相
違
を
見
て
取
り
た
い
。
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日
本
仏
教
に
お
け
る
中
世
と
近
世

２　

「
修
行
」
と
「
修
養
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
に
つ
い
て

「
修
行
」
と
「
修
養
」
の
相
違
と
い
う
問
題
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
、
そ

れ
ぞ
れ
の
言
葉
に
関
し
て
簡
単
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

「
修
行
」
と
は
、
漢
訳
仏
典
に
広
く
見
ら
れ
る
言
葉
で
あ
っ
て
日
本
に
お
い
て
も
よ

く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
語
と
し
て
はabh

y
āsa

、y
og
a

、

pratipatti 

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち abh

y
āsa 

は
「
繰
り
返
し
て
身
に
つ

け
る
こ
と
」
を
、y

og
a 

は
「
独
自
の
坐
法
や
呼
吸
法
に
よ
る
瞑
想
」
を
、pratipatti 

は
「
実
践
」
を
意
味
す
る
。
初
期
仏
教
以
来
、
解
脱
に
よ
る
苦
の
滅
を
目
指
し
て
出
家

し
た
修
行
者
た
ち
は
、
戒
律
を
遵
守
し
た
生
活
を
日
々
行
い
つ
つ
、
禅
定
・
三
昧
の
瞑

想
を
深
め
、
こ
れ
ら
を
継
続
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
悟
り
の
智
慧
を
体
得
し
よ
う

と
し
た
（
戒
定
慧
の
三
学
）。
そ
こ
で
は
、
坐
禅
瞑
想
が
必
須
の
宗
教
的
実
践
と
さ
れ
、

修
行
の
中
軸
と
さ
れ
た
。
こ
の
「
修
行
」
と
い
う
言
葉
自
身
は
、
中
国
で
は
仏
教
以
前

か
ら
使
わ
れ
て
い
た
言
葉
で
は
あ
る
が
（
6
）

、
中
国
へ
の
仏
教
伝
来
以
降
は
仏
教
用
語
と
し

て
定
着
し
、
日
本
仏
教
に
お
い
て
も
こ
の
言
葉
は
、
仏
道
に
お
け
る
宗
教
的
実
践
を
表

す
言
葉
と
し
て
盛
ん
に
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
日
本
で
は
基
本
的
に
は
仏
教
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
「
修
行
」
に
対
し
て
、

「
修
養
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
、
必
ず
し
も
仏
教
と
結
び
付
け
ら
れ
て
用
い
ら
れ
て
き

た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
「
修
養
」
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
起
源
を
道
家
の
養
生
術
に

ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
（
7
）

、
こ
の
言
葉
が
日
本
思
想
史
上
で
注
目

す
べ
き
タ
ー
ム
と
し
て
登
場
す
る
の
は
、
明
治
四
〇
年
代
か
ら
大
正
に
か
け
て
の
時
期

で
あ
る
（
8
）

。
当
時
、
い
わ
ゆ
る
「
修
養
書
」
ブ
ー
ム
が
起
こ
り
、
新
渡
戸
稲
造
を
は
じ
め

と
し
て
有
名
無
名
の
多
く
の
著
作
者
が
、
一
般
大
衆
に
、「
修
養
」、
す
な
わ
ち
「
身
を

修
め
、
心
を
養
い
、
理
想
的
な
人
格
の
形
成
を
目
指
す
こ
と
」
の
重
要
性
と
、「
修
養
」

を
積
ん
で
社
会
の
中
で
有
為
の
人
材
と
な
る
べ
き
こ
と
を
、
現
実
に
即
し
て
平
易
に
説

い
た
。
日
露
戦
争
（
明
治
三
七
〜
三
八
年
）
以
降
、
産
業
構
造
の
変
化
、
資
本
主
義
の

発
展
に
伴
っ
て
、
旧
来
の
価
値
観
が
流
動
化
し
、
弱
肉
強
食
、
没
理
想
の
功
利
主
義
、

拝
金
主
義
が
横
行
す
る
中
で
、
生
き
る
指
針
を
求
め
る
人
々
に
支
え
ら
れ
て
、「
世
渡

り
の
道
」（
新
渡
戸
の
代
表
的
修
養
書
の
題
名
）
を
説
く
修
養
書
は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
を

重
ね
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、「
修
養
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
近
代
の
こ

の
時
期
に
は
じ
め
て
現
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
前
近
代
、
と
り
わ
け
、
江
戸

時
代
以
降
の
思
想
の
歴
史
に
お
い
て
、
人
格
形
成
の
手
立
て
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
て
き

た
も
の
で
あ
り
、「
修
養
」
の
重
視
は
、
近
世
・
近
代
を
貫
い
て
現
代
ま
で
続
く
道
徳

思
想
の
特
徴
で
も
あ
り
（
9
）

、
近
世
仏
教
に
も
そ
の
こ
と
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

「
修
養
」
と
「
修
行
」
と
は
、
あ
る
個
人
が
、
意
図
的
に
身
心
を
鍛
錬
し
て
道
に
従

い
、
自
ら
の
徳
を
養
っ
て
理
想
的
な
人
格
を
形
成
す
る
こ
と
を
目
指
す
点
に
お
い
て
は

共
通
し
て
い
る
が
、
両
者
は
異
な
る
点
も
多
い
。
日
本
仏
教
、
と
り
わ
け
、
禅
を
例
に

と
っ
て
、
そ
の
教
化
が
何
を
目
指
し
何
を
勧
め
た
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
ご
く
大
掴
み

に
言
う
な
ら
ば
、
中
世
の
禅
宗
に
お
け
る
「
修
行
」
と
、
近
世
の
禅
宗
に
お
け
る
「
修

養
」
と
い
う
参
照
枠
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
中
世
の
禅
宗
に
入
門
し
た
者
は
、
師
に
つ
い
て
身
心
と
も
に
修
行
を
す
る
。

そ
れ
は
「
仏
祖
の
ま
ね
び
」、
す
な
わ
ち
、
釈
迦
が
為
し
た
の
と
同
じ
「
形
」
を
な
ぞ
っ

て
修
行
す
る
こ
と
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
、
自
ら
が
仏
（
仏
陀
＝
覚
者
、
真
理
に
目
覚

め
た
者
）
と
な
っ
て
、
仏
と
し
て
他
者
を
導
く
こ
と
を
目
指
す
。
他
方
、
近
世
の
禅
宗

に
お
い
て
は
、
盛
ん
に
教
化
活
動
が
行
わ
れ
、
一
般
人
を
対
象
と
す
る
法
談
の
場
が
設

け
ら
れ
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
何
千
も
の
人
々
が
参
集
し
説
法
の
座
に
連
な
っ
た
。
そ

こ
で
教
化
の
対
象
と
さ
れ
た
人
々
は
、
上
は
大
名
か
ら
下
は
市
井
の
庶
民
ま
で
幅
広
い

階
層
に
及
ん
で
い
た
が
、
彼
ら
の
多
く
は
出
家
を
望
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
ら

は
、
基
本
的
に
は
、
説
法
を
聞
き
道
徳
性
を
高
め
、
生
き
る
意
欲
を
養
い
、
そ
れ
に
よ
っ
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て
世
俗
世
界
に
お
け
る
自
ら
の
役
割
を
自
覚
的
に
よ
り
よ
く
果
た
す
こ
と
を
目
指
し
て

い
た
の
で
あ
る
。（
た
と
え
ば
坐
禅
を
は
じ
め
と
す
る
肉
体
的
訓
練
が
勧
め
ら
れ
る
場

合
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
成
仏
〔
＝
開
悟
成
道
〕
の
た
め
の
も
の
と
い
う
よ

り
も
、
精
神
統
一
や
調
息
法
に
よ
っ
て
身
心
の
健
康
や
活
力
増
大
を
実
現
す
る
た
め
の

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
世
俗
世
界
に
お
け
る
生
活
を
よ
り
充
実
さ
せ
る
こ
と
が

最
終
的
な
目
標
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。）

議
論
を
整
理
す
る
た
め
に
、
両
者
の
違
い
を
、
①
世
俗
と
仏
道
の
関
係　

②
身
体
性  

③
理
想
的
人
格　

に
絞
っ
て
、
単
純
化
し
て
図
式
的
に
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う

に
な
る
。

①
中
世
の
「
修
行
」
が
、
世
俗
世
界
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
仏
道
世
界
を
設
定
し
、
世

俗
世
界
を
離
脱
し
て
仏
道
修
行
す
る
の
に
対
し
て
、
近
世
の
「
修
養
」
は
、
世
俗
世
界

か
ら
の
離
脱
を
想
定
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
こ
に
お
け
る
充
実
し
た
生
を
目
指
し
て
い
る
。

②
中
世
の
「
修
行
」
が
、
身
心
を
あ
げ
て
行
う
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
近
世

の
「
修
養
」
は
、
身
体
的
修
行
を
伴
う
こ
と
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
の
主
眼
は
、
説

法
を
聞
き
、
道
を
自
覚
し
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。（
む
し
ろ
、
身
体
的
修
行

に
あ
た
る
の
は
、
世
俗
に
お
け
る
役
割
行
動
で
あ
っ
た
。）

③
中
世
の
「
修
行
」
は
最
終
的
に
、
世
俗
を
超
越
し
て
「
仏
」
と
な
り
、
自
ら
衆
生

を
救
済
す
る
立
場
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
近
世
の
「
修
養
」
は
、

悟
り
を
開
き
成
仏
す
る
こ
と
は
目
指
さ
ず
、
世
俗
世
界
に
お
け
る
役
割
を
十
全
に
果
た

し
得
る
理
想
的
人
格
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
た
。

以
上
に
つ
い
て
、
中
世
の
「
修
行
」
の
立
場
か
ら
は
道
元
（
一
二
〇
〇
〜

一
二
五
三
、
日
本
曹
洞
宗
の
開
祖
、
永
平
寺
開
山
）
を
、
近
世
の
「
修
養
」
の
立
場
か

ら
は
盤
珪
（
一
六
二
二
〜
一
六
九
三
、
臨
済
僧
、
妙
心
寺
第
二
一
八
世
、
龍
門
寺
開
山
）

を
取
り
上
げ
て
、
両
者
の
思
想
を
比
較
し
つ
つ
検
討
し
て
み
よ
う
。

３　

「
修
行
」
と
「
修
養
」
の
相
違

①　

世
俗
と
仏
道
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て

ま
ず
、
道
元
に
お
け
る
仏
道
世
界
と
世
俗
世
界
と
の
関
係
を
簡
単
に
説
明
し
て
お
こ

う
。釈

迦
が
、
次
期
国
王
と
し
て
の
地
位
と
家
庭
を
捨
て
て
出
家
し
修
行
し
て
開
悟
成
道

し
た
と
い
う
仏
教
の
原
点
と
な
る
仏
伝
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、

仏
教
で
は
世
俗
世
界
は
ま
ず
離
脱
す
べ
き
と
こ
ろ
と
捉
え
ら
れ
る
。
俗
世
に
あ
っ
て
、

俗
人
は
煩
悩
、
す
な
わ
ち
自
他
や
対
象
に
対
す
る
執
着
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
も
そ
も
、
世
俗
世
界
そ
の
も
の
が
、
仮
そ
め
の
自
己
を
実
体
化
し
、
そ
れ
を
そ

の
構
成
要
素
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
世
俗
世
界
に
身

を
置
く
者
は
、
世
俗
世
界
に
い
る
と
い
う
そ
の
事
実
に
お
い
て
、
執
着
を
免
れ
ら
れ
な

い
。
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
善
行
を
為
そ
う
と
も
、
そ
れ
は
、
誤
っ
て
実
体
と
し
て
立
て

ら
れ
た
自
己
を
起
点
と
す
る
限
り
、
仏
教
的
に
は
、
煩
悩
に
よ
る
も
の
に
他
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
俗
世
は
「
我
執
」
と
し
て
の
自
己
を
基
本
的
要
素
と
し
て
成
り
立
っ
て
い

る
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、「
我
執
」
を
離
れ
て
解
脱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
の
安

楽
を
求
め
る
教
え
で
あ
る
仏
教
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
世
俗
世
界
を
捨
て
る
こ
と
を
説

く
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
初
期
仏
教
以
来
、
俗
人
に
対
す
る
説
法
が
行
わ
れ
、
様
々
な
事
情
で
出

家
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
俗
人
に
対
し
て
も
、
僧
へ
の
布
施
や
戒
律
の
遵
守
な
ど
の
仏

教
的
な
善
根
を
積
む
こ
と
で
そ
れ
な
り
の
功
徳
が
得
ら
れ
る
こ
と
が
説
か
れ
た
。
し
か

し
、
修
行
に
専
念
で
き
な
い
在
家
信
者
は
、
最
終
的
な
解
脱
は
得
ら
れ
る
こ
と
は
な
い

と
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
俗
人
は
、
輪
廻
転
生
か
ら
の
解
脱
は
不
可
能
で
、
輪
廻
に

よ
っ
て
経
め
ぐ
る
べ
き
六
つ
の
世
界
の
う
ち
で
は
最
高
の
世
界
で
あ
る
天
（
神
々
の
世
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日
本
仏
教
に
お
け
る
中
世
と
近
世

界
で
は
あ
る
が
、
苦
し
み
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な
い
場
所
）
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
で

き
る
に
留
ま
る
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

苦
か
ら
脱
却
し
完
全
な
る
安
楽
を
得
る
た
め
の
道
は
、
こ
の
世
を
離
脱
す
る
以
外
に

は
な
い
と
い
う
の
が
釈
迦
の
基
本
教
説
で
あ
っ
た
。
釈
迦
の
直
系
を
自
認
す
る
道
元
に

と
っ
て
も
、
世
俗
は
背
く
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、『
正
法

眼
蔵
随
聞
記
』
四
所
載
の
一
つ
の
記
事
か
ら
も
分
か
る
。
そ
こ
で
、
道
元
は
、
あ
る
人

か
ら
、「
自
分
に
は
老
母
が
居
て
、
母
に
孝
養
を
尽
く
す
た
め
に
世
俗
と
の
交
わ
り
を

断
て
ず
、
仏
道
修
行
に
専
心
で
き
な
い
。
母
を
捨
て
て
仏
道
に
入
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。」

と
相
談
さ
れ
る
。
こ
の
「
あ
る
人
」
は
、
仏
道
に
心
を
寄
せ
出
家
を
望
み
な
が
ら
も
母

へ
の
恩
愛
を
断
ち
切
れ
ず
、
出
家
の
道
に
踏
み
切
れ
な
い
悩
み
を
道
元
に
打
ち
明
け
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
道
元
は
、「
そ
れ
は
た
い
へ
ん
に
難
し
い
こ
と
で
あ
っ
て

自
分
が
指
図
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
自
分
自
身
で
考
え
決
断
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。」

と
言
い
、
ま
た
「
母
親
が
生
活
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
い
て
息
子
の
方
も
出
家
で
き
れ

ば
そ
れ
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
。」
と
言
い
つ
つ
も
、
自
分
の
最
終
的
立
場
と
し
て
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。

も
し
今
生
を
捨
て
て
仏
道
に
入
り
た
ら
ば
、
老
母
た
と
ひ
餓
死
す
と
も
、
一
子
を
放ゆ
る

し
て
道
に
入
れ
し
む
る
功
徳
、
あ
に
得
道
の
良
縁
に
あ
ら
ざ
ら
ん
や
。
我
も
広こ
う
ご
う劫
多
生

に
も
捨
て
難
き
恩
愛
を
、
今
生
人に
ん
じ
ん身

を
受
け
て
仏
教
に
遇
へ
る
時
捨
て
た
ら
ば
、
真
実

報
恩
者
の
道
理
、
何
ぞ
仏
意
に
叶
は
ざ
ら
ん
や
。
一
子
出
家
す
れ
ば
七
世
の
お
や
得

道
す
と
見
え
た
り
。
何
ぞ
一
世
の
浮
生
の
身
を
思
つ
て
永
劫
安
楽
の
因
を
空
し
く
過

ご
さ
ん
や
と
云
ふ
道
理
も
あ
り
。
是
れ
を
能よ
く
よ
く々

自
ら
は
か
ら
ふ
べ
し
。（
道
元
全
集
下

四
六
七
）)10

(　

世
俗
道
徳
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
た
と
え
そ
れ
が
出
家
の
た
め
で
あ
ろ
う
と
、
孝
養
を

尽
す
べ
き
母
を
捨
て
る
と
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、

道
元
は
、
い
ろ
い
ろ
な
留
保
は
つ
け
つ
つ
も
、
最
終
的
に
は
、
た
と
え
母
が
餓
死
し
た

と
し
て
も
恩
愛
を
捨
て
て
出
家
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
母
へ

の
孝
養
と
い
う
世
俗
道
徳
が
超
え
ら
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。（
も
ち
ろ
ん
、

母
は
子
を
出
家
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
功
徳
を
得
る
の
だ
か
ら
、
捨
て
る
こ
と
が
か

え
っ
て
親
孝
行
だ
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
、
引
用
文
か
ら
も
う
か
が

え
は
す
る
が
、
道
元
の
主
張
点
は
「
俗
世
の
す
べ
て
を
捨
て
て
出
家
せ
よ
」
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。）

ま
た
、
同
じ
く
『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
六
で
は
、
道
元
の
師
で
あ
り
と
も
に
入
宋
求

法
し
た
明
全
が
、
余
命
い
く
ば
く
も
な
い
師
匠
か
ら
「
自
分
を
看
取
る
た
め
に
入
宋
を

延
期
し
て
ほ
し
い
」
と
懇
願
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、「
一
人
（
師
匠
を
指
す
）
の
た

め
に
う
し
な
ひ
や
す
き
時
を
空
く
す
ぐ
さ
ん
事
、
仏
意
に
か
な
ふ
べ
か
ら
ず
。」（
道
元

全
集
下
四
八
六
〜
四
八
七
）
と
言
っ
て
、
師
を
振
り
切
っ
て
入
宋
を
断
行
し
た
と
い
う

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
道
元
は
、
明
全
が
師
を
差
し
置
い
て
真
理
を
求
め

た
こ
と
を
称
賛
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
二
で
は
、
唐
代

の
禅
僧
で
あ
る
南
泉
普
願
が
、
弟
子
を
教
え
導
く
た
め
に
あ
え
て
猫
を
切
り
殺
し
た
と

い
う
「
南
泉
斬
猫
」
の
公
案
が
紹
介
さ
れ
る
。
道
元
は
、
こ
の
「
斬
猫
」
と
い
う
殺
生

の
行
為
を
「
こ
の
斬
猫
即
ち
是
れ
仏
行
な
り
」（
道
元
全
集
下
四
三
一
）
と
述
べ
、
殺

生
と
い
う
行
為
す
ら
、
弟
子
た
ち
を
導
き
仏
道
を
顕
現
す
る
上
で
は
「
仏
行
」
に
成
り

得
る
と
い
う
、
価
値
転
換
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
）
11
（

。

以
上
挙
げ
た
道
元
の
例
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
中
世
の
「
仏
道
修
行
」
と
は
、
そ

の
理
想
形
態
と
し
て
は
、
世
俗
世
界
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
仏
道
世
界
を
設
定
し
、
世
俗

の
価
値
観
や
道
徳
に
捉
わ
れ
ず
（
場
合
に
よ
っ
て
は
否
定
す
ら
し
て
）、
世
俗
を
離
脱

し
て
仏
道
世
界
に
入
り
、
仏
道
の
真
理
を
体
得
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
ひ
た
す
ら
修

行
に
励
む
と
い
う
営
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
近
世
の
「
修
養
」
は
、
世
俗
世
界

か
ら
の
離
脱
を
想
定
は
し
な
い
。
む
し
ろ
そ
こ
に
お
け
る
充
実
し
た
生
（
人
間
関
係
の

円
滑
化
や
家
業
の
繁
栄
）
を
目
指
す
の
が
「
修
養
」
で
あ
る
と
言
え
る
。
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た
と
え
ば
、
盤
珪
は
、
彼
の
説
法
を
聞
く
た
め
に
集
ま
っ
た
人
々
に
対
し
て
、
く
り

か
え
し
「
不ふ
し
ょ
う生

の
仏
心
に
目
覚
め
よ
。
そ
う
す
れ
ば
こ
の
世
の
中
に
お
い
て
よ
り
よ
い

生
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
。」
と
述
べ
る
。
こ
の
「
不
生
の
仏
心
」
と
は
、「
其
親
の
産

み
つ
け
て
た
も
つ
た
仏
心
は
、
不
生
に
し
て
霊
明
な
も
の
に
き
わ
ま
り
ま
し
た
」（
盤

珪
全
集
四
）
）
12
（

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
人
間
誰
し
も
が
、
持
っ
て
い
る
「
仏
心
」
で
あ
り
、

そ
れ
が
「
不
生
」、
つ
ま
り
、
生
じ
た
の
で
は
な
い
と
言
わ
れ
る
の
は
、
意
図
的
に
作

り
出
し
た
も
の
で
は
な
く
、
本
来
的
、
生
得
的
に
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
仏
心
が
本
来
的
に
具
わ
っ
て
い
る
証
拠
に
つ
い
て
、
盤
珪
は
、
た
と
え
ば
次

の
よ
う
に
、
一
般
の
人
々
に
対
す
る
説
法
の
中
で
述
べ
て
い
る
。

皆
こ
ち
ら
向
ひ
て
、
身
ど
も
が
こ
う
云
ふ
を
聞き
き

ご
ざ
る
う
ち
に
、
後
で
啼
く
烏
の
声
、

雀
の
啼
く
声
、
風
の
吹
く
声
、
そ
れ
ぞ
れ
の
声
を
聞
か
う
と
思
ふ
念
を
生
ぜ
ず
に
居
る

に
、
烏
の
声
、
雀
の
声
、
風
の
吹
く
声
、
そ
れ
ぞ
れ
の
声
が
通
じ
分
か
れ
て
、
聞
た
が

わ
ず
聞
ゆ
る
は
、
不
生
で
聞
く
と
云
ふ
も
の
で
ご
ざ
る
わ
い
。
其
の
ご
と
く
、
一
切
の

事
が
不
生
で
調
い
ま
す
わ
い
。（
盤
珪
全
集
四
）　

こ
こ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
盤
珪
は
、「
不
生
の
仏
心
」
の
証
拠
を
、
何
か
を
聞
こ

う
と
意
図
し
な
い
で
も
自
然
に
音
が
聞
き
分
け
ら
れ
る
と
い
う
事
実
に
見
出
す
。
つ
ま

り
、
人
間
の
心
に
は
、
本
来
的
に
正
し
く
物
事
を
弁
別
す
る
働
き
が
宿
っ
て
お
り
、
そ

れ
を
自
覚
し
、
機
能
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
人
間
の
心
に
本

来
宿
る
「
仏
心
」
と
は
、
伝
統
的
な
仏
教
用
語
で
い
え
ば
、「
仏
性
」（
仏
の
本
質
で
あ
り
、

衆
生
が
本
来
こ
の
本
質
に
蔵
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
こ
の
本
質
を
蔵
し
て
い
る
と
さ

れ
た
）
と
重
な
ろ
う
）
13
（

。

　

仏
性
に
関
し
て
、
付
言
す
る
な
ら
ば
、
一
般
に
は
、
こ
れ
は
衆
生
が
蔵
す
る
も
の
と

い
う
方
向
性
で
の
み
語
ら
れ
て
い
る
が
、
本
来
は
、
衆
生
が
仏
性
を
蔵
す
る
（
「
能
蔵
」
）

と
同
時
に
、
衆
生
も
仏
性
に
よ
っ
て
蔵
さ
れ
る
（
「
所
蔵
」
）
と
理
解
す
べ
き
も
の
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
こ
で
の
比
較
対
象
で
あ
る
道
元
を
引
き
合
い
に
出
す
な
ら
ば
、

道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』「
仏
性
」
巻
に
お
け
る
仏
性
に
関
す
る
理
解
は
、
ま
さ
に
こ
の

「
能
蔵
」
と
「
所
蔵
」
と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
基
盤
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。「
悉
有

仏
性
」
を
「
こ
と
ご
と
く
仏
性
あ
り
」
で
は
な
く
て
「
悉
有
（
真
な
る
も
の
と
し
て
の

存
在
）
は
仏
性
そ
の
も
の
で
あ
る
。」
と
道
元
が
読
み
替
え
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ

と
の
現
れ
で
あ
る
。
仏
性
と
は
自
己
に
内
在
す
る
本
質
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
己

を
超
越
す
る
「
場
」
で
も
あ
り
、
そ
の
場
に
あ
る
が
故
に
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
真
な
る
も

の
と
な
る
。
し
か
し
、
近
世
仏
教
の
盤
珪
に
お
い
て
は
、「
仏
心
」（
＝
仏
性
）
は
、
衆

生
の
中
に
あ
る
認
識
と
道
徳
の
根
拠
で
あ
る
善
性
と
し
て
捉
え
ら
れ
、「
能
蔵
」
の
側

面
が
強
調
さ
れ
る
も
の
の
、「
所
蔵
」
の
側
面
に
つ
い
て
は
特
に
注
意
を
払
わ
れ
て
い

な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
現
実
世
界
の
根
源
に
あ
り
、
ま
た
、
世
俗
世
界
を
超
越
し
た
真

な
る
世
界
、
つ
ま
り
、「
縁
起―

無
自
性―

空
」
な
る
「
場
」
へ
と
衆
生
が
超
出
し
て

い
く
可
能
根
拠
と
な
る
「
所
蔵
」
の
側
面
が
軽
ん
じ
ら
れ
、
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
が
ち

で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

さ
ら
に
、
盤
珪
は
、
生
得
的
に
備
え
て
い
る
仏
心
さ
え
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

す
べ
て
の
こ
と
が
首
尾
よ
く
は
こ
び
（｢

一
切
の
こ
と
が
不
生
で
調
い
ま
す
わ
い｣

）、

と
り
わ
け
、
日
常
生
活
に
お
け
る
人
間
関
係
が
う
ま
く
い
く
こ
と
を
強
調
す
る
。
盤
珪

の
説
法
の
場
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
が
集
ま
っ
た
が
、
俗
人
の
中
に
は
人
間
関
係
の

葛
藤
を
抱
え
た
人
も
多
く
い
た
。
彼
ら
は
、
盤
珪
の
話
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら

の
悩
み
を
解
決
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
説
法
の
席
に
連
な
っ
て
い
た
。
盤
珪
は
、
こ
れ

ら
の
人
々
に
、「
不
生
の
仏
心
」
に
目
覚
め
る
と
は
、
自
ら
の
中
に
あ
る
、
善
性
に
目

覚
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
周
囲
と
調
和
的
関

係
が
達
成
さ
れ
、
世
俗
道
徳
も
全
う
さ
れ
る
と
説
い
た
の
で
あ
る
）
14
（

。

そ
し
て
、「
不
生
の
仏
心
」
に
目
覚
め
、
自
ら
の
仏
心
を
発
揮
し
て
生
き
る
こ
と
の

で
き
る
人
を
、
盤
珪
は
「
活
仏
」（
い
き
ぼ
と
け
）
と
呼
ぶ
。「
人
々
、
不
生
に
し
て
霊

明
な
が
仏
心
に
極
た
事
を
決
定
し
て
、
不
生
の
仏
心
で
ご
ざ
る
人
は
、
今
日
よ
り
未
来



― 19 ―

日
本
仏
教
に
お
け
る
中
世
と
近
世

永
劫
の
、
活
如
来
と
申
す
物
で
ご
ざ
る
わ
い
」(

盤
珪
全
集
五)

と
い
う
言
葉
か
ら
も
見

て
取
れ
る
よ
う
に
、「
不
生
の
仏
心
」
を
自
覚
し
、
そ
れ
を
保
て
る
人
こ
そ
が
仏
で
あ
る
。

人
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
善
な
る
仏
心
を
も
っ
て
は
い
る
が
、
成
長
し
て
い
く
過
程
で
、

我
欲
（｢
身
の
贔
屓｣

）
を
つ
の
ら
せ
、「
不
生
の
仏
心
」
を
覆
っ
て
し
ま
う
か
ら
、
地

獄
や
修
羅
道
、
餓
鬼
道
な
ど
の
悪
道
を
輪
廻
転
生
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
盤
珪

の
説
法
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
中
に
あ
る
「
不
生
の
仏
心
」
に
気
付
き

自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
で
き
さ
え
す
れ
ば
、「
活
仏
」
と
成
る
こ
と
が
で

き
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。「
成
仏
」（
＝
開
悟
成
道
＝
真
理
の
体
得
）
と
は
本
来
、
俗

世
を
捨
て
て
「
修
行
」
に
専
念
す
る
出
家
者
の
み
が
成
就
で
き
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て

い
た
が
、
盤
珪
は
、
説
法
を
聞
い
て
自
ら
を
省
み
て
「
不
生
の
仏
心
」
に
気
付
け
ば
そ

れ
で
「
活
仏
」
で
あ
り
、「
活
仏
」
と
し
て
俗
世
を
生
き
て
い
く
の
だ
と
主
張
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

「
活
仏
」
に
な
る
と
、
我
欲
が
無
く
な
り
、
虚
心
に
物
事
に
対
処
で
き
る
よ
う
に
な

る
か
ら
、
武
士
は
武
士
と
し
て
の
、
農
民
は
農
民
と
し
て
の
な
す
べ
き
つ
と
め
を
適
確

に
果
た
せ
る
よ
う
に
な
る
と
盤
珪
は
説
く
）
15
（

。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
活
仏
」
と
し

て
の
実
践
に
つ
い
て
盤
珪
は
、
た
と
え
ば
、『
盤
珪
仏
智
弘
済
禅
師
御
示
聞
書
』
下
に

お
い
て
、「
奉
公
つ
と
め
ら
る
ゝ
衆
は
、
男
女
と
も
主
人
へ
、
一
心
な
げ
て
勤
め
ら
れ
。

我
身
に
少
し
も
贔
屓
な
く
、
奉
公
い
た
さ
る
ゝ
が
、
第
一
の
つ
と
め
で
ご
ざ
る
。」（
盤

珪
語
録
六
二
）
）
16
（

と
言
う
。
世
俗
に
お
け
る
、
主
人
と
奉
公
人
と
い
う
身
分
道
徳
を
守
り
、

「
奉
公
」
す
る
こ
と
こ
そ
が
、「
不
生
の
仏
心
」
を
保
つ
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
武
士
は
主
君
に
対
し
て
）
17
（

、
職
人
は
親
方
に
対
し
て
、
丁
稚
は
商
店
主
に
対
し
て
、

私
心
を
捨
て
て
奉
公
す
る
こ
と
こ
そ
が
「
不
生
の
仏
心
」
を
顕
現
す
る
こ
と
に
な
る
の

だ
と
盤
珪
は
説
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
職
業
生
活
へ
の
「
無
私
」
の
精
励
を
通

じ
て
、「
我
欲
」
を
捨
て
て
心
と
人
格
を
磨
き
、
世
俗
の
中
で
自
分
な
り
の
地
位
を
得

て
充
実
し
て
生
き
る
こ
と
が
、
盤
珪
に
と
っ
て
の
仏
道
を
生
き
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

こ
と
を
彼
は
、
俗
人
た
ち
に
語
り
続
け
る
。
ま
さ
に
、「
修
養
」
の
勧
め
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。

②　

身
体
性
を
め
ぐ
っ
て

仏
教
に
お
け
る
修
行
と
は
、
釈
迦
の
菩
提
樹
下
に
お
け
る
瞑
想
と
悟
り
と
を
原
点
と

し
て
、
釈
迦
の
作
っ
た
初
期
教
団
か
ら
受
け
継
が
れ
た
（
と
少
な
く
と
も
信
じ
ら
れ
て

き
た
）
戒
・
定
・
慧
の
三
学
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
教
団
に
お
け
る
所
定
の
生
活
規
範

を
守
り
つ
つ
、
坐
禅
瞑
想
を
は
じ
め
と
す
る
日
々
の
実
践
に
よ
っ
て
煩
悩
を
離
れ
て
身

心
の
浄
化
に
努
め
、
そ
れ
を
通
じ
て
智
慧
（
真
理
を
把
握
す
る
絶
対
的
智
慧
で
、
日
常

的
事
柄
に
対
す
る
相
対
的
知
恵
、
す
な
わ
ち
、
二
元
相
対
的
分
析
知
と
は
区
別
さ
れ
る
）

を
体
得
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

さ
て
、
道
元
が
中
国
に
留
学
し
て
学
び
帰
国
後
に
広
め
た
曹
洞
宗
は
、
仏
教
の
諸
宗

派
の
中
で
も
坐
禅
と
い
う
身
体
修
行
を
重
視
す
る
一
派
で
あ
っ
た
。
道
元
が
中
国
か
ら

の
帰
国
直
後
に
著
し
た
『
普
勧
坐
禅
儀
』
に
も
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
坐
禅
の
際
は

所
定
の
「
型
」
に
自
ら
の
身
体
を
沿
わ
せ
て
い
く
。
足
を
組
ん
で
座
り
、
掌
を
重
ね
て

そ
の
上
に
置
き
、
背
筋
を
伸
ば
す
。
舌
は
上
あ
ご
に
つ
け
、
唇
も
歯
も
き
ち
ん
と
合
わ

せ
、
目
は
か
な
ら
ず
常
に
開
い
て
お
く
。
こ
の
よ
う
に
厳
密
に
「
型
」
を
守
る
の
は
、

そ
の
「
型
」
が
釈
迦
の
菩
提
樹
下
で
の
坐
禅
瞑
想
の
姿
を
な
ぞ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
道
元
は
「
身
心
一
如
」
を
強
調
し
、
自
ら
の
身
を
そ
の

「
型
」
に
沿
わ
せ
る
こ
と
で
、「
私
の
は
か
ら
い
」
を
離
れ
て
心
も
浄
化
さ
れ
、「
身
心
脱

落
」
す
る
と
言
う
。『
普
勧
坐
禅
儀
』
に
「
自
然
に
身
心
脱
落
し
、
本
来
の
面
目
現
前

せ
ん
」（
道
元
全
集
下
三
）
と
あ
る
よ
う
に
、
坐
禅
に
よ
り
本
来
の
自
己
が
明
ら
か
に

な
る
。

本
来
の
自
己
と
は
、
道
元
に
お
い
て
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
相
互
相
依
し
関

係
的
に
成
立
し
合
っ
て
い
る
と
い
う
「
縁
起―

無
自
性―

空
」
の
「
場
」
に
お
け
る
自

己
で
あ
り
、
そ
れ
は
永
遠
不
滅
の
本
質
と
し
て
の
実
体
（
我
＝
ア
ー
ト
マ
ン
）
で
は
な
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い
と
い
う
意
味
で
無
我
、
非
我
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
全
時
空
の
あ
ら

ゆ
る
も
の
と
の
関
係
し
合
い
つ
つ
「
今
、
こ
こ
、
こ
の
私
」
と
し
て
仮
に
成
り
立
っ
て

い
る
も
の
と
し
て
の
自
己
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
己
が
実
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

が
、「
私
の
は
か
ら
い
」
を
離
れ
て
心
が
浄
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

坐
禅
に
お
い
て
、
本
来
あ
る
と
こ
ろ
の
自
己
を
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
道
元
の

言
葉
を
用
い
れ
ば
「
証
上
の
修
」「
修
証
一
等
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
主

著
『
正
法
眼
蔵
』
の
先
駆
け
と
も
言
え
る
『
弁
道
話
』
に
お
い
て
、
道
元
は
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
修
証
は
ひ
と
つ
に
あ
ら
ず
と
お
も
へ
る
、
す
な
は
ち
外
道
の
見
な
り
。
仏
法
に

は
、
修
証
こ
れ
一
等
な
り
。
い
ま
も
証
上
の
修
な
る
ゆ
ゑ
に
、
初
心
の
辦
道
す
な
は
ち

本
証
の
全
体
な
り
。
か
る
が
ゆ
ゑ
に
、
修
行
の
用
心
を
さ
づ
く
る
に
も
、
修
の
ほ
か
に

証
を
ま
つ
お
も
ひ
な
か
れ
と
を
し
ふ
。
直
指
の
本
証
な
る
が
ゆ
ゑ
な
る
べ
し
。
す
で
に

修
の
証
な
れ
ば
、
証
に
き
は
な
く
、
証
の
修
な
れ
ば
、
修
に
は
じ
め
な
し
。（
道
元
全

集
上
七
三
七
）

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
道
元
に
と
っ
て
修
行
と
悟
り
（
証
）
と
は
、
別
々

の
も
の
で
は
な
く
て
、
修
行
は
、
悟
り
を
基
盤
と
し
て
成
り
立
つ
（
「
証
上
の
修
」「
証

の
修
」
）。
こ
れ
は
、
本
来
的
に
は
、
修
行
者
が
す
で
に
悟
り
を
得
て
い
る
、
つ
ま
り
、

「
縁
起―

無
自
性―

空
」
な
る
「
場
」
に
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
修
行

の
発
端
に
お
い
て
は
自
分
自
身
が
す
で
に
悟
り
の
上
に
い
る
と
い
う
よ
う
な
実
感
は
な

い
。
そ
こ
で
修
行
が
開
始
さ
れ
る
。
そ
の
時
、
修
行
者
は
悟
り
を
ゴ
ー
ル
と
し
て
と
り

あ
え
ず
は
想
定
し
、
何
と
か
そ
こ
に
到
達
し
た
い
と
努
め
る
の
で
あ
る
が
、
実
は
、
そ

こ
に
到
達
し
た
い
と
思
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
す
で
に
本
来
的
に
悟
り
の
上
に

あ
る
か
ら
だ
と
道
元
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
に
、
修
行
者
は
、
修
行
中
の
あ
る
特
権
的
な
瞬
間
に
お
い
て
身
を
も
っ
て

気
付
く
。
そ
の
と
き
は
じ
め
て
、
修
行
者
は
、
自
分
が
修
行
を
開
始
し
た
時
点
か
ら
す

で
に
、「
悟
り
」
の
次
元
、
す
な
わ
ち
「
縁
起―

無
自
性―

空
」
な
る
「
場
」
に
身
を

お
い
て
い
た
こ
と
を
実
感
す
る
（
「
初
心
の
辦
道
す
な
は
ち
本
証
の
全
体
な
り
」
）。
こ

こ
に
は
、
本
来
の
自
己
に
還
帰
す
る
と
い
う
循
環
構
造
が
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
目
的
の
実
現
は
、
そ
の
目
的
自
体
が
基
盤
と
な
る
こ
と
で
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
こ
そ
が
道
元
の
思
想
の
特
徴
と
し
て
言
及
さ
れ
る
「
修
証
一
等
」
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、「
修
の
ほ
か
に
証
を
ま
つ
お
も
ひ
な
か
れ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

決
し
て
、
悟
り
（
証
）
と
い
う
目
的
の
た
め
に
「
修
」
を
手
段
と
す
る
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
て
、
悟
り
と
一
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
修
行
を
な
す
こ
と
だ
け
が
、
悟
り
を
顕
現

し
続
け
る
こ
と
で
あ
る
（
「
修
の
証
」
）。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
衆
生
に
と
っ
て
な

す
べ
き
こ
と
は
、
ま
さ
に
「
修
行
」
の
み
な
の
で
あ
る
。
修
行
以
外
に
悟
り
は
な
い
の

だ
と
す
れ
ば
、
修
行
し
続
け
る
以
外
に
、
悟
り
を
保
持
す
る
方
法
は
な
い
こ
と
に
な
る

の
だ
。

そ
し
て
、「
す
で
に
修
の
証
な
れ
ば
、
証
に
き
は
な
く
、
証
の
修
な
れ
ば
、
修
に
は

じ
め
な
し
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
修
行
と
悟
り
と
は
お
互
い
を
基
礎
付
け
合
う
と
い

う
循
環
構
造
を
も
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
ど
ち
ら
が
出
発
点
で
あ
っ
た
り
、
到
達
点
で

あ
っ
た
り
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
道
は
無
窮
で
あ
り
、
修
行
を
す
る
一
瞬
一
瞬

こ
そ
が
悟
り
が
顕
現
さ
れ
る
一
瞬
、
一
瞬
な
の
で
あ
る
。

以
上
、
身
体
を
所
定
の
「
型
」
に
沿
わ
せ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
坐
禅
が
、
ど
の
よ
う

な
悟
り
の
世
界
を
切
り
拓
く
の
か
を
簡
単
に
説
明
し
た
。

次
に
、
盤
珪
に
お
け
る
修
行
の
位
置
付
け
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
結
論
を
先
取
り
し

て
言
う
な
ら
ば
、
盤
珪
は
、
出
家
し
た
弟
子
に
対
し
て
は
、
上
述
の
道
元
に
見
ら
れ
る

よ
う
な
自
己
の
本
来
の
面
目
（
＝
不
生
の
仏
心
）
を
自
覚
し
顕
現
す
る
も
の
と
し
て
の

厳
し
い
坐
禅
修
行
を
課
し
た
の
で
あ
る
が
）
18
（

、
俗
弟
子
に
対
し
て
は
、
前
項
で
述
べ
た
よ

う
に
、
説
法
を
聞
い
て
世
俗
世
界
の
中
で
よ
り
よ
く
生
き
る
こ
と
を
説
い
た
。

盤
珪
は
、
自
分
自
身
は
、
死
に
瀕
す
る
ほ
ど
の
過
酷
な
修
行
を
し
た
こ
と
で
有
名
で
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日
本
仏
教
に
お
け
る
中
世
と
近
世

あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
）
19
（

、
一
般
の
聴
聞
者
に
対
し
て
は
、
不
生
の
仏
心
に
目
覚
め
る
た
め

に
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
説
法
を
聴
聞
す
る
だ
け
で
十
分
で
、
公
案
を
参
究
し
た
り
、

疑
団
を
起
こ
し
た
り
、
坐
禅
し
た
り
と
い
う
よ
う
な
修
行
は
不
要
で
あ
る
と
言
い
切
っ

て
い
る
。
た
と
え
ば
盤
珪
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

只
今
皆
の
衆
は
い
か
い
仕
合
な
事
で
ご
ざ
る
。
身
ど
も
ら
が
若
い
時
分
に
は
、
明
知

識
が
ご
ざ
ら
ん
な
ん
だ
か
、
ご
ざ
つ
た
れ
ど
も
不
縁
で
御
目
に
か
ゝ
ら
な
ん
だ
か
、
殊

に
若
い
時
か
ら
し
て
身
ど
も
は
鈍
に
ご
ざ
つ
て
、
人
の
知
ぬ
苦
労
を
し
ま
し
て
の
。
い

か
い
む
だ
骨
を
折
り
ま
し
た
わ
い
の
。
其
の
む
だ
骨
折
た
事
が
忘
れ
ら
れ
ず
、
身
に
し

み
ま
し
て
ご
ざ
る
故
、
こ
り
は
て
た
程
に
、
そ
れ
を
思
て
、
皆
の
衆
骨
折
ら
し
ま
せ
ず

畳
の
上
で
楽
に
法
成
就
さ
せ
ま
し
た
さ
に
、
精
だ
し
て
此
や
う
に
毎
日
で
ゝ
、
催
促
し

ま
す
事
で
ご
ざ
る
は
い
の
。
皆
の
衆
は
仕
合
な
こ
と
じ
や
と
を
も
わ
つ
し
や
れ
。（
盤

珪
全
集
一
二
）

こ
こ
で
盤
珪
は
、「
不
生
の
仏
心
」
を
自
覚
す
る
た
め
に
、
自
分
自
身
は
苦
労
し
て

坐
禅
修
行
に
励
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
無
駄
骨
で
本
来
は
し
な
く
て
も
よ
い
苦
労

で
あ
っ
た
、
と
言
う
。
盤
珪
の
説
法
を
聞
き
に
来
た
聴
衆
は
、
苦
労
し
て
修
行
し
な
く

て
も
、
畳
の
上
で
盤
珪
の
説
教
を
聴
聞
す
る
だ
け
で
「
不
生
の
仏
心
」
を
自
覚
す
る
こ

と
が
で
き
幸
せ
な
こ
と
だ
と
盤
珪
は
繰
り
返
す
。「
不
生
の
仏
心
」
を
顕
現
す
る
た
め

に
は
、
坐
禅
修
行
は
決
し
て
必
須
の
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
、
日
常
の
一
つ
一
つ
の
行

為
に
「
不
生
の
仏
心
」
を
現
わ
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
盤
珪
は
、
俗
弟
子
に
対
し
て
は
、
基
本
的
に
説
法
を
聴
聞
し
て
「
不

生
の
仏
心
」
に
目
覚
め
る
こ
と
を
勧
め
、
公
案
参
究
を
通
じ
て
疑
団
を
起
こ
し
た
り
、

坐
禅
し
た
り
と
い
う
よ
う
な
修
行
は
不
要
で
あ
る
と
し
て
、「
是
（
不
生
）
を
決
け
つ
じ
ょ
う
定
さ

つ
し
や
れ
ば
、
た
ゝ
み
の
上
で
骨
折
ず
心
安
う
活
如
来
で
ご
ざ
る
」（
盤
珪
全
集
一
七
）

と
言
う
。
つ
ま
り
、「
（
俗
弟
子
た
ち
は
）
苦
労
し
て
修
行
し
な
く
て
も
、
畳
に
座
っ
て

盤
珪
の
説
法
を
聞
く
こ
と
で
不
生
の
仏
心
に
目
覚
め
さ
え
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
だ
け
で

仏
心
を
も
っ
た
活
き
仏
そ
の
も
の
だ
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
教
団
に
お
い
て
伝
え
ら
れ

て
き
た
伝
統
的
な
型
に
沿
っ
た
身
体
的
実
践
と
し
て
の
修
行
は
、
俗
人
信
者
に
は
不
必

要
だ
と
言
う
の
だ
。

で
は
、
盤
珪
は
内
面
的
自
覚
の
み
を
重
視
し
身
体
的
実
践
を
す
べ
て
否
定
し
た
の
だ

ろ
う
か
。
い
や
、
そ
う
で
は
な
い
。
盤
珪
に
あ
っ
て
は
、
俗
人
信
者
た
ち
が
説
法
を
通

じ
て
自
覚
し
た
「
不
生
の
仏
心
」
は
、
日
常
的
な
役
割
行
動
の
中
に
お
い
て
実
現
さ
れ

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
特
に
、
前
述
の
よ
う
に
、
家
業
へ
の
精
勤
と
日
常

的
人
間
関
係
へ
の
誠
実
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
強
調
さ
れ
る
）。「
不
生
の
仏
心
」
を
顕

現
す
る
た
め
に
は
、
坐
禅
修
行
は
決
し
て
必
須
の
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
、
日
常
茶
飯

の
人
間
関
係
に
お
け
る
一
つ
一
つ
の
行
為
に
「
不
生
の
仏
心
」
を
現
わ
す
べ
き
で
あ
る

と
言
う
の
で
あ
る
。

盤
珪
に
お
い
て
は
、
身
体
は
も
は
や
悟
り
を
通
じ
て
日
常
を
超
え
た
超
越
的
次
元
に

参
与
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
常
に
日
常
的
次
元
に
お
い
て
、
つ
ま
り
、
水
平
的
方
向

で
の
み
他
者
と
関
わ
り
合
い
つ
つ
生
き
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
近
世
の
仏
教
者
の
教

説
の
共
通
の
特
徴
と
し
て
、
非
日
常
的
な
身
心
の
実
践
で
は
な
く
て
、
日
常
的
な
「
修

養
」
の
重
視
、
具
体
的
に
言
う
と
、
現
世
の
家
業
や
人
間
関
係
に
お
け
る
徳
行
の
重
視

が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
教
説
は
、
大
衆
向
け
に
大
規
模
に
開
催
さ
れ
た
説

法
の
聴
聞
や
大
量
に
流
通
し
た
通
俗
仏
教
書
や
仮
名
法
語
な
ど
の
講
読
を
通
じ
て
流
布

さ
れ
て
い
っ
た
。
身
体
を
非
日
常
的
な
「
型
」
に
沿
わ
せ
る
こ
と
で
、
身
心
と
も
に
日

常
性
を
超
え
た
境
位
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
「
修
行
」
と
は
対
照
的
に
、「
修
養
」
に

お
い
て
は
身
体
性
に
は
直
接
に
働
き
か
け
る
こ
と
の
な
い
聴
聞
や
読
書
も
重
視
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
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③　

理
想
的
人
格
を
め
ぐ
っ
て

修
行
と
は
、
真
理
を
体
得
し
て
覚
者
に
な
る
こ
と
を
目
指
す
行
為
で
あ
る
。
覚
者
と

は
真
理
に
目
覚
め
開
悟
成
道
し
た
仏
（
＝
仏
陀
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
悟
り
と
は
、

道
元
に
お
い
て
は
、
自
ら
の
本
来
性
と
し
て
の
「
縁
起―

無
自
性―

空
」
を
顕
現
す
る

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
修
証
一
等
」
で
あ
る
修
行
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
。「
縁
起

―

無
自
性―

空
」
と
は
、
存
在
論
的
に
言
え
ば
関
係
的
成
立
で
あ
り
、
実
践
論
的
に
言

え
ば
、
自
他
の
相
互
相
依
、
自
他
不
二
を
根
底
と
し
た
「
無
我
」（
我
執
か
ら
の
脱
却
）、

「
慈
悲
」、「
利
他
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
全
時
空
の
全
存
在
の
一
体
と
い
う
、
坐
禅

が
拓
く
こ
の
よ
う
な
境
地
に
つ
い
て
、
道
元
は
『
弁
道
話
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。

も
し
、
人
一
時
な
り
と
い
ふ
と
も
、
三
業
（
身
口
意
）
に
仏
印
を
標
し
、
三
昧
に
端

坐
す
る
と
き
、
遍
法
界
み
な
仏
印
と
な
り
、
尽
虚
空
こ
と
ご
と
く
さ
と
り
と
な
る
。（
中

略
）
こ
の
と
き
、
十
方
法
界
の
土
地
・
草
木
・
牆
壁
・
瓦
礫
み
な
仏
事
を
な
す
を
も
て
、

そ
の
お
こ
す
と
こ
ろ
の
風
水
の
利
益
に
あ
づ
か
る
と
も
が
ら
、
み
な
甚
妙
不
可
思
議
の

仏
化
に
冥
資
せ
ら
れ
て
、
ち
か
き
さ
と
り
を
あ
ら
は
す
。（
中
略
）
こ
の
化
道
の
お
よ

ぶ
と
こ
ろ
の
草
木
・
土
地
、
と
も
に
大
光
明
を
は
な
ち
、
深
妙
法
を
と
く
こ
と
、
き
は

ま
る
と
き
な
し
。
草
木
・
牆
壁
は
よ
く
凡
聖
含
霊
の
た
め
に
宣
揚
し
、
凡
聖
含
霊
は
か

へ
つ
て
草
木
・
牆
壁
の
た
め
に
演
暢
す
。
自
覚
・
覚
他
の
境
界
、
も
と
よ
り
証
相
を
そ

な
へ
て
か
け
た
る
こ
と
な
く
、
証
則
お
こ
な
は
れ
て
お
こ
た
る
と
き
な
か
ら
し
む
。

こ
こ
を
も
て
、
わ
づ
か
に
一
人
一
時
の
坐
禅
な
り
と
い
へ
ど
も
、
諸
法
と
あ
ひ
冥

し
、
諸
時
と
ま
ど
か
に
通
ず
る
が
ゆ
ゑ
に
、
無
尽
法
界
の
中
に
、
去
来
現
に
、
常
恒
の

仏
化
道
事
を
な
す
な
り
。
彼
彼
と
も
に
一
等
の
同
修
な
り
、
同
証
な
り
。（
道
元
全
集

上
七
三
一
）

こ
こ
で
、
道
元
は
、
自
ら
の
「
修
行
」
と
と
も
に
拓
か
れ
る
世
界
の
あ
り
よ
う
を
述

べ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
自
己
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
交
流
し
合
い
、
す
べ
て
の
も
の
が

自
受
用
三
昧
に
住
し
て
仏
そ
の
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
究
極
的
に
は
自

己
が
悟
る
こ
と
と
他
者
を
悟
ら
せ
る
こ
と
が
同
時
に
成
り
立
つ
よ
う
な
「
甚
妙
不
可
思

議
」
か
つ
「
大
光
明
を
は
な
ち
、
深
妙
法
を
と
く
こ
と
き
わ
ま
る
と
き
な
し
」
と
形
容

さ
れ
る
真
理
世
界
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
真
理
世
界
を
実
現
し
他
者
と
と
も
に
「
共
同

成
仏
」
す
る
こ
と
が
修
行
者
の
理
想
と
さ
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
先
述
の
よ
う
に
、
盤
珪
は
、
俗
人
に
対
し
て
は
自
ら
の
説
法
を
聞

い
て
、「
不
生
の
仏
心
」
に
目
覚
め
、
生
れ
つ
い
た
ま
ま
の
善
心
を
発
揮
し
て
日
常
的

な
人
間
関
係
の
中
で
自
ら
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
説
き
、
彼
ら
に
対
し
て
、
坐
禅
を

し
開
悟
成
道
し
て
成
仏
す
る
こ
と
を
基
本
的
に
は
説
か
な
か
っ
た
。
盤
珪
は
、
手
元
に

お
い
た
少
数
の
弟
子
た
ち
に
対
し
て
は
、
何
ヶ
月
も
僧
堂
に
籠
ら
せ
て
厳
し
い
坐
禅
修

行
を
課
し
、
仏
法
を
担
い
、
俗
人
の
信
者
を
化
導
す
る
者
と
な
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
成

仏
」
の
実
現
を
求
め
た
が
、
俗
人
の
信
者
は
あ
く
ま
で
、
化
導
の
対
象
で
あ
る
に
す
ぎ

ず
、
彼
ら
は
日
常
的
世
界
に
留
ま
る
べ
き
者
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。（
出

家
し
た
弟
子
た
ち
が
坐
禅
修
行
に
よ
っ
て
実
現
す
る
「
成
仏
」
と
、
説
法
を
聴
聞
し
て

「
不
生
の
仏
心
」
で
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
就
す
る
「
活
仏
」
と
の
違
い
に
つ
い
て
盤

珪
は
明
確
に
は
説
明
し
な
い
が
、
両
者
は
別
物
で
あ
る
。）

道
元
に
と
っ
て
俗
弟
子
は
、
諸
般
の
事
情
で
現
在
は
世
俗
に
留
ま
っ
て
は
い
る
も
の

の
、
最
終
的
に
は
出
家
し
仏
道
修
行
の
道
に
入
る
こ
と
が
望
ま
し
い
者
と
し
て
理
解
さ

れ
て
い
た
）
20
（

。『
正
法
眼
蔵
』
の
冒
頭
と
い
う
重
要
な
位
置
に
あ
る
「
現
成
公
案
」
巻
が
「
鎮

西
の
俗
弟
子
楊
光
秀
」
に
書
き
与
え
ら
れ
た
と
い
う
奥
書
を
持
つ
こ
と
か
ら
も
う
か
が

え
る
よ
う
に
、
道
元
は
出
家
し
た
弟
子
に
期
待
す
る
の
と
同
様
の
期
待
を
、
俗
人
に
も

か
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
盤
珪
が
、
俗
弟
子
を
出
家
し
た
弟
子
と
明
確
に
分

け
、
俗
弟
子
に
は
、
説
法
等
に
よ
っ
て
目
覚
め
た
「
不
生
の
仏
心
」
を
も
っ
て
世
俗
世

界
の
秩
序
に
則
っ
て
家
業
に
励
み
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
し
な
が
ら
生
き
る
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日
本
仏
教
に
お
け
る
中
世
と
近
世

こ
と
を
勧
め
た
こ
と
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
道
元
は
、
俗
人
に
も
世
俗
を
捨
て
る
こ
と

が
当
為
で
あ
る
と
説
き
、
つ
ま
り
、
た
と
え
そ
れ
が
不
可
能
で
あ
ろ
う
と
、
世
俗
は
基

本
的
に
は
捨
て
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
説
き
、
盤
珪
は
、
俗
人
に
は
あ
く
ま
で
も

世
俗
の
中
で
生
き
る
こ
と
を
求
め
た
と
言
え
よ
う
。

以
上
、
道
元
と
盤
珪
を
手
が
か
り
と
し
て
、「
修
行
」
と
「
修
養
」
を
対
比
的
に
検

討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
中
世
仏
教
と
近
世
仏
教
と
の
特
徴
を
検
討
し
た
。
た
だ
し
、

こ
こ
で
明
ら
か
に
し
た
「
修
行
」
と
「
修
養
」
と
い
う
二
類
型
は
、
あ
く
ま
で
も
最
も

純
粋
化
さ
れ
た
か
た
ち
に
お
け
る
二
類
型
で
あ
り
、
現
実
に
は
「
修
行
」
と
「
修
養
」

と
の
関
係
は
、
よ
り
複
雑
で
錯
綜
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

一
例
を
挙
げ
て
み
る
と
、
本
稿
に
お
い
て
は
、「
修
養
」
と
は
講
話
の
聴
聞
や
読
書

な
ど
が
そ
の
手
段
と
な
る
と
述
べ
た
。
確
か
に
明
治
四
〇
年
以
降
の
修
養
書
ブ
ー
ム
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
修
養
」
が
身
体
修
行
と
は
別
の
次
元
で
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
修
養
書
ブ
ー
ム
と
並
ん
で
、
静
坐
法
、

呼
吸
法
な
ど
の
身
体
技
法
を
伴
っ
た
「
修
養
」（
身
体
性
を
伴
う
と
い
う
意
味
で
は
「
修

行
」
的
と
い
う
捉
え
方
も
で
き
る
）
も
、
明
治
四
〇
年
代
以
降
盛
ん
に
な
る
の
で
あ

る
）
21
（

。
こ
の
淵
源
は
た
と
え
ば
、
江
戸
時
代
の
禅
僧
で
あ
り
臨
済
宗
中
興
の
祖
と
さ
れ
る

白
隠
慧
鶴
（
一
六
八
五
〜
一
七
六
八
）
に
ま
で
溯
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
白
隠
は
自
ら

の
身
心
の
病
を
内
観
の
法
や
軟な

ん

そ酥
の
法
に
よ
っ
て
克
服
し
、
こ
れ
ら
を
身
心
の
「
修
養
」

の
た
め
に
広
く
勧
め
た
）
22
（

。

し
か
し
、
白
隠
に
お
い
て
も
明
治
四
〇
年
代
以
降
盛
ん
に
な
る
身
体
的
修
養
法
に
お

い
て
も
、
こ
れ
ら
の
身
体
的
修
練
は
、
基
本
的
に
は
手
段
で
あ
る
に
留
ま
っ
た
。
目
的

は
、
身
心
の
健
康
、
長
生
、
意
欲
の
増
大
、
道
徳
性
の
進
化
、
世
俗
社
会
に
お
け
る
自

己
実
現
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
獲
得
す
る
た
め
に
「
修
養
」
が
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
修
行
」
の
方
は
、
道
元
の
「
修
証
一
等
」
と
い
う
言
葉
に

明
ら
か
に
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、「
修
行
」
そ
れ
自
体
が
目
的
で
あ
り
、「
修
行
」
と
悟

り
は
一
体
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
が
、「
修
養
」
と
「
修
行
」
と
の
大
き
な
分
岐
点

で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。「
修
養
」
が
、
す
で
に
確
立
し
た
価
値
観
な
り
秩
序
な
り
に

適
合
す
る
人
間
像
を
前
提
と
し
た
上
で
そ
れ
へ
と
自
ら
を
従
わ
せ
て
い
く
営
為
で
あ
る

と
す
る
な
ら
ば
、「
修
行
」
は
、
そ
れ
自
身
が
目
的
で
あ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
す
で
に

確
立
し
て
い
る
価
値
観
や
秩
序
そ
の
も
の
を
根
底
的
に
問
い
直
す
試
み
で
あ
る
と
も
言

え
よ
う
。

注（
１
）　

他
に
も
挙
げ
る
と
す
る
と
、
た
と
え
ば
、
伝
来
当
初
の
祖
先
祭
祀
と
結
び
つ
い
た

氏
族
仏
教
か
ら
、
中
央
集
権
的
国
家
体
制
の
理
念
的
拠
り
所
と
し
て
の
国
家
仏
教
へ
と

い
う
転
換
、
奈
良
を
中
心
と
し
た
都
市
仏
教
に
対
す
る
山
岳
を
根
拠
地
と
す
る
平
安
仏

教
の
成
立
、
円
密
禅
戒
を
組
み
込
ん
だ
総
合
仏
教
で
あ
る
天
台
宗
に
代
表
さ
れ
る
「
旧

仏
教
」
を
否
定
的
媒
介
と
し
て
、「
一
行
」「
一
法
」
へ
の
集
中
を
説
い
た
、
い
わ
ゆ
る
「
鎌

倉
新
仏
教
」
の
勃
興
、
明
治
初
年
の
大
規
模
な
仏
教
弾
圧
な
ど
を
、
一
大
転
機
と
し
て

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
２
）　

説
教
「
か
る
か
や
」
の
正
本
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
一
六
三
一
年
、
近
世
初
期
に
あ

た
る
が
、
こ
の
説
話
自
身
の
発
祥
は
古
く
、
中
世
の
間
、
高
野
山
の
萱
堂
聖
の
間
で
語

り
継
が
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
刈
萱
道
心
説
話
に
よ
る
と
、
俄
か
に
出
家

し
た
父
（
加
藤
繁
〔
重
〕
氏
＝
刈
萱
道
心
）
を
慕
っ
て
息
子
石
童
丸
は
高
野
山
に
や
っ

て
く
る
が
、
刈
萱
道
心
は
恩
愛
を
捨
て
た
出
家
の
身
ゆ
え
に
、
父
子
の
名
乗
り
を
せ
ず
、

石
童
丸
を
帰
ら
せ
、
つ
い
に
は
刈
萱
道
心
と
石
童
丸
と
は
、
善
光
寺
と
高
野
山
で
別
々

に
往
生
し
た
。
こ
の
物
語
は
、
ま
さ
に
世
俗
の
恩
愛
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
仏
道
の
真
理

の
世
界
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
親
子
の
情
愛
に
よ
る
結
合
は
、
現

世
に
お
い
て
は
全
う
さ
れ
ず
、
仏
道
の
真
理
世
界
は
、
現
世
的
な
親
子
関
係
を
超
え
て

は
じ
め
て
到
達
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

　
　
　

そ
れ
に
対
し
て
説
教
節
の
「
か
る
か
や
」
を
原
拠
と
し
て
並
木
宗
輔
、
並
木
丈
輔

が
合
作
し
た
『
刈
萱
桑
門
筑
紫

』
と
題
さ
れ
た
浄
瑠
璃
（
一
七
三
五
年
、
大
阪
豊
竹

座
初
演
）
で
は
、
従
来
の
刈
萱
道
心
説
話
を
取
り
込
み
つ
つ
も
、
全
体
的
に
は
、
繁
（
重
）

氏
が
去
っ
た
後
の
加
藤
家
を
舞
台
と
し
て
、
家
を
守
る
忠
義
の
家
臣
の
術
中
に
は
ま
っ

て
愛
す
る
男
性
を
か
ば
い
な
が
ら
死
ん
で
い
く
「
夕
し
で
」
と
い
う
女
性
が
主
人
公
と
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な
っ
て
繰
り
広
げ
る
ス
ト
ー
リ
ー
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
中
世
の
物
語
と
近
世
文
学

と
の
落
差
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
滝
沢
馬
琴
の
『
刈
萱
後
伝
玉
櫛
笥
』
が
、「
か
る

か
や
」
説
話
を
典
拠
に
と
り
つ
つ
も
石
堂
（
童
）
丸
に
よ
る
加
藤
家
再
興
の
物
語
と
し

て
筋
立
を
か
え
て
し
ま
っ
て
い
る
の
も
、
近
世
的
な
変
容
と
い
え
よ
う
。

（
３
）　

他
に
も
「
浮
世
男
」
は
「
遊
里
な
ど
で
遊
ぶ
浮
気
な
男
」
を
、「
浮
世
狂
い
」
は
「
遊

女
に
熱
中
す
る
こ
と
」、「
浮
世
心
」
は
「
酒
色
な
ど
の
享
楽
に
引
か
れ
る
心
」
を
意
味

し
た
。

（
4
）　

な
お
、
芝
居
町
と
遊
里
と
は
二
大
悪
所
で
あ
り
、
両
者
と
も
に
世
俗
世
界
の
た
だ

中
に
あ
っ
て
最
も
現
世
的
快
楽
の
享
受
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
た

と
え
ば
近
松
の
『
曽
根
崎
心
中
』
冒
頭
の
「
観
音
廻
り
」
や
馴
染
み
の
客
と
心
中
を
遂

げ
る
主
人
公
の
遊
女
お
初
が
観
音
に
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
分
か
る
よ

う
に
、
そ
れ
は
、
あ
る
種
の
超
越
的
な
る
も
の
の
「
疑
似
的
に
」
顕
現
す
る
場
所
と
し

て
も
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
二
つ
の
場
所
は
、
近
世
に
お
け
る
超
越
的
な
る
も
の
の

現
象
形
態
を
考
え
る
上
で
重
要
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期

し
た
い
。

（
5
）　

近
世
仏
教
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
中
世
仏
教
と
比
較
し
て
、
顕
著
な
思
想
的
展
開

も
な
く
あ
ま
り
見
る
べ
き
も
の
は
な
い
、
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
中

世
仏
教
が
、
社
会
不
安
の
中
で
悩
み
苦
し
む
一
般
大
衆
の
救
済
を
目
指
し
た
の
に
対
し

て
、
近
世
仏
教
は
、
相
対
的
に
安
定
し
た
泰
平
の
世
に
あ
っ
て
、
権
力
の
末
端
を
担
っ

た
と
指
摘
さ
れ
た
り
も
し
、
極
端
な
場
合
に
は
「
堕
落
仏
教
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
が
貼

ら
れ
る
こ
と
す
ら
あ
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
は
、
近
世
仏
教
に
対
す
る
見
直
し
が
進
み
、

近
世
仏
教
の
プ
ラ
ス
の
側
面
と
し
て
、
庶
民
生
活
へ
の
仏
教
の
浸
透
が
よ
り
進
ん
だ
こ

と
、
宗
派
の
学
問
で
あ
る
宗
学
が
発
達
し
た
こ
と
、
近
代
仏
教
へ
と
つ
な
が
る
思
想
傾

向
が
す
で
に
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
近
世
仏
教
の
再
評
価
に
関
す

る
近
年
の
業
績
と
し
て
は
西
村
玲
『
近
世
仏
教
思
想
の
独
創　

僧
侶
普
寂
の
思
想
と
実

践
』（
ト
ラ
ン
ス
ヴ
ュ
ー
、
二
〇
〇
八
年
）、
末
木
文
美
士
『
近
世
の
仏
教―

華
ひ
ら
く

思
想
と
文
化
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
6
）　

た
と
え
ば
、『
史
記
』
宋
微
子
世
家
に
「
仁
義
を
修
行
す
」、『
漢
書
』
儒
林
伝
に
「
先

王
の
道
を
修
行
す
」
と
あ
り
、
い
ず
れ
も
「
儒
教
の
教
え
に
よ
っ
て
徳
行
を
実
践
す
る
」

と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
7
）　

た
と
え
ば
、
北
宋
時
代
に
成
立
し
た
「
小
道
蔵
」
と
呼
ば
れ
る
『
雲
笈
七
籤
』
に
「
修

養
の
道
」
に
つ
い
て
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。『
雲
笈
七
籤
』
は
、
北
宋
の
張
君
房
編
で
、

同
人
が
真
宗
の
命
に
よ
っ
て
編
纂
し
た
道
教
経
典
の
網
羅
的
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
『
大
宋
天

宮
宝
蔵
』（
現
在
は
散
逸
）
を
要
約
し
た
、
道
教
概
論
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

そ
の
中
に
「
洞
元
經
云
。
修
養
之
道
。
先
除
嗜
欲
。」（
『
洞
元
経
』
で
は
次
の
よ
う
に
言
っ

て
い
る
、「
修
養
の
道
は
、
ま
ず
欲
望
を
除
く
こ
と
に
あ
る
。」
）
と
あ
る
。
ま
た
、『
宋
史
』

巻
四
四
一
列
伝
に
は
李
建
中
（
九
四
五
〜
一
〇
一
三
）
に
つ
い
て
「
建
中
善
修
養
之
術
」

（
建
中
は
、
修
養
の
術
を
よ
く
し
た
。）
と
あ
る
。
ま
た
、
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
が
、『
太

上
修
養
秘
訣
仙
経
』
が
あ
っ
た
こ
と
が
『
正
統
道
蔵
』『
道
蔵
闕
経
目
録
』『
中
華
道
蔵

目
録
』
な
ど
各
種
目
録
か
ら
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
宋
代
の
『
近
思
録
』
為
学
五
〇
に
も

「
脩
養
の
年
を
引の

ぶ
る
所
以
、
国
祚
の
天
の
永
命
を
祈
る
所
以
、
常
人
の
聖
賢
に
至
る
、

皆
工
夫
這
裏
に
至
れ
ば
、
則
ち
自
ら
こ
の
応
有
り
」（
自
分
が
養
生
を
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
寿
命
を
延
ば
す
よ
う
に
す
る
、
天
に
国
家
の
生
命
が
天
か
ら
授
か
っ
た
よ
う
に
永
遠

な
れ
と
祈
る
、
普
通
の
人
間
が
聖
人
に
な
る
、
努
力
が
そ
こ
ま
で
い
く
と
、
感
応
が
あ

る
の
だ
。）
と
あ
る
。
こ
の
一
節
は
、
伊
藤
仁
斎
『
童
子
問
』
中
第
三
〇
章
に
も
ひ
か

れ
て
い
る
。

（
8
）　

新
渡
戸
稲
造
『
世
渡
り
の
道
』
は
大
正
元
年
に
発
行
さ
れ
、
ま
た
同
『
修
養
』
は

明
治
四
四
年
初
版
で
、
一
四
〇
回
重
版
さ
れ
た
。
こ
の
二
書
と
『
自
警
』（
大
正
五
年
）

を
加
え
て
三
部
作
と
言
う
。
引
用
と
し
て
は
佐
藤
一
斎
、
孔
子
、
孟
子
な
ど
儒
教
関
係

が
多
い
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
キ
リ
ス
ト
、
ゲ
ー
テ
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
、

西
郷
隆
盛
な
ど
古
今
東
西
の
「
偉
人
」
の
名
言
、
人
生
訓
が
幅
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
新
渡
戸
は
明
治
四
五
年
に
一
高
校
長
に
就
任
し
て
お
り
、
一
高
生
へ
の
講
話
の
際

に
も
こ
れ
ら
が
引
用
さ
れ
た
。
な
お
、
明
治
大
正
期
の
「
修
養
」
主
義
に
関
し
て
は
筒

井
清
忠
『
日
本
型
教
養
主
義
の
運
命
』
第
一
章
「
近
代
日
本
の
お
け
る
教
養
主
義
の
成

立―

修
養
主
義
と
の
関
連
か
ら―

」（
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
、
後
に
岩
波
現
代
文

庫
に
所
収
）
を
参
照
。
筒
井
は
、
修
養
主
義
を
土
台
と
し
て
そ
の
エ
リ
ー
ト
旧
制
高
校

生
版
と
し
て
教
養
主
義
が
成
立
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

（
9
）　

通
俗
道
徳
と
し
て
の
「
修
養
」
の
実
例
と
し
て
は
、
江
戸
時
代
の
心
学
か
ら
現
代

の
い
わ
ゆ
る
ビ
ジ
ネ
ス
書
、
自
己
啓
発
書
ま
で
枚
挙
に

が
な
い
。

（
10
）　

大
久
保
道
舟
『
道
元
禅
師
全
集
』
下
（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
〇
年
）、
四
六
七
頁
を

意
味
す
る
。
以
下
同
じ
。
た
だ
し
、
引
用
の
際
、
漢
文
は
読
み
下
し
、
仮
名
遣
い
、
句

読
点
そ
の
他
の
表
記
を
適
宜
改
変
し
た
。
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日
本
仏
教
に
お
け
る
中
世
と
近
世

（
11
）　

こ
の
「
南
泉
斬
猫
」
は
、
猫
に
つ
い
て
仏
性
の
有
無
を
争
っ
て
い
た
弟
子
た
ち
の

迷
い
を
断
ち
切
る
た
め
に
、
師
で
あ
る
南
泉
普
願
が
猫
を
一
刀
両
断
し
た
と
い
う
公
案

で
あ
る
。
こ
の
意
義
と
解
釈
に
つ
い
て
詳
細
は
、
拙
著
『
道
元
の
思
想　

大
乗
仏
教
の

真
髄
を
読
み
解
く
』
第
六
章
「
善
悪
の
絶
対
性
と
仏
教
」（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
一
一
年
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
12
）　

赤
尾
龍
治
編
『
盤
珪
禅
師
全
集
』（
大
蔵
出
版
、
一
九
七
六
年
）
四
頁
を
意
味
す
る
。

以
下
、
同
じ
。
た
だ
し
、
引
用
の
際
、
仮
名
遣
い
、
句
読
点
そ
の
他
の
表
記
を
適
宜
改

変
し
た
。

（
13
）　

こ
の
こ
と
に
関
し
て
詳
細
は
、
前
掲
拙
著
『
道
元
の
思
想　

大
乗
仏
教
の
真
髄
を

読
み
解
く
』
第
三
章
「
道
元
に
お
け
る
仏
性
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
14
）　

た
と
え
ば
、
元
禄
三
年
に
讃
岐
丸
亀
の
宝
津
寺
で
連
続
し
て
行
わ
れ
た
説
教
の
中

で
盤
珪
が
挙
げ
て
い
る
例
で
は
、
夫
や
姑
と
の
仲
が
悪
く
子
を
お
い
て
家
出
し
た
主
婦

が
実
家
に
戻
る
途
中
、
ふ
と
し
た
き
っ
か
け
で
盤
珪
の
説
法
を
聞
き
、
自
ら
「
不
生
の

仏
心
」
に
目
覚
め
わ
が
身
の
至
ら
な
さ
を
深
く
反
省
し
た
。
彼
女
は
、
婚
家
に
戻
っ
て

詫
び
を
い
れ
、
以
後
心
を
入
れ
替
え
家
族
仲
良
く
暮
ら
す
よ
う
に
な
り
、
夫
や
姑
と
連

れ
立
っ
て
た
び
た
び
盤
珪
の
説
法
を
聴
き
に
く
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。（
盤
珪
全

集
五
五
〜
五
七
）

（
15
）　

た
と
え
ば
、『
盤
珪
禅
師
説
法
』
に
は
、
武
士
は
「
不
生
の
仏
心
」
を
も
っ
て
主
君

に
忠
義
を
尽
く
す
べ
き
だ
と
い
う
説
法
（
盤
珪
全
集
六
〇
）
や
、
説
法
を
聞
い
て
「
不

生
の
仏
心
」
に
目
覚
め
れ
ば
、「
士
農
工
商
、
産
業
家
職
、
そ
れ
は
己
が
三
昧
で
御
座
る
」

（
同
六
二
）
と
い
う
境
地
に
な
る
と
い
う
説
法
を
は
じ
め
、
仏
道
の
教
え
に
従
い
自
分

の
生
ま
れ
つ
き
の
心
を
取
り
戻
し
、
各
自
の
職
業
生
活
に
励
む
べ
き
で
あ
る
と
す
る
説

法
が
数
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
16
）　

鈴
木
大
拙
『
盤
珪
禅
師
語
録
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
四
一
年
）
六
二
頁
を
意
味
す
る
。

な
お
『
盤
珪
仏
智
弘
済
禅
師
御
示
聞
書
』
は
、『
盤
珪
仏
智
弘
済
禅
師
法
語
』
と
も
言
い
、

江
戸
時
代
に
刊
行
さ
れ
た
唯
一
の
法
語
で
あ
る
が
、
不
備
や
誤
記
が
多
く
、
前
掲
『
盤

珪
禅
師
全
集
』
に
は
一
部
の
み
収
録
さ
れ
て
い
る
。（
前
掲
『
盤
珪
全
集
』
第
五
部
資

料
解
説
、
八
二
〇
頁
）

（
17
）　

盤
珪
は
、
武
士
が
主
君
の
た
め
に
戦
い
で
人
を
殺
す
こ
と
は
、
武
士
の
つ
と
め
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
殺
生
と
は
呼
ば
な
い
と
す
る
。『
盤
珪
仏
智
弘
済
禅
師
御
示
聞
書
』

下
に
「
主
君
の
先
駆
、
敵
を
討
取
申
や
う
な
、
殺
生
も
ご
ざ
れ
ど
も
、
こ
れ
は
侍
の
所

作
に
て
、
侍
の
身
の
上
に
て
は
殺
生
と
は
申
さ
ぬ
。」（
盤
珪
語
録
七
四
）
と
あ
る
。
た

だ
し
、
こ
れ
は
、
道
元
が
「
南
泉
斬
猫
」
を
引
き
合
い
に
出
し
て
述
べ
た
「
斬
猫
と
い

う
殺
生
の
行
為
も
仏
行
で
あ
る
」
と
す
る
よ
う
な
「
殺
生
」
の
理
解
と
は
異
な
っ
て
い

る
。
道
元
の
方
は
、
あ
く
ま
で
も
仏
道
の
真
理
の
探
究
に
お
い
て
は
、
世
俗
的
な
道
徳

は
越
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
前
提
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
盤
珪
は
、
世
俗
に
お

け
る
役
割
行
動
を
全
う
す
る
過
程
で
一
般
的
な
道
徳
に
反
す
る
行
為
を
し
た
と
し
て
も

そ
れ
は
許
容
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
世
俗
世
界
に
お
け
る
自

己
実
現
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
18
）　

盤
珪
は
、
俗
人
た
ち
に
「
不
生
の
仏
心
」
に
基
づ
く
世
俗
の
職
業
生
活
に
精
励
を

勧
め
る
一
方
で
、
自
分
自
身
、
人
倫
を
絶
し
た
山
奥
の
庵
に
籠
り
、
詩
偈
を
作
り
坐
禅

修
行
に
励
ん
だ
。
こ
の
よ
う
な
修
行
は
、
自
ら
が
人
倫
世
界(

俗
世)

に
仏
と
し
て
現
わ

れ
、
仏
と
し
て
説
法
を
す
る
た
め
に
是
非
必
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
仏
教
で
は
、
悟
っ

た
仏 (

覚
者)

は
、
自
ら
の
得
た
真
理
を
、
無
知
な
る
が
故
に
苦
し
む
衆
生
に
対
し
て
説

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
説
法
者
と
し
て
の
盤
珪
は
俗
人
た
ち
に
対
し
て
は

仏
と
し
て
臨
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
俗
人
は
、
真
理
を
説
く
者
と
い

う
意
味
で
の
仏
に
な
る
こ
と
は
期
待
さ
れ
て
い
な
い
。
盤
珪
が
俗
人
に
対
し
て
説
い
た

「
活
仏
」
と
は
、
不
生
を
自
覚
し
て
現
世
の
日
常
を
生
き
る
者
で
あ
る
。
盤
珪
は
、
俗

人
に
対
し
て
は
、
仏
教
を
信
じ
る
こ
と
は
、
無
常
な
る
現
世
を
捨
て
出
家
す
る
こ
と
に

帰
結
し
は
し
な
い
と
説
く
。
こ
の
と
き
衆
生
は
、
自
ら
真
理
を
説
く
存
在
に
な
る
こ
と

は
求
め
ら
れ
ず
、
一
方
的
に
真
理
を
授
け
ら
れ
、
そ
の
真
理
に
基
づ
い
て
俗
世
の
日
常

を
生
き
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
に
留
ま
る
。
俗
人
は
、
仏
と
し
て
の
盤
珪
の
説
法
を
聞

く
と
い
う
非
日
常
的
な
営
み
を
通
じ
て
、
俗
世
の
日
常
を
生
き
る
こ
と
の
意
義
を
確
認

し
た
と
言
え
よ
う
。

（
19
）　

出
家
し
た
盤
珪
は
、
庵
に
籠
っ
て
激
し
い
修
行
を
す
る
う
ち
に
心
身
と
も
に
病
ん

で
し
ま
っ
た
。
病
気
は
重
く
な
り
、
一
時
は
死
を
覚
悟
す
る
程
に
悪
化
す
る
が
、
瀕
死

の
盤
珪
は
あ
る
時
、
ふ
と
「
一
切
が
不
生
で
整
う
」
と
気
付
く
。
こ
れ
が
盤
珪
の
開
悟

成
道
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
体
験
に
つ
い
て
、
弟
子
が
書
き
残
し
た
伝
記
『
行
業
曲
記
』

に
は
、
病
重
篤
と
な
っ
た
あ
る
日
、
ふ
と
梅
の
香
り
を
か
い
で
開
悟
成
道
し
、
病
も
癒

え
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
20
）　

た
だ
し
、
道
元
の
俗
人
に
対
す
る
態
度
は
、
前
期
（
京
都
深
草
で
俗
人
に
対
し
て

も
布
教
を
行
っ
て
い
た
時
期
）
と
後
期
（
越
前
永
平
寺
で
出
家
し
た
弟
子
の
み
を
教
導



― 26 ―

し
て
い
た
時
期
）
で
は
違
う
と
言
わ
れ
て
お
り
、
後
期
は
特
に
出
家
主
義
に
な
っ
た
と

さ
れ
る
が
、
指
導
の
対
象
を
俗
人
ま
で
含
め
る
か
、
出
家
者
に
絞
る
か
の
違
い
で
あ
っ

て
、
在
家
は
出
家
す
べ
き
だ
が
い
ま
だ
そ
れ
を
実
行
で
き
な
い
者
と
い
う
位
置
付
け
そ

の
も
の
に
は
変
化
は
な
い
。

（
21
）　

「
修
養
」
と
い
う
言
葉
が
注
目
を
集
め
た
同
時
期
、「
精
神
療
法
」
が
民
間
に
お
い
て

大
流
行
し
た
。
た
と
え
ば
岡
田
虎
二
郎
の
岡
田
式
静
坐
法
、
藤
田
霊
斎
の
藤
田
式
息
心

調
和
法
、
二
木
謙
三
の
二
木
式
腹
式
呼
吸
法
な
ど
で
は
、
仏
教
の
坐
禅
に
も
一
面
通
じ

る
よ
う
な
精
神
統
一
や
腹
式
呼
吸
法
が
説
か
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、
単
な
る
治
病
法
・
健

康
法
で
あ
る
に
留
ま
ら
ず
、
心
身
一
元
論
に
基
づ
く
「
精
神
修
養
法
」
と
し
て
も
受
容

さ
れ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
詳
細
は
、
吉
永
進
一
編
『
日
本
人
の
身
・
心
・
霊―

近
代

民
間
精
神
療
法
叢
書
』（
全
八
巻
、
ク
レ
ス
出
版
、
二
〇
〇
四
年
）、『
同
Ⅱ
』（
全
七
巻
、

ク
レ
ス
出
版
、
二
〇
〇
四
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
22
）　

内
観
の
法
と
は
、
京
都
白
川
の
白
幽
真
人
よ
り
授
け
ら
れ
た
と
さ
れ
る
も
の
で
、

静
か
に
横
た
わ
り
身
の
元
気
を
臍
輪
、
丹
田
等
に
集
め
気
力
を
充
実
さ
せ
腹
式
呼
吸
を

行
う
養
生
法
で
あ
る
。
軟
酥
の
法
と
は
ク
リ
ー
ム
状
の
仙
薬
が
頭
上
か
ら
足
の
裏
ま
で

溶
け
流
れ
体
に
暖
か
く
滲
み
わ
た
る
の
を
思
い
描
く
一
種
の
イ
メ
ー
ジ
療
法
で
あ
り
、

白
隠
自
身
自
ら
の
禅
病
を
こ
れ
ら
の
身
体
技
法
に
よ
っ
て
克
服
し
健
康
を
得
た
と
言

う
。
白
隠
は
、
こ
の
経
験
を
『
夜
船
閑
話
』
に
書
き
著
し
こ
れ
ら
の
方
法
を
広
く
一
般

に
勧
め
た
。
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