
『

続
日
本
紀』

に
み
る
孝
思
想

―
―
儒
教
の
孝
と
仏
教
の
追
福
―
―

田

中

徳

定

は
じ
め
に

｢

孝｣

と
は
、
一
般
的
に
は
親
に
良
く
仕
え
孝
養
を
尽
く
す
と
い
う
儒
教
の
道
徳
倫
理
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
古
典

文
学
、
中
で
も
平
安
時
代
の
文
学
に
あ
ら
わ
れ
る｢
孝｣
と
い
う
語
に
は
、
現
在
で
い
う
親
孝
行
を
意
味
す
る
場
合
の
他
に
、
亡
き
親
の

追
善
供
養
を
意
味
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
例
が
多
い
。
例
え
ば
、『

源
氏
物
語』

の
場
合
、｢

孝｣
(

名
詞)

四
例
、｢

孝
ず｣

(

動

詞)

三
例
、｢

孝
養｣

一
例
、
合
計
八
例
の
内
、
三
例
が
亡
き
親
の
追
善
供
養
を
意
味
す
る
語
と
し
て
、
一
例
が
親
の
喪
に
服
す
る
意
味
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
追
善
供
養
を
意
味
す
る
語
の
用
例
と
し
て
、『
源
氏
物
語』

｢

賢
木｣

巻
、
桐
壺
院
崩
御
後
の
人
々
の
悲
し
み
を

描
く
場
面
を
あ
げ
る
。
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中
宮
、
大
将
殿
な
ど
は
、
ま
し
て
す
ぐ
れ
て
も
の
も
お
ぼ
し
分
か
れ
ず
、
後�
の
御
わ
ざ
な
ど
、
孝
じ
仕
う
ま
つ
り
給
さ
ま
も
、
そ

こ
ら
の
御
子
た
ち
の
御
中
に
す
ぐ
れ
た
ま
へ
る
を
、
こ
と
は
り
な
が
ら
い
と
あ
は
れ
に
、
世
人
も
見
た
て
ま
つ
る
。

(

岩
波
書
店
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系『

源
氏
物
語』

一
、
353
頁)

桐
壺
院
崩
御
を
悲
し
む
人
々
の
中
で
、
光
源
氏
が
、
他
の
親
王
に
優
れ
て
父
院
の
追
善
供
養
を
手
厚
く
営
ん
だ
、
そ
の
追
善
供
養
を｢

孝

じ
仕
う
ま
つ
り
給｣
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、｢

孝
ず｣

に
は
、
上
記
の
よ
う
な
亡
き
親
の
追
善
供
養
で
は
な
く
、
追
善
供
養
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
例
が
一
例
あ
る
。｢

総
角｣
巻
、
大
君
亡
き
後
、
そ
の
死
を
悲
し
む
薫
が
七
日
毎
の
追
善
供
養
を
営
む
場
面
で
あ
る
。

は
か
な
く
て
日
ご
ろ
は
過
ぎ
行
。
七
日�
の
事
ど
も
、
い
と
た
う
と
く
せ
さ
せ
給
つ
ゝ
、
を
ろ
か
な
ら
ず
孝
じ
給
へ
ど
、
限
り
あ
れ

ば
、
御
衣
の
色
の
変
は
ら
ぬ
を
、

(

岩
波
書
店
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系『

源
氏
物
語』

四
、
461
頁)

薫
は
、
大
君
を
手
厚
く｢

孝
じ
給｣

う
の
で
あ
る
が
、
薫
は
大
君
に
と
っ
て
夫
で
は
な
く
ま
た
近
親
者
で
も
な
い
。
そ
の
た
め｢

限
り｣

(

定
ま
っ
た
き
ま
り)

が
あ
り
、
喪
服
を
着
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う｢

孝
ず｣

は
、
前
の
例
に
み
る
よ

う
な
、
子
に
よ
る
亡
き
親
へ
の
追
善
供
養
で
は
な
い
。
親
へ
の
追
善
供
養
か
ら
派
生
し
て
、
追
善
供
養
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
語
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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｢

孝｣

が
亡
き
親
の
追
善
供
養
の
意
の
み
な
ら
ず
、
追
善
供
養
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、｢

孝｣

と

い
う
語
が
追
善
供
養
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
古
代
日
本
に
お
い
て
、
本
来
儒
教
思
想
で
あ
る｢

孝｣

は
、
い
つ
頃

か
ら
、
仏
教
の
祖
先
祭
祀
儀
礼
で
あ
る
追
善
供
養
を
表
す
語
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
こ
と
を
知
る
た
め
に
は
、
追
善
供
養
の
場
に
お
い
て
、｢

孝｣

が
ど
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
て
い
た
の
か
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

追
善
供
養
の
法
会
に
お
い
て
は
、
法
会
の
趣
旨
を
記
し
た
表
白
・
願
文
が
作
成
さ
れ
、
法
会
の
席
上
朗
唱
さ
れ
て
い
た
。
平
安
時
代
に
作

成
さ
れ
た
亡
き
親
へ
の
追
善
供
養
表
白
・
願
文
に
は
、
法
会
を
営
む
願
主
の
生
前
の
孝
を
強
調
す
る
表
現
が
し
ば
し
ば
織
り
込
ま
れ
、
ま

た
そ
の
孝
心
の
延
長
と
し
て
、
冥
界
に
い
る
親
へ
の
追
福
と
し
て
追
善
供
養
を
営
む
と
す
る
願
意
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
平

安
初
期
に
作
成
さ
れ
た
表
白
・
願
文
の
中
に
既
に
そ
の
よ
う
な
文
言
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
一
例
と
し
て
、
空
海
作｢

孝

子
、
先
妣
の
周
忌
の
為
に
両
部
の
曼�
羅『
大
日
経』

を
図
写
し
供
養
し
て
講
説
す
る
表
白
の
文｣

を
あ
げ
て
お
く
。

〇『

続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
鈔』

巻
第
八｢
孝
子
、
先
妣
の
周
忌
の
為
に
両
部
の
曼�
羅『

大
日
経』

を
図
写
し
供
養
し
て
講
説
す
る

表
白
の
文｣

隆

崇

り
ゆ
う
し
ゆ
う

し
て
頂

い
た
だ
き

見
え
ざ
る
は
妙
高

め
う
か
う

、
渺
漫

べ
う
ま
ん

と
し
て
底
を
知
る
こ
と
無
き
は�
渤

め
い
ぼ
つ

な
り
。�

び
ら

嵐ん

一
た
び
発
す
れ
ば
自

お
の
づ
か

ら
埃
塵

あ
い
ぢ
ん

と
為な

り
、

日
輪

に
ち
り
ん

七
つ
重
な
れ
ば
尽

こ
と
ご
と

く
皆
涸
燥

こ
さ
う

す
。
世
上

せ
し
や
う

の
強
鎮

き
や
う
ち
ん

す
ら
其そ

れ
此か

く

の
如
し
。
人
間

に
ん
げ
ん

何
物
か
常
に
存
す
応べ

き
。
十
号

じ
ふ
が
う

の
如
来
も
滅め

つ

を
林

中
に
唱と

な

へ
、
三
明

さ
ん
み
や
う

の
聖
者

し
や
う
じ
や

も
悲

か
な
し
び

を
河
辺

か
へ
ん

に
起
す
。
何い

か

に
況い

は

ん
や
凡
庶
の
類

た
ぐ
ひ

、
誰
か
久
し
く
保
ち
、
霜
露

さ
う
ろ

の
質し

つ

、
何
ぞ
永
く
存
せ
ん
。

伏
し
て
惟

お
も
ん
み

れ
ば
、
孝
子
が
為
の
先
妣
尊
霊
、
仁
愛
物
に
深
く
、
貞
義

て
い
ぎ

人
に
越
え
た
り
。
誰
か
量は

か

ら
ん
、
至
孝
感
無
く
し
て
早
く
泉せ

ん

扉び

を
開
か
ん
と
は
。
始

は
じ
め

有
り
終

を
は
り

有
る
は
是
れ
世
の
常
の
理
な
り
。
生
ず
る
者
必
ず
滅
す
る
は
、
即
ち
人
の
定さ

だ

ま
れ
る
則の

り

な
り
。
去い

ん
じ
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年
の
七
月
中
旬
に
、
貞
心
空
病

て
い
し
ん
こ
う
び
や
う

を
示
し
、
潔
儀

け
つ
ぎ

無
常
に
随
ふ
。
此こ

こ

に
於
て
孝
子
、
夜
台

や
た
い

に
満
月
の
光
を
失
ひ
、
日
天

じ
つ
て
ん

に
黒
雲
の
影
に
迷

ふ
。
眼
泉

が
ん
せ
ん

悲
涙
、
燥か

わ

く
こ
と
無
く
、
心
竈

し
ん
さ
う

憂
炎
、
休や

む
こ
と
無
し
。
味

あ
じ
は
ひ

を
棄す

て
交

ま
じ
は
り

を
絶た

つ
て
、
愁
哀
す
る
際

あ
ひ
だ

、
居
諸
疾

き
よ
し
よ
と

く
廻め

ぐ

つ
て
、

一
周
の
忌
忽
爾

き
こ
つ
じ

と
し
て
臨
み
来
れ
り
。�

こ
れ

に
因よ

つ
て
法
身
の
海
会

か
い
ゑ

を
移
し
て
、
両
部
の
曼�

を
作
り
、
内
証

な
い
し
ょ
う

の
微
言

び
げ
ん

を
留
め
て
、
七
軸

し
ち
じ
く

の
真
典

し
ん
て
ん

を
書
す
。
昼
の
時
は
尊
経

そ
ん
ぎ
や
う

の
題
を
唱
へ
開
き
、
夜
の
間
に
は
海
会

か
い
ゑ

の
尊
を
供
養
す
。
四
衆

し
し
ゆ

の
倫

と
も
が
ら

、
尊
敬

そ
ん
き
や
う

し
て
法
庭

ほ
ふ
て
い

に
集
ま

る
。
五
方

ご
は
う

の
仏
、
随
喜

ず
い
き

し
て
何
ぞ
臨
み
た
ま
は
ざ
ら
ん
。

願
は
く
は
、
曼�
羅
海
会
の
一
切
の
諸
尊
、
無
縁
の
慈じ

を
も
つ
て
孝
子
が
願

ぐ
わ
ん

を
照
ら
し
、
不
請

ふ
し
や
う

の
願
を
も
つ
て
報
恩
の
事
を
愍

あ
は
れ

み
、

必
定

ひ
つ
じ
や
う

し
て
孝
子
が
至
願
を
成
就
せ
ん
。

(

筑
摩
書
房
、『

弘
法
大
師
空
海
全
集』

第
六
巻
、
511
頁)

こ
れ
は
、
孝
子
が
亡
き
母
の
一
周
忌
の
為
に
、
両
部
の
曼�
羅
と『

大
日
経』

と
を
図
写
し
て
供
養
し
、
併
せ
て
講
説
を
営
ん
だ
法
会
の

表
白
で
あ
る
。
傍
線
部
分
の
意
味
は
、｢

私
の
母
は
慈
し
み
が
深
く
、
貞
節
の
固
い
女
性
で
あ
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
誰
が
予
測
し
え
た
で
あ

ろ
う
か
。
孝
子
が
孝
を
尽
く
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
孝
子
の
ま
ご
こ
ろ
に
天
は
感
応
す
る
こ
と
な
く
、
こ
ん
な
に
も
早
く
母
が
黄
泉
の

国
に
入
ら
れ
て
し
ま
お
う
と
は
。｣｢

そ
の
悲
し
み
の
あ
ま
り
、
日
月
を
失
っ
た
か
の
よ
う
に
眼
前
は
真
っ
暗
に
な
り
、
涙
は
乾
く
こ
と
が

な
く
母
を
失
っ
た
憂
い
の
炎
の
消
え
る
こ
と
が
な
い
。
食
物
に
は
味
を
付
け
ず
、
人
と
の
交
わ
り
を
絶
っ
て
喪
に
服
し
て
悲
し
み
に
く
れ

て
い
る
う
ち
に
、月
日
は
疾
く
も
廻
っ
て
、あ
っ
と
い
う
間
に
一
周
忌
が
や
っ
て
き
た
。｣｢

ど
う
か
、
孝
子
の
願
い
を
照
覧
あ
っ
て
、
請
わ

れ
ず
と
も
人
々
の
願
い
を
聞
き
届
け
て
下
さ
る
御
心
に
よ
っ
て
、
親
の
恩
に
報
い
た
い
と
い
う
孝
子
の
心
を
憐
れ
ん
で
、
必
ず
そ
の
孝
子

の
心
か
ら
の
願
い
を
成
就
さ
せ
て
下
さ
い
。｣

と
い
う
の
で
あ
る
。
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こ
こ
に
は
、
子
が
母
の
生
前
に
孝
を
尽
く
し
た
こ
と
、
母
を
亡
く
し
た
子
の
深
い
悲
哀
の
情
、
そ
し
て
母
の
恩
に
報
い
る
た
め
に
一
周

忌
の
法
会
を
営
む
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
追
善
供
養
の
法
会
が
、
孝
子
の
生
前
の
母
へ
の
孝
の
連
続
と
し
て
、
亡

き
母
へ
の
死
後
の
孝
と
し
て
営
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、｢
孝｣

と
は
、
本
来
儒
教
の
根
本
思
想
で
あ
る
。『

論
語』

｢

学
而
篇｣

に
、｢

孝
弟
な
る
も
の
は
、
其
れ
仁
の
本
為
る
か｣

(

明
治
書
院
、
新
釈
漢
文
大
系

『

論
語』

、
18
頁)

、『

孝
経』

｢

開
宗
明
義
章｣

に
、｢

夫
れ
孝
は
徳
の
本
な
り｣

(

明
治
書
院
、
新
釈
漢
文
大
系

『

孝

経』

、
76
頁)

と
説
か
れ
る
如
く
、
儒
教
の
最
上
の
徳
目
で
あ
る
仁
の
基
盤
を
為
す
思
想
で
あ
り
、
儒
教
そ
の
も
の
の
基
盤
を
為
す
思
想
で

あ
る
。

日
本
に
儒
教
が
伝
え
ら
れ
た
の
は
応
神
天
皇
の
時
代
で
あ
る
と
い
う(『

古
事
記』

応
神
天
皇)

。
仏
教
が
百
済
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
の

は
欽
明
天
皇
十
三
年
で
あ
る
。
そ
の
後
仏
教
は
蘇
我
氏
を
中
心
に
信
仰
さ
れ
た
が
、
天
皇
が
仏
教
を
積
極
的
に
信
仰
す
る
こ
と
は
な
く
、

推
古
天
皇
二
年
二
月
丙
寅
朔
に
な
っ
て
仏
法
を
興
隆
さ
せ
る
詔
が
発
せ
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
舒
明
天
皇
の
時
代
に
い
た
っ
て
、
よ
う
や
く

天
皇
に
よ
る
仏
教
受
容
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る

(

注
１)

。
日
本
に
仏
教
の
教
義
が
理
解
さ
れ
享
受
さ
れ
て
い
く
以
前
、
既
に
儒
教
は
古
代
知
識
人

達
に
浸
透
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
仏
教
は
古
代
中
国
に
お
い
て
、
儒
教
化
さ
れ
て
布
教
さ
れ
て
い
た
。
留
学
僧

達
が
将
来
し
た
経
典
類
に
は
、
古
代
中
国
に
お
い
て
儒
教
化
さ
れ
て
作
成
さ
れ
た
偽
経(

疑
経)

も
多
く
含
ま
れ
て
い
た

(

注
２)

。
日
本
に
も
た

ら
さ
れ
た
仏
教
は
、
多
分
に
儒
教
化
の
波
を
蒙
っ
た
仏
教
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
儒
教
化
さ
れ
た｢

仏
教｣

が
、
古
代
日
本
に

お
い
て
は
、
仏
教
そ
の
も
の
と
し
て
享
受
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
古
代
日
本
に
お
い
て
は
、
儒
教
を
基
盤
と
し
つ
つ
、
そ
の

う
え
に
儒
教
化
さ
れ
た
仏
教
が
享
受
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

平
安
時
代
の
日
本
に
お
い
て
は
、
儒
教
の
根
本
思
想
で
あ
る｢

孝｣

が
、
仏
教
儀
礼
で
あ
る
亡
親
追
善
供
養
の
表
白
・
願
文
に
取
り
込
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ま
れ
、
の
み
な
ら
ず｢

追
善
供
養｣

そ
の
も
の
を
も
意
味
す
る
語
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、
古
代
日
本
に
お
い
て
、
儒
教

の｢
孝｣

は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
、
さ
ら
に
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
た
ど
っ
て
、
仏
教
の
追
善
供
養
と
結
び
つ
い
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
様
相
を
、『

日
本
書
紀』

『

続
日
本
紀』

の
中
に
探
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。

一
、『
日
本
書
紀』

『

続
日
本
紀』

に
み
る
宗
教
と
し
て
の
儒
教

『

日
本
書
紀』

に
お
い
て
、
仁
徳
天
皇
は
理
想
的
な
儒
教
的
聖
天
子
像
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
特
に
皇
統
交
替
期
に
位
置

す
る
天
皇
に
つ
い
て
は
、
仁
・
孝
を
備
え
た
天
皇
と
し
て
、
意
識
的
に
儒
教
的
聖
天
子
と
し
て
の
性
格
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
様
相
を
み

る
こ
と
が
で
き
る

(

注
３)

。
そ
こ
に
描
か
れ
る
儒
教
的
聖
天
子
と
は
、
徳
に
よ
っ
て
治
世
を
行
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
、
道
徳
倫
理
の
面
か
ら
高
い
評

価
を
与
え
ら
れ
る
天
皇
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、『

日
本
書
紀』

に
お
い
て
、
天
皇
の
行
為
に
用
い
ら
れ
る｢

孝｣

の
語
の
内
容
を
検
討

し
て
い
く
と
、
治
世
に
お
け
る
道
徳
倫
理
に
限
ら
ず
、
親
へ
の
喪
葬
儀
礼
な
ら
び
に
祖
先
祭
祀
を
手
厚
く
行
っ
た
場
合
も
含
ん
で
い
る
。

神
武
天
皇
四
年
春
二
月
壬
戌
朔
甲
申
条
に
は
、
東
征
を
終
え
、
橿
原
宮
を
造
営
し
た
天
皇
が
、
皇
祖
の
霊
を
祭
祀
し
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
天
皇
は
、
祖
先
神
で
あ
る｢

天
神｣

を｢

郊
祀｣
し
て｢

大
孝｣

を
述
べ
た
と
い
う
。
こ
の
祭
祀
は
、
明
ら
か
に
祖
先
へ
の

｢

孝｣

の
念
に
発
し
た
行
為
で
あ
り
、
儒
教
に
基
づ
い
た
祖
先
祭
祀
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
綏
靖
天
皇
即
位
前
紀
に
は
、
綏
靖
天
皇
が｢

孝
性｣

が｢
純
深｣

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
父
神
武
天
皇
崩
御
後
、
悲
慕
の
念
已
む

こ
と
が
な
く
、
喪
葬
の
事
に
心
を
砕
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
喪
葬
儀
礼
に
心
を
砕
く
こ
と
は
、
儒
教
の
孝
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ

る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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そ
も
そ
も
、
儒
教
で
い
う｢

孝｣

と
は
、
親
に
対
す
る
生
前
の
孝
養
を
の
み
い
う
の
で
は
な
い
。『

論
語』

｢

為
政
篇｣

に
は
、
孔
子
が

門
人
で
あ
る
樊
遲
に
孝
を
説
い
て
、｢

生
け
る
に
は
之
に
事
ふ
る
に
禮
を
以
て
し
、
死
せ
る
に
は
之
を
葬
る
に
禮
を
以
て
し
、
之
を
祭
る
に

禮
を
以
て
す｣

(

新
釈
漢
文
大
系

『

論
語』

、
43
頁)

と
言
っ
て
い
る
。『

孝
経』
｢

紀
孝
行
章｣

に
は
、｢

孝
子
の
親
に
事
ふ
る
や
、
居
に
は
則

ち
其
の
敬
を
致
し
、
養
に
は
則
ち
其
の
楽
を
致
し
、
疾
に
は
則
ち
其
の
憂
を
至
し
、
喪
に
は
則
ち
其
の
哀
を
致
し
、
祭
に
は
則
ち
其
の
厳

を
致
す｣

(

新
釈
漢
文
大
系

『

孝
経』

、
263
頁)

と
説
か
れ
、『

礼
記』
｢

祭
統
篇｣

に
は
、｢

孝
子
の
親
に
事
ふ
る
や
、
三
道
有
り
、
生
く
れ
ば

則
ち
養
ひ
、
没
す
れ
ば
則
ち
喪
し
、
喪
畢
れ
ば
則
ち
祭
る
。
養
ふ
に
は
則
ち
其
の
順
を
観
る
、
喪
す
る
に
は
則
ち
其
の
哀
を
観
る
、
祭
る

に
は
則
ち
其
の
敬
ひ
て
時
あ
る
を
観
る
、
此
の
三
道
を
盡
す
者
は
孝
子
の
行
な
り｣

(

新
釈
漢
文
大
系

『

礼
記』

中
、
732
頁)

と
説
か
れ
る
よ

う
に
、
生
前
の
孝
養
、
葬
送
儀
礼
、
死
後
の
祭
祀
、
す
べ
て
を｢

孝｣

と
い
う
の
で
あ
る
。
祖
先
祭
祀
に
つ
い
て
い
え
ば
、『

礼
記』

｢

祭

統
篇｣

に
、｢

祭
は
養
を
追
ひ
孝
を
継
ぐ
所
以
な
り｣

(

新
釈
漢
文
大
系

『

礼
記』

中
、
731
頁)

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
生
前
の
孝
の
連
続
に
他

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
儒
教
の
根
本
思
想
で
あ
る｢
孝｣
が
、
祖
先
祭
祀
を
重
視
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
儒
教
の
宗
教
性
に
つ
い
て
、
孝
の
観
点

か
ら
解
き
明
か
し
て
お
ら
れ
る
の
が
加
地
伸
行
氏
で
あ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
儒
教
は
、
古
代
中
国
人
の
、
こ
の
世
へ
の
招
魂
再
生
を
願
う

死
生
観
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
。
儒
教
は
、
子
孫
に
よ
る
招
魂
再
生
儀
礼(

祖
先
祭
祀)

に
よ
っ
て
、
死
後
の
魂
は
現
世
へ
の

回
帰
が
可
能
で
あ
る
と
と
も
に
、
自
己
の
〈
生
命
〉
は
子
孫
に
伝
達
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
永
遠
性
を
獲
得
す
る
と
説
い
た
。
そ
れ
ゆ
え

儒
教
は
、
祖
先
祭
祀
と
、
祖
先
・
子
孫
の
関
係
を
重
視
す
る
。
祖
先
・
子
孫
の
関
係
は
日
常
の
親
子
関
係
に
表
れ
、
そ
れ
ゆ
え
日
常
の
家

族
関
係
に
お
い
て
は
、｢

孝｣

が
家
族
道
徳
の
中
核
と
な
る
の
で
あ
る
。
孝
は
儒
教
の
宗
教
性
と
倫
理
道
徳
を
連
結
す
る
思
想
で
あ
り
、
祖

先
祭
祀
と
い
う
宗
教
的
意
味
を
基
盤
と
し
て
、
家
族
道
徳
、
さ
ら
に
は
広
く
社
会
生
活
の
規
範
と
し
て
の
道
徳
倫
理
と
も
な
っ
て
い
っ
た
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の
で
あ
る

(

注
４)

。

古
代
日
本
に
お
い
て
も
、
古
代
中
国
に
お
け
る
孝
の
概
念
、
す
な
わ
ち
、
生
前
の
孝
養
・
喪
葬
に
お
け
る
哀
・
死
後
の
祭
祀
が
そ
の
ま

ま
受
容
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、『

日
本
書
紀』

の
神
武
天
皇
紀
・
綏
靖
天
皇
紀
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
祖
先
祭
祀
を
重
視

す
る
天
皇
、
悲
慕
の
念
か
ら
喪
葬
儀
礼
に
心
を
砕
く
天
皇
が
描
か
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『

日
本
書
紀』

編
纂
時
に
お
け
る
脚
色
で
あ

る
こ
と
は
疑
い
の
無
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
対
中
国
を
意
識
し
て
い
た『

日
本
書
紀』

の
編
纂
者
に
と
っ
て
、
日
本
初
代
・
二
代
の
天
皇

の
記
録
と
し
て
、
敬
を
尽
く
し
て
祖
先
祭
祀
を
行
い
、
哀
を
尽
く
し
て
親
の
葬
送
を
行
う
天
皇
像
を
描
き
込
む
こ
と
は
必
須
の
要
件
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
祖
先
祭
祀
を
行
い
、
喪
葬
に
心
を
砕
く
天
皇
は
、
孝
を
実
践
す
る
聖
天
子
に
他
な
ら
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
る

(

注
５)

。

聖
天
子
は
、
生
前
の
孝
と
と
も
に
祖
先
祭
祀
と
い
う
死
後
の
孝
を
も
実
践
す
る
と
い
う
理
解
は
、『

日
本
書
紀』

の
神
武
天
皇
・
綏
靖
天

皇
の
記
事
だ
け
に
か
ぎ
ら
な
い
。
古
代
日
本
に
お
い
て
は
、
実
在
の
天
皇
に
関
し
て
も
同
様
の
理
解
が
な
さ
れ
て
い
た
。『

続
日
本
紀』

淳

仁
天
皇
天
平
宝
字
二
年(

七
五
八)

八
月
朔
条
に
は
、
孝
謙
太
上
天
皇
と
光
明
皇
太
后
に
尊
号
を
奉
る
百
官
の
上
表
文
が
載
せ
ら
れ
て
い

る
が
、
そ
こ
に
は
孝
謙
太
上
天
皇
の
孝
を
讃
え
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

伏
し
て
惟

お
も
ひ

み
る
に
、
皇
帝
陛
下
、
天
下

あ
め
の
し
た

に
臨
馭

り
む
ぎ
よ

し
た
ま
ふ
こ
と
十
有
餘
年
、
海
内
清
平

か
い
だ
い
せ
い
へ
い

に
し
て
朝
庭

み
か
ど

に
事
無
し
。
祥
瑞
頻

し
や
う
ず
い
し
き
り

に
至

り
、
宝
字
荐

ほ
う
じ
し
き
り

に
臻い

た

れ
り
。
乃

す
な
は

ち
聖
、
乃
ち
神
、
允

ま
こ
と

に
文
、
允
に
武
、
諒

ま
こ
と

に
得
て
称と

な

ふ
る
こ
と
無
し
。
国
皇
嗣
を
絶
つ
に�

お
よ

び
て
、
人
、

彼
此

か
れ
こ
れ

を
懐お

も

ふ
。
天
尊

て
ん
そ
ん

を
人
願

じ
ん
ぐ
わ
ん

に
降く

だ

し
て
鳴
謙
克

め
い
け
む
よ

く
光
れ
り
。
乾
徳

け
ん
と
く

を
坤
儀

こ
ん
ぎ

に
損

そ
こ
な

ひ
て
、
鴻
基
遂

こ
う
き
つ
ひ

に
固
し
。
誠
敬

せ
い
け
い

を
展の

べ
て
遠
き
を
追

ひ
、
攀
慕
惟

は
ん
ぼ

こ

れ
深
し
。
温
清

お
ん
せ
い

を
勤つ

と

め
て
顔
を
承う

く
れ
ば
、
因
心
懇

い
ん
し
む
ね
も
こ
ろ

に
至
る
。
故か

れ

、
九
服

き
う
ふ
く

心
を
宅た

く

し
て
、
咸

こ
と
ご
と

く
望
雲

ば
う
う
ん

の
慶

よ
ろ
こ
び

を
荷に

な

ひ
、

8
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万
方
首

ば
ん
は
う
か
し
ら

を
傾

か
た
ぶ

け
て
、
倶と

も

に
就
日

し
う
じ
つ

の
輝

か
か
や
き

を
承う

く
る
こ
と
有
り
。

(

岩
波
書
店
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系『

続
日
本
紀』

三
、
269
頁)

傍
線
部
に
い
う｢
追
遠｣

と
は
、『

論
語』

｢

学
而
篇｣

に｢

終
を
慎
み
遠
き
を
追
へ
ば
、
民
の
徳
厚
き
に
帰
す｣

(

新
釈
漢
文
大
系

『

論
語』

、

27
頁)

と
あ
る
こ
と
に
よ
る
。｢

遠｣

は
親
ま
た
は
先
祖
を
さ
し
、
亡
く
な
っ
た
親
や
祖
先
の
霊
を
追
慕
し
、
敬
を
尽
く
し
て
手
厚
く
祭
祀

を
行
う
こ
と
が｢

追
遠｣
で
あ
る
。
ま
た
、｢

温�
｣

と
は
、『

礼
記』

｢

曲
礼｣

に
、｢

凡
そ
人
の
子
た
る
の
禮
、
冬
は
温
か
に
し
て
夏
は

�
す
ず

し
く
し
、
昏く

れ

に
定
め
て
晨

あ
し
た

に
省
み
る｣

(

新
釈
漢
文
大
系『

礼
記』

上
、
18
頁)

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
お
り
、
父
母
に
対
し
て
冬
は
暖
か
に
、

夏
は
涼
し
く
過
ご
せ
る
よ
う
に
心
細
や
か
に
配
慮
し
て
仕
え
る
こ
と
で
あ
る
。
孝
謙
天
皇
は
、
敬
を
尽
く
し
て
祖
先
祭
祀
を
行
い
、
ま
た
、

心
を
尽
く
し
て
親
に
仕
え
た
と
、
そ
の
孝
が
讃
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
七
〇
〇
年
代
の
日
本
に
お
い
て
は
、
為
政
者
な
ら
び
に
知
識
人
に
お
け
る
孝
の
理
解
と
は
、
仏
教
的
色
彩
を
帯
び
な
い
、

儒
教
の
孝(

生
前
の
孝
養
、
喪
葬
に
お
け
る
哀
、
死
後
の
祭
祀
に
お
け
る
敬)

で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

な
お
、
天
皇
が
孝
を
備
え
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
孝
の
実
践
者
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
は
、
天
子
の
孝
が
国
家
統
治
に
関
わ
る

重
要
な
事
柄
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。『

孝
経』

｢
孝
治
章｣

に
は
、
明
徳
の
王
が
孝
を
以
て
天
下
を
治
め
た
こ
と
を
述
べ
、
天
子

が
孝
道
に
基
づ
い
て
天
下
を
治
め
る
と｢

天
下
和
平
に
し
て
、
災
害
生
ぜ
ず
、
禍
乱
作お

こ

ら
ず｣

(

新
釈
漢
文
大
系

『

孝
経』

、
222
頁)

と
説
か
れ

て
い
る
。
ま
た
、『

孝
経』

｢

天
子
章｣

で
は
、
天
子
が
愛
と
敬
の
心
を
も
っ
て
、
親
に
尽
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
、｢

徳
教
百
姓

ひ
や
く
せ
い

に
加
は
り
、

四
海
に
刑

の
つ
と

る｣
(

新
釈
漢
文
大
系

『

孝
経』

、
92
頁)

と
説
か
れ
、
天
子
が
孝
を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
道
徳
教
化
が
広
く
行
き
渡
り
、
四

方
の
国
々
ま
で
も
そ
の
徳
に
倣
う
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
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す
な
わ
ち
、
天
皇
が
孝
を
備
え
実
践
す
る
こ
と
は
、
国
を
平
安
に
治
め
る
と
同
時
に
、
民
を
徳
に
よ
っ
て
教
化
す
る
徳
治
政
治
を
行
う

こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。

二
、
奈
良
時
代
の
為
政
者
・
知
識
人
に
お
け
る

｢

孝｣

の
理
解

古
代
日
本
は
、
天
武
朝
以
降
、
国
家
体
制
が
整
え
ら
れ
て
い
く
が
、
国
家
統
治
の
手
段
と
し
て
朝
廷
は
、
唐
の
律
令
を
手
本
と
し
て
大

宝
律
令
・
養
老
律
令
を
制
定
し
施
行
し
て
い
く
。
こ
の
時
手
本
と
し
た
唐
律
令
は
、
古
代
中
国
の
家
族
制
度(

家
父
長
制)

、
ひ
い
て
は
そ

の
家
族
制
度
の
倫
理
基
盤
を
為
す
儒
教
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
古
代
日
本
の
為
政
者
は
、
律
令
の
導
入

と
と
も
に
、
そ
の
精
神
基
盤
と
し
て
の
儒
教
を
国
民
の
間
に
浸
透
さ
せ
る
た
め
様
々
な
手
段
を
講
じ
る
こ
と
に
な
る

(

注
６)

。

儒
教
を
浸
透
さ
せ
る
一
環
と
し
て
、
家
族
制
度
の
基
盤
を
な
す
孝
思
想
の
浸
透
が
図
ら
れ
、｢

賦
役
令｣

に
は
次
の
よ
う
な
孝
子
・
順
孫
・

義
夫
・
節
婦
表
旌
の
規
程
が
設
け
ら
れ
た
。

凡
そ
孝
子

け
う
じ

、
順
孫

ず
ん
そ
ん

、
義
夫

ぎ

ぶ

、
節
婦

せ
ち
ぶ

の
、
志
行

し
ぎ
や
う

国
郡
に
聞き

こ

え
ば
、
太
政
官
に
申
し
て
奏
聞

そ
う
も
ん

し
て
、
其
の
門
閭

も
ん
り
よ

に
表へ

う

せ
よ
。
同
籍

ど
う
じ
や
く

は
悉
く
に

課
役
免
せ
。
精
誠

せ
い
せ
い

の
通
感

と
う
か
ん

す
る
者
有
ら
ば
、
別こ

と

に
優
賞

う
し
や
う

加
へ
よ
。

(

岩
波
書
店
、
日
本
思
想
大
系『

律
令』

、
255
頁)

孝
子
・
順
孫
・
義
夫
・
節
婦
表
旌
の
詔
は
、
大
宝
律
令
が
施
行
さ
れ
た
翌
年
、
大
宝
二
年(

七
〇
二)

に
は
発
せ
ら
れ
た
の
を
初
例
と
し
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て
、
和
銅
元
年(

七
〇
六)

武
蔵
野
国
か
ら
の
銅
の
献
上
を
嘉
し
て
の
詔
、
和
銅
七
年
に
は
皇
太
子
元
服
の
際
の
大
赦
の
詔
、
ま
た
天
皇

即
位
や
改
元
の
詔
、
皇
太
子
冊
立
の
宣
命
等
に
併
せ
て
し
ば
し
ば
発
せ
ら
れ
、
多
い
事
例
で
は
な
い
が
、
実
際
表
旌
が
行
わ
れ
て
い
る

(

注
７)

。

そ
の
表
旌
の
事
例
を
み
て
い
く
と
、
当
時
の
為
政
者
が
、
孝
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

〇『

続
日
本
紀』
称
徳
天
皇
、
神
護
景
雲
二
年(

七
六
八)

二
月
壬
辰(

十
七
日)

条

備

後

き
び
の
み
ち
に
し
り

国
葦
田

あ
し
た

郡
の
人
網
引
公
金
村

か
な
む
ら

、
年
八
歳
に
し
て
父
を
喪

う
し
な

ひ
、
哀
毀

あ
い
く
ゐ

し
て
骨
立

こ
つ
り
ふ

す
。
尋つ

ぎ
て
母
艱

は
は
の
も

に
丁あ

た

り
て
、
追
遠

つ
い
を
ん

す
る
こ
と

益
ま
す
ま
す

深
し
。
爵

し
や
く

二
級
を
賜
ふ
。
そ
の
田
租

で
ん
そ

を
復ゆ

る

す
こ
と
終
身

し
う
し
ん

。

(

岩
波
書
店
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系『

続
日
本
紀』

四
、
191
頁)

〇『

続
日
本
紀』

光
仁
天
皇
、
宝
亀
三
年(

七
七
一)

十
二
月
壬
子(

六
日)

条

武
蔵

む
ざ
し

国
入
間

い
る
ま

郡
の
人
矢
田
部
黒
麻
呂

や

た
べ
の
く
ろ

ま

ろ

、
父
母

ち
ち
は
は

に
事つ

か

へ
て
至い

た

り
て
孝け

う

な
り
。
生
け
る
と
き
は
色
養

し
き
や
う

を
尽
し
、
死
に
て
は
哀
毀

あ
い
く
ゐ

を
極き

は

む
。
斎さ

い

食じ
き

す
る
こ
と
十
六
年
、
終
始
闕

し
う
し

か

け
ず
。
そ
の
戸
徭

こ
え
う

を
免ゆ

る

し
て
孝
行

け
う
ぎ
や
う

を
旌

あ
ら
は

す
。

(

岩
波
書
店
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系『

続
日
本
紀』

四
、395
頁)

網
引
公
金
村
は
、
父
を
喪
っ
て
哀
し
み
を
極
め
、
母
の
為
に
手
厚
い
祖
先
祭
祀
を
行
っ
た
孝
行
に
よ
っ
て
表
旌
さ
れ
て
い
る
。｢

哀
毀｣

と
は
、
親
を
喪
っ
た
哀
し
み
の
為
に
痩
せ
衰
え
て
骨
ば
か
り
に
な
っ
て
い
る
様
を
い
い
、『

後
漢
書』

｢

韋
彪
伝｣

に｢

彪
は
孝
行
純
至
な

り
。
父
母
卒
す
る
と
き
に
哀
毀
す
。
三
年
ま
で
廬
寝
を
出
で
ず
。
服
竟
り
て�
れ
瘠
て
、
骨
立
し
て
形
を
異
に
す｣

(

古
典
研
究
会『

後
漢
書』

(

二)

、
汲
古
書
院
、
一
九
九
九
年
、
95
頁)

と
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
、｢

追
遠｣
と
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、『

論
語』

｢

学
而
篇｣

に
よ
っ
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て
お
り
、
亡
く
な
っ
た
親
や
祖
先
の
霊
を
敬
慕
し
て
、
手
厚
く
祭
祀
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。

矢
田
部
黒
麻
呂
は
、
生
前
の
親
へ
の
孝
養
の
み
な
ら
ず
、
親
の
死
に
際
し
て
は
哀
し
み
を
極
め
、
死
後
は
十
六
年
に
渉
っ
て
服
喪
期
間

と
同
じ
食
事
し
か
口
に
し
な
か
っ
た
と
い
う
。｢

色
養｣

と
は
、『

論
語』
｢

為
政
篇｣

に
孝
を
尋
ね
た
子
夏
に
対
す
る
孔
子
の
答
え
と
し
て
、

｢

色
難｣

(
親
の
顔
色
を
心
に
か
け
、
そ
の
表
情
に
従
っ
て
孝
行
す
る
こ
と
は
難
し
い)

と
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。『

世
説
新
語』

｢

徳
行｣

に
載
せ
る
王
長
豫
の
話
に
は
、｢

親
に
事
へ
て
色
養
の
孝
を
盡
す｣

(

新
釈
漢
文
大
系

『

世
説
新
語』

上
、
51
頁)

と
あ
る
よ
う
に
、

親
の
顔
色
を
う
か
が
い
、
そ
の
気
持
ち
を
十
分
に
察
し
て
孝
行
を
尽
く
す
こ
と
で
あ
る

(

注
８)

。
ま
た
、
服
喪
期
間
の
食
事
の
あ
り
方
に
つ
い
て

は
、『

礼
記』

｢�
伝｣

に
そ
の
基
準
が
定
め
ら
れ
、
父
母
の
服
喪
期
間
は
三
年
と
さ
れ
て
い
る(『

礼
記』

｢

三
年
問｣)

。
矢
田
部
黒
麻
呂

は
、
親
へ
の
敬
慕
の
念
か
ら『
礼
記』
に
定
め
る
年
数
を
大
幅
に
超
え
、
十
六
年
に
渉
り
斎
食
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
七
〇
〇
年
代
後
半
の
為
政
者
に
お
け
る
孝
子
の
評
価
と
は
、
生
前
の
孝
養
の
み
な
ら
ず
死
後
の
孝(

喪
葬
に
お
け
る
深

い
哀
し
み
と
手
厚
い
祖
先
祭
祀)

を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。

孝
子
表
旌
に
お
け
る
孝
子
の
基
準
は
、
八
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
も
基
本
的
に
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
天
長
三
年(

八
二
六)

明
法
博
士

額
田
今
足
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た『

令
義
解』

で
は
、
孝
子
、
順
孫
表
旌
の
規
程
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
解
説
を
す
る
。

凡
孝
子
。
順
孫
。
謂
。
高
柴
泣
レ

血
三
年
。
顧
悌
絶
レ�
五
日
之
類
。
孝
子
也
。
原
穀
喩
レ

父
迎
レ

祖
。
劉
殷
冒
レ

雪
獲
レ

芹
之
類
。
順
孫
也
。

(

吉
川
弘
文
館
、
新
訂
増
補
国
史
大
系『

令
集
解』

、
410
頁)

こ
こ
に
は
、
孝
子
の
例
と
し
て｢

高
柴
泣
レ

血
三
年
。
顧
悌
絶
レ�
五
日｣

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
高
柴
の
逸
話
は『

孝
子
伝』

(

船
橋
家
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本)

に
み
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

高
柴

ハ

魯
人
也
。
父
死

テ

泣
血

ス
ル�

三
年
。
未ス

タ二�
露ア

ラ
ハ
サ

レ

歯ハ
ヲ

。
見

コ
ト

二

父
母

ノ

之
恩

ヲ一

皆
人
同

シ

。
蒙

レ
ル�二

悲ヒ

傷
イ
タ
ム

之
礼

ヲ一

唯
此

ノ

高
柴

也
。

(『

孝
子
伝』

、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
、
一
九
五
九
年)

高
柴
は
親
を
喪
っ
た
悲
し
み
の
あ
ま
り
、
三
年
も
の
間
、
血
の
涙
を
流
し
た
と
い
う
。
顧
悌
の
逸
話
は『

三
国
志』

｢

呉
書
、
顧
雍
伝｣

の
、

｢

父
以
て
寿
終
す
。
悌
飲
漿
の
口
に
入
れ
ざ
る
こ
と
五
日｣

(

古
典
研
究
会

『

呉
書』

、
汲
古
書
院
、
一
九
八
八
年
、
135
頁)

に
よ
る
。
顧
悌
は
、

父
が
天
寿
を
ま
っ
と
う
し
て
亡
く
な
っ
た
と
き
、
五
日
間
一
滴
の
水
も
口
に
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
い
ず
れ
も
、
親
を
喪
っ
た
時
、
そ
の

哀
し
み
を
極
め
た
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
死
後
の
孝
を
い
う
。
八
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
も
、
知
識
人
達
が
理
解
し
て
い
た
孝
子
と

は
、
古
代
中
国
に
お
け
る
理
解
と
同
様
、
特
に
死
後
の
哀
傷
や
敬
慕
の
念
の
強
い
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

す
な
わ
ち
、『

続
日
本
紀』

の
孝
子
表
旌
の
記
事
お
よ
び『

令
義
解』

か
ら
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
古
代
日
本
の
為
政
者
お
よ
び
知
識
人
に

お
け
る
孝
の
理
解
は
、
儒
教
の
孝
思
想
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三
、
追
善
供
養
の
精
神
的
基
底
と
し
て
の
儒
教
の
孝
思
想

そ
れ
で
は
、
儒
教
に
お
け
る
死
後
の
孝
と
い
う
こ
と
が
、
い
つ
頃
か
ら
仏
教
儀
礼
で
あ
る
追
善
供
養
と
結
び
つ
い
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ

13



う
か
。

古
代
日
本
に
お
い
て
死
者
追
福
の
た
め
の
供
養
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
早
く
は
六
二
二
年
に
、
聖
徳
太
子
薨
去
後
、
推
古
天
皇
の
命
に

よ
っ
て
制
作
さ
れ
た｢

天
寿
国
繍
張｣

に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
六
〇
〇
年
代
に
は
、
追
福
の
た
め
に
仏
像
や
堂
塔
が
造
ら
れ
、
経
典
の

書
写
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
堀
一
郎
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る

(

注
９)

。

亡
き
親
の
為
に
追
善
供
養
の
法
会
を
営
ん
だ
こ
と
が
明
確
に
窺
わ
れ
る
例
と
し
て
は
、『

日
本
書
紀』

斉
明
天
皇
五
年(

六
五
九)

七
月

庚
寅(

十
五
日)

条
に
、｢
群
臣
に
詔
し
て
、
京
内
の
諸
寺
に
盂
蘭
盆
経
を
勧
講
か
し
め
、
七
世
の
父
母
を
報
い
し
む｣

(

小
学
館
、
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集

『

日
本
書
紀』
③
、
228
頁)

と
み
え
て
い
る
。(

な
お
、
盂
蘭
盆
会
が
営
ま
れ
た
初
例
は
、
推
古
天
皇
十
四
年
条
に
、｢

七
月

十
五
日
に
設
斎
す｣

と
み
え
る
。)

盂
蘭
盆
会
は
古
代
中
国
に
お
い
て
盛
ん
に
行
わ
れ
た
仏
教
行
事
で
あ
る
。
中
国
に
お
け
る
盂
蘭
盆
会
に
つ
い
て
、
道
端
良
秀
氏
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

中
国
に
お
け
る
盂
蘭
盆
の
行
事
は
、
既
に
早
く
三
国
時
代
か
ら
、
と
く
に
南
北
朝
、
隋
唐
と
続
い
て
盛
ん
と
な
っ
て
い
っ
た
も
の
で
、

目
連
の
救
母
の
物
語
り
は
、
孝
の
中
国
社
会
に
、
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
り
、
と
く
に『

目
連
救
母
変
文』

の
流
行
と
も
な

り
、
劇
に
芝
居
に
、
深
く
民
衆
の
間
に
浸
透
し
て
い
っ
た
の
が
、
こ
の『

盂
蘭
盆
経』

の
影
響
で
あ
っ
た
。(

中
略)

い
ず
れ
に
し
て
も
、

相
当
早
く
か
ら
読
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
、
七
月
十
五
日
の
盂
蘭
盆
の
仏
事
は
、
南
北
朝
に
は
盛
ん
で
あ
っ
て
、
中
国
の
祖
先
崇
拝
の
思

想
に
よ
く
調
和
し
、
よ
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
。

(『

仏
教
と
儒
教』

〈
レ
グ
ル
ス
文
庫
69
〉
、
第
三
文
明
社
、
一
九
七
六
年
、
183
頁)
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斉
明
天
皇
時
代
に
、
詔
に
よ
っ
て『

盂
蘭
盆
経』

の
講
説
を
と
も
な
っ
た
盂
蘭
盆
会
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
古
代
中
国
か

ら
の
影
響
で
あ
ろ
う
。
古
代
日
本
に
お
い
て
、
盂
蘭
盆
会
が
祖
先
祭
祀
と
し
て
、
広
く
行
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
な
い
が
、

仏
教
儀
礼
に
よ
る
追
福
と
い
う
理
解
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

『

日
本
書
紀』
に
よ
れ
ば
、
天
皇
が
中
心
と
な
っ
て
追
善
供
養
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
持
統
天
皇
に
よ
る
、
天
武
天
皇
崩
御
に

と
も
な
う
種
々
の
法
会
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
持
統
天
皇
は
、
朱
鳥
元
年(

六
八
六)

九
月
九
日
崩
御
し
た
天
武
天
皇
の
為
に
、
十
二

月
十
九
日
に
大
官
大
寺
・
飛
鳥
寺
等
で
無
遮
大
会
を
営
み
、
翌
年
八
月
己
未(

二
十
八
日)

に
は
、
三
百
人
の
高
僧
を
飛
鳥
寺
に
請
じ
て
、

天
武
天
皇
の
御
衣
を
以
て
縫
っ
た
袈
裟
を
施
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
行
為
は
、
明
ら
か
に
天
武
天
皇
追
福
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
そ
の
翌
月
九
月
壬
戌
朔
庚
午(

九
日)

に
は
、
国
忌
の
斎
会
を
京
の
諸
寺
に
お
い
て
営
む
の
で
あ
る
。
史

料
に
お
け
る
国
忌
の
初
見
で
あ
る
。
ま
た
、
持
統
天
皇
二
年
二
月
乙
巳(

十
六
日)

条
に
は
、｢

今
よ
り
以
後
、
国
忌
の
日
に
取
ら
む
毎
に
、

要
須
ず
斎
す
べ
し｣

と
詔
が
出
さ
れ
て
お
り
、
国
忌
毎
に
仏
教
儀
礼
に
よ
る
追
善
供
養
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

持
統
天
皇
に
よ
っ
て
、
朝
廷
に
お
け
る
死
後
の
祭
祀
が
仏
教
儀
礼
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
亡
き
親

へ
の
追
福
と
い
う
こ
と
が
、
ど
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
仏
教
儀
礼
と
し
て
行
わ
れ
た
か
が
明
確
に
窺
わ
れ
る
の
は
、

元
正
天
皇
に
よ
る
母
元
明
太
上
天
皇
追
善
供
養
で
あ
る
。

元
正
天
皇
養
老
五
年(

七
二
一)

十
二
月
七
日
、
元
正
天
皇
の
母
元
明
太
上
天
皇
が
崩
御
す
る
。
そ
の
翌
年
養
老
六
年(

七
二
二)

十

一
月
丙
戌(

十
九
日)

、
一
周
忌
の
法
要
を
営
む
た
め
、
次
の
よ
う
な
詔
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
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朕
精
誠
感

わ
れ
せ
い
せ
い
か
む

せ
ず
、
穆

う
や
ま
ひ

ひ
て
卜ぼ

く

す
る
に
従
ふ
こ
と
罔な

し
。
禍

わ
ざ
は
ひ

を
彼
の
蒼さ

う

に
降く

だ

し
、
閔
凶

び
ん
き
よ
う�

す
み

や
か
に
及
び
て
、
太
上
天
皇
奄

だ
い
じ
や
う
て
ん
わ
う
た
ち
ま
ち

に
普
天

ふ
て
ん

を
棄す

て
た
ま
へ
り
。
誠
に
冀ね

が

は
く
は
、
北
辰
度

ほ
く
し
ん
ど

に
合か

な

ひ
て
、
永
く
生
霊
を
庇

せ
い
れ
い

お
ほ

ひ
、
南
山
期
に
協

な
む
さ
ん
き

か
な

ひ
て
、
常
に
定
省
を
承

て
い
せ
い

う

け
む
こ
と
を
。

何
ぞ
図は

か

ら
む
や
、
一
旦
万
方

い
つ
た
ん
ば
う
は
う

を
宰

つ
か
さ
ど

る
こ
と
を
厭い

と

ひ
、
白
雲

は
く
う
ん
の馭
る
こ
と
在
り
て
、
玄
猷
遂

ぐ
ゑ
ん
い
う
つ
ひ

に
遠
か
ら
む
と
は
。
宝
鏡

ほ
う
き
や
う

を
瞻
奉

み
ま
つ

れ
ば
、

痛
酷
の
情
懐

と
う
こ
く

じ
よ
う
こ
こ
ろ

に
纏ま

つ

ひ
、
衣
冠

い
く
わ
ん

に
敬

つ
つ
し

み
事つ

か

ふ
れ
ば
、
終
身

し
う
し
ん

の
憂
永

う
れ
へ
な
が

く
結

む
す
ぼ

る
。
然
れ
ど
も
光
陰
駐

く
わ
う
い
む
と
ど
ま

ら
ず
し
て
、�

た
ち

忽ま
ち

に
期き

に
及
び

ぬ
。
汎
愛

は
む
あ
い

の
恩
、
報
い
む
と
欲す

る
に
由よ

し

無
し
。
真
風

し
ん
ふ
う

を
仰
が
ず
は
、
何
ぞ
冥
路

め
い
ろ

を
助
け
む
。
故ゆ

ゑ

に
太
上
天
皇

だ
い
じ
や
う
て
ん
わ
う

の
奉
為

お
ほ
み
た
め

に
敬

う
や
ま

ひ
て
華

厳
経
八
十
巻
、
大
集
経
六
十
巻
、
涅
槃
経�
巻
、
大
菩
薩
経
廿
巻
、
観
世
音
経
二
百
巻
を
写
し
、
灌
頂
の
幡
八
首
、
道
場
の
幡
一
千
首
、

牙
を
着

げ

つ

く
る
漆

う
る
し

の

几
お
し
ま
づ
き

卅
六
、
銅
の
鋺

か
な
ま
り

の
器

う
つ
は
も
の

一
百
六
十
八
、
柳
箱

や
な
ぎ
は
こ

八
十
二
を
造
り
、
即
ち
十
二
月
七
日
よ
り
、
京
并あ

は

せ
て
畿
内

の
諸
寺
に
於
て
、
便
ち
僧
尼
二
千
六
百
卅
八
人
を
屈
請

く
つ
し
や
う

し
て
、
斎
供

さ
い
く

を
設ま

う

け
む
。

(

岩
波
書
店
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系『

続
日
本
紀』

二
、
125
頁)

こ
の
中
で
、｢

南
山
期
に
協
ひ
て
、
常
に
定
省
を
承
け
む
こ
と
を｣

と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
元
正
天
皇
は
、
母
元
明
太
上
天
皇
が
い
つ

ま
で
も
長
生
き
を
さ
れ
、
心
を
尽
く
し
て
お
仕
え
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
た
。｢

定
省｣

と
は
、『

礼
記』

｢

曲
礼｣

に
、｢

凡
そ
人
の
子
た

る
の
禮
、
冬
は
温
か
に
し
て
夏
は�
し
く
し
、
昏
に
定
め
て
晨
に
省
み
る｣

(

新
釈
漢
文
大
系

『

礼
記』

上
、
18
頁)

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て

お
り
、
毎
晩
寝
具
の
世
話
を
し
、
毎
朝
御
機
嫌
を
う
か
が
う
よ
う
に
、
心
を
尽
く
し
て
親
に
仕
え
る
こ
と
を
い
う
。
詔
の
趣
旨
は
、
そ
の

よ
う
に
孝
行
を
尽
く
し
た
か
っ
た
の
に
、
母
太
上
天
皇
は
お
隠
れ
に
な
っ
て
し
ま
わ
れ
た
。
遺
さ
れ
た
身
の
回
り
の
品
々
を
見
る
に
つ
け
、

痛
恨
の
思
い
は
消
え
ず
、
憂
え
は
心
を
離
れ
る
こ
と
は
な
い
。
一
周
忌
が
近
づ
き
、
母
か
ら
受
け
た
恩
に
報
い
よ
う
と
す
る
に
、
も
は
や

そ
の
術
が
な
い
。
仏
法
に
依
ら
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
母
の
後
世
を
救
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
そ
こ
で
、
冥
路
の
助
け
と
な
る
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よ
う
に
、
華
厳
経
・
大
集
経
等
の
経
典
を
書
写
し
、
国
忌
に
合
わ
せ
て
京
・
畿
内
の
諸
寺
で
供
養
の
法
会
を
営
も
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

元
正
天
皇
は
、
現
世
に
お
い
て
孝
行
を
尽
く
し
た
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
母
太
上
天
皇
の
崩
御
に
よ
っ
て
そ
れ
が
叶
わ
ず
、
報
恩

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
仏
法
の
功
徳
に
よ
っ
て
冥
界
の
母
に
報
恩
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
元
正
天
皇
に
よ
る

追
善
供
養
が
、
母
元
明
太
上
天
皇
へ
の
強
い
孝
心
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
儒
教
に
お
い
て
は
、
親
を
喪
っ
て
深
い
哀
し
み
に
暮
れ
る
こ
と
は
孝
子
の
条
件
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
手
厚
い
祭
祀

を
営
む
こ
と
も
孝
子
の
条
件
で
あ
っ
た
。
元
正
天
皇
の
詔
は
、
儒
教
の
孝
子
の
条
件
に
則
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
元
正
天
皇
が
、

母
元
明
太
上
天
皇
を
喪
っ
て
悲
嘆
を
極
め
た
こ
と
は
、
母
元
明
太
上
天
皇
崩
御(

養
老
五
年
十
二
月
七
日)

に
よ
り
、
養
老
六
年
の
正
月

に
発
せ
ら
れ
た
廃
朝
の
詔(『

続
日
本
紀』

元
正
天
皇
養
老
六
年
〈
七
二
二
〉
春
正
月
癸
卯
朔
条)

に
よ
っ
て
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

天
皇
朝
を
受
け
た
ま
は
ず
。
詔
し
て
曰
は
く
、｢

朕
不
天
を
以
て
、
奄

た
ち
ま
ち

に
凶
酷

き
よ
う
こ
く

に
丁あ

た

れ
り
。
蓼
莪
の
巨

り
く
が

お
ほ

き
痛
み
に
嬰か

か

り
て
、
顧
復

こ
ふ
く

の
深

き
慈

う
つ
く
し

び
を
懐
き
ぬ
。
悲
慕
心
に
纏ま

つ

ひ
て
、
賀
正
す
る
に
忍
び
ず
。
朝
廷
の
礼
儀
皆
悉
く
停と

ど

む
べ
し｣

。
と
の
た
ま
ふ
。

(

岩
波
書
店
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系『

続
日
本
紀』

二
、
109
頁)

こ
の
中
で
言
わ
れ
て
い
る
、｢

蓼
莪
の
巨
き
痛
み｣

｢

顧
復
の
深
き
慈
び｣

は
、『

詩
経』

｢

小
雅
、
谷
風
之
什
、
蓼
莪｣

の
次
の
箇
所

(

傍
線
部)

に
よ
っ
て
い
る
。

蓼
蓼
者
莪

匪
レ

莪
伊
蒿

蓼
蓼

り
く
り
く

た
る
莪が

莪
に
匪あ

ら

ら
ず
し
て
伊
れ
蒿

こ

か
う
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哀
哀
父
母

生
レ

我
劬
勞

哀
哀

あ
い
あ
い

た
り
父
母

我
を
生
み
て
劬
勞

く
ら
う

せ
し
む

蓼
蓼
者
莪

匪
レ

莪
伊�
蓼
蓼
た
る
莪

莪
に
匪
ら
ず
し
て
伊
れ�

ゐ

哀
哀
父
母

生
レ

我
勞
瘁

哀
哀
た
り
父
母

我
を
生
み
て
勞
瘁

ら
う
す
い

せ
し
む

�
之�
矣

維
罍
之
恥�
へ
い

の�
つ
く

る
は

維
れ
罍

こ

ら
い

の
恥

鮮
民
之
生

不
レ

如
二

死
之
久
一

矣

鮮
民

せ
ん
み
ん

の
生
く
る
は

死
す
る
こ
と
の
久
し
き
に
如
か
ず

無
レ

父
何
怙

無
レ

母
何
怙

父
無
く
ん
ば
何
に
怙よ

ら
ん

母
無
く
ん
ば
何
に
怙
ら
ん

出
則
銜
レ

恤

入
則
靡
レ

至

出
で
て
も
則
ち
恤
ひ
を
銜

う
れ

い
だ

く

入
り
て
も
則
ち
至
し
き
靡

し
た

な

し

父
兮
生
レ

我

母
兮
鞠
レ

我

父
や
我
を
生
み

母
や
我
を
鞠

や
し
な

ふ

拊
レ

我
畜
レ

我

長
レ

我
育
レ

我

我
を
拊ぶ

し

我
を
畜

や
し
な

ひ

我
を
長
じ

我
を
育
し

顧
レ

我
復
レ

我

出
入
腹
レ

我

我
を
顧
み

我
を
復
し

出
入
我
を
腹

し
ゆ
つ
に
ふ

い
だ

く

欲
レ

報
二

之
徳
一

昊
天
罔
レ

極

之こ
れ

が
徳
に
報
い
ん
と
欲
す
れ
ど
も

昊
天
極
罔

か
う
て
ん
き
よ
く
な

し

南
山
烈
烈

飄
風
發
發

南
山
烈
烈
た
り

飄
風

へ
う
ふ
う

發
發
た
り

民
莫
レ

不
レ

穀

我
獨
何
害

民
穀よ

か
ら
ざ
る
莫
き
に

我
獨
り
何
ぞ
害い

た

め
る

南
山
律
律

飄
風
弗
弗

南
山
律
律
た
り

飄
風
弗
弗
た
り

民
莫
レ

不
レ

穀

我
獨
不
卒

民
穀
か
ら
ざ
る
莫
き
に

我
獨
り
不こ

こ

に
卒う

れ

ふ
る

(

明
治
書
院
、
新
釈
漢
文
大
系『

詩
経』

中
、
369
頁)
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こ
の
詩
は
、
幽
王
の
時
代
、
虐
政
の
た
め
人
民
が
苦
労
し
て
孝
子
も
父
母
を
養
う
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
を
嘆
い
て
作
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、｢

蓼
莪｣

と
は
、
成
長
し
た
後
に
孝
行
し
よ
う
と
思
っ
て
も
既
に
親
は
亡
く
、
親
孝
行
で
き
な
い
悲
し
み
を
い
う
。
ま
た
、

｢

顧
復｣
と
は
、
父
母
が
絶
え
ず
子
に
目
を
掛
け
、
厚
く
愛
し
て
育
て
て
ゆ
く
慈
悲
を
い
う
。
元
正
天
皇
は
崩
御
し
た
母
元
明
太
上
天
皇
を

思
う
に
つ
け
、
親
孝
行
で
き
ぬ
悲
し
み
と
、
母
の
厚
い
慈
悲
心
を
思
い
、
深
い
哀
し
み
に
沈
む
の
で
あ
る
。
こ
の
詔
の
文
言
に『

詩
経』

を
引
用
し
て
い
る
の
は
、
詔
を
漢
籍
の
表
現
に
よ
っ
て
飾
り
立
て
る
レ
ト
リ
ッ
ク
の
た
め
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
一
周
忌
の
詔
と
併

せ
て
み
て
い
く
と
、
そ
こ
に
は
母
元
明
太
上
天
皇
を
喪
っ
た
元
正
天
皇
の
深
い
悲
嘆
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
元
正
天
皇

に
よ
る
母
元
明
太
上
天
皇
一
周
忌
の
法
要
は
、
仏
教
儀
礼
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
法
会
を
行
う
意
識
の
根
底
に
は
、
儒
教
の
孝
思

想
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

天
皇
が
、
亡
き
親
へ
の
深
い
追
慕
の
念
に
よ
っ
て
慶
賀
の
行
事
を
停
止
す
る
こ
と
は
、
孝
心
に
発
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

理
解
は
、
父
聖
武
太
上
天
皇
を
喪
っ
た
孝
謙
天
皇
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

〇『

続
日
本
紀』

孝
謙
天
皇

天
平
宝
字
二
年(
七
五
八)

三
月
辛
巳(

十
日)

条

詔
み
こ
と
の
り

し
て
曰

の
た
ま

は
く
、｢

朕
聞

わ
れ
き

か
く
、｢

孝
子

け
う
し

の
親
を
思
ふ
こ
と
、
身
を
終を

ふ
る
ま
で
極

き
は
ま

り
罔な

し
。
言
を
竹
帛

こ
と

ち
く
は
く

に
編
み
て
千
古
刊

せ
ん
こ
け
づ

ら
ず｣

と
き
く
。
去い

ぬ
る
天
平
勝
宝
八
歳
五
月
、
先
帝
登
遐

せ
ん
て
い
と
う
か

し
た
ま
へ
り
。
朕
、
凶
閔

わ
れ

き
よ
う
び
ん

に
遘あ

ひ
て
よ
り
、
感
傷

か
む
し
や
う

を
懐い

だ

く
と
雖
も
、
礼ら

い

の
為
に

防ふ
せ

か
れ
て
、
俯ふ

し
て
吉
事

き
ち
じ

に
従
ふ
。
但た

だ

し
、
端
五

た
ん
ご

に
臨
む
毎

の
ぞ

た
び

に
、
風ふ

う
じ
ゆ樹

心
を
驚
し
て
、
席
を
設
け
觴

さ
か
づ
き

を
行
ふ
こ
と
、
為
す
に
忍し

の

び
ぬ
所

な
り
。
今
よ
り
已
後

の

ち

、
率
土
の
公
私

そ
つ
と

く
う
し

、
一も

は

ら
重
陽

ち
よ
う
や
う

に
准

な
ず
ら

へ
て
、
永
く
こ
の
節
を
停

せ
ち

と
ど

め
よ｣

と
の
た
ま
ふ
。

(

岩
波
書
店
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系『

続
日
本
紀』

三
、
249
頁)
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孝
謙
天
皇
は
自
ら
を｢

孝
子｣

と
い
い
、
そ
れ
ゆ
え
親
に
孝
養
で
き
な
い
悲
し
み
が
深
く
、
端
午
の
節
会
を
行
う
に
忍
び
な
い
と
し
て
節

会
を
停
止
す
る
詔
を
発
す
る
の
で
あ
る
。｢

風
樹
心
を
驚
し
て｣

と
は
、『

孔
子
家
語』

｢

観
思｣

に｢

夫
れ
樹
は
静
か
な
ら
ん
と
欲
す
る
も

風
停
ま
ず
、
子
は
養
は
ん
と
欲
す
る
も
親
待
た
ず
。
往
き
て
来
ら
ざ
る
者
は
年
な
り
。
再
び
見
る
可
か
ら
ざ
る
者
は
親
な
り｣

(

新
釈
漢
文

大
系

『

孔
子
家
語』
、103
頁)

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
お
り
、
親
は
既
に
亡
く
、
孝
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
悲
し
み
を
い
う
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
端
午
節
会
停
止
は
、
孝
謙
天
皇
の
、
亡
き
親
を
追
慕
す
る
、
儒
教
で
い
う
孝
心
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

亡
き
親
を
敬
慕
し
、
悲
哀
を
極
め
る
と
い
う
態
度
は
、
儒
教
の
孝
思
想
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
仏
教
儀
礼
に
よ
る
祖
先
祭
祀

(

追
善
供
養)

に
お
い
て
も
、
そ
の
根
底
に
は
儒
教
の
孝
思
想
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
桓
武
天
皇
に
よ
る
父
光
仁
太
上
天
皇
追
善
の
記
事
に
も

み
る
こ
と
が
で
き
る
。

○『

続
日
本
紀』

桓
武
天
皇

天
応
元
年(
七
八
一)

十
二
月
辛
亥(

二
十
七
日)

条

勅
み
こ
と
の
り

し
て
曰

の
た
ま

は
く
、｢

昨さ
き

に
群ぐ

ん�
け
い

、
来
り
奏

き
た

そ
う

し
て
、
天
下
に
服

あ
め
の
し
た

ぶ
く

を
着
る
こ
と
六
月
を
以

む
つ
き

も
ち

て
限

か
ぎ
り

と
し
き
。
但
し
、
朕
が
孝
誠

わ

け
う
せ
い
し
る
し効

無
く

し
て
、
慈
蔭
長

じ
い
む
な
が

く
違た

が

へ
り
。
結む

す

び
て
霜
葉

さ
う
え
ふ

を
慕
へ
ど
も
、
復
顔

ま
た
み
か
ほ

を
承う

く
る
日ひ

無
し
。
緬

は
る
か

に
風
枝

ふ
う
し

を
懐お

も

へ
ど
も
、
終つ

ひ

に
侍
謁

じ
え
つ

の
期
を
虧

と
き

か

く
。
終
身

し
う
し
ん

の
痛
毎

な
げ
き
つ
ね

に
深ふ

か

く
し
て
、
罔
極

ま
う
き
よ
く

の
懐

弥
切

お
も
ひ
い
よ
い
よ
せ
ち

な
り
。
前
の
服
期

さ
き

ぶ
く
き

を
改
め
て
一
年
を
以も

ち

て
限

か
ぎ
り

と
す
べ
し
。
自
餘

そ
の
ほ
か

の
行
事

わ

ざ

は
一

も
は
ら

に
前さ
き

の
勅
み
こ
と
の
り

に
依よ

れ｣

と
の
た
ま
ふ
。
○
癸
丑
、
太
行
天
皇

た
い
か
う
て
ん
わ
う

の
初
七
し
よ
し
ち

に
当
る
。
七
大
寺
に
於
て
誦
経
ず
き
や
う

せ
し
む
。
是
よ
り
後
、
七
日
に
値あ

ふ
毎ご

と

に
京
師

け
い
し

の
諸
寺

て
ら
で
ら

に
於
て
誦
経

ず
き
や
う

せ
し
む
。
ま
た
、
天
下

あ
め
の
し
た

の
諸
国

く
に
ぐ
に

に
勅

み
こ
と
の
り

し
て
、
七
々

し
ち
し
ち

の
日ひ

に
、
国
分
二
寺
に
見げ

ん

に
あ
る
僧
尼

ほ
ふ
し
あ
ま

を
し

て
奉
為

お
ほ
み
た
め

に
設
斎

を
が
み

し
以も

ち

て
追
福

つ
い
ふ
く

せ
し
む
。

(

岩
波
書
店
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系『

続
日
本
紀』

五
、
221
頁)
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勅
の
趣
旨
は
、｢

私
桓
武
天
皇
は
、
父
光
仁
太
上
天
皇
の
崩
御
に
際
し
、
公�

達
の
奏
上
に
従
っ
て
、
服
喪
期
間
を
六
ヶ
月
と
し
て
い
た
。

し
か
し
、
孝
行
の
ま
こ
と
を
尽
く
す
こ
と
な
く
亡
き
父
の
慈
悲
深
い
恩
に
永
久
に
背
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
い
く
ら
慕
っ
て
も
も

は
や
父
に
会
う
術
も
な
い
。
父
に
孝
行
を
尽
く
す
こ
と
の
で
き
な
い
嘆
き
に
沈
み
、
痛
恨
の
思
い
は
已
む
こ
と
が
な
い
。
父
の
極
ま
り
な

い
恩
に
対
す
る
思
い
は
い
よ
い
よ
切
な
る
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
六
ヶ
月
の
服
喪
期
間
を
改
め
て
一
年
間
と
す
る｣

と
い
う
の
で
あ
る
。

(｢

風
枝｣

と
は
、｢
風
樹｣

に
同
じ
で
、
父
母
に
孝
養
を
尽
く
す
こ
と
の
で
き
な
い
嘆
き
を
い
う
。)

桓
武
天
皇
は
、
七
日
毎
に
京
の
諸
寺
で
追
善
供
養
の
法
会
を
営
み
、
四
十
九
日
に
は
、
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
に
お
い
て｢

追
福｣

の
法

会
を
営
ん
で
い
る
。
十
二
月
二
十
七
日
の
勅
か
ら
は
、
こ
れ
ら
一
連
の
仏
教
儀
礼
に
よ
る
追
福
法
要
の
根
底
に
は
、
亡
き
親
へ
の
痛
切
な

る
哀
慕
の
念
と
い
う
儒
教
の
孝
思
想
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、『

続
日
本
紀』

は
、
通
常
巻
の
最
初
を
正
月
朔
の
記
事
か
ら
始
め
る
の
で
あ
る
が
、
巻
三
十
七
に
限
っ
て
は
、
正
月
己
巳(

十
六

日)

の
記
事
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
巻
三
十
六
が
延
暦
元
年
正
月
庚
申(

七
日)

の
光
仁
太
上
天
皇
の
葬
送
の
記
事
で
終
わ
っ

て
い
る
た
め
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
の
解
説
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

後
半
の
諸
巻
の
う
ち
、
光
仁
↓
桓
武
の
場
合
は
、
延
暦
元
年
正
月
庚
申(

七
日)

の
光
仁
太
上
天
皇
の
葬
送
を
も
っ
て
巻
三
十
六
を
終

え
、
次
の
巻
三
十
七
は
同
年
正
月
己
巳(

十
六
日)

の
記
事
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
桓
武
天
皇
は
父
光
仁
上
皇
の
死
に
あ
た
り
、
諒
闇

を
三
年
に
す
る
意
志
を
抱
い
た
と
い
う
が(

天
応
元
年
十
二
月
丁
未
条)
、
み
ず
か
ら
の
即
位
に
よ
っ
て
巻
を
改
め
ず
、
父
上
皇
の
葬
送

を
も
っ
て
巻
を
改
め
た
の
は
、
孝
子
と
し
て
の
態
度
を
重
ん
じ
る
思
想
か
ら
出
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

(

岩
波
書
店
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系『

続
日
本
紀』

一
、
509
頁)
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桓
武
天
皇
が
孝
を
備
え
た
天
皇
で
あ
る
こ
と
は
、
光
仁
天
皇
が
山
部
親
王(

桓
武
天
皇)

に
譲
位
す
る
詔
の
中
で
、｢

此
の
王

お
ほ
き
み

は
弱わ

か

き

時と
き

よ
り
朝
夕

あ
し
た
ゆ
ふ
べ

と
朕わ

れ

に
従

し
た
が

ひ
て
今
に
至

い
ま

い
た

る
ま
で
怠

お
こ
た

る
事
無
く
仕
へ
奉

つ
か

ま
つ

る
を
見
れ
ば
、
仁
孝
厚

に
ん
け
う
あ
つ

き
王

お
ほ
き
み

に
在あ

り
と
な
も
神か

む

な
が
ら
知
ら
し

め
す
。
其
れ
仁
孝
は
百
行

ひ
や
く
ぎ
や
う
の
基

も
と
ゐ
な
り｣

(

天
応
元
年
〈
七
八
一
〉
四
月
辛
卯
〈
三
日
〉
条)

と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
、
父

光
仁
天
皇
か
ら
そ
の
仁
・
孝
を
認
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
応
え
る
よ
う
に
、
桓
武
天
皇
は
、
光
仁
上
皇
不
豫
の
際
に
出
さ
れ
た
大
赦
の

詔
で
、
自
ら
の
政
治
に
臨
む
態
度
を
、｢

己
お
の
れ

に
克か

ち
心
を
労つ

く

し
て
、

志

孝
敬

こ
こ
ろ
ざ
し
け
う
け
い

に
在あ

り｣
(

天
応
元
年
十
二
月
甲
辰
〈
二
十
日
〉
条)

と

述
べ
て
い
る
。

桓
武
天
皇
は
、
孝
を
実
践
し
よ
う
と
し
た
天
皇
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
父
を
喪
っ
た
哀
し
み
は
極
ま
り
な
く
、
光
仁
上
皇
一
周
忌
が
過
ぎ

て
も
、
正
月
の
賀
を
祝
う
気
持
ち
に
は
な
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
延
暦
元
年(

七
八
二)

十
二
月
壬
申(

二
十
四
日)

に
、
翌
年
正
月
の

賀
礼
を
停
止
す
る
詔
を
発
す
る
の
で
あ
る
。

詔
み
こ
と
の
り

し
て
曰

の
た
ま

は
く
、｢

礼
制
限

ら
い
せ
い
か
ぎ
り

有
り
て
、
周
忌
云

し
う
き
こ
こ

に
畢お

は

り
ぬ
。
元
会

ぐ
わ
ん
ゑ

の
旦

あ
し
た

は
事
賀
正

こ
と
が
し
や
う

す
べ
し
。
但
し
、
朕
諒
闇

わ
れ
り
や
う
あ
む

を
除
き
乍
ら
、

哀あ
い

感
尚
深

か
む
な
ほ
ふ
か

し
。
霜
露

そ
う
ろ

既
に
変
り
て
更
に
陟

ち
よ
く�
こ

の
悲

か
な
し
び

を
増
し
、
風
景
惟

ふ
う
け
い
こ

れ
新

あ
ら
た

に
し
て

弥
循

い
よ
い
よ
じ
ゆ
ん�
が
い

の
恋

お
も
ひ

を
切

し
き
り

に
す
。
来
年

き
た
る
と
し

の
元
正

ぐ
わ
ん
し
や
う

は
賀
礼

が
れ
い

を
停と

ど

む
べ
し｣

と
の
た
ま
ふ
。

(
岩
波
書
店
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系『

続
日
本
紀』

五
、
255
頁)

こ
の
中
で
い
う｢

陟�
の
悲｣

と
は
、『

詩
経』

｢

魏
風
、
陟�

｣

に
、｢

陟
二

彼�
一

兮

瞻
二

望
父
一

兮(

彼か

の�
こ

に
陟の

ぼ

り
て

父
を
瞻
望
す)｣

(

新
釈
漢
文
大
系

『

詩
経』

上
、
292
頁)

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。｢

陟�
｣

は
、
戦
役
に
従
事
し
て
い
る
子
が
、
故
郷
の
父
・
母
・
兄
を
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思
っ
て
い
る
詩
で
、｢�

｣

と
は
草
木
の
無
い
岩
山
を
い
い
、
そ
の
岩
山
に
登
っ
て
父
の
住
む
故
郷
を
遙
か
に
望
み
、
父
の
こ
と
が
思
わ
れ

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
詔
で
は
、
桓
武
天
皇
が
亡
き
父
光
仁
上
皇
を
強
く
思
慕
す
る
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
。
ま
た｢

循�
｣

と
は
、

｢

親
に
つ
か
え
る
こ
と｣

(『

大
漢
和
辞
典』)

で
あ
る
。『

大
漢
和
辞
典』

は
、
束�
作『

補
亡
詩』

｢

南�
｣

に｢

循
二

彼
南�

一

、
言
採
二

其

蘭
一

。[

注]
銑
曰
、
循
、
順
也
、
蘭
以
香
、
孝
子
採
レ

之
以
養
二

父
母
一

。｣

と
あ
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
孝
子
が
親
に

孝
養
を
尽
く
す
意
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
賀
礼
停
止
は
、
孝
子
で
あ
る
桓
武
天
皇
の
父
光
仁
上
皇
へ
の
切
な
る
孝
心
か
ら
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
天
皇
の
親
を
喪
っ
た
こ
と
へ
の
哀
感
な
ら
び
に
亡
き
親
を
思
慕
す
る
念
の
深
さ
は
、
儒
教
の
孝
思
想
に
基
づ
い
て
い
る

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
死
後
の
祭
祀
は
仏
教
儀
礼
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
て
も
、
儀
礼
を
行
う
精
神
的
基
盤
に
は
儒
教
の
孝
思
想
が
存

在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
、
七
〇
〇
年
代
に
お
け
る
儒
教
・
仏
教
一
体
と
す
る
理
解

七
〇
〇
年
代
、
儒
教
の
孝
思
想
は
天
皇
や
知
識
人
の
中
に
確
か
に
定
着
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
祖
先
祭
祀
を

重
視
す
る
儒
教
が
応
神
朝
に
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
七
〇
〇
年
代
、
祖
先
祭
祀
儀
礼
が
儒
教
様
式
に
よ
っ
て
行
わ
れ

ず
、
仏
教
儀
礼
の
追
善
供
養
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
の
は
何
故
か
。
儒
教
の
祖
先
祭
祀
儀
礼
は
古
代
日
本
人
の
祖
先
祭
祀
儀
礼
と
し
て
は

定
着
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
古
代
日
本
人
の
祖
先
祭
祀
観
と
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
別
に
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

こ
こ
で
は
、
七
〇
〇
年
代
に
、
儒
教
の
孝
思
想
が
仏
教
儀
礼
と
結
び
つ
い
て
も
違
和
感
な
く
受
容
さ
れ
た
背
景
に
は
、
七
〇
〇
年
代
の
日
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本
に
お
い
て
は
、
儒
教
の
思
想
が
仏
教
の
思
想
と
融
合
し
て
理
解
・
受
容
さ
れ
て
い
た
と
い
う
実
態
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た

い
。淳

仁
天
皇
天
平
宝
字
三
年(

七
五
九)

六
月
丙
辰(

二
十
二
日)

に
、
官
人
の
規
律
の
乱
れ
を
正
す
た
め
、
官
人
と
し
て
の
ふ
さ
わ
し

い
人
格
に
つ
い
て
述
べ
、
維
城
典
訓
、
律
令
格
式
を
読
ん
で
い
る
者
を
推
挙
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
次
の
よ
う
な
勅
が
出
さ
れ
て
い
る
。

勅
み
こ
と
の
り

し
た
ま
は
く
、｢
如
聞

き
く
な

ら
く
、
国
を
治
む
る
要

か
な
め

は
、
人
を
簡え

ら

ふ
に
如し

か
ず
。
人
を
簡
ひ
能

え
ら

の
う

に
任に

む

せ
ば
、
民
安

た
み
や
す

く
国
富
む｣

と
き
く
。

窃
ひ
そ
か

に
内
外

な
い
ぐ
ゑ

の
官
人

く
わ
ん
に
ん

の
景
迹

き
や
う
じ
や
く

を
見
る
に
曾か

つ

て
廉
恥

れ
む
ち

無
く
し
て
、
志
す
こ
と
貪
盗

た
む
た
う

に
在あ

り
。
是
れ
、
宰
相

さ
い
し
や
う

、
訓を

し

へ
導

み
ち
び

く
こ
と
の
怠

お
こ
た

れ

る
な
り
。
人
皆
、
愚
性

ぐ
せ
い

を
稟う

く
る
が
為
に
非
ず
。
誘
誨

い
う
く
わ
い

を
加
へ
、
各
令
名

お
の
お
の
れ
い
め
い

を
立
て
し
む
べ
し
。
そ
の
維
城
典
訓

ゐ
じ
や
う
て
む
く
ん

は
、
政

ま
つ
り
ご
と
を
為な

す

規
模

き

ぼ

を
叙じ

よ

し
、
身
を
脩を

さ

む
る
検
括

け
む
く
わ
つ

を
著

あ
ら
は

す
。
律
令
格
式

り
ち
り
や
う
き
や
く
し
き

は
、
当
今

た
う
こ
む

の
要
務

え
う
む

を
録し

る

し
、
庶
官

し
よ
く
わ
ん

の
起
綱

き
か
う

を
具そ

な

ふ
。
並
に
是
れ
、
上か

み

を

安
や
す
み

し
民
を
治
む
る
道
を
窮き

は

め
、
世
を
済す

く

ひ
化

お
も
ぶ
け

を
翊た

す

く
る
宜す

べ

を
尽
す
。
其
れ
、
濫

み
だ
り

に
殺
生
せ
ず
能
く
貧
苦
を
矜

あ
は
れ

む
を
仁
と
す
。
諸

も
ろ
も
ろ

の

邪
悪

じ
や
あ
く

を
断た

ち
て
諸

も
ろ
も
ろ

の
善
行

ぜ
ん
か
う

を
脩を

さ

む
る
を
義
と
す
。
上
に
事

か
み

つ
か

へ
忠
を
尽
し
、
下
を
撫

し
も

な

で
慈

う
つ
く
し
び

有
る
を
礼
と
す
。
遍

あ
ま
ね

く
庶
事

し
よ
じ

を
知
り
て
是ぜ

非ひ

を
断
決

だ
ん
く
ゑ
つ

す
る
を
智
と
す
。
物
と
与と

も

に
す
る
に
妄

み
だ
り

な
ら
ず
、
事
に
触
れ
て
皆
正
し
き
を
信
と
す
。
分ぶ

ん

に
非
ず
し
て
福

さ
き
は
ひ

を
希ね

が

ひ
、
義

に
あ
ら
ず
し
て
物
を
欲ほ

り

す
る
を
貪た

む

と
す
。
心
に
弁
了

わ
き
ま

ふ
る
こ
と
無
く
し
て
強し

ひ
て
人
を
逼せ

ま

り
悩な

や

ま
す
を
嗔し

ん

と
す
。
事こ

と

、
理

こ
と
わ
り

に
合
は
ず
し

て
好
み
て
自
愚

じ

ぐ

な
る
を
是よ

し
と
す
る
を
痴ち

と
す
。
己お

の

が
妻め

を
愛

い
つ
く
し

ま
ず
、
他
の
女

ひ
と

め

を
犯
す
こ
と
を
喜
ぶ
を
淫い

む

と
す
。
人
の
与
へ
ぬ
所
を

公
お
ほ
や
け

に
取
り
窃

ひ
そ
か

に
取
る
を
盗た

う

と
す
。
父
兄
誡

い
ま
し
め

あ
ら
ず
は
、
斯
に
何

こ
こ

な
に

を
以も

ち

て
か
子
弟
を
導

み
ち
び

か
む
。
官
吏

く
わ
ん
り

、
行
は
ず
は
、
此
に
何
を
以も

ち

て

か
土
民

ど
み
ん

を
教
へ
む
。
若も

し
、
仁
義
礼
智
信

じ
ん
ぎ
れ
い
ち
し
ん

の
善
を
修
め
習
ひ
、
貪
嗔
痴
淫
盗

た
む
し
ん
ち
い
む
た
う

の
悪
を
戒
し
め
慎
み
、
兼
ね
て
前さ

き

の
二
色
の
書
を
読
む
者ひ

と

有
ら
ば
、
挙こ

し
て
こ
れ
を
察み

て
、
品し

な

に
随

し
た
が

ひ
て
昇あ

げ
進す

す

め
む
。
今
よ
り
已
後

の

ち

、
こ
の
色
を
除

し
き

の
ぞ

く
外ほ

か

、
史
生

し
し
や
う

已
上
に
任
用

に
む
よ
う

す
る
こ
と
得
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ざ
れ
。
庶ね

が

は
く
は
、
悪
を
懲こ

ら

し
善
を
勧す

す

め
、
名
を
重

お
も
み

し
物
を
軽

か
ろ
み

せ
し
め
む
こ
と
を
。
普

あ
ま
ね

く
天
下

あ
め
の
し
た

に
告
げ
て
、
朕わ

が
意

こ
こ
ろ

を
知
ら
し

め
よ｣

と
の
た
ま
ふ
。

(

岩
波
書
店
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系『

続
日
本
紀』

三
、
321
頁)

傍
線
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
不
殺
生
は｢

仁｣

と
し
て
理
解
さ
れ
、『

増
一
阿
含
経』

巻
四
十
四｢

十
不
善
品｣

に
説
か
れ
る｢

七
仏
通

戒
偈｣

｢

一
切
悪
莫
レ

作
、
当
レ

奉
二

行
其
善
一｣

(『

大
正
新
脩
大
蔵
経』

第
二
巻
、
787
頁
中)

は｢

義｣

と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
儒

教
の
五
常
の
徳
目
で
あ
る
仁
・
義
・
礼
・
智
・
信
は
、
習
い
修
め
る
べ
き
善
と
し
て
、
仏
教
の
三
毒
で
あ
る
貧
・�

・
痴
な
ら
び
に
五
戒

の
中
の
淫
・
盗
は
、
戒
め
慎
む
べ
き
悪
と
し
て
併
記
さ
れ
て
い
る
。
儒
教
に
よ
り
善
を
勧
め
、
仏
教
に
よ
り
悪
を
戒
め
る
と
い
う
、
儒
教
・

仏
教
を
車
の
両
輪
の
よ
う
に
し
て
官
人
を
訓
導
し
て
い
こ
う
と
す
る
意
図
が
み
え
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
時
の
為
政
者
お
よ
び
知
識
人

達
が
、
儒
教
の
思
想
と
仏
教
の
思
想
を
非
常
に
近
い
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
同
じ
思
想
と
し
て
理
解
・
享
受
し
て
い
た
様
相

を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

当
時
の
知
識
人
が
、
儒
教
と
仏
教
と
を
近
似
す
る
教
え
と
し
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
は
、
石
上
宅
嗣
が
設
立
・
運
営
し
た
芸
亭
に
お
け

る
学
問
の
あ
り
よ
う
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は『

続
日
本
紀』

桓
武
天
皇
天
応
元
年(

七
八
一)

六
月
辛
亥(

二
十

四
日)

条
の
石
上
宅
嗣
薨
伝
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

そ
の
旧
宅

き
う
た
く

を
捨
て
て
阿あ� し

ゆ
く

寺じ

と
す
。
寺
の
内
の
一
隅

か
た
す
み

に
、
特
に
外
典

ぐ
ゑ
て
ん

の
院
を
置
き
、
名な

づ

け
て
芸
亭

う
ん
て
い

と
曰い

ふ
。
如も

し
好
学

か
う
が
く

の
徒と

有
り
て
就ゆ

き
て
閲け

み

せ
む
と
欲
ふ
者

お
も

ひ
と

に
は
恣

ほ
し
き
ま
に
ま

に
聴ゆ

る

せ
り
。
仍
て
条
式

よ
り

で
う
し
き

を
記
し
て
後
に
貽

の
ち

の
こ

せ
り
。
そ
の
略
に
曰い

は
く
、｢

内
外

な
い
ぐ
ゑ

の
両
門

り
や
う
も
ん

、
本
一
体

も
と
い
つ
た
い

と
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為あ

り
。
漸ぜ

む

と
極

き
よ
く

と
は
異
な
る
に
似
た
れ
ど
も
、
善
く
誘

よ

み
ち
び

け
ば
殊こ

と

な
ら
ず
。
僕

や
つ
が
れ、

家
を
捨
て
て
寺
と
し
、
心
を
帰
す
る
こ
と
久
し
、
内な

い

典て
ん

を
助
け
む
が
為
に
外
書

ぐ
ゑ
し
よ

を
加
へ
置
く
。
地ち

は
是
れ
伽
藍

が
ら
む

な
り
。
事
須

こ
と
す
べ
か

ら
く
禁
戒

き
む
か
い

す
べ
し
。
庶ね

が

は
く
は
、
同
じ
き
志
を
以
て
入
る
者ひ

と

は
、
空
有

く
う
う

に
滞

と
ど
こ
ほ

る
こ
と
無
く
し
て
兼
ね
て
物
我

ぶ
つ
が

を
忘
れ
、
異
代

い
だ
い

に
来き

た

ら
む
者ひ

と

は
、
塵
労

ぢ
ん
ら
う

を
超
え
出
で
て
覚
地

か
く
ち

に
帰く

ゐ

せ
む
こ
と
を｣

と

い
ふ
。

(

岩
波
書
店
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系『

続
日
本
紀』

五
、
201
頁)

傍
線
部
に
み
え
る
よ
う
に
、
石
上
宅
嗣
は
芸
亭
設
立
の
趣
旨
を
述
べ
る
中
で
、｢

内
外
の
両
門
、
本
一
体
と
為
り｣

と
、
仏
教
と
儒
教
の
根

本
は
一
体
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
仏
法
に
帰
依
す
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
が
、
仏
典
の
理
解
を
助
け
る
た
め
に
儒
教
等

の
外
典
を
置
く
の
だ
と
い
う
。
芸
亭
は
阿�
寺
の
一
隅
に
設
立
さ
れ
た
学
問
所
で
あ
り
、
仏
法
修
学
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

仏
典
理
解
の
た
め
に
は
儒
教
経
典
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
。
仏
典
は
儒
教
経
典
に
よ
り
解
釈
さ
れ
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

儒
教
・
仏
教
一
体
と
す
る
理
解
は
、
石
上
宅
嗣
に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
入
唐
留
学
生
と
し
て
唐
に
渡
り
、
唐
に
お
い
て
も
そ
の

優
れ
た
学
問
に
よ
っ
て
名
声
を
得
た
吉
備
真
備
の
家
訓
書『
私
教
類
聚』

に
は
、
次
の
よ
う
に
儒
教
・
仏
教
一
体
の
思
想
が
み
え
て
い
る
。

第
一
略
示
二

内
外
事
一

内
外
五
戒

一
不
殺
生
、
二
不
偸
盗
、
三
不�
欲
、
四
不
妄
語
、
五
不
飲
酒

外
教
五
常

一
仁
不
殺
、
二
義
不
盗
、
三
礼
不
邪
、
四
智
不
妄
、
五
信
不
乱

(

岩
波
書
店
、
日
本
思
想
大
系『

古
代
政
治
社
会
思
想』

、
44
頁)
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『

私
教
類
聚』

は
、
北
斉
の
顔
之
推
の｢

顔
氏
家
訓｣

に
範
を
と
っ
て
お
り
、
第
一
条
に
み
え
る
儒
教
・
仏
教
一
体
思
想
も｢

顔
氏
家
訓

帰
心
篇｣

に
、｢

内
外
の
両
教
本
一
体
た
り
。
漸
極
異
を
な
し
、
深
浅
同
じ
か
ら
ず
。
内
典
の
初
門
は
五
種
の
禁
を
設
け
、
外
書
の
仁
義
五

常
と
符
同
す
。
仁
は
不
殺
の
禁
な
り
。
義
は
不
盗
の
禁
な
り
。
礼
は
不
邪
の
禁
な
り
。
智
は
不
酒
の
禁
な
り
。
信
は
不
妄
の
禁
な
り｣

(『

国
訳
一
切
経』
護
教
部
一
、｢

廣
弘
明
集｣

384
頁)

と
あ
る
こ
と
と
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
。(

な
お
、
石
上
宅
嗣
も｢

顔
氏
家
訓｣

の
影
響
を

受
け
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。)

ま
た
、
吉
備
真
備
は
、
家
訓
書
を
著
し
た
だ
け
で
な
く
、
石
上
宅
嗣
同
様
、
儒
教
・
仏
教
一
体
思
想
に
基
づ
い
た
私
学
院
を
設
立
し
て

い
る
。
空
海
は
宗
藝
種
智
院
設
立
に
あ
た
っ
て
式(

規
則)

を
著
し
て
い
る
が
、
そ
の
序
に
お
い
て
、
過
去
に
存
在
し
た
私
学
院
に
言
及

し
、｢

備
僕
射
の
二
教
、
石
納
言
の
芸
亭｣

と
し
て
、
石
上
宅
嗣
の
芸
亭
と
並
べ
て
、｢

備
僕
射｣

(

吉
備
真
備)

の｢

二
教｣

院
を
あ
げ
て

い
る
。
二
教
院
は
そ
の
名
の
如
く
、
儒
教
・
仏
教
二
つ
の
教
え
を
と
も
に
学
ぶ
私
学
院
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

七
〇
〇
年
代
の
知
識
階
級
に
お
け
る
儒
教
・
仏
教
一
体
と
す
る
理
解
は
、
中
国
六
朝
に
お
け
る
儒
教
・
仏
教
一
体
思
想
の
影
響
で
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
儒
教
・
仏
教
一
体
思
想
の
受
容
が
、
儒
教
の
孝
思
想
と
仏
教
の
追
善
供
養
と
を
違
和
感
な
く
結
び
付
け
て
い
く
こ
と
に

影
響
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

ま
と
め

奈
良
時
代
、
天
皇
お
よ
び
知
識
階
級
に
お
い
て
、｢

孝｣

と
は
、
生
前
の
孝
養
・
喪
葬
に
お
け
る
哀
・
敬
を
尽
く
し
た
死
後
の
祭
祀
、
そ

の
す
べ
て
を
含
む
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。
持
統
天
皇
以
降
、
死
後
の
祭
祀
が
仏
教
儀
礼
に
よ
っ
て
営
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
死
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後
の
祭
祀
が
死
者
に
対
す
る
追
福
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
祭
祀
を
営
む
精
神
的
基
盤
に
は
、
儒
教
の
孝
思
想
が
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
奈
良
時
代
を
通
じ
て
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
儒
教
の
孝
思
想
は
、
亡
き
親
を
哀
傷
す
る
念
と
し
て
知
識

人
の
中
に
定
着
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
儒
教
に
お
け
る
死
後
の
孝
が
、
追
福
と
い
う
仏
教
儀
礼
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
元
正
天
皇
に
よ
る
母
元
明
太
上
天
皇
追
善
の
詔
や
、
元
正
天
皇
・
孝
謙
天
皇
・
桓
武
天
皇
に
よ
る
賀
礼
停
止
の
詔
の
中
で
天
皇

の
孝
心
が
強
調
さ
れ
た
の
は
、
天
皇
の
倫
理
の
基
底
に
は
儒
教
の
孝
思
想
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
天
皇
が
孝
を
実
践
す
る
こ
と
は
、『

孝

経』

に
説
か
れ
る
よ
う
に
、
天
下
を
平
安
に
治
め
る
こ
と
と
同
時
に
、
民
を
徳
に
よ
っ
て
教
化
す
る
徳
治
政
治
を
行
う
こ
と
に
他
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
天
皇
に
よ
っ
て
儒
教
の
孝
思
想
に
基
づ
い
た
追
善
供
養
が
営
ま
れ
た
こ
と
か
ら
、
臣
下
に
も
そ
の
精
神
が

浸
透
し
て
い
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

仏
教
に
よ
る
追
善
供
養
の
浸
透
と
と
も
に
、
儒
教
の
孝
は
そ
の
追
善
供
養
を
営
む
精
神
的
基
盤
と
し
て
理
解
さ
れ
、
追
善
供
養
と
一
体

化
し
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。
平
安
初
期
の
追
善
供
養
表
白
・
願
文
に
お
い
て
は
、
生
前
の
孝
の
延
長
と
し
て
死
後
の
孝
と
し
て
の
追
善
供

養
を
営
む
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。『

源
氏
物
語』

の
中
で
、
本
来
儒
教
思
想
で
あ
る｢

孝｣

と
い
う
語
が
追
善
供
養
の
意
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
こ
と
の
背
景
に
は
、
い
ま
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
た
。

奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
、
儒
教
の
孝
思
想
を
基
盤
と
し
た
追
善
供
養
が
営
ま
れ
、
さ
ら
に
は
追
善
供
養
の
場
に
お
い
て
朗

唱
さ
れ
た
表
白
・
願
文
に
は
、
孝
思
想
が
多
く
織
り
込
ま
れ
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
追
善
供
養
そ
の
も
の
が
孝
と
理
解
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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注
11)



注
(

注
１)

日
本
へ
の
仏
教
伝
来
と
蘇
我
氏
に
よ
る
仏
教
受
容
、
さ
ら
に
天
皇
が
仏
教
を
受
容
す
る
に
い
た
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、
田
村
圓
澄
氏

『

仏
教

伝
来
と
古
代
日
本』

(

講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
八
六
年)

に
詳
し
い
。

(

注
２)
日
本
へ
の
偽
経

(

疑
経)

将
来
に
つ
い
て
は
、
は
や
く
石
田
茂
作
氏
が

『

写
経
よ
り
見
た
る
奈
良
朝
仏
教
の
研
究』

(

東
洋
文
庫
、
一
九
三
〇

年)
に
お
い
て
、
奈
良
時
代
に
は

『

父
母
恩
重
経』

な
ど
四
十
部
の
経
典
が
伝
来
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
そ
の
後
、
牧
田
諦
亮
氏
が『

疑

経
研
究』

(
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
七
六
年)

に
お
い
て
、
正
倉
院
文
書
に
み
え
る
偽
経(

疑
経)

に
つ
い
て
報
告
し
て
お
ら
れ
る
。

ま
た
、
牧
田
氏
は
、
岩
波
講
座『

日
本
文
学
と
仏
教』

第
六
巻｢

経
典｣

(

岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年)

に
お
い
て
、
中
国
伝
来
の
偽
経(

疑
経)

の
日
本
文
学
へ
の
影
響
に
つ
い
て
論
じ
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
で
、
古
代
日
本
に
お
い
て
多
く
の
偽
経

(

疑
経)

類
が
国
立
の
写
経
所
で
書

写
さ
れ
流
伝
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、｢

日
本
に
伝
わ
っ
た
経
典
類
に
つ
い
て
は
、
真
経
・
疑
経
の
区
別
な
ど
、
必
要
で
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

経
録
編
集
者
の
慎
重
な
配
慮
も
、
実
際
面
で
は
、
中
国
で
も
日
本
で
も
、
重
視
さ
れ
ず
、
仏
の
経
典
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
十
分

に
知
ら
れ
る
の
で
あ
る｣

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

(

注
３)

拙
稿

｢

古
代
文
学
に
み
る
天
皇
と
孝｣

(『

駒
澤
国
文』

第
三
十
九
号
、
二
〇
〇
二
年
二
月)

(

注
４)

加
地
伸
行
氏

『

沈
黙
の
宗
教
―
儒
教』

(
ち
く
ま
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
99
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
四
年)

。
ま
た
、
古
代
中
国
に
お
け
る
孝
思
想
と

祖
先
祭
祀
に
つ
い
て
は
、
池
澤
優
氏
が
、
西
周
、
春
秋
時
代
の
金
文
と
戦
国
時
代
の
文
献
に
お
け
る
孝
思
想
の
分
析
を
通
し
て
、
孝
思
想
と
祖

先
祭
祀
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
て
お
ら
れ
る

(『｢

孝｣

思
想
の
宗
教
学
的
研
究』

、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年)

。

(

注
５)

拙
稿

(

注
３)

(

注
６)

孝
謙
天
皇
天
平
宝
字
元
年

(

七
五
七)

四
月
辛
巳

(
四
日)
、
家
毎
に

『

孝
経』

を
蔵
さ
せ
る
詔
が
発
せ
ら
れ
た
の
も
、
国
家
統
治
の
手
段
と

し
て
、
儒
教
の
孝
思
想
を
国
民
に
浸
透
さ
せ
る
こ
と
を
図
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

(

注
７)

律
令
に
お
け
る
孝
子
・
順
孫
・
義
夫
・
節
婦
表
旌
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
、
笠
井
昌
昭
氏
が
、『

古
代
日
本
の
精
神
風
土』

第
二
章

｢『

続
日
本
紀』

に
あ
ら
わ
れ
た
孝
の
宣
揚
に
つ
い
て｣

(

ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
九
年)

に
お
い
て
、｢

く
り
か
え
し
て
孝
子
宣
揚
の
こ
と
が
い

わ
れ
る
の
は
、
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
孝
思
想
が
重
視
さ
れ
、
孝
思
想
の
徹
底
を
図
ろ
う
と
し
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る｣

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
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な
お
、
孝
子
・
順
孫
・
義
夫
・
節
婦
の
表
旌
の
詔
が
、
ど
れ
ほ
ど
孝
思
想
の
徹
底
に
効
力
を
有
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
坂
本
太
郎
氏
が
、｢

飛

鳥
・
奈
良
時
代
の
倫
理
思
想
―
と
く
に
親
子
の
間
の
倫
理
思
想
に
つ
い
て
―｣
(

同
氏
著『

古
典
と
歴
史』

所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
二
年)

に
お
い
て
、
六
国
史
か
ら
孝
子
・
順
孫
・
義
夫
・
節
婦
の
表
旌
の
事
例
を
あ
げ
て
、
親
子
間
の
倫
理
思
想
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
、
儒
教
思
想
は

知
識
人
の
観
念
の
世
界
に
留
ま
る
も
の
で
あ
り
、
孝
道
奨
励
の
政
策
は
一
般
民
衆
に
そ
れ
ほ
ど
効
力
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

ま
た
、
武
田
佐
知
子
氏
は

｢

律
令
国
家
に
よ
る
儒
教
的
家
族
道
徳
規
範
の
導
入
―
孝
子
・
順
孫
・
義
夫
・
節
婦
の
表
旌
に
つ
い
て
―｣

(

竹
内
理

三
氏
編

『
古
代
天
皇
制
と
社
会
構
造』

、
校
倉
書
房
、
一
九
八
〇
年)

に
お
い
て
、
律
令
に
お
け
る
孝
道
奨
励
は
、
奈
良
時
代
に
お
い
て
は
、
日

本
の
民
衆
の
心
に
根
付
く
に
は
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
日
本
に
お
け
る
家
族
の
あ
り
よ
う
が
古
代
中
国
の
そ
れ
と
は
乖
離

し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

(

注
８)

新
釈
漢
文
大
系

『
論
語』

で
は
、｢

色
難｣

の
意
味
を
、｢

常
に
己
の
顔
色
を
和
ら
げ
て
や
さ
し
い
表
情
で
親
に
つ
か
え
る
こ
と
は
困
難
だ｣

と
し
て
、｢

余
説｣

で
、｢
こ
の
色
を
父
母
の
顔
色
と
し
て
は
お
も
し
ろ
く
な
い
。
常
に
顔
色
を
覗
っ
て
い
る
よ
う
な
他
人
行
儀
で
は
、
打
ち
解

け
た
親
子
の
情
は
湧
か
な
い
。
色
は
子
た
る
自
分
の
顔
で
あ
る｣

と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
、｢

語
釈｣

で

｢

古
注
に

｢

父
母
の
顔
色
に
承
順
す

る
を
難
し
と
為
す｣

(

包
咸)

と
あ
る｣

と
述
べ
る
よ
う
に
、
古
く
は

｢

親
の
表
情
を
心
に
懸
け
て
つ
か
え
る
こ
と
は
困
難
だ｣

と
理
解
さ
れ
て

い
た
。『

世
説
新
語』

の

｢

色
養｣

は
、『
論
語』

古
注
の
理
解
に
基
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
古
代
日
本
に
お
け
る

｢

色
養｣

の
用

例
と
し
て
は
、
空
海
の『

続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄』

巻
第
八｢

忠
延
師
が
先
妣
の
為
に『

理
趣
経』

を
講
ず
る
表
白
文｣

に
、｢

常
に
思
ふ
、

三
曜
と
与と

も

に
し
て
色
養
し
、
両
儀
と
将と

も

に
し
て
告
面
せ
ん
と｣

と
み
え
る
。
こ
こ
で
は
、｢

告
面｣

(

家
を
出
入
り
す
る
際
に
は
、
必
ず
父
母
の

安
否
を
尋
ね
る
こ
と
。『

礼
記』

｢

曲
礼
上｣

に

｢
夫
れ
人
の
子
た
る
者
は
、
出
づ
る
に
必
ず
告
げ
、
反か
へ

れ
ば
必
ず
面
す｣

に
あ
る
こ
と
に
よ
る)

と
対
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
親
の
顔
色
、
様
子
を
心
に
か
け
て
孝
行
を
つ
く
す
意
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

(

注
９)

堀
一
郎
氏『

我
が
国
民
間
信
仰
史
の
研
究(

二)

宗
教
史
編』
第
四
章
第
一
節｢

死
者
追
福
の
た
め
の
仏
教｣

(

東
京
創
元
社
、
一
九
五
三
年)

。

(

注
10)

持
統
天
皇
以
降
、
七
七
日
や
忌
日
に
お
け
る
追
善
の
仏
教
儀
礼
が
、
朝
廷
に
お
い
て
定
着
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
田
中
久
夫
氏
が

『

仏
教
民

俗
と
祖
先
祭
祀』

(

永
田
文
昌
堂
、
一
九
八
六
年)

に
お
い
て
論
じ
て
お
ら
れ
る
。

(

注
11)

天
皇
の
倫
理
の
基
底
に
孝
思
想
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
平
安
時
代
に
お
け
る
天
皇
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
平
安
時
代
の

天
皇
に
お
い
て
は
、
生
涯
の
学
習
の
始
発
と
な
る
読
書
始
に
お
い
て
、
多
く

『
御
注
孝
経』

が
用
い
ら
れ
て
い
る

(

尾
形
裕
康
氏

｢

就
学
始
の
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史
的
研
究｣

〈

『

日
本
学
士
院
紀
要』

第
八
巻
第
一
号
、
一
九
五
〇
年
三
月
〉)

。
ま
た
、『

源
氏
物
語』

に
登
場
す
る
朱
雀
天
皇
、
冷
泉
天
皇
の

行
動
の
規
範
に
は
孝
思
想
が
あ
っ
た
こ
と
を
以
前
指
摘
し
た

(

拙
稿

｢

光
源
氏
召
還
と

｢

太
上
天
皇
に
な
ず
ら
ふ
御
位
―

『

源
氏
物
語』

に
お

け
る
天
皇
の
孝
心
―｣

、
〈
叢
書
想
像
す
る
平
安
文
学
〉
第
６
巻

『

家
と
血
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン』

所
収
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
一
年)

。

[

付
記]
本
稿
は
、
平
成
十
四
年
度
駒
澤
大
学
特
別
研
究
助
成
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

(

本
学
教
授)

31


