
は
じ
め
に

過
激
な
時
代
変
化
の
な
か
で
、
ひ
と
昔
前
ま
で
広
く
流
通
し
て
い
た
言
葉
が
、
若
い
世
代
に
は
ほ
と
ん
ど
引
き
継
が
れ
な
い

こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。「
死
者
を
供
養
す
る
」
と
い
う
言
葉
も
、
今
後
ど
こ
ま
で
継
承
さ
れ
う
る
か
予
断
を
許
さ
な
い
が
、

現
時
点
で
は
ま
だ
広
く
通
用
し
て
お
り
、
多
く
の
日
本
人
は
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
一
定
の
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
し
、
そ
の
意
味
概

要
を
了
解
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
の
「
死
者
」
は
、
必
ず
し
も
ヒ
ト
と
は
限
ら
な
い
。
ペ
ッ
ト
供
養
、
鰻
供
養
、
実

験
動
物
供
養
の
よ
う
に
動
物
も
含
む
し
、
針
供
養
や
人
形
供
養
、
最
近
で
は
写
真
供
養
の
よ
う
に
、「
も
の
」
の
世
界
に
も
適

用
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
は
、
も
の
が
消
費
さ
れ
た
り
不
用
に
な
っ
て
捨
て
ら
れ
る
よ
う
な
状
態
が
、
ひ
と
つ
の
「
死
」
と
捉
え

ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
で
は
「
死
者
を
供
養
す
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
と
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
る
と
、
一
言
で
は
う
ま
く
説
明
し

に
く
い
こ
と
に
気
づ
く
。「
ご
先
祖
を
供
養
す
る
」
と
「
水
子
を
供
養
す
る
」
と
で
は
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
か
な
り
の
開
き
が
あ

る
よ
う
に
思
え
る
し
、「
死
者
供
養
」
と
総
称
さ
れ
る
事
象
の
歴
史
的
形
成
過
程
や
文
化
的
な
広
が
り
、
さ
ら
に
は
そ
の
現
代
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的
変
容
を
学
術
的
な
視
点
か
ら
探
ろ
う
と
す
る
と
、
い
ず
れ
も
複
雑
な
要
因
が
絡
み
合
っ
て
、
簡
単
な
説
明
を
許
さ
な
い
。
筆

者
は
、
こ
の
「
死
者
供
養
」
が
長
い
歴
史
的
変
遷
と
構
造
的
な
奥
行
き
を
も
っ
た
死
者
へ
の
対
処
法
で
あ
り
、
こ
れ
を
東
ア
ジ

ア
で
形
成
さ
れ
展
開
し
た
注
目
す
べ
き
「
救
済
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、
比
較
宗
教
研
究
の
観
点
か
ら
も
大
き
な

意
義
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
す
で
に
そ
う
し
た
着
想
の
一
端
は
、
い
く
つ
か
の
論
考
の
な
か
で
示
し
て
き
た

（
1
）

。

「
死
者
供
養
」
の
救
済
構
造
に
着
目
す
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
伝
統
性
を
い
た
ず
ら
に
強
調
し
、（
た
と
え
ば
一
神
教
文
化

と
の
対
比
に
お
い
て
）
自
ら
が
属
す
る
主
流
文
化
の
長
所
や
利
点
を
称
揚
す
る
こ
と
で
は
な
い
。「
救
済
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の

死
者
供
養
」
と
い
う
実
践
に
は
、
明
ら
か
に
危
険
な
側
面
や
、
現
代
世
界
の
中
心
的
価
値
観
と
齟
齬
を
き
た
し
、
弱
点
と
見
な

さ
れ
う
る
よ
う
な
特
性
も
目
立
つ
。「
死
者
供
養
」
が
既
成
の
仏
教
教
団
に
よ
っ
て
食
い
物
に
さ
れ
、
不
当
な
権
威
構
築
や
利

益
誘
導
の
道
具
に
利
用
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
た
批
判
は
根
強
い
し
、
そ
う
し
た
批
判
が
当
て
は
ま
る
事
例
も
た
し
か
に
存
在
す

る
。
一
方
で
、
現
代
社
会
で
は
多
く
の
人
が
自
己
や
他
者
の
死
に
戸
惑
い
を
感
じ
、
他
者
と
の
関
係
性
の
喪
失
や
絆
の
欠
如
に

悩
む
「
無
縁
社
会
」
に
生
き
て
い
る
と
も
い
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
な
か
で
、「
死
者
供
養
」
が
も
つ
潜
在
的
な
特
性
を
自
覚
的

に
引
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
ら
か
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
ヒ
ン
ト
が
期
待
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

研
究
者
の
立
場
か
ら
重
要
な
の
は
、
良
く
も
悪
く
も
多
く
の
日
本
人
に
血
肉
化
し
た
「
死
者
を
供
養
す
る
」
と
い
う
実
践
群

が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
形
を
整
え
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
特
性
を
も
っ
て
い
る
か
、
さ
ら
に
将
来
的
に
ど
の
よ
う
な
活
用
の
道
が

あ
る
か
、
と
い
っ
た
問
題
を
、
で
き
る
か
ぎ
り
冷
静
な
視
線
を
保
ち
つ
つ
探
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
宗
教
学
の
視
座
、

と
り
わ
け
筆
者
自
身
が
取
り
組
ん
で
き
た
「
民
俗
・
民
衆
宗
教
研
究
」
の
視
座

（
2
）

が
、
あ
る
程
度
の
有
効
性
を
発
揮
で
き
る
と
考

え
て
い
る
。

本
稿
で
は
こ
う
し
た
大
き
な
主
題
に
取
り
組
む
手
始
め
と
し
て
、
ま
ず
は
筆
者
が
「
救
済
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
死
者
供
養
」
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と
呼
ぶ
も
の
が
、
中
国
大
陸
に
お
い
て
形
成
さ
れ
、
輪
郭
を
整
え
て
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
の
概
要
を
、
先
学
の
研
究
を
も
と
に
ト

レ
ー
ス
し
て
み
た
い
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
小
論
は
今
後
の
研
究
に
一
定
の
道
筋
と
方
向
性
を
見
い
だ
す
た
め
の
「
見
取
り
図
」

の
役
割
を
担
う
も
の
で
も
あ
る
。

「
救
済
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
視
座

従
来
の
「
死
者
供
養
」
研
究
は
、
主
と
し
て
日
本
民
俗
学
な
ど
の
分
野
を
中
心
に
、
す
ぐ
れ
た
業
績
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
が
、

そ
こ
で
は
、
こ
の
事
象
を
日
本
人
の
「
伝
統
」
や
「
個
性
」
に
結
び
つ
け
て
理
解
し
よ
う
と
い
う
観
点
が
本
流
に
あ
っ
た
。
近

隣
地
域
を
視
野
に
入
れ
た
研
究
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
ど
う
し
て
も
日
本
の
民
俗
文
化
の
「
基
層
」
と
い
っ
た
も
の

を
重
視
す
る
傾
向
が
強
く
、
日
本
仏
教
に
死
者
供
養
的
な
特
性
が
強
ま
っ
た
の
は
、
日
本
独
自
の
民
俗
的
基
層
を
な
す
「
祖
先

崇
拝
」
や
「
ア
ニ
ミ
ズ
ム
」
の
影
響
に
よ
る
の
だ
、
と
い
っ
た
言
説
が
常
識
の
よ
う
に
語
ら
れ
た
時
期
も
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
、

中
国
大
陸
、
朝
鮮
半
島
か
ら
ど
の
よ
う
な
文
物
が
入
っ
て
こ
よ
う
が
、
日
本
人
に
は
日
本
人
固
有
の
文
化
基
盤
が
あ
る
の
だ
か

ら
、
す
べ
て
は
最
終
的
に
「
日
本
的
」
な
も
の
に
変
容
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
っ
た
定
番
の
思
考
習
慣
が
築
か
れ
た
の
で
あ

る
。あ

ら
ゆ
る
外
来
の
文
化
的
事
象
が
、
当
該
地
域
に
お
け
る
在
来
の
文
化
的
影
響
力
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
変
容
を
起
こ
す
こ
と

は
、
一
般
論
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
移
入
さ
れ
た
と
す
る
「
外
来
文
化
」
も
、
そ
の
受
け
皿
に
な
っ
た
と

さ
れ
る
「
民
俗
的
基
層
」
も
、
い
ず
れ
も
す
で
に
そ
れ
自
体
が
、
時
代
ご
と
の
多
様
な
歴
史
的
変
遷
の
な
か
で
構
築
さ
れ
た
運

動
態
で
あ
る
。
太
古
か
ら
変
わ
る
こ
と
の
な
い
「
伝
統
的
な
固
有
文
化
」
と
い
っ
た
実
体
的
な
概
念
こ
そ
、
近
代
の
国
民
国
家

体
制
の
も
と
で
発
想
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
ひ
と
つ
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
批
判
は
、
今
日
多
く
の
分
野
か
ら
出
さ
れ
る
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よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

日
本
語
で
一
般
に
「
死
者
供
養
」
と
よ
ば
れ
る
実
践
は
、
中
国
、
朝
鮮
半
島
な
ど
で
も
「
超
度
」「
薦
度
」「
済
度
」「
施
餓

鬼
（
施
食
）」「
超
薦
往
生
」
な
ど
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
類
似
の
事
象
を
広
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
細
部
に
こ
だ
わ
っ
て
い

け
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
国
ご
と
、
地
域
ご
と
、
そ
し
て
時
代
ご
と
に
多
く
の
変
異
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を

ひ
と
つ
の
宗
教
的
な
救
済
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
大
き
な
展
望
の
も
と
に
眺
め
て
み
れ
ば
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
大
枠
は
、
魏
晉
南

北
朝
期
か
ら
宋
代
に
か
け
て
、
中
国
大
陸
で
形
成
さ
れ
普
及
し
、
地
域
ご
と
の
変
異
を
生
み
つ
つ
、
東
ア
ジ
ア
全
体
に
深
く
根

を
張
っ
て
い
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
の
「
葬
祭
（
葬
式
）
仏
教
」
と
よ
ば
れ
る
現
況
な
ど
も
、
ま
さ
に
そ
の
変
異

型
の
ひ
と
つ
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。

「
死
者
供
養
」
は
一
般
に
仏
教
用
語
と
受
け
取
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
本
論
で
は
、「
死
者
供
養
」
が
何
よ
り
も
東
ア
ジ
ア
で

形
成
さ
れ
普
及
し
た
、
ユ
ニ
ー
ク
で
動
態
的
な
ひ
と
つ
の
「
救
済
シ
ス
テ
ム
」
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
。
そ
れ
は
仏
教
的

な
輪
廻
転
生
や
追
善
回
向
の
教
説
を
中
核
と
し
な
が
ら
も
、
中
国
社
会
の
儒
教
的
な
教
説
（
と
り
わ
け
孝
思
想
）
や
儀
礼
・
祭

祀
様
式
、
さ
ら
に
は
在
来
の
民
衆
習
俗
や
道
教
的
な
理
念
な
ど
を
吸
収
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
た
、
ひ
と
つ
の
宗
教
的

シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、

「
生
者
が
一
定
の
宗
教
的
な
功
徳
を
積
み
、
そ
の
徳
を
死
者
た
ち
に
振
り
向
け
よ
う
と
す
る
行
為
は
、

（
A
）
親
孝
行
や
先
祖
の
孝
養
に
も
な
れ
ば
、

（
B
）
何
ら
か
の
未
練
や
怨
念
を
残
し
た
死
者
（
苦
し
む
死
者
）
た
ち
の
救
済
に
も
な
る
」

と
い
う
二
面
性
が
巧
み
に
融
合
し
た
の
で
あ
る
。

生
者
が
何
ら
か
の
形
で
「
死
者
を
弔
う
」「
死
者
の
冥
福
を
祈
る
」
と
い
っ
た
実
践
は
、
人
類
に
ほ
ぼ
普
遍
的
と
い
え
る
ほ

8



ど
に
広
い
。
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
な
ど
の
、
い
わ
ゆ
る
世
界
宗
教
の
教
義
的
理
念
で
は
、
個
別
の
死
者
の
運
命

は
普
遍
的
と
さ
れ
る
神
・
仏
や
法
に
ゆ
だ
ね
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
生
者
の
行
為
が
そ
こ
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
で
き
な
い
と

さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
死
者
を
弔
う
葬
儀
な
ど
に
お
い
て
も
、
死
者
の
運
命
を
思
い
煩
う
よ
う
な
こ
と
は
避
け
、
あ
く
ま
で
故

人
を
偲
び
追
憶
す
る
場
に
と
ど
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
っ
た
教
説
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
と
は
い
え
、
現
実
の
具
体

的
な
社
会
の
な
か
で
は
、
遺
族
た
ち
に
よ
る
何
ら
か
の
主
体
的
な
働
き
か
け
が
死
者
の
運
命
に
影
響
し
、
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ

て
死
者
か
ら
の
冥
助
も
期
待
で
き
る
と
い
っ
た
考
え
方
は
根
強
く
支
持
さ
れ
て
き
た
。
本
論
で
「
死
者
供
養
」
シ
ス
テ
ム
と
名

づ
け
た
も
の
は
、
こ
う
し
た
考
え
方
が
強
調
さ
れ
洗
練
さ
れ
た
代
表
例
と
い
え
る
が
、
一
般
的
な
「
弔
い
」
と
同
義
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
東
ア
ジ
ア
に
形
成
さ
れ
展
開
し
た
地
域
的
・
歴
史
的
な
シ
ス
テ
ム
と
し
て
捉
え
て
お
き
た
い
。

こ
の
「
死
者
供
養
」
の
根
幹
に
あ
る
の
が
、
仏
教
的
な
追
善
回
向
の
考
え
方
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
読
経
・
法
会
・

布
施
・
造
像
・
写
経
な
ど
、
生
者
が
現
世
に
お
い
て
積
ん
だ
仏
教
的
な
功
徳
は
、
自
分
自
身
の
解
脱
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、

輪
廻
の
環
の
な
か
で
苦
し
む
死
者
、
と
く
に
地
獄
や
餓
鬼
道
に
堕
ち
て
苦
し
ん
で
い
る
身
近
な
死
者
を
救
う
た
め
に
、
そ
の
一

部
を
振
り
向
け
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
、
と
い
う
考
え
方
は
、
小
部
経
典
の
『
餓
鬼
事
経
』
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

初
期
仏
教
で
も
説
か
れ
て
い
た
痕
跡
が
あ
り

（
3
）

、
こ
う
し
た
広
義
の
追
善
回
向
の
考
え
方
は
、
今
日
の
上
座
仏
教
圏
に
も
広
く
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
本
論
で
「
死
者
供
養
」
と
し
て
注
目
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
こ
に
上
述
の
（
A
）（
B
）

の
要
素
が
深
く
組
み
込
ま
れ
た
シ
ス
テ
ム
を
さ
す
。

（
A
）
は
死
者
へ
の
功
徳
の
廻
施
が
、
と
く
に
死
ん
だ
父
母
に
た
い
す
る
親
孝
行
の
手
段
と
し
て
最
適
の
行
為
に
な
り
う
る
、

と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
両
親
へ
の
孝
行
・
報
恩
は
さ
ら
に
過
去
世
の
親
た
ち
、
あ
る
い
は
累
代
先
祖
へ
の
孝
養
に
な
る
、
と

い
う
思
想
に
結
び
つ
い
て
い
く
。
一
方
、（
B
）
は
、
追
善
回
向
が
広
く
苦
し
む
死
者
、
浮
か
ば
れ
な
い
死
者
の
救
済
に
な
り
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う
る
と
い
う
考
え
方
で
、
祀
り
手
の
な
い
孤
独
な
死
者
、
何
ら
か
の
未
練
や
恨
み
を
残
し
た
と
想
定
さ
れ
る
死
者
（
中
国
社
会

で
は
広
く
「
無
主
孤
魂
」「

鬼
」
な
ど
と
よ
ば
れ
て
き
た
）
は
、
こ
の
世
に
災
い
を
も
た
ら
す
存
在
と
し
て
恐
れ
ら
れ
る
と

い
う
、
在
来
の
民
間
の
観
念
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る

（
4
）

。

こ
の
（
A
）（
B
）
の
二
面
的
特
性
の
融
合
に
関
し
て
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
と
り
あ
え
ず
は
仏
教
的
な
教
説
が
、
儒
教

的
・
道
教
的
な
要
素
や
土
着
の
習
俗
な
ど
を
吸
収
し
た
、
と
い
っ
た
言
葉
で
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
現
実
に
は
、
儒
教

的
祭
祀
も
、
道
教
的
な
教
義
・
儀
礼
も
、
仏
教
が
中
国
大
陸
に
伝
播
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
普
遍
主
義
的
な
思
想
・
儀
礼

体
系
の
強
い
影
響
を
受
け
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
競
合
関
係
の
な
か
で
洗
練
・
強
化
さ
れ
、
徐
々
に
体
系
化
さ
れ
て

い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
あ
え
て
い
え
ば
、「
仏
教
イ
ン
パ
ク
ト
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
文
明
的
な
衝
撃
の
も
と
で
、
儒
・
道
と
も
に

「
教
」
な
い
し
「
道
」
と
し
て
の
自
覚
的
様
式
を
顕
在
化
で
き
た
わ
け
で
、
し
た
が
っ
て
、
不
変
不
動
で
あ
る
は
ず
の
仏
教
が
、

実
体
と
し
て
の
儒
教
や
道
教
を
吸
収
す
る
（
あ
る
い
は
吸
収
さ
れ
る
）
こ
と
に
よ
っ
て
変
質
し
た
、
と
い
っ
た
表
現
は
適
切
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
儒
・
仏
・
道
が
体
制
内
宗
教
な
い
し
は
体
制
内
道
徳
の
地
位
を
競
わ
さ
れ
る
と
い
う
独
特
の
歴
史

状
況
の
な
か
で
、
救
済
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
「
死
者
供
養
」
も
ま
た
、
三
者
の
競
合
的
な
関
与
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
形
を
整
え
、

洗
練
の
度
を
増
し
て
い
っ
た
と
み
る
方
が
妥
当
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
す
で
に
多
く
の
論
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
仏
教
的
な
功
徳
の
追
善
回
向
」
の
理
念
は
、
や
が
て
「
死
者

た
ち
へ
の
直
接
的
な
働
き
か
け
」
を
容
認
す
る
幅
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
仏
教
的
な
三
宝
供
養
、
と
り
わ
け
僧
侶
へ
の
施
食
な

ど
の
功
徳
が
間
接
的
に
死
者
に
及
ぶ
と
い
う
建
て
前
が
く
ず
れ
て
、
両
親
や
先
祖
へ
の
直
接
的
な
供
物
や
、
孤
魂
野
鬼
へ
の
施

食
と
な
る
。
同
時
に
「
こ
う
し
た
死
者
の
救
済
は
、
親
し
い
死
者
た
ち
の
冥
助
を
招
い
た
り
、
苦
し
む
死
者
た
ち
の
否
定
的
影

響
力
を
除
い
た
り
す
る
（
あ
る
い
は
そ
れ
を
肯
定
的
加
護
の
力
に
反
転
さ
せ
た
り
す
る
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
者
の
救
済
に
も
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な
り
う
る
」
と
い
う
通
念
を
普
及
さ
せ
て
い
く
。
こ
の
意
味
で
も
、「
死
者
供
養
」
と
は
死
者
の
救
済
の
み
な
ら
ず
生
者
の
救

済
を
も
包
含
し
た
、
文
字
通
り
の
「
救
済
シ
ス
テ
ム
」
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
場
合
、（
A
）
に
は
系
譜
上
の
死
者
へ
の
報
恩
と
い
っ
た
内
部
凝
集
的
な
性
格
が
強
い
の
に
対
し
て
、（
B
）
で
は
身
内

の
死
者
を
超
え
て
、
一
切
衆
生
の
救
済
へ
と
開
か
れ
た
特
性
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
さ
し
あ
た
り
の
対
比
が
可
能
で
あ

る
。
そ
れ
は
ま
た
、
世
界
宗
教
と
し
て
の
仏
教
が
も
つ
、
あ
る
種
の
普
遍
主
義
的
な
特
性
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

そ
れ
ま
で
の
死
者
に
対
す
る
祭
祀
的
実
践
で
は
、
あ
く
ま
で
も
死
者
側
の
要
求
、
死
者
側
の
意
向
に
主
導
権
が
あ
り
、
生
者
の

側
か
ら
は
、
そ
う
し
た
要
求
な
り
意
向
な
り
に
配
慮
す
る
形
で
何
ら
か
の
集
団
的
な
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

「
死
者
供
養
」
に
お
い
て
は
、
死
者
に
対
す
る
生
者
個
人
の
主
導
権
が
強
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
実
の
形
態

に
お
い
て
は
、
国
家
や
宗
族
な
ど
の
集
団
祭
祀
へ
と
転
用
さ
れ
る
例
が
多
い
と
は
い
え
、
少
な
く
と
も
理
念
上
は
、
生
者
が
個

人
的
・
主
体
的
な
実
践
に
よ
っ
て
死
者
の
運
命
に
積
極
的
に
働
き
か
け
、
そ
れ
を
同
時
に
自
己
救
済
に
も
結
び
つ
け
る
こ
と
の

で
き
る
道
が
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。
筆
者
個
人
と
し
て
は
、
救
済
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
「
死
者
供
養
」
が
も
つ
潜
在
的
な
可
能

性
と
し
て
、
こ
う
し
た
特
性
に
は
あ
ら
た
め
て
注
目
し
て
お
き
た
い

（
5
）

。

盂
蘭
盆
の
形
成
と
展
開

「
死
者
供
養
」
と
い
う
事
象
を
、
追
善
回
向
の
論
理
を
中
核
に
、
上
述
の
二
面
性
（
A
）（
B
）
を
装
備
し
つ
つ
形
成
さ
れ

た
、
ひ
と
つ
の
「
救
済
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
見
通
し
を
示
し
た
。（
A
）
と

は
、
亡
父
母
や
先
祖
へ
の
追
善
回
向
が
孝
行
・
報
恩
の
最
適
な
行
為
に
な
り
う
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、（
B
）
と
は
、

何
ら
か
の
遺
念
余
執
が
懸
念
さ
れ
る
死
者
に
回
向
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
救
済
に
導
く
こ
と
が
で
き
、
生
者
に
と
っ
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て
の
災
厄
の
危
険
も
除
か
れ
る
、
と
い
っ
た
考
え
方
で
あ
る
。（
A
）（
B
）
と
も
に
、
こ
う
し
た
回
向
を
通
し
て
、
救
わ
れ
た

死
者
の
側
か
ら
の
何
ら
か
の
見
返
り
、
す
な
わ
ち
加
護
や
冥
助
が
与
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
、
暗
黙
の
期
待
を
伴
う

も
の
で
も
あ
っ
た
。

中
国
社
会
で
こ
う
し
た
二
面
性
を
そ
な
え
た
「
死
者
供
養
」
シ
ス
テ
ム
が
形
成
さ
れ
る
過
程
を
考
え
る
際
に
、
ま
ず
着
目
す

べ
き
事
例
と
し
て
、
盂
蘭
盆
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
語
義
を
含
め
た
盂
蘭
盆
の
起
源
、
裏
づ
け
と
な
る
経
典
の
編
纂
過
程
な

ど
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
や
議
論
が
あ
る
が
、
本
論
に
直
接
関
わ
る
テ
ー
マ
で
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
触
れ
な

い
。
周
知
の
よ
う
に
、
六
世
紀
末
に
は
成
立
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
『
荊
楚
歳
時
記
』
に
、
七
月
十
五
日
に
は
僧
尼
道
俗
が

目
連
の
故
事
に
ち
な
ん
で
盆
を
営
み
、
諸
仙
・
諸
寺
に
供
物
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る

（
6
）

。
人
々
は
木
を
刻
し
、
竹
を
割
り
、

蝋
を
飴
に
し
、
綵
を
剪
り
、
花
葉
を
模
し
た
飾
り
を
作
る
、
な
ど
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
年
中
行
事
と
ま
で
普
及
し
、
全
国
至

る
と
こ
ろ
、
津
々
浦
々
に
至
る
ま
で
、
貧
富
貴
賎
上
下
の
隔
て
な
く

（
7
）

」
と
ま
で
言
え
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
す
で
に
南
北

朝
末
期
に
は
一
定
の
習
俗
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。

盂
蘭
盆
の
典
拠
と
さ
れ
た
の
は
、『
盂
蘭
盆
経
』
な
ど
に
記
さ
れ
た
目
連
救
母
伝
説
で
あ
る
。
こ
の
経
典
に
は
、
七
月
十
五

日
に
十
方
の
自
恣
僧
に
施
し
て
、
現
在
の
父
母
の
無
病
息
災
を
願
い
、
さ
ら
に
七
世
父
母
が
餓
鬼
の
苦
し
み
か
ら
離
れ
る
こ
と

を
乞
い
願
う
よ
う
説
か
れ
て
い
る
。
上
述
の
枠
組
み
で
い
え
ば
、
こ
こ
で
は
す
で
に
「
父
母
へ
の
孝
」
と
い
う
（
A
）
の
要
素

が
濃
厚
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
が
、
目
連
が
悪
趣
に
堕
ち
た
母
を
救
っ
た
物
語
を
範
と
し
て
、
亡
父
母
た
ち
を
「
餓
鬼
苦
」
か

ら
救
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
で
は
、（
B
）
の
性
格
も
同
時
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

盂
蘭
盆
は
中
国
在
来
の
中
元
の
行
事
に
習
合
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
同
時
代
の
中
元
に
お
け
る
道
教
儀
礼
に
つ
い
て
は
、
南

北
朝
の
終
わ
り
に
近
い
こ
ろ
か
ら
隋
代
ま
で
の
間
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
太
上
洞
玄
霊
宝
三
元
玉
京
玄
都
大
献
経
』
な
ど
に
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よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る

（
8
）

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
地
官
が
人
々
の
功
罪
禍
福
を
校
閲
す
る
中
元
の
七
月
十
五
日
に
、
玉
京
山
の

衆
聖
や
道
士
た
ち
に
様
々
な
飲
食
を
献
ず
れ
ば
、
地
獄
に
堕
ち
た
囚
徒
や
餓
鬼
た
ち
も
解
脱
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
あ
る
。

す
で
に
仏
教
的
な
観
念
と
の
複
雑
な
習
合
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
地
獄
の
囚
徒
や
餓
鬼
と
化
し

た
「
苦
し
む
死
者
」
を
救
う
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
が
前
面
に
出
て
い
る
。
仏
教
的
な
盂
蘭
盆
で
あ
れ
、
道
教
的
な
中
元
で
あ
れ
、

少
な
く
と
も
経
典
レ
ベ
ル
で
い
え
ば
、
僧
侶
や
道
士
に
飲
食
を
献
ず
る
功
徳
が
、
苦
し
む
死
者
た
ち
の
救
済
を
間
接
的
に
導
く

と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る

（
9
）

。

『
盂
蘭
盆
経
』
な
ど
で
は
、
生
き
て
い
る
両
親
へ
の
孝
養
と
同
時
に
、「
七
世
父
母
」
へ
の
追
善
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
の
七
世
父
母
が
仏
教
的
な
輪
廻
転
生
を
前
提
と
し
た
過
去
世
の
父
母
を
さ
す
の
か
、
そ
れ
と
も
父
系
の
親
族
組
織
に
も
と
づ

く
現
世
の
歴
代
先
祖
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
た
の
か
は
、
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
初
期
の
経
典
編
纂
者
の
意
図
と
し
て
は
前

者
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
中
国
社
会
で
は
広
く
後
者
の
意
味
で
理
解
さ
れ
た
可
能
性
が
大
き
い
。
唐
の
代
宗
の
七
六
八
年
、

七
月
十
五
日
の
盂
蘭
盆
を
記
し
た
『
旧
唐
書
』
で
は
、「
高
祖
已
下
七
聖
の
神
座
を
設
け
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

唐
代
の
宮
廷
行
事
と
し
て
の
盂
蘭
盆
で
は
、「
七
世
父
母
」
は
明
ら
か
に
歴
代
七
祖
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

唐
代
に
は
ま
た
、
華
厳
と
禅
の
師
と
し
て
知
ら
れ
る
宗
密
（
七
八
〇
｜
八
四
一
）
が
『
盂
蘭
盆
経
疏
』
を
著
し
、
重
要
な
注
釈

を
つ
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
盂
蘭
盆
の
人
気
が
高
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る

（
10
）

。
こ
こ
で
は
、
盂
蘭
盆
の
意
義
は
『
孝
経
』
に
説
か

れ
て
い
る
の
と
同
じ
「
孝
」
の
実
践
で
あ
る
と
さ
れ
、（
A
）
の
側
面
が
さ
ら
に
強
調
さ
れ
た
。
こ
の
時
代
の
盂
蘭
盆
会
の
盛

況
に
つ
い
て
は
、
渡
唐
し
た
円
仁
が
八
四
〇
年
に
山
西
の
太
原
で
、
ま
た
八
四
四
年
に
は
長
安
で
、
そ
の
様
子
を
見
聞
し
た
記

録
が
あ
る

（
11
）

。
さ
ら
に
宋
代
に
入
る
と
、『
東
京
夢
華
録
』
を
は
じ
め
、
民
衆
層
に
定
着
し
た
盂
蘭
盆
会
の
実
態
に
関
す
る
詳
細

な
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
記
録
で
は
、
盂
蘭
盆
に
は
祖
先
を
供
養
し
、
祖
宗
を
祭
り
、
あ
る
い
は
秋
の
収
穫
を
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あ
ら
か
じ
め
祖
先
に
報
告
す
る
、
と
い
っ
た
記
述
が
目
立
つ

（
12
）

。
盂
蘭
盆
が
父
母
へ
の
「
孝
」
を
媒
介
と
し
て
、
広
く
祖
先
と
の

つ
な
が
り
を
確
認
す
る
行
事
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
い
っ
た
様
子
が
窺
わ
れ
る
。
一
三
世
紀
南
宋
の
志
磐
は
『
仏
祖
統
紀
』

に
お
い
て
、
毎
年
七
月
十
五
日
に
は
百
味
飲
食
を
仏
お
よ
び
僧
に
施
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
父
母
養
慈
之
恩
に
報
い
る
」
の
だ

と
述
べ
て
い
る
。

と
は
い
え
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
盂
蘭
盆
に
は
当
初
か
ら
「
苦
し
む
死
者
」
を
救
済
す
る
と
い
う
（
B
）
の
特
性
も
明

確
に
含
ま
れ
て
い
た
。
盂
蘭
盆
の
民
衆
層
へ
の
定
着
に
は
、
一
方
で
は
エ
リ
ー
ト
僧
に
よ
る
教
説
や
儀
軌
の
整
備
が
一
定
の
役

割
を
果
た
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
他
方
で
は
、
変
文
な
ど
の
唱
導
文
芸
や
、
目
連
戯
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
民
衆
芸
能
の
役
割
が

重
要
で
あ
る
。
宋
代
以
降
に
活
発
に
演
じ
ら
れ
た
目
連
戯
に
お
い
て
は
、
地
獄
に
堕
ち
て
苦
し
む
母
を
救
う
目
連
の
物
語
が
、

盂
蘭
盆
の
民
衆
的
基
盤
を
下
支
え
し
た

（
13
）

。
目
連
に
仮
託
さ
れ
た
物
語
に
は
、
名
も
な
い
一
介
の
庶
民
で
あ
っ
て
も
、
仏
教
的
な

功
徳
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
獄
や
餓
鬼
道
で
苦
し
む
哀
れ
な
死
者
た
ち
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
、
強
力
な
メ

ッ
セ
ー
ジ
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
。
宋
代
の
盂
蘭
盆
を
描
い
た
記
録
で
も
、
先
祖
の
祭
り
が
強
調
さ
れ
る
一
方
で
、
軍
陣
亡
歿
す

な
わ
ち
戦
場
で
命
を
落
と
し
た
将
兵
や
、
各
種
の
孤
魂
を
祀
る
行
事
が
描
か
れ
て
い
る
。

施
餓
鬼
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
仏
教
寺
院
に
お
け
る
盂
蘭
盆
会
は
、
や
が
て
焔
口
な
ど
の
施
餓
鬼
系
の
儀
礼
と
密
接
に

結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
。
発
生
の
起
源
を
辿
れ
ば
、
盂
蘭
盆
と
施
餓
鬼
は
別
系
統
の
儀
礼
と
さ
れ
る
が
、
両
者
が
結
び
つ
い
た

の
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
盂
蘭
盆
に
は
（
B
）
の
「
苦
し
む
死
者
」
を
救
済
す
る
と
い
う
特
性
が
濃
厚
に
内
包

さ
れ
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
代
の
中
国
の
盂
蘭
盆
会
で
も
、
信
者
が
奉
納
す
る
紙
位
牌
に
「
歴
代
宗
親
」
と
「
冤

親
債
主
」
の
文
字
が
並
ん
で
印
刷
さ
れ
る
例
が
あ
る

（
14
）

。
冤
親
債
主
と
は
先
祖
た
ち
が
何
ら
か
の
恨
み
を
買
っ
た
り
、
世
話
に
な

っ
た
り
し
て
借
り
の
あ
る
死
者
た
ち
、
と
い
っ
た
ほ
ど
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
冤
親
と
あ
る
が
、
と
く
に
冤
み
を
抱
い
た
死
者
へ
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の
配
慮
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
家
族
に
と
っ
て
危
険
な

鬼
的
な
死
者
た
ち
が
、
歴
代
の
先
祖
と

対
等
な
立
場
で
供
養
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
盂
蘭
盆
は
、
当
初
か
ら
（
A
）
と
（
B
）
の
要
素
が
分
か
ち
が

た
く
結
び
つ
い
た
行
事
と
し
て
形
成
さ
れ
、
発
展
を
と
げ
た
の
で
あ
る
。

施
餓
鬼
の
形
成
と
展
開

現
代
中
国
で
仏
教
寺
院
が
主
催
す
る
最
も
大
規
模
な
仏
事
と
い
え
ば
、
水
陸
法
会
で
あ
る
。
宋
初
の
遵
式
な
ど
の
解
釈
で
は
、

「
水
陸
」
と
は
「
諸
仙
は
食
を
流
水
に
と
り
、
鬼
は
食
を
浄
地
に
と
る
」
に
由
来
す
る
と
い
う
が

（
15
）

、
一
般
に
は
水
陸
（
あ
る
い

は
水
陸
空
と
も
い
う
）
に
棲
む
一
切
万
霊
を
供
養
す
る
功
徳
に
よ
っ
て
現
世
の
幸
せ
を
得
る
儀
礼
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

墓
参
の
時
期
と
し
て
知
ら
れ
る
清
明
な
ど
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
揚
子
江
以
南
の
江
南
地
域
で
は
、
や
は
り
墓
参
の
時

期
で
あ
る
冬
至
に
も
集
中
す
る
。
七
日
間
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
、
寺
院
の
各
堂
に
は
内
壇
、
薬
師
壇
、
華
厳
壇
、
諸
経
壇
、

法
華
壇
、
浄
土
壇
、
梁
皇
壇
な
ど
の
壇
が
構
え
ら
れ
る
。
総
会
首
、
副
会
首
な
ど
高
額
を
収
め
た
者
が
施
主
と
な
る
が
、
一
般

の
市
民
で
も
百
元
程
度
の
比
較
的
手
ご
ろ
な
費
用
で
参
加
で
き
る
。
上
海
な
ど
の
経
済
先
進
地
域
で
は
、
文
化
大
革
命
後
の
仏

教
復
興
を
象
徴
す
る
よ
う
な
大
規
模
な
水
陸
会
が
み
ら
れ
る
。
す
で
に
二
〇
世
紀
前
半
の
民
国
時
代
、
中
国
に
お
け
る
ほ
と
ん

ど
の
寺
院
の
財
政
基
盤
の
中
心
を
占
め
て
い
た
の
は
、
水
陸
会
に
代
表
さ
れ
る
儀
礼
収
入
で
、
僧
衆
三
千
人
を
擁
し
た
常
州
天

寧
寺
な
ど
も
、
そ
の
維
持
費
の
ほ
と
ん
ど
が
水
陸
会
か
ら
の
収
入
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う

（
16
）

。

今
日
の
寺
院
に
よ
る
説
明
で
は

（
17
）

、
水
陸
会
の
主
目
的
は
大
き
く
二
つ
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
は
先
亡
者
に
た
い
す
る
追
善

菩
提
、
二
つ
目
は
、
法
会
の
功
徳
を
施
主
自
身
に
廻
施
し
て
、
自
己
お
よ
び
家
族
の
延
命
増
福
を
希
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二

つ
の
目
的
は
相
互
に
連
動
し
て
お
り
、
そ
の
趣
旨
を
端
的
に
表
現
し
た
標
語
と
し
て
よ
く
使
わ
れ
る
の
が
「
冥
陽
両
利
」、
す
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な
わ
ち
水
陸
会
は
そ
の
功
徳
に
よ
っ
て
冥
界
（
来
世
）
と
陽
界
（
現
世
）
を
と
も
に
利
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
の
先
亡
者
と
は
天
寿
を
全
う
し
た
親
族
や
祖
先
だ
け
で
な
く
、
非
業
の
死
を
と
げ
た
者
、
戦
死
者
・
戦
災
死
者
、

無
実
の
刑
死
者
、
疫
病
や
自
然
災
害
の
死
者
、
自
殺
者
な
ど
を
含
み
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
宿
業
を
消
亡
し
て
平
穏
な
境
地
に
復

す
る
こ
と
を
願
う
と
さ
れ
る
。

じ
っ
さ
い
、
内
壇
に
設
置
さ
れ
た
席
に
は
、
上
堂
と
し
て
仏
・
菩
薩
・
声
聞
・
縁
覚
か
ら
諸
天
・
明
王
・
諸
大
士
な
ど
、
下

堂
と
し
て
天
か
ら
地
獄
に
い
た
る
六
道
、
城
隍
・
伽
藍
神
な
ど
、
さ
ら
に
は
信
者
の
祖
先
ま
で
が
招
請
さ
れ
、
文
字
通
り
一
切

衆
生
が
供
養
対
象
に
な
っ
て
い
る

（
18
）

。
そ
の
意
味
で
、
水
陸
会
は
上
述
し
た
救
済
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
「
死
者
供
養
」
の
特
性
、

と
り
わ
け
死
者
の
救
済
と
生
者
の
救
済
と
が
結
合
し
、（
A
）（
B
）
二
面
性
が
有
機
的
に
連
動
し
た
特
性
を
、
最
も
洗
練
し
た

か
た
ち
で
完
成
さ
せ
た
法
会
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
水
陸
会
も
、
そ
の
ル
ー
ツ
を
た
ど
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る

施
餓
鬼
、
つ
ま
り
は
本
論
で
（
B
）
と
し
て
概
念
化
し
た
「
苦
し
む
死
者
」
の
救
済
に
特
化
し
た
儀
礼
に
由
来
す
る
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
。

の
ち
に
施
餓
鬼
、
施
食
、
瑜
伽
焔
口
な
ど
と
し
て
整
備
さ
れ
る
儀
礼
が
、
危
険
な
死
霊
に
た
い
す
る
在
来
の
対
処
法
を
土
台

に
発
達
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
世
に
何
ら
か
の
未
練
や
怨
念
を
残
し
て
い
る
た
め

に
、
生
者
に
た
い
し
て
「
た
た
り
」
的
な
悪
影
響
を
及
ぼ
す
と
恐
れ
ら
れ
た
死
者
（

鬼
）
た
ち
を
、
祓
い
除
い
た
り
、
宥

め
慰
撫
す
る
儀
礼
で
あ
る
。
他
の
多
く
の
地
域
と
同
じ
よ
う
に
、
中
国
で
も
怨
み
を
抱
い
た
死
者
が
災
厄
の
原
因
に
な
る
と
い

う
考
え
方
が
古
く
か
ら
存
在
し
た

（
19
）

。
六
朝
時
代
の
志
怪
『
捜
神
記
』
に
は
、
来
世
で
孤
独
な
死
者
は
こ
の
世
に
戻
る
と
新
し
い

死
者
を
連
れ
て
い
く
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
や
、
自
殺
し
た
嫁
が
生
前
に
自
分
を
虐
め
た
者
を
溺
れ
さ
せ
て
復
讐
し
、
自
分
を
助

け
て
く
れ
た
老
人
に
は
御
礼
を
す
る
話
、
拷
問
に
よ
っ
て
死
刑
に
な
っ
た
女
が
旱
魃
を
起
こ
す
が
、
墓
前
で
祭
り
を
す
る
と
大
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豊
作
に
な
っ
た
話
な
ど
が
み
え
る

（
20
）

。

仏
教
は
輪
廻
転
生
や
追
善
回
向
な
ど
の
論
理
を
駆
使
し
て
、
こ
う
し
た
恐
ろ
し
い
死
霊
た
ち
を
、
地
獄
や
餓
鬼
な
ど
の
悪
趣

に
堕
ち
て
苦
悩
す
る
哀
れ
な
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
直
し
、
生
者
は
み
ず
か
ら
の
仏
教
的
な
功
徳
を
振
り
向
け
る
形
で
彼
ら
を

救
う
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
死
者
に
対
す
る
生
者
の
側
の
主
導
権
を
強
め
る
と
と
も
に
、
主
体
的
な
個
人

の
道
徳
性
に
目
を
向
け
さ
せ
る
働
き
を
も
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
経
典
が
説
く
善
因
楽
果
・
悪
因
苦
果
の
輪
廻
転
生
観
が
、
ど

こ
ま
で
庶
民
レ
ベ
ル
に
浸
透
し
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
施
餓
鬼
的
な
儀
礼
は
仏
教
の
み
な
ら
ず
道
教
に
お
い
て
も
発
達
す
る
が
、

そ
こ
で
は
輪
廻
か
ら
の
解
脱
と
い
う
よ
り
、
昇
天
・
昇
仙
の
イ
メ
ー
ジ
が
喧
伝
さ
れ
た
。
む
し
ろ
多
く
の
庶
民
に
は
、
僧
侶
や

道
士
を
介
し
た
追
善
の
儀
礼
が
、
死
者
を
少
し
で
も
高
い
ラ
ン
ク
の
安
ら
か
な
場
所
に
引
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う

教
説
こ
そ
が
魅
力
に
溢
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
仏
教
が
道
教
や
民
間
信
仰
を
吸
収
し
た
と
い
う
言
い
方
も
で
き
る
が
、
仏

教
と
道
教
が
競
合
し
つ
つ
実
用
的
な
救
済
観
を
編
み
出
し
、
そ
れ
を
共
有
す
る
な
か
で
施
餓
鬼
の
形
態
が
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
、

と
い
う
の
が
実
情
に
近
い
。

教
義
レ
ベ
ル
の
議
論
で
は
、
七
世
紀
唐
代
の
『
法
苑
珠
林
』
に
見
る
よ
う
に
、
追
善
回
向
が
で
き
る
の
は
六
道
の
う
ち
餓
鬼

道
だ
け
で
、
そ
れ
以
外
の
五
道
に
は
追
福
が
で
き
ず
、
し
か
も
死
者
に
ま
わ
せ
る
功
徳
は
七
分
の
一
に
限
ら
れ
る
、
な
ど
の
理

論
が
説
か
れ
た

（
21
）

。
積
ん
だ
功
徳
の
う
ち
、
自
分
の
た
め
が
六
分
、
回
向
に
ま
わ
せ
る
の
は
一
分
だ
け
と
い
う
解
説
は
、『
地
蔵

菩
薩
本
願
経
』
な
ど
に
も
記
さ
れ
て
一
定
の
流
布
を
み
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
個
人
の
発
心
と
修
道
を
重
ん
じ
る
エ
リ
ー

ト
僧
の
議
論
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
に
は
、
地
獄
に
堕
ち
た
者
で
も
救
え
る
と
す
る
教
説
が
主
流
を
占
め
、
浄
土
教
に
お
け
る
称

名
念
仏
な
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
死
者
救
済
の
神
力
を
も
つ
実
践
と
し
て
歓
迎
さ
れ
た
の
で
あ
る

（
22
）

。

唐
か
ら
宋
代
に
か
け
て
は
、
施
餓
鬼
の
経
軌
が
数
多
く
編
纂
さ
れ
た
。
最
初
期
の
も
の
と
し
て
は
、
実
叉
難
陀
（
六
五
二
｜

17 救済システムとしての「死者供養」の形成と展開



七
一
〇
）
訳
と
さ
れ
る
『
仏
説
救
面
然
餓
鬼
陀
羅
尼
神
呪
経
』
が
あ
り
、
さ
ら
に
不
空
（
七
〇
五
｜
七
七
四
）
訳
と
さ
れ
る
『
救

抜
焔
口
餓
鬼
陀
羅
尼
経
』
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
儀
軌
で
あ
る
『
瑜
伽
集
要
救
阿
難
陀
羅
尼
焔
口
軌
儀
経
』
な
ど
が
有
名
で
あ

る
。
阿
難
に
あ
ら
わ
れ
た
餓
鬼
の
故
事
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
、
こ
の
餓
鬼
は
食
べ
た
物
が
焔
と

化
す
こ
と
か
ら
焔
口
餓
鬼
と
か
、
面
上
に
火
が
燃
え
さ
か
る
こ
と
か
ら
面
然
鬼
王
・
焦
面
鬼
王
な
ど
と
称
さ
れ
る
。
面
然
鬼
王

は
の
ち
に
面
然
大
士
と
し
て
形
象
化
さ
れ
、
む
し
ろ
餓
鬼
た
ち
の
救
済
者
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
帯
び
、
仏
寺
の
大
殿
外
側
の

壁
下
部
な
ど
に
そ
の
像
を
安
置
す
る
風
習
が
生
ま
れ
た
。
面
然
鬼
王
を
現
出
す
る
の
は
観
音
菩
薩
で
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

今
日
で
は
観
音
像
で
代
替
す
る
場
合
も
あ
る
。『
瑜
伽
集
要
救
阿
難
陀
羅
尼
焔
口
軌
儀
経
』
は
じ
っ
さ
い
に
は
不
空
以
後
の
成

立
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
、
六
道
中
の
餓
鬼
の
供
養
か
ら
孤
魂
一
般
へ
の
救
済
に
か
な
り
近
づ
い
て
い
る
と
い
う

（
23
）

。
施
食
で
は

仏
菩
薩
、
地
獄
の
冥
官
た
ち
、
さ
ら
に
一
切
餓
鬼
が
招
請
さ
れ
、
彼
ら
を
地
獄
か
ら
救
い
出
す
破
地
獄
が
行
な
わ
れ
る
。

宋
代
以
降
、
施
餓
鬼
は
広
く
死
者
の
追
善
儀
礼
と
し
て
定
着
し
、
こ
れ
は
ま
た
短
期
間
の
う
ち
に
東
ア
ジ
ア
地
域
に
伝
播
し

た
。
日
本
か
ら
の
入
唐
求
法
僧
の
請
来
目
録
の
中
に
も
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
施
餓
鬼
法
の
経
軌
が
見
出
せ
る
と
い
う

（
24
）

。

施
餓
鬼
は
施
食
、
焔
口
（
あ
る
い
は
放
焔
口
）
と
も
よ
ば
れ
、
元
代
以
降
は
瑜
伽
焔
口
の
呼
称
も
用
い
ら
れ
た
。
文
化
大
革
命

後
の
中
国
寺
院
で
も
、
焔
口
は
人
気
の
儀
礼
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
鬼
節
と
よ
ば
れ
る
農
暦
七
月
の
盂
蘭
盆
か
ら
地
蔵
法
会
の
時

期
の
み
な
ら
ず
、
信
徒
の
求
め
に
応
じ
て
一
年
中
い
つ
で
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
一
般
的
な
死
者
供
養
と
し
て
営
ま
れ
る
場
合

も
あ
る
が
、
夭
折
者
、
事
故
死
者
の
よ
う
な
気
が
か
り
な
死
者
の
供
養
や
、
家
族
に
病
気
な
ど
の
災
厄
が
つ
づ
き
、
何
ら
か
の

浮
か
ば
れ
な
い
死
霊
の
悪
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
場
合
な
ど
に
も
行
な
わ
れ
る
。
一
般
的
な
死
者
供
養
の
経
仏
事
（
地
蔵
経
の
仏

事
や
金
剛
経
の
仏
事
）
が
昼
間
に
行
な
わ
れ
る
の
に
た
い
し
て
、
焔
口
は
必
ず
夕
刻
と
決
ま
っ
て
い
る
。
道
教
に
も
採
り
入
れ

ら
れ
、
今
日
で
は
出
家
道
士
が
最
初
に
覚
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
経
典
の
ひ
と
つ
が
焔
口
経
で
あ
り
、
孤
魂
堂
な
ど
と
称
す
る
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餓
鬼
を
祀
る
堂
を
も
っ
た
道
廟
も
多
い

（
25
）

。

総
じ
て
い
え
ば
、
唐
末
か
ら
南
宋
ま
で
の
時
代
は
、「
死
者
供
養
」
シ
ス
テ
ム
の
充
実
・
発
展
期
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
貨
幣
経
済
の
浸
透
と
と
も
に
庶
民
層
の
な
か
に
個
人
と
し
て
の
自
覚
が
徐
々
に
高
ま
り
、
一
部
の
エ
リ
ー
ト
層
に
独

占
さ
れ
て
い
た
礼
法
の
所
作
が
民
衆
の
な
か
に
も
広
が
り
は
じ
め
る
。
俗
講
や
変
文
の
よ
う
な
唱
導
文
芸
、
あ
る
い
は
冥
府
や

六
道
輪
廻
を
描
い
た
書
画
や
変
相
図
の
流
行
な
ど
に
よ
っ
て
、
難
解
な
仏
教
教
義
が
庶
民
の
身
近
な
関
心
に
引
き
つ
け
て
翻
案

さ
れ
る
一
方
で
、
孝
行
す
べ
き
親
を
は
じ
め
、

鬼
の
よ
う
な
危
険
な
存
在
と
し
て
恐
れ
ら
れ
て
き
た
死
者
に
対
処
す
べ
き

様
々
な
儀
礼
が
開
発
さ
れ
、
そ
の
裏
づ
け
と
な
る
儀
軌
・
経
典
類
が
作
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

宋
代
に
は
、
施
餓
鬼
の
発
展
形
と
も
い
う
べ
き
水
陸
会
・
水
陸
斎
も
形
を
整
え
て
い
く
。
名
称
を
た
ど
れ
ば
、
確
実
に
さ
か

の
ぼ
る
こ
と
の
で
き
る
水
陸
会
の
起
源
は
、
唐
代
の
陳
思
『
宝
刻
叢
編
』
巻
十
五
に
出
る
「
唐
修
水
陸
無
遮
斎
題
　
太
和
七
年

（
八
三
三
）
六
月
」
あ
た
り
で
あ
る
と
い
う

（
26
）

。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
水
陸
会
は
単
な
る
餓
鬼
や
孤
魂
の
救
済
を
こ
え
て
、
こ

の
世
の
あ
ら
ゆ
る
衆
生
に
分
け
隔
て
な
く
施
し
を
す
る
善
行
に
よ
っ
て
功
徳
を
積
む
、
と
い
っ
た
思
想
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
趣
旨
の
儀
礼
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
梁
の
武
帝
が
し
ば
し
ば
主
催
し
た
と
さ
れ
る
無
遮
大
会
な
ど
が
あ
る

（
27
）

。
無
遮
と

は
道
俗
・
男
女
・
貴
賎
な
ど
を
遮
る
こ
と
な
く
、
す
べ
て
の
衆
生
に
施
し
を
す
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
『
宝
刻
叢
編
』
の
記

事
で
も
「
水
陸
無
遮
斎
」
と
あ
る
。
無
遮
会
が
じ
っ
さ
い
に
梁
武
帝
ま
で
さ
か
の
ぼ
れ
る
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
古

く
イ
ン
ド
仏
教
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
儀
礼
で
あ
り
、
中
国
の
仏
寺
で
も
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
て
良
い

だ
ろ
う
。

宋
代
に
お
け
る
水
陸
会
・
水
陸
斎
の
発
達
に
は
、
同
時
期
の
道
教
に
お
い
て
進
め
ら
れ
た
死
者
救
済
儀
礼
の
整
備
と
の
関
係
、

す
な
わ
ち
、
仏
教
が
道
教
と
の
競
合
関
係
の
な
か
で
大
き
な
刺
激
や
影
響
力
を
受
け
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
28
）

。
道
教
で
は
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こ
の
時
代
、
黄

斎
な
ど
葬
儀
の
儀
礼
書
が
何
種
類
も
作
ら
れ
た
。
こ
の
黄

斎
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
唐
末
の
杜
光
庭
に

よ
っ
て
集
成
さ
れ
、
そ
れ
は
後
の
時
代
ま
で
重
ん
じ
ら
れ
た
が
、
南
宋
期
以
降
に
は
、
こ
こ
に
召
霊
、
破
獄
、
普
度
、
錬
度
、

昇
度
な
ど
、
地
獄
で
苦
し
む
亡
霊
の
救
済
を
目
的
と
し
た
諸
儀
礼
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
亡
霊
を
地
獄
か
ら
解
放
し
、

仙
人
の
体
に
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
、
戒
を
授
け
て
天
界
に
送
り
込
む
、
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
る
。

仏
教
式
の
水
陸
会
・
水
陸
斎
も
、
こ
う
し
た
動
き
に
平
行
し
て
、
あ
る
い
は
こ
う
し
た
動
き
と
競
合
す
る
か
た
ち
で
、
あ
ら

ゆ
る
衆
生
の
救
済
、
す
な
わ
ち
「
普
度
」
の
精
神
を
盛
り
込
ん
だ
儀
礼
を
発
達
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
は
と
も
に
、

肉
親
や
先
祖
の
供
養
を
、「
苦
し
む
死
者
」
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
死
者
の
救
済
行
為
に
結
び
つ
け
る
と
い
う
「
死
者
供
養
」
シ
ス

テ
ム
の
構
造
を
体
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
一
世
紀
、
北
宋
時
代
の
文
人
と
し
て
知
ら
れ
る
蜀
の
蘇
洵
は
、
相
次
ぐ
家
族
の

死
に
会
い
、
先
亡
者
追
善
の
た
め
に
六
菩
薩
を
造
像
し
て
仏
事
を
営
ん
だ
が
、
そ
の
ひ
と
つ
に
解
冤
結
菩
薩
と
い
う
の
が
あ
っ

た
と
い
う

（
29
）

。
死
後
も
怨
念
に
執
着
す
る
者
た
ち
を
解
脱
さ
せ
る
菩
薩
、
と
い
っ
た
意
味
で
あ
ろ
う
。
な
つ
か
し
い
身
内
の
死
者

の
菩
提
を
弔
う
と
同
時
に
、
何
ら
か
の
冤
恨
を
帯
び
た
死
者
た
ち
の
救
済
が
願
わ
れ
て
お
り
、
救
済
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
「
死

者
供
養
」
が
も
つ
（
A
）（
B
）
二
面
性
を
兼
備
し
た
特
性
を
、
は
っ
き
り
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
瑜
伽
焔
口
や
水
陸

会
に
結
実
し
た
施
餓
鬼
系
の
儀
礼
も
ま
た
、
こ
う
し
た
二
面
性
を
保
つ
こ
と
に
よ
っ
て
発
展
を
と
げ
た
の
で
あ
る
。

七
七
斎
・
年
斎
の
形
成
と
展
開

日
本
の
仏
教
が
「
葬
祭
仏
教
」「
葬
式
仏
教
」
な
ど
と
し
て
死
者
儀
礼
と
の
強
い
結
び
つ
き
を
指
摘
さ
れ
る
の
に
た
い
し
て
、

中
国
や
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
「
死
者
供
養
」
が
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
は
、
と
く
に
近
世
に
入
っ
て
、
仏
教
が
葬

儀
と
独
占
的
に
関
わ
る
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
国
家
と
宗
教
と
の
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
い
え
ば
、
日
本

20



で
は
「
仏
教
イ
ン
パ
ク
ト
」
に
よ
っ
て
徐
々
に
自
覚
化
さ
れ
た
「
神
道
」
と
の
多
少
の
競
合
関
係
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
さ
ら
に

各
時
代
に
台
頭
し
た
新
興
の
仏
教
勢
力
が
時
の
権
力
か
ら
抑
圧
さ
れ
る
と
い
っ
た
葛
藤
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
総
体
と
し
て
の
仏

教
は
、
古
代
か
ら
近
世
に
い
た
る
ま
で
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
政
治
権
力
に
よ
る
保
護
的
な
状
態
に
お
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。

こ
れ
に
た
い
し
て
中
国
で
は
、
す
で
に
魏
晉
南
北
朝
か
ら
隋
唐
期
と
い
う
古
代
に
お
い
て
、
外
来
の
仏
教
に
は
、
時
の
皇
帝

に
よ
る
熱
烈
な
信
奉
と
激
し
い
弾
圧
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
状
況
が
あ
っ
た
。
儒
・
仏
・
道
の
三
教
は
つ
ね
に
体
制
内
宗
教

の
地
位
を
求
め
て
激
し
い
覇
権
争
い
を
く
り
か
え
し
、
そ
の
な
か
で
中
国
的
な
体
制
内
宗
教
の
様
式
が
少
し
ず
つ
作
ら
れ
て
い

っ
た
。
中
国
初
期
の
仏
教
は
、
沙
門
不
敬
王
者
論
を
と
な
え
た
廬
山
の
慧
遠
の
よ
う
に
、
政
治
権
力
と
の
一
定
の
緊
張
関
係
を

は
ら
み
つ
つ
も
、
基
本
的
に
は
こ
う
し
た
体
制
内
宗
教
の
覇
権
争
い
に
深
く
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

一
二
世
紀
の
朱
子
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
新
儒
教
の
登
場
以
降
、
し
だ
い
に
儒
が
体
制
内
宗
教
の
上
位
の
座
を
確
立
し
て
い
く
。

葬
祭
に
関
し
て
い
え
ば
、
先
に
み
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
は
仏
教
・
道
教
に
主
導
さ
れ
た
「
死
者
供
養
」
シ
ス
テ
ム
が
、
民
間

に
広
く
定
着
し
て
い
く
時
代
で
あ
り
、
こ
う
し
た
動
き
に
対
抗
し
て
、
そ
れ
ま
で
「
礼
は
庶
人
に
下
ら
ず
」
と
し
て
支
配
階
級

に
限
定
さ
れ
て
い
た
儒
礼
も
ま
た
、
民
衆
層
に
教
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
朱
子
に
仮
託
さ
れ
た
『
朱
子
家
礼
』
の
よ
う
な
礼

書
が
普
及
し
、
印
刷
術
の
発
達
に
も
助
け
ら
れ
て
儒
礼
典
の
規
格
統
一
化
が
進
む
。
や
が
て
庶
民
の
葬
祭
は
、
儒
礼
的
な
祖
先

祭
祀
を
中
心
と
し
た
様
式
が
主
流
と
な
っ
て
い
く
。

一
五
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
の
明
清
期
は
、
一
般
に
は
仏
教
の
衰
退
期
と
さ
れ
て
い
る
。
仏
僧
や
道
士
に
た
い
す
る
国
家
管
理

が
徹
底
し
、
彼
ら
の
権
力
分
散
を
は
か
る
た
め
に
教
団
の
組
織
化
は
抑
制
さ
れ
、
そ
の
自
治
能
力
や
社
会
的
地
位
は
低
い
レ
ベ

ル
に
抑
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
寺
檀
制
度
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
、
寺
院
の
本
末
関
係
が
整
備
さ
れ
、
武
士
か
ら
庶
民
に
い
た
る
葬
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祭
を
ほ
ぼ
独
占
で
き
た
日
本
の
仏
教
界
と
は
、
大
き
な
違
い
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
仏
教
・
道

教
的
な
死
者
供
養
が
根
絶
や
し
に
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
時
代
、
救
済
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
「
死
者
供
養
」
は
、

民
衆
生
活
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
習
俗
と
し
て
、
社
会
の
な
か
に
広
く
浸
透
・
定
着
し
た
。
各
種
の
法
会
の
儀
軌
類
が
整
備
さ

れ
る
一
方
で
、
宝
巻
と
よ
ば
れ
る
唱
導
芸
能
の
台
本
が
数
多
く
作
ら
れ
、
亡
者
へ
の
追
善
回
向
の
大
切
さ
が
説
か
れ
た
。
葬
儀

に
あ
た
っ
て
僧
侶
や
道
士
に
誦
経
し
て
も
ら
う
こ
と
は
庶
民
の
願
い
で
あ
り
、
高
い
需
要
を
保
ち
つ
づ
け
た
。
仏
僧
や
道
士
は

帝
国
中
に
み
ら
れ
、
葬
儀
は
実
入
り
の
よ
い
仕
事
と
し
て
、
彼
ら
の
生
計
の
柱
で
も
あ
っ
た

（
30
）

。

中
国
社
会
で
「
死
者
供
養
」
シ
ス
テ
ム
が
し
ぶ
と
く
存
続
で
き
た
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
先
に
述
べ
た
盂
蘭
盆
や
施
餓
鬼

の
よ
う
な
行
事
と
並
ん
で
、
亡
き
肉
親
に
た
い
す
る
定
例
の
供
養
慣
行
の
確
立
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
死
者
へ
の
定
期
的

な
供
養
を
営
む
こ
と
が
彼
ら
を
良
い
場
所
に
送
る
こ
と
に
役
立
ち
、
と
く
に
両
親
に
た
い
し
て
は
最
大
の
孝
行
に
も
な
り
う
る

と
い
う
通
念
が
、
根
強
く
保
た
れ
た
の
で
あ
る
。
定
例
の
供
養
と
し
て
は
七
七
斎
、
つ
ま
り
死
後
四
十
九
日
ま
で
の
七
日
ご
と

の
法
要
や
、
百
日
斎
、
一
年
斎
、
三
年
斎
（
満
二
年
目
）
と
い
っ
た
節
目
の
儀
礼
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
葬
儀
そ
の
も
の
で
は
な

い
が
、
死
者
の
安
定
の
た
め
に
仏
僧
や
道
士
が
関
与
で
き
る
道
を
開
い
た
。
ロ
ベ
ー
ル
・
エ
ル
ツ
や
ピ
ー
タ
ー
・
メ
ト
カ
ー
フ

な
ど
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に

（
31
）

、
葬
儀
を
生
物
学
的
な
死
の
直
後
の
所
作
に
限
定
せ
ず
、
長
期
に
及
ぶ
儀
礼
の
過
程
と
捉
え
れ

ば
、
こ
れ
ら
忌
日
や
年
忌
の
儀
礼
も
ま
た
広
い
意
味
で
の
葬
儀
で
あ
り
、「
葬
式
仏
教
」
が
日
本
だ
け
の
特
殊
な
現
象
と
も
言

え
な
く
な
る
。

今
日
の
七
七
斎
は
道
教
色
の
濃
い
『
玉
歴
至
宝
鈔
』
な
ど
に
よ
っ
て
営
ま
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る

（
32
）

。
仏
教
寺
院
で
は
做
七

と
し
て
礼
懺
誦
経
す
る
儀
礼
が
行
な
わ
れ
る
。
頭
七
か
ら
断
七
ま
で
七
回
が
原
則
で
、
焼
七
香
な
ど
と
い
う
。
民
国
時
代
の
紹

興
地
方
で
は
、
と
く
に
閻
羅
王
の
裁
き
を
受
け
る
と
さ
れ
る
五
七
の
晩
に
、
接
五
七
と
い
っ
て
子
孫
が
喪
服
を
着
て
一
夜
を
過
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ご
す
風
習
が
知
ら
れ
て
い
た

（
33
）

。
浙
江
省
象
山
県
で
も
、
人
が
亡
く
な
る
と
七
日
ご
と
に
七
回
、
僧
尼
を
家
に
招
く
習
慣
が
あ
っ

た
が
、
現
在
で
は
寺
院
で
行
な
う
例
が
増
え
た
と
い
う
。『
阿
弥
陀
経
』『
般
若
心
経
』『
往
生
経
』
な
ど
が
読
誦
さ
れ
、
三
七

に
は
『
金
剛
経
』
を
、
五
七
に
は
『
地
蔵
経
』
を
加
え
て
、
七
七
は
終
日
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
唱
え
る

（
34
）

。

百
日
斎
や
年
斎
に
つ
い
て
は
、『
杭
俗
遺
風
』
に
よ
れ
ば
、
杭
州
地
方
で
は
こ
れ
ら
を
和
尚
に
依
頼
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た

と
い
う

（
35
）

。
現
在
で
も
一
周
年
に
寺
に
法
要
を
依
頼
し
た
り
、
家
に
僧
侶
を
呼
ん
で
読
経
し
て
も
ら
っ
た
り
す
る
家
族
は
多
い
。

た
だ
日
本
の
よ
う
な
年
忌
に
厳
密
に
縛
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
親
族
の
都
合
に
よ
っ
て
、
年
数
に
関
わ
り
な
く

死
者
の
命
日
こ
ろ
に
経
仏
事
を
計
画
す
る
こ
と
が
多
く
、
父
親
が
も
し
生
き
て
い
た
ら
百
歳
の
誕
生
日
に
な
る
と
い
う
時
期
に
、

子
供
た
ち
が
両
親
の
超
度
（
供
養
）
儀
礼
を
寺
に
依
頼
す
る
、
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
檀
家
制
度
に
あ
た
る
も
の
が
な
く
、

各
寺
院
の
宗
派
性
も
弱
い
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
儀
礼
の
依
頼
は
個
々
の
家
族
の
好
み
と
選
択
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

逆
に
い
え
ば
、
仏
僧
や
道
士
の
側
に
は
信
徒
を
引
き
つ
け
る
創
意
工
夫
が
求
め
ら
れ
る
。
現
在
で
は
儀
礼
と
い
う
救
済
財
も
ま

た
、
市
場
経
済
の
自
由
競
争
原
理
に
強
く
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

年
忌
法
要
と
い
え
ば
、
日
本
に
お
け
る
そ
の
肥
大
化
が
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
原
型
を
用
意
し
た
の
は
、

中
国
大
陸
に
お
け
る
十
王
斎
（
十
王
信
仰
）
の
発
達
で
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
的
な
中
有
の
観
念
で
は
、
こ
の
時
期
が
輪
廻
か
ら
解

脱
す
る
機
会
、
あ
る
い
は
、
よ
り
良
い
再
生
を
可
能
に
す
る
絶
好
の
機
会
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
れ
が
中
国
社
会
に
受
容
さ
れ
る

と
、
独
創
的
な
展
開
を
と
げ
る
。
す
で
に
六
朝
時
代
の
貴
族
社
会
で
は
、
七
日
ご
と
七
回
の
斎
に
百
日
斎
を
加
え
た
八
斎
の
風

習
が
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
父
祖
の
忌
日
に
名
僧
を
講
じ
て
累
七
斎
、
百
日
斎
が
行
な
わ
れ
た

（
36
）

。『
北
史
』
外
戚
伝
の
胡

国
珍
伝
に
は
、
七
七
日
に
至
る
ま
で
千
僧
斎
を
設
け
て
斎
ご
と
に
七
人
を
出
家
さ
せ
、
百
日
目
に
は
満
僧
斎
を
設
け
て
十
四
人

を
出
家
さ
せ
た
、
と
い
う
記
録
が
見
ら
れ
る
と
い
う

（
37
）

。
皇
帝
の
命
日
を
国
忌
と
し
て
儀
礼
を
営
む
風
習
は
南
北
朝
期
か
ら
あ
っ

23 救済システムとしての「死者供養」の形成と展開



た
よ
う
だ
が
、
唐
代
に
は
歴
代
皇
帝
の
忌
日
に
お
け
る
国
忌
行
香
が
盛
ん
と
な
っ
た
。

唐
末
か
ら
五
代
に
か
け
て
、
い
わ
ゆ
る
十
王
審
判
の
説
に
結
び
つ
け
て
、
死
後
三
年
目
ま
で
の
十
回
の
儀
礼
が
定
型
化
さ
れ

る
。
多
く
の
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
儒
教
的
な
小
祥
・
大
祥
の
祭
祀

（
38
）

や
、
民
間
道
教
的
と
も
い

う
べ
き
中
国
社
会
の
冥
界
審
判
に
関
す
る
信
仰
と
の
結
び
つ
き
が
あ
る
。
東
晉
の
葛
洪
に
よ
る
『
抱
朴
子
』
に
は
、
天
地
に
は

過
ち
を
司
る
神
が
い
て
、
人
の
犯
し
た
罪
の
軽
重
に
随
っ
て
そ
の
命
数
を
奪
う
と
い
っ
た
話
が
あ
る
。
人
の
身
中
に
は
三
尸
と

い
う
虫
が
い
て
、
庚
申
日
に
な
る
と
そ
の
人
の
罪
を
天
に
上
申
し
、
さ
ら
に
晦
日
に
は
竈
の
神
が
天
の
司
命
神
に
報
告
し
、
罪

の
大
き
な
者
か
ら
は
三
百
日
、
罪
の
小
さ
な
者
か
ら
は
三
日
の
寿
命
を
奪
う
と
さ
れ
る

（
39
）

。
天
の
王
や
冥
界
の
官
吏
た
ち
が
人
々

の
現
世
で
の
行
動
を
つ
ね
に
監
視
し
、
そ
の
判
断
に
よ
っ
て
個
人
の
寿
命
や
来
世
の
運
命
が
左
右
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
は
、

民
衆
層
か
ら
も
広
く
支
持
さ
れ
て
い
た
。

十
王
信
仰
と
は
、
冥
界
に
は
閻
羅
王
を
は
じ
め
秦
広
王
、
初
江
王
な
ど
死
者
の
罪
業
を
裁
く
十
人
の
帝
王
が
い
て
、
死
者
は

段
階
的
に
そ
れ
ぞ
れ
の
王
の
も
と
で
裁
き
を
受
け
る
と
し
て
、
遺
族
に
そ
の
日
に
合
わ
せ
た
追
善
の
儀
礼
を
勧
め
る
も
の
で
あ

る
。
四
十
九
日
ま
で
の
七
日
ご
と
七
回
、
さ
ら
に
百
か
日
、
一
周
年
、
三
年
目
を
加
え
た
十
回
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
王
が

割
り
当
て
ら
れ
た
。
経
典
が
整
備
さ
れ
る
の
は
九
世
紀
の
唐
末
こ
ろ
と
推
定
さ
れ
、
初
期
の
経
典
と
し
て
は
、
蜀
の
大
聖
慈
寺

沙
門
蔵
川
の
撰
述
と
伝
え
ら
れ
る
『
仏
説
閻
羅
王
受
記
四
衆
預
修
生
七
斎
功
徳
往
生
浄
土
経
』
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。
蔵
川

の
生
存
年
代
や
出
自
経
歴
な
ど
は
未
詳
だ
が
、
お
そ
ら
く
は
九
世
紀
後
半
に
、
大
聖
慈
寺
に
い
た
教
化
僧
で
は
な
か
っ
た
か
と

推
測
さ
れ
て
い
る

（
40
）

。

当
初
こ
の
経
典
は
、
地
蔵
菩
薩
信
仰
を
背
景
と
し
た
預
修
（
逆
修
）
を
薦
め
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
晩
唐
の
社
会
環
境
の
な

か
で
次
第
に
亡
父
母
へ
の
孝
養
と
し
て
の
追
善
を
説
く
経
典
へ
と
大
き
く
展
開
し
た
と
い
う

（
41
）

。
故
人
へ
の
追
善
功
徳
が
、
と
り
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わ
け
父
母
の
孝
養
、
祖
先
の
祭
祀
と
い
っ
た
中
国
社
会
の
実
践
倫
理
へ
と
応
用
さ
れ
た
も
の
で
、
宋
代
以
後
の
仏
教
が
追
善
の

宗
教
と
い
う
性
格
を
強
め
る
原
動
力
に
な
っ
た
。
同
様
の
流
れ
の
な
か
で
『
父
母
恩
重
経
』
や
『
盂
蘭
盆
経
』
な
ど
中
国
独
自

の
偽
経
と
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト
も
大
い
に
活
用
さ
れ
た
。
本
稿
の
主
題
で
あ
る
救
済
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
「
死
者
供
養
」
の
特
性

に
即
し
て
い
え
ば
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
（
A
）
の
方
向
、
い
い
か
え
れ
ば
死
者
一
般
へ
の
追
善
が
、
父
母
に
た
い
す
る
「
孝
」

と
い
う
特
殊
な
倫
理
へ
と
限
定
さ
れ
て
い
く
ベ
ク
ト
ル
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
預
修
か
ら
亡
父
母
の
追
善
へ
と
い
う
流
れ
は
、

生
者
の
救
済
か
ら
死
者
の
救
済
へ
の
変
化
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
む
し
ろ
、
生
者
の
救
済
と
死
者
の
救
済
と
が
一
体

化
し
た
「
死
者
供
養
」
シ
ス
テ
ム
が
、
そ
の
輪
郭
を
は
っ
き
り
と
顕
在
化
さ
せ
て
い
く
過
程
と
し
て
理
解
し
て
お
き
た
い
。

た
し
か
に
十
王
信
仰
の
形
成
は
、
仏
教
が
儒
家
の
「
孝
」
思
想
を
全
面
的
に
受
け
入
れ
た
結
果
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
と

は
い
う
も
の
の
、
こ
の
時
期
、
仏
教
徒
た
ち
は
儒
家
に
対
抗
し
て
独
自
の
「
孝
」
の
あ
り
方
を
模
索
し
て
い
た
こ
と
も
事
実
で

あ
る
。
そ
こ
で
は
、
仏
者
が
説
く
孝
は
儒
教
の
孝
よ
り
も
程
度
が
高
い
と
い
う
主
張
も
な
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
一
一
世
紀
に
仏

教
擁
護
の
論
陣
を
張
っ
た
契
崇
は
、
儒
家
は
孝
を
こ
の
世
の
人
間
関
係
だ
け
で
考
え
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
仏
教
徒
は
そ
れ

を
未
来
に
ま
で
広
が
る
霊
的
な
も
の
と
の
関
係
の
な
か
で
考
え
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
つ
ま
り
、
仏
教
徒
は
両
親
の
み
な

ら
ず
、
す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
仏
教
に
帰
依
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
孝
行
の
極
致
を
実
践
し
て
い
る
と
い
う
の
で

あ
る

（
42
）

。
儒
家
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
孝
と
は
身
内
の
親
族
に
閉
じ
ら
れ
た
道
徳
で
あ
る
か
ら
こ
そ
価
値
を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、
契
崇

の
よ
う
な
解
釈
は
も
は
や
「
孝
」
の
概
念
を
逸
脱
し
た
詭
弁
と
い
う
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
苦
し
む
死
者
を
は
じ
め
、

一
切
衆
生
の
救
済
を
も
取
り
込
ん
だ
「
死
者
供
養
」
シ
ス
テ
ム
の
形
成
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
孝
の
拡
大
解

釈
こ
そ
が
、
仏
教
が
理
想
と
す
る
普
遍
主
義
的
な
次
元
に
開
か
れ
た
、
ユ
ニ
ー
ク
で
動
態
的
な
「
救
済
シ
ス
テ
ム
」
を
育
て
る
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力
に
な
っ
た
、
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、「
死
者
供
養
」
を
東
ア
ジ
ア
地
域
に
展
開
し
た
注
目
す
べ
き
救
済
シ
ス
テ
ム
と
し
て
位
置
づ
け
、
中
国
大
陸
に

お
け
る
そ
の
形
成
と
展
開
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
先
学
の
研
究
に
依
拠
し
な
が
ら
概
観
し
た
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
そ
の
大
枠
を
保
ち

な
が
ら
、
朝
鮮
半
島
や
日
本
列
島
に
も
移
入
さ
れ
る
。

ひ
る
が
え
っ
て
日
本
で
の
展
開
を
み
る
と
、
と
く
に
古
代
末
か
ら
中
世
に
か
け
て
、
一
貫
し
た
仏
教
保
護
的
な
政
治
環
境
の

も
と
で
、（
A
）（
B
）
が
有
機
的
に
連
動
し
た
シ
ス
テ
ム
の
特
性
は
き
わ
め
て
順
調
な
発
達
を
と
げ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
仏

教
の
民
衆
層
へ
の
定
着
に
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
一
五
世
紀
以
降
、
仏
教
と
庶
民
の
死
者
儀
礼
と
の
結
び
つ

き
は
さ
ら
に
緊
密
な
も
の
と
な
り
、
近
世
に
入
る
と
、
い
わ
ゆ
る
寺
檀
制
度
に
よ
っ
て
仏
教
は
体
制
内
宗
教
と
し
て
の
地
位
を

不
動
の
も
の
と
す
る
。
そ
こ
で
は
社
会
の
中
心
的
な
権
威
構
造
や
親
族
制
度
と
結
び
つ
い
た
（
A
）
が
強
調
さ
れ
、（
B
）
を

徐
々
に
社
会
の
周
縁
部
に
切
り
離
す
動
き
が
始
ま
る
が
、
ま
だ
（
A
）（
B
）
の
有
機
的
な
結
び
つ
き
は
保
た
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
近
代
に
入
る
と
、
廃
仏
毀
釈
の
難
を
の
が
れ
た
仏
教
界
は
、
敬
神
崇
祖
の
国
策
に
追
随
す
る
形
で
「
先
祖
供
養
」

の
存
在
意
義
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
仏
教
寺
院
に
お
け
る
「
死
者
供
養
」
は
ま
す
ま
す
（
A
）
に
特
化
し
て

い
く
。
仏
教
寺
院
が
主
催
す
る
供
養
儀
礼
の
目
的
は
も
っ
ぱ
ら
「
ご
先
祖
」
や
「
英
霊
（
戦
死
者
）」
に
た
い
す
る
報
恩
・
顕

彰
と
さ
れ
、（
B
）
の
側
面
は
ほ
ぼ
完
全
に
切
り
離
さ
れ
て
、
民
間
の
巫
者
的
職
能
者
や
、
新
宗
教
教
団
な
ど
に
よ
っ
て
機
能

分
担
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
に
た
い
し
て
一
五
世
紀
以
降
の
中
国
で
は
、
儒
が
体
制
内
宗
教
と
し
て
の
安
定
し
た
地
位
を
確
立
す
る
な
か
で
、
仏
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教
・
道
教
を
本
拠
と
す
る
「
死
者
供
養
」
は
、
さ
ら
に
儒
礼
を
積
極
的
に
と
り
こ
み
、
あ
る
い
は
儒
礼
に
ま
ぎ
れ
こ
み
つ
つ
も
、

目
連
戯
、
水
陸
会
、
焔
口
儀
礼
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、「
地
獄
で
苦
し
む
祖
先
」「
無
祀
孤
魂
」「
女
性
」
な
ど
の
救
済
に
深

く
関
わ
っ
て
い
く
。
檀
家
制
度
の
よ
う
な
体
制
的
支
援
を
欠
い
て
い
た
分
、（
A
）（
B
）
の
二
面
性
が
有
機
的
に
結
び
つ
い
た

「
死
者
供
養
」
シ
ス
テ
ム
の
特
性
を
比
較
的
永
く
保
ち
え
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
文
化
大
革
命
後
の
死
者
供
養
儀
礼
の
急
速
な

復
興
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

逆
に
い
え
ば
、
イ
エ
制
度
と
の
癒
着
に
よ
っ
て
「
先
祖
供
養
」
に
特
化
し
て
き
た
日
本
の
葬
祭
仏
教
は
、
体
制
的
な
安
定
と

引
き
替
え
に
、「
死
者
供
養
」
が
本
来
も
っ
て
い
た
潜
在
的
な
創
造
力
を
大
幅
に
犠
牲
に
し
て
き
た
、
と
い
う
見
方
も
可
能
か

も
し
れ
な
い

（
43
）

。
こ
う
し
た
「
死
者
供
養
」
シ
ス
テ
ム
が
、
の
ち
に
「
日
本
列
島
」
と
総
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
悲
し
い
ほ

ど
に
狭
隘
な
島
々
で
と
げ
た
多
彩
な
展
開
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

注（
１
）「
葬
式
仏
教
か
ら
死
者
供
養
仏
教
へ
」
浄
土
宗
『
宗
報
』
第
一
〇
七
五
号
、
二
〇
〇
九
年
、「
上
海
市
に
お
け
る
「
死
者
供
養

仏
教
」
の
活
性
化
―
松
隠
禅
寺
の
事
例
を
中
心
に
―
」
駒
澤
大
学
『
文
化
』
第
二
八
号
、
二
〇
一
〇
年
、
な
ど
。「
死
者
供
養
」

と
い
う
表
現
は
日
本
（
ヤ
マ
ト
文
化
）
で
発
達
し
た
も
の
で
、
中
国
や
朝
鮮
半
島
な
ど
で
は
一
般
的
で
は
な
い
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
こ
の
用
語
を
あ
え
て
用
い
る
の
は
、
日
本
文
化
の
優
位
性
を
主
張
す
る
た
め
で
は
な
い
。「
文
化
」
や
「
宗
教
」
の
議

論
に
「
透
明
な
客
観
性
」
な
ど
あ
り
え
な
い
以
上
、
む
し
ろ
「
必
然
的
に
引
き
受
け
ざ
る
を
え
な
い
自
ら
の
立
ち
位
置
を
内

省
し
、
そ
こ
か
ら
水
平
に
の
び
る
比
較
論
」
を
、
異
文
化
の
研
究
者
が
相
互
に
つ
き
あ
わ
せ
て
い
く
作
業
こ
そ
が
大
切
だ
と

考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
多
く
の
日
本
人
に
は
親
し
み
の
あ
る
「
死
者
供
養
」
と
称
さ
れ
る
死
者
へ
の
対
処
法
が
、
巧
み
な
構
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造
を
そ
な
え
た
ひ
と
つ
の
「
救
済
シ
ス
テ
ム
」
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
こ
れ
を
日
本
列
島
に
軸
足
を
置
い
て
比
較
宗
教
学

的
な
観
点
か
ら
眺
め
て
み
る
こ
と
に
は
、
学
問
的
に
も
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
確
信
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
救
済
シ
ス
テ
ム

と
し
て
の
「
死
者
供
養
」
と
は
、
日
本
人
研
究
者
と
し
て
の
筆
者
の
立
場
を
ふ
ま
え
た
、
ひ
と
つ
の
学
術
用
語
と
し
て
措
定

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
）「
宗
教
学
の
方
法
と
し
て
の
民
間
信
仰
・
民
俗
宗
教
論
」『
宗
教
研
究
』
第
三
二
五
号
、
二
〇
〇
〇
年
、「
宗
教
学
の
な
か
の

民
俗
・
民
衆
宗
教
研
究
」『
季
刊
・
日
本
思
想
史
』
第
七
二
号
、
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
八
年
、
な
ど
。

（
3
）
藤
本
晃
『
死
者
た
ち
の
物
語
・
『
餓
鬼
事
経
』
和
訳
と
解
説
』
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
七
年
、
な
ど
。

（
4
）
民
国
時
代
の
浙
江
省
象
山
県
で
は
、
県
の

鬼
を
祀
る

壇
で
、
春
の
清
明
節
、
七
月
十
五
日
、
十
月
一
日
の
年
三
回
、

県
の
守
土
官
が
羊
・
豚
・
米
な
ど
を
供
え
て
一
跪
三
叩
の
礼
を
行
な
っ
た
（
銭
丹
霞
『
中
国
江
南
農
村
の
神
・
鬼
・
祖
先
』

風
響
社
、
二
〇
〇
七
年
、
一
八
七
頁
）。

（
5
）
こ
う
し
た
特
性
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
『
死
者
の
救
済
史
』
角
川
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、「
死
者
の
「
祭
祀
」
と
「
供
養
」

を
め
ぐ
っ
て
」
東
洋
英
和
女
学
院
大
学
・
死
生
学
研
究
所
『
死
生
学
年
報
二
〇
〇
六
』、
な
ど
で
詳
し
く
論
じ
た
。

（
6
）『
荊
楚
歳
時
記
』（
東
洋
文
庫
三
二
四
）
平
凡
社
、
一
九
七
八
年
、
一
九
六
｜
二
〇
一
頁
。

（
7
）
道
端
良
秀
「
中
国
仏
教
と
祖
先
崇
拝
」『
仏
教
史
学
』
九
一
一
号
、
一
九
六
〇
年
、
六
頁
。

（
8
）
大
渕
忍
爾
「
道
教
に
お
け
る
三
元
説
の
生
成
と
展
開
」『
初
期
の
道
教
』
創
文
社
、
一
九
九
一
年
、
四
〇
七
｜
四
三
六
頁
。

こ
の
経
典
の
成
立
を
唐
代
前
期
と
み
る
学
説
も
あ
る
（
松
村
巧
「「
盂
蘭
盆
」
と
「
中
元
」」
吉
川
忠
夫
編
『
唐
代
の
宗
教
』

朋
友
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
三
八
｜
二
四
一
頁
）。

（
9
）
松
本
浩
一
「
中
元
節
の
成
立
に
つ
い
て
」
馬
場
毅
・
張
琢
編
『
改
革
・
変
革
と
中
国
文
化
、
社
会
、
民
族
』
日
本
評
論
社
、

二
〇
〇
八
年
、
二
二
二
｜
二
二
三
頁
。
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（
10
）
ケ
ネ
ス
・
チ
ェ
ン
『
仏
教
と
中
国
社
会
』
福
井
文
雅
・
岡
本
天
晴
訳
、
金
花
舎
、
一
九
八
一
年
、
二
三
頁
。

（
11
）
円
仁
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』（
東
洋
文
庫
四
四
二
）
平
凡
社
、
一
九
八
五
年
、
九
八
頁
、
二
一
七
頁
。

（
12
）
松
本
浩
一
「
中
元
節
の
成
立
に
つ
い
て
」（
前
傾
）
二
二
四
頁
。

（
13
）
野
村
伸
一
編
著
『
東
ア
ジ
ア
の
祭
祀
伝
承
と
女
性
救
済
』
風
響
社
、
二
〇
〇
七
年
。

（
14
）
た
と
え
ば
北
京
の
広
化
寺
で
の
盂
蘭
盆
会
の
例
。
ま
た
、
江
西
省

州
・
寿
量
古
寺
の
盂
蘭
盆
会
で
は
、「
六
親
眷
属
・
歴

代
宗
親
・
陣
亡
将
士
・
父
母
師
長
・
水
陸
空
行
・
法
界
有
情
・
四
生
九
有
・
冤
親
債
主
・
六
道
群
霊
・
孤
魂
嬰
霊
」
と
い
う

十
種
の
供
養
対
象
を
併
記
し
た
大
型
の
紙
位
牌
が
配
布
さ
れ
て
い
た
（
い
ず
れ
も
二
〇
〇
九
年
の
現
地
調
査
に
よ
る
）。
こ
う

し
た
併
記
は
一
年
期
の
紙
位
牌
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
た
と
え
ば
四
川
省
成
都
に
あ
る
弥
陀
寺
の
紙
位
牌
で
は
、「
歴
代
」

の
文
字
の
下
に
「
冤
親
債
主
・
累
世
父
母
」
と
併
記
さ
れ
た
紙
位
牌
が
複
数
納
め
ら
れ
て
い
た
（
二
〇
一
〇
年
の
現
地
調
査

に
よ
る
）。

（
15
）
牧
田
諦
亮
「
水
陸
會
小
考
」『
中
国
近
世
仏
教
史
研
究
』
平
楽
寺
書
店
、
一
九
五
七
年
、
一
七
七
頁
。

（
16
）
同
、
一
七
一
頁
。

（
17
）
こ
こ
で
の
解
説
は
上
海
市
玉
仏
禅
寺
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
『
功
徳
无
量
』
に
よ
る
。

（
18
）
鎌
田
茂
雄
「
水
陸
法
会
」『
中
国
の
仏
教
儀
礼
』
大
蔵
出
版
、
一
九
八
六
年
、
一
二
三
｜
一
六
四
頁
。
現
在
の
中
国
の
水
陸

法
会
で
使
用
さ
れ
て
い
る
標
準
的
な
儀
軌
は
、
梁
・
誌
公
大
師
等
撰
、
宋
・
東
湖
志
磐
重
訂
、
明
・
雲
棲

宏
補
儀
、
清
・

真
寂
儀
潤
彙
刊
と
さ
れ
る
『
水
陸
儀
軌
會
本
』
で
あ
る
。

（
19
）
黄
強
「
精
魅
、

鬼
か
ら
瘟
神
ま
で
」『
中
国
の
祭
祀
儀
礼
と
信
仰
』
下
巻
、
第
一
書
房
、
一
九
九
八
年
、
一
四
五
｜
一
八

二
頁
。
民
間
で
は
「
餓
鬼
」
の
よ
う
な
直
接
的
な
表
現
を
避
け
て
「
好
兄
弟
」「
人
客
」
な
ど
と
称
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
民

間
に
定
着
し
た
餓
鬼
的
な
存
在
に
た
い
す
る
観
念
や
対
処
法
の
具
体
相
に
つ
い
て
は
（
台
湾
の
漢
民
族
の
事
例
で
は
あ
る
が
）、
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渡
辺
欣
雄
『
漢
民
族
の
宗
教
』
第
一
書
房
、
一
九
九
一
年
、
第
一
篇
第
三
章
「
鬼
魂
再
考
」
に
詳
し
い
。

（
20
）『
捜
神
記
』（
東
洋
文
庫
一
〇
）
平
凡
社
、
一
九
六
四
年
、「
七
四．

泰
山
府
君
」「
九
八．

嫁
の
神
様
」「
二
九
〇．

孝
女
の

た
た
り
」。

（
21
）
道
端
良
秀
「
中
国
仏
教
と
祖
先
崇
拝
」（
前
傾
）、
一
三
頁
。

（
22
）
同
、
一
四
頁
。

（
23
）
松
本
浩
一
「
中
元
節
の
成
立
に
つ
い
て
」（
前
傾
）、
二
二
六
頁
。

（
24
）
吉
岡
義
豊
『
道
教
と
仏
教
』
第
一
、
国
書
刊
行
会
一
九
七
〇
（
原
著
一
九
五
九
）
年
、
四
一
八
頁
。

（
25
）
同
、
三
七
二
頁
。

（
26
）
千
葉
照
観
「
瑜
伽
焔
口
と
水
陸
会
」
大
久
保
良
順
先
生
傘
寿
記
念
論
文
集
『
仏
教
文
化
の
展
開
』
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
九

四
年
。

（
27
）
六
世
紀
前
半
の
梁
の
時
代
は
六
朝
期
に
お
け
る
仏
教
の
最
盛
期
で
あ
り
、
盂
蘭
盆
会
、
水
陸
会
を
は
じ
め
、
今
日
の
中
国
寺

院
で
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
る
儀
礼
に
は
、
そ
の
起
源
伝
承
と
し
て
梁
の
武
帝
の
創
始
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多

い
。
現
実
に
も
、
こ
の
時
代
に
は
朝
廷
や
貴
族
か
ら
皇
帝
ゆ
か
り
の
寺
院
へ
の
献
納
が
宮
中
の
財
政
や
軍
事
に
充
当
さ
れ
、

す
で
に
仏
教
は
体
制
内
宗
教
と
し
て
大
き
な
力
を
発
揮
し
て
い
た
（
大
内
文
雄
「
国
家
に
よ
る
仏
教
統
制
の
過
程
」『
シ
リ
ー

ズ
・
東
ア
ジ
ア
仏
教
5
東
ア
ジ
ア
社
会
と
仏
教
文
化
』
春
秋
社
、
一
九
九
六
年
、
四
九
頁
）。

（
28
）
松
本
浩
一
『
宋
代
の
道
教
と
民
間
信
仰
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
六
年
、
の
第
二
章
「
宋
代
の
葬
送
儀
礼
と
黄

斎
」。

（
29
）
塚
本
善
隆
「
引
路
菩
薩
信
仰
と
地
蔵
十
王
信
仰
」『
塚
本
善
隆
著
作
集
』
第
七
巻
、
大
東
出
版
、
一
九
七
五
年
、
三
三
三
頁
。

（
30
）
ス
ー
ザ
ン
・
ナ
キ
ャ
ー
ン
「
華
北
の
葬
礼
」
ワ
ト
ソ
ン
、
ロ
ウ
ス
キ
編
『
中
国
の
死
の
儀
礼
』
西
脇
常
記
・
神
田
一
世
・
長

男
佳
代
子
訳
、
平
凡
社
、
一
九
九
四
年
、
七
五
｜
七
六
頁
。
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（
31
）
エ
ル
ツ
「
死
の
宗
教
社
会
学
」『
右
手
の
優
越
』
吉
田
禎
吾
・
内
藤
莞
璽
訳
、
垣
内
出
版
、
一
九
八
五
年
、
メ
ト
カ
ー
フ
／

ハ
ン
テ
ィ
ン
ト
ン
『
死
の
儀
礼
』（
第
二
版
）
池
上
訳
、
未
来
社
、
一
九
九
六
年
、
な
ど
。

（
32
）
澤
田
瑞
穂
『
地
獄
変
』
法
蔵
館
、
一
九
六
八
年
、
三
〇
頁
。

（
33
）
同
、
一
九
三
頁
。

（
34
）
銭
丹
霞
『
中
国
江
南
農
村
の
神
・
鬼
・
祖
先
』（
前
傾
）、
一
一
〇
頁
。

（
35
）
澤
田
瑞
穂
『
地
獄
変
』（
前
傾
）、
一
九
四
頁
。

（
36
）
禿
氏
祐
祥
・
小
川
貫
弌
「
十
王
生
七
経
讃
図
巻
の
構
造
」『
西
域
文
化
研
究
』
第
五
、
法
蔵
館
、
一
九
六
二
年
、
二
八
八
頁
。

（
37
）
小
南
一
郎
「「
十
王
経
」
を
め
ぐ
る
信
仰
と
儀
礼
」
吉
川
忠
夫
編
『
唐
代
の
宗
教
』（
前
掲
）、
一
八
三
頁
。

（
38
）『
礼
記
』
に
よ
れ
ば
、
小
祥
は
親
の
死
後
一
三
ヶ
月
目
の
祭
祀
、
大
祥
は
二
五
ヶ
月
目
の
祭
祀
を
い
う
。

（
39
）『
抱
朴
子
・
内
篇
』（
東
洋
文
庫
五
一
二
）
平
凡
社
、
一
九
九
〇
年
、
一
二
三
｜
一
二
四
頁
。

（
40
）
禿
氏
祐
祥
・
小
川
貫
弌
「
十
王
生
七
経
讃
図
巻
の
構
造
」（
前
傾
）、
二
七
三
頁
。

（
41
）
同
、
二
八
八
頁
。

（
42
）
ケ
ネ
ス
・
チ
ェ
ン
『
仏
教
と
中
国
社
会
』（
前
傾
）、
四
一
｜
四
三
頁
。
契
崇
の
「
孝
」
論
に
つ
い
て
は
、
道
端
良
秀
『
仏
教

と
儒
教
倫
理
』
平
楽
寺
書
店
、
一
九
六
八
年
、
二
七
四
｜
二
八
二
頁
。

（
43
）
こ
う
し
た
見
通
し
に
つ
い
て
は
、
日
本
宗
教
学
会
第
六
九
回
学
術
大
会
（
東
洋
大
学
、
二
〇
一
〇
年
九
月
）
に
お
い
て
、

「
救
済
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
「
死
者
供
養
」
の
現
況
」
と
題
し
て
発
表
し
た
。

＊

本
稿
は
平
成
二
〇
｜
二
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
「
中
国
に
お
け
る
象
徴
資
本
と
し
て
の
宗
教
実
践
に
関
す
る
調
査
研
究
」

（
代
表
者
・
佐
々
木
伸
一
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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