
日
本
仏
教
は
「
葬
式
仏
教
」
か
一
現
代
日
本
仏
教
を
問
い
直
す
一鈴

 
 
木
 
 
隆
 
 
泰

日
爵
畠
p
霊
ω
C
N
C
凶
H

全
体
の
構
成

 
 
．
問
題
の
所
在
1
「
イ
ン
ド
本
来
の
仏
教
」
と
「
日
本
の
葬
式
仏
教
」
と

 
 
 
の
乖
離

 
二
．
初
期
仏
典
を
中
心
と
し
た
仏
教
-
四
例
（
①
②
③
④
）

 
三
．
①
②
③
に
対
す
る
反
論
・
反
証

 
四
．
イ
ン
ド
仏
教
と
儀
礼

 
五
．
『
金
光
明
経
』
に
お
け
る
沐
浴
儀
礼
の
肯
定
的
受
容
一
④
に
対
す
る
反

 
 
 
証

 
六
．
現
代
日
本
仏
教
の
問
い
直
し
ー
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
の
無
常
性
に
立
脚
し
て

 
 
六
一
一
．
「
霊
感
商
法
」

 
 
六
-
二
．
自
殺
問
題

 
 
六
-
三
．
巧
み
な
方
便
ξ
電
車
9
。
誌
巴
冒

一
．
問
題
の
所
在
一
「
イ
ン
ド
本
来
の
仏
教
」
と
「
日
本
の
葬
式
仏
教
」
と
の
乖
離

 
西
洋
文
献
学
に
基
づ
く
近
代
仏
教
学
が
描
き
出
し
た
イ
ン
ド
仏
教
の
姿
は
、
総

じ
て
高
度
に
哲
学
的
な
教
義
を
持
ち
、
極
め
て
理
性
的
、
合
理
的
、
脱
儀
礼
的
、

脱
呪
術
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
仏
教
の
起
源
に
置
か
れ
た
歴
史
的
人

格
と
し
て
の
ブ
ッ
ダ
・
シ
ャ
ー
キ
ャ
ム
ニ
（
釈
尊
）
は
、
宗
教
家
と
い
う
よ
り
哲

学
者
・
道
徳
家
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
ま
た
、
仏
教
を
解
明
す
る
材
料

と
し
て
も
、
南
伝
上
座
部
所
伝
の
パ
ー
リ
仏
典
に
代
表
さ
れ
る
初
期
仏
典
（
原
始

仏
典
）
や
、
大
小
乗
を
問
わ
ず
論
書
が
好
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
大
乗
経
典
に

表
れ
る
偉
大
な
宗
教
家
・
救
済
者
と
し
て
の
壮
大
な
ブ
ッ
ダ
の
イ
メ
ー
ジ
や
、
そ

の
中
に
説
か
れ
る
種
々
の
儀
礼
や
呪
法
は
、
初
期
仏
典
や
論
書
か
ら
導
か
れ
る
哲

学
者
・
道
徳
家
と
し
て
の
歴
史
的
ブ
ッ
ダ
釈
尊
像
、
及
び
「
哲
学
的
、
理
性
的
、

合
理
的
、
脱
儀
礼
的
、
脱
呪
術
的
な
仏
教
」
の
像
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
と
見
な
さ

れ
た
一
。

 
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
手
続
き
の
も
と
に
描
き
出
さ
れ
た
、
い
わ

ゆ
る
「
イ
ン
ド
本
来
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
仏
教
」
と
、
漢
訳
さ
れ
た
大
乗
経
典
を
聖

典
と
し
て
仰
ぎ
、
そ
こ
に
表
れ
る
壮
大
な
ブ
ッ
ダ
を
尊
崇
し
、
そ
し
て
葬
儀
や
祈

祷
な
ど
種
々
の
儀
礼
・
呪
法
に
携
わ
る
日
本
の
伝
統
仏
教
と
の
間
に
は
、
極
め
て

大
き
な
溝
、
乖
離
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
日
本
仏
教
を
「
葬
式
仏
教
」

と
呼
ぶ
と
き
、
そ
こ
に
「
本
来
の
仏
教
と
は
か
け
離
れ
、
変
質
し
堕
落
し
た
仏
教
」

と
い
う
侮
蔑
の
意
が
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
は
、

こ
の
よ
う
な
事
情
を
反
映
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
、
。
さ
ら
に
問
題
な
の
は
、
こ

の
よ
う
な
評
価
が
日
本
仏
教
の
根
底
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
も
の
で
あ
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
両
者
の
間
に
横
た
わ
る
溝
を
埋
め
る
作
業
や
、
両

者
の
距
離
を
定
量
的
に
評
価
す
る
作
業
が
充
分
に
な
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
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こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
日
本
の
伝
統
仏
教
に
携
わ
る
者
た
ち
は
、
誠
実
で
あ

ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
自
ら
の
勤
行
・
修
行
は
お
ろ
か
、
時
に
は
自
ら
の
信

仰
に
つ
い
て
さ
え
、
そ
の
正
当
性
・
正
統
性
に
疑
問
を
抱
き
、
苦
悶
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。

 
し
か
し
、
本
当
に
イ
ン
ド
仏
教
は
哲
学
的
、
理
性
的
、
合
理
的
、
脱
儀
礼
的
、

脱
呪
術
的
で
あ
っ
て
、
日
本
仏
教
は
そ
れ
と
は
か
け
離
れ
た
姿
を
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
仮
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
「
日
本

仏
教
の
変
質
、
堕
落
」
を
意
味
す
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
内
外
の
最
新

の
研
究
成
果
に
導
か
れ
な
が
ら
、
「
儀
礼
」
を
中
心
に
イ
ン
ド
仏
教
の
実
像
を
追

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ン
ド
仏
教
と
日
本
仏
教
と
の
問
に
横
た
わ
る
無
用
な
乖
離

の
解
消
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
上
で
、
あ
ら
た
め
て
現
代
日
本
仏

教
を
問
い
直
す
き
っ
か
け
を
提
示
し
て
み
た
い
。

二
．
初
期
仏
典
を
中
心
と
し
た
仏
教
-
四
例
（
①
②
③
④
）

 
前
述
の
よ
う
に
、
初
期
仏
典
や
論
書
に
基
づ
く
仏
教
学
か
ら
は
、
哲
学
的
で
合

理
的
で
脱
儀
礼
的
で
脱
呪
術
的
な
性
格
を
持
つ
仏
教
が
描
き
出
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
こ
こ
で
は
パ
ー
リ
語
で
記
さ
れ
て
い
る
初
期
経

典
か
ら
典
型
的
な
例
を
四
つ
ほ
ど
、
抄
訳
と
と
も
に
紹
介
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

①
「
祈
祷
は
役
に
立
た
な
い
」
（
『
相
応
部
経
典
（
サ
ン
ユ
ッ
タ
・
ニ
駐
日
ヤ
）
』

 
よ
り
）
3
。

 
 
〔
村
長
ア
シ
バ
ン
ダ
カ
プ
ッ
タ
〕
「
大
徳
よ
、
西
の
地
方
出
身
の
バ
ラ
モ
ン

 
た
ち
が
あ
っ
て
、
彼
ら
は
水
瓶
を
携
え
、
苔
草
で
作
っ
た
花
環
を
着
け
、
沐

 
常
行
を
な
し
、
火
〔
の
神
ア
グ
ニ
〕
に
仕
え
る
こ
と
で
、
死
者
を
送
り
、
慰

 
め
、
天
界
に
昇
ら
せ
る
そ
う
で
す
が
、
大
徳
よ
、
〔
釈
迦
牟
尼
〕
世
尊
・
応

 
供
・
等
正
覚
も
ま
た
、
一
切
世
間
の
人
が
身
体
が
壊
れ
て
死
ん
で
後
に
、
善

 
い
来
世
で
あ
る
天
界
に
転
生
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
か
。
」

 
〔
世
尊
〕
「
然
ら
ば
村
長
よ
、
あ
な
た
に
尋
ね
よ
う
。
思
っ
た
通
り
に
答
え

て
ご
覧
な
さ
い
。

 
殺
生
を
し
、
盗
み
、
淫
ら
な
行
い
を
し
、
嘘
を
つ
き
、
他
人
を
中
傷
し
、

悪
口
を
言
い
、
お
べ
っ
か
を
使
い
、
貧
欲
で
、
怒
り
の
心
を
持
ち
、
邪
見
を

抱
く
者
が
こ
こ
に
い
た
と
し
よ
う
。
そ
こ
に
大
勢
の
人
が
集
ま
っ
て
き
て
、

『
こ
の
者
が
身
体
が
壊
れ
て
死
ん
で
後
に
、
善
い
来
世
で
あ
る
天
界
に
転
生

せ
よ
』
と
請
い
、
礼
讃
し
、
合
掌
し
て
動
き
回
っ
た
と
し
よ
う
。
村
長
よ
、

あ
な
た
は
ど
う
思
う
か
。
果
た
し
て
そ
の
者
は
、
大
勢
の
人
が
請
い
、
礼
讃

し
、
合
掌
し
て
動
き
回
っ
た
こ
と
で
、
身
体
が
壊
れ
て
死
ん
で
後
に
、
善
い

来
世
で
あ
る
天
界
に
転
生
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
」

 
〔
村
長
〕
「
大
徳
よ
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」

 
〔
世
尊
〕
「
さ
ら
に
ま
た
村
長
よ
、
あ
る
者
が
巨
大
な
石
を
深
い
池
に
投
げ

入
れ
た
と
し
よ
う
。
そ
こ
に
大
勢
の
人
が
集
ま
っ
て
き
て
、
『
お
一
い
、
大

石
よ
、
浮
か
ん
で
こ
い
、
揚
が
っ
て
こ
い
、
陸
に
昇
っ
て
こ
い
』
と
請
い
、

礼
讃
し
、
合
掌
し
て
動
き
回
っ
た
と
し
よ
う
。
村
長
よ
、
あ
な
た
は
ど
う
思

う
か
。
果
た
し
て
そ
の
巨
大
な
石
は
、
大
勢
の
人
が
請
い
、
礼
讃
し
、
合
掌

し
て
動
き
回
っ
た
こ
と
で
、
浮
か
ん
だ
り
、
揚
が
っ
た
り
、
陸
に
昇
っ
た
り

す
る
で
あ
ろ
う
か
。
」

 
〔
村
長
〕
「
大
徳
よ
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」

 
〔
世
尊
〕
「
村
長
よ
、
ま
さ
に
そ
れ
と
同
じ
こ
と
な
の
だ
。
殺
生
を
し
、

（
中
略
）
邪
見
を
抱
く
者
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
大
勢
の
人
が
集
ま
っ
て
き
て
、

『
こ
の
者
が
身
体
が
壊
れ
て
死
ん
で
後
に
、
善
い
来
世
で
あ
る
天
界
に
転
生

せ
よ
』
と
請
い
、
礼
讃
し
、
合
掌
し
て
動
き
回
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
者
は

身
体
が
壊
れ
て
死
ん
で
後
に
、
苦
し
み
の
あ
る
、
悪
い
来
世
で
あ
る
地
獄
に

転
生
す
る
で
あ
ろ
う
。
」

②
「
呪
術
に
携
わ
る
な
」
（
『
経
集
（
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
）
』
よ
り
）
、
。
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〔
世
尊
〕
「
〔
私
の
弟
子
は
〕
ア
タ
ル
ヴ
ァ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
の
呪
法
も
夢
占
い

も
相
占
い
も
星
占
い
も
行
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
」

③
「
出
家
者
は
葬
式
に
関
わ
る
な
」
（
『
大
般
浬
樂
経
（
デ
ィ
ー
ガ
・
ニ
カ
ー
ヤ

 
所
収
の
マ
ハ
ー
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
ス
ッ
タ
ン
タ
）
』
よ
り
）
，
。

 
 
〔
仏
弟
子
ア
ー
ナ
ン
ダ
〕
「
大
徳
よ
、
私
た
ち
は
如
来
の
遺
体
を
ど
の
よ
う

 
に
し
た
ら
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。
」

 
 
〔
入
滅
間
近
の
世
尊
〕
「
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
そ
な
た
た
ち
は
如
来
の
遺
体
供

 
養
に
関
わ
る
な
。
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
そ
な
た
た
ち
は
ど
う
か
自
身
の
目
的

 
（
利
益
）
の
た
め
に
励
ん
で
も
ら
い
た
い
。
自
身
の
目
的
に
専
心
す
れ
ば
よ

 
い
の
だ
。
自
身
の
目
的
に
勤
め
励
み
、
専
念
し
な
さ
い
。
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、

 
如
来
を
信
仰
す
る
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
の
中
の
賢
者
た
ち
、
バ
ラ
モ
ン
の
中
の
賢

 
者
た
ち
、
資
産
家
の
中
の
賢
者
た
ち
、
彼
ら
が
如
来
の
遺
体
供
養
を
な
す
で

 
あ
ろ
う
。
」

④
「
沐
浴
・
水
行
は
無
意
味
だ
」
（
『
長
老
尼
偶
（
テ
ー
リ
ー
が
三
門
ー
）
』
よ
り
）
、
。

 
 
〔
仏
弟
子
プ
ン
ニ
カ
ー
〕
「
バ
ラ
モ
ン
よ
、
あ
な
た
は
何
を
恐
れ
て
常
に
水

 
に
入
っ
て
い
る
の
で
す
か
。
あ
な
た
は
手
足
を
震
わ
せ
な
が
ら
ひ
ど
い
寒
さ

 
を
感
じ
て
い
ま
す
。
」

 
 
〔
沐
浴
行
を
な
す
バ
ラ
モ
ン
〕
「
プ
ン
ニ
カ
ー
よ
、
私
が
善
業
を
行
い
悪
業

 
を
防
い
で
い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
わ
ざ
わ
ざ
尋
ね
る
の
か
。
老
若
〔
男
女
〕

 
を
問
わ
ず
、
悪
業
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
沐
浴
を
す
れ
ば
そ
の
悪
業
か
ら
逃

 
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
」

 
 
〔
プ
ン
ニ
カ
ー
〕
コ
体
ど
こ
の
も
の
知
ら
ず
が
、
も
の
知
ら
ず
〔
の
あ
な

 
た
〕
に
向
か
っ
て
『
沐
浴
を
す
れ
ば
悪
業
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
』
な

 
ど
と
言
っ
た
の
で
す
か
。
〔
も
し
本
当
に
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
〕
蛙
や
、
亀

 
や
、
竜
や
、
蛇
や
、
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
水
棲
生
物
も
す
べ
て
天
界
に
お
も
む

く
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
（
中
略
）
ま
た
、
も
し
河
川
が
あ
な
た
の
な
し

た
悪
業
を
運
び
去
っ
て
く
れ
る
な
ら
、
同
時
に
善
業
を
も
運
び
去
っ
て
し
ま

う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
」

 
こ
れ
ら
の
記
述
に
そ
の
ま
ま
従
う
限
り
、
①
②
③
④
に
表
さ
れ
た
イ
ン
ド
仏
教

と
、
葬
儀
や
種
々
の
祈
祷
・
呪
法
に
携
わ
り
、
沐
浴
・
水
行
を
実
行
す
る
日
本
仏

教
と
の
乖
離
は
決
定
的
で
あ
り
、
両
者
の
差
を
埋
め
る
こ
と
な
ど
到
底
不
可
能
と

も
思
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。

三
．
①
②
③
に
対
す
る
反
論
・
反
証

 
で
は
、
イ
ン
ド
仏
教
で
は
本
当
に
儀
礼
や
祈
祷
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
実
は
決
し
て
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
ま
ず
先
の
四
例
の
う
ち
、

①
②
③
に
対
す
る
反
論
・
反
証
を
示
し
て
み
よ
う
。

 
ま
ず
①
に
関
し
て
は
、
実
は
こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
「
仏
教
は
バ
ラ
モ
ン

と
同
じ
こ
と
を
す
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
祈
祷
そ
れ
自
体
を
否
定
し

た
も
の
で
は
な
い
と
す
る
解
釈
が
可
能
で
あ
る
，
。
例
え
ば
、
在
家
者
の
徳
目
を

説
く
『
シ
ン
ガ
ー
ラ
へ
の
教
え
』
8
に
お
い
て
釈
尊
が
、
在
家
の
青
年
シ
ン
ガ
ー

ラ
が
儀
礼
を
実
行
す
る
こ
と
自
体
は
否
定
し
て
い
な
い
の
と
同
様
に
、
こ
の
①
に

お
い
て
も
釈
尊
は
、
バ
ラ
モ
ン
た
ち
が
祈
祷
す
る
こ
と
自
体
を
否
定
し
た
の
で
は

な
く
、
た
だ
自
分
は
別
の
道
を
歩
む
と
宣
言
し
た
も
の
と
理
解
し
て
構
わ
な
い
だ

ろ
う
。
そ
の
意
味
で
①
は
、
仏
教
と
バ
ラ
モ
ン
と
の
役
割
分
担
の
表
明
と
も
言
え

る
。
出
世
間
的
価
値
を
志
向
す
る
仏
教
と
、
在
俗
の
宗
教
家
で
あ
る
バ
ラ
モ
ン
と

は
、
目
指
す
と
こ
ろ
も
そ
の
あ
り
よ
う
も
異
な
っ
て
い
た
た
め
に
お
互
い
に
共
存

で
き
た
の
で
あ
る
。
仏
教
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
バ
ラ
モ
ン
教
と
の
共
存
に
つ
い
て
は
、

次
章
「
四
．
イ
ン
ド
仏
教
と
儀
礼
」
で
扱
う
こ
と
と
し
よ
う
。

 
次
に
②
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
れ
も
「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
バ
ラ
モ
ン
教
の
呪
術
に

携
わ
る
な
」
と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
、
仏
教
独
自
の
呪
術
を
禁
止
し
て
い
る
わ
け
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で
は
な
い
。
実
際
、
南
伝
の
パ
ー
リ
仏
教
で
は
パ
リ
ッ
タ
と
呼
ば
れ
る
厄
除
け
の

呪
文
が
発
達
し
、
現
在
で
も
彼
ら
は
出
家
・
在
家
を
問
わ
ず
こ
の
パ
リ
ッ
タ
を
唱

え
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
南
伝
仏
教
は
「
パ
リ
ッ
タ
仏
教
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
す

ら
あ
る
の
で
あ
る
9
。

 
さ
ら
に
③
に
つ
い
て
は
、
ω
。
げ
。
b
①
p
ロ
リ
O
昌
や
佐
々
木
冨
O
O
ω
］
に
よ
れ
ば
、

葬
送
儀
礼
は
、
遺
体
の
処
理
、
火
葬
、
遺
骨
の
供
養
、
と
い
う
三
段
階
に
分
け
ら

れ
、
ブ
ッ
ダ
が
禁
じ
た
の
は
第
一
段
階
の
遺
体
処
理
に
関
わ
る
供
養
儀
礼
。
・
g
・
昌
居
室

b
9
鋤
の
み
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
禁
止
も
、
自
分
の
修
行
が
完
成
し
て
い
な
い

ア
ー
ナ
ン
ダ
に
対
す
る
禁
止
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
。
事
実
、
Q
Q
。
ゲ
o
b
①
づ
ロ
リ
リ
Σ

が
明
瞭
に
示
し
た
よ
う
に
、
イ
ン
ド
仏
教
の
出
家
者
は
同
僚
の
出
家
者
の
葬
儀
を

執
行
し
続
け
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
流
布
し
て
い
た
「
イ
ン
ド
仏
教

の
出
家
者
は
葬
儀
に
携
わ
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
説
は
、
現
在
で
は
大
幅
な
修
正

を
迫
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
彼
ら
が
出
家
者
の
葬
儀
は
執
行
し
て
も
、

在
家
者
の
葬
儀
は
決
し
て
執
行
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
m
。

四
．
イ
ン
ド
仏
教
と
儀
礼

 
イ
ン
ド
の
伝
統
仏
教
は
、
「
剥
離
」
と
い
う
世
俗
を
離
れ
た
究
極
目
標
を
目
指

す
出
家
者
集
団
、
い
わ
ば
超
俗
的
価
値
観
を
持
っ
た
宗
教
エ
リ
ー
ト
に
よ
っ
て
担

わ
れ
て
い
た
n
。
彼
ら
の
第
一
関
心
事
は
自
己
の
修
行
の
完
成
で
あ
り
、
在
家
者

と
の
関
係
も
、
威
儀
正
し
く
振
る
舞
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
を
福
田
た
ら
し
め
、

在
家
者
か
ら
の
尊
敬
、
そ
し
て
布
施
を
獲
得
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
い
か
に
自
分
た

ち
の
修
行
生
活
を
守
る
か
と
い
う
点
に
最
大
限
の
注
意
が
払
わ
れ
て
い
た
E
。
在

家
者
の
社
会
生
活
に
お
け
る
、
儀
礼
を
含
む
種
々
の
具
体
的
行
動
規
範
に
つ
い
て

は
、
出
家
者
側
か
ら
の
積
極
的
な
発
言
や
関
与
は
控
え
ら
れ
て
い
た
と
言
っ
て
よ

い
。
し
た
が
っ
て
イ
ン
ド
の
在
家
仏
教
徒
は
、
出
家
者
を
福
田
と
し
て
尊
敬
し
布

施
を
し
な
が
ら
も
、
日
常
生
活
は
自
ら
の
所
属
す
る
カ
ー
ス
ト
の
義
務
に
従
い
な

が
ら
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
の
様
々
な
儀
礼
に
携
わ
っ
て
お
り
、
出
家
者
側
も
そ
れ

を
容
認
、
あ
る
い
は
無
視
・
放
置
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
も
し
そ
う
で

な
い
の
な
ら
、
現
代
の
南
ア
ジ
ア
社
会
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
仏
教
独
自
の
儀
礼
、

と
り
わ
け
、
結
婚
式
や
葬
式
な
ど
の
通
過
儀
礼
を
持
っ
た
「
仏
教
徒
カ
ー
ス
ト
」

が
古
代
イ
ン
ド
に
も
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な

カ
ー
ス
ト
が
存
在
し
て
い
た
痕
跡
は
、
現
在
ま
で
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
B
。

ち
ょ
う
ど
日
本
の
多
く
の
仏
教
徒
が
、
葬
式
や
年
忌
法
要
な
ど
の
仏
事
の
際
に
は

寺
院
を
訪
れ
て
も
、
結
婚
式
は
神
前
や
キ
リ
ス
ト
教
会
で
行
っ
た
り
、
地
域
の
神

社
の
祭
礼
に
参
加
し
た
り
す
る
よ
う
に
、
古
代
イ
ン
ド
の
在
家
仏
教
徒
も
、
種
々

の
儀
礼
を
含
め
た
所
属
カ
ー
ス
ト
の
義
務
を
果
た
し
な
が
ら
、
同
時
に
仏
教
徒
と

し
て
出
家
修
行
者
た
ち
を
主
に
財
政
面
か
ら
外
護
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
日
本
の
仏
教
徒
で
も
、
篤
信
家
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
お
守
り
も
神
社

の
も
の
で
は
な
く
寺
院
の
も
の
を
求
め
た
り
、
葬
式
の
み
な
ら
ず
結
婚
式
な
ど
も

仏
教
式
で
実
施
し
た
い
と
願
う
こ
と
が
あ
る
の
と
同
様
に
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
も

仏
教
に
対
す
る
信
仰
が
篤
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
が
出
家
者
で
あ
れ
ば
教
義

や
瞑
想
な
ど
の
「
エ
リ
ー
ト
的
価
値
観
」
に
関
わ
る
も
の
に
止
ま
ら
ず
、
そ
し
て

そ
れ
が
在
家
者
で
あ
れ
ば
聞
法
や
布
施
を
す
る
段
階
に
止
ま
ら
ず
、
以
前
ま
で

「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
式
」
で
実
行
し
て
い
た
種
々
の
儀
礼
を
「
仏
教
式
」
で
実
施
し
た

い
と
願
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
実
際
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
パ
ー
リ
仏

教
に
も
パ
リ
ッ
タ
と
呼
ば
れ
る
呪
文
が
あ
り
、
現
在
の
南
叩
上
座
部
仏
教
徒
は
そ

の
パ
リ
ッ
タ
を
、
撰
災
招
福
を
も
た
ら
す
儀
礼
と
し
て
日
常
的
に
唱
え
て
い
る
。

宗
教
エ
リ
ー
ト
を
中
心
に
伝
授
さ
れ
、
彼
ら
の
価
値
観
に
従
っ
て
整
理
さ
れ
た
聖

典
を
持
つ
南
伝
上
座
部
仏
教
で
あ
っ
て
も
、
「
仏
教
の
呪
文
で
日
常
の
厄
除
け
を
」

と
い
う
、
出
家
者
・
在
家
者
の
別
な
く
＜
頭
で
考
え
な
く
て
も
自
然
と
湧
き
上
が
っ

て
く
る
願
い
〉
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
仏
教
史
を
見
て

も
、
そ
の
よ
う
な
〈
願
い
〉
に
応
え
な
が
ら
、
仏
教
は
様
々
な
儀
礼
や
呪
文
を
順

次
整
備
し
て
い
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
エ
リ
ー
ト
の
建
て
前
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ

な
い
、
「
宗
教
の
世
界
」
が
そ
こ
に
あ
る
と
言
え
る
。
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五
．
『
金
光
明
経
』
に
お
け
る
沐
浴
儀
礼
の
肯
定
的
受
容
1
④
に
対
す
る
反
証

 
こ
こ
で
、
先
の
四
例
の
う
ち
、
保
留
と
な
っ
て
い
た
④
の
反
論
・
反
証
を
行
う

こ
と
と
し
よ
う
。
最
も
強
力
な
反
論
・
反
証
の
一
つ
と
し
て
は
、
中
期
大
乗
経
典

に
属
す
る
『
金
光
明
経
』
に
お
け
る
、
宗
教
儀
礼
・
修
行
と
し
て
の
沐
浴
・
水
行

の
肯
定
的
受
容
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
K
。

 
〔
弁
才
天
〕
「
説
法
師
で
あ
る
比
丘
た
ち
（
1
1
出
家
者
）
と
聞
法
獲
た
ち

（
1
1
在
家
者
）
の
利
益
の
た
め
、
呪
句
と
薬
草
〔
の
名
／
薬
効
〕
を
伴
っ
た

沐
浴
法
撃
9
1
5
爵
胃
日
9
。
ロ
を
説
い
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。
〔
そ
の
沐
浴
法
に
よ
っ

て
〕
遊
星
・
天
体
・
生
死
の
苦
、
一
切
の
闘
争
・
反
目
・
不
快
な
心
の
乱
れ
・

混
乱
・
悪
夢
・
悪
鬼
の
苦
、
一
切
の
悪
霊
や
起
屍
鬼
〔
の
苦
〕
は
鎮
ま
る
で

し
ょ
う
。
賢
者
た
ち
が
沐
浴
す
る
際
の
薬
草
と
呪
事
は
次
の
通
り
で
す
。
」
焉

 
以
下
、
弁
才
天
は
、
沐
浴
儀
礼
の
執
行
法
に
つ
い
て
詳
細
に
説
明
し
て
い
く
。

特
に
、
④
に
お
い
て
は
「
も
の
知
ら
ず
、
無
知
鉱
雪
β
。
σ
」
と
評
さ
れ
て
い
た
沐

浴
行
者
が
、
『
金
光
明
経
』
で
は
一
転
し
て
「
賢
者
窟
早
馬
＄
」
と
呼
ば
れ
て
い
る

こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
加
え
て
、
こ
の
沐
浴
作
法
が
出
家
に
も
在
家
に

も
適
用
さ
れ
る
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
点
で
あ
る
。

 
さ
て
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
代
表
的
儀
礼
で
あ
る
沐
浴
を
、
『
金
光
明
経
』
が
仏
教

に
導
入
し
た
背
景
を
説
明
す
る
に
あ
た
り
、
従
来
の
研
究
の
多
く
は
④
な
ど
に
基

づ
い
て
、
「
『
金
光
明
経
』
の
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
仏
教
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
へ

同
化
し
て
い
く
、
あ
る
い
は
吸
収
さ
れ
て
い
く
傾
向
を
示
し
て
い
る
」
と
解
釈
し

た
り
、
と
き
に
は
「
仏
教
の
変
質
、
堕
落
」
と
断
罪
す
る
よ
う
な
極
端
な
例
も
皆

無
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
本
稿
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
従

え
ば
、
『
金
光
明
経
』
が
沐
浴
を
肯
定
的
に
受
容
し
た
背
景
も
、
従
来
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

社
会
に
委
ね
て
無
視
あ
る
い
は
放
置
し
て
き
た
沐
浴
儀
礼
を
、
「
仏
教
の
儀
礼
」

と
し
て
正
当
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
く
仏
教
徒
の
願
い
〉
に
求
め
る
べ
き
で
ろ

う
。
も
し
『
金
光
明
経
』
の
態
度
が
「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
へ
の
同
化
だ
」
あ
る
い
は

「
仏
教
の
堕
落
だ
」
と
言
わ
れ
る
な
ら
ば
、
パ
リ
ッ
タ
を
含
む
初
期
仏
教
、
す
な

わ
ち
、
歴
史
的
ブ
ッ
ダ
に
最
も
近
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
仏
教
も
同
様
に
断
罪
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
専
門
家
が
自
分
の
頭
の
中
だ
け
で
「
こ
れ

（
だ
け
）
が
仏
教
だ
」
と
い
う
も
の
を
作
り
上
げ
て
し
ま
い
、
そ
れ
に
そ
ぐ
わ
な
い

も
の
を
仏
教
と
い
う
枠
か
ら
排
除
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
厳
に
慎
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。

 
以
上
の
考
察
を
通
じ
て
、
大
乗
仏
教
に
属
す
る
『
金
光
明
経
』
が
沐
浴
を
仏
教

に
取
り
込
ん
だ
理
由
を
、
「
仏
教
の
儀
礼
と
し
て
実
行
し
た
い
」
と
い
う
く
仏
教

徒
の
願
い
〉
に
応
え
よ
う
と
し
た
こ
と
に
求
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
れ

は
同
時
に
、
イ
ン
ド
の
伝
統
仏
教
一
い
わ
ゆ
る
小
乗
仏
教
1
が
〈
願
い
〉
に
十
分

に
応
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
『
金
光
明
経
』
の
姿
勢

は
、
様
々
な
教
え
を
包
含
で
き
る
「
大
き
く
て
立
派
な
乗
り
物
日
9
げ
9
1
楼
9
1
轟

（
σ
q
お
讐
く
①
ぼ
9
①
）
」
と
し
て
の
大
乗
仏
教
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
と
言
え
よ
う
節
。

し
か
も
イ
ン
ド
社
会
に
お
け
る
普
及
の
度
合
い
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
沐
浴
・
水
行

を
仏
教
独
自
の
も
の
と
し
て
整
備
す
る
こ
と
は
、
他
の
儀
礼
を
取
り
込
む
よ
り
も
、

〈
願
い
〉
の
充
足
と
い
う
点
で
、
は
る
か
に
大
き
な
ス
テ
ッ
プ
を
踏
む
も
の
で
あ
っ

た
。 

し
か
し
、
伝
統
仏
教
・
大
乗
仏
教
と
も
に
、
〈
仏
教
徒
の
願
い
〉
全
て
に
応
え

る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
代
表
例
が
葬
儀
な
の
で
あ
る
。
伝

統
仏
教
は
出
家
者
の
葬
儀
は
執
り
行
う
も
の
の
、
在
家
者
の
葬
儀
に
は
携
わ
る
こ

と
が
な
く
、
そ
し
て
そ
の
姿
勢
は
大
乗
仏
教
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
続
け
た
。
在

家
者
の
葬
儀
は
、
ど
こ
ま
で
も
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
の
儀
礼
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
イ
ン
ド
社
会
に
生
ま
れ
た
イ
ン
ド
仏
教
の
限
界
が
あ
っ
た

と
言
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
日
常
儀
礼
や
通
過
儀
礼
等
を
完
備
し
た
集
団
は
、
実

体
の
あ
る
独
自
の
社
会
グ
ル
ー
プ
と
見
な
さ
れ
、
新
た
な
カ
ー
ス
ト
と
し
て
イ
ン

ド
社
会
に
組
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
イ
ン
ド
社
会
、
す
な
わ
ち
ピ
ン
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つ
が

｝
に
あ
る

。

ド
ウ

1

社
会
が
 、

ヨ
何
で
も
呑
み

込
む

底
無
し

の
胃
袋
一

と
讐
喩
さ
れ
る
由
縁
の

六
．
現
代
日
本
仏
教
の
問
い
直
し
ー
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
の
無
常
性
に
立
脚
し
て

 
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
日
本
仏
教
が
在
家
者
の
葬
儀
に
携
わ
り
、
そ
れ
を

執
行
し
て
い
る
こ
と
は
、
「
イ
ン
ド
仏
教
と
の
乖
離
」
で
は
な
く
、
「
イ
ン
ド
で
は

実
現
し
よ
う
と
し
て
も
で
き
な
か
っ
た
〈
仏
教
徒
の
願
い
〉
が
日
本
で
叶
っ
た
も

の
」
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
η
。
あ
る
宗
教
の
信
者
で
あ
り
な
が
ら
、
臨
終
に

際
し
て
そ
の
宗
教
が
面
倒
を
見
て
く
れ
な
い
と
い
う
の
は
、
大
変
寂
し
い
こ
と
で

あ
る
は
ず
だ
。
出
家
者
向
き
の
儀
礼
は
あ
っ
て
も
、
在
家
者
向
き
の
儀
礼
を
最
後

ま
で
完
備
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
イ
ン
ド
の
仏
教
は
、
宗
教
集
団
と
し
て
イ
ン
ド

社
会
に
本
当
の
意
味
で
根
付
く
こ
と
は
で
き
ず
、
歴
史
の
流
れ
の
中
で
、
つ
い
に

は
イ
ン
ド
か
ら
そ
の
姿
を
消
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
人
々
の
切
実
な
〈
願

い
〉
に
応
え
ら
れ
な
い
宗
教
集
団
は
、
い
か
に
高
度
な
思
想
を
振
り
か
ざ
そ
う
と

も
、
そ
の
社
会
に
生
き
残
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
〈
願
い
〉
に

応
え
ら
れ
な
い
宗
教
が
生
き
残
れ
な
い
の
は
、
別
段
イ
ン
ド
に
限
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
「
日
本
仏
教
は
葬
式
仏
教
だ
、
儀
礼
や
祈
祷
ば
か
り
だ
」
と
言
わ
れ
る

こ
と
が
多
い
が
、
儀
礼
や
祈
祷
の
背
景
に
あ
る
く
人
々
の
願
い
〉
を
考
慮
す
る
と

き
、
日
本
仏
教
が
な
ぜ
日
本
社
会
に
根
付
い
た
の
か
が
は
じ
め
て
見
え
て
く
る
の

で
あ
る
。

 
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
〈
願
い
〉
に
応
え
る
だ
け
で
よ
い
の
か
ど
う
か
と
い
う

点
に
も
常
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
人
間
の
欲
望
は
果
て
し
な
い
も

の
で
あ
る
。
百
万
円
儲
け
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
満
足
す
る
こ
と
は
稀
で
、
次
は

二
百
万
円
、
そ
の
次
は
五
百
万
円
、
と
際
限
が
な
い
。
本
当
の
意
味
で
の
心
の
平

和
・
平
安
・
安
心
（
あ
ん
じ
ん
）
を
与
え
る
こ
と
が
仏
教
の
使
命
で
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
余
り
に
身
勝
手
な
欲
求
を
儀
式
や
祈
祷
に
よ
っ
て
叶
え
よ
う
と
す
る
こ

と
は
、
欲
望
を
煽
る
こ
と
で
か
え
っ
て
安
心
を
阻
害
し
、
結
果
と
し
て
苦
を
増
大

さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

 
さ
ら
に
今
度
は
正
反
対
の
評
価
と
し
て
、
日
本
の
伝
統
仏
教
が
〈
現
代
日
本
人

の
願
い
〉
に
き
ち
ん
と
応
え
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
も
あ
る
。
新

興
宗
教
集
団
が
次
々
と
登
場
し
て
い
る
現
状
は
、
そ
の
批
判
を
裏
付
け
る
も
の
の

一
つ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
も
し
き
ち
ん
と
応
え
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
カ
ル
ト
集

団
⑱
や
い
わ
ゆ
る
「
霊
感
商
法
」
に
よ
る
被
害
や
、
心
に
悩
み
を
抱
え
た
方
々
の

自
殺
p
が
こ
れ
ほ
ど
起
こ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
意
見
に
対
し
て
も
、

伝
統
仏
教
に
携
わ
る
以
た
ち
は
真
摯
に
耳
を
傾
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ

る
。 

実
は
、
こ
れ
ら
、

 
「
た
だ
何
で
も
〈
願
い
〉
に
応
え
る
だ
け
で
よ
い
の
か
」

 
「
日
本
仏
教
は
〈
現
代
日
本
人
の
願
い
〉
に
き
ち
ん
と
応
え
て
い
る
の
か
」

 
と
い
う
、
一
見
す
る
と
相
矛
盾
す
る
問
題
を
解
く
鍵
を
仏
教
は
始
め
か
ら
持
っ

て
い
る
。
そ
れ
は
「
諸
行
無
常
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
全
て
の
も
の
は
移
り
変
わ

る
」
な
ど
と
い
う
意
味
に
限
ら
ず
、
「
全
て
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
（
自
己
を
形
成
す
る

力
・
作
用
）
は
い
つ
ま
で
も
同
じ
状
態
に
は
な
い
（
鈴
署
器
9
お
の
惹
胃
9
1
β
。
巳
蔓
移
）
」

を
基
本
と
す
る
多
義
の
こ
と
ば
で
あ
っ
て
、
仏
教
を
真
に
理
解
し
、
そ
れ
を
今
に

活
か
す
要
と
も
な
っ
て
い
る
・
。
。
も
し
〈
願
い
〉
へ
の
応
え
方
-
具
体
的
に
は
説

法
、
儀
式
、
祈
祷
な
ど
種
々
の
宗
教
行
為
一
が
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
の
無
常
性
に
立
脚

し
て
い
る
な
ら
ば
、
上
記
の
問
題
を
解
き
、
仏
教
と
似
非
宗
教
と
を
峻
別
す
る
試

金
石
と
も
な
り
、
ひ
い
て
は
〈
現
代
人
の
願
い
〉
に
真
の
意
味
で
応
え
る
こ
と
も

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

 
以
下
に
「
諸
行
無
常
（
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
の
無
常
性
）
」
に
立
脚
し
た
対
応
例
を

紹
介
す
る
が
、
紙
面
の
都
合
上
、
霊
感
商
法
と
自
殺
問
題
の
二
例
を
挙
げ
る
に
止

め
た
い
。
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六
-
一
．
 
「
霊
感
商
法
」

 
鈴
木
富
O
毒
念
で
も
論
じ
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
が
直
面
す
る
問
題
は
、
理

性
や
合
理
的
手
続
き
に
よ
っ
て
解
決
で
き
る
性
質
の
も
の
ば
か
り
と
は
限
ら
な
い
。

例
え
ば
、
真
面
目
に
働
い
て
き
た
の
に
事
業
に
失
敗
し
て
し
ま
っ
た
り
、
最
愛
の

人
を
不
慮
の
事
故
で
亡
く
し
て
し
ま
っ
た
り
、
難
病
に
罹
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
先

天
的
後
天
的
を
問
わ
ず
心
身
に
障
害
を
負
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
な
ど
、
「
な
ぜ
私

〔
だ
け
〕
に
こ
の
よ
う
な
不
幸
が
降
り
か
か
る
の
か
」
と
人
は
苦
悩
し
、
何
と
か

そ
の
答
え
を
見
つ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
苦
難
に

は
往
々
に
し
て
、
明
確
な
原
因
や
理
由
が
理
性
や
経
験
に
よ
っ
て
は
導
か
れ
な
い

こ
と
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
種
の
、
理
性
で
解
決
す
る
こ
と
が
難
し
い
形
而
上
の

問
題
に
答
え
を
与
え
よ
う
と
す
る
試
み
の
一
つ
に
、
人
が
長
年
に
亘
っ
て
育
ん
で

き
た
宗
教
と
い
う
文
化
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
霊
感
商
法
」
は
、
宗

教
の
こ
の
働
き
を
悪
用
す
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
の
手
口
を
見
て
み
よ
う
。

 
問
題
を
抱
え
て
苦
悩
し
て
い
る
人
に
向
か
っ
て
、
霊
感
商
法
は
そ
の
問
題
を
起

こ
し
て
い
る
（
と
さ
れ
る
）
原
因
を
説
明
す
る
。
原
因
と
し
て
は
「
先
祖
が
な
し

た
悪
業
」
「
本
人
が
過
去
世
に
な
し
た
悪
業
」
な
ど
が
代
表
例
で
あ
ろ
う
。
そ
の

説
明
を
受
け
た
人
は
、
「
自
分
が
苦
悩
し
て
い
る
の
は
、
先
祖
が
な
し
た
悪
業
の

せ
い
だ
、
自
分
が
過
去
世
に
な
し
た
悪
業
の
せ
い
だ
」
と
い
う
世
界
（
世
界
B
と

呼
称
）
を
構
築
し
、
そ
の
世
界
の
住
人
と
な
っ
て
し
ま
う
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、

自
分
の
抱
え
る
問
題
の
原
因
を
、
先
祖
の
な
し
た
悪
業
や
自
分
が
過
去
世
に
な
し

た
悪
業
に
帰
す
る
世
界
を
信
じ
る
「
自
己
」
を
形
成
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ

の
自
己
形
成
作
用
こ
そ
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
霊
感
商
法
に
誘

導
さ
れ
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
を
悪
い
方
向
、
マ
イ
ナ
ス
の
方
向
に
発
動
し
、
世
界
B

の
住
人
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
人
は
、
そ
の
世
界
の
み
に
通
用
す
る
ル
ー
ル
に
則
り
、

「
悪
業
を
浄
化
す
る
た
め
の
」
高
価
な
商
品
や
高
額
な
祈
祷
に
対
し
て
惜
し
げ
も

な
く
金
を
払
っ
て
い
く
。
そ
し
て
い
つ
し
か
世
界
B
を
離
れ
こ
ち
ら
の
世
界
（
世

界
A
と
呼
称
）
に
戻
っ
て
き
た
と
き
に
、
は
じ
め
て
自
分
が
騙
さ
れ
て
い
た
こ
と

に
気
づ
く
の
で
あ
る
。

 
こ
の
問
題
を
一
層
複
雑
に
し
て
い
る
の
は
、
世
界
B
に
住
み
替
え
て
し
ま
っ
た

人
に
向
か
っ
て
、
「
そ
の
よ
う
な
世
界
観
は
間
違
っ
て
い
る
」
と
理
性
的
・
合
理

的
な
手
続
き
の
も
と
で
説
明
し
た
と
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
効
果
が
な
い
点
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
も
と
も
と
、
理
性
的
・
合
理
的
な
手
続
き
で
は
解
決
さ

れ
な
い
問
題
で
悩
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
世
界
B
の
住
人
を
救
う

に
は
、
「
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
は
様
々
に
発
動
さ
れ
る
（
諸
行
無
常
）
」
に
基
づ
い
て
、

今
度
は
善
い
方
向
、
プ
ラ
ス
の
方
向
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
を
発
動
さ
せ
、
新
た
な
世

界
C
に
住
み
替
え
さ
せ
た
上
で
、
そ
こ
を
迂
回
し
て
世
界
A
に
連
れ
戻
す
方
法
が

有
効
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
そ
の
人
が
信
じ
て
い
る
悪
業
（
よ
り
正
確
に
言
え

ば
、
悪
業
を
信
じ
て
い
る
そ
の
人
自
身
）
を
否
定
せ
ず
、
そ
の
よ
う
な
集
団
に
大

金
を
納
め
な
く
て
も
悪
業
を
全
て
浄
化
で
き
る
祈
祷
が
あ
る
、
と
い
う
世
界
C
を

構
築
さ
せ
て
そ
こ
に
住
み
替
え
さ
せ
、
そ
の
世
界
の
ル
ー
ル
に
則
っ
て
祈
祷
を
行

い
悪
業
を
浄
化
し
、
世
界
B
で
植
え
付
け
ら
れ
た
不
安
を
取
り
除
く
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
世
界
C
で
必
要
と
さ
れ
る
出
費
が
、
世
界
A
で
通
用
す
る
常
識
と
か

け
離
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
世
界
A
と
世
界
C
が
相

互
に
排
他
的
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
ま
ま
世
界
C
に
住
み
続
け
た
り
、
世
界
A
と

世
界
C
を
行
き
来
し
て
も
構
わ
な
い
だ
ろ
う
。
「
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
を
、
一
つ
の
世

界
を
構
築
す
る
方
向
に
だ
け
固
定
化
す
る
必
要
は
な
い
（
諸
行
無
常
）
」
か
ら
で

あ
る
。

六
-
二
．
自
殺
問
題

 
自
殺
の
動
機
に
は
様
々
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
が
、
こ
う
で
あ
っ
て
欲
し
い

自
分
（
自
分
B
と
呼
称
）
と
現
実
の
自
分
（
自
分
A
と
呼
称
）
と
の
間
に
ギ
ャ
ッ

プ
が
あ
り
、
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
埋
め
が
た
く
、
そ
の
た
め
に
自
分
A
を
消
し
て
し

ま
わ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
構
…
造
は
共
通
し
て
い
よ
う
。
例
え
ば
、

 
・
難
病
に
罹
っ
て
し
ま
っ
た
自
分
A
と
、
健
康
な
自
分
B
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・
尽
く
し
て
き
た
会
社
を
解
雇
さ
れ
た
自
分
A
と
、
そ
の
会
社
で
働
き
続
け
る

 
 
自
分
B

 
・
自
己
の
存
在
理
由
が
つ
か
め
ず
生
き
て
い
る
意
味
の
分
か
ら
な
い
自
分
A
と
、

 
 
人
生
の
目
標
に
目
覚
め
希
望
に
燃
え
な
が
ら
湛
進
ず
る
自
分
B

 
・
生
き
て
い
る
こ
と
自
体
が
苦
痛
で
あ
る
自
分
A
と
、
生
を
満
喫
し
て
い
る
自

 
 
分
B

 
こ
れ
ら
の
例
で
は
い
ず
れ
も
、
自
分
は
自
分
B
で
あ
り
た
い
と
い
う
世
界
（
世

界
B
）
を
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
に
よ
っ
て
構
築
し
（
よ
り
正
確
か
つ
直
裁
に
言
え
ば
、

自
分
B
そ
の
も
の
を
形
成
し
）
、
そ
の
世
界
B
・
自
分
B
と
現
実
の
世
界
A
・
現

実
の
自
分
A
と
の
間
に
埋
め
が
た
い
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
世

界
A
・
自
分
A
を
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
へ
と
変
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
容
易
に
埋
め
が
た
い
ギ
ャ
ッ
プ
の
こ

と
を
、
仏
教
で
は
苦
9
算
げ
9
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
そ
の
苦
に
耐
え
き
れ
な
い
と
き
、

人
は
自
ら
の
存
在
を
世
界
B
・
自
分
B
へ
と
全
思
郷
し
、
世
界
A
に
生
き
る
自
分

A
を
否
定
（
1
1
自
殺
）
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
な
苦
を
感
受
し
て
い
る
人
に
向
か
っ
て
、
「
自
分
A
・
世
界
A
を
受

け
入
れ
よ
」
と
説
い
た
と
こ
ろ
で
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
さ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の

人
は
す
で
に
マ
イ
ナ
ス
方
向
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
を
発
動
し
て
、
世
界
A
の
否
定
体

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
世
界
B
の
住
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
そ
の
人
へ
の
対
応
策
も
、
や
は
り
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
の
無
常
性
（
諸
行

無
常
）
に
立
脚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
生
き
る
意
味
を
失
っ
て
い
る

人
に
対
し
て
は
、
人
は
客
観
的
世
界
の
中
に
ぽ
つ
ん
と
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
人
が
自
ら
世
界
を
構
築
し
て
い
る
こ
と
を
教
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

 
「
科
学
的
・
客
観
的
」
思
考
に
偏
り
過
ぎ
た
せ
い
で
、
客
観
的
な
世
界
が
ま
ず

最
初
に
（
ア
プ
リ
オ
リ
に
）
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
た
だ
独
り
で
放
り
出
さ
れ
た
よ

う
な
疎
外
感
を
わ
れ
わ
れ
は
持
ち
が
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
疎
外
感
を
埋
め
よ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

う
と
、
自
分
に
様
々
な
属
性
を
付
け
て
安
定
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
い
わ
く
「
ど
こ
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そ
こ
の
家
族
に
所
属
し
て
い
る
自
分
」
「
ど
こ
ど
こ
会
社
に
勤
め
て
い
る
自
分
」
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へ

「
な
に
な
に
が
で
き
る
自
分
」
「
誰
そ
れ
に
愛
さ
れ
て
い
る
自
分
」
そ
し
て
「
な
に

ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

な
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
自
分
」
「
こ
う
で
あ
っ
て
欲
し
い
自
分
」
「
こ
う
で
な

ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
へ

け
れ
ば
な
ら
な
い
自
分
し
「
こ
う
で
な
け
れ
ば
価
値
の
な
い
自
分
」
と
、
自
分
を

様
々
な
属
性
で
飾
っ
て
い
く
。
し
か
し
こ
の
傍
点
を
付
け
た
属
性
は
全
て
サ
ン
ス

カ
ー
ラ
の
産
物
な
の
で
あ
る
。
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
は
い
つ
ま
で
も
同
じ
状
態
に
な
い

（
諸
行
無
常
）
た
め
に
、
時
と
場
合
に
よ
っ
て
姿
を
変
え
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
止

む
こ
と
な
く
次
か
ら
次
へ
と
属
性
が
付
い
て
く
る
。
現
代
人
の
抱
え
る
疎
外
感
は

サ
ン
ス
カ
ー
ラ
の
無
軌
道
な
発
動
に
拍
車
を
か
け
、
結
果
、
わ
れ
わ
れ
の
属
性
へ

の
依
存
度
は
か
っ
て
な
い
ほ
ど
強
く
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

 
し
か
し
「
諸
行
無
常
」
の
考
え
方
に
立
て
ば
、
人
が
認
識
す
る
の
は
あ
く
ま
で

「
そ
の
人
が
認
識
し
た
世
界
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
人
が
認
識
し
て
い
な
い
も
の
は

そ
の
人
の
世
界
の
構
成
要
素
に
は
入
っ
て
こ
な
い
。
そ
の
人
の
世
界
は
そ
の
人
が

サ
ン
ス
カ
ー
ラ
で
構
築
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
世
界
を
そ
の
よ
う
に
構
築
し
認
識

す
る
自
分
を
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
も
う
一
度
繰
り
返
そ
う
。
人
は
自
分
で
世
界
を
作
っ
て
い
る
。
客
観
的
な
世
界

が
自
分
と
他
に
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
ぽ
つ
ん
と
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

人
は
自
ら
世
界
を
作
り
、
は
じ
め
か
ら
そ
の
「
世
界
の
中
心
」
に
い
る
の
で
あ

る
a
。
し
た
が
っ
て
「
生
き
る
意
味
」
を
仏
教
的
に
捉
え
れ
ば
、
「
存
在
す
る
こ
と

（
生
き
て
い
る
こ
と
）
、
そ
れ
自
体
が
生
き
る
意
味
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
存

在
し
て
い
る
か
ら
そ
の
人
の
世
界
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
世
界
に
存
在
す

る
こ
と
の
意
味
は
、
存
在
す
る
こ
と
自
体
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

 
人
は
「
何
か
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
を
発
動
さ
せ
て
自
ら

に
属
性
を
付
与
し
、
ど
ん
ど
ん
自
分
を
限
定
し
て
い
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
が
、

本
当
は
「
何
か
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
よ
う
な
も
の
は
何
も
な
い
こ
と
に
な
る
。

「
諸
行
無
常
」
に
則
れ
ば
、
存
在
す
る
だ
け
で
人
に
は
意
味
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
自
己
存
在
の
絶
対
肯
定
に
他
な
ら
な
い
％
。

一 38 一



B本仏教は「葬式仏教」か一現代日本仏教を問い直す一

六
-
三
．
 
巧
み
な
方
便
ξ
碧
9
冨
誌
巴
冒

 
以
上
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
筆
者
が
提
示

し
た
の
は
あ
く
ま
で
考
え
方
の
基
本
線
で
あ
っ
て
、
そ
の
通
り
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
化

し
て
適
応
す
れ
ば
済
む
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
良
医
が
患
者
の

病
状
に
合
わ
せ
て
様
々
な
処
方
箋
を
出
す
よ
う
に
、
「
諸
行
無
常
」
に
則
り
な
が

ら
、
悩
み
を
抱
え
る
人
そ
れ
ぞ
れ
の
ケ
ー
ス
に
応
じ
て
、
別
々
の
対
応
を
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
、
「
諸
行
無
常
」
と
い
う
真
理
を
、
現
実
の
世
界
に
お
い

て
実
効
性
を
持
つ
手
段
・
処
方
箋
と
し
て
機
能
さ
せ
る
能
力
の
こ
と
を
「
方
便

ξ
鋤
巻
」
と
呼
ぶ
。
『
法
華
経
』
に
代
表
さ
れ
る
大
乗
経
典
に
お
い
て
「
巧
み
な

方
便
暑
身
β
。
犀
聾
鐙
ξ
僧
」
が
称
揚
さ
れ
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
お
。
人
々
の
抱
え

る
悩
み
（
病
状
）
が
様
々
で
あ
る
以
上
、
相
手
に
応
じ
て
処
方
箋
を
出
す
能
力
で

あ
る
方
便
も
、
当
然
様
々
な
も
の
と
な
る
以
。
「
嘘
も
方
便
」
な
ど
と
、
「
そ
の
益

し
の
ぎ
の
一
時
的
手
段
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
が
、

本
来
方
便
は
、
そ
れ
な
く
し
て
は
人
々
を
救
う
こ
と
の
で
き
な
い
唯
一
の
能
力
・

手
段
な
の
で
あ
っ
て
、
「
真
実
と
は
異
な
る
便
宜
的
な
も
の
」
で
は
決
し
て
な
い
。

 
か
く
し
て
、
日
本
の
仏
教
が
〈
現
代
日
本
人
の
願
い
〉
に
真
の
意
味
で
応
え
ら

れ
る
か
ど
う
か
は
、
日
本
仏
教
に
携
わ
る
者
た
ち
に
、
現
代
日
本
人
に
応
じ
る
こ

と
の
で
き
る
方
便
の
能
力
が
あ
る
か
ど
う
か
に
掛
か
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

そ
し
て
こ
の
能
力
は
、
教
義
を
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
し
て
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

彼
ら
が
「
諸
行
無
常
」
を
本
当
の
意
味
で
理
解
し
、
「
諸
行
無
常
」
を
実
際
に
生

き
る
こ
と
で
培
う
以
外
に
は
な
い
。
ま
こ
と
に
「
諸
行
無
常
（
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
の

無
常
性
）
」
の
理
解
と
実
践
こ
そ
、
日
本
仏
教
の
再
生
、
そ
し
て
更
な
る
発
展
の

要
な
の
で
あ
る
。

 
〈
略
号
及
び
使
用
テ
ク
ス
ト
＞

b
ミ
 
 
 
b
碍
》
早
ミ
§
3
ω
＜
o
す
田知餌
団
日
①
蓉
の
0
9
①
け
ざ
ピ
。
冨
山
。
巨
（
『
長

虫象§
ミ
己

宮比
ぐ

部
経
典
』
）

蜜
§
ミ
§
-
ミ
言
蚕
α
＜
巳
。
。
こ
団
坐
一
目
①
蓉
ω
a
①
多
 
［
。
巳
8
．

（『

渇
桾
伯
o
典
』
）

蜜
、
、
§
嘗
漸
貫
℃
9
。
＝
目
①
蓉
o
D
o
。
δ
ひ
ざ
『
o
巳
o
F
（
『
経
集
』
）

§
ミ
甲
O
鋤
ミ
鼻
℃
㊤
＝
日
①
×
け
ω
o
。
δ
多
ピ
。
巳
o
F
（
『
長
老
早
早
』
）

象
慧
亀
ミ
§
§
§
、
ぎ
9
巴
・
国
●
国
霞
5
㊤
冨
島
匂
u
●
Z
9
且
す
ω
叶
●

鴫
①
8
窃
げ
醇
σ
q
博
一
〇
〇
。
。
山
O
一
P
（
『
法
華
経
』
）

蜜
遷
ミ
匙
簾
越
ミ
ミ
ミ
翁
ミ
罫
①
島
・
臼
Z
o
げ
①
㌍
ピ
①
甘
N
貫
一
㊤
ω
刈
・
（
『
金

光
明
経
』
）

 
（
参
考
文
献
）

佐
々
木
閑
 
ロ
リ
リ
O
］

 
 
 
 
 
［
N
8
ω
］

下
田
正
弘
 
 
［
N
O
O
一
］

シ
ョ
ペ
ン
ー
ー
グ
レ
ゴ
リ
ー

 
 
 
 
 
［
N
O
O
O
］

鈴
木
隆
泰
 
 
門
卜
。
O
O
盆
］

［N

n
O
蔭
三

［卜O

n
宝
。
］

『
出
家
と
は
な
に
か
』
、
大
蔵
出
版
。

イ
ン
ド
仏
教
に
お
け
る
儀
礼
と
習
俗
、
『
仏
教
の
歴
史

的
・
地
域
的
展
開
』
（
仏
教
史
学
会
編
）
、
法
蔵
館
、

薯
」
①
ω
山
。
。
b
。
。

〈
近
代
仏
教
学
〉
と
く
仏
教
V
、
『
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
」

7
3
、
題
．
⑩
『
-
一
一
。
。
。

『
大
乗
仏
教
興
起
時
代
 
イ
ン
ド
の
僧
院
生
活
』
（
小
谷

信
千
代
訳
）
、
春
秋
社
。

「
諸
行
無
常
」
再
考
、
『
山
口
県
立
大
学
国
際
文
化
学
部

紀
要
』
1
0
、
b
b
．
b
。
一
-
ω
一
。

仏
教
と
差
別
-
前
世
の
業
の
報
い
は
あ
る
の
か
一
、

『
山
口
県
立
大
学
社
会
福
祉
学
部
紀
要
』
1
0
、
薯
●
。
。
甲

り
⑩
。

匿
8
ミ
。
。
信
聾
犀
ζ
b
ε
b
＼
b
。
O
O
心
ま
‘
＆
匡
。
・
ヨ
、
（
山
口
県

立
大
学
国
際
文
化
学
部
平
成
十
六
年
度
後
期
開
講
科
目
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竹
下
節
子

圭
室
諦
書

中
村
元

長
野
禎
子

［N
W
㎝
］

ロ
⑩
8
］

ロ
リ
①
ω
］

ロ
リ
。
。
O
］

ロ
リ
。
。
N
］

ロ
リ
。
。
凸

ロ
リ
。
。
。
。
］

奈
良
康
明
 
 
ロ
㊤
お
］

 
 
 
 
 
 
ロ
リ
。
。
㎝
」

 
 
 
 
 
ロ
リ
。
。
。
。
］

 
 
 
 
 
ロ
リ
リ
ω
］

羽
矢
辰
夫
 
 
［
N
O
O
ω
］

ひ
ろ
さ
ち
や
［
一
り
Q
。
Σ

国
日
目
①
巨
。
『
男
・
国
●

 
 
 
 
 
ロ
リ
8
］

乞
。
び
①
だ
脳
・
 
ロ
㊤
α
一
］

ロ
リ
切
。
。
］

「
宗
教
文
化
研
究
（
仏
教
文
化
）
」
感
想
と
回
答
）
。

教
義
と
儀
礼
を
通
し
て
見
る
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
の
姿
-

金
光
明
経
大
弁
才
天
女
品
か
ら
の
視
点
1
、
『
中
外
日

報
』
平
成
十
七
年
二
月
一
日
号
。

『
カ
ル
ト
か
宗
教
か
』
、
文
藝
春
秋
。

『
葬
式
仏
教
』
、
大
法
輪
閣
。

『
ブ
ッ
ダ
最
後
の
旅
』
、
岩
波
書
店
。

『
尼
僧
の
告
白
』
、
岩
波
書
店
。

『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
』
、
岩
波
書
店
。

『
金
光
明
経
』
に
お
け
る
「
弁
才
天
」
の
性
格
、
『
印
度

学
仏
教
学
研
究
』
7
2
、
署
●
N
ω
α
，
b
。
ω
り
。

『
仏
教
史
1
』
、
山
川
出
版
社
。

イ
ン
ド
社
会
と
大
乗
仏
教
、
『
大
乗
仏
教
と
そ
の
周
辺

（
講
座
・
大
乗
仏
教
1
0
ご
、
春
秋
社
、
薯
．
ω
q
-
Q
。
O
。

『
釈
尊
と
の
対
話
』
、
日
本
放
送
出
版
協
会
。

『
仏
教
と
人
間
』
、
東
京
書
籍
。

『
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
仏
教
』
、
春
秋
社
。

『
イ
ン
ド
仏
教
思
想
史
 
上
』
、
大
法
輪
回
。

§
偽
智
疑
匙
＆
Q
o
ミ
ぎ
ト
奪
さ
ピ
。
口
＆
口
・

U
器
N
帥
⊆
げ
①
塚
げ
偉
。
画
翠
霞
O
α
詳
貯
ω
9
N
g
q
。
＜
9
押
鼠
、
㍗

§
栽
≧
鴨
岸
き
§
き
馬
題
巽
ミ
§
壮
ざ
b
b
●
一
N
ω
，
一
ω
り
・

蜜
き
ミ
§
ミ
寒
9
0
§
§
蕩
ミ
§
」
b
蕩
O
o
落
早
言
-
旨
ミ
｝
．

羽
越
 
ビ
謹
ぐ
ミ
舞
、
§
 
さ
ご
魯
§
匙
ー
ヒ
q
ミ
窺
§
謎
§
ミ
鯵
 
三

子
駄
轟
げ
Q
§
題
』
逡
ぎ
謬
甦
§
ミ
嵩
栽
ミ
竃
類
比
導
ぎ

§
恥
鳶
中
野
ミ
鑛
h
鳶
、
ミ
切
§
叙
卜
寡
馬
逃
げ
Q
§
題
言
ら
ぎ

諄
甦
§
S
偽
鳶
馬
母
ひ
田
轟
馬
ミ
紺
ひ
尊
ミ
ミ
ミ
、
§
駄
ミ
、

ω
9
0
b
o
戸
O
●
口
O
㊤
二

二
8
己

ω
自
二
貫
目
 
［
N
O
O
島

回
ミ
馬
§
 
 
、
隷
ミ
O
ミ
侮
O
》
貸
ミ
象
｝
免
ミ
 
 
〉
ミ
6
隷
§
O
沖
 
 
譜
ヒ

Q
融
ミ
旨
動
き
§
鍵
、
題
五
菜
§
馬
さ
ピ
①
達
①
5
・

竃
O
昌
昌
q
。
 
帥
5
創
 
 
け
ゴ
①
 
國
Φ
一
8
 
 
0
⊆
犀
 
 
一
昌
 
 
酔
ゲ
①

］
≦
曽
げ
餌
b
β
。
匡
巳
げ
げ
9
1
昌
器
暮
け
β
。
…
巴
O
冠
 
］
≦
δ
信
昌
画
①
N
，

。。

x
5
山
冒
σ
q
ぎ
国
⑦
α
q
帥
巳
8
】
≦
o
一
撃
葺
o
u
d
信
画
山
海
o
D
日
”

等
。
ミ
笥
§
ミ
亀
、
o
切
＆
鉦
叩
穿
吻
＆
ら
§
馳
ミ
§
N
向
ミ

§
栽
Q
§
恥
辱
肉
Q
、
喧
§
き
き
ミ
ミ
駄
、
、
ミ
§
謎

§
§
ミ
3
①
9
ω
匡
づ
。
ゲ
震
9
。
”
国
・
9
昌
傷
の
筈
o
b
①
戸
9
》

O
爵
訟
 
ρ
O
暮
呂
。
＼
Z
三
二
。
同
霞
い
。
巳
。
戸
薯
」
。
。
刈
，

N
O
一
．

切
。
嵩
題
b
勲
。
ミ
笥
 
出
土
気
切
ミ
§
ミ
さ
嵩
ぎ
、
 
9
N
隷
黛
Q
気

、
§
恥
奏
§
ミ
鳥
」
鳶
ぎ
＄
、
o
堕
℃
ぜ
㍉
ミ
ミ
§
栽
蜀
躇

駄
さ
謡
憂
欝
切
ミ
§
営
ミ
ミ
き
ミ
3
鵠
。
昌
。
言
巨
・

田
g
。
。
舜
。
巳
】
W
二
＆
匿
。
。
§
”
》
℃
霞
。
・
冨
。
晋
①
呼
。
ヨ

爵
①
蜜
N
§
く
ミ
荊
感
ミ
貯
ミ
ミ
一
口
昏
①
蜜
ミ
ミ
§
ミ
寒
身
奪

き
ミ
ヨ
ミ
皇
奪
ミ
§
§
翫
切
ミ
§
§
ぎ
ミ
題
荘
O
倉
b
冒
・

一
ト
○
-
嵩
・

 
注

1
 
近
代
仏
教
学
と
仏
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
下
田
［
N
O
O
昌
に
詳
し
い
。

2
 
圭
室
ロ
リ
①
ω
］
は
、
葬
式
を
基
軸
に
日
本
仏
教
の
歴
史
を
辿
っ
た
研
究
書
で

 
あ
り
、
本
稿
筆
者
も
学
ぶ
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
か
つ
て
権

 
力
者
は
自
然
信
仰
の
怖
畏
性
を
狡
猜
に
利
用
し
て
庶
民
を
支
配
し
て
お
り
、
ま

 
た
、
自
然
神
の
た
た
り
を
制
御
す
る
目
的
で
輸
入
さ
れ
た
仏
教
も
、
い
つ
し
か

 
庶
民
を
呪
縛
す
る
も
の
と
し
て
権
力
者
に
利
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の

 
よ
う
な
不
幸
な
状
態
に
あ
っ
た
庶
民
の
宗
教
は
、
仏
教
葬
祭
が
浸
透
す
る
こ
と

 
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
本
当
に
庶
民
の
た
め
の
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
。
し
か
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日本仏教は「葬式仏教」か一現代日本仏教を問い直す一

  

ｵ
残
念
な
が
ら
、
一
般
に
「
日
本
仏
教
は
葬
式
仏
教
だ
」
と
言
わ
れ
る
と
き
、

 
 
そ
こ
に
同
書
の
成
果
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
少
な
い
と
思
わ
れ
る
。
も
ち

 
 
ろ
ん
、
圭
室
ロ
リ
①
ω
］
は
現
在
の
日
本
の
仏
教
を
全
面
肯
定
す
る
も
の
で
は
な

 
く
、
「
葬
式
仏
教
の
抱
え
る
課
題
」
も
提
示
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
同

 
書
の
成
果
を
踏
ま
え
な
い
「
葬
式
仏
教
批
判
」
が
浅
学
の
誹
り
を
免
れ
な
い
こ

 
と
だ
け
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

3
訂
留
§
曽
鼠
導
碧
8
冨
8
冨
び
冨
目
帥
犀
鋤
惹
日
9
。
呂
巴
島
鋤
。
。
①
＜
包
β
。
日
農
惹

＆
β
。
ぎ
同
。
含
量
9
α
q
笹
冨
§
鋤
円
時
鋤
8
日
9
9
日
犀
9
1
貯
訂
鼠
ヨ
β
越
碧
雪
謡

雪
虫
㊤
の
舳
野
鼠
b
窪
註
百
日
帥
。
。
㊤
σ
q
σ
q
曽
恒
鼠
日
β
。
。
醇
鋤
目
窪
蔓
窪
9
。
σ
Q
β
。
品
冨
目

語
碧
8
胃
普
節
ぢ
ω
β
。
雲
脚
鋤
。
。
曽
ヨ
げ
巳
爵
。
b
魯
。
葺
け
9
。
転
勤
閃
9
1
ε
ぢ
冨
夢
鋤

。・

､
げ
。
鐸
。
惹
拳
。
・
ω
9
導
巴
鋤
b
自
選
暴
円
β
。
鼠
。
・
凝
⇔
け
言
。
・
帥
㈹
σ
・
g
。
桓

ざ
訂
房
戸
碧
＆
①
峯
理
ミ

 
 
 
8
富
窪
σ
q
鋤
日
鋤
且
＄
寒
戻
く
①
什
e
鍔
冨
再
三
8
匡
。
・
。
・
自
身
団
9
。
け
鼠
8

臣
9
日
①
遷
螢
け
讐
安
富
恒
ξ
群
臣
①
遷
鋤
。
。
ミ

 
 
 
＄
ぢ
巨
日
ヨ
魯
9
臨
魅
日
折
ミ
一
爵
鋤
。
。
。
。
簿
車
中
。
冨
。
5
鋤
菖
冨
高

巴
ぎ
鼠
臨
書
顕
ヨ
①
。
。
信
疑
8
げ
鋤
鼠
昌
日
‘
。
。
鋤
品
島
官
倉
9
品
。
。
b
巨
岩
。
・
四
品
8

。。

專
叝
ｦ
9
。
薯
巴
田
富
g
。
げ
亘
理
鋤
一
⊆
受
碧
9
。
導
g
。
。
§
。
巳
。
。
げ
鑑
一
詳
匡
ぎ
、
鼠
日

雪
9
。
ヨ
 
目
魯
勘
雪
祭
身
。
 
。
。
9
。
5
。
㈹
β
。
聖
目
缶
 
。
・
p
日
鋤
σ
q
帥
日
旨
旨
 
鋤
愚
8
団
団
目

窪
。
日
①
越
9
冨
且
鋤
蒔
。
き
暑
脚
註
㊤
蒔
①
麺
ミ
翅
9
日
二
巴
。
閃
鋤
巻
ω
＄

臣
①
島
詔
旨
日
日
鷲
鋤
。
5
9
1
。
・
⊆
σ
q
9
。
e
喜
器
σ
Q
鵯
日
ざ
冨
日
毎
餌
召
書
茸
ミ
＄
信

犀
巨
霞
目
。
量
器
一
σ
q
鋤
ヨ
告
ぐ
β
。
甘
昌
‘
。
。
。
腰
蔚
。
日
魯
鋤
8
宣
銘
惹
団
9
。
・
＄

似
鴇
。
き
魯
①
ε
＜
鋤
爵
。
白
雪
鋤
ゲ
①
ε
＜
鋤
号
砲
巴
貯
鋤
き
ξ
胃
δ
9
雪
田
替
①
ε

温
額
旨
。
・
。
。
帥
臣
巴
9
1
冨
轟
巨
目
胃
高
野
。
。
⊆
σ
q
β
。
酔
喜
。
・
鋤
㈹
麗
日
δ
臣
日

壱
碧
＆
①
越
9
1
蔓
、

 
 
 
］
P
O
 
】
］
r
①
け
⇔
5
P
 
げ
｝
日
㊤
］
P
け
①
＼
＼

 
 
 
。
。
①
運
讐
鼠
官
α
q
目
当
四
竹
温
良
。
日
一
得
巨
冒
9
巨
巴
9
日
臼
田
げ
冨
冨

＆
自
署
昏
巴
①
 
B
犀
臣
甘
。
越
巴
 
白
日
 
①
霞
目
 
ヨ
盛
蝕
翁
。
8
雪
冤
。

 
。
。
巴
σ
q
β
。
ヨ
ヨ
β
。
 
。
。
餌
8
9
1
σ
q
曽
日
日
餌
 
9
1
鴇
8
麺
9
 
昏
。
ヨ
①
遷
9
 
冨
且
巴
涛
。

 
碧
ξ
霞
δ
9
算
⑦
遷
㊤
ミ
郵
ヨ
日
ε
上
面
。
宅
匪
話
皆
を
貯
く
§
。
げ
『
。
年
鑑
g
。
・
旨

 
夢
巴
β
。
日
唇
ご
話
喜
。
府
警
β
。
。
ま
蔓
＼
富
信
犀
喜
ヨ
β
。
ゆ
富
。
・
一
α
q
鋤
ヨ
鋤
甘
9
官

 
巨
。
。
鋤
b
癖
巨
。
。
臨
9
1
日
普
9
。
宣
直
轄
巻
。
。
。
・
鋤
身
鋤
。
彗
普
①
ε
貫
属
且
聾
惹

 
β
。
昌
ξ
9
ほ
銘
牽
き
β
。
げ
①
ε
品
信
士
日
昌
Φ
環
節
く
9
1
暑
貯
く
①
遷
㊤
＜
9
1
夢
巴
9
日

 
品
ξ
置
く
①
越
9
1
け
ミ

 
 
 
b
「
O
 
『
F
⑩
虻
m
P
b
P
 
げ
｝
μ
9
國
μ
け
①
＼
＼

 
 
 
①
奉
遷
①
〈
9
聾
。
α
q
9
1
目
嘗
ぢ
。
。
。
o
筍
語
o
b
碧
9
1
け
甘
9
1
菖
…
巨
8
ゲ
9
1
言
口
誓
貯
。

 
匹
け
鼠
豆
鼠
旨
旨
β
D
ゲ
包
9
。
口
9
。
惹
団
。
ω
魯
σ
q
m
目
ヨ
曽
。
。
鋤
ヨ
摺
㊤
日
日
四
身
鋤
。
①
遷
9
。

 
夢
。
巨
①
越
9
冨
且
巨
涛
。
き
信
b
騨
。
ユ
。
。
旨
旨
①
遷
度
翅
9
日
量
器
。
犀
冴
器
。
・
9

夢
①
鐡
白
雲
日
日
碧
羅
鼠
。
。
嶺
g
一
日
。
・
簿
σ
q
σ
q
β
。
信
δ
訂
8
ξ
碧
＆
9
。
け
O
蔓

 
讐
匿
臣
。
。
。
o
宅
蔚
。
犀
9
1
巻
。
・
。
。
曽
耳
巴
9
1
冨
轟
日
目
雲
南
鼠
碧
身
9
。
信

含
σ
Q
淫
け
甘
ξ
巳
冨
富
桓
巨
節
団
曽
日
唇
β
。
b
＆
①
握
拳
（
亀
～
一
く
。
ω
一
N
。
㎝
一
ω
一
ω
。
一
ω
）
。

4
響
冨
喜
増
鋤
唇
ω
ξ
巨
鋤
日
置
犀
考
訂
据
桓
ぎ
≦
量
冨
β
・
爵
。
b
ζ
β
。
犀
喜
量
目
量

 
 
 
 
曾
O
N
刈
）
。
中
村
ロ
リ
。
。
軒
N
O
滑
お
昌
参
照
Q

5
冨
匪
挿
。
ぢ
目
9
。
膨
桓
げ
冨
9
①
＄
け
げ
9
1
α
q
9
＄
。
・
。
。
缶
。
。
§
。
腎
Φ
高
富
再
建
鋤
日
9
1
蔓
＼

 
 
 
節
ξ
鋤
〈
9
。
萄
ε
日
冨
〉
自
認
曽
ぎ
け
匿
け
β
。
夢
鋤
α
q
β
。
鼠
の
。
。
曽
。
。
⇔
旨
9
b
忌
9
1
団
亀

眩
σ
q
冨
 
ε
葭
葺
 
〉
銘
巳
曽
 
ω
巴
讐
匪
①
 
σ
q
げ
暮
9
。
島
β
。
、
 
。
。
巴
9
。
暮
雪
8

 
碧
ξ
二
筋
鉾
鍔
＼
。
。
巴
9
夢
①
9
b
案
配
暮
雪
9
1
け
9
1
営
ぎ
冨
匡
鼠
暮
鋤
〈
臣
胃
9
げ
更

 
の
碧
姥
〉
昌
碧
量
犀
匿
註
団
β
。
，
冨
骨
面
9
1
豆
耳
9
1
げ
目
碧
帥
，
後
宮
騨
鋤
冨
㈹
聾
β
。
冨
鉱
，

冨
。
5
働
け
9
1
官
＄
夢
9
1
σ
q
9
①
遣
戸
原
器
§
。
昌
昌
9
1
8
＄
匪
摺
9
帥
。
。
。
・
β
。
。
・
日
日
碧
ヨ
帥
日

 
犀
β
。
匡
。
。
。
。
曽
暮
露
ミ
（
b
≧
芦
一
白
一
」
c
。
山
㎝
）
。
中
村
［
一
〇
。
。
O
二
ω
一
山
ω
卜
。
る
。
。
O
］
、
佐
々

 
木
［
N
O
O
ω
二
『
ω
，
嵩
㎝
弘
。
。
O
］
参
照
。

6
犀
器
o
D
β
D
げ
感
げ
ヨ
曽
口
鋤
什
話
目
げ
冨
e
O
o
o
β
D
鎚
鋤
⊆
畠
帥
犀
9
目
O
＄
多
く
雪
げ
㊤
目
口
ロ
①
匡

 
α
q
9
＄
匡
。
。
騨
9
ぢ
く
①
9
冒
の
。
げ
げ
鐸
。
・
9
旦
＼

 
 
 
“
9
1
轟
9
同
8
9
話
信
嘗
。
訟
団
⊆
⇔
眉
貯
①
冨
白
昼
ぎ
。
匿
。
・
ぐ
犀
胃
8
静
四
日

ざ
里
長
冨
§
暴
ぢ
冨
爵
β
。
暮
卑
俗
冨
目
§
冨
冨
冨
旦
ぞ
。
8
毒
Ω
倉
。
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＜
卿
山
曽
げ
鷲
。
＜
鋤
b
鋤
b
9
犀
9
ヨ
巨
鋤
日
b
鋤
犀
二
げ
げ
讐
ぐ
二
q
β
。
犀
9
1
げ
巨
。
。
①
8
口
9
1
。
。
o
官

 
b
鋤
b
p
犀
9
目
白
9
1
b
鋤
日
8
0
讐
ミ

 
 
犀
0
5
二
＄
乙
9
白
9
犀
犀
げ
鋤
巴
量
器
昌
㊤
讐
器
。
。
薗
包
9
1
昌
節
犀
。
＼
信
山
β
。
犀
鋤
げ
ぼ
の
①
8
昌
9
1

 
5
9
1
目
㊤
b
9
1
b
9
犀
曽
ヨ
巨
9
1
b
切
目
琴
0
9
ミ
。
。
鋤
σ
q
σ
q
鋤
唇
5
ロ
昌
鋤
σ
q
㊤
日
♂
。
。
帥
5
菖
銘
げ
げ
①

 
日
㊤
仁
仙
口
業
曽
犀
碧
臼
9
b
9
1
＼
冨
9
1
σ
q
9
1
＄
。
。
二
恒
。
・
‘
日
章
9
1
8
器
O
．
β
。
は
帥
①
二
島
9
犀
①
O
胃
9
ー
ミ

 
…
。
・
9
8
一
日
鋤
口
9
山
好
0
8
b
9
1
づ
9
桓
b
二
げ
げ
①
犀
9
帥
届
く
①
げ
①
団
団
‘
信
＼
b
⊆
跡
渉
鋤
ぢ

b
巨
9
1
＜
筈
①
遷
二
B
（
§
Q
、
己
 
N
ω
刈
一
N
艀
ω
）
。
中
村
ロ
リ
。
。
卜
。
…
綬
，
切
9
一
〇
り
］
参
照
。

7
 
ひ
ろ
ロ
リ
。
。
S
一
命
謹
］
は
筆
者
と
同
様
の
理
解
を
示
す
。

8
 
面
魂
ミ
ミ
勘
§
吻
ミ
ミ
ミ
匙
（
導
葺
一
・
。
P
一
，
一
8
9
一
ω
）
。

9
 
防
護
呪
パ
リ
ッ
タ
冨
算
鐙
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
は
b
霞
畔
9
1
。
5
曽
）
に
つ

 
い
て
は
奈
良
ロ
リ
お
二
⑩
ω
-
睡
り
倉
卜
。
り
。
。
-
ω
O
卜
。
”
ω
。
。
卜
。
”
誌
9
誌
ザ
瞳
O
-
瞳
ω
”
ホ
出

 
を
参
考
に
し
た
。
パ
リ
ッ
タ
は
初
期
仏
典
に
す
で
に
表
れ
て
お
り
、
そ
の
起
源

 
は
イ
ン
ド
に
求
め
ら
れ
る
。

10

@
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
「
五
．
『
金
光
明
経
』
に
お
け
る
沐
浴
儀

 
礼
の
肯
定
的
受
容
i
④
に
対
す
る
反
証
」
に
お
い
て
考
察
す
る
。

11

@
本
章
の
内
容
は
、
鈴
木
［
N
O
O
呂
の
記
述
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。

12

@
イ
ン
ド
に
お
け
る
出
家
者
と
在
家
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木

 
ロ
リ
リ
リ
］
や
シ
ョ
ペ
ン
［
N
O
O
O
］
を
参
照
さ
れ
た
い
。

13

@
仏
教
徒
の
生
活
文
化
や
、
古
代
イ
ン
ド
社
会
及
び
現
代
南
ア
ジ
ア
社
会
に
お

 
け
る
仏
教
徒
カ
ー
ス
ト
に
関
し
て
、
奈
良
ロ
リ
お
…
ω
山
b
。
w
卜
。
①
α
-
ω
b
。
P
艀
。
。
ω
出
O
出

 
ロ
リ
。
。
切
ω
。
。
-
蔭
b
。
ふ
㎝
-
し
。
ρ
①
。
。
-
胡
］
ロ
O
。
。
。
。
二
一
ω
・
一
①
ω
］
ロ
リ
リ
ω
…
一
N
虞
O
］
を
参
考

 
に
し
た
。

14
@
『
金
光
明
経
（
蜜
§
ミ
匙
曾
ミ
く
寒
魯
。
§
ミ
§
葛
、
、
§
貸
ぎ
、
＆
亀
）
』
は
「
大
弁
才

 
天
女
品
（
象
ミ
鶏
ミ
督
ミ
セ
ミ
ミ
）
」
（
坐
ぐ
一
〇
N
，
一
一
N
）
の
中
で
沐
浴
の
鼠
昌
9
を
肯

 
定
的
に
受
容
し
て
い
る
。
「
大
弁
才
天
女
品
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
Z
o
げ
巴

 
ロ
リ
巴
］
ロ
リ
㎝
。
。
”
N
b
。
刈
幽
㎝
。
。
］
、
固
巨
目
①
匡
。
二
面
リ
リ
①
…
置
-
お
］
、
長
野
［
一
り
c
O
∞
．
］

 
を
参
照
さ
れ
た
い
。
さ
ら
に
ω
自
‘
匹
［
b
。
O
O
出
は
、
『
金
光
明
経
』
が
沐
浴
儀

 
礼
を
受
容
し
た
意
味
を
探
っ
て
い
る
。

15
@
目
碧
け
蚕
葛
巴
匡
。
。
9
日
置
犀
鼠
唇
 
。
。
5
9
1
銘
冨
円
ヨ
9
 
げ
鼠
曾
控
目
目
ぐ
 
＄
。
。
唄
9

 
爵
胃
目
節
導
9
1
9
犀
9
。
。
。
旨
げ
匡
冨
。
。
・
8
協
桓
＄
首
邑
日
β
。
珍
帥
く
白
昼
惹
鼠
日

 
ω
9
け
く
群
口
9
1
日
 
鎚
二
身
ミ
 
。
・
霞
く
9
鴨
鋤
げ
節
，
昌
再
訂
9
冨
，
宣
5
日
9
，
日
胃
曽
⇔
曽
，
b
昼
鋤

 
犀
β
。
＝
、
犀
巴
掌
。
げ
鋤
、
犀
巴
葛
9
，
雪
目
げ
9
，
自
由
ヨ
9
。
冨
，
匙
二
冨
く
9
b
昌
帥
，
＜
ぎ
妾
出
旨
旨
，
冨
α
9
ー
ザ

 
。
・
旨
く
帥
，
犀
鋤
犀
げ
。
巳
9
，
＜
Φ
鐡
◎
9
1
げ
豊
野
9
。
日
β
。
日
旨
。
。
団
9
暮
ミ
鋤
‘
加
9
q
偉
。
団
。
日
日
。
暮
鐵

 
団
①
臣
謹
書
9
。
鴇
き
註
8
冒
。
5
曾
け
習
ミ
（
旨
く
 
一
〇
ら
●
一
一
切
）

16

@
ま
さ
に
「
大
き
な
乗
り
物
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
大
乗
仏
教
の
中
に
は
依
然

 
と
し
て
沐
浴
な
ど
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
儀
礼
の
受
容
を
拒
否
す
る
も
の
も
あ
る
。
こ

 
れ
は
次
章
「
六
．
現
代
日
本
仏
教
の
問
い
直
し
ー
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
の
無
常
性
に

 
立
脚
し
て
」
で
説
明
す
る
「
処
方
箋
」
の
違
い
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
儀

 
礼
の
受
容
・
拒
否
、
ど
ち
ら
の
立
場
も
仏
教
と
し
て
成
立
し
う
る
。
ど
ち
ら
か

 
一
方
の
み
を
仏
教
と
決
め
つ
け
、
他
方
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
態
度
は
改
め
ら

 
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

17

@
こ
の
捉
え
方
に
対
し
て
は
、
「
出
家
者
が
在
家
者
の
葬
送
儀
礼
に
関
わ
っ
て

 
い
た
の
は
別
段
日
本
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
中
国
か
ら
の
影
響
、
そ
し
て

 
系
譜
も
考
慮
す
べ
き
だ
」
と
い
う
尤
も
な
意
見
が
提
出
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

 
た
し
か
に
、
圭
室
ロ
リ
①
ω
…
り
り
］
が
述
べ
る
よ
う
に
、
日
本
で
行
わ
れ
て
い
る

 
仏
教
式
の
葬
法
は
、
中
国
で
儒
教
葬
祭
の
影
響
を
受
け
て
形
態
を
整
え
て
い
っ

 
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
イ
ン
ド
仏
教
と
日
本
仏
教
と
の
問
に
横
た

 
わ
る
無
用
な
乖
離
の
解
消
」
を
目
指
す
本
稿
の
場
合
は
、
「
中
国
か
ら
の
影
響
、

 
系
譜
」
を
特
段
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
「
イ
ン
ド
仏
教
と
日
本

 
仏
教
と
は
違
う
」
と
い
う
見
解
が
提
出
さ
れ
て
い
る
と
き
に
、
「
中
国
仏
教
も

 
イ
ン
ド
仏
教
と
違
う
で
は
な
い
か
」
と
応
え
る
こ
と
は
、
「
薫
製
ニ
シ
ン
（
語
山

 
ゲ
Φ
霞
ぎ
σ
q
導
陛
の
訂
碧
8
δ
戸
①
＜
9
。
。
・
δ
口
）
」
と
い
う
論
証
の
誤
謬
に
陥
る
危
険
を
孕

 
ん
で
お
り
、
本
稿
が
目
指
す
問
題
の
解
決
に
は
資
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

18

@
竹
下
ロ
リ
O
り
”
①
①
］
は
、
「
日
本
で
は
「
目
付
役
」
に
な
れ
る
伝
統
宗
教
が
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ほ
と
ん
ど
機
能
し
て
い
な
い
。
」
と
、
カ
ル
ト
集
団
に
対
す
る
日
本
伝
統
宗
教

 
の
対
応
の
不
備
を
指
摘
し
て
い
る
。

19

@
『
警
察
統
計
資
料
』
（
平
成
十
六
年
七
月
発
表
）
に
よ
れ
ば
、
平
成
十
五
年
の

 
自
殺
者
数
は
ω
声
量
『
人
に
及
ぶ
と
い
う
。

20
@
「
諸
行
無
常
」
「
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
」
の
基
本
的
理
解
に
関
し
て
は
、
す
で
に
鈴

 
木
［
N
O
O
貯
”
N
O
O
面
戸
卜
。
O
謹
。
］
に
お
い
て
提
示
し
た
。
以
下
に
若
干
補
足
説

 
明
を
加
え
る
。

 
 
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
。
。
9
。
日
。
・
閃
胃
9
は
、
ブ
ッ
ダ
な
ら
ざ
る
者
に
と
っ
て
は
発
動
を

 
完
全
に
は
制
御
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
自
己
形
成
作
用
、
世
界
構
築
作
用
」

 
で
あ
る
。
ブ
ッ
ダ
以
外
の
者
は
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
に
よ
っ
て
自
己
を
形
成
し
世

 
界
を
構
…
築
し
て
い
く
。
そ
の
よ
う
に
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
に
よ
っ
て
形
成
・
構
築
さ

 
れ
た
も
の
を
「
有
為
＄
ぢ
ω
昏
鼠
（
作
ら
れ
た
も
の
）
」
と
呼
ぶ
。
一
方
、
ブ
ッ

 
ダ
は
「
無
為
器
9
9
8
。
・
貫
鼠
（
作
ら
れ
な
い
も
の
）
」
の
世
界
（
1
1
浬
葉
巳
署
習
9
）

 
の
住
人
で
あ
り
、
例
え
ば
有
名
な
い
ろ
は
歌
で
は
、
「
有
為
の
奥
山
今
日
越
え

 
て
、
浅
き
夢
み
じ
酔
ひ
も
せ
ず
」
と
、
浬
桑
・
ブ
ッ
ダ
の
境
地
を
目
指
す
決
意

 
が
謳
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
有
為
の
世
界
は
最
終
的
（
巨
浬
葉
に
到
達

 
し
て
ブ
ッ
ダ
に
な
っ
た
時
点
）
に
は
捨
て
去
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
一
方
、
ブ
ッ

 
ダ
に
な
っ
て
い
な
い
う
ち
は
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
有
為
の
世
界
に
住
み

 
続
け
る
他
は
な
い
。
し
か
し
、
有
為
に
は
区
別
が
あ
っ
て
、
有
為
を
存
続
さ
せ

 
る
「
有
漏
。
。
9
1
。
・
重
く
9
」
と
、
無
為
の
方
向
に
向
か
う
「
無
漏
碧
似
。
・
冨
く
9
」
に

 
分
け
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
「
有
漏
の
有
為
」
を
作
る
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
を
「
マ

 
イ
ナ
ス
方
向
」
、
「
無
漏
の
有
為
」
を
作
る
サ
ン
ス
葦
毛
ラ
を
「
プ
ラ
ス
方
向
」

 
と
呼
称
す
る
。
仏
教
と
似
非
宗
教
は
、
仏
教
が
「
プ
ラ
ス
方
向
」
の
サ
ン
ス
カ
ー

 
ラ
を
利
用
す
る
の
に
対
し
、
似
非
宗
教
が
「
マ
イ
ナ
ス
方
向
」
の
サ
ン
ス
カ
ー

 
ラ
を
利
用
（
悪
用
）
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
両
者
を
明
確
に
区
別
す
る
こ

 
と
が
可
能
で
あ
る
。

2一

@
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
の
勝
手
な
発
動
を
放
置
し
て
お
く
と
、
自
己
中
心
的
な
世
界
・

 
偏
執
的
自
己
愛
に
満
ち
た
自
分
自
身
を
作
り
上
げ
て
し
ま
い
、
そ
の
結
果
、
人

 
は
そ
の
よ
う
に
「
作
ら
れ
た
自
己
」
に
よ
っ
て
縛
ら
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
し

 
か
し
、
仏
教
の
教
え
に
共
感
し
、
そ
の
道
を
歩
ん
で
い
く
の
も
、
サ
ン
ス
カ
ー

 
ラ
を
発
動
し
て
い
る
そ
の
人
自
身
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
も
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
の

 
完
全
な
制
御
は
ブ
ッ
ダ
以
外
に
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
以
上
、
ブ
ッ
ダ
な
ら

 
ざ
る
者
は
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
と
共
生
し
て
い
く
道
を
選
ば
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う

 
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
「
仏
教
の
教
え
に
共
感
し
、
そ
の
道
を
歩
ん
で
い
く
」
自

 
己
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
を
「
プ
ラ
ス
方
向
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
の
発
動
」
と
呼

 
べ
る
の
で
あ
る
。
「
世
界
の
中
心
に
い
る
」
と
い
う
感
覚
も
、
自
己
中
心
的
な

 
世
界
を
構
築
す
る
の
で
は
な
く
、
主
体
的
に
世
界
に
向
か
い
合
う
こ
と
で
疎
外

 
感
を
解
消
し
、
他
者
と
の
共
感
性
を
高
め
て
い
く
と
い
う
意
味
で
捉
え
て
こ
そ
、

 
そ
の
サ
ン
ス
ヵ
ー
ラ
が
プ
ラ
ス
方
向
の
も
の
と
な
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た

 
い
。

22

@
付
言
し
て
お
け
ば
、
こ
の
よ
う
に
し
て
絶
対
肯
定
さ
れ
た
「
自
己
」
は
、
決

 
し
て
他
者
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
「
諸
行
無
常
」
に
従
い
な
が
ら
無
用

 
な
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
の
発
動
を
制
御
し
、
存
在
す
る
あ
り
の
ま
ま
の
自
己
が
照
ら

 
し
出
さ
れ
る
と
き
、
存
在
す
る
あ
り
の
ま
ま
の
他
者
も
同
時
に
照
ら
し
出
さ
れ

 
る
か
ら
で
あ
る
。
自
己
と
他
者
が
あ
っ
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
ま
ま
に
絶

 
対
肯
定
さ
れ
る
世
界
が
、
仏
教
の
目
指
す
「
浬
桀
（
目
真
の
平
安
）
の
境
地
」

 
と
言
っ
て
よ
い
。
自
他
平
等
を
自
他
未
分
化
と
誤
解
す
る
向
き
も
あ
る
が
、
仏

 
教
の
い
う
自
他
平
等
は
、
自
も
他
も
あ
っ
た
上
で
の
両
者
の
絶
対
肯
定
で
あ
り
、

 
自
他
未
分
化
と
い
う
未
発
達
な
状
態
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
、
自
他
平

 
等
と
自
他
未
分
化
と
の
違
い
に
関
し
て
は
、
羽
矢
［
N
O
O
ω
”
一
り
⑩
・
b
。
b
。
O
」
の
説

 
明
が
明
快
で
あ
る
。

23
@
『
法
華
経
（
象
§
ミ
ミ
§
ミ
督
、
ぎ
）
』
の
第
二
章
（
鴇
N
り
・
紹
）
は
「
方
便

 
品
（
§
ミ
。
ぎ
ミ
旨
骨
§
ミ
㍉
《
ミ
§
）
」
と
名
づ
け
ら
れ
、
目
に
見
え
な
い
真
理
を
、

 
相
手
に
応
じ
て
自
在
に
こ
と
ば
に
投
影
し
（
巨
処
方
箋
を
出
し
）
人
々
を
救
う
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ブ
ッ
ダ
を
讃
え
て
い
る
。

24
@
相
手
の
病
状
（
状
態
）
に
応
じ
て
処
方
箋
を
出
す
（
説
法
す
る
）
こ
と
を
、

 
仏
教
で
は
「
四
病
与
薬
」
や
「
対
機
説
法
」
「
随
機
説
法
」
と
呼
び
な
ら
わ
し

 
て
い
る
。
「
機
」
と
は
「
機
根
ぎ
脅
好
⇔
」
の
こ
と
で
、
「
相
手
の
状
態
・
能
力
」

 
を
意
味
す
る
。
例
え
ば
、
「
誰
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
、
誰
に
も
愛
さ

 
れ
て
い
な
い
自
分
」
が
い
る
世
界
の
住
人
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
せ
い
で
自
殺
を

 
志
願
す
る
者
に
対
し
て
は
、
「
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
に
基
づ
く
自
己
形
成
・
世
界
構

 
築
（
諸
行
無
常
）
」
の
理
解
に
則
り
、
「
神
さ
ま
に
愛
さ
れ
て
い
る
、
仏
さ
ま
に

 
愛
さ
れ
て
い
る
自
分
」
が
成
立
す
る
世
界
へ
住
み
替
え
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
。

 
た
だ
し
、
ま
さ
に
「
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
の
発
動
は
万
人
共
通
で
は
な
い
（
諸
行
無

 
常
）
」
た
め
に
、
そ
の
住
み
替
え
が
誰
に
で
も
可
能
な
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の

 
た
め
、
時
に
は
「
自
殺
を
す
る
と
地
獄
に
堕
ち
る
ぞ
」
と
説
い
て
、
「
自
殺
を

 
し
た
ら
地
獄
に
堕
ち
て
し
ま
う
」
が
成
立
す
る
世
界
へ
と
住
み
替
え
さ
せ
、
自

 
殺
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
不
幸
に
も
身

 
内
に
自
殺
者
を
出
し
て
悲
し
ん
で
い
る
人
に
対
し
て
は
、
「
亡
く
な
ら
れ
た
お

 
身
内
は
こ
の
世
で
も
う
十
分
苦
し
ま
れ
た
。
今
頃
は
仏
さ
ま
の
と
こ
ろ
で
安
心

 
し
て
暮
ら
し
て
い
ま
す
よ
」
と
説
い
て
、
そ
の
人
を
「
自
殺
し
た
身
内
は
仏
さ

 
ま
の
も
と
に
い
っ
た
」
が
成
立
す
る
世
界
へ
と
住
み
替
え
さ
せ
る
こ
と
も
あ
り

 
得
る
。
人
々
を
救
う
た
め
、
相
手
の
状
態
の
違
い
に
応
じ
て
自
在
に
発
動
さ
れ

 
る
の
が
本
当
の
方
便
な
の
で
あ
る
。
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