
社
会
は
そ
の
卯
に
生
存
し
て
居
る
人
間
を
通
じ
て
自
己
自
身
を
表
現
す
る
と
い
う
。
む
し
ヵ
ろ
ン
卜
の
第
三
批
判
流
に
言
え
ば
社
会
は

自
己
自
身
を
自
己
表
現
せ
ん
と
し
て
、
そ
の
中
に
究
極
目
的
と
し
て
人
間
を
生
ん
だ
と
も
言
い
得
よ
う
。

こ
の
表
現
さ
れ
た
も
の
が
文
化
で
あ
り
、
そ
の
内
容
の
一
が
思
想
で
あ
る
。
故
に
文
化
、
思
想
は
そ
の
社
会
に
生
存
す
る
人
間
の
そ
の

社
会
に
対
応
す
る
自
覚
の
仕
方
と
言
い
符
よ
う
。

従
っ
て
文
化
や
思
想
は
そ
の
社
会
、
生
存
の
基
盤
即
ち
そ
の
民
族
性
及
び
風
土
性
を
反
映
し
て
来
る
の
は
当
然
と
言
え
よ
う
。

然
し
私
は
こ
の
珠
境
が
思
想
を
規
定
す
る
こ
と
の
み
を
主
張
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
マ
ル
ク
ス
の
下
部
櫛
造
が
上
部
椛
造
を
規
定
す

る
面
の
否
定
出
来
ぬ
如
く
、
又
上
部
柵
造
自
身
の
自
己
展
開
（
観
念
上
の
発
展
）
や
叉
こ
の
出
来
上
っ
た
思
想
た
る
上
部
榊
造
は
逆
に
下

部
櫛
造
を
規
定
す
る
面
の
あ
る
こ
と
は
十
分
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

ベ
ッ
ク
セ
ル
ペ
ッ
イ
ー
フ
ン
グ

私
は
こ
の
点
か
ら
、
印
度
の
古
代
社
会
を
孵
見
し
て
こ
の
思
想
と
社
会
と
の
「
交
互
性
」
を
探
究
し
た
い
。

(1)

牧
寄
か
ら
定
居
農
業
へ

思
想
と
そ
の
基
盤

ｌ
イ
ン
ド
古
代
経
済
圏
の
拡
大
Ｉ

高
橋
堯
昭

（ 1 ）



や
が
て
ガ
ン
ジ
ス
と
イ
ン
グ
ス
の
中
間
地
幣
に
進
出
し
、
畑
作
へ
移
行
し
、
又
そ
る
ノ
‐
、
水
田
の
農
業
を
は
じ
め
る
。

こ
ふ
に
於
て
こ
の
新
来
の
民
族
に
と
っ
て
重
大
な
問
題
が
出
来
す
る
。
そ
れ
は
少
数
民
族
が
数
の
上
で
は
多
数
の
原
住
民
の
中
に
入
っ

て
行
く
時
、
混
血
が
生
じ
て
、
や
腿
も
す
れ
ば
、
民
族
の
消
滅
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
来
る
。
特
に
氏
族
が
一
定
の
所
に
定
着
化
が
進
む

然
も
こ
れ
ら
は
そ
の
侵
入
以
前
か
ら
「
そ
の
社
会
の
古
老
達
が
若
者
に
、
そ
の
社
会
を
維
持
す
る
た
め
の
教
訓
、
処
世
の
法
や
、
そ
の

民
族
の
伝
説
等
を
口
伝
え
に
教
え
た
教
訓
た
る
リ
ヴ
ベ
ー
ダ
」
を
形
成
し
、
そ
の
統
率
の
も
と
東
進
し
、
や
が
て
イ
ン
ダ
ス
の
上
流
五
河

地
方
で
ベ
ー
ダ
文
化
の
華
を
咲
か
せ
る
。

も
と
ノ
、
ド
ラ
ヴ
ィ
タ
系
の
先
住
民
は
狩
猟
で
母
系
制
の
社
会
を
形
成
し
て
居
た
が
、
こ
の
新
来
の
民
族
は
「
父
親
を
大
家
族
の
長
」

と
し
た
家
長
制
で
、
岐
初
は
牧
畜
を
行
っ
て
ゐ
た
。
こ
の
こ
と
は
ベ
ー
ダ
文
献
や
ら
仏
典
の
中
に
も
出
て
ゐ
る
。

即
ち
①
ベ
ー
ダ
文
献
で
は
。
ハ
ラ
モ
ン
の
主
神
の
一
た
る
イ
ン
ド
ラ
に
奉
る
頌
歌
の
う
た
声
を
仔
牛
に
呼
び
か
け
る
牝
牛
の
炮
商
に
比

し
、
祭
祀
を
い
と
な
む
司
祭
人
の
謝
礼
を
ダ
グ
シ
ナ
（
歌
手
の
右
手
に
樅
か
れ
た
る
牛
）
と
い
Ｌ
或
は
戦
争
億
四
劃
島
ｇ
は
牛
狩
騨
ぐ

耐
乞
を
希
望
す
る
意
で
長
者
は
唱
冨
で
牛
の
守
役
者
牛
群
の
王
と
い
っ
て
い
る
。

＠
仏
典
で
は
「
酪
と
か
酢
（
乳
製
姉
バ
タ
ー
チ
ー
ズ
）
」
が
岐
上
の
災
味
の
例
と
し
て
随
所
に
あ
げ
ら
れ
て
居
る
。
又
現
在
印
度
で
は

牛
が
蝿
な
る
動
物
と
さ
れ
て
居
る
こ
と
と
考
え
合
せ
て
見
る
の
に
、
暑
い
印
度
で
は
。
ハ
タ
ー
と
か
チ
ー
ズ
が
唯
一
の
保
存
食
で
あ
り
、
又

牛
乳
が
そ
の
畿
白
源
で
あ
っ
て
、
そ
の
供
給
源
の
保
護
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
無
意
識
の
知
慧
、
社
会
的
要
請
か
ら
の
ノ
ル
ム
化

が
興
味
あ
る
問
題
を
提
示
す
る
。

で
あ
る
。

古
代
イ
ン
ド
に
は
ド
ラ
ヴ
ィ
タ
系
の
住
民
が
住
ん
で
居
た
。
こ
＄
へ
イ
ン
ド
ァ
ー
リ
ャ
ン
民
族
が
侵
入
し
て
来
た
こ
と
は
自
明
の
こ
と

（2）



族
の
本
能
と
し
て
。

に
つ
れ
て
そ
の
危
険
は
蛸
大
す
る
』

従
っ
て
べ
ｌ
ダ
の
中
に
「
色
の
黒
い
、
界
の
低
い
悪
魔
が
云
々
」
と
散
見
す
る
の
は
、
こ
の
非
ア
ー
リ
ャ
ン
か
ら
の
区
別
で
あ
り
、
こ

れ
が
「
太
初
に
於
て
神
々
が
原
人
を
雛
牲
猷
と
し
て
、
祭
式
を
行
っ
た
時
、
か
れ
腺
人
の
口
は
．
ハ
ラ
モ
ン
に
、
彼
れ
の
両
肘
は
王
族
と
な

り
、
彼
の
両
腿
は
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
に
、
両
足
か
ら
シ
ュ
ー
ド
ラ
が
生
れ
た
」
と
い
う
表
現
と
な
る
。
然
し
こ
の
区
別
も
岐
初
は
四
姓
の
厳
亜

な
区
別
で
は
な
く
、
非
ア
ー
リ
ャ
ン
と
の
区
別
が
重
要
問
題
で
あ
っ
た
。

然
し
な
か
ら
、
ガ
ン
ジ
ス
の
上
流
へ
進
出
し
、
水
田
農
業
が
本
格
化
す
る
に
及
び
、
土
地
の
所
有
者
と
労
働
者
と
の
分
離
、
或
は
水
利

椎
に
か
ら
ん
で
権
力
者
と
一
般
氏
衆
の
分
化
と
い
う
よ
う
に
社
会
が
複
雑
化
し
、
社
会
組
織
が
段
々
と
か
た
ま
っ
て
四
姓
が
階
級
と
し
て

固
定
し
て
来
る
。
こ
れ
が
Ｂ
Ｃ
千
年
頃
と
推
定
さ
れ
る
。

や
が
て
ガ
ン
ジ
ス
河
の
流
れ
に
沿
っ
て
下
り
行
き
肥
沃
な
土
地
に
定
着
、
そ
の
農
耕
社
会
を
強
固
に
し
て
行
く
。
為
に
牧
畜
的
性
格
を

も
っ
た
、
こ
の
べ
ｌ
ダ
の
神
々
も
、
こ
の
畑
作
か
ら
水
耕
へ
と
生
産
形
態
が
変
る
に
従
っ
て
、
そ
の
性
格
に
於
て
モ
ン
ス
ー
ン
的
イ
ン
ド

の
性
格
を
い
よ
ノ
、
顕
著
に
し
、
そ
の
宗
教
的
態
度
も
い
よ
ノ
、
印
度
的
風
土
を
代
弁
す
る
よ
う
な
形
に
な
っ
て
行
く
。

即
ち
股
耕
民
族
特
に
印
度
の
如
き
水
耕
民
族
に
と
っ
て
水
を
は
な
れ
て
は
生
活
出
来
な
い
。
印
度
の
大
自
然
に
と
っ
て
一
寸
し
た
雨
期

の
到
来
が
、
そ
の
穀
物
生
産
の
上
に
重
大
な
影
響
を
も
つ
。
ほ
ん
の
数
週
間
お
く
れ
た
だ
け
で
、
一
大
飢
餓
を
生
ず
る
。
然
も
一
旦
大
雨

を
一
に
す
る
。

然
も
文
化
の
商
い
氏
族
に
於
て
は
、
そ
の
自
負
か
ら
ど
う
し
て
も
、
そ
こ
に
何
か
し
ら
の
手
段
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
所
謂
甑

こ
れ
は
恰
も
・
ハ
ビ
ロ
ニ
ャ
や
或
は
エ
ジ
・
フ
ト
の
高
度
の
文
化
に
ふ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
民
族
が
カ
ナ
ン
の
土
地
で
作
り
出
し
た
選
民
思
想
と
晩

（ 3 ）



が
来
れ
ば
、
ガ
ン
ジ
ス
の
下
流
地
帯
や
低
地
は
海
と
な
り
、
田
畑
の
実
り
を
流
し
て
了
う
。
そ
し
て
何
千
万
も
の
流
民
を
生
む
。
然
も
水

を
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
乾
期
に
な
れ
ば
飲
み
水
と
て
な
い
。
更
に
広
漠
た
る
大
平
原
、
堤
防
を
作
っ
て
防
ぐ
よ
う
な
生
易
し
い

大
自
然
で
は
な
い
。
唯
幸
い
な
こ
と
に
熱
帯
の
こ
と
故
、
何
か
植
え
て
赴
け
ば
自
然
と
出
来
る
。
こ
ふ
に
自
然
の
恵
み
の
逆
影
群
が
あ
る
。

暑
さ
に
よ
る
労
働
意
欲
の
減
退
に
加
え
て
…
…
。
こ
の
よ
う
な
あ
な
た
ま
か
せ
の
農
業
、
ひ
い
て
生
活
態
度
か
ら
唯
自
然
に
の
み
た
よ

る
性
格
が
生
じ
、
大
雨
、
雛
風
、
洪
水
、
旱
紘
、
は
て
は
イ
ナ
ゴ
の
害
等
ま
で
も
神
格
化
し
、
こ
の
神
格
化
さ
れ
た
も
の
の
組
合
せ
が
、

我
々
の
運
命
を
可
る
と
信
ず
る
多
神
教
に
進
ん
で
行
く
。
大
腸
の
ヴ
ィ
シ
ヌ
・
ス
ー
リ
ャ
（
時
代
に
よ
っ
て
神
名
が
変
る
）
に
植
物
の
生

長
を
祈
り
、
イ
ン
ド
ラ
に
風
雨
の
適
噸
を
乞
う
と
い
う
イ
ン
ド
の
宗
教
が
生
じ
た
。

こ
の
よ
う
な
独
立
し
た
自
然
神
的
多
神
教
が
段
々
統
一
さ
れ
て
来
る
。
然
し
て
バ
ラ
ｊ
Ｉ
１
な
も
の
が
統
一
さ
れ
る
に
は
そ
こ
に
一
に
す

る
自
覚
作
用
即
ち
哲
学
が
要
請
さ
れ
る
。
こ
れ
か
ら
ウ
。
ハ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
哲
学
で
あ
り
そ
の
一
者
が
ブ
ラ
フ
マ
ン
で
あ
る
。

そ
も
ノ
く
～
ベ
ー
ダ
宗
教
の
特
徴
は
、
神
に
恵
み
を
得
た
い
と
思
う
も
の
は
、
ベ
ー
ダ
の
讃
歌
や
祭
祀
を
完
全
に
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ

れ
た
。
即
ち
こ
の
禰
欣
や
祭
祀
の
中
に
超
越
者
で
あ
る
ブ
ラ
フ
マ
ン
が
宿
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
祭
祀
、
祝
詞
の
主
体
の
中
に

必
然
的
に
宿
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
論
理
化
し
た
の
か
ブ
ラ
フ
マ
ン
Ⅱ
ア
ー
ト
マ
ン
の
ウ
・
ハ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
哲
学
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
内
在
化
の
傾
向
は
モ
ン
ス
ー
ン
的
イ
ン
ド
の
特
質
で
あ
る
。

即
ち
こ
れ
は
こ
れ
と
対
立
す
る
概
念
た
る
ア
ラ
ビ
ヤ
の
宗
教
と
比
較
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

即
ち
オ
ワ
シ
ス
を
生
活
の
場
と
す
る
そ
の
宗
教
で
は
、
そ
の
オ
ワ
シ
ス
は
多
数
の
人
々
の
住
む
所
で
は
な
い
。
生
き
る
か
死
ぬ
か
の
斗

争
が
行
わ
れ
、
こ
れ
を
確
保
す
る
か
、
又
契
約
し
て
（
こ
の
思
想
は
キ
リ
ス
ト
教
と
共
に
西
洋
に
入
っ
て
重
要
な
市
民
社
会
の
概
念
と
な

る
）
水
と
草
地
を
得
る
か
し
か
な
い
。
そ
こ
に
首
長
を
中
心
と
す
る
強
い
統
率
と
斗
争
の
宗
教
が
成
立
す
る
。
更
に
砂
漠
に
於
て
は
自
然

（ 4 ）



に
恩
恵
を
与
え
る
も
の
は
何
も
な
い
。
自
然
の
ま
わ
り
は
死
で
あ
る
。
こ
ん
な
所
に
自
然
の
外
に
神
を
求
め
る
即
ち
そ
の
宗
教
が
超
越
神

的
と
な
ら
ざ
る
を
得
ぬ
こ
と
と
考
え
合
せ
れ
ば
理
解
さ
れ
よ
う
。

時
代
と
社
会
は
年
と
共
に
進
展
す
る
、
そ
の
ベ
ー
ダ
文
化
と
・
ハ
ラ
モ
ン
支
配
の
進
展
も
、
こ
の
よ
う
に
そ
の
社
会
組
織
が
固
定
化
す
る

に
つ
れ
て
、
閉
鎖
化
す
る
こ
と
は
前
に
の
べ
た
。
然
し
て
唯
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
後
に
述
べ
る
如
き
新
し
き
社
会
と
新
し
き
理
念
の
成

立
（
仏
教
・
ジ
ャ
ィ
ナ
教
）
を
ア
ン
テ
ィ
テ
ー
ゼ
と
し
て
、
こ
れ
に
対
抗
、
ま
す
ノ
、
そ
の
固
定
化
と
閉
鎖
性
を
増
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

も
と
ノ
＼
は
イ
ン
ド
ア
ー
リ
ャ
ン
自
体
は
共
和
的
国
民
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
牧
畜
民
族
の
常
と
し
て
（
ア
ラ
ビ
ヤ
も
）
首
長
の
下
す
べ

て
平
等
な
権
利
を
も
ち
、
又
村
落
を
形
造
っ
て
も
村
落
の
東
西
南
北
の
四
門
の
交
叉
す
る
所
に
必
ず
公
会
堂
を
も
っ
て
居
た
こ
と
が
仏
典

や
ベ
ー
ダ
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
本
来
民
主
的
共
和
的
な
思
考
方
法
と
固
定
化
し
行
く
幾
村
経
済
の
社
会
機
造
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
、
矛
盾
、
こ
の
矛
盾
対
立
が

新
し
い
社
会
と
思
想
を
生
む
の
で
あ
る
。

側
新
世
界
の
撞
頭

人
々
は
や
が
て
ガ
ン
ジ
ス
の
上
流
よ
り
、
段
々
下
流
の
肥
沃
な
土
地
を
求
め
て
下
っ
て
来
る
。
こ
上
に
水
田
化
は
益
々
進
ん
で
行
く
。

そ
も
ノ
ー
、
畑
作
と
稲
作
で
は
そ
の
歩
ど
ま
り
が
全
然
違
う
、
稲
作
は
非
常
に
作
物
の
効
率
が
い
Ｌ
の
だ
。

特
に
稲
作
に
な
る
と
潅
漉
、
水
路
等
そ
の
椛
造
が
複
雑
化
し
「
更
に
共
同
化
す
る
面
が
多
く
な
っ
て
次
第
に
聚
落
を
作
る
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
は
．
ハ
ラ
モ
ン
の
ラ
ー
マ
ー
ャ
ナ
に
潅
概
用
水
の
水
道
の
話
が
出
て
い
る
し
、
仏
教
の
ダ
ン
マ
・
パ
ー
ダ
ー
に
は
、
潅
渦
用
水
々
路

（
：
昌
冨
）
は
一
般
人
の
熟
知
の
も
と
典
し
て
前
提
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
状
勢
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
る
。

（ 5）



こ
の
転
換
期
が
、
大
体
前
六
百
年
か
ら
前
五
百
年
頃
と
推
定
さ
れ
る
。
更
に
は
聚
落
が
集
合
す
る
国
家
が
形
成
さ
れ
る
と
、
そ
の
中
心

地
た
る
都
市
が
形
成
さ
れ
る
。
然
し
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
ギ
リ
シ
ャ
的
な
ポ
リ
ス
、
都
市
国
家
と
は
異
り
、
イ
ン
ド
の
都
会
は
、
村
落
農

村
と
別
な
存
在
で
な
く
幾
村
の
活
力
に
よ
り
立
つ
、
通
商
交
通
に
便
利
な
河
の
ほ
と
り
等
に
成
り
立
つ
も
の
で
、
こ
れ
が
イ
ン
ド
の
都
会

の
特
色
で
あ
り
、
イ
ン
ド
に
都
会
は
な
い
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
都
会
が
各
地
に
成
立
し
て
き
て
、
商
業
に
よ
り
経
済

力
が
活
発
に
な
る
と
、
ど
う
し
て
も
ク
シ
ャ
ト
リ
ャ
階
級
や
、
実
際
に
政
治
を
司
る
階
級
が
力
を
得
、
・
ハ
ラ
モ
ン
階
級
と
の
間
に
力
の
交

代
が
出
て
来
る
。
更
に
こ
の
自
由
な
都
市
め
ざ
し
て
自
由
な
思
想
家
が
こ
れ
と
歩
調
を
合
せ
て
集
り
、
・
ハ
ラ
モ
ン
文
化
と
は
全
く
異
質
な

代
が
出
て
来
る
。
更
に
こ
く

す
る
も
の
商
人
も
生
れ
、
且
又
、
｝

商
業
が
当
然
成
立
つ
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
は
先
に
述
べ
た
ご
と
く
、
・
ハ
ラ
モ
ン
は
祭
祀
に
よ
っ
て
神
々
を
満
足
さ
せ
る
、
こ
れ
は
神
秘
な
力
が
祭
式
や
冗
文
や
祭
式
に
誤
り

が
あ
る
と
、
災
が
た
ち
ど
こ
ろ
に
襲
来
し
て
破
滅
の
原
因
と
な
る
と
さ
れ
る
。
こ
上
に
・
ハ
ラ
モ
ン
が
悪
意
を
持
っ
た
り
、
わ
ざ
と
間
違
え

た
り
、
意
中
ひ
そ
か
に
光
っ
た
り
す
る
の
を
恐
れ
る
が
故
に
現
実
支
配
は
ま
す
ノ
Ｋ
、
．
ハ
ラ
モ
ン
の
手
の
中
に
入
っ
て
ゆ
く
。
更
に
教
義
的

文
化
を
生
む
よ
う
に
な
る
。

例
え
ば
、
ウ
・
ハ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
哲
人
の
中
に
、
戦
士
階
級
の
人
が
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
・
ハ
ラ
モ
ン
の
中
で
も
六
師
外
道
の
如
き

活
溌
な
動
き
が
出
て
来
る
。
然
し
・
ハ
ラ
モ
ン
の
主
流
は
逆
に
政
治
の
大
学
を
作
り
、
宮
庭
及
び
国
家
行
政
に
深
く
参
与
せ
ん
こ
と
を
願

い
、
且
つ
又
日
常
の
些
細
な
事
に
ま
で
煩
瑛
な
規
定
を
、
宗
教
的
行
動
、
或
は
、
瞭
罪
法
を
設
け
て
国
民
の
公
私
の
生
活
を
規
定
統
一
せ

い
、
且
つ
蒄

ん
と
す
る
。

然
う
し
て
こ
れ
に
よ
り
更
に
生
産
物
も
あ
が
り
、
分
業
化
し
て
聚
落
に
起
れ
ば
、
余
剰
の
農
産
物
も
交
換
の
場
所
及
び
、
交
換
を
業
と

る
も
の
商
人
も
生
れ
、
且
又
、
こ
う
な
る
と
物
資
が
一
切
、
交
換
値
に
換
算
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
や
が
て
貨
幣
に
よ
る
交
換
即
ち
、
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彼
の
釈
尊
が
、
ベ
ー
ダ
の
ハ

意
欲
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
間
の
消
息
を
資
料
に
も
と
ず
い
て
今
少
し
み
て
み
た
い
。

然
し
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
も
と
ｊ
、
印
度
人
は
、
普
遍
を
愛
す
る
国
民
性
と
し
て
個
々
の
事
象
の
記
述
、
即
ち
、
膝
史
、
地
理
書
は

全
々
な
い
。
唯
残
っ
て
ゐ
る
の
は
仏
典
や
、
ジ
ャ
ィ
ナ
教
の
教
典
の
中
で
あ
る
。
丁
度
旧
約
聖
書
が
比
較
的
歴
史
の
表
現
に
も
か
Ｌ
わ
ら

ず
、
新
約
は
信
仰
の
体
験
書
、
即
ち
、
イ
エ
ス
へ
の
信
仰
の
体
験
の
表
現
乃
至
、
信
仰
を
も
っ
た
人
の
書
い
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
仏
教
の
教
典
は
、
釈
尊
の
言
行
録
で
は
な
く
、
そ
の
釈
尊
の
言
行
録
乃
至
、
思
想
を
言
い
伝
え
て
百
年
乃
至
、
参
百
年
以

降
結
集
し
て
い
る
為
、
こ
れ
を
資
料
と
す
る
に
し
て
も
、
釈
尊
の
当
時
乃
至
そ
の
経
典
の
書
か
れ
た
頃
と
の
含
み
を
考
え
ね
ば
な
ら
な

に
．
ハ
ラ
モ
ン
支
配
を
支
え
る
為
、
業
、
輪
回
の
思
想
が
形
造
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
二
つ
の
相
反
す
る
時
代
の
流
れ
、
即
ち
、
時
代
の
自
由
化
の
傾
向
が
激
し
く
な
れ
ば
な
る
程
、
そ
の
既
存
の
特
権
を
守
ら

ん
と
す
る
反
動
も
は
げ
し
い
。
一
方
は
、
商
業
の
発
展
に
も
と
ず
く
都
市
の
自
由
化
、
更
に
地
方
は
、
農
業
経
済
に
も
と
ず
く
階
級
性
、

こ
上
に
ま
す
ノ
、
興
隆
拡
大
化
す
る
新
世
界
の
自
己
限
定
、
そ
の
自
覚
と
し
て
釈
尊
が
出
来
す
る
の
で
あ
る
。

彼
の
釈
尊
が
、
ベ
ー
ダ
の
公
用
語
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
か
ら
、
方
言
俗
語
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ッ
ト
を
使
用
し
た
の
は
こ
の
旧
世
界
へ
の
対
決
の

即
ち
、
当
時
の
社
会
状
態
を
示
す
も
の
と
し
て
冒
農
§
胃
言
号
冒
ｇ
ｉ
曾
陣
国
に
「
商
業
都
市
ヴ
ェ
ー
サ
リ
ー
市
の
リ
ッ
チ
ャ
ヴ
ィ

族
は
、
或
は
青
色
、
或
は
黄
色
、
或
は
赤
色
、
或
は
白
色
．
．
…
・
」
と
あ
る
の
は
、
当
時
都
市
が
、
自
由
な
超
人
種
的
な
基
雛
を
も
っ
て
い

た
と
い
う
社
会
変
化
が
見
出
さ
れ
る
。

1，
0

又
、
階
級
制
度
が
乱
れ
て
き
た
、
即
ち
「
王
族
の
出
身
で
な
く
と
も
王
位
に
つ
き
、
・
ハ
ラ
モ
ン
の
血
統
で
あ
り
な
が
ら
耕
作
…
・
…
の
他
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．
更
に
仏
典
の
中
に
見
え
る
職
業
の
順
位
が
、
丁
度
ベ
ー
ダ
の
文
献
の
古
い
韻
文
か
ら
新
し
い
韻
文
へ
の
変
化
に
似
て
い
る
点
で
も
、
社

会
変
化
が
よ
み
と
ら
れ
る
．

質
の
社
会
の
現
成
で
あ
る
。

の
職
業
に
従
事
す
る
」
と
、
こ
れ
は
一
体
何
の
故
で
あ
る
か
。

こ
れ
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
も
の
に
、
雑
阿
含
経
二
十
の
「
シ
ュ
ー
ド
ラ
で
あ
っ
て
も
財
宝
、
穀
物
、
金
銀
に
富
ん
で
い
る
な
ら

ば
、
ク
シ
ヤ
ト
リ
ァ
も
．
ハ
ラ
モ
ン
も
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
も
、
彼
に
対
し
て
先
に
起
き
後
に
寝
て
彼
の
用
事
を
つ
と
め
、
彼
の
気
に
入
る
こ
と
を

行
い
、
彼
に
対
し
て
愛
し
き
言
葉
を
か
け
る
で
あ
ろ
う
」
と

こ
れ
は
明
ら
か
に
経
済
の
問
題
、
即
ち
商
業
に
よ
っ
て
一
切
の
も
の
が
流
通
価
値
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
、
人
間
関
係
も
規
定
さ
れ
る
こ

更
に
貨
幣
経
済
が
行
わ
れ
て
い
た
資
料
と
し
て
は
か
の
有
名
な
物
語
、
ス
ダ
ッ
タ
長
者
が
コ
ー
サ
ラ
国
。
ハ
セ
ナ
デ
イ
の
ジ
エ
ー
ダ
太
子

か
ら
祇
園
精
舎
の
敷
地
を
買
っ
た
時
、
金
貨
を
土
地
に
敷
い
た
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
貨
幣
経
済
の
進
展
が
い
ち
じ
る

し
く
、
且
又
、
土
地
の
所
有
者
で
な
い
商
業
資
本
家
の
擦
頭
が
く
み
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
に
あ
る
「
土
地
が
言
っ
た
。
如
何
な
る
人
間
に
も
我
を
与
え
て
は
な
ら
ぬ
」
と
い
う
・
ハ
ラ
モ
ン
社
会
と
は
異

と
を
示
し
て
い
る
。

摩
伽
僧
祇
律

上
の
職
業

中
の
職
業

下
の
職
業

宝
石
、
銅
器

売
香
人
、
坐
店
雛
人
、
田
作
人
、
種
薬
人

屑
児
、
売
猪
人
、
漁
猟
人
、
捕
馬
人
、
刑
吏

（8）



以
上
、
一
、
二
の
資
料
か
ら
し
て
み
る
の
に
、
そ
の
時
代
の
商
業
も
す
で
に
定
居
的
商
業
か
ら
「
砂
漠
」
「
砿
野
」
、
を
越
え
る
よ
う
な

遠
隔
的
な
経
済
圏
が
拡
大
し
て
、
一
つ
の
世
界
を
形
づ
く
り
つ
典
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
〔
資
料
中
村
氏
・
増
谷
氏
）

古
い
韻
文
：
・
財
宝
、
穀
物
、
田
地
、
子
妻
、
四
足
獣

新
し
い
韻
文
．
：
資
金
風
、
金
貨
、
穀
物
、
田
地
、
奴
僕
、
奴
卿

と
貴
金
属
、
金
貨
が
蝦
上
位
へ
行
っ
て
い
る
の
は
こ
の
貨
幣
に
よ
る
商
業
経
済
を
示
し
、
四
足
獣
は
農
業
の
為
の
人
手
労
働
力
か
ら
、
奴

僕
、
奴
郷
へ
変
っ
て
行
く
の
は
、
借
金
の
為
に
自
己
疎
外
さ
れ
て
奴
隷
化
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

然
ら
ば
こ
の
時
代
の
商
業
は
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
師
命
畏
号
巴
世
尊
は
隊
商
主
（
留
算
目
乱
冒
）
導
師
で
あ
る
。
例
え
ば
隊
商
主
が
諸
隊
商
を
し
て
難
所
（
宍
釣
具
国
）
砂
漠
を
渡

ら
し
め
…
・
・
盗
賊
難
所
を
渡
ら
し
め
、
猛
獣
難
所
を
渡
ら
し
め
安
穏
地
に
到
達
せ
し
め
る
如
く
…
．
．
」

（
凰
段
＄
の
画
［
冨
呂
四
目
民
＄
画
く
。
届
．
弔
含
つ
ざ
“
目
呂
巨
９
画
尚
隠
殉
画
畠
）

又
、
雑
阿
含
巻
第
三
五
（
大
正
二
・
二
五
四
下
）

コ
時
仏
敗
耆
人
の
間
に
あ
り
、
毘
舎
離
国
に
遊
行
す
：
：
．
．
時
に
毘
舎
離
国
に
衆
多
の
質
客
あ
り
、
、
畑
刹
戸
羅
国
に
向
わ
ん
と
す

…
…
汝
等
砿
野
の
中
に
於
て
：
。
：
」

又
、
百
縁
経
に

「
舎
衛
国
に
・

て
死
せ
ん
と
す
…

ベ
ー
ダ
の
財
産
目
録L一 彼

の
城
中
に
五
百
の
蘭
客
あ
り
、
他
邦
に
住
詣
せ
ん
と
す
．
．
…
・
砿
野
中
に
経
路
を
失
い
天
の
暑
熱
に
遇
い
、
渇
え
し

（9 ）



更
に
剛
際
的
に
も
、
ベ
ナ
レ
ス
の
商
人
が
パ
ヒ
ロ
ニ
ャ
ヘ
行
っ
た
と
い
う
言
い
伝
え
、
又
、
ペ
ル
シ
ャ
の
ダ
リ
ゥ
ス
王
が
ギ
リ
シ
ャ
の

↓
、
ラ
ト
ン
で
戦
っ
た
時
、
イ
ン
ド
狙
喋
兵
が
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
、
又
、
ラ
ジ
ギ
ー
ル
の
旧
城
の
ナ
ガ
ー
の
祠
か
ら
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
ー

マ
の
春
侈
品
が
み
つ
か
っ
た
弊
Ｉ
海
外
と
も
何
ら
か
の
方
法
で
交
渉
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

史
に
こ
の
絲
済
闇
の
拡
大
に
対
応
す
る
か
の
如
く
、
側
内
的
に
十
六
田
の
吋
立
が
釈
尊
の
時
代
、
前
後
を
そ
の
境
と
し
て
段
々
統
一
・
の

気
運
に
向
い
つ
典
あ
り
、
や
が
て
、
コ
ー
サ
ラ
、
↓
、
ガ
ダ
、
ア
ヴ
ァ
ン
テ
ィ
、
ヴ
ァ
ン
サ
の
四
国
に
、
史
に
、
コ
ー
サ
ラ
、
マ
ガ
ダ
に
、

そ
し
て
逆
に
マ
ガ
ダ
に
統
一
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
の
例
と
し
て
、
ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
王
が
コ
ー
サ
ラ
王
の
妹
イ
ダ
ィ
ヶ
を
妻
と
し
、
そ
の
持
参

金
と
し
て
、
カ
シ
ー
の
ベ
ナ
レ
ス
を
も
っ
て
来
た
こ
と
か
そ
れ
で
あ
る
。

当
時
の
結
婚
は
政
略
結
婚
と
共
に
又
、
国
勢
の
弱
い
国
王
が
そ
の
娘
を
、
国
勢
の
強
い
方
に
妻
と
し
て
出
し
た
こ
と
か
ら
み
て
、
或
は

マ
ガ
ダ
国
が
す
で
に
統
一
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

マ
ガ
ダ
は
こ
れ
に
よ
っ
て
水
陸
の
両
用
の
要
地
を
占
め
、
そ
の
発
展
た
る
マ
ウ
リ
ャ
刺
の
ア
シ
ョ
ヵ
韮
を
ま
っ
て
の
金
印
度
的
な
統
一

の
基
礎
が
こ
＄
に
用
意
さ
れ
て
い
た
と
い
え
！
《
う
。

こ
の
よ
う
に
、
自
由
な
商
業
維
済
の
発
展
に
よ
り
、
又
政
治
的
イ
ン
ド
が
一
つ
に
な
ろ
う
と
す
る
郊
巡
に
対
応
し
て
出
て
来
た
思
想

が
、
仏
教
の
平
等
思
想
で
あ
り
、
普
通
思
想
の
成
立
で
あ
る
。

海
外
通
商
に
し
て
も
、
異
民
族
の
多
い
イ
ン
ド
の
国
内
通
商
に
し
て
も
、
そ
こ
に
要
求
さ
れ
る
の
は
皮
脚
の
色
、
民
族
を
越
え
た
思

想
、
然
も
通
商
を
安
易
な
ら
し
む
る
に
要
諦
さ
れ
る
慈
悲
と
平
等
の
思
想
、
こ
れ
が
貨
幣
経
済
の
す
べ
て
を
貨
幣
価
値
に
一
元
化
す
る
思

想
と
対
応
し
て
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
経
済
の
必
要
か
ら
出
来
す
る
と
共
に
、
逆
に
又
よ
り
一
肘
の
経
済
圏
の
拡
大
と
一
つ
の
イ
ン

ド
の
現
成
を
う
な
が
す
の
で
あ
る
。
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こ
れ
か
釈
蝉
の
自
覚
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ア
シ
ョ
ヵ
王
が
こ
の
仏
教
の
万
民
平
等
の
理
念
を
も
っ
て
、
ギ
リ
シ
ャ
的
な
ア
シ

ョ
カ
ピ
ラ
ー
を
田
内
は
お
ろ
か
、
辺
境
の
岡
々
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
カ
シ
ミ
ー
ル
又
岐
近
の
発
堀
で
は
、
ペ
ル
シ
ャ
剛
内
に
ま
で
そ
れ
ノ
ー

の
刷
俄
を
以
て
「
慈
悲
に
よ
る
法
」
の
支
配
を
と
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
が
、
四
方
八
方
に
通
ず
る
公
路
の
設
営
や
並
木
（
印

度
は
粋
い
為
）
一
定
の
井
戸
、
休
息
所
を
作
っ
て
、
中
央
集
権
の
成
立
に
努
力
し
た
の
は
、
逆
に
こ
れ
に
よ
っ
て
商
業
の
発
展
及
び
、
海

外
内
陸
の
一
体
化
を
企
図
し
た
の
で
あ
り
。
為
に
仏
教
の
教
え
が
、
慈
悲
が
要
求
さ
れ
、
逆
に
こ
れ
に
よ
り
ま
す
ｊ
、
一
っ
の
世
界
と
し

て
の
印
度
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ア
シ
ョ
カ
王
に
よ
る
全
印
度
の
統
一
、
歴
史
上
蚊
も
強
大
な
中
央
集
権
の
幽
家
が
形

成
さ
れ
て
来
る
Ｊ
注
遮
す
べ
き
こ
と
は
然
し
こ
れ
も
イ
ン
ド
的
村
落
共
同
体
を
、
全
剛
氏
的
整
然
た
る
組
織
に
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
共
和
的
向
流
組
織
を
抑
圧
す
る
拠
礎
的
な
剛
家
を
作
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
“

あ
く
ま
で
そ
の
主
体
は
催
村
で
あ
っ
た
所
に
イ
ン
ド
文
化
の
特
質
が
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
時
代
は
印
度
歴
史
に
於
て
、
特
に
良
さ
時
代
で
あ
っ
た
Ｊ
こ
れ
程
自
由
な
溌
潮
た
る
窄
瓢
は
か
っ
て
な
か
っ
た
〕
こ
れ
を
征
す
る

面
川
ド
ヘ
ノ
、

”
Ⅱ
必
ふ
ヶ

例
と
し
て

二
八
五
名
中

集
団
家
族

集
莱
瞬

比
丘
尼

マ
ウ
リ
ャ
扱
柵
（
釈
尊
後
二
百
年
）
に
建
立
さ
れ
た
サ
ン
チ
ー
の
塔
の
銘
文
「
寄
附
者
名
薄
」
に
特
縦
す
べ
さ
こ
と
か
見
出
さ
れ
る

五
四
人

三
七
人

一
○
家
族

（ 11 ）



比
丘
尼
八
三
名

在
俗
信
男
一
五
二
名

″
信
女
一
○
三
名
（
中
村
元
氏
参
証
）

こ
れ
を
み
て
も
分
る
如
く
、
個
人
の
名
で
以
て
寄
附
が
行
わ
れ
て
い
る
。
又
、
女
性
が
個
人
の
立
場
で
寄
附
し
て
い
る
。
こ
れ
は
グ
ブ

タ
朝
以
後
ヒ
ン
ズ
ー
教
等
の
寺
院
の
寄
進
繩
で
見
ら
れ
る
如
く
、
人
氏
の
個
人
の
名
は
国
王
、
貴
族
、
富
者
、
カ
ー
ス
ト
の
中
に
解
消
さ

れ
て
了
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
も
特
離
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

印
艇
に
於
て
こ
の
時
代
の
よ
う
に
、
自
由
と
個
人
の
意
識
の
発
揮
さ
れ
た
溌
潮
た
る
時
代
は
な
か
っ
た
。
然
し
て
も
在
俗
信
男
女
の
大

部
分
は
、
王
、
長
者
、
商
人
で
股
民
は
一
人
も
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
明
ら
か
に
仏
教
の
地
雛
が
商
業
経
済
に
立
っ
て
い
て
、
鯉
業
社
会
は
・
ハ
ラ
モ
ン
の
地
盤
と
明
ら
か
に
地
雛
を
異
に
し
て
い
る
”

在
俗
信
男

〃
信
女

又
他
の
銘
文

集
団

修
業
僧

信
者
男

″
女

両
者
の
計
比
丘

-1-
一

人

四
五
’
四
七
人

五
人

二
七
人

六
一
人

五
八
人

八
一
人

八
三
名

０
，
１
１
甲
ｌ
ｊ
Ｉ
０
■
Ｉ
Ｄ
ｒ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｒ
Ｉ
ｌ
１
ｌ
ｌ
ｊ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｆ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

（ 12）



即
ち
、
「
種
」
の
徹
底
に
於
て
釈
尊
の
燗
を
生
む
、
こ
の
極
の
凝
結
の
頂
点
た
る
個
に
普
遍
が
相
即
す
る
。
時
間
と
空
間
を
超
え
て
、

即
ち
時
代
と
洋
の
東
西
を
超
え
て
共
感
を
即
ち
、
普
遍
性
を
持
つ
と
い
え
よ
う
。

然
も
こ
の
出
来
し
た
自
覚
に
よ
っ
て
、
社
会
は
飛
躍
進
展
す
る
の
で
あ
る
。

故
に
こ
れ
を
図
式
す
れ
ば
（
社
会
的
基
盤
）

↑
↓
↓
（
新
た
な
基
盤
）

イ
デ
ー
思
想
↑
↓
↓
（
新
た
な
基
盤
）

イ
デ
ー
思
想
↑
↓
↓
（
．
：
…
…
：
．
）

イ
デ
ー
思
想

如
く
、
国
王
大
臣
を
も
、
そ
の
吟

商
業
の
隆
盛
を
伺
い
知
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
社
会
的
変
動
と
新
世
界
の
自
己
自
覚
、
自
己
限
定
、
こ
れ
が
・
ハ
ラ
モ
ン
教
よ
り
仏
教
ジ
ャ
ィ
ナ
教
の
成
立
で
あ
る
。
こ
の

世
界
の
自
己
自
覚
の
ピ
ー
ク
が
、
釈
尊
で
あ
り
マ
ハ
ヴ
ィ
ー
ラ
で
あ
る
。

そ
も
ノ
、
天
才
、
偉
人
と
は
、
そ
の
時
代
の
意
識
、
未
だ
は
っ
き
り
と
自
覚
に
至
ら
ざ
る
意
識
を
、
先
取
し
て
自
覚
に
至
ら
し
め
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
世
界
は
、
急
速
に
自
覚
展
側
す
る
と
い
う
。
否
、
断
世
界
の
イ
デ
ー
が
、
釈
尊
の
姿
を
か
り
て
、
い
わ
ば
、
釈
尊
に
凝
結

そ
も
ノ
、
１
天
才
、
偉
人
と
は
、

こ
れ
に
よ
っ
て
世
界
は
、
急
速
』

し
て
釈
尊
を
生
む
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
の
他
の
好
例
は
、
阿
含
経
の
説
法
の
対
象
が
、
仏
弟
子
か
、
国
王
、
長
者
、
及
び
実
業
階
級
で
あ
る
こ
と
こ
と
か
ら
も
分
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
自
由
な
瑛
境
、
そ
し
て
そ
の
商
業
経
済
を
通
じ
て
、
印
度
は
ま
す
ノ
、
よ
り
広
い
世
界
へ
と
統
一
を
成
し
と
げ
て
ゆ
く
。

そ
こ
に
強
大
な
商
人
階
級
を
生
む
。
溢
産
者
と
い
う
四
姓
よ
り
独
立
し
た
特
別
な
階
級
を
。

即
ち
法
華
経
の
有
名
な
「
長
者
窮
児
の
轡
」
に
「
臨
欲
終
時
、
而
命
其
子
、
辣
会
親
属
国
王
大
臣
、
刹
利
居
士
、
皆
悉
已
集
」
と
い
う

如
く
、
国
王
大
臣
を
も
、
そ
の
臨
終
の
枕
頭
に
集
め
得
た
こ
と
は
、
こ
の
時
代
の
商
業
者
、
長
者
が
、
如
何
に
強
大
で
あ
る
か
、
は
た
又

（ 13）



農
業
経
済
に
根
ざ
す
．
ハ
ラ
モ
ン
か
ら
、
商
業
経
済
に
基
ず
く
新
し
い
イ
デ
ー
と
し
て
、
釈
尊
の
仏
教
が
成
立
す
る
。
こ
の
秋
螺
の
自
覚

を
通
じ
て
こ
れ
に
よ
り
更
に
よ
り
高
度
の
基
盤
の
進
展
た
る
よ
り
新
し
い
社
会
が
成
立
す
る
。
よ
り
普
遍
的
な
世
界
が
。

こ
の
一
つ
の
世
界
の
達
成
へ
の
傾
向
は
イ
ン
ド
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
即
ち
ギ
リ
シ
ャ
特
に
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
大
王
に
よ
る
中

近
東
及
び
イ
ン
ド
の
征
服
で
あ
る
。
こ
れ
は
好
む
と
好
ま
ざ
る
に
か
典
わ
ら
ず
、
す
べ
て
を
ギ
リ
シ
ャ
化
、
ヘ
レ
ナ
ィ
ズ
し
よ
う
と
す
る

一
つ
の
世
界
の
造
成
が
、
は
か
ら
ず
も
時
を
副
じ
う
し
て
起
る
。
こ
の
一
つ
の
イ
ン
ド
と
一
つ
の
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
ー
《
、
（
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
）

と
の
ろ
の
世
界
の
接
触
交
流
が
、
こ
＄
北
西
イ
ン
ド
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
、
こ
ふ
に
東
西
文
化
が
交
流
し
、
両
者
を
合
せ
た
よ
り
大

き
な
一
つ
の
世
界
が
形
成
さ
れ
る
情
勢
が
、
や
が
て
到
来
す
る
の
で
あ
る
。

然
し
道
は
そ
う
坦
坦
た
る
道
の
み
で
は
な
く
、
そ
の
間
に
干
余
曲
折
を
経
て
居
る
の
で
あ
る
。

即
ち
釈
尊
も
又
時
代
の
子
、
時
代
の
自
己
反
映
で
あ
る
。
例
え
ば
ウ
。
ハ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
哲
学
六
師
外
道
の
思
弁
哲
学
か
ら
出
発
し
た
。

し
た
が
っ
て
そ
の
教
儀
が
釈
尊
の
意
図
に
も
拘
ら
ず
、
民
衆
に
と
っ
て
余
り
に
も
高
尚
す
ぎ
る
の
は
否
め
な
い
事
実
で
あ
る
ｇ
こ
れ
は
そ

の
弟
子
が
王
、
⑳
ハ
ラ
モ
ン
炎
族
の
出
身
者
か
多
く
シ
ュ
ー
ド
ラ
出
身
者
が
全
然
な
く
、
た
と
え
四
姓
に
入
門
を
解
放
し
て
は
あ
っ
た
に
し

て
も
、
実
際
は
下
肘
階
級
は
つ
い
て
行
け
ぬ
の
が
現
実
で
あ
っ
た
。
（
ウ
”
ハ
ー
リ
ン
を
践
民
出
身
と
す
る
の
は
後
代
の
所
伝
で
古
い
文
献

て
も
、
実
際

こ
の
思
弁
性
が
小
乗
仏
教
の
中
に
う
け
つ
が
れ
て
、
特
に
人
間
の
心
の
働
き
の
分
析
の
糒
密
さ
は
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
人
間
の

文
化
史
の
上
に
大
き
な
貢
献
を
な
し
て
居
る
。
然
し
所
謂
小
乗
二
十
部
或
は
大
乗
仏
教
の
空
の
否
定
的
モ
ー
メ
ン
ト
と
な
っ
た
有
部
の
論

に
は
な
い
。
）

(3)

よ
り
広
い
世
界

（
瑚
谷
氏
）
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理
等
ア
ピ
ダ
ル
マ
仏
教
を
形
造
り
、
そ
の
思
想
自
体
の
自
己
展
開
、
即
ち
思
弁
的
遊
戯
と
そ
の
閉
鎖
性
に
陥
っ
て
行
く
。
こ
の
欠
点
を
修

正
し
進
展
し
行
く
社
会
の
指
導
理
念
と
し
て
生
き
た
教
え
が
、
こ
の
新
ら
し
い
大
き
な
世
界
の
現
成
に
対
応
し
て
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

時
代
は
一
日
も
止
ら
ぬ
。
か
の
釈
尊
の
時
代
に
も
そ
の
端
著
が
見
ら
れ
る
。

即
ち
有
名
な
デ
ー
、
ハ
ダ
ッ
タ
の
進
蒲
が
そ
れ
で
あ
る
。
又
こ
の
問
題
が
決
定
的
と
な
る
の
は
釈
尊
滅
後
の
第
二
結
集
で
あ
る
。
即
ち

「
金
銭
の
布
施
を
う
け
る
こ
と
の
可
否
」
の
問
題
が
そ
れ
で
あ
る
。
即
ち
ヴ
エ
ー
シ
ャ
リ
ー
の
教
団
に
は
こ
の
金
銭
の
布
施
を
う
け
ざ

る
を
得
ぬ
事
情
。
然
も
正
統
派
が
大
挙
し
て
ヴ
エ
ー
シ
ャ
リ
ー
に
行
っ
て
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
せ
ざ
る
を
得
ぬ
程
に
情
勢
が
変
っ

て
ゐ
た
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
貨
幣
経
済
の
進
展
が
そ
こ
に
よ
み
と
ら
れ
る
。
そ
し
て
上
座
部
と
大
衆
部
と
が
快
を
分
つ
第
三
結
集
は
、
社

会
の
進
展
そ
の
も
の
が
、
こ
の
教
団
の
内
部
に
分
裂
せ
ざ
る
を
得
ぬ
所
ま
で
も
至
ら
し
め
て
居
た
と
首
い
得
よ
う
。

前
に
も
述
べ
た
如
く
ア
シ
ョ
カ
王
の
印
度
統
一
と
そ
の
理
念
と
し
て
の
仏
教
、
こ
の
仏
教
も
ア
シ
ョ
ヵ
王
の
裂
後
、
余
り
に
も
ア
シ
ョ

カ
王
の
仏
教
保
謹
に
よ
る
財
政
の
逼
迫
を
招
き
、
そ
し
て
こ
の
打
解
、
解
決
へ
の
道
を
、
こ
の
増
大
し
た
商
人
階
級
の
利
益
に
目
を
つ
け

た
こ
と
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
小
国
に
分
裂
し
た
、
各
国
王
に
よ
っ
て
商
業
交
易
権
は
取
り
あ
げ
ら
れ
、
段
々
と
商
業
資
本
は
圧
迫

さ
れ
、
や
が
て
商
人
階
級
は
崩
壊
の
一
途
を
た
ど
る
の
で
あ
る
。
（
こ
の
完
全
な
没
落
は
イ
ス
ラ
ム
の
侵
入
と
ロ
ー
マ
帝
国
と
の
通
間
の

さ
れ
、
や
が
て

然
ら
ば
あ
の
よ
う
に
強
大
を
持
て
る
商
人
が
何
故
、
か
く
も
容
易
に
没
落
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
ノ
、
印
度
に
於
て
は
、
元
来
商
業
資
本
の
進
展
に
は
国
王
等
は
圧
力
に
こ
そ
な
り
、
助
け
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
即
ち
「
昼
は
国

王
の
官
吏
が
荒
し
夜
は
盗
賊
が
人
を
苦
し
め
る
」
と
国
王
を
敵
視
し
て
居
る
。
更
に
イ
ン
ド
で
は
民
衆
が
孤
立
的
閉
鎖
的
で
あ
っ
て
、
国

家
の
支
配
を
う
け
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
し
、
前
述
の
如
く
、
印
度
の
衣
食
住
は
人
為
的
努
力
を
必
要
と
し
な
い
為
に
国
家
の
保
護
も
い

停
止
に
よ
る
。

ｰ
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ら
ず
、
従
っ
て
国
家
に
納
め
る
租
税
は
個
人
収
入
の
１
－
６
と
い
う
古
代
国
家
で
は
珍
ら
し
い
程
の
低
率
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
雛
力
因

に
収
め
る
献
納
位
に
し
か
意
味
を
も
た
な
な
っ
た
。
為
に
「
国
王
を
お
こ
ら
せ
る
な
、
国
王
の
支
配
に
遠
ざ
か
れ
」
を
「
サ
ン
ギ
ャ
」
の
理

想
と
し
た
よ
う
な
消
極
的
態
度
が
、
西
洋
の
よ
う
な
ギ
ル
ド
を
成
立
さ
せ
な
か
っ
た
。
然
し
「
ス
ダ
ッ
タ
長
者
が
祇
園
粘
舎
に
釈
尊
を
迎

え
た
時
五
○
○
人
の
長
者
が
従
っ
た
」
と
い
う
記
録
は
仏
教
流
の
誇
張
は
あ
る
に
せ
よ
、
た
し
か
に
職
業
別
組
合
ギ
ル
ド
に
似
た
組
織
、

後
の
職
業
カ
ー
ス
ト
制
度
が
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
。
然
し
そ
の
ギ
ル
ド
の
力
も
金
力
の
み
で
軍
隊
を
も
た
ず
、
為
に
王
や
官
僚
に
容

易
に
そ
の
商
業
権
を
と
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
力
に
対
抗
す
べ
く
も
な
く
、
そ
の
崩
壊
の
通
を
た
ど
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
ア
シ
ョ
ヵ
王
朝
の
後
イ
ン
ド
全
体
が
四
分
五
裂
と
な
り
、
イ
ン
ド
農
村
の
孤
立
的
閉
鎖
性
と
相
待
っ
て
、
限
定
的
な
小
地
域
に

於
け
る
閉
鎖
的
人
間
形
成
へ
進
み
、
ア
シ
ョ
カ
王
の
め
ざ
し
た
階
級
打
破
は
世
襲
的
身
分
制
度
の
確
立
へ
代
り
行
く
為
で
あ
る
。

更
に
こ
Ｌ
で
問
題
と
な
る
の
は
ギ
ル
ト
自
体
が
職
業
別
に
カ
ー
ス
ト
化
し
て
全
体
の
統
一
が
出
来
ず
、
容
易
に
資
本
の
鬮
有
化
を
行
わ

せ
商
業
の
崩
壊
を
必
来
せ
し
め
る
で
あ
る
。

、
、
、
、
、

要
す
る
に
私
の
考
え
る
の
は
、
イ
ン
ド
の
風
土
性
か
ら
来
る
、
そ
の
消
極
的
性
格
、
和
辻
氏
の
言
は
れ
る
如
き
「
モ
ン
ス
ー
ン
的
性

格
」
の
自
己
限
定
と
し
て
形
造
ら
れ
た
仏
教
、
ジ
ヤ
ィ
ナ
教
の
教
格
、
即
ち
平
和
主
義
の
教
え
が
、
逆
に
社
会
を
限
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
易
々
国
王
の
手
中
に
に
ぎ
ら
れ
て
行
っ
た
所
に
興
味
を
引
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
印
度
中
原
地
方
は
こ
の
社
会
変
動
か
ら
都
市
は
段
々
崩
壊
し
、
又
元
の
農
村
に
帰
り
つ
典
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
イ
ン
ド

の
都
市
は
西
洋
の
都
市
と
異
り
こ
れ
と
独
立
し
た
も
の
で
な
く
。
あ
く
ま
で
も
農
村
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
。

従
っ
て
、
商
業
経
済
の
変
動
は
容
易
に
農
村
に
帰
り
得
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
又
孤
立
し
た
小
国
の
分
立
、
世
襲
王
朝
の

成
立
、
封
建
性
の
固
定
化
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
要
請
さ
れ
る
教
は
、
や
は
り
・
ハ
ラ
モ
ン
の
カ
ー
ス
ト
の
教
え
の
外
な
く
、
為
に
ア
シ
ョ
カ
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王
の
死
後
・
ハ
ラ
モ
ン
教
の
復
活
が
急
速
に
行
わ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
尤
も
、
イ
ン
ド
的
特
質
と
し
て
、
仏
教
へ
の
保
護
と
信
仰
は
依
然

と
し
て
続
け
ら
れ
て
は
居
た
が
。
（
か
の
ア
シ
ョ
ヵ
王
が
？
ハ
ラ
モ
ン
や
ジ
ャ
ィ
ナ
教
を
禁
止
せ
ず
に
保
捜
を
加
え
た
と
何
じ
ょ
う
に
。
）

然
し
、
そ
こ
に
は
も
う
昔
日
の
お
も
か
げ
は
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
印
度
中
原
で
は
、
岐
早
大
き
な
社
会
変
動
と
沈
滞
が
起
っ
て
居
る
間
に
、
西
北
イ
ン
ド
で
は
溌
潮
と
し
た
文
化
の
舩
動
が

行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

西
紀
前
一
八
○
年
伽
奴
に
追
わ
れ
た
月
氏
族
が
天
山
山
脈
を
越
え
て
入
っ
て
き
て
、
ク
シ
ャ
ー
ナ
王
朝
を
き
づ
き
、
三
代
目
の
カ
ニ
シ

カ
王
に
至
る
と
鮫
感
期
を
か
ざ
り
、
そ
の
範
囲
は
ア
フ
ガ
’
一
ス
タ
ン
よ
り
中
部
デ
ッ
カ
ン
高
原
へ
、
西
は
ペ
ル
シ
ャ
ま
で
支
配
し
、
東
は

干
闘
等
を
後
漢
と
斗
う
程
の
大
国
を
造
っ
た
。

そ
も
ノ
、
こ
の
西
北
イ
ン
ド
で
は
、
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
の
侵
入
後
ア
シ
ョ
カ
王
に
統
一
さ
れ
た
も
の
Ｌ
そ
の
後
小
国
に
分
立
し
、
ギ
リ

シ
ャ
人
、
サ
カ
人
及
び
ペ
ル
シ
ャ
人
等
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
は
、
貨
幣
に
、
肖
像
を
の
せ
た
王
が
三
十
七
人
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
よ
う
。
特
に
仏
教
の
長
老
ナ
ガ
セ
ー
ナ
と
の
対
談

で
有
名
な
ミ
リ
ン
ダ
王
は
忘
れ
ら
れ
ぬ
存
在
で
あ
る
。
然
も
カ
ニ
シ
カ
王
の
在
世
中
に
、
鼓
大
範
囲
を
誇
る
ロ
ー
ー
、
の
使
い
か
月
氏
国
を

通
っ
て
、
後
漢
に
達
し
、
又
ロ
ー
マ
へ
の
蕃
侈
品
の
輸
出
で
莫
大
な
利
益
を
あ
げ
て
ゐ
た
こ
と
か
ら
、
東
西
交
通
か
こ
の
、
ン
ル
ク
ロ
ー
ド

沿
い
の
州
氏
国
を
通
じ
て
交
流
し
て
ゐ
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。

特
に
岐
近
の
研
究
で
、
ロ
ー
マ
で
は
シ
ー
ザ
ー
が
金
本
位
制
を
造
り
、
ク
シ
ャ
ー
ナ
朝
の
ヴ
ィ
マ
ヵ
ド
フ
ィ
ー
セ
ス
王
も
金
本
位
制
を

つ
く
っ
た
が
、
そ
の
金
貨
は
ロ
ー
マ
と
同
じ
単
位
で
あ
り
、
ク
シ
ャ
ー
ナ
朝
の
金
貨
が
ロ
ー
マ
の
国
の
冨
訂
己
貨
に
相
当
す
る
（
中
村

元
氏
）
こ
れ
は
外
国
貿
易
を
前
提
し
、
同
一
の
経
済
圏
を
前
提
す
る
、
そ
こ
に
東
と
西
を
併
せ
た
一
つ
の
世
界
が
現
成
し
た
と
言
っ
て
も
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肌
つ
又
、
中
村
元
氏
は
、
ロ
ー
ー
、
の
貨
幣
か
現
在
耐
方
イ
ン
ド
の
海
岸
地
方
に
於
て
、
非
常
に
多
く
発
見
さ
れ
る
の
は
注
目
す
べ
き
だ

と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ロ
ー
マ
か
ら
の
金
の
移
入
か
南
方
イ
ン
ド
の
港
を
介
し
、
そ
の
後
背
地
で
の
流
通
を
意
味
し
、
南
方
イ
ン
ド

の
、
ア
マ
ラ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
と
か
、
ナ
ガ
ー
ル
ヂ
ュ
ニ
コ
ン
ダ
ー
の
荘
大
な
仏
教
の
建
造
物
や
、
美
術
品
が
作
ら
れ
、
大
乗
仏
教
の
初
期

の
経
典
の
作
ら
れ
た
の
は
、
｝
・
）
の
よ
う
な
社
会
現
象
と
深
い
関
係
が
あ
っ
た
と
考
え
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
イ
ン
ド
と
ギ
リ
シ
ャ
と
を
一
つ
に
し
た
よ
り
大
き
な
世
界
、
こ
の
世
界
を
基
盤
に
し
て
ギ
リ
シ
ャ
的
手
法
と
容
姿
を
も
っ

た
ガ
ン
ダ
ー
ラ
ム
仏
が
作
ら
れ
る
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
然
う
し
て
こ
れ
に
刺
戟
さ
れ
て
、
マ
ト
ー
ラ
に
一
、
ト
ー
ラ
仏
が
同
時
代
に
生
れ

た
の
は
、
西
洋
の
理
智
を
呪
わ
す
冷
た
い
が
蝋
い
脚
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
仏
に
対
し
て
、
赤
色
の
砂
粁
に
堀
川
さ
れ
た
蝦
澗
な
↓
、
ト
ー
ラ
仏
は

Ｉ
ン
ド
の
仏
と
し
て
そ
の
対
比
が
興
味
深
い
‐
Ｕ
の
で
あ
る
§

こ
の
一
つ
の
イ
ン
ド
と
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
を
班
に
一
つ
に
す
る
柿
神
的
社
会
的
風
土
に
於
て
、
然
も
そ
の
外
的
影
響
や
刺
戟
に
よ
っ
て
涌
き

で
る
イ
ン
ド
自
身
の
生
命
力
、
大
乗
仏
教
の
現
成
と
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
成
立
と
が
、
混
然
と
し
て
そ
こ
に
新
た
な
世
界
を
生
む
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
し
た
が
っ
て
、
岐
早
印
度
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
西
と
東
の
文
化
の
、
印
度
に
よ
る
綜
合
な
の
で
あ
る
。

こ
の
地
盤
か
ら
般
若
経
、
大
腿
婆
娑
諭
Ｑ
二
九
’
一
五
三
）
法
華
経
（
後
一
○
○
年
主
要
部
完
成
）
大
智
度
論
ａ
五
○
’
二
五
○

竜
樹
）
無
肴
世
親
（
三
○
○
’
三
九
○
）
の
認
識
論
ｇ
三
○
’
四
○
○
）
…
．
の
歴
史
的
な
人
類
岐
高
の
文
化
が
華
を
咲
か
せ
る
。

特
に
私
の
興
味
を
も
つ
の
は
、
無
蒋
世
親
の
唯
識
諭
は
「
す
べ
て
の
も
の
が
空
な
る
こ
と
は
疑
い
な
き
辨
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
我
々

る
｡．

言
い
す
ぎ
で
は
な
い
。

こ
の
様
に
民
族
を
越
え
た
同
一
の
「
よ
り
大
き
い
世
界
」
の
現
成
と
い
う
こ
と
が
、
大
乗
仏
教
に
と
っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
世
界
で
あ
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の
意
識
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
Ｊ
こ
の
識
こ
そ
絶
対
」
と
す
る
一
元
論
的
観
念
論
は
、
大
乗
仏
教
が
宗
教
的
に
一
神
諭
的
に
展
開
す
る

（
阿
弥
陀
仏
、
久
遠
仏
）
の
と
対
応
し
て
、
更
に
こ
の
よ
り
広
い
一
つ
の
世
界
の
現
成
と
無
関
係
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
え
よ
う
。

占
来
よ
り
弥
勒
は
イ
ラ
ン
の
ミ
メ
ラ
ー
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
は
西
方
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

私
は
、
内
在
的
か
ら
超
越
的
に
変
り
ゆ
く
神
の
あ
り
方
、
自
ら
悟
る
道
か
ら
救
済
慈
悲
に
す
が
ら
ん
と
す
る
方
向
の
転
換
に
、
何
か
異

質
の
も
の
が
あ
る
と
す
る
考
え
に
答
え
る
余
裕
は
な
い
。
然
し
人
間
の
論
理
の
必
然
と
し
て
人
間
の
弱
さ
、
実
存
の
自
覚
と
共
に
救
い
を

求
め
る
方
向
が
仏
教
自
身
の
中
か
ら
出
て
も
不
自
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
一
歩
退
い
て
、
こ
の
考
え
の
変
化
か
キ
リ
ス
ト
教
や

ア
フ
イ
ツ
４
１
ル
ト
ペ
ル
ナ
ン

回
教
の
出
て
来
る
砂
洩
的
宗
教
の
地
盤
と
の
接
触
に
諺
冨
塁
の
再
尋
の
己
曾
さ
れ
た
と
し
て
も
、
即
ち
こ
の
よ
り
広
い
世
界
に
於
て
他
の
思

想
が
刺
戟
と
な
っ
て
、
自
ら
の
自
覚
を
深
く
し
、
自
ら
の
中
か
ら
出
て
来
た
と
言
え
な
い
こ
と
は
な
い
》

こ
の
一
つ
の
例
か
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
成
立
で
あ
る
〕
後
一
八
○
年
、
釈
尊
が
意
欲
的
に
用
い
た
．
ハ
ー
リ
語
を
、
又
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
に
も

ど
し
。
ハ
ラ
モ
ン
教
を
民
衆
化
し
た
新
た
な
宗
教
を
成
立
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
空

こ
れ
は
グ
シ
ャ
ー
ナ
朝
が
、
外
爽
の
侵
入
に
疲
れ
、
が
出
て
来
た
頃
、
印
度
中
原
の
マ
ガ
ダ
国
に
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
ブ
タ
（
三
二
○
’
三

三
五
）
か
現
れ
て
グ
ブ
タ
刺
を
作
り
へ
中
脈
を
支
配
し
た
ｕ
そ
し
て
復
古
的
な
磯
村
経
済
封
建
的
な
国
家
を
作
っ
た
。
こ
の
社
会
の
沈
滞

固
定
化
に
は
、
や
は
り
仏
教
よ
り
も
〃
ハ
ラ
モ
ン
教
の
方
が
適
し
て
ゐ
た
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
Ｕ
然
し
時
代
は
進
展
す
る
。
一
日
も
止
ら

な
い
ひ
そ
こ
の
挫
村
は
や
は
り
こ
の
広
い
世
界
の
洗
礼
を
う
け
た
農
村
で
も
あ
る
。
従
っ
て
そ
こ
に
成
立
し
た
ヒ
ン
ズ
ー
教
は
バ
ラ
モ
ン

教
そ
の
も
の
で
は
な
い
ｕ
即
ち
ヒ
ン
ー
ズ
教
は
リ
グ
ベ
Ｉ
ダ
の
神
々
の
伝
統
を
う
け
て
は
居
る
が
、
・
ハ
ラ
モ
ン
教
の
貴
族
性
よ
り
氏
衆
性

に
そ
の
特
微
を
も
っ
て
勝
る
。
然
も
そ
の
三
主
神
は

ブ
ラ
フ
マ
ー
…
（
宇
宙
の
創
造
を
司
る
神
）
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ヴ
ィ
シ
ィ
ヌ
：
．
（
宇
宙
の
維
持
を
司
る
神
）

シ
ー
ハ
！
…
・
…
．
（
破
壊
を
司
る
神
然
も
ヒ
ン
ズ
ー
教
で
は
究
極
的
な
破
壊
は
な
い
か
ら
や
は
り
鮫
終
的
に
は
こ
れ
も
創
造
の
神
）

で
あ
り
、
大
陽
ス
ー
リ
ャ
、
火
ア
グ
ニ
、
雷
電
イ
ン
ド
ラ
等
、
多
く
の
自
然
現
象
を
神
格
化
し
、
そ
の
組
合
せ
が
、
我
々
の
運
命
を
支
配

す
る
等
、
モ
ン
ス
ー
ン
的
風
土
性
と
・
ハ
ラ
モ
ン
教
的
伝
統
を
意
味
す
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
然
し
こ
典
に
持
筆
さ
る
べ
き
こ
と
は
、

か
の
ボ
ン
ベ
イ
の
エ
レ
フ
ァ
ン
タ
島
の
窟
院
の
彫
刻
に
示
さ
れ
る
如
く
、
三
神
か
即
一
身
と
い
う
思
想
が
出
て
来
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。

ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
で
も
多
く
の
神
々
が
ブ
ラ
フ
マ
ン
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
に
統
一
さ
れ
る
思
想
は
出
て
ゐ
る
。
然
し
そ
れ
は
哲
学
的
観
念
の

上
だ
け
に
止
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
地
盤
は
大
乗
仏
教
と
異
っ
て
閉
鎖
的
磯
村
で
は
あ
っ
て
も
、
や
は
り
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
も

時
代
の
子
で
あ
り
、
二
世
紀
の
大
乗
仏
教
の
成
立
し
た
「
よ
り
広
い
世
界
」
「
よ
り
普
遍
的
世
界
」
の
上
に
現
成
し
た
宗
教
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
一
神
教
化
の
逆
を
た
ど
っ
た
と
い
え
よ
う
。
（
勿
も
不
完
全
で
は
あ
る
が
）

こ
の
よ
う
に
印
度
中
原
に
於
て
の
経
済
社
会
が
閉
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
行
く
に
従
っ
て
仏
教
の
道
は
自
ら
渡
退
の
通
を
た
ど
る
の
は

自
然
の
道
理
で
あ
り
、
あ
の
七
世
紀
・
ハ
ー
ラ
朝
時
代
の
密
教
の
成
立
も
、
い
わ
ゆ
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
化
し
た
仏
教
の
成
立
も
、
い
わ
ば
一
口

に
言
っ
て
仏
教
の
磯
村
化
へ
の
努
力
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
然
し
、
も
と
ノ
く
、
普
遍
化
を
求
め
る
開
か
れ
た
社
会
の
原
理
た
る
仏
教

が
、
閉
さ
れ
た
社
会
に
生
き
よ
う
と
す
る
の
は
ど
だ
い
無
理
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
寧
ろ
仏
教
と
し
て
の
生
命
が
失
わ
れ
、
か

え
っ
て
寿
命
を
短
く
す
る
の
で
あ
る
。

然
ら
ば
北
西
イ
ン
ド
で
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
さ
し
も
栄
え
た
西
北
イ
ン
ド
も
エ
フ
タ
ル
の
何
も
の
を
も
残
さ
ぬ
侵
略
の
残
酷
さ
に
よ

っ
て
仏
教
は
遂
に
北
西
イ
ン
ド
か
ら
中
原
に
難
を
さ
け
る
、
こ
の
中
原
も
前
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
仏
教
は
所
詮
安
住
の
地
は
イ
ン
ド

に
求
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
為
に
北
西
イ
ン
ド
か
ら
支
那
に
渡
る
の
で
あ
る
。
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然
し
永
く
仏
教
史
の
上
に
記
憶
に
残
り
、
そ
の
教
義
の
深
化
に
逆
に
影
響
を
与
え
た
大
事
件
が
あ
っ
た
。

即
ち
ミ
ヒ
ラ
グ
ラ
王
（
五
○
二
’
五
四
二
）
の
残
酷
さ
は
蓮
華
面
経
を
成
立
さ
せ
そ
の
主
人
公
と
し
て
登
場
す
る
程
で
あ
る
。
然
も
こ

の
フ
ン
族
の
優
入
迫
害
と
関
係
あ
り
と
い
わ
れ
る
桃
秦
（
三
八
四
’
四
一
七
）
北
郷
（
三
八
六
’
五
三
四
）
に
わ
た
っ
た
訳
経
僧
は
、
全

部
ガ
ン
ダ
ー
ラ
、
カ
シ
ミ
ー
ル
、
ウ
ド
ャ
ー
ナ
出
身
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
地
が
仏
教
の
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
且
つ
又
如
何
に
長

年
月
に
わ
た
っ
て
執
勧
に
、
侵
略
が
重
ね
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
又
こ
の
訳
経
僧
も
北
斉
よ
り
随
、
唐
ま
で
続
く
が
、
そ
の
後
全

々
な
く
な
っ
て
了
っ
た
こ
と
は
仏
教
が
こ
の
地
方
に
な
く
な
っ
て
了
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
然
も
六
世
紀
後
半
に
、
ミ
ヒ
ラ
グ
ラ
の

後
三
十
年
か
ら
五
十
年
と
い
う
短
時
間
の
六
世
紀
後
半
に
蓮
華
面
緑
が
漢
訳
さ
れ
、
又
末
法
の
文
字
が
み
え
た
と
い
う
事
実
は
、
如
何
に

こ
の
法
滅
の
事
実
が
切
実
で
あ
っ
た
か
を
示
し
、
又
こ
の
経
典
と
同
一
訳
者
の
大
集
経
に
同
じ
く
「
正
像
末
」
の
末
法
意
識
が
出
来
し
、

法
華
経
も
約
同
時
代
の
羅
什
訳
に
よ
っ
て
「
末
法
」
が
訳
出
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
イ
ン
ド
に
於
け
る
法
の
滅
亡
す
る
、
ま
さ
に
「
末
法
」

の
現
成
と
そ
の
自
覚
と
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。

鈍
亦
”
川

古
来
般
若
経
の
中
に
出
て
ゐ
る
そ
の
流
布
の
γ
雷
は
歴
史
的
に
も
社
会
史
的
に
も
、
当
時
の
社
会
状
態
と
合
致
し
て
勝
る
と
雷
わ
れ
て

居
る
。
即
ち
初
期
経
典
た
る
道
行
般
若
経
（
Ａ
Ｄ
一
七
九
漢
訳
）
は
南
天
竺
↓
西
天
竺
↓
北
天
竺
に
こ
の
経
が
ひ
ろ
ま
る
で
あ
ろ
う
と
篇

い
。
末
期
の
大
般
若
経
第
二
分
（
Ａ
Ｄ
六
六
○
’
六
六
三
玄
藥
訳
）
は
東
南
↓
南
↓
西
南
↓
西
北
方
↓
北
方
↓
東
北
方
と
あ
る
。
こ
れ
は

そ
の
政
治
的
に
栄
え
て
居
た
剛
を
さ
し
、
又
当
時
の
自
由
な
商
業
経
済
の
中
心
地
と
符
合
し
て
居
る
（
中
村
元
氏
）
と
い
わ
れ
て
居
る
こ

ぺ
ク
セ
ル
ベ
ツ
ツ
４
１
フ
・
タ
グ

と
か
ら
し
て
如
何
に
仏
教
が
そ
の
商
業
経
済
と
相
関
で
あ
り
、
又
そ
の
商
業
経
済
圏
の
拡
大
と
仏
教
の
理
念
の
普
遍
性
と
が
相
関
関
係
で

あ
る
か
堂
こ
の
一
事
を
も
っ
て
し
て
も
理
解
さ
れ
よ
う
。

膚
Ｉ
。
Ｌ
Ｉ
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｜
｜
｜

’

こ
の
よ
う
に
思
想
は
そ
の
基
盤
の
自
己
自
覚
と
し
て
成
立
す
る
。
成
立
す
る
や
こ
の
思
想
は
逆
に
基
盤
を
規
定
し
指
導
す
る
。
や
が
て

そ
の
基
盤
は
前
の
韮
雛
で
は
な
く
な
る
。
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
。
そ
し
て
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
通
じ
て
新
た
な
基
盤
を
志
向
し
、
又
そ
こ
か
ら
新

た
な
基
鍛
が
、
そ
し
て
又
そ
こ
か
ら
思
想
が
と
、
弁
証
法
的
に
続
い
て
行
く
。
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