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堕
落
。
江
戸
期
の
仏
教
と
い
う
と
、
か
つ
て
は
こ
う
評
さ
れ
た
こ
と）

（
（

も
あ
る
。

　
確
か
に
、
鎌
倉
期
の
よ
う
に
浄
土
教
の
展
開
や
禅
宗
の
導
入
と
い
っ
た
際
立
っ
た
動
向
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
時
代
を
象
徴
す
る
よ

う
な
祖
師
た
ち
が
続
出
す
る
よ
う
な
こ
と
も
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
日
本
の
宗
教
史
や
思
想
史
を
語
る
上
で
は
、
仏
教
が
〈
主

役
〉
の
座
か
ら
退
い
た
感
も
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
現
代
か
ら
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
た
際
の
〈
語
り
〉
や
〈
論
じ
方
〉
に
よ
る
部
分

も
多
く
、
実
際
問
題
と
し
て
、
仏
教
と
い
う
宗
教
の
存
在
自
体
が
衰
亡
し
て
い
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
江
戸
期
の
仏
教
は
幕
府
に
よ
る
寺

社
体
制
を
担
う
勢
力
と
し
て
厳
然
と
し
て
あ
り
、
政
治
主
導
の
面
も
あ
る
と
は
言
え
、「
檀
家
」
と
い
う
多
く
の
信
者
を
登
録
す
る
と
い

う
形
に
な
っ
て
い
た
。
幕
末
か
ら
維
新
期
に
い
わ
ゆ
る
廃
仏
毀
釈
に
よ
る
被
害
な
ど
も
経
験
し
た
が
、
近
代
以
降
の
新
興
宗
派
も
含
め
て
、

現
代
に
至
っ
て
も
な
お
、
日
本
に
お
い
て
仏
教
が
有
数
の
宗
教
と
し
て
現
存
し
て
い
る
事
実
は
、
今
更
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
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朱
子
学
や
陽
明
学
の
系
統
と
さ
れ
る
儒
者
た
ち
、
あ
る
い
は
、
朱
子
学
の
よ
う
な
後
発
の
学
説
を
批
判
し
、
儒
学
と
し
て
本
来
あ
る
べ

き
姿
を
追
求
し
た
古
学
や
古
文
辞
学
な
ど
の
学
派
に
代
表
さ
れ
る
儒
教
・
儒
学
の
展
開
。
日
本
の
古
典
研
究
を
主
と
し
て
、
漢
学
要
素
を

切
り
離
し
た
和
学
の
在
り
方
を
模
索
す
る
国
学
。
前
代
に
成
立
し
た
度
会
神
道
や
吉
田
神
道
な
ど
に
影
響
を
受
け
つ
つ
展
開
す
る
神
道
説
。

こ
う
し
た
要
素
が
江
戸
期
の
学
問
、
宗
教
や
思
想
に
お
い
て
は
、
主
筋
と
し
て
論
じ
ら
れ
や
す
い
傾
向
に
あ
る
。

　
だ
が
、
江
戸
期
よ
り
も
前
に
仏
教
が
〈
主
役
〉
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
無
論
、
こ
の
時
期
の
日
本
で
儒
学
が
全
く
行
わ
れ
な
か
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
朱
子
学
の
よ
う
な
後
発
の
学
問
も
鎌
倉
期
に
は
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
禅
宗
の
中
で
は
、
儒
学
研
鑽
を
主
と
す
る
「
儒
林
」

と
呼
ば
れ
る
集
団
も
形
成
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
、
仏
教
の
祖
師
た
ち
と
同
じ
く
ら
い
に
際
立
っ
た
儒
者
や
、
そ
の
思
想
が
書
か
れ
た
文
献

と
い
う
存
在
は
見
出
し
に
く
い
。
結
果
と
し
て
、
江
戸
期
を
迎
え
る
よ
り
前
の
儒
教
・
儒
学
は
、〈
語
る
こ
と
が
難
し
い
も
の
〉
と
な
っ

て
い
る
。
江
戸
期
に
お
い
て
は
、
そ
れ
に
仏
教
が
該
当
す
る
と
い
う
面
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
、
江
戸
期
の
仏
教
に
新
要
素
が
無
か
っ
た
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
も
な
い
。
江
戸
幕
府
に
よ
る
宗
教
統
制
そ
の
も
の
が
、
仏
教
を

新
局
面
に
向
か
わ
せ
た
部
分
も
指
摘
で
き
る
。
例
え
ば
、
曹
洞
宗
に
つ
い
て
言
え
ば
、
彼
ら
は
必
ず
し
も
宗
祖
と
仰
ぐ
道
元
（
一
二
〇
〇
　

─
一
二
五
三
）

を
頂
点
と
し
た
一
集
団
と
し
て
動
い
て
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
道
元
が
開
い
た
永
平
寺
は
、
道
元
寂
後
数
十
年
で
内
部
対
立
に
よ
っ

て
停
滞
。
そ
の
一
方
で
、
永
平
寺
を
離
れ
た
義
介
（
一
二
一
九
　

─
一
三
〇
九
）
の
弟
子
に
あ
た
る
瑩
山
紹
瑾
（
一
二
六
八
　

─
一
三
二
五
）
が
開
い
た
総
持
寺
や
永
光
寺

が
勢
力
を
伸
ば
す
。
結
果
と
し
て
、
曹
洞
宗
と
称
す
る
多
く
の
寺
院
は
、
総
持
寺
系
や
永
光
寺
系
に
連
な
り
、
永
平
寺
は
宗
祖
道
元
が
開

い
た
寺
院
で
は
あ
る
も
の
の
、
教
線
と
し
て
は
総
持
寺
系
や
永
光
寺
系
が
遥
か
に
大
き
く
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
徳
川
幕
府
が
寺
社
体

制
と
し
て
命
じ
た
の
は
永
平
寺
と
総
持
寺
を
両
本
山
と
す
る
一
つ
の
〈
曹
洞
宗
〉
で
あ
っ
た
。
現
在
の
宗
教
法
人
や
宗
教
団
体
の
イ
メ
ー

ジ
か
ら
す
る
と
、
ま
ず
宗
派
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
属
す
る
宗
教
施
設
が
あ
る
、
と
す
る
の
が
通
例
の
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
こ
れ
は
い
わ

ば
現
代
的
な
見
方
で
あ
り
、
当
時
の
曹
洞
宗
は
そ
の
よ
う
な
状
態
で
は
な
い
。
永
平
寺
も
総
持
寺
も
永
光
寺
も
一
括
り
に
し
て
、
一
つ
の
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宗
派
と
し
て
運
営
す
る
と
い
う
事
態
は
、
実
質
初
め
て
の
局
面
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
宗
派
内
の
実
勢
と
し
て
、
数
字
上
は

必
ず
し
も
大
き
く
な
か
っ
た
永
平
寺
が
両
本
山
の
一
角
に
据
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
当
然
の
ご
と
く
、
宗
派
内
に
は
混
乱
も
生
じ
、
本
末

の
上
下
関
係
を
め
ぐ
っ
て
の
争
い
も
発
生
し
た
。
こ
の
時
期
の
曹
洞
宗
の
動
向
の
一
つ
と
し
て
「
宗
統
復
古
運
動
」
を
取
り
上
げ
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
そ
の
要
因
に
は
、
江
戸
期
に
入
っ
て
新
た
に
設
定
さ
れ
た
〈
曹
洞
宗
〉
と
い
う
枠
組
み
に
対
し
て
一
定
の
規
範
を
作
り
直

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
現
実
が
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
時
に
、〈
曹
洞
宗
〉
と
し
て
、
宗
祖
で
あ
る
道
元
の
言
葉
を
あ
ら

た
め
て
振
り
返
ろ
う
と
い
う
動
き
が
生
じ
て
く
る
。

　
た
だ
し
、
曹
洞
宗
の
「
宗
統
復
古
運
動
」
は
、
そ
の
呼
称
こ
そ
「
復
古
」
で
は
あ
る
が
、
内
容
か
ら
す
る
と
完
全
に
道
元
へ
と
立
ち
戻

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
道
元
自
身
は
中
国
の
曹
洞
宗
で
行
わ
れ
て
い
た
五
位
思
想
の
採
用
を
禁
じ
て
い
る
が
、
道
元
の
門
下
た

ち
の
多
く
は
こ
れ
を
採
用
し
、
江
戸
期
の
「
宗
統
復
古
運
動
」
を
経
て
も
、
こ
の
傾
向
は
続
く
こ
と
に
な
る
。「
復
古
」
と
い
っ
て
も
完

全
に
古
に
復
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、
江
戸
期
当
時
の
状
況
下
に
お
い
て
「
古
」
を
取
り
入
れ
る
と
い
う
の
が
実
際
の
と
こ
ろ

で
あ
っ
た
。〈
古
色
を
伴
う
新
し
い
動
向
〉
な
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
、
い
わ
ば
〈
古
く
て
新
し
い
〉
と
い
う
要
素
は
、
江
戸
期
の
仏
教
が
〈
三
教
論
〉
に
お
い
て
直
面
し
た
問
題
で
も
あ
っ
た
。

　〈
三
教
論
〉
は
、
元
来
は
中
国
に
お
い
て
仏
教
が
導
入
を
め
ぐ
っ
て
、
中
国
固
有
の
儒
教
や
老
荘
思
想
と
、
外
来
の
仏
教
と
の
関
係
が

論
点
と
さ
れ
た
も
の
で
、
三
者
の
差
異
や
、
共
通
項
の
模
索
な
ど
が
内
容
と
な
る
。
中
国
で
は
儒
、
道
（
老
荘
）、
仏
の
三
者
が
基
本
と

な
る
が
、
日
本
で
は
特
に
江
戸
中
期
以
降
、
儒
、
仏
、
神
（
神
道
）
と
い
う
形
で
〈
三
教
論
〉
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
。
ま
た
、

〈
三
教
論
〉
が
持
ち
出
さ
れ
る
際
に
は
、
宗
教
間
で
の
差
異
を
強
調
し
て
他
者
排
斥
を
目
す
る
場
合
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
に
差
異
を
認

め
つ
つ
も
通
底
す
る
部
分
に
注
目
し
て
一
致
・
融
和
を
図
る
ケ
ー
ス
と
、
大
別
し
て
二
種
と
な
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
二
種
で
は
特
に
、
前

者
に
は
仏
教
排
斥
を
主
張
す
る
儒
学
が
該
当
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
や
す
く
、
全
て
の
立
場
を
一
つ
に
す
る
〈
三
教
一
致
〉
を
表
明
す
る
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の
は
仏
教
に
多
い
と
い
う
傾
向
は
う
か
が
え
る
。
日
本
で
は
儒
学
勢
が
伸
張
す
る
江
戸
期
に
入
っ
て
活
発
に
な
り
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う

に
、
神
道
の
立
場
が
新
た
な
要
素
と
し
て
加
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
場
合
、
儒
学
は
神
道
と
の
融
和
を
図
っ
た
上
で
仏
教
を
排
斥
す
る
こ
と

が
多
く
、「
儒
仏
論
争
」
と
い
う
形
で
表
面
化
す
る
こ
と
も
多
い
。

　
た
だ
し
、
こ
う
し
た
〈
三
教
論
〉
や
儒
仏
関
係
論
、
中
国
思
想
と
仏
教
と
の
交
渉
論
は
、
古
く
は
格
義
仏
教
へ
遡
り
、
本
来
は
中
国
へ

の
仏
教
伝
来
を
契
機
と
し
て
議
論
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
日
本
で
活
発
化
し
た
の
は
江
戸
期
で
あ
っ
て
も
、
議
論
の
展
開
自
体
は
既
に

千
五
百
年
ほ
ど
経
過
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、〈
三
教
一
致
〉
の
言
説
は
、
中
国
で
は
禅
宗
が
得
意
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
思
想
は

鎌
倉
期
の
日
本
に
既
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
つ
ま
り
、
江
戸
期
の
仏
教
側
、
特
に
禅
宗
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
当
時
活
発
化
し
た
〈
三
教
論
〉
の
多
く
、
特
に
儒
学
か
ら
の
仏
教
批

判
は
既
に
中
国
で
行
わ
れ
、
日
本
へ
伝
達
済
み
の
も
の
で
あ
り
、
一
々
の
議
論
に
決
着
が
つ
い
て
い
る
か
は
と
も
か
く
、
既
知
の
事
項
で

あ
り
、
蓄
積
済
み
の
知
識
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
、
少
な
く
と
も
、
日
本
特
有
の
神
道
の
要
素
が
入
り
込
ま
な
い
〈
三
教
論
〉
や
儒
仏

論
争
は
、
そ
れ
が
活
発
化
し
て
も
、〈
古
い
〉
問
題
の
継
続
と
い
う
面
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。

　
本
稿
で
取
り
上
げ
る
『
三
教
質
疑
抄
』
は
、
対
馬
藩
で
朝
鮮
通
信
使
に
関
わ
っ
た
禅
僧
、
規
伯
玄
方
（
一
五
八
八
　

─
一
六
六
一
）
が
、
そ
の
晩
年
に

出
版
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
書
は
そ
の
序
文
に
お
い
て
、

三
教
ノ
道
、
其
所
教
有
異
ヲ
以
テ
古
今
ノ
論
辨
ス
ル
コ
ト
未
已
。
殊
ニ
衰
世
末
学
ニ
至
テ
ハ
其
浅
深
可
否
ヲ
不
知
シ
テ
古
人
ノ
教
ヲ

設
ル
言
ニ
就
テ
種
々
ノ
説
ヲ
作
ス
。
只
己
ニ
昧
キ
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ス
多
ク
人
ヲ
惑
ス
、
可
哀
哉）

（
（

と
述
べ
て
お
り
、
規
伯
玄
方
は
、
当
時
の
儒
者
た
ち
が
論
じ
て
い
る
〈
三
教
論
〉
や
仏
教
批
判
に
つ
い
て
、
や
た
ら
と
古
い
言
葉
を
持
ち
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出
す
だ
け
で
、
そ
の
要
所
を
わ
か
っ
て
い
な
い
と
嘆
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
禅
僧
で
あ
る
玄
方
か
ら
見
れ
ば
、
当
時
の
儒
者
た
ち
に
よ
る

議
論
は
、
単
な
る
蒸
し
返
し
に
過
ぎ
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
批
判
に
対
す
る
回
答
が
仏
教
側
に
は
既
に
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
建
設

的
な
話
に
は
な
ら
な
い
無
駄
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
意
味
で
は
〈
新
し
い
の
に
、
古
臭
い
〉
議
論
に
過
ぎ
な
い
。『
三
教
質
疑
抄
』
の

中
で
、
規
伯
玄
方
は
仏
・
儒
・
道
（
老
荘
）
の
〈
三
教
一
致
〉
説
を
羅
列
し
て
い
く
が
、
そ
の
意
義
に
は
、
当
時
勢
い
を
増
し
て
き
た
儒

学
を
返
り
討
ち
に
す
る
と
い
う
よ
り
、
古
い
議
論
を
終
わ
ら
せ
る
、
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
上
で
『
三
教
質
疑
抄
』
の
序
文
に
は
、

予
、
竊
ニ
謂
フ
ニ
、
三
教
ノ
道
、
厥
言
雖
如
有
異
、
其
旨
皆
帰
於
至
誠
者
乎
（
異
な
り
有
る
が
如
し
と
雖
も
、
其
の
旨
は
皆
、
至
誠

に
帰
す
る
か）

（
（

）

と
も
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
仏
・
儒
・
道
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
言
葉
に
現
れ
る
面
で
は
相
違
す
る
が
、
通
底
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
で
、
そ

れ
は
皆
「
至
誠
」
に
帰
す
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
三
教
が
共
有
す
べ
き
要
素
に
つ
い
て
、
仏
教
色
が
濃
い
言
葉
を
使
い
、
仏
教
の
観
点
を

主
と
し
て
ま
と
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
至
誠
」
と
い
う
、
そ
の
言
葉
自
体
が
中
国
思
想
で
も
仏
教
で
も
通
用
す
る
レ
ベ
ル

が
選
択
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
、
著
者
で
あ
る
規
伯
玄
方
に
、
禅
僧
と
い
う
立
場
を
持
ち
な
が
ら
も
三
教
を
平
等
な
線
に
置
こ
う
と

し
て
い
る
姿
勢
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
儒
者
か
ら
の
仏
教
批
判
を
た
だ
打
ち
返
す
の
で
は
な
く
、
古
い
議
論
に
終
始
す
る
流
れ
に
楔
が
打
た
れ
る
こ
と
で
、
江
戸
期
の
〈
三
教

論
〉
が
本
当
の
〈
古
く
て
新
し
い
〉
地
平
へ
と
進
ん
で
い
く
。
そ
の
過
程
の
一
端
と
し
て
『
三
教
質
疑
抄
』
と
い
う
書
物
の
位
置
づ
け
を
、

本
稿
で
の
試
み
と
し
た
い
。
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1
　
規
伯
玄
方
に
つ
い
て

　
本
稿
で
取
り
上
げ
る
『
三
教
質
疑
抄
』
の
著
者
、
規
伯
玄
方
は
、
宗
派
と
し
て
は
臨
済
宗
幻
住
派
に
属
す
る
禅
僧
で
あ
る
。
天
正
十
六

年
（
一
五
八
八
）
に
筑
紫
に
生
ま
れ
、
博
多
の
聖
福
寺
や
京
の
東
福
寺
の
住
持
な
ど
を
歴
任
し
た
景
轍
玄
蘇
（
一
五
三
七

　

─
一
六
一
一
）
に
師
事
す
る
。

師
の
後
継
者
と
し
て
対
馬
藩
に
お
け
る
対
朝
鮮
外
交
僧
を
務
め
、
後
に
「
日
朝
間
国
書
改
ざ
ん
事
件）

（
（

」
の
中
心
的
人
物
の
ひ
と
り
と
な
る
。

　
こ
の
事
件
は
、「
対
馬
一
件
」
や
「
柳
川
一
件
」
の
別
名
で
も
呼
ば
れ
、
規
伯
玄
方
を
含
む
関
係
者
が
処
罰
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
豊
臣

秀
吉
に
よ
る
朝
鮮
出
兵
以
降
、
そ
の
戦
後
処
理
や
、
明
と
の
朝
貢
関
係
が
絡
む
国
同
士
の
立
場
な
ど
、
様
々
な
面
で
噛
み
合
わ
な
い
朝
鮮

（
李
朝
）
と
徳
川
幕
府
と
の
間
を
取
り
持
つ
た
め
、
対
馬
藩
と
そ
の
外
交
僧
で
あ
っ
た
規
伯
玄
方
ら
は
偽
装
を
し
て
ま
で
関
係
改
善
に
苦

慮
し
た
。
そ
の
成
果
は
挙
が
っ
た
も
の
の
、
対
馬
藩
内
で
は
家
臣
・
柳
川
調
興
（
一
六
〇
三
　

─
一
六
八
四
）
派
と
、
藩
主
・
宗
義
成
（
一
六
〇
四
　

─
一
六
五
七
）
派
と

の
間
に
内
部
対
立
が
勃
発
。
結
果
と
し
て
、
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）、
柳
川
調
興
の
内
部
告
発
に
よ
っ
て
国
書
改
ざ
ん
が
明
る
み
に

出
る
こ
と
と
な
り
、
幕
府
預
か
り
の
訴
訟
へ
発
展
す
る
。
幕
府
に
よ
る
沙
汰
は
「
喧
嘩
両
成
敗
」
の
形
で
判
断
さ
れ
、
藩
主
派
の
中
心
人

物
で
あ
っ
た
外
交
僧
・
規
伯
玄
方
と
、
こ
れ
に
対
立
し
た
柳
川
調
興
が
と
も
に
流
罪
（
藩
主
・
宗
義
成
は
咎
め
無
し
）
と
な
っ
た
。

　
南
部
藩
へ
の
流
罪
と
な
っ
た
規
伯
玄
方
は
、
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
に
赦
免
さ
れ
て
京
都
・
南
禅
寺
に
入
り
、『
無
門
関
私
鈔
』、

『
般
若
心
経
鈔
』、『
三
教
質
疑
抄
』
な
ど
を
刊
行
し
た
。
そ
の
後
、
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
に
大
坂
で
死
去
す
る
。

　
規
伯
玄
方
は
、
政
治
的
手
腕
だ
け
で
な
く
、
仏
書
・
漢
籍
に
通
じ
、
詩
文
に
長
け
た
人
物
と
評
さ
れ
、
南
部
藩
に
流
刑
中
に
は
、
酪
農

や
鉄
器
な
ど
の
事
業
に
も
関
わ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
現
代
風
に
評
す
る
な
ら
、
マ
ル
チ
な
才
能
を
発
揮
し
た
教
養
人
、
で
あ
る
。

　
ま
た
、「
国
書
改
ざ
ん
事
件
」
の
幕
府
裁
定
に
は
、
儒
官
と
し
て
林
羅
山
（
一
五
八
三
　

─
一
六
五
七
）
が
関
与
し
て
お
り
、
処
分
が
下
さ
れ
る
ま
で
の
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過
程
で
規
伯
玄
方
と
接
触
す
る
機
会
が
あ
っ
た
可
能
性
も
高
い
。
儒
学
に
よ
る
仏
教
批
判
の
先
鋒
格
で
あ
る
羅
山
と
邂
逅
し
て
い
れ
ば
、

規
伯
玄
方
が
後
に
『
三
教
質
疑
抄
』
を
著
す
動
機
の
一
つ
に
な
っ
た
と
も
推
測
さ
れ
る
。

2
　『
三
教
質
疑
抄
』
に
つ
い
て

　『
三
教
質
疑
抄
』
は
、
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
に
京
都
の
田
原
二
左
衛
門
と
い
う
版
元
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
著
者
は
、
規
伯
玄
方

（『
三
教
質
疑
抄
』
で
の
著
者
名
は
「
自
雲
」
の
号
）
で
あ
る
。
現
存
本
は
大
谷
大
学
所
蔵
本
と
本
稿
著
者
所
有
本
の
ほ
か
、
管
見
の
及
ぶ

限
り
で
は
確
認
で
き
な
い
。
上
記
二
本
は
同
一
版
と
推
定
で
き
る
。
以
下
、
本
稿
著
者
所
有
本
を
元
に
、
書
誌
情
報
を
記
し
て
お
く
。

　
判
型
は
、
法
量（7.（

セ
ン
チ
、
界
量（9.（

セ
ン
チ
の
い
わ
ゆ
る
大
本
で
あ
る
。
外
題
は
、
本
稿
著
者
所
有
本
で
は
題
簽
が
破
損
し
て

い
る
が
、
残
存
部
か
ら
「
三
教
質
疑
抄
」
と
推
定
可
能
。
内
題
も
「
三
教
質
疑
抄
」。
著
者
名
は
内
題
の
下
に
「
自
雲
私
記
」
と
あ
る
。

奥
に
は
「
萬
治
二
年
己
亥
霜
月
吉
日

　
二
条
通
鶴
屋
町
田
原
二
左
衛
門
新
刊
」
と
の
刊
記
が
記
さ
れ
る
。

　
版
元
の
「
田
原
二
左
衛
門
」
は
、
禅
宗
系
の
仏
書
を
多
く
手
掛
け
て
お
り
、
中
国
仏
教
に
お
い
て
儒
仏
一
致
が
述
べ
ら
れ
た
こ
と
で
知

ら
れ
る
『
輔
教
編
』
の
刊
行
も
行
っ
て
い
る）

（
（

。
禅
僧
で
あ
る
規
伯
玄
方
の
著
述
を
扱
う
点
に
、
特
に
疑
問
は
見
出
せ
な
い
。

　『
三
教
質
疑
抄
』
の
流
通
期
間
は
、
目
録
上
、
正
徳
年
間
（
一
七
一
六
頃
）
ま
で）

（
（

確
認
で
き
る
。
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
の
刊
行
以

降
に
改
版
が
あ
っ
た
可
能
性
は
薄
い
と
見
ら
れ
る
。

　
以
上
の
書
誌
情
報
か
ら
、『
三
教
質
疑
抄
』
の
内
容
確
認
に
は
、
本
稿
筆
者
所
有
本
、
も
し
く
は
大
谷
大
学
所
蔵
本
を
使
用
す
る
こ
と

で
十
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、『
三
教
質
疑
抄
』
は
全
四
十
丁
の
紙
数
に
な
る
が
、
三
十
三
丁
オ
モ
テ
か
ら
は
「
附
録
」
と
し
て
「
晦
渓
夜
話）

7
（

」
と
い
う
別
題
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の
文
章
が
収
録
さ
れ
、
さ
ら
に
三
十
七
丁
ウ
ラ
の
途
中
か
ら
は
「
無
識
無
得
辨
」
と
題
さ
れ
た
小
編
に
切
り
替
わ
る
。
こ
れ
ら
の
附
録
の

著
者
も
同
じ
規
伯
玄
方
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
事
実
上
、「
三
教
質
疑
抄
」、「
晦
渓
夜
話
」、「
無
識
無
得
辨
」
の
三
篇
が
収
録
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
附
録
も
含
め
て
、
仏
・
儒
・
道
の
〈
三
教
一
致
〉
を
示
す
文
章
に
な
っ
て
お
り
、『
三
教
質
疑
抄
』
全
体

と
し
て
は
同
一
コ
ン
セ
プ
ト
と
見
て
差
し
支
え
な
い
。

　
な
お
、
文
章
で
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
便
宜
上
、
本
稿
で
は
以
下
よ
う
に
表
記
を
統
一
す
る
。
書
籍
全
体
を
指
す
場
合
に
は
『
三
教

質
疑
抄
』
と
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
書
籍
内
の
一
丁
か
ら
三
十
二
丁
を
占
め
る
「
三
教
質
疑
抄
」
の
部
分
を
示
す
時
に
は
、「
質
疑
抄
」

と
略
称
を
用
い
る
。
そ
の
ほ
か
、「
晦
渓
夜
話
」
と
「
無
識
無
得
辨
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
名
称
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　「
質
疑
抄
」
は
明
確
な
章
立
て
は
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、〈
三
教
論
〉
に
関
連
す
る
文
献
か
ら
の
引
用
文
と
、
そ
れ
へ
の
規
伯
玄
方

の
コ
メ
ン
ト
と
い
う
形
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
引
用
さ
れ
て
い
る
文
献
か
ら
概
要
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

【
一
丁
ウ
ラ
～
六
丁
ウ
ラ
】

　
　
・
宋
孝
宗
「
原
道
辯
」（
出
典
と
思
わ
れ
る
覚
岸
『
釈
氏
稽
古
略
』
巻
四
で
は
「
原
道
論）

（
（

」）

　
　
・『
続
伝
燈
録
』
巻
第
十
の
劉
興
朝
の
話

　
　
・『
釈
氏
通
鑑
』
巻
十
一
の
「
東
林
碑
」

【
六
丁
ウ
ラ
～
二
十
丁
オ
モ
テ
】

　
　
・
大
珠
慧
海
、
中
峯
明
本
、
大
慧
普
覚
、
雪
巌
法
欽
ら
の
語
話
。
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・
仏
日
契
嵩
『
輔
教
篇
』

　
　
・
永
明
延
寿
『
宗
鏡
録
』

【
二
十
丁
ウ
ラ
～
二
十
九
オ
モ
テ
】

　
　
・『
論
語
』
為
政
篇
、
里
仁
篇

　
　
・
陳
淳
『
性
理
字
義
』

　
　
・
周
敦
頤
『
通
書
』

【
二
十
九
丁
オ
モ
テ
～
三
十
二
丁
ウ
ラ
】

　
　
・『
清
信
士
度
人
経
』
帰
敬
偈

　
　
・
永
明
延
寿
『
宗
鏡
録
』

　
　
・
大
慧
普
覚
、
笑
隠
大
訢
の
語
話

　
こ
の
よ
う
な
引
用
文
に
つ
い
て
、
規
伯
玄
方
は
自
身
の
意
見
を
述
べ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、「
質
疑
抄
」
は
、
皇
帝
や
在
家
居
士
の

議
論
か
ら
始
ま
っ
て
、
禅
宗
を
主
と
し
た
仏
教
、
儒
教
系
の
文
献
を
経
て
、
最
後
は
仏
教
と
い
う
よ
う
な
大
ま
か
な
流
れ
に
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
附
録
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
「
晦
渓
夜
話
」
で
も
『
論
語
』、『
中
庸
』、
楊
亀
山
（
楊
時
）
な
ど
の
儒
教
系
と
、
大
慈
寰
中

や
天
台
豊
干
の
語
話
な
ど
仏
教
系
の
文
献
引
用
に
対
し
て
、
規
伯
玄
方
が
意
見
を
述
べ
る
形
に
な
っ
て
い
る
。

　
最
後
の
「
無
識
無
得
辨
」
は
、『
論
語
』
述
而
篇
の
「
黙
而
識
之
」
と
い
う
く
だ
り
と
、
仏
教
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
黙
然
」
や
「
無
心
」
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〇

を
重
ね
よ
う
と
い
う
論
考
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
引
用
の
傾
向
か
ら
す
る
と
、
規
伯
玄
方
が
禅
僧
で
あ
る
た
め
、
禅
宗
系
の
文
献
が
多
く
な
り
が
ち
で
は
あ
る
が
、
儒
教
の
文

献
、
特
に
『
論
語
』
の
解
釈
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
も
読
み
取
れ
る
。
つ
ま
り
、
規
伯
玄
方
は
中
国
へ
の
仏
教
伝
来
以
降
に
実
際
に
生
じ

た
〈
三
教
論
〉
だ
け
で
は
な
く
、
仏
教
伝
来
以
前
に
成
立
し
た
儒
教
聖
典
で
あ
る
『
論
語
』
か
ら
も
、〈
三
教
一
致
〉
の
要
素
を
読
み
取

ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
例
え
ば
、『
論
語
』
為
政
篇
に
見
ら
れ
る
「
異
端
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、

程
朱
ノ
時
ニ
至
テ
ハ
仏
教
モ
漢
土
ニ
渡
リ
、
老
子
ノ
道
モ
盛
ニ
行
ル
ゝ
故
ニ
、
老
仏
ト
モ
ニ
同
ク
異
端
也
ト
シ
テ
甚
是
ヲ
排
斥
ス
。

其
言
バ
ニ
本
ヅ
イ
テ
今
時
衰
末
ノ
儒
ヲ
学
フ
者
、
黄
口
雛
学
ノ
如
キ
モ
仏
老
ヲ
誹
謗
ス）

9
（

と
し
て
お
り
、
孔
子
の
言
う
「
異
端
」
に
仏
教
を
含
め
た
の
は
、
宋
学
以
降
の
後
発
の
儒
者
た
ち
で
あ
り
、
こ
れ
を
単
に
鵜
吞
み
に
す
る

だ
け
で
仏
教
を
排
斥
す
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
と
、
規
伯
玄
方
は
述
べ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
に
続
け
て
、

先
儒
（
朱
熹
）
ノ
言
ニ
曰
、
有
善
于
於
己
、
然
後
可
以
責
人
之
善
、
無
悪
于
己
、
然
後
可
以
正
人
之
悪
（
善
の
己
に
有
り
て
、
然
る

後
に
人
の
善
を
責
む
る
べ
し
、
悪
の
己
に
無
く
し
て
、
然
る
後
に
人
の
悪
を
正
す
べ
し
）
ト
有
レ
ハ
、
排
斥
ス
ル
コ
ト
ノ
甚
キ
者
ハ

己
レ
ノ
道
ニ
モ
闇
キ
ニ
ア
ラ
ス
ヤ）

（1
（

と
い
う
よ
う
に
朱
熹
の
『
大
学
章
句
』
に
あ
る
言
葉
を
引
い
て
、
仏
教
を
非
難
す
る
な
ら
、
ま
ず
は
自
身
の
善
悪
を
弁
え
て
か
ら
す
べ
き
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一

で
あ
る
と
皮
肉
を
述
べ
、
そ
こ
に
誠
意
は
な
い
と
断
じ
た
。
当
時
の
儒
者
た
ち
に
は
、
寧
ろ
虚
心
坦
懐
に
『
論
語
』
な
ど
を
読
む
よ
う
に

促
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

　
た
だ
し
、
無
論
の
こ
と
、
規
伯
玄
方
も
孔
子
が
〈
三
教
一
致
〉
を
述
べ
て
い
る
な
ど
と
す
る
の
で
は
な
い
。
孔
子
の
言
葉
の
中
に
仏
教

に
通
ず
る
要
素
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
後
代
の
儒
者
た
ち
も
そ
の
よ
う
な
部
分
を
汲
み
取
っ
て
、
仏
教
と
の
一
致
を
述
べ
い
く

べ
き
で
あ
り
、
無
闇
に
仏
教
を
排
斥
す
る
よ
う
な
行
為
は
「
儒
者
と
し
て
お
か
し
い
」
と
、
規
伯
玄
方
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

3
　
江
戸
期
に
お
け
る
〈
三
教
論
〉
の
概
観

　『
三
教
質
疑
抄
』
の
内
容
に
踏
み
込
む
前
に
、
江
戸
期
に
お
け
る
〈
三
教
論
〉
の
展
開
に
つ
い
て
概
観
す
る
が
、
既
に
前
田
勉
氏
に
よ

る
整
理）

（（
（

が
示
さ
れ
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
も
こ
れ
を
参
考
と
仰
ぎ
た
い
。　
前
田
氏
の
区
分
は
、
あ
く
ま
で
も
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
仏

教
と
諸
思
想
の
関
係
」
を
整
理
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、〈
三
教
論
〉
の
展
開
と
し
て
も
、
骨
子
は
通
ず
る
部
分
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
さ
し
あ
た
り
、
時
期
区
分
を
示
し
て
み
る
と
、
次
に
よ
う
に
な
る
。

　
　
第
一
期
（
十
七
世
紀
）：
儒
仏
論
争

　
　
第
二
期
（
十
八
世
紀
前
半
）：
儒
・
仏
・
神
（
神
道
）
の
三
教
論
の
展
開

　
　
第
三
期
（
十
八
世
紀
後
半
以
降
）：
国
学
の
展
開

　
第
一
期
で
あ
る
十
七
世
紀
は
、
林
羅
山
や
山
崎
闇
斎
（
一
六
一
八
　

─
一
六
八
二
）
と
い
っ
た
儒
学
側
が
そ
の
立
場
を
切
り
拓
く
た
め
に
仏
教
排
斥
を
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仕
掛
け
た
時
期
と
言
え
る
。
無
論
、
こ
う
し
た
動
き
に
仏
教
側
も
黙
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
反
発
を
生
じ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
第
二
期
に
至
る
と
、〈
三
教
論
〉
の
中
に
「
神
道
」
と
い
う
要
素
が
入
り
込
ん
で
く
る
。
本
来
は
中
国
に
お
け
る
宗
教
・
学
問
の
問
題

と
し
て
展
開
し
た
〈
三
教
論
〉
が
、
徐
々
に
日
本
に
お
け
る
論
点
と
し
て
新
た
な
局
面
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
儒
学
の
側
と
し

て
も
、
一
定
の
立
場
を
形
成
し
た
後
に
な
る
た
め
、
仮
想
敵
と
し
て
の
仏
教
を
叩
く
必
要
性
は
薄
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
第
三
期
に
至
る
と
、
国
学
の
動
向
が
顕
在
化
し
、「
神
道
」
を
中
心
に
し
て
、
さ
ら
な
る
展
開
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
。
い

わ
ば
、〈
三
教
論
〉
の
要
に
「
神
道
」
が
位
置
に
座
し
、
外
来
の
宗
教
・
学
問
で
あ
る
「
仏
」、「
儒
」
に
睨
み
を
き
か
せ
る
よ
う
な
形
も

現
れ
て
く
る
。

　
本
稿
筆
者
の
視
点
も
含
め
な
が
ら
整
理
す
る
と
、
以
上
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
三
区
分
法
で
は
、〈
三
教
論
〉
の
展
開
に
「
神
道
」
が

導
入
さ
れ
る
意
義
が
明
確
に
示
さ
れ
、
元
来
は
中
国
で
派
生
し
た
課
題
が
江
戸
期
に
日
本
思
想
と
し
て
展
開
す
る
様
が
描
写
さ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
時
代
区
分
の
中
で
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
『
三
教
質
疑
抄
』
は
第
一
期
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
す
で
に
前
段
で
述

べ
た
よ
う
に
、
著
者
の
規
伯
玄
方
は
儒
学
を
否
定
す
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
仏
教
の
優
位
性
を
強
く
述
べ
る
の
で
も
な
い
。
無
反
省
・
不

勉
強
の
内
に
た
だ
仏
教
を
批
判
す
る
だ
け
の
儒
者
た
ち
の
姿
勢
は
不
誠
実
で
あ
る
と
し
て
、
規
伯
玄
方
が
要
求
し
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ

「
儒
者
と
し
て
の
自
覚
」
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
誠
意
あ
る
自
覚
を
も
っ
て
儒
学
に
臨
め
ば
、
仏
教
を
批
判
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、

そ
こ
に
は
〈
三
教
一
致
〉
と
い
う
地
平
が
広
が
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
主
張
す
る
。

　
儒
学
と
仏
教
が
角
を
突
き
合
わ
せ
て
対
峙
し
た
感
の
あ
る
〈
儒
仏
論
争
〉
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
規
伯
玄
方
の
姿
勢
は
穏
健
と
言
え
る

部
類
か
も
し
れ
な
い
。
禅
僧
で
あ
り
が
な
が
ら
、
儒
者
の
立
場
か
ら
も
眺
め
る
よ
う
な
視
座
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、

『
三
教
質
疑
抄
』
は
〈
儒
仏
論
争
〉
と
い
う
時
代
性
の
中
で
は
地
味
な
立
ち
位
置
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
時
代
に
模
索
さ
れ
た

解
決
策
の
一
つ
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
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三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
本
稿
の
扱
う
主
要
テ
キ
ス
ト
が
『
三
教
質
疑
抄
』
で
あ
る
た
め
、
既
出
の
時
期
区
分
で
は
第
一
期
を
対
象
と
す
る
べ
き
で
あ
る
が
、

〈
三
教
論
〉
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
補
足
し
て
お
き
た
い
。

　
さ
き
の
時
代
区
分
で
は
、
特
に
第
二
期
以
降
に
神
道
の
要
素
が
加
わ
っ
た
仏
・
儒
・
神
の
〈
三
教
論
〉
が
多
く
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
が
、
こ
の
流
れ
に
影
響
を
与
え
た
も
の
と
し
て
『
先
代
旧
事
本
紀
大
成
経
』（
以
下
『
大
成
経
』）
の
出
現
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
こ
の
『
大
成
経
』
は
、
黄
檗
禅
僧
・
潮
音
道
海
（
一
六
二
八

　

─
一
六
九
五
）
や
、
伊
勢
第
三
宮
・
伊
雑
宮
の
神
官
・
長
野
采
女
（
一
六
一
六

　

─
一
六
八
七
）
ら
が
聖

徳
太
子
に
仮
託
し
て
偽
撰
し
た
〈
伝
承
・
国
史
〉
で
あ
る
。
延
宝
年
間
に
刊
行
さ
れ
、
潮
音
に
と
っ
て
は
、
排
仏
論
に
対
抗
す
る
〈
三
教

一
致
の
伝
承
〉
と
い
う
意
義
が
込
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
仏
教
者
か
ら
す
れ
ば
歓
迎
す
べ
き
点
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
こ
の
書

自
体
は
天
和
元
年
（
一
六
八
一
）
に
幕
命
に
よ
っ
て
禁
書
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
の
、
そ
の
後
も
影
響
を
残
し
て
い
く
。
過
去
に
拙
稿）

（1
（

で
そ
の
一
例
を
取
り
上
げ
た
が
、
こ
の
『
大
成
経
』
の
記
述
を
「
国
史
」
や
「
史
書
」
と
し
て
、
引
用
す
る
書
物
も
散
見
さ
れ
る
。
い
わ

ば
、〈
偽
書
〉
が
一
部
で
は
〈
公
式
扱
い
〉
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、〈
三
教
論
〉
の
展
開
に
は
、
こ
う
し
た
局
面
も

見
受
け
ら
れ
る
。

　
つ
ま
り
、
儒
・
仏
・
神
の
〈
三
教
論
〉
に
お
い
て
は
、
そ
の
〈
論
〉
が
形
成
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
拠
り
所
と
す
べ
き
文
献
自

体
が
偽
装
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。〈
三
教
論
〉
を
述
べ
る
者
が
、
そ
の
偽
装
を
知
っ
て
敢
え
て
使
っ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ

を
実
物
と
信
じ
込
ん
で
使
用
し
て
い
る
の
か
は
と
も
か
く
、
イ
ン
ド
由
来
の
「
仏
」、
中
国
由
来
の
「
儒
」、
日
本
由
来
の
「
神
」
と
い
う

三
様
の
三
者
が
会
す
る
〈
三
教
論
〉
で
は
、
根
拠
と
す
る
〈
原
点
〉
や
〈
古
物
〉
か
ら
偽
装
さ
れ
る
と
い
う
ケ
ー
ス
も
含
め
た
一
定
の
力

業
が
な
け
れ
ば
容
易
に
な
し
え
な
い
と
い
う
根
本
的
な
問
題
も
存
す
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
も
、
中
国
で
既
に
展
開
さ
れ
た
〈
三
教
論
〉

や
〈
儒
仏
論
〉
を
土
台
と
し
、
イ
ン
ド
由
来
の
仏
教
と
中
国
思
想
の
二
項
を
軸
に
す
る
仏
・
儒
・
道
の
〈
三
教
論
〉
と
は
異
質
に
な
ら
ざ
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四

る
を
得
な
い
と
い
う
事
情
は
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

　
ま
た
、〈
三
教
論
〉
に
含
ま
れ
得
る
「
道
」
に
つ
い
て
だ
が
、『
三
教
質
疑
抄
』
で
の
「
道
」
に
あ
た
る
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
老
荘
思
想

に
限
ら
れ
る
。
た
だ
し
、「
道
教
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
場
合
、
元
始
天
尊
や
太
上
老
君
な
ど
の
神
格
が
登
場
す
る
宗
教
体
系
や
民
間

信
仰
と
し
て
の
「
道
教
」
も
あ
り
得
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
筆
者
の
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
あ
る
が
、
実
際
に
江
戸
期
の
書
物
の
中
に
は
、

こ
う
し
た
宗
教
と
し
て
「
道
教
」
を
主
眼
と
し
た
宗
教
論
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
は
、
道
・
儒
・
仏
・
神
の
四
教
と
な
る
。
さ
ら
に
、

易
説
や
そ
の
解
釈
論
、
陰
陽
五
行
説
な
ど
は
、「
儒
」
や
「
道
」
の
コ
ア
な
思
想
と
は
別
口
で
使
用
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
仏
教
系
の

〈
三
教
論
〉
で
も
世
界
観
構
成
に
利
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス）

（1
（

が
あ
る
。

　
こ
う
し
た
細
か
い
状
況
を
考
慮
す
れ
ば
、〈
三
教
論
〉
を
め
ぐ
る
様
相
は
さ
ら
に
複
雑
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
少
な
く
と
も
、
本
稿
で

取
り
上
げ
る
『
三
教
質
疑
抄
』
は
、
当
時
の
儒
者
に
対
し
て
、「
儒
」
の
立
場
か
ら
で
も
理
解
し
得
る
は
ず
の
〈
三
教
一
致
〉
を
規
伯
玄

方
が
主
張
す
る
も
の
で
あ
り
、
明
解
な
論
点
に
立
っ
て
い
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

4
　『
三
教
質
疑
抄
』
に
お
け
る
「
至
誠
」
と
学
問

　
本
節
で
は
、
規
伯
玄
方
が
『
三
教
質
疑
抄
』
に
お
い
て
、〈
三
教
一
致
〉
説
の
要
と
し
て
い
る
事
柄
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
考
察
し

て
い
き
た
い
。

　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
規
伯
玄
方
は
序
文
に
お
い
て
三
教
に
通
ず
る
も
の
は
「
至
誠
」
で
あ
る
と
述
べ
て
お
り
、
無
闇
に
仏
教
を
批
判

す
る
だ
け
の
当
時
の
儒
者
た
ち
に
は
、
現
実
的
な
態
度
と
し
て
も
「
至
誠
」
を
も
っ
て
三
教
の
在
り
方
を
学
ぶ
べ
き
と
諭
し
て
い
る
。
三

教
は
そ
れ
ぞ
れ
の
優
劣
を
競
い
合
う
べ
き
も
の
で
な
く
、
相
違
点
が
あ
る
こ
と
は
承
知
の
上
で
互
い
に
通
底
す
る
部
分
を
見
出
だ
そ
う
と
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五

す
る
の
が
、
規
伯
玄
方
の
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。
そ
の
際
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
が
「
至
誠
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
が
、『
三
教
質
疑
抄
』

を
通
じ
て
、
必
ず
し
も
「
至
誠
」
と
い
う
言
葉
が
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　「
質
疑
抄
」
の
中
で
、『
性
理
字
義
』
に
お
け
る
仏
教
批
判
の
引
用
に
つ
い
て
述
べ
る
場
面
で
、
規
伯
玄
方
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

末
世
ノ
仏
ヲ
学
フ
者
、
愚
痴
無
学
ニ
シ
テ
剰
名
利
ノ
ミ
専
ト
シ
テ
、
学
ビ
ザ
ル
ヲ
学
ビ
タ
リ
ト
シ
、
悟
ラ
ザ
ル
ヲ
悟
レ
リ
ト
云
ツ
テ

殊
勝
ヲ
作
リ
檀
施
ヲ
貪
ル
者
ヲ
以
テ
仏
ノ
道
ヲ
謗
ラ
バ
、
実
ニ
杓
子
定
規
ト
云
諺
ノ
如
ク
ニ
シ
テ
我
慢
邪
見
ノ
人
ト
知
ル
ヘ
シ
。
世

間
ノ
道
ニ
於
テ
モ
亦
相
似
タ
ル
コ
ト
有
リ
。
堯
舜
ノ
冠
服
ヲ
著
テ
天
下
ノ
主
ト
云
ト
モ
其
心
其
行
ヒ
堯
舜
ノ
如
ク
ナ
ラ
ズ）

（1
（

　
規
伯
玄
方
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
仏
教
者
の
方
に
も
反
省
す
べ
き
点
が
少
な
か
ら
ず
存
す
る
。
仏
教
者
の
中
に
も
、
名
誉
や
富
、
利
益

を
得
る
こ
と
ば
か
り
を
考
え
て
、
ま
と
も
な
学
問
も
修
行
も
せ
ず
、
形
ば
か
り
僧
の
身
な
り
を
し
て
い
る
よ
う
な
者
が
い
る
。
規
伯
玄
方

は
、
こ
う
し
た
仏
教
側
の
悪
弊
を
認
め
た
上
で
、
こ
の
よ
う
な
偽
の
仏
教
者
を
対
象
と
し
て
、
仏
教
そ
の
も
の
を
批
判
し
よ
う
と
す
る
の

は
、
間
違
い
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
儒
者
の
世
界
で
も
同
じ
で
、
立
派
な
身
な
り
を
し
て
い
る
だ
け
で
中
身
が
伴
っ

て
い
な
い
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
、
と
続
け
る
。

　
仏
教
は
親
の
恩
愛
を
捨
て
て
出
家
す
る
親
不
幸
で
あ
る
、
と
い
う
儒
教
側
か
ら
の
定
番
の
批
判
に
関
し
て
述
べ
る
場
面
で
は
、

特
ニ
出
家
ハ
四
姓
出
家
同
一
釈
氏
ト
テ
親
族
ノ
姓
ヲ
棄
、
釈
氏
ニ
帰
ス
ル
故
ニ
俗
姓
ヲ
董
サ
ス
道
ヲ
ダ
ニ
明
メ
得
レ
ハ
、
国
王
大
臣

ノ
師
ト
モ
ナ
ル
ホ
ド
ニ
広
大
ノ
至
孝
不
可
比
。
然
リ
ト
云
ヘ
ト
モ
、
無
能
坊
ノ
仏
衣
ヲ
著
、
仏
袈
裟
ヲ
掛
テ
、
同
一
釈
氏
ト
思
ハ
ゝ

自
ラ
施
罪
ヲ
受
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
父
母
ヲ
シ
テ
無
間
ニ
陥
ラ
シ
メ
ン
コ
ト
無
疑
也）

（1
（
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と
し
て
お
り
、
形
だ
け
の
「
無
能
坊
」
は
規
伯
玄
方
に
と
っ
て
も
認
め
ら
れ
な
い
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
は
仏
教
者
と
し
て
も
批
判
す
べ
き

も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
謂
わ
ば
、「
儒
」
か
ら
も
見
て
も
、「
仏
」
か
ら
見
て
も
〈
共
通
の
敵
〉
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
さ
き
ほ
ど
の
『
性
理
字
義
』
の
く
だ
り
（
本
稿
二
つ
前
の
引
用
）
の
続
き
で
は
、

儒
ノ
書
ヲ
講
誦
ス
ト
モ
儒
行
無
ク
ン
ハ
真
儒
タ
ル
ベ
ケ
ン
ヤ）

（1
（

と
述
べ
、
当
時
の
儒
者
た
ち
に
も
「
真
儒
」
と
し
て
の
行
動
を
期
待
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
部
分
か
ら
は
、
規
伯
玄
方
が
要
求
す
る

「
至
誠
」
は
、
単
に
言
葉
や
理
屈
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
実
際
の
行
動
に
表
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
、「
至
誠
」
の
足
ら
ぬ
仏

教
者
の
存
在
も
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
時
代
の
仏
教
を
批
判
す
る
に
せ
よ
、
至
ら
ぬ
仏
教
者
を
あ
げ
つ
ら
っ
て

仏
教
そ
の
も
の
を
非
難
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
は
そ
れ
で
「
至
誠
」
に
悖
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

　
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
規
伯
玄
方
は
、
後
発
の
儒
者
た
ち
が
仏
教
批
判
を
す
る
こ
と
に
幾
分
の
苦
言
は
呈
す
る
も
の
の
、
そ
の
大
本
で
あ

る
『
論
語
』
や
儒
教
そ
の
も
の
の
在
り
方
に
は
矛
先
を
向
け
な
い
。
そ
う
し
た
態
度
そ
の
も
の
が
儒
に
対
し
て
規
伯
玄
方
が
示
す
「
至

誠
」
で
あ
り
、『
三
教
質
疑
抄
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
の
論
調
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
「
至
誠
」
が
う
か
が
え
る
。

　「
晦
渓
夜
話
」
に
お
い
て
、
宋
代
の
劉
安
世
と
司
馬
光
が
『
論
語
』
の
「
恕
」
に
つ
い
て
問
答
す
る
文
章
を
引
い
た
後
、
規
伯
玄
方
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
ニ
解
シ
テ
曰
ク
、
恕
ト
ハ
己
ヲ
推
シ
テ
物
ニ
及
ブ
ノ
謂
ニ
シ
テ
乃
チ
仁
ヲ
求
ム
ル
ノ
要
ナ
リ
。
誠
ト
ハ
真
実
無
妄
ノ
謂
ニ
シ
テ
乃
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一
七

チ
道
ニ
入
ル
ノ
術
ナ
リ
。
人
ニ
誠
心
ノ
無
キ
ト
キ
ハ
則
チ
百
家
之
書
ヲ
学
ブ
ト
雖
モ
徒
ニ
言
語
ノ
ミ
ヲ
講
ジ
テ
未
ダ
道
之
所
在
ヲ
知

ラ
ズ
。
亦
、
仁
心
ノ
無
ケ
レ
バ
則
チ
万
善
之
行
有
リ
ト
雖
モ
只
ダ
偏
小
ノ
事
ヲ
務
メ
テ
、
豈
ニ
広
大
之
徳
ニ
到
ラ
ン
ヤ
。
然
ラ
バ
則

チ
凡
ソ
道
ヲ
学
ブ
者
ハ
、
最
モ
宜
ク
其
ノ
要
ト
術
ト
ヲ
識
察
ス
ベ
シ）

（1
（

　「
誠
」
は
、
学
問
を
深
め
て
い
く
た
め
の
「
術
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
無
け
れ
ば
言
葉
の
表
層
を
知
る
だ
け
で
、
最
重
要
な
部
分
に
は
届

か
な
い
。
つ
ま
り
、
儒
者
は
孔
子
の
言
う
「
恕
」
を
学
ぶ
こ
と
で
「
誠
」
知
り
、「
誠
」
を
知
れ
ば
学
問
に
対
す
る
態
度
が
わ
か
る
。
そ

う
な
れ
ば
、
無
闇
に
仏
教
を
批
判
す
る
こ
と
な
ど
は
な
い
。
た
だ
、
こ
れ
は
仏
教
の
側
に
も
言
え
る
は
ず
で
、「
恕
」
は
孔
子
の
言
葉
で

あ
る
と
片
づ
け
て
、
そ
の
言
わ
ん
と
す
る
所
を
省
み
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
「
誠
」
は
無
い
。
仏
教
者
か
ら
見
れ
ば
、
儒
教
の
中
に

も
大
事
な
教
え
が
あ
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
規
伯
玄
方
の
言
う
「
至
誠
」
は
、
儒
で
あ
る
か
、
仏
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
学
問
に
必
要
な
態
度
で
あ
り
、
こ
れ
を
以
て
そ

れ
ぞ
れ
が
学
問
を
追
求
す
る
こ
と
で
、〈
三
教
一
致
〉
は
成
り
立
つ
。
こ
の
意
味
で
は
、
三
教
の
い
ず
れ
の
立
場
で
あ
る
か
よ
り
も
、
学

問
す
る
者
と
い
う
人
間
と
し
て
の
要
求
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

5
　〈
三
教
一
致
〉
の
結
節
点

　
で
は
、「
至
誠
」
の
も
う
一
つ
の
面
、
三
教
を
繋
ぐ
部
分
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

予
竊
ニ
三
教
所
立
ノ
道
ヲ
按
ズ
ル
ニ
、
他

シ
テ
別
無
シ
。
惟
ダ
自
心
ヲ
誠
悟
セ
シ
ム
ル
ニ
在
ル
ノ
ミ）

（1
（
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　「
無
識
無
得
辨
」
で
は
、
三
教
の
根
本
は
「
自
心
ヲ
誠
悟
」
す
る
こ
と
に
あ
る
と
、
規
伯
玄
方
は
示
し
て
い
る
。
単
に
「
自
心
を
悟
る
」

や
「
自
己
の
本
性
を
知
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、「
直
指
人
心
」
や
「
見
性
成
仏
」
と
い
う
言
説
を
有
す
る
禅
宗
の
立
場
か
ら
は
述

べ
や
す
い
事
柄
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
規
伯
玄
方
も
「
質
疑
抄
」
の
中
で
、

唐
宋
ノ
世
ニ
至
テ
禅
法
盛
ニ
シ
テ
国
王
大
臣
多
ク
儒
ヲ
棄
、
仏
ニ
帰
ス
ル
コ
ト
ハ
明
心
見
性
、
因
果
業
報
ノ
説
、
甚
親
切
ナ
ル
ガ
為

也）
（1
（

と
述
べ
て
お
り
、
禅
宗
の
言
説
の
特
徴
に
「
明
心
見
性
」
を
挙
げ
て
い
る
。

　
ま
た
、
別
の
箇
所
で
は
、

一
箇
無
相
ノ
真
心
、
諸
仏
ヨ
リ
一
切
衆
生
ニ
至
テ
皆
具
足
ス
レ
ト
モ
、
無
始
ノ
無
明
ニ
依
テ
六
道
ニ
流
転
ス
。
専
ラ
色
法
ニ
執
着
ス

ル
コ
ト
ヲ
教
誡
ス
ル
也
。
此
一
仏
霊
心
ノ
体
ハ
無
相
ニ
シ
テ
不
可
見
、
不
可
知
ナ
リ
。
鏡
ノ
自
照
ス
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ
、
火
ノ
自
焼
ス

ル
コ
ト
ヲ
知
ズ
シ
テ
、
照
ス
ガ
如
ク
、
焼
ク
ガ
如
シ
。
心
体
ノ
霊
知
モ
此
ノ
如
ク
ナ
ル
ガ
故
ニ
、
色
身
ノ
妄
執
ヲ
タ
ニ
モ
離
レ
ハ
自

然
ニ
真
実
清
浄
ノ
本
心
顕
ル
ゝ
也）

11
（

と
述
べ
て
い
る
。
仏
も
衆
生
も
変
わ
ら
ぬ
「
霊
心
」、「
霊
知
」
を
持
っ
て
い
る
た
め
、
悟
り
を
得
る
と
い
う
の
は
、
何
か
新
し
い
も
の
を
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九

得
る
の
で
は
な
く
、
本
来
か
ら
持
っ
て
い
る
「
本
心
」
を
顕
す
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
霊
心
」
や
「
霊
知
」
は
、

空
寂
の
心
は
霊
知
不
昧
な
り
。
即
ち
此
の
空
寂
の
知
、
是
れ
汝
が
真
性
な
り）

1（
（

真
心
は
、
霊
知
寂
照
を
以
て
心
と
為
し
、
不
空
無
住
を
体
と
為
し
、
実
相
を
相
と
為
す）

11
（

真
妄
の
二
知
は
、
名
の
み
有
り
て
、
体
無
し
。
霊
霊
た
る
心
の
独
知
す
。
是
れ
を
霊
知
の
仏
と
名
づ
く
。
是
れ
禅
の
正
談
な
り）

11
（

と
い
う
よ
う
に
禅
宗
系
の
文
献
に
散
見
さ
れ
る
表
現
で
あ
り
、「
直
指
人
心
」
や
「
見
性
成
仏
」
の
言
説
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

こ
の
限
り
で
、
禅
僧
で
あ
っ
た
規
伯
玄
方
が
、「
見
性
成
仏
」
や
「
霊
知
」
を
重
視
す
る
よ
う
な
見
解
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
妥
当
で
あ

ろ
う
。
た
だ
し
、「
無
識
無
得
辨
」
に
お
い
て
、
三
教
の
要
を
「
自
心
ヲ
誠
悟
」
と
表
現
し
て
い
る
点
は
、
い
さ
さ
か
気
に
か
か
る
。「
誠

悟
」
と
い
う
言
い
方
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
、
禅
宗
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
使
用
例
が
な
く
、
少
な
く
と
も
通
用
の
表
現
で
は
な
い
と
思
わ

れ
る
。

　「
無
識
無
得
辨
」
の
最
後
部
、
す
な
わ
ち
『
三
教
質
疑
抄
』
の
掉
尾
に
は
、
さ
き
ほ
ど
の
「
自
心
ヲ
誠
悟
」
の
引
用
部
か
ら
続
い
て
、

次
の
よ
う
に
あ
る
。

至
竟
、
看
来
レ
バ
、
異
行
同
心
、
同
心
異
行
ニ
シ
テ
、
一
即
三
、
三
即
一
ナ
リ
。
只
ダ
自
ラ
誠
心
達
悟
之
人
ノ
ミ
、
方
ニ
須
ク
証
ス
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二
〇

ル
コ
ト
有
ン
。
噫
吁
、
如
今
、
聖
ヲ
去
ル
コ
ト
益
ス
遠
ク
、
道
ヲ
信
ス
ル
コ
ト
日
ニ
薄
ク
シ
テ
、
教
ヲ
為
シ
学
ヲ
為
ス
者
ノ
亦
、
徒

ニ
名
聞
利
養
ヲ
専
ニ
シ
テ
精
勤
之
力
ヲ
尽
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
。
未
得
ヲ
以
テ
得
ト
為
シ
、
未
証
ヲ
証
ト
為
シ
テ
、
仏
祖
聖
賢
之
陳
語
ニ

於
テ
、
漫
リ
ニ
多
般
之
論
ヲ
鑿
シ
テ
、
本
根
ヲ
失
シ
テ
枝
葉
ヲ
図
ル
。
多
聞
我
見
之
誠
信
ナ
ル
ヤ
、
信
ナ
ル
ヤ）

11
（

　
こ
こ
で
は
、「
誠
心
達
悟
」
と
使
わ
れ
て
お
り
、
や
は
り
、
規
伯
玄
方
に
と
っ
て
、
単
に
「
悟
る
」
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
「
誠
」
が

付
属
す
べ
き
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
仏
教
は
、
煩
悩
を
断
じ
て
成
仏
を
目
指
し
、
特
に
禅
宗
を
現
世
で
の
「
大
悟
徹
底
」
を
重

視
す
る
傾
向
に
あ
る
。
規
伯
玄
方
が
〈
三
教
一
致
〉
を
説
く
に
し
て
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
儒
者
に
成
仏
や
大
悟
を
求
め
る
所
ま
で

は
い
か
な
い
は
ず
で
あ
る
。

我
道
（
儒
教
）
ヲ
立
ル
害
ト
ナ
ル
故
ニ
理
ニ
近
ケ
レ
ド
モ
大
ニ
真
ヲ
乱
ス
ト
謗
リ
、
闢
ス
ル
コ
ト
ハ
、
仏
教
儒
行
、
世
出
世
ノ
異
ニ

依
ル
故
乎）

11
（

　
規
伯
玄
方
も
儒
教
と
仏
教
の
間
に
「
世
出
世
ノ
異
」
の
あ
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
儒
教
は
こ
の
現
世
で
聖
賢
の
道
を
求
め

る
の
で
あ
り
、
究
極
的
に
は
衆
生
世
間
か
ら
解
脱
を
目
指
し
て
い
る
仏
教
と
は
、
終
着
点
が
違
う
。

　
規
伯
玄
方
は
、

三
教
ノ
轍
ヲ
異
ニ
シ
テ
道
ヲ
同
ス
ル
ノ
理）

11
（
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二
一

と
も
表
現
し
て
い
る
が
、
重
要
な
こ
と
は
現
世
に
お
い
て
「
同
じ
道
」
に
い
る
こ
と
で
あ
る
。
儒
教
は
儒
教
で
、
そ
の
学
問
的
達
成
を
目

指
し
て
道
を
前
進
す
る
べ
き
で
あ
り
、
隣
の
道
を
往
く
仏
教
に
横
槍
を
入
れ
て
も
、
実
は
自
身
の
プ
ラ
ス
に
は
な
ら
な
い
。

道
無
二
、
三
教
ノ
聖
、
何
ゾ
道
ヲ
以
テ
異
ニ
セ
ン
ヤ
。
教
ヲ
ナ
ス
所
ハ
人
ニ
依
リ
處
ニ
随
ヒ
、
時
ニ
応
シ
テ
施
ス
者
也
。
是
皆
心
ヲ

以
テ
本
ト
ス
。
儒
ノ
世
ヲ
治
ル
、
モ
其
心
ヲ
正
シ
、
身
ヲ
修
メ
、
国
家
天
下
ニ
及
ス
ト
云）

11
（

治
心
、
修
心
ハ
儒
ノ
道
ナ
リ
、
明
心
、
悟
心
ハ
仏
ノ
道
ナ
リ
ト
云
意
、
見
ル
ベ
キ
也）

11
（

　「
質
疑
抄
」
の
冒
頭
か
ら
前
半
部
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
儒
教
で
の
心
を
正
し
く
し
、
そ
の
道
理
で
世
を
治
め
る
こ
と
は
、
仏

教
（
特
に
禅
宗
）
で
言
え
ば
、
心
性
を
明
ら
か
に
し
、「
見
性
成
仏
」
を
求
め
る
こ
と
と
同
じ
と
さ
れ
る
。
こ
の
論
調
自
体
は
、
仏
教
が

〈
三
教
一
致
〉
や
〈
儒
仏
一
致
〉
を
述
べ
る
際
の
定
番
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
が
、『
三
教
質
疑
抄
』
で
は
、
そ
れ
が
「
誠
悟
」
と
い
う
表

現
に
集
約
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　『
三
教
質
疑
抄
』
は
、
仏
教
側
か
ら
儒
教
・
儒
学
を
圧
倒
す
る
よ
う
な
強
い
内
容
を
含
む
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
世
の

人
々
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
エ
ッ
ジ
を
持
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
文
句
を
言
っ
て
く
る
儒
者
に
対
し
て
反
撃
し
、
返
り
討
ち
に
し
よ
う

と
い
う
よ
う
な
思
惑
を
持
っ
た
仏
教
者
か
ら
す
れ
ば
、
規
伯
玄
方
の
論
調
で
は
生
温
い
と
映
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
に
外
交
の
現
場
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に
携
わ
っ
た
政
僧
ら
し
く
、
相
手
に
要
求
を
つ
け
る
場
合
に
は
、
身
内
へ
の
厳
し
さ
を
見
せ
る
と
い
う
手
管
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

規
伯
玄
方
の
〈
三
教
一
致
〉
は
、
論
争
に
勝
者
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
調
停
を
求
め
る
よ
う
な
位
置
づ
け
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
江
戸
期
に
入
っ
た
時
点
で
、
仏
教
に
は
前
代
か
ら
学
を
築
き
上
げ
て
き
た
経
緯
が
あ
り
、
政
治
体
制
と
し
て
も
認
め
ら
れ
る
状
況
に
あ

っ
た
。
規
伯
玄
方
が
内
部
批
判
を
投
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
〈
形
だ
け
の
仏
教
者
〉
と
い
う
も
の
も
、
江
戸
期
に
始
ま
っ
た
も
の
で
は
な

く
、
仏
教
と
富
や
名
誉
、
権
力
と
の
結
び
つ
き
も
前
代
か
ら
の
継
続
で
あ
る
。
最
澄
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
『
末
法
燈
明
記
』
の
よ
う
に
、

「
末
法
の
世
で
は
形
だ
け
の
僧
侶
で
も
宝
と
し
て
敬
わ
れ
る
」
と
い
っ
た
内
容
を
含
む
文
献
す
ら
あ
っ
た
。
儒
仏
論
争
の
時
代
と
は
言
え
、

仏
教
側
に
は
良
く
も
悪
く
も
落
ち
着
き
を
生
じ
る
だ
け
の
余
裕
は
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
三
教
質
疑
抄
』
は
、
そ
の
〈
落
ち
着
き
〉

の
色
が
出
た
感
の
見
え
る
文
献
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
仏
教
の
立
場
、
特
に
禅
宗
で
あ
れ
ば
、「
見
性
成
仏
」
を
軸
に
〈
三
教
一
致
〉
を
説
く
術
が
定
番
と
言
え
る
中
で
、「
誠
悟
」

と
い
う
言
葉
に
行
き
着
い
た
点
に
は
、
単
に
安
定
し
た
議
論
に
終
始
し
た
わ
け
で
は
な
い
部
分
も
見
出
せ
る
。
規
伯
玄
方
と
し
て
も
、
当

時
の
儒
者
が
あ
り
き
た
り
の
仏
教
批
判
を
振
り
回
し
て
い
る
こ
と
に
辟
易
し
て
い
た
面
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
そ
の
あ
り
き

た
り
な
批
判
に
応
じ
る
方
も
、
従
来
型
に
頼
る
の
み
で
終
息
に
は
向
か
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
規
伯
玄
方
が
取
り
出
し
た
札
が

「
誠
」
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　『
三
教
質
疑
抄
』
は
そ
の
内
容
か
ら
し
て
、
仏
教
に
助
力
を
す
る
と
い
う
よ
り
、
当
時
の
儒
者
た
ち
に
向
け
て
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
な
っ

て
い
る
。
も
し
仮
に
、『
三
教
質
疑
抄
』
を
読
ん
だ
儒
者
が
そ
の
内
容
に
従
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
儒
者
が
す
る
べ
き
は
、
仏
教
を
見
直
し

た
り
、
称
賛
し
た
り
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
自
身
の
儒
学
を
深
め
る
こ
と
、
で
あ
る
。
自
身
の
進
む
べ
き
道
の
「
誠
」
を
示
し
て
、
そ

の
達
成
を
目
指
す
。
そ
れ
は
儒
者
で
あ
ろ
う
と
、
仏
教
者
で
あ
ろ
う
と
変
わ
り
は
な
い
。
規
伯
玄
方
が
提
示
し
た
「
至
誠
」
は
、
単
な
る

言
葉
の
理
屈
で
は
な
く
、
学
問
や
教
導
と
い
う
実
践
的
要
素
を
含
み
つ
つ
、〈
三
教
論
〉
が
中
国
由
来
の
従
来
型
議
論
を
経
由
し
て
新
た
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な
段
階
へ
と
進
む
、
そ
の
一
石
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

注（
（
）　
辻
善
之
助
『
日
本
佛
教
史
』
近
世
編
（
～
（
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
～
一
九
五
五

（
（
）　『
三
教
質
疑
抄
』（
一
丁
オ
モ
テ
）　
※
『
三
教
質
疑
抄
』
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
本
稿
筆
者
所
蔵
本
を
底
本
と
し
、
該
当
す
る
丁
数
を
記
載
す
る
。

ま
た
、
同
本
に
は
句
読
点
が
付
さ
れ
て
い
な
い
が
、
論
文
上
で
読
み
や
す
く
す
る
た
め
、
引
用
部
で
は
本
稿
筆
者
が
適
宜
句
読
点
を
補
い
、
漢
字
は

通
用
体
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
以
下
、『
三
教
質
疑
抄
』
に
引
用
に
つ
い
て
は
同
様
。

（
（
）　『
三
教
質
疑
抄
』（
一
丁
オ
モ
テ
）
※
括
弧
内
は
本
稿
筆
者
に
よ
る
書
き
下
し
。

（
（
）　
改
ざ
ん
事
件
や
朝
鮮
通
信
使
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
田
代
和
生
『
書
き
替
え
ら
れ
た
国
書
』
中
央
公
論
新
社
一
九
八
三
、
仲
尾
宏
『
朝
鮮
通
信

使
』
岩
波
書
店
二
〇
〇
七
な
ど
。

（
（
）　
矢
島
玄
亮
『
徳
川
時
代
出
版
者
出
版
物
集
覧
』
正
・
続
、
萬
葉
堂
書
店
、
一
九
七
六

（
（
）　『
江
戸
時
代
書
林
出
版
目
録
集
成
』
一
～
三
、
井
上
書
房
、
一
九
六
二
～
一
九
六
三

（
7
）　「
晦
渓
」
や
、『
三
教
質
疑
抄
』
の
記
述
者
名
に
な
っ
て
い
る
「
自
雲
」
は
、
い
ず
れ
も
規
伯
玄
方
が
用
い
て
い
た
号
。

（
（
）　『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
四
九
巻
、
八
九
六
頁

（
9
）　『
三
教
質
疑
抄
』（
二
十
丁
ウ
ラ
）

（
（0
）　『
三
教
質
疑
抄
』（
二
十
一
丁
オ
モ
テ
）
※
括
弧
内
は
本
稿
筆
者
に
よ
る
補
足
と
書
き
下
し
。

（
（（
）　
前
田
勉
「
仏
教
と
江
戸
の
諸
思
想
」、『
新
ア
ジ
ア
仏
教
史
（（
　
日
本
Ⅲ
　
民
衆
仏
教
の
定
着
』
佼
成
出
版
社
、
二
〇
一
〇

（
（（
）　
拙
稿
「『
正
法
嫡
伝
獅
子
一
吼
集
』
に
お
け
る
〈
仏
記
東
漸
論
〉」、『
学
習
院
大
学
人
文
科
学
論
集
一
五
』
学
習
院
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
、

二
〇
〇
六

（
（（
）　
拙
稿
「
江
戸
期
曹
洞
宗
に
お
け
る
三
教
一
致
思
想
─
『
曹
洞
護
国
辨
』
に
関
し
て
─
」、『
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
第
（9
輯
』
学
習
院
大
学

文
学
部
、
二
〇
一
三

（
（（
）　『
三
教
質
疑
抄
』（
二
十
七
丁
ウ
ラ
）
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二
四

（
（（
）　『
三
教
質
疑
抄
』（
三
十
丁
オ
モ
テ
）

（
（（
）　『
三
教
質
疑
抄
』（
二
十
八
丁
オ
モ
テ
）

（
（7
）　『
三
教
質
疑
抄
』（
三
十
四
丁
オ
モ
テ
）　
※
原
漢
文
、
本
稿
筆
者
に
よ
る
書
き
下
し
。

（
（（
）　『
三
教
質
疑
抄
』（
三
十
九
丁
ウ
ラ
）　
※
原
漢
文
、
本
稿
筆
者
に
よ
る
書
き
下
し
。

（
（9
）　『
三
教
質
疑
抄
』（
二
十
一
丁
ウ
ラ
）

（
（0
）　『
三
教
質
疑
抄
』（
二
十
二
丁
ウ
ラ
）　
※
一
部
漢
文
体
の
部
分
を
本
稿
筆
者
が
書
き
下
し
。

（
（（
）　
圭
峰
宗
密
『
禅
源
所
詮
集
都
序
』（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
四
八
、
四
〇
二
頁
）
※
原
漢
文
、
本
稿
筆
者
に
よ
る
書
き
下
し
。

（
（（
）　
永
明
延
寿
『
宗
鏡
録
』（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
四
八
、
四
三
一
頁
）
※
原
漢
文
、
本
稿
筆
者
に
よ
る
書
き
下
し
。

（
（（
）　
円
爾
弁
円
『
十
宗
要
道
記
』（『
禅
宗
』
二
一
〇
、
貝
葉
書
店
、
一
九
二
一
、
二
〇
頁
）
※
原
漢
文
、
本
稿
筆
者
に
よ
る
書
き
下
し
。

（
（（
）　『
三
教
質
疑
抄
』（
三
十
九
丁
ウ
ラ
）　
※
原
漢
文
、
本
稿
筆
者
に
よ
る
書
き
下
し
。
冒
頭
の
「
至
竟
」
は
原
文
マ
マ
。「
畢
竟
」
誤
字
の
可
能
性
も

あ
る
が
、
文
脈
上
、
同
意
と
読
め
る
。

（
（（
）　『
三
教
質
疑
抄
』（
二
十
一
丁
ウ
ラ
）　
※
括
弧
内
は
、
本
稿
筆
者
に
よ
る
補
足
。
一
部
漢
文
体
の
部
分
を
本
稿
筆
者
が
書
き
下
し
。

（
（（
）　『
三
教
質
疑
抄
』（
三
十
二
丁
オ
モ
テ
）

（
（7
）　『
三
教
質
疑
抄
』（
三
丁
オ
モ
テ
）

（
（（
）　『
三
教
質
疑
抄
』（
八
丁
オ
モ
テ
）　
※
一
部
漢
文
体
の
部
分
を
本
稿
筆
者
が
書
き
下
し
。




