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こ
れ
ま
で
神
身
離
脱
は
仏
教
的
世
界
に
神
が
位
置
付
け
ら
れ
る
仏
教
優
位
の
習
合
形
態
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
神
祇
信
仰
と

仏
教
儀
礼
の
両
方
の
脈
絡
を
踏
ま
え
よ
り
詳
し
く
検
討
す
る
。
呪
術
的
儀
礼
と
し
て
受
容
さ
れ
た
仏
教
は
そ
の
性
質
上
、
社
会
に
認
め
ら
れ
る
べ
く

効
験
を
よ
り
確
か
に
し
よ
う
と
「
如
法
」
で
あ
ろ
う
と
努
力
す
る
が
、
そ
の
こ
と
が
か
え
っ
て
世
間
か
ら
乖
離
す
る
と
い
う
事
態
を
招
く
と
い
う
ジ

レ
ン
マ
を
抱
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
仏
教
者
は
、
ま
ず
社
会
的
地
位
を
確
立
し
て
い
た
神
祇
祭
祀
に
巧
み
に
仏
教
的
要
素
を
持
ち
込
み
自
ら
実
践
し
、

こ
れ
を
起
点
に
し
て
神
祇
祭
祀
の
効
果
を
仏
教
の
効
果
へ
と
す
り
替
え
た
。
つ
ま
り
神
身
離
脱
の
言
説
は
、
十
分
に
は
信
頼
さ
れ
て
い
な
い
仏
教
が
、

自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
確
保
し
つ
つ
神
祇
祭
祀
の
信
頼
を
自
分
の
も
の
へ
と
取
り
込
む
べ
く
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
神
祇
祭
祀
は
神
の

要
求
に
よ
っ
て
祭
祀
方
法
が
決
ま
る
こ
と
、
さ
ら
に
暫
定
性
・
独
立
性
な
ど
の
特
徴
が
あ
っ
た
の
で
、
仏
教
儀
礼
を
具
体
的
方
法
と
す
る
祭
祀
が
神

祇
祭
祀
の
展
開
と
し
て
も
可
能
で
あ
っ
た
。
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は
じ
め
に

近
代
以
前
の
日
本
で
は
、
神
祇
信
仰
ま
た
は
神
道
と
仏
教
は
習
合
し
た
状
態
が
一
般
的
で
あ
っ
て
、
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
る
こ
と

は
む
し
ろ
稀
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
態
は
神
仏
習
合
と
称
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
に
も
数
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た）

1
（

。
本
稿
で
は

こ
の
中
で
も
最
も
早
く
に
現
れ
た
神
身
離
脱
の
類
型
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。

神
仏
習
合
に
関
し
て
は
資
料
的
な
制
約
が
あ
る
。
古
代
で
は
神
祇
信
仰
は
も
っ
ぱ
ら
儀
礼
的
行
為
を
中
心
と
す
る
も
の
で
積
極
的
に

は
言
説
を
立
て
な
い
。
独
自
の
言
説
を
立
て
て
い
わ
ゆ
る
神
道
が
成
立
す
る
の
は
中
世
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
神
身
離
脱
な
ど
の
比

較
的
早
い
時
期
の
神
仏
習
合
に
関
す
る
文
献
的
資
料
に
は
神
祇
信
仰
の
立
場
を
と
る
も
の
は
な
く
、
い
ず
れ
も
仏
教
の
立
場
よ
り
作
ら

れ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
資
料
に
注
目
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
明
か
さ
れ
る
の
は
当
然
な
が
ら
仏
教
の
立
場
に
よ
る
意
味

や
価
値
で
あ
り
、
仏
教
側
に
偏
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
た
と
え
神
仏
習
合
に
神
祇
信
仰
の
展
開
と
し
て
の
側
面
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

そ
の
こ
と
は
な
か
な
か
表
面
に
は
出
て
こ
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
正
史
と
仏
教
説
話
を
用
い
て
、
ま
ず
神
祇
信
仰
と
仏
教
信
仰
の
仕
組
み
お
よ
び
社
会
と
の
関
係
を
そ
れ
ぞ
れ
把
握

し
、
つ
ぎ
に
神
身
離
脱
が
こ
れ
ら
と
ど
の
よ
う
な
関
係
や
脈
絡
を
構
成
し
て
い
る
の
か
考
察
す
る
。
仏
教
の
展
開
と
し
て
の
側
面
だ
け

キ
ー
ワ
ー
ド

神
身
離
脱
、
神
祇
信
仰
、
仏
教
儀
礼
、
神
仏
習
合
、
仏
教
説
話
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で
な
く
神
祇
信
仰
の
展
開
と
し
て
ど
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
の
か
十
分
に
留
意
し
、
神
身
離
脱
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
論
じ
る
。

一　

神
祇
祭
祀

イ　

神
祇
祭
祀
の
起
源
説
話

日
本
の
律
令
制
度
で
は
、
す
で
に
広
く
行
わ
れ
て
い
た
神
祇
祭
祀
を
、
政
治
に
先
立
つ
特
別
な
も
の
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。
律

令
制
の
手
本
と
さ
れ
た
唐
で
は
、
天
地
や
山
川
の
神
の
祭
祀
儀
礼
が
政
治
的
行
為
の
一
つ
と
さ
れ
、
尚
書
省
の
管
下
の
礼
部
お
よ
び
太

常
寺
に
よ
り
管
理
・
執
行
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
で
神
祇
祭
祀
を
管
理
・
執
行
す
る
の
は
、
少
な
く
と
も
形
式
上
は
政
治
を
つ

か
さ
ど
る
太
政
官
か
ら
独
立
し
て
設
け
ら
れ
た
神
祇
官
で
あ
る
。
そ
の
位
置
付
け
は
、
職
員
令
で
神
祇
官
の
規
定
が
最
初
に
お
か
れ
、

そ
の
次
に
太
政
官
の
そ
れ
が
お
か
れ
る
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
。
こ
の
格
別
の
位
置
を
占
め
る
神
祇
祭
祀
に
つ
い
て
、
正
史
の
崇
神
紀
や

仲
哀
・
神
功
紀
が
起
源
説
話
的
性
質
を
も
っ
て
い
る）

2
（

。
ま
ず
は
こ
れ
ら
を
確
認
し
た
い
。

崇
神
天
皇
は
最
初
に
国
を
統
治
し
た
天
皇
と
い
う
意
味
の
「
御
は
つ
く
に
し
ら
す
す
め
ら
み
こ
と

肇
國
天
皇）

3
（

」
と
も
称
さ
れ
る
天
皇
で
あ
る
。
そ
の
治
世
に
「
國

内
に
疾
疫
多
く
し
て
、
民
お
ほ
み
た
か
ら

死ま

か亡
れ
る
者
有
り
て
、
且な
か
ば
に
す

大
半
ぎ
な
む
と
す
。」
と
い
う
国
の
存
亡
に
関
わ
る
深
刻
な
災
害
が
発
生
し
た
。

天
皇
は
「
咎
を
神
祇
に
取
ら
む
や
」
と
思
い
、
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
べ
く
卜
占
を
行
う
。
す
る
と
倭や
ま
と
と
と
ひ
も
も
そ
ひ
め
の

迹
迹
日
百
襲
姫
が
神
懸
か
っ

て
「
若
し
能
く
我
を
敬
ひ
祭
ら
ば
、
必
ず
當
に
自た
ひ
ら平
ぎ
な
む
」
と
言
う
。
そ
こ
で
そ
の
神
の
正
体
が
大
物
主
神
で
あ
る
こ
と
を
聞
き
出

し
「
神
の
語み

こ
とを
得
て
、
教
の
隨ま
に
まに
祭
祀
る
」
も
の
の
効
果
が
な
い
。「
朕
、
神
を
禮
ふ
こ
と
尚
未
だ
盡
こ
と
ご
とく
な
ら
ず
や
。」
と
、
自
身
の
祭

祀
に
不
備
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
た
。
す
る
と
夢
の
中
に
神
が
現
れ
て
「
若
し
吾
が
兒
大
田
田
根
子
を
以
て
、
吾
を
令
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祭
り
た
ま
は
ば
、
立
た
ち
ど
こ
ろに
平
ぎ
な
む
」
と
、
祭
祀
の
実
行
者
と
し
て
自
分
の
子
孫
を
指
定
す
る
。
ほ
か
に
も
同
じ
よ
う
な
夢
を
見
た
と

報
告
す
る
者
が
あ
り
、
さ
ら
に
市
磯
長
尾
市
に
倭
大
國
魂
神
を
祭
ら
せ
よ
と
の
言
葉
も
得
る
。
そ
こ
で
大
物
主
大
神
と
倭
大
國
魂
神
を

祭
り
、
加
え
て
卜
占
に
従
い
ほ
か
の
神
も
祭
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
八
十
萬
の
羣
神
」
を
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
祭
り
、「
天
社
・
國
社
、

及
び
神
地
・
神
戸
」
を
定
め
た
。
す
る
と
「
是
に
疫
病
始
め
て
息や

み
て
、
國や
う
や
く

内
漸
に
謐し
づ
まり
ぬ
。
五
穀
既
に
成み
の

り
て
、
百に

ぎ

は
姓
饒
ひ
ぬ
。」

と
あ
る
よ
う
に
、
病
を
は
じ
め
と
す
る
災
害
が
お
さ
ま
り
国
内
は
安
定
し
、
穀
物
が
実
り
人
々
は
豊
か
に
な
っ
た
。
祭
祀
の
成
功
を
受

け
て
政
治
・
軍
事
的
拡
大
を
実
現
し
、「
御は
つ
く
に
し
ら
す
す
め
ら
み
こ
と

肇
國
天
皇
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

以
上
の
話
は
、
神
社
や
そ
れ
に
付
随
す
る
神
地
と
神
戸
の
設
置
と
い
う
律
令
制
下
の
神
祇
祭
祀
制
度
の
起
源
説
話
と
し
て
の
性
格
を

も
ち
、
神
や
そ
の
祭
祀
の
性
質
や
意
義
を
明
確
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
神
祇
祭
祀
こ
そ
が
、
生
活
空
間
の
災
害
を
抑
え
、
人
々
の
命

を
救
い
さ
ら
に
農
作
物
を
豊
作
に
し
、
国
を
成
り
立
た
せ
る
。
も
し
も
祭
祀
を
怠
れ
ば
祟
り
に
よ
り
災
害
が
発
生
す
る
。
こ
れ
が
律
令

期
の
神
祇
祭
祀
観
念
の
基
底
と
な
る
観
念
で
あ
る）

4
（

。
ま
た
政
治
・
軍
事
的
活
動
な
ど
の
他
の
活
動
が
、
祭
祀
に
よ
り
国
が
す
で
に
成
り

立
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
条
件
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
律
令
の
導
入
が
進
め
ら
れ
る
と
き
の
「
先
ず
以
て
神
祇
を
祭
り
鎮
め
て
、

然
し
て
後
に
政
事
を
議
る
べ
し
）
5
（

」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

仲
哀
天
皇
が
熊
襲
討
伐
を
計
画
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
り
神
功
皇
后
の
新
羅
征
伐
に
至
る
一
連
の
出
来
事
も
、
神
祇
祭
祀
の
性
質
を
よ

く
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

あ
る
と
き
仲
哀
天
皇
が
熊
襲
を
討
伐
す
る
べ
く
群
臣
に
諮
る
と
、
に
わ
か
に
神
功
皇
后
が
神
が
か
る
。
そ
し
て
海
の
対
岸
に
は
宝
の

国
が
あ
る
と
言
い
「
若
し
能
く
吾
を
祭
り
た
ま
は
ば
、
曾
て
刄
に
血
ら
ず
し
て
、
其
の
國
必
ず
自
づ
か
ら
服
ひ
な
む
。」
と
祭
祀
の
効

果
を
示
し
、
用
い
る
べ
き
幣
帛
の
指
定
と
と
も
に
祭
祀
を
す
る
よ
う
に
要
求
す
る
。
仲
哀
天
皇
は
一
方
的
に
示
さ
れ
た
神
の
言
葉
を
疑
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う
。
対
岸
に
国
は
見
え
な
い
こ
と
と
、「
我
が
皇み
お
や
す
め
ら
み
こ
と
た
ち

祖
諸
天
皇
、
盡
こ
と
ご
と
くに
神
祇
を
祭
り
た
ま
ふ
。
豈
、
遺
れ
る
神
有あ

さ
む
や
。」
と
、
歴
代

の
天
皇
が
す
べ
て
の
神
を
残
さ
ず
す
で
に
祭
っ
て
い
る
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
天
皇
は
神
の
言
葉
を
無
視
し
て
熊
襲
を
討
伐
に
行

く
が
失
敗
し
、
病
気
に
な
っ
て
死
没
す
る
。「
即
ち
知
り
ぬ
、
神
の
言
を
用
ゐ
た
ま
は
ず
し
て
、
早
く
崩
り
ま
し
ぬ
る
こ
と
を
。」
と
、

神
の
言
葉
を
無
視
し
た
か
ら
夭
折
し
た
の
だ
と
評
さ
れ
る
。
神
を
祭
れ
ば
損
失
が
除
去
さ
れ
利
益
が
得
ら
れ
る
の
だ
が
、
出
現
し
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
神
を
無
視
し
て
祭
ら
な
い
と
死
と
い
う
最
悪
の
事
態
を
迎
え
る
。

こ
の
よ
う
な
天
皇
の
死
没
と
い
う
事
態
を
受
け
、
神
功
皇
后
は
み
ず
か
ら
「
先
の
日
に
天
皇
に
教
へ
た
ま
ひ
し
は
誰
の
神
ぞ
。
願
は

く
は
其
の
名
を
ば
知
ら
む
。」
と
神
の
名
を
明
か
そ
う
と
す
る
。
名
が
一
つ
明
か
さ
れ
る
と
、
皇
后
は
さ
ら
に
ほ
か
に
は
い
な
い
の
か

と
問
い
、
ま
た
名
が
明
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
神
が
現
れ
な
く
な
る
ま
で
繰
り
返
す
。
そ
し
て
「
有
る
こ
と
無
き
こ
と
知
ら
ず
」

と
な
る
も
の
の
、
さ
ら
に
執
拗
に
尋
ね
「
表
筒
男
・
中
筒
男
・
底
筒
男
の
神
」
を
明
ら
か
に
す
る
。「
遂
に
且
神
有
す
と
も
言
は
ず
」

と
い
う
事
態
を
見
届
け
て
「
神
の
語
を
得
て
教
の
隨
に
祭
る
。」
と
祭
祀
を
し
た
。
そ
の
結
果
、
熊
襲
と
新
羅
が
い
ず
れ
も
み
ず
か
ら

帰
服
す
る
。
さ
ら
に
帰
国
後
に
も
表
筒
男
・
中
筒
男
・
底
筒
男
の
要
求
に
従
い
「
神
の
教
の
隨
に
鎭
め
坐
ゑ
ま
つ
る
。
則
ち
平
に
海
を

度
る
こ
と
得
た
ま
ふ
」
と
、
そ
の
和
魂
を
祭
祀
す
る
こ
と
で
航
海
の
保
護
を
得
た
の
で
あ
る
。

こ
の
話
に
よ
れ
ば
、
歴
代
の
天
皇
は
す
べ
て
の
神
を
祭
っ
て
き
た
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
る）

6
（

。
し
か
し
実
際
に
は
ま
だ
祭
ら
れ
て
い

な
い
神
が
存
在
し
、
何
ら
か
の
機
会
を
と
ら
え
突
然
に
現
れ
る
。
事
態
は
い
つ
で
も
神
の
一
方
的
な
出
現
や
要
求
に
よ
り
変
更
さ
れ
う

る
。
祭
祀
は
最
善
を
尽
く
す
が
、
つ
ね
に
暫
定
的
で
い
ま
だ
不
完
全
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
を
と
ら
え
て
対
象
を

拡
大
し
方
法
を
更
新
し
、
よ
り
確
実
な
も
の
へ
と
進
歩
す
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
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ロ　

神
祇
祭
祀
の
仕
組
み
と
性
質

『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
る
起
源
説
話
は
、
神
祇
祭
祀
は
社
会
の
存
在
を
可
能
に
す
る
行
為
で
あ
る
か
ら
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
先
立
っ

て
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
言
説
に
よ
り
、
律
令
期
以
前
か
ら
神
祇
祭
祀
が
全
国
的
に
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
、
改
め
て
基
礎

付
け
を
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
を
律
令
国
家
で
の
神
祇
祭
祀
の
基
礎
的
認
識
と
し
た
。
こ
れ
ら
に
投
影
さ
れ
た
朝
廷
の
神
祇
信
仰
の
観
念

は
つ
ま
る
と
こ
ろ
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

神
祇
祭
祀
の
根
幹
と
な
る
神
に
関
し
て
は
、
人
の
理
解
や
制
御
を
超
え
た
不
可
測
で
強
力
な
存
在
だ
と
観
念
さ
れ
て
い
た
。
だ
か
ら

神
は
理
由
な
ど
な
く
て
も
一
方
的
に
祟
り
を
な
す
。
こ
の
祟
り
は
極
め
て
強
い
威
力
を
持
つ
の
で
、
そ
の
ま
ま
放
置
す
る
な
ら
ば
国
や

社
会
が
壊
滅
す
る
。
そ
こ
で
人
々
が
無
事
に
生
存
で
き
る
空
間
を
確
保
す
る
べ
く
採
ら
れ
た
対
処
方
法
と
は
、
神
と
の
直
接
対
峙
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
祭
祀
で
あ
る
。
祭
祀
が
成
功
裏
に
行
わ
れ
る
と
祟
り
は
お
さ
ま
る
。

そ
し
て
祭
祀
に
は
受
動
的
性
格
と
暫
定
性
が
あ
る
。
神
は
人
の
理
解
を
超
え
て
い
る
の
で
、
人
が
あ
れ
こ
れ
考
え
て
も
祟
り
を
鎮
め

る
方
法
は
導
き
出
せ
な
い
。
人
々
が
取
り
得
る
具
体
的
行
動
は
祟
り
を
な
す
神
を
そ
の
望
む
通
り
に
た
だ
祭
る
以
外
に
な
い
。
祭
祀
の

成
立
に
よ
り
神
の
祟
り
は
抑
え
ら
れ
る
も
の
の
、
関
係
が
も
は
や
成
り
立
っ
て
い
な
い
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
祟
り
が
い
つ
発
生
し
て
も

お
か
し
く
な
い
。
だ
か
ら
祭
祀
は
一
回
だ
け
で
完
結
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
ま
ま
常
態
化
し
て
恒
例
祭
祀
と
な
る
。
祟
り
が
沈
静
化
さ

れ
て
い
る
状
態
を
維
持
す
る
た
め
に
、
災
害
が
発
生
し
て
い
な
く
て
も
つ
ね
に
祭
祀
が
継
続
さ
れ
る
。
た
だ
一
度
示
さ
れ
た
要
求
に
従

い
祭
祀
が
成
功
し
た
と
し
て
も
そ
の
永
続
性
は
保
証
さ
れ
な
い
。
神
は
自
身
の
示
し
た
内
容
に
も
拘
束
さ
れ
ず
、
し
ば
し
ば
一
方
的
に

祭
祀
方
法
を
変
更
す
る
。
日
本
で
は
神
と
の
双
方
が
義
務
を
負
う
と
い
う
意
味
で
の
契
約
的
関
係
は
成
立
し
て
い
な
い
。

ま
た
各
祭
祀
に
は
独
立
性
が
あ
る
。
こ
れ
は
祭
祀
の
持
つ
災
害
主
体
へ
の
直
接
対
峙
と
い
う
性
質
と
密
接
に
関
係
す
る
。
祭
祀
は
祟
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り
を
な
す
神
の
要
求
に
従
い
直
接
対
峙
す
る
こ
と
で
成
り
立
つ
の
だ
か
ら
、
効
果
を
生
じ
る
の
は
そ
の
特
定
の
神
に
対
し
て
の
み
で
、

範
囲
は
限
定
さ
れ
て
い
る
。
祭
祀
を
常
態
化
す
る
こ
と
で
そ
の
神
が
原
因
と
な
る
祟
り
は
将
来
に
わ
た
っ
て
抑
え
ら
れ
る
と
期
待
さ
れ

る
が
、
ほ
か
の
神
に
よ
っ
て
新
た
に
生
じ
る
祟
り
を
抑
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
威
力
の
強
い
特
定
の
神
を
祭
っ
た
と
し
て
も
、

そ
の
神
が
社
会
や
国
の
安
寧
を
守
る
べ
く
、
祟
り
を
な
す
ほ
か
の
神
と
対
峙
す
る
こ
と
は
な
い
。
神
は
ほ
か
の
神
の
仕
業
に
関
与
も
干

渉
も
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
平
穏
の
た
め
に
は
祟
り
を
な
す
神
を
す
べ
て
残
さ
ず
そ
れ
ぞ
れ
祭
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

不
可
測
と
い
う
神
の
性
質
上
、
祭
祀
体
系
も
い
つ
ま
で
も
暫
定
的
で
不
完
全
な
ま
ま
で
あ
る
。
神
は
祟
り
な
ど
人
に
わ
か
る
よ
う
な

形
で
み
ず
か
ら
出
現
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
人
が
神
の
存
在
を
確
実
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
歴
代
の
天
皇
が
す
べ
て
の
神
を
祭
っ
て
き
た
と
観
念
さ
れ
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
も
暫
定
的
で
あ
り
必
ず
し
も
完
全
で
は
な
い
。

ひ
と
ま
ず
す
べ
て
の
神
を
祭
っ
た
状
態
を
築
い
た
と
し
て
も
、
思
い
が
け
ず
祭
ら
れ
て
い
な
い
神
が
一
方
的
に
祟
り
を
な
し
出
現
す
る

な
ら
ば
、
そ
の
都
度
新
た
に
個
別
の
祭
祀
を
行
い
直
接
の
関
係
を
築
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
祭
り
残
し
た
神
が
ま
だ
い
る
可
能
性
は
い
つ

ま
で
も
否
定
で
き
な
い
。

こ
の
こ
と
と
表
裏
を
な
し
祭
祀
制
度
に
は
漸
進
性
も
あ
る
。
す
べ
て
の
神
を
祭
っ
て
い
る
は
ず
だ
が
あ
く
ま
で
暫
定
的
で
、
機
会
を

と
ら
え
て
新
た
な
神
が
出
現
し
そ
の
た
び
に
祭
祀
が
増
え
る
。
こ
れ
は
祭
り
残
し
た
神
が
減
る
こ
と
を
意
味
し
、
し
た
が
っ
て
抑
制
さ

れ
る
祟
り
が
増
え
る
。
祭
祀
制
度
は
今
に
至
る
ま
で
祭
祀
を
増
加
さ
せ
て
よ
り
多
く
の
祟
り
を
抑
え
、
国
土
や
人
々
が
安
全
で
い
ら
れ

る
範
囲
を
拡
大
し
つ
づ
け
て
発
展
し
て
き
た
と
観
念
さ
れ
て
い
る
。

律
令
に
よ
り
中
央
集
権
化
を
進
め
る
朝
廷
は
、『
日
本
書
紀
』
に
こ
う
し
た
内
容
を
投
影
し
、
律
令
的
祭
祀
制
度
を
そ
の
展
開
の
極

相
と
し
て
位
置
付
け
た
。
依
然
と
し
て
暫
定
的
で
あ
っ
て
完
全
で
は
な
い
も
の
の
、
ひ
と
ま
ず
完
成
し
た
状
態
と
し
て
律
令
的
祭
祀
制

神身離脱の様相と動機
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度
は
意
味
付
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
国
の
統
治
者
の
責
任
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
神
に
対
す
る
祭
祀
が
恒
例
行
事
と
し
て
行
わ
れ
、
突

発
的
な
災
害
す
な
わ
ち
祟
り
は
あ
る
も
の
の
、
日
常
に
お
い
て
は
平
穏
を
実
現
し
て
い
る
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
祭
祀
に
何
も
効
果
が
な

い
と
思
わ
れ
る
状
態
こ
そ
、
た
し
か
に
効
果
が
生
じ
て
い
る
と
観
念
さ
れ
る
。
そ
し
て
神
祇
祭
祀
の
不
断
の
実
践
は
社
会
や
国
の
存
在

が
確
か
で
あ
る
こ
と
の
表
現
と
も
な
る
。
反
対
に
祭
祀
が
な
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
国
や
社
会
を
壊
滅
さ
せ
か
ね
な
い
祟
り
が
い
つ
発

生
し
て
も
お
か
し
く
な
い
危
険
な
状
態
に
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
律
令
期
の
神
祇
祭
祀
は
こ
う
し
た
観
念
や
認
識
に
よ
り
支
え
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二　

仏
教
儀
礼

イ　

仏
教
の
儀
礼
と
し
て
の
受
容

日
本
の
仏
教
の
起
源
は
海
外
か
ら
伝
来
し
た
こ
と
に
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
は
こ
れ
を
欽
明
朝
の
出
来
事
と
し
て
伝
え
て
い
る
。
そ

こ
で
は
仏
教
が
い
か
な
る
も
の
か
説
明
す
る
文
章
が
、
仏
教
者
に
よ
っ
て
金
光
明
経
の
一
節
を
流
用
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る）

7
（

。
す
な
わ

ち
仏
と
は
極
め
て
素
晴
ら
し
い
存
在
で
あ
り
、
ま
た
経
典
は
そ
の
説
く
と
こ
ろ
の
法
で
あ
り
、
深
遠
で
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
こ

れ
ら
仏
像
や
経
典
は
礼
拝
し
た
り
教
え
を
広
め
る
こ
と
で
効
験
を
生
じ
る
。
こ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
仏
お
よ
び
そ
こ
か
ら
派
生
し

た
事
物
す
な
わ
ち
三
宝
を
、
肯
定
的
に
再
現
す
る
も
し
く
は
礼
拝
す
る
現
世
利
益
的
儀
礼
と
し
て
仏
教
は
受
容
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
仏
教
の
信
仰
は
蘇
我
氏
を
中
心
に
は
じ
め
ら
れ）

8
（

、
大
化
改
新
後
も
そ
の
仏
教
政
策
は
継
承
さ
れ
る）

9
（

。
天
武
朝
で
は
そ
れ
ま

で
私
的
に
行
わ
れ
て
き
た
仏
教
を
国
家
的
な
も
の
へ
と
位
置
付
け
る）
10
（

。
そ
し
て
聖
武
朝
で
の
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
の
建
立
や
東
大
寺
の
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盧
舎
那
大
仏
の
造
立
、
金
光
明
最
勝
王
経
に
依
拠
す
る
御
斎
会
が
国
家
儀
礼
と
し
て
成
立
す
る
な
ど
隆
盛
を
迎
え
る
。
災
害
が
あ
る
と

し
ば
し
ば
臨
時
の
仏
教
儀
礼
が
神
祇
祭
祀
と
と
も
に
実
施
さ
れ
る
。
平
安
時
代
に
は
密
教
が
伝
え
ら
れ
、
宮
中
に
真
言
院
を
作
り
後
七

日
御
修
法
を
行
い
）
11
（

、
さ
ら
に
真
言
僧
を
諸
国
の
講
読
師
に
任
じ
る
な
ど）
12
（

、
そ
れ
ま
で
行
わ
れ
た
き
た
国
家
的
儀
礼
が
増
強
さ
れ
る
。
密

教
は
そ
れ
ま
で
の
仏
教
儀
礼
と
異
質
な
新
し
い
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
金
光
明
経
に
代
表
さ
れ
る

鎮
護
国
家
の
儀
礼
の
発
展
形
態
も
し
く
は
完
成
形
態
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
時
代
の
仏
教
は
国
家
の
主
導
す
る
も
の
ば
か
り
で
な
く
民
衆
の
間
に
も
広
ま
っ
て
い
る
。『
日
本
霊
異
記
』
が
伝
え
る
よ

う
に
、
行
基
に
代
表
さ
れ
る
私
度
僧
す
な
わ
ち
国
家
の
認
定
す
る
正
式
な
受
戒
を
し
て
い
な
い
仏
教
者
が
、
国
家
的
仏
教
儀
礼
と
は
別

個
に
民
間
で
活
動
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
両
者
の
あ
い
だ
に
本
質
的
に
は
違
い
は
な
い
。『
霊
異
記
』
で
も
つ
ぎ
よ
う
な
こ
と
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
仏
像
を
造
っ
た
り
拝
ん
だ
り
保
全
し
た
り
、
経
典
類
を
供
養
し
た
り
読
誦
し
た
り
写
経
し
た
り
、
僧
侶
を
供
養
し
た
り

拝
ん
だ
り
と
い
う
仏
教
的
な
善
い
行
動
を
す
る
と
そ
の
報
い
と
し
て
楽
や
幸
福
が
生
じ
る
。
反
対
に
三
宝
お
よ
び
派
生
的
仏
教
的
価
値

を
破
壊
し
た
り
誹
謗
し
た
り
否
定
す
る
と
そ
の
報
い
を
受
け
て
苦
し
み
、
場
合
に
よ
っ
て
は
死
に
至
り
さ
ら
に
は
来
世
に
も
苦
し
み
が

持
ち
越
さ
れ
る
。

国
家
的
仏
教
儀
礼
と
民
衆
の
仏
教
と
の
差
異
は
立
場
や
視
点
の
違
い
が
反
映
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
国
家
儀
礼
で
は
行
為
主
体
が
国

家
が
で
あ
る
た
め
報
い
を
受
け
る
客
体
も
国
家
に
な
る
の
に
対
し
て
、
民
間
で
は
行
為
主
体
が
個
人
な
の
で
報
い
を
受
け
る
客
体
も
個

人
と
な
る
。
ま
た
『
霊
異
記
』
は
仏
教
の
実
践
お
よ
び
仏
教
の
否
定
や
毀
損
が
ど
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
か
と
い
う
視
点
に
よ

る
も
の
で
、
直
面
し
て
い
る
問
題
を
い
か
に
解
決
す
る
か
と
い
う
視
点
か
ら
、
そ
の
手
段
と
し
て
仏
教
の
効
験
が
説
か
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
善
い
行
動
を
し
た
主
体
が
そ
の
報
い
を
受
け
る
客
体
と
な
る
と
い
う
部
分
で
は
両
者
は
同
じ
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
呪
術
的

神身離脱の様相と動機
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と
い
う
か
密
教
的
で
あ
る
。

ロ　

効
験
発
揮
の
必
要
条
件

こ
の
よ
う
な
仏
教
儀
礼
が
十
分
に
効
果
を
発
揮
す
る
か
否
か
は
、
儀
礼
の
実
行
方
法
お
よ
び
直
接
の
実
行
者
で
あ
る
僧
侶
の
状
態
に

左
右
さ
れ
る
。
道
慈
は
当
時
の
日
本
の
仏
教
の
状
態
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

今
日
本
の
素
緇
の
行
ふ
仏
法
の
軌
模
を
察
る
に
、
全
く
大
唐
の
道
俗
の
伝
ふ
る
聖
教
の
法
則
に
異
な
り
。
若
し
経
典
に
順
は
ば
国

土
を
護
ら
む
。
如
し
憲
章
に
違
は
ば
人
民
に
利
あ
ら
ず
。
一
国
の
仏
法
万
家
修
繕
せ
ば
何
ぞ
虚
設
を
用
ゐ
む
。
豈
慎
ま
ざ
ら
め
や）
13
（

。

現
在
の
日
本
で
の
仏
教
儀
礼
は
、
唐
で
広
く
行
わ
れ
て
い
る
正
し
い
方
法
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
儀
礼
が
経
典
で
定
め
ら
れ
た
方
法

に
忠
実
で
あ
れ
ば
国
土
は
守
護
さ
れ
る
が
、
も
し
も
そ
の
方
法
と
違
っ
て
い
る
な
ら
ば
人
々
に
利
益
は
も
た
ら
さ
れ
な
い
。
日
本
で
仏

法
を
行
う
の
に
ど
う
し
て
効
果
の
な
い
方
法
で
す
る
の
か
。
こ
の
よ
う
に
日
本
仏
教
の
現
状
を
戒
め
て
い
る
。
経
典
に
定
め
ら
れ
た
正

し
い
方
法
で
な
け
れ
ば
、
儀
礼
を
し
て
も
効
果
は
期
待
で
き
な
い
。
仏
教
に
固
有
の
効
果
は
「
法
」
が
担
保
す
る
の
で
あ
る）
14
（

。

仏
教
が
国
家
的
な
地
位
を
得
る
の
と
並
行
し
て
、
こ
の
正
し
い
方
法
は
絶
え
ず
求
め
ら
れ
続
け
た
。
大
化
改
新
で
は
仏
教
修
行
が

「
如
法
」
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ）
15
（

、
律
令
の
編
纂
に
あ
た
っ
て
は
僧
尼
令
が
作
ら
れ
規
範
が
明
文
化
さ
れ
る
。
し
か
し
、
制
度
化
さ

れ
た
も
の
の
期
待
と
は
裏
腹
に
実
態
は
「
諸
国
の
寺
家
、
多
く
法
の
如
く
な
ら
ず
）
16
（

」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
鑑
真
を
招
来
し
戒
壇
を

設
け
て
授
戒
制
度
を
整
備
し
大
き
く
前
進
し
た
も
の
の
、
依
然
と
し
て
問
題
は
解
決
し
な
い
。
平
安
時
代
に
な
っ
て
も
「
法
に
乖
く
」
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た
め
に
「
都
て
殊
勝
の
利
無
し
」
と
い
う
状
態
が
続
い
て
い
た）
17
（

。
儀
礼
の
効
果
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
僧
侶
の
あ
り
方
を
含

む
そ
の
実
践
方
法
を
経
典
類
が
説
く
「
法
」
に
適
合
さ
せ
る
努
力
が
つ
ね
に
な
さ
れ
る
一
方
、
現
実
に
は
不
徹
底
で
あ
っ
た
。

民
衆
の
仏
教
は
私
度
僧
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
国
家
に
よ
る
「
如
法
」
の
要
求
か
ら
相
対
的
に
独
立
し
て
い
た
も
の
の
、
決
め

ら
れ
た
正
し
い
方
法
の
通
り
に
実
践
す
る
こ
と
が
効
験
の
発
揮
に
結
び
つ
く
と
い
う
観
念
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
『
霊
異
記
』
上
巻
第

二
十
六
は
「
持
戒
」
の
仏
教
者
が
修
行
し
実
際
に
素
晴
ら
し
い
効
験
を
発
揮
し
た
と
い
う
話
で
あ
り
、
下
巻
第
十
は
法
華
経
を
「
如
法
」

で
写
経
し
た
と
こ
ろ
火
事
で
も
焼
け
な
か
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
や
は
り
仏
教
固
有
の
「
如
法
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
超
常
的
な

効
験
が
生
じ
る
と
観
念
さ
れ
て
い
た
。

ハ　

仏
教
儀
礼
の
仕
組
み

こ
う
し
た
仏
教
儀
礼
を
代
表
す
る
の
は
金
光
明
経
で
あ
ろ
う
。
仏
教
の
日
本
へ
の
伝
来
記
事
に
も
用
い
ら
れ
、
古
代
か
ら
中
世
に
か

け
て
最
大
の
国
家
的
仏
事
で
あ
る
御
斎
会
の
依
拠
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
諸
国
に
作
ら
れ
た
国
分
寺
も
正
式
名
称
は
「
金
光
明
四
天
王

護
国
之
寺
」
で
あ
り
、
金
光
明
経
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る）
18
（

。
ち
な
み
に
盧
舎
那
仏
は
総
国
分
寺
の
本
尊
で
あ
り
、
こ
の
思
想
の
延
長

線
上
に
あ
る）
19
（

。

教
理
の
水
準
で
の
理
解
は
困
難
だ
と
し
て
も
朝
廷
が
そ
れ
な
り
に
金
光
明
経
の
内
容
を
理
解
把
握
し
て
い
た
こ
と
が
、
金
光
明
経
を

引
用
す
る
国
分
寺
の
建
立
の
詔
で
も
確
認
で
き
る
。

經
を
案
ふ
る
に
云
は
く
「
若
し
有
ら
む
國
土
に
こ
の
經
王
を
講
宣
し
讀
誦
し
恭
敬
し
供
養
し
流
通
せ
む
と
き
に
は
、
我
等
四
王
、

神身離脱の様相と動機
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常
に
來
り
て
擁
護
せ
む
。
一
切
の
災
障
も
皆
消し
ょ
う

殄て
ん

せ
し
め
む
。
憂
愁
・
疾
疫
を
も
亦
除
差
せ
し
め
む
。
所
願
心
を
遂
げ
て
、
恒

に
歡
喜
を
生
せ
し
め
む
」
と
い
へ
り
。
天
下
の
諸
國
を
し
て
各
七
重
塔
一
区
を
敬
ひ
造
ら
し
め
、
并
せ
て
金
光
明
最
勝
王
經
・
妙

法
蓮
華
經
一
部
を
写
さ
し
む
べ
し）
20
（

。

こ
の
経
を
読
誦
し
恭
敬
供
養
し
広
め
る
な
ら
ば
、
必
ず
四
天
王
が
や
っ
て
き
て
つ
ね
に
国
土
を
守
り
、
あ
ら
ゆ
る
災
害
や
障
碍
や
悩

み
や
病
気
を
取
り
除
き
、
願
い
が
叶
い
歓
喜
す
る
。
金
光
明
経
の
こ
の
引
用
部
分
こ
そ
朝
廷
が
理
解
す
る
仏
教
の
効
果
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
発
展
・
完
成
形
態
と
位
置
付
け
ら
れ
る
密
教
の
儀
礼
の
願
文
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

仏
心
は
慈
と
悲
と
な
り
。
大
慈
は
楽
を
与
へ
、
大
悲
は
苦
を
抜
く
。
抜
苦
は
軽
重
を
問
ふ
こ
と
無
し
。
与
楽
は
親
疎
を
論
ぜ
ず
。

鐘
谷
に
比
し
て
唱
和
し
、
摩
尼
を
超
え
て
感
応
す
）
21
（

。

仏
は
楽
を
与
え
苦
を
除
く
慈
悲
の
心
が
あ
り
、
誰
に
対
し
て
も
平
等
で
あ
る
。
だ
か
ら
儀
礼
的
行
為
を
す
れ
ば
、
仏
は
必
ず
応
え
て

楽
を
与
え
く
れ
て
苦
を
除
い
て
く
れ
る
と
い
う
の
だ
。

民
間
で
の
仏
教
も
こ
れ
と
本
質
的
な
違
い
は
な
い
。『
霊
異
記
』
は
説
話
集
で
あ
り
教
理
を
正
面
か
ら
述
べ
る
こ
と
は
な
い
が
、
序

文
に
よ
れ
ば
「
因
果
」
の
法
則
が
実
際
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
実
例
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
が
目
標
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
「
因
果
」

と
は
「
善
悪
の
報
い
は
影
の
形
に
隨
ふ
が
如
く
、
苦
楽
の
響
ハ
谷
の
音
に
應
ふ
る
が
如
し
」
と
い
う
性
質
で
、
自
分
の
行
為
に
は
つ
ね

に
「
感
応
の
道
」
が
あ
り
「
現
報
甚
だ
近
」
い
と
述
べ
る
。
こ
の
法
則
を
現
実
に
す
る
者
と
し
て
、「
尺
迦
丈
六
の
不
思
議
の
力
」「
善
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神
の
加
護
な
り
」「
諸
天
感
応
し
て
龍
神
雨
を
降
ら
す
」
と
仏
と
菩
薩
さ
ら
に
仏
教
を
護
る
諸
天
神
等
を
あ
げ
、「
誦
経
の
功
徳
」「
大

乗
不
思
議
の
力
」「
般
若
の
験
力
」
と
経
典
を
あ
げ
、
さ
ら
に
「
理
智
の
法
身
」「
三
宝
の
非
色
非
心
、
目
に
見
え
ず
と
雖
も
、
威
力
无

き
に
あ
ら
ぬ
こ
と
を
」
と
、
法
身
仏
な
ど
知
覚
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
を
あ
げ
る
。
つ
ま
り
三
宝
お
よ
び
そ
の
付
随
物
を
尊
重
し

礼
拝
し
供
養
す
る
と
、
三
宝
の
超
常
的
な
力
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
に
楽
や
幸
福
が
も
た
ら
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
仏
教
儀
礼
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
仕
組
み
で
あ
る
。

儀
礼
は
つ
ね
に
仏
な
ど
を
対
象
と
し
て
人
が
崇
敬
す
る
と
い
う
二
者
の
関
係
と
し
て
直
接
に
は
構
成
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
仏
像
・

経
典
な
ど
へ
の
礼
拝
・
供
養
・
読
誦
な
ど
で
あ
る
。
儀
礼
は
旱
魃
や
疫
病
を
は
じ
め
と
す
る
「
一
切
の
災
障
」
に
対
し
て
効
果
が
期
待

で
き
る
の
で
、
災
害
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
そ
の
主
体
は
誰
か
な
ど
が
全
く
不
明
の
ま
ま
で
も
儀
礼
の
実
行
に
支
障
を
き
た
す
こ
と

は
な
い
。
そ
し
て
儀
礼
行
為
が
実
行
さ
れ
る
と
、
儀
礼
的
行
為
の
直
接
の
対
象
で
あ
る
三
宝
の
働
き
に
よ
っ
て
災
難
が
除
去
さ
れ
る
。

効
果
が
発
揮
さ
れ
る
局
面
に
は
人
が
直
接
関
与
す
る
余
地
は
な
く
感
知
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
金
光
明
経
の
読
誦
な
ら
ば
、
こ
れ
を

知
っ
た
四
天
王
が
行
動
を
起
こ
し
て
す
べ
て
の
災
難
を
取
り
除
い
て
国
土
を
守
る
。
密
教
的
修
法
な
ら
ば
僧
侶
が
三
密
瑜
伽
に
よ
り
仏

に
働
き
か
け
る
と
、
仏
の
呼
応
に
よ
り
両
者
が
一
体
化
し
て
仏
の
力
が
実
体
化
し
災
害
が
終
息
す
る
。

つ
ま
り
儀
礼
は
二
つ
の
関
係
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
ま
ず
儀
礼
の
主
体
で
あ
る
人
と
そ
の
対
象
で
あ
る
仏
等
の
関
係
が
構
成
さ
れ

る
。
す
る
と
こ
れ
に
仏
が
感
応
し
、
今
度
は
仏
が
主
体
と
な
っ
て
災
害
も
し
く
は
そ
の
原
因
を
対
象
と
し
て
除
去
す
る
。
人
が
直
接
関

与
す
る
対
象
は
仏
等
だ
け
で
あ
り
、
仏
等
が
対
象
と
す
る
災
害
や
そ
の
原
因
と
人
は
直
接
的
関
係
を
構
成
し
な
い
。
ど
の
よ
う
な
種
類

の
災
害
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
原
因
が
な
ん
で
あ
ろ
う
と
、
人
が
行
う
べ
き
は
つ
ね
に
三
宝
を
対
象
と
す
る
仏
教
儀
礼
の
み
で
あ
っ
て
、

こ
れ
と
は
異
な
る
別
の
儀
礼
が
必
要
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
は
経
典
に
よ
り
す
で
に
内
容
が
固
定
し
て
い
て
変
更
の
余

神身離脱の様相と動機
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地
は
な
い
。
意
識
は
繰
り
返
さ
れ
る
礼
拝
の
直
接
の
対
象
で
あ
る
仏
や
四
天
王
に
向
け
ら
れ
、
災
害
や
そ
の
原
因
な
ど
に
対
す
る
関
心

は
希
薄
に
な
る
。
神
祇
祭
祀
で
は
、
ま
ず
災
害
の
原
因
で
あ
る
神
に
意
識
が
集
中
し
、
こ
の
対
象
ご
と
に
個
別
に
独
立
し
て
祭
祀
が
行

わ
れ
る
。
神
の
要
求
が
変
化
す
れ
ば
祭
祀
方
法
も
こ
れ
に
従
っ
て
変
化
し
、
新
た
な
神
が
祟
り
を
な
せ
ば
祭
祀
も
新
た
に
は
じ
め
ら
れ

増
加
す
る
。
仏
教
儀
礼
は
こ
う
し
た
神
祇
祭
祀
と
反
対
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
。

ニ　

苦
し
む
有
情
の
救
済

こ
う
し
た
仏
教
儀
礼
が
取
り
除
く
「
一
切
の
災
障
」
に
は
他
者
の
苦
し
み
も
含
ま
れ
る
の
で
、
同
様
の
儀
礼
行
為
が
他
者
の
救
済
行

為
と
も
な
る
。
仏
教
の
根
底
に
は
業
報
思
想
が
あ
り
自
業
自
得
と
さ
れ
る
が
、
慈
悲
と
廻
向
と
い
う
概
念
に
基
づ
い
て
こ
の
こ
と
は
説

明
さ
れ
る
。
慈
悲
の
心
か
ら
苦
し
む
者
を
救
わ
ね
ば
と
思
い
、
仏
教
的
行
為
を
し
て
そ
の
効
果
を
廻
向
す
な
わ
ち
そ
の
人
へ
振
り
向
け

る
の
で
あ
る
。『
霊
異
記
』
の
下
巻
三
十
五
の
説
話
や
中
巻
二
十
四
の
説
話
な
ど
が
こ
れ
で
あ
る
。

下
巻
三
十
五
の
説
話
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
あ
る
と
き
火
の
君
と
い
う
人
が
仮
死
状
態
に
な
り
地
獄
に
行
く
の
だ
が
、
本

来
の
死
ぬ
べ
き
時
期
で
は
な
い
と
地
上
に
送
り
帰
さ
れ
る
。
そ
の
帰
り
が
け
に
す
で
に
地
獄
に
落
ち
て
苦
し
み
を
受
け
て
い
た
物
部
古

丸
に
呼
び
止
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
地
獄
に
落
ち
た
理
由
を
聞
か
さ
れ
、
苦
し
み
か
ら
逃
れ
る
た
め
法
華
経
の
写
経
を
し
て
罪
を
滅
し
て

欲
し
い
と
依
頼
さ
れ
る
。
火
の
君
は
蘇
生
し
た
あ
と
朝
廷
に
報
告
し
た
も
の
の
信
用
さ
れ
ず
放
置
さ
れ
、
二
十
年
後
に
、
そ
の
報
告
が

改
め
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
こ
の
時
、
天
皇
は
地
獄
で
二
十
年
間
苦
し
ん
で
も
罪
は
ま
だ
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
僧
に
聞
き
、
願
い
の
通

り
法
華
経
を
写
経
し
、
奈
良
の
あ
る
寺
で
法
会
を
行
い
、
そ
の
経
を
読
誦
し
て
追
福
し
、
彼
の
苦
を
救
っ
た
。

話
の
骨
格
は
、
罪
を
犯
し
た
報
い
で
苦
し
む
者
が
、
何
も
で
き
な
い
自
分
の
代
わ
り
に
だ
れ
か
他
人
に
対
し
て
要
請
し
て
、
経
典
の
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写
経
や
誦
読
し
て
も
ら
い
、
そ
の
苦
し
み
か
ら
無
事
に
救
わ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

よ
り
詳
細
に
見
れ
ば
さ
ら
に
つ
ぎ
の
二
つ
の
こ
と
が
わ
か
る
。
一
つ
目
は
苦
し
み
仏
事
を
依
頼
す
る
者
は
弱
い
立
場
に
あ
る
こ
と
で

あ
る
。
苦
し
む
者
は
仏
事
の
要
請
を
「
願
わ
く
は
」
の
言
葉
の
あ
と
に
述
べ
る
。
依
頼
対
象
者
に
対
し
て
損
害
を
与
え
る
こ
と
を
ち
ら

つ
か
せ
る
脅
迫
め
い
た
こ
と
は
し
な
い
。
ま
た
依
頼
を
伝
え
聞
い
た
朝
廷
が
こ
れ
を
信
用
せ
ず
保
留
に
し
、
二
十
年
後
に
改
め
て
取
り

上
げ
て
法
会
を
実
施
し
て
い
る
。
場
所
も
仏
事
を
実
施
す
る
側
の
都
合
で
決
め
ら
れ
る
。
主
体
性
は
依
頼
さ
れ
た
側
に
あ
り
、
古
丸
は

依
頼
し
た
あ
と
何
も
で
き
ず
受
け
身
で
た
だ
待
し
か
な
い
。
あ
く
ま
で
仏
教
者
の
主
体
性
に
よ
り
仏
事
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
仏
事

の
要
請
は
願
望
や
依
頼
で
あ
っ
て
命
令
で
は
な
い
。
二
つ
目
は
、
依
頼
さ
れ
た
仏
事
の
結
果
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

物
部
古
丸
が
地
獄
か
ら
六
道
の
別
の
場
所
に
転
生
し
た
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、「
福
を
贈
り
て
彼
の
霊
の
苦
を
救
ひ
た
ま
ひ
き
」

と
、
苦
し
み
か
ら
救
わ
れ
た
こ
と
は
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。

中
巻
二
十
四
の
説
話
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
あ
ら
す
じ
で
あ
る
。
あ
る
と
き
閻
魔
の
使
者
の
鬼
達
が
楢
磐
嶋
と
い
う
人
を
地
獄
に
連
れ
て

ゆ
く
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
が
、
楢
磐
嶋
が
空
腹
な
彼
ら
を
好
物
の
牛
な
ど
で
も
て
な
し
た
の
で
、
身
代
わ
り
に
別
人
を
連
れ
て
ゆ
く
こ

と
に
す
る
。
し
か
し
そ
う
す
る
と
命
令
違
反
の
罪
と
な
り
自
分
た
ち
が
苦
し
み
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
の
苦
し
み
を
避
け
ら

れ
る
よ
う
に
金
剛
般
若
経
を
誦
読
す
る
よ
う
に
楢
磐
嶋
に
要
求
し
て
立
ち
去
っ
た
。
楢
磐
嶋
は
大
安
寺
に
お
も
む
き
要
求
通
り
に
経
典

を
誦
読
す
る
。
す
る
と
数
日
し
て
彼
ら
が
ま
た
や
っ
て
き
て
、
仏
教
の
力
に
よ
り
無
事
に
苦
し
み
を
逃
れ
た
と
告
げ
て
忽
然
と
消
え
た
。

こ
こ
で
も
救
い
を
求
め
る
鬼
た
ち
は
経
典
の
読
誦
を
要
請
す
る
の
み
で
あ
る
。
閻
魔
の
使
者
と
し
て
特
殊
な
能
力
を
持
つ
の
だ
か

ら
、
も
し
も
要
請
を
実
行
し
な
か
っ
た
ら
地
獄
に
連
れ
て
ゆ
く
な
ど
の
条
件
を
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た

威
圧
は
し
て
い
な
い
。
読
誦
は
強
制
も
命
令
も
し
て
い
な
い
。
ま
た
経
典
の
誦
読
の
結
果
苦
し
み
を
回
避
で
き
た
こ
と
が
、
当
事
者
で
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あ
る
閻
魔
の
使
者
の
鬼
達
の
言
葉
に
よ
っ
て
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
苦
し
む
有
情
を
救
済
す
る
説
話
に
は
、
仏
教
の
力
が
超
常
的
で
確
か
に
存
在
す
る
こ
と
を
効
果
的
に
伝
え
る
た
め
の
特

徴
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
目
は
苦
し
み
か
ら
の
救
済
を
求
め
る
者
は
無
力
で
あ
る
こ
と
。
救
済
の
対
象
と
な
る
苦
し
む
者
は
、
そ
の
状
態

か
ら
自
力
で
は
抜
け
出
せ
ず
、
だ
か
ら
こ
そ
他
者
に
救
済
を
依
頼
す
る
。
た
と
え
現
状
を
変
え
う
る
何
ら
か
の
力
を
持
っ
て
い
る
と
し

て
も
、
仏
事
を
依
頼
す
る
場
面
で
は
そ
の
力
に
言
及
は
な
い
。
も
う
一
つ
は
救
済
が
成
功
し
苦
し
み
か
ら
脱
し
て
た
こ
と
が
明
確
に
さ

れ
る
こ
と
。
そ
う
す
る
こ
で
し
か
仏
教
に
苦
し
む
者
を
救
済
す
る
力
が
あ
る
こ
と
は
主
張
で
き
な
い
。
苦
し
む
有
情
を
救
済
す
る
説
話

は
、
こ
の
二
つ
の
デ
ィ
テ
ー
ル
が
基
本
と
な
る
骨
格
に
取
り
付
け
ら
れ
て
構
成
さ
れ
る
。

三　

神
身
離
脱

イ　

正
史
と
仏
教
説
話
に
あ
ら
わ
れ
た
神
身
離
脱
の
言
説

神
身
離
脱
の
最
も
早
い
事
例
の
一
つ
が
正
史
に
見
え
る
。
天
長
年
間
に
若
狭
国
の
比
古
神
の
神
主
と
な
っ
た
私
宅
継
が
伝
え
る
話
だ

が
、
そ
の
内
容
は
養
老
年
間
の
出
来
事
と
さ
れ
る
。

古
記
を
拠
検
す
る
に
、
養
老
年
中
に
疫
癘
屡
ば
発
り
、
病
死
す
る
者
衆
し
。
水
旱
時
を
失
い
て
、
年
穀
稔
ら
ず
。
宅
継
の
曾
祖
赤

麻
呂
、
心
を
仏
道
に
帰
し
て
、
身
を
深
山
に
練き

た

う
。
大
神
之
に
感
じ
、
人
に
化
し
て
語
り
て
宣
わ
く
「
此
の
地
は
是
れ
吾
が
住
処

な
り
。
我
れ
神
身
を
稟
け
て
、
苦
悩
甚
だ
深
し
。
仏
法
に
帰
依
し
て
、
以
て
神
道
を
免
れ
ん
こ
と
を
思
う
。
斯
の
願
を
果
す
こ
と
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無
け
れ
ば
、
災
害
を
致
さ
ん
の
み
。
汝
能
く
吾
が
為
に
修
行
せ
よ
。」
て
へ
り
。
赤
麻
呂
即
ち
道
場
を
建
て
て
仏
像
を
造
り
、
号

し
て
神
願
寺
と
曰
い
、
大
神
の
為
に
修
行
す
。
厥
の
後
、
年
穀
豊
か
に
登
り
、
人
の
夭
死
す
る
こ
と
无
し
。
云
）々
22
（

。

養
老
年
間
の
あ
る
と
き
、
疫
病
が
蔓
延
し
多
く
の
死
者
が
出
て
ま
た
災
害
で
穀
物
が
実
ら
な
か
っ
た
。
神
は
仏
教
修
業
中
で
あ
っ
た

赤
麻
呂
に
告
げ
る
。
神
で
い
る
こ
と
は
苦
し
い
の
で
仏
教
の
力
に
よ
り
こ
の
身
を
逃
れ
た
い
と
思
う
。
願
い
を
叶
え
る
べ
く
私
の
た
め

に
修
業
し
ろ
。
さ
も
な
い
と
祟
り
を
な
す
。
こ
の
よ
う
な
神
の
言
葉
を
受
け
て
、
赤
麻
呂
は
神
の
た
め
に
建
物
を
造
り
、
神
の
た
め
に

修
業
し
た
。
す
る
と
疫
病
と
災
害
が
と
も
に
お
さ
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
話
が
古
記
に
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
だ
。

も
う
一
つ
は
仏
教
者
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
『
霊
異
記
』
の
話
で
あ
る
。

　

近
江
の
国
野
州
の
郡
の
部
内
の
御
上
の
嶺
に
、
神
社
有
り
。
名
を
陁た

我が

の
大
神
と
曰
ふ
。
封
六
戸
を
依
せ
奉
る
。
社
の
邊
に
堂

有
り
。
白
壁
の
天
皇
の
御
世
の
寶
亀
年
中
、
其
の
堂
に
居
住
し
て
、
大
安
寺
の
僧
惠
勝
、
暫
の
頃
修
行
せ
し
時
に
、
夢
に
人
に
語

り
て
言
は
く
「
我
が
為
に
経
を
読
め
」
と
い
ふ
。
驚
き
覚
め
て
念
ひ
怪
し
ぶ
。
明
く
る
日
、
小
さ
き
白
猴
、
現
に
来
り
て
言
わ
く

「（
中
略
）
我
は
東
天
竺
の
大
王
な
り
。（
中
略
）
後
生
に
此
の
獼
猴
の
身
を
受
け
て
、
此
の
社
の
神
と
成
る
が
故
に
、
斯
の
身
を
脱

れ
む
が
為
に
、
此
の
堂
に
居
住
し
て
、
我
が
為
に
法
華
経
を
読
め
」
と
い
ふ
。
言
は
く
「
然
ら
ば
供
養
を
行
へ
」
と
い
ふ
。
時
に

獼
猴
答
へ
て
曰
く
「
本
よ
り
供
ふ
応べ

き
物
無
し
」
と
い
ふ
。（
中
略
）
獼
猴
答
へ
て
言
は
く
「
然
ら
ば
、
浅
井
の
郡
に
諸
の
比
丘

有
り
て
、
六
巻
抄
を
読
ま
将む

と
す
る
が
故
に
、
我
其
の
知
識
に
入
ら
む
」
と
い
ふ
。
此
の
僧
怪
し
と
念
ひ
て
、
獼
猴
の
語
に
随
ひ

て
、
往
き
て
檀
越
の
山
階
寺
の
満
預
大
法
師
に
告
げ
て
、
猴
の
誂
へ
し
語
を
陳
ぶ
。
其
の
檀
越
の
師
、
受
け
不
し
て
言
は
く
「
此

神身離脱の様相と動機
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は
猴
の
語
な
り
。
我
は
信
け
不
。
受
け
不じ

聽
さ
不じ

」
と
い
ふ
。
即
ち
抄
を
読
ま
将む

と
し
て
、
設
を
為
す
頃あ
ひ
だ、
堂
童
子
・
優
娑
塞
、

忩い

そ々

ぎ
走
り
来
り
て
言
は
く
「
小
き
白
猴
、
堂
の
上
に
居
り
。
纔
ひ
た
だ

見
れ
ば
、
九
間
の
大
堂
仆
る
る
こ
と
微
塵
の
如
く
、
皆
悉
に
折

れ
摧
け
、
仏
像
皆
破
れ
、
僧
坊
皆
仆
る
」
と
い
ふ
。
見
れ
ば
誠
に
告
げ
し
が
如
く
、
既
に
悉
に
破
れ
損
ふ
。
檀
越
僧
に
曰
ひ
て
、

更
に
七
間
の
堂
を
作
り
、
彼
の
陁
我
の
大
神
と
題
名
せ
る
猴
の
語
を
信
じ
、
同
じ
く
知
識
に
入
れ
て
、
願
へ
る
所
の
六
巻
抄
を
読

み
、
并
せ
て
大
神
の
願
ふ
所
を
成
す
。
然
し
て
後
、
願
の
了
は
る
に
至
る
に
、
都か
つ

て
障
難
無
か
り
き）
23
（

。

あ
る
と
き
陁た

我が

大
神
が
修
行
中
の
恵
勝
に
対
し
て
私
の
た
め
に
経
を
読
め
と
一
方
的
に
要
求
を
突
き
つ
け
る
。
こ
の
要
求
を
受
け
た

恵
勝
は
、
そ
の
た
め
に
は
供
養
せ
よ
と
反
対
に
要
求
す
る
。
神
に
対
し
て
あ
く
ま
で
仏
教
を
崇
敬
す
る
立
場
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
た

だ
神
は
供
養
の
費
用
は
工
面
で
き
ず
、
近
く
で
行
わ
れ
る
斎
会
に
参
加
す
る
と
い
う
代
案
を
提
示
し
た
の
で
、
そ
の
斎
会
を
行
う
満
預

に
こ
と
の
次
第
を
説
明
し
相
談
し
た
。
し
か
し
満
預
が
神
の
言
葉
を
信
じ
ず
に
要
求
を
拒
絶
す
る
と
、
神
は
祟
り
を
な
し
て
堂
と
仏
像

を
破
壊
す
る
。
こ
れ
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
神
の
要
求
を
信
じ
て
受
け
入
れ
予
定
し
て
い
た
斎
会
を
し
て
、
神
を
こ
こ
に
加
え
て
願

い
を
叶
え
た
。
こ
の
願
い
が
完
了
し
た
と
こ
ろ
全
く
祟
り
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
。

ロ　

神
身
離
脱
と
苦
し
む
有
情
の
救
済

こ
れ
ら
の
話
の
「
我
れ
神
身
を
稟
け
て
、
苦
悩
甚
だ
深
し
。
仏
法
に
帰
依
し
て
、
以
て
神
道
を
免
れ
ん
こ
と
を
思
う
」
や
「
斯
の
身

を
脱
れ
む
が
為
に
、
此
の
堂
に
居
住
し
て
、
我
が
為
に
法
華
経
を
読
め
」
と
い
う
部
分
は
特
徴
的
で
あ
る
。
苦
し
み
は
神
自
身
に
内
在

化
さ
れ
て
い
る
の
で
、
転
生
に
よ
り
別
の
身
と
な
る
こ
と
で
し
か
解
放
は
成
し
遂
げ
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
に
神
は
仏
教
に
救
済
を
依
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頼
す
る
。
こ
れ
ま
で
こ
の
神
に
よ
る
神
身
離
脱
要
求
の
部
分
が
注
目
を
集
め
、
仏
教
が
神
を
人
と
同
じ
救
済
対
象
と
し
て
自
身
の
世
界

に
取
り
込
ん
だ
と
し
、
仏
教
が
神
に
対
し
て
優
位
に
な
る
形
で
両
者
が
習
合
し
た
と
理
解
さ
れ
た）
24
（

。

た
だ
言
説
の
全
体
を
見
る
と
事
態
は
も
う
少
し
込
み
入
っ
て
い
る
。
神
身
離
脱
の
言
説
は
『
日
本
霊
異
記
』
の
下
巻
三
十
五
と
中
巻

二
十
四
な
ど
の
苦
し
む
有
情
を
仏
教
の
力
に
よ
っ
て
救
済
す
る
話
と
、
そ
の
骨
格
に
違
い
は
な
い
が
、
話
を
特
徴
付
け
る
デ
ィ
テ
ー
ル

に
は
明
ら
か
な
違
い
が
あ
る
。

ま
ず
注
目
す
べ
き
は
神
身
離
脱
が
結
局
実
現
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
一
つ
目
の
正
史
の
事
例
で
は
、
神
の
た
め
に
修
行
し
た
と

は
述
べ
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
完
了
す
な
わ
ち
神
身
離
脱
の
実
現
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
。
二
つ
目
の
霊
異
記
の
事
例
で
も
、

当
初
の
要
求
は
神
身
離
脱
を
実
現
す
べ
く
神
社
の
近
く
の
お
堂
に
居
住
し
法
華
経
を
読
め
と
い
う
も
の
だ
が
、
経
緯
が
あ
っ
て
結
局
近

く
で
行
わ
れ
る
予
定
だ
っ
た
比
丘
の
斎
会
に
一
度
参
加
し
た
に
す
ぎ
ず
、
や
は
り
神
身
離
脱
が
実
現
し
た
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

経
典
を
引
用
し
て
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
総
括
す
る
説
示
で
は
前
半
に
注
目
し
て
、
前
世
で
仏
教
修
行
を
妨
害
し
た
た
め
に
そ
の
報
い
と
し
て

現
世
で
猿
と
な
っ
た
の
だ
と
説
き
、
猿
の
姿
も
し
く
は
神
身
か
ら
の
解
放
に
つ
い
て
は
何
も
言
及
し
て
い
な
い
。
神
身
離
脱
の
成
否
は

仏
教
の
力
を
主
張
す
る
な
ら
最
重
要
と
な
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
正
史
と
『
霊
異
記
』
の
二
つ
の
事
例
は
い
ず
れ
も
直
接
は
言
及
し
て
い

な
い
。
ほ
か
に
も
多
度
神
宮
寺
な
ど
の
事
例
が
同
様
で
、
神
身
離
脱
の
実
現
は
語
ら
れ
な
い）
25
（

。
こ
こ
で
は
仏
教
が
神
よ
り
優
位
な
立
場

に
あ
る
ど
こ
ろ
か
仏
教
の
力
の
不
十
分
さ
を
示
す
だ
け
で
、
仏
が
神
を
救
う
話
と
し
て
は
意
味
を
な
し
て
い
な
い
。
ち
な
み
に
神
身
離

脱
の
言
説
は
『
高
僧
伝
』
の
安
清
伝
な
ど
を
雛
形
に
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
神
は
転
生
し
そ
の
身
か
ら
脱
し
て
苦
し

み
か
ら
逃
れ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る）
26
（

。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
日
本
で
の
事
例
で
は
神
身
離
脱
は
実
現
し
な
い
。
つ
ま
り
仏
教
が
有
情
を

苦
し
み
か
ら
救
う
話
と
し
て
は
構
成
さ
れ
て
い
な
い
。

神身離脱の様相と動機
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さ
ら
に
仏
教
者
の
行
為
は
慈
悲
に
基
づ
い
て
主
体
に
な
さ
れ
る
救
済
行
為
の
体
裁
を
な
し
て
い
な
い
。
神
は
神
身
で
あ
る
た
め
に
苦

し
ん
で
い
る
と
訴
え
て
い
る
が
、
受
け
身
の
態
度
で
は
な
く
、
そ
の
発
言
の
締
め
く
く
り
の
部
分
で
は
自
分
の
た
め
に
仏
教
的
行
為
を

実
行
す
る
よ
う
に
命
令
し
て
い
る
。
苦
し
み
を
知
っ
た
仏
教
者
が
能
動
的
に
慈
悲
に
基
づ
き
救
済
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
行
為
を

成
立
さ
せ
る
の
は
慈
悲
を
持
つ
仏
教
者
の
主
体
性
で
は
な
く
、
神
の
一
方
的
な
命
令
な
の
で
あ
る
。
苦
し
み
か
ら
の
救
い
を
求
め
る
者

と
こ
れ
を
格
別
の
力
に
よ
り
救
う
者
な
ら
ば
、
前
者
は
後
者
に
対
し
て
供
養
し
て
然
る
べ
き
だ
が
、『
霊
異
記
』
の
話
で
は
救
わ
れ
る

べ
き
神
は
そ
の
要
求
に
応
じ
て
い
な
い
。
仏
教
者
が
神
の
要
求
を
受
け
い
れ
従
っ
て
い
る
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
。
祟
り
を
に
お
わ
せ

つ
つ
一
方
的
に
命
令
し
要
求
を
突
き
つ
け
る
神
こ
そ
が
能
動
的
で
あ
り
、
行
為
は
命
令
に
従
っ
て
実
行
さ
れ
た
に
す
ぎ
ず
受
動
的
な
も

の
で
あ
る
。
仏
教
者
に
主
体
性
は
な
い
。

よ
う
す
る
に
こ
れ
ら
神
身
離
脱
の
説
話
は
、
苦
し
む
者
を
第
三
者
が
仏
教
的
行
為
に
よ
り
救
う
説
話
と
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。

神
身
離
脱
の
説
話
で
は
、
神
が
祟
り
に
よ
り
脅
迫
的
に
命
令
し
、
ま
た
場
所
も
指
定
し
、
仏
事
を
す
る
側
は
た
だ
従
う
ば
か
り
で
あ
る
。

ま
た
苦
し
む
神
は
解
放
さ
れ
て
も
い
な
い
。
基
本
と
な
る
骨
格
は
共
通
だ
が
、
説
話
を
特
徴
付
け
る
二
つ
の
デ
ィ
テ
ー
ル
が
明
ら
か
に

異
な
っ
て
い
る
。
神
身
離
脱
の
説
話
を
、
仏
教
的
行
為
の
実
践
に
よ
っ
て
苦
し
む
有
情
を
救
済
す
る
話
の
一
つ
と
位
置
付
け
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

ハ　

神
身
離
脱
と
神
祇
祭
祀

そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
注
目
さ
れ
る
の
は
神
祇
祭
祀
の
展
開
と
し
て
の
側
面
で
あ
る
。

一
つ
目
の
話
は
、
あ
る
と
き
災
害
が
発
生
し
、
そ
れ
は
神
の
祟
り
に
よ
る
も
の
だ
と
明
ら
か
に
な
り
、
神
の
た
め
の
儀
礼
的
行
為
を
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要
求
さ
れ
、
そ
の
通
り
に
儀
礼
的
行
為
を
し
た
と
こ
ろ
災
害
が
お
さ
ま
っ
た
と
い
う
構
成
で
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
る
通
り
一
見
し
て
明

ら
か
に
崇
神
天
皇
の
祭
祀
と
極
め
て
よ
く
似
て
い
る）
27
（

。
も
う
一
つ
の
話
は
、
神
か
ら
一
方
的
な
要
求
が
提
示
さ
れ
、
そ
の
言
葉
を
無
視

し
た
と
こ
ろ
祟
り
が
生
じ
た
の
で
、
言
葉
を
信
じ
て
要
求
さ
れ
る
通
り
に
儀
礼
的
行
為
を
し
た
と
こ
ろ
祟
り
が
お
さ
ま
っ
た
と
い
う
も

の
で
、
こ
れ
も
仲
哀
天
皇
・
神
功
皇
后
の
祭
祀
に
近
い
。
事
実
上
神
を
祭
る
行
為
が
「
如
法
」
を
求
め
る
仏
教
儀
礼
と
し
て
は
成
立
し

え
な
い
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
。

神
の
様
子
は
、
仏
教
説
話
に
登
場
す
る
救
済
を
求
め
る
者
と
は
デ
ィ
テ
ー
ル
が
一
致
し
な
い
が
、
神
祇
祭
祀
の
神
の
性
質
と
一
致
す

る
。
ま
た
結
末
に
つ
い
て
も
、
救
済
が
実
現
し
た
と
い
う
仏
教
説
話
の
デ
ィ
テ
ー
ル
と
異
な
る
が
、「
年
穀
豊
か
に
登
り
、
人
の
夭
死

す
る
こ
と
无
し
。」「
都か
つ

て
障
難
無
か
り
き
。」
と
あ
り
、
災
害
の
沈
静
化
の
明
示
と
い
う
点
で
神
祇
祭
祀
と
一
致
す
る
。
と
も
に
書
紀

に
記
述
さ
れ
る
神
祇
祭
祀
の
起
源
説
話
に
よ
く
似
て
い
る
。

こ
の
神
身
離
脱
の
言
説
と
神
祇
祭
祀
の
起
源
説
話
と
の
類
似
性
は
、
仏
教
の
実
践
に
よ
る
救
済
の
話
と
は
異
な
り
、
部
分
的
な
類
似

に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
個
々
の
事
例
を
単
独
で
見
た
と
き
に
類
似
性
が
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
仕
組
み
に
お
い
て
も
整
合
的
で
、

神
身
離
脱
の
言
説
は
神
祇
祭
祀
の
新
た
な
展
開
と
し
て
理
解
で
き
る
。

神
祇
祭
祀
の
仕
組
み
に
よ
れ
ば
、
祭
祀
は
完
全
に
固
定
し
た
の
で
は
な
く
暫
定
的
で
あ
り
、
ど
ん
な
に
多
く
の
神
が
祭
ら
れ
て
い
た

と
し
て
も
、
ま
だ
祭
ら
れ
て
い
な
い
神
が
あ
ら
た
に
出
現
す
る
こ
と
が
あ
る
し
、
す
で
に
祭
ら
れ
て
い
る
神
が
そ
れ
ま
で
と
異
な
る
要

求
を
一
方
的
に
提
示
す
る
こ
と
も
あ
る
。
神
が
こ
れ
ま
で
に
な
い
要
求
を
仏
教
者
に
対
し
て
新
た
に
突
き
つ
け
る
と
い
う
事
態
は
神
祇

祭
祀
の
起
源
説
話
に
投
影
さ
れ
た
理
念
に
沿
っ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
祭
祀
や
祭
祀
方
法
が
新
た
に
は
じ
め
ら
れ
る
こ
と
は

神
祇
祭
祀
の
展
開
そ
の
も
の
で
あ
る
。
神
祇
祭
祀
の
展
開
と
し
て
不
自
然
な
と
こ
ろ
は
全
く
な
い
。

神身離脱の様相と動機
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ま
た
神
祇
祭
祀
の
方
法
が
仏
教
的
に
な
る
こ
と
も
十
分
に
あ
り
う
る
。
あ
る
神
の
祭
祀
方
法
は
そ
の
神
の
要
求
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ

る
の
で
あ
り
、
他
の
神
が
ど
の
よ
う
な
祭
祀
方
法
を
要
求
し
て
い
よ
う
と
も
直
接
に
は
無
関
係
で
あ
る
。
あ
る
祭
祀
が
ほ
か
の
神
の
祭

祀
と
全
く
異
な
る
独
自
の
方
法
で
あ
る
こ
と
は
む
し
ろ
自
然
で
あ
る
。
神
が
要
求
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
他
の
祭
祀
で
は
見
ら
れ

な
い
特
殊
な
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
経
典
を
読
む
こ
と
が
祭
祀
の
正
し
い
方
法
と
な
る
。

つ
ま
り
神
身
離
脱
の
言
説
は
そ
れ
ぞ
れ
個
別
的
に
考
え
て
も
、
仕
組
み
全
体
の
中
で
考
え
て
も
、
神
祇
祭
祀
の
あ
り
方
と
齟
齬
す
る

こ
と
な
く
、
そ
の
中
に
す
っ
ぽ
り
と
収
ま
る
。
神
身
離
脱
の
言
説
は
神
祇
祭
祀
自
体
の
新
し
い
展
開
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

で
は
な
ぜ
仏
教
者
が
神
祇
祭
祀
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
神
身
離
脱
の
言
説
自
体
が
そ
れ
を
象
徴
的
で
は
あ
る
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

正
史
の
中
の
話
は
、
災
害
が
生
じ
て
い
た
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
。
そ
し
て
主
人
公
が
仏
教
的
行
為
を
実
践
す
る
。
こ
の
時
代
に
仏
教

が
呪
術
的
効
験
に
よ
っ
て
社
会
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
て
、
十
分
に
効
力
が
信
じ
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
や
が
て
災
害
が
消
え
た
と
述
べ

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
仏
教
の
効
験
を
証
明
し
う
る
状
況
に
あ
り
な
が
ら
果
た
せ
ず
、
む
し
ろ
効
験

の
弱
さ
を
露
呈
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
神
祇
祭
祀
話
の
起
源
説
話
を
な
ぞ
る
方
向
に
話
は
展
開
す
る
。
す
な
わ
ち
神
に
よ
る
要
求
の
提

示
と
祟
り
に
よ
る
威
圧
が
同
時
に
行
わ
れ
、
こ
の
要
求
に
従
っ
た
と
こ
ろ
無
事
に
祟
り
が
お
さ
ま
る
。

『
霊
異
記
』
の
説
話
は
い
く
ぶ
ん
複
雑
で
あ
る
。
話
は
神
が
僧
侶
に
救
い
を
求
め
る
こ
と
に
は
じ
ま
り
、
僧
侶
は
神
に
そ
の
た
め
の

供
養
を
求
め
る
。
こ
れ
は
仏
教
に
救
う
力
を
認
め
崇
敬
す
る
行
為
だ
が
、
経
緯
が
あ
っ
て
神
は
結
局
供
養
を
し
な
い
。
神
は
仏
教
の
主

張
を
全
面
的
に
は
受
け
入
れ
な
い
。
そ
こ
で
神
が
要
求
を
変
更
す
る
も
、
仏
教
者
は
信
じ
ず
無
視
す
る
。
仏
教
は
神
を
あ
く
ま
で
有
情

の
一
つ
と
見
な
し
て
神
の
超
常
的
性
質
を
認
め
て
い
な
い
。
こ
の
状
況
に
神
と
仏
教
の
せ
め
ぎ
合
い
が
見
て
取
れ
る
。
そ
れ
か
ら
神
は

言
葉
を
無
視
さ
れ
た
こ
と
対
し
て
祟
り
を
な
し
、
仏
塔
や
講
堂
と
い
っ
た
仏
教
信
仰
を
構
成
す
る
も
の
を
破
壊
し
自
身
の
超
常
性
を
発
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揮
す
る
。
し
か
し
仏
教
者
が
し
き
り
に
説
い
て
い
る
報
い
、
す
な
わ
ち
仏
教
を
毀
損
す
れ
ば
必
ず
受
け
る
と
い
う
悪
報
を
、
神
は
ま
っ

た
く
受
け
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
神
が
仏
教
の
「
不
思
議
の
力
」「
三
宝
の
験
徳
」
や
「
因
果
」
を
凌
駕
す
る
存
在
で
あ
り
、
仏
教

は
自
分
の
力
に
よ
っ
て
神
に
対
抗
し
自
分
た
ち
を
守
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。
だ
か
ら
災
害
を
鎮
め
る
た
め
に
、

自
分
た
ち
仏
教
の
力
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
神
祇
信
仰
に
沿
う
べ
く
神
の
要
求
に
従
っ
た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
自
分
た
ち
に
振
り
か
か

る
災
害
が
鎮
ま
っ
た
。

仏
教
と
神
祇
信
仰
は
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
世
界
観
が
あ
り
、
現
実
の
存
在
を
理
解
し
意
味
付
け
る
た
め
に
そ
の
中
に
位
置
付
け
よ
う

と
す
る
。
自
身
の
世
界
観
を
貫
こ
う
と
し
て
両
者
が
衝
突
し
せ
め
ぎ
合
っ
た
結
果
、
仏
教
が
押
し
切
ら
れ
神
祇
信
仰
の
世
界
観
が
受
け

入
れ
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
よ
り
根
底
的
な
世
界
観
と
し
て
神
祇
信
仰
が
認
め
ら
れ
、
仏
教
の
世
界
観
は
相
対
化
さ
れ
限
定
的
な
も
の
と

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
神
身
離
脱
の
言
説
は
こ
れ
を
文
学
的
か
つ
象
徴
的
に
描
写
し
た
の
で
あ
る
。

ニ　

仏
教
が
内
包
す
る
ジ
レ
ン
マ
と
神
身
離
脱

こ
う
し
た
こ
と
の
背
景
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
は
、
仏
教
が
内
包
す
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
構
造
的
ジ
レ
ン
マ
で
あ
る
。

仏
教
は
伝
来
の
記
事
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
に
と
っ
て
の
存
在
意
義
は
固
有
の
超
常
的
効
果
に
こ
そ
あ
る
。
た
だ
そ
の
効
果

を
つ
ね
に
発
揮
し
人
々
を
こ
と
ご
と
く
納
得
さ
せ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。『
霊
異
記
』
が
仏
・
菩
薩
や
護
法
善
神
や
因
果
の
力
が
世

界
に
は
例
外
な
く
つ
ね
に
働
い
て
い
る
こ
と
を
具
体
的
事
例
に
よ
っ
て
主
張
し
説
得
す
る
の
も
、
現
実
に
は
信
じ
て
い
な
い
人
が
少
な

か
ら
ず
い
た
こ
と
の
裏
返
し
で
あ
ろ
う
。
ま
た
仏
教
の
超
常
的
効
力
は
独
自
の
「
如
法
」
に
裏
付
け
ら
れ
て
発
揮
さ
れ
る
と
い
い
、
遣

唐
使
な
ど
を
通
じ
て
つ
ね
に
「
如
法
」
の
実
現
を
求
め
続
け
た
こ
と
も
、
現
実
に
は
仏
教
儀
礼
が
十
分
に
効
験
を
発
揮
で
き
て
い
な
い

神身離脱の様相と動機
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と
認
識
さ
れ
た
こ
と
と
表
裏
一
体
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
儀
礼
を
中
心
と
す
る
仏
教
は
社
会
と
の
あ
い
だ
に
引
力
と
斥
力
を
つ
ね
に
働
か
せ
て
い
る
。
仏
教
は
鎮
護
国
家
す
な
わ
ち

世
俗
社
会
を
保
全
す
る
こ
と
を
国
家
や
社
会
か
ら
期
待
さ
れ
て
い
る
。
国
や
社
会
の
期
待
通
り
に
儀
礼
が
そ
う
し
た
効
果
を
発
揮
す
る

た
め
に
、
仏
教
者
に
は
固
有
の
「
如
法
」
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。「
如
法
」
を
実
現
す
る
た
め
に
、
仏
教
者
は
社
会
の
中
に
溶

け
込
ま
ず
に
そ
こ
か
ら
離
れ
、
戒
律
に
よ
っ
て
明
確
に
区
別
さ
れ
る
出
家
集
団
を
構
成
し
、
社
会
の
人
々
と
は
異
な
る
生
活
を
し
て
、

経
典
の
学
習
や
儀
礼
を
実
践
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
儀
礼
が
発
揮
す
る
効
果
が
よ
り
確
か
な
も
の
に
な
り
、
国
家
や
社
会
か
ら
存
在

を
認
め
ら
れ
必
要
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
仏
教
者
は
国
家
や
社
会
と
の
一
定
の
関
係
を
築
く
と
、
社
会
か
ら
の
分
離
が
求
め
ら
れ
、
そ
の

結
果
と
し
て
国
家
や
社
会
と
の
結
び
つ
き
を
強
く
す
る
。
世
俗
と
結
び
つ
こ
う
と
す
る
の
で
効
験
を
要
求
さ
れ
、
そ
の
実
現
の
た
め
に

世
俗
か
ら
分
離
し
、
そ
の
結
果
効
験
を
生
じ
て
世
俗
社
会
と
の
結
び
つ
き
が
強
ま
る
。
仏
教
は
世
俗
か
ら
の
分
離
を
手
段
と
し
て
世
俗

に
お
け
る
地
位
の
確
保
を
実
現
す
る
と
い
う
一
種
の
矛
盾
を
抱
え
て
い
る
。

超
常
的
効
力
が
十
分
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
き
、
仏
教
は
こ
う
し
た
自
分
た
ち
の
理
論
に
基
づ
き
努
力
を
す
る
の
だ
が
、
そ
の
結

果
、
仏
教
の
効
験
に
対
す
る
実
在
感
を
む
し
ろ
希
薄
化
さ
せ
て
し
て
し
ま
う
。「
如
法
」
の
実
現
と
は
、
世
間
か
ら
生
活
を
分
離
し
て

儀
礼
を
含
む
行
為
や
行
動
を
世
俗
と
差
別
化
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
行
為
や
行
動
を
世
俗
の
日
常
生
活
に
は
存
在
し
な
い
も
の
に
す
る

こ
と
で
あ
る
。
世
俗
社
会
の
人
々
か
ら
す
れ
ば
仏
教
は
自
分
た
ち
と
は
別
の
場
所
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
自
分
た
ち
の
現
実
の

日
常
生
活
構
成
し
な
い
も
の
、
そ
れ
が
な
く
て
も
日
常
生
活
が
成
り
立
つ
も
の
と
認
識
さ
れ
る
。
そ
し
て
日
常
生
活
を
営
ん
で
い
る
世

界
の
存
在
や
あ
り
方
は
、
仏
教
と
は
無
関
係
な
も
の
と
し
て
観
念
さ
れ
る
。
仏
教
に
対
す
る
実
在
感
や
是
認
の
意
識
は
薄
ら
い
で
ゆ
く
。

仏
教
は
神
祇
祭
祀
と
似
た
よ
う
な
効
果
を
謳
い
は
す
る
け
れ
ど
、
結
局
次
元
が
違
う
も
の
で
、
世
界
の
安
全
・
安
定
が
確
保
さ
れ
た
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の
ち
に
可
能
と
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
の
一
つ
で
し
か
な
い
と
さ
れ
る
。
神
や
そ
の
祭
祀
こ
そ
が
よ
り
根
源
的
で
あ
り
、
仏
教
は
政
治

や
軍
事
と
同
じ
く
あ
く
ま
で
そ
れ
が
実
現
し
た
の
ち
に
可
能
と
な
る
と
い
う
認
識
が
広
ま
る
。
社
会
か
ら
遊
離
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、

仏
教
が
自
己
本
位
な
正
当
化
を
し
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。

仏
教
の
こ
う
し
た
ジ
レ
ン
マ
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
模
索
の
一
つ
の
方
向
性
が
神
祇
信
仰
を
基
礎
と
す
る
神
身
離
脱
へ
と
行
き
着

く
。
自
分
た
ち
の
効
験
を
意
図
す
る
通
り
に
社
会
に
受
け
と
め
さ
せ
る
に
は
、
ま
ず
社
会
か
ら
の
遊
離
を
な
く
し
根
付
か
ね
ば
な
ら
ず
、

す
で
に
社
会
に
認
め
ら
れ
地
位
が
確
立
さ
れ
て
い
る
行
動
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
人
々
の
存
在
や
安
全
を
確
保
す
る
の
は
あ
く
ま
で
神

祇
祭
祀
で
、
祭
祀
の
対
象
は
新
た
に
出
現
し
た
り
そ
れ
ま
で
と
異
な
る
祭
祀
方
法
を
要
求
す
る
こ
と
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
だ

か
ら
そ
れ
ま
で
に
存
在
し
な
か
っ
た
り
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
形
態
で
あ
っ
て
も
、
神
祇
祭
祀
を
す
る
こ
と
で
社
会
の
中
に
地
位
を
確

保
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
の
う
え
で
仏
教
者
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
確
保
が
図
ら
れ
る
。
仏
教
者
が
神
祇
祭
祀
を
す
る
こ
と
は
自
己
否
定
な
い

し
自
己
矛
盾
で
あ
り
、
な
ん
と
か
し
て
こ
れ
を
仏
教
の
実
践
と
し
て
正
当
化
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
あ
く
ま
で
仏
教
者
の
立
場
に

あ
っ
て
世
間
の
当
為
を
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
理
論
、
言
い
換
え
る
な
ら
仏
教
者
が
神
祇
祭
祀
を
す
る
こ
と
の
自
分
自
身
へ
の
言
い

訳
と
な
る
理
屈
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
が
神
祇
祭
祀
の
仕
組
み
で
あ
る
。
神
祇
祭
祀
の
方
法
は
神
の

要
求
に
よ
っ
て
決
ま
る
も
の
で
、
一
律
で
は
な
く
多
様
性
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
祭
祀
の
方
法
に
仏
教
的
要
素
を
取
り
込
む
こ
と
が
で

き
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
起
点
に
す
る
こ
と
で
祭
祀
の
威
力
・
効
果
を
仏
教
の
効
果
・
威
力
へ
と
す
り
替
え
た
。
さ
ら
に
神
祇
祭
祀
を
有

情
の
救
済
と
意
味
付
け
直
す
こ
と
で
、
神
と
の
直
接
的
関
係
を
そ
の
要
求
も
し
く
は
命
令
に
従
っ
た
と
意
味
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
回
避

し
、
仏
教
者
と
し
て
正
し
い
行
為
で
あ
る
と
意
味
付
け
た
。
こ
う
し
た
仏
教
者
に
よ
る
神
祇
祭
祀
を
あ
く
ま
で
仏
教
的
行
為
と
し
て
位
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置
付
け
る
努
力
が
、
苦
し
む
者
を
仏
教
が
救
済
す
る
と
い
う
説
話
を
外
皮
と
し
て
神
身
離
脱
の
言
説
を
構
成
し
た
の
で
あ
る
。

む　

す　

び

神
身
離
脱
の
言
説
が
、
神
祇
信
仰
と
仏
教
儀
礼
と
ど
の
よ
う
な
関
係
の
中
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
考
察
し
た
。
こ
れ
ま
で
神
身
離

脱
の
言
説
は
、
仏
教
に
よ
り
有
情
の
一
つ
で
あ
る
神
が
苦
し
み
か
ら
救
済
さ
れ
る
と
い
う
仏
教
的
世
界
に
神
が
位
置
付
け
ら
れ
る
仏
教

優
位
の
習
合
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
た
が
、
神
祇
信
仰
と
仏
教
儀
礼
の
両
方
の
脈
絡
を
踏
ま
え
よ
り
詳
し
く
検
討
し
た
と
こ
ろ
異
な
る
結

論
に
至
っ
た
。

神
身
離
脱
の
言
説
に
は
仏
教
に
よ
る
苦
し
む
者
の
救
済
と
い
う
骨
格
は
あ
る
も
の
の
、
重
要
な
デ
ィ
テ
ー
ル
が
欠
落
し
て
い
て
構
成

が
破
綻
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
行
動
は
仏
教
儀
礼
に
求
め
ら
れ
る
「
如
法
」
か
ら
離
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
神
祇
祭
祀
の
起
源
説
話
に

近
い
構
成
を
持
っ
て
い
て
、
仏
教
者
に
よ
る
神
祇
祭
祀
実
践
の
起
源
説
話
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
言
説
が
生
じ
た
理
由
と
し
て
、
仏
教
自
体
が
あ
る
ジ
レ
ン
マ
を
内
包
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
仏
教
は
そ
の
性

質
上
、
社
会
に
認
め
ら
れ
る
べ
く
効
験
を
よ
り
確
か
に
し
よ
う
と
努
力
す
れ
ば
、
か
え
っ
て
世
間
か
ら
乖
離
す
る
と
い
う
結
果
を
招
く
。

だ
か
ら
仏
教
が
信
頼
を
勝
ち
取
る
た
め
に
別
の
手
段
を
と
っ
た
。
す
で
に
社
会
的
に
地
位
を
確
立
し
て
い
た
神
祇
祭
祀
に
巧
み
に
仏
教

的
要
素
を
持
ち
込
み
、
こ
れ
を
起
点
に
し
て
神
祇
祭
祀
の
効
果
を
仏
教
の
効
果
へ
と
す
り
替
え
た
。
神
祇
祭
祀
は
原
理
的
に
、
祭
祀
が

新
し
い
方
法
に
変
わ
る
こ
と
が
あ
り
え
た
し
、
祭
祀
方
式
は
祭
祀
対
象
の
神
の
要
求
に
よ
り
個
別
に
決
定
さ
れ
る
の
で
、
仏
教
儀
礼
を

具
体
的
方
法
と
す
る
祭
祀
を
あ
ら
た
に
は
じ
め
る
こ
と
が
、
神
祇
祭
祀
の
展
開
と
し
て
も
成
立
し
た
。
よ
う
す
る
に
神
身
離
脱
の
言
説
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は
、
十
分
に
は
信
頼
さ
れ
て
い
な
い
仏
教
が
、
神
祇
祭
祀
の
信
頼
を
自
分
の
も
の
へ
と
取
り
込
む
べ
く
構
成
し
た
多
分
に
自
己
弁
護
を

含
ん
だ
言
説
で
あ
る
。

本
稿
で
は
神
身
離
脱
を
論
じ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
し
か
し
本
稿
で
指
摘
し
た
、
仏
教
者
が
神
祇
祭
祀
の
権
威
や
信
頼
を
借
用
し
つ
つ

仏
教
と
し
て
正
当
化
す
る
と
い
う
動
機
は
、
本
地
垂
迹
説
な
ど
他
の
神
仏
習
合
の
類
型
で
も
同
様
で
根
底
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
中
世
に
見
ら
れ
る
旧
仏
教
が
浄
土
宗
を
非
難
す
る
さ
い
に
神
祇
不
拝
を
理
由
に
す
る
と
い
う
興
味
深
い
出
来
事
と
あ
わ
せ
、
つ
ぎ

の
機
会
に
あ
ら
た
め
て
論
じ
た
い
。

注
（
1
） 

黒
田
俊
雄
『
日
本
中
世
の
国
家
と
宗
教
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
、
村
山
修
一
『
本
地
垂
迹
』（
日
本
歴
史
叢
書
）
吉
川
弘
文
館
、
一
九

九
四
年
、
義
江
彰
夫
『
神
仏
習
合
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
吉
田
一
彦
「
多
度
神
宮
寺
と
神
仏
習
合
」（
梅
村
喬
編
『
古
代
王
権
と
交
流

四　

伊
勢
湾
と
古
代
の
東
海
』
名
著
出
版
、
一
九
九
六
年
）、
吉
田
一
彦
「
垂
迹
思
想
の
受
容
と
展
開
」（
速
水
侑
編
『
日
本
社
会
に
お
け
る
仏

と
神
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）、
門
屋
温
「
神
仏
習
合
の
形
成
」（
末
木
文
美
士
編
『
新
ア
ジ
ア
仏
教
十
一
日
本
Ⅰ　

日
本
仏
教
の
礎
』

佼
成
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）、
佐
藤
眞
人
「
本
地
垂
迹
の
存
立
の
根
拠
を
め
ぐ
っ
て
」（
伊
藤
聡
編
『
中
世
文
学
と
隣
接
諸
学
3　

中
世
神
話
と

神
祇
・
神
道
世
界
』
竹
林
舎
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
。

（
2
） 

崇
神
天
皇
の
祭
祀
は
坂
本
太
郎
・
家
永
三
郎
・
井
上
光
貞
・
大
野
晋
校
注
『
日
本
書
紀　

上
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
岩
波
書
店
、
一
九

六
七
年
、
二
三
八
―
二
四
九
頁
。
仲
哀
天
皇
と
神
功
皇
后
の
祭
祀
は
前
掲
書
、
三
二
六
―
三
四
二
頁
。
い
ず
れ
も
史
実
そ
の
も
の
で
は
な
い
と

考
え
ら
れ
る
部
分
で
、
伝
説
も
し
く
は
説
話
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
3
） 

坂
本　

前
掲
書
、
二
四
八
頁
。

（
4
） 

黒
板
伸
夫
・
森
田
悌
校
注
『
日
本
後
紀
』（
訳
注
日
本
史
料
）
集
英
社
、
二
〇
〇
三
年
、
一
二
二
―
一
二
三
頁
「
神
宮
司
等
（
中
略
）
侮
黷
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し
て
敬
わ
ず
、
祟
咎
屡
ば
臻
る
」
と
あ
り
、
佐
伯
有
義
校
注
『
増
補
六
国
史　

巻
九　

三
代
実
録
上
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
四
〇
年
、
二
二
二

頁
、
貞
観
六
年
七
月
廿
七
日
条
の
勅
で
は
前
年
の
格
を
引
い
て
「
神
社
を
し
て
破
損
せ
し
め
、
祭
礼
を
し
て
疎
慢
な
ら
し
む
。
神
明
其
れ
に
由

り
て
祟
を
發
す
。
國
家
此
れ
を
以
て
災
を
招
く
」
と
し
て
い
る
な
ど
し
ば
し
ば
災
害
の
発
生
を
祭
祀
の
怠
慢
に
帰
し
て
修
正
を
せ
ま
る
詔
勅
や

官
符
が
出
さ
れ
て
い
る
。

（
5
） 
坂
本
太
郎
・
井
上
光
貞
・
大
野
晋
校
注
『
日
本
書
紀　

下
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
、
二
七
六
頁
。

（
6
） 

同
様
の
観
念
は
、
坂
本　

前
掲
書
、
一
九
六
五
年
、
一
〇
二
頁
の
「
我
が
国
家
の
天
下
に
王
と
ま
し
ま
す
は
恒
に
天
地
社
稷
の
百
八
十
神
を

以
て
、
春
夏
秋
冬
、
祭
拝
り
た
ま
ふ
こ
と
を
事
と
す
。」
に
見
ら
れ
る
。

（
7
） 

こ
の
部
分
は
、
純
粋
な
事
実
の
記
録
で
は
な
く
後
に
潤
色
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
後
述
す
る
入
唐
経
験
の
あ
る
道
慈
が
関
わ
っ
た
の

で
は
な
い
か
推
測
さ
れ
て
い
る
。
吉
田
一
彦
『
仏
教
伝
来
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
、
な
ど
参
照
。

（
8
） 

坂
本　

前
掲
書
、
一
九
六
五
年
、
一
〇
二
頁
、
二
四
〇
頁
。

（
9
） 

前
掲
書
、
二
七
六
頁
。

（
10
） 

前
掲
書
、
四
一
八
頁
、
四
五
七
頁
、
四
六
八
頁
。

（
11
） 

佐
伯
有
義
校
注
『
増
補
六
国
史　

巻
七　

続
日
本
後
紀
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
四
〇
年
、
五
三
頁
。

（
12
） 

佐
伯　

前
掲
書
、
巻
七
、
一
〇
八
―
一
〇
九
頁
。

（
13
） 

青
木
和
夫
・
笹
山
晴
生
・
稲
岡
耕
二
・
白
藤
礼
幸
校
注
『
続
日
本
紀　

二
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
四
四

七
―
四
四
九
頁
。
卒
伝
に
引
く
著
書
『
愚
志
』
の
概
略
。

（
14
） 

朝
廷
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
出
家
集
団
が
行
う
教
理
研
究
は
そ
れ
自
体
が
単
独
で
重
要
な
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
儀
礼
の
効
験
を
担
保

す
る
「
如
法
」
の
実
現
お
よ
び
「
法
」
の
研
究
と
し
て
意
義
を
理
解
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
15
） 

坂
本　

前
掲
書
、
一
九
六
五
年
、
二
七
六
頁
「
釋
教
を
修
行
ふ
こ
と
、
要
ず
法
の
如
く
な
ら
し
め
よ
」。

（
16
） 

青
木　

前
掲
書
、
一
三
頁
。

（
17
） 

佐
伯　

前
掲
書
、
巻
七
、
一
四
八
頁
。

（
18
） 

唐
の
義
浄
訳
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
滅
業
障
品
お
よ
び
四
天
王
護
国
品
に
依
拠
。

（
19
） 

東
大
寺
の
盧
舎
那
仏
は
華
厳
経
も
し
く
は
梵
網
経
に
依
拠
し
た
も
の
と
さ
れ
る
が
、
朝
廷
に
と
っ
て
盧
舎
那
仏
は
総
国
分
寺
の
仏
像
と
し
て
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意
味
付
け
ら
れ
る
。
小
林
真
由
美
「
第
三
部
第
一
章　

華
厳
経
」（
今
野
達
・
佐
竹
昭
広
・
上
田
閑
照
編
『
岩
波
講
座
日
本
文
学
と
仏
教 

巻
六 

経
典
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）
参
照
。

（
20
） 

青
木　

前
掲
書
、
三
八
九
頁
。

（
21
） 
渡
邊
照
宏
・
宮
坂
宥
勝
校
注
『
三
教
指
帰
・
性
霊
集
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
、
二
九
二
頁
。

（
22
） 
『
日
本
後
紀
』
天
長
六
年
三
月
十
六
日
条
。

（
23
） 

遠
藤
嘉
基
・
春
日
和
男
校
注
『
日
本
霊
異
記
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
、
三
八
五
―
三
八
九
頁
。

（
24
） 

河
音
能
平
『
天
神
信
仰
の
成
立
―
日
本
に
お
け
る
古
代
か
ら
中
世
へ
の
移
行
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
三
年
、
門
屋
温　

前
掲
論
文
な
ど
。

（
25
） 

「
伊
勢
国
多
度
神
宮
寺
伽
藍
縁
起
并
資
財
帳
」（『
続
群
書
類
従
』
二
十
七
下
、
釈
家
部
）
で
は
、
天
平
寳
字
七
年
に
「
我
多
度
神
也
、
吾
經

久
劫
作
重
罪
業
、
受
神
道
報
、
今
冀
永
爲
離
神
身
、
欲
歸
依
三
寳
」
と
の
要
求
に
よ
り
神
宮
寺
が
作
ら
れ
、「
迄
于
今
日
」
そ
の
増
築
や
供
養

が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
武
智
麻
呂
伝
」（
山
岸
徳
平
・
竹
内
理
三
・
家
永
三
郎
・
大
曽
根
章
介
校
注
『
古
代
政
治
社
会
思
想
』（
日
本
思

想
大
系
）
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
）
で
は
和
銅
八
年
の
出
来
事
か
ら
作
ら
れ
た
寺
に
つ
い
て
「
今
越
前
国
に
あ
る
神
宮
寺
こ
れ
な
り
」
と
説

明
す
る
。
と
も
に
神
へ
向
け
た
行
為
が
続
け
ら
れ
、「
神
道
」
や
「
神
身
」
も
し
く
は
苦
か
ら
免
れ
た
と
は
述
べ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

（
26
） 

吉
田　

前
掲
論
文
、
一
九
九
六
年
、
佐
藤　

前
掲
論
文
。

（
27
） 

高
橋
美
由
紀
『
神
道
思
想
史
研
究
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
三
年
。
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