
本

居

宣

長

と

仏

教

森

三

樹

三

郎

一

本
居
宣
長
二
七
三〇
～
天
9
)
は
、
八
代
将
軍
吉
宗
の
享
保
十
五
年
に
、
伊
勢
の
松
坂
に
生
ま
れ
た
。
松
坂
は
伊
勢
街
道
に
面
す
る
宿
駅
で

あ
り
、
交
通
の
要
衝
で
あ
る
と
と
も
に
、
近
世
で
は
木
綿
の
栽
培
が
盛
ん
に
な
り
、

い
わ
ゆ
る
松
坂
木
綿
の
集
散
地
と
し
て
知
ら
れ
た
。

こ
の
木
綿
の
行
商
を
通
じ
て
松
坂
商
人
、
い
わ
ゆ
る
伊
勢
商
人
が
活
躍
し
、
江
戸
の
出
店
を

中
心
と
し
て
全
国
的
に
そ
の
商
圏
を
ひ
ろ

げ
、
近
江
商
人
と
並
び
称
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
後
の
三
井
財
閥
の
三
井
家
も
こ
の
地
か
ら
出
た
。

宣
長
も
ま
た
こ
の
松
坂
の
裕
福
な
木
綿
問
屋
の
家
に
生
ま
れ
た
。
こ
の
た
め
こ
の
町
の
上
層
町
人
に
見
ら
れ
る
、
和
歌
の
学
び
を
中
心

と
す
る
高

い
教
養
を
、
早
く
か
ら
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
父
を
早
く
失

っ
た
こ
と
も
あ

っ
て
、
宣
長
が
十
歳
に
達
す
る
頃

に
は
、
そ
の
家
運
も
次
第
に
傾

い
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
宣
長
は
幼
少
か
ら
学
問
好
き
で
、
商
売
に
は
向

か
な
い
性
質
で
あ

っ
た

か
ら
.
そ
の
母
は
宣
長
を
医
者

に
し
よ
う
と
考
え
た
。
当
時

の
医
者
は
、
医
業
の
か
た
わ
ら
に
学
問
を
す
る
も
の
が
多
か

っ
た
か
ら
、
宣

長
も
母
の
意
見
に
賛
成
し
、
二
十
三
歳
の
と
き
、
上
洛
し
て
医
業
を
修
め
る
こ
と
に
な

っ
た
。

上
洛
し
た
宣
長
は
、
当
時

の
医
師
の
基
礎
教
養
と
さ
れ
て
い
た
漢
学
を
修
め
る
た
め
に
、
烏
丸
通
り
綾
小
路
西
入
る
に
す
む
堀
景
山
を

師
と
し
た
。
彼
自
身
は
、
ほ
ど
近
い
鳥
丸
通
り
四
条

の
東
南
角

(現
在
の
三
菱
銀
行
の
地
)
の
商
家

の
離
れ
座
敷
を
借
り
て
下
宿
し
た
。
か
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ね
て
憧
れ
て
い
た
都
に
居
を
定
め
た
宣
長
は
、
勉
学
の
か
た
わ
ら
、
大

い
に
生
活
を
楽
し
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。

師
の
堀
景
山
は
朱
子
学

の
流
れ
を
汲
む
儒
者
で
あ

っ
た
が
、
必
ず
し
も
朱
子
学

の
立
場
に
拘
束
さ
れ
な
い
自
由
さ
を
も
ち
、
当
時
流
行

の
荻
生
徂
徠
の
学
問

に
関
心
を
抱
き
、
徂
徠
と
の
間
に
文
通
も
あ

っ
た
。
後
年
の
宣
長
の
学
問

に
徂
徠
学

の
影
響

が
見
ら
れ
る
の
も
、
こ

の
頃

に
そ
の
素
地
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
景
山
は
漢
学
ば
か
り
で
な
く
、
国
文
学

に
も
深
い
造
詣
が
あ

っ
た
。
特
に
契
沖
の
学

問
を
重
ん
じ
た
こ
と
は
、

こ
れ
ま
た
宣
長

の
思
想
の
形
成

に
大

い
に
役
立

っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

宝
暦
七
年
(
一七
老
)、
宣
長
二
十
八
歳
の
と
き
、
景
山
が
歿
す
る
と
と
も
に
、
宣
長
は
京
都
を
あ
と
に
し
て
松
坂

に
帰
り
、
医
業
を
開
く

こ
と
に
な
っ
た
。
在
洛
五
年
八
ヵ
月
に
わ
た
る
遊
学
の
生
活
は
、
実
り
の
豊
か
な
も
の
で
あ
り
、
宣
長
生
涯
の
思
想
の
基
礎
を
決
定
し
た

と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
間
、
宣
長
は
儒
学
の
師
に
学
び
な
が
ら
、
儒
教
の
理
論
に
は
あ
ま
り
興
味
を
覚
え
ず
、
も

っ
ぱ
ら
文
章
の
力
を
養

ふ

ね
い

う
こ
と
に
専
心
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
友
人
の
清
水
吉
太
郎
あ
て
の
書
簡
に
、
「
不
佞
の
六
経
論
語
を
読
む
は
、
唯
そ
の

文
辞
を
玩
ぶ
の
み
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
。
こ
れ
は
松
坂
で
の
幼
少
期
か
ら
、
こ
の
地
の
上
層
町
人
の
間
に
和
歌
や

国
文
学

の
趣
味
が
盛
ん
で
あ

っ
た
こ
と
の
影
響
を
受
け
、
そ
れ
が
宣
長
の
性
格
を
決
定
づ
け
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
京
都
遊
学
の
最
後

あ
し
わ
け

お

ぶ
ね

の

一
年
間
、
も
し
く
は
松
坂
帰
郷
の
直
後

に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る

『
排
蘆
小
船
』
は
、
こ
の
時
期

の
宣
長
の
思
想
的
立
場
を
明
ら
か
に

か
ら
こ
こ
ろ

し
め
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
人
情
の
自
然

の
発
露
を
尊
び
、
こ
れ
を
抑
え
て
修
飾
し
よ
う
と
す
る
漢
意
の
排
斥
と
い
う
、
彼
の
生
涯
を

一
貫
す
る
立
場
が
、
早
く
も
あ
ざ
や
か
に
そ
の
姿
を
現
し
て
い
る
。

松
坂
帰
郷
後
の
宣
長
は
、
そ
の
医
師
と
し
て
の
職
業
を
お
ろ
そ
か
に
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
本
志
は
や
は
り
学
問
の
研
究
と
、

同
志
を
集
め
て
の
講
読
や
歌
会
を
盛
ん
に
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
。
こ
の
時
期
の
研
究
の
中
心
は
、
古
今
集

・
新
古
今
集
な
ど
の
和
歌
や
、

源
氏
物
語

な
ど
の
文
学
、に
あ

っ
た
。
彼
の
生
涯
を
通
ず
届

.「物
の
あ
わ
れ
」
の
論
は
、
す
で
に
確
固
不
動
の
も
の
と
な

っ
て
い
た
。

宝
暦

丁
三
年
(
一七六三
)、
宣
長
三
十
四
歳
の
と
き
、

一
つ
の
重
大
な
転
機
が
訪
れ
た
。
そ
れ
は
か
ね
て
彼
が
私
淑
し
て
い
た
江
戸
の
賀
茂
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真
淵
が
、
所
用
の
た
め
松
坂

に
立
ち
寄

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
宣
長
は
真
淵
を
そ
の
宿
舎

に
訪
ね
て
、

一
夜

の
教
え
を
受
け
、
わ
が
国
の
古

道
を
知
る
た
の
に
は
古
事
記
の
研
究
が
必
須
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
ら
れ
た
。
こ
こ
に
宣
長

の
古
事
記

の
本
格
飼
な
研
究
が
始
ま
り
、
文
学

の
世
界
か
ら
古
代
の
神
々
の
世
界

に
移
る
端
緒
が
あ
た
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

も
と
も
と
賀
茂
真
淵
は
、
契
沖
や
荷
田
春
満

の
あ
と
を
受
け
、
万
葉
集

の
研
究

に
主
力
を
注
い
で
い
た
の
で
あ
る
が
、
晩
年
に
な

っ
て

『国
意
考
』
の

一
篇
を
書
き
、
儒
仏
の
渡
来
以
前
に
、
わ
が
国
固
有
の
古
道
が
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
し
た
。
そ
の
直
接
の
動
機
と
な

っ
た

の
は
、
徂
徠
門
下
の
太
宰
春
台
が

『弁
道
書
』
を
著
し
た
こ
と
で
あ
る
。
春
台
は
、
儒
教
が
渡
来
す
る
ま
で
の
日
本
人

に
は
道
徳
観
念
が

お
ば
め
い

な
く
、
妹
や
姑
姪
を
妻
と
す
る
よ
う
な
鳥
獣
に
も
ひ
と
し
い
野
蛮
未
開
の
状
態
に
あ
っ
た
と
論
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
真
淵
は
、
「
わ
が

国
に
は
儒
教
の
仁
義
礼
智
に
相
当
す
る
言
葉
や
観
念

こ
そ
存
在
し
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
が
風
俗
習
慣
と
し
て
自
然

に
行
わ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
徳
目
と
し
て
概
念
化
し
、
観
念
化
す
る
こ
と
は
、
か
え

っ
て
自
然
の
道

の
お
お
ら
か
さ
を
失
わ
せ
、
そ
の

生
命
を
う
ば
う
も
の
で
あ
る
」
と
反
論
し
た
。
そ
し
て
老
子
の
い
う
自
然
の
道

こ
そ
、
わ
が
古
道
に
合
致
す
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
。

し
か
し
わ
が
国
の
古
道
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
神
代
の
事
実
を
記
し
た
古
事
記
の
研
究
が

必
要
で
あ
る
が
、
老
年
の
自
分

に

は
、
も
は
や
そ
の
余
裕
が
な
い
。
そ
こ
で
真
淵
は
こ
の
研
究
を
若

い
宣
長
に
託
し
た
の
で
あ
る
。
実
は
宣
長
も
真
淵

に
会
う
以
前

に
お
い

て
も
、
古
道
や
古
事
記

に
無
関
心
で
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
だ
漠
然
た
る
予
感
の
程
度
で
し
か
な
か

ρ
た
。
そ
れ
は

従
来
の
宣
長
の
関
心
が
平
安
朝
文
学

に
お
か
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
宣
長
を
本
格
的
な
神
道
研
究

に
向
わ

せ
た
の
は
、
何
と
し
て

も
真
淵

の
教
示
で
あ

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

宣
長
の

『古
事
記
伝
』

の
著
作
は
、
真
淵

に
会

っ
た
翌
年
の
三
十
五
歳

の
時

に
開
始
さ
れ
、
実

に
三
十
五
年
を
経
た
六
十
九
歳

の
と
き

に
完
成
し
た
。
文
字
通
り
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
で
あ
る
。
そ
の
研
究
は
厳
密
な
訓
詁
を
ふ
ま
え
た
実
証
的
な
も
の
で
あ
り
、
時

に
宣
長
独
自

の
神
道
説
が
雑

え
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
体
と
し
て
は
極
め
て
客
観
性

に
富
む
も
の
で
あ
る
。

『古
事
記
伝
』
が
、
今
日
な
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お
学
術
的
生
命
を
失
わ
な
い
の
は
、
こ
の
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
宣
長
の
研
究
態
度
は
、
「古
語
に
通
じ
な
け
れ
ば

古
義
は
明
ら

か
に
な
ら
な
い
。
古
義
が
明
ら
か
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
古
学
も
成
立
し
な
い
」
と
す
る
荷
田
春
満
か
ら
賀
茂
真
淵

に
伝
え
ら
れ
た
語
学
重

視
の
伝
統
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
溯
れ
ば
徂
徠
学
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

四
十
歳
を
越
え
る
頃
か
ら
、
宣
長
の
学
問
は
い
よ
い
よ
そ
の
独
自
性
を
発
揮
し
、
そ
の
神
道
学
は
ひ
ろ
く
世
の
注
目
を
集
め
る
よ
う
に

な

っ
た
。
伊
勢
は
も
と
よ
り
全
国
か
ら
松
坂
の
鈴

の
屋
に
入
門
を
希
望
す
る
も
の
が
殺
到
し
、
そ
の
名
声
は
天
下

に
伝
え
ら
れ
た
。
最
晩

年
の
七
十
二
歳
の
時

の
門
人
は
全
国
に
わ
た
り
、
そ
の
数
五
百
人
に
達
し
た
。
そ
の
多
く
は
上
層
の
農
民
や
商
人
の
身
分
に
属
す
る
も
の

で
あ
り
、
武
士
階
級
の
間
に
は
儒
学
が
浸
透
し
て
い
た
た
め
に
比
較
的
少
数
で
あ

っ
た
。
た
だ
六
十
三
歳

の
と
き
に
紀
州
侯
が
彼
を
召
聘

し
、
藩
医
の
身
分
を
あ
た
え
、
松
坂
在
住
の
ま
ま
和
学
顧
問
格

に
任
じ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

そ
の
門
人
か
ら
は
多
く
の
国
学
者
が
輩
出
し
た
が
、
そ
の
う
ち
で
も
特
に
有
名
な
も
の
は
、
歿
後

の
門
人
で
あ
る
平
田
篤
胤
と
伴
信
友

と
で
あ
る
。

か
く
て
享
和
元
年
(
天
2
)
、
宣
長
は
そ
の
七
十
二
歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
遣
言
に
よ
り
、
そ
の
葬
儀
は
菩
提
寺

の
樹
敬
寺
に
お
い
て
浄

土
宗
式
に
よ

っ
て
行
わ
れ
た
。
た
だ
遺
言
に
従

っ
て
、
そ
の
遺
骸
は
妙
楽
寺

の
山
室
に
葬
ら
れ
、
そ
の
塚
の
上
に

一
本
の
山
桜
を
植
え
さ

せ
た
こ
と
が
、
わ
ず
か
に
彼
の
本
志
の

一
端
を
し
の
ば

せ
る
の
み
で
あ
る
。

二

宣
長
の
仏
教
観
を
述
べ
る
に
先
立
ち
、
彼

の
思
想
の
輪
郭
を
素
描
し
て
お
き
た
い
。

彼
の
思
想
的
立
場
は
、
当
時

の
幕
府
官
学
で
あ

っ
た
儒
学
、
朱
子
学

の
も
つ
主
知
主
義
、
道
徳
至
上
主
義

へ
の
反
発
と
い
う
こ
と
か
ら

あ
し
わ
け

お
ぶ
ね

出
発
し
た
。
そ
の
立
場
は
、
京
都
遊
学
時
代

の
結
実
と
し
て
、
二
十
七
歳

の
時
に
あ
ら
わ
さ
れ
た

『排
蘆
小
船
』

に
、
明
白
に
し
め
さ
れ
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て
い
秘
・

こ
の
時
期
σ
宣
.長
は
、
古
今
集

β
新
古
今
集
を
中
心
と
す
る
歌
学
と
、
源
氏
物
語
と
を
中
心
に
し
て
お
り
、
'し
た
が

っ
て
そ
の
思
想
も

全
体
と
し
て
主
情
主
義
の
傾
向
が
著
し
い
。

歌
の
本
体
、
政
治
を
た
す
く
る
た
め
に
も
あ
ら
ず
、
身
を
お
さ
む
る
為
に
も
あ
ら
ず
、
た
だ
心
に
思
ふ
こ
と
を
い
ふ
よ
り
外
な
し
。

歌

の
本
質
は
、
人
間
の

「実
情
」
「
自
然
の
人
情
」
「
あ
り
の
ま
ま
の
情
」
を
偽
り
な
く
詠
ず
る
こ
と
に
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
あ
り
の
ま

ま
の
自
然

の
人
情
と
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
。

人
情
と
云
も
の
は
、
は
か
な
く
児
女
子

の
や
う
な
る
か
た
の
も
の
也
。
す
べ
て
男
ら
し
く
正
し
く
、
き

っ
と
し
た
る
こ
と
は
、
み
な

人
情
の
う
ち
に
は
な
き
も
の
也
。
…
…
も
と
の
あ
り
て
い
の
人
情
と
云
も
の
は
、
至
極
ま
つ
す
ぐ
に
、
は
か
な
く
、
し
ど
け
な
き
も

の
也
。

児
女
子
は
す
べ
て
本
情
を
あ
ら
わ
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
が
、
男
子
は
た
と
え
心
に
は
悲
し
く
哀
れ
に
思
う
こ
と
が
あ

っ
て
も
、
人
の

見
聞
を
は
ば
か
り
、
心
を
制
し
、
形
を
つ
く
ろ
っ
て
本
情
を
隠
す
が
、
「
こ
れ
ま
た

近
世
武
士
の
気
象
、
唐
人
議
論

の
か
た
ぎ
也
」
と
し

て
、

こ
れ
を
排
斥
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
で
宣
長
は
、
同
じ
く
自
然
を
尊
ぶ
国
学
者
で
あ
っ
て
も
、
師
の
真
淵
と
は
全
く
反
対
で
あ
る
。
真
淵
は
万
葉
集
に
中
心
を
お
い

た
関
係
も
あ

っ
て
、
古
代
の
日
本
人
は

男
性
的
で

「
ま
す
ら
お
ぶ
り
」
で
あ

っ
た
も
の
が
、
平
安
朝
に
入

っ
て
女

性
的
に
な
り
、
「
た
お

や
め
ぶ
り
」
に
墮
落
し
た
と
見
る
㊨
で
あ
る
が
、
宣
長
は

「
た
お
や
め
ぶ
り
」
こ
そ
人
間
の
本
性
で
あ
る
と
し
、

こ
れ
を
高
く
評
価
す
る

の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
宣
長
は
僧
正
遍
照
な
ど
を
始
め
と
し
て
、
僧
に
恋
歌
が
あ
る
こ
と
を
是
認
す
る
。
た
と
え
そ
れ
が
仏
の
教
え

に
反
す
る
も
の
で
あ
為

に
し
て
も
、
僧
と
て
も
同
じ
人
間
で
あ
る
以
上
は
、
人
情

に
変
わ
り
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
万
人
が
ひ
と
し
く
好
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む
声
色
を
、
ひ
と
り
出
家
だ
け
が
好
ま
ぬ
道
理
は
な
い
。
昔

の
僧
は
正
直
質
朴
で
あ

っ
た
か
ら
、
偽
り
飾
る
こ
と
が
少
な
か

っ
た
。
と
こ

ろ
が
今
の
僧
は

「
お
も
て
む
き
は
、
ず

い
ぶ
ん
け
つ
ば
く
廉
正
に
み
せ
て
、
心
に
は
あ
く
ま
で
色
を
こ
の
み
、
俗

に
も
す
ぐ
れ
て
淫
乱
好

色
な
る
、
そ
の
い
つ
は
り
、
に
く
む
に
あ
ま
り
あ
り
」
と
い
う
。

こ
の

『排
蘆
小
船
』
の
真
情
の
尊
重
は
、
三
十
四
歳
の

『紫
文
要
領
』
『凛
燧
穐
黼
護
』

の

「物

の
あ
わ
れ
」

の
論
と
な
っ
て
結
実
す

る
。
物
の
あ
わ
れ
を
知
る
心
と
は
、
人
間
が
す
べ
て
事
物
に
接
し
た
ど
き
に
素
直
に
感
動
す
る
心
の
こ
と
で
あ
る
。
「
あ
わ
れ
」
と

ぱ
総

じ
て
人
間

の
感
動
を
さ
そ
う
も
の
を
さ
す
。
嬉
し
い
こ
と
、
喜
び
を
感
ず
る
こ
と
も
、
み
な

「
あ
わ
れ
」
で
あ
る
が
、
し
か
し
人
の
感
動

を
最
も
強
く
呼
び
お
こ
す
も
の
は
悲
哀
で
あ
る
た
め
に
、
後
世
で
は
特
に

「
悲
し
み
」
を
さ
す
こ
と
が
多

い
。

文
学
に
は
、
こ
の
物
の
あ
わ
れ
を
知
る
心
を
養
う
と
い
う
重
大
な
使
命
が
託
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
人
間
は
、

こ
の
人
生
に
無

限
に
豊
か
な
世
界
が
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
従
来
、
儒
仏
の
せ
ま
い
規
範
に
囚

わ
れ
た
人
々
は
、
こ
の

文
学

の
使
命
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
こ
の
た
め
源
氏
物
語
を
淫
乱
の
書
で
あ
る
と
し
た
り
、
あ
る

い
は
こ
れ
を
是
認
す
る

者
も
、
「
た
わ
ぶ
れ
を
縁
と
し
て
、
仏
乗
の
妙
な
る
道
に
入
ら
し
め
る
」
方
便
で
あ
る
と
し
て
仏
教
的
に
理
解
す
る
か

(『沙
石
集
』)、
事
を

好
色
に
よ
せ
て
善
悪
を
知
ら
し
め
る
た
め
の
教
訓
で
あ
る
と
い
っ
た
儒
教
的
解
釈
を
行

っ
て
い
た
。
こ
れ
で
は
文
学
の
正
当
な
価
値
は
認

め
ら
れ
る
す
べ
も
な
い
。
儒
仏
の
支
配
を
脱
し
て
文
学
の
独
立
を
可
能
に
す
る
も
の
が
、

こ
の
宣
長

の
物

の
あ
わ
れ
論
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
に
よ
、っ
て
文
学
の
独
立
は
可
能
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
ま
ま
で
は
物
の
あ
わ
れ
は
・
文
学

と
い
う
局
限
さ
れ
た
世

界

に
の
み
通
用
す
る
も
の
に
と
ど
ま
り
、
儒
仏
が
支
配
す
る
政
治
や
道
徳
、
さ
ら
に
は
悟
り
の
世
界
に
対
し
て
は
無
力
の
ま
ま
に
終
わ
る

恐
れ
が
あ
る
。
物

の
あ
わ
れ
は
、

」さ
ら
に
深
く
普
遍
的
な
根
拠
を
求
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
始
め
て
儒
仏
を
圧
倒
す
昏
絶
対
的
な
原
理
と

な
る
こ
と
が
で
き
よ
.2
。
こ
こ
に
物
の
あ
わ
れ
論
が
、
さ
ら
に
神
代

に
さ
か
の
ぼ
り
、
神
道
説
に
発
展
す
る
必
然
性
が
あ

っ
た
。

宣
長
の
神
道

へ
の
関
心
は
、
お
ぼ
ろ
け
な
が
ら
も

『
排
蘆
小
船
』
に
そ
の
萠
芽
を
見
せ
て
い
る
。
和
歌

は

「我

邦
自
然

の
歌
詠
な
れ
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ば
、
自
然
の
神
道
の
中
を
は
な
る
る
も
の
に
は
あ
ら
ず
」
と
い
い
、
和
歌
の
根
源
を
神
道
の
う
ち
に
求
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま

だ
漠
然
た
る
予
感
の
よ
う
な
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
明
確
な
神
道
と
し
て
の
形
を
備
え
る
よ
う
に
な
る

の
は
、
真
淵
と
の
会
見

な
お
び
の
た
ま

後
、
古
事
記
の
研
究
の
進
展
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
四
十
二
歳
の

『直

霊
』
で
は
、
従
来

の

「自
然

の
神
道
」
と
い
う
漠
然
た
る
観
念

が

「
神
々
の
定
め
た
道
」
と
し
て
明
確
に
規
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
神
道
は

「離
郷
醴
購
襯
の
御
霊
に
よ
り
て
、
神
衵
興

鴉
覊
贓
礒
、
伊
邪

那
美
命
の
は
じ
め
給
ひ
て
、
天
照
大
御
神
の
う
け
給
ひ
、
た
も
ち
給
ひ
伝

へ
給
ふ
道
な
り
」
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
世
に
お
け
る
人
事
百

般

は
も
ち
ろ
ん
、
自
然
現
象

の
推
移
変
化

に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
神
の
意
志
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
人
々
は
ひ
た
す
ら
こ

の
神

の
命

の
ま
ま
に
従
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
何
故

に
神
が
こ
の
よ
う
に
定
め
た
か
を
推
し
測
る
こ
と
は
、
理
性

の
不
当
な
越
境
で
あ

り
、
不
可
知
の
神
意
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
神
の
意
志
の
不
可
測
と
、
こ
れ

へ
の
絶
対
の
随
順
を
説

く
と
こ
ろ
に
、
宣
長
の
深

い
宗
教
的
敬
虔
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
神
に
も
善
悪
二
種
の
神
が
あ
る
と
し
、
悪
神
の
存
在
を
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
悪
神
の
役
割
は
、

そ
の
の
ち
彼
の
神
道
論
が
深
ま
る
に
つ
れ
て
、

い
よ
い
よ
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
宣
長
は
悪
神
の
存
在
を
認
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

　

あ
ら
ゆ
る
宗
教
は
、
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て

「
弁
神
論
」
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
世
界
に
悪
が
存
在
す
る
こ
と
は
明
白
な
事
実
で
あ

り
、
人
間
に
い
わ
れ
な
き
不
幸
が
訪
れ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
神
の
支
配
す
る
世
界
に
、
な
ぜ
こ
の
よ
う

な
不
合
理
が
存
在
す
る

の
か
。
こ
の
疑
問
に
答
え
る
も
の
が
す
な
わ
ち
弁
神
論
で
あ
る
。
こ
の
弁
神
論

へ
の
要
求
は
、
宣
長
の
場
合
、
特

に
切
実
な
も
の
が
あ

っ

た
。そ

も
そ
も

「
物
の
あ
わ
れ
」
は
、
人
間
の
正
し
い
要
求
が
挫
折
す
る
と
こ
ろ
に
経
験
さ
れ
る
。
和
歌
や
物
語
に
あ
ら
わ
れ
る
悲
恋
や
、

逃

れ
得
な
い
死
の
運
命
は
、
物
の
あ
わ
れ
を
最
も
強
く
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
人
間
に
物
の
あ
わ
れ
の
情
を
も
た
ら
す
根
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本
の
原
因
を
作
る
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
善
神
で
は
な
く
、
善
神
の
摂
理
を
乱
す
悪
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
が

つ

ひ
の
か
み

　
　

そ
の
悪
神
と
は
、
古
事
記
に
み
え
る
禍
津
日
神
で
あ
る
。

あ
り

ご
と
ご
と

此
天
地
の
あ
ひ
だ
に
、
有
と
あ
る
こ
と
は
悉
皆
に
神
の
御
心
な
る
中
に
、
禍
津
日
神
の
御
心
の

あ
ら
び
は

し
も
、
せ
む

す
べ
も

な

い
た

ま
す

と
ど

く
、

い
と
も
悲
し
き
わ
ぎ
に
ぞ
あ
り
け
る
。
…
…
甚
く
荒
び
坐
時
は
、
天
照
大
御
神
、
高
木
大
神
の
大
神
力

に
も
、
制
み
か
ね
賜
ふ

を
り
も
あ
れ
ば
、
ま
し
て
人
の
力
に
は
、

い
か
に
と
も
せ
む
す
べ
な
し
。

(『直

毘

霊
』)

こ
こ
で

一
層
重
要
な
こ
と
は
、
宣
長
が

「
悪
神
も
ま
た
神
で
あ
る
」
と
し
て
、
こ
れ
へ
の
随
順
を
説
い
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
そ
れ

が
禍
津
日
神
の
し
わ
ざ
で
あ
る
に
し
て
も
、
人
閲
が
強
い
て
こ
れ
に
反
抗
を
試
み
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
る
ば

か
り
で
な
く
、
神

へ
の

絶
対
の
随
順
を
守
る
べ
き
人
の
道
に
外
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
神
の
子
孫
で
あ
る
天
皇
の
権
威
が
衰
え
て
武
家
が
政
権
を
握
る

こ
と
も
、
あ

る
い
は
神
道
が
衰
え
て
儒
仏
の
道
が
盛
行
す
る
こ
と
も
、
神
の
定
め
で
あ
る
以
上
は
、
こ
れ
に
従
う

ほ
か
は
な
い
。
こ
こ
に

宣
長
の
運
命
随
順
の
思
想
が
強
く
現
れ
て
い
る
。

し
た
が

っ
て
宣
長
の
人
生
観
に
、

一
抹
の
暗
い
影
が
宿
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
れ
は

「
物
の
あ
わ
れ
」
を
出
発
点
と

し
、
終
生
こ
こ
か
ら
離
れ
る
こ
と
の
な
か

っ
た
宣
長
に
と

っ
て
は
、
む
し
ろ
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
と
も

い
え
よ
う
。
宣
長
み
ず
か
ら
が

語

っ
て
い
る
よ
う
に
、
神
道
に
は
仏
教
に
い
う
安
心
と
い
っ
た
も
の
は
な
い
。
ひ
た
す
ら
神
の
命
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
満
足

感
が
、
「
安
心
な
き
安
心
」
と
し
て
あ
る
の
み
で
あ
る
。
た
だ

「常
に
神
と
共
に
あ
る
」
と
い
う

安
心
だ
け
が
、

そ
の
心
の
支
え
に
な
っ

て
い
た
と
い
え
よ
う
。

三

宣
長
の

一
族
は
浄
土
宗
の
篤
信
者
が
多
か

っ
た
の
で
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
の

『家
の
む
か
し
物
語
』
に
よ
れ
ば
、
曽
祖
父
の
道
休
、
祖
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父
の
唱
阿
は
、

い
ず
れ
も
信
仰
が
篤
く
、
特
に
唱
阿
は
夢
に
生
身
の
仏
菩
薩
を
見
て
、
そ
の
像
を
図
画
に
し
た
も

の
が
家
に
伝
え
ら
れ
て

い
た
と
い
う
。
ま
た
唱
阿
は
先
祖
の
諸
霊

一
々
の
た
め
に
、
菩
提
寺
の
樹
敬
寺
に
そ
の
桐
堂
を
寄
進
し
て
い
る
。
父
の
定
利
も
ま
た
熱
心

な
信
心
家
で
あ

っ
た
が
、
母
も
こ
れ
に
劣
ら
ず
、
晩
年
に
は
善
光
寺
に
参
詣
し
た
の
を
機
と
し
て
剃
髪
し
た
。
ま
た
宣
長

の
妹
の

一
人
も

後
年
剃
髪
し
て
尼
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
家
庭
に
育

っ
た
宣
長
も
、
青
年
に
成
長
す
る
ま
で
は
、
か
な
り
信
仰
心
が
強
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
十
四
歳
の
時
に
は
、

手
習
い
を
兼
ね
て
で
は
あ
ろ
う
が
、
他

の
諸
書
と
と
も
に

『
元
祖
円
光
大
師
御
伝
記
』
を
筆
写
し
た
こ
と
が
あ
る
。
十
五
歳
の
二
月
に
は

融
通
念
仏
百
遍
を
日
課
と
し
、
三
月
に
は
十
万
人
講

の
日
課
百
遍
を
行

っ
た
こ
と
が
日
記
に
見
え
て
い
る
。
十
九
歳
の
京
都
旅
行
の
と
き

に
は
、
知
恩
院
に
参
詣
し
て
鸞
宿
大
僧
正
か
ら
十
念
を
授
か
り
、
松
坂
に
帰

っ
て
か
ら
は
、
樹
敬
寺
に
お
い
て
五
重
相
伝
の
血
脈
を
受
け

た
。後

年
、
仏
教

の
信
仰
を
失

っ
た
後
も
、
先
祖

の
法
事
は
丁
重
に
行

い
、
彼
自
身
の
葬
儀
も
、
そ
の
遺
言
に
よ
り
仏
式
に
従

っ
て
行
わ
れ

た
。
こ
の
こ
と
は
、
彼

の

「
儒
仏
も
ま
た
そ
の
時

の
神
道
な
り
」
と
い
う
思
想
的
立
場
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
市
井
に
身
を

お
く
町
人
で
あ

っ
北
と
い
う
事
情
が
働

い
た
と
も
見
ら
れ
な
く
は
な
い
。
そ
の
先
例
は
京
都
の
町
人
学
者
伊
藤
仁
斎
に
も
見
ら
れ
る
。
仁

斎

は
儒
者
で
あ
り
な
が
ら
、
仏
寺

の
門
前
を
過
ぎ
る
際

に
は
丁
重
に
拝
礼
し
た
た
め
、
儒
者
と
し
て
の
節
操
を
欠
く
と
い
う
そ
し
り
を
受

け
た
こ
と
も
あ

っ
た
。

こ
の
宣
長
の
仏
教
信
仰
は
、

二
十
四
歳
か
ら
の
京
都
遊
学
時
代
に
も
、
な
お
そ
の
名
残
り
を
と
ど
め
て
い
た
。
学
友
の
岩
崎
栄
令
に
あ

て
た
書
簡

に
も
、
次
の
よ
う
な
言
葉
が
み
え
る
。

ふ

ね
い

よ
み

不
佞
の
仏
氏
の
言
に
お
け
る
や
、
こ
れ
を
好
し
、
こ
れ
を
信
じ
、
且

つ
こ
れ
を
楽
し
む
。
た
だ
に
仏
氏
の
言
に
し
て
之
を
好
し
信
じ

楽
し
む
の
み
な
ら
ず
、
儒
墨
老
荘
諸
手
百
家
の
言
も
、
ま
た
之
を
好
し
信
じ
楽
し
む
。
凡
百
の
雑
技
歌
憐
燕
游
、
…
…
宇
宙
あ
る
と
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こ
ろ
適
く
と
し
て
好
信
楽

せ
ざ
る
は
な
し
。
天
地
万
物
み
な
吾
が
賞
楽
の
具
の
み
。
不
佞
の
見
る
と
こ
ろ
、
乃
ち
然
り
。
足
下

の
仏

氏
の
言
を
蔑
視
し
、
た
だ
儒
の
み
に
是
れ
従
ふ
と
異
な
り
。
…
…
も
し
風
雅
に
従
事
せ
ん
か
、
そ
の
言
か
く

の
ご
と
く
な
る
べ
か
ら

ず
。
何
ぞ
そ
の
言
の
固
に
し
て
、
そ
の
言
の
険
な
る
。
ま
た
道
学
先
生
か
、
経
学
先
生
か
。

こ
れ
を
見
る
と
、
当
時
の
宣
長
は
仏
教
を
信
じ
楽
し
む
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
れ
は
儒
墨
老
荘
や
、
は
て
は
雑
技
歌
憐
と
同
列
の
も
の

に
過
ぎ
ず
、
要
す
る
に

「賞
楽
の
具
」
「
風
雅
」
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
後
年
の
宣
長
が

『
玉

勝
間
』
(巻
七
)
に
、
「
か
の
も
ろ
こ
し
に
て
、
し
か
名
高
き
物
し
り
人
ど
も
の
、
仏
を
し
ん
じ
尊
み
た
る
や
う
な
る
は
、
ま
こ
と
に
信
じ

た
ふ
と
み
た
る
は
、
い
と
す
く
な
く
て
、
お
ほ
く
は
た
だ
も
て
あ
そ
び
た
る
に
こ
そ
あ
れ
」
と
述
べ
て
い
る
の
と
符
節
を
合
す
る
も
の
で

あ
り
、
当
時
の
宣
.長
自
身
も
仏
教

を
も
て
あ
そ
び
、
風
流
の
た
す
け
に
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
こ
れ
を
裏
返
し
て
い

え
ば
、
京
都
遊
学
時
代

の
宣
長
の
仏
教
信
仰
は
、
す
で
に
こ
の
程
度
に
ま
で
落
ち
こ
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

京
都
遊
学
期

の
末
か
、
あ
る
い
は
そ
の
直
後

に
書
か
れ
た

『排
蘆
小
船
』
は
、
和
歌
や
物
語
に
あ
ら
わ
れ
た

「
人
間
の
自
然
の
本
情
」

を
重
ん
ず
る
立
場
を
始
め
て
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
立
場
か
ら
は
当
然
の
結
果
と
し
て
、
儒
仏
の
も
つ
規
範
主
義
を
排
除
せ
ざ

る
を
得
な
い
。
「
此
道
、
善
悪
教
誠
を
以
て
旨
と
せ
ず
」
と
い
う
断
定
は
、
文
学
が
儒
仏
と
絶
縁
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
。
「和
歌
は

表

は
神
道

に
し
て
、
裏
は
仏
道
の
深
意
也
と
云
は
い
か
が
」
と
い
う

聞
を
設
け
て
、
「非
な
り
。
神
道
と
も
仏
道

と
も

云
べ
か
ら
ず
。
…

…
異
国
よ
り
来
る
所
の
、
儒
仏
老
な
ど
に
附
会
す
る
は
、
後
世
の
人
の
し
わ
ざ
に
し
て
、
も
と
よ
り
い
は
れ
な
き

こ
と
也
」
と
答
え
て
い

る
の
も
、
そ
の
現
れ
で
あ
る
。
僧
の
恋
歌
を
是
認
し
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
仏
教
が
煩
悩
と
し
て
退
け
る
も
の
を
、
人
間
の
真
情
と
し

て
肯
定
す
る
と
こ
ろ
に
宣
長
の
学
問
は
成
立
し
た
。

三
十
四
歳
の
と
き
の

『石
上
私
淑
言
』
『
紫
文
要
領
』
の
両
論
は
、
物
の
あ
わ
れ
の
論
を
始
め
て
確
立
さ
せ
た
も

の
で

あ
る
が
、
前
者

で

は
再
び
僧
の
恋
歌
を
取
り
上
げ
、
あ
ら
た
め
て
こ
れ
を
物
の
あ
わ
れ
の
角
度
か
ら
論
じ
て
い
る
。
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婬
欲
は
仏
の
い
み
じ
き
戒
な
れ
ば
、
深
く
つ
つ
し
む
事
と
は
、
た
れ
も
た
れ
も
い
と
よ
く
し
る
こ
と
に
て
、
…
…
歌
は
す
ち
こ
と
な

る
享
に
て
、
.必
儒
仏
の
教
に
そ
む
か
じ
と
す
る
わ
ぎ
に
も
あ
ら
ね
ば
、,
そ
の
し
わ
ざ
の
よ
き
あ
し
き
な
ど
は
、
と
か
く
い
う
べ
き
に

あ
ら
ず
。
尢
だ
物
の
あ
は
れ
を
む
ね
と
し
て
、
心
に
思
ひ
あ
ま
る
事
は
い
か
に
も

い
か
に
も
よ
み
出
る
道
也
。
…
…
人
と
あ
る
中
に

も
、
殊
に
法
師
は
妻
を
も
も
た
ぢ
ず
、
こ
の
欲
を
常
に
つ
つ
し
む
物
に
て
、
い
よ
い
よ
心
に

は
思
ひ
の
む
す
ぼ
る
る
べ
き
事

な

れ

ば
、
俗
よ
り
も
ま
さ
り
て
、
恋
の
歌
は
多
く
あ
は
れ
に
い
で
く
べ
き
事
也
。

こ
こ
で
は
歌
が
物
の
あ
わ
れ
の
表
現
を
使
命
と
す
る
の
に
対
し
て
、
仏
教
は
悟
り
に
至
る
た
め
の
教
誠
を
旨
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

「
す
じ
異
な
る
も
の
」
す
な
わ
ち
別
個
の
原
理
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
両
者
は
、
た
が
い
に
相
手

の
領
域
を
侵
す
こ
と
さ

え
な
け
れ
ば
、
両
立
が

必
ず
し
も

不
可
能

で
は
な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
宣
長
は
仏
教
に
固
有
の
領
域
が
あ
る
こ
と

を
、
必
ず
し
も
否
定
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

『紫
文
要
領
』
は
源
氏
物
語
を
中
心
と
し
て
物
の
あ
わ
れ
論
を
展
開
し
て
い
る
だ
け
に
、
儒
仏
に
対
す
る
反
発
は
前
書
よ
り
も

一
層
そ

の
度
を
強
め
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
源
氏
物
語

に
は
昔
か
ら
儒
仏
に
事
よ
せ
た
牽
強
附
会
の
解
釈
が
多
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

物
語

は
さ
よ
う
の
教
誠

の
書

に
あ
ら
ね
ば
、
儒
仏
に
い
う
善
悪
は
あ
つ
か
ら
ぬ
事
に
て
、
た
だ
よ
し
あ
し
と
す
る
所
は
、
人
情
に
か

な
ふ
と
か
な
は
ぬ
と
の゚
わ
か
ち
な
り
。
そ
の
人
情

の
中

に
は
、
か
の
儒
仏
に
か
な
は
ぬ
事
有
故
に
、
儒
仏
の
道
に
い
ふ
よ
し
あ
し
と

か
は
る
也
。
…
…

し
い

然
る
を
古
来
の
註
釈
は
、
み
な
儒
仏
の
道
々
し
き
書
物
の
議
論
を
み
て
、
そ
れ
を
う
ら
や
み
、
強
て
、
物
語

を
も
教
誡
の
か
、た
へ
落

さ
ん
と
す
る
故
に
、
よ
く
い
へ
る
事
も
あ
し
き
事
の
や
う
に
註
し
て
、

こ
れ
は
し
か
し
か
の
い
ま
し
め
也
、
是
は
し
か
し
か
の
を
し

へ
也
、
な
ど
と
註
し
て
よ
む
者
の
心
を
ま
ど
は
し
、
作
者

の
本
意
を
う
し
な
ふ
事
お
ほ
し
。
其
故
は
、
し
ゐ
て
い
ま
し
め
の
方

へ
よ

せ
て
、
懲
悪
の
事
に
見
る
と
き
は
、
物
の
あ
は
れ
の
深
港
所
も
さ
む
る
物
也
。
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こ
の
よ
う
に
し
て
宣
長
は
、
源
氏
物
語
に
つ
い
て
の
儒
仏
的
解
釈
の
実
例
を
列
挙
し
、
こ
れ
を

一
々
論
破
し
て
い
る
。

し
か
し
宣
長
は
、
前

の

『
石
上
私
淑
言
』
の
場
合
と
同
様
に
、
儒
仏
が
文
学
と
異
な
る
固
有
の
領
域
を
も

つ
こ
と
を
、
必
ず
し

も
否
認

し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
儒
仏
も
ま
た
本
来
は
物
の
あ
わ
れ
と
無
縁
の
も
の
で
な
い
こ
と
を
認
め
る
。

も
と

儒
仏
の
を
し
へ
も
、
本
人
情
に
よ
り
て
た
て
た
る
物
な
れ
ば
、
こ
と
ご
と
く
人
情
に
た
が
ふ
べ
き
道
理
に
あ
ら
ず
。
然
れ
共
人
情

の

中
に
は
善
悪
が
あ
れ
ば
、
そ
の
善
を
そ
だ
て
、
悪
を
お
さ
え
て
、
善

に
う
つ
る
や
う
に
と
す
6
が
を
し

へ
な
れ
ば
、
そ
の
悪
を
ば
き

び
し
く
い
ま
し
め
て
人
情
に
さ
か
ふ
事
有
也
。

.

特
に
仏
教
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
本
来
的
に
物
の
あ
わ
れ
の
深
い
理
解
か
ら
出
発
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
た
だ
仏
教
は

物
の
あ
わ
れ
を
知
る
と
い
う

弱
い
心
で
は
行
え
ぬ
道
で
あ
る
か
ら
、
「
い
か
に
も
物
哀
を
し
ら
ぬ
人
と
な
り
て
お
こ
な
ふ
道
」
な
の
で
あ

る
。

さ
れ
ど
そ
れ
は
も
と
仏

の
深
く
物

の
哀
を
し
れ
る
御
心
よ
り
、噛

此
世
の
恩
愛
に
つ
な
が
れ
て
生
死
を
は
な

る
る
事
あ
た
は
ぎ
る
を
、

哀
と
お
ぼ
す
よ
り

の
事
な
れ
ば
、
し
ば
ら
く
此
世
の
物
の
哀
は
し
ら
ぬ
も
の
に
な
り
て
も
、
実
は
深
く
物

の
哀
を
し
る
也
。
…
…
儒

仏
は
物
の
哀
し
ら
ぬ
や
う
な
る
が
其
道
に
し
て
、
畢
竟
は
そ
れ
も
物
の
哀
し
る
よ
り
お
こ
れ
る
也
。
…
…
仏
道
は
物
の
哀
を
す
つ
る

道
に
し
て
、
返
て
物
の
哀
有
事
お
ほ
し
。

こ
こ
で
は

「
儒
道
も
心
ば

へ
は
同
じ
事
也
」
と
い
い
、

一
応
は
儒
仏
を
同
列

に
お
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、

し
か
し
他
方
で
は
物
の

あ
わ
れ
を
知
る
点
に
お
い
て
、
仏
教
は
儒
教
に
勝
る
と
見
る
の
で
あ
る
。

す
べ
て
仏
道
は
儒
道
よ
り
も
教

へ
の
き
び
し
く
し
て
、
人
情
に
遠
き
物
な
れ
共
、
返
て
儒
道
よ
り
も
人
を
感
ぜ
し
む
る
事
深
く
、
物

の
哀

の
深
き
お
ほ
く
て
や
わ
ら
か
な
る
所
有
故
に
、

つ
や
つ
や
物
の
心
も
し
ら
ぬ
山
が
つ
女
童
迄
感
ず
る
も

の
故

に
、
物
語

に
は
儒

道
の
事
よ
り
も
仏
の
道
を
お
ほ
く
い
へ
り
。
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ま
た

「
源
氏
物
語
に
は
出
家
遁
世
や
仏
事
の
こ
と
が
多
く
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
作
者
の
本
志
が
人
を
し

て
仏
道
に
赴
か
し
め
る

こ
と
に
あ

っ
た
た
め
で
は
な
い
か
」
と
い
う
設
問
に
対
し
て
、
次

の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

仏
の
道
は
深
く
人
情
を
感
動
せ
し
む
る
物
に
て
、
智
者
も
愚
者
も
此
道
に
は
心
を
か
た
ぶ
く
る
も
の
也
。
こ
と
に
わ
が
国
は
、
い
に

し

へ
よ
り
世

の
う
き
事
あ
る
と
ぎ
は
、
必
か
た
ち
を
や
つ
し
、
此
道
に
い
る
事
、
世
間
普
通
の
風
儀
人
情
也
。
さ
る
か
ら
此
道
に
つ

き
て
は
物
の
あ
は
れ
ふ
か
き
事
お
ほ
し
。

こ
の
故
に
仏
道
の
事
お
ほ
く
か
け
る
也
。
…
…
も
し
か
く
の
ご
と
き
風
儀
人
情
に
そ
む
き

て
、
を
の
が
見
識
に
ま
か
せ
て
仏
道
を
あ
し
く
い
ひ
、
又
は
仏
道

へ
一
ぺ
ん
に
ひ
き
い
れ
ん
と
し
な
ど
せ
ば

、

一
偏

に
か
た
よ
れ
る

な
ら
ば

に
く
か
る
べ
き
事
也
。
紫
式
部
は
か
な
ら
ず
然
ら
じ
。

こ
こ
で
は
仏
教
が

「
深
く
人
情
を
感
動
せ
し
む
る
事
」
が
多
い
た
め
に
、
わ
が
国
の
風
儀
人
情
と
し
て
人
々
の
間
に
深
く
浸
透
し
て
い

る
事
実
を
認
め
、
「
を
の
が
見
識
に
ま
か
せ
て
仏
道
を
悪
し
く
い
う
」
こ
と
を
戒
め
て
い
る
こ
と
が

注
目
さ
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
い
っ
て

も
、
仏
教
が
儒
教
よ
り
も
優
位
に
お
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
宣
長
の
態
度

は
、
こ
の
の
ち
儒
仏
に
対
す
る
攻
撃
が
激
し
く
な

っ

た
後
に
も
持
続
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
儒
仏
と
い
い
な
が
ら
、
そ
の
攻
撃
の
主
た
る
目
標
は
儒
教

に
あ
り
、
仏
教

は
こ
れ
に
随
伴
す
る
位

・
置

に
お
か
れ
た
。

レ
た
が
っ
て
、
'こ
の
煩
ま
で
の
宣
長
は
、
あ
る
程
度
ま
で
仏
教
に
対
し
て
同
情
的
な
立
場
に
あ

っ
た
。
そ
れ
は
少
年
期
の
仏
教
信
仰
の

ほ
の
か
な
残
照
で
あ

っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

四

し
か
し
、
三
十
歳
を
過
ぎ
、
宣
長
の
神
道
説
が

次
第
に
形
成
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
こ
の
事
情
が

次
第
に
大
き
く

変
化
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
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な
お
び
の
た
ま

四
十
二
歳
の

『
直

霊
』
は
、
彼
の
神
道
説
の
骨
格
が
完
成
し
た
こ
と
を
し
め
す
、
紀
念
す
べ
き
作
品
で
あ
る
。
「
物
の
あ
わ
れ
」
の
論

を
根
拠
と
し
て
い
る
間
は
、
そ
れ
は
た
と
え
道
で
あ
る
に
し
て
も
、
な
お

「
文
学
の
道
」
で
あ
っ
た
か
ら
、
儒
仏

の
道
と
領
域
を
異
に
す

る
も
の
の
、
相
互
に
相
手

の
領
域
さ
え
侵
さ
な
け
れ
ば
、
両
立
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
神
道
と
い
う
道
に
成
長
す

る
と
、
そ
れ
は
普
遍
的
な
原
理
で
あ
る
か
ら
、
も
は
や
儒
仏
と
共
存
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

『直
霊
』
以
後

、
宣
長
の
儒
仏

へ
の
対

決
が
厳
し
さ
を
増
す
原
因
が
、
そ
こ
に
あ

っ
た
。

以
下
、
四
十
歳
以
後

の
宣
長
の
思
想
展
開
を
た
ど
り
つ
つ
、
彼
の
仏
教
観
と
関
係
の
深
い
問
題
の
そ
れ
ぞ
れ
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

㈲

ま
ず
宣
長
が
儒
教
の
攻
撃
に
主
力
を
お
き
、
仏
教
に
対
し
て
は
、
比
較
的
ゆ
る
や
か
で
あ
っ
た
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
『
直
霊
』
が
公
刊
さ
れ
た
と
き
、
名
古
屋
の
儒
者
市
河
多
門
が

『
ま
が
の
ひ
れ
』
を
著
し
、

こ
れ
を
論
難
し

た
こ
と
が
あ
る
。
宣
長
は
こ
れ
に
対
し
て

『く
ず
花
』
の
著
を
も

っ
て
答
え
た
。
そ
の
中
に
次
の

一
節
が
あ
る
。

或
人
云
。
…
…
今
直
霊
の
書
を
見
る
に
、
儒
道
を
弁
じ
た
る
こ
と
の
み
多
く
し
て
、
返
て
仏
道
を
弁
じ
た
る
事
は
さ
ら
に
見
え
ず
。

此
義
い
か
が
。
仏
道
は
道
に
か
な
ひ
て
、
害
な
き
に
や
。

答
。
仏
道
は
み
だ
り
に
造
り
た
る
物
に
て
、
道
に
た
が
へ
る
事
勿
論
な
れ
共
、
そ
の
害
あ
ら
は
に
て
、
よ
く
見
ゆ
る
う

へ
に
、
漢
国

に
て
も
儒
者
既
に
こ
れ
を
弁
じ
、
又
御
国
に
て
近
代
神
道
者
も
、
皆
よ
く
知
て
弁
じ
お
き
つ
る
事
な
れ
ば
、
今
さ
ら
煩
し
く
同
じ
事

を
い
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。

こ
れ
は
決
し
て
宣
長
の
言
い
逃
れ
で
は
な
い
。
実
際
、
江
戸
時
代
ほ
ど
仏
教
が
儒
教
や
神
道
か
ら
の
激
し
い
攻

撃
に
さ
ら
さ
れ
た
時
代

は
な
い
。
特
に
幕
府
の
官
字
に
採
用
さ
れ
、
当
時
の
儒
学
の
主
流
と
な
っ
て
い
た
朱
子
学

は
、
中
国
に
お
い
て
も
仏
教

の
排
撃
を
使
命

の
゜

一
つ
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
江
戸
時
代
の
知
識
階
級
に
み
ら
れ
る
仏
教
離
れ
の
風
潮
に
結
び
つ
き
、
仏
教
攻
撃
の
主
力
と
な

っ
た
。
こ
の
よ
う
な

仏
教
排
斥
の
盛
ん
に
な
つ

だ
時
代
に
、
宣
長
が
そ
れ
ほ
ど
仏
教
に
攻
撃
を
加
え
る
必
要
を
感
じ
な
か

っ
た
と
し
て
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も
、
さ
ほ
ど
怪
し
む
に
足
り
な
い
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
よ
り
も
上
層
支
配
層
に
確
固
た
る
根
を
お
ろ
し
て
い
た
儒
学

へ
の
批
判
が
、
宣
長

に
と

っ
て
は
何
よ
り
の
急
務
で
あ
っ
た
。

㈲

こ
の
事
実
に
関
連
し
て
、
宣
長
の
神
道
説
に
は
、
浄
土
教
の
信
仰
が
形
を
変
え
て
持
続
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が

あ
る
。

こ
の
考
え
方
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、
早
く
世
に
出
た
村
岡
典
嗣
氏
の
・『本
居
宣
長
』
が
あ
る
。
宣
長
の

一
家

に
浄
土
宗
の
篤
信
者

が
多
く
、
彼
自
身
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
後
年
、
彼
が
神

へ
の
絶
対
の
随
順
を
説
い
た
の
は
、
そ
の

対
象
こ
そ
異
な
る
に
し
て
も
、
絶
対
者

へ
の
随
順
と
い
う
敬
虔
性
に
お
い
て
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
そ
の

主
張
で
あ
る
。

た
し
か
に
宣
長
の
神

へ
の
信
仰
は
、
尋
常
の
も
の
で
は
な
い
。
特
に
、
悪
神
も
ま
た
神
な
る
が
故
に
、
こ
れ
に
従
う
と
い
う
態
度
は
、

少
し
く
異
常
の
感
を
さ
え
あ
た
え
る

ほ
ど
で
あ
る
。
宣
長
の
全
体
と
し
て
の
性
格
は
、
そ
の
代
表
作

『古
事
記
伝
』

に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
客
観
的
事
実
に
も
と
つ
く
冷
静
な
合
理
主
義
の
傾
向
が
強

い
。
そ
の
他
の
著
述
に
お
い
て
も
、
そ
の
文
章

は

極
め
て
論
理
的
で
あ

り
、
明
晰
で
あ
る
。
そ
の
宣
長
が
、
た
と
え
他
に
理
由
が
あ
る
に
せ
よ
、
神

へ
の
ひ
た
す
ら
な
随
順
を
説
い
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

や
は
り
村
岡
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
少
年
期
に
養
わ
れ
た
浄
土
教
的
な
敬
虔
さ
が
、
形
を
変
え
な
が
ら
も
持
続
さ
れ
て
い
た
と
す
る
の

が
、
最
も
有
力
な
考
え
方
で
は
あ
る
ま
い
か
。

し
か
し
、
こ
の
問
題
は
、
も
う
少
し
広
い
場
面
を
背
景
に
お
き
な
が
ら
考
え
る
の
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
元
来

、
日
本
人
の
宗
教
観

に

は
、
ア
ジ
ア
の
農
耕
民
族
の
例
に
も
れ
ず
、
本
質
的
に
多
神
教
の
傾
向
が
強
い
と
さ
れ
る
。
多
神
教
は
崇
拝
の
対
象
が
多
元
的
で
あ
る
た

め
に
、
い
き
お
い
信
仰
そ
の
も
の
が
拡
散
的
に
な
り
や
す
く
、

一
神
教
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
集
中
性
が
な
く
、
強

い
敬
虔
性
を
欠
く
傾
向

が

あ
る
。
し
か
し
日
本
民
族
は
、
隣
国
の
中
国
な
ど
と
は
異
な
り
、
汎
神
論
的
傾
向
を
も
ち
な
が
ら
も
、
他
面

に
お
い
て

一
神
教
的
信
仰
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を
育
て
る
可
能
性
を
も
備
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

そ
の
例
と
し
て
は

鎌
倉
仏
教
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
鎌
倉
仏
教
に
共
通
す
る
特
色
は
、
多
義
的
な

仏
教
の
教
理

の
う
ち
の

一
つ
を
選
択

し
、
そ
こ
に
す
べ
て
を
集
中
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
法
然

・
親
鸞
の
阿
弥
陀
仏
、
道
元
の
坐
禅
、
日
蓮

の
妙
法
な
ど
、
み
な
そ

う
で
あ
る
。
特
に
浄
土
真
宗
の

よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
も
似
た

一
神
教
的

な
も
の
が
、
わ
が
国
最
大
の
仏
教

に
育

っ
た

こ
と
を
思
え

ば
、
日
本
民
族
の
性
格
の
う
ち
に

一
神
教
的
傾
向
が
潜
在
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
難

い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
は
安
土
桃
山
時
代
の
わ
ず
か
四

・
五
十
年
間
に
、
キ
リ
シ
タ
ン
宗

は
五
十
万
に
近
い
熱
心
な
信
仰
者
を
得
た
と
い
わ
れ
る
。
同

時
期
に
宣
教
師
を
迎
え
た
中
国
で
は
、
こ
の
よ
う
な
現
象
は
全
く
見
ら
れ
な
か

っ
た
。

こ
れ
ま
た
日
本
人
が

一
神
教
を
受
容
す
る
素
質
を

も
つ
例
証
の

一
つ
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
も
江
戸
時
代

に
入

っ
て
も
、
そ
の
伝
統
が
潜
在
し
つ
づ
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、
宣
長
に
さ
ま
ざ
ま
な
面
か
ら
影

響

を
あ
た
え
た
徂
徠
学

に
も
、
明
ら
か
に
そ
の

一
面
が
あ
る
。
荻
生
徂
徠
(
宍
六
六
～
;
天
)
は
、
そ
の
学
問
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に

豪
放
な
性
格
の
持
主
で
あ

っ
た
が
、
他
方
で
は
宗
教
的
な
面
を
そ
な
え
て
い
た
q
そ
れ
は
中
国
の

「
聖
人
」

°に
対
す
る
信
仰
で
あ
る
。
そ

の
言
葉

に

「学
者
は
聖
人
を
信
ず
る
を
以
て
本
と
な
す
」
(『弁
名
』)
、
「
愚
老
が
心
は
、
深
く
聖
人
を
信
じ
て
、
た
と
ひ
か
く
あ
る
ま
じ
き

事

と
我
心
に
思
ふ
と
も
、【聖
人
の
道
な
れ
ば
定
め
て
悪
し
き
事
に
て
は
あ
る
ま
じ
と
思
ひ
取
り
て
、
こ
れ
を
行
ふ
に
て
候
」
(『答
問
書
』)
と

い
っ
た
も
の
が
あ
る
。

そ
の
門
人
の
太
宰
春
台
は
、
真
淵
や
宣
長
に
最
も
直
接
的
な
刺
激
を
あ
た
え
た
人
物
で
あ
る
が
、
そ
の
所
論
は
師
の
徂
徠
よ
り
も
さ
ら

に
徹
底
し
て
い
る
。
「釈
氏
の
書
に
、
仏
法
大
海
、
信
為
能
入
の
語
あ
り
。
名
言
な
り
。…
…
聖
人
の
道
は
、
人
情

に
因
り
て
立
ち
た
る
教

な
れ
ど
も
、
信
ぜ
ざ
る
者
は
入
る
こ
と
能
は
ず
。
さ
れ
ば
学
問
の
道
は
信
ず
る
を
初
入
と
な
す
」
「
日
本
の
仏
者
の
中
に
、
一
向
宗
の
門
徒

は
、
弥
陀

一
仏
を
信
ず
る
こ
と
専
ら
に
し
て
、
他
の
仏
神
を
信
ぜ
ず
。
如
何
な
る
事
あ
り
て
も
、
祈
祷
な
ど
す
る
こ
と
無
く
、
病
苦
あ
り
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し
か

て
も
呪
術
符
水
を
用
ひ
ず
。
愚
な
る

小
民
婦
女
、
奴
婢
の
類
ま
で
、
皆
然
な
り
。
是
れ

親
鸞
氏
の
教
の
力
な
り
。
今
、
純

(春
台
)
は

一

向

宗
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
孔
子
を
信
ず
る
こ
と
、
彼
等
が
弥
陀
を
信
ず
る
如
く
、
鬼
神
に
遠
ざ
か
り
て
祈
祷
祭
衵

せ
ざ
る
こ
と
、
全
く

一

向
門
徒
の
如
し
」
(「聖
学
問
答
』)。

こ
の
よ
う
に
日
本
人
は
何
ら
か
の
端
緒
さ
え
あ
た
え
ら
れ
た
な
ら
ば
、

一
神
教
的
敬
虔
性
を
し
め
す
可
能
性
を
潜

め
て
い
る
。
宣
長
の

場

合
、
そ
の
端
緒
を
あ
た
え
た
も
の
は
浄
土
教

の
信
仰
で
あ
り
、
そ
れ
が
彼

の
神
道
説

に
お
け
る
敬
虔
性
と
な

っ
て
結
実
し
た
と
も
い
え

よ
う
。

㈲

宣
長
の
神
道
説

の
特
色
の

一
つ
は
、
悪
神

の
存
在
を
認
め
た
こ
と
で
あ
る

(第
二
項
)
。
し
か
も
悪
神
も
ま
た
神
で
あ
る
と
し
、
そ

の
命

に
随
順
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
し
た
た
め
に
、
、宣
長
の
思
想
に
運
命
随
順
の
色
彩
が
強
く
な

っ
た
。
そ
の
結
果
、
神
道
が
衰
え

て
、
世
に
儒
仏
の
行
わ
れ
る
の
も
、
ま
た
神
の
命

で
あ
る
と
し
て
、

一
種

の
あ
き
ら
め
の
心
境
を
生
む
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

宣
長
が
悪
神
の
存
在
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
述
し
た
。

一
口
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
弁
神
論
か

ら

の
要
請
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ

悪
神
の
命
に
従
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
。
『鈴
屋
答
問
録
』

は
、
こ
れ
を
説

い
て
9

詳

ら
か
で
あ
る
。

何
事
も
皆
、
神
の
し
わ
ざ
に
て
、
世
中
に
わ
ろ
き
こ
と
ど
も
の
あ
る
も
、
悪
神
の
し
わ
ざ
に
候

へ
ば
、
儒
仏
老
な
ど
と
ま
を
す
道
の

い
で

き

出
来

た
る
も
、
神
の
し
わ
ざ
、
天
下
の
人
心
そ
れ
に
ま
よ
ひ
候
も
、
又
神
の
し
わ
ざ
に
候
。
然
れ
ば

善
悪
邪

正
の

異
こ
そ
候

へ
、

も

へ

も

も

も

ヤ

も

あ

も

へ

も

へ

も

も

も

も

へ

も

ヘ

へ

も

儒
も
仏
も
老
も
、
み
な
ひ
ろ
く
い
へ
ば
、
其
時
々
の
神
也
。
神
に
は
善

な
る
あ
り
、
悪
な
る
あ
る
故

に
、
其
道
も
時

々
に
善
悪
あ
り

て
行
は
れ
候
也
。
然
れ
ば
、
後
世
、
国
天
下
を
治
む
る
に
も
、
ま
つ
は
其
時

の
世
に
害

な
き
こ
と
に
は
、
古

へ
の
や
う
を
用
ひ
て
、

随
分
に
善
神
の
御
心
に
か
な
ふ
や
う
に
有
べ
く
、
又
儒
を
以
て
治
め
ざ
れ
ば
治
め
が
た
き
こ
と
あ
ら
ば
、
儒
を
以
て
治
む
べ
く
、
仏

モ

ち

も

モ

ヘ

へ

ゐ

も

モ

ぬ

モ

に
あ
ら
で
は
か
な
は
ぬ
こ
と
あ
ら
ば
、
仏
を
以
て
治
む
べ
し
。
是
皆
、
其
時

の
神
道
な
れ
ば
也
。
然
る
に
た
だ
、
ひ
た
す
ら
上
古
の
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や
う
を
以
て
、
後
世
を
も
治
む
べ
き
も
の
の
や
う
に
思
ふ
は
、
人
の
力
を
以
て
、
神
の
力
に
勝
む
と
す
る
物

に
て
、
あ
た
は
ざ
る
の

も

ヤ

も

あ

も

も

ヘ

ヤ

も

う

も

も

へ

み
な
ら
ず
、
却
て
其
時
の
神
道
に
そ
む
く
物
也
。
:
…
.後
世
は
悪
神
あ
ら
び
て
、
上
古
の
ま
ま
に
て
は
治
ま
り
難
く
成
ぬ
る
也
。

'か

く
の
如
く
時
有
て
悪
神
あ
ら
び
候

へ
ば
、
善
神
の
御
力
に
も
叶
は
ぬ
こ
と
あ
る
は
、
神
代
に
其
証
明
ら
か
也
。
然
ら
ば
人
の
力
に
は

へ

う

も

ち

ヘ

へ

い
よ
い
よ
叶
は
ぬ
わ
ざ
な
れ
ば
、
せ
む
か
た
な
く
、
其
時
の
よ
ろ
し
き
に
従

べ
き
物
也
。

こ
の
よ
う
に
儒
仏
も
ま
た

「
そ
の
時
の
神
道
」
で
あ
る

こ
と
を
認
め
、
「
せ
む
か
た
な
く
」
で
は
あ
る
が
、
そ

の
時

の
よ
ろ
し
き
に
従

う
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
れ
が
神
道
説
に
入

っ
た
後
に
お
い
て
も
、
浄
土
宗
の
法
事
に
勤
め
た
宣
長
の
心
境
で
も
あ
る
。

吾
は
か
く
の
ご
と
く
思
ひ
と
れ
る
故
に
、
吾
家
、
す
べ
て
の
先
祖
の
杞
、
供
仏
施
僧

の
わ
ざ
等
も
、
た
だ
親

の
世
よ
り
為
来
り
た
る

ま
ま
に
て
、
世
俗
と
か
は
る
事
な
く
し
て
、
た
だ
こ
れ
を
お
ろ
そ
か
な
ら
ざ
ら
ん
と
す
る
の
み
也
。

(「う
ひ
山
ぷ
み
」
)

も
ち
ろ
ん
世
俗
の
ま
ま
に
従
う
を
よ
し
と
す
る
に
し
て
も
、
道
を
求
め
る
学
者
と
し
て
の
本
務
は
、

こ
れ
と
は
別
に
存
在
す
る
。

学
者
は
た
だ
、
道
を
尋
ね
て
明
ら
し
め
る
を
こ
そ
、

つ
と
め
と
す
べ
け
れ
。
私
に
道
を
行
ふ
べ
ぎ
も
の
に
は
あ
ら
ず
。
さ
れ
ば
随
分

か
き
の
こ

に
、
古

の
道
を
考

へ
明

ら
め
て
、
そ
の
む
ね
を
、
人
に
も
を
し
へ
さ
と
し
、、
物
に
も
書
遺
し
お
き
て
、

°た
と
ひ
五
百
年
千
年
の
後
に

も
あ
れ
、
時
至
り
て
、
上
に
こ
れ
を
用
ひ
行
ひ
給
ひ
て
、
天
下
に
し
き
ほ
ど
こ
し
給
は
ん
世
を
ま

つ
べ
し
。

こ
れ
宣
長
が
志
也
。

(同

上
)

こ
の
苦
渋
に
み
ち
た
認
識
と
実
践
の
分
離
こ
そ
、
宣
長
が
自
ら
に
課
し
た
任
務
で
あ

っ
た
。

㈹

次
に
宣
長
の
運
命
観
な
い
し
は
生
死
観
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

宣
長
は
、
世
の
移
り
行
き
は
、
す
べ
て
天
照
大
神
を
代
表
と
す
る
善
神
と
、
禍
津
日
神
と
よ
ば
れ
る
悪
神
の
意
志
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ

る
も
の
と
し
た
。
神

の
意
志
は
底
知
れ
ぬ
深
さ
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
理
性
を
も

っ
て
は
測
り
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が

っ
て
人
間
に
可
能
な
こ
と
は
、
ひ
た
す
ら
善
悪
二
神
の
命
の
ま
ま
に
生
き
る
こ
と
の
ほ
か
に
は
な
い
。
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こ
の
宣
長
の
い
う

「
神
の
命
」
は
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま

「運
命
」
と
言

い
換
え
て
も
よ
い
。
こ
れ
を

「
摂
理
」

と
よ
ぶ
の
は
不
適
当
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
満
、摂

理
と
は
善
神

の
意
志
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
た
合
理
的
な
秩
序
を
さ
す
言
葉
で
あ
る
ゆ
ら
で
あ
る
。
宣
長
の
場
合

は
、
悪
神
の
意
志
が
混
入
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
結
果
と
し
て
不
合
理
な
要
素
を
多
く
含
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
こ
の
不
合
理

性
こ
そ
、
「運
命
」
の
も
つ
特
性
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
宣
長
の
立
場
は
、
運
命
の
ま
ま
に
従
え
と
い
う
運
命
随
順
の
思
想
に
近

い
も
の

と
な
る
。

人
間
に
あ
た
え
ら
れ
た
運
命
の
う
ち
、
最
も
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
は
死
で
あ
る
。
宣
長
は
こ
の
死

の
運
命
を
、
ど
の
よ
う
に
し

て
迎
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
。

仏
道
の
意
は
、
悪
人
は
地
獄
、
善
人
は
天
上
浄
土
に
生
る
と
い
ふ
。
こ
れ
吾
道
と
大
に
異
也
。
彼
れ
は

方
便

の
作
り
言
な
る
ゆ
え

に
、
善
悪
当
然
の
理
に
叶

へ
る
や
う
に
か
ま

へ
た
り
。

.

(『答

問

録
』
)

ご
と

仏
教

の
業
報
説
、
地
獄
極
楽

の
説
は
、
も
と
よ
り

方
便

の
虚
構
で
し
か
な
い
。
「
さ
か
と
い
ふ
大
を
そ
人
の
を
そ
言
に
、
を
そ
言
そ

へ

て
人
を
ま
ど
は
す
も
」
(「自
撰
歌
』
四
)
と
よ
ん
だ
時

の

「
を
そ
」
と
は
、
こ
の
地
獄
極
楽
の
説
な
ど
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
神
道
説
は
死
後

の
世
界
を
い
か
に
見
る
の
か
。

ま
ず
耄

と
申
す
は
・
地
下
の
根
蹙

在
り
て
贏

毆
鬣

ギ

申
し
て
・
甚
き
た
な
惷

き
鼠
に
て
、
死
せ
る
人
の
羅

ぎ

ろ

よ
き

あ
し

な
り

。
…

…

さ

て
世

の
人

は
、

貴

き

も
賤

き
も

善

も

悪

き
も

、

み

な
悉

く

、

死

す

れ

ば

、

必

か

の
予

美

国

に
ゆ

か

ざ

る

こ
と

を

得

ず

。

な
れ

い
と
悲
し
き
事
に
て
ぞ
侍

る
。
駄:
…
さ
て
死
す
れ
ば
、
妻
子
眷
族
朋
友
家
財
万
事
を
も
ふ
り
す
て
、
馴
た
る
此
世
を
永
く
別
れ
去
て
、

ふ
た
た
び
還
来
る
こ
と
あ
た
は
ず
、
か
な
ら
ず
か
の
穢
き
予
美
国
に
往
こ
と
な
れ
ば
、
世
の
中

に
、
死

ぬ
る
ほ
ど
か
な
し
き
事
は
な

か
な
し

き
も
の
な
る
に
、
か
の
異
国
の
道
々
に
は
、
或
は
こ
れ
を
深
く
哀
む
ま
じ
き
道
理
を
説
き
、
…
…
死
を
深
く
哀
む
を
ば
、
愚
な
る
心

の
迷
ひ
の
や
勘

心
得
る
か
ら
・
こ
れ
を
慨
て
、
強
て
迷
は
ぬ
ふ
り
、
悲
し
ま
撫

を
見
せ
、
或
は
辞
世
な
ど
い
ひ
て
、
こ
と
ご
と
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し
く
悟
り
き
は
め
た
る
さ
ま
の
詞
を
遺
し
な
ど
す
る
は
、
皆
こ
れ
大
き
な
る
偽
の
7

り
護

に
し
て
・
人
鐘

背
き
・
ま
こ
と
の
道

理
に
か
な
は
ぬ
こ
と
な
り
。
…
…
そ
れ
故
に
、
上
古
い
ま
だ
異
国
の
説

の
雑
ら
ざ
り
し
以
前
、
人
の
心
直
か
り
し
時
に
は
、
死

し
て

後

に
な
り
ゆ
く
べ
き
理
窟
な
ど
を
、
と
や
か
く
や
と
工
夫
す
る
や
う
の
、
無
益
の
こ
ざ
か
し
き
料
簡
は
な
く
し
て
、
た
だ
死
ぬ
れ
ば

予
美
国
に
ゆ
く
こ
と
と
、
道
理
の
ま
ま
に
心
得
居
て
、
泣
悲
む
よ
り
ほ
か
は
な
か
り
し
そ
か
し
。

(『玉
く
し
げ
』)

理
論
に
よ
る
虚
構
を
き
び
し
く
排
し
、
人
情
の
真
実
を
尊
ぶ
と
い
う
宣
長
の
根
本
的
立
場
は
、
青
年
の
頃
よ
り
円
熟
期

に
至
る
ま
で

一

貫

し
、

い
さ
さ
か
の
ゆ
る
ぎ
も
見
せ
て
い
な
い
。

こ
の
死
を
悲
し
む
心
と
関
連
し
て
、
契
沖
法
師
を
賞
賛
し
た

一
文
が

『
玉
勝
間
』
(五
巻
)
に
見
え
る
。
古
今
集

に
、
在
原
業
平
が
病
ん

で
身
体
の
衰
え
た
時

に
詠
ん
だ
歌
と
し
て
、
「
つ
ひ
に
ゆ
く
道
と
は
か
ね
て
聞
し
か
ど
、
き
の
ふ
け
ふ
と
は
思
は
ざ
り
し
を
」
の

一
首
が

載

せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
契
沖
は
次
の
よ
う
な
意
味
の

感
想
を
述

べ
た
。
「
こ
れ
こ
そ
人
の
誠
の
心
で
あ
る
。
後
々
の
人
は
、

死

に
臨
ん
だ
時
に
、
こ
と
ご
と
し
い
歌
を
よ
み
、
あ
る
い
は
道
を
悟

っ
た
よ
う
な
心
境
を
し
め
す
歌
を
よ
ん
で
い
る
が
、
真
実
味
が
な
く

て
、
興
ざ
め
が
す
る
。
平
常
無
事
の
時
な
ら
ば
狂
言
綺
語
を
ま
じ
え
る
に
し
て
も
、
せ
め
て
最
後

の
時
だ
け
に
は
、
心
の
誠
に
帰
り
た
い

も

の
だ
。
こ
の
朝
臣
は
、

一
生
の
誠
を
歌
に
現
し
て
い
る
が
、
後

の
人
は

一
生
の
偽
り
を
現
し
て
死
ぬ
者
が
多

い
。」

こ
の
契
沖
の
言
葉
に
対
し
て
宣
長
は
、
次
の
よ
う
な
賛
辞
を
呈
し
て
い
る

ー。

ほ
う
し
の
こ
と
ば

に
も
に
ず
、
い
と
い
と
た
ふ
と
し
。
や
ま
と
だ
ま
し
ひ
な
る
人
は
、
法
師
な
が
ら
、
か
く
こ
そ
有
け
れ
。
か
ら
心

な
る
神
道
者
、
歌
学
者
ま
さ
に
か
う
は
い
は
ん
や
。
契
沖
法
師
は
、
よ
の
人
に
ま
こ
と
を
教

へ
、
神
道
者
歌
学
者
は
、
い
つ
は
り
を

ぞ
を
し
ふ
な
る
。

こ
の
よ
う
に
死
が
悲
し
み
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
と
す
れ
ば
、
宣
長
自
身

の

「安
心
」
は
果
た
し
て
あ

っ
た

の
か
ど
う
か
が
、
問
題

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
疑
問
に
答
え
る
も
の
に
、
『
鈴
屋
答
問
録
』
の
第
十
二
の
書
簡
が
あ
る
。
そ
こ
で
の
回
答
を
、
一
言
で
い
う
な
ら
ば

「
神
道
に
安
心

と

い
ふ
こ
と
な
し
」
に
尽
き
る
。
そ
も
そ
も
安
心
と
い
っ
た
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
異
国

か
ち
儒
仏
が
伝
え
ら
れ

て
よ
り
後
の
こ
と
で
あ
り
、
古
代
の
人
々
は

こ
の
よ
う
な
こ
と
に
は
無
関
心
で
あ

っ
た
。

下
た
る
者
は
、
只
上
よ
り
定
め
給

ふ
制
法
の
ま
ま
を
受
て
其
如
く
守
り
、
人
の
あ
る
べ
き
限
り
の
わ
ざ
を
し
て
、
世
を
わ
た
り
候
よ

り
外
候
は
ね
ば
、
別
に
安
心
は
す
こ
し
も
い
ら
ぬ
こ
と
に
候
。
…
…
御
国
に
て
上
古
か
か
る
儒
仏
等
の
如
き
説
を
、
い
ま
だ
き
か
ぬ

以
前
に
は
、
さ
や
う
こ
ざ
か
し
き
心
な
き
故
に
、
た
だ
死
ぬ
れ
ば
よ
み
の
国

へ
行
く
物
と
の
み
思
ひ
て
、
悲
む
よ
り
外
の
心
な
く
、

こ
れ
を
疑
ふ
人
も
候
は
ず
。

宣
長
は
儒
仏

の
唱
え
る
安
心
論
は
、
す
べ
て

虚
構

の
上
に
立
て
ら
れ
た
も
の
と
し
、
「
死
ぬ
れ
ば
か
や
う
か
や
う

に
な
る
物
な
ど
と
、

実
は
知
れ
ぬ
こ
と
を
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
て
、
己
が
心
々
に
か
た
よ
り
て
、
安
心
を
立
て
候
は
、
皆
外
国
の
儒
仏
な
ど
の
さ
か
し
ら
ご
と
に

す
べ

て
、
畢
竟
は
無
益
の
空
論
に
候
」
と
し
て
退
け
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は

「凡
て
さ
や
う
の
こ
と
は
、
み
な
実

は
人
の
智
を
以
て
は
か

り
知

べ
き
こ
と
に
は
あ
ら
ず
候

へ
ば
、
色
々
に
ま
を
す
も
皆
お
し
は
か
り
の
み
に
候
」
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

し
か
し
宣
長
も
、

こ
の
よ
う
な
無
益
な
空
論
は
別
と
し
て
も
、
な
お
人
々
が
死
後
の
世
界
に
強
い
閑
心
を
抱
く

と
い
う
事
実
を
無
視
す

る

こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。

ま
ず

只

一
つ
、
人
の
き
は
め
て
承
引
し
候
は
ぬ
こ
と
は
、
人
死
て
後
に
は
い
か
に
な
る
物
ぞ
と
云
こ
と
、
是
先
第

一
に
、
人
毎
に
心
に
か

つ
く
り
た
て

か
る
物
也
。
人
情
ま
こ
と
に
然
る
べ
き
こ
と
に
候
。
此
故
に
、
仏
の
道
は
こ
こ
を
よ
く
見
取
て
造
立
候
物
に
候
。
さ
れ
ば
、
平
生
は

仏
を
信
ぜ
ぬ
者
も
、
今
は
の
き
は
に
及
び
候
て
は
、
心
細
き
ま
ま
に
、
や
や
も
す
れ
ば
彼
道
に
お
も
む
く
こ
と
多
き
物
に
候
。
こ
れ

人
情

の
ま
こ
と
に
然
る
べ
き
こ
と
わ
り
に
候
。

死
後

の
あ
り
さ
ま
を
知
る
こ
と
に
よ
り
安
心
を
得
た
い
と
願
う
の
は
、
ま
こ
と
に
人
情
の
自
然
で
あ
る
。
宣
長
も
そ
れ
は
十
分
に
承
知

.・



し
て
い
る
。
し
か
し
不
幸

に
し
て
、
神
道
で
は
そ
れ
が
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
故
か
。

神
道

の
安
心
は
、
た
だ
善
悪
共
に
よ
み
の
国

へ
行
と
の
み
ま
お
し
て
、
其
然
る
べ
き
道
理
を
申
さ
で
は
、
千
人
万
人
承
引
す
る
者
な

く
候
。
然
れ
ど
も
其
道
理
と
ま
お
す
こ
と
は
、
実
は
、
人
の
は
か
り
知
べ
き
こ
と
に
あ
ら
ず
。

神
道
で
は
善
人
悪
人
の
差
別
な
く
、
予
美
と
い
う
地
底
の
暗
い
世
界

へ
ゆ
く
ほ
か
は
な
い
。
こ
れ
は
人
間
に
と

っ
て
は
不
合
理
極
ま
る

こ
と
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
必
ず
神
の
み
ぞ
知
る
道
理
、
『
く
ず
花
』
に
い
う

「妙
理
」
が
あ
る
に

違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
妙
理

を
知
る
こ
と
は
人
間
の
理
性
の
能
力
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
強
い
て
推
し
測
ろ
う
と
す
れ
ば
、
儒
仏
の
よ
う
な
憶
測
に
陥
り
、

無
益
な
空
論
に
過
ぎ
な
く
な
る
。
し
た
が

っ
て
神
道
で
は

「
人
の
は
か
り
知

べ
き
こ
と
に
あ
ら
ず
」
と
し
、
そ
の
道
理
の
説
明
を
断
念
す

る
ほ
か
は
な
い
。

結
果
と
し
て
は
、
万
人
が
承
服
し
な
い
こ
と
を
十
分
に
承
知
し
な
が
ら
も
、
神
道
に
は
安
心
が
な
い
と
答
え
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。

も
し
宣
長
の
神
道
を
宗
教
と
よ
ぶ
な
ら
ば
う
そ
れ
は
救
済

の
な
い
宗
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
じ
宣
長
も
人
間
で
あ
る
か
ら
に
は
、
た
と
え
理
論
と
し
て
の
安
心
論
を
説
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
ま
で
も
、
な
お
何
ら
か
の
意
味

に
お
い
て
、
事
実
と
し
て
の
安
心
を
持
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
そ
れ
が
世
の
常
の
安
心

で
は
な
い
に
し
て
も
、

　

な
お

「安
心
な
き
安
心
」
と
い
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

ひ
る
返

っ
て
考
え
て
み
る
と
、
宣
長
の
神
道
に
完
全
な
意
味
で
の
救
済
な
い
し
安
心
が
な
い
の
は
、
遠
く
そ
の
根
源
を
彼
の
青
年
時
代

か
ら
の
主
張
で
あ
る

「物
の
あ
わ
れ
」
論
に
発
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
物
の
あ
わ
れ
と
は
、
そ
れ
が
特
に
悲
哀

を
さ
す
場
合
、
人
間
の

思
い
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
時
に
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。
宣
長
は
、
こ
の

「
悲
哀
の
美
」
を
文
学

の
本
質
と
し
た
ば

か
ゲ
で
な
く
、
こ
れ
を

ひ
ろ
ぐ
人
生
観
の
根
本
に
な
る
も
の
と
し
た
。
そ
の
人
生
観

に
お
い
て
悲
哀
を
肯
定
し
、
む
し
ろ
悲
哀
を
楽
し
む
と
い
っ
た
態
度
さ
え
、

見
ら
れ
な
く
は
な
い
。
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四
+
歳
を
過
ぎ
る
頃
か
ら
、
櫑
瀞
懸

と
い
う
悪
神
が
そ
の
姿
を
現
す
が
、
こ
れ
に
よ

っ
て

「
物
の
あ
わ
れ
」

は
不
動
の
根
拠
を
あ
た

え
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
物
の
あ
わ
れ
は
人
生
の
矛
盾
に
直
面
し
た
時
に
現
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
矛
盾

を
も
た
ら
す
の
は
外
な

ら
ぬ
こ
の
禍
津
日
神
で
あ
る
。
し
か
も
、

こ
の
悪
神
も
ま
た
神
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
命

に
随
順
す
る
ほ
か
は
な
い
。
宣
長
の
人
生
観

の
も
つ
悲
劇
性
は
、
す
で
に
こ
の
時

に
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

臨
終

の
詩
や
歌

に
悟
り
め
い
た
こ
と
を
述

べ
る
の
は
、
「
一
生
の
偽
り
を
あ
ら
は
し
て
死
ぬ
也
」
と

批
評
し
た
契
沖
の
態
度
を
絶
賛
し

て
や
ま
な
か

っ
た
こ
と
も
、
こ
の
立
場

の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
。
も
し
宣
長
が
臨
終
の
時
に
求
め
ら
れ
る

「
神
道

の
安
心
」
を
説
い
た
と

す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ

従
来

一
貫
し
て
変
わ
ら
な
か

っ
た

彼
の
根
本
的
立
場
が
、

一
挙

に
根
底
か
ら
崩
れ
去
る
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ

う
。こ

の
意
味
か
ら
い
っ
て
も
、
宣
長
の
神
道
に
安
心
が
な
い
の
は
当
然
で
あ
り
、
む
し
ろ
安
心
は
あ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
宣
長
の
心
の
唯

一
の
支

え
に
な

っ
た
も
の
が

あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
悲
哀

の
う
ち
に

あ
り
な
が
ら
も
、
「
常
に
神
と
共
に
あ
る
」

　

と
い
う
満
足
感
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

㈲

最
後
に
、
富
永
仲
基
の

『出
定
後
語
』
に
対
す
る
宣
長
の
評
語
を
附
記
し
て
お
き
た
い
。

あ
げ
つ
ら

ち
か
き
よ
大
坂
に
、
富
永
仲
基
と
い
へ
り
し
人
有
。
延
享
の
こ
ろ
、
出
定
後
語
と
い
ふ
ふ
み
を
あ
ら
は
し
て
、
仏
の
道
を
論

へ
る
、

あ
か

皆

か

の
道

の
経

論

な
ど

い

ふ
書

ど

も

を

、

ひ
ろ

く

引

出

で
、

く

は

し

く
証

し

た

る
、

見

る

に

め

さ

む

る

こ
こ
ち

す

る
事

共

お

ほ

し
。

そ
も

そ
も

此

人

、

儒

の
ま

な
び

を

も

、

い

ふ
か

ひ

な

か

ら
ず

し

た

り

と
見

え

て
、

そ

の
漢

文

も

、

っ
た

な

か
ら

ず

。

仏

ぶ

み
を

見

明

ら

め

た

る

ほ
ど

は

し
も

、

諸

宗

の
物

し
り

と

い

は

る

る

ほ
う

し

も
、

か
ば

か

り

は

え

あ

ら

ぬ
ぞ

お

ほ

か

め

る

を
、

ほ
う

し

に
も

あ
ら

で
、

い

と

い

み

じ
き

わ

ざ

に
ぞ

有

け

る
。

そ

の

の
ち

無
相

と

い
ひ

し

ほ

う

し

の
、

非

出

定

と

い
ふ
書

を

あ
ら

は

し

て
、

此

出

定

を

や

ぶ

り

た

れ

ど
、

そ

は

た

だ

お

の
が

道

を
、

た

や
す

く

い

へ
る

こ
と

を

に
く

み

て
、

ひ

た

ぶ

る

に
大

声

を
出

し

て
、

の

の

し
り

た

る

の
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み
に
て
、

一
く
だ
り
だ
に
、
よ
く
破
り
え
た
る
こ
と
は
見
え
ず
。
む
げ
に
い
ふ
か
ひ
な
き
物
也
。
さ
る
は
音
韻
の
ま
な
び
に
、
名
高

き
僧
な
る
を
、
ほ
と
け
ぶ
み
の
す
ぢ
は
、
う
と
か
り
し
と
見
え
た
り
。
さ
れ
ど
か
の
道
の

ま
な
び
よ
く

し
た
る
ほ
う
し

と
い
ふ
と

も
、
此
出
定
を
ば
、
え
し
も
や
ぶ
ら
じ
と
こ
そ
お
ぽ
ゆ
れ
。

(『玉
勝
間
』
巻
八
)

『
出
定
後
語
』
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
後
世
の
い
わ
ゆ
る
大
乗
非
仏
説
の
先
駆
と
な

っ
た
書
で
あ
る
。
そ
の
著
者
の
富
永
仲
基
(
一誓

露
～
宅
四六
)
は
、
大
阪

の
人
で
、
大
阪
の
民
間
漢
学
塾
と
し
て
有
名
な
懐
徳
堂
の
創
立
者
の

一
人
、
道
明
寺
屋
吉
左
衛
門
こ
と
富
永
芳
春
の

三
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
仲
基
は
懐
徳
堂
で
漢
学
を
学
ん
だ
こ
と
も
あ

っ
た
が
、
儒
学

一
辺
倒
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
教
学
に
対
し
て
批

判
的
な
立
場
を
守

っ
た
。
そ
の
仏
教
学
の
知
識
は
、
多
く
独
学
に
よ

っ
て
養
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
書
物

は
、
彼
の
歿
す
る
前
年

の
延
享
二
年
(署
窒
)
に
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
構
想
は
彼
の
二
十
四

・
五
歳
の
頃
に
熟
し
て
い
た
と
見
ら
れ
、
し
か
も
三
十
二
歳
の
若
さ
で

世
を
去

っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
こ
と
に
世
に
も
稀
な
天
才
で
あ

っ
た
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

こ
の
書
が
刊
行
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
反
響
は
主
と
し
て
仏
教
界
に
あ
ら
わ
れ
た
。
そ
れ
は
こ
の
書
が
仏
教
非
難

の
書
と
し
て
受
け
取
ら

れ
た
た
め
で
あ
り
、
そ
の
護
教
論
の
立
場
か
ら
、

い
く
つ
か
の
反
論
の
書
が
出
た
。
こ
の

『
玉
勝
間
』

の
中

で
あ
げ
ら
れ
た

「無
相
と
い

ひ
し
ほ
う
し
」
も
、
そ
の

一
人
で
あ
る
。
無
相
と
は
浄
土
宗
了
蓮
寺

(現
百
万
遍
)
の
僧
、
無
相
文
雄

の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
人
は
音
韻
学

の
研
究
で
知
ら
れ
、
宣
長
も
そ
の
業
績
を
利
用
し
て
い
る
。

宣
長
が

『出
定
後
語
』
を
読
ん
だ
の
は
、
『
玉
勝
間
』
巻
七
～
巻
九
が

脱
稿
し
た
の
が
寛
政
十
年
(西
九
八)
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
よ
り
少

し
以
前
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も

『出
定
後
語
』
の
刊
行
か
ら
四
十
余
年
の
後
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
書
を
正
当
に

評
価
し
た
も
の
と
し
て
は
、
最
も
早

い
例

に
属
す
る
。

こ
れ
に
先
行
す
る
も
の
と
し
て
は
、
わ
ず
か
に
京
都

の
儒
者
服
部
蘇
門
の

『赤
保

保
』
が
あ
げ
ら
れ
る
の
み
で
あ
ろ
う
。

の
ち
宣
長
没
後

の
門
人

平
田
篤
胤
は
、
『
玉
勝
間
』
の
こ
の

一
文
を
よ
み
、
八
方
手
を
つ
く
し
て
探
し
た
末
に

『出
定
後
語
』
の
版
本
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を

入
手

し
、

こ

れ

を
元

と

し

て

『
出

定

笑

語

』

を

あ
ら

わ

し

た
。
篤

胤

は

こ

の
書

が
稀

覯
書

に
な

っ
て

し

ま

っ
た
原

因

に

つ

い
て
述

べ
、

よ

ほ

ど

広

く
仏

教

の
経

論

を
読

ん

だ
者

で

な

け

れ
ば

、

こ

の
書

を
理

解

す

る

こ

と
が

で
き

な

い

た

め

で
あ

る
と

し

て

い

る
。

宣

長
は

こ

の

『
出
定

後

語

』

を

よ

み
、

「
見

る

に
眼

さ

む

る

こ

こ
ち

す

る

」

と

い

っ
た
。

ま

こ

と

に

英

雄

の

み

英

雄

を
知

る

と

い
う

べ

き

で
あ

ろ

う

か

。

註①

こ
こ
で
便
宜

の
た
め
、
本
論

と
関
係

の
あ
る
宣
長
の
著
作
名

と
、
そ
の
成
稿

の
年
齢
を
あ
げ

て
お
こ
う
。

排
蘆
小
船

二
七
～

二
八
歳

く

ず

花

五

一
歳

紫
文
要
領

三
四
歳

玉
く
し
げ

五
八
歳

石
上
私
淑
言

三
四
歳

玉

勝

間

六
五
～
七

一
歳

直

霊

四

二
歳

う
ひ
山
ぶ
み

六
九
歳

鈴

屋
答
問
録

四
八
～
五
八
歳

②

弁
神
論

(神
義
論

)
は
、
キ
リ

ス
ト
教
神
学

の
用
語
で
あ
る
。
万
能
の
神

が
こ
の
世
界
を
創
造

し
た
と
説
く
キ
リ
ス
ト
教

に
お
い
て
は
、
悪
の
存

在
が
大

き
な
矛
盾
と
し
て
残
る
。

こ
の
問
題
を
解
決
し
、
神

の
正
し
さ
を
弁

証
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
す
な
わ
ち
弁
神
論

で
あ
る
。

こ
の
弁
神
論

を

宗
教

一
般

に
共
通
ザ
る
概
念

と
し
て
取
り
上
げ
た
の
は
、

マ
ッ
ク

ス

・
ウ

ェ
ー

バ
ー
で
あ
る
。
彼
は
、
世
界

の
主
要
宗
教

の
う
ち
、
弁
神
論

と
し
て

合
理
的
な
解
答
を
出
し
た
も

の
と
し
て
、
①
イ
ン
ド

の
業
報
説
、
②
ゾ

ロ
ア
ス
タ
i
教

の
善
悪

二
神

の
争

い
を
説

く
二
元
論
、
③
カ

ル
ビ

ニ
ズ

ム
の

神

の
予
定
説
を
あ
げ

て
い
る

(木

全
徳
雄
訳

『儒
教

と
道
教
』
所
収

「
世
界
宗
教

の
経
済
倫
理
序
言
」
)
。
宣
長

は
善
悪

二
神

の
二
元
論
を
説
く

の
で

あ
る
か
ら
、
ゾ

ロ
ア
ス
タ
ー
教

の
類
型

に
入
る
と
見

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

③

『
古
事
記
』

に
よ
る
と
、
伊
邪
那
岐
命
が
夜
見

の
国

に
去

っ
た
妻

の
伊
邪
那
美
命

の
あ
と
を
追

っ
て
行

っ
た
が
、
追

い
返
さ
れ
て
此

の
世

に
帰

っ

た
。
そ
の
と
き
夜
見
の
国

で
受

け
た
汚
れ
を
清

め
る
た
め
、
楔
ぎ
を
し
た
と
こ
ろ
、
そ

の
汚
れ
の
中

か
ら
生
ま
れ
た
の
が
禍
津
日
神

で
あ
る
。
し
か

し
古
事
記
で
は
、
禍
津
日
神
が
宣
長

の
説
く
よ
う
な
大
き
な
働

き
を
も

つ
神

と
し
て
説
か
れ
て

い
な

い
。

こ
の
点
に

つ
い
て
、
宣
長
の
禍
津
日
神
に

関
す
る
所
見

は
、
古
伝
か
ら
逸
脱
し
て

い
る
と
の
批
判
も
あ

っ
た
。
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④

「安
心
な
き
安
心
」
と
い
う
語
は
、
平
田
篤
胤

の

『
霊
能
真
柱
』

の

「
師

の
翁
は
、
そ
の
安
心

の
な
き
ぞ
、
吾
が
古
道
の
安
心
な

る
と
や
う
に
い

は
れ

つ
れ
ど
も
」
か
ら
出

た
。

⑥

相
良
亨
氏

『
本
居
宣
長
』

(東
大
出
版
会
刊

)
は
、
小
林
秀
雄
氏

が
、
悲

し
み
に
徹
す
る
と
き
、
悲
し
み
が

感
慨

の
形
を
と

っ
て
安
定
す
る
と
説

い
た
の
に
対
し
、
「
悲
し
み
と
い
う

の
は
神

に
身
を
ま
か
せ
て
い
る
情
緒
な
の
で
あ

る
。
悲
し
み
に
た
だ
よ
う
時
、
そ

こ
に
安
心
が
あ

る
の
で
あ
る
」

と
説
か
れ
た
。
私

は
相
良
氏

の
説
に
賛
同

し
た
い
。
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