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『
童
子
問
』（
一
六
七
三
年
）
は
、
徳
川
時
代
に
お
け
る
古
学
派

の
著
名
な
学
者
、
伊
藤
仁
斎
（
一
六
二
七
〜
一
七
〇
五
年
）
が
著
し

た
も
っ
と
も
重
要
な
作
品
の
一
つ
で
す
。
こ
の
書
は
、
伝
統
的

な
文
学
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
「
問
答
」
の
形
式
で
書
か
れ
て
い
ま

す
。
す
な
わ
ち
、
賢
人
の
智
慧
を
取
得
し
た
い
と
望
む
、
い
ま

だ
見
識
の
浅
い
学
生
た
ち
が
質
問
を
発
し
、
そ
れ
に
対
し
て
、

学
生
た
ち
へ
の
忍
耐
と
寛
容
性
で
知
ら
れ
た
教
師
が
答
え
て
い

る
の
で
す
。
仁
斎
の
古
義
学
派
が
、
前
例
の
な
い
ほ
ど
開
放
的

な
雰
囲
気
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
上
の
問
題
を
め
ぐ
る
自
由
な

議
論
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
定
説
と
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
う
し
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
通
り
を
隔
て
た
と
こ
ろ

に
拠
点
を
か
ま
え
て
い
た
山
崎
闇
斎
（
一
六
一
八
年
〜
一
六
八
二
年
）

の
崎
門
学
派
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
あ
り
え
な
い
こ
と
で
し
た
。

こ
の
テ
キ
ス
ト
の
構
造
は
、
教
場
に
お
け
る
論
争
的
な
対
話

の
正
確
な
記
録
と
し
て
構
成
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

実
際
は
完
全
な
分
析
的
考
察
の
成
果
で
す
。
十
分
に
考
え
抜
か

れ
た
論
理
的
な
構
造
の
中
で
、
読
者
た
ち
に
儒
教
の
主
要
な
理

念
と
概
念
を
紹
介
す
る
た
め
に
、
百
八
十
九
項
目
に
わ
た
る
質

問
が
合
理
的
な
計
画
に
沿
っ
て
発
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

の
質
問
は
、
孔
子
の
教
え
の
さ
ま
ざ
ま
な
面
を
網
羅
す
る
主
題
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ご
と
に
、
論
理
的
に
連
合
し
た
い
く
つ
か
の
部
分
に
分
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
「
偶
発
的
で
は
な
い
」
テ
キ
ス
ト
構
成

の
特
質
と
、
内
的
な
独
自
性
お
よ
び
一
貫
性
を
見
る
と
、『
童
子

問
』
が
、
し
ば
し
ば
問
わ
れ
る
典
型
的
な
質
問
の
概
略
の
み
を

記
録
し
た
も
の
で
は
な
く
、
仁
斎
の
思
想
を
適
切
に
要
約
し
た

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
匿
名
の
弟
子
た
ち
に
よ

る
質
問
は
、
カ
ギ
と
な
る
重
要
な
用
語
と
概
念
を
網
羅
し
て
お

り
、
哲
学
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
読
者
た
ち
は
そ
れ
ら
を
マ
ス

タ
ー
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
孔
子
の
い
う
「
君
子
」
に
近
づ
く
こ

と
が
で
き
る
の
で
す
。
仁
斎
は
、
想
像
上
の
学
生
（
何
人
か
は
実

在
の
モ
デ
ル
が
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
）
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

儒
教
に
転
向
し
た
ば
か
り
の
初
心
者
た
ち
に
、
自
ら
の
教
え
を

簡
潔
か
つ
容
易
な
形
で
紹
介
す
る
適
切
な
機
会
を
得
た
の
で
す
。

『
童
子
問
』
の
「
巻
の
上
」
は
、『
論
語
』
と
『
孟
子
』
と
い

う
二
つ
の
古
典
的
な
書
の
も
つ
特
別
な
重
要
性
を
指
摘
す
る
こ

と
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
仁
斎
は
、
自
ら
の
教

え
の
核
心
を
な
す
「
人
性
」
の
概
念
に
つ
い
て
明
確
に
示
し
ま

す
。
次
い
で
、「
巻
の
中
」
で
は
道
、
聖
人
、
教
え
の
重
要
性
に

焦
点
を
当
て
、「
巻
の
下
」
で
は
人
間
の
善
性
、
六
経
の
役
割
、

宋
代
と
明
代
の
学
者
た
ち
の
新
儒
教
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
異
端
」

と
儒
教
の
相
違
に
言
及
し
ま
す
。

『
童
子
問
』
の
原
文
は
漢
文
で
、
し
ば
し
ば
日
本
語
の
「
書

き
下
し
文
」
に
直
さ
れ
、
詳
細
な
解
説
も
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
書
は
、
儒
教
研
究
を
専
門
と
す
る
著
名
な
日
本
お
よ
び
西

洋
の
研
究
者
に
よ
っ
て
た
び
た
び
研
究
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
儒

教
の
教
理
、
そ
の
教
え
と
特
質
に
つ
い
て
の
仁
斎
の
徹
底
的
な

考
察
に
つ
い
て
は
、
膨
大
な
数
の
出
版
物
が
著
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
報
告
で
は
、『
童
子
問
』
を
従
来
の
研
究
と
は
少
し
ば
か
り

異
な
る
視
点
か
ら
検
討
し
、
歴
史
的
な
資
料
と
し
て
考
察
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
書
の
哲
学
的
な
内
容
（
用
語
、

理
念
、
概
念
）
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
十
七
世
紀
の
日
本
に
お

け
る
思
想
的
・
宗
教
的
生
活
の
現
実
に
か
か
わ
る
情
報
や
知
識

に
関
心
を
集
中
さ
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー

チ
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
、
徳
川
時
代
の
知
的
風

景
に
つ
い
て
の
知
識
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
同
時
に
、
当

時
、
普
通
に
行
わ
れ
て
い
た
傾
向
や
習
慣
、
社
会
規
範
や
実
践

に
つ
い
て
の
理
解
を
増
す
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

私
た
ち
が
主
と
し
て
注
目
す
る
の
は
、
仏
教
と
比
較
し
た
際
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の
儒
教
の
位
置
で
あ
り
、
ま
た
、
仏
教
と
儒
教
の
教
え
、
お
よ

び
そ
れ
ら
が
果
た
し
た
社
会
的
役
割
の
相
互
作
用
な
の
で
す
。

ヘ
ル
マ
ン
・
オ
ー
ム
ス
（H

erm
an

O
om

s

）
の
傑
出
し
た
研
究

論
文
「
徳
川
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

―
初
期
の
構
造
　
一
五
七
〇
〜

一
六
八
〇
年
」
が
発
表
さ
れ
た
後
、「
新
儒
教
は
、
徳
川
家
康
に

よ
っ
て
幕
府
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
用
い
ら
れ
る
に
至
っ
た
」

と
い
う
、
長
い
間
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
命
題
が
再
検
討
さ
れ
、

徳
川
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
い
く
つ
か
の
異
質
な
要
素
（
仏
教
、
神
道
、

新
儒
教
等
）
か
ら
成
る
複
合
的
な
事
象
で
あ
る
と
い
う
理
解
に
道

を
ゆ
ず
り
ま
し
た
。
私
た
ち
は
、
こ
う
し
た
一
般
的
な
射
程
の

範
囲
内
で
徳
川
時
代
の
知
的
な
歴
史
を
考
察
し
、『
童
子
問
』
の

文
章
を
分
析
し
た
い
と
思
い
ま
す
。『
童
子
問
』
は
、
徳
川
時
代

の
最
初
の
百
年
間
に
お
け
る
儒
教
と
仏
教
の
広
が
り
に
つ
い
て

の
実
際
の
状
況
や
、
こ
れ
ら
の
教
え
が
ど
の
よ
う
に
日
本
社
会

に
受
け
入
れ
ら
れ
評
価
さ
れ
て
き
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、

光
を
投
げ
掛
け
て
い
る
の
で
す
。

『
童
子
問
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
普
遍
的
な
原
理
や
人
間
行
動

の
規
範
的
な
パ
タ
ー
ン
を
め
ぐ
る
、「
異
端
的
な
」
解
釈
に
つ
い

て
の
問
い
の
多
く
の
例
を
提
供
し
て
い
ま
す
。『
童
子
問
』
に
お

い
て
は
、「
異
端
」
と
い
う
用
語
が
く
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
こ
で
は
ふ
つ
う
仏
教
思
想
や
道
教
思
想
を
さ
し
て
い

ま
す
。
仁
斎
は
、
一
般
的
な
用
語
で
あ
る
仏
教
に
言
及
し
ま
す

が
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
彼
が
心
に
思
い
描
い
て
い
る
の
は
禅

宗
で
す
。
こ
れ
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
際
に
、

仁
斎
が
若
い
頃
、
仏
教
に
精
通
し
熱
心
に
支
持
し
て
い
た
こ
と

は
、
定
説
に
な
っ
て
い
ま
す
。『
童
子
問
』
の
中
で
、
し
ば
し
ば

禅
宗
的
な
言
い
回
し
や
禅
の
修
業
に
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

仁
斎
が
初
期
に
仏
教
に
対
し
て
情
熱
を
も
っ
て
い
た
こ
と
と
、

そ
れ
が
彼
の
思
想
形
成
に
明
確
な
痕
跡
を
残
し
て
い
る
証
拠
で

す
。こ

こ
で
、
私
た
ち
は
、
あ
る
ジ
レ
ン
マ
に
直
面
し
て
い
る
こ

と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、「
学
生
た
ち
」

が
仏
教
の
概
観
に
つ
い
て
、
ま
た
仏
教
と
儒
教
と
の
相
互
関
係

に
つ
い
て
尋
ね
る
際
、
そ
れ
は
、
当
時
の
仏
教
が
実
際
に
高
い

社
会
的
地
位
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
の
か
、
あ
る
い
は
仁

斎
の
個
人
的
な
「
若
き
日
の
精
神
的
な
経
験
」
と
関
係
が
あ
る

の
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
仏
教
哲
学
に

対
し
て
多
く
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
仏
教
が
い
ま



だ
深
刻
に
儒
教
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
こ
と
を
確
信
さ
せ
る
証

拠
で
あ
る
と
仮
定
し
て
よ
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
す
。

こ
の
場
合
、
私
た
ち
が
前
提
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、

た
と
え
こ
れ
ら
の
質
問
が
禅
宗
に
対
す
る
仁
斎
の
個
人
的
な
関

心
と
過
去
に
お
け
る
関
与
か
ら
生
じ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ

と
な
ら
ん
で
、
江
戸
時
代
初
期
に
は
仏
教
の
思
考
様
式
が
あ
る

程
度
の
哲
学
的
・
精
神
的
な
魅
力
を
そ
な
え
て
い
た
こ
と
を
反

映
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
こ
で
、
論
文
の
テ
キ
ス
ト
に
目
を
向
け
ま
し
ょ
う
。
仏
教

に
関
連
し
た
質
問
は
、
十
二
項
目
あ
り
ま
す
。「
巻
の
上
」
の
二

七
章
、「
巻
の
中
」
の
六
二
章
、「
巻
の
下
」
の
一
六
、
一
七
、

一
八
、
一
九
、
二
〇
、
二
六
、
二
七
、
二
八
、
二
九
、
三
〇
章

で
す
。「
巻
の
下
」
で
仏
教
関
係
の
質
問
が
つ
づ
い
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
ら
は
「
異
端
と
比
較
し
た
儒
教
」
と
い
う
一
般
的
な
テ
ー

マ
に
そ
っ
て
一
群
の
も
の
と
し
て
集
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。
す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
、
仏
教
と
道
教
に
対
し
て

「
異
端
」
と
い
う
軽
蔑
的
な
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ

で
は
、
目
的
に
そ
っ
て
、
儒
教
と
道
教
の
相
互
関
係
に
つ
い
て

の
質
問
は
省
略
し
、
た
だ
ち
に
仏
教
に
対
す
る
儒
教
側
か
ら
の

質
問
の
リ
ス
ト
を
作
成
し
ま
し
ょ
う
。

「
巻
の
下
」

一
八
章

―
「
佛
氏
謂
。
三
代
以
前
。
聖
人
生
于
儒
中
。
三

代
以
後
。
聖
人
生
于
佛
中
。
然
乎
（
佛
氏
謂
ふ
、

三
代
以
前
は
、
聖
人
儒
中
に
生
じ
、
三
代
以
後
は
、
聖

人
佛
中
に
生
ず
と
。
然
る
か
）」。

一
九
章

―
「
佛
法
甚
熾
。
而
孔
子
之
教
寥
寥
者
。
何
哉
（
佛

法
は
甚
は
な
は
だ

熾さ
か

ん
に
し
て
、
孔
子
の
教
を
し
へ

寥
寥

れ
う
れ
う

た
る
者
は
、

何
ぞ
や
）」。

二
〇
章

―
「
唐
裴
相
國
。
白
樂
天
。
宋
蘇
東
坡
。
呂
原
明

之
儔
。
皆
高
明
博
學
之
士
也
。
何
故
亦
好
禪
乎

（
唐
の
裴は
い

相
し
ょ
う

國こ
く

・
白
樂
天
、
宋
の
蘇そ

東と
う

坡ば

・
呂
原
明

り
ょ
げ
ん
め
い

が

儔
は

と
も
が
ら
　
　、
皆
高
明
博
學
の
士
な
り
。
何な

ん
が
故
に
か
亦
禪

を
好
む
や
）」。

二
八
章

―
「
問
儒
釋
之
所
以
分
（
儒
釋
の
分
る
る
所
以
を

問と
ふ

）」。

二
九
章

―
「
禪
有
宗
派
之
圖
。
儒
有
道
統
之
圖
。
然
儒
者

之
道
統
。
不
如
禪
林

的
傳
相
付
授
之
正
（
禪
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に
宗
派
の
圖づ

有
り
、
儒
に
道
統
の
圖づ

有
り
。
然
ど
も
儒

者
の
道
統
は
、
禪
林
の
　
　
的
傳
、
相あ
い

付ふ

授じ
ゅ

す
る
の
正

き
に
如
ず
）」。

も
っ
と
も
不
安
を
も
た
ら
す
よ
う
な
質
問
（
学
生
に
と
っ
て
も
、

仁
斎
自
身
に
と
っ
て
も
）
の
一
つ
は
、
お
そ
ら
く
、
仏
教
が
広
く

普
及
し
て
い
る
の
に
対
し
儒
教
が
さ
ほ
ど
広
が
っ
て
い
な
い
こ

と
を
め
ぐ
る
も
の
で
す
。
こ
の
質
問
か
ら
は
、
仁
斎
の
時
代
に

は
儒
教
を
教
え
る
私
学
が
増
加
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

仏
教
が
い
ま
だ
人
々
の
生
活
の
中
で
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
儒
教
の
見
解
が
（
道
教
の
見
解
と

同
じ
く
）
仏
教
の
見
解
と
た
え
ず
比
較
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、

儒
教
と
仏
教
が
二
つ
の
選
択
肢
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
、

も
っ
と
言
え
ば
儒
教
に
相
当
す
る
価
値
と
位
置
を
も
つ
現
象
と

し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
そ
れ
ら
を

「
宗
教
」
お
よ
び
「
教
え
」
と
み
な
す
現
代
の
学
者
た
ち
と
は
異

な
り
、
仁
斎
の
学
生
た
ち
は
両
者
を
二
つ
の
異
な
る
領
域
に
属

す
も
の
と
し
て
区
別
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

他
方
、
こ
の
質
問
は
、
十
七
世
紀
に
お
け
る
儒
教
思
想
の
広

が
り
が
、
私
た
ち
の
想
像
よ
り
小
規
模
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
ま
す
。
仁
斎
と
同
時
代
の
儒
学
者
と
し
て
は
、
熊
沢
蕃
山
（
一

六
一
九
〜
一
六
九
一
年
）、
中
江
藤
樹
（
一
六
〇
八
〜
一
六
四
八
年
）、

山
鹿
素
行
（
一
六
二
二
〜
一
六
八
五
年
）、
山
崎
闇
斎
な
ど
が
知
ら

れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
儒
教
は
、
幕
府
の
公

式
の
思
想
の
重
要
な
要
素
と
し
て
認
め
ら
れ
る
一
方
で
、
一
般

の
人
々
の
間
の
人
気
は
あ
ま
り
高
く
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
の

よ
う
に
、
日
本
の
研
究
者
、
辻
達
也
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
十

八
世
紀
初
頭
に
は
、「
幕
府
は
こ
こ
で
も
、
一
般
の
人
々
の
教
育

を
意
図
し
て
私
学
の
開
設
を
奨
励
し
た
が
、
そ
の
究
極
の
目
的

は
、
純
粋
な
知
識
に
対
す
る
関
心
よ
り
は
、
む
し
ろ
従
順
で
扱

い
や
す
い
市
民
の
育
成
に
あ
っ
た
」

（
１
）
　
の
で
す
。

仁
斎
自
身
は
、
仏
教
が
繁
栄
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
儒
教

は
控
え
め
な
名
望
し
か
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
、
学
生
た

ち
に
ど
の
よ
う
に
説
明
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

彼
の
答
え
は
、
彼
が
好
ん
で
し
ば
し
ば
用
い
た
言
い
回
し
で

始
ま
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、「
厭
常
而
喜
新
。
嫉
正
而
好
奇
。
古

今
之
通
病
也
（
常
じ
ょ
う
を
厭
ふ
て
新
を
喜
び
、
正
を
嫉に
く

ん
で
奇
を
好
む
は
、

古
今
の
通
病

つ
う
へ
い

な
り
）」。
こ
の
よ
う
な
導
入
の
後
、
仁
斎
は
、「
佛
法

如
盛
而
實
微
。
孔
子
之
道
。
如
微
而
實
盛
（
佛
法
は
盛
さ
か
ん

な
る
が
如
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く
に
し
て
實じ
つ

は
微
か
す
か

な
り
。
孔
子
の
道
は
、
微
な
る
が
如
く
に
し
て
實
は

盛
な
り
）」
と
、
読
者
た
ち
に
弁
舌
巧
み
に
説
明
し
ま
す
。
そ
し

て
、
最
後
の
文
で
「
不
可
與
爲
比
擬
也
（
與と
も

に
比
擬
を
爲す

べ
か
ら
ず
）」

と
、
も
の
悲
し
げ
に
断
言
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
、
現
実

的
な
結
論
に
対
す
る
反
駁
を
支
持
す
る
議
論
に
は
、
二
つ
の
基

本
的
な
理
由
が
あ
り
ま
す
。

第
一
に
、「
無
比
命
題
」
と
し
て
宣
言
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

彼
は
仏
教
が
説
く
現
世
の
有
限
性
に
対
し
て
、
聖
人
の
無
限
の

道
の
普
遍
性
を
示
す
の
で
す
。
彼
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
後
漢

明
帝
以
前
。
又
未
有
佛
法
法
焉
。
即
不
可
謂
之
不
可
須
叟
離
之

道
（
後
漢
の
明
帝
以
前
、
又
未
だ
佛
法
有
ら
ざ
る
と
き
は
、
則
之
を
須し
ば

叟ら
く

も
離
る
べ
か
ら
ざ
る
の
道
と
謂い
ふ

べ
か
ら
ず
）」
と
。
こ
の
よ
う
に
人

が
脇
に
そ
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
道
と
い
う
定
義
は
「
中
庸
の

学
説
」
か
ら
借
り
ら
れ
た
も
の
で
、
仁
斎
は
こ
れ
を
し
ば
し
ば

引
用
し
て
い
ま
す
。
仏
教
の
有
限
性
は
、
普
遍
的
な
聖
人
の
道

と
は
反
対
の
も
の
で
す
。
と
い
う
の
も
、「
不
如
聖
人
之
道
。
無

處
不
在
。
無
時
不
然
（
聖
人
の
道
、
處
と
こ
ろ

と
し
て
在あ
ら

ず
と
い
ふ
こ
と
無

く
、
時
と
し
て
然
し
か
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
無
き
に
如し
か

ず
）」
だ
か
ら
で
す
。
道

は
永
遠
で
あ
り
、
仏
教
の
教
え
と
は
対
照
的
に
す
べ
て
の
も
の

を
包
含
す
る
と
さ
れ
る
の
で
す
。
第
二
に
、
儒
教
の
普
遍
的
な

特
質
は
、
い
か
な
る
人
間
社
会
に
も
存
在
す
る
社
会
関
係
の
普

遍
的
な
性
質
と
結
び
つ
い
て
い
ま
し
た
。
仁
斎
に
よ
れ
ば
、
未

開
人
で
さ
え
五
つ
の
人
間
関
係
の
規
範
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
、
人
々
が
諸
関
係
の
社
会
的
規
範

の
シ
ス
テ
ム
の
範
囲
内
で
生
き
る
な
ら
ば
、
彼
ら
は
す
べ
て
儒

者
と
い
え
る
の
で
す
。
他
方
、
仏
教
は
、
人
が
そ
れ
を
受
け
入

れ
る
限
り
に
お
い
て
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
拒
絶
す
る
や
い
な

や
消
え
去
り
ま
す
。

（
２
）
　
こ
こ
で
は
、
儒
教
と
仏
教
の
対
立
は
、
現

実
と
非
現
実
の
対
立
、
言
い
換
え
れ
ば
客
観
性
と
主
観
性
の
対

立
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
仁
斎
の
言
葉
で
言
え
ば
、
自

然
と
人
工
の
間
の
対
立
と
し
て
も
理
解
さ
れ
ま
し
た
。
す
な
わ

ち
、
仏
教
は
「
皆
出
其
意
想
造
作
。
而
非
自
然
之
正
道
（
皆
其
の

意
想
造
作
に
出
で
て
、
自
然
の
正
道
に
非
あ
ら
ず

）」
（
３
）
と
。

仁
斎
は
、
儒
教
と
仏
教
の
原
理
的
な
相
違
に
つ
い
て
た
ず
ね

ら
れ
た
際
（
第
二
八
問
）、
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
ま
す
。「
聖
人

欲
與
天
下
共
同
斯
善
。
而
不
欲
離
乎
天
下
而
獨
善
其
身
。
…
…

蓋
釋
氏
欲
離
乎
天
下
而
獨
善
其
身
（
聖
人
は
天
下
と
共
に
斯こ

の
善
を

同
ふ

お
な
じ
　

せ
ん
こ
と
を
欲
し
て
、
天
下
を
離
れ
て
獨ひ
と

り
其
の
身
を
善
く
す
る
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こ
と
を
欲
せ
ず
。
…
…
蓋
け
だ
し

釋
し
ゃ
く
氏し

は
天
下
を
離
れ
て
獨
り
其
の
身
を
善
く

せ
ん
こ
と
を
欲
す
）」
（
４
）と
。
こ
こ
で
仁
斎
が
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
、

儒
教
と
仏
教
と
が
対
立
す
る
二
つ
の
領
域
に
属
し
て
い
る
こ
と

で
す
。
そ
の
二
つ
の
領
域
と
は
、
す
な
わ
ち
、「
個
人
」
と
「
集
団
」

で
す
。
仏
教
に
よ
る
「
個
人
主
義
」
の
強
調
は
、
仁
斎
の
論
議
に

と
っ
て
は
�
序
文
�
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
は
、
仏
教
が

自
己
に
対
す
る
執
着
を
も
つ
こ
と
よ
り
も
、
社
会
生
活
に
対
し

て
無
関
心
で
あ
る
こ
と
を
非
難
し
ま
し
た
。
彼
の
言
葉
で
言
え

ば
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
役
に
立
た
な
い
も
の
な
の
で
す
。
す
な

わ
ち
、「
藉
令
有
如
明
鏡
止
水
者
。
亦
但
不
過
發
一
長
歎
。
而
於

天
下
國
家
之
治
。
無
分
毫
之
補
。
奚
足
以
爲
貴
（
藉
令
た

と

ひ
明
鏡
止

水
の
如
く
な
る
者
有
り
と
も
、
亦
但
一
長
歎
を
發
す
る
に
過
ぎ
ず
し
て
、

天
下
國
家
の
治
に
於
て
、
分
毫
の
補
ひ
無
し
。
奚な
ん

ぞ
以
も
っ
て

貴
し
と
爲
る
に

足
ら
ん
）」

　
（
５
）
と
。
そ
し
て
仁
斎
は
、
著
名
な
仏
教
の
開
祖
た
ち
に

言
及
し
、
彼
ら
は
人
間
に
か
か
わ
る
諸
事
を
拒
絶
し
、
人
間
関

係
に
も
配
慮
せ
ず
、
い
か
な
る
職
業
に
も
従
事
せ
ず
、
山
林
で

孤
独
に
生
き
た
と
主
張
し
ま
す
。
し
か
し
、
も
し
彼
ら
が
人
間

関
係
の
規
範
の
中
に
い
さ
え
す
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
四
民
の
業

（
士
農
工
商
の
四
種
の
職
業
）
を
実
践
す
る
な
ら
ば
、
彼
ら
は
「
呵

責
妻
孥
。
毆
撃
奴
隷
。
閨
門
不
和
。
家
法
壊
亂
。
靡
所
不
至
。

又
使
其
居
一
官
。
授
一
職
。
必
�
倒
錯
亂
。
庶
事
曠
廢
。
至
自

投
劾
而
去
（
妻さ
い

孥ど

を
呵
責
し
、
奴
隷
を
毆
撃

お
う
げ
き

し
て
、
閨
門

け
い
も
ん

和
せ
ず
、
家か

法
壊
亂

は
ふ
く
わ
い
ら
ん
、
至
ら
ず
と
い
ふ
所
靡な

け
ん
。
又
其
れ
を
し
て
一
官
に
居
り
、

一
職
を
授
け
し
め
ば
、
必
�
倒
錯
亂
、
庶
事
曠
く
わ
う

廢は
い

し
て
、
自

　
　
み
づ
か
ら

劾が
い

を
投
じ

て
去
る
に
至
ら
ん
）」
と
。
こ
の
文
章
に
お
い
て
、
仏
教
と
儒
教
が

社
会
的
重
要
性
と
い
う
文
脈
の
中
で
比
較
さ
れ
て
い
る
の
は
明

ら
か
で
す
。
私
た
ち
は
、
二
つ
の
教
え
が
対
立
す
る
の
は
、
思

考
様
式
に
お
い
て
と
い
う
よ
り
は
、
生
活
様
式
、
も
っ
と
言
え

ば
社
会
的
活
動
と
い
う
点
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

仁
斎
に
よ
れ
ば
、
仏
教
が
社
会
的
に
有
用
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
が
、
こ
の
教
え
を
「
空
」
で
「
死
ん
だ
も
の
」
と
さ
せ
る
、

主
要
な
欠
陥
な
の
で
す
。

こ
こ
で
私
た
ち
は
、
伊
藤
仁
斎
の
古
学
の
輪
郭
を
形
づ
く
る

原
理
の
一
つ
に
近
づ
き
ま
す
。
英
語
で
は
お
お
よ
そ
「real

」
あ

る
い
は
「practical

」
と
訳
さ
れ
る
「
實
」
と
い
う
用
語
で
す
。

彼
の
著
作
の
こ
の
用
語
の
使
用
を
見
る
と
、
日
本
の
学
者
、
源

了
円
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
道
徳
性
か
ら
客
観
的
な
事
実
ま
で

の
多
く
の
意
味
合
い
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

（
６
）
　
私
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た
ち
の
文
脈
で
は
、
こ
の
用
語
は
仏
教
と
対
照
的
な
儒
教
に
適

用
さ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
仁
斎
は
、
仏
教
者
は
「
忽
見
天
地

萬
物
。
悉
皆
幻
妄
。
山
川
城
郭
。
總
現
空
相
。
…
…
乃
虚
見
而

非
實
理
（
天
地
萬
物
、
悉
く
皆
幻
妄
、
山
川
城
郭
、
總す
べ

て
空
相
を
現
し

て
、
…
…
乃
虚
見
に
し
て
實じ
つ

理り

に
非
あ
ら
ず

）
」
と
信
じ
て
い
る
と
批
判
し

ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
「
實
理
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
７
）
　
彼
は
、

た
と
え
仏
教
者
が
人
世
を
幻
と
思
っ
た
と
し
て
も
、
実
は
ま
っ

た
く
夢
幻
で
は
な
い
と
主
張
し
ま
す
。
後
に
、
同
じ
段
落
の
中

で
（
第
二
八
問
）
で
、
彼
は
認
め
て
い
ま
す
。「
苟
不
居
仁
由
義
。

則
設
其
心
如
明
鏡
。
如
止
水
。
無
一
毫
人
欲
之
私
。
無
益
（
苟
も

　
い
や
し
く
　

仁
に
居
り
義
に
由
ら
ざ
る
と
き
は
、
則
設
ひ
其
の
心
明
鏡
の
如
く
、
止

水
の
如
く
、
一
毫
人
欲

い
ち
が
う
じ
ん
よ
く

の
私
無
く
と
も
益
無
し
）」
（
８
）
　と
。
こ
の
場
合
、

「
實
」
と
い
う
の
は
「
有
用
で
あ
る
」
あ
る
い
は
実
践
的
な
価
値

を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思

え
ま
す
。

伊
藤
仁
斎
の
概
念
に
お
い
て
は
、
儒
教
固
有
の
実
際
的
な
有

用
性
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
仁
斎
の
教

説
は
、
宋
代
と
明
代
の
新
儒
教
の
批
評
か
ら
十
七
世
紀
に
展
開

し
た
儒
教
の
「
実
学
」
段
階
の
幅
広
い
前
後
関
係
の
中
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
う
し
た
こ
と
を
背
景
に
、
仏
教
に
対

す
る
態
度

―
社
会
に
有
益
な
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
の
で
き

な
い
「
無
為
」
な
教
え
で
あ
る
と
の
態
度

―
は
、
典
型
的
な

も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

普
遍
性
（
無
限
か
有
限
か
）、
機
能
性
（
有
用
か
有
用
で
な
い
か
）、

客
観
性
（
現
実
的
か
非
現
実
的
か
）
と
い
う
よ
う
な
基
準
に
も
と
づ

い
て
儒
教
と
仏
教
を
明
白
に
対
抗
さ
せ
る
こ
と
は
、
哲
学
者
が

儒
教
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
か
と
い
う
点
と
密
接
な
関

係
が
あ
り
ま
す
。
仁
斎
に
よ
れ
ば
、
儒
教
は
人
々
の
最
適
な
社

会
化
を
め
ざ
す
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
実
践
者
の
社
会
的
役
割
に

あ
る
意
味
で
聖
な
る
性
格
を
付
与
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
我
の

限
界
か
ら
踏
み
出
す
と
い
う
人
間
の
努
力
に
満
足
感
を
与
え
る

の
で
す
。
実
際
に
彼
の
哲
学
の
基
本
的
な
原
理
の
一
つ
で
あ
っ

た
学
習
の
概
念
は
、
生
き
る
こ
と
、
あ
る
い
は
究
極
的
な
現
実

の
至
高
の
意
味
を
得
る
た
め
の
個
人
の
変
革
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
孔

子
の
言
葉
で
言
え
ば
「
修
養
」）
で
し
た
。
真
の
唯
一
の
生
活
と
い

う
も
の
は
、
人
間
社
会
の
中
で
の
生
活
で
し
た
。
傑
出
し
た
日

本
の
研
究
者
で
あ
る
尾
藤
正
英
は
、
次
の
よ
う
に
、
納
得
が
い

く
よ
う
に
論
評
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
社
会
の
い
た
る
と
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こ
ろ
に
家
制
度
が
広
が
っ
た
こ
と
は
、「
基
本
的
に
現
実
を
主
張

し
、
所
与
の
社
会
に
お
い
て
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
と
い
う
こ

と
に
主
と
し
て
関
わ
る
『
現
世
的
な
』
見
方
を
も
た
ら
し
た
。

こ
う
し
た
見
方
が
生
ず
る
に
と
も
な
っ
て
、
民
衆
の
心
の
中
で

あ
の
世
の
把
握
は
弱
ま
り
、
相
対
的
な
宗
教
性
の
低
下
と
い
う

結
果
を
も
た
ら
し
た
」

　
（
９
）
と
。

そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
見
る
と
、
仏
教
の
人
気
と
儒
教
の
控

え
め
な
立
場
に
関
す
る
議
論
は
、
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
十
八
世
紀
初
頭
ま
で
は
、「
現
世
的
な
見

方
」
の
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
、

仏
教
が
い
ま
だ
民
衆
へ
の
知
的
魅
力
を
失
っ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
で
す
。
そ
の
時
期
ま
で
は
、
道
徳
と
倫
理
を
強
調
す
る
儒
教

は
学
問
的
世
界
に
お
い
て
は
確
か
な
権
威
を
も
っ
て
お
ら
ず
、

儒
教
は
、
仏
教
を
儒
教
が
応
戦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
真
の
難

題
と
見
な
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。
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