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藤

達

玄

道
宣
は
四
分
律
行
事
砂
巻
下
の
導
俗
化
方
篇
に
お
い
て
、
世
俗
教
化

の
基
本
的
立
場
を
示
し
、
併
せ
て
在
俗
者
の
信
仰
生
活
の
在
り
方
を
具

体
的
に
の
べ
て
い
る
。
ま
た
智
首
律
師
の
下
で
道
宣
と
共
に
学
ん
だ
道

世
も
、
毘
尼
討
要
の
道
俗
届
寺
章

・
受
翻
邪
三
販
章

・
受
戒
章

・
受
八

戒
章

・
雑
行
訓
誠
章
の
五
章
に
お
い
て
、
道
宣
と
同
趣
旨
の
内
容
を
の

べ
て
い
る
。
だ
が
両
者
の
記
述
内
容
の

一
致
す
る
部
分
と
、
そ
う
で
な

い
部
分
、
ま
た
は
道
宣
独
自
の
発
言
を
示
す
部
分
な
ど
か
ら
み
て
、
道

世
の
ほ
う
が
智
首
律
師

の
講
義
内
容
を
正
し
く
受
け
と
め
て
い
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
道
宣
が
導
俗
化
方
篇

で
の
べ
て
い
る
内
容
の
多
く
は
、

南
北
朝
よ
り
階
唐
に
か
け
て
仏
教
界
や

一
般
社
会
の
間
で
容
認
さ
れ
、

定
着
し
つ
つ
あ
つ
た
教
団
と
庶
民
大
衆
之
の
接
点
を
、
宗
教
儀
礼
を
通

じ
て
の
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
大
別
す
る
と
、
(
1
)

説
法
の
儀
式
、

(
2
)
受
戒
法
、
(
3
)
士
女
入
寺
法
の
三
項
か
ら
成

つ
て
い
る
。
道
宣
の
意
図

す
る
と

こ
ろ
は
、
イ
ン
ド
的
な
戒
律
解
釈
の
伝
統
的
立
場
を
逸
脱
し
な

い
範
囲
で
、
中
国
社
会
の
慣
習
を
と
り
入
れ
、
か
れ
ら
が
納
得
し
て
実

践
す
る
こ
と
の
で
き
る
戒
学
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
に
あ
つ
た
の
で
あ

る
。一

ま
ず
第

一
の
在
俗
者
に
対
す
る
説
法
の
儀

式
に
つ
い
て
は
、
そ
の

内
容
を
十
四
項
目
に
分
類
し
て
考
察
し
、
道
俗
の
間
に
お
け
る
基
本
的

な
在
り
方
を

「財
法
二
施
」
の
立
場
か
ら
の
べ
て
い
る
。
と
く
に
末
法

と
い
う
時
代
認
悪
の
思
想
が
強
く
支
配
し
た
当
時
に
あ

つ
て
は
、
財
法

二
施
の
相
互
扶
助
の
在
り
方
こ
そ
必
要
で
あ
つ
て
、
そ
れ
が
釈
尊
以
来

の
美
し
い
伝
統
を
生
か
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
た
の
で
あ
る
。

道
宣
は
末
法
下
に
お
け
る
教
団
の
実
状
を
つ
ぶ
さ
に
考
察
し
て
、

澆
末
寡
識
皇
多
、
明
律
知
時
人
少
。
凡
蕨
施
化
止
出
二喉
心
一
、於
二彼
正
教
一

都
無
二詮
述
幻
所
以
事
起
二非
法
{
言
成
二託
濫
画反
生
二不
善
幻
…
…
妄
解
二仏

教
一誹
二諺
如
来
嚇
作
二諸
悪
業
一広
生
二邪
見
噸

と
の
べ
、
当
時
の
出
家
者
た
ち
の
仏
教
々
学
に
対
す
る
無
知
と
、
そ
れ

か
ら
生
ず
る
邪
見
と
が
原
因
し
て
、
種
々
の
破
戒
行
為
が
公
然
と
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の

一
例
と
し
て
八
不
浄
物
の
受
畜
に

狂
奔
し
た
破
戒
比
丘
を
口
を
極
め
て
非
難
し
た
。
し
か
し
戒
律
に
は
元

々

「
随
方
毘
尼
」
の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
が
、

八
不
浄
物
の
受
畜
は
中

道
宣
の
庶
民
教
化
の
基
本
的
立
揚

(佐

藤
)
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国
の
初
期
仏
教
時
代
か
ら
、
教
団
の
威
信
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
回

避
す
る
こ
と
に
努
め
て
き
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
法
施
活
動
の
重
要
性
を
力
説
し
た
道
宣
は
、
在
俗
信
者
に
説

法
す
る
場
合
の
注
意
事
項
を
四
分
律
に
範
を
求
め
て
、
次
の
よ
う
な
諸

点
を
あ
げ
て
い
る
。

(1
)聴
レ説
一一契
経
及
分
別
義
↓
不
レ得
三
具
説
二文
句
幻

(
2
)
不
レ
得
二二
比
丘
同

一
高
座
説
法
幻

(
3
)
或
共
相
謹
、
或
説
レ義
互
求
二長
短
哨
或
共
相
逼
切
、
或
二
人
同
声

合
唄
及
歌
詠
声
説
レ法
等
。

幽
若
説
レ法
人
少
、
応
次
第
請
説
、
下
至
一二
偶

一諸
悪
莫
作
等
。

(
5
)
夜
集
説
法
、

座
高
卑
無
レ
在
。

右
の
諸
項
目
は
イ
ン
ド
以
来
の
法
施
活
動
の
基
本
的
立
場
を
継
承
し
て

い
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ

つ
て
、
道
宣
が
の
べ
て
い
る
説
法
の
形

式
や
要
領

は
、
す
で
に
唐
代
に
盛
行
し
て
い
た

「俗
講
」
の
形
式
を
取

入
れ
た
も

の
で
あ
る
。
俗
講
の
形
式
は
す
で
に
道
安
の
時
代
よ
り
十
諦

律
に
基
づ
い
て
行

わ
れ
て
い
た
講
経
儀
式
の
順
序
次
第
を
、
整
理
し
、

固
定
化
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
唐
代
で
は
そ
れ
が

一
般
的
形
式
と
し
て

依
用
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

之
の
庶
民
教
化

の
場
と
し
て
の
俗
講
は
、
寺
院
以
外
に
南
北
朝
こ
ろ

か
ら
存
在
し
た
邑
会

・
義
邑
の
系
統
を
引
く
仏
教
信
仰
団
体

の
結
社
を

対
象
に
行

わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
社
は
華
厳
経
と
か
法
華
経
な

ど
、
特
定

の
経
典
を
読
調
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
修
養
団
体
で
あ
り
、

斎
会
と
も
よ
ん
で
い
る
。
高
僧
伝
に
は
、
法
華
経
の
読
諦
を
中
心
と
し

た
普
賢
斎
、
仁
王
経
を
中
心
と
し
た
仁
王
斎
、

華
厳
経
を
中
心
と
し
た

華
厳
斎
な
ど
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
斎
会
を
通
じ
て
化

俗
法
師
や
遊
化
僧
が
、
庶
民
大
衆
の
信
仰
を
喚
起
せ
し
め
、
阪
依
三
宝

や
受
戒
の
功
徳
を
説

い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
道
宣
は
俗
講
の
在

り
方
に
つ
い
て
、
三
千
威
儀
経
や
毘
尼
母
経
を
依
用
し
、
参
集
し
た
聴

衆
の
教
養
の
程
度
を
付
度
し
て
、
説
法
の
内
容
を
選
定
す
べ
き
で
あ
る

と
し
て
、

説
法
比
丘
応
壽
二量
大
衆
幻
応
説
二何
法
一而
得
レ受
レ解
。

と
考
察
し
、
深
法

(出
世
間
法
)
を
聞

い
て
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
る

者
に
は
、
五
分
法
身

(戒
.
 定
.
 慧
・
解
脱

・
解
脱
知
見
)
・
十
二
因
縁

・

浬
繋
等
を
説
き
、
浅
法

(世
間
法
)
を
楽
う
者
に

は
持
戒

・
布
施

・
生

天
等

の
論
を
説
い
て
貧
心
を
除
く
と
共
に
、
自
ら
も
軽
心
な
ら
ず
、

大

衆

の
心
を
軽
ん
ぜ
ず
、
慈
心

・
喜
心

・
利
益
心

・
不
動
心
を
得
せ
し
め

る
よ
う
に
説
法
す

べ
き
で
あ
る
と
い
つ
て
い
る
。
ま
た
大
衆
の
た
め
に

厭
患
の
法

・
遠
離
の
法
身
の
苦

・
空

・
無
常

・
無
我

・
不
浄
を
観
ず
る

等

の
仏
教
の
基
本
的
教
説
に
つ
い
て
説
く
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
、
或

は
ま
た
十
二
部
経
の
内
容
を
次
第
し
て
説
く
場
合
も
、
大
衆
が
理
解
で

き
ず
に
疲
厭
を
生
ず
る
恐
れ
の
あ
る
時
に
は
、
経
中
の
要
言
妙
辞
を
引

い
て
直
ち
に
そ
の
意
義
を
顕
わ
す

べ
き
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
慧
較

は
高
僧
伝
巻
十
三
に
お
い
て
説
法
教
導
の
内
容
を
四
つ
に
分
類
し
て
、

(
1
)
如
為
二出
家
五
衆
哨
則
須
下
切
語
二無
常
{
苦
陳
中
繊
悔
上
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(2)
如
為

二君
王
長
者
{
則
須
下兼
二引
俗
典
一
、綺
綜
成
書辞
。

個
如
為

二悠
々
凡
庶
一
、則
須
下指
二事
造
形
一
、直
談
中
聞
見
加

凶
如
為

二山
民
野
処
{
則
須
下
近
二局
言
辞
一
、陳
中
斥
罪
目
加

と
い
つ
て
、
対
機
説
法
に

一
定
の
標
準
を
示
し
て
い
る
が
、
道
宣
は
続

(
1
)

高
僧
伝
で
唐
京
師
法
海
寺
の
宝
巌
が
、
雑
蔵

・
百
響
異
相

・
聯
壁

・
観

公
の
導
文

・
王
儒
の
繊
法

・
梁
高

・
沈
約

・
徐

・
庚
を
始
め
と
し
て
、

晋

・
宋
等

の
数
十
家
の
文
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
し
、

こ
の
外
に
種

々
の
変
文
や
変
相
図
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の

通
り
で
あ

る
。

道
宣
は
こ
れ
ら
の
法
施
活
動
も
雑
阿
含
経
が
示
す
よ
う
に
、

一
法
師

で
六
十
人
位
の
在
家
菩
薩
を
対
象
に
教
誠
説
法
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ

ろ
う
と
い

つ
て
、
教
化
の
浸
透
す
る
員
数
を
お
さ
え
て
い
る
。
ま
た
毘

尼
母
経
に
よ
つ
て
、
在
家
人
の
た
め
に
師
と
な
つ
て
教
化
す
る
場
合
、

為
し
て
は
な
ら
な
い
五
事
や
、
檀
越
の
た
め
に
尊
重
恭
敬
さ
れ
る
た
め

の
心
得
、

俗
家
に
入
る
時
の
威
儀
、
俗
家
で
坐
し
て
は
な
ら
な
い
場
合

の
九
ケ
条
、
化
俗
法
師
と
し
て
聚
落
に
入
る
際

の
心
得
、
或
は
十
諦
律

の
説
く
説
法
時
の
心
得
や
、
世
俗
の
呪
術
を
も
つ
て
教
化
し
な
い
こ
と

な
ど
、
多
方
面
に
わ
た
る
注
意
事
項
を
細
か
く
掲
げ
て
い
る
。

二

第
二
の
明
受
戒
法
以
後
の
解
説
に
つ
い
て
は
、
道
宣
は
所
依
の
文

献
を
明
示

し
て
い
な
い
が
、
劉
宋

(四
二
〇
1
四
七
九
)
以
後
の
訳
出
と

い
わ
れ
て
い
る
郁
伽
長
者
経
の
説
く
在
家
菩
薩

の
行
法
を
大
幅
に
取
入

れ
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
そ
れ
は
(
1
)
三
販
依

・
(
2
)
堅
住

五

戒

・
(
3
)
八
斎
戒

・
四
入
寺
礼
塔

・
(
5
)
出
家
恭
敬

の
五
項
目
か
ら
成

つ
て

お
り
、
道
宣
も
こ
の
順
序
で
説
明
し
て
い
る
か
ら
関
係
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

道
宣
は
ま
ず
在
俗
者
が
自
己
の
職
業
や
生
活
を
営
む
上
で
、
止
む
な

く
犯
さ
ざ
る
を
え
な
い
殺
生
等
の
悪
業
に
対
し
て
は
、
ま
ず
臓
悔
し
て

心
を
浄
化
す
る
こ
と
を
説
き
、
浬
葉
経
を
引
用
し
て
、

発
二露
諸
悪
一
、従
二生
死
際
一所
レ作
諸
悪
、
悉
皆
発
露
至
二無
至
処
叩

と
い
う
。
繊
悔
滅
罪
し
て
心
が
浄
化
さ
れ
た
な
ら
ば
、
優
婆
塞
と
し
て

の
自
覚
を
得
さ
せ
る
た
め
の
儀
式
、
す
な
わ
ち
尽
形
寿
三
宝
に
販
依
す

る
こ
と
を
表
白
せ
し
め
る
作
法
を
智
度
論
に
よ

つ
て
説
明
し
、
ま
た
薩

婆
多
毘
尼
毘
婆
沙
に
よ

つ
て
、
三
販
こ
そ
五
戒

・
八
戒

・
十
戒
を
受
け

る
際
の
基
礎
条
件
で
あ
る
と
い
つ
て
い
る
。
さ
ら
に
天
台
智
顕
が
大
小

 
羅
の
根
本
と
ま
で
重
視
し
た
五
戒
に
対
し
て
、
道
宣
は
智
度
論
や
優

婆
塞
戒
経
に
よ
つ
て
、
五
戒
の
分
受
を
肯
定
す

る
立
場
を
と
つ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
五
戒
分
受
の
説
は
す
で
に
僧
祇
律
を
始
め
、
漢
訳
経
典
に

み
ら
れ
る
説
で
も
あ
り
、
道
宣
は
在
俗
者
の
多
岐
に
わ
た
る
職
業
的
立

場
と
、
分
受

で
も
受
戒
に
よ
つ
て
戒
体
を
発
得

せ
し
め
よ
う
と
す
る
道

念
か
ら
、
五
戒
分
受
を
認
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
道
宣
の
示
す
五
戒

の
受
戒
作
法
は
智
度
論
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
と
は
若
干

異

っ
た
受
戒
文
を
掲
げ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
が
何
に
基
づ
い
た
も
の
で

あ
る
か
は
今
後
究
明
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
道
宣
は
雑
阿
含
経
や
智
度
論
な
ど
が
ふ
れ
て
い
る
信
仰
、
す

道
宣
の
庶
民
教
化
の
基
本
的
立
場

(佐

藤
)
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な
わ
ち
後
漢
以
来
北
シ
ナ
で
広
く
行
わ
れ
て
い
た
忌
月
信
仰
を
取
入
れ

た
三
長
斎

月
、
及
び
五
分
律

・
十
諦
律

・
毘
尼
母
経
な
ど
が
の
べ
て
い

る
六
斎
日
に
つ
い
て
言
及
し
、

年
三

・
月
六
常
須
二持
斎
哨
用
二此
功
徳
一廻
二施
衆
生
一
、果
成
二仏
道
叩

と
い
つ
て
い
る
。
三
長
斎
月
の
修
善
を
勧
め
た
経
典
ハに
は
、
北
魏
大
同

で
撰
述
さ
れ
た
提
謂
波
利
経
と
、
宋
か
ら
南
斉

(四
二
〇
ー
五
〇
二
)
に

か
け
て
成
立
し
た
と
い
わ
れ
る
梵
網
経
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で

あ
る
。
提
謂
波
利
経
は
経
録
で
は
偽
経
と
さ
れ
て
い
る
が
、
南
斉
の
劉

軋
や
天
台
智
顎
の
教
判
論
で
は
人
天
教
の
地
位
を
与
え
て
高
く
評
価
し

(
2
)

て
い
る
し
、
道
宣
自
身
も
提
謂
経
を

「
意
在
二通
悟
一
、而
言
多
二妄
習
一」

と
批
判
し

て
い
る
け
れ
ど
、
提
謂
経
の
説
く
三
長
斎
に
肯
て
言
及
し
て

い
る
と
こ
ろ
を
察
す
る
と
、
こ
の
宗
教
儀
礼
が
南
北

シ
ナ
の
庶
民
の
信

仰
生
活
の
中
に
深
く
浸
透
し
て
い
た
事
実
を
認
め
ざ
る
を
え
な
か
つ
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

六
斎

日
は
仏
教
信
者
の
布
薩
日
で
、
か
れ
ら
が
身
心
を
清
浄
に
保

つ

て
八
斎
戒

を
守
り
、
善
事
を
行
な
う
精
進
日
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、

道
宣
は
智
度
論
を
引
用
し
て
詳
説
し
て
い
る
。
智
度
論
の
説
く
内
容
は
、

中
国
で
も
抱
朴
子
や
准
南
子
に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
天
神
が
人

間
の
寿
命

を
左
右
す
る
と
い
う
シ
ナ
的
信
仰
と
結
び
つ
け
た
説
話
は
、

庶
民
を
仏
教
信
仰
に
導
く
上
の
好
箇
の
教
材
で
あ
つ
た
。

前
述

の
五
戒
が
尽
形
寿
守
る

べ
き
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
六
斎

(
3
)

日
に
守
る
八
戒
は

一
日

一
夜
戒
で
あ
る
。
土
橋
教
授
が
こ
の
八
斎
戒
に

つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
観
普
賢
菩
薩
行
法
経

・
観
虚
空
蔵
菩

薩
経

・
観
仏
三
昧
経

・
観
弥
勒
菩
薩
上
生
経
等

が
、
八
戒
の
受
持
そ
の

こ
と
よ
り
も
、

一
日

一
夜
大
乗
経
典
ハを
受
持
読
諦
し
、
或
は
八
百
遍
陀

羅
尼
を
調
諦
し
、
或
は

一
日

一
夜
の
観
仏
に
よ

つ
て
波
羅
夷
罪
そ
の
他

の
諸
悪
事
を
消
滅
し
、
或
は
八
戒

・
十
善
行
を
生
天
の
因
と
み
て
、
八

戒
の
受
持
を
平
易
な
宗
教
行
事
に
置
き
か
え
る
手
法
で
、
拡
大
解
釈
す

る
流
れ
が
あ

つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
れ
ら

の
所
謂
観
経
類
は
四
世

紀
初
期
か
ら
中
国
社
会
に
歓
迎
さ
れ
て
、
宗
教
儀
礼
や
信
仰
上
に
強
い

影
響
力
を
も

つ
て
い
た
経
典
で
あ
る
。
こ
う
し
た
八
斎
戒
の
思
想
的
背

景
を
考
慮
し
て
、
道
宣
も
こ
れ
が
受
持
を
強
調

し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
道
宣
は
八
齎
戒
の
受
持
に
つ
い
て
薩
婆
多
毘
尼
毘
婆
沙
巻

一
に

受
斎
法
必
従
レ他
受
。
於
二何
人
辺
一受
。
五
衆
辺
己
受
二八
戒
一…
…
。

と
あ
る
文
に
従
つ
て
、
「応
二五
衆
辺
受
殉
不
レ得

二俗
辺
一」
と

い

つ
て

い
る
が
、
平
川
博
士
は
漢
訳
増

一
阿
含
経
巻
十
六
高
憧
品
に
注
目
し
、

「
八
斎
戒
は
四
部
の
衆
か
ら
受
け
る
と
い
つ
て
い
る
か
ら
、
信
者
か
ら

(4
)

受
け
る
こ
と
も
認
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の

よ
う
に
受
八
斎
戒
は
従
他
受
が
基
本
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
道
宣
は
薩

婆
多
論
に
よ
つ
て
、

若
従
二五
衆
一受
、必
無
レ人
者
但
心
念
口
言
自
販
二三
宝
嚇
我
持
二八
戒
一亦
得
。

と
い
つ
て
、
大
乗
戒
の
受
戒
形
式
で
あ
る
従
他

・
自
誓
の
二
受
方
法
ま

で
適
用
し
よ
う
と
す
る
発
展
的
解
釈
を
与
え
て
い
る
が
、
薩
婆
多
論
に

は
自
誓
受
を
認
め
る
言
葉
は
見
当
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
道
宣
は
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「
善
生
受

入
戒
」不
レ
得
レ多
、
唯
独
受
」
と
い
て
、
優
婆
塞
戒
経
が
自

誓
受
戒
を
認
め
た
よ
う
に
説

い
て
い
る
が
、
優
婆
塞
戒
経
巻
五
に
は
、

如
是
戒

(八
戒
)
者
、
不
レ得
二
一
時
二
人
並
受
幻
何
以
故
若
一
時
中
二
人
共

受
、
何
因
縁
故
、

一
人
殿
犯
一
人
堅
持
。

と
あ
る
よ
う
に
、
八
戒
は

二

時
に
二
人
並
び
に
受
く
る
こ
と
を
え
ず
」

と
あ
る
文
章
を
、
道
宣
は

「但
だ
独
り
し
て
受
け
し
む
べ
し
」
と
読
み

替
え
て
、
自
己
に
都
合
の
い
い
解
釈
を
し
て
い
る
が
、
優
婆
塞
戒
経
は

明
ら
か
に
従
他
受
を
説
く
も
の
で
あ

つ
て
、
自
誓
受
は
認
め
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
優
婆
塞
戒
経
の
八
戒
斎
品
の
記
述
に
て
明

ら
か
な
よ
う
に
、
八
斎
戒
の
受
戒
に
よ
る
功
徳
が

除
二五
逆
罪
嚇
余
一
切
罪
皆
滅
…
…
是
人
則
得
二無
量
果
報
噌至
二無
上
楽
幻

と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
現
世
の
幸
福
を
追
求
し
た
中
国
人
の
受
戒
に

対
す
る
魅
力
は
絶
大
な
も
の
で
あ
り
、
か
れ
ら
の
受
戒
に
対
す
る
関
心

を
弥
が
上
に
も
盛
り
立
て
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

さ
ら
に
道
宣
は
中
国
倫
理

の
根
本
を
な
す
孝
道
に
つ
い
て
言
及
し
、

仏
教
が
中
国
仏
教
と
し
て
展
開
す
る
た
め
の
突
破
口
は
、

一
に
儒
教
的

家
族
倫
理

と
の
調
和
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
五
分
律
を
引
用
し
、

若
人
百
年
之
中
、
右
肩
担
レ父
、
左
肩
担
レ
母
、
於
レ上
大
小
便
利
、
極
世
珍
奇

衣
服
供
養
、
猶
不
レ能
レ報
二須
奥
之
恩
幻
従
レ今
聴
三比
丘
尽
レ
心
供
二養
父
母
一
、

不
者
得
二重
罪
殉

と
い
つ
て
、
出
家
の
身
を
も

つ
て
父
母

へ
の
肉
体
的
外
的
な
孝
養
を
義

務
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
東
晋
時
代
か
ら
中
国
社
会
で
は
、
出
家
者

の

君
親
に
対
す
る
礼
敬
が
要
求
さ
れ
て
い
る
が
、
仏
教
徒
が
示
し
た
不
拝

の
態
度
は

一
貫
し
て
変

つ
て
い
な
い
。
道
宣

の
生
存
中
で
も

「拝
君
親
」

(
5
)

の
問
題
は
や
か
ま
し
く
論
議
さ
れ
た
。
す
な
わ

ち
太
宗

の
貞
観
五
年

(六
一一二
)

正
月
に

「拝
父
母
」
の
勅
が
出
た
が
、
二
年
後

に
撤
回
さ

(6
)

れ
て
い
る
し
、
次
の
高
宗
の
竜
朔

二
年

(六
六
二
)
に

「拝
君
親
」
の

勅
が
出
さ
れ
た
が
、
こ
の
時
も
道
宣
等
の
反
対
に
あ

つ
て
遂
に

「拝
父

母
」
は
停
止
せ
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
。

こ
う
し
た
反
対
運
動
を
展
開
し

た
道
宣
が
、
な
ぜ
行
事
砂
に
お
い
て

「
従
レ今
聴
三
比
丘
尽
レ
心
供
二養
父

母
一
、不
者
得
二重
罪
こ

と
い
う
逆
の
立
場
を
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
拝
君
親
に
反
対
す
る
立
場
は
、

中
国
出
家
教
団
の

一
貫
し
て
変
ら
ぬ
基
本
的
立
場

を
示
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
行
事
砂
で
の
主
張
は
、
中
国
倫
理
の
根
幹

を
な
す
孝
道
思
想
を

是
認
す
る
民
族
感
情
の
発
露
で
あ
つ
て
、
戒
律
に
対
す
る
随
方
毘
尼
的

解
釈
の
適
用
と
判
断
し
て
も
誤
り
で
は
な
か
ろ
う
。
道
宣
は
こ
の
随
方

毘
尼
の
立
場
を
さ
ら
に
拡
大
し
、
僧
祇
律
に
基
づ
い
て
「若
父
母
貧
賎
、

将
二至
寺
申
こ

と
い
つ
て
、
父
母
を
寺
に
引
き
と

つ
て
孝
養
を
つ
く
す

こ
と
を
促
し
て
お
り
、
そ
の
場
合
は

若
父
母
貧
苦
、
先
受
二三
販
五
戒
十
善
一
、然
後
施
与

と
い
つ
て
、
父
母
へ
の
孝
養
も
必
ず
受
戒
が
先
行
す
る
こ
と
建
前
と

し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
梵
網
的
な
戒
即
孝
の
影
響

が
み
ら
れ
る
し
、
道

宣
当
時

の
寺
院
が
貧
民
救
済
の
社
会
福
祉
事
業
に
積
極
的
で
あ
つ
た
理

道
宣
の
庶
民
教
化
の
基
本
的
立
場

(佐

藤
)
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道
宣
の
庶
民
教
化
の
基
本
的
立
場

(佐

藤
)

由
の

一
端
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

父
母
に
対
す
る
孝
養
を
強
調
し
た
道
宣
は
、
そ
の
他
の
家
族
た
ち
の

仏
教
入
信
を
促
す
便
法
と
し
て
、
出
家
者
が
家
族
を
よ
ぶ
場
合
に
、
俗

名
を
よ
ば
ず
に
優
婆
塞

・
優
婆
夷
と
よ
べ
と
規
定
し
、
さ
ら
に

「若
父

母
死
、
自
得
レ輿
レ
屍
」
と
い
つ
て
、
孝
の
至
り
は
父
母
の
葬
送
に
参
与

す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
、
世
俗
倫
理
の
延
長
が
み
ら
れ
る
。

三

第
三
の
入
寺
法
は
道
宣

・
道
世
も
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は

西
国
の
法

で
あ

つ
て
、
受
八
斎
戒
と
密
接
な
関
係

の
下
に
説
か
れ
た
も

の
で
あ
る
。
在
俗
信
者
が
八
斎
戒
を
受
け
る
場
合
、
自
宅
で
は
他
の
家

族
成
員
と
共
同
生
活
を
す
る
関
係
上
、
受
戒
者
だ
け
が
八
斎
戒
の
規
定

を
厳
守
す
る
こ
と
は
、
共
同
生
活
を
乱
す
こ
と
に
な
る
た
め
、
受
戒
者

は
寺
院

へ
行

つ
て
受
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
道
宣
が
俗
人
士
女
の

入
寺
法
を
設
け
た
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
受
戒
者
は

一
日

一
夜
、
寺
に
止
宿
し
て
八
斎
戒
を
受
け
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
法

は
漢
訳
大

乗
経
典
の
中
、
最
古
の
も
の
に
数
え
ら
れ
て
い
る
般
舟
三
昧

経

(
一
巻
本
)
に
も
、
「常
持
二
八
関
斎
{
当
二於
仏
寺
中
こ

と
い
つ
て
、

受
八
斎
戒
は
仏
寺
で
行
な
う
宗
教
儀
礼
で
あ

つ
た

こ
と
を
伝
え
て

い

る
。
道
宣
も
そ
れ
に
従
つ
て
、

宜
下於
二
八
日
・
十
四
日
・
十
五
日
画
入
ご塔
寺
一供
二養
比
丘
僧
哨
受
中斎
上
〇

と
い
つ
た

の
で
あ
る
。
道
宣
が
こ
の
入
寺
法
に
注
目
し
た
理
由
は
、
時

代
の
要
請

と
し
て
受
け
止
め
る
べ
き
で
、

今
末
法
中
、
善
根
浅
薄
、
不
レ感
二聖
人
示
導
一
、僅
知
レ有
レ寺
而
己
、
不
レ体
二

法
意
幻
都
無
下敬
二重
仏
法
超
生
因
縁
{
供
二養
福
田
一而
来
入
占
寺
也
。
多
有
二

人
情
一来
往
、
非
法
聚
会
。

と
い
う
民
衆
の
無
道
心
ぶ
り
を
嘆
い
て
、
入
寺
法

設
定
の
必
要
な
こ
と

を
痛
感
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
在
俗
信
者

が
塔
寺
に
入
り
、
出

家
者
の
過
失
を
み
た
場
合
で
も
、
か
れ
ら
の
過
失

を
指
摘
せ
ず
、

仮
使
道
人
畜
レ妻
挾
レ子
、
供
養
恭
敬
如
二舎
利
弗
大
目
連
等
↓
莫
下生
二見
過
一

自
作
中
失
二善
境
一之
縁
上也
。

と
誠
め
て
い
る
か
ら
、
当
時
の
教
団
が
在
家
仏
教

と
し
て
脱
皮
し
よ
う

と
す
る
、
過
渡
期
的
存
在
で
あ
つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

〔註
〕

(
1
)
大正
蔵
五
〇
・
七
〇
五
中

(
2
)
同上
・
四
二
八
下

(
3
)
印仏
研
二
三
巻
二
号

「戒
律
の
在
俗
性
」

(
4
)
平川

「原
始
仏
教
の
研
究
」
四
二
二
頁

(
5
)
仏祖
統
紀
巻
三
九
、
大
正
蔵
四
九
・
三
六
四
上

(
6
)
全唐
文
巻
十
四
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