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は
じ
め
に

　

葬
儀
を
は
じ
め
と
す
る
韓
国
の
生
活
文
化
を
考
察
す
る
た
め
に

は
、
ま
ず
宗
教
事
情
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
般
的
に
民
俗

と
も
称
さ
れ
る
よ
う
な
生
活
文
化
は
、
実
は
周
辺
の
様
々
な
文
化
と

の
融
合
を
体
現
し
て
い
る
場
合
が
多
く
、
な
か
で
も
特
に
宗
教
と
の

習
合
が
認
め
ら
れ
る
生
活
文
化
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
た
だ
単
に
民

俗
と
言
え
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
場
合
さ
え
あ
る
。
そ
こ
に
は
既
成

の
宗
教
文
化
が
陰
に
陽
に
息
づ
い
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

現
代
韓
国
社
会
に
お
い
て
も
宗
教
と
民
俗
と
の
習
合
現
象
は
衰
え

を
見
せ
て
お
ら
ず
、
葬
儀
も
決
し
て
例
外
で
は
な
い
。
葬
儀
の
こ
の

よ
う
な
実
態
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
漠
然
と
昔
か
ら
伝
え
ら
れ
た
伝
来

の
し
き
た
り
と
し
て
片
づ
け
た
り
す
る
が
、
本
当
は
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ

ム
を
は
じ
め
儒
教
や
道
教
、
さ
ら
に
は
仏
教
に
カ
ト
リ
ッ
ク
や
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
ま
で
加
わ
る
等
、
多
宗
教
習
合
現
象
が
起
こ
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
民
俗
学
的
な
視
点
な
し
で
は
、
日

常
の
生
活
文
化
か
ら
醸
し
出
さ
れ
る
韓
国
の
精
神
文
化
の
理
解
は
ま

す
ま
す
難
し
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

葬
儀
や
そ
の
他
の
生
活
文
化
に
外
来
文
化
と
し
て
の
成
立
宗
教
が

沈
殿
し
て
い
る
と
い
う
理
解
は
、
実
は
民
俗
学
よ
り
も
先
に
宗
教
学

の
方
面
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
概
念
図

も
韓
国
宗
教
学
の
見
解
を
受
け
つ
ぐ
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。

　

韓
国
精
神
文
化
の
底
辺
に
は
ま
ず
巫
俗
が
存
在
す
る
と
い
う
発
想

は
、
韓
国
の
人
文
科
学
で
は
一
般
論
で
あ
り
、
そ
の
上
に
い
つ
ど
の

よ
う
な
外
来
文
化
が
積
み
重
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
若
干
の
異
論

韓
国
の
宗
教
と 

葬
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が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
図
１
の
よ
う
な
構
図
は
、
宗
教
現
象
に
限
定

し
た
場
合
の
概
念
図
と
し
て
は
お
お
む
ね
認
め
ら
れ
て
い
る
。
中
で

も
特
に
天
道
教
は
、
韓
国
伝
来
の
精
神
文
化
お
よ
び
外
来
の
精
神
文

化
を
網
羅
し
た
多
宗
教
複
合
体
と
し
て
出
来
上
が
っ
た
新
興
宗
教
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
論
議
の
拡
散
を
避
け
る
た
め
、
本
稿
で
の
記

述
は
と
り
あ
え
ず
控
え
め
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

と
に
か
く
、
宗
教
学
の
観
点
か
ら
想
定
可
能
な
以
上
の
よ
う
な
概

念
図
が
玉
聖
得
に
よ
っ
て
日
本
に
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
八
年
ほ
ど
前

の
こ
と
で
あ
〉
1
〈

る
。
彼
は
図
１
に
つ
い
て
、
玉
ね
ぎ
構
造
と
名
付
け
て

お
り
、
こ
れ
は
韓
国
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
多
宗
教
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

（m
ultiple-religious identity

）
と
、
韓
国
の
宗
教
文
化
全
体
に
お
け

る
宗
教
混
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
表
現
し
た
も
の
だ
と
説
明
さ

れ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
玉
氏
が
、
韓
国
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
精
神
文

化
に
お
い
て
す
ら
多
文
化
状
況
を
認
め
た
の
は
と
て
も
意
味
深
い
。

　

と
こ
ろ
が
図
１
は
、
外
来
宗
教
と
伝
来
の
巫
俗
が
融
合
し
た
と
い

う
前
提
で
の
包
括
的
観
点
だ
っ
た
の
で
、
そ
こ
に
立
脚
し
た
立
体
的

な
概
念
図
と
し
て
は
評
価
さ
れ
た
も
の
の
、
臨
場
感
の
あ
る
動
的
な

構
造
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
多
文
化
の
中
で
も
特
に
キ
リ

ス
ト
教
と
い
う
純
宗
教
性
の
抽
出
は
可
能
で
あ
り
、
ま
た
最
終
的
に

は
そ
う
す
べ
き
だ
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
宗
教
的
主
観
性

が
反
映
さ
れ
た
概
念
図
と
し
て
読
み
取
れ
な
く
も
な
い
の
で
あ
る
。

一
番
の
外
皮
を
な
し
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
は
非
キ
リ
ス
ト
教

か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
不
可
能
で
な
い
と
い
う
前
提
が
働
い
て
い
た

よ
う
で
、
韓
国
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
エ
ー
ト
ス
こ
そ
外
側
か
ら
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
精
神
文
化
に
お
け
る
多
文
化
習
合
に
お
い
て
、
異
文
化

一
つ
一
つ
を
相
互
分
離
す
る
の
は
そ
も
そ
も
難
し
い
と
判
断
し
て
い

る
私
は
、
例
え
ば
、“
Ａ
＋
Ｂ
＝
Ａ
Ｂ
”
で
は
な
く
、
時
間
が
経
過

す
る
に
し
た
が
い
“
Ａ
＋
Ｂ
＝
Ｃ
”
の
よ
う
な
新
し
い
融
合
状
態
へ

と
沈
殿
し
て
い
く
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
分
離
可

能
な
段
階
（
Ａ
Ｂ
）
は
す
で
に
過
ぎ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
私
た

ち
の
生
活
世
界
に
お
い
て
は
第
三
の
文
化
（
Ｃ
）
と
し
て
沈
殿
し
つ

つ
生
ま
れ
変
わ
っ
た
形
で
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
図
２
は
、

分
離
不
可
能
に
な
っ
た
沈
殿
状
態
（
Ｃ
）
を
示
し
た
概
念
図
で
あ
っ
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て
、
実
線
で
は
な
く
点
線
で
表
し
た
の
は
、
宗
教
相
互
間
の
融
合
が

常
に
進
ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
図
１
の
よ
う
な
重
層
構
造
は
、
厳
密
に
い
え
ば
融
合
状
態
の
実

態
を
如
実
に
表
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
宗
教
民
俗
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
今

日
の
韓
国
に
お
け
る
葬
儀
を
解
明
す
る
に
あ
た
っ
て
も
不
可
欠
だ
と

思
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
韓
国
の
伝
統
文
化
に
つ
い
て
最
初
に
思
い

浮
か
ぶ
私
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
何
よ
り
も
儒
教
で
あ
ろ
う
。
特
に

葬
儀
の
見
え
る
部
分
の
多
く
が
儒
教
式
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
儀
礼
一
つ
一
つ
が
持
つ
象
徴
性
に
つ
い
て

も
う
少
し
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
多
く
が
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ

ム
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
民
間
伝
承
に
根
差
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
も
否
め
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
事
態
は
こ
の
辺
で
お
さ
ま
る
の
で
は
な
く
、
埋
葬
等

に
ま
つ
わ
る
風
水
方
位
や
関
連
の
し
き
た
り
に
至
っ
て
は
道
教
の
領

域
に
お
い
て
い
ろ
い
ろ
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る

し
、
死
者
に
往
生
し
て
も
ら
う
た
め
の
埋
葬
後
の
儀
礼
を
行
う
べ

く
、
日
程
等
は
ま
る
で
寺
院
の
仏
教
儀
礼
を
連
想
す
る
か
の
よ
う
な

日
取
り
で
あ
る
。
四
十
九
斎
に
至
る
一
連
の
法
要
は
そ
の
一
例
に
す

ぎ
な
い
。
例
え
ば
、
一
七
日
、
二
七
日
、
三
七
日
へ
と
続
き
、
七
七

日
に
至
る
の
だ
が
、
今
や
宗
教
の
別
を
問
わ
ず
、
現
代
韓
国
社
会
に

お
い
て
は
一
般
的
な
し
き
た
り
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

　

一
方
、
現
代
韓
国
の
葬
儀
は
以
上
の
よ
う
な
多
文
化
習
合
に
加

え
、
さ
ら
な
る
異
文
化
、
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
に
も
さ
ら
さ
れ
て
き

た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
や
カ
ト
リ
ッ
ク
が
主
た
る
内
容
に
な
る
が
、

宗
派
や
教
会
ご
と
に
異
な
る
風
変
わ
り
な
慣
習
ま
で
浸
透
し
て
い
る

か
ら
、
ど
れ
ぐ
ら
い
多
様
な
外
来
文
化
が
融
合
さ
れ
て
い
る
か
を
予

想
す
る
の
は
さ
ほ
ど
難
し
く
な
い
。

　

こ
こ
で
一
つ
問
題
な
の
は
、
儒
教
や
道
教
が
果
た
し
て
宗
教
か
ど

う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
人
々
に
よ
っ
て

営
ま
れ
る
宗
教
生
活
の
領
域
に
染
み
込
ん
で
い
る
文
化
現
象
は
宗
教
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民
俗
の
研
究
対
象
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
結
論
に
到
達

し
た
経
緯
が
あ
〉
2
〈

る
。
宗
教
学
や
神
学
な
ら
と
も
か
く
、
民
俗
学
や
人

類
学
と
し
て
は
神
で
は
な
く
人
間
こ
そ
研
究
の
究
極
的
な
目
標
だ
か

ら
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
視
点
は
や
や
異
な
っ
て
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
エ
リ

ア
ー
デ
も
似
通
っ
た
意
見
を
提
示
し
た
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
孔
子

に
つ
い
て
、
孔
子
は
も
と
も
と
宗
教
的
な
指
導
者
で
は
な
か
っ
た
も

の
の
、
直
接
、
間
接
的
に
中
国
の
宗
教
に
根
本
的
な
影
響
を
与
え
た

こ
と
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
道
徳
的
・
政
治
的
改
革
の
本
当
の

源
泉
が
宗
教
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
て

い
る
が
、
例
え
ば
、
道
や
天
空
神
や
祖
先
崇
拝
と
い
っ
た
伝
統
的
な

観
念
を
否
定
し
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
儀
礼
や
慣
習
的
な
行
動
の

宗
教
的
な
機
能
を
評
価
し
て
い
た
の
で
あ
〉
3
〈
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
成
立
宗
教
で
な
く
て
も
、
生
活
世
界
の
宗
教
現
象

に
対
し
て
直
接
的
か
つ
間
接
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
が
あ

れ
ば
、
そ
れ
ら
を
私
た
ち
は
宗
教
民
俗
の
研
究
対
象
と
し
た
の
で

あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
韓
国
の
宗
教
民
俗
現
象
に
対
す
る
理
解
を
踏
ま
え

た
う
え
で
、
葬
儀
と
の
関
係
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で

は
、
韓
国
の
葬
儀
と
と
も
に
、
仏
教
や
儒
教
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教

ま
で
の
習
合
現
象
に
つ
い
て
少
し
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

一
　
仏
教
と
葬
儀

　

前
秦
か
ら
高
句
麗
へ
仏
教
が
伝
来
（
三
七
二
年
）
し
て
か
ら
、
仏

教
が
朝
鮮
半
島
の
人
々
の
精
神
世
界
に
及
ぼ
し
た
一
番
大
き
な
影
響

は
、
や
は
り
善
悪
観
念
や
輪
廻
転
生
思
想
で
あ
ろ
う
。
仏
教
文
化
圏

の
国
々
と
比
べ
て
も
大
差
な
い
だ
ろ
う
が
、
生
前
た
く
さ
ん
の
善
根

を
積
ん
だ
人
は
死
後
極
楽
へ
と
救
わ
れ
る
一
方
、
悪
行
を
繰
り
返
し

た
人
は
地
獄
に
陥
る
に
決
ま
っ
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
。
生
前

の
業
に
よ
っ
て
死
後
の
第
二
の
生
が
定
ま
る
と
い
っ
た
民
俗
心
意
も

本
来
は
仏
教
的
な
善
悪
観
念
か
ら
発
せ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
、
極
楽
往
生
へ
の
道
の
り
に
関
連
し
て
も
、
四
十
九
斎
に
至
る
一

連
の
儀
礼
が
未
だ
多
く
の
韓
国
人
の
他
界
観
を
支
配
し
て
い
る
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
仏
教
が
韓
国
の
葬
儀
に
対
し
て
、
特
に
大
き
な
影
響

を
与
え
始
め
た
の
は
高
麗
時
代
（
九
一
八
〜
一
三
九
二
）
か
ら
と
い

う
の
が
ほ
ぼ
定
説
で
あ
る
。
朝
鮮
半
島
に
仏
教
が
伝
え
ら
れ
た
の
は

四
世
紀
頃
だ
が
、
王
室
仏
教
が
民
衆
の
あ
い
だ
に
広
が
り
、
な
お
か

つ
生
活
文
化
と
し
て
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
高
麗
時
代
か
ら

と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
、
臨
終
か
ら
脱
喪
ま
で
の
仏

教
的
な
葬
儀
が
王
室
か
ら
庶
民
に
至
る
ま
で
幅
広
く
行
わ
れ
た
の
も

こ
の
時
代
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

朝
鮮
時
代
（
一
三
九
二
〜
一
九
一
〇
）
に
は
、
生
活
面
に
お
け
る
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規
範
や
し
き
た
り
の
ほ
と
ん
ど
が
儒
教
式
に
統
一
さ
れ
て
い
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
死
者
の
霊
を
あ
の
世
へ
旅
立
た
せ
る
方
法
は
ま
だ
ま

だ
仏
教
式
の
四
十
九
斎
の
範
疇
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
、
高
麗
時
代
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
行
わ
れ
て
い
る

仏
教
式
葬
儀
を
、
臨
終
儀
礼
・
殯
所
儀
礼
・
葬
地
儀
礼
・
脱
喪
儀
礼

の
四
段
〉
4
〈

階
に
分
け
て
説
明
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
臨
終
儀
礼
と
は
、
最
後
の
瞬
間
が
近
づ
い
た
患
者
に
、
遺
族

た
ち
や
仏
教
関
係
者
が
加
わ
り
、
仏
陀
の
教
え
に
立
脚
し
て
行
う
諸

法
要
を
意
味
す
る
、
と
定
義
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
は
読
経
や
念
仏
が

含
ま
れ
た
り
す
る
が
、
こ
の
際
、
臨
終
間
際
の
人
は
西
向
き
に
寝
か

せ
る
の
が
常
で
あ
る
。
阿
弥
陀
如
来
の
世
界
で
あ
る
西
方
浄
土
で
の

往
生
を
意
識
し
た
行
為
だ
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
多
分
、
仏
教
の
流

布
し
て
い
る
国
や
地
域
な
ら
同
様
な
し
き
た
り
が
守
ら
れ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

　

高
麗
時
代
は
、
こ
の
よ
う
な
儀
礼
の
主
体
が
仏
教
寺
院
だ
っ
た
の

で
、
日
本
の
葬
儀
に
お
け
る
寺
院
の
関
わ
り
方
に
似
て
い
た
と
言
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
て
、
一
つ
注
目
す
べ
き
は
、
臨
終
待
ち
の
患

者
を
寺
院
に
運
ぶ
目
的
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
死
の
問
題
に
対
処
す
る

が
た
め
で
は
な
く
、
治
療
へ
の
期
待
も
兼
ね
て
い
た
と
さ
れ
る
点
で

あ
〉
5
〈

る
。
さ
ら
に
、
ま
だ
仏
教
に
帰
依
し
て
な
い
患
者
が
帰
依
で
き
る

最
後
の
チ
ャ
ン
ス
も
ま
さ
に
こ
の
短
い
時
間
だ
っ
た
の
で
、
医
療
的

に
も
宗
教
的
に
も
と
て
も
意
味
深
い
瞬
間
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

高
麗
時
代
の
仏
教
寺
院
に
お
け
る
延
寿
堂
や
無
常
堂
と
い
う
施
設

は
、
最
後
の
治
療
を
か
ね
た
現
代
の
ホ
ス
ピ
ス
機
能
を
持
ち
合
わ
せ

て
い
た
の
で
あ
る
。
王
族
や
貴
族
、
そ
し
て
一
般
の
庶
民
に
至
る
ま

で
、
仏
教
と
の
繋
が
り
は
、
死
を
迎
え
て
決
定
的
だ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。

　

し
か
し
、
治
療
不
可
能
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
患
者
の
手
と

阿
弥
陀
仏
の
結
印
を
五
色
糸
で
結
び
、
念
仏
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
患
者
が
穏
や
か
に
死
を
迎
え
る
よ
う
に
し
て
い
た
の
で
、
こ
れ

も
仏
教
文
化
圏
と
共
有
す
る
仏
教
葬
送
儀
礼
の
一
つ
と
言
え
よ
〉
6
〈

う
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
阿
弥
陀
浄
土
ま
で
無
事
に
導
か
れ
た
い
と
い
う

一
念
の
表
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
韓
国
の
寺
で
近
来

運
営
さ
れ
て
い
る
看
病
部
と
い
う
施
設
〉
7
〈

も
、
決
し
て
新
し
い
風
俗
で

は
な
く
、
高
麗
時
代
か
ら
の
宗
教
的
か
つ
医
療
的
な
伝
統
を
受
け
継

ぐ
歴
史
文
化
遺
産
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

高
麗
時
代
の
墓
か
ら
発
掘
さ
れ
た
墓
誌
銘
を
集
大
成
し
た
『
訳
注

高
麗
墓
誌
銘
集
成
』
に
よ
れ
〉
8
〈

ば
、
ど
れ
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
人
々
が
仏

教
的
な
死
を
志
向
し
た
の
か
が
よ
く
わ
か
る
。
高
僧
た
ち
の
“
座
脱

入
亡
”
は
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
理
想
的
な
死
に
方
の
一
つ
だ
っ
た

ら
し
く
、
最
後
ま
で
一
点
の
乱
れ
も
な
い
よ
う
な
死
に
方
を
遂
げ
た

人
の
こ
と
は
特
記
さ
れ
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
臨
終
が
近
づ
い
て
か
ら
頭

髪
を
剃
っ
て
仏
教
に
帰
依
し
た
人
の
中
に
は
、
死
亡
一
日
前
に
比
丘

尼
に
な
っ
た
あ
る
女
性
の
法
名
も
見
え
る
。
ま
た
あ
る
老
人
は
、
沐

浴
斎
戒
を
し
、
妙
蓮
寺
の
住
職
に
直
接
頭
髪
を
剃
っ
て
も
ら
い
、
目

真
と
い
う
法
名
を
も
ら
っ
て
い
る
。
あ
る
人
は
、
合
掌
し
た
ま
ま
阿
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弥
陀
仏
を
念
じ
つ
つ
静
か
に
息
を
引
き
取
っ
た
と
さ
れ
る
な
ど
、
座

脱
入
亡
へ
の
宗
教
的
願
望
も
並
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

右
記
の
『
集
成
』
に
よ
れ
ば
、
仏
教
式
の
臨
終
は
寺
院
に
限
ら

ず
、
庶
民
の
家
々
で
も
死
者
の
発
生
と
と
も
に
念
仏
や
読
経
は
欠
か

さ
な
か
っ
た
。
朝
鮮
時
代
の
儒
教
社
会
で
す
ら
、
仏
教
式
「
薦
度

斎
」
は
家
の
葬
式
で
守
ら
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
家
か
ら
離
れ
た

場
所
で
の
死
を
不
浄
視
す
る
儒
教
観
念
が
広
が
る
に
つ
れ
て
、
朝
鮮

時
代
に
お
け
る
寺
で
の
葬
式
が
減
少
は
し
た
も
の
の
、
仏
教
式
法
要

の
一
定
部
分
は
ず
っ
と
残
っ
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

　

次
は
殯
所
で
の
儀
礼
に
な
る
が
、
殯
所
と
は
遺
体
が
安
置
さ
れ
た

儀
礼
空
間
の
こ
と
で
、
こ
こ
に
僧
侶
が
招
か
れ
て
、
亡
者
の
極
楽
往

生
の
た
め
の
薦
度
斎
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
殯
所
を
設

け
る
場
所
で
あ
る
が
、
仏
教
伝
来
当
初
か
ら
寺
や
在
家
信
者
の
場
合

は
家
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
今
の
現
代
社
会
で
は
、
病
院
付
設
の
葬

儀
場
で
の
葬
儀
が
多
く
な
っ
た
の
で
、
遺
体
の
安
置
場
所
と
位
牌
を

置
く
場
所
が
異
な
る
ケ
ー
ス
も
増
え
て
い
る
。
遺
体
の
安
置
に
は
、

腐
敗
防
止
の
た
め
の
施
設
が
不
可
欠
に
な
っ
た
反
面
、
弔
問
客
を
迎

え
る
た
め
に
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
空
間
が
別
途
必
要
に
な
っ
た
の

が
一
番
大
き
な
原
因
だ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
僧
侶
に
よ
る
簡
単
な
説
法
や
念
仏
は
常
例
で

あ
っ
て
、
特
に
イ
ン
ド
伝
来
の
葬
儀
が
伝
え
ら
れ
る
『
無
常
経
』
は

一
つ
の
指
南
書
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
ら
し
〉
9
〈

い
。
遺
体
を
釈
迦
牟
尼

の
涅
槃
の
姿
勢
で
寝
か
せ
る
と
か
、
真
言
が
唱
え
ら
れ
る
中
、
聖
水

や
黄
土
を
も
っ
て
清
め
る
法
要
等
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
清
め
ま
で

の
儀
式
を
終
え
た
遺
体
は
、
火
葬
場
に
移
さ
れ
荼
毘
に
付
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
が
、
遺
骨
は
石
塔
の
中
に
納
め
る
か
、
ま
た
は
埋
蔵
を
し

た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
現
代
の
韓
国
社
会
に
お
い
て
は
、
一
部

の
高
僧
の
死
を
除
い
て
は
、
荼
毘
後
の
納
骨
が
圧
倒
的
に
多
く
、
あ

と
は
埋
葬
の
順
で
行
わ
れ
て
い
る
。
納
骨
の
た
め
の
納
骨
堂
が
寺
の

境
内
に
建
て
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
現
実
か
ら
す
れ
ば
、
ど
こ
か
日
本

の
葬
式
仏
教
に
近
づ
い
て
い
る
感
じ
が
し
な
く
も
な
い
が
、
荼
毘
後

の
埋
葬
地
は
以
前
の
埋
め
墓
に
比
べ
れ
ば
、
狭
い
空
間
に
は
な
っ
て

い
る
も
の
の
、
昔
の
面
影
を
少
し
は
残
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

崇
儒
抑
仏
政
策
で
知
ら
れ
る
朝
鮮
時
代
の
法
要
集
成
『
作
法

亀
〉
10
〈

鑑
』
に
よ
れ
ば
、
削
髪
、
沐
浴
、
洗
水
、
洗
足
、
着
裙
、
着
衣
、

着
冠
、
正
座
、
施
食
、
表
白
、
入
龕
の
順
で
仏
教
葬
儀
が
行
わ
れ
て

い
た
よ
う
だ
。
と
こ
ろ
で
、
一
つ
ひ
と
つ
に
対
す
る
仏
教
的
な
意
味

が
与
え
ら
れ
て
は
い
る
が
、
全
体
的
に
は
死
者
が
無
事
に
彼
岸
に
辿

り
つ
く
た
め
の
き
め
細
か
な
準
備
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
浄
土
へ
の
安
全
な
引
導
と
理
解
し
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
死
者
が
発
生
し
て
間
も
な
い
う
ち
に
設
け
ら
れ

る
は
ず
の
殯
所
の
場
所
だ
が
、
時
代
に
よ
っ
て
、
家
か
ら
寺
へ
、
ま

た
家
へ
と
戻
り
、
現
代
で
は
病
院
と
な
っ
た
の
が
現
状
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
病
院
の
葬
儀
場
（
正
確
に
は
、
葬
礼
式
場
）
は
今
や
伝
統
と

諸
外
来
宗
教
が
入
り
混
じ
っ
た
多
宗
教
空
間
と
化
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
今
日
の
問
題
と
し
て
浮
上
す
る
の
が
、
仏
教
葬
儀
に
つ
い
て
の
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専
門
知
識
を
持
っ
た
人
が
病
院
の
葬
儀
場
に
は
少
な
い
と
い
う
こ
と

で
、
近
年
は
信
者
会
の
中
で
仏
教
葬
儀
互
助
会
が
結
成
さ
れ
る
か
、

ま
た
は
仏
教
葬
儀
専
門
会
社
に
パ
ッ
ケ
ー
ジ
で
委
託
す
る
家
庭
が
増

え
て
い
る
。

　

一
方
、
韓
国
仏
教
界
に
は
仏
教
文
化
圏
の
他
の
国
々
と
同
様
に
火

葬
が
原
則
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
釈
迦
牟
尼
の

火
葬
に
因
ん
で
の
仏
教
の
教
え
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で

火
葬
が
仏
教
葬
儀
と
し
て
は
当
た
り
前
で
は
あ
っ
た
が
、
古
来
よ
り

伝
え
ら
れ
た
葬
法
と
し
て
は
土
葬
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
。
つ
ま

り
、
火
葬
は
仏
教
的
な
文
化
現
象
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
火

葬
が
僧
侶
や
在
家
信
徒
に
限
定
さ
れ
て
は
い
た
も
の
の
、
仏
教
伝
来

当
初
か
ら
現
代
韓
国
社
会
に
至
る
ま
で
延
々
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
の

も
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
韓
国
仏
教
の
浮
沈
と
火
葬
が
互
い

に
連
動
す
る
よ
う
な
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
も
最
近
注
目
の
眼
が
向

け
ら
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
一
つ
気
に
な
る
の
は
、
高
麗
時
代
か
ら
広

が
っ
た
と
い
わ
れ
る
火
葬
が
、
実
は
火
葬
後
の
埋
葬
が
大
半
だ
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
火
葬
後
の
散
骨
で
は
な
く
、
最
終
的
に
は
遺
骨
の
埋

葬
に
こ
だ
わ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
理
由
は
、
儒
教
の
孝
思
想
の
他
に

も
、
当
時
す
で
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
道
教
に
よ
る
風
水
思
想
の
影
響

が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
祖
先
崇
拝
思
想
と
風
水
地
理
思

想
の
習
合
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
こ
に
仏
教
の
火
葬
が
積
み
重
な
る
よ

う
な
形
で
多
文
化
習
合
が
発
生
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
昔
の
墓
や
、
そ

こ
に
残
さ
れ
た
骨
壺
か
ら
そ
の
よ
う
な
多
文
化
の
痕
跡
が
読
み
取
れ

る
の
は
、
と
て
も
注
目
に
値
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
崇
儒
抑
仏
の
朝
鮮
時
代
に
な
っ
て
か
ら
は
、
特
に
火

葬
が
不
孝
へ
の
代
名
詞
と
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
火
葬
は
、
儒
学
者

た
ち
に
よ
っ
て
聖
典
視
さ
れ
て
い
た
『
朱
子
家
礼
』
の
理
念
に
反
す

る
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
仏
教
勢
力
に
対
す
る
攻
撃
の
口
実
を
与

え
た
り
も
し
た
。『
朱
子
家
礼
』
に
よ
れ
ば
、
親
の
魂
の
寄
り
所
で

あ
る
死
骸
を
燃
や
す
行
為
は
、
す
な
わ
ち
人
倫
と
天
理
を
裏
切
る
行

為
と
さ
れ
た
。
火
葬
を
や
め
る
代
わ
り
に
、
儒
教
式
の
土
葬
を
勧
め

る
国
か
ら
の
御
言
葉
が
津
々
浦
々
に
届
く
よ
う
に
も
な
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
朝
鮮
時
代
を
通
し
て
行
わ
れ
た
火
葬
は
、
実
は
寺
院
の
境

内
に
限
ら
れ
る
宗
教
現
象
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
朝
鮮
時
代
が
幕
を
閉
じ
、
日
本
に
よ
る
統
治
時
代
（
一

九
一
九
〜
一
九
四
五
）
に
な
っ
て
か
ら
は
、
再
び
火
葬
が
勧
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
朝
鮮
総
督
府
の
介
入
に
よ
る
も
の

だ
っ
た
。
合
併
以
前
か
ら
、
朝
鮮
半
島
各
地
で
居
留
民
団
を
形
成
し

て
い
た
日
本
人
は
、
死
者
が
発
生
す
る
と
特
に
火
葬
施
設
が
な
か
っ

た
の
で
、
ソ
ウ
ル
中
心
を
流
れ
る
漢
江
の
川
辺
で
火
葬
を
行
っ
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
〉
11
〈

る
。
ソ
ウ
ル
市
麻
浦
区
に
建
て
ら
れ
る
こ
と
を
想
定

し
た
大
規
模
な
火
葬
専
門
の
葬
儀
場
設
計
等
が
整
え
ら
れ
た
と
い
う

記
事
が
当
時
の
新
聞
に
載
っ
た
の
は
、
一
九
一
〇
年
八
月
二
九
日
の

合
併
か
ら
ま
も
な
い
当
年
九
月
六
日
の
こ
と
だ
っ
〉
12
〈

た
。
朝
鮮
総
督
府

が
火
葬
場
の
こ
と
を
ど
れ
ほ
ど
急
務
と
し
て
考
え
て
い
た
の
か
が
よ
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く
わ
か
る
。

　

そ
の
後
、
葬
儀
に
限
ら
ず
、
朝
鮮
の
伝
統
文
化
に
対
す
る
全
般
的

な
整
理
作
業
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
冠
婚
葬
祭
の
調
査
を
踏
ま

え
、「
墓
地
火
葬
場
埋
葬
及
火
葬
取
締
規
則
」
と
い
う
も
の
を
総
督

府
令
で
頒
布
す
る
に
至
っ
〉
13
〈

た
。
一
三
九
二
年
朝
鮮
王
朝
開
国
以
来
の

埋
葬
が
、
火
葬
と
と
も
に
取
締
り
や
指
導
の
対
象
と
な
っ
た
わ
け
だ

が
、
火
葬
が
数
百
年
ぶ
り
に
再
び
復
活
す
る
兆
し
が
見
え
始
め
た
契

機
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
の
朝
鮮
社
会
は
ま
だ
ま
だ
儒
教
的

な
孝
の
理
念
と
土
葬
を
不
可
分
の
関
係
に
考
え
る
人
が
多
数
を
占
め

て
い
た
の
で
、
総
督
府
令
が
十
分
理
解
さ
れ
た
と
は
言
え
ず
、
総

督
府
の
文
化
政
策
が
人
々
か
ら
歓
迎
さ
れ
な
い
原
因
の
一
つ
で
も

あ
っ
た
。

　

火
葬
か
土
葬
か
を
め
ぐ
る
両
者
の
葛
藤
が
絶
え
な
い
中
、
い
き
な

り
解
放
を
迎
え
て
か
ら
は
、
と
り
あ
え
ず
朝
鮮
時
代
伝
来
の
土
葬
に

戻
る
よ
う
に
な
っ
た
。
が
、
こ
れ
も
束
の
間
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら

再
び
増
え
始
め
た
火
葬
が
、
現
在
で
は
多
数
を
占
め
る
局
面
を
迎
え

て
い
る
。
ま
さ
に
、
火
葬
か
土
葬
か
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
仏
教
伝
来

当
初
の
古
代
社
会
か
ら
現
代
ま
で
続
く
、
思
想
論
争
の
よ
う
な
一
面

さ
え
見
せ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　

死
骸
の
処
理
ま
で
の
一
連
の
儀
礼
が
済
ん
だ
ら
、
い
よ
い
よ
服
喪

か
ら
脱
す
る
た
め
の
儀
礼
、
つ
ま
り
脱
喪
儀
礼
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
さ
て
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
脱
喪

は
儒
教
か
ら
の
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
の
概
念
は
決
し
て
儒
教
の
専
有

物
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
死
者
の
魂
が
無
事
に
彼
岸
に
ま

で
辿
り
つ
く
の
を
見
届
け
る
こ
と
こ
そ
、
脱
喪
の
主
な
目
的
で
あ

る
。
そ
の
た
め
の
仏
教
側
の
最
も
重
要
な
儀
礼
は
四
十
九
斎
に
ほ
か

な
ら
な
い
。

　

四
十
九
日
間
が
意
味
す
る
の
は
、
こ
の
期
間
こ
そ
仏
教
で
い
う

「
中
有
」
だ
か
ら
で
あ
り
、
四
十
九
日
以
降
、
亡
者
は
次
な
る
生
を

営
む
と
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
、
遺
族
た
ち
の
関
心
の
的
で
あ
ろ
う
。
そ

の
た
め
、
遺
族
は
薦
度
斎
を
一
生
懸
命
に
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
亡

者
が
極
楽
往
生
す
る
こ
と
を
祈
る
。
在
家
信
者
な
ら
寺
で
数
回
に
わ

た
る
薦
度
斎
を
行
う
こ
と
に
な
る
が
、
近
年
は
、
仏
教
信
者
で
な
く

て
も
墓
や
家
で
四
十
九
斎
を
意
識
し
た
何
ら
か
の
儀
礼
を
行
う
人
が

多
い
。
韓
国
の
現
代
社
会
に
お
い
て
、
四
十
九
斎
こ
そ
宗
教
の
壁
を

越
え
て
、
幅
広
く
行
わ
れ
る
死
者
の
薦
度
斎
だ
と
主
張
す
る
研
究
も

あ
る
〉
14
〈

が
、
多
宗
教
社
会
で
の
韓
国
人
の
普
遍
性
は
他
界
観
を
探
る
う

え
で
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

二
　
儒
教
と
葬
儀

　

儒
教
が
朝
鮮
半
島
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
三
国
時
代
（
高
句
麗
・
百

済
・
新
羅
に
よ
る
鼎
立
時
代
）
と
い
わ
れ
る
が
、
社
会
的
規
範
（
儒

学
）
と
宗
教
（
儒
教
）
の
両
面
に
お
い
て
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
朝
鮮
王
朝
に
入
っ
て
か
ら
と
い
う
の
が
定
説
で
あ
る
。
朱
憙

（
一
一
三
〇
〜
一
二
〇
〇
）
の
『
家
礼
』
が
高
麗
時
代
に
す
で
に
伝
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わ
っ
て
は
い
た
が
、
国
の
法
律
的
か
つ
宗
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し

て
発
展
し
た
の
は
朝
鮮
時
代
か
ら
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

仏
教
式
か
ら
儒
教
式
へ
と
様
変
わ
り
し
た
わ
け
だ
が
、『
経
国
大

典
』（
一
四
六
九
）
や
『
国
朝
五
礼
儀
』（
一
四
七
四
）
等
が
国
に

よ
っ
て
編
纂
さ
れ
る
等
、
国
家
主
導
に
よ
る
儒
教
社
会
化
は
急
速
に

進
め
ら
れ
〉
15
〈

た
。

　

し
た
が
っ
て
、
朝
鮮
時
代
の
儒
教
式
葬
儀
は
国
家
理
念
と
深
く
結

び
つ
い
て
い
て
、
仏
教
寺
院
や
一
部
の
僻
地
を
除
い
て
は
、
大
半
の

人
々
が
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
現
在
の
韓
国
社
会
で
す

ら
、
班
家
の
後
裔
た
ち
は
そ
の
伝
統
を
守
り
続
け
て
い
る
場
合
が

あ
っ
て
、
メ
デ
ィ
ア
の
取
材
対
象
に
な
っ
た
り
、
ま
た
は
地
域
活
性

化
の
た
め
の
観
光
資
源
に
活
用
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現

代
韓
国
社
会
の
感
覚
か
ら
み
れ
ば
、
朝
鮮
時
代
風
の
儒
教
式
葬
儀
は

珍
し
が
ら
れ
る
ぐ
ら
い
の
疎
遠
な
文
化
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
理
解
の
下
に
、
儒
教
式
葬
儀
と
は
そ
も
そ
も
ど
う
い

う
し
き
た
り
だ
っ
た
の
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
、
死
者
の

発
生
前
か
ら
「
卒
哭
」
ま
で
の
こ
と
を
初
終
葬
礼
と
い
う
が
、
こ
れ

か
ら
迎
え
る
本
格
的
な
葬
儀
の
た
め
の
遺
族
た
ち
の
役
割
分
担
が
主

な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。「
訃
音
」
と
い
う
死
亡
通
知
も
こ
の
段
階

で
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
息
を
引
き
取
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ

れ
ば
、
哭
を
し
、
招
魂
を
行
う
。
招
魂
と
は
、
も
ち
ろ
ん
死
者
の
魂

を
呼
び
戻
す
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
死
者
が
生
前
に
着
て
い
た
服

を
持
っ
て
屋
根
の
上
に
登
り
、
左
手
は
襟
の
部
分
、
右
手
は
服
の
腰

の
と
こ
ろ
を
取
っ
て
、
北
に
向
っ
て
死
者
の
名
前
を
三
回
呼
ぶ
。
こ

の
際
、
遺
族
の
皆
は
哭
を
止
め
静
か
に
見
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
招
魂
に
使
わ
れ
た
服
は
再
び
死
者
に
被
せ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は

死
者
を
蘇
ら
せ
よ
う
と
す
る
最
後
の
努
力
で
あ
ろ
う
。

　

死
亡
が
確
認
で
き
た
段
階
か
ら
は
、「
護
喪
」
と
い
う
人
が
す
べ

て
の
葬
儀
を
司
る
こ
と
に
な
る
が
、
だ
い
た
い
喪
主
の
友
達
が
護
喪

の
任
に
当
て
ら
れ
た
。
要
す
る
に
、
そ
こ
か
ら
は
護
喪
の
指
示
に

従
っ
て
、
遺
体
を
屏
風
や
帳
を
立
て
て
隠
し
た
り
、
枕
席
を
用
意
し

た
り
、
ま
た
は
線
香
や
蝋
燭
を
灯
し
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
香
典
関
連
の
準
備
を
さ
せ
、
死
者
と
血
の
近
い
順
に
喪
主
を
立

た
せ
る
。
女
性
は
髪
を
下
ろ
し
て
、
喪
家
の
遺
族
で
あ
る
こ
と
を
表

し
、
棺
を
作
ら
せ
る
。
杉
か
柏
木
が
よ
く
使
わ
れ
た
ら
し
い
。
そ
れ

か
ら
訃
音
の
知
ら
せ
も
急
ぐ
こ
と
に
な
る
が
、
家
の
入
口
に
は
「
死

者
飯
」
も
用
意
さ
せ
る
。
一
連
の
準
備
が
整
っ
た
ら
、
い
よ
い
よ
弔

問
客
を
迎
え
る
段
階
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
初
終
段
階
だ
け
で
も
煩
雑
で
や
や
こ
し
い
葬
礼
が
多

か
っ
た
こ
と
か
ら
、
遺
族
た
ち
の
苦
労
に
加
え
、
現
代
社
会
の
諸
事

情
か
ら
す
れ
ば
、
非
現
実
的
だ
と
か
非
合
理
的
だ
と
い
う
声
が
増
え

る
よ
う
に
な
っ
た
。
初
終
を
第
一
段
階
と
し
て
、
あ
と
一
八
段
階
も

残
っ
て
い
る
の
で
、
死
者
が
発
生
す
る
度
に
、
遺
族
は
い
う
ま
で
も

な
く
、
村
の
出
費
や
疲
労
は
大
変
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
各
段
階
別

の
名
前
だ
け
挙
れ
ば
、
第
二
段
階
か
ら
、
襲
、
小
殮
、
大
殮
、
成

服
、
弔
、
聞
喪
、
治
葬
、
遷
柩
、
発
靷
（
出
棺
）、
及
墓
、
反
哭
、
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虞
祭
、
卒
哭
、
祔
祭
、
小
祥
、
大
祥
、
禫
祭
、
吉
祭
で
終
結
で
あ

る
。
一
つ
ひ
と
つ
の
用
語
説
明
は
控
え
め
に
し
た
い
と
思
う
が
、
仏

教
葬
儀
と
同
じ
く
、
現
代
の
韓
国
社
会
で
は
葬
儀
専
門
会
社
や
葬
儀

互
助
会
の
専
門
家
に
任
せ
る
か
、
ま
た
は
息
を
引
き
取
っ
た
病
院
付

設
の
葬
儀
担
当
部
署
に
一
任
す
る
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
だ
儒
教
式
と
言
え
る

部
分
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
一
九
段
階
か
ら
派
生
し
た
若
干
の

用
語
や
行
為
、
ま
た
は
葬
儀
後
の
命
日
祭
祀
ぐ
ら
い
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
仏
教
式
の
四
十
九
斎
を
含
め
、
毎
年
行
わ
れ
る
命
日
祭
祀
こ

そ
、
ま
だ
ま
だ
韓
国
は
儒
教
社
会
だ
と
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
根
強
い

表
象
と
な
っ
て
い
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
頃
の
韓
国
社
会
で
は
、
昔
風
な
儒
教
式
葬
儀

を
見
る
の
は
な
か
な
か
難
し
く
、
例
え
ば
慶
尚
北
道
安
東
市
河
回
村

や
、
そ
の
他
、
民
俗
保
存
地
区
の
よ
う
な
数
か
所
の
伝
統
村
に
し
か

残
っ
て
い
な
い
。
な
か
で
も
河
回
村
は
世
界
遺
産
に
指
定
さ
れ
て
い

る
村
で
も
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
昔
の
儒
教
式
葬
儀
が
よ
く
残
っ
て

い
る
。い
わ
ゆ
る
伝
統
文
化
の
保
護
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
　
キ
リ
ス
ト
教
と
葬
儀

㈠
　
カ
ト
リ
ッ
ク
と
葬
儀

　

カ
ト
リ
ッ
ク
が
朝
鮮
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
一
八
〜
一
九
世
紀
頃

で
、
そ
れ
以
降
、
着
実
に
信
者
数
を
増
や
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、

ア
ジ
ア
の
他
の
国
々
と
同
様
に
、
伝
道
の
過
程
に
は
迫
害
を
伴
っ
て

い
て
、
一
番
大
き
な
葛
藤
の
要
因
は
祖
先
崇
拝
の
問
題
だ
っ
た
。
祖

先
崇
拝
を
偶
像
崇
拝
と
み
な
す
カ
ト
リ
ッ
ク
の
内
部
で
も
、
土
着
文

化
と
融
合
す
る
よ
う
な
方
向
で
伝
道
を
す
る
か
、
偶
像
崇
拝
は
一
切

認
め
な
い
か
で
議
論
が
分
か
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
カ

ト
リ
ッ
ク
内
部
の
議
論
は
、
朝
鮮
だ
け
で
な
く
、
中
国
や
日
本
で
も

起
こ
っ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

様
々
な
紆
余
曲
折
の
末
、
韓
国
カ
ト
リ
ッ
ク
は
土
着
信
仰
と
の
融

合
を
模
索
す
る
よ
う
な
形
で
発
展
し
て
き
た
の
で
、
現
在
の
韓
国
カ

ト
リ
ッ
ク
は
、
仏
教
ほ
ど
で
は
な
い
が
韓
国
の
伝
統
文
化
を
か
な
り

の
部
分
受
け
入
れ
て
い
る
。
特
に
カ
ト
リ
ッ
ク
葬
儀
に
つ
い
て
も
、

カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
理
か
ら
か
け
離
れ
た
行
為
で
な
い
限
り
で
は
、
伝

来
の
慣
習
や
儀
式
と
並
行
す
る
こ
と
も
可
能
と
さ
れ
て
い
〉
16
〈

る
。
こ
の

よ
う
な
柔
軟
な
姿
勢
は
、
決
し
て
現
代
に
な
っ
て
か
ら
の
発
想
転
換

で
は
な
く
、
一
九
世
紀
に
木
版
本
で
刊
行
さ
れ
た
『
天
主
聖
教
礼

規
』（
一
八
六
四
）
に
端
を
発
し
て
い
る
ら
し
い
。
当
時
の
朝
鮮
へ

の
伝
教
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
、
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
皇
庁
が

苦
慮
の
末
下
し
た
結
論
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
伝
教
過
程
を
踏
ま
え
、
現
代
韓
国
社
会
に
至
っ
て

は
、
さ
ら
な
る
習
合
を
呈
す
る
よ
う
な
公
認
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

カ
ト
リ
ッ
ク
葬
儀
は
臨
終
や
死
亡
、
慰
霊
祈
祷
、
殮
襲
、
入
棺
、
葬

礼
、
虞
祭
等
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
、
殮
襲
や
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虞
祭
は
儒
教
式
で
あ
り
な
が
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
界
も
受
け
入
れ
た
の
で

あ
〉
17
〈

る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
韓
国
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
議
が
公
認
し
た
部

分
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
そ
の
他
に
も
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
の
あ
い
だ

で
幅
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
四
十
九
斎

だ
。
四
十
九
斎
は
ま
さ
に
今
の
韓
国
人
に
と
っ
て
は
普
遍
文
化
と

言
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
ほ
ど
で
あ
ろ
う
。

　

ま
ず
、
カ
ト
リ
ッ
ク
葬
儀
の
詳
細
を
臨
終
段
階
か
ら
垣
間
見
る
こ

と
に
し
た
い
。

　

カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
人
の
死
を
「
善
終
」
と
呼
ぶ
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク

伝
来
当
初
の
朝
鮮
時
代
か
ら
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
っ
て
、
も
と

も
と
は
「
善
生
福
終
」
を
意
味
す
る
と
さ
れ
〉
18
〈

る
。
つ
ま
り
、
善
な
る

生
を
営
み
、
福
な
る
死
を
迎
え
た
と
判
断
し
て
、
ま
ず
は
死
者
の
枕

元
に
小
祭
台
を
設
け
、
十
字
苦
〉
19
〈
像
・
聖
燭
・
聖
水
を
供
え
て
お
く
。

そ
れ
か
ら
、
聖
堂
に
連
絡
を
し
、
煉
〉
20
〈

霊
会
か
善
終
奉
仕
会
の
協
力
を

要
請
す
る
と
と
も
に
、
葬
礼
ミ
サ
や
場
所
、入
棺
時
期
等
の
打
合
せ

を
す
る
。

　

死
亡
が
確
認
で
き
た
ら
、
人
々
は
皆
で
祈
祷
と
聖
書
奉
読
を
し
、

引
き
続
き
『
旧
約
聖
書
』
の
詩
篇
（psalm

s, psalm
i

）
一
二
九
章
五

〇
章
の
奉
誦
等
を
行
う
。
そ
の
後
、
韓
国
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
慰
霊
祈

祷
で
あ
る
「
煉
祷
」
を
行
う
よ
う
だ
が
、
煉
獄
が
仏
教
の
中
有
の
よ

う
な
世
界
で
あ
る
な
ら
、
煉
祷
は
そ
の
四
十
九
斎
に
似
て
い
る
。
儀

礼
内
容
は
異
な
っ
て
も
、
死
者
が
最
終
的
に
渡
っ
て
い
く
べ
き
彼
岸

に
移
動
す
る
前
に
、
一
時
的
に
と
ど
ま
る
中
間
世
界
が
設
け
ら
れ
る

な
ど
、
両
宗
教
に
お
け
る
救
済
方
法
や
願
望
に
は
隔
た
り
を
あ
ま
り

感
じ
な
い
の
は
興
味
深
い
。

　

そ
れ
か
ら
行
わ
れ
る
殮
襲
の
よ
う
な
儀
礼
は
、
韓
国
の
他
の
葬
儀

と
同
様
に
儒
教
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
、
儒
カ
習
合
と
言
え
る

よ
う
な
内
容
も
見
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
殮
襲
や
入
棺
の
途
中
、
祈

祷
や
詩
篇
奉
誦
、
聖
水
を
掛
け
た
り
す
る
の
は
カ
ト
リ
ッ
ク
葬
儀
に

し
か
見
ら
れ
な
い
光
景
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
韓
国
の
伝
統
的
な
葬
儀

で
は
遺
体
に
白
装
束
の
寿
衣
を
着
せ
る
の
が
昔
か
ら
の
し
き
た
り
で

あ
っ
た
が
、
韓
国
カ
ト
リ
ッ
ク
も
そ
う
い
う
伝
統
文
化
に
柔
軟
に
対

応
し
て
い
る
節
が
あ
る
。

　

出
棺
と
葬
礼
ミ
サ
の
あ
い
だ
に
も
祈
祷
や
詩
篇
奉
誦
は
つ
き
も
の

で
あ
っ
て
、
終
わ
っ
た
ら
柩
は
聖
堂
に
運
ば
れ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、

告
別
ミ
サ
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
死
者
と
生
者
と
が
別
れ
る

儀
式
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
り
あ
え
ず
は
別
れ
て
も
、
キ
リ

ス
ト
の
世
界
で
は
一
つ
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、
い
ず
れ
は
再
会

で
き
る
と
彼
ら
は
信
じ
て
い
る
。
告
別
式
と
簡
単
に
言
い
切
れ
な
い

所
以
で
あ
る
。

　

聖
堂
で
の
告
別
ミ
サ
は
、
沈
黙
の
祈
祷
か
ら
は
じ
め
、
聖
水
掛

け
、
線
香
、
告
別
の
歌
の
順
で
進
み
、
一
段
落
し
た
ら
火
葬
場
へ
運

ぶ
か
、
土
葬
の
場
合
は
そ
の
ま
ま
墓
地
へ
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
土

葬
に
は
下
棺
礼
等
の
簡
単
な
儀
式
を
伴
う
わ
け
だ
が
、
こ
こ
ま
で
終

わ
っ
た
ら
一
応
カ
ト
リ
ッ
ク
葬
儀
は
終
了
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
カ
ト
リ
ッ
ク
葬
儀
に
と
っ
て
一
番
大
事
な
の
は
、
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や
は
り
復
活
信
仰
で
あ
ろ
う
。
死
者
の
魂
は
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
の
犠

牲
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
お
り
、
な
お
か
つ
、
死
と
は

復
活
に
向
か
っ
て
の
新
し
い
旅
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
儒
教
式
で
は
、

死
者
の
魂
は
、
祖
先
祭
祀
に
よ
っ
て
周
期
的
に
招
魂
再
生
す
る
こ
と

が
前
提
と
さ
れ
る
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
一
回
き
り
の
復
活
は
、
そ
れ

を
否
定
す
る
。

　

さ
て
、
仏
教
葬
儀
の
四
十
九
斎
が
七
日
斎
を
七
回
実
施
す
る
よ
う

に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
も
、
す
ぐ
天
国
へ
行
く

の
で
は
な
く
、
煉
獄
に
一
定
期
間
滞
在
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
の

で
、
葬
儀
後
三
日
目
や
七
日
目
、
ま
た
は
三
〇
日
目
に
煉
ミ
サ
を
行

う
の
は
大
変
注
目
に
値
す
る
。
韓
国
の
カ
ト
リ
ッ
ク
界
で
も
、
こ
の

よ
う
な
葬
儀
は
他
の
国
の
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
見
ら
れ
な
い
現
象
と
し

て
理
解
し
て
お
り
、
仏
教
と
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
習
合
現
象
は
ま
す
ま

す
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
。

㈡
　
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
葬
儀

　

一
九
世
紀
初
め
頃
か
ら
、
欧
米
人
宣
教
師
ら
に
よ
っ
て
朝
鮮
半
島

に
伝
え
ら
れ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
、
一
九
世
紀
後
半
に
な
っ
て
か

ら
は
朝
鮮
人
自
ら
の
宣
教
活
動
が
行
わ
れ
る
ほ
ど
の
定
着
ぶ
り
を
み

せ
て
い
た
。
そ
の
後
、
政
治
的
な
紆
余
曲
折
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
新

時
代
の
先
鋒
に
立
つ
な
ど
、
他
の
宗
教
と
と
も
に
近
代
化
へ
の
道
を

歩
み
だ
し
た
。
現
在
で
は
、
一
千
万
以
上
の
信
者
数
を
擁
す
る
主
要

な
宗
教
の
一
つ
に
ま
で
成
長
し
て
い
る
の
で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と

韓
国
文
化
と
の
相
互
関
係
は
い
ま
や
仏
教
並
の
大
き
な
問
題
と
な
っ

て
い
る
。

　

葬
儀
に
お
い
て
も
、
当
然
な
が
ら
新
教
な
り
の
し
き
た
り
や
禁
忌

が
あ
る
の
で
、
今
ま
で
の
韓
国
伝
来
の
葬
儀
風
景
と
は
だ
い
ぶ
趣
が

異
な
る
。
家
族
構
成
員
全
員
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
信
者
な
ら
と
も
か

く
、
家
族
の
一
部
の
構
成
員
だ
け
が
信
者
の
場
合
は
、
親
の
死
亡
を

機
に
遺
族
ら
同
士
で
葬
儀
の
方
法
を
巡
る
争
い
が
起
こ
っ
た
り
す
る

の
も
珍
し
く
は
な
い
。
韓
国
社
会
に
お
い
て
は
、
だ
れ
も
が
積
極
的

に
触
れ
よ
う
と
は
し
な
い
厄
介
な
問
題
で
あ
る
。

　

信
者
の
誰
か
が
臨
終
間
近
に
な
る
と
、
牧
師
の
よ
う
な
聖
職
者
が

家
に
迎
え
入
れ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
葬
儀
は
始
ま

る
。
臨
終
礼
拝
の
た
め
で
あ
る
が
、
亡
者
の
魂
は
天
使
と
悪
魔
と
が

競
い
合
っ
て
連
れ
去
ろ
う
と
す
る
か
ら
と
い
う
こ
と
と
、
天
国
へ
の

願
望
を
叶
え
さ
せ
た
い
か
ら
だ
と
い
わ
れ
〉
21
〈

る
。
し
か
し
、
神
で
は
な

い
死
霊
へ
の
祈
祷
行
為
に
対
し
て
、
韓
国
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
内
部

で
も
賛
否
両
論
あ
る
ら
し
い
。
伝
来
の
民
間
信
仰
と
の
習
合
の
疑
い

が
持
た
れ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
教
理
と
土
着
信
仰
と
は
常
に
緊
張
関

係
に
置
か
れ
て
い
る
。

　

死
亡
が
確
認
で
き
た
ら
、
昔
な
が
ら
の
儒
教
葬
儀
の
よ
う
に
、
亡

魂
が
抜
け
出
せ
な
い
よ
う
に
遺
体
を
縛
っ
て
お
く
の
だ
が
、
こ
れ
は

欧
米
キ
リ
ス
ト
教
で
は
考
え
ら
れ
な
い
光
景
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク

が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
韓
国
に
お
け
る
儒
教
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
、
そ
し
て
民
間
信
仰
は
相
互
に
習
合
し
つ
つ
土
着
化
過
程
に
あ
る
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と
言
え
よ
う
。
た
だ
、
訃
報
に
お
い
て
は
、「
召
天
さ
れ
ま
し
た
」

の
よ
う
な
文
言
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
国
の
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト

に
呼
び
戻
さ
れ
た
こ
と
を
暗
に
表
現
し
た
り
、
弔
問
客
は
一
般
的
な

「
冥
福
を
お
祈
り
し
ま
す
」
の
代
わ
り
に
、「
復
活
を
お
祈
り
し
ま

す
」
と
い
う
言
葉
を
口
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の

葬
儀
で
あ
る
こ
と
を
強
く
表
明
す
る
。

　

入
棺
の
と
き
は
ま
た
入
棺
礼
拝
を
行
う
が
、
祈
祷
、
聖
書
奉
読
、

説
教
、
讃
美
歌
、
信
仰
告
白
、
祈
祷
、
入
棺
、
讃
美
歌
、
主
の
祈
祷

の
式
順
で
進
め
ら
れ
る
。
さ
て
、
入
棺
の
た
め
の
殮
襲
に
つ
い
て
も

儒
教
の
用
語
が
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
た
り
、
葬
儀
専
門
の
業
者
が
関

わ
っ
た
り
も
す
る
の
で
、
欧
米
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
か
ら
見
れ
ば
、
ど
う

も
不
思
議
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
葬
儀
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

　

出
棺
を
意
味
す
る
発
靷
礼
拝
の
段
階
で
あ
る
が
、
葬
礼
礼
拝
と
も

い
わ
れ
る
。
主
礼
は
牧
師
が
司
り
、
開
式
辞
、
黙
祷
、
讃
美
歌
（
二

二
一
章
）、
祈
祷
（
牧
師
）、
聖
書
奉
読
（
ヒ
ブ
リ
書
）、
略
歴
報
告

（
主
礼
）、
説
教
、
祈
祷
（
牧
師
）、
挨
拶
、
讃
美
歌
（
五
四
五
章
）、

祝
祷
（
牧
師
）、
出
棺
（
運
柩
委
員
）
の
よ
う
な
順
に
な
っ
て
い
〉
22
〈

る
。

　

さ
て
以
上
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
葬
儀
に
関
し
て
あ
る
程
度
充
実

し
た
例
で
あ
っ
て
、
最
近
は
専
門
葬
儀
場
の
都
合
に
よ
っ
て
、
略
式

化
や
他
宗
教
葬
儀
と
の
普
遍
化
が
進
ん
で
い
る
と
い
わ
れ
る
。
韓
国

の
多
宗
教
状
況
が
現
代
社
会
の
世
俗
化
の
前
で
さ
ら
な
る
文
化
変
容

を
経
験
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

墓
地
に
着
い
た
ら
下
棺
礼
拝
を
行
う
。
火
葬
の
場
合
は
、
も
ち
ろ

ん
火
葬
場
を
経
由
す
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
あ
と
散
骨
よ
り
は
納
骨
堂

に
向
か
う
か
、
土
葬
の
場
合
は
そ
の
ま
ま
墓
地
に
向
か
う
か
で
あ
ろ

う
。
と
こ
ろ
で
、
火
葬
を
す
れ
ば
復
活
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と

心
配
す
る
信
者
も
い
る
な
ど
、
牧
師
と
し
て
は
そ
の
説
明
に
大
変
苦

労
す
る
と
い
わ
れ
る
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
言
い
な
が
ら
も
、
信
者
た

ち
の
心
意
の
中
に
は
、
先
祖
の
お
骨
と
魂
と
が
ま
だ
ま
だ
不
可
分
の

関
係
に
あ
る
ら
し
い
。

　

下
棺
礼
拝
の
例
を
み
る
と
、
開
式
辞
、
黙
祷
、
讃
美
歌
（
一
八
八

章
）、
祈
祷
（
長
老
）、
聖
書
奉
読
、
宣
告
（
主
礼
者
に
よ
り
、
土
か
ら

来
た
体
を
再
び
土
に
戻
す
と
宣
言
す
る
）、
取
土
（
棺
に
土
を
か
け

る
）、
祈
祷
（
主
礼
者
）、
讃
美
歌
（
二
二
八
章
）、
祝
祷
（
主
礼
者
）
の

よ
う
な
順
と
な
っ
て
い
〉
23
〈

る
。
棺
に
土
を
か
け
る
順
で
あ
る
が
、
ま
ず

喪
主
か
ら
始
め
て
、
娘
、
嫁
、
そ
の
他
の
親
族
や
弔
問
客
に
な
る
。

そ
の
他
の
作
業
は
大
体
村
人
の
担
当
と
な
る
が
、
こ
れ
は
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
に
限
ら
ず
、
韓
国
社
会
な
ら
一
般
的
な
し
き
た
り
で
あ
る
の

で
、
宗
教
色
を
以
て
は
な
か
な
か
説
明
で
き
な
い
。
し
か
し
、
墓
石

に
お
け
る
“
聖
徒
○
○
”
と
い
う
墓
碑
銘
だ
け
は
、
故
人
が
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
だ
っ
た
こ
と
を
力
強
く
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

　
結
　
び

　

葬
儀
を
は
じ
め
と
す
る
韓
国
の
様
々
な
民
俗
文
化
は
、
実
は
外
来

の
諸
宗
教
と
の
融
合
の
な
か
度
重
な
る
文
化
変
容
を
余
儀
な
く
さ
れ
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て
き
た
。
こ
れ
は
、
現
代
の
韓
国
社
会
や
文
化
を
見
る
う
え
で
避
け

て
は
通
れ
な
い
前
提
で
あ
る
と
同
時
に
、
本
稿
の
立
脚
点
で
も
あ

る
。
仏
教
伝
来
当
初
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
あ
ら
す
じ
を
俯
瞰
す

る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
が
、
各
時
代
に
お
け
る
宗
教
ご
と
の
浮

沈
と
と
も
に
、
そ
れ
に
連
動
し
て
葬
儀
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
き

た
の
か
を
垣
間
見
た
つ
も
り
で
あ
る
。
近
年
の
葬
儀
で
は
、
こ
の
よ

う
な
多
宗
教
色
と
と
も
に
、
葬
儀
専
門
会
社
に
よ
る
式
典
型
の
葬
儀

も
加
わ
る
な
ど
、
そ
の
変
化
は
著
し
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
宗
教
と

葬
儀
と
の
関
連
は
お
お
む
ね
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。

　

最
初
に
仏
教
と
の
関
連
で
あ
る
が
、
伝
来
当
初
は
王
室
や
貴
族
を

中
心
と
し
た
外
来
文
化
だ
っ
た
の
で
、
自
然
に
仏
教
式
火
葬
も
上
層

階
級
に
限
ら
れ
る
文
化
だ
っ
た
。
高
麗
時
代
に
な
っ
て
か
ら
は
仏
教

が
庶
民
の
あ
い
だ
に
幅
広
く
浸
透
し
て
い
た
の
で
、
そ
れ
に
伴
い
火

葬
も
広
が
り
を
見
せ
た
が
、
朝
鮮
王
朝
時
代
に
入
っ
て
か
ら
は
状
況

が
一
変
し
、
祖
先
崇
拝
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
孝
と
土
葬
で
あ
っ
て
、
火

葬
が
立
ち
入
る
よ
う
な
隙
間
は
あ
ま
り
見
受
け
ら
れ
な
い
時
代
だ
っ

た
。
し
か
し
、
そ
の
背
後
に
は
、
儒
教
が
形
式
主
義
に
走
っ
た
向
き

も
あ
り
、
死
後
の
問
題
、
つ
ま
り
彼
岸
の
不
安
を
解
消
し
て
く
れ
た

の
は
相
変
わ
ら
ず
仏
教
だ
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
外
見
は
儒
教
式
葬
儀
で

あ
り
な
が
ら
、
死
後
の
問
題
に
対
応
す
る
た
め
の
四
十
九
斎
等
が
今

に
残
る
大
き
な
理
由
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

西
方
浄
土
で
の
往
生
願
望
こ
そ
仏
教
式
葬
儀
が
絶
え
な
い
原
因

だ
っ
た
が
、
も
っ
と
積
極
的
な
天
国
へ
の
救
済
は
カ
ト
リ
ッ
ク
や
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
伝
来
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
輪
廻
思

想
を
背
景
と
す
る
仏
教
の
極
楽
往
生
が
生
前
の
功
徳
に
よ
る
も
の
な

ら
、
贖
罪
に
よ
る
天
国
か
地
獄
か
が
と
て
も
リ
ア
ル
に
突
き
つ
け
ら

れ
る
局
面
で
の
葬
儀
が
、
近
代
以
降
、
韓
国
の
葬
儀
文
化
に
さ
ら
に

溶
け
込
み
始
め
た
の
は
注
目
に
値
す
る
大
変
化
だ
っ
た
。
こ
の
変
化

は
、
葬
儀
に
止
ま
ら
ず
、
家
庭
や
地
域
の
構
成
員
同
士
、
ま
た
は
社

会
全
体
の
精
神
的
な
統
合
の
う
え
で
も
深
刻
な
負
担
に
な
る
恐
れ
が

あ
り
、
そ
れ
が
試
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

葬
儀
に
は
や
は
り
土
着
の
要
素
も
残
っ
て
は
い
る
が
、
仏
教
や
儒

教
、
さ
ら
に
カ
ト
リ
ッ
ク
や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
よ
う
な
欧
米
文
化

が
加
勢
し
た
こ
と
が
、
韓
国
の
葬
儀
が
一
層
複
雑
に
な
っ
た
要
因
で

あ
る
。
そ
し
て
現
今
の
葬
儀
は
、
多
文
化
社
会
と
し
て
の
現
代
韓
国

の
縮
図
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
沈
殿
し
て
い
る
は
ず
の

多
宗
教
状
況
を
一
つ
ひ
と
つ
繙
く
こ
と
は
、
現
代
韓
国
の
素
顔
を
読

み
解
く
う
え
で
も
ま
す
ま
す
そ
の
重
要
性
を
増
し
て
い
る
と
言
え

よ
う
。

注〈
1
〉 

愛
知
大
学
国
際
問
題
研
究
所
が
主
催
し
た
講
演
会
で
発
表
さ
れ

た
。
玉
聖
得
「
東
ア
ジ
ア
三
国
の
キ
リ
ス
ト
教
成
長
の
比
較
と
展

望
」（
二
〇
〇
六
年
七
月
二
三
日
）。

〈
2
〉 

片
茂
永
「
宗
教
民
俗
의 

研
究
方
法
과 

範
囲
」『
宗
教
와 

一
生
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儀
礼
』
民
俗
苑
、
二
〇
〇
六
年
、
四
四

－

四
九
頁
。

〈
3
〉 

ミ
ル
チ
ア
・
エ
リ
ア
ー
デ
「
古
代
中
国
の
宗
教
」『
世
界
宗
教

史
』
三
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
二
年
、
三
八
頁
。

〈
4
〉 
具
美
来
『
韓
国
仏
教
의 

一
生
儀
礼
』
民
俗
苑
、
二
〇
一
二
年
、

二
三
六
頁
。

〈
5
〉 

同
右
書
、
二
五
五
頁
。

〈
6
〉 

宝
光
『
喪
葬
例
를 

通
한 

布
教
의 

活
性
化
』（
大
韓
仏
教
曽
渓

宗
教
育
院
本
末
寺
住
持
세
미
나
教
育
内
容
）
二
〇
〇
四
年
。

〈
7
〉 

朴
慶
庸
「
寺
刹
民
間
医
療
伝
承
様
相
」『
韓
国
学
論
集
』
四
一

（
啓
明
大
学
校
韓
国
学
研
究
院
）、
二
〇
一
〇
年
、
三
三
九
頁
。

〈
8
〉 

金
用
善
『
訳
注
高
麗
墓
誌
銘
集
成
』
翰
林
大
学
校
出
版
部
、
二

〇
一
二
年
。

〈
9
〉 

張
淳
用
訳
『
大
蔵
一
覧
集
』
東
国
訳
経
院
、
二
〇
〇
六
年
、
四

五
二
頁
。

〈
10
〉 

白
坡
亘
璇
『
作
法
亀
鑑
』
二
〇
一
〇
年
。

〈
11
〉 

朴
泰
虎
『
葬
礼
의 

歴
史
』
西
海
文
集
、
二
〇
〇
六
年
、
一
七

七
頁
。

〈
12
〉 

『
皇
城
新
聞
』
一
九
一
〇
年
九
月
六
日
。

〈
13
〉 

朝
鮮
総
督
府
中
枢
院
『
朝
鮮
祭
祀
相
続
法
論
序
説
』
国
学
資
料

院
、
一
九
八
〇
年
、
三
二
八
頁
。

〈
14
〉 

具
美
来
『
韓
国
人
의 

죽
음
과 

四
十
九
斎
』
民
俗
苑
、
二
〇
〇

九
年
。

〈
15
〉 

金
時
徳
「
儒
教
式
喪
葬
礼
文
化
」
片
茂
永
ほ
か
『
宗
教
와 

一

生
儀
礼
』
民
俗
苑
、
二
〇
〇
六
年
、
九
一

－

九
二
頁
。

〈
16
〉 

서
울
大
教
区
典
礼
委
員
会
編
『
聖
教
礼
規
』
가
톨
릭
出
版
社
、

一
九
九
〇
年
。

〈
17
〉 

韓
国
天
主
教
主
教
会
議
編
『
喪
葬
礼
式
』
가
톨
릭
出
版
社
、
二

〇
〇
三
年
。

〈
18
〉 

金
栄
珠
「
韓
国
가
톨
릭
의 

一
生
儀
礼
研
究
」
片
茂
永
ほ
か
前

掲
書
、
一
九
六
頁
。

〈
19
〉 

十
字
架
で
処
刑
さ
れ
た
イ
エ
ス
の
苦
難
を
象
っ
た
形
象
。

〈
20
〉 

ま
ず
、
煉
獄
（purgatory

）
と
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
理
か
ら

す
れ
ば
、
死
者
の
魂
が
生
前
に
犯
し
た
罪
を
清
め
、
天
国
へ
行
く
た

め
一
時
的
に
留
ま
る
と
信
じ
ら
れ
る
場
所
で
あ
り
、
煉
霊
と
は
そ
こ

に
辿
り
つ
い
た
死
者
の
こ
と
で
あ
ろ
う
（『
斗
山
百
科
事
典
』

http://term
s.naver.com

/search.nhn?query

）。

〈
21
〉 

李
福
揆
「
韓
国
開
新
教
一
生
儀
礼
와 

伝
統
一
生
儀
礼
의 

相
関

性
」
片
茂
永
ほ
か
前
掲
書
、
二
二
二
頁
。

〈
22
〉 

同
右
論
文
、
二
二
九
頁
。

〈
23
〉 

同
右
論
文
、
二
三
一
頁
。
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죽
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〇
九
年

朴
慶
庸
「
寺
刹
民
間
医
療
伝
承
様
相
」『
韓
国
学
論
集
』
四
一
（
啓
明

大
学
校
韓
国
学
研
究
院
）
二
〇
一
〇
年

具
美
来
『
韓
国
仏
教
의 

一
生
儀
礼
』
民
俗
苑
、
二
〇
一
二
年

金
用
善
『
訳
注
高
麗
墓
地
名
集
成
』
翰
林
大
学
校
出
版
部
、
二
〇
一

二
年

ミ
ル
チ
ア
・
エ
リ
ア
ー
デ
「
古
代
中
国
の
宗
教
」『
世
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