
書

評

る
場
合
が
す
く
な
く
な
い
」
と
し
て
、
宗
教
の
定
義
の
必
要
を
の
べ
て
い
る
。
併
し
、
宗
教
の

道
義
は
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
は
、
世
間
で
伝
統
的
に
常
識
的
に
考
え
ら
れ
た
特
定
の
文
化
現

象
を
手
が
か
り
に
す
る
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
、
宗
教
の
定
義
は
あ
く
ま
で
も
「
作
業
仮
設
的

性
格
」
の
も
の
で
あ
り
、
「
宗
教
学
の
与
え
る
定
義
は
絶
対
に
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
は

な
い
」
と
し
て
い
る
。
宗
教
学
的
研
究
の
進
歩
に
つ
れ
て
、
宗
教
の
定
義
も
変
化
し
、
又
正
確

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
宗
教
の
定
義
は
今
日
ま
で
お
び
た
だ
し
い
数
に
の
ぼ
っ
て
い
る
が

そ
れ
ら
を
大
別
す
る
と
「
大
体
三
つ
の
類
型
」
が
あ
る
と
著
者
は
の
べ
て
い
る
。
「
第
一
の
類

型
に
属
す
る
定
義
は
、
神
の
観
念
を
中
心
と
し
て
宗
教
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」

と
し
、
神
を
た
て
る
も
の
と
、
神
を
た
て
な
い
宗
教
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
神
を
た
て

る
宗
教
の
代
表
は
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
り
、
神
を
た
て
な
い
宗
教
の
代
表
は
仏
教
で
あ
る
と
云
え

よ
う
。
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
や
ゾ
ロ
ア
ス
タ
i
教
も
亦
神
を
た
て
る
宗
教
で
あ
り
、
原
始
宗
教
と
し

て
の
プ
レ
ア
ニ
シ
ズ
や
、
デ
ュ
ー
ウ
イ
博
士
等
の
主
張
す
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
な
宗
教
も
神

を
た
て
な
い
宗
教
の
代
表
で
あ
る
。
　
「
第
二
の
類
型
は
人
間
の
情
緒
的
経
験
の
上
に
、
宗
教
と

し
て
の
特
徴
を
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
神
々
し
さ
、
清
浄
感
、
神
聖
感
、
畏
敬
の
情

な
ど
は
、
宗
教
体
験
に
伴
っ
て
現
れ
て
く
る
特
徴
的
な
情
緒
経
験
で
あ
る
」
と
し
て
、
ド
イ
ツ

の
ル
ド
ル
フ
、
オ
ッ
ト
ー
の
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
の
意
識
や
、
シ
ユ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
の
絶
対
所
依
の

感
情
等
を
あ
げ
て
い
る
。
第
三
の
類
型
と
し
て
、
　
「
人
間
の
生
活
活
動
を
中
心
と
し
て
宗
教
を

捉
え
よ
う
と
す
る
立
場
」
を
あ
げ
、
著
者
自
身
も
こ
の
第
三
の
立
場
を
と
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
い
よ
い
よ
著
者
は
作
業
仮
設
的
規
定
と
し
て
、
宗
教
を
一
応
次
の
如
く
定
義
し
て

い
る
。

　
「
宗
教
と
は
、
人
間
生
活
の
究
極
的
な
意
味
を
あ
き
ら
か
に
し
、
人
間
の
問
題
の
究
極
的
な

　
解
決
に
か
か
わ
り
を
も
っ
と
、
人
々
に
よ
っ
て
信
じ
ら
れ
て
い
る
い
と
な
み
を
申
心
と
し
た

　
文
化
現
象
で
あ
る
。
」

　
著
者
は
更
に
進
ん
で
、
第
三
章
を
「
宗
教
の
基
本
的
構
造
と
機
能
」
と
し
て
、
　
「
人
間
の
問

題
」
「
文
化
現
象
」
「
究
極
的
」
「
信
じ
ら
れ
て
い
る
」
の
四
項
目
を
、
第
四
章
「
個
人
の
場
に
お

け
る
宗
教
」
に
於
て
「
個
人
的
宗
教
の
構
造
」
「
信
仰
体
制
の
類
型
」
「
宗
教
体
験
」
の
三
項
目
、

第
五
章
「
宗
教
的
行
為
の
形
態
」
に
於
て
「
宗
教
的
行
為
の
性
格
」
「
呪
術
」
「
宗
教
儀
礼
」
「
祈

り
」
　
「
布
教
伝
道
と
宗
教
的
奉
仕
」
の
五
項
目
、
第
六
章
「
信
仰
体
制
の
形
成
」
に
於
て
信
仰

体
制
形
成
の
方
法
」
「
修
行
の
基
礎
的
性
格
」
「
修
行
の
方
法
」
の
三
項
目
、
第
七
章
「
宗
教

思
想
の
諸
相
」
、
第
八
章
「
社
会
の
場
に
お
け
る
宗
教
」
に
於
て
も
そ
れ
ぞ
れ
主
要
に
し
て
興

味
あ
る
課
題
を
多
く
と
り
上
げ
て
い
る
。
　
（
大
明
堂
発
行
、
菊
判
一
五
三
頁
　
　
ご
八
○
円
）

玉
上
琢
弥
博
士
著

源
氏
物
語
評
釈
第
一
巻

田
　
申
　
重
　
太
　
郎

　
た
の
し
い
本
で
あ
る
。
い
ま
ま
で
の
注
釈
書
の
や
う
な
感
じ
が
し
な
い
、
新
鮮
な
味
の
評
釈

書
で
あ
る
。

　
む
つ
か
し
い
源
氏
物
語
の
本
文
に
、
自
然
に
な
じ
ん
で
し
ま
ふ
。
そ
し
て
、
一
ペ
ー
ジ
あ
け

る
と
、
著
者
独
特
の
鑑
賞
の
筆
に
魅
せ
ら
れ
て
、
つ
ひ
つ
づ
い
て
何
ペ
ー
ジ
か
を
読
ん
で
し
ま

ふ
。
も
ち
ろ
ん
、
学
問
的
な
本
で
あ
る
が
、
近
づ
き
に
く
く
な
く
、
読
む
意
欲
を
そ
そ
ら
れ
る

評
釈
で
あ
る
。
罫
書
も
挿
絵
も
上
品
で
う
つ
く
し
い
。

　
作
者
の
紫
式
部
も
さ
ぞ
か
し
よ
ろ
こ
ん
で
み
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
「
い
ま
ま
で
ず
る
ぶ
ん
た

く
さ
ん
源
氏
の
注
釈
や
口
語
訳
、
現
代
語
版
を
出
し
て
く
だ
さ
っ
た
け
れ
ど
、
こ
れ
ほ
ど
セ
ン

ス
の
あ
る
本
は
、
な
か
っ
た
わ
」
と
。

　
　
二
七
六
ペ
ー
ジ
を
開
い
て
み
る
。

　
な
よ
竹
の
心
ち
　
も
と
も
と
や
さ
し
い
女
が
、
心
に
も
な
い
態
度
を
と
る
。
し
な
や
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
竹
を
、
男
は
思
う
。

　
「
見
る
」
は
英
語
の
8
ω
o
o
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
女
は
男
に
顔
を
あ
わ
せ
な
い
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
か
べ
し
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　

こ
ろ
か
姿
も
見
せ
な
い
。
み
す
の
裏
に
壁
代
が
あ
り
、
そ
の
奥
に
屏
風
・
几
帳
。
男
が
み
す

に
近
づ
け
ば
と
く
に
気
を
つ
け
て
扇
で
顔
を
か
く
す
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
は
は
き
ぎ
（
帯
木
）
巻
の
一
節
で
、
光
源
氏
が
伊
予
守
の
後
妻
　
う
つ
せ
み

と
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あ
ふ
と
こ
ろ
の
鑑
賞
。
そ
の
原
文
と
現
代
語
訳
と
を
こ
の
本
か
ら
示
す
と
、

る
。

人
が
ら
の
た
を
や
ぎ
た
る
に
、
つ
よ
き
心

を
し
ひ
て
加
へ
た
れ
ば
、
な
よ
竹
の
こ
＼

ち
し
て
、
さ
す
が
に
を
る
べ
く
も
あ
ら

ず
、
ま
こ
と
に
こ
こ
ろ
や
ま
し
く
て
、
あ

な
が
ち
な
る
御
心
ば
へ
を
、
い
ふ
か
た
な

し
と
思
ひ
て
、
泣
く
さ
ま
な
ど
い
と
あ
は

れ
な
り
、
心
ぐ
る
し
く
は
あ
れ
ど
、
み
ざ

ら
ま
し
か
ば
く
ち
を
し
か
ら
ま
し
と
お
ぼ

す
、

つ
ぎ
の
や
う
で
あ

人
柄
が
柔
和
な
の
に
、
む
り
に
強
情
ぶ
っ
た
の

で
、
な
よ
竹
の
よ
う
な
感
じ
が
し
て
、
　
（
折
れ

そ
う
で
い
て
）
さ
す
が
に
折
れ
そ
う
に
も
な
い
。

ほ
ん
と
う
に
気
が
気
で
な
く
て
、
無
理
強
い
な

さ
る
お
心
を
、
無
茶
な
な
さ
れ
よ
う
だ
と
思
っ

て
泣
く
と
こ
ろ
な
ど
、
じ
つ
に
気
の
毒
で
あ

る
。
か
わ
い
そ
う
に
は
思
し
召
す
が
、
　
（
こ
の

女
に
）
あ
わ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
心
残
り
だ
っ

た
ろ
う
と
お
思
い
に
な
る
。

　
組
み
方
が
も
と
ど
ほ
り
に
示
せ
な
い
の
が
残
念
だ
が
、
本
文
は
九
ポ
イ
ン
ト
活
字
で
二
十
五

字
、
訳
は
八
ポ
イ
ン
ト
活
字
で
二
十
八
字
で
、
上
下
対
照
し
て
あ
っ
て
、
ま
こ
と
に
読
み
や
す

い
。
本
文
の
句
読
点
は
、
読
点
（
、
）
ば
か
り
で
、
句
点
（
。
）
は
使
用
し
て
み
な
い
。

　
た
だ
弱
く
て
、
だ
れ
に
で
も
な
び
く
女
。
そ
ん
な
女
性
に
魅
力
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
人
間

と
し
て
の
価
値
も
な
い
。
強
が
っ
て
み
て
、
あ
る
い
は
、
真
か
ら
強
く
て
ま
す
ら
を
の
や
う
な

女
。
こ
ん
な
女
性
に
も
ま
た
魅
力
は
な
い
。
や
さ
し
く
、
弱
さ
う
で
、
し
か
も
、
守
る
べ
き
も

の
は
ど
こ
ま
で
も
守
り
、
自
分
の
選
ん
だ
た
だ
一
人
の
男
性
に
だ
け
は
、
「
女
」
を
見
せ
る
。

す
べ
て
を
さ
き
げ
つ
く
す
。
こ
ん
な
女
性
は
、
理
想
的
だ
。
わ
た
く
し
は
、
か
つ
て
、
こ
ん
な

女
性
を
「
京
女
」
と
い
ふ
小
文
で
、
水
に
た
と
へ
た
。
方
円
の
器
に
し
た
が
ふ
水
の
な
よ
や
か

さ
、
し
か
し
、
そ
の
強
さ
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
　
（
「
洛
味
」
昭
和
三
十
年
三
月
号
）
紫
式
部

は
、
あ
る
種
の
女
性
を
こ
こ
に
「
な
よ
竹
の
心
ち
」
と
し
て
み
た
。
そ
の
解
説
は
、
右
の
玉

上
博
士
の
説
か
れ
た
と
こ
ろ
で
十
分
で
あ
ら
う
。

　
源
氏
物
語
は
日
本
古
典
の
う
ち
で
、
万
葉
集
に
次
ぐ
す
ば
ら
し
い
、
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
万
葉
集
は
、
一
人
の
作
品
で
は
な
い
。
一
人
の
女
性
の
書
い
た
文
学
作
品
と
し

て
、
源
氏
物
語
ほ
ど
り
っ
ぱ
な
も
の
は
、
わ
が
国
に
な
・
い
。
日
本
女
性
は
、
す
べ
て
こ
の
す
ぐ

れ
た
古
典
を
読
む
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
国
文
科
の
学
生
で
な
く
て
も
、
日
本
人
で
あ
る
か

ぎ
り
、
全
文
を
読
ん
で
お
く
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
の
意
義
の
あ
る
作
品
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
、
そ
の
全
文
に
し
た
し
み
や
す
い
口
語
訳
と
鑑
賞
と
を
加
へ
た
「
源
氏
物
語
評
釈
」

が
出
た
。
ぜ
ひ
一
本
を
備
へ
て
、
読
み
は
じ
め
ら
れ
る
が
よ
い
。
第
一
巻
は
、
き
り
つ
ぼ
．
は

は
き
ぎ
・
う
つ
せ
み
・
ゆ
ふ
が
ほ
の
四
帖
を
収
め
て
あ
る
が
、
こ
の
あ
と
、
三
箇
月
ご
と
に
一

冊
つ
つ
出
て
、
全
十
巻
、
別
巻
一
冊
が
出
て
、
昭
和
四
十
一
年
末
に
全
巻
完
結
す
る
予
定
だ
と

聞
く
。
そ
れ
ま
で
に
む
す
め
と
し
て
源
氏
物
語
を
全
部
読
め
と
ほ
せ
る
か
、
あ
る
い
は
、
結
婚

し
て
か
ら
も
妻
と
な
っ
て
、
あ
る
い
は
、
母
に
な
っ
て
、
読
み
つ
づ
け
ら
れ
る
か
、
そ
れ
は
、

ど
ち
ら
で
も
よ
い
。
と
も
か
く
も
、
こ
の
古
典
を
か
な
ら
ず
読
ん
で
ほ
し
い
の
で
あ
る
。
こ
の

「
評
釈
」
は
、
源
氏
物
語
を
読
む
と
と
も
に
王
朝
の
文
化
を
知
り
、
人
の
心
を
学
び
、
い
つ
に

か
は
ら
ぬ
こ
の
世
の
人
の
情
を
学
び
知
る
こ
と
に
、
こ
よ
な
き
手
び
き
で
あ
る
。
お
な
じ
玉
上

博
士
の
著
に
角
川
文
庫
版
の
「
源
氏
物
語
」
が
出
て
み
る
。
こ
れ
は
、
携
帯
に
便
利
で
、
車
中

の
読
み
も
の
と
し
て
も
適
当
で
あ
る
。
彼
此
併
読
せ
ら
れ
た
ら
、
得
ら
れ
る
と
こ
ろ
多
大
で
あ

ら
㍉
つ
。

　
な
ほ
、
国
文
科
の
在
学
生
・
卒
業
生
で
、
よ
り
専
門
的
に
、
こ
の
物
語
を
読
み
た
い
人
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
と
し

は
、
こ
の
本
と
あ
は
せ
て
、
ぜ
ひ
松
尾
　
聰
博
士
の
「
全
高
源
氏
物
請
」
（
筑
摩
書
房
刊
）
〔
第

一
巻
か
ら
第
四
巻
ま
で
既
刊
〕
を
読
ん
で
行
か
れ
る
が
よ
い
。
こ
の
本
に
は
、
鑑
賞
と
か
評
と

か
は
な
い
が
、
諸
説
を
吟
味
し
、
文
法
を
く
は
し
く
説
明
し
な
が
ら
、
こ
の
評
釈
と
同
時
に
生

き
た
現
代
語
訳
が
し
て
あ
る
す
ぐ
れ
た
本
で
あ
る
。
こ
の
両
種
の
注
釈
を
読
む
こ
と
に
よ
っ

て
こ
そ
自
分
自
身
の
源
氏
物
語
の
「
よ
み
」
が
完
成
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
よ
り
深
い
源
氏
物
語
味

読
の
世
界
が
開
か
れ
る
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
三
十
九
年
十
月
三
十
日
刊
　
定
価
二
〇
〇
〇
円
　
角
川
書
店
）
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