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ビ
ュ
ー
教
授
に
よ
れ
ば
、
今
日
世
界
に
は
十
一
の
宗
教
が
活
在
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
諸
宗
教
を
類
型
的
に
見
れ
ば
、
結
局
は
キ
リ

ス
ト
教
型
と
仏
教
型
と
の
二
つ
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
型
の
宗
教
は
、
神
と
祈
禧
と
を
中
心
と
す
る
有
神
論
的
宗
教
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
v
仏
教
型
の
宗
教
は
、
神
と
祈
疇
と
を
説
か
ず
、
宇
宙
の
真
理
と
し
て
の
ダ
ル
マ
を
身
証
し
、
体
験
せ
ん
と
す
る

無
神
論
的
宗
教
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
宇
宙
万
物
を
無
か
ら
創
造
し
、
こ
れ
を
支
配
す
る
唯
一
な
る
超
越
の
人
格
神
を
崇
拝
対
象
と

し
、
か
㌧
る
神
へ
の
祈
疇
、
神
の
愛
の
恵
み
、
罪
の
許
し
、
救
済
に
よ
っ
て
永
遠
の
平
和
と
浄
福
と
を
理
想
と
す
る
宗
教
は
キ
リ
ス
リ
凸

型
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
宇
宙
人
生
を
一
貫
す
る
真
理
と
し
て
の
ダ
ル
マ
を
崇
拝
対
象
と
し
、
そ
の
ダ
ル
マ
を
修
道
工
夫
の
自
己
啓
培
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リ

に
よ
っ
て
身
証
し
、
現
実
の
憂
悲
苦
悩
か
ら
の
解
放
と
し
て
の
解
脱
、
最
高
の
自
由
と
平
和
と
し
て
の
浬
藥
を
究
童
の
理
想
と
す
る
も
の
は

仏
教
型
の
宗
教
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
型
の
宗
教
に
あ
っ
て
は
神
が
出
発
点
で
あ
り
、
仏
教
型
の
宗
教
に
あ
っ
て
は
む
し
ろ
人
間
が
出
発

点
と
な
っ
て
い
る
。
更
に
、
前
者
は
神
と
人
間
と
を
全
く
の
異
質
的
存
在
と
し
、
超
越
と
し
て
の
神
が
人
間
に
内
在
化
す
る
と
こ
ろ
に
究
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極
の
理
想
を
体
験
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
は
神
と
人
間
と
は
本
質
的
に
は
全
く
同
質
的
存
在
で
あ
り
、
人
間
の
中
に
超

越
が
既
に
内
在
し
て
い
る
こ
と
を
体
験
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
神
人
懸
隔
髪
型
と
神
人
同
格
教
型
と
云
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

　
欧
米
の
宗
教
学
者
の
中
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
宗
教
観
の
伝
統
と
影
響
と
に
よ
っ
て
、
神
の
存
在
を
否
認
す
る
が
如
き
も
の
は
宗
教
に

非
ず
と
し
、
従
っ
て
、
無
神
論
的
な
る
仏
教
を
宗
教
に
非
ず
と
主
張
し
た
学
者
も
す
く
な
く
な
い
。

　
宗
教
史
家
メ
ン
チ
ー
ス
は
仏
教
の
宗
教
性
を
否
定
し
て
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

　
「
吾
々
は
歴
史
的
目
的
か
ら
仏
教
を
宗
教
と
し
て
分
類
す
る
こ
と
は
出
来
る
が
、
仏
教
は
実
際
に
は
宗
教
的
観
念
を
欠
除
し
て
居
り
、
宗
教
の
名
を
受
く

　
　
　
　
　
　
　
㈹

　
る
κ
値
い
し
な
い
」

仏
教
研
究
家
モ
ニ
ア
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
も
亦
仏
教
の
宗
教
性
を
否
定
し
て
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

　
「
少
く
と
も
、
最
も
初
期
に
於
け
る
、
そ
し
て
最
も
真
正
な
る
形
で
の
仏
教
は
、
全
く
宗
教
で
は
な
く
て
、
人
生
に
対
す
る
圧
世
主
義
的
理
論
の
上
に
築

　
き
上
げ
ら
れ
た
単
な
る
道
徳
及
び
哲
学
の
体
系
で
あ
る
」

フ
ラ
ン
ス
の
印
度
学
者
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
も
「
神
を
持
た
ぬ
道
徳
的
組
織
及
び
自
然
な
き
無
神
論
」
と
述
べ
、
独
歩
の
仏
教
学
者
オ
ル
デ
ン
ベ
ル

グ
も
仏
教
の
無
神
論
を
強
調
し
た
。
欧
米
人
の
宗
教
劇
に
基
い
た
仏
教
の
見
方
を
知
る
最
も
典
型
的
な
態
度
が
、
宗
教
学
者
ゼ
ー
ボ
ン
ス

の
次
の
言
葉
の
中
に
は
っ
き
り
と
現
わ
れ
て
い
る
。

　
「
実
際
的
な
人
生
問
題
の
解
決
と
し
て
は
、
神
の
信
仰
は
無
用
で
あ
っ
た
。
仏
陀
は
神
信
仰
を
排
除
し
た
。
救
済
は
人
間
自
身
か
ら
来

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
理
想
は
苦
悩
か
ら
の
離
脱
で
あ
り
、
そ
の
理
想
に
導
く
と
こ
ろ
の
道
は
人
間
自
身
が
踏
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
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へ

る
。
神
は
無
視
さ
れ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
仏
陀
の
教
義
は
本
質
的
に
は
非
宗
教
的
で
あ
る
。
若
し
も
信
者
達
が
こ
の
教
へ
に

忠
実
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
い
か
ほ
ど
仏
教
そ
の
も
の
は
重
要
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
恐
ら
く
宗
教
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
仏

教
に
は
崇
拝
も
な
く
神
も
無
い
。
併
し
、
実
際
に
は
仏
教
は
宗
教
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
仏
教
は
一
人
の
人
格
神
を
持
っ
て
い
る
。
仏



　
　
モ
　
ト

教
の
基
底
は
仏
陀
自
身
の
人
格
で
あ
る
。
而
も
仏
陀
の
人
格
は
仏
教
思
想
の
発
展
に
従
っ
て
先
づ
理
想
化
さ
れ
次
い
で
神
格
化
さ
れ

た
。
仏
陀
が
弟
子
達
に
対
し
て
、
人
間
が
苦
悩
か
ら
離
脱
す
る
た
め
に
は
い
か
な
る
神
を
も
崇
拝
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
つ
と
め
た
に
も

か
～
わ
ら
ず
こ
の
こ
と
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
」

　
ラ
イ
シ
ャ
ウ
ア
博
士
も
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
つ
い
て
、
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
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ス
チ
ン
ク
シ
ヨ
ン
　
　
　
の

　
「
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
あ
っ
て
は
、
神
と
人
間
と
の
間
に
は
明
確
な
る
　
区
　
　
別
　
が
あ
る
」

博
士
は
又
同
書
に
於
て
西
欧
的
宗
教
の
理
解
に
つ
い
て
て
次
の
如
く
に
述
べ
て
い
る
。
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「
吾
々
西
欧
の
宗
教
思
想
に
よ
れ
ば
、
神
な
き
宗
教
と
云
ふ
も
の
は
宗
教
と
は
恐
ら
く
考
へ
ら
れ
な
い
で
あ
ら
う
。
」

と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
な
特
異
の
性
格
を
持
つ
仏
教
へ
の
興
味
と
関
心
と
は
ま
こ
と
に
深
く
、
多
く
の
仏
教
学
者
が
欧
米
に
は
相
次
い
で

活
躍
し
て
い
る
。
特
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
や
パ
ー
リ
の
原
典
を
中
心
と
す
る
原
始
根
本
仏
教
の
研
究
、
そ
れ
か
ら
の
発
展
と
し
て
の
大
乗

仏
教
の
研
究
も
す
こ
ぶ
る
盛
ん
で
あ
り
、
そ
の
学
的
業
績
も
極
め
て
大
き
い
。
併
し
、
浄
土
仏
教
の
研
究
者
は
甚
だ
す
く
な
い
。
そ
の
理

由
は
い
っ
こ
に
存
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
き
て
、
極
わ
め
て
興
味
あ
り
、
且
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
無
神
無
祈
疇
を
根
本
性
格
と
す
る
仏
教
の
中
に
、
一
見
し
て
キ
リ
ス
ト
教
的

一
神
教
に
全
く
類
似
せ
る
浄
土
仏
教
の
存
在
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
救
済
者
ア
ミ
ダ
仏
の
慈
悲
に
よ
っ
て
、
如
何
な
る
罪
と
悪
の
人
間
も

救
わ
れ
て
仏
に
な
る
、
こ
と
が
出
来
る
と
の
教
へ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
ミ
ダ
仏
信
仰
は
、
謂
は
ば
仏
教
ら
し
か
ら
ざ
る
仏
教
と
欧
米

人
に
は
見
ら
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
余
り
に
も
キ
リ
ス
ト
教
と
類
似
せ
る
た
め
、
浄
土
仏
教
は
キ
リ
ス
ト
教
や
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー

教
の
如
き
異
教
の
影
響
を
受
け
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
の
推
測
を
下
す
者
も
あ
る
。
而
も
か
か
る
ア
ミ
ダ
仏
信
仰
の
歴
史
は
古
い
。
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少
く
と
も
文
献
的
に
見
て
も
印
度
の
竜
樹
、
天
親
、
更
に
、
中
国
の
曇
鷺
、
道
緯
、
善
導
へ
と
発
展
し
、
日
本
に
於
て
於
い
て
源
信
、
法
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⑯
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然
、
親
驚
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
た
。
独
立
の
宗
派
と
し
て
も
浄
土
宗
、
浄
土
真
宗
、
時
宗
、
融
通
念
仏
宗
等
が
開
宗
さ
れ
、
浄
土
仏
教
は

日
本
に
於
け
る
最
大
の
教
団
と
ま
で
な
っ
た
の
で
あ
る
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
欧
米
の
仏
教
研
究
者
の
中
に
は
、
浄
土
仏
教
は
仏
教
に
非
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

と
の
態
度
を
と
る
学
者
も
い
る
の
で
あ
る
。

　
今
一
つ
の
理
由
は
、
欧
文
に
よ
る
浄
土
仏
教
の
資
料
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
戦
前
に
於
て
も
本
願
寺
教
団
か
ら
可
な
り
英

文
聖
典
や
解
説
書
が
出
版
さ
れ
、
殊
に
最
近
で
は
欧
米
白
人
伝
道
の
目
的
か
ら
種
々
の
欧
文
仏
書
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
他
の
仏
教
々
団

に
あ
っ
て
も
亦
同
様
の
努
力
を
な
し
て
は
い
る
。
こ
れ
ら
の
欧
文
仏
書
が
欧
米
人
に
普
及
し
、
理
解
さ
れ
、
浄
土
仏
教
研
究
が
活
画
化
す

る
た
め
に
は
尚
相
当
の
時
間
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
何
れ
に
も
せ
よ
、
戦
前
戦
後
を
通
じ
て
欧
米
人
の
手
に
よ
る
浄
土
仏
教
の
研
究
は
ま
こ
と
に
す
く
な
い
。
私
の
知
る
限
り
で
は
僅
か

に
、
二
、
三
の
著
述
に
於
て
取
扱
は
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
古
く
は
マ
ク
ス
、
ミ
ュ
ー
ラ
博
士
監
集
の
「
東
方
聖
書
」
の
第
四
十
九
巻
に
浄
土
の
三
部
経
が
英
訳
さ
れ
い
る
。
米
国
の
ポ
ー
ル
、
ケ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

！
ラ
ス
博
士
の
「
仏
陀
の
福
音
」
中
に
、
ア
ミ
ダ
仏
に
つ
い
て
の
経
典
の
紀
文
が
五
、
六
頁
に
亘
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
又
同
氏
の
著
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「
仏
教
及
び
仏
教
か
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
」
の
申
で
は
僅
か
二
頁
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
米
国
の
ラ
イ
シ
ャ
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ウ
ア
博
士
の
「
日
本
仏
教
の
研
究
」
で
は
、
浄
土
仏
教
が
か
な
り
周
到
に
取
扱
わ
れ
て
居
り
、
こ
の
種
の
研
究
と
し
て
は
す
ぐ
れ
た
も
の

で
あ
る
。

　
浄
土
仏
教
が
、
仏
教
一
般
の
中
で
、
特
に
大
乗
仏
教
の
中
で
持
つ
特
異
の
地
位
や
そ
の
意
味
を
、
正
当
に
理
解
す
る
こ
と
は
、
日
本
の

仏
教
学
界
に
敵
て
も
甚
だ
困
難
な
課
題
で
あ
り
、
解
決
し
つ
く
さ
れ
た
と
は
決
し
て
云
へ
な
い
段
階
に
あ
る
。
ま
し
て
や
欧
米
人
が
、
浄

土
仏
教
を
正
当
に
理
解
し
、
こ
れ
を
信
行
す
る
ま
で
に
は
今
後
相
当
の
期
間
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
私
は
こ
の
小
論
に
於
て
、
以
上
の
こ
と
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
戦
後
に
私
が
手
に
す
る
こ
と
の
出
来
た
若
千
の
欧
米
人
の
浄
土
仏
教
研



究
の
著
書
、
論
文
を
整
理
し
て
こ
れ
を
紹
介
レ
、
併
せ
て
、
欧
米
人
に
と
っ
て
浄
土
仏
教
思
想
に
含
ま
る
〉
幾
つ
か
の
主
要
問
題
点
、
或

い
は
彼
等
に
と
っ
て
響
き
と
な
っ
て
い
る
点
を
も
究
明
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
限
ら
れ
た
る
資
料
で
あ
る
か
ら
、
欧
米

人
の
浄
土
仏
教
研
究
の
全
ぼ
う
は
明
か
に
し
得
な
い
に
し
て
も
、
彼
等
が
浄
土
仏
教
に
対
す
る
考
へ
方
、
理
解
の
程
度
、
問
題
点
、
導
き

と
な
っ
て
い
る
も
の
を
ほ
ぼ
明
か
に
し
得
た
と
思
う
。
不
備
の
点
は
今
後
の
研
究
を
ま
っ
て
補
足
し
て
行
き
た
い
と
思
う
。
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欧
米
人
の
浄
土
仏
教
研
究
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〉
．
国
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閃
①
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ω
o
げ
帥
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①
コ
Q
り
ε
9
①
ω
ぎ
一
㊤
℃
p
ロ
①
ω
①
b
d
漏
α
畠
匡
ω
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℃
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ー
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卜
⊃
曰
い
め
⊃
ホ
ー
b
o
O
O
・ 八

一、

`
・
C
・
ブ
ゥ
ケ
氏
の
「
宗
教
学
」
に
於
け
る
浄
土
仏
教
研
究

　
氏
は
こ
の
三
百
頁
余
の
書
物
の
中
で
、
印
度
と
日
本
、
中
国
の
仏
教
に
つ
い
て
実
に
五
十
余
頁
に
亘
っ
て
論
述
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち

日
本
の
仏
教
各
派
に
つ
い
て
特
に
論
述
し
た
も
の
は
十
一
頁
に
及
ん
で
い
る
。
・
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
一
般
宗
教
学
の
著
書
に
得
て
は
殆
ん

ど
例
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
の
仏
教
全
般
に
つ
い
て
の
見
方
に
も
参
考
と
な
る
若
干
の
問
題
も
な
い
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い

て
は
他
の
機
会
に
ゆ
つ
っ
て
、
こ
、
で
は
特
に
彼
の
浄
土
仏
教
に
つ
い
て
、
ア
ミ
ダ
信
仰
に
つ
い
て
、
そ
し
て
浄
土
真
宗
に
つ
い
て
の
彼

の
論
述
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
欧
米
人
の
手
に
な
る
宗
教
学
の
中
で
こ
れ
ほ
ど
浄
土
真
宗
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
論
述
も
あ
ま
り
多
く

の
例
を
み
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
彼
は
平
安
時
代
に
於
け
る
天
台
仏
教
と
真
言
仏
教
に
つ
い
て
述
べ
た
後
で
、
「
末
期
の
諸
宗
派
の
教
義
は
甚
だ
し
く
異
る
も
の
で
あ
る
。

慈
悲
深
き
神
、
お
そ
ら
く
は
イ
ラ
ン
の
地
に
起
源
を
有
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
ア
ミ
ダ
仏
は
歴
史
的
人
物
と
し
て
は
殆
ん
ど
考
へ
ら
れ

な
い
け
れ
ど
も
、
次
第
に
ボ
サ
ツ
と
し
て
崇
拝
さ
れ
る
に
到
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ア
ミ
ダ
信
仰
は
西
歴
一
世
紀
頃
印
度
に
発
生
し
た
も
の
の

よ
う
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
恐
ら
く
イ
ラ
ン
地
方
か
ら
来
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
こ
の
ア
ミ
ダ
信
仰
は
時
と
し
て
は
想
像
さ
れ

た
よ
う
に
、
．
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
に
因
る
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
勿
論
キ
リ
ス
ト
教
の
（
キ
リ
ス
ト
を
通
じ
て
済
度
を
説
く
）
キ
リ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

ト
済
度
論
は
恐
ら
く
西
進
し
た
同
一
の
イ
ラ
ン
的
教
義
に
何
ほ
ど
か
負
う
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
」

　
教
授
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ア
ミ
ダ
信
仰
の
起
源
を
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
イ
ラ
ン
の
ゾ
ラ
ア
ス
タ
ー
教
思
想

信
仰
に
起
因
す
る
も
の
と
推
定
し
た
。
こ
の
問
題
は
早
急
に
は
解
決
し
得
な
い
が
、
興
味
あ
る
問
題
の
一
つ
と
云
へ
よ
う
。

　
「
ア
ミ
ダ
信
仰
は
初
期
の
仏
教
経
典
中
に
は
全
く
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
後
期
の
教
義
に
現
わ
れ
た
も
の
で
、
自
己



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ル
フ

を
燈
明
と
す
る
こ
と
を
教
へ
た
原
初
仏
教
に
は
な
か
っ
た
。
即
ち
、
自
燈
明
の
教
義
は
努
力
の
教
へ
で
あ
っ
て
、
自
我
の
問
題
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

も
、
他
人
の
影
響
を
受
身
的
に
受
け
る
と
云
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
は
能
動
的
活
動
を
意
味
し
て
い
る
。
」

　
繹
尊
は
死
の
直
前
迄
弟
子
達
に
「
汝
自
身
を
燈
明
と
し
、
他
を
燈
明
と
す
る
な
か
れ
、
汝
自
身
を
依
り
処
と
し
、
他
を
依
り
処
と
す
る

な
か
れ
」
と
訓
誠
し
た
。
こ
の
よ
う
な
点
を
考
へ
、
又
、
釈
尊
在
世
申
の
根
本
説
法
と
も
云
う
べ
き
「
四
諦
八
聖
道
」
「
十
二
因
縁
」
「
三

法
印
」
等
か
ら
考
へ
て
も
、
修
道
工
夫
と
云
う
自
己
啓
培
の
道
が
本
来
の
仏
教
で
あ
っ
て
、
他
の
慈
悲
や
恵
に
よ
っ
て
悟
り
を
ひ
ら
き
、

解
脱
し
、
成
仏
す
る
と
云
う
が
如
き
思
想
が
初
期
仏
教
に
な
か
っ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
で
は
、
浄
土
仏
教
思
想
乃
至
信
仰
は
、
釈
尊

の
教
説
の
如
何
な
る
思
想
か
ら
発
芽
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
も
浄
土
教
の
起
源
に
関
す
る
重
要
な
課
題
の
一
つ
と
な
る
で
あ

ろ
う
。
教
授
は
進
ん
で
ア
ミ
ダ
信
仰
の
内
容
に
ふ
れ
て
次
の
如
く
論
じ
て
い
る
。

　
「
無
限
の
光
明
と
無
限
の
生
命
と
を
意
味
す
る
ア
ミ
タ
ブ
ハ
又
は
ア
ミ
タ
ユ
ス
は
ボ
サ
ツ
と
考
へ
ら
れ
て
居
り
、
こ
の
ボ
サ
ツ
の
巨
大

な
功
徳
は
他
の
人
々
の
救
済
に
役
立
つ
も
の
で
あ
り
、
ア
ミ
ダ
信
仰
は
全
く
こ
の
ア
ミ
ダ
の
功
徳
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
し
、
決
し

て
吾
々
が
行
う
い
か
な
る
行
為
に
も
存
し
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
限
り
に
於
て
は
、
ア
ミ
ダ
信
仰
は
使
徒
ボ
ー
ロ
が
ロ
ー
マ
人
に
書
き
送

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
リ
ッ
ト
　
　
の

っ
た
教
義
と
著
し
く
類
似
し
て
い
る
。
そ
し
て
又
、
人
間
の
功
徳
に
は
何
等
信
頼
せ
ず
、
た
だ
信
仰
に
の
み
よ
っ
て
の
救
済
を
強
調
し
た

ル
ー
テ
ル
の
解
釈
に
も
類
似
し
て
い
る
。
併
し
こ
の
こ
と
は
如
何
な
る
意
味
に
於
て
も
キ
リ
も
ト
教
と
の
関
係
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な

い
。
」

　
ボ
ー
ロ
や
ル
ー
テ
ル
の
新
教
に
あ
っ
て
、
　
「
た
だ
信
仰
の
み
に
よ
る
救
済
」
が
説
か
れ
て
い
る
点
と
、
浄
土
真
宗
で
の
「
唯
信
素
干
」

「
他
力
信
仰
」
と
を
比
較
研
究
す
る
こ
と
も
興
味
あ
る
課
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。
教
授
は
論
述
を
つ
づ
け
て
次
の
如
く
記
し
て
居
る
。

　
「
ア
ミ
ダ
信
仰
侭
黒
汗
三
〇
〇
年
以
前
に
印
度
よ
り
中
国
に
伝
へ
ら
れ
、
更
に
、
二
、
三
世
紀
後
日
本
に
ひ
ろ
ま
っ
た
。
最
初
ア
ミ
ダ

信
仰
は
、
単
に
呪
文
だ
け
で
な
く
、
　
ア
ミ
ダ
を
冥
想
す
る
こ
と
を
す
㌧
め
て
い
た
既
存
の
諸
宗
派
に
影
響
を
与
へ
た
の
み
で
あ
っ
た
。

　
　
　
欧
米
人
の
浄
土
仏
教
研
究
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欧
米
人
の
浄
土
仏
教
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

併
し
な
が
ら
、
ア
ミ
ダ
の
名
を
呪
文
と
し
て
く
り
か
へ
し
唱
へ
る
こ
と
は
、
こ
の
信
仰
の
本
質
的
要
素
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
が
西
歴

十
二
世
紀
に
出
た
日
本
の
ア
ミ
ダ
信
仰
の
真
の
代
表
者
法
然
並
に
彼
の
継
承
者
親
鶯
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
法
然
は
＝
三

三
年
に
生
れ
、
日
本
の
ル
ー
テ
ル
と
呼
ば
れ
た
が
、
彼
は
浄
土
宗
を
開
宗
し
た
。
法
然
の
熱
心
な
そ
し
て
愛
さ
れ
た
弟
子
で
あ
っ
た
親
鶯

は
、
十
三
世
紀
の
初
期
に
法
然
の
仕
事
を
継
承
し
て
行
っ
た
が
、
彼
は
真
宗
、
正
し
く
は
浄
土
真
宗
を
開
聾
し
た
。
即
ち
、
真
実
の
浄
土

コ
ム
：
チ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

教
団
を
創
設
し
た
の
で
あ
る
。
教
授
は
法
然
と
親
鶯
の
教
義
と
に
つ
い
て
次
の
如
く
記
し
て
居
る
。

　
「
法
然
は
ア
ミ
ダ
の
み
名
を
多
く
唱
へ
る
こ
と
を
す
㌧
め
た
が
、
そ
れ
は
自
力
の
行
為
と
し
て
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
信
頼
と
全
き
帰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ピ
ユ
　
ア
の
ラ
ン
ド

依
の
表
現
と
し
て
す
㌧
め
た
の
で
あ
る
。
浄
土
と
は
清
浄
な
世
界
を
意
味
し
、
そ
の
教
義
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
仏
と
な
っ
た
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
ブ
ロ
オ
ブ
コ
　
ヒ
ユ
マ
ニ
チ
イ

人
格
た
り
し
ア
ミ
ダ
は
　
人
　
類
　
愛
　
の
た
め
に
浬
樂
を
放
棄
し
た
。
そ
れ
は
教
義
と
実
例
と
に
よ
っ
て
人
類
を
救
済
せ
ん
が
た
め
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
信
仰
に
よ
っ
て
何
人
も
仏
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
し
、
ア
ミ
ダ
の
統
治
す
る
浄
土
に
生
れ
る
こ
と
が
出
来
る
と
云
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
ク
ニ
ッ
ク

の
で
あ
る
。
こ
の
教
義
は
福
音
主
義
教
会
的
キ
リ
ス
ト
教
の
響
き
が
す
る
し
、
そ
の
手
法
も
驚
く
べ
き
ほ
ど
類
似
し
て
い
る
。
併
し
、
ア

ミ
ダ
は
真
の
歴
史
的
人
物
で
は
な
く
、
又
、
彼
自
身
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
順
罪
を
実
行
し
て
は
い
な
い
。
更
に
、
機
械
的
に
彼

の
み
名
を
唱
へ
る
こ
と
は
、
歴
史
的
人
格
た
り
し
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
は
多
分
否
認
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
イ
エ
ス
は
多
弁
と
空
し
き
く

り
か
へ
し
を
非
難
し
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
ア
ミ
ダ
の
み
名
を
唱
へ
呼
ぶ
こ
と
は
、
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
珠
数
の
暗
請
と
い
っ
そ
う
一
致
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
」

　
教
授
の
論
述
は
ま
こ
と
に
簡
潔
で
は
あ
る
が
、
氏
の
比
較
宗
教
学
的
立
場
か
ら
、
今
ま
で
に
余
り
例
を
み
な
い
浄
土
仏
教
へ
の
言
及
は

参
考
に
値
い
す
る
で
あ
ろ
う
。
念
仏
が
信
頼
と
帰
依
の
表
現
で
あ
っ
て
、
自
力
の
功
徳
、
働
き
で
な
い
と
の
見
方
は
正
し
い
。
併
し
、
ア

ミ
ダ
の
存
在
を
歴
史
的
人
物
で
な
い
と
し
、
叉
、
自
己
犠
牲
に
よ
る
瞭
罪
が
な
い
と
す
る
点
は
、
浄
土
教
の
教
義
信
仰
の
中
核
に
も
ふ
れ

る
重
要
問
題
で
あ
り
、
軽
々
に
は
受
け
と
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
教
授
は
浄
土
真
宗
の
信
仰
が
キ
リ
ス
ト
教
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
類
似



す
る
点
を
上
に
も
挙
げ
て
い
た
が
、

二
、
ク
リ
ス

「
親
鶯
は
僧
侶
の
結
婚
を
す
す
め
た
」
と
云
う
点
に
も
附
言
し
て
い
る
。

マ
ス
、
ハ
ン
フ
レ
ー
ズ
氏
の
浄
土
仏
教
研
究

　
氏
の
浄
土
仏
教
研
究
は
彼
の
著
「
仏
教
」
の
中
で
取
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
評
論
す
る
と
し
て
、
こ
の
著
自
体
が

英
国
に
於
け
る
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
数
万
部
を
出
版
し
た
と
云
は
れ
る
。
氏
は
現
在
ロ
ン
ド
ン
仏
教
会
を
主
宰
し
、
西
欧
に
於
け
る

仏
教
研
究
者
と
し
て
長
い
間
の
活
動
を
続
け
て
い
る
人
で
あ
る
。
鈴
木
大
拙
博
士
の
影
響
を
多
分
に
受
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
禅
及

び
仏
教
一
殻
に
つ
い
て
も
多
く
の
著
書
、
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。

　
本
書
は
ま
こ
と
に
よ
く
ま
と
め
ら
れ
た
仏
教
の
紹
介
書
と
し
て
立
派
な
著
述
で
あ
る
が
、
氏
の
浄
土
仏
教
に
対
す
る
態
度
に
は
全
面
的

に
は
承
服
し
得
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
。
併
し
他
山
の
石
と
し
て
参
考
に
な
る
点
も
多
い
よ
う
で
あ
る
。
で
は
、
氏
の
浄
土
仏
教
観
を
氏
自

身
の
言
葉
か
ら
聞
い
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
　
サ
ツ

　
氏
は
大
乗
仏
教
に
於
け
る
菩
薩
の
理
想
と
関
連
さ
せ
て
浄
土
仏
教
を
論
じ
て
い
る
が
、
先
づ
次
の
言
葉
は
注
目
に
値
い
す
る
で
あ
ろ

》
つ
。

　
「
本
質
的
に
な
ま
け
者
で
あ
る
人
間
の
心
が
、
自
分
で
自
分
を
救
済
す
る
と
云
う
努
力
を
せ
ず
に
、
早
る
種
の
究
極
的
救
済
を
工
夫
し

よ
う
と
す
る
こ
と
は
避
け
得
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
若
し
も
す
ば
ら
し
い
犠
牲
と
云
う
姿
に
変
へ
て
身
を
か
く
し
、
而
も
仏
教
の
わ

く
の
中
に
入
れ
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ほ
ど
都
合
の
よ
い
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
そ
こ
で
、
極
は
め
て
早
く
か
ら
人
類
愛
か
ら
他
を

救
済
す
る
と
云
う
ボ
サ
ツ
の
理
想
が
創
世
さ
れ
、
採
用
さ
れ
、
讃
仰
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
原
初
仏
教
に
と
っ
て
は
本
質
的
重
要
さ
を
持
つ

業
の
教
義
に
対
す
る
影
響
は
、
も
と
よ
り
甚
大
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ば
ま
こ
と
に
、
罪
の
む
く
い
を
受
け
る
こ
と
な
し
に
、
罪
を
犯
す
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紛

を
好
む
が
如
き
人
々
に
よ
る
、
普
遍
的
正
義
の
観
念
に
対
し
て
の
反
逆
で
あ
る
。
」
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仏
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言
論
の
努
力
と
き
び
し
い
修
業
に
よ
っ
て
の
み
、
理
想
の
悟
り
が
得
ら
れ
る
と
考
へ
た
原
始
根
本
仏
教
の
流
れ
を
く
む
人
々
に
と
っ
て

は
、
ボ
サ
ッ
道
の
採
用
に
よ
る
安
易
な
救
済
は
ま
こ
と
に
仏
道
へ
の
反
逆
と
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
「
も
し
も
そ
れ
が
仏
教
で
あ
る
な
ら
ば
、
吾
々
は
よ
り
簡
単
な
も
の
、
よ
り
平
易
な
も
の
を
求
め
る
で
あ
ろ
う
。
（
申
略
）
併
し
そ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
　
㈲

南
方
の
長
老
派
仏
教
の
人
々
は
仏
教
と
は
呼
ば
な
い
。
」

　
ビ
ル
マ
や
セ
イ
ロ
ン
等
の
南
方
仏
教
の
人
々
の
考
へ
に
よ
れ
ば
全
く
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
修
道
工
夫
と
云
う
自
己
の
努
力
な
く
し

て
、
ダ
ル
マ
を
身
に
つ
け
悟
り
を
得
よ
う
な
ど
と
は
、
長
老
派
の
仏
教
徒
は
夢
に
も
考
へ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
少
く
と
も
ハ
ン
フ

レ
イ
ズ
氏
自
身
も
、
浄
土
仏
教
を
仏
教
の
正
統
な
主
流
と
は
考
へ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
釈
尊
が
こ
の
歴
史
の
上
に
現
は
れ
た
目
的
は
、

全
く
ア
ミ
ダ
仏
の
救
済
を
説
く
た
め
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
浄
士
仏
教
徒
と
の
考
へ
方
の
開
き
は
ま
こ
と
に
大
き
い
。
こ
、
に
は
宗
教
と

し
て
生
け
る
仏
教
の
歴
史
的
発
展
の
必
然
性
が
更
め
て
探
求
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
併
し
こ
の
問
題
は
こ
、
で
は
割
愛
す
る
と
し
て
、
今

少
し
著
者
の
考
へ
方
、
見
方
に
つ
い
て
聞
い
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
　
ダ
イ

　
「
而
も
ボ
サ
ツ
の
教
義
は
印
度
で
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
単
な
る
な
ま
け
者
の
教
へ
で
は
な
い
。
ボ
サ
ツ
は
菩
提
、
即
ち
普
遍
的
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ン
テ
ン
シ
ョ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ラ
カ
ン

理
を
求
め
て
努
力
し
た
。
こ
の
普
遍
的
真
理
は
更
に
進
ん
で
意
　
思
と
し
て
表
現
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
阿
羅
漢
の
自
己
滅
却
の
理
想
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ト
　
　
　
ヘ
ッ
ド

は
異
る
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
人
間
の
心
情
は
頭
脳
の
結
論
を
も
っ
て
満
足
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
又
、
人
間
の
情
緒
は
表
現

を
求
め
て
声
高
ら
か
に
叫
ば
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
愛
は
真
理
と
同
様
に
偉
大
な
る
力
で
あ
り
、
自
己
自
身
の
悟
り
を
求
め

て
努
力
す
る
人
間
は
、
隣
人
と
隣
人
の
要
求
を
忘
れ
る
と
云
う
危
険
に
お
ち
入
る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
ボ
サ
ッ
の
本
質
的
性
質
は
偉
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

な
る
愛
の
心
情
で
あ
り
、
す
べ
て
の
人
間
は
ボ
サ
ツ
の
愛
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。
」

　
氏
は
ア
ラ
カ
ン
の
自
利
思
想
と
ボ
サ
ツ
の
利
他
愛
と
を
比
較
し
、
真
理
は
意
思
あ
る
も
の
の
中
に
表
現
さ
れ
て
大
き
な
力
と
な
る
こ
と

を
述
べ
て
い
る
。
ボ
サ
ツ
の
利
他
愛
の
理
想
を
な
ま
け
者
が
乞
食
根
性
で
受
取
る
こ
と
は
、
正
し
い
受
取
り
方
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ



各
人
は
自
ら
こ
の
ボ
サ
ツ
の
利
他
愛
の
理
想
を
も
っ
て
努
力
す
べ
き
で
あ
る
と
云
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
㌧
に
も
亦
ボ
サ
ツ
道
の
自
力
的

解
釈
と
の
大
き
な
開
き
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ヂ
カ
ル
コ
コ
ン
セ
ブ
シ
ヨ
ン

　
と
も
あ
れ
、
　
「
ボ
サ
ツ
は
一
つ
の
論
理
的
概
念
で
あ
る
。
ボ
サ
ッ
の
信
者
は
云
う
、
生
命
は
一
つ
で
あ
り
、
吾
々
は
万
人
の
た
め

に
生
き
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
自
己
の
た
め
に
働
く
よ
り
も
む
し
ろ
万
人
の
た
め
に
働
く
こ
と
が
貴
い
こ
と
で
あ
る
。
凡
て
人
間
の
行
為

は
、
そ
れ
が
善
で
あ
れ
悪
で
あ
れ
、
他
の
凡
て
の
人
間
を
助
け
或
は
傷
け
る
も
の
で
あ
る
。
善
意
を
持
っ
た
注
意
深
い
行
為
は
、
凡
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
リ
ッ
ト

人
間
が
悟
る
た
め
に
助
け
と
な
る
。
併
し
、
真
に
偉
大
な
る
人
間
は
、
自
己
を
全
く
忘
れ
、
自
己
の
行
為
の
功
徳
の
酬
い
を
求
め
ず
、
喜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
グ
ッ
ド

ん
で
そ
の
功
徳
を
万
人
の
幸
福
の
た
め
に
廻
向
す
る
。
若
し
も
上
述
の
ボ
サ
ツ
思
想
、
即
ち
廻
向
の
教
義
が
初
期
の
仏
教
評
語
に
反
す
る

も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
初
期
仏
教
に
と
っ
て
は
か
～
る
廻
向
の
教
義
は
ま
す
ま
す
悪
い
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
業
の
教
義
は

冷
た
く
、
困
難
で
あ
り
、
む
つ
か
し
い
も
の
で
あ
る
か
ら
。
こ
れ
に
反
し
、
功
徳
の
廻
向
は
愛
と
暖
か
さ
と
喜
び
に
み
ち
て
居
る
。
吾
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

は
そ
れ
を
受
け
い
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」

　
謂
ゆ
る
他
力
の
廻
向
が
自
業
自
得
を
説
く
業
の
教
義
に
反
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
も
真
宗
学
な
り
仏
教
学
に
と
っ
て

も
、
今
日
ま
で
は
げ
し
く
論
議
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。
他
人
の
努
力
の
酬
い
を
受
け
と
っ
て
、
そ
れ
を
自
己
の
酬
い
と
し
て
利
用
す
る
こ
と

は
、
論
理
や
理
性
の
み
を
以
て
し
て
は
解
明
し
つ
く
せ
な
い
、
謂
は
ば
信
仰
の
論
理
、
宗
教
の
体
験
的
世
界
に
属
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

西
欧
人
に
と
っ
て
は
、
こ
の
点
の
説
明
を
充
分
な
っ
と
く
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
氏
は
、
か
、
る
ボ
サ
ッ
思
想
、
廻
向
思
想
な
り
自
己
犠
牲
の
頂
点
に
於
て
、
博
士
教
と
云
う
も
の
を
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
「
も
と
よ
り
浄
土
仏
教
の
基
本
と
な
る
考
へ
は
、
明
か
に
本
来
の
仏
教
に
と
っ
て
は
呪
は
し
き
も
の
で
あ
る
。
中
国
人
や
日
本
人
に
と

っ
て
こ
の
教
義
は
、
代
わ
り
の
救
済
と
云
う
楽
し
い
教
義
と
な
っ
て
、
い
か
に
も
容
易
に
伝
へ
ら
れ
て
い
る
。
若
し
も
偉
大
な
る
ボ
サ

ツ
が
自
己
の
功
徳
を
全
人
類
に
廻
向
す
る
な
ら
ば
、
凡
て
の
人
間
は
、
厳
密
に
表
現
す
れ
ば
自
己
が
努
力
し
て
か
ち
得
た
も
の
で
は
な
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仏
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い
、
そ
の
よ
う
な
強
力
な
功
徳
の
畜
績
を
も
っ
て
祝
福
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
功
徳
の
利
用
を
拡
大
し
て
み
よ
、
さ
す
れ
ば
、
な
ま

け
者
ど
も
は
、
自
己
が
努
力
し
て
か
ち
得
た
も
の
で
は
な
い
功
徳
を
、
強
力
な
る
ボ
サ
ツ
が
自
分
に
提
供
し
て
く
れ
た
も
の
と
な
し
、
偉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

大
な
る
ボ
サ
ツ
の
無
限
の
愛
の
日
光
の
申
で
身
を
暖
め
、
救
済
を
た
だ
待
つ
ば
か
り
で
あ
る
。
」

　
こ
れ
ら
の
解
釈
の
中
に
も
、
ボ
サ
ツ
の
愛
や
廻
向
の
教
義
が
な
ま
け
者
の
考
へ
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
悪
し
き
意
味
で
の
他
力
依

存
が
浄
士
教
で
あ
る
と
は
、
一
般
の
非
難
に
も
し
ば
し
ば
主
張
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
浄
士
仏
教
が
な
ま
け
者
の
信
仰
で
な
い
こ
と
を

論
証
し
、
納
得
さ
せ
る
こ
と
は
、
西
欧
人
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
日
本
人
に
と
っ
て
も
や
さ
し
い
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
氏
は
続

け
て
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

　
「
初
期
の
ボ
サ
ツ
道
の
形
式
で
は
、
信
仰
と
は
立
派
な
徳
を
つ
む
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
布
施
、
持

戒
、
忍
辱
、
精
進
、
禅
定
、
知
慧
の
六
ハ
ラ
ミ
ッ
の
修
行
に
よ
っ
て
の
み
信
は
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
み
な
困
難
な
る
修
業

を
伴
う
も
の
で
あ
る
。
浄
化
仏
教
が
日
本
に
起
て
確
立
さ
れ
る
ま
で
は
、
こ
の
教
義
は
そ
の
よ
う
な
極
端
に
ま
で
は
お
し
進
め
ら
れ
は
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
一
切
の
自
力
の
努
力
は
捨
て
ら
れ
、
救
済
は
信
仰
に
、
た
だ
信
仰
の
み
に
ま
か
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
」
浄
土

教
の
歴
史
を
氏
は
次
の
如
く
略
説
し
て
い
る
。
「
ボ
サ
ッ
の
教
義
は
印
度
に
発
生
し
た
が
、
そ
の
後
間
も
な
く
中
国
に
於
て
順
応
化
し
た

も
の
で
あ
る
。
浄
土
教
は
四
世
紀
に
創
説
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
西
方
浄
土
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
無
量
寿
経
、
阿
弥
陀
経
及
び
観
無
量

寿
経
を
所
依
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
信
者
は
一
死
後
に
、
こ
の
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
1
信
仰
と
善
行
の
酬
い
と
し
て
生
れ

　
　
　
　
　
　
　
⑯

る
と
云
う
の
で
あ
る
。
」

　
ア
ミ
ダ
仏
に
つ
い
て
氏
は
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

　
「
浄
土
教
に
於
け
る
救
済
者
は
ア
ミ
ダ
ー
梵
語
で
は
ア
ミ
タ
ブ
ハ
ー
で
あ
る
が
、
そ
の
歴
史
は
奇
妙
な
も
の
で
あ
る
。
無
量
良
工
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
ン
ダ
ラ
ほ

れ
ば
、
彼
は
も
と
国
王
で
あ
り
、
当
時
の
仏
陀
の
説
教
に
感
動
し
て
王
位
を
捨
て
、
仏
性
完
成
の
た
め
に
身
を
さ
、
げ
る
放
浪
者
と
な
つ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ン
ガ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ホ
ン
ガ
ン

た
。
そ
の
過
程
の
侮
る
時
期
に
有
名
な
誓
願
を
た
て
た
が
、
そ
の
十
八
番
目
の
誓
願
は
次
の
通
り
で
あ
る
一
た
と
い
私
が
仏
と
な
り
得
て

も
、
十
方
の
全
人
類
が
我
が
国
に
生
れ
た
い
と
心
か
ら
願
い
信
ぜ
ず
、
又
、
全
人
類
が
た
ゴ
十
回
だ
け
私
の
こ
と
を
思
い
考
へ
て
我
が
国

に
生
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
ら
、
私
も
最
高
の
悟
り
を
得
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
、
但
し
五
逆
と
正
法
を
の
の
し
る
者
は
例
外
で
あ
る
一

と
。
彼
は
全
人
類
が
浄
土
に
到
る
ま
で
は
、
浄
土
を
司
配
す
る
た
め
の
彼
の
努
力
の
報
酬
を
放
棄
し
た
の
で
あ
る
。
浄
土
の
描
写
は
極
わ

　
　
マ
テ
イ
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パ
ラ
ダ
イ
ス

め
て
物
質
的
で
あ
り
、
浬
藥
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
仏
教
的
企
て
よ
り
も
、
よ
り
い
っ
そ
う
イ
ス
ラ
ム
教
の
説
く
楽
園
に
等
し
い
も
の

で
あ
る
。
併
し
、
・
少
く
も
こ
の
浄
土
仏
教
に
あ
っ
て
は
、
人
間
は
福
祉
の
状
態
を
完
成
す
る
た
め
に
は
努
力
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ア
ミ
ダ

に
感
謝
し
な
が
ら
も
、
人
間
は
彼
の
救
済
に
ふ
さ
わ
し
い
人
と
な
る
た
め
に
緊
張
し
て
努
力
し
た
。
即
ち
、
善
行
か
ら
生
れ
る
功
徳
の
畜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

積
を
彼
の
仲
間
に
与
へ
る
の
で
あ
る
。
」

　
こ
の
よ
う
に
中
国
の
浄
土
教
に
あ
っ
て
は
、
信
仰
と
併
行
し
て
人
間
の
側
の
努
力
と
云
う
こ
と
も
充
分
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
が
日
本
に
伝
わ
っ
て
法
然
、
親
驚
に
到
り
自
力
的
な
人
間
の
側
の
努
力
と
云
う
も
の
が
全
く
見
捨
て
ら
れ
た
と
云
う
の
で
あ

る
。
氏
は
「
法
然
上
人
と
親
驚
聖
人
」
と
云
う
小
見
出
し
を
つ
け
て
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

　
「
以
上
は
中
国
の
浄
土
教
で
あ
っ
た
。
併
し
、
こ
の
教
義
が
日
本
に
伝
は
る
や
、
法
然
上
人
及
び
彼
の
弟
子
親
鷺
聖
人
は
信
仰
と
努
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

と
の
調
和
し
た
こ
の
教
義
を
、
た
だ
信
仰
の
み
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
の
極
端
な
教
義
に
転
じ
て
し
ま
っ
た
。
」

　
氏
は
法
然
上
人
の
略
伝
を
述
べ
た
後
で
、
そ
の
教
義
を
批
判
し
て
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
ト
ラ
ス
ト

　
「
特
に
そ
の
信
頼
は
、
ア
ミ
ダ
仏
へ
の
讃
仰
を
意
味
す
る
南
無
阿
弥
陀
仏
と
云
う
、
一
定
の
き
ま
り
文
句
を
常
に
反
復
す
る
こ
と
の
中

に
の
み
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
信
仰
に
必
要
な
こ
と
は
小
児
の
如
く
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
併
し
、
法
然
の
指
導
下
に
あ
っ
て
は
、

た
と
い
わ
っ
か
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
な
ほ
道
徳
性
が
要
求
き
れ
て
い
た
。
即
ち
、
救
済
者
と
被
救
済
者
と
の
間
に
は
、
わ
っ
か
で

は
あ
る
が
何
ほ
ど
か
の
協
力
と
云
う
も
の
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
。
然
る
に
法
然
の
弟
子
親
驚
は
全
く
は
る
か
遠
方
ま
で
行
っ
て
し
ま
つ
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た
の
で
あ
る
。
親
爺
は
仏
の
慈
悲
と
云
う
思
想
を
、
極
端
な
結
論
に
ま
で
持
ち
運
ん
で
し
ま
っ
た
。
法
然
の
、
悪
人
だ
に
浄
土
に
往
生
す

る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
ん
や
善
人
が
往
生
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
、
と
の
言
葉
を
親
鷺
は
逆
転
し
て
、
善
人
が
浄
土
に

往
生
出
来
る
の
で
あ
れ
ば
、
ま
し
て
や
悪
人
が
往
生
出
来
る
の
は
当
然
で
あ
る
、
と
し
た
の
で
あ
る
。
信
仰
が
救
済
の
た
め
の
唯
一
の
条
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件
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
教
租
釈
尊
の
説
か
れ
た
、
偉
大
な
る
道
徳
哲
学
の
す
べ
て
は
捨
て
去
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
」

　
解
脱
、
浬
禦
、
成
仏
、
悟
り
と
云
う
仏
教
の
理
想
は
自
己
の
努
力
の
功
徳
に
よ
っ
て
、
こ
の
現
世
に
於
て
体
得
さ
る
べ
き
で
あ
る
と

は
、
南
方
長
老
派
の
仏
教
の
定
石
で
あ
る
。
だ
の
に
真
宗
の
教
へ
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
特
に
死
後
の
往
生
に
つ
い
て
は
批
判
的
で
あ
る
。

　
「
こ
れ
に
反
し
て
真
宗
の
信
者
は
、
代
わ
っ
て
救
済
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
肉
体
の
死
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
、
そ
の
時
こ
そ
浄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

土
は
信
者
の
信
仰
の
如
く
全
く
確
実
な
こ
と
で
あ
る
。
」

　
で
は
こ
の
よ
う
な
ア
ミ
ダ
信
仰
、
他
力
信
仰
の
根
底
と
な
り
、
そ
の
発
生
の
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
氏
は
こ
の
点
に
つ
い
て

次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
リ
ヂ
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シ
ン

　
「
凡
て
こ
の
よ
う
な
信
仰
の
基
本
と
な
る
も
の
は
原
罪
の
理
論
で
あ
る
。
吾
々
人
間
は
業
に
よ
っ
て
ま
こ
と
に
深
く
束
縛
さ
れ
て
居

り
、
そ
の
た
め
自
己
の
な
し
た
る
悪
行
を
取
り
消
さ
ん
と
い
か
に
企
て
て
も
、
そ
れ
は
吾
々
に
と
っ
て
益
な
き
こ
と
で
あ
る
。
吾
々
は
た

だ
吾
等
を
救
わ
ん
と
の
ア
ミ
ダ
に
そ
れ
を
委
ね
る
こ
と
が
出
来
る
だ
け
で
あ
る
。
ア
ミ
ダ
は
そ
れ
を
引
き
う
け
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま

こ
と
に
こ
の
よ
う
な
霊
的
受
身
の
態
度
、
即
ち
、
慈
愛
へ
の
消
極
的
待
望
は
最
高
の
宗
教
的
含
畜
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
利
巳
主
義
や
相

対
主
義
の
困
難
な
る
外
皮
を
打
ち
く
だ
き
、
無
限
の
法
界
の
中
に
と
か
し
こ
む
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
人
間
の
意
識
は
分
別
の
世
界
を

越
へ
て
、
純
粋
な
る
感
心
の
真
実
三
一
真
如
1
の
世
界
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
併
し
、
そ
の
危
険
は
甚
大
で
あ
る
。
若
し
も
何

ん
と
か
し
て
救
わ
れ
ん
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
誘
惑
と
戦
は
な
い
の
か
。
若
し
も
悪
に
対
し
て
支
払
い
を
し
な
い
な
ら
ば
、
・
ど

う
し
て
そ
の
悪
に
抵
抗
し
な
い
の
か
。
」



　
仏
の
教
法
が
真
理
で
あ
る
こ
と
を
信
ず
る
な
ら
ば
。
実
行
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
か
ら
と
云
っ
て
、
努
力
を
怠
る
こ
と
を
非
難
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
氏
の
考
へ
は
前
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
仏
教
の
本
来
の
教
へ
は
自
力
、
努
力
に
よ
っ
て
自
己
自
身
を
救
済
す
る
こ
と

で
あ
る
。
平
凡
な
人
々
に
と
っ
て
こ
の
道
が
困
難
で
あ
る
か
ら
と
云
っ
て
、
他
の
平
易
な
道
を
工
夫
し
て
や
る
と
云
う
こ
と
は
、
果
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
思
慮
深
き
親
切
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
、
無
礼
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
批
判
し
て
い
る
。
現
に
他
力
の
浄
土
教
徒
と
軒
を
な
ら
べ
て
、

多
く
の
自
力
の
仏
教
徒
が
居
る
で
は
な
い
か
、
と
も
氏
は
述
べ
て
い
る
。
併
し
氏
は
最
後
に
、
次
の
如
き
注
目
す
べ
き
批
判
を
加
へ
て
い
る
6

　
「
浄
土
教
徒
が
実
際
な
し
て
い
る
こ
と
は
昼
夜
を
分
た
ず
念
仏
を
唱
へ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
（
中
略
）
そ
し
て
、
何
ん
と
か
し
て
、

ど
こ
か
で
、
だ
れ
か
が
自
分
を
罪
の
結
果
か
ら
救
っ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
と
希
望
し
て
い
る
。
　
こ
れ
は
や
さ
し
い
、
簡
単
な
宗
教
で
あ

る
。
と
云
う
の
は
、
す
べ
て
の
仕
事
が
そ
の
人
に
代
わ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
教
え
は
す
ぐ
に
民
衆
に
普
及
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

た
。
全
く
無
宗
教
で
あ
る
よ
り
は
ま
し
で
あ
る
が
、
一
体
そ
れ
は
果
し
て
仏
教
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
」

　
以
上
で
ハ
ン
フ
レ
イ
ズ
氏
の
浄
土
仏
教
に
つ
い
て
の
考
へ
方
を
大
略
紹
介
し
得
た
と
思
う
が
、
氏
の
批
判
や
解
釈
の
中
に
は
不
充
分
な

点
も
あ
る
が
、
一
応
西
欧
人
の
浄
土
仏
教
な
り
真
宗
に
対
す
る
考
へ
方
な
り
批
判
が
代
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
大
乗
に
於
け
る
ボ

サ
ツ
道
自
体
の
本
質
、
自
力
と
他
力
と
の
対
立
、
ア
ミ
ダ
と
浄
土
の
解
釈
な
り
、
日
本
の
正
統
的
な
浄
土
信
仰
、
思
想
を
欧
米
人
に
理
解

さ
せ
る
ま
で
に
は
大
き
な
努
力
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
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三
、
E
・
A
・
バ
ー
ト
氏
の
浄
土
教
研
究

　
氏
の
編
集
に
な
る
「
慈
悲
深
き
仏
陀
の
教
義
」
は
、
此
の
種
の
出
版
物
と
し
て
は
異
例
の
ベ
ス
ト
・
セ
ラ
ー
と
な
り
、
数
万
部
を
発
行

し
た
と
聞
い
て
い
る
。
厳
密
に
は
こ
の
書
は
氏
の
編
集
と
詩
と
で
あ
っ
て
、
著
述
で
は
な
い
か
ら
、
氏
の
浄
土
教
研
究
と
云
う
よ
り
も
、

こ
の
書
で
取
扱
わ
れ
た
研
究
と
云
っ
た
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
尚
、
本
書
の
主
要
な
目
次
を
見
る
と
、
六
部
に
分
れ
、
　
「
仏
教
の
基
本
的
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テ
　
ラ
グ
　
ダ

教
義
」
、
「
画
影
へ
の
道
」
、
「
長
老
派
の
仏
教
の
精
神
」
、
「
大
乗
の
宗
教
的
理
想
」
、
「
大
乗
の
哲
学
」
、
「
中
国
及
び
日
本
に
於
け
る
信
仰
仏

教
」
が
そ
れ
ぞ
れ
取
扱
っ
て
い
る
。
私
が
こ
、
で
紹
介
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
第
六
部
に
於
て
取
扱
わ
れ
た
一
項
「
ア
ミ
ダ
仏
の
浄

土
」
と
、
三
項
「
法
然
の
手
紙
と
詩
」
と
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
氏
は
自
ら
解
説
し
て
浄
土
教
の
根
本
性
格
に
つ
い
て
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

　
「
浄
土
教
の
申
心
課
題
は
ア
ミ
ダ
に
対
す
る
信
仰
で
あ
り
、
敬
慶
の
念
で
あ
る
。
ア
ミ
ダ
は
、
心
か
ら
彼
の
み
名
を
呼
ぶ
者
は
凡
て
臨

終
に
於
て
迎
へ
と
り
、
西
方
浄
土
に
つ
れ
て
行
く
こ
と
が
出
来
、
そ
こ
で
は
人
々
は
人
間
界
の
環
境
よ
り
は
、
い
っ
そ
う
幸
福
な
保
護
の

下
に
、
究
極
の
完
成
と
云
う
問
題
を
探
求
す
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
云
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
仏
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
ミ
ダ
は
四
十

八
願
を
建
立
し
た
が
、
こ
れ
は
中
国
人
及
び
日
本
人
に
よ
っ
て
毎
日
見
世
さ
れ
て
居
る
。
中
で
も
第
十
八
願
に
於
て
こ
の
条
件
が
特
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
日
本
の
浄
土
宗
や
真
宗
の
信
者
と
交
わ
れ
ば
、
ま
も
な
く
し
て
彼
等
が
ア
ミ
ダ
の
み
名
を
呼
ぶ
念
仏
を
称
へ
る
の
を
聞

く
で
あ
ろ
う
。
浄
土
教
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
衆
生
の
救
済
の
た
め
に
深
き
慈
愛
の
心
を
持
っ
て
い
た
た
め
に
、
自
己
自
身
の

サ
ト
リ

浬
葉
を
延
期
し
た
慈
悲
深
き
ボ
サ
ツ
の
思
想
は
、
感
情
的
に
も
教
義
的
に
も
、
本
質
的
に
は
そ
れ
が
宗
教
的
強
調
と
調
和
し
た
も
の
で
あ

る
。
か
㌧
る
大
乗
の
信
仰
の
基
底
と
な
っ
て
い
る
前
提
に
は
、
一
つ
の
哲
学
的
理
想
主
義
が
含
ま
れ
て
居
る
。
即
ち
、
究
極
の
実
在
の

ハ
ー
ト
　
　
　
　
　
ウ
イ
ズ
ゲ
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
ブ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

心
情
は
慈
悲
深
き
叡
智
で
あ
り
、
こ
の
叡
智
は
ア
ミ
ダ
の
無
限
の
慈
愛
と
、
消
ゆ
る
こ
と
な
き
光
明
の
中
に
顕
示
さ
れ
て
居
る
。
」

　
こ
㌧
で
は
浄
土
仏
教
の
根
本
性
格
が
「
信
仰
」
と
し
て
示
さ
れ
、
こ
の
信
仰
の
強
調
な
り
条
件
の
依
り
処
が
四
十
八
願
、
特
に
十
八
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ト
リ

で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
平
凡
で
は
あ
る
が
正
当
な
取
扱
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
ボ
サ
ツ
は
自
己
自
身
が
笹
葉
に
入
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

こ
と
を
延
期
し
た
と
の
表
現
は
意
味
深
い
言
で
あ
る
。
た
だ
、
信
仰
の
背
景
に
「
哲
学
的
理
想
主
義
」
と
し
て
、
　
「
究
極
の
実
在
」
に
智

慧
と
慈
悲
を
持
た
せ
た
点
に
は
多
少
の
問
題
が
残
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
欧
米
人
は
よ
く
悟
り
の
境
地
を
表
現
す
る
の
に
こ
の
よ
う
な

究
極
の
「
実
在
」
と
云
う
言
葉
を
使
用
す
る
が
、
仏
教
は
、
特
に
発
達
大
乗
仏
教
は
如
何
な
る
形
式
で
も
実
在
を
否
定
す
る
。
こ
の
点
も



欧
米
人
の
仏
教
理
解
の
仕
方
と
し
て
注
目
せ
ら
れ
よ
う
。

　
次
に
氏
は
ア
ミ
ダ
の
浄
土
に
つ
い
て
浄
土
経
典
の
引
文
を
も
っ
て
紹
介
し
て
い
る
が
、
こ
㌧
に
は
さ
し
た
る
問
題
は
な
い
よ
う
で
あ

る
。
む
し
ろ
三
項
の
「
法
然
の
手
紙
と
詩
」
に
於
て
、
氏
が
参
照
し
た
コ
ー
ツ
氏
と
石
塚
氏
と
の
共
著
「
仏
教
聖
者
法
然
」
の
中
か
ら
の

引
文
に
注
目
す
べ
き
言
葉
が
出
て
居
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
若
千
の
紹
介
を
し
て
お
き
た
い
。

　
「
私
は
末
代
悪
世
に
あ
っ
て
、
凡
て
の
人
間
が
至
福
の
浄
土
に
生
れ
る
た
め
の
、
必
要
な
条
件
を
入
念
に
検
討
し
た
が
、
ど
れ
ほ
ど
宗

教
的
行
の
貧
弱
な
人
で
あ
っ
て
も
、
決
し
て
疑
っ
て
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
十
念
乃
至
一
念
で
も
聖
な
る
み
名
を
称
へ
る
だ
け
で
充
分
で
あ
る

こ
と
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
い
か
ほ
ど
罪
重
き
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
疑
っ
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
い
か
に
罪
で
そ
の
人
が
け
が
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

い
て
も
、
ア
ミ
ダ
は
そ
の
人
を
に
く
み
は
し
な
い
。
」

　
こ
㌧
に
は
浄
土
教
の
根
本
性
格
が
は
っ
き
り
と
う
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

　
「
往
生
の
可
能
性
を
決
し
て
疑
っ
て
は
な
ら
ぬ
、
と
云
う
の
は
、
吾
等
は
煩
悩
に
よ
っ
て
け
が
さ
れ
た
凡
夫
に
す
ぎ
な
い
、
と
特
に
記
さ

れ
て
あ
る
か
ら
だ
。
」

　
で
は
吾
等
罪
深
き
障
り
多
き
凡
夫
が
何
故
に
ア
ミ
ダ
仏
に
の
み
身
を
ま
か
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
そ
れ
は
、
ア
ミ
ダ
が
三
回
で
も
五
回
で
も
彼
の
聖
な
る
み
名
を
称
へ
た
者
を
歓
迎
す
る
か
ら
で
あ
る
。
又
、
吾
々
が
他
の
凡
て
の
宗

教
的
訓
練
の
中
か
ら
念
仏
を
撰
ぶ
理
由
は
、
ア
ミ
ダ
仏
の
本
願
の
中
に
そ
の
こ
と
が
勧
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
吾
々
は
た
だ
ア
ミ

ダ
の
本
願
に
乗
船
し
て
浄
土
に
生
れ
る
な
ら
ば
、
吾
等
の
切
実
な
願
い
が
悉
く
み
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
本
願
の
船
に
乗
る
こ
と

は
、
吾
等
の
信
仰
に
よ
る
の
で
あ
る
。
」

　
こ
㌧
に
も
本
願
と
念
仏
の
撰
ば
れ
る
理
由
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
居
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
「
十
悪
五
逆
の
罪
人
で
き
え
も
浄
土
に
生
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
」

　
　
　
欧
米
人
の
浄
土
仏
教
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
欧
米
人
の
浄
土
仏
教
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

　
「
罪
深
き
者
が
浄
土
に
生
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
れ
ば
、
ま
し
て
や
、
善
人
が
生
れ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
念
仏
を
く
り
か
へ

し
称
へ
る
こ
と
は
、
十
回
で
も
一
回
で
さ
へ
も
決
し
て
無
駄
で
は
な
い
。
一
度
の
念
仏
で
さ
へ
も
浄
土
に
往
生
出
来
る
の
で
あ
る
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

そ
れ
以
上
多
く
称
へ
れ
ば
往
生
ま
ち
が
い
な
し
で
あ
る
。
」

　
こ
㌧
に
は
法
然
上
人
一
流
の
多
念
の
念
仏
と
、
善
人
が
悪
人
よ
り
も
優
先
的
に
往
生
す
る
と
云
う
、
常
識
的
な
浄
土
宗
一
派
の
教
義
だ

け
が
説
か
れ
て
、
こ
れ
を
発
展
さ
せ
た
親
鷺
聖
人
一
流
の
「
悪
人
正
機
」
と
か
「
信
の
一
念
」
の
深
義
は
紹
介
き
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ

と
は
次
の
引
文
を
見
て
も
明
か
で
あ
ろ
う
。

　
「
悪
を
さ
け
よ
う
と
す
る
努
力
、
ア
ミ
ダ
の
本
願
を
解
明
し
よ
う
と
工
夫
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、
念
仏
を
く
り
か
へ
し
称
へ
る
こ
と
、

そ
れ
ら
の
努
力
や
工
夫
を
か
ず
多
く
積
み
上
げ
よ
う
と
す
る
努
力
は
、
ア
ミ
ダ
の
救
済
力
を
疑
う
こ
と
で
あ
る
と
か
、
そ
れ
に
似
た
よ
う

な
こ
と
を
云
う
人
の
あ
る
の
を
私
は
聞
い
て
い
る
。
併
し
こ
の
よ
う
な
誤
解
に
ま
ど
わ
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
ど
の
よ
う
な
経
典
の
ど
こ
に

ア
ミ
ダ
が
罪
を
な
せ
よ
と
す
、
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
か
。
決
し
て
な
い
。
こ
の
よ
う
な
誤
解
は
、
悪
業
を
と
り
除
く
努
力
も
せ
ず
、
罪
深

き
生
活
を
続
け
て
い
る
こ
と
か
ら
起
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
全
く
不
合
理
に
し
て
誤
れ
る
言
葉
は
無
知
の
男
女
を
誤
ら
せ
る
。
と

云
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
は
人
々
に
罪
を
行
わ
せ
、
煩
悩
を
か
き
た
㌧
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
誤
れ
る
言
を
な
す
人
は
悪

魔
の
友
に
平
な
ら
な
い
し
、
彼
等
の
所
行
は
異
教
的
で
あ
り
、
至
福
の
浄
土
に
生
れ
る
た
め
に
は
敵
と
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
更
に
又
、
聖

な
る
み
名
を
く
り
か
へ
し
反
復
す
る
こ
と
は
自
力
の
原
理
を
す
、
め
る
こ
と
に
な
る
等
と
云
う
こ
と
は
、
事
実
に
つ
い
て
の
全
き
無
知
で

あ
り
、
悲
し
む
べ
き
馬
鹿
げ
た
誤
り
で
し
か
な
い
。
一
回
乃
至
二
回
の
念
仏
で
あ
っ
て
さ
へ
も
、
若
し
そ
れ
が
自
分
の
心
の
中
で
自
分
の

力
で
称
へ
て
い
る
と
考
へ
て
称
へ
る
な
ら
、
そ
の
人
自
身
の
力
に
よ
る
救
済
の
念
仏
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
に
反
し
て
、
百

回
で
も
千
回
で
も
ア
ミ
ダ
を
信
頼
し
て
偉
大
な
る
本
願
の
功
徳
を
心
か
ら
信
頼
し
て
念
仏
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
念
仏
は
ア
ミ
ダ
の
力
だ
け

に
よ
る
救
済
の
念
仏
と
な
る
。
」



　
こ
の
言
葉
の
最
後
に
述
べ
ら
れ
た
自
力
、
他
力
の
念
仏
が
回
数
の
問
題
で
は
な
く
、
自
己
を
信
頼
す
る
か
ア
ミ
ダ
の
本
願
力
を
信
頼
す

る
か
、
の
心
構
へ
で
決
定
さ
れ
る
と
云
う
見
方
は
意
味
深
い
言
葉
で
あ
る
。

　
「
至
心
、
信
楽
、
欲
生
の
三
心
の
名
前
き
へ
も
知
ら
な
い
無
知
の
者
で
あ
っ
て
も
、
若
し
彼
が
心
か
ら
ア
ミ
ダ
の
本
願
を
信
じ
、
心
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

に
何
の
疑
い
も
な
く
聖
な
る
み
名
を
称
へ
る
な
ら
ば
、
彼
は
す
で
に
こ
れ
ら
の
三
二
を
所
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

　
こ
れ
は
昔
か
ら
論
議
さ
れ
て
い
る
、
円
心
即
一
と
関
連
し
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
興
味
を
引
い
た
。

四
、
ジ
ャ
ッ
ク
、
オ
ス
チ
ン
氏
の
浄
土
教
研
究

　
私
は
氏
と
終
戦
後
の
数
年
間
文
通
し
た
が
、
初
め
氏
が
浄
土
教
を
研
究
し
た
い
か
ら
資
料
を
送
っ
て
欲
し
い
と
の
希
望
で
、
英
文
の
資

料
を
西
本
願
寺
か
ら
送
っ
た
。
浄
土
教
に
つ
い
て
の
疑
問
に
つ
い
て
も
度
々
手
紙
を
く
れ
、
そ
の
都
度
私
は
返
信
も
し
た
。
氏
の
浄
土
教

に
つ
い
て
の
疑
問
や
考
へ
は
、
当
時
西
本
願
寺
か
ら
出
版
し
て
い
た
「
ブ
デ
ィ
ス
ト
・
マ
ガ
ジ
ン
」
誌
に
私
が
訳
し
て
発
表
も
し
、
氏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ェ
ス
タ
ン
ロ
ブ
デ
イ
ス
ト
コ
オ
　
ダ

問
題
点
を
中
心
と
し
て
研
究
会
を
開
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
併
し
、
氏
は
つ
い
に
こ
の
研
究
を
続
け
得
ず
、
「
西
欧
仏
教
々
団
」
な

る
も
の
を
作
り
、
米
国
人
ク
リ
プ
ト
ン
氏
と
共
に
、
白
人
中
心
の
仏
教
団
の
組
織
と
発
展
に
協
力
し
て
居
り
、
次
第
に
浄
土
教
信
仰
か
ら

は
離
れ
て
行
っ
た
。
併
し
氏
が
ロ
ン
ド
ン
、
仏
教
会
の
機
関
誌
「
中
道
」
で
発
表
し
た
浄
土
教
の
研
究
は
そ
の
当
時
の
成
果
で
あ
る
。
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

の
手
許
に
は
一
九
五
一
年
の
春
号
に
発
表
し
た
「
大
乗
に
於
け
る
浄
土
」
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
五
一
年
の
夏
号
に
発
表
し
た
「
浄
土
の
三
部
経
」
の

二
論
文
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
氏
の
、
そ
し
て
或
る
意
味
で
は
西
欧
人
の
、
浄
土
教
研
究
を
知
る
た
め
の
参
考
と
し
た
い
の
で
あ

る
。

　
「
大
乗
に
於
け
る
浄
土
」
に
於
て
氏
は
先
づ
浄
土
教
思
想
の
起
源
に
ふ
れ
て
、
馬
鳴
の
「
大
乗
夜
露
論
」
を
奉
げ
、
鈴
木
大
拙
博
士
の
訳

文
を
参
照
し
な
が
ら
次
の
如
き
点
を
明
か
に
し
た
。

　
　
　
欧
米
人
の
浄
土
仏
教
研
究
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欧
米
人
の
浄
土
仏
教
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二

　
e
　
大
乗
起
信
論
に
は
、
如
来
、
三
身
、
信
仰
に
よ
る
救
済
、
即
ち
、
浄
土
教
義
の
三
点
が
明
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
口
　
大
乗
起
信
論
の
第
一
段
、
因
縁
分
の
「
七
に
は
専
念
の
方
便
層
示
し
て
、
仏
前
に
生
じ
必
定
し
て
不
退
信
心
な
ら
し
め
ん
が
為
な

㈱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

り
」
の
文
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
浮
土
教
経
典
は
既
に
起
古
論
以
前
に
存
在
し
て
い
た
と
思
は
れ
る
。

　
⇔
　
バ
ガ
バ
ァ
ッ
ト
・
ギ
タ
及
び
妙
法
蓮
華
経
に
も
古
宅
思
想
は
現
わ
れ
て
い
る
。

　
次
に
、
他
力
な
り
廻
向
の
根
本
性
格
に
つ
い
て
氏
は
「
生
命
の
一
体
観
」
を
論
じ
て
居
る
。

　
「
生
命
は
本
質
に
於
て
一
で
あ
り
、
自
然
に
各
人
の
思
想
と
行
動
と
は
労
る
程
度
他
の
凡
て
の
人
に
影
響
を
与
へ
、
か
く
な
さ
ん
と
欲

す
る
者
は
意
識
的
に
他
の
人
々
を
援
助
す
る
で
あ
ろ
う
。
精
神
的
な
意
味
で
吾
々
自
身
を
高
め
る
度
毎
に
、
吾
々
は
不
可
避
的
に
、
た
と

い
そ
れ
に
気
が
つ
か
な
く
と
も
、
吾
々
を
と
り
ま
く
周
囲
の
人
々
を
高
め
る
の
で
あ
る
。
大
乗
仏
教
で
は
、
こ
の
よ
う
な
思
想
は
功
徳
の

廻
向
と
云
う
言
葉
で
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
仏
陀
の
弟
子
達
は
、
他
の
凡
て
の
人
々
の
幸
福
の
た
め
に
、
畜
思
し
た
功
徳
を
廻
向
す
る

誓
願
を
持
つ
よ
う
要
求
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
、
普
通
の
人
の
場
合
に
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
完
全
に
解
脱
し
た
仏
の
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

合
に
は
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
大
き
な
効
果
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
」

　
氏
は
又
人
間
の
日
常
生
活
の
他
力
性
に
つ
い
て
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

　
「
日
常
生
活
で
、
吾
々
は
殆
ん
ど
凡
て
の
こ
と
で
他
の
人
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
が
明
か
で
あ
ろ
う
。
衣
類
は
、
羊
を
飼
う
農
夫
、
そ

れ
を
織
る
人
、
そ
れ
か
ら
仕
立
屋
や
、
店
に
売
る
衣
服
製
造
者
等
の
手
を
経
た
材
料
で
作
ら
れ
て
い
る
。
食
物
は
全
世
界
の
農
場
に
生
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ロ
セ
ス

し
、
そ
れ
か
ら
店
に
移
さ
れ
、
そ
こ
で
買
う
、
そ
れ
も
過
程
で
は
多
く
の
人
の
手
を
通
っ
て
い
る
。
す
べ
て
の
も
の
は
、
相
互
依
存
の
教

義
を
吾
々
に
物
語
っ
て
い
る
。
吾
々
の
日
常
生
活
で
は
、
他
の
人
々
の
援
助
と
激
励
と
を
吾
々
は
必
要
と
し
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
仕
事
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ト
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

中
で
、
最
も
困
難
で
あ
る
究
極
の
解
脱
を
完
成
す
る
に
当
っ
て
は
、
如
何
に
多
く
の
援
助
を
必
要
と
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
」

　
氏
は
「
仏
陀
の
船
」
の
見
出
し
で
、
西
台
前
一
一
五
年
頃
の
ミ
リ
ン
ダ
王
と
ナ
ガ
セ
ナ
比
丘
と
の
問
答
を
引
用
し
、
「
如
何
に
小
さ
な



石
も
水
に
沈
む
が
、
船
に
乗
せ
れ
ば
何
百
ト
ン
の
石
で
さ
へ
浮
く
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、
更
に
続
け
て
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

　
「
こ
の
例
へ
は
、
吾
々
が
石
で
あ
り
、
仏
陀
の
大
き
な
誓
願
は
船
で
あ
っ
て
、
生
死
の
海
を
渡
っ
て
吾
々
を
運
ん
で
く
れ
る
。
こ
の
大

き
な
誓
願
は
、
功
徳
の
大
き
な
、
或
は
小
さ
な
男
女
、
老
若
、
そ
し
て
学
問
の
す
ぐ
れ
た
人
も
無
い
人
も
、
み
な
共
に
生
死
海
を
渡
ら
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ン
ボ
リ
カ
リ

て
く
れ
る
こ
と
が
、
浮
土
経
典
で
あ
る
無
量
寿
経
に
は
象
　
徴
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
仏
陀
の
大
き
な
誓
願
の
船
に
乗
っ
て
、
凡
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

人
は
彼
岸
に
安
全
に
運
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」

　
こ
㌧
に
は
二
つ
の
重
要
な
点
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
多
く
の
西
欧
人
と
同
様
に
氏
も
亦
、
仏
陀
の
本
願
と
か
誓
願
と
云
わ

れ
る
場
合
の
仏
は
必
ず
し
も
ア
ミ
ダ
仏
で
は
な
く
、
仏
陀
釈
尊
で
あ
っ
た
り
、
覚
者
一
般
を
意
味
す
る
こ
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
い
ま
一
つ

は
、
彼
岸
の
浮
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
説
い
た
糞
土
経
典
は
、
あ
く
ま
で
象
徴
的
な
物
語
り
で
あ
る
と
考
へ
る
点
で
あ
る
。
正
統
派
の
真

宗
学
で
は
、
溜
土
、
如
来
、
往
生
を
あ
く
ま
で
も
「
指
方
立
相
」
的
に
実
在
と
し
て
取
扱
う
。
勿
論
こ
の
場
合
の
「
実
在
」
自
体
の
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ガ
タ

も
重
要
な
問
題
と
な
る
が
、
と
も
か
く
、
或
る
一
定
の
方
向
と
場
所
、
形
相
を
持
つ
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
伝
統
的
解
釈
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ト
り

こ
の
重
要
な
点
が
、
多
く
の
西
欧
人
に
正
し
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
氏
は
こ
の
論
の
最
後
で
「
生
命
の
統
一
と
解
脱
」
と

見
出
し
て
次
の
如
く
論
じ
て
い
る
。
こ
㌧
に
は
明
か
に
鈴
木
大
拙
博
士
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。

　
「
生
命
の
統
一
を
実
現
す
る
た
め
に
吾
々
は
仏
陀
の
浄
土
を
持
つ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
浄
土
に
は
吾
々
が
欲
す
れ
ば
往
生
す
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ン
テ
レ
ク
ト

出
来
る
の
で
あ
る
。
吾
々
の
理
知
は
す
べ
て
を
解
決
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
っ
か
は
理
知
を
捨
て
て
、
理
知
の
か
な
た
に
飛
び
こ
ま
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
ズ
ン

ば
な
ら
ぬ
時
が
く
る
。
勿
論
、
吾
々
は
理
性
の
光
り
と
過
去
の
経
験
に
よ
っ
て
進
歩
す
る
。
併
し
、
更
に
吾
々
が
進
歩
す
る
な
ら
ば
、
早

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ア
リ
チ
　
　
　
　
　
　
サ
デ
ウ
ン
コ
リ
　
プ

晩
吾
々
は
大
胆
に
暗
の
前
方
に
飛
躍
せ
ね
ば
な
ら
な
い
段
階
に
到
る
で
あ
ろ
う
。
吾
々
は
迷
い
の
世
界
か
ら
、
実
在
に
向
っ
て
　
横
　
超

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
、
で
は
、
信
仰
は
他
の
い
か
な
る
も
の
も
な
し
得
な
い
ほ
ど
の
援
助
を
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」

　
実
在
に
向
っ
て
の
横
超
、
突
然
の
飛
躍
と
云
う
表
現
は
興
味
あ
る
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
を
詳
細
に
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
は

　
　
　
欧
米
人
の
浄
土
仏
教
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三



　
　
　
欧
米
人
の
浄
土
仏
教
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

残
念
で
あ
る
。

　
次
に
彼
の
「
浮
土
の
三
部
経
」
の
論
文
の
要
点
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
氏
は
三
曹
の
梗
概
を
述
べ
た
後
で
、
「
経
典
解
釈
」
に
ふ
れ

て
次
の
如
く
論
じ
て
い
る
。

　
コ
ご
部
経
を
考
察
し
て
み
る
と
、
多
く
の
経
典
と
同
様
に
、
単
純
に
文
字
通
り
に
解
釈
し
て
も
、
吾
々
に
よ
く
理
解
で
き
な
い
こ
と
を

忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
・
言
葉
は
単
に
思
想
裏
現
す
る
だ
め
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
・
言
。
葉
は
完
全
に
思
想
裏
現
す
る
こ
と
は
出
来
な
輸
」

と
述
べ
て
い
る
。
浮
土
の
三
部
経
も
長
い
歴
史
の
間
で
他
国
語
に
訳
さ
れ
る
場
合
に
、
著
し
く
異
る
背
景
を
持
つ
他
国
語
に
よ
っ
て
原
義

が
少
く
と
も
若
平
あ
い
ま
い
な
も
の
と
な
り
、
原
典
に
表
現
さ
れ
た
微
細
な
意
味
を
完
全
に
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
と
も
述
べ

　
　
㈹
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ヤ
カ
ム
ニ

て
い
る
。
更
に
氏
は
「
釈
迦
牟
尼
と
ア
ミ
ダ
」
の
見
出
し
で
次
の
如
く
論
じ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ト
ケ

　
「
仏
教
徒
は
常
に
シ
ヤ
カ
ム
ニ
或
は
ゴ
ー
タ
マ
を
は
る
か
な
る
過
去
に
出
現
し
た
一
連
の
多
く
の
仏
陀
の
一
人
と
考
へ
て
多
く
の
異
名

が
こ
れ
ら
の
仏
陀
に
与
へ
ら
れ
た
と
考
へ
た
の
で
あ
る
。
併
し
、
実
際
的
な
目
的
か
ら
、
天
台
宗
と
真
言
宗
の
仏
で
あ
る
大
日
は
別
と
し

て
、
た
団
二
人
の
仏
の
み
が
仏
教
徒
間
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
勿
論
歴
史
上
の
シ
ヤ
カ
ム
ニ
と
ア
ミ
ダ
仏
の
二
人
で
あ
る
。
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ガ
ク

代
仏
教
徒
で
あ
る
著
者
釈
租
岳
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
i
西
方
浄
土
に
住
む
と
考
へ
ら
れ
て
い
る
ア
ミ
ダ
の
中
に
吾
々
は
歴
史
上

の
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ダ
の
理
想
像
を
発
見
す
る
。
併
し
ア
ミ
ダ
は
人
間
の
心
の
中
に
住
む
無
限
の
光
明
に
愚
な
ら
な
い
。
も
し
そ
の
光
明
に

　
　
　
　
　
　
ネ
ハ
ン

従
へ
ば
吾
々
は
浬
架
の
楽
し
い
世
界
に
た
ど
り
つ
く
で
あ
ろ
う
。
十
方
を
照
ら
す
永
遠
の
光
明
の
仏
で
あ
る
ア
ミ
ダ
の
中
に
、
吾
々
は
吾

々
の
心
を
は
っ
き
り
と
見
て
悟
り
を
開
く
。
ア
ミ
ダ
仏
の
照
ら
す
処
で
は
凡
て
の
闇
は
消
へ
失
せ
る
。
ア
ミ
ダ
は
生
命
現
象
に
浸
透
し
て

い
る
一
切
の
法
則
の
統
一
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
認
識
し
た
人
の
生
活
は
悟
り
で
あ
る
。
ア
ミ
ダ
は
宇
宙
に
つ
い
て
の
理
解
と
感
情
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

仏
教
徒
が
綜
合
し
た
、
最
も
包
括
的
名
称
で
あ
る
。
」
こ
㌧
に
は
唯
心
の
ミ
ダ
、
「
一
心
の
浮
土
と
呼
ば
れ
る
精
神
解
釈
が
禅
的
表
現
で
な

さ
れ
て
居
る
が
、
西
欧
人
が
か
㌧
る
理
解
を
持
ち
、
解
釈
法
に
共
鳴
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
氏
は
「
経
典
の
意



味
」
と
の
見
出
し
で
次
の
如
く
論
じ
て
い
る
。

　
「
日
本
の
正
統
派
の
真
宗
信
者
は
三
部
経
に
つ
い
て
や
～
文
字
通
り
の
見
解
を
と
っ
て
い
る
が
、
併
し
ア
ミ
ダ
仏
は
歴
史
上
の
人
物
で

は
な
く
、
た
団
吾
々
は
浄
土
の
教
義
を
示
さ
れ
た
シ
ヤ
カ
ム
ニ
仏
を
通
し
て
の
み
ア
ミ
ダ
仏
を
信
ず
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
云
う
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ト
ロ
リ

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
吾
々
は
、
無
量
寿
経
の
中
に
あ
る
物
語
を
、
浄
土
の
起
源
に
つ
い
て
の
象
徴
的
説
明
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
カ
ン
ゼ
ン

出
来
る
。
ア
ミ
ダ
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
本
願
は
、
ク
モ
の
巣
の
如
き
業
と
、
人
生
の
限
界
か
ら
脱
し
て
自
由
を
熱
望
す
る
凡
て
の
人
々

　
　
　
　
ス
フ
イ
ア
サ
オ
プ
ロ
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ブ
ダ
フ
ツ
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ア
ラ
イ
ズ
ド
　
エ
ン
ラ
イ
ツ
ン
メ
ン
ト

を
、
浄
土
一
影
響
の
世
界
1
に
迎
へ
ん
と
す
る
永
遠
の
仏
性
の
決
意
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
ア
ミ
ダ
は
実
現
さ
れ
た
悟
り

と
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
悟
り
は
、
心
か
ら
信
じ
て
仏
の
み
名
を
称
へ
な
が
ら
、
自
己
を
悟
り
と
同
一
化
す
る
凡
て
の
人
に
利
用
き
れ
る
。

経
典
は
、
疑
惑
が
精
神
生
活
に
も
た
ら
す
大
き
な
挫
折
を
指
摘
し
て
い
る
。
信
の
道
は
そ
の
摘
用
が
簡
単
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ

を
必
要
と
す
る
凡
て
の
人
に
利
用
で
き
る
。
」

　
西
欧
人
に
と
っ
て
は
経
典
は
物
語
り
で
あ
り
、
浄
土
も
ア
ミ
ダ
も
象
徴
的
な
表
現
と
解
さ
れ
、
強
い
精
神
的
解
釈
、
唯
心
論
的
理
解
の

域
を
脱
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
よ
う
で
あ
る
。
言
葉
が
た
と
い
思
想
の
表
現
で
あ
り
、
又
そ
の
思
想
そ
の
も
の
の
正
し
い
理
解
が
い
か

に
困
難
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
直
ち
に
物
語
り
と
解
し
、
象
徴
と
考
へ
る
こ
と
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
浄
土
や
如
来
の
実
在
に
つ
い
て
、
そ

の
実
在
が
何
を
意
味
す
る
か
を
明
か
に
す
る
こ
と
は
、
西
欧
人
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
仏
教
徒
、
特
に
、
真
宗
教
徒
に
と
っ
て

最
も
重
大
な
課
題
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

結
語
　
　
以
上
に
於
て
考
察
し
た
如
く
、
欧
米
人
の
浄
土
教
研
究
、
特
に
、
ア
ミ
ダ
仏
、
浄
土
、
そ
し
て
往
生
に
つ
い
て
の
理
解
の
仕
方
、

程
度
は
日
本
の
正
統
派
の
真
宗
学
な
り
、
広
く
仏
教
学
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
極
わ
め
て
不
完
全
、
不
徹
底
な
も
の
で
は
あ
ろ
う
。
併
し
彼

等
の
考
へ
方
を
理
解
せ
ず
し
て
は
、
彼
等
に
正
統
或
は
正
当
の
浄
土
教
理
解
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
（
昭
、
三

七
、
　
一
、
二
七
日
）
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