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序
論 

 
浄
土
真
宗
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
同
質
性
は
、
救
済
者
と
い
う
他
者
の
力
に
よ
る
「
救
い
」
、
「
信
」
の
重
要
性
な
ど
、
様
々
な
共
通

点
が
か
ね
て
よ
り
指
摘
さ
れ
、
議
論
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
こ
に
は
未
だ
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
部
分
も
多
い
。
本
論
文
で

は
浄
土
真
宗
と
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
中
心
的
思
想
で
あ
る
、「
信
」
と
「
救
い
」
に
つ
い
て
比
較
し
、
そ
の
違
い
と
同
質
性
を
考
察

す
る
。
そ
れ
に
よ
り
両
宗
教
の
接
点
と
宗
教
と
し
て
の
本
質
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。 

 

比
較
に
当
た
っ
て
、
浄
土
真
宗
と
特
に
似
て
い
る
と
さ
れ
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
「
聖
書
主
義
」
と
い
う
立
場
に
従
い
、『
聖

書 

新
共
同
訳
』

1(

以
下
『
聖
書
』
と
略
す)

か
ら
の
み
聖
句
を
引
用
し
、
考
察
し
て
い
る
。
ま
た
、
教
義
的
理
解
を
深
め
る
た
め
、

実
際
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
牧
師
で
あ
る
ア
ッ
セ
ン
ブ
リ
ー
京
都
教
会
の
村
上
渡
氏
に
も
お
話
を
伺
っ
た
。 

 

第
一
章
で
は
両
宗
教
の
「
救
い
」
に
つ
い
て
、
両
宗
教
に
お
け
る
「
救
い
」
と
そ
れ
を
与
え
る
「
救
済
者
」
の
意
義
、
救
済
さ
れ

る
理
由
、
救
い
の
体
系
に
つ
い
て
比
較
考
察
す
る
。
第
二
章
で
は
両
宗
教
の
「
信
」
に
つ
い
て
、
「
信
心
」
と
「
信
仰
」
、
信
と
そ
れ

に
伴
う
行
い
、
「
愛
」
と
「
慈
悲
」
に
つ
い
て
比
較
考
察
す
る
。 

   

本
論 

 

第
一
章 

救
い 
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第
一
節 

救
済
者
と
救
い 

第
一
項 

両
宗
教
に
お
け
る
救
い
と
は 

ま
ず
は
両
者
の
「
救
い
」
に
つ
い
て
考
え
る
。
浄
土
真
宗
の
開
祖
で
あ
る
親
鸞(

一
一
七
三
～
一
二
六
二)

は
「
正
信
偈
」
に
お
い

て
阿
弥
陀
仏
の
救
い
を
「
拯
済
」
と
表
現
し
て
い
る
。2

「
拯
」
と
は
主
に
水
な
ど
に
溺
れ
て
い
る
者
を
救
い
上
げ
る
と
い
う
意
味
で

あ
り
、
「
済
」
に
は
渡
す
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
ま
た
、
親
鸞
は
「
安
楽
浄
土
に
い
た
る
ひ
と
」

3

や
、
「
安
楽
仏
国
に
い
た
る
に
は
」

4

な
ど
救
い
の
結
果
と
し
て
の
浄
土
往
生
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
親
鸞
の
「
拯
済
」
と
は
阿
弥
陀
仏
の
力
に
よ
り
、「
煩
悩
」

に
苦
し
め
ら
れ
る
「
無
明
煩
悩
の
わ
れ
ら
」5

が
浄
土
に
渡
る
、
往
生
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
次
に
キ
リ
ス
ト
教
に
お

け
る
救
い
に
つ
い
て
、『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
に
は
「
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
神
の
怒
り
か
ら
救
わ
れ
る
の
は
な
お
さ
ら
の
こ
と

で
す
。
」

6

と
あ
る
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
救
い
と
は
神
の
怒
り
か
ら
逃
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
で
は
神
の
怒
り
と
は
何
か
、
そ

れ
は
「
原
罪
」
に
対
す
る
怒
り
で
あ
り
、
そ
の
結
果
が
、
「
そ
れ
ら
の
行
き
着
く
と
こ
ろ
は
、
死
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」7

と
あ
る
死
の

運
命
、
「
原
罪
に
対
す
る
罰
」
で
あ
る
。
そ
れ
ら
か
ら
許
さ
れ
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
も
は
や
死
は
な
く
、
も
は
や
悲
し
み
も

嘆
き
も
な
い
」8

と
も
表
さ
れ
る
神
の
国
に
生
ま
れ
る

9

と
い
う
意
味
で
あ
る
と
い
え
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
両
者
に
と
っ
て
「
救
い
」

と
は
救
済
者
の
働
き
に
よ
り
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
存
在
す
る
苦
し
み
の
な
い
世
界
に
生
ま
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。 

  
 

第
二
項 

救
い
の
意
義 

次
に
救
済
者
の
国
に
生
ま
れ
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
る
。
仏
教
に
お
い
て
人
生
に
は
「
四
苦
八
苦
」
と
い
わ
れ
る
苦
し
み
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が
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
が
成
仏
す
る
こ
と
で
あ
り
、
現
世
に
お
い
て
は
逃
れ
る
こ
と
の

で
き
な
い
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
未
来
へ
の
希
望
を
表
し
た
も
の
だ
と
い
え
る
。『
ロ
ー
マ
信
徒
へ
の
手
紙
』
に
は
「
神
を

愛
す
る
者
た
ち
、
つ
ま
り
、
御
計
画
に
従
っ
て
召
さ
れ
た
者
た
ち
に
は
、
万
事
が
益
と
な
る
よ
う
に
と
も
に
働
く
と
い
う
こ
と
を
、

わ
た
し
た
ち
は
知
っ
て
い
ま
す
。
」1

0

と
い
う
困
難
や
苦
し
み
に
耐
え
て
い
る
人
々
へ
の
慰
め
の
言
葉
が
記
さ
れ
る
。
よ
っ
て
キ
リ
ス

ト
教
に
お
い
て
も
ま
た
、
神
の
国
に
召
さ
れ
る
こ
と
を
苦
し
み
の
先
の
希
望
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
現
在
自
身
に

降
り
か
か
る
苦
し
み
の
先
の
希
望
と
い
う
点
に
お
い
て
浄
土
と
神
の
国
の
意
義
に
つ
い
て
の
同
質
性
が
見
ら
れ
る
。 

  
 

第
三
項 

救
済
者
と
は 

続
い
て
両
宗
教
に
お
け
る
救
済
者
に
つ
い
て
、
第
一
項
に
お
い
て
も
述
べ
た
よ
う
に
両
者
に
お
け
る
救
い
と
は
、
救
済
者
の
働
き

に
よ
り
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
救
い
に
お
い
て
救
済
者
の
存
在
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
ま
ず
、

両
宗
教
の
救
済
者
は
ど
ち
ら
も
「
無
限
の
光
」
、「
無
限
の
命
」
と
表
現
さ
れ
る
。
阿
弥
陀
仏
の
語
源
で
あ
る
ア
ミ
タ
ー
バ
（A

m
i
t
ā
b
h
a

）
、

ア
ミ
タ
ー
ユ
ス
（A
m
i
t
ā
y
u
s

）
に
は
そ
れ
ぞ
れ
無
量
光
仏
、
無
量
寿
仏
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
お
り

1
1

、『
教
行
信
証
』
に
は
「
尽

十
方
無
礙
光
如
来
」

1
2

と
称
さ
れ
る
。
『
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙
一
』
、
『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
に
も
「
神
は
光
で
あ
り
、
神
に
は
闇
が
全

く
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
」

1
3

「
暗
闇
に
住
む
民
は
大
き
な
光
を
見
、
死
の
陰
の
地
に
住
む
者
に
光
が
差
し
込
ん
だ
」

1
4

な
ど
神
が

光
で
あ
る
こ
と
は
度
々
言
及
さ
れ
、
さ
ら
に
「
山
々
が
生
ま
れ
る
前
か
ら
大
地
が
、
人
の
世
が
、
生
み
出
さ
れ
る
前
か
ら
世
々
と
こ

し
え
に
、
あ
な
た
は
神
」

1
5

「
こ
の
方
こ
そ
、
真
実
の
神
、
永
遠
の
命
で
す
。
」

1
6

と
そ
の
永
遠
の
命
、
ま
た
そ
れ
ら
を
与
え
る
存
在
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で
あ
る
こ
と
が
言
及
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
我
々
の
生
き
る
世
界
を
闇
と
し
た
上
で
、
光
で
あ
る
救
済
者
の
汚
れ
の
な
い
姿
、
そ
の
闇

を
隔
て
な
く
照
ら
し
、「
救
う
」
と
い
う
意
味
の
光
で
あ
り
、
そ
の
救
済
に
は
時
間
的
な
制
約
が
な
い
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
仏
教
に
お
い
て
は
様
々
な
仏
が
存
在
す
る
が
、
浄
土
真
宗
に
お
い
て
救
済
者
は
、「
無
量
寿
仏
の
威
神
光
明
は
、
最
尊
第
一
な

り
。
さ
ら
に
、
諸
仏
の
光
明
、
及
ぶ
こ
と
あ
た
は
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
。
」

1
7

と
さ
れ
る
よ
う
に
阿
弥
陀
仏
の
み
で
あ
り
、
そ
の
性
格
か

ら
選
択
的
一
神
教

1
8

と
も
い
え
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
「
創
造
主
た
る
神
」
の
み
で
あ
り
、
そ
の
唯
一
性
に
も
同
質
の
も
の
が

見
ら
れ
る
。
『
教
行
信
証
』
に
は
、 

 

そ
れ
真
実
の
教
を
顕
さ
ば
、
す
な
は
ち
『
大
無
量
寿
経
』
こ
れ
な
り
。
こ
の
経
の
大
意
は
、
弥
陀
、
誓
を
超
発
し
て
、
広
く
法

蔵
を
開
き
て
、
凡
小
を
哀
れ
ん
で
選
ん
で
功
徳
の
宝
を
施
す
る
こ
と
を
致
す
。
釈
迦
、
世
に
出
興
し
て
、
道
教
を
光
闡
し
て
、

群
萌
を
拯
ひ
恵
む
に
真
実
の
利
を
も
つ
て
せ
ん
と
欲
す
な
り
。
こ
こ
を
も
つ
て
如
来
の
本
願
を
説
き
て
経
の
宗
致
と
す

1
9 

と
阿
弥
陀
如
来
の
誓
い
に
よ
っ
て
衆
生
が
救
わ
れ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。『
使
徒
言
行
録
』
に
は
「
ほ
か
の
だ
れ
に
よ
っ
て
も
、

救
い
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
。
」

2
0

と
、
神
の
位
格
の
一
つ
で
あ
る
イ
エ
ス
を
、
ひ
い
て
は
神
を
讃
え
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
両
宗
教

の
救
い
に
は
、
絶
対
唯
一
の
救
済
者
の
存
在
と
、
そ
れ
ら
の
働
き
に
よ
る
苦
し
み
か
ら
の
解
放
、
死
後
の
希
望
と
い
う
形
で
の
浄
土

や
神
の
国
と
い
う
同
質
の
構
造
が
見
ら
れ
る
。 

 

第
二
節 

救
い
と
人
間 

 
 

 

第
一
項 

救
い
へ
と
至
る
働
き 
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次
に
救
い
に
至
る
働
き
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
両
宗
教
に
お
い
て
最
も
重
要
視
さ
れ
る
の
は
、
「
救
済
者
を
信
じ
る
心
」
で
あ
る
。

親
鸞
は
「
涅
槃
の
真
因
は
た
だ
信
心
を
も
つ
て
す
。
」2

1

と
し
、『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
に
は
「
神
は
、
そ
の
独
り
子
を
お
与
え
に

な
っ
た
ほ
ど
に
、
世
を
愛
さ
れ
た
。
独
り
子
を
信
じ
る
者
が
一
人
も
滅
び
な
い
で
、
永
遠
の
命
を
得
る
た
め
で
あ
る
」2

2

と
、
ど
ち
ら

の
宗
教
に
お
い
て
も
「
救
済
者
を
信
じ
る
者
」
が
救
わ
れ
る
と
さ
れ
る
。
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、 

わ
た
し
た
ち
に
は
優
れ
た
点
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
も
ギ
リ
シ
ア

人
も
皆
、
罪
の
下
に
あ
る
の
で
す
。
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
と
お
り
で
す
。「
正
し
い
者
は
い
な
い
。
一
人
も
い
な
い
。
悟
る

者
も
な
く
、
神
を
探
し
求
め
る
者
も
い
な
い
。
皆
迷
い
、
だ
れ
も
か
れ
も
役
に
立
た
な
い
者
と
な
っ
た
。
善
を
行
う
者
は
い
な

い
。
た
だ
の
一
人
も
い
な
い
。
彼
ら
の
の
ど
は
開
い
た
墓
の
よ
う
で
あ
り
、
彼
ら
は
舌
で
人
を
欺
き
、
そ
の
唇
に
は
蝮
の
毒
が

あ
る
。
口
は
、
呪
い
と
苦
味
で
満
ち
、
足
は
血
を
流
す
の
に
速
く
、
そ
の
道
に
は
破
壊
と
悲
惨
が
あ
る
。
彼
ら
は
平
和
の
道
を

知
ら
な
い
。
彼
ら
の
目
に
は
神
へ
の
畏
れ
が
な
い
。
」(

中
略)

な
ぜ
な
ら
、
律
法
を
実
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
だ
れ
一
人
神

の
前
で
義
と
さ
れ
な
い
か
ら
で
す
。
律
法
に
よ
っ
て
は
、
罪
の
自
覚
し
か
生
じ
な
い
の
で
す
。

2
3 

と
し
て
、
律
法
を
守
る
こ
と
に
よ
る
救
い
の
存
在
を
否
定
し
、「
神
を
信
じ
る
こ
と
」
が
救
い
の
要
と
さ
れ
る
。
こ
の
自
身
の
行
い
に

よ
る
救
い
を
否
定
し
、
救
済
者
の
力
に
よ
る
救
い
を
求
め
る
考
え
は
、
浄
土
真
宗
に
お
け
る
「
他
力
」
の
救
い
と
よ
く
似
て
い
る
。

『
教
行
信
証
』
に
は
「

他
力
と
い
う
は

如
来
の
本
願
力
な
り
。
」

2
4

と
、
阿
弥
陀

如
来
の
力
を
他
力
で
あ

る
と
し
、
「
高

僧
和
讃
」
に

は
、
「
本
願
力
に
乗

ず
れ
ば 

報
土

に

い
た
る
と
の
べ
た
ま
ふ

2
5

」
と
、
本

願
力

（
他
力
）
こ
そ
が
、
救

い
の
要
で
あ
る

と
さ
れ
る
。 
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第
二
項 

愚
か
さ
・
罪
の
自
覚 

こ
こ
で
さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
は
、
先
ほ
ど
の
『
ロ
ー
マ
信
徒
へ
の
手
紙
』
引
用
に
あ
る
、「
彼
ら
の
の
ど
は
開
い
た
墓
の
よ
う
で

あ
り
、(
中
略)

彼
ら
の
目
に
は
神
へ
の
畏
れ
が
な
い
。
」
と
い
う
一
文
で
あ
る
。
こ
れ
は
仏
教
に
お
け
る
十
悪
と
非
常
に
通
ず
る
。
十

悪
と
は
、
「
殺
生
・
偸
盗
・
邪
淫
・
妄
語
・
綺
語
・
悪
口
・
両
舌
・
貪
欲
・
瞋
恚
・
愚
癡

の
十
悪
行
」

2
6

で
あ
る
。
こ
の
二
つ
を
対
比

す
る
と
「
彼
ら
の
喉
は
開
い
た
墓
の
よ
う
で
あ
り
」
や
「
そ
の
唇
に
は
蝮
の
毒
が
あ
る
」
、
「
口
は
の
ろ
い
と
苦
み
で
満
ち
」
と
は
、

十
悪
に
お
け
る
悪
口
や
妄
語
、
「
彼
ら
は
舌
で
人
を
欺
き
」
は
妄
語
や
両
舌
、
「
足
は
血
を
流
す
の
に
速
く
、
そ
の
道
に
は
破
壊
と
悲

惨
が
あ
る
」
は
貪
欲
や
瞋
恚
、
愚
癡
、「

彼
ら
は
平
和
へ
の
道
を
知
ら
な
い
。
彼
ら
の
目
に
は
神
へ
の
畏
れ
が
な
い
」
は
愚
癡
と
い
う

相
関
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
時
代
も
場
所
も
違
う
二
つ
の
宗
教
に
お
い
て
、
人
間
の
愚
か
さ
と
い
う
点
で
こ
の
よ
う
な
類
似
性
が

見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
か
ら
ど
の
よ
う
な
人
間
に
も
こ
の
よ
う
な
愚
か
さ
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
、
ど
の
よ
う

に
し
て
そ
の
愚
か
さ
を
自
覚
す
る
か
が
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
そ
の
中
で
両
者
は
ま
ず
「
罪
の
自
覚
」
と
い

う
こ
と
を
大
切
に
し
た
。
『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
に
は
、 

イ
エ
ス
は
ま
た
、
た
と
え
を
話
さ
れ
た
。「
盲
人
が
盲
人
の
道
案
内
を
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
二
人
と
も
穴
に
落
ち
込
み
は

し
な
い
か
。
弟
子
は
師
に
ま
さ
る
も
の
で
は
な
い
。(

中
略)

あ
な
た
は
、
兄
弟
の
目
に
あ
る
お
が
屑
は
見
え
る
の
に
、
な
ぜ
自

分
の
目
の
中
の
丸
太
に
気
づ
か
な
い
の
か
。(

中
略)

偽
善
者
よ
、
ま
ず
自
分
の
目
か
ら
丸
太
を
取
り
除
け
。
そ
う
す
れ
ば
、
は

っ
き
り
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
、
兄
弟
の
目
に
あ
る
お
が
屑
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る
。
」

2
7 

と
い
う
譬
え
話
が
あ
り
、『
歎
異
抄
』
に
は
「
煩
悩
具
足
の
わ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
の
行
に
て
も
生
死
を
は
な
る
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ざ
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る
を
」2

8

と
い
う
一
文
が
あ
る
。
ど
ち
ら
も
自
身
の
罪
の
自
覚
を
促
す
文
言
で
あ
り
、
特
に
親
鸞
は
煩
悩
を
す
べ
て
備
え
て
い
る
「
煩

悩
具
足
」
と
い
う
非
常
に
強
い
言
葉
を
使
い
、
「
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
し
。
」

2
9

と
自
身
を
語
る
。 

  
 

 

第
三
項 

救
い
の
対
象 

こ
の
よ
う
な
「
罪
の
自
覚
」
を
前
提
と
し
て
両
者
は
ど
の
よ
う
な
者
が
救
わ
れ
る
か
を
説
く
。
先
ほ
ど
の
『
歎
異
抄
』
の
文
に
は

続
き
が
あ
る
。
「
あ
は
れ
み
た
ま
い
て
願
を
お
こ
し
た
ま
う
本
意
、
悪
人
成
仏
の
た
め
な
れ
ば
、
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
、

も
つ
と
も
往
生
の
正
因
な
り
。
よ
っ
て
善
人
だ
に
こ
そ
往
生
す
れ
、
ま
し
て
悪
人
は
と
、
仰
せ
候
ひ
き
。
」
こ
れ
は
「
善
人
な
ほ
も
つ

て
往
生
を
と
ぐ
。
い
は
ん
や
悪
人
を
や
。
」

3
0

と
い
わ
れ
る
「
悪
人
正
機
」
の
考
え
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
キ
リ
ス
ト
教
に
も

あ
る
。
『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
に
は
、 

医
者
を
必
要
と
す
る
の
は
、
丈
夫
な
人
で
は
な
く
病
人
で
あ
る
。『
わ
た
し
が
求
め
る
の
は
憐
れ
み
で
あ
っ
て
、
い
け
に
え
で
は

な
い
』
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
、
行
っ
て
学
び
な
さ
い
。
わ
た
し
が
来
た
の
は
、
正
し
い
人
を
招
く
た
め
で
は
な
く
、
罪
人
を

招
く
た
め
で
あ
る
。

3
1 

と
あ
る
。「
悪
人
正
機
」
も
こ
の
説
話
も
悪
人
・
罪
人
こ
そ
が
救
い
の
対
象
で
あ
る
こ
と
を
語
る
。
さ
ら
に
悪
人
・
罪
人
へ
の
救
済
を

示
す
譬
え
話
と
し
て
、
『
教
行
信
証
』
に
は
『
大
涅
槃
経
』
か
ら
の
引
用
で
「
七
子
の
譬
え
」
、
『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
に
は
「
見
失

っ
た
羊
の
譬
え
」
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、 

た
と
へ
ば
一
人
に
し
て
七
子
あ
ら
ん
。
こ
の
七
子
の
な
か
に
一
子
病
に
遇
へ
ば
、
父
母
の
心
平
等
な
ら
ざ
る
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
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し
か
る
に
病
子
に
お
い
て
心
す
な
は
ち
ひ
と
へ
に
重
き
が
ご
と
し
。
大
王
、
如
来
も
ま
た
し
か
な
り
。

3
2 

  
 

あ
な
た
が
た
の
中
に
、
百
匹
の
羊
を
持
っ
て
い
る
人
が
い
て
、
そ
の
一
匹
を
見
失
っ
た
と
す
れ
ば
、
九
十
九
匹
を
野
原
に
残
し

て
、
見
失
っ
た
一
匹
を
見
つ
け
出
す
ま
で
捜
し
回
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
見
つ
け
た
ら
、(

中
略)

『
見
失
っ
た
羊
を
見

つ
け
た
の
で
、
一
緒
に
喜
ん
で
く
だ
さ
い
』
と
言
う
で
あ
ろ
う
。
言
っ
て
お
く
が
、
こ
の
よ
う
に
、
悔
い
改
め
る
一
人
の
罪
人

に
つ
い
て
は
、
悔
い
改
め
る
必
要
の
な
い
九
十
九
人
の
正
し
い
人
に
つ
い
て
よ
り
も
大
き
な
喜
び
が
天
に
あ
る
。

3
3 

と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
譬
え
か
ら
、「
悪
い
心
」
に
ま
み
れ
て
い
る
が
た
め
に
戒
律
を
守
る
こ
と
が
で
き
な
い
悪
人
・
罪
人

を
救
う
こ
と
こ
そ
が
救
済
者
の
目
的
で
あ
る
と
い
え
る
。 

 

第
三
節 

悪
人
・
罪
人
と
は 

 
 

 

第
一
項 

煩
悩
と
原
罪
に
対
す
る
罰 

こ
の
よ
う
に
、
両
宗
教
は
悪
人
・
罪
人
を
救
い
の
対
象
と
す
る
。
で
は
そ
も
そ
も
悪
・
罪
と
は
何
な
の
か
。
そ
れ
を
考
え
る
に
当

た
っ
て
、
ま
ず
第
一
章
第
一
節
で
あ
げ
た
我
々
の
苦
し
み
の
原
因
で
あ
る
、「
煩
悩
」
と
「
原
罪
に
対
す
る
罰
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

ま
ず
「
煩
悩
」
と
は
「
心
身
を
苦
し
め
、
わ
ず
ら
わ
す
精
神
作
用
の
総
称
」

3
4 

で
あ
り
、
親
鸞
も
「
具
縛
は
よ
ろ
づ
の
煩
悩
に
し
ば

ら
れ
る
わ
れ
ら
な
り
。
煩
は
身
を
わ
づ
ら
は
す
、
悩
は
こ
こ
ろ
を
な
や
ま
す
と
い
ふ
。
」

3
5 

と
し
て
お
り
、
「
身
を
わ
づ
ら
わ
す
」
と

い
う
身
体
的
欲
求
も
突
き
詰
め
る
と
、
何
か
が
欲
し
い
・
し
た
い
。
と
い
う
心
の
欲
求
で
あ
る
た
め
、「
煩
悩
」
と
は
自
身
の
心
か
ら
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現
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
原
罪
に
対
す
る
罰
」
は
神
の
特
別
な
最
高
傑
作
で
あ
り
、
永
遠
の
命
を
得
ら
れ

る
は
ず
で
あ
っ
た
人
間

3
6

が
神
の
言
葉
を
守
ら
な
か
っ
た
た
め
、
「
神
か
ら
受
け
た
罰
」
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
二
つ
の
苦
し
み

の
原
因
は
「
自
身
の
も
の
か
」
、
「
他
者
か
ら
罰
と
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
な
の
か
」
と
い
う
方
向
性
の
違
い
が
あ
り
、
さ
ら
に
「
救

う
の
み
で
あ
る
救
済
者
」
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
、
「
救
い
と
裁
き
の
救
済
者
」
で
あ
る
神
と
い
う
救
済
者
の
性
格
的
違
い
が
生
ま
れ
る
。 

 

第
二
項 

自
由
意
志
と
煩
悩 

し
か
し
こ
の
「
原
罪
」
自
体
の
原
因
は
神
で
は
な
い
。
神
は
確
か
に
「
原
罪
に
対
す
る
罰
」
を
与
え
た
が
、
そ
の
原
因
は
人
間
に

あ
る
。
そ
こ
に
は
人
間
の
「
自
由
意
志
」
が
存
在
す
る
。
「
園
の
す
べ
て
の
木
か
ら
取
っ
て
食
べ
な
さ
い
。
た
だ
し
、
善
悪
の
知
恵
の

木
か
ら
は
、
決
し
て
食
べ
て
は
な
ら
な
い
。
食
べ
る
と
必
ず
死
ん
で
し
ま
う
。
」

3
7

と
さ
れ
た
善
悪
の
実
を
「
自
身
の
意
志
」
で
食
べ

た
の
は
人
間
で
あ
り
、
救
済
者
と
人
間
と
い
う
関
係
を
断
ち
切
っ
た
の
は
人
間
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、「
一
人
の
人
に
よ
っ
て
罪
が

世
に
入
り
、
罪
に
よ
っ
て
死
が
入
り
込
ん
だ
よ
う
に
、
死
は
す
べ
て
の
人
に
及
ん
だ
の
で
す
。
」

3
8

と
い
う
「
罪
」
と
「
罰
」
が
作
ら

れ
る
。
つ
ま
り
苦
し
み
の
「
原
因
」
と
い
う
観
点
に
お
い
て
は
人
の
中
に
あ
る
「
煩
悩
」
と
、
人
に
与
え
ら
れ
た
、
悪
の
心
に
動
か

さ
れ

3
9

神
を
も
簡
単
に
裏
切
っ
て
し
ま
う
「
自
由
意
志
」
に
は
同
質
性
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
「
自
由
意
志
」
か
ら
生
ま
れ
た
「
原
罪
」

に
よ
り
我
々
は
「
中
か
ら
、
つ
ま
り
人
間
の
心
か
ら
、
悪
い
思
い
が
出
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
み
だ
ら
な
行
い
、
盗
み
、
殺
意
、
姦

淫
、
貪
欲
、
悪
意
、
詐
欺
、
好
色
、
ね
た
み
、
悪
口
、
傲
慢
、
無
分
別
な
ど
、
こ
れ
ら
の
悪
は
み
な
中
か
ら
出
て
来
て
、
人
を
汚
す

の
で
あ
る
。
」

4
0

と
い
う
他
者
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
、
我
々
の
中
か
ら
の
「
悪
い
心
」
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。 
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第
三
項 

自
由
意
志
と
は
か
ら
い 

で
は
こ
の
「
自
由
意
志
」
の
何
が
問
題
な
の
か
、
そ
れ
は
神
に
食
べ
る
な
と
言
わ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
「
決
し
て
死
ぬ
こ
と
は
な

い
。
そ
れ
を
食
べ
る
と
、
目
が
開
け
、
神
の
よ
う
に
善
悪
を
知
る
も
の
と
な
る
こ
と
を
神
は
ご
存
じ
な
の
だ
」4

1

と
い
う
蛇
の
言
葉
に

騙
さ
れ
て
し
ま
う
不
安
定
さ
、「
そ
の
木
は
い
か
に
も
お
い
し
そ
う
で
、
目
を
引
き
付
け
、
賢
く
な
る
よ
う
に
唆
し
て
い
た
。
女
は
実

を
取
っ
て
食
べ
、
一
緒
に
い
た
男
に
も
渡
し
た
の
で
、
彼
も
食
べ
た
。
」

4
2

と
い
う
自
身
の
欲
望
に
従
っ
て
し
ま
う
心
が
あ
る
。
こ
の

蛇
は
「
こ
の
天
使
は
、
悪
魔
で
も
サ
タ
ン
で
も
あ
る
、
年
を
経
た
あ
の
蛇
」4

3

と
さ
れ
る
よ
う
に
悪
魔
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
悪
魔
は
聖

書
に
お
い
て
神
の
対
極
に
あ
る
も
の
と
し
て
表
わ
さ
れ
、
神
の
言
葉
を
信
じ
な
い
、
救
済
者
へ
の
不
義
を
行
う
人
の
不
安
定
さ
の
現

れ
で
あ
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
「
女
は
実
を
取
っ
て
食
べ
、
一
緒
に
い
た
男
に
も
渡
し
た
の
で
、
彼
も
食
べ
た
。
」
と
い
う
一
文
に
お

い
て
は
、
善
悪
の
実

を
食
べ
「
善
悪

を

知
る
も
の
と
な
っ
た

」

4
4

は
ず
で
あ
る
に

も
関
わ
ら
ず
、
救
済

者
へ
の
不
義
と

い

う
明
確
な

「
悪
」
を
他
者
に
犯
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
た
め
こ
の
時
点
で
人
間
の
「
自
由
意
志
」
に
よ
る
善
悪
の
判
断
は
価
値
を
持
た
な
く
な
っ

た
と
い

え
る

。
こ
の

人
間

に
よ

る
善
悪

の
判
断

に
つ

い
て
親

鸞
も

ま
た

、
「

善

悪
の
字

し
り

が
ほ
は 

お

ほ
そ

ら
ご
と

の
か
た

ち
な

り
」

4
5

と
何
が
善
で
何
が
悪
か
を
人
間
が
決
め
る
こ
と
の
愚
か
さ
を
語
っ
た
。
『
唯
信
証
文
意
』
に
お
い
て
は
、 

自
力
の
こ
こ
ろ
を
す
つ
と
い
ふ
は
、
や
う
や
う
さ
ま
ざ
ま
の

大
小
の
聖
人
・
善
悪
の
凡
夫
の
、
み
づ
か
ら
が
身
を
よ
し
と
お
も

ふ
こ
こ
ろ
を
す
て
、
身
を
た
の
ま
ず
、
あ
し
き
こ
こ
ろ
を
か
へ
り
み
ず
、
ひ
と
す
ぢ
に

具
縛
の
凡
愚
・
屠
沽
の
下
類
、
無
碍
光

仏
の
不
可
思
議
の
本
願
、
広
大
智
慧
の
名
号
を
信
楽
す
れ
ば
、
煩
悩
を
具
足
し
な
が
ら
無
上
大
涅
槃
に
い
た
る
な
り

4
6 
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と
し
て
、
他
力
の
救
い
を
得
る
た
め
に
自
身
を
善
と
す
る
心
を
捨
て
る
こ
と
の
必
要
性
が
語
ら
れ
る
。
ま
た
人
間
の
善
悪
の
判
断
に

お
け
る
行
動
を
「
は
か
ら
い
」
と
言
い
、「
往
生
は
と
も
か
く
も
凡
夫
の
は
か
ら
ひ
に
て
す
べ
き
こ
と
に
て
も
候
は
ず
。
め
で
た
き
智

者
も
は
か
ら
ふ
べ
き
こ
と
に
も
候
は
ず
。
大
小
の
聖
人
だ
に
も
、
と
も
か
く
も
は
か
ら
は
で
」4

7

「
ま
た
他
力
と
申
す
こ
と
は
、
義
な

き
を
義
と
す
と
申
す
な
り
。
義
と
申
す
こ
と
は
、
行
者
の
お
の
お
の
の
は
か
ら
ふ
こ
と
を
義
と
は
申
す
な
り
。
如
来
の
誓
願
は
不
可

思
議
に
ま
し
ま
す
ゆ
ゑ
に
、
仏
と
仏
と
の
御
は
か
ら
ひ
な
り
、
凡
夫
の
は
か
ら
ひ
に
あ
ら
ず
。
」4

8

と
人
間
の
は
か
ら
い
の
不
必
要
さ

を
語
っ
た
。
こ
の
自
身
の
善
悪
に
基
づ
い
た
「
自
由
意
志
」
と
「
は
か
ら
い
」
に
よ
る
行
動
、
そ
れ
ら
の
「
救
済
者
の
前
に
お
け
る

不
確
実
性
」
に
お
い
て
も
同
質
性
が
読
み
取
れ
る
。
つ
ま
り
、
両
宗
教
に
お
い
て
、「
悪
い
心
」
を
持
つ
愚
か
な
人
間
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
救
済
者
を
無
視
し
た
、「
自
由
意
志
」
と
「
は
か
ら
い
」
に
よ
る
不
確
実
な
善
悪
の
判
断
こ
そ
が
「
悪
」・
「
罪
」
で
あ
り
、

そ
れ
に
基
づ
い
た
行
動
に
よ
り
救
い
を
求
め
る
人
が
悪
人
・
罪
人
と
い
え
る
。 

 

第
四
節 

救
済
者
に
よ
る
救
い
と
そ
の
現
れ 

 
 

 

第
一
項 

法
蔵
菩
薩
の
誓
い
・
イ
エ
ス
の
贖
罪 

で
は
な
ぜ
「
悪
い
心
」
に
ま
み
れ
た
、
悪
人
・
罪
人
の
身
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
救
わ
れ
る
の
か
、
そ
こ
に
は
「
法
蔵
菩
薩
に
よ

る
誓
い
」
と
「
イ
エ
ス
に
よ
る
償
い
」
が
あ
る
。
法
蔵
菩
薩
に
よ
る
誓
い
は
四
十
八
願
と
も
呼
ば
れ
浄
土
真
宗
に
お
い
て
は
、「
た
と

ひ
わ
れ
仏
を
得
た
ら
ん
に
、
十
方
の
衆
生
、
至
心
信
楽
し
て
我
が
国
に
生
ぜ
ん
と
欲
ひ
て
、
乃
至
十
念
せ
ん
。
も
し
生
ぜ
ず
は
、
正

覚
を
取
ら
じ
。
た
だ
五
逆
と
誹
謗
正
法
と
を
ば
除
く
。
」4

9

と
い
う
第
十
八
願
が
特
に
大
切
に
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
願
が
成
就
し
な
け
れ
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ば
仏
に
な
ら
な
い
と
誓
っ
た
法
蔵
菩
薩
が
既
に
阿
弥
陀
仏
と
い
う
仏
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
こ
の
す
べ
て
の
衆
生
を
救
う
願
が
成
就

さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
願
成
就
の
背
景
に
は
「
五
劫
を
具
足
し
、
思
惟
し
て
」

5
0

と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
長
い
思
惟
と
、
「
不

可
思
議
の
兆
載
永
劫

に
お
い
て
、
菩

薩

の
無
量
の
徳
業
を
積

植
し
て
」

5
1

と
さ
れ

る
長
い
修
行
が
あ
る

。
イ
エ
ス
の
贖

罪

は
「
神
の

子
」
で
あ
る
イ
エ
ス
が
十
字
架
に
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
「
御
子
イ
エ
ス
の
血
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
罪
か
ら
清
め
ら
れ
ま
す
。
」

5
2

と
い
う
救
い
の
体
系
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
我
々
は
煩
悩
を
持
ち
な
が
ら
も
涅
槃
を
得
る
「
不
断
煩
悩
得
涅
槃
」5

3

や
、
罪
を
持

つ
は
ず
の
人
間
が
神
に
よ
っ
て
義
と
認
め
ら
れ
る
、
「
義
認
」

5
4

を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
二
項 

救
済
者
の
本
質
と
意
義 
 

こ
こ
で
重
要
な
の
が
阿
弥
陀
仏
や
神
の
本
質
と
そ
の
意
義
で
あ
る
。
『
教
行
信
証
』
に
は
、
「
無
上
涅
槃
は
す
な
は
ち
こ
れ
無
為
法

身
な
り
。(

中
略)

し
か
れ
ば
弥
陀
如
来
は
如
よ
り
来
生
し
て
、
報
・
応
・
化
・
種

々
の
身
を
示
し
現
じ
た
ま
え
る
な
り
。
」5

5

と
あ
り
、

法
性
は
報
身
・
応
身
・
化
身
な
ど
様
々
な
形
で
現
れ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
「
自
然
法
爾
草
」
に
お
い
て
「
か
た
ち
ま
し
ま
す

と
し
め
す
と
き
は
、
無
上
涅
槃
と
は
申
さ
ず
。
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ぬ
や
う
を
し
ら
せ
ん
と
て
、
は
じ
め
に

弥
陀
仏
と
ぞ
き
き
な
ら

ひ
て
候
ふ
。
弥
陀
仏
は
自
然
の
や
う
を
し
ら
せ
ん
料
な
り
。
」5

6

と
阿
弥
陀
仏
の
姿
も
仮
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
本
質
は
形
の
な
い
真

如
で
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
は
「
三
位
一
体
説
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
神
の
三
つ
の
格
位
と
し
て
、
父
な

る
神
・
子
な
る
神
・
聖
霊
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
『
コ
ロ
サ
イ
信
徒
へ
の
手
紙
』
に
お
い
て
「
御
子
は
見
え
な
い
神
の
姿
で

あ
り
、
す
べ
て
の
者

が
造
ら
れ
る
前

に

生
ま
れ
た
方
で
す
」

5
7

と
そ
の
実

態
は
見

え
な
い
も
の
で
あ
る

と
さ
れ
る
よ
う

に

、
ど
ち
ら
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の
救
済
者
も
そ
の
形
は
見
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
は
自
身
の
力
で
見
え
な
い
も
の
を
感
じ
る
こ
と
、
理
由
も
な
く
信
じ

る
こ
と

が
難

し
い
。

そ
の

た
め

、
見
え

な
い
救

済
者

が
、
形

の
な

い
こ

と
を
示

す
た
め

の
「

阿
弥
陀

仏
と

い
う

名
」
、

そ
れ
に

伴
う

「
種
々
の
身
」
と
い
う
形
や
、
三
つ
の
格
位
の
一
つ
で
あ
る
「
イ
エ
ス
と
い
う
形
」
で
働
き
か
け
て
い
る
。
つ
ま
り
「
法
蔵
菩
薩
と

し
て
の
修
行
」
も
、「
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
贖
罪
・
復
活
」
も
我
々
の
認
識
と
し
て
救
い
を
体
現
す
る
た
め
に
現
れ
た
と
い
え
る
。
そ

れ
は
阿
弥
陀
仏
の
「
方
便
法
身
」

5
8

、
『
聖
書
』
に
お
い
て
数
多
く
語
ら
れ
る
「
イ
エ
ス
が
神
の
業
を
伝
え
る
た
め
に
起
こ
し
た
様
々

な
奇
跡
」5

9

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
浄
土
真
宗
と
キ
リ
ス
ト
教
を
比
較
す
る
際
に
、
浄
土
真
宗
に
は
贖
罪
が
な
い
と
い
わ
れ
る

6
0

が

そ
れ
は
本
質
的
に
は
重
要
で
な
く
、
法
蔵
の
「
五
劫
思
惟
・
兆
載
永
劫
の
修
行
」
も
「
イ
エ
ス
の
贖
罪
・
復
活
」
も
、
「
救
済
者
が
形

を
と
っ
て
我
々
に
救
い
を
伝
え
た
」
と
い
う
こ
と
に
要
点
が
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
そ
の
意
義
で
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
も
同
者
の

同
質
性
が
読
み
取
れ
る
。 

 

第
二
章 

信 

 

第
一
節 

信
じ
る
と
い
う
こ
と 

 
 

第
一
項 

信
心
と
信
仰 

続
い
て
両
者
の
「
信
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
第
一
章
で
も
述
べ
た
が
、
浄
土
真
宗
に
お
い
て
も
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
救
済

者
に
よ
る
救
い
を
「
信
じ
る
」
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
る
。
こ
れ
は
浄
土
真
宗
に
お
い
て
は
「
信
心
」
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
「
信

仰
」
と
呼
ば
れ
る
。
で
は
、
こ
の

「
信
心
」
と
「
信
仰
」
に
は
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
、
ま
ず
「
信
心
」
に
つ
い
て
、
第
一
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章
第
四
節
に
も
あ
げ
た
第
十
八
願
に
は
至
心
・
信
楽
・
欲
生
と
い
う
三
つ
の
心
が
示
さ
れ
て
い
る
。
親
鸞
は
こ
れ
ら
の
心
を
、 

「
至
心
信
楽
」
は
、
す
な
は
ち
十
方
の
衆
生
を
し
て
、
わ
が
真
実
な
る
誓
願
を
信
楽
す
べ
し
と
す
す
め
た
ま
へ
る
御
ち
か
ひ
の
至

心
信
楽
な
り
、
凡
夫
自
力
の
こ
こ
ろ
に
は
あ
ら
ず
。「
欲
生
我
国
」
と
い
ふ
は
、
他
力
の
至
心
信
楽
の
こ
こ
ろ
を
も
つ
て
安
楽
浄

土
に
生
れ
ん
と
お
も
へ
と
な
り
。
」

6
1 

と
我
々
で
は
な
く
如
来
の
心
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
、 

ま
こ
と
に
知
ん
ぬ
、
至
心
・
信
楽
・
欲
生
、
そ
の
言
異
な
り
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
意
こ
れ
一
つ
な
り
。
な
に
を
も
つ
て
の
ゆ
ゑ

に
、
三
心
す
で
に
疑
蓋
雑
は
る
こ
と
な
し
、
ゆ
ゑ
に
真
実
の
一
心
な
り
。
こ
れ
を
金
剛
の
真
心
と
名
づ
く
。
金
剛
の
真
心
、
こ

れ
を
真
実
の
信
心
と
名
づ
く
。

6
2 

と
し
た
。
親
鸞
の
師
で
あ
る
法
然
も
、「
源
空
が
信
心
も
、
如
来
よ
り
た
ま
は
り
た
る
信
心
な
り
、
善
信
房
の
信
心
も
、
如
来
よ
り
た

ま
は
ら
せ
た
ま
ひ
た
る
信
心
な
り
。
さ
れ
ば
、
た
だ
一
つ
な
り
。
」

6
3

と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
信
心
と
は
如
来
か
ら
衆
生
へ
と
与

え
ら
れ
た(

回
向
さ
れ
た)

真
実
の
心
で
あ
る
と
い
え
る
。 

続
い
て
「
信
仰
」
に
つ
い
て
、
「
事
実
あ
な
た
が
た
は
、
恵
み
に
よ
り
、
信
仰
に
よ
っ
て
救
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
自
ら
の

力
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
神
の
賜
物
で
す
。
」

6
4

と
あ
る
よ
う
に
「
信
仰
」
も
ま
た
救
済
者
よ
り
与
え
ら
れ
た
と
い
え
る
。 

  
 

第
二
項 

信
仰
と
主
体
性 

こ
の
よ
う
に
、
「
信
心
」
も
「
信
仰
」
も
救
済
者
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
同
時
に
『
ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
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手
紙
』
に
は
「
信
仰
が
な
け
れ
ば
、
神
に
喜
ば
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
神
に
近
づ
く
も
の
は
、
神
が
存
在
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
、

ま
た
、
神
は
御
自
分
を
求
め
る
者
た
ち
に
報
い
て
く
だ
さ
る
方
で
あ
る
こ
と
を
、
信
じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。
」6

5

と

あ
り
、
『
ヤ
コ
ブ
の
手
紙
』
に
は 

信
仰
が
試
さ
れ
る
こ
と
で
忍
耐
が
生
じ
る
と
、
あ
な
た
方
は
知
っ
て
い
ま
す
。(

中
略)

い
さ
さ
か
も
疑
わ
ず
、
信
仰
を
持
っ
て

願
い
な
さ
い
。
疑
う
も
の
は
、
風
に
吹
か
れ
て
揺
れ
動
く
海
の
波
に
似
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
人
は
、
主
か
ら
何
か
い
た
だ
け

る
と
思
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

6
6 

な
ど
、
救
い
を
得
る
た
め
の
「
自
身
」
の
「
信
仰
」
に
つ
い
て
も
数
多
く
言
及
さ
れ
る
。
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
信
仰
」
で
あ
る
は

ず
な
の
に
そ
こ
に
信
じ
る
私
た
ち
の
「
主
体
性
」
が
介
入
す
る
と
い
う
「
食
い
違
い
」
が
生
じ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
神
は
信
仰
の

機
会
を
与
え
る
が
、
そ
の
信
仰
を
得
る
か
は
、
我
々
の
「
主
体
性
」
に
任
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
し
ば
し
ば
「
信
仰
の
種
」

と
い
わ
れ
、
聖
書
に
は
「
種
を
蒔
く
人
の
た
と
え
」

6
7

が
あ
る
。
こ
の
譬
え
は
、
「
信
仰
」
を
種
か
ら
生
じ
る
実
に
譬
え
、
神
の
言
葉

を
受
け
取
り
育
て
る
こ
と
の
困
難
さ
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
種
と
は
「
神
は
、
そ
の
独
り
子
を
お
与
え
に
な
っ
た
ほ
ど
に
、
世
を

愛
さ
れ
た
。
独
り
子
を
信
じ
る
も
の
が
一
人
も
滅
び
な
い
で
、
永
遠
の
命
を
得
る
た
め
で
あ
る
。
」6

8

と
あ
る
よ
う
に
イ
エ
ス
を
遣
わ

せ
そ
の
死
と
復
活
を
も
っ
て
救
い
の
道
、
「
信
仰
」
の
道
を
現
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
「
信
仰
」
と
し
て
受
け
取
り
、
信

じ
続
け
ら
れ
る
か
は
我
々
の
「
主
体
性
」
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。 

  
 

 

第
三
項 

信
心
と
信
仰
の
違
い 
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以
上
の
こ
と
か
ら
「
信
心
」
と
「
信
仰
」
は
ど
ち
ら
も
救
済
者
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
信
心
」
は
如
来
の
心
そ
の
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
が
起
こ
る
と
こ
ろ
に
人
間
の
介
入
す
る
余
地
が
な
く
、
す
べ
て
の
者
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
信

仰
」
と
は
そ
の
機
会
こ
そ
す
べ
て
の
者
に
与
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
機
会
を
つ
か
み
「
信
仰
」
と
い
う
形
を
成
せ
る
か
ど
う
か
は
個
人

の
「
主
体
性
」
に
任
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
違
い
が
現
れ
て
い
る
の
が
「
十
方
微
塵
世
界
の 

念
仏
の
衆
生
を
み
そ
な
は

し 

摂
取
し
て
す
て
ざ
れ
ば 

阿
弥
陀
と
な
づ
け
た
て
ま
つ
る
」6

9

と
い
う
「
摂
取
不
捨
」
の
和
讃
で
あ
る
。
こ
の
和
讃
の
左
訓
に
て

親
鸞
は
摂
の
意
味
を
、「
も
の
の
に
ぐ
る
を
お
は
え
と
る
な
り
」
と
し
、
こ
の
働
き
に
よ
り
阿
弥
陀
仏
と
名
づ
け
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。

7
0

そ
れ
ほ
ど
ま
で

に
信
じ
る
こ
と

す
ら
ま

ま
な
ら
な
い
衆
生
を

救
お
う
と
す
る

阿

弥
陀
仏
の
働
き
は
親

鸞
に
と
っ
て
大

切

な
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
れ
は
「
信
じ
て
洗
礼
を
受
け
る
も
の
は
救
わ
れ
る
が
、
信
じ
な
い
者
は
滅
び
の
宣
告
を
受
け
る
。
」

7
1

と
さ
れ
る
キ
リ
ス

ト
教
と
は
対
照
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
信
心
」
と
「
信
仰
」
の
、
ひ
い
て
は
「
信
じ
な
い
者
を
も
救
お
う
と
す
る
」
浄
土
真

宗
と
「
信
じ
る
者
は
救
わ
れ
る
」
い
う
な
れ
ば
「
信
じ
な
い
者
は
救
わ
れ
な
い
」
キ
リ
ス
ト
教
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
。 

 

第
二
節 

信
と
行
い 

こ
の
「
信
心
」
と
「
信
仰
」
の
差
は
、
「
信
」
と
と
も
に
あ
る
「
行
い
」
に
お
い
て
は
さ
ら
に
大
き
く
な
る
。
『
教
行
信
証
』
に
は
、

「
つ
つ
し
ん
で
往
相
の
回
向
を
案
ず
る
に
、
大
行
あ
り
、
大
信
あ
り
。
大
行
と
は
す
な
は
ち
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な
り
」

7
2 

と
、
「
称
名
念
仏
」
を
ど
の
よ
う
な
「
行
」
よ
り
優
れ
た
「
大
行
」
で
あ
る
と
し
た
。
さ
ら
に
、 

し
か
れ
ば
名
を
称
す
る
に
、
よ
く
衆
生
の
一
切
の
無
明
を
破
し
、
よ
く
衆
生
の
一
切
の
志
願
を
満
て
た
ま
ふ
。
称
名
は
す
な
は
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ち
こ
れ
最
勝
真
妙
の
正
業
な
り
。
正
業
は
す
な
は
ち
こ
れ
念
仏
な
り
。
念
仏
は
す
な
は
ち
こ
れ
南
無
阿
弥
陀
仏
な
り
。
南
無
阿

弥
陀
仏
は
す
な
は
ち
こ
れ
正
念
な
り
と
、
知
る
べ
し
と
。

7
3 

と
し
て
、
こ
の
「
大
行
」
は
阿
弥
陀
仏
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
明
確
に
し
た
。

7
4

そ
の
た
め
「
称
名
念
仏
」
は
、 

念
仏
は
行
者
の
た
め
に
非
行
・
非
善
な
り
。
わ
が
は
か
ら
ひ
に
て
行
ず
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
非
行
と
い
ふ
。
わ
が
は
か
ら
ひ
に
て

つ
く
る
善
に
も
あ
ら
ざ
れ
ば
非
善
と
い
ふ
。
ひ
と
へ
に
他
力
に
し
て
自
力
を
は
な
れ
た
る
ゆ
ゑ
に
、
行
者
の
た
め
に
は
非
行
・

非
善
な
り
と
云
々
。 

と
あ
る
通
り
、
我
々
の
「
は
か
ら
い
」
に
よ
る
行
動
で
は
無
い
と
い
え
る
。
さ
ら
に
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
「
信
」
と
「
行
」
の

不
可
分
性
で
あ
る
。
「
親
鸞
聖
人
御
消
息
」
に
は
、 

信
の
一
念
・
行
の
一
念
ふ
た
つ
な
れ
ど
も
、
信
を
は
な
れ
た
る
行
も
な
し
、
行
の
一
念
を
は
な
れ
た
る
信
の
一
念
も
な
し
。
そ

の
ゆ
ゑ
は
、
行
と
申
す
は
、
本
願
の
名
号
を
ひ
と
こ
ゑ
と
な
へ
て
往
生
す
と
申
す
こ
と
を
き
き
て
、
ひ
と
こ
ゑ
を
も
と
な
へ
、

も
し
は
十
念
を
も
せ
ん
は
行
な
り
。
こ
の
御
ち
か
ひ
を
き
き
て
、
疑
ふ
こ
こ
ろ
の
す
こ
し
も
な
き
を
信
の
一
念
と
申
せ
ば
、
信

と
行
と
ふ
た
つ
と
き
け
ど
も
、
行
を
ひ
と
こ
ゑ
す
る
と
き
き
て
疑
は
ね
ば
、
行
を
は
な
れ
た
る
信
は
な
し
と
き
き
て
候
ふ
。
ま

た
、
信
は
な
れ
た
る
行
な
し
と
お
ぼ
し
め
す
べ
し
。
こ
れ
み
な
弥
陀
の
御
ち
か
ひ
と
申
す
こ
と
を
こ
こ
ろ
う
べ
し
。

7
5 

と
あ
り
、
「
信
」
も
「
行
」
も
阿
弥
陀
仏
の
誓
い
か
ら
起
こ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
不
可
分
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。 

で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
行
い
」
と
は
な
に
か
。
『
ガ
ラ
テ
ヤ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
に
は
、 

人
は
律
法
の
実
行
で
は
な
く
、
た
だ
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
る
と
知
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
も
キ
リ
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ス
ト
・
イ
エ
ス
を
信
じ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
律
法
の
実
行
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
に
よ
っ
て
義
と
し
て
い
た
だ
く
た

め
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
律
法
の
実
行
に
よ
っ
て
は
、
だ
れ
一
人
と
し
て
義
と
さ
れ
な
い
か
ら
で
す
。(

中
略)

 

人
が
律
法
の
お

陰
で
義
と
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
、
キ
リ
ス
ト
の
死
は
無
意
味
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

7
6 

と
人
が
義
と
さ
れ
救
わ
れ
る
の
は
、
神
を
信
じ
る
た
め
で
あ
り
、
行
い
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
そ
れ

と
同
時
に
、
『
ヤ
コ
ブ
の
手
紙
』
に
は 

わ
た
し
の
兄
弟
た
ち
、
自
分
は
信
仰
を
持
っ
て
い
る
と
言
う
者
が
い
て
も
、
行
い
が
伴
わ
な
け
れ
ば
、
何
の
役
に
立
つ
で
し
ょ

う
か
。(

中
略)

行
い
が
伴
わ
な
い
な
ら
、
信
仰
は
そ
れ
だ
け
で
は
死
ん
だ
も
の
で
す
。(

中
略)

あ
な
た
は
『
神
は
唯
一
だ
』
と

信
じ
て
い
る
。
結
構
な
こ
と
だ
。
悪
霊
ど
も
も
そ
う
信
じ
て
、
お
の
の
い
て
い
ま
す
。
あ
あ
、
愚
か
な
者
よ
、
行
い
の
伴
わ
な

い
信
仰
が
役
に
立
た
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
知
り
た
い
の
か
。(

中
略)

行
い
の
な
い
信
仰
は
死
ん
だ
も
の
で
す
。

7
7 

と
あ
る
よ
う
に
、
「
信
仰
」
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
「
信
じ
る
」
こ
と
と
「
行
い
」
は
切
り
離
せ
な
い
も
の
と

さ
れ
る
。
で
は
こ
の
「
行
い
の
な
い
信
仰
は
死
ん
だ
も
の
で
す
。
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
か
、
そ
こ
に
は
や
は
り
「
信
仰
」
を

受
け
取
る
我
々
の
「
主
体
性
」
が
問
題
と
な
る
。
「
あ
な
た
は
『
神
は
唯
一
だ
』
と
信
じ
て
い
る
。
結
構
な
こ
と
だ
。
悪
霊
ど
も
も
そ

う
信
じ
て
、
お
の
の
い
て
い
ま
す
。
」
と
い
う
言
葉
に
は
神
の
「
信
仰
の
種
」
が
悪
霊
の
よ
う
な
、
つ
ま
り
神
の
救
い
を
信
じ
な
い
も

の
に
も
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

読
み
取
れ
る
。
し
か
し
主
体
的
に
信
じ
て
な
い
か
ら
こ
そ
救
い
を
得
ら
れ
な
い
、
悪
い
心
を
お
こ

す
悪
霊
と
言
わ
れ
る
。
救
い
を
得
ら
れ
る
も
の
と
は
、
イ
エ
ス
の
犠
牲
と
復
活
に
よ
る
神
の
救
い
を
「
主
体
的
」
に
信
じ
る
も
の
で

あ
る
。
そ
の
上
で
「

あ
な
た
が
た
は

、

私
を
愛
し
て
い
る
な

ら
ば
、
わ
た
し

の

掟
を
守
る
」

7
8

「
神
の
内
に
い
つ

も
い
る

と
い
う
人
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は
、
イ
エ
ス
が
歩
ま
れ
た
よ
う
に
、
自
ら
も
歩
ま
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
」

7
9

と
あ
る
よ
う
に
、
神
の
こ
と
を
「
主
体
的
」
に
信
じ

る
か
ら
こ
そ
イ
エ
ス
の
「
殺
す
な
、
姦
淫
す
る
な
、
偽
証
す
る
な
、
父
母
を
敬
え
、
ま
た
、
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
し
な
さ
い
」

8
0

と
い
う
言
葉
や
戒
律
を
、「
主
体
的
」
に
守
る
と
い
う
構
造
が
成
り
立
つ
。
そ
の
た
め
、「
信
仰
」
を
持
つ
人
は
「
行
い
」
も
伴
う
は

ず
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
「
信
仰
」
と
「
行
い
」
の
不
可
分
が
現
さ
れ
る
。 

 

浄
土
真
宗
の
「
信
心
」
と
キ
リ
ス
ト
教
の
「
信
仰
」
、
ど
ち
ら
も
「
行
い
」
と
は
切
り
離
せ
な
い
関
係
で
あ
る
。
し
か
し
浄
土
真
宗

の
「
信
心
」
も
「
行
い
」
も
救
済
者
の
も
の
で
あ
り
、
我
々
の
介
入
す
る
余
地
、
「
は
か
ら
い
」
は
存
在
し
な
い
。
対
し
て
、
キ
リ
ス

ト
教
の

「
信

仰
」
「
行
い

」
は

そ
の

き

っ
か
け

こ
そ

与
え
ら

れ
た

も
の

で
あ
る

が
そ
れ

を
完

成
さ
せ

る
こ

と
は

ど
こ
ま

で
も
我

々
の

「
主
体
性
」
に
任
さ
れ
て
い
る
。 

 

第
三
節 

愛
と
慈
悲 

 

第
一
項 

神
の
「
愛
」
と
仏
の
「
慈
悲
」 

「
信
仰
」
と
不
可
分
で
あ
る
「
行
い
」
の
中
で
イ
エ
ス
は
、 

「
第
一
の
掟
は
、
こ
れ
で
あ
る
。
『
イ
ス
ラ
エ
ル
よ
、
聞
け
、
わ
た
し
た
ち
の
神
で
あ
る
主
は
、
唯
一
の
主
で
あ
る
。
心
を
尽
く

し
、
精
神
を
尽
く
し
、
思
い
を
尽
く
し
、
力
を
尽
く
し
て
、
あ
な
た
の
神
で
あ
る
主
を
愛
し
な
さ
い
。
』
第
二
の
掟
は
、
こ
れ
で

あ
る
。
『
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
し
な
さ
い
。
』
こ
の
二
つ
に
ま
さ
る
掟
は
ほ
か
に
な
い
。
」

8
1 

と
神
と
隣
人
を
愛
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
語
る
。
こ
の
神
へ
の
愛
は
無
償
の
愛
、a

g
a
p
ē

で
あ
り
、
隣
人
へ
の
愛
は

P
h
i
l
i
a

と
区
別
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さ
れ
る
。
ま
ず
神
を
愛
す
る
理
由
に
つ
い
て
、「
わ
た
し
た
ち
が
愛
す
る
の
は
、
神
が
ま
ず
わ
た
し
た
ち
を
愛
し
て
く
だ
さ
っ
た
か
ら

で
す
。
」

8
2

と
あ
る
。
こ
の
神
か
ら
の
愛
は
勿
論
「
神
が
わ
た
し
た
ち
を
愛
し
て
、
わ
た
し
た
ち
の
罪
を
償
う
い
け
に
え
と
し
て
、
御

子
を
お
遣
わ
し
に
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
愛
が
あ
り
ま
す
。
」8

3

と
あ
る
よ
う
に
我
々
に
救
い
の
義
を
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は

無
償
の
救
い
と
い
う
点
に
お
い
て
「
苦
を
抜
く
を
〈
慈
〉
と
い
ふ
。
楽
を
与
ふ
る
を
〈
悲
〉
と
い
ふ
。
慈
に
よ
る
が
ゆ
ゑ
に
一
切
衆

生
の
苦
を
抜
く
。
悲
に
よ
る
が
ゆ
ゑ
に
無
安
衆
生
心
を
遠
離
せ
り
。
」

8
4

と
さ
れ
る
仏
の
慈
悲
と
の
同
質
性
が
見
ら
れ
る
。 

  
 

 

第
二
項 

愛
・
慈
悲
と
人
間 

神
の
「
愛
」
も
仏
の
「
慈
悲
」
も
救
済
者
か
ら
の
無
償
の
救
い
で
あ
り
、
親
鸞
は
「
こ
れ
大
慈
悲
心
な
り
。
こ
の
心
す
な
は
ち
こ

れ
無
量
光
明
慧
に
よ
り

て
生
ず
る
が
ゆ

ゑ
に
。
」

8
5

と
大
慈
悲
心
は
阿
弥

陀
仏
の

も
の
で
あ
り
、
人
の
も

の
で
は
な
い
と

し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、「
無
償
の
愛
」
を
我
々
か
ら
神
に
も
要
求
し
て
い
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
に
お

い
て
神
は
我
々
の
義
の
証
明
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
へ
の
愛
を
示
し
た
が
、
「
我
々
か
ら
神
へ
の
愛
」
と
は
何
な
の
か
。
『
ヨ
ハ

ネ
に
よ
る
福
音
書
』
に
は
、 

わ
た
し
の
掟
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
を
守
る
人
は
、
わ
た
し
を
愛
す
る
者
で
あ
る
。
わ
た
し
を
愛
す
る
人
は
、
わ
た
し
の
父
に
愛

さ
れ
る
。
わ
た
し
も
そ
の
人
を
愛
し
て
、
そ
の
人
に
わ
た
し
自
身
を
現
す(

中
略)

 

わ
た
し
を
愛
す
る
人
は
、
わ
た
し
の
言
葉
を

守
る
。
わ
た
し
の
父
は
そ
の
人
を
愛
さ
れ
、
父
と
わ
た
し
と
は
そ
の
人
の
と
こ
ろ
に
行
き
、
一
緒
に
住
む
。(

後
略)

8
6 

と
い
う
イ
エ
ス
の
言
葉
が
あ
る
。
三
位
一
体
説
に
基
づ
き
、
イ
エ
ス
が
神
の
遣
わ
せ
た
格
位
の
一
つ
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
わ
た
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し(

神)

の
掟
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
を
守
る
人
は
、
わ
た
し(

神)

を
愛
す
る
者
で
あ
る
。
わ
た
し(

神)

を
愛
す
る
人
は
、
わ
た
し
の
言

葉
を
守
る
。
わ
た
し
の
父(

神)

は
そ
の
人
を
愛
す
。
」
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
人
か
ら
神
へ
の
愛
」

と
は
、
神
の
格
位
の
一
つ
で
あ
る
「
イ
エ
ス
の
言
葉
・
掟
を
守
る
と
い
う
行
動
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
前
節
に
記
し
た
と
お
り
、「
行
い
」

と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
「
信
じ
る
」
こ
と
に
も
繋
が
る
。
つ
ま
り
「
神
を
愛
す
」
と
い
う
の
は
「
神
に
よ
る
救
い
を
信
じ
る
こ
と
」

で
あ
る
と
い
え
、
「
神
か
ら
人
へ
の
愛
」
と
「
人
か
ら
神
へ
の
愛
」
、
そ
の
共
通
点
は
そ
れ
ら
の
「
無
償
性
」
の
み
と
も
い
え
る
。
そ

の
上
で
浄
土
真
宗
と
比
較
を
す
る
と
『
教
行
信
証
』
に
は
「
衆
生
の
虚
妄
を
知
れ
ば
、
す
な
は
ち
真
実
の
慈
悲
を
生
ず
る
な
り
。
真

実
の
法
身
を
知
る
は
、
す
な
は
ち
真
実
の
帰
依
を
起
す
な
り
。
」8

7

と
、「
仏
の
慈
悲
に
よ
り
我
々
が
仏
を
信
じ
依
り
所
と
す
る
」
こ
と

が
示
さ
れ
る
。
信
じ
る
と
い
う
行
為
の
「
主
体
性
」
と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
救
済
者
か
ら
の
救
い
の
働
き
で
あ
る
「
愛
」
と

「
慈
悲
」
、
そ
れ
に
「
信
じ
る
と
い
う
形
で
応
え
る
人
間
」
と
い
う
関
係
性
は
同
質
の
も
の
で
あ
る
。 

 

第
三
項 

隣
人
愛
と
常
行
大
悲 

で
は
イ
エ
ス
が
「
神
へ
の
愛
」
の
次
に
大
切
に
し
た
「
隣
人
愛
」
と
は
な
に
か
、
『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
に
は
、 

「
で
は
、
わ
た
し
の
隣
人
と
は
だ
れ
で
す
か
」
と
言
っ
た
。
イ
エ
ス
は
お
答
え
に
な
っ
た
。
「
あ
る
人
が
エ
ル
サ
レ
ム
か
ら
エ 

リ
コ
へ
下
っ
て
行
く
途
中
、
追
い
は
ぎ
に
襲
わ
れ
た
。(

中
略)
あ
る
祭
司
が
た
ま
た
ま
そ
の
道
を
下
っ
て
来
た
が
、
そ
の
人
を

見
る
と
、
道
の
向
こ
う
側
を
通
っ
て
行
っ
た
。
同
じ
よ
う
に
、
レ
ビ
人
も
そ
の
場
所
に
や
っ
て
来
た
が
、
そ
の
人
を
見
る
と
、

道
の
向
こ
う
側
を
通
っ
て
行
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
旅
を
し
て
い
た
あ
る
サ
マ
リ
ア
人
は
、
そ
ば
に
来
る
と
、
そ
の
人
を
見
て
憐
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れ
に
思
い
、
近
寄
っ
て
傷
に
油
と
ぶ
ど
う
酒
を
注
ぎ
、
包
帯
を
し
て
、
自
分
の
ろ
ば
に
乗
せ
、
宿
屋
に
連
れ
て
行
っ
て
介
抱
し

た
。
そ
し
て
、
翌
日
に
な
る
と
、
デ
ナ
リ
オ
ン
銀
貨
二
枚
を
取
り
出
し
、
宿
屋
の
主
人
に
渡
し
て
言
っ
た
。『
こ
の
人
を
介
抱
し

て
く
だ
さ
い
。
費
用
が
も
っ
と
か
か
っ
た
ら
、
帰
り
が
け
に
払
い
ま
す
。
』
さ
て
、
あ
な
た
は
こ
の
三
人
の
中
で
、
だ
れ
が
追
い

は
ぎ
に
襲
わ
れ
た
人
の
隣
人
に
な
っ
た
と
思
う
か
。

8
8 

と
い
う
「
善
き
サ
マ
リ
ア
人
の
た
と
え
」
が
あ
る
。
こ
こ
に
お
け
る
隣
人
愛
と
は
困
っ
て
い
る
人
に
「
自
身
の
持
つ
も
の
を
無
償
で

与
え
る
愛
」
で
あ
る
。
ま
た
隣
人
と
は
、 

敵
を
愛
し
、
自
分
を
迫
害
す
る
者
の
た
め
に
祈
り
な
さ
い
。
あ
な
た
が
た
の
天
の
父
の
子
と
な
る
た
め
で
あ
る
。
父
は
悪
人
に

も
善
人

に
も

太
陽

を
昇

ら
せ

、
正

し
い

者
に
も

正
し

く
な

い
者

に
も

雨
を

降
ら

せ
て
く

だ
さ

る
か

ら
で

あ
る(

中

略)
 

自
分

の

兄
弟
に
だ
け
挨
拶
し
た
と
こ
ろ
で
、
ど
ん
な
優
れ
た
こ
と
を
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

8
9 

と
あ
る
よ
う
に
、
神
を
信
じ
な
い
も
の
に
ま
で
及
ぶ
「
す
べ
て
の
他
者
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
愛
は
あ
く
ま
で
人
と
し
て
の
愛

で
あ
り
、
奥
村
一
郎(

一
九
二
三
～
二
〇
一
四)

は
「
キ
リ
ス
ト
は
私
た
ち
に
「
神
の
よ
う
に
完
全
で
あ
れ
」
と
は
い
わ
ず
「
あ
な
た

が
た
の
天
の
父
が
完
全
で
あ
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ
な
た
が
た
も(

父
の
子
と
し
て)

完
全
な
者
に
な
り
な
さ
い
」
と
い
う(

マ
タ
イ
５
・

４
８)

」

9
0

と
し
て
、
神
と
同
列
で
は
な
い
人
の
愛
を
語
る
。
そ
の
た
め
こ
の
愛
は

a
g
a
p
ē

で
は
な
く

P
h
i
l
i
a

と
さ
れ
る
。
親
鸞
も

「
慈
悲
に
聖
道
・
浄
土
の
か
は
り
め
あ
り
。
聖
道
の
慈
悲
と
い
ふ
は
、
も
の
を
あ
は
れ
み
、
か
な
し
み
、
は
ぐ
く
む
な
り
。
し
か
れ

ど
も
、
お
も
ふ
が
ご
と
く
た
す
け
と
ぐ
る
こ
と
、
き
は
め
て
あ
り
が
た
し

」9
1

と
人
の
慈
悲
の
限
界
を
語
る
。
そ
こ
に
は
救
済
者
の
救

い
の
心
で
あ
る
「
愛
」
と
「
慈
悲
」
の
特
別
性
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
隣
人
愛
」
は
「
愛
し
な
さ
い
」
と
い
う
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命
令
を
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
親
鸞
は
「
小
慈
小
悲
も
な
き
身
に
て
」
と
自
身
を
慈
悲
の
行
い
が
で
き
な
い
者
と
し
て
い
る
。
そ

こ
に
は
、
「
悪
口
を
言
う
者
に
祝
福
を
祈
り
、
あ
な
た
が
た
を
侮
辱
す
る
者
の
た
め
に
祈
り
な
さ
い
」

9
2

と
さ
れ
る
「
祈
り
」
や
愛
の

行
動
を
現
世
に
お
い
て
神
へ
の
信
仰
の
証
と
し
て
、
ま
た
「
何
事
で
も
神
の
御
心
に
適
う
こ
と
を
わ
た
し
た
ち
が
願
う
な
ら
、
神
は

聞
き
入
れ
て
く
だ
さ
る
。(

中
略)

神
に
願
っ
た
こ
と
は
既
に
か
な
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
分
か
り
ま
す
。
」
と
現
世
に
お
い
て
祈
る
こ

と
を
現
世
利
益
的
な
思
い
を
持
つ
キ
リ
ス
ト
教
と
浄
土
真
宗
の
違
い
が
読
み
取
れ
る
。
で
は
、
浄
土
真
宗
に
お
い
て
は
現
世
に
お
い

て
他
者
に
対
す
る
行

動
が
な
い
の
か

。

親
鸞
は
信
心
を
獲
得

し
た
際
に
得
ら

れ

る
現
世
十
益

9
3

の
一
つ
に
「
常
行

大
悲
の

益
」
を
あ

げ
て
い
る
。
親
鸞
は
、「
信
心
す
で
に
え
ん
ひ
と
は 

常
に
仏
恩
報
ず
べ
し
」9

4

と
し
、「
み
づ
か
ら
信
じ
、
人
を
教
へ
て
信
ぜ
し
む
る

こ
と
、
難
き
な
か
に
う
た
た
ま
た

難
し
。
大
悲
弘
く
弘
の
字
、
智
昇
法
師
の
『
懺
儀
』
の
文
な
り 

あ
ま
ね
く
化
す
る
は
、
ま
こ
と

に
仏
恩
を
報
ず
る
に
成
る
」

9
5

と
、
仏
恩
を
報
ず
る
と
は
仏
の
大
悲
が
人
々
を
導
く
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
は
、 

『
大
悲
経
』
に
の
た
ま
は
く
、〈
い
か
ん
が
名
づ
け
て
大
悲
と
す
る
。
も
し
も
つ
ぱ
ら
念
仏
相
続
し
て
断
え
ざ
れ
ば
、
そ
の
命
終

に
随
ひ
て
さ
だ
め
て
安
楽
に
生
ぜ
ん
。
も
し
よ
く
展
転
し
て
あ
ひ
勧
め
て
念
仏
を
行
ぜ
し
む
る
は
、
こ
れ
ら
を
こ
と
ご
と
く
大

悲
を
行
ず
る
人
と
名
づ
く
〉
と
。

9
6 

と
い
う
、
念
仏
を
称
え
、
他
人
に
も
大
悲
と
出
遇
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、「
大
悲
」
と
は
あ
く
ま
で
仏
の
も
の
で
あ
る
た
め
こ

れ
ら
の
救
い
を
広
め
る
行
動
は
仏
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
に
も
ま
た
、

「
キ
リ
ス
ト
が
わ
た
し
を
通
し
て
働
か
れ
た
こ
と
以
外
は
、
あ
え
て
何
も
申
し
ま
せ
ん
。
キ
リ
ス
ト
は
異
邦
人
を
神
に
従
わ
せ
る
た

め
に
、
わ
た
し
の
言
葉
と
行
い
を
通
し
て
、
ま
た
、
し
る
し
や
奇
跡
の
力
、
神
の
霊
の
力
に
よ
っ
て
働
か
れ
ま
し
た
。
」

9
7

と
布
教
活
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動
は
神
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ど
ち
ら
の
宗
教
に
お
い
て
も
「
教
え
を
広
め
る
と
い
う
行
動
」
は

「
救
済
者
の
行
い
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
親
鸞
は
、 

親
鸞
は
父
母
の
孝
養
の
た
め
と
て
、
一
返
に
て
も
念
仏
申
し
た
る
こ
と
、
い
ま
だ
候
は
ず
。(

中
略)

わ
が
ち
か
ら
に
て
は
げ
む

善
に
て
も
候
は
ば
こ
そ
、
念
仏
を
回
向
し
て
父
母
を
も
た
す
け
候
は
め
。
た
だ
自
力
を
す
て
て
、
い
そ
ぎ
浄
土
の
さ
と
り
を
ひ

ら
き
な
ば
、
六
道
・
四
生
の
あ
ひ
だ
、
い
づ
れ
の
業
苦
に
し
づ
め
り
と
も
、
神
通
方
便
を
も
つ
て
、
ま
づ
有
縁
を
度
す
べ
き
な

り
と
云
々
。

9
8 

と
、
煩
悩
具
足
で
あ
る
自
身
の
現
世
に
お
け
る
行
動
に
よ
っ
て
他
者
を
救
う
の
で
は
な
く
、
自
身
が
仏
と
な
っ
た
上
で
の
慈
悲
の
行

動
、
「
自
身
が
ま
ず
阿
弥
陀
仏
の
功
徳
に
よ
り
成
仏
す
る
こ
と
の
重
要
性
」
を
語
る
。
こ
れ
に
関
し
て
奥
村
一
郎
は
、
「
仏
教
は
、
い

わ
ば
、
も
ろ
も
ろ
の
人
を
悟
り
に
至
ら
し
め
る
自
己
形
成
に
よ
る
自
己
確
立(

自
燈
明)

を
主
眼
と
す
る
の
に
対
し
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、

す
べ
て
の
人
の
う
ち
に
、
す
で
に
隠
さ
れ
て
い
る
、
父
な
る
神
の
子
と
な
る
自
他
の
関
係
の
事
実
を
、
現
実
化
す
る
こ
と
を
、
そ
の

救
い
の
中
核
と
す
る
。
」9
9

と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
自
身
が
救
済
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
大
乗
仏
教
の
特
質
が
あ
る
。
そ

れ
は
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」1

0
0

と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
る
。
更
に
自
身
が
仏
と
な
っ
た
後
に
は
、「
還
相
と
は
、
か
の
土
に
生
じ
を

は
り
て
、
奢
摩
他
毘
婆
舎
那
方
便
力
成
就

す
る
こ
と
を
得
て
、
生
死
の
稠
林
に
回
入
し
て
、
一
切
衆
生
を
教
化
し
て
、
と
も
に
仏
道

に
向
ら
し
め
た
ま
ふ
な
り
」

1
0
1

と
「
一
切
衆
生
を
教
化
し
」
救
済
す
る
と
い
う
「
還
相
回
向
」
が
存
在
す
る
。
こ
の
「
一
切
衆
生
悉

有
仏
性
」
も
「
還
相
回
向
」
も
「
す
な
は
ち
こ
れ
必
至
補
処
の
願
（
第
二
十
二
願
）
よ
り
出
で
た
り
。
」

1
0
2

。
「
一
切
衆
生
は
、
つ
ひ

に
さ
め
て
ま
さ
に
大
信
心
を
得
べ
き
を
も
つ
て
の
ゆ
ゑ
に
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
説
き
て
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
と
い
ふ
な
り
。
」1

0
3

と
し
て
、
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ど
ち
ら
も
阿
弥
陀
仏
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、「
行
い
」
に
内
包
さ
れ
る
「
救
い
の
道
を
伝
え
る
行
動
」
は
ど
ち
ら

も
救
済
者
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
自
身
の
行
動
と
し
て
の
「
祈
り
」「
念
仏
」
を
比
較
し
た
と
き
、
そ
こ
に
は
救
済
者
を
信
じ

る
こ
と
の
「
主
体
性
」
と
「
現
世
利
益
」
を
求
め
る
か
と
い
う
違
い
、「
自
身
が
救
済
者
と
な
っ
て
他
者
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
」

と
い
っ
た
違
い
が
読
み
取
れ
る
。 

   

結
論 

 

浄
土
真
宗
と
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
信
」
と
「
救
い
」
に
つ
い
て
比
較
考
察
し
て
き
た
。
そ
の
違
い
と
し
て
人
の
「
主
体
性
」

が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
元
か
ら
「
煩
悩
」
を
備
え
る
た
め
に
自
身
の
力
で
は
救
わ
れ
な
い
浄
土
真
宗
に
お
け
る
人
と
、
神
か
ら

永
遠
の
命
を
与
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
救
い
主
を
裏
切
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
人
と
い
う
違
い
が
あ
り
、

「
主
体
的
」
に
神
を
裏
切
っ
た
人
間
が
救
わ
れ
る
た
め
に
は
「
主
体
的
」
に
神
を
信
じ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
煩
悩
を
備

え
る
た
め
に
信
じ
る
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
い
人
に
対
し
て
、「
も
の
の
に
ぐ
る
を
お
は
え
と
る
」
人
を
救
う
だ
け
の
仏
と
、
裏
切
っ
た

人
間
を
裁
き
、
愛
故
に
救
う
、「
信
じ
る
者
を
救
う
」
神
と
い
う
性
格
的
違
い
が
生
ま
れ
、
そ
こ
に
神
と
人
間
の
双
方
向
的
な
「
契
約
」

に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
と
、
仏
の
一
方
的
な
「
誓
い
」
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
浄
土
真
宗
と
い
う
違
い
が
あ
る
と
考
え
る
。

さ
ら
に
「
行
い
」
に
お
い
て
は
、
完
璧
で
あ
っ
た
た
め
愛
の
行
動
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
人
間
と
「
小
慈
小
悲
」
も
で
き
な
い
人
間
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と
い
う
違
い
が
生
ま
れ
る
。
そ
こ
に
は
「
原
罪
」
に
よ
り
今
は
罪
を
背
負
い
苦
し
み
に
ま
み
れ
て
い
る
が
、
元
は
神
の
最
高
傑
作
で

あ
り
優
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
希
望
的
・
期
待
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
人
間
観
と
、
煩
悩
具
足
で
あ
り
元
か
ら
阿
弥
陀
仏
に
よ
る
救

い
以
外
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
と
い
う
絶
望
的
・
悲
観
的
な
浄
土
真
宗
の
人
間
観
が
あ
る
。 

し
か
し
現
在
の
苦
し
み
や
未
来
・
死
に
対
す
る
不
安
を
持
つ
人
間
へ
の
、
救
済
者
に
よ
る
救
い
の
体
系
は
非
常
に
似
て
い
る
。
救

済
者
に
対
す
る
人
間
の
愚
か
さ
、
そ
の
た
め
に
生
ま
れ
る
「
悪
い
心
」
、
そ
れ
故
の
自
身
の
判
断
で
苦
し
み
か
ら
逃
れ
る
こ
と
の
困
難

さ

1
0
4

を
示
し
、
自
覚
さ
せ
た
上
で
、「
法
蔵
菩
薩
の
修
行
」
・
「
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
贖
罪
と
復
活
」
に
よ
り
、
目
に
見
え
る
形
で
の
救

い
の
道
を
示
す
。
そ
こ
に
は
信
じ
さ
せ
る
こ
と
で
「
救
お
う
と
す
る
救
済
者
」
と
、
そ
れ
を
「
信
じ
る
人
間
」
と
い
う
「
繋
が
り
」

が
生
ま
れ
る
。
こ
の
「
繋
が
り
」
を
示
す
た
め
に
両
宗
教
は
救
済
者
が
「
共
に
い
る
」
こ
と
を
強
調
す
る
。
浄
土
真
宗
に
お
い
て
は

「
南
無
と
い
ふ
は
、
す
な
は
ち
こ
れ
帰
命
な
り
、
ま
た
こ
れ
発
願
回
向
の
義
な
り
。
阿
弥
陀
仏
と
い
ふ
は
、
す
な
は
ち
こ
れ
そ
の

行

な
り
。
こ
の
義
を
も
つ
て
の
ゆ
ゑ
に
か
な
ら
ず
往
生
を
得
」1

0
5

「
「
帰
命
」
は
本
願
招
喚
の
勅
命
な
り
「
発
願
回
向
」
と
い
ふ
は
、
如

来
す
で
に
発
願
し
て
衆
生
の
行
を
回
施
し
た
ま
ふ
の
心
な
り
。
」1

0
6

と
さ
れ
る
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
名
号
を
称
え
る
時
、
そ
れ
を
自

覚
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
「
神
の
霊
が
自
分
た
ち
の
内
に
住
ん
で
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
す
か
」1

0
7

と
あ
り
こ
の
「
霊
」

と
は
神
の
格
位
の
一
つ
で
あ
る
「
聖
霊
」
で
あ
る
。
こ
の
「
聖
霊
」
は
「
わ
た
し
た
ち
は
ど
う
祈
る
べ
き
か
を
知
り
ま
せ
ん
が
、“
霊
”

自
ら
が
、
言
葉
に
表
せ
な
い
う
め
き
を
も
っ
て
執
り
成
し
て
く
だ
さ
る
か
ら
で
す
。
」1

0
8

と
あ
る
よ
う
に
「
祈
り
」
を
助
け
、
我
々
が

祈
る
と
き
そ
の
存
在
を
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
「
念
仏
」
と
「
祈
り
」
は
救
済
者
と
の
「
繋
が
り
」
を
自
覚
さ
せ
る
行

動
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
「
繋
が
り
」
は
救
済
者
と
人
の
も
の
だ
け
で
は
な
い
。
親
鸞
は
信
心
を
い
た
だ
い
た
人
々
を
御
同
朋

1
0
9
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御
同
行

1
1
0

と
し
て
大
切
に
し
、「
一
切
の
有
情
は
み
な
も
つ
て
世
々
生
々
の
父
母
・
兄
弟
な
り
。
」1

1
1

と
す
べ
て
の
人
と
の
「
繋
が
り
」

を
語
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
、
「
見
な
さ
い
。
こ
こ
に
わ
た
し
の
母
、
わ
た
し
の
兄
弟
が
い
る
。
神
の
御
心
を
行
う
人
こ
そ
、

わ
た
し
の
兄
弟
、
姉
妹
、
ま
た
母
な
の
だ
。
」1

1
2

や
「
隣
人
愛
」
に
お
い
て
す
べ
て
の
人
を
隣
人
と
す
る
な
ど
、
他
者
と
の
「
繋
が
り
」

が
語
ら
れ
る
。 

両
宗
教
に
は
「
主
体
性
」
と
い
う
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
し
か
し
救
済
者
の
前
に
お
い
て
等
し
く
愚
か
で
、
自
身
の
力
で
救
わ
れ

る
こ
と
の
な
い
人
間
観
の
も
と
で
は
、「
救
済
者
」
と
、「
被
救
済
者
で
あ
る
人
間
」
の
「
繋
が
り
」
を
感
じ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、

そ
の
「
繋
が
り
」
を
救
済
者
の
前
に
等
し
く
愚
か
で
あ
る
、
現
在
に
生
き
る
「
す
べ
て
の
者
」
に
広
げ
て
い
く
と
い
う
点
に
お
い
て
、

両
宗
教
の
教
義
的
な
接
点
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
は
苦
し
み
を
抱
え
て
生
き
る
人
間
の
た
め
の
救
済
者
に
よ
る
「
未
来
へ

の
希
望
」
と
、
苦
し
み
を
共
有
し
共
に
救
わ
れ
る
仲
間
に
対
す
る
「
安
心
感
」
と
い
う
両
宗
教
の
本
質
が
あ
る
と
考
え
る
。 
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註 

 1 

日
本
聖
書
協
会
『
聖
書 

新
共
同
訳
』
日
本
聖
書
協
会
、
一
九
八
七
年 

2 

「
正
信
偈
」(

『
註
釈
版
』
二
〇
七
頁)

 

3 

「
浄
土
和
讃
」
（
『
註
釈
版
』
五
六
〇
頁
） 

4 

「
高
僧
和
讃
」
四
十
五
番
（
『
註
釈
版
』
五
八
六
頁
） 

5 

『
一
念
多
念
文
意
』(

『
註
釈
版
』
六
九
三
頁)

 

6 

『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
五
章
九
節 

7 

『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
六
章
二
一
節 

8 

『
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
』
二
一
章
四
節 

9 

「
神
の
国
に
生
ま
れ
る
」
と
い
う
表
現
は
聖
書
に
は
な
い
が
、
「
は
っ
き
り
言
っ
て
お
く
。
人
は
、
新
た
に
生
ま
れ
な
け
れ
ば
、

神
の
国
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」(
『
聖
書
』
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
三
章
三
節
よ
り)

と
あ
る
よ
う
に
新
た
に
生
ま
れ
る
こ

と
が
救
い
に
必
要
な
点
か
ら
、
仏
教
と
の
比
較
を
考
慮
し
て
便
宜
的
に
「
生
ま
れ
る
」
と
い
う
表
現
を
使
う
。 

1
0 

『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
八
章
二
八
節 

1
1 

中
村
元
『
佛
教
語
大
辞
典
』
東
京
書
籍
、
一
九
七
五
年 

1
2 

『
教
行
信
証
』(

『
註
釈
版
』
一
五
六
頁)

 

1
3 

『
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙
一
』
一
章
五
節 

1
4 

『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
四
章
一
六
節 

1
5 

『
詩
篇
』
九
〇
篇
二
節 

1
6 

『
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙
一
』
五
章
二
〇
節 

1
7 

『
仏
説
無
量
寿
経
』(

『
註
釈
版
』
二
九
頁)

 

1
8 

五
木
寛
之
・
本
田
哲
朗
『
聖
書
と
歎
異
抄
』
東
京
書
籍
、
二
〇
一
七
年
、
に
は
金
子
大
榮
の
言
葉
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る 
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 1
9 

『
教
行
信
証
』
「
教
文
類
」
（
『
註
釈
版
』
一
三
五
頁
） 

2
0 

『
使
徒
言
行
録
』
四
章
一
二
節 

2
1 

『
教
行
信
証
』
「
信
文
類
」
（
『
註
釈
版
』
二
二
九
頁
） 

2
2 

『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
三
章
一
六
節 

2
3

『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
三
章
九
～
二
〇
節 

 

2
4 

『
教
行
信
証
』
「
行
文
類
」
（
『
註
釈
版
』
一
九
〇
頁
） 

2
5 

「
高
僧
和
讃
」
十
六
番
（
『
註
釈
版
』
五
八
一
頁
） 

2
6 

中
村
元
『
佛
教
語
大
辞
典
』
六
五
一
頁
、
東
京
書
籍
株
式
会
社
、
一
九
七
七
年 

2
7 

『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
六
章
三
九
～
四
一
節 

2
8 

『
歎
異
抄
』
第
三
条
（
『
註
釈
版
』
八
三
四
頁
） 

2
9 

『
歎
異
抄
』
第
二
条(

『
註
釈
版
』
八
三
三
頁)

 

3
0 

『
歎
異
抄
』
第
三
条
（
『
註
釈
版
』
八
三
三
頁
） 

3
1 

『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
九
章
十
二
・
十
三
節 

3
2 

『
教
行
信
証
』(

『
註
釈
版
』
二
七
九
頁)

 

3
3 

『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
十
五
章
四
～
七
節 

3
4 

中
村
元
『
佛
教
語
大
辞
典
』
一
二
七
三
頁
、
東
京
書
籍
、
一
九
七
八
年 

3
5 

『
唯
信
鈔
文
意
』(

『
註
釈
版
』
七
〇
七
・
七
〇
八
頁)

 

3
6 

『
創
世
記
』
一
章
二
七
節
「
神
は
御
自
分
に
か
た
ど
っ
て
人
を
創
造
さ
れ
た
。
神
に
か
た
ど
っ
て
創
造
さ
れ
た
。
」
、
『
ヨ
ハ
ネ
の

黙
示
録
』
二
二
章
一
四
節
「
命
の
木
に
対
す
る
権
利
を
与
え
ら
れ
」
よ
り 

3
7 

『
創
世
記
』
二
章
一
六
・
一
七
節)

 

3
8 

『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
五
章
一
二
節 
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 3
9 

『
創
世
記
』
三
章
四
・
五
節
「
蛇
は
女
に
言
っ
た
「
決
し
て
死
ぬ
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
を
食
べ
る
と
、
目
が
開
け
、
神
の
よ
う

に
善
悪
を
知
る
も
の
に
な
る
こ
と
を
神
は
ご
存
じ
な
の
だ
。
」
よ
り 

4
0 

『
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
』
七
章
二
一
節 

4
1 

『
創
世
記
』
三
章
四
節 

4
2 

『
創
世
記
』
三
章
六
節 

4
3 

『
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
』
二
〇
章
二
節 

4
4 

『
創
世
記
』
三
章
二
二
節 

4
5 

「
正
像
末
和
讃
」(

『
註
釈
版
』
六
二
二
頁)

 

4
6 

『
唯
信
鈔
文
意
』(

『
註
釈
版
』
七
〇
七
頁)
 

4
7 

『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』(

『
註
釈
版
』
七
四
二
・
七
四
三
頁)

 

4
8 

『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』(

『
註
釈
版
』
七
七
九
頁)

 

4
9 

『
仏
説
無
量
寿
経
』
（
『
註
釈
版
』
一
八
頁
） 

5
0 

『
仏
説
無
量
寿
経
』
（
『
註
釈
版
』
一
五
頁
） 

5
1 

『
仏
説
無
量
寿
経
』(

『
註
釈
版
』
二
六
頁)

 

5
2 

『
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙
一
』
一
章
七
節 

5
3 

『
尊
号
真
像
銘
文
』(

『
註
釈
版
』
六
七
二
頁)

「
不
断
煩
悩
」
は
煩
悩
を
断
ち
す
て
ず
し
て
と
い
ふ
。
「
得
涅
槃
」
と
申
す
は
無

上
大
涅
槃
を
さ
と
う
る
と
し
る
べ
し
」
よ
り 

5
4 

『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
三
章
二
四
節
「
た
だ
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に
よ
る
償
い
の
業
を
通
し
て
、
神
の
恵
み
に
よ
り
無

償
で
義
と
さ
れ
る
の
で
す
。
」
よ
り 

5
5 

『
教
行
信
証
』(

『
註
釈
版
』
三
〇
七
頁)

 

5
6 

『
正
像
末
和
讃
』
「
自
然
法
爾
草
」
『
註
釈
版
』
六
二
二
頁)
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 5
7 

『
コ
ロ
サ
イ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
一
章
一
五
節 

5
8 

『
一
念
多
念
文
意
』(

『
註
釈
版
』
六
九
一
頁)

「
こ
の
如
来
を
方
便
法
身
と
は
申
す
な
り
。
方
便
と
申
す
は
、
か
た
ち
を
あ
ら

は
し
、
御
な
を
し
め
し
て
、
衆
生
に
し
ら
し
め
た
ま
ふ
を
申
す
な
り
。
」
よ
り 

5
9 

『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
九
章
一
～
十
二
節
な
ど 

6
0 

八
木
誠
一
・
秋
月
龍
珉
『
親
鸞
と
パ
ウ
ロ
』
青
土
社
、
一
九
八
九
年
、
七
七
頁
「
浄
土
真
宗
に
は
、
律
法
と
か
律
法
違
反
と
の

罪
と
か
い
う
概
念
が
な
い
。(

中
略)

そ
う
い
う
人
間
の
た
め
の
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
も
な
い
」
よ
り 

6
1 

『
尊
号
真
像
銘
文
』(
『
註
釈
版
』
六
四
三
・
六
四
四
頁 

6
2 

『
教
行
信
証
』
「
信
巻
」(

『
註
釈
版
』
二
四
五
頁)

 

6
3 

『
歎
異
抄
』
後
序(

『
註
釈
版
』
八
五
二
頁)
 

6
4 

『
エ
フ
ェ
ソ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
二
章
八
節 

6
5 

『
ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
』
一
一
章
六
節 

6
6 

『
ヤ
コ
ブ
の
手
紙
』
一
章
三
～
七
節 

6
7 

『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
八
章
五
～
一
五
節
「
種
を
蒔
く
人
が
種
蒔
き
に
出
て
行
っ
た
。
蒔
い
て
い
る
間
に
、
あ
る
種
は
道
端

に
落
ち
、
人
に
踏
み
つ
け
ら
れ
、
空
の
鳥
が
食
べ
て
し
ま
っ
た
。
ほ
か
の
種
は
石
地
に
落
ち
、
芽
は
出
た
が
、
水
気
が
な
い
の
で
枯

れ
て
し
ま
っ
た
。
ほ
か
の
種
は
茨
の
中
に
落
ち
、
茨
も
一
緒
に
伸
び
て
、
押
し
か
ぶ
さ
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
ほ
か
の
種
は
良
い

土
地
に
落
ち
、
生
え
出
て
、
百
倍
の
実
を
結
ん
だ
。
」
イ
エ
ス
は
こ
の
よ
う
に
話
し
て
、
「
聞
く
耳
の
あ
る
者
は
聞
き
な
い
」
と
大
声

で
言
わ
れ
た
。
弟
子
た
ち
は
、
こ
の
た
と
え
は
ど
ん
な
意
味
か
と
尋
ね
た
。 

1
0

イ
エ
ス
は
言
わ
れ
た
。
「
あ
な
た
が
た
に
は
神
の

国
の
秘
密
を
悟
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
が
、
他
の
人
々
に
は
た
と
え
を
用
い
て
話
す
の
だ
。
そ
れ
は
、
『
彼
ら
が
見
て
も
見
え

ず
、
聞
い
て
も
理
解
で
き
な
い
』
よ
う
に
な
る
た
め
で
あ
る
。
」
「
こ
の
た
と
え
の
意
味
は
こ
う
で
あ
る
。
種
は
神
の
言
葉
で
あ
る
。

道
端
の
も
の
と
は
、
御
言
葉
を
聞
く
が
、
信
じ
て
救
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
後
か
ら
悪
魔
が
来
て
、
そ
の
心
か
ら
御
言
葉
を

奪
い
去
る
人
た
ち
で
あ
る
。
石
地
の
も
の
と
は
、
御
言
葉
を
聞
く
と
喜
ん
で
受
け
入
れ
る
が
、
根
が
な
い
の
で
、
し
ば
ら
く
は
信
じ

 



32 

 

 
て
も
、
試
練
に
遭
う
と
身
を
引
い
て
し
ま
う
人
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
茨
の
中
に
落
ち
た
の
は
、
御
言
葉
を
聞
く
が
、
途

中
で
人
生
の
思
い
煩
い
や
富
や
快
楽
に
覆
い
ふ
さ
が
れ
て
、
実
が
熟
す
る
ま
で
に
至
ら
な
い
人
た
ち
で
あ
る
。
良
い
土
地
に
落
ち
た

の
は
、
立
派
な
善
い
心
で
御
言
葉
を
聞
き
、
よ
く
守
り
、
忍
耐
し
て
実
を
結
ぶ
人
た
ち
で
あ
る
。
」
よ
り 

6
8 

『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
三
章
一
六
節 

6
9 

『
浄
土
和
讃
』(

『
註
釈
版
』
五
七
〇
頁)

 

7
0 

『
教
行
信
証
』
「
信
巻
」(

『
註
釈
版
』
一
八
七
頁)

 

7
1 

『
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
』
一
六
章
一
六
節 

7
2 

『
教
行
信
証
』
「
行
巻
」(

『
註
釈
版
』
一
四
一
頁)

 

7
3 

『
教
行
信
証
』
「
信
巻
」(
『
註
釈
版
』
一
四
六
頁)

 

7
4 

名
号
を
大
行
と
す
る
理
解
も
あ
る 

7
5 

「
親
鸞
聖
人
御
消
息
」(

『
註
釈
版
』
七
四
九
・
七
五
〇
頁)

 

7
6 

『
ガ
ラ
テ
ヤ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
二
章
一
六
～
二
一
節 

7
7 

『
ヤ
コ
ブ
の
手
紙
』
二
章
一
四
～
二
六
節 

7
8 

『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
一
四
章
一
五
節 

7
9 

『
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙
』
二
章
六
節 

8
0 

『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
一
九
章
一
八
節 

8
1 

『
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
』
一
二
章
二
八
～
三
一
節 

8
2 

『
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙
一
』
四
章
一
九
節 

8
3 

『
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙
一
』
四
章
一
〇
節 

8
4 

『
教
行
信
証
』(

『
註
釈
版
』
三
二
七
・
三
二
八
頁)

 

8
5 

『
教
行
信
証
』(

『
註
釈
版
』
二
五
二
頁)
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 8
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二
一
章
一
五
～
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四
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8
7 

『
教
行
信
証
』(

『
註
釈
版
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三
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五
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8
8 

『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
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十
章
二
九
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三
六
節 

8
9 

『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
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五
章
四
四
～
四
七
節 

9
0 

奥
村
一
郎
『
奥
村
一
郎
選
集
第
一
巻 

慈
悲
と
隣
人
愛
』
一
三
二
頁
、
オ
リ
エ
ン
ス
宗
教
研
究
所
、
二
〇
〇
七
年 

9
1 

『
歎
異
抄
』
第
４
条(

『
註
釈
版
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八
三
四
頁)

 

9
2 

『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
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六
章
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八
節 

9
3 

『
教
行
信
証
』(

『
註
釈
版
』
二
五
一
頁)

「
金
剛
の
真
心
を
獲
得
す
れ
ば
、
横
に
五
趣
八
難
の
道
を
超
え
、
か
な
ら
ず
現
生
に

十
種
の
益
を
獲
。
」
よ
り 

9
4 

「
浄
土
和
讃
」(

『
註
釈
版
』
五
六
五
頁)

 

9
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教
行
信
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註
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一
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頁)

 

9
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教
行
信
証
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註
釈
版
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六
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手
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八
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九
節 

9
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歎
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抄
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第
五
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『
註
釈
版
』
八
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四
・
八
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五
頁)

 

9
9 

奥
村
一
郎
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奥
村
一
郎
選
集
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巻 
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悲
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愛
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一
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二
頁
、
オ
リ
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二
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1
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教
行
信
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註
釈
版
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六
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教
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註
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浄
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註
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版
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四
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1
0

3 

『
教
行
信
証
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註
釈
版
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三
六
頁)

 

1
0

4 

キ
リ
ス
ト
教
に
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い
て
は
不
可
能
さ 

1
0

5 

『
教
行
信
証
』(

『
註
釈
版
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一
六
九
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 1
0

6 

『
教
行
信
証
』(

『
註
釈
版
』
一
七
〇
頁)

 

1
0

7 
『
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
一
」
三
章
一
六
節 

1
0

8 

『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
八
章
二
六
節 

1
0

9 

『
歎
異
抄
』
後
序(

『
註
釈
版
』
八
五
一
頁)

 

1
1

0 

「
親
鸞
聖
人
御
消
息
」(

『
註
釈
版
』
八
〇
三
頁)

 

1
1

1 

『
歎
異
抄
』
第
五
条(

『
註
釈
版
』
八
三
四
頁)

 

1
1
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マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
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三
章
三
四
・
三
五
節 
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