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二
〇
〇
七
）
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
浄
土
教
の
関
係
に
つ
い
て
、
両
宗

教
の
間
に
見
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
と
限
界
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

浄
土
教
と
い
う
宗
教
は
、
根
本
的
に
内
面
的
に
仏
教
で
あ
り
、

仏
教
の
伝
統
こ
そ
浄
土
教
の
深
さ
や
純
粋
さ
の
源
泉
で
あ
り
ま

す
。し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、浄
土
教
は
、単
に
仏
教
一
般
の「
本

来
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
と
か
「
精
髄
」
と
か
い
う
も
の

に
還
元
さ
れ
得
な
い
よ
う
な
宗
教
的
衝
動
を
含
ん
で
い
て
、
そ

の
衝
動
こ
そ
仏
教
の
伝
統
の
中
の
浄
土
教
の
独
自
性
を
な
し
な

が
ら
、
浄
土
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
間
の
、
深
い
レ
ベ
ル
で
の

親
近
性
、
類
似
性
を
成
り
立
た
せ
る
も
の
な
の
で
す1

。

パ
ウ
ロ
と
親
鸞
は
、
現
代
に
お
い
て
も
人
々
に
広
く
知
ら
れ
、
ま

た
親
し
ま
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
前
者
は
、
西
暦
一
世
紀
に
ユ
ダ

ヤ
教
の
一
派
と
見
な
さ
れ
て
い
た
原
始
キ
リ
ス
ト
教
を
、
小
ア
ジ
ア

や
地
中
海
の
諸
都
市
に
根
づ
か
せ
、
世
界
宗
教
へ
発
展
さ
せ
る
原
動

力
と
な
っ
た
「
異
邦
人
の
使
徒
」
で
あ
る
。
後
者
は
、
大
乗
仏
教
の

一
潮
流
で
あ
る
浄
土
教
を
法
然
の
も
と
で
学
び
、
信
と
念
仏
に
基
づ

い
た
生
を
歩
み
、
後
に
浄
土
真
宗
の
開
祖
と
し
て
仰
が
れ
る
存
在
と

な
っ
た
。
両
者
に
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、「
回
心
」（conversion
） 

を
機
に
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
が
大
き
く
変
え
ら
れ
た
点
で
あ
る
。

宗
教
間
対
話
に
深
い
関
心
を
持
ち
続
け
て
い
た
南
山
宗
教
文

化
研
究
所
元
所
長
の
Ｊ
・
ヴ
ァ
ン
・
ブ
ラ
フ
ト
（
一
九
二
八
～

パ
ウ
ロ
と
親
鸞
の
回
心

信
と
知
の
視
点
か
ら

高
山
貞
美



47 ――― 東西宗教研究　第 17 号・2018 年

以
上
の
洞
察
を
参
考
に
し
つ
つ
、
キ
リ
ス
ト
教
と
浄
土
教
と
の
間

の
「
深
い
レ
ベ
ル
で
の
親
近
性
、
類
似
性
」
を
探
究
す
べ
く
、
本
論

文
で
は
「
信
と
知
」
の
視
点
を
交
え
て
、
パ
ウ
ロ
と
親
鸞
の
回
心
に

つ
い
て
考
察
し
た
い
。

パ
ウ
ロ
の
生
と
思
想

ユ
ダ
ヤ
教
的
過
去

パ
ウ
ロ
は
自
身
の
生
涯
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
語
ら
ず
、
し
た
が
っ

て
回
心
前
の
ユ
ダ
ヤ
教
的
過
去
も
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の

意
味
で
『
フ
ィ
リ
ピ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
に
記
さ
れ
る
パ
ウ
ロ
の
自

伝
的
記
述
は
、
き
わ
め
て
貴
重
な
自
己
証
言
と
言
え
る
。

だ
れ
か
ほ
か
に
、
肉
に
頼
れ
る
と
思
う
人
が
い
る
な
ら
、
わ
た

し
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
す
。
わ
た
し
は
生
ま
れ
て
八
日
目
に

割
礼
を
受
け
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
に
属
し
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
族
の

出
身
で
、
ヘ
ブ
ラ
イ
人
の
中
の
ヘ
ブ
ラ
イ
人
で
す
。
律
法
に
関

し
て
は
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
一
員
、
熱
心
さ
の
点
で
は
教
会
の
迫

害
者
、
律
法
の
義
に
つ
い
て
は
非
の
う
ち
ど
こ
ろ
の
な
い
者
で

し
た2

。（
フ
ィ
リ3:4b–6

）

以
上
の
記
述
か
ら
、
回
心
前
の
パ
ウ
ロ
が
救
い
の
根
拠
を
「
肉
」

（σάρξ

） 

に
、
す
な
わ
ち
、
人
間
的
な
諸
要
素
（
出
自
、
教
養
、
道

徳
性
な
ど
）
に
置
い
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る3

。
は
じ
め
の
四

点
は
生
ま
れ
な
が
ら
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
続
く
三
点
は
自
覚
と

努
力
に
よ
っ
て
身
に
つ
け
た
も
の
で
あ
る4

。
こ
こ
に
は
生
粋
の
ユ
ダ

ヤ
人
と
し
て
の
選
民
意
識
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
と
共
に
、「
フ
ァ
イ

サ
イ
派
の
一
員
」
と
し
て
律
法
を
遵
守
す
る
こ
と
に
最
高
の
価
値
を

見
い
だ
し
て
い
た
パ
ウ
ロ
の
宗
教
観
が
窺
え
る
。
彼
は「
律
法
の
義
」

に
つ
い
て
は
非
の
う
ち
ど
こ
ろ
の
な
い
者
と
自
負
し
、
律
法
へ
の
熱

心
の
故
に
教
会
を
迫
害
す
る
こ
と
さ
え
厭
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る5

。

律
法
中
心
の
生
き
方
に
徹
し
て
い
た
パ
ウ
ロ
に
と
っ
て
、
十
字

架
上
で
刑
死
し
た
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
は
「
神
に
呪
わ
れ
た
者
」（
申

21:22–23

）
で
あ
っ
て
、
民
衆
を
惑
わ
す
偽
教
師
で
は
あ
り
得
て
も
、

イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
の
メ
シ
ア
で
あ
る
は
ず
が
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
考
え
に
支
配
さ
れ
て
い
た
パ
ウ
ロ
が
、イ
エ
ス
を
「
神
の
子
」「
メ

シ
ア
」
と
信
奉
す
る
同
胞
の
ユ
ダ
ヤ
人
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
に
激
し
い
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復
活
の
イ
エ
ス
と
の
出
会
い

フ
ァ
リ
サ
イ
派 

教
会
の
迫
害
者

異
邦
人
の
使
徒

パ
ウ
ロ
の
回
心 

召
命

回
心
の
記
録

パ
ウ
ロ
の
回
心
は
、
新
約
聖
書
の
中
で
も
有
名
な
箇
所
で
あ
り
、

そ
の
場
合
に
は
『
使
徒
言
行
録
』（
使9:1–19, 22:6–16

、26:12–18

）

の
記
事
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。『
使
徒
言
行
録
』
第
九

章
に
は
、
パ
ウ
ロ
が
イ
エ
ス
の
弟
子
た
ち
を
迫
害
し
よ
う
と
ダ
マ
ス

コ
に
近
づ
い
た
時
、
天
か
ら
光
が
照
ら
し
、「
な
ぜ
、
わ
た
し
を
迫

害
し
よ
う
と
す
る
の
か
」と
い
う
声
が
聞
こ
え
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
三
日
間
パ
ウ
ロ
は
目
が
見
え
ず
、
食
べ
も
飲
み
も
し
な
か

っ
た
が
、
ダ
マ
ス
コ
の
町
で
ア
ナ
ニ
ア
に
よ
っ
て
元
通
り
目
が
見
え

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
等
も
物
語
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
『
使
徒
言
行
録
』
は
福
音
史
家
ル
カ
が
編
集
し
た

憤
り
を
覚
え
、
彼
ら
の
教
会
を
破
壊
す
る
こ
と
こ
そ
自
ら
の
使
命
と

し6
、
迫
害
の
急
先
鋒
と
な
っ
た
の
も
自
然
の
成
り
行
き
だ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

パ
ウ
ロ
の
回
心

パ
ウ
ロ
は
、
ダ
マ
ス
コ
周
辺
で
起
こ
っ
た
自
身
の
宗
教
体
験
（
以

下
、
ダ
マ
ス
コ
体
験
と
呼
ぶ
）
を
「
回
心
」
と
も
「
改
宗
」
と
も
表

現
し
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
劇
的
な
出
来
事
に
よ
っ
て
、
彼
の
価

値
観
が
著
し
く
変
化
し
、
生
き
方
が
根
本
的
に
変
え
ら
れ
た
こ
と
は

明
白
で
あ
る
。
復
活
の
イ
エ
ス
と
の
出
会
い
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
大
き

な
衝
撃
を
彼
に
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。
パ
ウ
ロ
に
と
っ
て
人
生
の
転

換
点
と
な
り
、
彼
の
霊
性
・
神
学
・
宣
教
活
動
の
源
泉
と
な
っ
た
こ

の
宗
教
体
験
を
わ
れ
わ
れ
は
「
回
心
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る7

。
な
ぜ

な
ら
、
そ
れ
は
パ
ウ
ロ
の
心
身
の
上
に
生
起
し
た
未
曾
有
の
体
験
で

あ
り
、
今
ま
で
の
生
き
方
の
一
部
な
い
し
全
部
を
捨
て
る
こ
と
さ
え

要
求
し
た
か
ら
で
あ
る
。

パ
ウ
ロ
の
回
心
を
簡
単
に
図
式
化
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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て
い
な
い
も
の
の
、
彼
の
価
値
観
に
劇
的
な
変
化
が
生
じ
た
こ
と
は

疑
い
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
わ
た
し
に
と
っ
て
有
利
で
あ
っ
た
こ

れ
ら
の
こ
と
を
、
キ
リ
ス
ト
の
ゆ
え
に
損
失
と
見
な
す
よ
う
に
な
っ

た
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
パ
ウ
ロ
が
自
身
の

ユ
ダ
ヤ
教
的
過
去
を
「
主
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
を
知
る
」
と
い
う
新

た
な
評
価
の
基
準
に
よ
っ
て
相
対
化
し
て
い
る
点
で
あ
る
。つ
ま
り
、

こ
れ
ら
の
こ
と
（
既
述
の
七
つ
の
人
間
的
要
素
）
は
、
回
心
前
の
パ

ウ
ロ
に
と
っ
て
救
い
の
根
拠
で
あ
り
、
彼
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

を
形
成
し
て
い
た
重
要
な
価
値
で
あ
っ
た
が
、（
回
心
し
た
）
今
で

は
キ
リ
ス
ト
を
「
知
る
」
こ
と
の
す
ば
ら
し
さ
の
ゆ
え
に
相
対
化
さ

れ
、
し
か
も
そ
れ
ら
を
「
塵
あ
く
た
と
見
な
す
」
ま
で
に
至
っ
て
い

る0

。「
知
る
」
と
い
う
語
は
、
聖
書
的
用
法
で
は
主
体
と
対
象
と
の
全

人
格
的
な
関
わ
り
や
体
験
を
意
味
す
るa

。
パ
ウ
ロ
に
お
い
て
も
「
知

る
」
と
は
、
た
だ
単
に
対
象
を
客
観
的
に
認
識
す
る
理
知
的
な
「
知

識
」
で
は
な
く
、
対
象
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
成

立
す
る
全
人
的
な
関
わ
り
を
指
し
て
い
るb

。
し
か
も
、
こ
こ
で
パ
ウ

も
の
で
あ
り
、パ
ウ
ロ
に
「
つ
い
て
」
書
か
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、

パ
ウ
ロ
に
「
よ
っ
て
」
口
述
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

本
論
文
で
は
一
次
的
資
料
で
あ
る
『
パ
ウ
ロ
の
手
紙8

』
を
取
り
上
げ
、

そ
の
中
に
記
さ
れ
た
回
心
の
記
録
を
考
察
の
対
象
と
し
た
い
。
こ
の

よ
う
に
限
定
す
る
と
、
パ
ウ
ロ
自
身
の
証
言
は
ご
く
わ
ず
か
し
か
見

い
だ
せ
ず
、
い
ず
れ
も
論
争
の
過
程
で
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

時
に
の
み
、
こ
の
問
題
を
取
り
扱
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
お
そ
ら

く
キ
リ
ス
ト
よ
り
も
自
身
の
生
涯
に
焦
点
が
当
た
る
こ
と
を
避
け
た

い
と
願
う
パ
ウ
ロ
の
思
惑
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る9

。

①
フ
ィ
リ3:7–8

し
か
し
、わ
た
し
に
と
っ
て
有
利
で
あ
っ
た
こ
れ
ら
の
こ
と
を
、

キ
リ
ス
ト
の
ゆ
え
に
損
失
と
見
な
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
ば
か
り
か
、
わ
た
し
の
主
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
を
知
る
こ

と
の
あ
ま
り
の
す
ば
ら
し
さ
に
、
今
で
は
他
の
一
切
を
損
失
と

み
て
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
の
ゆ
え
に
、
わ
た
し
は
す
べ
て
を
失

い
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
を
塵
あ
く
た
と
見
な
し
て
い
ま
す
。

パ
ウ
ロ
は
こ
の
箇
所
で
ダ
マ
ス
コ
体
験
に
つ
い
て
直
接
に
言
及
し
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い
る
。

「
わ
た
し
た
ち
の
主
イ
エ
ス
を
見
た
で
は
な
い
か
」
と
い
う
言
い

方
は
、
復
活
主
イ
エ
ス
と
の
「
人
格
的
な
出
会
い
」
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
と
同
時
に
、
信
仰
告
白
の
言
葉
で
も
あ
るc

。
パ
ウ
ロ
は
生
前

の
イ
エ
ス
と
ま
っ
た
く
面
識
が
な
く
、
ま
し
て
「
十
二
人
」
の
一
人

で
も
な
か
っ
た
。
そ
の
パ
ウ
ロ
が
「
使
徒
」
と
さ
れ
た
の
は
、
ダ
マ

ス
コ
途
上
で
復
活
の
イ
エ
ス
に
出
会
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。「
主

イ
エ
ス
を
見
た
」
か
ら
こ
そ
、
彼
は
「
使
徒
」（απόστολος d

）
と
し

て
召
さ
れ
た
の
で
あ
るe

。
元
来
「
使
徒
」
と
い
う
語
は
「
遣
わ
さ
れ

た
者
」
を
意
味
し
、
七
十
人
訳
聖
書
（lxx

）
に
は
見
受
け
ら
れ
な

い
も
の
も
、
新
約
聖
書
に
お
い
て
は
非
常
に
重
要
な
概
念
で
あ
る
。

使
徒
職
は
い
わ
ゆ
る
「
十
二
人
」
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

パ
ウ
ロ
に
よ
っ
て
自
ら
の
「
召
命
」
を
語
る
も
の
と
し
て
も
用
い
ら

れ
て
い
るf

。

③
一
コ
リ
ン
ト15:8–10

そ
し
て
最
後
に
、
月
足
ら
ず
で
生
ま
れ
た
よ
う
な
わ
た
し
に
も

現
れ
ま
し
た
。
わ
た
し
は
、
神
の
教
会
を
迫
害
し
た
の
で
す
か

ロ
は
「
わ
た
し
の
主
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、彼
自
身
の
「
キ

リ
ス
ト
へ
の
信
仰
」
を
表
明
し
た
言
葉
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
パ
ウ
ロ
は
「
キ
リ
ス
ト
の
ゆ
え
に
」
す
べ
て
を
失
っ
た
が
、

そ
れ
ま
で
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
宗
教
的
特
権
も
誇
り
も
、
回
心
後

の
彼
に
と
っ
て
は
も
は
や
価
値
の
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。

②
一
コ
リ
ン
ト9:1

わ
た
し
は
自
由
な
者
で
は
な
い
か
。
使
徒
で
は
な
い
か
。
わ
た

し
た
ち
の
主
イ
エ
ス
を
見
た
で
は
な
い
か
。

こ
の
一
節
は
、
パ
ウ
ロ
が
自
ら
の
権
利
を
一
切
放
棄
し
、
コ
リ
ン
ト

教
会
を
創
設
す
る
た
め
に
い
か
に
忍
耐
強
く
活
動
し
た
か
を
示
し
た

第
九
章
全
体
の
文
脈
に
お
い
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
パ
ウ
ロ

自
身
に
よ
っ
て
投
げ
か
け
ら
れ
た
三
つ
の
反
語
的
な
問
い
は
、
彼
の

新
た
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
理
解
す
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
で

あ
る
。「
自
由
な
者
」
と
は
、
当
時
の
哲
学
者
た
ち
が
ヘ
レ
ニ
ズ
ム

世
界
を
遍
歴
し
た
よ
う
に
、
パ
ウ
ロ
も
一
定
の
場
所
に
と
ど
ま
ら
ず

に
地
中
海
世
界
の
各
地
を
巡
回
し
た
宣
教
者
だ
っ
た
こ
と
を
表
し
て
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由
意
思
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
信
仰
に
は
必
ず
実
存
的

決
断
が
伴
う
こ
と
に
な
る
。

「
月
足
ら
ず
で
生
ま
れ
た
」（ἔκτρω

μα

） 

と
い
う
語
が
、
何
を
意

味
す
る
か
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
通
常
こ
の
語
は
流
産

や
早
産
の
意
に
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
パ
ウ
ロ
の
風
采
を
中
傷

し
た
り
（
二
コ
リ
ン
ト10:10

）、
彼
の
使
徒
職
に
否
定
的
な
（
一
コ

リ
ン
ト9 :1—

18

）
パ
ウ
ロ
の
論
敵
に
よ
っ
て
浴
び
せ
ら
れ
た
言
葉

か
も
し
れ
な
いg

。
も
し
そ
れ
が
事
実
な
ら
、
パ
ウ
ロ
は
あ
え
て
こ
の

言
葉
を
取
り
あ
げ
て
比
喩
的
に
用
い
て
い
るh

。
そ
の
場
合
に
は
、
心

の
準
備
が
ま
っ
た
く
で
き
て
い
な
か
っ
た
パ
ウ
ロ
に
、
イ
エ
ス
が
予

告
な
し
に
「
現
れ
た
」
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
何
の
準
備

も
し
て
い
な
い
パ
ウ
ロ
が
い
き
な
り
使
徒
に
召
さ
れ
、
し
か
も
そ
の

彼
に
神
の
恵
み
が
あ
ふ
れ
る
ば
か
り
に
注
が
れ
て
い
る
事
実
を
述
べ

て
い
る
。

「
月
足
ら
ず
で
生
ま
れ
た
」
と
い
う
語
は
、
同
時
に
パ
ウ
ロ
の
過

去
の
生
き
方
を
も
示
唆
す
る
。
す
な
わ
ち
、
回
心
前
の
パ
ウ
ロ
が
十

分
な
自
覚
を
持
っ
て
「
神
の
教
会
を
迫
害
し
た
」
と
い
う
厳
然
た
る

ら
、
使
徒
た
ち
の
中
で
も
い
ち
ば
ん
小
さ
な
者
で
あ
り
、
使
徒

と
呼
ば
れ
る
値
う
ち
の
な
い
者
で
す
。
神
の
恵
み
に
よ
っ
て
今

日
の
わ
た
し
が
あ
る
の
で
す
。

パ
ウ
ロ
は
自
ら
の
宗
教
体
験
を
「
そ
し
て
最
後
に
…
わ
た
し
に
も

現
れ
ま
し
た
」
と
述
べ
て
、
復
活
の
証
人
の
最
後
に
自
分
の
名
を
連

ね
て
い
る
。
前
述
の
「
主
イ
エ
ス
を
見
た
」（
同
書9:1

） 

と
い
う
表

現
も
パ
ウ
ロ
の
信
仰
告
白
を
表
し
て
い
る
が
、「
イ
エ
ス
が
…
に
現

れ
た
」
と
語
る
方
が
イ
エ
ス
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
が
よ
り
鮮
明
に
示
さ

れ
る
。
主
語
こ
そ
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
表
現
は
同
一

の
事
柄
を
指
し
て
お
り
、「
イ
エ
ス
と
の
出
会
い
」
を
分
節
化
し
た

も
の
で
あ
る
。
復
活
の
イ
エ
ス
が
パ
ウ
ロ
に
「
現
れ
た
」（ὤ

φθη

） 

か
ら
こ
そ
、
パ
ウ
ロ
は
イ
エ
ス
を
「
見
た
」（ἑόρακα

） 
の
で
あ
り
、

見
て
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
人
生
を
振
り

返
る
時
、
特
に
信
仰
の
世
界
で
は
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
る
の
は
常
に

神
（
イ
エ
ス
）
で
あ
り
、
人
間
は
そ
の
呼
び
か
け
に
応
え
る
側
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
一
種
の
呼
応
関
係
が
成
り
立
つ
。
も
ち
ろ
ん
実
際
に

神
の
招
き
に
応
え
る
か
否
か
、
神
の
命
に
従
う
か
否
か
は
人
間
の
自



52 

て
」（ἀποκαλύπτω

） 

と
い
う
動
詞
は
、
名
詞
の
「
啓
示
／
黙
示
」

（ἀποκάλυψ
ις i

）
を
想
起
さ
せ
る
黙
示
文
学
的
な
用
語
で
あ
る
。
西

暦
一
世
紀
に
生
き
た
ユ
ダ
ヤ
人
パ
ウ
ロ
に
と
っ
て
、
復
活
主
と
の
出

会
い
は
ま
さ
に
「
啓
示
」
と
し
か
言
い
得
な
い
未
曾
有
の
体
験
で
あ

っ
た
。
生
前
の
イ
エ
ス
に
出
会
っ
た
こ
と
が
な
く
、
し
か
も
教
会
の

迫
害
者
で
あ
っ
た
パ
ウ
ロ
に
、
あ
る
日
突
然
に
復
活
の
イ
エ
ス
が
明

か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
啓
示
と
は
、
神
の
内
に
隠
さ
れ
て
い
た
救
い

の
計
画
が
特
定
の
人
間
（
こ
の
場
合
は
、
パ
ウ
ロ
）
に
開
示
さ
れ
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
フ
ァ
リ
サ
イ
派
に
属
し
て
い
た
パ
ウ
ロ
は
、
磔

刑
に
処
せ
ら
れ
た
イ
エ
ス
を
偽
り
の
教
師
、
神
の
冒
瀆
者
、
政
治
的

煽
動
者
と
考
え
、
憎
悪
の
対
象
と
見
な
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
、
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
を
「
主
」
と
信
じ
る
メ
シ
ア
運
動
を
容

認
で
き
ず
、
イ
エ
ス
の
弟
子
た
ち
を
弾
圧
す
る
た
め
に
ダ
マ
ス
コ
に

向
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
ダ
マ
ス
コ
途
上
で
の
驚
く
べ
き
出
来
事
が
パ
ウ
ロ
の

イ
エ
ス
観
を
根
底
か
ら
覆
し
て
し
ま
う
。
律
法
に
よ
る
と
、
十
字

架
上
で
息
絶
え
た
者
は
神
の
呪
い
の
も
と
に
あ
る
と
さ
れ
た
が
（
申

事
実
を
示
し
て
い
る
。「
わ
た
し
は
、
神
の
教
会
を
迫
害
し
た
の
で

す
か
ら
、
使
徒
た
ち
の
中
で
も
い
ち
ば
ん
小
さ
な
者
で
あ
り
、
使
徒

と
呼
ば
れ
る
値
う
ち
の
な
い
者
で
す
」（
同
書15 :9

）。
こ
の
よ
う
に

パ
ウ
ロ
は
迫
害
者
で
あ
っ
た
「
過
去
の
生
」
を
率
直
に
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
強
調
点
は
過
去
に
あ
る
の
で
は
な
く
、「
神
の
恵
み
」
に
よ

っ
て
根
本
的
に
変
え
ら
れ
完
全
に
受
容
さ
れ
た
「
現
在
の
生
」
に
あ

る
。
パ
ウ
ロ
は
、
回
心
の
光
の
中
で
過
去
を
振
り
返
り
、
現
在
を
見

つ
め
て
い
る
。

④
ガ
ラ
テ
ア1:15–17

し
か
し
、
わ
た
し
を
母
の
胎
内
に
あ
る
と
き
か
ら
選
び
分
け
、

恵
み
に
よ
っ
て
召
し
出
し
て
く
だ
さ
っ
た
神
が
、
御
心
の
ま
ま

に
、
御
子
を
わ
た
し
に
示
し
て
、
そ
の
福
音
を
異
邦
人
に
告
げ

知
ら
せ
る
よ
う
に
さ
れ
た
と
き
、
わ
た
し
は
…
ア
ラ
ビ
ア
に
退

い
て
、
そ
こ
か
ら
再
び
ダ
マ
ス
コ
に
戻
っ
た
の
で
し
た
。

こ
の
箇
所
で
は
、
一
六
節
の
「（
神
が
）
御
心
の
ま
ま
に
、
御

子
を
わ
た
し
に
示
し
て
、
そ
の
福
音
を
異
邦
人
に
告
げ
知
ら
せ

る
よ
う
に
さ
れ
た
と
き
」
と
い
う
文
章
に
注
目
し
た
い
。「
示
し
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て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
わ
ず
か
の
期
間
だ
っ
た
で
あ
ろ
うl

。
ナ
バ
テ

ア
王
国
で
福
音
宣
教
に
努
め
た
も
の
の
、
ま
る
で
成
功
に
漕
ぎ
着
け

な
か
っ
た
若
い
日
の
使
徒
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
るm

。

律
法
の
義
と
信
仰
の
義

パ
ウ
ロ
の
宣
教
活
動
に
お
け
る
試
練
の
一
つ
に
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア

事
件
が
あ
げ
ら
れ
るn

。
事
の
発
端
は
、
十
二
使
徒
の
一
人
ペ
ト
ロ
が

ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
教
会
を
訪
問
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
ペ
ト
ロ
は
最

初
の
う
ち
は
異
邦
人
キ
リ
ス
ト
者
と
食
卓
を
共
に
し
て
い
た
が
、
ヤ

コ
ブ
の
も
と
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
主
義
者
（
律
法
主
義
の
ユ
ダ

ヤ
人
キ
リ
ス
ト
者
）
た
ち
が
や
っ
て
来
る
と
、
彼
ら
を
恐
れ
て
異
邦

人
キ
リ
ス
ト
者
と
食
卓
の
交
わ
り
を
し
な
く
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
エ

ル
サ
レ
ム
か
ら
来
た
ユ
ダ
ヤ
人
キ
リ
ス
ト
者
の
眼
を
意
識
し
て
明
ら

か
に
態
度
を
変
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ペ
ト
ロ
の
変
節
を
パ
ウ
ロ
は

見
逃
す
こ
と
な
く
真
っ
向
か
ら
非
難
し
た
。

も
し
ペ
ト
ロ
の
よ
う
に
食
物
規
定
の
律
法
に
こ
だ
わ
る
な
ら
ば
、

ユ
ダ
ヤ
教
の
食
物
規
定
を
守
ら
な
い
異
邦
人
キ
リ
ス
ト
者
を
教
会
の

21:23
、
ガ
ラ3:13

参
照
）、
永
遠
に
断
罪
さ
れ
た
は
ず
の
人
物
が
今
や

パ
ウ
ロ
に
現
れ
、
力
強
く
は
た
ら
き
か
け
て
い
る
。
そ
の
は
た
ら
き

の
中
で
、
パ
ウ
ロ
は
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
が
何
者
で
あ
っ
た
か
と
い
う

真
実
に
目
が
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。
ダ
マ
ス
コ
体
験
は
そ
れ
ま
で
と

は
ま
っ
た
く
異
な
る
信
仰
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
パ
ウ
ロ
に
与
え
た
。
そ

れ
は
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
が
父
な
る
神
の
「
御
子
」（υἱός

） 

で
あ
る
と

の
開
示
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
啓
示
は
、「
福
音
を
異
邦
人
に
告

げ
知
ら
せ
る
よ
う
に
」
と
い
う
救
済
的
・
宣
教
的
な
目
的
を
伴
う
も

の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、『
ガ
ラ
テ
ア
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
を
見
る
限
り
、

パ
ウ
ロ
は
回
心
し
た
時
点
で
異
邦
人
へ
の
宣
教
の
使
命
を
持
ち
、
し

か
も
こ
の
使
命
は
啓
示
の
核
心
を
な
し
て
い
るj

。
回
心
後
の
パ
ウ
ロ

が
直
ち
に
取
っ
た
行
動
は
、「
ア
ラ
ビ
ア
に
退
い
た
」
こ
と
で
あ
っ

た
。
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
常
識
で
ア
ラ
ビ
ア
と
い
え
ば
、
ペ
ト
ラ
を

主
都
と
す
る
ナ
バ
テ
ア
人
の
ア
レ
タ
四
世
が
統
治
す
る
王
国
を
意
味

し
たk

。
実
際
に
ア
ラ
ビ
ア
の
ど
の
あ
た
り
ま
で
出
向
き
、
そ
こ
で
の

滞
在
期
間
が
ど
れ
く
ら
い
に
及
ん
だ
の
か
、
パ
ウ
ロ
は
一
言
も
答
え
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リ
ス
ト
へ
の
信
仰
に
よ
っ
て
義
と
し
て
い
た
だ
く
た
め
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
。（
ガ
ラ2:16

）

人
間
が
義
と
さ
れ
る
の
はo

、
律
法
の
実
行
に
よ
る
の
で
は
な
く
、

「
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
」（πίστις Χ

ριστοῦ p

）に
よ
る
。
こ
の
言
葉
は
、

復
活
の
イ
エ
ス
と
遭
遇
し
、
律
法
中
心
か
ら
キ
リ
ス
ト
中
心
の
生
き

方
に
変
え
ら
れ
た
パ
ウ
ロ
の
実
体
験
に
基
づ
い
て
い
る
。
パ
ウ
ロ

は
「
律
法
の
行
い
」
と
「
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
」
を
二
者
択
一
の
関

係
に
置
き
、
信
仰
に
よ
る
義
を
説
い
た
。
断
固
た
る
主
張
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
パ
ウ
ロ
が
こ
の
論
争
に
敗
れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
と

い
う
の
も
、
他
の
ユ
ダ
ヤ
人
キ
リ
ス
ト
者
も
ペ
ト
ロ
の
態
度
に
同
調

し
、
パ
ウ
ロ
の
同
労
者
で
あ
る
バ
ル
ナ
バ
さ
え
も
見
せ
か
け
の
行
い

に
引
き
ず
り
込
ま
れ
、
異
邦
人
と
の
食
事
の
席
か
ら
退
い
た
か
ら
で

あ
るq

。
ペ
ト
ロ
と
の
衝
突
を
機
に
、
パ
ウ
ロ
は
活
動
の
拠
点
で
あ
っ

た
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
教
会
か
ら
離
れ
、
バ
ル
ナ
バ
と
も
別
行
動
を
取

る
よ
う
に
な
っ
た
（
使15:36–41

）。　

こ
の
事
件
が
パ
ウ
ロ
に
と
っ
て
心
の
痛
手
と
な
っ
た
の
は
事
実
で

共
同
体
か
ら
排
除
す
る
結
果
を
招
き
か
ね
な
い
。
そ
れ
は
教
会
分
裂

の
危
険
性
を
は
ら
み
、
律
法
主
義
へ
の
逆
行
を
意
味
す
る
。
ペ
ト
ロ

の
態
度
の
変
化
に
パ
ウ
ロ
は
誰
よ
り
も
強
い
危
機
感
を
抱
い
た
に
違

い
な
い
。
パ
ウ
ロ
は
ペ
ト
ロ
に
、「
あ
な
た
は
（
中
略
）
異
邦
人
の

よ
う
に
生
活
し
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
異
邦
人
に
ユ
ダ
ヤ
人
の
よ

う
に
生
活
す
る
こ
と
を
強
要
す
る
の
で
す
か
。」（
ガ
ラ2:14

） 

と
言

っ
て
公
然
と
批
判
し
た
。　

こ
の
事
件
に
直
面
し
て
、
パ
ウ
ロ
は
ユ
ダ
ヤ
人
と
異
邦
人
の
両
者

か
ら
成
る
教
会
司
牧
の
難
し
さ
を
肌
で
感
じ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ペ

ト
ロ
の
ユ
ダ
ヤ
教
的
な
態
度
は
教
会
を
律
法
主
義
に
後
戻
り
さ
せ
る

こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
そ
し
て
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
の
福
音
が
律
法
の

呪
縛
に
よ
っ
て
無
力
化
さ
れ
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
パ
ウ
ロ
に
と

っ
て
福
音
の
真
理
と
教
会
の
一
致
が
危
機
に
晒
さ
れ
る
事
態
は
絶
対

に
座
視
で
き
な
い
問
題
で
あ
っ
た
。

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

ス
ト
を
信
じ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
律
法
の
実
行
で
は
な
く
、
キ



55 ――― 東西宗教研究　第 17 号・2018 年

す
る
。
回
心
後
の
パ
ウ
ロ
に
お
い
て
生
の
基
軸
と
な
っ
た
の
は
、「
わ

た
し
の
た
め
に
身
を
捧
げ
ら
れ
た
神
の
子
」に
対
す
る
信
仰
で
あ
る
。

パ
ウ
ロ
は
信
仰
に
生
き
、
そ
し
て
信
仰
が
彼
を
生
か
し
行
く
べ
き
道

を
照
ら
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、「
信
仰
」（πίστις

） 

と
い
う
語
の
中
心
概
念
は
「
信

頼
性
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
は
関
係
性
を
構
築
す
る
相
手
に

対
す
る
信
頼
の
態
度
が
含
ま
れ
る
が
、
同
時
に
そ
の
信
頼
が
適
切
か

ど
う
か
を
保
証
す
る
知
識
内
容
も
含
ま
れ
る
。
そ
の
意
味
で
信
仰
は

情
意
的
（affective

）
で
あ
る
と
共
に
認
知
的
（cognitive

）
で
あ
り
、

決
し
て
ど
ち
ら
か
一
方
だ
け
で
は
成
立
し
な
いs

。「
わ
た
し
が
今
…

生
き
て
い
る
の
は
、
わ
た
し
を
愛
し
、
わ
た
し
の
た
め
に
身
を
捧
げ

ら
れ
た
神
の
子
に
対
す
る
信
仰
に
よ
る
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
信
仰

の
情
意
的
な
面
が
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。
パ
ウ
ロ
に
と
っ
て
信
仰
と

は
、「
心
を
尽
く
し
、
精
神
を
尽
く
し
、
思
い
を
尽
く
し
、
力
を
尽

く
し
て
」（
マ
コ12:30

） 

キ
リ
ス
ト
を
愛
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
わ
た

し
の
た
め
に
身
を
捧
げ
ら
れ
た
神
の
子
」
の
た
め
に
お
の
れ
の
す
べ

て
を
注
ぐ
全
人
的
な
営
み
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

あ
る
が
、だ
か
ら
と
い
っ
て
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
教
会
（
及
び
ペ
ト
ロ
）

と
パ
ウ
ロ
の
関
係
が
決
定
的
に
修
復
不
能
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な

いr

。
パ
ウ
ロ
は
「
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
」
に
基
づ
い
て 

（
割
礼
や
食

物
規
定
な
ど
律
法
遵
守
の
義
務
を
負
わ
せ
る
） 

律
法
主
義
か
ら
自
由

な
宣
教
活
動
を
行
い
、「
も
は
や
、ユ
ダ
ヤ
人
も
ギ
リ
シ
ア
人
も
な
く
、

奴
隷
も
自
由
な
身
分
の
者
も
な
く
、
男
も
女
も
」（
ガ
ラ3:28

） 

区
別

す
る
こ
と
な
く
、
神
の
愛
を
あ
ま
ね
く
人
々
に
伝
え
た
。

生
き
て
い
る
の
は
、
も
は
や
わ
た
し
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
キ
リ

ス
ト
が
わ
た
し
の
内
に
生
き
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
わ
た
し
が

今
、
肉
に
お
い
て
生
き
て
い
る
の
は
、
わ
た
し
を
愛
し
、
わ
た

し
の
た
め
に
身
を
捧
げ
ら
れ
た
神
の
子
に
対
す
る
信
仰
に
よ
る

も
の
で
す
。（
ガ
ラ2:20

） 

二
〇
節
に
お
い
て
、
パ
ウ
ロ
は
生
き
て
い
る
主
体
は
も
は
や
「
わ

た
し
」で
は
な
く「
キ
リ
ス
ト
」で
あ
る
と
述
べ
る
。
キ
リ
ス
ト
が「
わ

た
し
の
内
に
」
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
パ
ウ
ロ
が
「
キ
リ

ス
ト
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
と
共
に
、
キ
リ
ス
ト
の
内
に
」
生
き
て

い
る
と
い
う
現
実
を
表
し
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
と
の
一
体
化
を
意
味
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わ
れ
る
。と
こ
ろ
が
、「
死
者
の
復
活
」に
つ
い
て
話
し
始
め
る
と
人
々

は
あ
ざ
笑
い
、
パ
ウ
ロ
は
そ
の
場
を
立
ち
去
っ
た
。
ア
テ
ネ
で
の
宣

教
に
失
敗
し
た
パ
ウ
ロ
は
、
次
い
で
訪
れ
た
コ
リ
ン
ト
で
は
徹
底
し

て
キ
リ
ス
ト
の
「
十
字
架
」
を
強
調
す
る
。

十
字
架
の
言
葉
は
、
滅
ん
で
い
く
者
に
と
っ
て
は
愚
か
な
も
の

で
す
が
、
わ
た
し
た
ち
救
わ
れ
る
者
に
は
神
の
力
で
す
…
ユ
ダ

ヤ
人
は
し
る
し
を
求
め
、ギ
リ
シ
ア
人
は
知
恵
を
探
し
ま
す
が
、

わ
た
し
た
ち
は
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
を
宣
べ
伝

え
て
い
ま
す
。 

（
一
コ
リ
ン
ト1:18–23

）

コ
リ
ン
ト
の
町
で
福
音
を
伝
え
る
に
際
し
て
、
パ
ウ
ロ
は
「
世
の

知
恵
」（
同
書1: 20

） 

や
「
言
葉
の
知
恵
」（
同
書1:17

） 

を
用
い
ず
、

「
十
字
架
の
言
葉
」
を
も
っ
て
自
ら
の
信
仰
を
証
し
す
る
こ
と
に
努

め
た
。
神
の
秘
め
ら
れ
た
救
い
の
計
画
を
伝
え
る
の
に
、
人
間
的
知

恵
、
教
養
、
弁
論
術
な
ど
に
由
来
す
る
も
の
を
用
い
な
か
っ
た
が
、

そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
が
む
な
し
く
な
ら
な
い
た
め
だ
と
し
て

い
る
（
同
書1:17

）。
使
徒
の
任
務
は
、
キ
リ
ス
ト
の
福
音
を
宣
教
す

る
こ
と
で
あ
り
、
福
音
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
向

パ
ウ
ロ
は
福
音
の
真
理
を
証
し
す
る
た
め
に
東
奔
西
走
し
、
そ
の

た
め
に
は
自
身
の
命
さ
え
惜
し
ま
な
か
っ
た
。
パ
ウ
ロ
の
最
期
に
つ

い
て
は
新
約
聖
書
の
ど
こ
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
古
く
か
ら
の

伝
承
に
よ
る
と
ネ
ロ
皇
帝
の
時
代
に
斬
首
刑
に
よ
り
殉
教
し
た
と
さ

れ
て
い
る
。
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
揺
籃
期
に
パ
ウ
ロ
が
果
た
し
た
役

割
は
大
き
く
、
パ
ウ
ロ
な
し
に
世
界
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の

成
立
は
あ
り
得
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

神
の
知
恵
と
人
間
の
知
恵

ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
事
件
の
後
、
パ
ウ
ロ
は
第
二
回
宣
教
旅
行
に
出

か
け
る
が
、
コ
リ
ン
ト
宣
教
の
前
哨
戦
と
も
い
う
べ
き
ア
テ
ネ
に
お

け
る
論
争
は
「
ア
レ
オ
パ
ゴ
ス
の
説
教
」（
使17 :16–34
） 

と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
。
論
争
相
手
は
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
や
ス
ト
ア
派
な
ど
数

名
の
哲
学
者
で
あ
っ
た
が
、パ
ウ
ロ
は
町
中
で
「
知
ら
れ
ざ
る
神
に
」

と
刻
ま
れ
た
祭
壇
を
見
つ
け
た
こ
と
で
、
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
と
自
身

の
信
じ
る
創
造
神
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
論
陣
を
張
っ
た
。
若
い
こ
ろ

に
学
ん
だ
修
辞
学
や
哲
学
的
素
養
を
駆
使
し
て
の
論
争
だ
っ
た
と
思
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親
鸞
の
生
と
思
想

親
鸞
の
回
心

法
然
と
の
出
会
い

斜
陽
貴
族
の
家
に
生
ま
れ
た
親
鸞
（
一
一
七
三
～
一
二
六
二
年
）

は
、
幼
い
こ
ろ
に
出
家
し
比
叡
山
に
上
り
、
そ
こ
で
お
よ
そ
二
〇
年

間
を
過
ご
し
た
。
論
湿
寒
貧
の
厳
し
い
環
境
の
中
で
修
学
に
励
ん
だ

が
、
自
力
に
よ
る
修
行
で
は
悟
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
挫
折
感

を
抱
い
て
下
山
す
るv

。
比
叡
山
を
後
に
し
た
親
鸞
は
、
京
都
の
六
角

堂
で
夢
告
を
受
け
た
後
、生
涯
の
師
と
も
い
う
べ
き
法
然
に
出
会
い
、

百
日
間
通
い
詰
め
て
弟
子
と
な
る
。

親
鸞
が
法
然
の
弟
子
と
な
っ
た
の
は
建
仁
元
年
の
こ
と
で
、
主
著

『
教
行
信
証
』
後
序
に
「
し
か
る
に
愚
禿
釈
の
鸞
、
建
仁
辛
酉
の
暦
、

雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
すw

」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
闇
に
覆
わ
れ

深
い
迷
い
の
中
に
あ
っ
た
親
鸞
が
、
法
然
と
出
会
っ
て
真
実
の
教
え

に
導
か
れ
た
喜
び
は
、
何
も
の
に
も
代
え
難
い
体
験
だ
っ
た
に
違
い

な
い
。
こ
の
出
会
い
が
親
鸞
の
人
生
に
新
た
な
展
望
を
拓
き
、
そ
の

後
の
生
き
方
を
決
定
的
に
方
向
づ
け
た
の
で
あ
るx

。

け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
部
の
知
識
人
の
み
を
対
象
と
す
る
優
れ

た
言
葉
や
知
恵
に
あ
ふ
れ
た
雄
弁
は
無
用
な
も
の
で
あ
り
、
パ
ウ
ロ

は
十
字
架
の
キ
リ
ス
ト
を
伝
え
る
こ
と
だ
け
に
専
念
し
た
。

ユ
ダ
ヤ
人
は
神
か
ら
の
し
る
し
（
奇
跡
）
を
求
め
る
が
、
神
が
し

る
し
と
し
て
与
え
た
の
は
、
栄
光
に
満
ち
た
地
上
的
メ
シ
ア
で
は
な

く
、
キ
リ
ス
ト
の
受
難
と
十
字
架
死
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
ら
に
と

っ
て
十
字
架
は
、
神
の
全
能
の
し
る
し
で
は
な
く
、「
つ
ま
ず
か
せ

る
も
の
」（
同
書1 :23

） 

で
し
か
な
か
っ
たt

。
一
方
、
ギ
リ
シ
ア
人

は
理
性
を
は
た
ら
か
せ
て
知
恵
を
探
し
求
め
る
が
、
こ
の
世
の
知
恵

で
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
の
奥
義
を
解
き
明
か
す
こ
と
は

で
き
な
い
。
十
字
架
の
キ
リ
ス
ト
は
、
異
邦
人
に
と
っ
て
は
愚
か
な

も
の
で
あ
る
がu

、
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
れ
ギ
リ
シ
ア
人
で
あ
れ
、
キ
リ
ス

ト
者
と
し
て
召
さ
れ
た
者
に
と
っ
て
は
、
死
を
通
し
て
復
活
を
も
た

ら
す
神
の
救
い
の
力
で
あ
る
。
世
の
人
々
の
目
に
は
愚
か
で
無
価
値

と
見
え
る
十
字
架
を
通
し
て
、
信
じ
る
者
す
べ
て
を
永
遠
の
生
命
に

導
く
と
こ
ろ
に
神
の
救
い
の
計
画
が
示
さ
れ
、
神
の
知
恵
が
明
ら
か

に
さ
れ
る
。
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と
い
っ
た
気
迫
に
満
ち
た
言
葉
に
は
、
損
得
抜
き
の
真
剣
さ
が
感
じ

ら
れ
る
。

『
教
行
信
証
』
後
序
に
は
、
建
仁
辛
酉
の
暦
に
「
雑
行
を
棄
て
て

本
願
に
帰
す
」
と
あ
り
、
親
鸞
が
二
九
歳
の
こ
ろ
に
回
心
し
た
こ
と

が
分
か
る
。
真
宗
の
一
貫
し
た
伝
統
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
点
で
彼
は

他
力
の
信
を
決
定
し
た
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
親
鸞
の
回
心

に
肉
迫
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
こ
の
一
文
と
共
に
『
教
行
信
証
』
仮

身
土
巻
に
あ
る
重
要
な
文
章
を
看
過
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
い

わ
ゆ
る
「
三
願
転
入
」
の
表
白
文
で
あ
る
。

三
願
転
入

三
願
転
入
文
は
、
親
鸞
が
自
身
の
体
験
に
基
づ
い
て
、
自
力
か
ら

他
力
へ
の
信
仰
の
推
移
を
論
理
的
に
表
し
た
回
心
録
で
あ
る
（『
註

釈
版
聖
典
』
四
一
三
頁
参
照
）。「
三
願
」
と
呼
ば
れ
る
ゆ
え
ん
は
、『
仏

説
無
量
寿
経
』
に
あ
る
四
八
願
の
中
か
ら
三
つ
の
願
が
選
ば
れ
、
第

十
九
願 

（
自
力
諸
行
往
生
）、
第
二
〇
願 

（
自
力
念
仏
往
生
） 

を
へ

て
、
最
終
的
に
第
十
八
願 

（
他
力
念
仏
往
生
）
の
境
地
に
至
る
回
心

法
然
に
師
事
し
た
吉
水
時
代
（
二
九
～
三
五
歳
）
に
、親
鸞
は
『
選

択
本
願
念
仏
集
』
を
書
写
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
さ
ら
に
法
然
の
肖

像
画
を
描
く
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
出
来
事
は
、
師
か
ら

そ
の
衣
鉢
を
継
ぐ
正
当
な
後
継
者
と
し
て
認
可
さ
れ
た
こ
と
を
意
味

す
る
。
法
然
へ
の
深
い
信
頼
と
尊
敬
の
念
は
、『
歎
異
抄
』
第
二
条

の
言
葉
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。

た
と
ひ
法
然
聖
人
に
す
か
さ
れ
ま
ゐ
ら
せ
て
、
念
仏
し
て
地
獄

に
お
ち
た
り
と
も
、
さ
ら
に
後
悔
す
べ
か
ら
ず
候
ふ
。
…
…
い

づ
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
な
れ
ば
、
と
て
も
地
獄
は
一
定

す
み
か
ぞ
か
しy

。

法
然
の
教
え
に
従
っ
た
ば
か
り
に
、
だ
ま
さ
れ
て
地
獄
に
お
ち
た

と
し
て
も
決
し
て
後
悔
は
し
な
い
。
こ
の
言
葉
に
は
親
鸞
の
熱
い
思

い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
師
弟
関
係
で
あ
れ
、
男
女
の
仲
で
あ
れ
、

こ
れ
ほ
ど
き
っ
ぱ
り
と
言
い
切
れ
る
人
は
少
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
親
鸞
が
生
き
た
中
世
と
は
異
な
り
、
現
代
に
お
い
て
は
地
獄

の
権
威
も
存
在
感
も
ず
い
ぶ
ん
と
低
下
し
て
し
ま
っ
た
。
で
あ
り
な

が
ら
も
、親
鸞
の
「
こ
の
人
と
な
ら
地
獄
の
底
ま
で
つ
い
て
い
い
く
」
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点
で
、
即
、
第
十
八
願
の
境
地
に
「
転
入
」
し
、
絶
対
他
力
の
信
が

決
定
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
、
三
願
転
入

の
遍
歴
は
吉
水
入
室
前
の
、
つ
ま
り
比
叡
山
時
代
の
精
神
的
な
苦
闘

を
語
っ
た
も
の
と
な
り
、
親
鸞
の
霊
性
に
お
い
て
前
史
的
な
意
義
を

持
つ
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
見
解
に
は
宮
崎
円
遵
、
赤
松
俊
秀
な
ど
の

学
者
が
賛
同
し
、
ほ
と
ん
ど
定
説
化
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
一
部
の
有
力
説
は
「
回
入
」
を
吉
水
入
室
時 

（
一
二
〇
一
年
） 

と
し
、「
転
入
」
は
そ
れ
以
降
の
時
点
に
想
定
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、回
入
の
時
点
で
は
親
鸞
は
ま
だ
「
自
力
諸
行
往
生
」

（
念
仏
を
含
め
て
諸
々
の
修
行
を
自
力
で
行
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う

立
場
） 

か
ら
「
自
力
念
仏
往
生
」（
諸
行
に
代
わ
っ
て
念
仏
の
み
で

救
わ
れ
る
と
い
う
立
場
に
変
わ
る
が
、
念
仏
を
自
力
で
称
え
る
と
い

う
点
で
は
同
じ
） 

の
境
地
に
移
っ
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。「
自
力

念
仏
往
生
」
か
ら
「
他
力
念
仏
往
生
」（
自
力
で
念
仏
を
称
え
て
往

生
す
る
の
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
仏
よ
り
た
ま
わ
る
念
仏
に
よ
っ
て
救

わ
れ
る
と
い
う
立
場
） 

へ
の
移
行
は
、
そ
れ
以
降
の
時
代
を
待
た
な

く
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
るz

。

の
過
程
が
説
明
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第
十
八
願
（
本
願
＝
真

実
の
願
）
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
親
鸞
が
法
然
か
ら
継
承
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
第
十
九
願
と
第
二
〇
願
（
共
に
方
便
の
願
）
の
理
解
は

親
鸞
独
自
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

自
力
諸
行
＝
第
十
九
願
＝
双
樹
林
下
往
生

邪
定
聚
＝
仮
門

回
入

自
力
念
仏
＝
第
二
〇
願
＝
難
思
往
生

不
定
聚
＝
方
便
真
門

転
入

他
力
念
仏
＝
第
十
八
願
＝
難
思
議
往
生

正
定
聚
＝
選
択
願
海

特
に
第
十
九
願
か
ら
第
二
〇
願
へ
の
「
回
入
」
と
第
二
〇
願
か
ら

第
十
八
願
へ
の
「
転
入
」
は
、
親
鸞
の
回
心
の
本
質
を
解
明
す
る
た

め
の
重
要
な
鍵
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
古
く
か
ら
争
点
と
な
っ
て
い

る
の
は
、
先
述
の
「
建
仁
辛
酉
の
暦
、
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」

の
時
点
と
三
願
転
入
の
転
回
時
点
（
回
入
・
転
入
）
と
の
関
係
に
つ

い
て
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
第
一
の
回
入
時
と
第
二
の
転
入
時

が
、
親
鸞
の
生
涯
の
ど
の
時
期
に
あ
た
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

真
宗
の
伝
統
に
従
え
ば
、
親
鸞
が
吉
水
の
法
然
門
に
入
室
し
た
時
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成
長
し
、
問
題
が
起
こ
る
た
び
に
「
真
実
の
信
心
」
に
立
ち
返
る
こ

と
が
回
心
で
あ
り
、
ま
た
転
入
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点

に
関
し
て
、
末
木
文
美
士
は
親
鸞
の
「
今
」
と
い
う
語
の
用
法
に
注

目
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
過
去
の
一
回
的
な
で
き
ご
と
と
し
て
過
ぎ
去
っ
た
こ

と
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
過
去
が
つ
ね
に
「
今
」
と
し
て
捉
え

か
え
さ
れ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
…
…
そ
れ
と
同
様
に
、
第

二
十
願
か
ら
第
十
八
願
へ
の
「
転
入
」
も
決
し
て
「
今
」
初
め

て
起
こ
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
一
回
起
こ
れ
ば
も
は

や
そ
れ
で
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
つ
ね
に
「
今
」
に
お

い
て
捉
え
か
え
さ
れ
て
ゆ
く
体
験
な
の
で
あ
る
。
…
…
常
に
自

力
へ
の
転
落
の
危
機
に
立
ち
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
何
度
で
も
繰
り

返
し
跳
躍
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
「
今
」
な
の
だA

。

末
木
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
自
力
と
他
力
の
関
係
は
二
者
択
一
の

問
題
と
し
て
単
純
化
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
人
は
い
っ

た
ん
他
力
の
境
地
に
達
し
た
な
ら
、
そ
の
後
は
二
度
と
自
力
の
立
場

に
戻
っ
た
り
迷
っ
た
り
し
な
い
、
な
ど
と
簡
単
に
割
り
切
れ
る
も
の

以
上
の
よ
う
に
、
三
願
転
入
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

見
解
が
あ
り
難
解
な
問
題
で
あ
る
。
第
一
段
階
の
「
回
入
」
は
、
諸

行
の
中
か
ら
念
仏
を
選
び
取
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
時
期
を
吉

水
入
室
時
と
確
定
す
る
の
は
比
較
的
や
さ
し
い
。
し
か
し
第
二
段
階

の
「
転
入
」
は
、
本
願
力
の
は
た
ら
き
に
実
存
的
に
関
わ
る
信
の
問

題
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
時
期
的
に
確
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
回
入
が
「
行
」（
諸
行
か
ら
念
仏
へ
） 

の

転
換
を
意
味
す
る
の
に
対
し
、
転
入
は
「
主
体
」
の
転
換
、
つ
ま
り

親
鸞
が
本
願
力
に
よ
っ
て
生
き
方
を
転
換
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
を
意
味

す
る
。

転
入
時
期
を
吉
水
入
室
以
後
の
ど
の
時
期
に
想
定
し
た
と
し
て

も
、
一
つ
言
え
る
こ
と
は
親
鸞
に
転
入
の
体
験
が
な
か
っ
た
な
ら

ば
、
そ
の
後
の
充
実
し
た
伝
道
活
動
も
、
本
願
の
真
実
を
解
き
明
か

し
た
『
教
行
信
証
』
の
執
筆
も
あ
り
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
親
鸞
の
信
の
遍
歴
は
「
自
力
か
ら
他
力
へ
」
と
い
う
方
向
性
を

持
ち
つ
つ
も
、
必
ず
し
も
一
直
線
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
浮

き
沈
み
の
あ
る
人
生
に
お
い
て
、
お
お
ら
か
に
螺
旋
を
描
き
な
が
ら
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水
害
に
悩
ま
さ
れ
た
場
所
で
あ
っ
た
。
実
際
に
水
害
に
遭
っ
て
死
者

や
行
方
不
明
者
な
ど
大
変
な
被
害
を
蒙
っ
た
民
衆
が
、
死
者
供
養
の

た
め
に
親
鸞
に
祈
祷
を
依
頼
し
た
の
か
も
し
れ
な
いD

。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
親
鸞
は
浄
土
三
部
経
の
千
部
読
誦
と

い
う
難
行
に
踏
み
切
る
が
、
四
、五
日
ほ
ど
で
思
い
返
し
読
誦
を
中

止
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
「
自
ら
信
じ
、

人
に
も
教
え
て
信
じ
さ
せ
る
」
こ
と
こ
そ
仏
恩
に
報
い
る
こ
と
で
あ

る
と
知
り
な
が
ら
、
名
号
（
南
無
阿
弥
陀
仏
）
の
ほ
か
に
何
の
不
足

が
あ
っ
て
経
典
を
読
も
う
と
す
る
の
か
、
と
内
省
し
た
結
果
で
あ

るE

。
親
鸞
は
自
分
の
行
動
と
心
理
を
分
析
し
、
自
力
へ
の
執
着
が
い

か
に
強
い
か
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
親
鸞
の
場
合
、
経

典
読
誦
を
決
断
し
た
の
は
、
災
害
や
飢
饉
で
打
ち
ひ
し
が
れ
て
い
る

民
衆
の
苦
し
み
に
心
を
動
か
さ
れ
て
の
こ
と
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

彼
ら
の
切
な
る
願
い
に
応
え
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
、
二
九
歳
の
こ

ろ
に
捨
て
た
は
ず
の
「
雑
行
」、
す
な
わ
ち
自
力
の
行
に
あ
え
て
挑

ん
で
い
る
。
だ
が
、
数
日
後
に
は
千
部
読
誦
の
自
力
性
・
呪
術
性
に

改
め
て
気
づ
き
、
中
止
し
た
後
は
佐
貫
を
立
ち
去
っ
て
い
る
。

で
は
な
い
。
む
し
ろ
他
力
は
、「
自
力
の
あ
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
、

そ
の
自
力
へ
の
絶
望
と
否
定
に
お
い
て
初
め
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ

るB

」。
そ
の
意
味
で
「
転
入
」
は
、
過
去
の
一
回
限
り
の
出
来
事
と

し
て
完
結
す
る
の
で
は
な
く
、
絶
え
ず
捉
え
返
さ
れ
、
現
在
化
さ
れ

る
「
今
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
本
願
力
の
ダ
イ
ナ
ミ

ッ
ク
な
は
た
ら
き
に
よ
り
「
主
体
」
で
あ
る
人
間
の
あ
り
方
が
問
い

直
さ
れ
、回
心
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
出
来
事
が
「
転
入
」
で
あ
り
、「
転

入
の
今
」
な
の
で
あ
る
。
三
願
転
入
の
論
理
は
、
こ
の
自
力
と
他
力

の
緊
張
関
係
の
上
に
成
立
し
て
い
る
。

佐
貫
の
出
来
事

越
後
流
罪
が
解
か
れ
た
後
、
親
鸞
は
家
族
を
連
れ
て
関
東
に
向
か

っ
たC

。
旅
の
途
中
、
上
野
国
と
武
蔵
国
の
国
境
に
あ
る
佐
貫
（
現
群

馬
県
邑
楽
郡
板
倉
町
が
最
有
力
）
で
、
親
鸞
は
衆
生
利
益
の
た
め
に

浄
土
三
部
経
を
千
回
読
も
う
と
試
み
る
。
建
保
二
年（
一
二
一
四
年
）

の
こ
と
で
、
親
鸞
が
四
二
歳
の
こ
ろ
の
出
来
事
で
あ
る
。
佐
貫
は
利

根
川
と
渡
良
瀬
川
に
挟
ま
れ
た
交
通
の
要
衝
と
し
て
知
ら
れ
、
常
に
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の
今
に
な
っ
て
、
災
害
に
苦
し
む
民
衆
の
姿
に
心
を
動
か
さ
れ
て
読

誦
を
始
め
た
の
で
あ
る
。
死
者
供
養
の
た
め
に
は
経
典
読
誦
や
仏
像

を
拝
む
こ
と
が
利
益
に
な
る
、
と
い
う
善
光
寺
信
仰
に
促
さ
れ
て
の

こ
と
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

親
鸞
も
最
初
の
う
ち
は
苦
悩
す
る
民
衆
に
寄
り
添
い
た
い
と
い
う

気
持
ち
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
読
誦
を
始
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
読
誦
を
続
け
て
い
く
中
で
、
自
力
の
奢
り
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
分
は
た
っ
た
一
人
の
人
間
さ
え
救
う

こ
と
の
で
き
な
い
凡
夫
、
い
や
自
分
自
身
さ
え
救
え
な
い
凡
夫
に
す

ぎ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、凡
夫
の
救
い
を
説
く
法
然
の
教
え
に
従
い
、

他
力
念
仏
に
帰
依
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
。
三
部
経
読
誦
と

い
う
難
行
を
続
け
る
中
で
、
聖
道
の
慈
悲
の
限
界
に
直
面
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
り
、
そ
こ
か
ら
翻
っ
て
自
他
共
に
救
わ
れ
て
い
く
浄
土
の

慈
悲
に
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
二
つ
の
慈
悲
の
間

で
揺
れ
動
き
、
葛
藤
す
る
親
鸞
の
姿
が
想
像
さ
れ
る
。

佐
貫
の
出
来
事
は
、
そ
の
後
の
親
鸞
の
生
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
が
い
か
に
人
生
を
歩
み
、
ど
の
よ
う
な

こ
の
佐
貫
の
体
験
は
、『
歎
異
抄
』
第
四
条
に
あ
る
聖
道
の
慈
悲

と
浄
土
の
慈
悲
の
「
か
は
り
めF

」、
つ
ま
り
、
転
換
点
と
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
聖
道
の
慈
悲
と
は
、
自
力
で
行
う

慈
悲
の
こ
と
で
、
す
べ
て
の
も
の
を
あ
わ
れ
み
、
い
と
お
し
み
、
は

ぐ
く
む
心
を
も
っ
て
思
い
通
り
に
救
済
し
よ
う
と
努
め
る
が
、
人
間

の
力
だ
け
で
他
者
を
完
全
に
助
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
親
鸞
は
、

聖
道
門
の
慈
悲
は
徹
底
し
て
お
ら
ず
、
自
力
の
慈
悲
に
は
限
界
が
あ

る
と
見
極
め
て
い
る
。
一
方
、
浄
土
の
慈
悲
は
、
他
力
念
仏
に
よ
っ

て
往
生
し
仏
と
な
っ
た
上
で
、
他
者
を
自
由
自
在
に
救
済
す
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
念
仏
こ
そ
が
真
の
慈
悲
で
あ
る
と
し
、
救

い
の
根
拠
を
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
に
求
め
て
い
る
。

自
力
の
慈
悲
の
限
界

親
鸞
の
人
生
を
振
り
返
る
時
、
わ
れ
わ
れ
は
親
鸞
が
生
涯
の
師
と

な
る
法
然
に
出
会
い
、
専
修
念
仏
の
教
え
に
帰
依
し
た
こ
と
を
知
っ

て
い
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
そ
れ
は
親
鸞
が
二
九
歳
の
こ
ろ
の

記
念
す
べ
き
出
来
事
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
か
ら
十
三
年
後
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葉
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。あ
ら
ゆ
る
も
の
を
洩
れ
な
く
救
う「
摂

取
不
捨H

」
の
は
た
ら
き
こ
そ
、
親
鸞
が
体
得
し
た
宗
教
的
真
実
で
あ

る
。
そ
こ
で
『
教
行
信
証
』
教
巻
を
開
く
と
、
冒
頭
で
こ
の
著
作
の

全
内
容
を
要
約
す
る
文
章
に
出
会
う
。

つ
つ
し
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
、
二
種
の
回
向
あ
り
。
一

つ
に
は
往
相
、
二
つ
に
は
還
相
な
り
、
往
相
の
回
向
に
つ
い
て

真
実
の
教
行
信
証
あ
りI

。

二
種
の
回
向
を
め
ぐ
る
思
索
は
、
親
鸞
の
宗
教
的
世
界
の
根
幹
を

な
し
て
い
る
。
回
向
と
は
、
一
般
に
修
行
者
が
積
ん
だ
善
行
の
功
徳

を
他
者
に
「
振
り
向
け
る
」
こ
と
を
い
う
。
こ
の
回
向
に
往
相
と
還

相
の
二
種
が
あ
る
こ
と
を
最
初
に
説
い
た
の
は
、
中
国
浄
土
教
の
開

祖
と
さ
れ
る
曇
鸞
（
四
七
六
～
五
四
二
年
）
で
あ
るJ

。
往
相
と
は
こ

の
世
か
ら
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
で
あ
る
。
還
相
と
は
、
浄
土
に
往

生
し
た
修
行
者
が
そ
の
ま
ま
浄
土
に
と
ど
ま
ら
ず
に
、
再
び
こ
の
世

に
還
っ
て
き
て
利
他
の
は
た
ら
き
を
な
す
こ
と
を
い
う
。

親
鸞
以
前
の
浄
土
教
で
は
、
念
仏
を
称
え
て
浄
土
に
往
く
こ
と
が

人
生
の
最
終
目
標
と
さ
れ
、
よ
っ
て
現
世
は
そ
こ
に
至
る
た
め
の
前

心
で
人
々
と
接
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
を
、
佐
貫
の
体
験
が
決
定
づ

け
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
関
東
時
代
の
親
鸞
は
、
二
〇
年
間
近

く
を
常
陸
国
の
稲
田
や
小
島
に
草
庵
を
結
び
、
そ
こ
を
伝
道
活
動
の

拠
点
と
し
た
。
親
鸞
の
伝
道
の
仕
方
は
、
民
衆
を
上
か
ら
教
化
す
る

の
で
は
な
く
、
門
弟
の
一
人
ひ
と
り
を
「
御
同
朋
・
御
同
行
」
と
見

な
し
て
対
等
に
接
し
、
感
謝
の
念
仏
を
称
え
合
っ
て
共
に
救
わ
れ
て

い
く
姿
勢
で
あ
っ
た
。
日
本
中
世
社
会
の
身
分
秩
序
の
中
で
き
わ
め

て
独
創
的
な
親
鸞
の
思
想
と
生
活
態
度
が
、
関
東
に
お
け
る
原
始
浄

土
真
宗
教
団
の
形
成
に
繋
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

親
鸞
思
想
の
特
色

回
向

法
然
よ
り
専
修
念
仏
の
教
え
を
受
け
た
親
鸞
が
、
生
涯
を
か
け
て

深
化
さ
せ
た
真
実
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
一
言
に
言

え
ば
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
救
う
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
で
あ

っ
たG

。
そ
の
限
り
の
な
い
智
慧
と
慈
悲
の
は
た
ら
き
を
、
親
鸞
は
多

く
の
著
作
の
中
で
、
本
願
、
念
仏
、
信
心
、
他
力
、
回
向
な
ど
の
言
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第
一
通
（
一
二
五
一
年
）
の
文
章
を
取
り
上
げ
、
晩
年
に
お
け
る
親

鸞
の
信
の
あ
り
方
を
見
て
い
く
。

真
実
信
心
の
行
人
は
、
摂
取
不
捨
の
ゆ
ゑ
に
正
定
聚
の
位
に
住

す
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
臨
終
ま
つ
こ
と
な
し
、
來
迎
た
の
む
こ
と
な

し
。
信
心
の
定
ま
る
と
き
往
生
ま
た
定
ま
る
な
り
。
来
迎
の
儀

則
を
ま
た
ずK

。

親
鸞
の
死
生
観
は
独
特
で
あ
る
。
親
鸞
以
前
の
浄
土
教
で
は
、
死

を
契
機
に
浄
土
に
往
く
と
考
え
ら
れ
、
正
定
衆 

（
＝
仏
に
成
る
こ
と

が
約
束
さ
れ
て
い
る
悟
り
の
仲
間
） 

も
死
後
の
こ
と
と
理
解
さ
れ
て

い
た
。
と
こ
ろ
が
、
親
鸞
は
「
信
心
の
定
ま
る
と
き
往
生
ま
た
定
ま

る
な
り
」
と
述
べ
、
も
は
や
臨
終
重
視
の
立
場
を
と
っ
て
い
な
い
。

む
し
ろ
日
常
の
信
仰
生
活
こ
そ
基
本
で
あ
る
と
し
、
信
に
基
づ
い
た

独
自
の
死
生
観
・
往
生
観
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
親
鸞
は
死
者
供

養
や
死
後
救
済
と
し
て
の
阿
弥
陀
信
仰
を
、「
今
・
こ
こ
に
」
生
き

て
い
る
人
間
が
主
体
的
に
生
き
る
た
め
の
信
に
変
え
た
と
い
っ
て
よ

い
。親

鸞
の
信
の
特
色
に
つ
い
て
は
次
節
で
論
じ
る
が
、
真
実
の
信
心

段
階
に
過
ぎ
ず
、
仮
の
住
ま
い
と
さ
れ
た
。
し
か
し
親
鸞
は
、
浄
土

に
往
っ
て
か
ら
こ
の
世
に
戻
っ
て
く
る
還
相
を
強
調
し
、
現
世
の
立

場
を
重
視
し
た
。
親
鸞
は
、
浄
土
真
宗
に
は
こ
の
二
種
の
ベ
ク
ト
ル

が
あ
る
と
し
、
現
世
を
浄
土
の
光
の
中
で
見
つ
め
て
い
る
。
曇
鸞
に

よ
れ
ば
往
相
も
還
相
も
回
向
の
主
体
は
修
行
者
で
あ
る
が
、
親
鸞
は

こ
の
よ
う
な
宗
教
的
な
生
き
方
は
、
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
に
よ
っ

て
初
め
て
な
し
得
る
と
し
、
仏
の
救
済
力
の
絶
対
性
を
力
説
し
た
。

つ
ま
り
、
現
世
と
浄
土
の
間
を
往
還
す
る
の
は
修
行
者
で
あ
る
が
、

そ
の
往
相
・
還
相
を
回
向
す
る
の
は
阿
弥
陀
仏
の
他
力
で
あ
る
と
し

て
い
る
。

現
生
正
定
聚

親
鸞
は
、
前
節
で
説
明
し
た
回
向
論
を
更
に
発
展
さ
せ
、「
信
」

を
媒
介
と
し
た
独
自
の
死
生
観
を
形
成
し
た
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の

浄
土
教
が
臨
終
を
重
視
し
た
未
来
救
済
型
の
教
え
で
あ
っ
た
の
に
対

し
、
親
鸞
は
臨
終
時
で
は
な
く
平
生
に
往
生
が
決
定
す
る
と
い
う
現

実
重
視
の
救
済
観
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』
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時
に
は
、ま
ず
は
「
清
ら
か
な
心
」
を
意
味
し
、「
心
を
清
め
る
修
行
」

と
い
う
意
味
に
も
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
心
を
清
め
る
修
行
」

の
結
果
生
じ
る
と
さ
れ
る
「
心
の
清
ま
り
」
は
、
阿
弥
陀
仏
が
諸
菩

薩
と
共
に
来
迎
す
る
今
際
の
際
に
現
れ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
浄
土
教
で
は
心
の
清
ま
り
も
阿
弥
陀
仏
に
よ
る
救
い
も
、

す
べ
て
は
臨
終
の
一
点
に
収
斂
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

浄
土
教
の
伝
統
に
立
脚
し
つ
つ
も
、
親
鸞
に
お
け
る
信
は
、
浄
土

経
典
が
説
く
「
心
を
清
め
る
修
行
」
で
も
、そ
の
結
果
と
し
て
の
「
心

の
清
ま
り
」
で
も
な
い
。
親
鸞
に
と
っ
て
信
と
は
、
修
行
者
が
自
力

で
心
を
清
め
て
つ
く
り
あ
げ
る
も
の
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願

力
に
よ
っ
て
回
向
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

大
信
心
は
、
す
な
は
ち
こ
れ
…
選
択
回
向
の
直
心
、
利
他
深
広

の
信
楽
、
金
剛
不
壊
の
真
心
、
…
こ
の
心
す
な
は
ち
念
仏
往
生

の
願
（
第
十
八
願
）
よ
り
出
で
た
りL

。

『
教
行
信
証
』
信
巻
の
冒
頭
に
あ
る
よ
う
に
、 （
大
） 

信
心
は
阿
弥

陀
仏
が
選
択
し
回
向
し
た
も
の
で
あ
り
、
世
の
人
を
救
う
深
く
広
い

真
実
の
信
心
で
あ
る
。
そ
れ
は
く
だ
か
れ
る
こ
と
の
な
い
金
剛
石
の

を
獲
て
念
仏
を
称
え
る
人
は
、
す
で
に
阿
弥
陀
仏
の
摂
取
不
捨
の
は

た
ら
き
の
中
に
あ
り
、
現
生
（
現
世
）
で
正
定
衆
の
位
に
定
め
ら
れ

て
い
る
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
往
生
の
た
め
に
不
可
欠
な
要
素
と

さ
れ
た
儀
礼
的
な
臨
終
行
儀
も
必
要
の
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
の

よ
う
に
親
鸞
に
よ
る
と
、
信
心
が
決
定
す
る
と
き
に
往
生
も
ま
た
定

ま
る
の
で
あ
り
、
闇
深
い
末
世
に
お
い
て
念
仏
者
（
真
実
信
心
の
行

人
）
は
信
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
浄
土
へ
の
一
筋
の
道
を
力
強
く
歩
き

始
め
る
こ
と
に
な
る
。

現
生
正
定
聚
の
考
え
は
、
信
に
基
づ
い
て
現
世
を
た
く
ま
し
く
生

き
た
親
鸞
の
生
き
方
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
現
生
正
定
聚
の

人
は
、
こ
の
世
の
生
を
終
え
て
真
実
の
浄
土
（
真
実
報
土
）
に
往
生

し
悟
り
を
完
成
す
る
と
同
時
に
、
再
び
悩
み
苦
し
む
人
々
の
も
と
に

還
っ
て
き
て
救
済
活
動
を
行
う
。
親
鸞
の
説
く「
還
相
回
向
」や「
現

生
正
定
聚
」
の
考
え
に
は
、
他
者
へ
の
慈
悲
と
救
済
が
そ
の
視
野
に

収
め
ら
れ
、
利
他
・
共
生
の
精
神
に
満
ち
て
い
る
。

親
鸞
に
お
け
る
信
（
信
心
）

大
乗
仏
教
の
浄
土
経
典
に
「
信
」（
信
心
） 

の
言
葉
が
出
て
く
る
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の
『
十
住
毘
婆
沙
論
』「
入
初
地
品
」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
親
鸞
が
初
期
仏
教
か
ら
大
乗
仏
教
に
至
る
悟
り
の
道
程
を
踏
ま
え

た
上
で
、
浄
土
経
典
の
説
く
往
生
と
悟
り
へ
の
道
筋
を
理
解
し
て
い

た
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。

真
実
の
行
信
を
獲
れ
ば
、
心
に
歓
喜
多
き
が
ゆ
ゑ
に
、
こ
れ
を

歓
喜
地
と
名
づ
く
。
こ
れ
を
初
果
に
喩
ふ
る
こ
と
は
、
初
果
の

聖
者
、
な
ほ
睡
眠
し
懶
堕
な
れ
ど
も
二
十
九
有
に
至
ら
ず
。
い

か
に
い
は
ん
や
十
方
群
生
海
、
こ
の
行
信
に
帰
命
す
れ
ば
摂
取

し
て
捨
て
た
ま
は
ず
。
ゆ
ゑ
に
阿
弥
陀
仏
と
名
づ
け
た
て
ま
つ

る
と
。
こ
れ
を
他
力
と
い
ふ
。
こ
こ
を
も
つ
て
龍
樹
大
王
は「
即

時
入
必
定
」（
易
行
品
一
六
） 

と
い
へ
り
。
曇
鸞
大
王
は
「
入

正
定
聚
之
数
」（
論
註
・
上
意
）
と
い
へ
りQ

。

親
鸞
は
、
阿
弥
陀
仏
の
真
実
の
行
と
信
を
獲
て
、
人
間
の
心
に
大

い
な
る
歓
喜
が
湧
き
起
こ
っ
た
な
ら
、
そ
れ
は
大
乗
仏
教
で
い
う
と

こ
ろ
の
菩
薩
十
地
の
初
地
（
歓
喜
地R

）
に
入
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ

れ
は
ま
た
初
期
仏
教
が
説
く
「
初
果
」（
預
流
果S

）
に
到
達
し
た
こ

と
で
あ
る
と
断
定
し
て
い
る
。
菩
薩
の
初
地
を
「
歓
喜
地
」
と
呼
ぶ

よ
う
な
真
実
の
心
で
あ
り
、『
仏
説
無
量
寿
経
』
の
第
十
八
願
（
本
願
）

よ
り
導
き
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
厳
密
で
は
な
い
も
の
の
、
親
鸞

は
言
葉
の
使
い
分
け
を
し
、
阿
弥
陀
仏
の
心
を
指
す
時
に
は
「
真
実

心
」「
金
剛
心
」
等
と
呼
ん
で
い
る
の
に
対
し
、
阿
弥
陀
仏
よ
り
真

実
心
を
い
た
だ
い
た
人
間
の
変
化
し
た
心
を
指
す
場
合
に
は「
信
心
」

と
呼
ん
で
い
るM

。

と
こ
ろ
で
、
阿
弥
陀
仏
の
真
実
心
を
い
た
だ
い
た
な
らN

、
そ
の
人

の
心
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
変
化
に
気
づ
い

た
人
の
心
は
、
落
ち
着
い
て
い
て
穏
や
か
で
あ
り
、
浮
つ
き
も
落
ち

込
み
も
せ
ず
、
も
は
や
虚
偽
の
心
で
は
な
く
な
る
。
阿
弥
陀
仏
の
真

実
心
を
い
た
だ
い
て
信
心
を
獲
た
と
き
に
はO
、
大
い
な
る
慶
喜
の
心

が
起
こ
る
。
親
鸞
に
よ
れ
ば
、こ
う
し
た
歓
喜
の
心
が
起
こ
るP

の
は
、

浄
土
経
典
の
説
く
臨
終
の
時
で
は
な
く
、
信
心
を
受
け
取
っ
た
そ
の

瞬
間
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

信
と
悟
り

『
教
行
信
証
』
行
巻
に
は
、
龍
樹
（
一
五
〇
～
二
五
〇
年
ご
ろ
）
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し
か
し
親
鸞
に
と
っ
て
信
（
心
）
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
に
よ

っ
て
回
向
さ
れ
た
智
慧
の
は
た
ら
き
で
あ
り
、
最
終
的
な
悟
り
の
智

慧
の
一
部
が
す
で
に
現
れ
て
い
る
段
階
（
状
態
）
を
示
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
親
鸞
仏
教
に
お
い
て
信
は
悟
り
へ
の
道
程
の
最
初
の
一
歩

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
信
と
念
仏
に
基
づ
い
た
生
き
方
こ
そ
人

間
を
真
に
人
間
た
ら
し
め
自
立
自
尊
に
導
く
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。

お
わ
り
に

キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
は
、
そ
れ
ぞ
れ
成
立
し
た
歴
史
・
地
理
・
社

会
状
況
、
さ
ら
に
世
界
観
や
救
済
観
も
異
な
っ
て
い
る
た
め
に
単
純

に
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
条
件
や
限
界
を
踏
ま
え

て
、
本
論
文
で
は
パ
ウ
ロ
と
親
鸞
の
回
心
に
つ
い
て
、
信
と
知
の
視

点
か
ら
比
較
を
試
み
た
。そ
こ
で
筆
者
が
改
め
て
認
識
し
た
こ
と
は
、

キ
リ
ス
ト
教
が
神
と
人
間
の
関
係
性
を
重
視
す
る
対
話
型
の
啓
示
宗

教
で
あ
る
の
に
対
し
、
仏
教
は
神
や
超
越
者
を
立
て
ず
、
真
実
の
自

の
は
、
初
地
に
入
れ
ば
心
が
喜
び
に
満
ち
あ
ふ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、

し
か
も
そ
の
喜
び
は
必
ず
涅
槃
に
ま
で
至
る
こ
と
が
決
定
し
た
喜
び

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、初
期
仏
教
で
い
う
預
流
果
（
初
果
）

と
は
、
聖
者
の
流
れ
に
預
か
る
と
い
う
意
味
で
、
仏
道
を
修
行
し
無

漏
の
智
慧
を
得
る
こ
と
に
よ
り
、
迷
い
の
中
に
あ
る
凡
夫
と
い
う
あ

り
方
を
突
破
し
て
、
初
め
て
聖
者
と
呼
ば
れ
る
人
々
の
仲
間
に
加
え

ら
れ
る
こ
と
で
あ
るT

。

先
述
し
た
通
り
、
親
鸞
は
「
現
生
正
定
聚
」
と
い
う
独
自
の
思
想

を
展
開
し
た
が
、
こ
の
箇
所
で
も
他
力
真
実
の
行
信
を
獲
て
摂
取
不

捨
に
あ
ず
か
っ
た
者
は 

（
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
の
三
悪
道
に
逆
戻
り

す
る
心
配
が
な
い
） 

悟
り
へ
の
不
退
転
の
道
筋
が
確
定
す
る
正
定
聚

の
数
に
入
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
完
全
な
悟
り
に
向
か
う
階

梯
の
最
初
の
段
階
に
達
し
た
と
い
う
点
で
、
親
鸞
は
初
期
仏
教
の
預

流
果
、
大
乗
仏
教
の
歓
喜
地
、
そ
し
て
浄
土
教
の
不
退
転
・
正
定
聚

の
位
を
同
等
視
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
るU

。

一
般
に
信
心
と
い
う
と
、
何
か
非
合
理
的
な
こ
と
に
つ
い
て
理
性

を
超
え
て
（
に
反
し
て
）
信
じ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
抱
き
や
す
い
。
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さ
れ
た
と
い
う
点
で
共
通
性
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く

回
心
は
、
パ
ウ
ロ
と
神
（
キ
リ
ス
ト
）、
親
鸞
と
阿
弥
陀
仏
（
の
本

願
力
）
の
間
に
生
起
し
た
出
来
事
で
あ
り
、
他
人
に
は
与
り
し
れ
ぬ

体
験
で
あ
る
。
し
か
し
回
心
体
験
に
は
他
者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
含

ま
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
く
、
パ
ウ
ロ
と
親
鸞
の
場
合
も
「
万
人
の

救
済
」
と
い
う
普
遍
的
な
地
平
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
確

認
し
て
お
き
た
い
。

な
お
、
本
論
文
に
お
い
て
は
、
信
の
情
意
的
・
理
知
的
側
面
、
神

の
愚
か
さ
と
人
間
の
賢
さ
、
聖
道
門
の
智
慧
と
浄
土
門
の
愚
痴
、
信

と
悟
り
の
関
係
等
に
つ
い
て
十
分
に
考
察
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。パ
ウ
ロ
と
親
鸞
が
た
ど
っ
た
信
の
道
は
果
て
し
な
く
遠
く
、

ま
た
そ
れ
故
に
尽
き
せ
ぬ
魅
力
を
感
じ
た
次
第
で
あ
る
が
、
今
回
の

一
考
察
が
パ
ウ
ロ
神
学
・
親
鸞
教
学
に
関
心
を
寄
せ
る
方
々
に
と
っ

て
何
か
し
ら
の
参
考
に
な
れ
ば
誠
に
幸
い
で
あ
る
。

己
の
覚
醒
を
目
指
す
悟
り
の
宗
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

パ
ウ
ロ
が
自
ら
の
回
心
を
述
べ
る
際
に
は
、
そ
れ
を
単
に
神
の
側

か
ら
の
は
た
ら
き
か
け
と
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
常
に
キ
リ
ス
ト

と
の
「
人
格
的
な
出
会
い
」
を
持
ち
出
し
て
い
る
点
は
注
目
す
べ
き

で
あ
る
。
復
活
の
イ
エ
ス
と
の
出
会
い
が
、
彼
の
価
値
観
・
生
き
方

を
大
き
く
変
え
た
の
で
あ
る
。
パ
ウ
ロ
の
場
合
、
教
会
の
迫
害
者
で

あ
っ
た
彼
に
「
御
子
」
が
示
さ
れ
、「
異
邦
人
の
使
徒
」
に
召
さ
れ

た
の
は
神
の
「
啓
示
」
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
親
鸞
の
場
合
に

は
「
回
心
」
も
「
信
心
」
も
宗
教
的
な
自
覚
を
促
す
本
願
力
の
は
た

ら
き
か
け
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
最
終
的
な
悟
り
の
智
慧
に
至
る
プ

ロ
セ
ス
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

パ
ウ
ロ
と
親
鸞
の
回
心
に
つ
い
て
、
Ｊ
・
ヴ
ァ
ン
・
ブ
ラ
フ
ト
が

指
摘
し
た
両
者
間
の
「
深
い
レ
ベ
ル
で
の
親
近
性
、
類
似
性
」
の
観

点
か
ら
見
て
み
る
と
、①
宗
教
的
回
心
に
よ
り
、②
「
自
力
」（
律
法
・

修
行
） 

中
心
か
ら
「
他
力
」（
キ
リ
ス
ト
・
本
願
力
） 

中
心
の
生
に

変
え
ら
れ
、
③
回
心
後
の
宣
教
（
伝
道
）
活
動
を
通
し
て
、
④
信

仰
共
同
体
（
原
始
キ
リ
ス
ト
教
会
・
原
始
浄
土
真
宗
教
団
）
が
形
成
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ザ
ー
『
現
代
聖
書
注
解　

ガ
ラ
テ
ア
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
扇
田
幹
夫
訳
、

日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
八
七
年
、
六
一
頁
。

6
 

 

パ
ウ
ロ
の
手
紙
は
、
彼
が
教
会
の
迫
害
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
言
し

て
い
る
（
ガ
ラ1 :13

、23

、
一
コ
リ
ン
ト15 :9

、
フ
ィ
リ3 :6

）
が
、
そ

の
具
体
的
な
内
容
に
ま
で
は
触
れ
て
い
な
い
。
迫
害
者
と
し
て
の
パ
ウ

ロ
は
、
シ
ナ
ゴ
ー
グ
が
科
す
こ
と
の
で
き
た
最
も
重
い
刑
罰
（
＝
三
九

回
の
鞭
打
ち
刑
）
を
イ
エ
ス
の
弟
子
た
ち
に
対
し
て
行
う
よ
う
諸
会
堂

を
説
得
し
て
回
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。E

.P.

サ
ン
ダ
ー
ス
『
パ

ウ
ロ
』
土
岐
健
治
・
太
田
修
司
訳
、
教
文
館
、
一
九
九
四
年
、
一
九
頁
。

7
 

 

パ
ウ
ロ
の
生
涯
は
ダ
マ
ス
コ
体
験
に
よ
っ
て
二
分
さ
れ
る
が
、
そ
の
回

心
の
時
期
を
特
定
す
る
の
は
難
し
い
。
佐
竹
明
や
マ
ー
フ
ィ
ー
＝
オ
コ

ナ
ー
は
西
暦
三
三
年
ご
ろ
と
し
、
和
田
幹
男
は
西
暦
三
四
年
か
ら
三
六

年
の
間
と
推
定
し
て
い
る
。
佐
竹
明
『
使
徒
パ
ウ
ロ
ー
伝
道
に
か
け
た

生
涯
』
新
版
、
新
教
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
、
五
三
頁
。J. M

urphy-

O
’C

onnor, Paul: A
 Critical Life (O

xford: 1996), p. 8. 

和
田
幹
男『
聖

パ
ウ
ロ
ー
そ
の
心
の
遍
歴
』
女
子
パ
ウ
ロ
会
、
一
九
九
六
年
、
二
九
頁
。

8
 

 

新
約
聖
書
に
は
パ
ウ
ロ
の
手
紙
と
し
て
一
三
の
手
紙
が
伝
わ
っ
て
い

る
が
、
現
在
の
研
究
成
果
に
よ
っ
て
パ
ウ
ロ
の
真
筆
性
が
認
め
ら
れ
て

い
る
の
は
、ロ
マ
書
、一
・
二
コ
リ
ン
ト
書
、ガ
ラ
テ
ア
書
、フ
ィ
リ
ピ
書
、

一
テ
サ
ロ
ニ
ケ
書
、
フ
ィ
レ
モ
ン
書
の
七
つ
で
あ
る
。

註

1
 

 

南
山
宗
教
文
化
研
究
所
編
『
浄
土
教
と
キ
リ
ス
ト
教
』
春
秋
社
、

一
九
九
〇
年
、
九
頁
。

2
 

 

本
論
文
で
は
『
新
共
同
訳
聖
書
』
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

3
 

 「
肉
」
と
い
う
語
は
、
パ
ウ
ロ
に
お
い
て
特
に
割
礼
の
儀
式
を
指
し
て

い
る
が
、
広
い
意
味
で
は
人
間
の
努
力
な
い
し
業
績
を
言
い
表
し
て

い
る
。
Ｆ
・
Ｂ
・
ク
ラ
ド
ッ
ク
『
現
代
聖
書
注
解 

フ
ィ
リ
ピ
の
信
徒

へ
の
手
紙
』
古
川
修
平
訳
、
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
八
八
年
、

一
〇
四
頁
。

4
 

 

石
川
康
輔
「
フ
ィ
リ
ピ
の
信
徒
へ
の
手
紙
」『
新
共
同
訳 

新
約
聖
書
注

解
Ⅱ
』
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
九
一
年
、
二
四
六
頁
。
な
お
、

佐
竹
明
は
、
全
部
で
六
点
（
数
え
方
に
よ
っ
て
は
七
点
）
と
し
、
は
じ

め
の
三
つ
は
パ
ウ
ロ
が
自
分
の
努
力
な
し
に
う
け
た
宗
教
的
特
権
で
あ

り
、
残
り
の
三
つ
は
か
つ
て
の
彼
の
信
仰
的
熱
心
に
関
す
る
も
の
で
あ

る
と
し
て
い
る
。
佐
竹
明『
現
代
新
約
注
解
全
書 

ピ
リ
ピ
人
へ
の
手
紙
』

新
教
出
版
社
、
一
九
六
九
年
、
一
九
一
頁
。

5
 

パ
ウ
ロ
の
手
紙
を
見
る
限
り
、
回
心
前
の
パ
ウ
ロ
が
罪
の
意
識
に
苛
ま

れ
て
い
た
と
か
、
教
会
を
迫
害
す
る
こ
と
に
不
安
や
葛
藤
を
抱
い
て
い

た
と
い
っ
た
よ
う
な
表
現
は
全
く
記
さ
れ
て
い
な
い
。
Ｃ
・ 

Ｂ
・
カ
ウ
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c
 

 

復
活
後
に
イ
エ
ス
は
、
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
を
は
じ
め
女
性
た
ち
や

弟
子
た
ち
に
現
れ
た
（
出
現
し
た
）
が
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
会
は
こ
の

出
来
事
を
「
主
を
見
た
」
と
か
「
主
に
会
っ
た
」
と
い
う
表
現
で
イ
エ

ス
へ
の
信
仰
を
告
白
し
た
（
マ
コ16 :11

、
マ
タ28 :17

、
ル
カ24 :37

、

39

、
ヨ
ハ20 :14

、18

、25

）。

d
 

 απόστολος 

は ἀποστέλλω

と
い
う
動
詞
か
ら
派
生
し
た
言
葉
で
、

七
十
人
訳
聖
書
（l

x
x

）
に
は
登
場
し
な
い
が
、
新
約
聖
書
に
七
九
回

用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
運
動
に
お
い
て
き
わ

め
て
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
浅
野
淳
博
『N

T
J 

新
約
聖
書

注
解 

ガ
ラ
テ
ア
書
簡
』
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
、
二
〇
一
七
年
、

八
八
～
九
二
頁
。

e
 

 G
. Barbaglio, La Prim

a Lettera ai C
orinzi (Bologna: 1995), p. 189.

f
 

 

パ
ウ
ロ
は
自
分
が
正
当
な「
使
徒
」で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
と
共
に
、

「
わ
た
し
た
ち
は
、
キ
リ
ス
ト
の
使
徒
と
し
て
権
威
を
主
張
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
す
。」（
一
テ
サ
ロ
ニ
ケ2 :7

） 

と
も
述
べ
て
い
る
。
こ

の
手
紙
の
冒
頭
で
、
シ
ル
ワ
ノ
と
テ
モ
テ
の
名
が
発
信
者
パ
ウ
ロ
の
後

に
連
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
わ
た
し
た
ち
」
に
は
こ
の
二
人
も

含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
パ
ウ
ロ
は
異
邦
人
宣
教
の

同
労
者
に
も
「
使
徒
」
と
い
う
職
名
を
用
い
て
い
る
。
詳
細
に
つ
い
て

は
、
荒
木
成
子
「
使
徒
」
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
編
纂
委
員
会
編
『
新

9
 

 

佐
竹
『
使
徒
パ
ウ
ロ
ー
伝
道
に
か
け
た
生
涯
』
八
三
頁
。J. Reum

ann, 

The A
nchor Yale Bible: Philippians (N

ew
 H

avan &
 London: 2008), 

p. 490.

0
 

 「
見
な
す
」（λογίζομαι

） 

と
い
う
語
は
、
本
来
は
会
計
用
語
で
、
会
計

帳
簿
に
計
上
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
パ
ウ
ロ
は
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
し
て

の
過
去
の
生
き
方
を
貸
借
対
照
表
の
負
債
欄
に
あ
る
と
は
言
っ
て
お
ら

ず
、
む
し
ろ
「
キ
リ
ス
ト
を
知
る
」
と
い
う
新
た
な
評
価
表
に
よ
っ
て

価
値
あ
る
も
の
（
収
益
）
を
損
失
と
見
な
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
は

キ
リ
ス
ト
を
得
る
た
め
に
、
過
去
に
お
い
て
著
し
く
価
値
の
あ
っ
た
も

の
を
捨
て
去
っ
た
の
で
あ
る
。
ク
ラ
ド
ッ
ク
『
現
代
聖
書
注
解 

フ
ィ

リ
ピ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
一
〇
六
頁
。

a
 

 

石
川
「
フ
ィ
リ
ピ
の
信
徒
へ
の
手
紙
」
二
四
六
頁
。
セ
ム
人
に
と
っ

て
「
知
る
」
と
は
、
単
な
る
抽
象
的
な
知
識
以
上
の
こ
と
を
指
し
、
対

象
と
の
実
存
的
関
係
を
表
し
て
い
る
。
何
か
を
知
る
と
は
、
そ
れ
（
苦

し
み
、
罪
、
戦
争
、
平
和
、
善
悪
な
ど
）
に
つ
い
て
具
体
的
な
体
験
を

す
る
こ
と
で
あ
り
、
誰
か
を
知
る
と
は
そ
の
人
と
人
格
的
な
関
係
に
入

る
こ
と
で
あ
る
。
Ｘ
・
レ
オ
ン
＝
デ
ュ
フ
ー
ル
編
『
聖
書
思
想
事
典
』

三
省
堂
、
一
九
七
三
年
、
四
五
二
頁
参
照
。

b
 

 

佐
竹
『
現
代
新
約
注
解
全
書 

ピ
リ
ピ
人
へ
の
手
紙
』
一
九
九
～

二
〇
一
頁
参
照
。
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最
初
に
神
が
彼
を
召
し
出
し
、
次
い
で
十
分
な
時
間
を
経
て
か
ら
第
二

段
階
と
し
て
異
邦
人
宣
教
の
使
命
を
託
し
た
と
い
っ
た
二
重
の
過
程
で

は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
カ
ウ
ザ
ー
『
現
代
聖
書
注
解　

ガ
ラ
テ

ア
の
信
徒
へ
の
手
紙
』65

頁
。M

urphy-O
’C

onnor, Paul: A
 Critical 

Life, pp. 80, 85.

k
 

 

当
時
の
ナ
バ
テ
ア
王
国
は
、
ヘ
ロ
デ
王
国
に
隣
接
し
、
パ
レ
ス
テ
ィ

ナ
か
ら
見
て
東
の
ト
ラ
ン
ス
ヨ
ル
ダ
ン
に
あ
り
、
北
は
デ
カ
ポ
リ
ス
、

南
は
モ
ア
ブ
、
エ
ド
ム
、
更
に
ア
カ
バ
湾
の
両
側
に
広
が
る
荒
野
を
指

し
た
。

l
 

 

マ
ー
フ
ィ
ー
＝
オ
コ
ナ
ー
は
、
ヘ
ロ
デ
王
国
と
ナ
バ
テ
ア
王
国
が
対

立
し
て
い
た
当
時
の
状
況
か
ら
、
パ
ウ
ロ
が
デ
カ
ポ
リ
ス
の
北
東
に
位

置
す
る
ボ
ス
ラ
（
ダ
マ
ス
コ
か
ら
南
南
東
へ
約
百
キ
ロ
）
に
さ
え
行
き

着
け
た
か
ど
う
か
疑
問
視
し
、
そ
こ
で
の
滞
在
日
数
も
せ
い
ぜ
い
一
週

間
程
度
と
推
測
し
て
い
る
。J. M

urphy-O
’C

onnor, Paul: H
is Story 

(O
xford: 2004), p. 26.

m
 

 

ア
ラ
ビ
ア
か
ら
ダ
マ
ス
コ
に
戻
っ
て
し
ば
ら
く
し
て
、
パ
ウ
ロ
は
ア

レ
タ
四
世
の
代
官
に
捕
縛
さ
れ
そ
う
に
な
り
慌
て
て
逃
亡
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
ナ
バ
テ
ア
王
国
で
の
彼
の
言
動
が
ナ
バ
テ
ア
人
た
ち
の
反
感

を
買
い
、
ア
レ
タ
四
世
の
激
し
い
怒
り
を
招
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る

（
二
コ
リ
ン
ト11 :32–33

）。

カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
』
Ⅱ
、
研
究
社
、
一
九
九
八
年
、
一
二
四
八
～

一
二
五
二
頁
参
照
。

g
 

 

Ｒ
・
Ｂ
・
ヘ
イ
ズ
『
現
代
聖
書
注
解　

コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙

1

』
焼
山
満
里
子
訳
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
、
二
〇
〇
二
年
、

四
一
四
～
四
一
五
頁
。J. A

. Fitzm
yer,  The A

nchor Yale Bible First 

C
orinthians (N

ew
 H

aven and London: 2008), pp. 551–2. 

h
 

 

旧
約
聖
書
の
中
に
は
同
様
な
表
現
と
し
て
、「
肉
が
半
ば
腐
っ
て
母
の

胎
か
ら
出
て
来
た
死
者
」（
民12 :12
）、「
葬
り
去
ら
れ
た
流
産
の
子
」

（
ヨ
ブ3 :16

）、「
流
産
の
子
」（
コ
ヘ6 :3
） 
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
意
味
は
、

死
ん
だ
状
態
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
人
に
神
の
恵
み
が
注
が
れ

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。Fitzm

yer, The A
nchor Yale Bible First 

C
orinthians, p. 552. 

i
 

 「
黙
示
／
啓
示
」
と
訳
さ
れ
る
ギ
リ
シ
ア
語
のἀπōκάλυψις
は
「
覆
い
」

（κάλυμμα

）が「
取
り
去
ら
れ
る 

」（ἀπό

）と
い
う
意
味
の
複
合
名
詞
で
、

隠
さ
れ
て
い
た
も
の
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
指
す
。
な
お
、
二
コ
リ

ン
ト
書
に
お
い
て
、
パ
ウ
ロ
は
「
古
い
契
約
」
で
は
神
の
意
志
が
覆
い

隠
さ
れ
て
い
た
が
、
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
そ
の
覆
い
が
取
り
除
か
れ
た

（
二
コ
リ
ン
ト3:14

）
と
説
明
し
て
い
る
。

j
 

 

一
つ
の
従
属
節
（
ガ
ラ1 :16

）
の
中
に
、
パ
ウ
ロ
は
自
身
の
召
命
と
御

子
の
啓
示
と
異
邦
人
宣
教
を
一
気
に
書
き
上
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
ず
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近
年
に
お
い
て
こ
の
語
句
を
「
キ
リ
ス
ト
の
信
仰
／
誠
実
さ
」
と
解

す
る
立
場
が
か
な
り
広
く
支
持
を
得
て
い
る
と
さ
れ
る
。
前
者
の
場
合

に
は
キ
リ
ス
ト
が
「
信
仰
／
信
頼
」
の
対
象
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
目
的

語
属
格
」
と
称
さ
れ
る
が
、
後
者
の
場
合
は
「
キ
リ
ス
ト
の
」
は
「
信

仰
／
誠
実
さ
」
を
有
す
る
主
体
を
指
す
主
語
で
あ
る
か
ら
「
主
語
属

格
」
と
呼
ば
れ
る
。
解
釈
の
幅
が
あ
る
こ
の
語
句
を
ど
の
よ
う
に
理
解

す
る
か
は
文
脈
か
ら
判
断
す
べ
き
で
あ
る
が
、
本
論
文
で
は
伝
統
的
な

見
解
に
従
い
、「
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
」
と
訳
す
こ
と
に
す
る
。
浅
野

『N
T

J 

新
約
聖
書
注
解
』 

ガ
ラ
テ
ア
書
簡
二
一
六
～
二
二
〇
、二
三
二

～
二
三
七
頁
。T. M

organ,Rom
an Faith and Christian Faith: Pistis 

and Fides in the Early Rom
an Em

pire and Early C
hurches (O

xford: 

2015), pp. 270–5.  

q
 

 

パ
ウ
ロ
の
関
心
は
、
ペ
ト
ロ
の
態
度
の
変
化
が
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
教

会
の
異
邦
人
信
徒
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
と
い
っ
た
点
に
集

中
し
て
い
る
。
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
事
件
に
関
し
て
、
ペ
ト
ロ
や
バ
ル
ナ

バ
が
な
ぜ
ヤ
コ
ブ
の
側
に
つ
い
た
か
、
佐
竹
は
そ
の
理
由
を
当
時
の
ユ

ダ
ヤ
社
会
の
一
般
的
情
勢
か
ら
分
析
し
て
い
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、

佐
竹
『
使
徒
パ
ウ
ロ
ー
伝
道
に
か
け
た
生
涯
』
一
六
八
～
一
七
〇
頁
参

照
。

r
 

 
事
実
、
第
二
・
三
回
宣
教
旅
行
の
拠
点
も
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
で
あ
り
、

n
 

 

ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
事
件
は
、
パ
ウ
ロ
の
回
心
後
十
数
年
を
経
て
起
こ

っ
た
出
来
事
と
さ
れ
、
佐
竹
は
西
暦
四
九
年
春
ご
ろ
と
し
、
和
田
は
西

暦
五
二
～
五
三
年
ご
ろ
と
推
定
し
て
い
る
。
佐
竹
『
使
徒
パ
ウ
ロ
ー
伝

道
に
か
け
た
生
涯
』
五
三
頁
。
和
田
『
聖
パ
ウ
ロ
ー
そ
の
心
の
遍
歴
』

巻
末
の
「
パ
ウ
ロ
年
表
」
参
照
。

o
 

 「
義
と
す
る
（
見
な
す
）」（δικαιόω

） 

は
、
新
約
聖
書
に
お
い
て
パ
ウ

ロ
に
特
徴
的
な
用
語
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
語
本
来
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
、

個
人
の
行
動
の
規
範
で
あ
り
、
ま
た
法
廷
の
文
脈
で
法
律
用
語
と
し
て

用
い
ら
れ
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
的
な
感
性
に
お
い
て
も
、「
義
」
は
神
の
裁

き
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
法
律
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
、
神
に
よ
っ
て

正
し
い
と
認
定
さ
れ
る
こ
と
、
無
罪
の
判
決
を
受
け
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
も
っ
と
も
、
ユ
ダ
ヤ
教
伝
承
に
お
け
る
「
義
」
に
は
、
虐
げ
ら
れ

た
民
に
救
い
を
も
た
ら
す
慈
悲
、
誠
実
さ
等
の
意
味
が
含
ま
れ
る
（
申

32:4

、
詩82:3

、
ホ
セ2:21

）。「
義
」
に
関
す
る
こ
う
し
た
理
解
の
背
景

に
は
、
神
が
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
結
ん
だ
永
遠
の
契
約
が
あ
り
、
こ
の
契
約

関
係
に
お
け
る
誠
実
な
姿
勢
が
「
義
」
と
表
さ
れ
て
い
る
。
浅
野
『N

T
J 

新
約
聖
書
注
解 

ガ
ラ
テ
ア
書
簡
』
二
一
八
～
二
一
九
頁
。

p
 

 πίστις Χ
ριστοῦ

と
い
う
表
現
は
、
伝
統
的
に
「
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
」

と
訳
さ
れ
、
現
在
で
も
こ
の
解
釈
が
一
般
的
で
あ
る
（
口
語
訳
、
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
会
訳
、
新
改
訳
、
新
共
同
訳
、
岩
波
訳
な
ど
）。
し
か
し
、
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と
し
、
仏
教
全
体
を
聖
道
門
と
浄
土
門
に
大
別
し
た
。
前
者
は
現
世
で

自
利
利
他
の
善
行
（
六
波
羅
蜜
）
を
修
め
て
悟
り
を
開
く
教
え
（
道
）

で
あ
り
、
後
者
は
現
世
で
の
成
仏
を
断
念
し
、
浄
土
に
往
生
し
そ
こ
で

悟
り
を
得
る
教
え
（
道
）
で
あ
る
。

y
 

 『
註
釈
版
』
八
三
二
～
八
三
三
頁
。

z
 

 

ち
な
み
に
、
玉
城
康
四
郎
は
転
入
時
を
親
鸞
が
三
〇
歳
を
過
ぎ
た
こ

ろ
と
し
、
山
田
文
昭
は
越
後
の
配
流
時
代
と
推
察
し
て
い
る
。
金
子
大

栄
や
武
内
義
範
は
関
東
時
代
の
あ
る
時
期
に
想
定
し
、古
田
武
彦
は「
転

入
」
の
今
を
三
部
経
千
部
読
誦
を
中
止
し
た
建
保
二
年
（
一
二
一
四
年
）

か
ら
『
教
行
信
証
』
原
本
執
筆
の
元
仁
元
年 

（
一
二
二
四
年
） 

の
間
と

し
て
い
る
。
古
田
武
彦
『
親
鸞
思
想
』
冨
山
房
、
一
九
七
三
年
、
八
六

～
八
九
、一
二
三
～
一
二
五
頁
参
照
。

A
 

 

末
木
文
美
士
『
親
鸞
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
一
〇
六
年
、
一
五
六

～
一
五
七
頁
。

B
 

 

同
書
、
一
五
七
頁
。

C
 

 

親
鸞
は
生
ま
れ
育
っ
た
京
都
に
は
戻
ら
ず
、
家
族
と
共
に
関
東
に
移

住
し
た
が
、
そ
の
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
平
松
令
三
は
、
当
時
の

常
陸
国
守
護
で
善
光
寺
如
来
に
深
く
帰
依
し
て
い
た
八
田
知
家
の
招
請

で
、親
鸞
は
常
陸
国
下
妻
に
入
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
。
今
井
雅
晴
は
、

法
然
最
晩
年
の
有
力
師
弟
で
、
下
野
国
中
部
・
南
部
及
び
常
陸
国
笠
郡

ガ
ラ
テ
ア
書
と
執
筆
時
期
の
近
い
一
コ
リ
ン
ト
書
の
中
で
も
、
パ
ウ
ロ

は
ペ
ト
ロ
と
の
対
立
や
隔
た
り
を
仄
め
か
す
こ
と
な
く
、
ペ
ト
ロ
の

名
を
何
度
も
あ
げ
て
い
る
（
一
コ
リ
ン
ト1 :12, 3 :22, 9 :5, 15 :5

）。
朴

憲
郁
『
パ
ウ
ロ
の
生
涯
と
神
学
』
教
文
館
、
二
〇
〇
三
年
、
一
〇
六
～

一
〇
八
頁
。

s
 

 

浅
野
『N

T
J 

新
約
聖
書
注
解 

ガ
ラ
テ
ア
書
簡
』
二
三
七
頁
参
照
。 

t
 

 

旧
約
聖
書
に
は「
木
に
か
け
ら
れ
た
死
体
は
、神
に
呪
わ
れ
た
も
の
」（
申

21:23

） 

と
あ
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
イ
エ
ス
の
十
字
架
死
は
つ
ま
ず

き
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
。

u
 

 

十
字
架
刑
は
、
当
時
の
ロ
ー
マ
帝
国
内
で
奴
隷
な
ど
社
会
的
下
層
民

に
科
せ
ら
れ
た
見
せ
し
め
の
刑
罰
で
あ
り
、
弱
さ
や
愚
か
さ
、
無
力
の

象
徴
で
あ
っ
た
。

v
 

 

比
叡
山
時
代
の
親
鸞
に
つ
い
て
残
さ
れ
た
史
料
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

わ
ず
か
に
「
堂
僧
」
と
し
て
、
つ
ま
り
常
行
三
昧
堂
な
ど
で
念
仏
修

行
に
勤
し
む
天
台
宗
の
僧
と
し
て
過
ご
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る
。『
恵
信
尼
消
息
』
第
一
通
参
照
。
教
学
伝
道
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
浄

土
真
宗
聖
典
』
註
釈
版 

第
二
版
、
本
願
寺
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
、

八
一
四
頁
。（
以
下
『
註
釈
版
』
と
略
記
す
る
。）

w
 

 『
註
釈
版
』
四
七
二
頁
。

x
 

 

法
然
や
親
鸞
に
よ
れ
ば
、
浄
土
教
こ
そ
が
仏
教
の
中
心
教
説
で
あ
る



74 

量
の
光
明
は
、
あ
ま
ね
く
世
界
を
照
ら
し
、
念
仏
者
を
摂
取
し
て
捨
て

る
こ
と
が
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

I
 

 『
註
釈
版
』
一
三
五
頁
。

J
 

 

同
書
、一
五
九
頁
。
曇
鸞
『
往
生
論
註
』
下
巻
、七
祖
篇
一
〇
七
参
照
。

K
 

 『
註
釈
版
』
七
三
五
頁
。

L
 

 

同
書
、
二
一
一
頁
。

M
 

 

藤
本
晃
『
浄
土
真
宗
は
仏
教
な
の
か
？
』
サ
ン
ガ
、
二
〇
一
三
年
、

二
六
七
頁
。

N
 

 

末
木
に
よ
る
と
、
親
鸞
は
煩
悩
こ
そ
人
間
の
心
の
本
来
的
な
あ
り
よ

う
で
あ
る
と
考
え
、
し
た
が
っ
て
清
ら
か
な
心
は
人
間
に
は
内
在
し
な

い
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、
清
ら
か
な
真
実
の
心
は
外
部
か
ら
し
か
与

え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
に
よ
り
真
実
の
信
（
真

実
信
心
）と
し
て
贈
与
さ
れ
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
末
木
文
美
士『
仏

典
を
読
む
』
新
潮
社
、
二
〇
〇
九
年
、
二
三
一
～
二
三
四
頁
。

O
 

 「
如
来
よ
り
た
ま
は
り
た
る
信
心
」
と
い
う
言
い
方
を
法
然
よ
り
受
け

継
い
だ
親
鸞
は
、そ
の
一
方
で
「
信
心
を
獲
る
」
と
も
表
現
し
て
い
る
。

「
獲
得
す
る
」
と
は
、
戦
い
取
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
聞
法
の
苦

労
が
戦
い
取
っ
た
信
心
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
親
鸞
の
実
感
を
表
し
た

も
の
で
あ
る
。
寺
川
俊
昭
『
親
鸞
の
仏
道—

「
教
行
信
証
」
の
世
界
』

筑
摩
書
房
、
二
〇
一
一
年
、
一
九
〇
～
一
九
一
頁
参
照
。

を
所
領
と
す
る
豪
族
の
宇
都
宮
頼
綱
が
、
親
鸞
を
関
東
に
招
聘
し
た
と

推
定
し
て
い
る
。
平
松
令
三
『
親
鸞
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
、

一
七
二
～
一
七
五
頁
。
今
井
雅
晴
『
恵
信
尼
』
法
藏
館
、二
〇
一
三
年
、

八
四
～
八
六
頁
。

D
 

 

建
保
二
年
は
天
候
不
順
の
年
で
、
全
国
各
地
に
日
照
り
の
被
害
が
報

告
さ
れ
て
い
る
。
鎌
倉
で
は
将
軍
実
朝
が
率
先
し
て
雨
乞
い
の
祈
祷
を

し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、佐
貫
で
の
衆
生
利
益
の
具
体
的
な
中
身
は「
雨

乞
い
」
と
も
考
え
ら
れ
、
親
鸞
は
日
照
り
の
害
に
苦
し
む
民
衆
の
た
め

に
雨
乞
い
の
祈
祷
を
行
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
平
雅
行
『
歴
史
の
な
か

に
見
る
親
鸞
』
法
藏
館
、
二
〇
一
一
年
、
一
二
八
～
一
三
一
頁
。

E
 

 『
恵
信
尼
消
息
』
第
三
通
参
照
。『
註
釈
版
』
八
一
六
～
八
一
七
頁
。

F
 

 『
註
釈
版
』
八
三
四
頁
。

G
 

 

一
般
に
阿
弥
陀
仏
と
い
う
と
、『
仏
説
観
無
量
寿
経
』
等
の
浄
土
経
典

に
登
場
す
る
荘
厳
で
具
体
的
な
姿
か
た
ち
を
持
っ
た
人
格
的
存
在
者
を

連
想
さ
せ
る
。
し
か
し
親
鸞
に
よ
れ
ば
、
阿
弥
陀
仏
と
は
煩
悩
に
ま
み

れ
た
衆
生
を
真
実
世
界
に
導
く
限
り
の
な
い
智
慧
と
慈
悲
の
は
た
ら
き

そ
の
も
の
で
あ
る
。

H
 

 「
摂
取
不
捨
」
と
い
う
言
葉
は
、『
仏
説
観
無
量
寿
経
』
第
九
真
観
に

「
光
明
遍
照
、
十
方
世
界
、
念
仏
衆
生
、
摂
取
不
捨
」（『
註
釈
版
聖
典
』

一
〇
二
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
阿
弥
陀
仏
の
全
身
か
ら
放
た
れ
る
無



75 ――― 東西宗教研究　第 17 号・2018 年

P
 

 『
註
釈
版
』
二
一
一
～
二
一
二
頁
。

Q
 

 

同
書
、
一
八
六
～
一
八
七
頁
。 

R
 

 

歓
喜
地
：
歓
喜
を
得
る
位
と
い
う
こ
と
。
菩
薩
が
わ
ず
か
に
悟
り
の

境
地
に
到
達
し
て
歓
喜
す
る
位
。
菩
薩
の
階
位
十
地
の
う
ち
の
初
地
。

中
村
元
『
広
説
佛
教
語
大
辞
典
』
上
巻
、
東
京
書
籍
、
二
〇
〇
一
年
、

二
三
〇
頁
参
照
。

S
 

 

預
流
果
：
初
期
仏
教
に
お
い
て
聖
者
と
し
て
の
流
れ
に
ふ
み
入
っ
た

者
と
し
て
の
果
報
。
悟
り
の
方
向
に
向
か
う
流
れ
に
乗
っ
た
境
地
。
阿

羅
漢
位
に
至
る
階
次
を
示
す
声
聞
四
果
の
第
一
。
初
果
と
も
い
う
。
中

村
元
『
広
説
佛
教
語
大
辞
典
』
下
巻
、
東
京
書
籍
、
二
〇
〇
一
年
、

一
七
〇
六
頁
参
照
。

T
 

 

寺
川
俊
昭
『
親
鸞
の
仏
道—

「
教
行
信
証
」
の
世
界
』
筑
摩
書
房
、

二
〇
一
一
年
、
一
九
六
～
一
九
七
頁
。

U
 

 

藤
本
『
浄
土
真
宗
は
仏
教
な
の
か
』
二
八
九
～
二
九
〇
、三
八
三
～

三
八
四
頁
。

た
か
や
ま
・
さ
だ
み 

上
智
大
学
神
学
部
教
授


