
講
演
五

)

キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
接
点

(

ニ)

西
谷
啓
治

昨
日
、
宗
教
の
問
題
が
出
ま
し
た
け
れ
ど
、
宗
教
の
場
合
、

キ
リ
ス
 

ト
教
で
も
仏
教
で
も
多
分
そ
う
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、 

個
人
個
人
の
事
柄
だ
と
い
う
こ
と
が
一
番
根
本
に
あ
り
ま
す
。
言
う
ま
 

で
も
な
い
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
。
個
人
個
人
の
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
同

 

時
に
人
類——

と
い
う
の
は
お
か
し
い
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も——

 

全
体
に
か
か
わ
っ
て
く
る
。
昨
日
、
中
心
の
例
と
し
て
、
個
人
と
人
類
、 

中
間
に
も
う一

つ
人
間
関
係
の
問
題
が
あ
る
だ
ろ
う
と
申
し
ま
し
た
。

個
人
個
人
の
事
柄
だ

と

い

う

面
か
ら
い
え
ば
、
例
え
ば「
我
と
汝」

 

と
い
う
言
葉
で
言
わ
れ
て
い
る
関
係
が
あ
る
わ
け
だ
し
、
そ
の
裏
か
ら

 

言
え
ば
、
人
類
I

昨
日
は
類
と
か
、

一
般
概
念
と

し

て

個
、
棟
、
類
 

と
い
う
、
昔
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
論
理
の
範
蒔
を
使
っ
て
申
し
ま
し
た

 

が——

の
面
が
あ
る
。
人
類
の
面
か
ら
言
う
と
、
社
会
、
広
い
意
味
の
 

一
種
の
人
間
関
係
の
構
造
に
な
り
ま
す
か
ら
、

こ
れ
を
代
表
さ
せ
て
国
 

と
い
う
中
間
の
問
題
も
あ
る
。

個
々
の
人
間
、

一
人
一
人
の
人
間
と
い
う
面
と
人
類
な
ら
人
類
全
体

の
面
。
人
類
で
も
我
々
存
在
の
種
類
の
類
、
類
概
念
で
言
え
ば
一
番
包

 

括
的
な
と
い
う
こ
と
で
、
基
本
的
に
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い

 

る
訳
で
す
。
人
間
と
い
う
も
の
の
全
体
と
い
う
こ
と
で
、
背

後

に

は

世I 

界
と
か
。
最
後
の
全
体
と
し
て
は
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
の
神
。
仏

教
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だ
と
仏
の
法
身
と
い
う
概
念
。 

一 

そ
の
よ
う
な
全
体
の
構
造
の
中
で
、
現
代
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
 

ど
う
形
が
あ

り

、

仏
教
で
は
ど
う
い
う
形
が
あ
る
か
と
い
う
よ
う
な
問

 

題
が
そ
の
中
に
出
て
く
る
。
今
日
は
、
そ
う
い
う
よ
う
な
事
を
少
し
は

 

つ
き
り

さ
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
昔
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
一
つ
の
言
葉
を
手
懸
り
に
す
る
と
、

仏
教
、
特
に
禅
で
は——

禅
ば
か
り
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
が

-

-

-、

心
の
田
、

「

心
田
を
耕
す」

と
い
う
言
い
方
を
よ
く
し
ま
す
。
比
喃
で
 

す
が
、

こ
れ
を
問
題
に
し
た
ら
と
思
い
ま
し
た
の
で
。

心
と
い
う
の
は
、
突
き
詰
め
て
言
え
ば
、

一
人一

人
の
人
間
の
自
己

 

自
身
と
い
う
意
味
を
一
応
持
っ
て
い
る
。
広
く
言
え
ば
人
類
全
体
、
あ



る
い
は
他
の
動
物
と
か
、
も
っ
と
広
げ
る
と
宇
宙
全
体
、
あ
り
と
あ
ら
 

ゆ
る
も
の
に
ま
で
通
じ
て
考
え
ら
れ
る
問
題
と
い
う
性
質
を
持
っ
て
い

 

ま
す
。

神
仏
と
い
う
も
の
を
考
え
て
も
、
心
と
い
う
こ
と
に
基
本
的
な
問
題

 

が
あ

る

ょ

う

に

思
い
ま
す
ね
。「

神
の
御
心」

と
い
う
、
あ
る
い
は「

仏

心」

と
い
う
こ
と
は
や
は
り
、

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

神
仏
と
言
っ
て
も
広
い
意
味
で
世

界
全
体
を
含
ん
だ
ょ
う
な
意
味
で
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
心
と
い
う
問
題
に
入
り
ま
す
。

特
に
人
間
と
神
、
仏
の
関
係
と
い
う
場
合
は
、
最
後
に
は
心
と
い
う
問

 

題
が
出
て
く
る
。

そ

う

い

う

広
い
背
後
を
持
っ
て
い
る
心
と
い
う

言
葉
は
、
個
々
の
人
 

が
存
在
し
て
い
る
一
つ
の
本
質
と
し
て
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。
人
 

間
の
存
在
の
基
本
的
な
と
こ
ろ
で
、
そ
の
人
の
心
と
い
う
こ

と
が

問
題
 

こ

な

り

ま

す

。

「

心
の
田
を
耕
す」

と
い
う
の
は
、
自
分
自
身
の
事
柄
で
す
ね
。
各
 

個
人
個
人
の
事
柄
で
す
け
れ
ど
も
、
同
時
に
、
広
い
背
景
を
持
っ
て
言

 

わ
れ
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
自
分
の
心
を
、
田
を
耕
す
と
い
う
仕
方

 

で
説
明
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

心
田
と
は
、
例
え
ば
禅
な
ど
の
文
献
、
語
録
の
中
に
時
々
出
て
く
る

 

言
葉
で
あ
り
ま
す
が
、
多
く
の
場
合
は
一
般
に
、
人
間
と
い
う
も
の
は
 

心
田

と

い
う
心
の
田
の
中
に
大
き
な
木
が
一
本
生
え
て
い
る
と
か
、
そ
 

こ

に

動

物

~

ね̂
ず
み
か
蛇
か
问
か
知
ら
な
し
、か
、
そ
う
し
う
も
の
i 

丨
が
う
ろ
う
ろ
し
て
い
る
と
か
、
そ
ん
な
言
い
方
も
さ
れ
た
り
し
て
、 

よ
く
出
て
く
る
の
で
す
ね
。
そ
の
田
と
い
う
こ
と
、

「

心
田
を
耕
す」

と
い
う
言
葉
に
は
、
自
分
が
自
分
自
身
を
耕
す
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま

 

す
。こ

れ
が
よ
く
問
題
に
な
る
の
は
、
例
え
ば
カ

ル

チ
ュ

ア

ー

と
言
わ
れ
 

る
こ
と
。
カ
ル
チ
ユ
ア
ー

(
c
u
l
t
u
r
e
)

と
い
う
の
は
、
言
う
ま
で
も

 

な
く
力
ル
テ
ィ
ヴ
-
イ

ト(
s
l
t
i
v
a
t
e
)

と
い
う
よ
う
な
、
田
を
耕
 

す
、
白
田
を
耕
す
と
い
う

概
念
に
結
び
つ
き
ま
す
。

カ
ル
チ
ュ
ア
ー
と
い
 

う
と
、
文
化
と
訳
し
ま
す
が
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
単
位
と
し

 

て
は
民
族
の
文
化
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
同
時
に
、
し
か
し
、
田
 

を
耕
す
と
い
う
よ
う
な
こ
と
だ
と
、
個
個
の
人
間
が
自
分
自
身
を
形
成

 

し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。

そ
う
な
る
と
、
文
化
と
い
う
言
葉
と
、
例
え
ば
カ
ル
テ
ィ
ヴ
ュ
イ
シ

•
 

ョ
ノ 

( c
u
1
1 i v

a

 t i o
n
)

と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
各
個
人
個
人
の
教
養
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——

こ
の
言
葉
は
暖
昧
で
す
が
|

、
あ
る
い
は
各
個
人
の
人
間
形
成
一

 

と

い

う

問
題
で
す
か
ら
、
各
個
人
が
自
分
自
身
を
人
間
と
し
て
形
成
し

 

て
ゆ

く

と

い

う

時
に
、
そ
う
い
う
広
い
意
味
で
個
々
の
人
間
が
自
分
を

 

人
間
と
し

て

形
成
し
て
ゆ

く

こ

と

に
な
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
し
か
し
、
共
同
体
的
な
形
式
を
も
っ
て
現
わ
れ
て
く
る
場

 

合
に
は
、
あ
る
国
の
文
化——

例
え
ば
日
本
の
文
化
と
か
東
洋
の
文
化

 

と
か
い
う
—

そ
う
い
う
広
い
意
味
で
使
う
。

要
す
る
に
田
を
耕
す
と

い

う

こ
と
と
関
係
し
て
言
わ
れ
て
い
る
言
葉

 

で
す
ね
。

一
種
の
比
喻
と
い
え
ば
比
喻
で
す
け
れ
ど
も
。

「

耕
す」
と
い
う
言
棄
は
、

「

返
す」

、
地
面
を
掘
っ
て
裏
返
す
と

 

い
う
意
味
で
す
ね
。
普
通
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
言
わ
れ
ま
す
。
自
分



の
心
の
田
を
耕
す
と
い
う
時
、
心
の
表
面
を
掘
っ
て
裏
返
し
て
ゆ
く
と

 

い
う
形
で
す
ね
。
自
分
の
心
を
色
々
に
掘
っ
た
り
、
土
を
裏
返
し
た
り
 

し
て
掘
る
こ
と
で
す
ね
。

田
と
い
う
の
は
勿
論
多
く
の
場
合
、
日
本
語
で
も
中
国
語
で
も
稲
の
 

田
を
問
題
に
し
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
別
に
稲
で
な
く
て
も
よ
い
の
 

で
、

ョ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
だ
と
麦
を
作
る
場
合
に
は
水
田
で
は
な
く
て
原

 

で
も
よ
い
わ
け
で
す
け
れ
ど
。
要
す
る
に
、
田
と
い
う
こ
と
で
代
表
し
 

て
、
田
を
耕
す
、
そ
し
て
そ
こ
で
稲
を
植
え
て
農
夫
が
田
を
耕
す
と
い

 

う
感
じ
に
な
る
わ
け
で
す
。

広
い
意
味
で
個
人
個
人
が
自
己
自
身
を

-
-
-
-
一
人
の
人
間
と
い
う
こ

と
で
す
か
ら
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-<

間
と
し
て
自
分
自
身
を
田
と
し
て
、
自
分
の
田
を

耕
す
。
こ
れ
は
自
己
形
成
。
形
成
と
い
う
の
は
、

フ
ォ
ー
メ
イ
シ
ョ
ン
 

(
f
o
r
m
a
t
i
o
n
)

す
る
、
人
間
と
い
う
形
に
な
る
ま
で
自
分
自
身
を
形

 

成
し
て
ゆ

く

こ
と
で
す
ね
。

そ

こ

で

、

カ

ル

テ

ィ

ヴ

ヱ

イ

ト

と

い

う

の

は

ど

う

い

う

こ

と

で

あ

る

 

の
か
。

耕

す

と

い

う

の

は

ど

う

い

う

こ

と

な

の

か

。

カ

ル

テ

ィ

ヴ

ヱ

イ

 

ト

の
元
の
言
葉
は
、
や
は
り
耕
す
と

い

う

こ

と

。

カ

ル

テ

ィ
ヴ
ヱ
イ
ト

 

は

語
源
的
に
は
ラ
テ
ン
語
のC

0
1
0

か
ら
出
て
い
ま
す
。

c
o
l
0

の

完
 

了
受
動
分
詞(
p
a
r
t
i
c
i
p
i
u
m

 

p
e
r
f
e
c
t
u
m

 

p
a
s
s
i
v
u
m
)

が
 

s
i
t
u
s
。

耕
す
と

い

う

動
詞
か
らc

u
l
t
u
s

が
出
て
き

ま

す

。

そ
れ
で

 

問
題
に
な
る
と

思
う
の

は

o
已

ョ

W
。

こ

れ

は

色
々
の
意
味
を
持
っ
て
 

い
ま
す
が
、

最
後
に
は
英
語
で
読
む
と

力

ル

ト(
c
u
l
t
)

と

な

り

ま

す

。
 

こ
れ
は
、

宗
教
的
な
色
々
な
儀
式
、
作
法
、
宗
教
的
礼
拝
等
。
教
会
で

や
る
儀
式
は
力

ル

ト
と
言

い

ま

す

。

ヵ

ル

テ

ィ

ヴ

ヱ

ィ

シ

ョ

ン

と

は

、

各
個
人
の
心
の
中
で
自
分
で
自
分

 

の
田
を
耕
す
、
自
分
の
心
を
形
成
し
て
ゆ
く
、
自
分
自
身
を
形
成
し
て

 

ゆ

く

、

自
己
形
成
と
い
う
こ

と

で

し
ょ
う
か
。
し
か
し
同
時
に
、
ヵ
ル

 

ト
、
宗
教
的
儀
式
、
あ
る
い
は
英
語
で
い
う
と
ラ
ィ
ト(

r
u
e
)

と
結
 

び
付
い
て
、
何
か
を
崇
め
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
英
語
のw

o
r
s
h
i
p

 

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
語
幹
は
、
私
は
余
り
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん

 

が
、
宗
教
学
の
学
者
で
もw

o
r
s
h
i
p
s

い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
ね
。

そ
こ
で
、
結
び
付
き
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
根
本
的
問
題
に

 

入
っ
て
き
ま
す
。
私
は
昨
日
、

い
わ
ゆ
る
原
始
社
会
の
原
始
宗
教
と
い

 

う
問
題
を
少
し
お
話
致
し
ま
し
た
。
宗
教
の
発
展
か
ら
言
っ
て
も
、
原

一

 

始
宗
教
は
今
で
は
遠
い
こ

と

と

し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
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か
し
、
根
本
的
に
は
、
そ
こ
に
何

か

も

っ

と

色
々
な
も
の
が
含
ま
れ
て

■
 

い
る
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
今
の
問
題
も
。
原
始
宗
教
は
見
方
に
 

よ
っ
て
は
、
却
っ
て
非
常
に
基
本
的
な
こ
と
が
、
直
接
に
生
の
形
で
生

 

活
に
結
び
つ
い
て
現
わ
れ
て
く
る
こ
と
が
非
常
に
多
い
の
で
は
な
い
か

 

と
い
う
感
じ
が
し
て
い
ま
す
。
宗
教
的
な
儀
式
と
い
う
こ
と
と
、
個
々
 

の
人
間
が
昔
田
を
耕
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
と
が
、

一
番
基
本
的
な
と
 

こ
ろ
で
は
似
て
い
る
、
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

 

で
す
ね
。

田
を
耕
す
と

は

一
体

ど

う

い

う

こ

と

な

の

か

。

そ
の
中
に
原
始
人
は
 

宗
教
性
を
認
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
う
の
で
す
ね
。
田
 

を
耕
し
て
稲
を
植
え
て
、
農
民
一
人
一
人
の
立
場
で
は
現
在
も
そ
う
で



す
が
、
天
候
が
悪
く
日
照
り
続
き
で
あ
る
と
、
植
え
た
嵇
や
籾
は
枯
れ

 

て
不
作
に
な
る
。
不
作
に
な
る
こ
と
は
、
直
接
に
は
農
民
自
身
の
生
命

 

に
か
か
わ
る
。
食
べ
物
が
な
く
な
り
飢
饉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
日
本
 

の
歷
史
を
見
て
も
、
絶
え
ず
ど
こ
か
で
飢
饉
が
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
 

は
非
常
に
大
き
な
飢
饉
が
あ
っ
て
集
団
的
に
飢
え
死
に
す
る
と
い
う
こ

 

と
が
多
く
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
田
を
耕
し
な
が
ら
天
候
の
問
題
と
か
季

 

節
季
節
に
色
々
な
問
題
が
あ
る
わ
け
で
、
そ
う
い
う
こ
と
が
絶
え
ず
自

 

分
の
存
在
、
共
同
体
、
村
な
ら
村
、
町
な
ら
町
、
大
き
な
場
合
に
は
国

 

全
体
の
生
命
の
問
題
と
結
び
つ
い
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
こ
と
か
ら
、

田
を
耕
す
そ

の

こ

と

自
身
が
、
全
体
と
し
て
 

自
分
自
身
に
係
わ
っ
て
ゆ
く
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
で
し

 

ょ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
現
代
だ
っ
て
変
わ
っ
て
い
な
い
わ
け
で
す
が
。
 

自
分
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。
天
候
は
変
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
 

大
雨
が
来
て
洪
水
が
出
る
と
か
、
雨
が
降
ら
な
い
で
天
気
が
続
い
て
稲

 

が
枯
れ
る
と
か
、
そ
の
よ
う
な
危
険
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
か

 

ら
、
何
と
か
し
て
そ
れ
か
ら
免
れ
た
い
と
い
う
願
い
が
あ
っ
た
の
で
す

 

ね
。
自
分
の
存
在
と
結
び
つ
い
た
基
本
的
な
願
い
。

こ
れ
は
今
の
よ
う
 

な
状
況
の
中
で
は
当
然
起
こ
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
原
始
時
 

代
に
は
、
自
分
達
で
自
分
の
存
在
と
か
、
生
き
て
ゆ
く
一
番
基
本
の
と

 

こ
ろ
て
神
に
願
う
と
力

f
る

と

し

う

こ
と
力
あ
つ
た
。
何
力
そ
う

-

> 

う
も
の
に
対
す
る
願
い
と
か
祈
り
は
、
自
分
の
生
涯
に
直
結
し
て
出
て

 

き
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

色
々
な
例
が
あ
り
ま
す
。
私
の
生
ま
れ
た
と
こ
ろ
は
石
川
県
で
、
ど

こ
で
も

そ

う

で

し

ょ

う

け
れ
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
一
番
中
心
の
神
社

 

——

 
一
ノ
宮
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど——

、
私
の
国
で
は
気
多
神

 

社
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
人
類
学
、
民
族
学
、
文
化
人
類
 

学
な
ど
の
人
達
の
研
究
の
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
神
社
で
の
儀
 

式
は
、
神
さ
ま
が
祀
ら
れ
て
い
る
所
へ
向
か
っ
て
鵜
を
放
し
歩
か
せ
る

 

の
で
す
。
私
自
身
は
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
綱
で
引
き
な
が
ら
、

神
さ
ま
が
祀
ら
れ
て
い
る
所
へ
向
か
っ
て
歩
い
て
行
く
そ
の
方
向
、
ど
 

っ
ち
へ
向
か
っ
て
行
く
か
と
い
う
鵜
の
歩
き
具
合
に
よ
っ
て
、
来
年
の
 

天
候
や
不
作
か
豊
作
か
を
占
う
の
で
す
ね
。

(

場
所
は
松
が
沢
山
あ
る
 

砂
浜
で
、
景
色
の
非
常
に
よ
い
所
で
す
。)

そ
の
場
合
の
占
い
は
、
神
さ
ま
の
意
志
を
伺
う
こ
と
で
、
そ
れ
に
よ
一

 

っ
て
予
知
す
る
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
て
、
昔
か
ら
原
始
宗
教
の
場

35 

合
、
ど
こ
へ
で
も
付
い
て
ま
わ
る
。

こ
れ
は
、
や
は
り
、
神
さ
ま
の
ご
一

 

意
向
を
予
め
知
ら
せ
て
頂
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
鵜
と
い
う
の
は
、
そ
 

の
場
合
、
神
の
お
使
い
に
な
る
。

私
の
国
に
は
鵜
と
い
う
名
前
の
つ
い
た
所
が
、
村
と
か
町
と
か
に
沢

 

山
あ
り
ま
す
。
鵜
％

鵜
川
、
鵜
飼
。
こ
れ
式
の
名
前
が
。
実
際
に
海
 

に
鵜
が
非
常
に
多
い
の
で
す
ね
。
私
の
習
っ
た
先
生
の
所
は
、
宇
ノ
気
 

と

い

う

地
名
で
す
が
、
現
在
は
宇
と
い
う
字
を
使
っ
て
い
ま
す
が
、
ひ
 

よ
っ
と
し
た
ら
鵜
ノ
気
で
は
な
い
か
と
勝
手
な
想
像
を
し
て
い
ま
す
。

要
す
る
に
、
そ
の
よ
う
に
地
域
全
体
に
わ
た
っ
て
農
村
地
帯
に
、
今
 

の

例
で
す
と
部
落
全
体
に
鵜
と
関
係
の
あ

る

地
名
が
多
い
こ

と

か

ら

み
 

て
、
例
え
ば
そ
う
い
う
信
仰
-
仮
に
そ
れ
を
信
仰
と
言
い
ま
す
と
I



I
が
非
常
に
深
く
根
ざ
し
て
い
た
の
で
す
。
こ
れ
は
、
や
は
り
自
分
の
 

生
活
に
直
結
し
て
い
た
。
個
人
個
人
の
、
自
分
自
身
の
、
自
分
の
家
族
、
 

村
全
体
、
あ
る
い
は
国
全
体
と
直
結
し
て
い
た
の
で
す
ね
。

簡
举
に
言
う
と
田
を
耕
す
と

し

う

こ
と
に
敬

う

と
力

祠
が
あ
 

っ
て
神
が
祀
ら
れ
、
何
か
を
祈
る
と
か
願
う
と
か
占
う
と
い
う
、
普
段
 

は
忘
れ
て
い
た
こ
と
が
結
び
つ
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
田
を
 

耕
す
こ
と
そ

れ

自
身
の
中
に
自
分
の
存
在
が
か
か
っ
て
い
る
わ
け
で
す

 

か
ら
、
自
分
及
び
自
分
の
家
族
、
な
い
し
は
も
っ
と
広
い
意
味
で
、
そ
 

の
中
に
農
耕
と
い
う
仕
事
が
中
心
的
で
あ
っ
た
時
代
に
は
、
信
仰
の
気

 

持
が
そ
の
辺
か
ら
叶
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。

C
u
l
t

 i v
a
t

 i
o
n

と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
す
ね
。
そ
こ
に

c
u
l
t
u
r
e

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
文
化
と
普
通
訳
さ
れ
て
い
る

-
-
-と
い

う

こ

と
も
結
び

つ
い
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
宗
教
的
なs

u
i
v
a
t

b̂
教
会
組
織
が
出
来
て

 

き
て
、
神
に
祈
る
、
仏
に
祈
る
と
い
う
宗
教
的
な
儀
礼
、
礼
拝
の
儀
礼

 

が
な
さ
れ
て
く
る
。
そ
う
い
う
こ
と
の
一
番
根
本
に
は
、
田
を
耕
す
と
 

い
う
こ
と
が
何
か
結
び
つ
い
て
い
る
。cu

l

 t
u
r
e

の
場
合
で
し
た
ら
、 

c
u
l
t
、

c
u
l
t
u
s

 

(

宗
教
的
鑷
礼)

。

へ
ー
ゲ
の
宗
教
哲
学
の
段
階
 

で
、
宗
教
の
一
番
基
本
的
な
根
本
はs

i
t
u
s

で
あ
る
と
、

へ
ー
ゲ
ル
 

は
言
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
礼
拝
、
神
と
人
間
と
の
間
の
係
わ
り
合

 

い
と
し
う
力
神
を
崇
め
る
と
い
う
こ
と
が
行
動
行
な
し
と
し
て

 

現
わ
れ
て
く
る
。
行
な
い
が
宗
教
的
な
形
式
を
と
っ
て
ゆ
く
。

つ
ま
り
 

神
と
人
間
と
の
根
本
的
関
係
が
、
人
間
の
行
動
の
仕
方
と
い
う
作
法
と

 

し
て
表
現
さ
れ
て
く
る
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
含
ん
だ
行
動
が
、

儀
礼
と
い
う
こ
と
と
し
て
出
て
く
る
。

そ
れ
は
、
実
際
は
、
今
言
っ
た
よ
う
に
、
神
と
人
間
と
の
係
わ
り
合

 

い
の
中
で
の
人
間
の
働
き
の
形
式
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

へ
ー
ゲ
ル
は
 

そ
こ
に
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
根
本
が
あ
る
と
言
う
わ
け
で
す
。

一
番
高
 

い
段
階
と
も
、
あ
る
い
は
一
番
基
本
的
段
階
の
事
柄
の
表
現
と
も
言
っ

 

て
よ
い
。

そ
う
な
る
と
、

こ
れ
は
哲
学
に
と
っ
て
も
、
宗
教
の
哲
学
に
と
っ
て

 

も
非
常
に
大
き
な
問
題
で
す
。
元
を
言
え
ば
、

こ
れ
は
田
を
耕
や
す
こ
 

と
。
延
い
て
は
、

こ
れ
はc

u
l
t
i
v
a
t
i
o
n
、

そ

し

てc
u
l
t
u
r
e

と
 

い

う

と

こ

ろ

ま

で

続
い
て
ゆ

く

。

そ
こ
で
、
例
え
ば
仏
教
、
特
に
禅
な
ど
で
、
心
の
田
を
耕
す
と
い
う
一 

こ
と
は
、
お
そ
ら
く
、

中
国
な
ら
中
国
で
、
稲
を
作
る
農
耕
生
活
が
社
36 

会
の
基
本
的
な
生
活
だ

っ
た
時
代
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

一 

心
の
田
と
い
う
よ
う
な
こ

と

を

考
え
て
く
る
の
は
、
農
耕
が
基
本
生
活

 

で
あ
っ
た
時
代
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
。
難
し
い
問
題
で
は
あ
り
ま
す

 

が
。例

え
ば
、
現
代
の
宗
教
の
問
題
を
考
え
て
み
て
も
、
宗
教
が
非
常
に
 

影
響
力
を
失
っ
て
き
て
い
る
。
今
ま
で
の
宗
教
の
、

一

般
の
社
会
と
の
 

関
係
が
遊
離
し
て
、

一
般
の
人
々
が
あ
ま
り
宗
教
に
関
心
を
持
た
な
く

 

な
っ
て
き
て
い
る
。
宗
教
の
こ
と
を
色
々
言
っ
た
り
、
教
会
へ
行
っ
た
 

り
し
て
も
、
何
と
な
く
、
自
分
の
生
き
て
い
る
生
命
、
自
分
の
存
在
と
 

直
結
し
た
形
に
な
っ
て
こ
な
い
。
現
代
は
特
に
そ
う
で
す
ね
。
今
か
ら
 

百
年
前
、
五
十
年
前
に
は
、
そ
う
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。



現
在
急
激
に
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
に
は
、
社
会
の
構
造
、
人
 

間
自
身
の
生
活
の
構
造
、
し
か
も
内
面
的
な
生
活
の
構
造
ま
で
含
め
て
、 

社
会
生
活
に
も
個
人
の
心
の
生
活
の
中
に
も
、
非
常
に
大
き
な
変
動
が
 

起
こ
つ

て
き
て
い

る

と

い

う

こ

と

が

あ

る
の
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
中
で
基
本
的
な
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
社
会
の
一
番

 

基
本
的
な
と
こ
ろ
で
、
例
え
ば
、
工
業
、
科
学
技
術
が
中
心
に
な
っ
て

 

い

る

と

い
う
こ

と

な

ら

ば
、

こ
れ
は
農
業
が
中
心
で
あ
る
時
代
と
基
本

 

的
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、

一
応
問
題
と
し
て
考
え
ら
 

れ

る

。
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
古
代
の
い
わ
ゆ
る
中
国
な
ん
か
で
は
、
農
 

業
が
職
分
と
し
て
は
一
番
尊
い
仕
事
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
て
、
昔
か
 

ら
の
政
治
家
が

一

番
大
事
に
す
る
の

は
.

農
民
の
位
置
で
す
ね
。
経
済
的
 

に
は
色
々
な
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、
農
耕
と
い
う
の
は
高
い
仕
事
で
あ

 

る
と
さ

れ

る

。

士
農
工
商
と
言
わ
れ
て
い
て
、
士
は
特
別
な
、
文
化
人
 

と
い
う
こ
と
で
、
文
化
人
や
政
治
家
で
あ
っ
た
り
な
か
っ
た
り
で
し
た
。
 

身

分

と

し
て
は
、
農
工
商
と
な
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
商
業
と
い
う
の
 

は
、

一
番
卑
し
く
、
低
い
。
人
間
の
天
分
を
表
わ
す
生
活
の
基
本
精
神

 

と
し
て
は
、
金
銭
の
や
り
と
り
は

一

番
卑
し
い
の

で

。

農
耕
が
一
番
高

 

い
と
い
う
基
本
に
は
、
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
農
耕
は
直
接
に
人
間
と

 

人
間
以
上
の
高
い
神
秘
、
人
間
が
生
き
て
い
る
世
界
そ
の
も
の
の
全
体

 

を
支
配
し
て
い
る
神
と
か
仏
と
直
結
し
て
い
る
と
い
う
感
じ
が
あ
っ
た

 

わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
、
政
治
家
で
も
農
耕
を
大
事
に
し
た
。
政
治
家
自
身
が
自

分
の
住
ん
で
い
る
社
会
を
管
理
し
て
行
く
上
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

 

な
い
こ
と
は
天
と
い
う
こ
と
で
す
。
天
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
。

そ
こ
で
は
、
政
治
家
が
政
治
を
す
る
こ
と
自
身
が
、
宗
教
的
な
意
味
 

を
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
基
本
に
し
て
人
間
社
会
の
関
係
全

 

体
、
つ
ま
り

今
で
言
え
ば
倫
理——

広
い
意
味
で
は
工
ー
ト
ス
^
を
豸
マ
 

こ
れ
は
個
人
個
人
の
道
徳
的
な
行
為
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
社
会
全
 

体
を
支
配
し
て
い
る
人
間
関
係
の
一
番
基
本
的
な
有
り
方
。
個
人
的

•
 

社
会
的
な
人
間
関
係
の
基
本
と
い
う
こ
と
で
す
ね——

、
元
の
言
葉
で
 

言

う

とH 
I
ト

ス

と

い
う
場
が
つ
く
ら
れ
て
ゆ
く
。
そ
の
よ
う
な
面
で
、 

政
治
の
基
本
に
も
そ
れ
が
あ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
。
政
治
家
は
、

エ
 

—

ト

ス

と

い

う

段
階
で
。

エ
ー

ト

ス

は

天
と
か
神
と
結
び
つ
い
て
い
る

 

概
念
で
す
。

言
葉
を
余
り
乱
用
す
る

こ
と
も

ど

う

か

と

思
い
ま
す
が
、
広
い
意
味
 

で
は
、

エ

ー

ト

ス

と

ミ

ュ

ー

ト

ス

(

神
話)

と

い

う

こ

と

は

切
り
離
せ
 

な
ぃ
。

も
う
一
つ
大
き
な
問
題
と
し
て
は
、
昨
日
も
出
ま
し
た
が
、

ロ
ゴ
ス
 

と
い
う
こ
と
。
道
理
と
言
い
ま
す
か
。
道
理
と
い
う
中
で
ロ
ゴ
ス
と
い

 

う
こ
と
が
言
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、

エ
ー
ト
ス
と
切
り
離
せ
な
い
。
人
 

間
が
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
知
性
の
問
題
、
言
葉
の
問
題
は
み
ん
な
そ

 

こ
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
例
え
ば
、
神
話
と
い
う
こ
と
が
、
従
っ
て
現
代

 

で
は
神
話
性
と
い
う
こ
と
が
何
と
な
く
古
い——

一

般
的
な
言
葉
で
言
 

え
ば
迷
信
み
た
い
だ
-
-
-
-
と

い

う

こ

と

で

長
い
間
す
ご

し

て

き
て
い
ま



す
。
神
話
と
い
う
も
の
の
惑
じ
を
失
っ
て
き
た
と
い
う
の
は
、
も
う
占
 

い

こ

と

で
す
ね
。
西
洋
の
歴
史
で
い

う

と

十
七
世
紀
。
い
わ
ゆ
る
啓
蒙
 

主
義
。
そ
れ
は
、
宗
教
と
い
う
の
は
迷
信
で
あ
る
と
し
、
当
時
と
し
て
 

は
科
学
、
自
然
科
学
の
学
問
が
盛
ん
で
、

ミ
ュ
I
ト

ス(

神
話)

の
代
 

わ
り
にII

ゴ

ス(
道
理)

と
一
緒
に
な
っ
て
き
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
う

 

い
う
時
代
に
な
っ
て
、
宗
教
な
ん
か
は
古
い
迷
信
で
あ
る
と
い
う
観
念

 

が
段
々
強
く
な
っ
て
き
て
、
十
八
世
紀
、
十
九
世5

T

現
代
と
続
い
て
 

き
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
う
い
っ
た
根
は
、
勿
論
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
時
代
や
ブ
ラ
ト
ン
の
対

 

話
篇『

テ
ィ
マ
イ
オ
ス』

な
ん
か
に
あ
る
訳
で
す
が
。
古
い
信
仰
と
い
 

う
の
は
み
な
迷
信
だ
と
い
う
中
で
ブ
ラ
ト
ン
のr

テ
ィ
マ
イ
オ
スj

を
 

見
ま
す
と
、
今
の
言
葉
で
言
う
と
物
理
学
者
と
か
自
然
科
学
者
と
い
う

 

人
達
が
、

「

天
体
だ
と
言
っ
て
神
さ
ま
み
た
い
に
言
っ
て
い
る
け
れ
ど
、 

あ
れ
は
み
ん
な
石
こ
ろ
の
集
ま
り
じ
ゃ
な
い
か」

と
い
う
よ
う
な
言
葉

 

が
出
て
き
ま
す
。
星
を
見
て
も
石
こ
ろ
の
集
ま
り
だ
と
。
こ
れ
は
、
非
 

常
に
現
代
的
な
、
自
然
科
学
に
通
ず
る
道
。
そ
う
い
う
理
解
と
、
例
え
 

•は
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
、
星
の
運
動
が
神
々
の
ダ
ン
ス
で
あ
る
と
い
う
よ
う

 

な
、
星
が
音
楽
、
今
で
い
う
と
交
響
楽
と
い
う
よ
う
な
受
け
取
り
方
と

 

は
、
非
常
に
違
っ
て
い
ま
す
。
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
な
ど
の
場
合
は
、
そ
う
い
 

う
こ
と
を
言
い
な
が
ら
、
同
時
に
、
数
学
的
な
こ
と
も
含
め
て
考
え
る
。
 

そ
の
場
合
に
、
数
学
と
い
う
こ
と
が
宗
教
と
切
り
離
せ
な
い
形
で
表
わ

 

れ
て
い
る
と
い
う
そ
こ
に
は
問
題
が
あ
る
の
で
す
ね
。

要
す
る
に
、
啓
蒙
主
義
は
人
間
の
知
の
理
を
言
っ
て
、
大
き
な
変
化

が
起
こ
り
ま
す
。
知
が
段
々
科
学
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
知
が
進
歩

 

す
る
こ
と
で
、
そ
れ
に
つ
れ
て
意
^
—

知
、
情
、
意
と
大
ま
か
に
分

 

け
ま
す
と——

つ

ま

り

生
活
の
目
標
の
問
題
が
大
き
な
変
化
を
受
け
ま
 

す
。
人
間
が
自
分
の
存
在
乃
至
生
活
の
目
当
て
を
ど
う
い
う
方
向
に
置

 

く
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
根
本
の
生
き
方
の
方
向
づ
け
が
意
志
と
い
う

 

こ
と
で
す
か
ら
。
同
時
に
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
間
の
惑
情
の
領
域
、
何
 

を
見
て
、
そ
れ
に
対
し
て
ど

う

い

う

感
じ
方
を
す
る
か
と
い
う
こ
と
。
 

要
す
る
に
知
情
意
全
体
が
大
き
な
変
化
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る

 

だ

ろ

う

と

思
う
の
で
す
ね
。

そ
れ
は
さ
っ
き
言
い
ま
し
た
よ
う
な
ミ
ュ
ー
ト
ス
と
工
ー
ト
ス
、
人
 

問
の
生
活
様
式
の
全
体
、
そ
れ
か
ら
そ
の
全
部
を
つ
な
げ
て
い
る
ロ
ゴ
一

 

ス
と
い
う
耶
法
の
問
題
。
こ
れ
ら
は
み
な
つ
な
が
っ
て
、
形
は
様
々
で
、
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ど
ち
ら
が
先
と
か
色
々
な
展
開
、
変
化
そ
の
も
の
の
形
と
い
う
の
は
様
一

 

々
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
基
本
的
に
は
知
情
意
の
全
体
が
変
わ
る
と
い

 

う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。

そ
う
す
る
と
、
例
え
ば
人
間
の
も
の
の
考
え
方
が
広
い
意
味
で
論
理

 

的
に
な
っ
た
と
い
う
面
は
、
色
々
な
形
で
現
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
 

例
え
ば
、
英
語
だ
とc

a
l
c
u
l
a
t

 i
o
n
。

c
a
o
u
l
a
t
e

と
い
う
の
は
、 

計
算
す
る
、

ソ
ロ
バ
ン
を
は

じ

く

と
い
う
こ
と
。
も
っ
と

広
い
意
味
で
 

は
考
え
る
、
色
々
考
慮
す
る
、
思
い
め
ぐ
ら
す
と
い
う
こ
と
。
ド
ィ
ッ

 

語
で
は
、r

e
c
h
n
e
n
,

 

b
e
r
e
c
h
n
e
n

。
こ
れ
も
勘
定
す
る
、
計
算
す
 

る
と
い
う
こ
と
。
日
本
語
だ
と
、
慮
る
-v
*
計
る
、
秤
に
か
け
て
計
る
。
 

こ
れ
は
、ca

l
c
u
l
a
t

 i
o
n

で
す
ね
。
慮
り
が
大
事
で
、
利
害
得
失
を
よ



く
考
え
て
計
算
し
な
が
ら
、
思
慮
分
別
が
必
要
で
あ
る
と
。
思
慮
分
別
 

は
普
通
よ
い
意
味
に
い
つ
も
使
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
に
は
、
計
算
す
る
、 

勘
定
す
る
と
い
う
意
味
が
入
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
基
本
的
な
意
味
で
、
知
性
の
機
能
の
形
態
は
根
本
的
に
変

 

わ
っ
て
く
る
。
例
え
ば
ミ

ュ
ー

ト
ス
の
時
代
と
い
わ
ゆ
る
理
性
の
時
代

 

は
非
常
に
違
っ
て
い
る
。

日
本
で
も
思
慮
分
別
と
い

う

こ

と

が

非
常
に

大
事
だ
と

い

う

こ

と

の

 

中
に
、
知
性
の
光
と
い
う
感
じ
が
あ

る

。

こ
れ
は
啓
蒙(

e
n
l
i
g
h
t
e
n


m
e
n
t
)

と

い

う

こ

と

、 

明

る

く

な

つ

て

く

る

と

い

う

こ

と

。

そ

れ

に

対

 

し
て

蒙
と
い
う
の
は
、
も

や

も

や

し

て

暗
い
と

い

う

こ

と

。

こ
う
い
う

 

意
味
で
宗
教
は
み
な
蒙
で
あ

る

と

。

蒙
を
啓
く
。
こ
れ
は
新
し
い
知
性
 

の
有

り

方

。

啓
蒙
心
と
い
う
の
は
、
人
類
の
心
の
進
歩
で
あ

る

。

こ
の
進
歩
の
理
各
の
背
後
に
は
、
そ
れ
迄
の
宗
教
'か
全
然
迷
妄
で
あ
 

り
、
蒙
、
暗
闇
で
あ
る
と
い
う
感
じ
が
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
が
ず
っ
と
 

続
い
て
、
例
え
ば
十
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
啓
蒙
思
想
、
そ
れ
の
一
つ
 

の
連
続
と
し
て
マ
ル
ク
ス
の
出
る
よ
う
な
社
会
革
命
の
動
き
と
い
う
も

 

の
が
出
て
く
る
。

現
在
の
宗
教
、
例
え
ば
ョ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
キ
リ
ス
ト
教
の
背
後
に
は
、 

そ
う
い
う
歴
史
が
あ
り
、
現
在
そ
れ
が
非
常
に
大
き
な
力
で
噴
出
し
て

 

と
い
う
こ
と
が
背
後
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
現
代
の
よ
う
な
時
代
は
、 

根
本
的
に
言
う
と
、
人
類
始
ま
っ
て
以
来
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

 

で
は
な
い
か
。

何
故
か
と
い
う
と
、
さ

つ

き

申
し
た
ソ

ク

ラ

テ

ス

前
後
の
時
代
、

つ

ま
り
非
常
に
啓
蒙
的
な
時
代
に
、
広
い
意
味
で
物
理
と
い
う
も
の
が
現

 

わ
れ
て
き
て
も
宗
教
と
し
う

も

の
*'
失

わ

れ

たと
し
う
こ
と
は

非
常
 

に
少
な
い
か
ら
で
す
。

ア
テ
ネ
と

か
ロー

マ
の
時
代
の
中
に
随
分
、
宗
教
性
を
失
っ
た
市
民

 

の
姿
が
色
々
書
か
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
社
会
全
体
の
プ
リ
ン
シ
ブ
ル

 

と
し
て

宗
教
が
失
わ
れ
た
と

い

う

こ

と

は

、今
迄
に
な
か
っ
た
。
東
洋
 

で
も
西
洋
で
も
、
未
開
社
会
で
も
な
か
っ
た
。

今
迄
は
、
ど
ん
な
に
宗
教
か
ら
離
れ
て
い
る
ょ
う
に
見
え
て
も
、
基
 

本
的
に
は
宗
教
に
戻
さ
れ
て
く
る
と
こ
ろ
が
絶
え
ず
あ
っ
た
。
そ
こ
に
 

い
つ
も
社
会
の
安
定
が
認
め
ら
れ
た
。
現
代
は
し
か
し
、
社
会
が
す
っ
 

か
り
変
わ
っ
た
。
要
す
る
に
、
現
代
の
社
会
の
基
本
は
宗
教
で
は
な
い
。

一 

無
宗
教
、
無
神
論
と
い
う
こ
と
が

基
本
に
な
っ
て
い
る
。
工
業——

現
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代
で
い
う
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、

テ
ク
ニ
ッ
ク

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

M

い
う
も
の
が
基
本
一

原
理
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
す
。
科
学
技
術
に
ょ
る
工
業
と
い

 

う
こ
と
、
こ
れ
は
さ
っ
き
言
っ
た
農
工
商
と
い
う
も
の
の
農
が
脱
落
し

 

て
エ
商
の
エ
の
時
代
。
そ
の
基
本
的
形
式
と
し
て
、
宗
教
性
が
脱
落
し
 

て
い
る
。

現
代
に
は
、
都
市
化
と
い
う
、
社
会
学
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
農
村
 

が
中
心
で
な
し
に
都
市
で
あ
る
。
し
か
も
巨
大
都
市
。
日
本
で
は
、
東
 

京
、
大
阪
、
筑
波
、
北
九
州
な
ど
。
そ
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
の
は
エ

 

業
。
そ
こ
で
は
、
社
会
全
体
が
無
宗
教
に
な
っ
て
き
た
。
そ
ん
な
時
代
 

は
、
人
類
始
ま
っ
て
以
来
で
す
。

そ
ん
な
こ
と
で
、
現
代
と
い
う
の
は
非
常
に
変
わ
っ
た
時
代
で
あ
る
。



私
は
、
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
を
考
え
る
時
に
、
そ
こ
か
ら
考
え
な
け
れ

 

ば
い
け
な
い
と
思
う
の
で
す
。
こ
れ
は
、
今
迄
の
既
成
の
観
念
体
系
、 

生
活
体
系
、
ま
た
例
え
ば
教
会
の
組
織
の
解
釈
の
問
題
と
い
う
だ
け
で

 

は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
仏
教
に
つ
い
て
も
で
す
。
あ
る
程
度

 

は
、

一
般
の
民
衆
も
伝
統
に
従
っ
て
お
参
り
に
行
く
。
し
か
し
社
会
全
 

体
の
基
本
、
動
向
か
ら
い
う
と
、
実
際
は
歴
史
的
に
決
定
す
る
原
理
に

 

な
っ
て
い
な
い
。

一
種
の
長
い
間
の
伝
統
的
な
習
慣
で
し
か
な
い
。

我
々
が
現
代
の
宗
教
を
問
題
に
す
る
時
に
は
、
単
な
る
改
革
で
は
な

く
て
革
八g

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-re f

o
r
m

と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
し
にd

e
v
o
l
u
t
i
o
n

——

と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
。
 

キ
リ
ス
ト
教
も
仏
教
も
で
す
。
発
展
途
上
国
は
と

も

か

く

と

し
て
、

い
 

わ
ゆ
る
先
進
国
と
い
わ
れ
る
ョ
ー

ロ
ッ

パ
、
ア

メ

リ

カ

、

日
本
な
ど
と

 

い
う
国
の
根
本
状
況
は
、
そ
こ
か
ら
考
え
直
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
と

 

思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
発
展
途
上
国
が
発
展
し
て
ゆ

く

目
標
の
中
に
 

も
、
そ
れ
が
控
え
て
い
る
。
発
展
す
れ
ば
す
る
程
、
今
の
よ
う
な
も
の
 

が
根
本
的
に
問
題
に
な
る
。
そ
ん
な
も
の
は
無
く
て
も
よ
い
と
い
う
こ

 

と
か
も
知
れ
な
い
。
宗
教
に
代
わ
る
も
の
が
何
か
出
れ
は
よ
い
と
。
そ
 

れ
は
ー
つ
の
問
題
で
す
。
も
し
そ
う
で
な
い
の
な
ら
、
ど
の
宗
教
も
そ

 

こ
で
考
え
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

接
触
点
と
い
う
問
題
を
考
え
る
時
に
、
伝
統
的
な
構
造
の
中
で
、
ど
 

の
点
と
ど
の
点
が
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
は
し
ま
す
。
し
か
し
、
昨
 

日
申
し
ま
し
た
共
同
の
問
題
を
持
っ
て
い
る
。
共
同
の
敵——

敵
と
い
 

う
言
葉
は
よ
く
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が

-
-
-
を
持
つ
て
い

る
。
現
実

は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
お
互
い
に
死
ぬ
か
生
き
る
か
と
い
う
状
態

 

が
そ
こ
に
あ

る

わ
け
で
す
か
ら
。
そ
う
い
う
根
本
の
問
題
で
あ
っ
て
、 

接
点
は
両
方
と
も
危
機
の
内
に
あ
る
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
が
共
通
の
接
 

点
に
な
る
。
基
本
的
に
は
、
そ
う
い
う
感
じ
が
あ
り
ま
す
。

八

木

あ

り

が

と

う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
引
き
続
き
質
問
の
時
間
に
し
た

 

い
と
思
い
ま
す
。

接
点
は
、
両
方
と
も
危
機
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
。

西

谷

も

う

一
つ
、
お

話

し

よ

う

と

思
っ
た
こ

と

が

あ

り

ま

す

。

昨
日
も
問
題
に
出
ま
し
た
聖
霊
で
す
が
、G

e
i
s
r
s
p
i
r
i
t
、

全
 

人

格

と

か

い

う

こ

と

が

よ

く

言

わ

れ

ま

す

。

ィ

タ

リ

ア

の

ョ

ア

キ

ム

(
J
o
a
c
h
i
m

 

d
e

 

F
l
o
r
e

 

1
1
3
0
\
3
2
a
〜

1
2
0
2

 )

-
哲
学
や
、

-

特
に
キ
リ
ス
ト
教
の
中
に
出
て
る
人
で
す
が
、
余
り
名
の
言
わ
れ
な
L
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人
で
す——

は
非
常
に
面
白
い
と
、
私
は
思
う
。 

一 

キ
リ
ス
ト
教
は
、
大
き
く
分
け
る
と
三
つ
の
時
期
が
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
は
旧
約
の
時
代
。
そ
の
中
心
は
神
で
あ
る
。
二
つ
目
は
新
約
の
時
 

代
。
そ
う
な
る
と
大
き
な
変
化
が
あ
っ
て
、
神
中
心
か
ら
キ
リ
ス
ト
中

 

心
に
な
る
。
近
世
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
と
か
宗
教
改
革
の
前
後
し
た
時
代

 

ま
で
続
き
、
次
に
来
る
の
は
聖
霊
の
時
代
で
あ
る
と
。

こ
れ
は
大
ま
か
で
す
が
、
そ
う
バ
ラ
バ
ラ

と

切
り
離
せ
る
こ
と
は
勿

 

論
な
い
の
で
す
。
何
と
言
っ
て
もt

r
i
n
i
t
y
——

父
な
る
神
、
聖
霊
が
 

一
体
で
あ

る

と

い
う
観
念——

が
あ

る

わ
け
で
す
か
ら
。
し
か
し
一
体
 

と
考
え
て
そ
の
間
の
構
造
を
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
歴
史
性
を
問
題
に

 

す
る
。
事
実
、
歴
史
性
は
始
め
か
ら
、
殊
に
近
代
の
キ
リ
ス
ト
教
の
歴



史
の
立
場
か
ら
言
え
ば
当
然
入
っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
歴
史
的
な
 

展
開
で
す
ね
。

キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
研
究
な
ど
を
僕
が
言
う
の
は
難
し
い
け
れ
ど
、 

歴
史
的
な
研
究
の
側
面
は
進
ん
で
き
て
い
る
。
宗
教
史
学
派(

R
e
l
i
g

丨
 

i
o
n
s
g
e
s
c
h
i

 c
h
t
1
i c

h
e

 

s
c
h
u
l
e
)

な
ど
も
。
キ
リ
ス
ト
教
の
問
 

題
だ
と
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
や
そ
の
背
後
に
あ
る
宗
教
の
複
雑
な
問
題

 

で
、
そ
の
よ
う
な
研
究
が
非
常
に
進
ん
で
き
た
。

『

死
海
文
書』

な
ど
 

大
き
な
問
題
。
あ
れ
は
も
っ
と
発
展
し
た
ら
よ
か
っ
た
と
思
う
の
で
す

 

が
。

マ
ル
コ
神
学
な
ん
か
が
非
常
に
強
く
出
て
き
て
。
余
り
歴
史
的
な
 

研
究
を
や
る
と
、
何
を
や
っ
て
い
る
の
だ
か
分
か
ら
な
い
。
聖
書
も
、 

哲
学
で
だ
と
ィH

ス
が
本
当
に
い
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
な
ん
て
こ
と
ま

 

で
言
い
出
し
た
り
し
て
。

そ
う
い
う
状
況
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
学
者
の
研
究
と
い
う
こ
 

と
で
は
非
常
に
進
ん
で
い
た
。
そ
れ
が
、
や
は
り
、

キ
リ
ス
ト
教
全
体
 

の
中
で
、
ど
こ
へ
行
く
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
危
険
が
あ
っ
た
の
で
し

 

よ
う
か
。
バ
ル
ト
神
学
な
ど
が
出
る
と
共
に
、
立
ち
切
ら
れ
た
感
じ
に

 

な
っ
て
き
た
。
勿
論
、
続
け
て
少
し
は
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
。
し
か
し
、 

殆
ん
ど
消
え
て
い
る
よ
う
な
感
じ
で
す
ね
。
そ
れ
が
無
く
な
っ
た
段
階

 

で
、
今
度
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
無
関
心
が
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
 

出
て
き
た
と
い
う
感
じ
で
す
。
だ
か
ら
、
あ
の
よ
う
な
力
で
根
本
的
な

 

傾
向
を
押
さ
え
よ
う
と
し
て
も
反
動
が
生
じ
そ
の
反
動
に
な
る
と
一

 

応
悪
く
な
る
。

要
す
る
に
、
旧
約
と
新
約
の
間
に
大
き
な
一
種
の
飛
躍
が
、

H

ポ
ッ

ク
の
違
い
が
あ
る
。

そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
、
西
洋
で
言
い
ま
す
と
、
中
世
か
ら
近
 

世
へ
移
る
と
い
う
形
で
出
て
く
る
。

キ
リ
ス
ト
教
の
聖
霊
の
危
機
。
こ
 

う
い
う
こ
と
は
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
致
し
ま

 

す
。
そ
れ
と
、
聖
霊
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
大
き
な
問
題

 

で
あ
る
と
思
い
ま
す
ね
。

土

居

H

ク

ス

タ

シ

—

^

ス

ヒ

リ

ッ

ト

の

関
係
を
も

う

少
し
説
明
し
て
 

下
さ
い
。

西

谷

関
係
と
い
う
と
、
要
す
る
に
、

エ
ク
シ
タ
シ
ー
が
ス
ピ
リ
ッ
ト
 

か
ら
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

は
っ
き
り
し
て
い
る
。
神
秘
主
義
の
、 

外
か
ら
言
わ
れ
る
大
き
な
特
色
の
一
つ
は
、
今
の
ス
ピ
リ
ッ
ト
、

G
e
i
s
t

 

で
す
ね
。
聖
霊
と
い
う
こ
と
を
基
本
に
強
く
出
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
聖
書
の
中
で
出
そ
う
と
思
え
ば
、

い
く
ら
で
も
あ
る
の
で
す

 

ね
。
パ

ゥ

a

の

言
葉
の
中
に
も
、
福
音
の
中
に
も
、
そ
う
い
う
形
で
受

 

け
取
れ
る
言
葉
は
沢
山
あ
り
ま
す
。

色
々
な
人
が
引
用
し
て
い
る
の
を
中
心
に
し
て
言
う
と
、
神
と
言
っ
 

て
も
、
子
な
る
神
と
か
聖
霊
と
い
う
よ
う
に
、
全
体
を
貫
い
て
い
る
の
 

は
精
神
だ
と
。
三
者
を
共
通
し
て
一
体
に
さ
せ
て
い
る
の
は
、
親
な
る
 

神
に
お
け
る
精
神
で
す
ね
。
子
な
る
神
の
聖
霊
。
そ
う
い
う
形
で
考
え

 

て
い
ま
す
ね
。

似
た
よ
う
な
こ
と
は
、

パ
ゥti

の
書
簡
の
中
に
も
あ
る
わ
け
で
す
。
 

私
は
、
聖
霊
論
が
も
う
少
し
展
開
さ
れ
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と

 

思
い
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
父
な
る
神
と
か
、
子
な
る
神
と
か
い
う
式
の
従



来
の
や
り
方
も
で
き
る
わ
け
で
す
が
。
し
か
し
、
現
代
の
段
階
だ
と
、
 

そ
れ
を
中
心
と
し
て
と
い
う
よ
り
も
、
父
な
る
神
や
る
な
る
神
と
い
う

 

基
本
の
と
こ
ろ
に
生
き
て
い
る
の
は
神
の
精
巧
ス
ビ
リ
ッ
ト
だ
と
。

でn
e
u
m
a

と
い
う
の
は
、
ご
承
知
の
よ
う
に
息
で
す
。
呼
吸
を
す
る
、 

呼
吸
の
エ
ン
ジ
ン
、
そ
う
い
うa

t
m
e
n

 
o

我
々
が
生
き
て
い
る
の
も
息
を
し
て
い
る
か
ら
で
、
呼
吸
を
し
て
い
 

る
こ
と
と
、
我
々
の

生
命
と
は
、
同

じ

こ
と
で
す
ね
。
殺
す
と
か
、
あ
 

い
つ
の
息
を
止
め
て
や
る
と
は
、
死
な
せ
る
こ
と
で
す
。
我
々
•か
呼
吸
 

し
て
い
る
息
と
い
う
の
は
、
我
々
と
世
界
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
。

こ
 

の
部
屋
の
中
で
我
々
が
生
き
て
い
る
の
は
、
み
ん
な
呼
吸
を
し
て
い
る

 

か
ら
で
す
。
私
の
吐
い
た
息
が
他
の
方
々
へ
、
他
の
方
々
が
吐
か
れ
た

 

息
が
私
の
中
に
。
私
の
息
も
、
大
変
ご
迷
惑
で
し
ょ
う
け
れ
ど(

一
同
 

笑)

、
皆
さ
ん
の
中
に
入
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
も
、
お
互
い
、
相
互
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ

 

う
か
ね
。
今
の
こ
の
小
さ
な
部
屋
で
も
そ
う
で
、
大
き
く
な
っ
て
も
同

 

じ
。
あ
る
い
は
自
然
全
体
を
見
て
も
、
他
の
動
物
の
息
を
我
々
が
吸
っ
 

て
い
る
し
、
同
じ
息
、
空
気
を
吸
っ
て
い
る
。
そ
の
空
気
の
中
に
、
動
 

物
、
小
さ
な
虫
け
ら
の
吐
い
た
息
も
、
我
々
の
吐
い
た
息
も
入
り
混
っ
 

て
、

一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
植
物
だ
っ
て
、
あ
れ
は
呼
吸
し
て
い
る
の

 

で
。
木
の
葉
や
色
々
の
と
こ
ろ
で
呼
吸
し
て
い
る
。
根
本
は
地
球
全
体
、
 

も
っ
と
言
え
ば
、
宇
宙
的
な
背
景
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

要
す
る
に
、
狭
い
所
に
い
て
も
、
空
気
が
な
け
れ
ば
生
き
て
行
け
な

 

い
。
我
々
の
生
命
と
言
つ
て
も
、
難
し
い
こ
と
を
考
え
た
り
、
や
か
ま

し
い
こ
と
を
言
っ
た
り
、
よ
い
行
為
、
悪
い
行
為
と
、
様
々
な
こ
と
を
 

や
っ
て
み
な
生
き
て
い
る
。
根
本
は
、
生
き
て
い
て
、
息
を
し
て
い
る
 

と
い
う
こ
と
。
そ
の
意
味
で
は
、

や
は
り
、a

t
m
e
n

と

かp
n
e
u
m
a

 

で
す
。

ガ
ィ
ス
ト
、

ス
ピ
リ
ッ
ト
と
い
う
と
、
特
別
の
も
の
の
よ
う
に
考
え

 

る
。
あ
る
意
味
で
は
特
別
の
こ
と
。
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
基
本

 

に
な
っ
て
い
る
。
形
は
な
い
が
、
あ
ら
ゆ
る
形
の
あ
る
も
の
を
生
か
し

 

て
い
る
。
我
々
は
呼
吸
を
し
、
息
を
し
て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

 

あ
る
わ
け
で
、
そ
れ
が
精
神
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

私
は
へ
ー
ゲ
ル
の
こ
と
を
少
し
出
し
ま
し
た
け
れ
ど
、

へ
ー
ゲ
ル
は
 

精
神
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
宗
教
の
段
階
で
も
、
神
と
人
間
 

と
の
関
係
は
精
神
だ
と
。
両
方
が
精
神
に
な
る
の
で
す
ね
。
精
神
に
と
 

っ
て
の
精
神
で
あ
る
。
备
神
と
い
う
時
に
は
、
相
手
が
精
神
に
な
る
。
 

へ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
で
言
う
と
、
そ
れ
が
最
高
の
、
両
方
が
共
に
精
神

 

の
段
階
に
来
て
い
る
。
精
神
と
精
神
の
基
本
的
な
切
り
離
せ
な
い
つ
な

 

が
り
、
関
係
と
い
う
の
で
す
。
そ
こ
に
、
さ
っ
き
言
っ
た一

つ
の
息
の
 

よ
う
な
、

ス
ビ
リ
ッ
ト
が
流
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

土
居
人
間
の
問
題
と
し
て
の
宗
教
と
い
う
立
場
か
ら
出
発
し
て
の
見

 

方
で
す
か
ら
。

西

谷

え

え

。
そ
れ
で
ね
、
さ
っ
き
の
神
秘
主
義
が
強
調
さ
れ
る
の
は
、
 

u
n
i
o

 

m
y
s
t
i
c
a

 

(

神
秘
的
合
一)

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
 

p
n
e
u
m
a

と
い
う
の
は
、
黙
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

ロ
で
は
言
え
な
 

い
と
い
う
意
味
で
す
。

口
で
言
い
表
わ
そ
う
と
し
て
も
言
い
表
わ
す
こ
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と
が
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
言
葉
で
は
言
い
表
わ
せ
な
い
ょ
う
な
、

し
 

か
し
一
番
直
接
な
結
び
つ
き
。
だ
か
ら
、
こ
れ
は
、
三
位
一
体
論
の
場

 

合
で
も
、

根
本
は
そ
れ
ぞ
れ
全
然
違
う
と

い

う

こ
と
で
あ
っ
て
も——

 

ぺ

ル
ソ
ナ
は
違
っ
て
い
て
も——

同
時
に
一
体
で
あ

る

と

い

う

こ

と

と

 

連
関
し
て
い
る
。
神
秘
主
義
は
そ
こ
を
非
常
に
大
き
く
取
り
上
げ
、

一 

体
論
を
強
調
す
る
。
そ
こ
に
人
間
も
加
わ
っ
て
、
三
位
一
体
の
神
の
中

 

に
、
神
と
人
間
が
精
神
で一
体
と
な
る
。
そ
こ
が
異
端
視
さ
れ
る
。

土

居

テ

ィ

リ

ッ
ヒ
は

人
間
の
ス
ピ
リ
ッ
ト
を
小
文
字
の
S
で
書
く
の
 

で
す
ね
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
啓
示
と
い
う
こ
と
を
言
う
も
の
で
す
か
ら
、 

人
間
の
ス
ピ
リ
ッ
ト
と
は
結
び
つ
く
可
能
性
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
間
に
 

I

つ
の
間
隔
が
あ
っ
て
、
大
文
字
の
ス
ピ
リ
ッ
ト
が
、

い
わ
ゆ
る
聖
盖
 

論
の
ス
ビ
リ
ッ
ト
を
言
い
表
わ
す
の
で
す
ね
。

西

谷
英
語
は
、
区
別
す
る
の
で
す
ね
。

土

居

は

い

。

西
谷
ド
イ
ッ
語
で
は
、
み
な
大
文
字
だ
か
ら(

笑)

。

一
同(

笑)

。

土

居

だ

け

ど

、
先
生
の
場
合
は
、
そ
の
区
別
は
必
要
な
い
わ
け
で
す

 

ね
。

西

谷

い

や

、
才

丨

ソ

ド
ッ
ク
ス
に
は
み
な
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
す

 

ね
。
た
だ
、
神
秘
主
義
の
連
中
は
、
そ
こ
か
ら
も
う一

歩
行
く
の
で
す

 

ね
。
大
文
字
で
も
小
文
字
で
も
、

ス
ビ
リ
ッ
ト
は
ス
ピ
リ
ッ
ト
な
の
だ

 

と
。
根
本
に
通
じ
て
い
る
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
、
同
じ
言
葉
で
は
言
い
 

表
わ
せ
な
い
。
さ
つ
き
言
つ
た
よ
う
に
、
生
き
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ

で
問
題
に
す
る
わ
け
で
す
。
そ
の
中
に
人
間
が
息
を
し
て
い
る
と
い
う

 

形
で
、——

別
に
肉
体
的
に
呼
吸
す
る
と
い
う
だ
け
の
問
題
で
は
な
い

わ
け
で
す
が

-
-
し
か
し
、
肉
体
と
か
心
と
か
の
区55 ；

を
ど
こ
か
超
え

て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね
。

僕
は
そ
う
い
う
点
で
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
言
葉
と
し
て
、

マ
イ
ス
タ
！
 

•
エ
ッ
ク
ハ
ル

ト

の

有
名
な
言
葉「

神
が
自
分
を
見
る
目
と
、
自
分
が
 

神
を
見
る
目
と
は
同
じ
目
で
あ
る」

を
挙
げ
た
い
。
神
が
人
間
を
見
て
 

い
る
、
あ
る
い
は
被
造
物
が
被
造
物
を
見
て
い
る
。
そ
し
て
、
被
造
物
 

で
あ
る
人
間
が
神
を
見
て
い
る
。

こ
れ
は
、
普
通
の
立
場
で
一
応
は
言

 

え
る
。
神
が
人
間
の
目
で
は
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
信
 

仰
の
立
場
ま
で
行
け
ば
、
そ
う
言
っ
て
も
ょ
い
わ
け
で
す
ね
。

例
え
ば
ア
ガ
ぺ
ー
。
密
接
な
人
間
愛
と
、

ス
ビ
リ
ッ
卜
と
ス
ビ
リ
ッ
43 

ト
と
の
間
の
関
係
、

い
わ
ゆ
る
隣
人
の
愛
と
か
、
神
の
愛
と
い
う
意
味
一

 

で
の
ア
ガ
ぺ
ー
。

こ
う
い
う
愛
が
区
別
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
ど
こ

 

か
に
あ
る
わ
け
で
す
。

仏
教
徒
の
人
が
多
か
っ
た
あ
る
会
合
で
、
私
、
少
し
意
地
の
悪
い
質

 

問

を

し

ま

し

た

。

パ
ゥ
ロ
の
言
葉
に「

我
も
は
や
生
き
る
に
あ
ら
ず
、

キ
リ
ス
ト
我
の
 

中
に
あ
り
て
生
き
る」

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
ミ
ュ
ス
テ

ィ 

ッ
ク
の
人
達
が
、
昔
か
ら
非
常
に
好
ん
で
引
用
す
る
言
葉
で
す
。
私
の
 

質
問
と
い
う
の
は
、

r

そ
れ
は
誰
が
言
っ
て
い
る
の
だ
、
パ
ゥ
ロ
が
言
 

っ
て
い
る
の
は
、

//
我
も
は
や
生
き
る
に
あ
ら
ず

"
で
、
死
ん
で
い
る
 

者
が
も
の
を
言
わ
な
い
の
だ
か
ら
、

パ
ゥ
ロ
が
言
っ
て
い
る
と
は
一lm

え



な
い
。
そ
し
て

"
キ
リ
ス
ト
我
の
中
に
生
く
"
。
そ
う
す
る
と
キ
リ
ス
 

ト
が

言
わ
れ
た
言
葉
な
の
か」

と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
 

パ
ウ
ロ
の
言
葉
で
す
が
、

「

パ
ウ
ロ
が
言
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
ィ
エ
 

ス
•
キ

リ

ス

ト

が

言
わ
れ
た
の
か」

と
。
こ
れ
は
、
バ

ウ

！！
が

自
分
の
 

心
®T

立
場
を
言
い
表
わ
そ
う
と
し
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
は

 

す
ま
す
こ
と
の
で
き
な
い
言
葉
で
す
。
そ
ん
な
こ
と
で
は
、

キ
リ
ス
ト
 

教
は
駄
目
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

玉
城
昨
日
か
ら
今
日
に
連
続
し
て
お
話
に
な
っ
た
、
宗
教
が
駄
目
に
 

な
っ
た
ら
、
ど
こ
か
ら
考
え
る
の
で
す
か
。
こ
れ
か
ら
。

西

谷

え

え

、
そ
う
い
う
問
題
だ
と
思
う
の
で
す
。

玉
城
た
だ
聖
書
•た

と

か
、
振
り
返
る
だ
け
で
は
話
が
深
ま
ら
な
い
。
 

西
谷
で
す
か
ら
、
心
田
を
耕
す
と

い

う

こ
と
で
。
そ
れ
を
ど
う
し
た

 

ら
ょ
い
か
と
い
う
こ
と
が
共
通
の
問
題
'た
と
思
う
の
で
す
。
そ
う
い
う
 

こ
と
を
考
え
る
。

玉
城
心
田
を
耕
す
と
い
う
こ
と
は
私
も
同
感
で
す
。
た
だ
、
聖
霊
と
 

い
う
も
の
を
ス
ビ
リ
ッ
ト
と
か
ガ
ィ
ス
ト
と
、
あ
る
い
は
三
位
一
体
な

 

ど
と
固
定
し
て
し
ま
う
の
は
ど
う
か
と
。

西
谷
だ
か
ら
簡
単
に
言
い
ま
す
と
、

一
体
我
々
は
息
を
し
て
い
る
け
 

れ
ど
も
、
息
を
し
て
い
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
始

 

め
て
ね
。
そ
こ
ま
で
い
か
な
い
と
、
理
論
で
言
っ
て
は
ね
。
僕
が
今
言
 

っ
た
の
は
理
論
み
た
い
な
こ
と
で
す
が
。
要
す
る
に
息
を
吸
う
と
は
ど

 

う
し

う
こ
と

力
と
宇
宙
全
体
を
含
ん
て
宇
宙
全
体
を
フ
ー
ッ
と

 

こ
う
や
っ
て
と
い
う
感
じ
が
禅
の
場
合
は
あ
り
ま
す
か
ら
。
寝
て
い
て

も
醒
め
て
い
る
時
で
も
根
本
は
同
じ
だ
と
。
こ
れ
は
難
し
い
公
案
で
す
。

玉
城
一
番
関
心
が
あ
る
の
は
、
私
も
、
眠
っ
て
い
る
時
と
目
が
醒
め

 

て
い
る
時
と
一
つ
だ
と
い
う
こ
と
で
ね
。
余
り
昔
の
こ
と
は
分
か
ら
な

 

い
の
で
す
が
、
調
べ
て
み
ま
す
と
ね
、
盤
珪
さ
ん
と
、
今
印
度
に
い
る
 

ク

リ

シ

ュ

ナ

や
、
久
松
先
生
が
そ

う

生
き
て
い

る

よ

う

で
す
。

西
谷
寝
て
い
る
時
と
目
が
醒
め
て
い
る
時
と
違
っ
て
て
は
生
き
て
い

 

る
こ
と
に
な
ら
な
い(

笑)

と
思
い
ま
す
。
寝
て
い
る
時
と
醒
め
て
い

 

る
時
が
同
じ
だ
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
ゆ
か
な
い
と
禅
に
な
ら
な
い
。

玉
城
そ
う
で
す
。
そ
う
で
す
。

西

谷

こ

れ

は

、
そ
う
か
と
思
う
だ
け
で
は
具
合
が
悪
い
。
や
っ
•は
り
 

実
際
に
自
分
が
そ
こ
へ
行
か
ね
ば
ね
。 

一 

玉
城
そ
れ
か
ら
神
秘
主
義
の
問
題
が
最
初
か
ら
出
ま
し
た
け
れ
ど

。

44 

パ
ゥ
ロ
の
中
に
沢
山
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
そ
の
中
で
も
一
番
惹
か
れ
るI 

の
は
、

コ
リ
ン
ト
の
中
の「

奥
義
の
中
に
お
け
る
神
の
智
慧」

^
q 

0

 

s

c /

r

f
M

i
G

T

^.i
s

 } 

(
H

 

コ
リ
ン
ト
ニ 

•
七)

。
そ
れ
は
、

ミ
 

ス
テ
リ
ア
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
ね
。
神
の
智
慧
は
、
啓
か
 

れ
て
く
る
か
ら
。

西
谷
こ
れ
は
も
っ
と
極
端
に
言
い
ま
す
と
ね
、

ソ
フ
ィ
ア
と
は
何
か
 

と
い
う
こ
と
は
中
世
を
通
し
て
の
問
題
で
す
。

'/
フ
ィ
ア(

智
慧)

は
 

ソ
フ
ィ
ア
で
す
ね
。
色
々
な
問
題
が
引
っ
か
か
っ
て
る
わ
け
で
す
が
、 

グ
ノ
ー
シ
ス
、
知
も
そ
う
で
す
。
知
と
言
っ
て
も
頭
で
考
え
た
知
で
は

 

な
く
て
、
今
の
ソ
フ
ィ
ア
に
通
じ
る
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
ソ
フ
ィ
ア
の
 

問
題
は
、
グ
ノ
ー
シ
ス
派
の
一
番
強
調
し
た
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
、
中



世
の
場
合
、

ソ
フ
ィ
ア
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
、
ず
っ
と
問
題
に
し

 

て
き
て
い
ま
す
。

今
の
言
葉
は
、
例
え
ば
、

ミ
ス
テ
リ
ア
の
中
で
開
か
れ
た
ソ
フ
ィ
ア
。
 

そ
こ
で
ミ
ス
テ
リ
ア
が
消
え
る
と
い
う1

面
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し

、
 

同
じ
ソ
フ
ィ
ア
が
ミ
ス
テ
リ
ア
に
な
る
。
も

う

1

つ
ソ
フ
ィ
ア
の
背
後
 

に
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
切
り
離
せ
な
い
。
だ
か
ら
、

ソ
 

フ
ィ
ア
と
い
う
の
は
非
常
に
高
い
知
、
最
後
の
知
と
い
う
こ
と
で
言
わ

 

れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
知
が
啓
か
れ
る
。
そ
の
知
が
同
時
に
普
通

 

の
知
で
は
な
い
わ
け
で
す
か
ら
。
知
で
あ
っ
て
し
か
も
背
後
に
は
知
る

 

と
い
う
こ
と
が
な
い
。
知
る
も
の
と
知
ら
れ
る
も
の
と
い
う
こ
と
だ
と
、 

ソ
フ
ィ
ア
が
出
て
く
る
時
に
は
、
背
後
に
知
る
も
の
と
知
ら
れ
る
も
の

 

と
が
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

一
つ
と
い
う
こ
と
は
、
知
る
 

と
い
う
こ
と
が
な
い
こ
と
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
知
っ
て
い
る
こ
と
が
 

知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
知
る
と
い
う
こ

 

と
で
す
。

玉
城
ま
た
元
に
戻
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
も
の
が
な
く
な
っ
 

た

と

い

う

こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
テ

ク

ノ 
ロ
ジ
ー

、か
全
体
を
覆
っ
て
 

い
る
わ
け
で
す
ね
。
ど
こ
か
ら
考
え
る
か
は
、

こ
れ
か
ら
の
各
人
の
問
 

題
に
な
り
ま
す
が
。
た
だ
、

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
、
人
間
性
が
圧
 

迫
さ
れ
る

と

か
潰
さ
れ
る
こ
と
を
心
配
す
る

と

い
う
よ
う
な
ち
っ
ぽ
け
 

な
問
題
じ
や
な
い
。

西

谷

ま

あ

、
ね
。

玉

城

そ

れ

は

、
人
間
が
意
識
し
な
い
う
ち
に
、
実
は
未
来
を
開
い
て
い

い
る
わ
け
で
す
か
ら
。
科
学
者
自
身
が
未
だ
気
が
つ
か
な
い
う
ち
に
、科
 

学
は
気
が
つ
こ
う
と
し
て
い
る
。

西
谷
科
学
者
で
も
、
偉
い
科
学
者
は
そ
う
い
う
問
題
を
知
っ
て
い
る

 

わ
け
で
す
。
現
代
の
科
学
者
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
宗
教
に
関
心
を
い

 

く
ら
か
持
っ
て
い
る
人
は
い
る
わ
け
で
す
。
根
本
の
解
決
は
難
し
い
で
 

す
ね
。
私
は
、
そ
の
中
で
、
仏
教
な
ら
禅
だ
と
。

玉

城

い

や

ぁ

、
ど
う
か
な
あ
ー
。
今
迄
展
開
し
て
き
た
禅
そ
の
も
の

 

も

、
根
か
ら
掘
り
起
こ
し
て
、
ど
こ
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ

 

と
を
、
や
は
り
見
直
さ
な
け
れ
ば
。
こ
れ
は
勿
論
、
禅
だ
け
じ
ゃ
な
い
 

け
ど
。

西

谷

ま

あ

、
だ
か
ら
、
あ
な
た
ご
自
身
が
心
田
を
耕
す
と
。
そ
こ
へ
 

行
っ
ち
ゃ
っ
た(

笑)

。

玉
城
そ
う
そ
う

(

笑)

。

一
同(

笑)

。

八
木
そ
れ
で
は
、
会
を
一
応
終
わ
ら
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。



第ニ回討論

討

論

者
 

小
野
寺

 

功
 

司会八木誠
一

八

木

討
論
K
と
い
う
こ
と
で
、
小
野
寺
さ
ん
に
、
御
意
見
、
お
考
え
 

を
、
発
題
と
い
う
形
で
述
べ
て
頂
き
ま
し
て
、
そ
の
後
引
き
続
き
全
体

 

で
の
討
議
に
致
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
で
は
小
野
寺
さ
ん
、
ど
う
ぞ
よ
 

ろ

し

く

お
願
い
致
し
ま
す
。

小

野

寺

最
初
に
西
谷
先
生
が
提
起
さ
れ
ま
し
た
問
題
の
中
で
、
重
要
 

な
問
題
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
、
私
な
り
に
考
え
て
み
ま
す
と
、

一

つ
 

は
個
と
種
と
類
と
い
う
お
話
で
し
た
。
そ
れ
は
玉

城
先
生
が
扱
わ
れ
ま

 

し
た
の
で
省
き
ま
す
。

二
つ
目
の
問
題
は
、
宗
教
の
歴
史
的
な
発
展
を
迎
っ
て
み
る
と
、
非
 

神
話
化
の
問
題
が
そ
こ
か
ら
出
て
き
た
こ
と
。

こ
れ
は
、

キ
リ
ス
ト
教
 

と
仏
教
の
接
点
と
い
う
前
に
、

キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
接
点
と
い
う
前

 

に
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
で
問
わ
れ
る
べ
き
問
題

 

で
あ
る
と
受
け
取
り
ま
し
た
。
非
神
話
化
が
ど
う
い
う
方
向
に
行
っ
て

 

い
る
か
を
問
う
と
い
う
こ
と
が
、
現
在
の
宗
教
の
困
難
さ
を
乗
り
越
え

 

る
内
容
を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

お

話
が
あ
つ
た
の
で
は

な
い
か
。
神
話
自
体
の
中
に
宗
教
の
本
質
を
含
む
も
の
が
あ
る
と
い
う

 

よ
う
な
お
話
で
し
た
"
そ
れ
に
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。

第
三
に
、

ゼ
ー
レ
の
問
題
が
出
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。
現
代
で
は
、 

物
質
の
考
え
方
が
主
に
な
さ
れ
る
か
ら
、

ス
ピ
リ
ッ
ト
が
塞
が
れ
て
い
 

る
と
表
現
な
さ
つ
た
の
で
す
。

私
は
、
そ

の

「

ス
ピ
リ
ッ
ト
が
塞
が
れ
て
い
る」

と
い
う
問
題
か
ら
 

入
つ
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
'無
神
論
と
か
世
俗
化
の
根

 

本
問
題
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
答
え
は
、
今
 

日
は
、

心
田
を
耕
す
と
い
う
根
本
的
な
問
題
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、 

文
化
と
宗
教
の
問
題
ま
で
手
繰
り
出
さ
れ
た
と
思
う
の
で
す
。

要
す
る
に
、
心
田
を
耕
す
と
い
う
心
の
問
題
'か
キ
リ
ス
ト
教
の
場

 

合
に
は
ど
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
素
人
考
え
な
の
で
す

が

、
考
え
て
 

み
た
い
の
で
す
。

仏
教
も

キ
リ
ス
ト
教
も

宗
教
で
あ

る

と

い

う

こ

と

を

考
え
ま
す
と
、 

一
番
大
事
な
の
は
宗
教
心
の
問
題
と
思
い
ま
す
の
で
、

キ
リ
ス
ト
教
の
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場
合
に
は
そ
れ
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
新
約
聖
書
の
人
間
観
と
い

 

う
の
は
複
雑
で
多
様
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
少
な
く
と
も
私
は
、

バ
ゥ
 

ロ
を
読
ん
だ
限
り
、
人
間
は
本
来
、
霊

と

魂

と

身

体

の

三

つ

の

 

要
素
か
ら
な
る
統
一
体
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
。
人
 

間
は
三
つ
の
要
素
の
結
合
と
考
え
ま
す
が
、
そ
れ
が
心
で
あ

る

と

思
う
 

の
で
す
。
そ
の
場
合
、
霊
と
い
う
の
は
、
神
に
息
吹
か
れ
て
人
間
の
本

 

性
と
な
っ
た
神
の
御
姿
の
要
素
で
あ

る

と

言
っ
て

よ

い
と
思
う
の
で
す
。

旧
約
聖
書
の『

創
世
記」
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
人
間
親
の
S
の
杲
 

た
す
役
割
り
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
私
の
読
ん
だ
限
り
、
霊
は
、
プ
シ

ュ
ヶ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-VJ

ソ
ー
マ

-
-
-
こ
の
言
葉
が
適
切
か
否
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
丨

1
を
統
合
す
る
働
き
を
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
同
時
に
、
神
と
人
間

 

の
関
係
の
絶
対
と
相
対
の
関
係
あ
る
い
は
媒
体
の
役
割
り
を
持
っ
て
い

 

る
と
読
ん
で
レ
て
感
じ
ま
し
た
。

盡
、
魂
、
体
と
い
う
三
つ
の
隻
素
を
持
っ
た
人
間
が
、
真
の
主
休
で
 

あ
る
霊
的
生
命
か
ら
離
れ
て
、
知
、
情
、
意
全
体
の
大
き
な
変
動
を
今

 

体
験
し
て
い
る
の
だ
と
、
今
日
も
西
谷
先
生
が
お
話
し
に
な
っ
た
よ
う

 

に
思
い
ま
す
。

『

失
楽
園』

の
話
を
よ
く
読
ん
で
み
ま
す
と
、
霊
的
生
命
に
主
体
を

 

お

く

と

い
う
よ
り
は
、
知
、
情
、
意
と
い
い
ま
す
か
ブ
シ
ュ
ヶ

I
の
 

領
域
に
精
神
的
な
分
別
知
に
従
っ
て
善
悪
を
知
る
と
言
い
ま
す
か
、
あ
 

る
い
は
、
聖
書
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
目
に
美
し
い
、
賢
く
な
る
、
好
ま
 

し
い
、
善
、
美
、
真
と
い
う
文
化
的
価
値
を
言
う
の
で
す
が
、
精
神
的
 

な
領
域
に
中
心
を
お
く
時
に
®;
落
へ
の
道
が
始
ま
る
と
、
そ
の
言
葉
は

神
話
で
象
徴
さ
れ
て
い
る
ょ
う
に
、
私
は
說
ん
だ
の
で
す
け
れ
ど
も
。
 

そ
し
て
、

a
が
プ
シ
ュ
ヶ
I
と
ソ
ー
マ
を
結
合
し
て
い
る
状
態
が
破
れ

 

た
時
に
、
人
間
で
あ
る
主
体
は
ず
れ
る
。
そ
し
て
、
魂
と
体
は
肉
に
な
 

っ
て
、
裳
肉
二
元
論
的
な
把
握
に
な
っ
て
、
不
断
の
対
立
抗
争
を
経
験

 

す
る
ょ
う
に
な
る
と
も
読
め
た
の
で
す
。

私
は
、
西
谷
先
生
の
言
わ
れ
た
ス
ビ
リ
ッ
ト
が
塞
が
れ
て
い
る
状
態

 

を
考
え
て
み
る
と
、
原
型
と
い
う
の
は
既
に
、
旧
約
聖
書
の
そ
う
い
う
 

象
徴
的
な
比
喻
の
中
に
、
非
常
に
深
く
洞
察
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

イ
エ
ス
が
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
て
絶
命
す
る
時
に
、

「

わ
が
霊
を
御
 

手
に
ゆ
だ
ねj

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
場
面
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
大
 

変
な
言
葉
だ
と
思
っ
て
、
私
は
読
む
の
で
す
ね
。

つ
ま
り
聖
書
で
は
、

盖
と
い
う
言
葉
が
非
常
に
深
い
意
味
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
、
私

取

 

は
驚
く
の
で
す
。 

一 

し
か
し
、
現
代
人
は
■
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
だ
け
で
非
常
な
嫌
悪

 

感
を
示
す
の
で
す
ね
。
私
は
聖
書
研
究
会
を
や
っ
て
い
ま
す
が
、
霊
と
 

い
う
言
葉
が
出
る
と
、
皆
少
し
い
や
な
顔
を
す
る
。
ほ
に
つ
い
て
討
議

 

し

て

ま

す

と

、

早
く
過
ぎ
去
っ
て
別
の
討
議
を
し

て

ほ
し
い
と
い
う
表
 

情
を
な

さ

る

。

そ
れ
で
、
霊
の
言
葉
の
持
つ
リ
ア
リ
テ
ィ
を
、
現
代
人
 

は
な
か
な
か
認
識
し
難
い
と
、
私
は
思
い
ま
し
た
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
存
在
忘
却
と
言
い
ま
し
た
が
、
私
の
言
葉
で
い
う

 

と
霊
性
忘
却
で
す
。
信
仰
の
大
地
と
い
う
も
の
が
見
失
わ
れ
て
い
る
状

 

態
だ
と
、
私
は
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
少
数
で
す
が
、
そ
 

う
い
う
も
の
を
探
求
す
る
真
摯
な
方
達
も
現
わ
れ
て
い
る
。



西
谷
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
ニ
ー
チ
ヱ
と
か
キ
ュ
ル
ヶ
ゴ
ー
ル
の
教

 

会
闘
争
の
根
本
問
題
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
人
間
観
の
核
に
あ

る

ィ
ン
マ
 

ヌ
エ
ル(
神
わ

れ

ら

と

共
に
あ

り

)

の
霊
性
忘
却
の
問
題
と
私
は
思
い

 

ま
す
o

原
始
宗
教
か
ら
世
界
宗
教
ま
で
、
宗
教
で
あ
る
限
り
、
霊
の
実
在
と
 

い
う
も
の
は
根
本
を
な
す
現
象
で
は
な
い
か
と
、
聖
書
を
読
ん
で一

応
 

思
っ
た
の
で
す
。

1

つ
の
質
問
は
、

キ
リ
ス
ト
教
で
い
う
霊
と
い
う
も
の
が
、
仏
教
の
 

方
で
ど
の
よ
う
に
認
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
、
私
 

に
と
っ
て
根
本
的
な
一
番
大
き
な
問
題
で
す
。

ス
ビ
リ
ッ
卜
が
塞
が
れ
て
い
る
と
お
つ
し
や
つ
た
。

つ
ま
り
、
西
谷
 

先
生
は
、
ゼ
ー
レ
を
強
く
お
っ
し
ゃ
っ
て
、

ガ
ィ
ス
ト
の
方
は
私
達
の
 

解
釈
に
ま
か
さ
れ
た
。

も
うI

つ
は
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
接
点
の
間
題
で
す
。
仏
教
と
 

キ
リ
ス
ト
教
の
相
違
点
が
先
ず
気
に
な
り
ま
す
。
相
違
点
は
大
体
普

 ̂

キ
リ
ス
ト
教
は
有
神
論
と
私
達
は
考
え
ま
す
。
有
神
論
で
は
、
絶
対
者
 

は
人
格
的
な
も
の
だ
と
い
う
考
え
が
背
景
に
あ
る
の
だ
と
い
う
気
が
し

 

て
い
ま
す
。

人
格
的
と
い
う
こ
と
は
、
愛
の
呼
び
か
け
に
応
え
る
応
答
的
存
在
で

 

あ
る
と
か
、
貴
任
の
主
体
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
社
会
生
活
、
政
治
 

的
使
命
、
歴
史
意
識
、
自
由
と
責
任
と
い
う
こ
と
が
主
休
と
い
う
場
合

 

に
出
て
く
る
問
題
だ
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。

キ
リ
ス
ト
教
は
絶
対
者
を
表
現
す
る
時
に
は
、
し
ば
し
ば
、
神
と
か
、

父
な
る
神
と
か
、
主
は
我
ら
の
牧
者
、
あ
る
い
は
永
遠
者
、
創
造
者
と
 

い
う
ょ
う
に
、
擬
人
的
表
現
を
使
う
こ
と
が
多
い
気
が
し
ま
す
。
神
を
 

ア
ナ
ロ
ジ
ー
ア
で
、
形
で
表
わ
す
傾
向
が
強
い
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
信
 

者
に
な
っ
た
時
に
何
と
な
く
感
じ
ま
し
た
。

そ
れ
に
対
し
て
仏
教
は
非
有
神
論
的
宗
教
と
考
え
ら
れ
る
傾
向
が
あ

 

っ
た
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
か
ら
見
て
、
そ
う
思
っ
て
い
ま
し

 

た
。
超
越
的
存
在
は
、
人
格
的
な
も
の
が
舫
面
に
出
る
ょ
り
も
、
非
人
 

格
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
C
特
 

に
ヵ
ル
マ
と

か
法

と

か
ダ

ル
マ
と

言

わ

れ

る

場
ム
ロ
、印
象

と

し
て
は
、 

形
な
き
も
の
、
非
人
格
的
な
響
き
を
感
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
ダ
 

ル
マ
な
ら
ダ
ル
マ
を
休
現
し
た
菩
薩
と
か
ブ
ッ
ダ
、
阿
弥
陀
な
ど
も
そ

 

う
か
も
知
ゎ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
方
々
は
逆
に
、
非
常
に
人
格
的
な
 

体
質
を
持
ハ\

お
ら
れ
る
ょ
う
に
思
え
る
の
で
す
け
れ
ど
も
。
で
す
か
 

ら
人
格
的
な
も
の
が
背
後
に
あ
る
と
。

阿
部
正
雄
先
生
が
い
つ
か
言
わ
れ
た
の
だ
か
、
読
ん
だ
の
だ
か
は
っ
 

き
り
し
ま
せ
ん
が
、

「

卒
直
に
言
っ
て
、
人
格
神
と
い
う
観
念
は
仏
教

 

徒
と
し
て
一
番
難
し
い
点
で
あ
る」

と
発
言
し
て
お
ら
れ
た
こ
と
は
、 

確
か
で
、
間
違
い
な
い
。

日
本
人
と
し
て
、
事
実
、
存
存
の
最
高
形
態
を
表
わ
す
場
合
に
人
格

 

の
観
念
は
、

ギ
リ
ギ
リ
の
表
現
を
す
る
場
合
に
不
適
当
と
言
え

る

か
も
 

知
れ
な
い
と
い
う
感
じ
を
私
は
持
っ
て
お
り
ま
し
た
。
私
の
言
う
キ
リ
 

ス
ト
教
の
人
格
的
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
擬
人
的
と
い
う
の
で
は
な

 

く
て
、
神
の
ベ
ル
ソ
ナ
が
普
通
の
私
共
の
人
格
を
超
え
て
い
る
わ
け
で
、
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名
状
す
ベ
か
ら
ざ
る
神
秘
と
言
い
ま
す
か
、
擬
人
的
な
把
握
を
超
え
る
意

 

意
味
を
持
っ
て
い
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
否
定
神
学
は
、
そ
の
点
を
よ
く
弁
え
て
い
る
と
私

 

は
思
い
ま
す
。

仏
教
の
方
々
は

、

こ

こ

を

ど

の

よ

う

に

捉
え
ら
れ
る
の
か
な
と
思
っ
 

て
、
色
々
勉
強
し
ま
し
た
時
に
、
西
谷
先
生
の『

宗
教
と
は
何
か』

を
 

読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
本
の
一
番
重
要
な
論
文
は——

私
に
 

と
っ
て
で
す
が
I

、

「

宗
教
に
お
け
る
人
格
性
と
非
人
格
性」

で
、

こ
れ
だ
け
は
何
度
も
読
み
ま
し
た
。
西
谷
先
生
は
そ
の
中
で
、

「

人
格
 

的
非
人
格
性」

と
い
う
言
葉
を
述
べ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
人
格
の
概
念

 

は
神
の
完
全
性
を
必
ず
し
も
完
全
に
表
現
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、 

人
格
性
が
出
て
く
る
超
人
格
性
、
無
我
性
に
注
目
し
て
、
人
格
的
非
人
 

格
性
と
い
わ
れ
る
要
素
を
説
明
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
面
白
い
言
葉
だ
 

と
思
っ
た
も
の
に
、
人
格
性
は
絶
対
無
の
仮
面
で
あ
る
と
い
う
の
が
あ

 

り
ま
し
た
。

人
間
中
心
的
な>

n
t
h
r
o
p
o
z
s
t

 r
i
s
m
u
s

と
い
う
か
、
そ
う
い
う
 

人
間
中
心
的
な
擬
人
的
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
キ
リ
ス
ト
教
の
創
造
神

 

の
問
題
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

仏
教
の
教
え
の
ど
こ
に
も
、
世
界
の
原
因
と
か
、
世
界
の
始
ま
り
に
 

つ
い
て
述
べ
て
い
な
い
。
創
造
主
は
、

キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
の
生
命
線
’
 

決
め
手
と
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
私
は
思
い
も
し
ま
す
が
、
仏
教
の
立
場

 

は
キ
リ
ス
ト
教
の
創
造
説
を
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
受
け
容
れ
難
い
と
す
る

 

の
で
は
な
い
の
か
と
、
素
人
考
え
で
す
が
考
え
て
み
ま
し
た
。

創
造
主
も
神
も
人
格
的
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
言
語
を
絶
す
る
神

 

秘
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
言
葉
と
霊
は
相
即
関
係
で
理
解
す
べ
き
で
は

 

な
い
か
。
言
菓
は
人
格
的
で
す
が
、
霊
は
あ
る
意
味
で
存
在
論
的
で
は

 

な
い
か
と
、
私
は
思
う
の
で
す
。

昨
夜
西
谷
先
生
は「

キ
リ
ス
ト
教
の
無
か
ら
の
創
造」

と
い
う
こ
と
 

を
チ

ラ

ッ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

こ
の
創
造
者
の
こ
の
特
徴
を
、
多
 

分
西
谷
先
生
は
了
承
な
さ
ら
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。
例
え
ば
I
 

無
か
ら
の
創
造
は
、
先
ず
第
一
に
、
絶
対
的
な
超
越
を
示
す
概
念
だ
と

 

思
い
ま
す
。

こ
う
い

っ
た
絶
対
者
が
仏
教
側
で
受
け
容
れ
ら
れ
る
の
か

 

ど
う
か
、
私
に
は
分
か
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
仏
教
徒
の
方
が
強
く
共
感
な
さ
る
こ
と
は
、
絶
対
超
越
の
 

神
は
ま
た
同
時
に
、
絶
対
内
在
の
神
で
も
あ
っ
て
、
む
し
ろ
世
界
や
人
 

間
に
内
在
す
る
も
の
と
す
る
見
方
で
す
。
ヵ
ー
ル

.
ラ

ー

ナ

—̂

^
最

近

 

は
、
絶
対
的
な
自
己
譲
渡
と
い
う
概
念
を
使
っ
て
い
ま
す
。
神
は
世
界
 

に
自
己
自
身
を
与
え
る(

E
n
to>
-
u 

u
e
r
u
n
g

 )

、
自
己
を
譲
渡
す
る
 

の
だ
と
。
逆
に
言
う
と
、
被
造
物
は
神
の
自
己
譲
渡
で
あ
る
、
徹
底
し
 

た
受
肉
で
あ
る
と
い
う
捉
え
方
を
し
て
い
ま
す
。
あ
る
意
味
で
、
パ
ゥ
 

ロ
の
ピ
リ
ピ
人
へ
の
手
紙
の
中
の「

自
己
無
化」

(

h

r

s

s?

)

と
関
 

係
が
あ
り
、
創
造
主
は
絶
対
超
越
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
に
満
足
 

な
さ
ら
な
い
。
神
の
性
格
は
愛
で
あ
っ
て
、
神
自
身
、
自
己
否
定
性
を
 

身
に
つ
け
て
お
ら
れ
る
。

今
は
違
い
を
述
べ
ま
し
た
が
、
次
に
、
接
点
の
考
察
に
移
り
ま
す
。
 

私
が
読
ん
だ
西
谷
先
生
の
ど
の
本
に
も
工
ッ
ク
ハ
ル

ト

が

引
用
さ
れ
て



ま
す
が
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
接
点
を
最
も
よ
く
体
現
し
て
い
る
例

 

と
し
て
挙
げ
て
お
ら
れ
る
の
だ
と
思
っ
て
読
み
ま
し
た
。

つ
ま
り
、

キ
 

リ
ス
ト
教
は
、
三
位
一
体
の
一
で
あ
る
と
こ
ろ
に
神
の
本
質
を
見
る
。
 

父
と
子
と
聖
霊
と
い
う
神
の
根
底
に
、
三
な
ら
ざ
る
一
、
統
一
、Go

t
t

 

h
e
i
t

 

(

神
性T
あ
る
い
は
神
的
自
然
が——

私
の
言
葉
で
は
三
位
一
 

体
の
お
い
て
あ
る
場
所
、
神
の
根
底
、
神
自
体
で
あ
る
神
、
あ
る
意
味
 

で
被
造
物
と
の
関
係
で
見
ら
れ
た
神
、
三
つ
の
ペ
ル
ソ
ナ
で
あ
る
と
い
 

う

よ

り

は

根
底
と
し
て
隠
さ
れ
た
神

(

こ
れ
は
、

-1

コ
ラ
ゥ

ス

•
ク
ザ
 

丨

ヌ

ス
や
ル

タ

ー
が
言
っ
て
い
る
ら
し
い
の
で
す
が)

——

存
し
、
そ

 

の
根
底
が
私
の
生
死
の
根
拠
で
も
あ
り
場
で
も
あ
る
と
い
う
よ
う
に
捉

 

え
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
い
て
は
、
三
位
一
体
の
神
と
、
神
の
無
を
含
ん
 

だ
全
体
と
し
て
の
神
が
語
ら
れ
る
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
根
本
を
踏

 

ま
え
た
把
握
で
あ
る
と
、
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
全
体
と
し
て
の
 

神
、

つ
ま
り
三
と
一
の
両
方
を
含
ん
だ
全
体
と
し
て
の
神
が
聖
霊
の
働

 

き
を
通
し
て
我
々
の
霊
の
中
に
働
く
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
突
破
し
て
行

 

く
そ
の
時
に
、
私
達
の
内
面
性
、
実
存
の
中
に
神
の
子
が
誕
生
す
る
と

 

い
う
発
想
だ
と
思
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
根
本
は
、
私
の
考
え
で
は
 

6
i

ela
c
i

 

(

神
化)

で
、
譲
渡
す
る
と
い
う

こ

と

と
パ
ラ
レ
ル
だ
と
思

 

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
ギ
リ
シ
ア
正
教
の
根
本
を
流
れ
る
思
想
だ
と
思
い

 

ま
す
。

ギ
リ
シ
ア
正
教
の
中
に
、

ヵ
ト
リ
ッ
ク
で
さ
え
と
も
す
れ
ば
見
失
い

 

が
ち
だ
っ
たw

l
s
e
a
f
?
(

神
化)

の
思
想
が
残
存
し
て
お
り
、
そ
れ
は

ギ

リ

シ

ア

•
カ

ト

リ

ッ

ク

と

ロ

ー

マ
•
カ

ト

リ

ッ

ク

の

共

通

の
根
で
あ

 

る
と
、
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
の
、
接
点
と
し
て
の
具
体
例
と

 

し
て
、
西
谷
先
生
が
生
涯
を
か
け
て
追
求
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
、

私
な
り
に
読
み
取
り
ま
し
た
。

も
う
一
点
。
西
谷
先
生
の
論
文
の
中
に
唯
一
つ「

仏
教
と
キ
リ
ス
ト
 

教」

と
い
う
論
文
を
見
つ
け
ま
し
た
。
多
分
昭
和
三
◦
年
頃
に
書
か
れ

 

た
か
な
り
長
い
論
文
で
す
。
こ
こ
に
は
非
神
話
化
の
問
題
が
取
り
上
げ

 

ら
れ
て
い
ま
す
。
私
達
カ
ト
リ
ッ
ク
に
と
っ
て
は
切
実
な
問
題
で
あ
る

 

処
女
懐
胎
、

マ
リ
ア
の
無
原
罪
の
受
胎
の
問
題
が
そ
こ
に
取
り
上
げ
ら

 

れ
て
い
て
、
画
期
的
な
解
釈
が
そ
こ
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
結
論
を
申
 

し
上
げ
る
と
、
西
谷
先
生
に
よ
る
と
、

「

性
的
、
精
神
的
な
純
、
不
純
一

 

に
か
か
わ
ら
ず
、
実
は
人
間
と
し
て
の
根
本
の
と
こ
ろ
に
本
来
備
わ
っ
-5
0
 

て
い
る
染
、
不
染
を
超
越
し
た
絶
対
的
不
染
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
だ」

 

と
い
う
と
な
の
で
す
。
そ
れ
は
多
分
、
盤
珪
と
か
、

「

親
の
生
み
つ
け
 

た
る
心
に
は
一
点
の
迷
い
な
し

」

と

い

う

言
葉
に
つ
な
が
る
も
の
か
も

 

知
れ
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
白
隠
の「

衆
生
は
本
来
仏
だ」

と
い
う
考
え
 

と
も
つ
な
が
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
処
女
懐
胎
と
い
う
こ
と
は
、

力
 

ト
リ
ッ
ク
で
は
非
常
に
深
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
た
 

だ
一
回
限
り
聖
母
マ
リ
ア
に
起
こ
っ

た

こ

と

と

は

、

西
谷
先
生
は
認
め
 

ら
れ
な
い
。
し
か
し
、

一
人
一
人
の
人
間
の

中
に
、
染
、
不
染
を
超
え
 

た
絶
対
的
不
染
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
聖
母
性
と
捉
え
て
お
ら
れ
る
の
か

 

と
思
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
私
、
非
常
に
深
い
洞
察
と
思
い
ま
し
た
。
 

私
に
は
、
少
な
く
と
も
総
て
の
人
の
中
に
マ
リ
ア
性
が
存
在
す
る
こ
と



を
認
め
て
お
ら
れ
た
よ
う
な
気
が
し
て
、

ヵ
ト
リ
ッ
ク
に
と
っ
て
却
っ
 

て
目
が
覚
め
る
思
い
で
し
た
。

マ
リ
ア
だ
け
の
特
例
は
認
め
な
い
が
、 

総
て
の
人
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
事
実
と
し
て
認
め
、
そ
れ
を
非
自
然
と
 

し
て
、
自
然
の
非
自
然
と
捉
え
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
色
即
是
空
 

と
い
う
お
考
え
が
根
底
に
あ
る
か
な
と
思
い
ま
し
た
が
、
空
の
立
場
で
 

可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
私
達
は
、

マ
リ
ア
を
借
り
て
イ
エ
ス
.
 

キ
リ
ス
ト
の
歴
史
に
お
け
る
一
回
性
と
い
う
も
の
を
認
め
る
立
場
で
あ

 

り
な
が
ら
そ
こ
を
破
っ
て
西
谷
先
生
.か支
持
す
る
も
の
と
ど
こ
か
 

響
く
も
の
を
感
じ
て
い
る
の
で
す
。

最
後
に
西
谷
先
生
は
土
居
先
生
の
ス
ピ
リ
ッ
ト
の
質
問
に
答
え
て
、 

堰
を
切
っ
た
よ
う
に
聖
霊
に
つ
い
て
話
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、J

o
a


c
h
i
m

 

F
l
o
r
i
s

に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
時
に
、
三
位
一
体
の
一
体
を
、 

ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
に
考
え
る
だ
け
で
な
く
、
歴
史
的
に
捉
え
た
ら
ど
う
か

 

と
、
つ
ま
り
、

父
の
時
代
、
子
の
時
代
、
聖
霊
の
時
代
と
い
う
よ
う
に
、 

一
つ
の
歴
史
観
と
し
て
捉
え
た
ら
ど
う
か
と
お
っ
し
や
い
ま
し
た
が
、 

私
は
全
く
賛
成
で
す
。

こ
れ
は
現
代
で
は
べ
ル
ジ
ャ
ー

エ
フ
、

ソ
ロ
ヴ
ィ
ョ
ー
フ
、
ブ
ル
ガ

1
コ
フ
、
そ
し
て
ド
ス
ト
ュ
フ
スJfi

-
-
あ
る
程
度
そ
う
だ
と
思
い
ま

す
が
、
ギ
リ
シ
ア
正
教
的
な
思
想
背
景
を
持
っ
た
哲
学
者
達
は
、
現
実
 

に
歴
史
を
そ
う
解
釈
し
て
い
て
、
今
は
正
常
な
時
代
へ
の
入
口
に
立
っ

 

て
い
る
と
か
。
今
は
真
っ
直
中
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
。

ペ
ル
ジ
ャ
ー

H

フ
は
父
の
時
代
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
、
律
法
の
 

倫
理
と
い
う
こ
と
を
言
つ
て
い
る
。
集
団
に
と
つ
て
律
法
は
欠
か
せ
な

い
。
神
の
啓
示
は
そ
こ
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
第
二
の
子
の
時
代
の
啓

 

示
に
お
い
て
は
、
罪
人
で
あ
ろ
う
が
0ミ

3
2;
3

で
あ
ろ
う
が
神
の
愛
 

か
ら
疎
外
さ
れ
る
も
の
は
な
い
と
い
う
、
福
音
の
倫
理
が
対
応
す
る
と
。
 

ベ
ル
ジ
ャー

エ
フ
は
聖
霊
の
時
代
に
対
応
す
る
倫
理
と
し
て
、
創
造
の
 

倫
理
を
言
い
、
三
位
一
体
論
で
す
が
、
そ
れ
を
歴
史
的
に
考
え
る
の
で

 

す
。
創
造
を
無
か
ら
の
創
造
と
解
釈
し
て
、
現
代
と
い
う
の
は
方
向
も

 

何
も
分
か
ら
な
い
と
い
う
の
で
す
。

例
え
ば
、
高
校
の
教
師
に
な
れ
ば
ク
ラ
ス
を
担
任
す
る
。
最
初
は
ど
 

こ
か
ら
ど
う
始
め
て
よ
い
の
か
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、

一
年
経
て
ば
 

か
す
か
な
実
り
が
あ
る
。
ま
た
、
玉
城
先
生
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、 

大
学
の
講
義
で
学
生
が
騒
い
で
い
る
場
合
、
少
し
黙
想
す
る
と
喋
ら
な
 

い
。
こ
れ
は
、
大
し
た
発
見
と
思
い
ま
す
。

今
迄
は
女
性
に
は
思
想
が
な
い
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
段
 

々
女
性
の
時
代
に
な
っ
て
き
て
、
私
達
の
と
こ
ろ
で
は
、

シ
ス
ター

が
 

学
長
に
な
り
、
上
も
女
性
、
周
り
も
女
性
、
学
生
も
女
性
。
入
っ
て
、 

し
て
駄
目
に
な
る
の
で
す(

一
同
笑)

。
し
か
し
、
脱
却
す
る
方
 

向
が
あ
る
。
自
分
な
り
に
哲
学
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
す
。
'だ
か
ら
こ
 

そ
例
え
ば
将
来
、
女
性
の
司
祭
が
現
わ
れ
る
こ
と
は
ど
う
な
の
か
。
女
 

性
が
上
に
き
た
時
に
、
男
性
は
ど
う
い
う
気
持
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

十
年
前
は
本
当
に
困
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
女
性
も
進
歩
し
、
管
 

理
者
と

し

て

対
応
が
上
手
に
な
っ
て
き
た
。
成
熟
し
ま
し
た
ね
。

で
す
か
ら
聖
霊
の
時
代
と
い
う
の
は(

笑

)

、

何
か
大
き
な
こ
と
を

 

や
る
と
い
う
よ
り
は(

笑)

、
女
性
に
は
女
性
で
魂
の
叫
び
が
あ
る
の



で
す
ね
。
そ
れ
を
キ
ャ
ッ
チ
し
ま
し
た
。
女
性
に
近
づ
い
て
も
巻
き
込

 

ま
れ
な
い(

一
同
笑)

。
逆
対
応
で
す(

一
同
笑)

。

こ
の
よ
う
に
、
創
造
と
い
う
の
は
大
袈
裟
な
こ
と
で
は
な
く
、
身
近
 

か
な
こ
と
で
も
誰
も
が
楽
し
む
ソ
フ
ィ
ア
を
持
つ
こ
と
。
そ
こ
に
触
れ
 

る
と
、
学
生
で
も
顔
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
す
が
す
が
し
い
顔
に
な
り

 

ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
の
父
と
子
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、 

イ
エ
ス
.キ
リ
ス
ト
が
遺
言
の
よ
う
に
お
っ
し

ゃ

っ

た

「

自
分
亡
き
後

 

は
聖
霊
に
聞
け」

と
い
う
言
葉
。
私
は
、
そ
れ
は
遺
言
と
思
っ
て
お
り

 

ま
す
。
聖
霊
こ
そ
リ
ア
リ
テ
ィ
だ
、
実
在
だ
と
。
そ
れ
が
イ
エ
ス
の
体

 

を
か
け
た
教
え
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
公
案
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
考

 

え
ま
し
た
ら
、
や
は
り
西
谷
先
生
が
最
後
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

つ
ま
り
、 

聖
霊
だ
け
は
対
象
と
し
て
論
じ
ら
れ
ず
、
あ
る
が
ま
ま
に
見
て
そ
れ
を

 

解
釈
し
、
そ
こ
に
無
の
論
理
が
な
い
。

a

ゴ
ス
化
は
で
き
な
い
。
そ
う
 

い
う
意
味
で
、
禅
の
方
々
と
触
れ
て
、
幼
稚
で
は
あ
り
ま
す
が
、
何
か
 

少
し
学
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

随
分
纏
ま
ら
な
い
話
で
し
た
け
れ
ど
、

ス
ピ
リ
ッ
ト
が
塞
が
れ
て
い
 

る

と

い
う
こ
と
を

考
え
、
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
し
た
。
近
く
か
ら
始

 

め
た
ら
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
玉
城
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
 

た
よ
う
に
、
解
決
は
ど
こ
に
も
な
く
て
、
も
の
そ
れ
自
身
に
触
れ
る
と

 

い
う
か
、
事
実
自
身
、

ロ
ボ
ッ
ト
な
ら
ロ
ボ
ッ
ト
自
身
か
ら
始
ま
る
の
 

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
私
達
の
主
体
が
ロ
ボ
ッ
ト
よ
り

 

も
先
た
と
、

こ
ち
ら
ガ
動
か
な

•̂と

-̂け
な

•̂と
そ
う
思

.̂ま
し
た
。

私
の
質
問
は
た
だ
一
つ
、
霊
と
い
う
も
の
は
、
仏
教
徒
か
ら
見
て
ど
 

う
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

八

木

ど

う

も

あ

り

が

と

う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
大
変
具
体
的
な
問
題
に
 

ま
で
触
れ
て
参
り
ま
し
た
の
で
、
そ
の
分
だ
け
活
発
な
討
論
が
期
待
さ

 

れ
る

と

思
い
ま
す
。

余
計
な
コ

メ
ン
ト
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
小
野
寺

 

さ
ん
は
、
特
に
西
田
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
応
と
い
う
こ
と
を
一
所

 

懸
命
に
考
え
て
お
ら
れ
ま
す
。
先
に
種
明
か
し
を
し
て
し
ま
う
と
気
の

 

毒
で
す
が
、
却
っ
て
話
し
易
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
場
 

の
三
位
一
体
論
的
解
釈
あ
る
い
は
絶
対
無
の
聖
霊
論
的
解
釈
と
い
う
こ

 

と
を
頻
り
に
言
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
の
で
、
そ
の
辺
を
ご
承
知
お
一

 

き
頂
き
ま
す
と
、
彼
の
質
問
が
ど
こ
か
ら
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
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あ
る
程
度
見
当
を
つ
け
て
頂
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

一 

そ
う
い
う
背
景
の
中
で
、
先
ず
キ
リ
ス
ト
教
の
霊
が
仏
教
の
何
に
当

 

た
る
か
、
小
野
寺
さ
ん
は
ご
自
分
で
は
答
え
を
持
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い

 

ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
そ
れ
と
関
連
し
て
い
る
の
で
す
が
、
ク
レ
ア
チ
オ

 

.
エ

ッ

ク

ス
.
ニ
ヒ
ロ 

(
c
r
e
a
t
i
o

 

e
x

 

n
i
h
i
l
o
)
(

無
か
ら
の
創
 

造)

と
言
わ
れ
る
ょ
う
な
絶
対
的
な
超
越
と
い
う
も
の
は
、
先
程
の
絶
 

対
無
の
場
で
す
ね
。
そ
れ
を
三
位
一
体
論
的
解
釈
と
い
う
こ
と
で
一
所

 

懸
命
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
背
景
か
ら
す
る
と
、
こ
の
質
問
の
出
処
や
 

意
味
も
、
あ
る
程
度
ご
理
解
頂
け
る
と
思
い
ま
す
。

絶
対
的
超
越
と
い
う
こ
と
は
仏
教
の
側
で
受
け
容
れ
ら
れ
る
の
か
。
 

あ
る
い
は
、
絶
対
的
超
越
が
絶
対
的
内
在
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
と
係



わ
っ
て
い
る
セ
オ
ー
シ
ス(

神
化)

の
問
題
が
出
ま
し
た
。
た
だ
、

こ
 

れ
は
、

キ
リ
ス
ト
教
に
そ
れ
は
そ
の
通
り
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
ご
質

 

問
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
点
が
、
少
し
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で

 

す
が
。

そ
れ
と
関
連
し
て
、
人
間
と
し
て
の
根
本
に
、
凡
夫
の
穢
れ
、
機
れ
 

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
超
え
た
絶
対
的
な
不
染
が
あ
る
と
い
う
ご
指

 

摘
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
、

キ
リ
ス
ト
教
側
に
こ
れ
を
認
め
る
か
と

 

い
う
ご
質
問
で
す
か
。
そ
う
で
な
く
て
、
仏
教
が
そ
う
だ
と
い
う
の
で

す
か

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
o
こ
れ
に
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
側
か
ら
の
反
論
が
色
々
あ
り
得

る
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
聖
篕
論
の
倫
理
的
具
体
化
と
し
て
、
例
え
ば
、
対
女
性
、 

対
学
生
関
係
に
つ
い
て
お
話
を
な
さ
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
、

こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
当
然
仏
教
の
側
だ
と
思
い

 

ま
す
の
で
、

キ
リ
ス
ト
教
側
で
ス
ピ
リ
ッ
ト
、
盏
と
言
っ
て
い
る
も
の
 

が
、
仏
教
で
の
果
た
し
て
问
に
対
応
す
る
の
か
。

こ
の
辺
か
ら
問
題
を
 

始
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

玉
城
先
程
も
ち
ょ
っ
と
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
ス

ピ

リ

ッ
卜
な
ど
と

 

言
う
か
ら
ブ
ネ
ゥ
マ
が
分
か
ら
な
く

な

っ
て

し
ま
う
。

概
念
化
さ
れ
な
 

い
働
き
で
す
か
ら
。
そ
れ
が
、
神
の
フ
ッ
ー
と
い
う
息
吹
き
。
そ
の
神
 

の
息
吹
き
を
自
分
の
全
体
に
受
け
容
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
が
自
 

分
に
明
ら
か
に
な
っ
て
く

る
と
い
う
こ
と
。

こ
の
こ

と

を

パ
ゥ
ロ
は
一 

所
懸
命
言
っ
て
、
そ
こ
か
ら
も
の
を
言
っ
て
い
る
の
が
パ
ウ
ロ
の
S
簡
 

だ

と

思
い
ま
す
。

し
か
し
、
ス

ピ

リ

ッ

ト

と

か
三
位I

体
と
か
い
う
よ
う
に

ど

う

し
て
 

も
概
念
化
し
て
し
ま
う
の
が
、
人
間
の
宿
命
み
た
い
な
も
の
と
思
う
の

 

で
す
。

仏
教
の
側
で
も
ダ
ン
マ
と
い
う
。
ダ
ン
マ
と
言
う
時
に
は
自
分
の
人

 

格
体
は
な
い
わ
け
で
。
慘
儋
た
る
苦
行
を
経
た
後
で
、
常
時
入
っ
て
い
 

る
ゴ

I
タ
マ
で
す
か
ら
。
我
々
は
そ
の
苦
行
を
抜
き
に
し
て
、
定
か
ら
 

入
っ
て
行
く
。
だ
か
ら
苦
行
と
い
う
も
の
が
自
分
な
り
の
形
で
出
て
く

 

る
の
で
す
。

し
か
し
神
の
息
吹
き
と
い
う
か
、
ゴ

ー

タ
マ
の
場
合
に
は
何
も
名
前

 

が
つ
か
な
い
で
、
た
だ
一
所
懸
命
に
坐
っ
て
い
る
時
に
、

明
ら
か
に
な
 

っ
て
ァ
I
ッ
と
い
う
ゴ

ー

ダ

マ
の
力
が
吹
き
出
た
の
が
偈
に
な
っ
て
い
一

 

る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
は
文
献
的
に
は
ず
っ
と
後
で
、
そ
れ
を
伝

え

て
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パ
ー
リ
語
に
し
た
わ
け
で
す
。
そ
の
状
況
を
お
さ
え
て
み
る
と
、

ハー

一 

ッ
と
明
ら
か
に
な
っ
た

時
に
ア
ー
ッ
と
出

た

の
が
偈
で
、
初
め
て
言
葉
 

が
ダ
ン
マ
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。

ダ
ン
マ
と
い
う
の
は
ゴ
！
タ
マ
以
前
に
、
既
に
ゥ
パ
二
シ
ャ
ッ
ド
で

 

使
わ
れ
て
い
て
、
様
々
な
意
味
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
パ
ー
リ
語
で
 

は
ダ
ン
マ
と
な
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
ゴ
ー
タ
マ
に
と
っ
て
は
最
初
の
、
 

今
日
の
言
葉
で
言
え
ば
、Gs

n
d
w
o
r
t

に
な
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
そ
れ
 

で
初
め
て
ゴ
I
タ
マ
は
頷
い
た
の
で
す
。
そ
れ
迄
は
い
く
ら
、

よ
し
よ
 

し
と
言
わ
れ
て
も
頷
け
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
道
元
の
場
合

 

と
違
う
。
如
浄
と
道
元
の
関
係
と
、
そ
の
状
況
が
全
く
違
う
の
で
す
。

そ
れ
で
初
め
て
あ
た
り
を
見
回
し
た
ら
、
自
分
に
と
っ
て
先
生
は
な



い
、
こ
の
ダ
ン
マ
を
尊
重
し
、
尊
敬
し
、

こ
れ
に
基
づ
い
て
い
こ
う
と
 

す
る
の
で
す
。
三
十
五
歳
の
ブ
ッ
ダ
が
決
意
し
、
八
十
で
亡
く
な
る
ま

 

で
ず
っ
と
ダ
ン
マ
に
基
づ
い
て
い
っ
た
。
そ
れ
迄
も
恐
ら
く
人
間
ブ
ッ
 

ダ
の
人
格
的
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
と
意
識
し
て
い
っ
た
と
思
う
の
で
す
0
 

こ
れ
が
ダ
ン
マ
。

パ
ー
リ
語
で「

ダ
ン
マ

タ
ー」

(
d
h
a
m
m
a
t
a

 }

と

い

う

言
葉
が
出
 

て
き
ま
す
。
こ
れ
は
四
箇
所
か
五
箇
所
で
、
余
り
沢
山
出
て
き
ま
せ
ん
。
 

こ
れ
を
、
全
く
思
想
を
離
れ
て
、
文
献
の
み
で
整
理
し
て
い
く
と
、
は
 

っ
き
り
と
ダ
ン
マ
が
明
ら
か
に
浸
透
し
、
成
熟
し
、
貫
通
、
通
徹
し
て
 

い
く
ブ
ロ

セ
ス
を
ダ
ン
マ
タ

ー

と

言
つ

て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
パ
！
リ
語
の
文
献
の
調
査
で
、
は
っ
き
り
出
て
き
ま
す
。
 

そ
れ
を
鳩
摩
羅
什
の
時
に
、

「

法
性」

と
固
定
化
し
て
し

ま

い

ま

し

た

。
 

ダ
ン
マ
タ
ー
は

、
翻
訳
し
て
し
ま
う
と

法
性
と
い
う
抽
象
名
詞
に
文
法

 

的
に
は
な

り

ま

す

の
で
。
つ
ま
り
、

「

現
わ
れ
て
い
る

存
在
の
グ
ル
ン
 

ト
に
な
る
も
の」

と

い

う

フ

ィ

ロ

ソ

フ

ィ

ヵ

ル
な
概
念
に
な
つ
て
し

ま
 

い
、
折
角
の
元
の
ダ

イ

ナ

ミ

ッ

ク

な

プ

口

セ

ス

が
な
く

な

っ

て

し

ま

う

 

の
で
す
ね
。

同
じ
こ
と
が
キ
リ
ス
ト
教
に
も
起
こ
っ
て
き
て
い
る
と
思
う
の
で
す
0 

だ
か
ら
、
そ

のr

元
の
と
こ
ろ
へ
立
ち
返
る」

と
い
う
こ
と
が
大
事
な

 

の
で
す
。
立
ち
返
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、

3
分
自
身
に
 

7
ァ
ー
ッ
と
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
状
況
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
そ
 

う
い
う
状
況
の
基
本
が
概
念
化
し
て
い
く
過
程
と
は
全
く
別
の
、
全
人
 

格
体
が
一
つ

に

な

っ

て

営
ま
れ
て
い
く
と
い
う
ブ
口

セ
ス
の
中
で
初
め

て
、
そ
う
い
う
状
況
が
明
ら
か
に
な
っ
て
、
そ
れ
が
概
念
化
さ
れ
ず
に
、 

こ
の
人
格
体
が
熟
し
て
い
く
。
そ
れ
は
、
決
し
て
単
純
で
は
な
い
。
じ
 

ぐ
ざ
ぐ
、
人
に
よ
っ
て
色
々
成
々
に
段
々
熟
し
て
い
く
。

で
は
、
ど
こ
に
明
ら
か
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
も
う
一
つ
の
問

 

題
で
す
。
自
分
に
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
が
、

「

自
分
の
ど
こ
に」

 

明
ら
か
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
な
か
な
か
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た

 

の
で
す
。
段
々
経
典
を
見
て
い
く
う
ち
に
、
非
常
に
懇
切
丁
寧
な
パ
ー

 

リ
語
の
説
法
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
がr

業
禺
熟
休」

^
2
5
ミ
ー— 

p
f
k
a
)

で
す
。
業
異
熟
と
い
う
^
訳

，
で

ダ

る<■
»
*
"•.•

•
•
私

は

そ

れ

を

使

っ

 

て
い
ま
し
た
。
し
か
L
t
t
近
段
々
そ
れ
は
適
切
で
は
な
い
と
、

r

業
の
 

熟
せ
る
も
の
一
を
意
味
す
る
別
の
言
葉
を
。 

一

し
か
し
ブ
ッ
ダ
で
锒
後
に
出
て
く
る
の
は
体
な
の
で
す
。
体
は
、
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デ
ヵ
ル
ト
の 

> 
う

よ

う

な

体
で
は
な
い
。
禅
定
が
深
ま
っ
て
、

「

空
無
 

辺
処
定J

、
「

識
無
辺
処
定」

、

「

無
所
有
処
定」

、

「

非
想
非
非
想

 

処
定」

。
し
か
し
こ
こ
に
は
ま
だ
サ
ン
ギ
ャ
が
あ
る
。
表
象
が
あ
る
。

非
想
非
非
想
処
定
な
ど
に
は
表
象
が
あ
る
。
無
相
心
三
昧
に
な
る
と
、

も
う
サ
ン
ギ
ャ
、
表
象
が
な
い
。

一

体
に
な
る
。
そ
れ
が
大
体
ピ
リ
オ
 

ッ
ド(

p
e
r
i
o
d

 }

だ
っ
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
懇
切
丁
寧
な
説
法
の
中
に
、
無
相
心
三
昧
に
な
っ
て
か

 

ら
体
が
出
て
く
る
の
で
す
。
業
異
熟
体
と
。
だ
か
ら
、
業
異
熟
休
と
し
 

た
方
が
、
も
っ
と
適
当
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
最
近
は
そ
の
よ
う
に
使

 

っ
て
い
ま
す
。
そ
の
茱
異
熟
体
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と

 

が
、
段
々
分
か
っ
て
き
た
の
で
す
。



そ
う
す
る
と
、
今
迄
仏
逍
の
流
れ
の
中
で
行
ぜ
ら
れ
て
き
た
ハ
ー
ッ
 

と
こ
う
五
体
投
地(

補

注

•
仏
教
で
の
最
上
の
敬
礼
法)

、
そ
の
ハ
ー
 

ッ
と

す

る

そ
れ
が
正
に
、
そ
れ
で
あ

る

と

思
い
ま
す
ね
。

キ
リ
ス
ト
教
の
堅
鲁
の
場
合
に
は
，フ
ネ
ゥ
マ
が
露
わ
に
な
る
。
仏
教
 

の
場
合
に
は
タ
ン
マ
が
露
わ
に
な
る
。

こ
れ
が
基
本
線
な
の
で
す
。

ど
こ
に
露
わ
に
な
る
か
と
い
う
、
も
うI

つ
の
最
後
の
と
こ
ろ
が
仏

 

教
で
は
業
異
熟
体
に
菡
わ
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
初
め
て
仏
道
の
入

 

ロ
に
入
る
の
で
す
。
そ
の
先
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
業
異
熟
体
が
、
そ
れ
こ
 

そ
自
由
自
在
に
動
い
て
行
け
ば
十
分
。
そ
れ
以
外
の
生
き
方
は
な
い
と

 

思
い
ま
す
。

私
は
学
生
時
代
か
ら
色
々
な
禅
の
老
師
に
つ
い
て
学
ん
で
き
ま
し
た
。
 

し
か
し
、
形
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
な
っ
て
な
い
の
で
す
。

道
元
榉
師
の
場
合
に
は
般
初
か
ら
そ
う
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

「

渚
悪
臭
作」

で
し
た
っ
け
。
ダ
ン
マ
が
[»
1
こ
ぇ
て
く
る
時
に
初
め
て
 

諸
悪
が
、

r

作
す
奐
れj

で
は
な
く
て
、
諸
悪
が「

作
さ
な
く
な
る

0
 

こ
れ
は
、
パ
ー
リ
語
の
文
法
と
！
：じ
こ
と
で
。
漢
文
で
は「

作
す
莫
れ
、
 

道
元
の
受
け
取
り
方
も
そ
う
で
は
な
く
て
、

「

な
さ
な
く
な
る」
o
法
 

が
聞
こ
え
て
く
る
時
にf

諸
悪
莫
作
に
な
さ
な
く
な
る」

と
い
う
こ
と
 

で
すoこ

の
体
を
，床
と
し
て
奉
侍
す
る
な
り
。
こ
の
沐
を
、
如
来
が
あ
ら
わ
 

に
な
る
座
席
と
し
て
奉
侍
す
る
な
り
。
仕
え
て
い
く
と
い
う
0

最
初
の「

現
成
公
案1

の
ブ
リ
ン
シ
ブ
ル
と
い
う
の
は
ピ
シ
ッ

と
そ
 

う
な
っ
て
い
て
、

r/
く
は
そ
う
な
つ
て
き
て
い
る
が
、
段
々
そ
れ
が
消

え
て
し
ま
う
。
し
か
し
人
間
で
す
か
ら
ハ
ー
ッ
と
気
*か
つ
い
て
あ
あ

 

自
分
は
無
知
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
言
う
。
そ

れ

で「

祖
師
西
来
意」

 

の
あ
た
り
が
道
元
の
生
瓱
の
中
で
一
番
苦
悩
し
て
い
る
時
で
は
な
い
か

 

と
思
う
。
あ
れ
は
遂
に
解
決
し
て
い
な
い
の
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
少
し
 

た
つ
と
、
日
付
け
の
な
い
も
の
—

恐
ら
く
晚
年
の
も
の
と
思
い
ま
す

 

が_
_

で
、
天
才
が
凋
ん
で
く
る
時
期
か
ら
、〕

取
初
の
基
本
線
が
別
の
 

形
で
段
々
出
て
く
る
の
で
す
ね
。
し
か
し
、
と
う
と
う
そ
れ
が
十
分
に
 

熟
し
切
れ
な
い
で
命
が
な
く
な
っ
て
い
る
と
思
う
。

道
元
自
身
の
自
分
で
作
っ
た
頌
で
あ
る
と
す
る
と
、

「

五
十
四
年
、

第
一
天
を
照
ら
す」

、

つ
ま
り
道
元
の
生
涯
で「

第

一

天
を
照
ら
す」

 

と
い
う
表
現
は
、
何
か
根
本
的
に
ひ
っ
か
か
り
ま
す
。
最

後

に「

活
き
一

 

な
か
ら
に
し
て
黄
泉
に
陥
る」

。

こ
れ
は
別
々
に
な
っ
て
い
る
。
私

は
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そ
れ
が
大
変
気
に
な
っ
て
い
ま
す
。

n 

口 

ノ
ビ
ァ
大
学
の
日
本
学
の
草
分
け
の
角
田
先
生
が
、
随
分
前
に
 

日
本
に
来
ら
れ
た
時——

先
生
は
曹
涧
宗
の
方
で
す
が——

し
み
じ
み
 

言
わ
れ
ま
し
た
の
は
、

r

活
き
な
が
ら
黄
泉
に
陥
る」

と
い
う
の
は
、 

自
分
が
二
十
歳
の
時
か
ら
ず
っ
と
気
に
な
っ
て
仕
方
が
な
か
っ
た
。
し
 

か
し
極
く
最
近
に
な
っ
て
、
自
分
は
あ
のr

活
き
な
が
ら
に
し
て
黄
泉

 

に
陥
るj

と
い
う
句
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
自
分
は
こ
の
頃
は
道
元
禅

 

師
に
つ
な
が
っ
て
き
ま
し
た
と
し
う
こ
と
で
し
た
。

こ
れ
は
角
田
先
生
の
長
い
人
生
を
歩
い
て
こ
ら
れ
た
先
生
独
自
の
も

 

の
と
思
い
ま
す
。
残
念
乍
ら
五
十
四
で
追
元
禅
師
は
亡
く
な
っ
て
し
ま

 

わ
れ
ま
し
た
が
、
七
十
、
八
十
ま
で
命
が
あ
っ
た
ら
、

Q
付
け
の
な
い



「
唯
仏
与
仏」

と

か

「

道
心」

と

か

「

生
死
の
巻」

I

こ
れ
は
、
本
 

当
に
道
元
が
作
っ
た
の
か
•ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も——

は
、 

段
々
熟
し
て
く
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
と
思
う
。
こ
れ
は
道
元
の
課
題
 

で
は
な
く
、
我
々
自
身
の
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。

八
木
色
々
の
問
題
が
出
て
き
ま
し
た
。
今
、
玉
城
先
生
は「

ダ
ン
マ
 

が
露
わ
に
な
る」

と

お

っ

し

や
い
ま
し
た
が——

ダ
ン
マ
と
ロ
ゴ
ス
と

 

キ
リ
ス
ト
は
あ
る
意
味
で
対
応
す
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が——

、 

「

ダ
ン
マ
の
働
き」

と
い
う
の
は
、

「

ダ
ン
マ
タ

1
J
で
あ
っ
て
、
ダ
 

ン
マ
と
は
別
の
概
念
で
は
語
ら
れ
て
い
な
い
の
で
す
か
。

そ
れ
か
ら
一
方
で
は
霊
と
い
う
の
は
、
何
し
ろ
非
常
に
色
々
な
用
法

 

が
あ
っ
て『

ル
ヵ

文
害J

で
は
個
人
に
も
ブ

ネ

ゥ
マ
が
あ

る

こ

と

に

な

 

っ
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
穢
れ
た
霊
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
ま
す
。
キ
 

リ
ス
ト
も
霊
で
あ
っ
た
り
し
ま
す
の
で
、
霊
と
い
う
概
念
自
休
を
も
う

 

少
し
シ
ャ
ー
ブ
に

考
え
な
い
と
い
け
な
い
。

そ
れ
か
ら
ダ

ン

マ
が
体
に
露
わ
に
な
る
と

い

う

場
合
に
、
パ
ゥ
ロ
に
 

お
い
て
は
人
間
は
ソ
ー
マ
で
あ
っ
て
、

ソ
ー
マ
を
分
析
す
る

と

ブ
シ
ュ
 

ヶ

ー

と

サ
ル
ク

ス

(

肉)

が
あ

る

と

い

う

こ

と

て

、

そ
こ
に
ブ
ネ
ゥ
マ
 

が
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
、
小
野
寺
先
生
の
言
わ
れ
た
こ
と
に
も
そ
の

 

点
で
、
私
に
は
疑
問
が
あ

り

ま

す

。

玉
城
ダ
ン
マ
の
中
に
も
沢
山
あ
る
の
で
す
。

こ
れ
は
、

ガ
ィ
ガ
ー
と
 

い
う
人
が
厚
い
一
冊
の
本
に
な
る
程
の
論
文
を
書
い
て
、
詳
し
く
整
理
 

し
て
い
ま
す
が
、
と
う
と
う
今
言
っ
た
よ
う
な
ダ
ン
マ
は
、
そ
こ
に
は
 

出
て
こ
な
い
の
で
す
。

八

木

「

ダ
ン
マ」

と
区
別
し
た「

ダ
ン
マ
の
働
き」

と
い
う
概
念
は
 

な
い
の
で
す
か
。

玉

城

そ

れ

は

、
ダ
ン
マ
タ
ー
と
な
っ
て
い
ま
す
。

八
木
語
幹
と
し
て
違
っ
て
い
な
い
の
で
す
か
。

玉

城

ダ

ン

マ

タ

ー
と

い

う

の

は

、

ド

イ

ッ

語

の

カ

イ

ト(

丨k
e
i
t
)

 

と

か

ハ
イ

ト

(
-
h
e
i
t

 )
と

，.> 
う

ド

イ

ッ

語

と

同

じ

。

玉
城
そ
れ
か
ら
、
ブ
ネ
ゥ
マ
も
人
間
の
プ
ネ
ゥ
マ
と
か
豚
の
霊
と
か

 

色
々
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
ハ
ギ
オ
ン

•
プ
ネ
ウ
マ(

i
s
o
y

 

K
v

s/fia} 

と
か
、
ブ
ネ
ウ
マ

ニ
ア
ウ(

d

s

s(

神
の
プ
ネ
ウ
マ)

と
 

ぃ
う
。

八
木
小
野
寺
さ
ん
の
言
わ
れ
た
の
は
、
そ
の
意
味
で
す
ね
。

土
居
浄
丄
真
宗
の
方
に
、
ち
ょ
っ
と
今
の
問
題
を
。

寺
川
浄
土
教
の
場
合
で
言
え
ば
、
本
願
と
い
う
非
常
に
大
事
な
こ
と

 

が
あ
っ
て
、
む
し
ろ
本
願
の
®
き
に
よ
っ
て
ダ
ン
マ
、
真
実
の
世
界
に
 

入
っ
て
い
く
。
だ
か
ら
、
ブ
ネ
ゥ
マ
、
聖

II
と
い
う
言
葉
は
よ
く
分
か

 

り

ま

せ

ん

が
、
別
に
強
い
て
対
応
を
求
め
る
必
要
も
な
い
と
思
い
ま
す
。
 

仏
教
の一

つ
の
伝
統
に
あ
る
本
願
と
い
う
こ
と
が
、
も
う
少
し
考
え
ら
 

れ
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
と
。

八
木
回
向
は
ど
う
で
す
か
。

寺
川
回
向
も
本
願
の
働
き
で
す
が
、
回
向
と
い
っ
た
場
合
は
、
親

* 

の
場
合
で
は「

み
名
号」

と
い
う
独
自
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。

「

南
無
阿
 

弥
陀
仏」

も
し
く
は「

帰
命
尽
十
方
無
辱
光
如
来」

と
い
う
、
人
間
の
 

言
葉
の
中
に
あ
る
名
号
が
与
え
ら
れ
る
。
親
鸞
の
場
合
は
、
名
号
が
先
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生
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
ダ
ン
マ
な
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
名
号
に
目
覚
 

め
、
名
号
に
帰
し
て
、
名
号
に
立
つ
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
ア
ミ
タ
ー

と
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ア
ミ
タ
ー
に
は
ダ
ン
マ
の
顕
現
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま

-̂
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

o
無
限
の
光
、
あ
る
い
は
真
実
の
働
き
を
そ
こ
に
体
得
し
て
い

く
。
そ
れ
は
名
号
に
帰
し
て
念
仏
す
る
身
と
な
っ
た
と
こ
ろ
に
如
来
の

 

働
き
、
真
実
の
働
き
が
生
き
生
き
と
働
い
て
く
る
。
そ
れ
が
親
鷲
の
理

 

解
し
た
回
向
で
す
。
そ
の
よ
う
な
全
体
を
本
願
が
支
え
て
い
る
と
捉
え

 

て
も
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。
浄
土
教
あ
る
い
は
親
*
に
と
っ
て
、
全
体
 

を
支
え
て
い
る
真
実
の
働
き
で
あ
る
本
願
を
考
え
て
み
た
ら
ど
う
で
あ

 

ろ
う
か
と
思
い
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
、
西
谷
先
生
の
ず
っ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
た
ゼ
ー
レ

 

の
問
題
で
す
が
、

ア
ー
ラ
ャ
識
と
ゼ
ー
レ
と
は
ど
う
呼
応
す
る
の
で
し

 

ょ
う
か
。

玉
城
ダ
ン
マ
が
南
無
阿
弥
陀
仏
ま
で
未
だ
い
か
な
い
で
、
例
え
ば
ダ
 

ン
マ
が
プ

ラ

ジ

ュ
ニ

ャ

ー

パ

ー
ラ

ミ

タ

ー
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
、
 

r

般
若
経j

は
必
ず
般
若
波
羅
蜜
多
に
お
い
て
行
ず
る
。
般
若
波
羅
蜜
 

多
と
い
う
こ
と
が
あ
る
程
度
、
自
分
の
体
に
通
じ
て
い
な
い
と『
般
若
 

経』

は
絶
対
に
分
か
ら
な
い
。
た

だ「

色
即
是
空
、
空
即
是
色」

の
方
 

ば
か
り
を
強
調
す
る
と
思
想
に
な
っ
て
し
ま
う
。
根
本
は
、
行
深
般
若

 

波
羅
蜜
多
に
よ
る
と
。
そ
れ
は
全
く
ダ
ノ
マ
で
す
。

そ
の
ダ
ン
マ
が
原
始
経
典
で
は
同
時
にt

a
t
h
5
g
a
t
a

に
な
っ
て
い
 

る
。
そ
れ
は
必
然
的
にf

法
華
経J

の
久
遠
実
成
の
仏
に
な
っ
た
り
、 

『

華
厳
経』

の
毘
甅
遮
那
仏
に
な
っ
た
り
、

『

大
日
経J

の
大
日
如
来

に
な
っ
た
り
、

r

無
置
寿
経』

の
阿
弥
陀
如
来
に
な
っ
て
く
る
。
基
本
 

的
に
つ
な
が
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

寺
川
タ
タ
ー
ガ
タ
が
出
現
す
る
場
が
業
異
熟
体
と
お
っ
し
や
っ
た
。
 

善
導
で
も
親
鸞
で
も「

わ
が
身」

と
い
う
言
葉
を
非
常
に
意
味
深
く
使

 

っ
て
お
り
、
生
身
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
身
が
如
来
の
顕
現
す
る
場
で

 

あ
る
と
い
う
こ
と
を
基
本
に
十
分
に
踏
ま
え
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。

八
木
先
程
の
質
問
に
、
西
谷
先
生
、
ど
う
ぞ
。

西
谷
は
い
は
い
。
ゼ
ー
レ
と
ァ
ー
ラ
ャ
識
の
呼
応
。
こ
れ
は
難
し
い
 

問
題
で
す
。
僕
は
非
常
に
深
い
関
連
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
同
じ
と
 

は
絶
対
に
言
え
な
い
わ
け
で
す
ね
。

ァ
ー
ラ
ャ
識
と
い
う
観
念
は
西
洋

 

の
哲
学
に
は
余
り
考
え
ら
れ
て
い
な
い——

全
然
な
い
こ
と
は
あ
り
ま

 

せ
ん
が——

0
唯
識
の
場
合
の
よ
う
に
述
語
的
に
と
い
う
こ
と
は
な
い

57 

と
思
い
ま
す
。
よ
く
知
り
ま
せ
ん
が
、
唯
識
で
言
う
場
合
に
も
非
常
に
一

 

複
雑
な
感
じ
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、

こ
れ
は
む
し
ろ
、
絶
え
ず
問
題
に
 

な
る
事
柄
と
考
え
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
業
識
と
い
う
よ
う
 

な
形
で
呼
ば
れ
て
い
ま
す
か
ら
。
ゼ
ー
レ
の
場
合
も
魂
と
い
う
言
葉
で

 

呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
非
常
に
問
題
が
あ
る
よ
う
で
す
。

両
者
は
関
係
が
あ
っ
て
、
し
か
も
同
じ
と
は
ど
う
し
て
も
言
え
な
い
。
 

だ
か
ら
、

ァ
ー
ラ
ャ
識
と
は
別
の
も
の
で
考
え
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

私
の
方
か
ら
言
い
た
い
の
は
、
例
え
ば
今
、
回
向
の
話
が
出
た
と
き

 

に
、
還
相
、
往
相
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う

 

か
。

寺
川
そ
れ
も
難
し
い
こ
と
な
の
で
す
が
。



西

谷

し

か

し

、
さ
っ
き
あ
な
た
が
お
っ
し
や
っ
た
よ
う
な
親
鸞
聖
人

 

の
立
場
、
乃
至
は
そ
の
よ
う
な
立
場
で
の
還
相
回
向
と
い
う
こ
と
は
ど

 

う
で
す
か
。

寺
川
還
相
回
向
で
は
、
親
驚
は
二
種
の
回
向
を
暴
鴛
に
よ
っ
て
立
て

 

る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

『

教
行
信
証J

で
展
開
し
て
い
る
の
は
、
往
 

相
回
向
に
つ
い
て
で
す
。

『

教
行
信
証』

で
言
い
ま
す
と
、r

教
の
巻」

 

か
ら
始
ま
っ
て
、

「

行」
、

「
信」

、

「

証
の
巻」

ま
で
で
す
ね
。
そ
 

こ
で
は
、
親
鸞
は
十
分
に
自
分
の
了
解
を
盛
り
込
ん
で
い
ま
す
が
、
還
 

相
回
向
に
つ
い
て
は
§
鸞
の『

論
詮』
を
引
き
、
自
分
の
積
極
的
な
了

 

解
を
述
べ
な
い
の
で
す
。
つ
ま
り
、
教
え
と
し
て
聞
く
と
い
う
に
留
め

 

て
い
ま
す
o

そ
う
す
る
と
、
往
相
の
回
向
に
つ
い
て
は
、
往
相
の
回
向
は
回
向
が

 

元
で
す
か
ら
、
如
来
の
回
向
に
帰
し
て
、
如
来
の
回
向
を
身
に
受
け
て
、 

ま
た
往
相
と
い
う
の
は
往
生
浄
土
す
る
人
生
で
す
か
ら
、
往
生
浄
土
と
 

い
う
相
を
持
っ
た
命
を
生
き
て
い
く
、

こ
れ
が
往
相
で
す
。
往
相
の
回
 

向
を
行
ず
る
主
体
は
、
名
号
に
帰
し
た
わ
が
身
な
の
で
す
。

と

こ

ろ

が

還
相
の
回
向
に
な
り
ま
す
と
、

こ
れ
は
浄
土
の
菩
薩
の
無

 

功
用
の
働
き
、
自
然
の
働
き
、
如
来
の
働
き
で
あ
り
ま
し
て
、
私
が
還
 

相
を
行
じ

て

い

く

と
は
い
え
な
い
場
面
な
の
で
す
ね
。
親
鸞
は
、
自
分
 

が
還
相
の
回
向
を
行
ず
る
と
い
う
こ
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
た
だ
往
相
の
 

回
向
を
生
き
て
い
く
自
分
が
如
来
の
還
相
の
回
向
が
働
く
場
と
な
る
と

 

い
う
よ
う
な
了
解
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
る
。

西

谷

よ

く

引

か

れ

る「

念
仏
は
無
碍
の一

道
で
あ
る」

と
い
う
時
の

無
碍
の
一
道
と
い
う
概
念
と
は
関
係
し
な
い
の
で
す
か
。

寺
川
無
碍
と
い
う
言
葉
は
大
体
は
涅
槃
の
働
き
を
言
い
表
わ
し
ま
す

 

か
ら
、
念
仏
を
生
き
て
い
く
身
が
涅
槃
へ
の
道
を
生
き
る
の
だ
と
い
う

 

意
味
な
の
で
す
。
あ
れ
は
、
往
相
回
向
の
姿
で
す
。

西
谷
姿
で
し
ょ
う
か
。
あ
れ
は
、

「

念
仏
と
は」

と
い
う
感
じ
で
す

 

か
。

寺

川

「

念
仏
と
は」

と
読
む
か
、

「

念
仏
者
は」

と
読
む
か
は
議
論

 

の
あ

る

と

こ

ろ

で

す

が

、

私

は

、

親

鸞

の

言

お

う

と

し

た

と

こ

ろ

か

ら

 

考
え
れ
ば
、

「

念
仏
者」

と
読
ん
だ
方
が
よ
い
の
だ

と

思
い
ま
す
が
。

西
谷
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
方
が
何
と
な
く
身
近
の
よ
う
な
感
じ

 

が

し

ま

す

が
ね
。
し
か
し
あ
の
語
句
か
ら
言
え
ば
、

「

念
仏
な
る
も
の
一

 

は」

と
い
う
方
が
強
い
。

「

者」

に
は
そ
う
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
か
58 

ら
ね
。
そ
う
し
な
い
と
、

「

無
碍
の一

道」

と
い
う
こ

と

の

解
釈
が
、

ま

た

違

つ

て

き

ま

す

ね

。

寺
川
あ
の
場
合
は
、

r

教
行
信
証』

に
よ
り
ま
す
と
、
無
碍
は「

証
 

知
生
死
即
涅
槃」

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
ね
。
だ
か
ら
生
死
即
涅
槃
と

 

証
知
す
る
と
い
う
こ
と
が
無
碍
の
内
容
で
す
。
親
驚
の
も
っ
と
具
体
的

 

な
言
い
方
で
申
し
ま
す
と
、
煩
悩
を
具
足
し
な
が
ら
無
上
涅
槃
に
至
る

 

と
繰
り
返
さ
れ
ま
す
が
、

こ
れ
が
無
碍
の
内
容
で
す
。

西
谷
そ
れ
は
そ
う
で
す
が
、
た
だ
ね
、
念
仏
と
い
う
の
は
、
考
え
方
 

に
も
よ
り
ま
す
け
れ
ど
、
念
、
仏
で
す
か
ら
ね
。
極
端
に
言
え
ば
南
無

 

阿
弥
陀
仏
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
。

寺

川

そ

う

で

す

ね

。



西
谷
で
す
か
ら
、
抽
象
的
な
理
論
で
は
な
い
と
い
う
一
面
が
あ
る
わ

 

け
で
す
ね
。

寺
川
そ
う
で
す
ね
。

西
谷
そ
こ
ら
辺
の
問
題
が
あ
る
。
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

玉
城
し
か
し
、

f
難
異
抄J

と
い
う
の
は
、
全
体
か
ら
言
っ
て
も
、 

大
分
違
う
の
で
す
ね
。

寺
川
あ
れ
は
還
相
回
向
を
凡
夫
で
あ
る
立
場
で
願
い
と
し
て
述
べ
た

 

と

い

う

と

こ
ろ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
現
に
行
じ
て
い
く
と
い
う

 

の
で
は
な
く
て
、
必
ず
実
現
し
て
い
く
願
い
と
し
て
、

「

大
慈
大
悲
心

 

を
も
っ
て
、
お
も
う
が
ご
と
く
、
衆
生
を
利
益
す
る」

と
述
べ
た
と
思
 

わ
れ
ま
す
が
。

西
谷
僕
は
あ
れ
を
読
む
と
、
願
い
と
し
て
述
べ
た
と
い
う
だ
け
で
な

 

し
に
、
幾
ら
か
信
念
が
竜
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
が
。

寺
川
そ
の
願
い
と
い
う
の
が
非
常
に
大
事
だ
と
思
い
ま
し
て
ね
。

1

同

(

笑)

八
木
ぶ
っ
た
切
る
役
ば
か
り
で
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が(

笑)
、
少
 

な

く

と

も
、
も
う
一
つ
の
問
題
を
是
非
お
話
し
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
、

ソ
ー
マ
、
身
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
出
て
お
り
ま
し
て
。
勿
論
 

パ
ゥ
ロ
に
お
い
て
は
人
間
が
ソ
ー
マ
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、 

人
間
が
ソ
ー
マ
で
あ
る
と
い
う
、
何
か
ニ
ー
チ
-
み
た
い
な
と
こ
ろ
が
 

あ
り
ま
す
。
そ
の
ソ
ー
マ
に
、
私
に
、
キ
リ
ス
ト
が
露
わ
に
な
る
、
神
 

の
子
が
露
わ
に
な
る
と
パ
ゥ
ロ
は
言
う
の
で
す
が
。

そ

れ

と

も

う

一
つ
。
絶
対
的
超
越
と
い
う
問
題
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

つ
ま
りc

r
s
t
i
o

 

e
x

 

n
i
h

ニo

と
い
う
の
は
、
身
体
と
不
可
分
，

不
可
同
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
や
は
り
絶
対
的
超
越
と
い
う
面
が
あ

 

る
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
う
い
う
意
味
で
の
絶
対
的
超
越
性
は
、
仏
教
側
 

か
ら
受
け
容
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
重
要
な
問
題
が
あ

 

っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
つ
き
ま
し
て
、
ど
な
た
で
も
ど
う
ぞ
。

秋
月
私
達
は
西
谷
先
生
と
同
じ
よ
う
に
読
む
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、 

浄
土
真
宗
の
宗
教
の
方
々
は
全
く
違
っ
た
発
想
で…

…

。

こ
れ
が
親
*

の
本
音
の
意
味
だ
か
ら
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
。
僕
ら
が
読
ん
で
も
ち
っ
と

 

も
面
白
く
な
い
よ
う
な
解
釈
が
出
て
き
ま
す
。
殊
に
西
の
宗
学
の
方
は
 

余
計
に
き
つ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

だ
か
ら
例
え
ば
、
自
力
と
か
他
力
と
か
言
い
ま
す
が
、
あ
れ
は
他
力
 

の
人
が
言
う
の
で
、
禅
の
人
は
決
し
て
自
力
と
は
言
わ
な
い
の
で
す
。

59
- 

禅
の
方
で
は
自
力
、
他
力
な
ど
で
仏
教
を
分
け
て
も
ら
っ
た
ら
困
り
、

一 

迷

®
で
す
。
他
力
の
人
が
そ
う
言
う
の
で
あ
っ
て
、
仏
教
の
中
で
も
自

 

力
、
他
力
と
い
う
言
葉
は
、
実
は
も
う
か
み
合
わ
な
い
の
で
す
。
自
力
 

か
他
力
か
を
聞
か
れ
る
と
、

こ
っ
ち
は
仕
方
が
な
い
か
ら
両
カ
だ
よ
と

 

言
っ

て

ご

ま

か

し

て

。

超
越
と
内
在
と
い
う
言
葉
も
、

こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
哲
学
の

 

言
葉
で
あ
っ
て
、

こ
っ
ち
か
ら
言
わ
せ
る
と
、
超
越
と
か
内
在
と
い
う
 

枠
で
も
の
を
考
え
る
こ
と
自
身
、
止
め
て
欲
し
い
の
で
す
。
何
か
あ
っ
 

て
そ
こ
か
ら
超
越
す
る
の
か
、
ま
た
何
と
な
く
中
に
内
在
し
て
い
る
の

 

か
と
問
わ
れ
る
と
、
う
ち
は
ど
ち
ら
で
も
あ
り
ま
せ
ん
と
。
強
い
て
共
 

通
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
内
在
的
超
越
だ
と
か
、
超
越
的
内
在
だ
と
か



い
う
言
い
方
を
し
ま
す
が
。
し
か
し
、
超
越
と
か
内
在
と
か
言
っ
て

 

る
こ
と
自
身
が
、
仏
教
か
ら
言
う
と
余
計
な
こ
と
で
す
。

例
え
ば
西
谷
先
生
が「

も
は
や
我
生
く
る
に
あ
ら
ず」

と
い
う
言
葉
 

で
、
そ
れ
は
誰
が
言
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
禅
的
な
公
案
を
ポ
ン
と
出

 

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
に
対
し
て
、
内
在
の
私
だ
と
か
何
と
か
、 

と
。
あ
る
い
は
分
別
の
私
だ
と
か
無
分
別
の
私
だ
と
か
、
思
量
す
る
も
 

の
と
か
思
量
し
な
い
も
の
と
か
。
不
思
量
底
を
思
量
す
る
と
か
下
ら
な

 

い
こ
と
を
。
禅
的
に
言
え
ば
下
ら
ん
と
き
が
あ
る
ね
。
私
達
は
何
か
や
 

っ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
不
思
量
底
を
思
量
す
る
と
い
う
言

 

葉
で
言
う
の
は
、
も
う
第
二
、
第
三
の
こ
と
。

「

誰
が」

と
い
う
と
こ
 

ろ
を
、
直
に
摑
ん
で
も
ら
い
た
い
わ
け
で
す
。

だ
か
ら
私
は
強
い
て
、
個
と
か
超
個
と
か
い
う
言
葉
を
一
息
に
、「

超

個
の
個」

と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
分
節
し
た
も
の

-
-
超
個
と
個

に
分
節
で
き
ま
す
が——

は
、
も
う
頹
落
態
で
あ
っ
て
。
我
々
か
ら
言
 

え
ば
、

一
息
で
超
個
の
個
と
い
う
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
捉
え
て
も
ら
い

 

た
い
わ
け
で
す
。
仏
教
は
正
し
く
そ
こ
を
言
っ
て
い
る
の
だ
と
思
う
の

 

で
す
。

だ
か
ら
西
谷
先
生
が
お
っ

し

ゃ
っ
た
こ
と
も
、
概
念
と
か
思
想
で
な
 

く
て
、

「

誰
が」

を
言
葉
で
な
く
て
先
ず
捉
え
る
。
真
向
に「

誰
が」

 

を

「

は
い
、
私
で
す」

と
い
う
形
で
言
っ
て
捉
え
た
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
 

れ
が
一
息
に
言
っ
て
超
個
と
か
個
と
か
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
う
の
で

 

す
ね
。

で
す
か
ら
内
在
と
か
超
越
に——

仏
教
側
で
言
う
と
、
ぶ
っ
た
切
る

と

い

う

こ

と

で

す

が

-
-
-
-、
あ

る

い

は

自

力

と

力

他

力

と

力

に

何

故

お
分
け
に
な
る
の
で
す
か
と
。
久
松
先
生
の
言
わ
れ
た「

無
相
の
自
己」

を

無

相

と

自

己

に

分

け

て

も

ら

っ

て

は

困

る

の

で

す

。

我
々
は
田
辺
先
生
の
も
の
を
哲
学
的
に
も
の
を
考
え
る
研
ぎ
石
に
す

 

る
が
、
し

か

し「

//
絶
対
の
"
と

い

う

の

は

私
に
と
っ
て
は
概
念
で
す」

 

と

は

っ

き

り

お

っ

し

ゃ

っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
っ
た
ら

も

う

我
々
に
と

 

っ
て
は
無
用
の
哲
学
で
す——

仏
教
的
に
言
え
ば
で

す

が

——

。

た

だ
 

概
念
的
に
も
の
を
思
考
す
る
研
ぎ
石
に
使
う
と
い
う
だ
け
で
す
。
だ
か
 

ら
、
西
田
哲
学
と
田
辺
哲
学
と
は
根
本
的
に
違
う
も
の
で
あ
る
。

で
す
か
ら
、
今
の
小
野
寺
さ
ん
の
質
問
に
、
仏
教
的
に
真
向
に
答
え

 

る
な
ら
、
超
越
と
か
内
在
と
か
い
う
の
は
、
あ
な
た
方
の
分
節
の
中
で

一 

の
問
題
だ
と
い
う
こ
と
を
承
知
の
上
で
答
え
を
求
め
て
下
さ
い
と
い
う
60 

こ
と
で
す
。 

I 

西

谷

昔
か
ら
歴
史
の
中
で
変
な
問
題
が
ょ
く
出
て
く
る
。
こ
れ
は
実
 

は
ア
ゥ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
取
り
挙
げ
て
い
る
問
題
で
す
が
。
神
が
色
々
 

な
も
の
を
造
ら
れ
た
以
上
、
創
造
さ
れ
な
い
以
前
は
何
を
し
て
お
ら
れ

 

た
か
。
昔
か
ら
そ
う
い
う
質
問
が
出
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
ど
う
で
す
か
 

(

笑)

。
創
造
さ
れ
な
い
以
前
は
、
神
は
何
を
し
て
お
ら
れ
た
か
。

八

木

そ

れ

は

小
野

寺

さ

ん

に

(

一
同

笑)

。

ど

う

ぞ

。

ア
ゥ
グ
ス
テ

 

ィ

ヌ

ス

は

ち

ゃ

ん

と

書

い

て

い

る

け

れ

ど

も

。

小

野

寺

ど
こ
で
言
っ
て
ま
す
か
。
ど
う
い
う
問
題
に
関
し
て
。
時
間
 

論
で
す
か
。

西

谷

時
間
に
も
関
係
し
て
い
ま
す
、
勿
論
。
そ
れ
以
前
で
す
。
で
も
、



そ

う

い

う

も
の
が
考
え
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
で
も
よ
い
わ
け
で
す

 

ね

(
一

间
笑)

。
た
だ
、
ど
う
い
う
意
味
で
考
え
ら
れ
な
い
か
。

常
盤
私
自
身
は
非
常
に
分
別
的
で
、

ま
だ
と
て
も
そ
う
い
う
境
地
に

 

ま
で
立
っ
て
い
な
い
の
で
、
概
念
的
に
し
か
答
え
ら
れ
な
い
の
で
す
が
。

小
野
寺
先
生
は
西
谷
先
生
の
ご
著
書
を
見
ら
れ
て
、
三
位
一
体
の
元

 

に
な
る
よ
う
な
と
こ
ろ
、
つ
ま

り

煩
悩
と
煩
悩
を
超
え
た
も
の
、
両
方
 

を
超
え
た
、
染
、
不
染
を
超
越
し
た
絶
対
的
な
不
染
が
あ

る

と

い

う

と

 

こ

ろ

に

目
を
つ

け

て

い

ら

っ

し
ゃ
る
、
と
o
そ

う

い

う

と

こ

ろ

に

と

い

う

聖
母
性
を
認
め
て
い

ら

っ

し

ゃ

る

こ

と

。

そ

れ

ら

を

私
 

は
非
常
に
感
銘
し
て
受
け
止
め
ま
し
た
。

実
は
、
ブ
ル
ト

マ

ン
の
お
弟
子
さ
ん
の
シ
ュ
ー

バ

ー
ト
•
オ

グ

デ

ン 

と
い
う
方
が
、
私
が
如
来
蔵
と
い
う
こ
と
を
ご
紹
介
し
た
時
に
、
や
は
 

り
非
常
に
受
け
止
め
ら
れ
て
、
感
心
し
た
の
で
す
。
少
し
紹
介
致
し
ま
 

す
と
、

「

根
本
的
な
人
間
の
不
調
I

人
間
が
何
か
整
わ
な
い
こ
と
1
 

1
が
、
我
々
人
間
そ
の
も
の
と
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
却
っ
て
同
じ
 

人
間
性
そ
の
も
の
が
、
同
じ
ァ

I
ラ
ャ
識
と
理
解
さ
れ
て
い
る
そ
の
も

 

の
が
、
苦
悩
の
源——

ァ
ー
ラ
ャ
識——

で
あ
る
と
共
に
、
苦
悩
か
ら
 

の
脱
却
の
源
で
も
あ
る——

こ
れ
は
如
来
蔵
思
想
の
根
本
で
す
ね
I

 

と
、
私
は
理
解
し
て
い
ま
す」

o

こ
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
オ
グ
デ
ン
さ
ん
と
同
じ
も
の
を
小
野

 

寺
さ
ん
の
リ
ス
•ホ
ン
ス
に
お
聞
き
し
て
、

こ
れ
は
、

一

つ
の
形
と
し
て
 

の
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
立
場
の
中
で
、
色
々
苦
し
ま
れ
た
と
こ
ろ
か
ら

 

出
て
来
ら
れ
た
反
応
と
、
私
は
受
け
止
め
て
い
ま
す
。
非
常
に
深
く
評

価
し
、
共
鳴
し
て
お
り
ま
す
。

先
程
の
ァ
ー
ラ
ャ
識
に
つ
い
て
の
問
題
で
す
が
、
久
松
先
生
も
お
っ
 

し
や
っ
て
お
り
、
私
も
思
っ
て
お
り
ま
す
の
は
、

ァ
ー
ラ

ャ

識

は
苦
悩
 

の
源
で
す
が
、
そ
れ
は
同
時
に「

目
覚
め
て
い
な
い
真
如」

で
あ
る
と
 

い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
今
の
如
来
蔵
の
思
想
に
も
関
係
す
る
の
で
す
。
 

非
常
に
深
い
係
わ
り
が
あ
り
、

こ
れ
が
ヵ
ト
リ
ッ
ク
の
方
の
捉
え
ら
れ

 

る
テ
オ

トn

ス
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。

兎
に
角
こ
う
し
て
私
自
身
が
ご
報
告
し
ま
し
た
の
は
、
そ
の
ょ
う
な
 

方
向
を
パ
ッ
と
受
け
止
め
て
い
る
方
が
あ
る
こ
と
に
、
非
常
に
感
銘
し
 

た
か
ら
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
滬
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
仏
教
は
ど
う
考
え
る
か
と

 

い
う
ご
質
問
で
す
が
、

こ
の
問
い
の
元
は
、
霊
と
い
う
言
葉
で
は
な
く

61
- 

て
、
少
な
く
と
も
三
位一

体
の
ド
グ
マ
の
中
で
霊
の
意
味
を
見
出
そ
う

一 

と

し

て

い

る
中
に
あ

る

と

思
い
ま
す
。

霊
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
色
々
な
解
釈
が
あ
り
、
仏
 

教
で
は
余
り
好
ま
な
い
言
葉
で
す
。
し
か
し
鈴
木
先
生
は
ス
バ
ッ
と
、 

「

日
本
的
霊
性」

と
い
う
言
葉
を
使
わ
れ
て
、
色
々
な
た
め
ら
い
等
を
 

切
り
開
く
形
で
な
さ
い
ま
し
た
。
鈴
木
先
生
の
お
っ
し
や
る
霊
性
と
い

 

う
線
で
仏
教
者
は
そ
れ
を
受
け
止
め
て
い
る
と
お
考
え
に
な
れ
ば
ょ
い

 

と

、

私

は

思

い

ま

す

。

超
越
と
内
在
と
い
う
言
葉
は
概
念
的
な
言
葉
で
す
が
、
少
な
く
と
も
 

そ
の
概
念
を
使
え
ば
、
超
越
が
単
に
超
越
で
な
く
て
内
在
的
な
超
越
、

そ
れ
こ
そ一
言
に
超
越
的
内
在
、
内
在
的
超
越
、
そ
れ
が
別
の
も
の
で



は
な
い
と
い
う
理
解
を
も
っ
て
受
け
止
め
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま

 

t
o

仏
教
で
は
仏
と
い
う
概
念
が
必
要
な
の
で
は
な
く
、
先
程
寺
川
先
生
 

の

お

っ

し

ゃ
っ
た
本
願
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
こ
だ
と
思
い
ま
 

す
。
阿
弥
陀
仏
と
い
う
言
葉
よ
り
も
本
願
が
根
本
だ
と
い
う
の
は
、
恐
 

ら
く
そ
の
生
き
た
と

こ

ろ

だ
と
思
い
ま
す
。
生
き
た
働
き
が
本
願
と
い
 

う
形
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
の
で
。
そ
れ
が
例
え
ば
、
法
蔵
菩
薩

 

が
阿
弥
陀
如
来
に
な
っ
た
と
か
い
う一

つ
の
形
だ
け
を
も
っ
て
く
る
と
、 

そ
れ
に
対
し
て
人
間
は
ど
う
関
係
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
混
乱
に

 

陥
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
点
で
、
私
は
、
例
え
ば
根
源
的
な
無
神
論
と
い
う
性
格
づ
け
を

 

し

て

よ

い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
気
持
で
、

一
九
八
三
、
八
四
年
 

に
ミ
シ
ガ
ン
大
学
で
白

分
の
考
え
を
説

明

し

て

帰
っ
て

き

ま

し

た

。
帰
 

国
後
、
沢
山
の
仏
教
学
者
か
ら
、
仏
教
は
有
神
論
で
あ
る
と
。
大
体
み
 

な
真
言
密
教
を
指
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
し
か
し
、
本
当
は
そ
れ
は
方

 

便
で
あ

る

と

、良
心
的
な
発
言
を
な
さ
る
真
言
の
方
も
い
ら
っ

し

ゃ

る

。
 

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
を
知
ら
な
い
者
が
、
真
言
に
は
沢
山
の
神
々
や
仏
さ

 

ま
が
い
る
と
考
え
て
、
そ
れ
を
有
神
論
と
い
う
の
で
し
た
ら
、

こ
れ
は
 

仏
教
の
意
味
を
見
失
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

実
は
こ
れ
は
、
昨
日
か
ら
も
お
話
に
出
た
、
浄
土
教
で
非
常
に
有
名

 

な
親
*
の

「

自
然
法
爾
章」

な
ど
は
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ

 

と
で
す
。
親

*
は
そ
こ
を
し
っ
か
り
踏
ま
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

色
々
申
す
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
先
程
還
相
回
向
は
な
い
と
言
わ
れ

た
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
私
は
大
行
は
還
相
の
働
き
と
理
解
し
な
け
れ

 

ば
何
に
も
な
ら
な
い
。
還
相
と
往
相
と一

つ
で
あ
る
よ
う
な
還
相
で
す
。
 

本
願
と
は
還
相
で
す
か
ら
、
還
相
回
向
だ
と
思
い
ま
す
。

八
木
も
う
こ
れ
で
最
後
で
す
か
ら
、
今
迄
余
り
ご
発
言
な
さ
ら
な
か

 

っ
た
方
の
ご
意
見
を
承
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
だ
け
は
ど
う
し
て
 

も
と
い
う
ご
意
見
を
ど
う
ぞ
。

坂
東
先
程
小
野
寺
さ
ん
の
言
わ
れ
た

c
r
e
a
t
i
o

 

e
x

 

n
i
h
i
l
o

 

は
、

仏
教
で
は
一
体
ど

う

い

う

こ

と

に

当
た
る
の
か
と
。
私
は
、
縁
起
で
は
 

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
誰
が
造
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
縁
起
で
は
問
題

 

に
な
ら
な
い
。
例
え
ば
智
慧
と
か
慈
悲
と
か
の
実
存
、
在
在
も
ど
こ
か
 

に
あ
る
形
を
と
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

し
か
る
べ
き
条
件
が
整
え
ば
、
 

全
く
無
い
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
突
如
と
し
て
智
惹
や
慈
悲
の
形
に

62 

相
当
す
る
も
の
が
露
わ
に
な
る
。

こ
れ
は
全
く
縁
起
。
そ
こ
に
性
起
し
一

 

た
も
の
は
ど
こ
に
潜
ん
で
い
た
か
と
い
う
こ
と
も
、
仏
教
で
は
問
わ
な

 

い
。
強
い
て
ど
こ
に
あ
っ
た
か
を
言
え
ば
、
法
界
に
充
満
し
、
満
ち
満
 

ち
て
い
た
と
言
う
よ
り
外
に
な
い
わ
け
で
す
。

仏
教
で
は
、
ど
こ
に
あ
っ
た
と
か
、
誰
が
起
こ
し
た
と
か
言
わ
ず
に
、
 

た
だ
縁
生
、
縁
起
、
縁
に
よ
っ
て
そ
こ
に
性
起
す
る
ま
で
の
こ
と
で
。
 

煩
悩
の
働
き
に
し
て
も
本
来
、
忽
然
と
し
て
念
が
起
こ
り
ま
し
て
無
明

 

と
な
っ
た
と
。
要
す
る
に
、
誰
が
起
こ
し
た
か
と
い
う

よ

う

な

こ
と
は
 

敢
え
て
詮
索
せ
ず
に
、
あ
り
の
ま
ま
を
表
現
す
る
。
そ
れ
が
仏
教
的
表

 

現
の
よ

う

な

気
が
し
ま
す
。

遠
藤
周
作
氏
は
、

「

我
々
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
は
、

ィ
エ
ス
さ
ま
は
我
々



と
同
じ
よ
う
に
こ
の
世
に
あ
っ
て
生
き
ら
れ
た
お
方
で
あ
る
、
し
か
し
 

普
通
の
人
と
は
違
う
、
特
別
な
神
の
素
質
を
頂
い
て
お
ら
れ
る
、
そ
う
 

い
う
方
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
方
に
は
耳
を
傾
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
浄
 

土
教
徒
が
阿
弥
陀
さ
ん
な
ど
と
い
う
架
空
の
、
想
像
し
た
、
知
的
な
根
 

拠
の
な
い
、
そ
う
い
う
仏
さ
ま
を
、
ど
う
し
て
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る

 

の
で
あ
ろ
う
か
と
思
う」

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
至
る
処
で
お
書
き
に

 

な
っ
て
お
ら
れ
る
。

私
が
一
番
お
か
し
い
と
思
う
の
は
、
ィ
エ
ス
さ
ま
を
お
釈
迦
さ
ま
と

 

対
比
し
な
い
で
、

い
き
な
り
阿
弥
陀
さ
ん
に
対
比
さ
れ
る
こ
と
で
す
。

も

し

仏
教
徒
の
方
が「

お
釈
迦
さ
ん
が
我
々
と

同

じ

よ

う

に

こ
の
地

 

上
に
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
方
だ
か
ら
、
お
釈
迦
さ
ん
の
お
っ
し
ゃ
る
こ
 

と
を
我
々
は
素
直
に
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
神
さ
ま
な
ん
て
、 

知
的
な
根
拠
の
な
い
、
歴
史
に
基
づ
か
な
い
人
な
ん
か
創
造
し
た
人
を
、 

ど

う

し

て

,

め
る
ん
だ
ろ
う
か」

と

い

う

よ

う
に
言
っ
た
ら

ど
う
い
う

 

こ
と
に
な
り
ま
す
か
。

も
う
一
つ
は
、
阿
弥
陀
仏
は
人
間
が
想
像
し
た
と
言
わ
れ
ま
す
が
、 

私
は
人
間
の
想
像
以
前
の
働
き
、
智
慧
と
慈
悲
の
絶
え
ざ
る
無
限
の
、 

時
間
と
空
間
に
捉
わ
れ
な
い
、
何
時
何
処
で
も
条
件
さ
え
整
え
ば
、
な
 

い
と
思
っ
た
と
こ
ろ
に
働
き
出
る
智
慧
と
慈
悲
の
働
き
は
、
ィ
ン
ド
に
 

も
、
日
本
に
も
起
こ
る
と
。
場
所
に
捉
わ
れ
な
い
。
お
釈
迦
さ
ま
の
時
 

代
に
も
、
現
代
に
も
起
こ
る
と
。
智
慧
と
慈
悲
の
働
き
は
、
条
件
さ
え
 

整
え
ば
時
と
場
所
の
如
何
を
問
わ
な
い
。
自
己
を
超
越
し
て
、
条
件
さ
 

え
整
え
ば
働
き
出
す
。
で
す
か
ら
無
量
寿
と
い
う
の
は
、
た
だ
長
い
の

で
は
な
く
、
時
に
制
限
、
制
約
が
な
い
、

い
つ
で
も
と
い
う
こ
と
と
、 

私
は
理
解
し
て
お
り
ま
す
。

阿
弥
陀
仏
は
人
間
が
考
え
た
り
想
像
し
た
り
し
た
仏
で
は
な
い
。
先
 

ず
働
き
が
あ
っ
て
、
後
か
ら
名
前
が
、
仮
に
阿
弥
陀
仏
と
呼
ば
れ
た
と
、 

私
は
理
解
し
て
お
り
ま
す
。

西

谷

一
寸
、

一
言
ね
。
極
端
な
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
法
蔵
菩
薩
1 

丨
阿
弥
陀
さ
ん
に
な
ら
れ
る
前
の
因
位
の
菩
薩——

が
仏
さ
ま
に
な
ら

 

れ
た
と
い
う
形
に
な
る
わ
け
で
す
。
曽
我
量
深
先
生
は
、

「

因
位
の
菩
 

薩
が
ア

ー

ラ
ャ
識
で
あ
る」

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ
て
、
大
変
 

な
問
題
に
な
っ
た
。
私
は
、
な
か
な
か
閃
き
の
あ
る
考
え
だ
と
思
い
ま

 

し
た
ね
。

八

木

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

こ
の
会
の
報
告
が
出
ま
し
た
ら

 

早
速
、
遠
藤
周
作
さ
ん
に
持
っ
て
い
き
ま
す
。

一
同(

笑)

坂

東

よ

ろ

し

く

お
願
い
致
し
ま
す
。

ハ

イ

ジ

ッ

ク

少
し
違
っ
た
角
度
か
ら
。

西
谷
先
生
の
ご
発
表
で
の
心
田
を
耕
す
と
い
う
問
題
に
関
し
て
、
宗
 

教
に
対
す
る
現
代
の
無
関
心
や
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
現
代
に
お
け

 

る
危
機
の
背
後
に
あ
る
基
盤
は
、
啓
蒙
が
惹
起
し
た
科
学
技
術
だ
け
で

 

は
な
く
、
何
か
の
形
で
宗
教
の
内
部
に
、

つ
ま
り
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
 

の
中
で
の
責
任
に
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

 

ま
す
。

具
本
的
に
は
シ
ィ
ン
ポ
リ
ズ
ム
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
象
徴
。
例
え



ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
師
が
七
十
五
年
前
に
二
ュ
ー
ギ
一1

丨
の
密
林
 

に
入
り
ま
し
た
。
そ
の
時
は
キ
リ
ス
ト
教
の
物
語
を
話
す
の
に
大
体
ョ

 

丨
ロ
ッ
パ
の
シ
ィ
ン
ボ
ル
を
使
い
ま
し
た
。
し
か
し
そ
こ
の
人
々
は
、 

羊
を
見
た
こ
と
も
触
っ
た
こ
と
も
な
い
の
で
、

「

神
の
小
羊」

と
い
う
 

言
葉
も
ど
う
い
う
こ
と
か
分
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
部
族
で
一
番
尊
重

 

さ
れ
た
動
物
は
豚
で
す
。
子
豚
が
飲
ん
だ
残
り
の
乳
を
子
供
が
飲
む
か

 

ら
で
す
。
だ
か
ら「

神
の
子
豚」

と
い
う
言
い
方
を
聞
い
た
こ
と
が
あ

 

り

ま

す(

笑)

。

私
達
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
も
仏
教
も
、
農
業
時
代
の
 

シ
ィ
ン
ボ
ル
に
愛
着
し
て
、
そ
れ
が
同
じ
よ
う
に
邪
魔
に
な
っ
た
の
で

 

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

心
田
を
耕
す
と
い
う
言
い
方
は
、
詩
的
な
、
き
れ
い
な
言
い
方
と
思

 

い
ま
す
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
現
代
の
人
々
は
情
報
時
代
で
コ
ン

 

ビ
ュ
ー
タ
ー
に
0
分
を
差
し
込
み
た
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
非
自
然
的

 

で
あ
る
と
私
達
は
捉
え
る
わ
け
で
す
。
た
だ
し
鋤
、
あ
る
い
は
魚
を
と

 

る
網
な
ど
は
自
然
的
な
逍
具
で
あ
る
と
。
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
は
教
会
あ

 

る
い
は
宗
教
に
関
す
る
比
喻
に
役
立
つ
が
、
現
代
の
道
具
は
役
に
立
た

 

な
い
と
言
わ
れ
る
。

し
か
し
、
自
分
の
情
報
を
社
会
に
差
し
込
み
た
い
と
い
う
の
は
、
非
 

常
に
霊
的
な
、
宗
教
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
新
し
い
 

シ
ィ
ン
ボ
ル
論
に
こ
れ
が
な
り
得
る
か
、
ご
意
見
を
う
か
が
い
た
い
と

 

思
い
ま
す
。

オ
ー
ガ
ス
チ
ン
こ
の
会
議
の
テ
ー
マ
は
大
変
面
白
か
つ
た
と
思
い
ま

す
。
只
今
の
ご
意
見
の
通
り
、
我
々
は
ニ
千
年
前
の
世
界
と
は
違
う
世

 

界
に
住
ん
で
い
ま
す
の
で
、
別
の
立
場
か
ら
宗
教
を
、
自
分
の
信
仰
を
 

見
れ
ば
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
デ
ュ
ー
ク
ス
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
人
類
学

 

者
は
、
宗
教
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
決
め
た
社
会
の
態
度
、

一

番
好

き
な
態
度
、

一
番
好
き
な
価
値

-
-
-
愛
と
かh

u
m
a
n
i
t
'

自
分
の
好

き
な
雰
囲
気
、

ム
ー
ド
、
態
度
で
あ
る
と
。
態
度
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
、

お
互
い
に
分
か
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

西
谷
心
田
と
い
う
の
は一

種
の
比
喩
で
す
。
し
か
し
、
例
え
ば
ス
ビ
 

リ

ッ
ト
で
具
合
が
悪
け
れ
ば
、
現
代
な
ら
ば
お
酒
の
こ

と

を

ス

ピ

リ

ッ
 

ト

と(
一

同
笑)

。

シ
ン
ポ
ル
が
必
要
な
ら
お
酒
で
あ
る
と(

笑)

。
 

た
だ
し
そ
の
お
酒
は
お
神
酒
で
す
。
お
酒
は
元
々
神
様
に
供
え
る
。
お

一
 

神
酒
は
、

D
本
語
で
神
さ
ま
に
供
え
る
ス
ピ
リ
ッ
ト
と
考
え
た
ら
い
か
64 

が
で
し
ょ
う
か

(

一
同
笑

)

。
こ
れ
は
冗
談
で
す
が…

…

。 

I 

八
木
ョ
ハ
ネ
福
音
書
第
二
章
で
は
、
お
酒
が
聖
霊
の
シ
ィ
ン
ボ
ル
で

 

す
か
ら
。

玉
城
そ
の
方
が
ス
ピ
リ
ッ
ト
よ
り
遥
か
に
よ
い
。

西
谷
し
か
し
ね
、
あ
な
た
。
み
ん
な
酔
っ
•は
ら
っ
た
ら
困
り
ま
す
よ
。

兵
藤
西
谷
先
生
に
是
非一

言
お
答
え
願
い
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

私
は
文
学
を
や
っ
て
い
ま
す
が
、
文
学
は
現
在
根
元
か
ら
、
今
迄
の
概
 

念
か
ら
い
う
と
解
体
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
と
言
え
ま
す
。
あ
る
面
か
 

ら
言
え
ば
。
文
学
と
宗
教
と
で
は
次
元
が
違
う
と
は
思
い
ま
す
が…

…

0 

先
生
の
お
話
の
、
キ
リ
ス
ト
教
も
仏
教
も
危
機
の
中
に
あ
る
と
。
ど
 

う
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
と
、

「

自
分
で
心
田
を
耕
す
こ
と
に
よ
っ
て



お
考
え
な
さ
い」

と
。
見
事
な
切
り
札
と
思
っ
た
の
で
す
が
。
し
か
し
、
 

そ
う
突
き
離
さ
な
い
で
、
何
ら
か
の
示
唆
を
。

西

谷

こ

れ

は

、
非
常
に
大
き
な
問
題
た
と
私
も
思
っ
て
ま
す
。
文
学
 

と
し
て
の一
種
の
危
機
で
す
し
、
音
楽
も
、
絵
画
で
も
そ
う
で
す
ね
。

兵
藤
何
か
示
唆
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

西
谷
こ
れ
は
や
は
り
芸
術
家
が
そ
れ
ぞ
れ(

一
同
笑

)

。絵描き 

は
絵
描
き
の
立
場
で
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

兵
藤
宗
教
の
場
合
は
、

い
か
が
で
し
ょ
う
。

西
谷
宗
教
と
言
っ
て
も
、

西
洋
の
場
合
も
そ
う
で
す
が
、
古
代
、
中
 

世
と
、
宗
教
を
離
れ
て
は
殆
ん
ど
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
 

こ
れ
は
東
洋
で
も
そ
う
で
す
。

例
え
ば
、
西
洋
画
に
も
東
洋
の
影
響
が
相
当
入
っ
て
い
ま
す
。
色
々
 

考
え
て
み
る
と
、
も
つ
と
東
西
が
共
同
し
て
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と

 

考
え
る
べ
き
で
。
今
の
東
洋
画
は
西
洋
®
の
影
轡
を
受
け
て
い
ま
す
か

 

ら
I

そ
れ
は
そ
れ
で
構
わ
な
い
の
で
す
が_

_

そ
れ
を
通
し
て
、
今
 

度
は
新
し
い
東
洋
画
が
で
き
る
と
、
そ
れ
が
间
か
ま
た
西
洋
の
美
術
に

 

影
響
す
る

と

い
う
こ
と
で
す
ね
。

セ
ザ
ン
ヌ
と
か
ゴ
ッ
ホ
は
明
ら
か
に

 

東
洋
の
美
術
の
影
膂
を
受
け
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
人——

ピ
ヵ
ソ
で
 

も
い
い
で
す
が——

の
描
い
た
絵
は
、
東
洋
の
絵
画
史
の
中
で
は
エ
ポ

 

ッ
ク•

メ

ィ

キ

ン

グ
だ
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。

田
中
今
の
小
野
寺
先
生
の
レ
ス
ボ
ン
ス
の
中
で
、
私
自
身
非
常
に
関

 

心
を
持
っ
て
い
る
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
私
も
一
人
の
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
聖
霊
を
ど
の
場
所
で
体

験
す
る

か

と

い

う

こ

と

な

の

で

す
。

私
は
三
位
一
体
論
の
ょ
う
な
理
論
体
系
を
全
部
解
体
し
て
、
旧
約
聖
 

書
の
場
合
に
、
新
約
聖
書
の
最
も
根
本
的
な
存
在
了
解
か
ら
出
発
し
、
 

三
位
一
体
論
の
問
題
を
、
先
ず
自
分
の
問
題
に
捉
え
た
い
の
で
す
。

私
は
仏
教
の
用
語
を
一
つ
借
り
て
、
三
位
一
体
論
に
取
り
組
ん
で
み

 

た
い
と
最
近
考
え
て
い
ま
す
。
道

元

の「

身
心
脱
落」

と
い
う
言
葉
で
 

す
。
こ
れ
は
十
一
月
の
西
田
学
会
の
時
に
英
語
で
兎
に
角
表
現
し
な
け

 

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、d

r
o
p
p
i
n
g

 

0

*-
h

cr
o
d
y an

d

 m
i
n
d

と
訳
 

し

ま

し

た

。

そ
の
時
一
寸
気
づ
い
た
の
は
、
身

心

脱
落
の

「

心」

は
ど

 

こ
か
ら
ど

こ

迄
な
の
か
と
。
新
プ
ラ
ト
ン

主
義
者
の
い
う
ヌ

ー

ス

や
口
 

ゴ
ス
や
理
性
、
あ
る
い
は
ド
ィ
ッ
哲
学
の
ガ
ィ
ス
ト
を
一
度
解
体
し
て

 

全
部
解
き
明
か
さ
な
い
と
、
聖
書
的
な
聖
霊
体
験
は
で
き
な
い
の
で
は

65
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な
い
か
と
。 

一 

3
ハ
ネ
伝
に
二

コ
デ

モ

と

い

う

ギ

リ

シ
ア
の
知
識
人
と
ィ
エ
ス
と
の
 

対
話
の
中
で
、

「

二
度
生
ま
れ
な
け
れ
ば
神
の
国
に
入
る
こ
と
は
で
き

 

な
い」

と
出
て
い
ま
す
。
文
字
通
り
僕
は
道
元
の
身
心
脱
落
と
こ
れ
を

 

だ
ぶ
ら
せ
て
、
先
ず
ロ
常
性
の
強
い
否
定
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
聖
霊
 

と
我
々
は
出
会
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。

餃
近
、
無
教
会
派
の
関
根
•止
雄
先
生
が「

旧
約
に
お
け
る
聖
霊
体
験」

を
説
明
す
る
と
き
に
、
西
田
の「

場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観」

と
 

い
う
論
文
を
引
用
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、

ユ
ダ
ヤ
人
は
聖
霊
体
験
 

の
中
に
あ
る
無
的
な
も
の
、
無
に
通
ず
る
も
の
を
感
得
し
て
い
る
と
、

新
し
い
旧
約
釈
義
を
行
つ
て
い
ま
す
。



私
は
、

一
人
の
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
西
田
の「

場
所
の
論
理」

に
立
 

脚
し
て
、
特
に
旧
約
聖
書
に
非
常
に
惹
か
れ
ま
す
。

心
田
を
耕
す
と
い
う
ィ
メ
ー
ジ
は
非
常
に
ょ
く
分
か
り
ま
す
が
コ

 

ン
ク
リ
ー
ト
に
囲
ま
れ
た
現
代
人
は
、
牧
歌
的
な
世
界
で
は
な
く
、
神
 

の
沈
黙
や
無
を
先
ず
体
験
し
た
上
で
初
め
て
聖
霊
に
出
会
い
得
る
の
で

 

は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
次
第
で
す
。

玉

城

西
田
哲
学
の「

場
所
の
論
理」

、
場
所
な
ど
と
言
う
か
ら
違
う

 

の
で…

…

o

田

中

で
す
か
ら
、

「

場
所
の
論
理」

と
い
う
の
は
結
局
、

「

無
の
場
 

所」

へ
行
き
着
く
の
で
す
。

つ
ま
り
ァ
リ
ス
ト
テ
レ
ス

的
な
主
語
の
方

 

向
へ
の
超
越
で
は
な
く
、
述
語
の
方
向
へ
の
超
越
と
い
う
こ
と
を
考
え
、 

最
終
的
に
無
の
場
所
と
い
う
考
え
方
へ
至
る
の
で
す
。
無
の
場
所
は
、 

ァ
リ
ス
ト
テ
レ
ス

論
理
で
は
な
い
の
で
す
。
勿
論
、
場
所
の
論
理
が
出
 

発
点
で
す
が
、
こ
れ
を
超
え
る
手
懸
り
を
場
所
の
論
理
に
求
め
て
い
る

 

の
で
、
決
し
て
到
着
点
で
は
な
い
の
で
す
。

川
村
昨
日
の
玉
城
先
生
の
お
話
の
中
に
出
ま
し
た
個

(

自
己)
に
つ

い
て
、
是
非
質
問
さ
せ
て
頂
き
た
か
っ
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
概

念
を
使
っ
て
質
問
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
な
り
お
叱
り
を
受
け
そ
う
で
す

 

n
o

個
と
普
遍
と
特
殊
と
い
う
問
題
で
す
が
、
個
と
普
遍
は
深
く
係
わ
り

 

合
っ
て
い
て
も
、
最
後
的
に
は
個
は
普
遍
の
中
に
留
ま
る
ょ
う
な
も
の

 

で
は
な
く
て
、
仏
教
で
は
個
人
が
深
く
強
調
さ
れ
る
べ
き
、
あ
る
い
は
 

残
る
ベ
き
と
い
う
よ
う
に
、
私
に
は
理
解
で
き
る
よ
う
な
お
話
が
ご
ざ

い
ま
し
た
。
類
、
種
、
個
の
問
題
は
、
私
自
身
に
と
っ
て
よ
く
分
か
ら

 

な
い
問
題
な
の
で
す
が
。

例
え
ば
、
私
は
、
私
と
し

て

真
に
私
、
個
人
で
あ

る

と

同
時
に
、
日
 

本
人
で
あ
り
、
ま
た
人
類
で
も

あ

る

と

い
う
中
で
、
特
に
普
遍
と
個
が
 

一
即
多
と
力
多
即
一
と
し
う
と
こ
ろ
で
本
当
に

普
遍
と

私

と̂'
あ

 

る
い
は
特
殊
と
が
ー
つ
に
生
き
て
い
る
と
い
う
理
解
で
は
、
未
だ
十
分
 

で
は
な
い
と
。

玉
城
先
生
の
ご
理
解
で
す
と
、
や
は
り
根
本
で
は
個
と
い
う
こ
と
が

 

最
後
的
に
残
っ
て
、
最
後
的
に
今
此
処
で
と
い
う
こ
と
が
真
に
大
切
で

 

あ

る

と

い

う

よ

う

な
意
味
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う

か
。
そ
の
辺
の
意
味
合
 

い
が
、
私
の
理
解
が
行
き
届
か
な
く
て
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
ご
ざ
い
 

ま
す
.か
。

玉

城

僕
は
こ
れ
は
、
屹
度
こ
う
だ
と
。
本
識
の
場
に
は
ァ
ー
ラ
ャ
識

 

に
、
ブ
ッ
ダ
の
場
合
に
は
業
異
熟
体
に
押
し
詰
め
ら
れ
、
そ
う
い
う
禅

 

定
に
入
っ
て
、
た
だ
禅
定
が
深
ま
っ
て
押
し
詰
め
ら
れ
る
だ
け
で
は
個

 

は
未
だ
個
で
す
ね
。
そ
の
個
が
開
か
れ
て
く
る
時——

し
か
し

個
は
個
 

な
の
で
す——

個
は
個
で
あ
り
な
が
ら
本
当
に
つ
な
が
っ

て

い

る

と

。 

私
は
宇
宙
共
同
体
の
結
び
目
で
あ
る
と
。
個
が
個
に
決
せ
ら
れ
て
い
る

 

時
に
本
当
に
個
な
る
も
の
が
、
そ
れ
が
同
時
に
宇
宙
共
同
体
と
言
い
ま

 

す
か
、
あ
る
い
は
人
類
共
同
体
の
結
び
目
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う

 

な
こ
と
。

そ
れ
は
、
ブ
ッ
ダ
の
原
始
経
典
か
ら
大
乗
経
典
に
展
開
し
て
く
る
基

 

本
線
の
中
で
、
そ
う
な
っ
て
い
る
。
あ
な
た
の
感
じ
て
お
ら
れ
る
通
り
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だ
と
思
い
ま
す
。

西

谷

如
来
蔵
の
話
が
出
ま
し
た
が
、
如
来
蔵
と
い
う
の
は
面
白
い
概

 

念
で
、
衆
生
の
色
々
の
煩
悩
そ
の
も
の
の
中
に
如
来
法
身
が
。
だ
か
ら
 

如
来
蔵
と
言
い
ま
す
ね
。

禅
宗
の
中
に
有
名
な
南
泉
と
の
問
答
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
坊
さ
ん
が
 

如
来
蔵
の
中
に
真
珠
の
よ
う
な
玉
を
獲
得
し
た
と
い
う
話
で
す
。
そ
の
 

中
で
、

「

如
来
蔵
と
言
わ
れ
て
も
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
も
の
か」

と
質
 

問
し
た
ら
、
南
泉
が「

今
わ
し
が
こ
こ
に
い
て
、
あ
ん
た
が
そ
こ
に
い
 

て
話
し
合
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
如
来
蔵
で
あ
る」

と
。
そ
れ
で
、

「

そ
 

れ
じ
ゃ
あ
如
来
蔵
の
中
に
玉
を
見
つ
け
た
と
は」

—

こ
れ
は
考
え
て
 

み
る
と
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
中
に
如
来
蔵
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
 

玉
が
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
が——

「

そ
れ
は
ど
う
い
 

う
意
味
で
し
ょ
う
か」

と
、
玉
に
つ
い
て
聞
い
た
。
す
る
と
、

「

そ
れ
 

も
や
は
り
、
わ
し
と
お
前
と
こ
う
し
て
話
し
て
い
る
、
そ
の
こ
と
だ」

 

と
言
わ
れ
た
と
。

こ
の
問
答
が
、
今
の
お
話
と
一
つ
。

玉

城

今
の
こ
と
を
も
っ
と
ィ
ン
ド
へ
帰
し
て
、
も
う
少
し
お
話
し
ま
 

す
と
、
先
程
出
ま
し
た
ァ
ー
ラ
ャ
識
か
自
身
の

迷
し
の

オ

リ

，ゾ
ン
で
 

そ
の
オ
リ
ジ
ン
が
目
覚
め
る
の
で
す
。
だ
か
ら
ァ

ー

ラ

ャ
識
が
迷
い
の
 

自
分
に
と
っ
て
あ
る
と
同
時
に
、
解
脱
の
グ
ル
ン
ト
だ
と
。
こ
れ
が
目
 

覚
め
る
と
い
う
こ
と
だ
と
。
だ
か
ら
無
着
は
、
形
を
変
え
な
が
ら
ブ
ッ
 

ダ
の
本
質
を
ピ
シ
ッ
と
捉
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
ね
。
我
々
現
代
人
の
 

課
題
は
、
そ
こ
か
ら
始
ま
っ
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。

如
来
蔵
の
蔵
は
漢
訳
で
あ
っ
て
、

tatTl

wlg
a
t
a

丨g
a
r
b
h
a

と
い
う
。
 

女
の
人
が
生
命
を
身
鼋
も
る
の
で
す
。

だ
か
ら
、
人
類
が
出
て
き
て
ニ
、
三
百
万
年——

中
に
は
五
百
万
年

と
い
う
人
も
い
ま
す
が

-
-
以
来
経
験
し
た
こ
と
の
な
し
こ
と
を
こ

れ
か
ら
促
進
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
こ
と
は
、
男
の
世
 

界
か
ら
女
の
世
界
へ
変
わ
る
こ
と
。
女
を
た
だ
立
て
る
と
い
う
の
で
な

 

く
、

一
度
ボ
ス
ト
を
変
わ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
は
未
だ
経
験
し
て
い

 

な
い
。
し
か
し
、
宇
宙
時
代
と
い
う
、
未
だ
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
こ

 

と
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
か
ら
。
そ
れ
は
や
は
り
一
度
、
人
類
は
こ
れ
か
 

ら
経
験
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
女
の
人
は
、
未
だ
大
変
遠

 

慮
し
て
お
ら
れ
る
。

一
同(

笑)

土
居
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
聖
霊
論
に
つ
い
て
一
言
だ
け
。
私
共
の
翻
訳
し
 

た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の『

組
織
神
学』

の
第
一
一
巻
の
三
分
の
ニ
程
は
聖
霊
論
 

で
す
。
聖
霊
論
を
一
番
詳
し
く
論
じ
た
神
学
者
だ
と
思
い
ま
す
。

彼
は
伝
統
的
な
三
位
一
体
論
を
も
う
時
代
遅
れ
だ
と
。

つ
ま
り
聖
霊
 

論
を
長
く

論
じ
て
、
し
か
も
三
位
一
体
論
は
も
う
過
去
の
も
の
と
な
っ 

た
と
。
更
に
、
我
々
は
霊
の
問
題
を
追
求
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な

 

い
と
、
そ
こ
で
結
ん
で
い
る
わ
け
で
。
と

て

も

s
u
g
g
e
s
t
i
v
e

だ
と
 

思
い
ま
す
。
現
代
の
精
神
的
状
況
に
お
い
て
は
、
非
常
に
示
唆
的
な
結

 

論
だ
と
思
い
ま
す
。

八

木

こ
れ
で
こ
の
会
を
閉
会
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
ど
う
も
有
難
う
ご
 

ざ
い
ま
し
た
。
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