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と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
浄
土
真
宗
を
あ
ら
わ
す
も
の
は
二
種
の
回
向
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
頂
け
る
の
で

あ
り
ま
す
。

　
繰
り
返
し
ま
す
が
、「
無
始
流
転
の
苦
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
の
表
現
内
容
を
、
今
日
は
だ
い
ぶ
話
し
た
よ
う
に
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

和
讃
に
つ
い
て
話
し
た
の
で
す
が
、
和
讃
と
い
う
の
は
講
釈
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
昔
か
ら
言
わ
れ
て
お
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
蓮
如
上
人
の
『
御
文
』
は
解
釈
す
る
必
要
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
和
讃
は
解
釈
し
よ
う
と
思
っ
て
も
解
釈
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
解
釈
で
き
な
か
っ
た
ら
ど
う
す
る
の
で
あ
る
か
。
解
釈
で
き
な
か
っ
た
な
ら
ば
何
遍
で
も
拝
読
し
て
、

そ
の
何
遍
で
も
拝
読
し
て
そ
の
う
ち
に
、
そ
の
お
言
葉
の
上
に
流
れ
て
い
る
も
の
を
言
い
表
せ
れ
ば
、
そ
れ
が
和
讃
の
解
釈
で
あ
り
ま
し

ょ
う
。
和
讃
だ
け
で
な
く
親
鸞
の
言
葉
の
表
現
に
は
、
昨
日
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
何
か
分
か
り
に
く
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

分
か
り
に
く
い
も
の
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
本
当
に
人
生
の
実
感
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
我
々
は
忘
れ

て
は
な
ら
ん
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
今
日
は
こ
こ
で
。

（
本
稿
は
一
九
七
一
年
五
月
一
八
日
の
大
谷
大
学
に
お
け
る
講
義
「『
教
行
信
証
』
の
諸
問
題
」
を
筆
録
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
責
編
集
部
）
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願
生
浄
土
と
い
う
の
は
特
殊
な
表
現
で
す
け
ど
も
、
し
か
し
そ
の
一
般
的
な
意
味
は
宗
教
心
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
す
。
宗
教
心
、

つ
ま
り
信
仰
心
で
す
。
願
生
は
宗
教
心
、
信
仰
心
の
も
と
に
な
る
も
の
で
す
。
堅
い
言
葉
で
い
う
と
願
と
は
宗
教
心
を
し
て
宗
教
心
と
し

て
成
り
立
た
せ
て
い
る
原
理
で
す
。
ま
た
、
そ
の
原
理
を
自
覚
し
た
内
容
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
宗
教
心
が
宗
教
自
身
を
成
り
立
た
せ
て

い
る
原
理
を
自
覚
し
て
、
そ
の
自
覚
内
容
と
し
て
願
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
自
覚
と
い
う
面
か
ら
見
れ
ば
宗
教
心
で
す
か
ら
信
心
と
い

う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
信
心
が
信
心
自
身
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
原
理
を
自
覚
し
て
あ
ら
わ
し
て
い
る
ん
で
す
か
ら
、
原
理
と
い
う
面
か

ら
見
れ
ば
願
と
い
う
わ
け
で
す
。

　
こ
の
願
生
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
を
仏
教
の
根
本
問
題
と
し
て
、
仏
教
に
つ
い
て
の
あ
る
一
つ
の
付
属
し
た
問
題
と
い
う
の
で
は
な
く
仏

教
の
根
本
的
な
問
題
と
し
て
取
り
扱
い
、
そ
れ
を
主
題
と
し
て
い
る
の
が
世
親
の
『
浄
土
論
』
で
す
。
そ
の
『
浄
土
論
』
の
基
づ
く
と
こ

ろ
は
『
浄
土
論
』
そ
の
も
の
が
す
で
に
「
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
」
と
言
っ
て
い
る
。
今
度
、
山
口
益
さ
ん
の
講
義
も
一
緒
に
あ
る

よ
う
で
す
が
、「
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
」
と
言
っ
て
い
る
。
で
す
か
ら
、
基
づ
く
と
こ
ろ
は
や
は
り
『
無
量
寿
経
』
に
あ
る
わ
け

で
す
。『
浄
土
論
』
で
は
「
願
生
安
楽
国
」
と
言
う
ん
で
す
が
、
そ
の
基
づ
く
と
こ
ろ
は
『
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
「
願
生
彼
国
」
と
い

存
在
論
的
要
求
と
し
て
の
願
生

│
│
願
生
論
（
一
）
│
│

安
　
　
田
　
　
理
　
　
深
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う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、『
浄
土
論
』
は
『
無
量
寿
経
』
に
関
す
る
唯
一
の
論
で
す
。
で
す
か
ら
、
経
と
論
と
の
一
貫

す
る
問
題
で
す
。
経
と
論
と
の
一
貫
す
る
問
題
は
「
願
生
」
に
あ
る
わ
け
で
す
。

　
こ
れ
は
や
は
り
『
浄
土
論
』
の
最
後
を
結
ん
だ
言
葉
で
す
ね
。「
願
生
偈
」
を
世
親
自
ら
製
作
す
る
と
と
も
に
、
ま
た
そ
れ
を
解
釈
す

る
わ
け
で
す
。
そ
の
解
釈
の
一
番
最
後
の
帰
結
の
言
葉
と
し
て
、「
菩
薩
、
か
く
の
ご
と
く
五
門
の
行
を
修
し
て
、
自
利
利
他
し
て
速
や

か
に
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
た
る
が
ゆ
え
に
」
と
、
こ
う
い
う
言
葉
で
結
ん
で
あ
る
。
こ
れ
が
最
後
の
言
葉
、
帰

結
の
言
葉
で
す
ね
。
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
は
言
っ
て
み
れ
ば
「
無
上
仏
道
」
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
う
い
う
言
葉
で
結
ば
れ
て
い
る
ん

で
す
か
ら
、
願
生
と
は
や
は
り
無
上
仏
道
の
根
本
問
題
を
扱
っ
た
も
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
『
浄
土

論
』、
願
生
浄
土
論
と
い
う
論
を
註
解
し
た
曇
鸞
は
、
浄
土
を
も
っ
て
「
畢
竟
成
仏
の
道
路
」「
無
上
の
方
便
」
と
、
こ
う
い
う
具
合
に
言

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
道
路
」
と
い
う
こ
と
。
道
路
と
は
「
方
便
」
で
し
ょ
う
。
方
便
と
い
っ
た
ら
道
路
、
ひ
と
つ
の
方
法
で
し
ょ
う
ね
。

こ
の
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
と
い
う
仏
道
は
一
般
に
大
乗
と
言
わ
れ
て
お
る
ん
で
す
。

　
僕
は
こ
う
思
う
ん
で
す
。
大
体
、『
浄
土
論
』
は
大
乗
仏
教
の
論
で
す
。
こ
の
願
生
に
お
け
る
無
上
仏
道
は
大
乗
仏
教
の
根
本
問
題
と

い
う
意
義
を
持
っ
て
お
る
。
こ
の
大
乗
仏
教
と
は
簡
潔
に
言
え
ば
一
切
衆
生
が
本
来
如
来
で
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
自
覚
を
あ
き
ら
か

に
す
る
と
こ
ろ
に
大
乗
仏
教
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
一
切
衆
生
本
来
如
来
で
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
一
つ
の
自
覚
を
成
就
す
る
。
こ
う

い
う
よ
う
に
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
ね
。
こ
れ
は
表
現
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
で
し
ょ
う
け
ど
、『
涅
槃
経
』
で
は
「
一
切
衆
生
悉
有
仏

性
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
『
浄
土
論
』
を
製
作
し
た
世
親
に
も
や
は
り
『
仏
性
論
』
と
い
う
論
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ま
た
触
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
、

一
切
衆
生
悉
有
仏
性
、
つ
ま
り
一
切
衆
生
が
本
来
如
来
で
あ
る
と
い
う
、
一
切
衆
生
の
本
来
性
で
す
ね
。
こ
れ
は
世
親
の
『
仏
性
論
』
を

読
み
ま
す
と
、
仏
性
と
は
衆
生
性
。
衆
生
性
を
仏
性
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
衆
生
の
本
来
性
を
仏
性
と
言
っ
て
い
る
。
で
す
か
ら
、

仏
性
と
い
う
言
葉
を
如
来
蔵
と
い
う
概
念
で
言
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
仏
性
と
は
「
如
来
性
」
と
言
っ
て
も
い
い
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
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如
来
性
と
い
う
こ
と
は
衆
生
の
本
来
性
を
如
来
と
あ
ら
わ
す
ん
で
す
か
ら
、
し
た
が
っ
て
衆
生
の
本
来
的
構
造
で
す
。
構
造
と
し
て
あ
ら

わ
す
と
衆
生
の
本
来
性
が
如
来
性
で
あ
る
が
故
に
、
し
た
が
っ
て
衆
生
は
如
来
に
お
い
て
あ
る
と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
構
造
と
し
て
あ
ら
わ
す
場
合
に
は
如
来
蔵
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
如
来
蔵
に
つ
い
て
は
世
親
に
も
い
ろ
い
ろ
解
釈
が
あ
る
け
れ
ど

も
、
根
本
的
な
そ
の
意
義
は
衆
生
は
如
来
に
お
い
て
あ
る
と
い
う
構
造
で
す
。『
仏
性
論
』
の
中
に
「
一
切
衆
生
悉
く
如
来
智
内
に
あ

り
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。「
如
来
智
」
で
す
ね
。「
智
慧
」
の
「
智
」
で
す
。「
智
内
に
あ
り
」
と
。
衆
生
の
中
に
如
来
が
あ
る
と
い
う

こ
と
も
言
え
な
い
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
け
ど
、
も
っ
と
根
源
的
に
は
そ
う
で
な
く
、
む
し
ろ
衆
生
が
如
来
に
お
い
て
あ
る
、
と
。
如
来

は
衆
生
に
お
い
て
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
衆
生
が
却
っ
て
如
来
の
中
に
あ
る
と
。

　
今
日
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
で
人
間
存
在
と
い
う
も
の
を
「
世
界
内
存
在
」
と
言
う
。
そ
う
い
う
在
り
方
と
い
い
ま
す
か
存
在
の
仕
方
、

人
間
のD

asein

と
し
て
の
存
在
の
仕
方
を
「
世
界
内
存
在
」
と
い
う
具
合
に
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
倣
っ
て
言
え
ば
衆
生
は
「
如
来

内
存
在
」
で
す
ね
。
こ
う
い
う
の
が
人
間
の
本
来
的
な
構
造
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
大
乗
仏
教
と
い
う
も
の
を
言
い
あ
ら
わ
し
て
い

ま
す
。
そ
う
い
う
自
覚
を
成
就
す
る
の
が
大
乗
仏
教
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

　
大
体
、
大
乗
と
言
い
ま
す
の
は
皆
さ
ん
ご
承
知
と
思
い
ま
す
が
、
い
わ
ゆ
る
小
乗
と
は
何
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
小
乗
で
仏
と
言
え
ば

釈
迦
で
す
ね
。
仏
を
釈
迦
仏
に
限
る
の
は
小
乗
で
す
。
し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
釈
迦
仏
が
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
、

ゴ
ー
タ
マ
が
仏
陀
に
成
っ
た
と
い
う
こ
と
。
そ
う
い
う
こ
と
は
ゴ
ー
タ
マ
自
身
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
こ
と
で
は
な
い
で
す
ね
。
ゴ
ー
タ

マ
自
身
が
よ
り
優
れ
た
人
間
に
成
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
で
す
ね
。
ゴ
ー
タ
マ
と
い
う
人
間
が
仏
に
成
っ
た
と
い
う
こ
と
は
人
間
が

人
間
に
目
覚
め
た
。
目
覚
め
た
人
間
に
成
っ
た
。
仏
に
成
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
は
ゴ
ー
タ
マ
個
人
に
限
っ
た
個
人
的
意
義
に

尽
き
る
も
の
で
は
な
い
で
す
ね
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
人
間
の
世
界
に
仏
と
い
う
も
の
が
成
就
し
た
。
人
間
の
世
界
の
中
に
人
間
を
自
覚
し

た
人
間
が
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
は
人
間
の
意
義
が
変
わ
る
こ
と
で
す
ね
。
人
間
が
人
間
の
あ
る
状
態
か
ら
あ
る

状
態
に
変
わ
っ
た
、
愚
か
な
る
人
間
が
賢
く
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
と
は
違
う
わ
け
で
す
。
そ
う
で
は
な
い
。
人
間
が
よ
り
優
れ
た
人
間
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う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、『
浄
土
論
』
は
『
無
量
寿
経
』
に
関
す
る
唯
一
の
論
で
す
。
で
す
か
ら
、
経
と
論
と
の
一
貫

す
る
問
題
で
す
。
経
と
論
と
の
一
貫
す
る
問
題
は
「
願
生
」
に
あ
る
わ
け
で
す
。

　
こ
れ
は
や
は
り
『
浄
土
論
』
の
最
後
を
結
ん
だ
言
葉
で
す
ね
。「
願
生
偈
」
を
世
親
自
ら
製
作
す
る
と
と
も
に
、
ま
た
そ
れ
を
解
釈
す

る
わ
け
で
す
。
そ
の
解
釈
の
一
番
最
後
の
帰
結
の
言
葉
と
し
て
、「
菩
薩
、
か
く
の
ご
と
く
五
門
の
行
を
修
し
て
、
自
利
利
他
し
て
速
や

か
に
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
た
る
が
ゆ
え
に
」
と
、
こ
う
い
う
言
葉
で
結
ん
で
あ
る
。
こ
れ
が
最
後
の
言
葉
、
帰

結
の
言
葉
で
す
ね
。
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
は
言
っ
て
み
れ
ば
「
無
上
仏
道
」
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
う
い
う
言
葉
で
結
ば
れ
て
い
る
ん

で
す
か
ら
、
願
生
と
は
や
は
り
無
上
仏
道
の
根
本
問
題
を
扱
っ
た
も
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
『
浄
土

論
』、
願
生
浄
土
論
と
い
う
論
を
註
解
し
た
曇
鸞
は
、
浄
土
を
も
っ
て
「
畢
竟
成
仏
の
道
路
」「
無
上
の
方
便
」
と
、
こ
う
い
う
具
合
に
言

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
道
路
」
と
い
う
こ
と
。
道
路
と
は
「
方
便
」
で
し
ょ
う
。
方
便
と
い
っ
た
ら
道
路
、
ひ
と
つ
の
方
法
で
し
ょ
う
ね
。

こ
の
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
と
い
う
仏
道
は
一
般
に
大
乗
と
言
わ
れ
て
お
る
ん
で
す
。

　
僕
は
こ
う
思
う
ん
で
す
。
大
体
、『
浄
土
論
』
は
大
乗
仏
教
の
論
で
す
。
こ
の
願
生
に
お
け
る
無
上
仏
道
は
大
乗
仏
教
の
根
本
問
題
と

い
う
意
義
を
持
っ
て
お
る
。
こ
の
大
乗
仏
教
と
は
簡
潔
に
言
え
ば
一
切
衆
生
が
本
来
如
来
で
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
自
覚
を
あ
き
ら
か

に
す
る
と
こ
ろ
に
大
乗
仏
教
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
一
切
衆
生
本
来
如
来
で
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
一
つ
の
自
覚
を
成
就
す
る
。
こ
う

い
う
よ
う
に
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
ね
。
こ
れ
は
表
現
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
で
し
ょ
う
け
ど
、『
涅
槃
経
』
で
は
「
一
切
衆
生
悉
有
仏

性
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
『
浄
土
論
』
を
製
作
し
た
世
親
に
も
や
は
り
『
仏
性
論
』
と
い
う
論
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ま
た
触
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
、

一
切
衆
生
悉
有
仏
性
、
つ
ま
り
一
切
衆
生
が
本
来
如
来
で
あ
る
と
い
う
、
一
切
衆
生
の
本
来
性
で
す
ね
。
こ
れ
は
世
親
の
『
仏
性
論
』
を

読
み
ま
す
と
、
仏
性
と
は
衆
生
性
。
衆
生
性
を
仏
性
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
衆
生
の
本
来
性
を
仏
性
と
言
っ
て
い
る
。
で
す
か
ら
、

仏
性
と
い
う
言
葉
を
如
来
蔵
と
い
う
概
念
で
言
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
仏
性
と
は
「
如
来
性
」
と
言
っ
て
も
い
い
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
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如
来
性
と
い
う
こ
と
は
衆
生
の
本
来
性
を
如
来
と
あ
ら
わ
す
ん
で
す
か
ら
、
し
た
が
っ
て
衆
生
の
本
来
的
構
造
で
す
。
構
造
と
し
て
あ
ら

わ
す
と
衆
生
の
本
来
性
が
如
来
性
で
あ
る
が
故
に
、
し
た
が
っ
て
衆
生
は
如
来
に
お
い
て
あ
る
と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
構
造
と
し
て
あ
ら
わ
す
場
合
に
は
如
来
蔵
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
如
来
蔵
に
つ
い
て
は
世
親
に
も
い
ろ
い
ろ
解
釈
が
あ
る
け
れ
ど

も
、
根
本
的
な
そ
の
意
義
は
衆
生
は
如
来
に
お
い
て
あ
る
と
い
う
構
造
で
す
。『
仏
性
論
』
の
中
に
「
一
切
衆
生
悉
く
如
来
智
内
に
あ

り
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。「
如
来
智
」
で
す
ね
。「
智
慧
」
の
「
智
」
で
す
。「
智
内
に
あ
り
」
と
。
衆
生
の
中
に
如
来
が
あ
る
と
い
う

こ
と
も
言
え
な
い
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
け
ど
、
も
っ
と
根
源
的
に
は
そ
う
で
な
く
、
む
し
ろ
衆
生
が
如
来
に
お
い
て
あ
る
、
と
。
如
来

は
衆
生
に
お
い
て
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
衆
生
が
却
っ
て
如
来
の
中
に
あ
る
と
。

　
今
日
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
で
人
間
存
在
と
い
う
も
の
を
「
世
界
内
存
在
」
と
言
う
。
そ
う
い
う
在
り
方
と
い
い
ま
す
か
存
在
の
仕
方
、

人
間
のD

asein

と
し
て
の
存
在
の
仕
方
を
「
世
界
内
存
在
」
と
い
う
具
合
に
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
倣
っ
て
言
え
ば
衆
生
は
「
如
来

内
存
在
」
で
す
ね
。
こ
う
い
う
の
が
人
間
の
本
来
的
な
構
造
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
大
乗
仏
教
と
い
う
も
の
を
言
い
あ
ら
わ
し
て
い

ま
す
。
そ
う
い
う
自
覚
を
成
就
す
る
の
が
大
乗
仏
教
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

　
大
体
、
大
乗
と
言
い
ま
す
の
は
皆
さ
ん
ご
承
知
と
思
い
ま
す
が
、
い
わ
ゆ
る
小
乗
と
は
何
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
小
乗
で
仏
と
言
え
ば

釈
迦
で
す
ね
。
仏
を
釈
迦
仏
に
限
る
の
は
小
乗
で
す
。
し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
釈
迦
仏
が
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
、

ゴ
ー
タ
マ
が
仏
陀
に
成
っ
た
と
い
う
こ
と
。
そ
う
い
う
こ
と
は
ゴ
ー
タ
マ
自
身
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
こ
と
で
は
な
い
で
す
ね
。
ゴ
ー
タ

マ
自
身
が
よ
り
優
れ
た
人
間
に
成
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
で
す
ね
。
ゴ
ー
タ
マ
と
い
う
人
間
が
仏
に
成
っ
た
と
い
う
こ
と
は
人
間
が

人
間
に
目
覚
め
た
。
目
覚
め
た
人
間
に
成
っ
た
。
仏
に
成
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
は
ゴ
ー
タ
マ
個
人
に
限
っ
た
個
人
的
意
義
に

尽
き
る
も
の
で
は
な
い
で
す
ね
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
人
間
の
世
界
に
仏
と
い
う
も
の
が
成
就
し
た
。
人
間
の
世
界
の
中
に
人
間
を
自
覚
し

た
人
間
が
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
は
人
間
の
意
義
が
変
わ
る
こ
と
で
す
ね
。
人
間
が
人
間
の
あ
る
状
態
か
ら
あ
る

状
態
に
変
わ
っ
た
、
愚
か
な
る
人
間
が
賢
く
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
と
は
違
う
わ
け
で
す
。
そ
う
で
は
な
い
。
人
間
が
よ
り
優
れ
た
人
間
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に
成
る
と
い
う
意
味
で
も
な
い
し
、
そ
れ
に
人
間
が
人
間
で
な
い
も
の
、
神
に
成
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
で
す
ね
。

　
仏
と
は
人
間
が
真
に
真
の
自
己
を
見
出
し
た
人
間
に
成
る
。
と
い
う
こ
と
は
仏
で
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
人
間
は
そ
の
状
態
に
あ
っ
て

自
己
を
失
っ
た
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
の
人
間
が
自
己
を
見
出
し
た
と
い
う
こ
と
の
意
義
で
す
ね
。
そ
れ
は
人
間
が
い
わ
ゆ
るD

asein

と

し
て
は
、
自
己
自
身
を
失
っ
た
状
態
で
あ
る
人
間
と
い
う
こ
と
が
見
出
さ
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
真
の
自
己
を
見
出
し
た
と
い

う
こ
と
と
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
の
自
己
、
一
般
の
人
間
の
現
実
と
い
う
も
の
は
自
己
を
失
っ
た
人
間
だ
と
、
自
己
を
喪
失
し
た
人
間
だ
と

い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
そ
れ
は
人
間
と
い
う
も
の
の
見
方
と
い
い
ま
す
か
、
存
在
の
根
源
的
改
革
に
な
る
わ
け
で
す
よ
。

そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
み
れ
ば
、
人
間
と
は
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
決
め
に
く
い
こ
と
で
は
な
い
で
す
か
ね
。
理
性
を
も
っ
た

も
の
が
人
間
だ
と
か
、
道
具
を
造
る
も
の
が
人
間
だ
と
か
。
今
日
は
人
間
学
と
い
う
学
問
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
生
物
的
存
在

で
あ
る
と
か
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
や
は
り
社
会
的
存
在
で
あ
る
と
か
、
い
ろ
い
ろ
と
人
間
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
し
か

し
、
そ
れ
ら
で
は
規
定
で
き
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
根
源
的
に
人
間
の
意
義
と
い
う
も
の
は
尽
く
さ
れ
な
い
。
何
か
、
仏
と
い
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
人
間
が
仏
と
し
て
自
分
を
自
覚
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
あ
ら
ゆ
る
人
間
観
を
一
変
す
る
よ
う
な
意
義
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　
神
に
な
っ
た
。
そ
う
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
仏
に
成
る
と
は
神
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
人
間

が
全
く
人
間
自
身
を
失
っ
て
他
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
し
、
人
間
が
よ
り
一
層
高
い
人
間
に
な
っ
た
、
こ
う
い
う
わ

け
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
は
「
迷
悟
」
と
い
う
概
念
が
初
め
て
出
て
く
る
の
で
し
ょ
う
。
迷
う
と
か
悟
る
と
か
ね
。
こ
う
い
う
全

く
新
し
い
人
間
存
在
に
つ
い
て
の
範
疇
が
生
ま
れ
て
く
る
。
人
間
を
迷
い
の
存
在
と
し
て
あ
る
も
の
、
自
己
自
身
に
迷
っ
て
あ
る
も
の
だ

と
い
う
こ
と
は
、
仏
が
生
ま
れ
得
な
い
前
に
は
な
い
こ
と
で
す
ね
。
迷
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
野
蛮
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
非
理
性

的
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
迷
う
と
い
う
こ
と
は
人
間
が
自
己
自
身
を
失
っ
た
状
態
で
あ
り
、
悟
る
と
は
人
間
が
自
己
自
身
を
回
復
し
た

状
態
で
す
。
こ
う
い
う
意
義
が
人
間
に
出
て
く
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
人
間
観
が
一
変
し
て
く
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
ゴ
ー
タ
マ
が

仏
陀
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
人
間
が
人
間
た
る
限
り
の
人
間
で
す
ね
。
人
間
が
人
間
で
あ
る
限
り
の
人
間
の
意
義
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と
い
う
も
の
を
あ
き
ら
か
に
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
人
間
が
何
か
と
し
て
在
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
で
す
ね
。
社
会
人
と
し
て
在

る
と
か
、
経
済
的
人
間
と
し
て
在
る
と
か
、
男
性
と
し
て
在
る
か
と
か
、
女
性
と
し
て
在
る
と
か
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
仏
と
は
人
間

が
真
に
人
間
で
あ
る
限
り
の
そ
う
い
う
意
義
を
見
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
ゴ
ー
タ
マ
が
仏
陀
に
成
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

ゴ
ー
タ
マ
だ
け
に
意
味
が
あ
る
こ
と
で
は
な
い
。
お
よ
そ
人
間
で
あ
る
限
り
の
人
間
に
意
義
の
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
人
間
で
あ
る
限
り

の
人
間
と
い
う
も
の
を
見
出
し
、
ま
た
、
そ
の
見
出
す
方
法
も
見
つ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
人
間
が
仏
で
あ
る
こ
と
を
見
出
さ
れ
、

ま
た
そ
の
仏
と
成
る
道
も
発
見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
は
人
間
そ
の
も
の
に
、
人
間
が
人
間
で
あ
る
限
り
の
人

間
に
意
味
の
あ
る
こ
と
で
す
ね
。
つ
ま
り
人
類
的
な
意
義
を
持
つ
こ
と
で
す
ね
。

　A
nthropology

と
い
う
言
葉
は
、
昔
は
人
類
学
と
い
う
言
葉
で
呼
ば
れ
て
い
た
。
今
は
人
間
学
と
い
う
言
葉
で
訳
さ
れ
ま
す
。
人
間

が
人
間
と
し
て
あ
る
限
り
の
意
義
が
人
間
学
、
人
間
学
的
意
義
で
す
ね
。
そ
れ
は
人
類
的
に
意
味
の
あ
る
こ
と
で
す
。
誰
に
も
意
味
の
あ

る
こ
と
で
す
ね
。
男
性
で
も
人
間
、
女
性
で
も
人
間
。
人
間
と
い
う
こ
と
の
意
義
で
す
。
男
性
で
あ
る
か
、
女
性
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と

に
先
立
っ
て
、
人
間
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
の
意
義
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
女
性
で
あ
る
人
間
に
も
男
性
で
あ
る
人
間
に
も
意
味
の
あ
る
こ

と
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
仏
は
釈
迦
一
仏
で
は
な
い
。
仏
と
い
え
ば
釈
迦
一
仏
と
い
う
の
は
い
わ
ゆ
る
小
乗
の
立
場
で
し

ょ
う
。
大
乗
仏
教
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
仏
で
あ
る
と
と
も
に
、
仏
で
あ
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
道
で
す
ね
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
仏
で

あ
る
と
い
う
自
覚
を
生
み
出
す
道
で
す
ね
。
ゴ
ー
ダ
マ
が
仏
陀
に
成
っ
た
と
は
そ
う
い
う
こ
と
が
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
証
明
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
そ
こ
に
一
切
諸
仏
と
い
う
よ
う
に
、
仏
が
複
数
に
な
っ
て
く
る
。
仏
が
単
数
で
は
な
い
。
仏
が
複
数
に

な
る
。
一
切
衆
生
、
全
て
の
人
間
と
い
う
こ
と
と
同
じ
く
全
て
の
仏
、
一
切
諸
仏
が
そ
こ
に
生
ま
れ
て
く
る
。
こ
う
い
う
立
場
に
立
つ
の

が
大
乗
仏
教
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
小
乗
仏
教
を
や
め
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
す
ね
。
ゴ
ー
タ
マ
一い

ち

人に
ん

が
仏
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意

義
を
推
せ
ば
そ
う
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
ゴ
ー
タ
マ
自
身
が
仏
と
成
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
ゴ
ー
タ
マ
だ
け
に
意
味
の
あ
る
こ

と
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
仏
で
あ
り
、
ま
た
仏
と
成
り
得
る
道
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
大
乗
仏
教
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に
成
る
と
い
う
意
味
で
も
な
い
し
、
そ
れ
に
人
間
が
人
間
で
な
い
も
の
、
神
に
成
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
で
す
ね
。

　
仏
と
は
人
間
が
真
に
真
の
自
己
を
見
出
し
た
人
間
に
成
る
。
と
い
う
こ
と
は
仏
で
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
人
間
は
そ
の
状
態
に
あ
っ
て

自
己
を
失
っ
た
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
の
人
間
が
自
己
を
見
出
し
た
と
い
う
こ
と
の
意
義
で
す
ね
。
そ
れ
は
人
間
が
い
わ
ゆ
るD

asein

と

し
て
は
、
自
己
自
身
を
失
っ
た
状
態
で
あ
る
人
間
と
い
う
こ
と
が
見
出
さ
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
真
の
自
己
を
見
出
し
た
と
い

う
こ
と
と
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
の
自
己
、
一
般
の
人
間
の
現
実
と
い
う
も
の
は
自
己
を
失
っ
た
人
間
だ
と
、
自
己
を
喪
失
し
た
人
間
だ
と

い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
そ
れ
は
人
間
と
い
う
も
の
の
見
方
と
い
い
ま
す
か
、
存
在
の
根
源
的
改
革
に
な
る
わ
け
で
す
よ
。

そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
み
れ
ば
、
人
間
と
は
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
決
め
に
く
い
こ
と
で
は
な
い
で
す
か
ね
。
理
性
を
も
っ
た

も
の
が
人
間
だ
と
か
、
道
具
を
造
る
も
の
が
人
間
だ
と
か
。
今
日
は
人
間
学
と
い
う
学
問
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
生
物
的
存
在

で
あ
る
と
か
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
や
は
り
社
会
的
存
在
で
あ
る
と
か
、
い
ろ
い
ろ
と
人
間
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
し
か

し
、
そ
れ
ら
で
は
規
定
で
き
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
根
源
的
に
人
間
の
意
義
と
い
う
も
の
は
尽
く
さ
れ
な
い
。
何
か
、
仏
と
い
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
人
間
が
仏
と
し
て
自
分
を
自
覚
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
あ
ら
ゆ
る
人
間
観
を
一
変
す
る
よ
う
な
意
義
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　
神
に
な
っ
た
。
そ
う
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
仏
に
成
る
と
は
神
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
人
間

が
全
く
人
間
自
身
を
失
っ
て
他
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
し
、
人
間
が
よ
り
一
層
高
い
人
間
に
な
っ
た
、
こ
う
い
う
わ

け
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
は
「
迷
悟
」
と
い
う
概
念
が
初
め
て
出
て
く
る
の
で
し
ょ
う
。
迷
う
と
か
悟
る
と
か
ね
。
こ
う
い
う
全

く
新
し
い
人
間
存
在
に
つ
い
て
の
範
疇
が
生
ま
れ
て
く
る
。
人
間
を
迷
い
の
存
在
と
し
て
あ
る
も
の
、
自
己
自
身
に
迷
っ
て
あ
る
も
の
だ

と
い
う
こ
と
は
、
仏
が
生
ま
れ
得
な
い
前
に
は
な
い
こ
と
で
す
ね
。
迷
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
野
蛮
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
非
理
性

的
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
迷
う
と
い
う
こ
と
は
人
間
が
自
己
自
身
を
失
っ
た
状
態
で
あ
り
、
悟
る
と
は
人
間
が
自
己
自
身
を
回
復
し
た

状
態
で
す
。
こ
う
い
う
意
義
が
人
間
に
出
て
く
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
人
間
観
が
一
変
し
て
く
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
ゴ
ー
タ
マ
が

仏
陀
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
人
間
が
人
間
た
る
限
り
の
人
間
で
す
ね
。
人
間
が
人
間
で
あ
る
限
り
の
人
間
の
意
義
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と
い
う
も
の
を
あ
き
ら
か
に
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
人
間
が
何
か
と
し
て
在
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
で
す
ね
。
社
会
人
と
し
て
在

る
と
か
、
経
済
的
人
間
と
し
て
在
る
と
か
、
男
性
と
し
て
在
る
か
と
か
、
女
性
と
し
て
在
る
と
か
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
仏
と
は
人
間

が
真
に
人
間
で
あ
る
限
り
の
そ
う
い
う
意
義
を
見
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
ゴ
ー
タ
マ
が
仏
陀
に
成
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

ゴ
ー
タ
マ
だ
け
に
意
味
が
あ
る
こ
と
で
は
な
い
。
お
よ
そ
人
間
で
あ
る
限
り
の
人
間
に
意
義
の
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
人
間
で
あ
る
限
り

の
人
間
と
い
う
も
の
を
見
出
し
、
ま
た
、
そ
の
見
出
す
方
法
も
見
つ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
人
間
が
仏
で
あ
る
こ
と
を
見
出
さ
れ
、

ま
た
そ
の
仏
と
成
る
道
も
発
見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
は
人
間
そ
の
も
の
に
、
人
間
が
人
間
で
あ
る
限
り
の
人

間
に
意
味
の
あ
る
こ
と
で
す
ね
。
つ
ま
り
人
類
的
な
意
義
を
持
つ
こ
と
で
す
ね
。

　A
nthropology

と
い
う
言
葉
は
、
昔
は
人
類
学
と
い
う
言
葉
で
呼
ば
れ
て
い
た
。
今
は
人
間
学
と
い
う
言
葉
で
訳
さ
れ
ま
す
。
人
間

が
人
間
と
し
て
あ
る
限
り
の
意
義
が
人
間
学
、
人
間
学
的
意
義
で
す
ね
。
そ
れ
は
人
類
的
に
意
味
の
あ
る
こ
と
で
す
。
誰
に
も
意
味
の
あ

る
こ
と
で
す
ね
。
男
性
で
も
人
間
、
女
性
で
も
人
間
。
人
間
と
い
う
こ
と
の
意
義
で
す
。
男
性
で
あ
る
か
、
女
性
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と

に
先
立
っ
て
、
人
間
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
の
意
義
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
女
性
で
あ
る
人
間
に
も
男
性
で
あ
る
人
間
に
も
意
味
の
あ
る
こ

と
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
仏
は
釈
迦
一
仏
で
は
な
い
。
仏
と
い
え
ば
釈
迦
一
仏
と
い
う
の
は
い
わ
ゆ
る
小
乗
の
立
場
で
し

ょ
う
。
大
乗
仏
教
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
仏
で
あ
る
と
と
も
に
、
仏
で
あ
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
道
で
す
ね
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
仏
で

あ
る
と
い
う
自
覚
を
生
み
出
す
道
で
す
ね
。
ゴ
ー
ダ
マ
が
仏
陀
に
成
っ
た
と
は
そ
う
い
う
こ
と
が
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
証
明
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
そ
こ
に
一
切
諸
仏
と
い
う
よ
う
に
、
仏
が
複
数
に
な
っ
て
く
る
。
仏
が
単
数
で
は
な
い
。
仏
が
複
数
に

な
る
。
一
切
衆
生
、
全
て
の
人
間
と
い
う
こ
と
と
同
じ
く
全
て
の
仏
、
一
切
諸
仏
が
そ
こ
に
生
ま
れ
て
く
る
。
こ
う
い
う
立
場
に
立
つ
の

が
大
乗
仏
教
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
小
乗
仏
教
を
や
め
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
す
ね
。
ゴ
ー
タ
マ
一い

ち

人に
ん

が
仏
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意

義
を
推
せ
ば
そ
う
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
ゴ
ー
タ
マ
自
身
が
仏
と
成
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
ゴ
ー
タ
マ
だ
け
に
意
味
の
あ
る
こ

と
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
仏
で
あ
り
、
ま
た
仏
と
成
り
得
る
道
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
大
乗
仏
教
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と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
が
無
上
菩
提
。「
無
上
」
と
い
う
の
は
、
賢
い
と
か
、
愚
か
だ
と
か
、
あ
る
い
は
貧
困
で
あ
る
と
か
富
ん
だ
と
か

い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
人
間
が
真
に
人
間
自
身
を
自
覚
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
今
日
の
言
葉
で
は
実
存
と
言

う
ん
で
す
。
そ
れ
は
人
間
が
真
に
人
間
自
身
を
自
覚
し
た
時
に
人
間
は
最
高
の
意
義
を
勝
ち
取
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
「
阿
耨
多
羅
」
と

い
う
言
葉
が
つ
く
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
、
そ
の
状
態
に
お
い
て
動
か
さ
れ
得
な
い
、
人
間
が
い
か
な
る
状
態
、
あ
る
い
は
状
況
、

situation

に
あ
る
か
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
な
い
、
存
在
の
最
高
の
意
義
を
持
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
無
上
仏
道
で
す
。

　
し
か
ら
ば
そ
の
一
切
衆
生
が
仏
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
し
て
実
現
で
き
る
か
。
そ
う
い
う
問
題
に
応
え
た
の
が
「
願
生
」
で
す
。

無
上
仏
道
と
い
う
問
題
か
ら
ま
た
無
上
仏
道
を
成
就
す
る
方
法
で
す
ね
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
願
生
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
願
生
浄

土
が
『
無
量
寿
経
』
の
根
源
的
な
主
題
で
す
。
そ
れ
が
や
が
て
ま
た
、『
浄
土
論
』
の
主
題
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
『
浄
土
論
』
は
『
無

量
寿
経
』
か
ら
出
て
、
ま
た
『
無
量
寿
経
』
の
意
義
を
完
成
す
る
。
経
と
論
と
は
地
位
が
違
う
け
れ
ど
も
思
想
的
事
業
と
い
う
も
の
、
つ

ま
り
テ
ー
マ
は
同
じ
「
願
生
」
が
テ
ー
マ
で
す
。
願
生
と
い
う
一
つ
の
根
本
問
題
を
主
題
と
す
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
の
「
無

量
寿
経
優
婆
提
舎
」
は
、「
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
」
と
い
う
。「
優
婆
提
舎
」
と
は
本
来
こ
れ
は
修
多
羅
の
名
前
、
経
の
名
前
で
す
。

十
二
部
経
と
い
い
ま
し
て
、
経
の
持
っ
て
い
る
名
前
の
一
つ
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
本
来
、
経
を
あ
ら
わ
す
名
前
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
世
親

は
そ
れ
を
自
己
自
身
の
「
論
」
の
名
前
に
す
る
わ
け
で
す
。「
優
婆
提
舎
な
る
願
生
偈
」
で
あ
る
と
。
だ
か
ら
、
優
婆
提
舎
と
は
、
も
と

も
と
仏
の
経
で
す
。
仏
経
を
あ
ら
わ
す
名
前
が
同
時
に
仏
経
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
論
の
名
前
と
さ
れ
た
。
だ
か
ら
経
と
論
と
は
地
位
は

違
う
け
れ
ど
も
、
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
同
じ
と
い
う
こ
と
で
す
。
論
は
経
か
ら
出
て
、
し
か
も
経
か
ら
生
ま
れ
て
経
を
完
成
す
る
。
経

と
論
と
で
一
つ
の
事
業
を
成
就
し
よ
う
と
す
る
、
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
願
生
は
、『
無
量
寿
経
』
の
唯
一
の
論
と
し
て
、
世
親
の

『
浄
土
論
』
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
問
題
で
す
ね
。

　
そ
れ
で
、
い
ま
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
仏
教
、
特
に
大
乗
仏
教
は
一
切
衆
生
が
如
来
で
あ
る
と
い
う
一
切
衆
生
の
本
来
的
構
造
で
す
ね
。

一
切
衆
生
悉
有
仏
性
と
い
う
こ
と
は
親
鸞
も
『
教
行
信
証
』
で
取
り
扱
っ
て
い
る
。
ま
た
、
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』
に
も
取
り
扱
わ
れ
て
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い
る
。
だ
か
ら
「
空
有
」
と
い
う
の
は
「
有
」
と
い
う
こ
と
に
非
常
に
大
事
な
意
味
が
あ
る
。
こ
う
い
う
点
は
道
元
禅
師
の
『
正
法
眼

蔵
』。
そ
の
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』
で
は
「
有
」
と
い
う
概
念
に
非
常
に
注
意
し
て
い
る
。「
有
時
」
と
い
う
こ
と
は
『
正
法
眼
蔵
』
に
お

け
る
最
も
哲
学
的
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
有
時
と
は
言
葉
か
ら
い
っ
て
も
面
白
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
た
と
え
て
み
た
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

Sein und Zeit.

で
す
ね
。
こ
れ
は
有
をSein

で
お
さ
え
て
い
ま
す
。
有
時
の
「
有
」、
悉
有
の
「
有
」
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
注
意
さ

れ
て
い
る
。
悉
は
「
こ
と
ご
と
く
」
と
い
う
字
で
す
け
れ
ど
も
、
悉
有
と
い
う
こ
と
が
世
親
自
身
に
は
「
本
有
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。

悉
く
有
る
と
、
本
来
有
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
或
る
時
に
は
有
っ
て
或
る
時
に
は
無
い
と
か
、
或
る
者
に
は
有
っ
て
他
の
者
に
は
無
い

と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
有
る
無
い
を
超
え
て
「
有
る
」
と
い
う
ね
。
そ
う
い
う
意
味
の
「
有
る
」
で
す
よ
ね
。
有

る
無
い
を
超
え
て
「
有
る
」
と
い
う
よ
う
な
、
本
有
と
い
う
こ
と
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
概
念
で
す
ね
。
世
親
自
ら
本
有
と
。
有
る
無
い

と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
有
る
無
い
を
超
え
て
「
有
る
」。
だ
か
ら
、
あ
る
意
味
か
ら
い
う
と
、
そ
の
こ
と
を
「
般
若
」
と
い
う
言
葉
で

あ
ら
わ
し
ま
す
し
、
仏
教
で
は
ま
た
「
空
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
本
有
と
は
「
有
」
と
い
っ
て
も
、
本
有
と
は
却
っ
て
空

で
あ
る
。
こ
の
「
本
」
と
は
や
は
り
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
有
」
と
い
う
概
念
は
非
常
に
大
切
な
概
念
で
す
。

　
大
乗
仏
教
は
、
一
切
衆
生
が
如
来
で
あ
る
、
と
い
う
本
来
的
構
造
を
自
覚
し
解
明
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い

う
点
か
ら
考
え
て
い
け
ば
仏
教
の
問
題
と
は
、
い
ま
言
い
ま
し
た
よ
う
な
人
間
の
本
来
性
で
す
ね
。
人
間
の
本
来
性
に
関
す
る
問
題
で
す
。

そ
れ
は
、
仏
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
如
来
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
う
し
て
人
間
と
い
う
も
の
も
あ
る
と
。
人
間
の
他
に
も
う
一
つ

仏
と
い
う
も
の
も
あ
る
と
。
こ
の
人
間
と
仏
と
の
二
つ
の
関
係
。
普
通
は
そ
う
い
う
も
の
をreligion

と
言
い
ま
す
。
人
間
と
い
う
も
の

は
有
限
的
な
存
在
だ
と
。
仏
と
い
う
も
の
は
絶
対
的
な
存
在
だ
と
。
こ
う
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
救
済
と
か
、
信
仰
と
か
と
い
う
も
の
が
語

ら
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
考
え
方
は
よ
そ
か
ら
き
た
考
え
方
で
す
ね
。
仏
教
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
る
の
で
は
な
い
。
仏
は
人
間
の
他

者
で
は
な
い
。A

nother

で
は
な
い
で
す
ね
。
そ
う
い
う
人
間
の
他
者
な
ら
ば
、
む
し
ろ
神
と
言
っ
た
方
が
い
い
で
す
よ
。
仏
教
は
そ
う

い
う
も
の
で
は
な
い
で
す
ね
。
そ
う
い
う
の
は
仏
を
仏
教
的
に
考
え
た
こ
と
に
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
む
し
ろ
仏
と
い
う
こ
と
を
キ
リ
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と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
が
無
上
菩
提
。「
無
上
」
と
い
う
の
は
、
賢
い
と
か
、
愚
か
だ
と
か
、
あ
る
い
は
貧
困
で
あ
る
と
か
富
ん
だ
と
か

い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
人
間
が
真
に
人
間
自
身
を
自
覚
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
今
日
の
言
葉
で
は
実
存
と
言

う
ん
で
す
。
そ
れ
は
人
間
が
真
に
人
間
自
身
を
自
覚
し
た
時
に
人
間
は
最
高
の
意
義
を
勝
ち
取
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
「
阿
耨
多
羅
」
と

い
う
言
葉
が
つ
く
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
、
そ
の
状
態
に
お
い
て
動
か
さ
れ
得
な
い
、
人
間
が
い
か
な
る
状
態
、
あ
る
い
は
状
況
、

situation

に
あ
る
か
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
な
い
、
存
在
の
最
高
の
意
義
を
持
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
無
上
仏
道
で
す
。

　
し
か
ら
ば
そ
の
一
切
衆
生
が
仏
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
し
て
実
現
で
き
る
か
。
そ
う
い
う
問
題
に
応
え
た
の
が
「
願
生
」
で
す
。

無
上
仏
道
と
い
う
問
題
か
ら
ま
た
無
上
仏
道
を
成
就
す
る
方
法
で
す
ね
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
願
生
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
願
生
浄

土
が
『
無
量
寿
経
』
の
根
源
的
な
主
題
で
す
。
そ
れ
が
や
が
て
ま
た
、『
浄
土
論
』
の
主
題
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
『
浄
土
論
』
は
『
無

量
寿
経
』
か
ら
出
て
、
ま
た
『
無
量
寿
経
』
の
意
義
を
完
成
す
る
。
経
と
論
と
は
地
位
が
違
う
け
れ
ど
も
思
想
的
事
業
と
い
う
も
の
、
つ

ま
り
テ
ー
マ
は
同
じ
「
願
生
」
が
テ
ー
マ
で
す
。
願
生
と
い
う
一
つ
の
根
本
問
題
を
主
題
と
す
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
の
「
無

量
寿
経
優
婆
提
舎
」
は
、「
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
」
と
い
う
。「
優
婆
提
舎
」
と
は
本
来
こ
れ
は
修
多
羅
の
名
前
、
経
の
名
前
で
す
。

十
二
部
経
と
い
い
ま
し
て
、
経
の
持
っ
て
い
る
名
前
の
一
つ
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
本
来
、
経
を
あ
ら
わ
す
名
前
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
世
親

は
そ
れ
を
自
己
自
身
の
「
論
」
の
名
前
に
す
る
わ
け
で
す
。「
優
婆
提
舎
な
る
願
生
偈
」
で
あ
る
と
。
だ
か
ら
、
優
婆
提
舎
と
は
、
も
と

も
と
仏
の
経
で
す
。
仏
経
を
あ
ら
わ
す
名
前
が
同
時
に
仏
経
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
論
の
名
前
と
さ
れ
た
。
だ
か
ら
経
と
論
と
は
地
位
は

違
う
け
れ
ど
も
、
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
同
じ
と
い
う
こ
と
で
す
。
論
は
経
か
ら
出
て
、
し
か
も
経
か
ら
生
ま
れ
て
経
を
完
成
す
る
。
経

と
論
と
で
一
つ
の
事
業
を
成
就
し
よ
う
と
す
る
、
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
願
生
は
、『
無
量
寿
経
』
の
唯
一
の
論
と
し
て
、
世
親
の

『
浄
土
論
』
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
問
題
で
す
ね
。

　
そ
れ
で
、
い
ま
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
仏
教
、
特
に
大
乗
仏
教
は
一
切
衆
生
が
如
来
で
あ
る
と
い
う
一
切
衆
生
の
本
来
的
構
造
で
す
ね
。

一
切
衆
生
悉
有
仏
性
と
い
う
こ
と
は
親
鸞
も
『
教
行
信
証
』
で
取
り
扱
っ
て
い
る
。
ま
た
、
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』
に
も
取
り
扱
わ
れ
て
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い
る
。
だ
か
ら
「
空
有
」
と
い
う
の
は
「
有
」
と
い
う
こ
と
に
非
常
に
大
事
な
意
味
が
あ
る
。
こ
う
い
う
点
は
道
元
禅
師
の
『
正
法
眼

蔵
』。
そ
の
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』
で
は
「
有
」
と
い
う
概
念
に
非
常
に
注
意
し
て
い
る
。「
有
時
」
と
い
う
こ
と
は
『
正
法
眼
蔵
』
に
お

け
る
最
も
哲
学
的
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
有
時
と
は
言
葉
か
ら
い
っ
て
も
面
白
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
た
と
え
て
み
た
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

Sein und Zeit.

で
す
ね
。
こ
れ
は
有
をSein

で
お
さ
え
て
い
ま
す
。
有
時
の
「
有
」、
悉
有
の
「
有
」
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
注
意
さ

れ
て
い
る
。
悉
は
「
こ
と
ご
と
く
」
と
い
う
字
で
す
け
れ
ど
も
、
悉
有
と
い
う
こ
と
が
世
親
自
身
に
は
「
本
有
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。

悉
く
有
る
と
、
本
来
有
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
或
る
時
に
は
有
っ
て
或
る
時
に
は
無
い
と
か
、
或
る
者
に
は
有
っ
て
他
の
者
に
は
無
い

と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
有
る
無
い
を
超
え
て
「
有
る
」
と
い
う
ね
。
そ
う
い
う
意
味
の
「
有
る
」
で
す
よ
ね
。
有

る
無
い
を
超
え
て
「
有
る
」
と
い
う
よ
う
な
、
本
有
と
い
う
こ
と
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
概
念
で
す
ね
。
世
親
自
ら
本
有
と
。
有
る
無
い

と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
有
る
無
い
を
超
え
て
「
有
る
」。
だ
か
ら
、
あ
る
意
味
か
ら
い
う
と
、
そ
の
こ
と
を
「
般
若
」
と
い
う
言
葉
で

あ
ら
わ
し
ま
す
し
、
仏
教
で
は
ま
た
「
空
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
本
有
と
は
「
有
」
と
い
っ
て
も
、
本
有
と
は
却
っ
て
空

で
あ
る
。
こ
の
「
本
」
と
は
や
は
り
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
有
」
と
い
う
概
念
は
非
常
に
大
切
な
概
念
で
す
。

　
大
乗
仏
教
は
、
一
切
衆
生
が
如
来
で
あ
る
、
と
い
う
本
来
的
構
造
を
自
覚
し
解
明
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い

う
点
か
ら
考
え
て
い
け
ば
仏
教
の
問
題
と
は
、
い
ま
言
い
ま
し
た
よ
う
な
人
間
の
本
来
性
で
す
ね
。
人
間
の
本
来
性
に
関
す
る
問
題
で
す
。

そ
れ
は
、
仏
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
如
来
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
う
し
て
人
間
と
い
う
も
の
も
あ
る
と
。
人
間
の
他
に
も
う
一
つ

仏
と
い
う
も
の
も
あ
る
と
。
こ
の
人
間
と
仏
と
の
二
つ
の
関
係
。
普
通
は
そ
う
い
う
も
の
をreligion

と
言
い
ま
す
。
人
間
と
い
う
も
の

は
有
限
的
な
存
在
だ
と
。
仏
と
い
う
も
の
は
絶
対
的
な
存
在
だ
と
。
こ
う
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
救
済
と
か
、
信
仰
と
か
と
い
う
も
の
が
語

ら
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
考
え
方
は
よ
そ
か
ら
き
た
考
え
方
で
す
ね
。
仏
教
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
る
の
で
は
な
い
。
仏
は
人
間
の
他

者
で
は
な
い
。A

nother

で
は
な
い
で
す
ね
。
そ
う
い
う
人
間
の
他
者
な
ら
ば
、
む
し
ろ
神
と
言
っ
た
方
が
い
い
で
す
よ
。
仏
教
は
そ
う

い
う
も
の
で
は
な
い
で
す
ね
。
そ
う
い
う
の
は
仏
を
仏
教
的
に
考
え
た
こ
と
に
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
む
し
ろ
仏
と
い
う
こ
と
を
キ
リ
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ス
ト
教
的
に
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
仏
と
い
う
本
来
の
人
間
性
ね
。
仏
と
い
う
の
も
人
間
と
い
う
も
の
も
人
間
で
す

よ
。
人
間
と
他
の
者
と
の
関
係
で
は
な
い
。
人
間
の
構
造
で
す
ね
。
人
間
が
本
来
性
を
失
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
凡
夫
と
い
わ
れ
る
。
人
間

が
自
己
の
本
来
性
を
失
っ
て
お
る
と
こ
ろ
に
凡
夫
と
い
う
状
態
が
あ
る
。
そ
れ
を
人
間
が
自
己
の
本
来
性
を
回
復
す
る
と
こ
ろ
に
仏
と
い

う
意
味
が
あ
る
。
こ
れ
原
則
で
す
よ
。

　
凡
夫
と
い
う
も
の
はdas M

an

と
し
て
の
人
間
で
す
ね
。
こ
の
日
常
的
世
界
の
な
か
に
壊
頽
し
て
い
る
状
況
で
す
。
人
間
が
自
己
の

実
存
を
失
っ
て
あ
る
よ
う
な
状
態
で
す
ね
。
そ
れ
を
凡
夫
と
い
う
。
こ
の
自
己
の
本
来
性
を
失
っ
て
あ
る
状
態
。
そ
う
い
う
人
間
が
、
非

本
来
を
非
本
来
と
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
本
来
性
を
あ
ら
わ
す
。
非
本
来
と
本
来
と
は
反
対
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
な
が

ら
、
非
本
来
と
い
う
こ
と
は
非
本
来
と
い
う
か
た
ち
で
、
本
来
は
そ
こ
で
実
有
に
な
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
非
本
来
と
い
う
こ
と
を
自

覚
す
る
こ
と
の
他
に
ま
た
本
来
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
す
ね
。
人
間
が
自
己
の
本
来
性
を
自
覚
し
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
実
存
し
て
い
る
人

間
。
そ
う
い
う
こ
と
が
成
仏
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
こ
れ
は
さ
き
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
人
間
が
不
幸
で
あ
る
と
か
幸
福
で
あ
る
と
か
、

野
蛮
で
あ
る
と
か
文
化
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
う
問
題
で
は
な
い
。
人
間
が
何
か
と
し
て
あ
る
問
題
で
は
な
い
。
不
幸
な
る
者
と
し
て
あ

る
問
題
で
は
な
い
。
人
間
が
人
間
で
あ
る
限
り
の
問
題
で
す
よ
。
人
間
が
何
か
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
人
間
が
人
間
で
あ
る
限
り
の

人
間
の
問
題
で
す
ね
。
人
間
そ
の
も
の
に
関
わ
る
問
題
で
す
。
だ
か
ら
、
仏
教
は
そ
う
い
う
人
間
存
在
を
し
て
人
間
存
在
た
ら
し
め
て
い

る
よ
う
な
人
間
存
在
の
問
題
。
言
う
な
れ
ば
存
在
論
的
課
題
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
仏
教
で
考
え
る
宗
教
の
問
題
は
そ
う
い

う
も
の
だ
と
思
う
ん
で
す
。

　
こ
れ
は
さ
き
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
、
法
の
法
た
る
性
、
法
法
性
。『
法
法
性
論
』
と
い
う
論
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
存
在
論
的
課
題
と
い

う
の
は
仏
教
の
術
語technical term

で
あ
ら
わ
せ
ば
、「
法
法
性
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
ね
。
法
法
性
と
い
う
こ
と
が
人
間
の
本

来
的
構
造
を
あ
ら
わ
す
言
葉
で
し
ょ
う
。
人
間
を
し
て
人
間
た
ら
し
め
て
い
る
と
こ
ろ
の
法
。
そ
の
法
が
法
た
る
限
り
の
本
来
性
。
法
性

で
す
ね
。
こ
う
い
う
法
法
性
論
と
い
う
概
念
が
生
ま
れ
て
き
た
ん
で
す
ね
。
存
在
論
を
あ
ら
わ
す
概
念
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
を
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D
harm

adharm
atā

と
い
う
ね
。D

harm
adharm

atā theory.

で
す
。
そ
のdharm

a

。
仏
法
で
法
と
は
人
間
存
在
の
存
在
を
し
て
存

在
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
の
法
で
す
。
そ
の
法
の
法
た
る
性
で
す
ね
。
そ
れ
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
こ
れ
が

dharm
a

と
かdharm

adharm
atā

と
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
一
つ
の
教
説
で
し
ょ
う
。dharm

adharm
atā theory.

で
す
。
も
っ
と

別
の
言
葉
で
言
え
ば
諸
法
の
法
の
法
性
。
あ
る
い
は
「
実
相
」
と
い
う
言
葉
で
訳
さ
れ
ま
す
ね
。
こ
れ
は
翻
訳
の
違
い
で
す
け
ど
、
玄
奘
、

羅
什
と
い
う
三
蔵
は
実
相
と
い
う
言
葉
で
翻
訳
し
て
い
ま
す
。
諸
法
実
相
で
す
ね
。
実
相
と
法
性
と
い
う
の
は
同
じ
言
葉
で
し
ょ
う
。

『
諸
法
実
相
論
』
と
か
『
法
法
性
論
』
と
か
と
い
う
の
は
一
つ
の
存
在
論
的
表
現
で
す
ね
。

　
そ
こ
で
さ
き
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、『
浄
土
論
』
な
ら
び
に
『
無
量
寿
経
』
の
願
生
と
い
う
表
現
は
宗
教
心
を
あ
ら
わ
し
て
い
る

ん
で
す
ね
。
大
乗
の
宗
教
心
で
す
。
小
乗
の
宗
教
心
で
は
な
い
大
乗
の
宗
教
心
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
で
す
か
ら
、
一
つ
の
宗
教
と
い
う

自
覚
で
す
ね
。
宗
教
心
と
い
っ
て
も
宗
教
の
心
理
的
分
析
で
は
な
い
。
宗
教
心
と
は
や
は
り
自
覚
と
か
要
求
と
か
で
す
ね
。
宗
教
心
と
い

う
言
葉
の
心
と
い
う
言
葉
の
中
に
宗
教
的
自
覚
、
あ
る
い
は
宗
教
的
要
求
と
い
う
も
の
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
言
葉
で
す
。
宗
教
的
自
覚
と

い
え
ば
「
信
」。
信
心
の
信
と
い
う
言
葉
で
す
。
宗
教
的
要
求
で
い
え
ば
「
願
」
と
い
う
言
葉
が
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
こ
の
心
と
い
っ
て

も
、
宗
教
心
と
い
っ
て
も
、
別
に
宗
教
心
理
学
の
話
で
は
な
い
で
す
ね
。

　
宗
教
的
自
覚
、
あ
る
い
は
宗
教
的
要
求
と
い
う
も
の
は
、
哲
学
的
な
表
現
で
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
存
在
論
的
要
求
で
す
。
宗
教
的
要

求
は
存
在
論
的
要
求
で
す
。
存
在
す
る
も
の
が
存
在
を
見
出
し
、
自
覚
し
て
存
在
す
る
。
自
覚
で
す
か
ら
、
信
仰
と
は
あ
る
意
味
か
ら
言

う
と
存
在
論
的
自
覚
で
す
ね
。
つ
ま
り
実
存
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
そ
う
い
う
問
題
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
宗
教
、
こ
の
仏
教
の

い
わ
ゆ
る
願
生
と
い
う
と
、
非
常
に
特
殊
な
表
現
で
す
け
れ
ど
も
一
般
に
は
宗
教
心
。
宗
教
と
は
一
体
ど
う
い
う
も
の
か
。
人
間
の
或
る

状
態
が
問
題
で
は
な
い
。
人
間
が
幸
福
で
あ
る
か
不
幸
で
あ
る
か
と
い
う
も
の
は
人
間
の
或
る
事
が
問
題
に
な
る
状
態
で
し
ょ
う
。
人
間

が
何
か
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
人
間
が
何
か
と
し
て
は
不
幸
で
あ
る
と
い
う
問
題
で
も
な
い
。
人
間
が
在
る
こ
と
自
身
が

問
わ
れ
る
よ
う
な
問
題
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
宗
教
的
不
安
と
は
地
盤
が
動
揺
す
る
問
題
で
す
ね
。
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ス
ト
教
的
に
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
仏
と
い
う
本
来
の
人
間
性
ね
。
仏
と
い
う
の
も
人
間
と
い
う
も
の
も
人
間
で
す

よ
。
人
間
と
他
の
者
と
の
関
係
で
は
な
い
。
人
間
の
構
造
で
す
ね
。
人
間
が
本
来
性
を
失
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
凡
夫
と
い
わ
れ
る
。
人
間

が
自
己
の
本
来
性
を
失
っ
て
お
る
と
こ
ろ
に
凡
夫
と
い
う
状
態
が
あ
る
。
そ
れ
を
人
間
が
自
己
の
本
来
性
を
回
復
す
る
と
こ
ろ
に
仏
と
い

う
意
味
が
あ
る
。
こ
れ
原
則
で
す
よ
。

　
凡
夫
と
い
う
も
の
はdas M

an

と
し
て
の
人
間
で
す
ね
。
こ
の
日
常
的
世
界
の
な
か
に
壊
頽
し
て
い
る
状
況
で
す
。
人
間
が
自
己
の

実
存
を
失
っ
て
あ
る
よ
う
な
状
態
で
す
ね
。
そ
れ
を
凡
夫
と
い
う
。
こ
の
自
己
の
本
来
性
を
失
っ
て
あ
る
状
態
。
そ
う
い
う
人
間
が
、
非

本
来
を
非
本
来
と
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
本
来
性
を
あ
ら
わ
す
。
非
本
来
と
本
来
と
は
反
対
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
な
が

ら
、
非
本
来
と
い
う
こ
と
は
非
本
来
と
い
う
か
た
ち
で
、
本
来
は
そ
こ
で
実
有
に
な
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
非
本
来
と
い
う
こ
と
を
自

覚
す
る
こ
と
の
他
に
ま
た
本
来
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
す
ね
。
人
間
が
自
己
の
本
来
性
を
自
覚
し
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
実
存
し
て
い
る
人

間
。
そ
う
い
う
こ
と
が
成
仏
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
こ
れ
は
さ
き
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
人
間
が
不
幸
で
あ
る
と
か
幸
福
で
あ
る
と
か
、

野
蛮
で
あ
る
と
か
文
化
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
う
問
題
で
は
な
い
。
人
間
が
何
か
と
し
て
あ
る
問
題
で
は
な
い
。
不
幸
な
る
者
と
し
て
あ

る
問
題
で
は
な
い
。
人
間
が
人
間
で
あ
る
限
り
の
問
題
で
す
よ
。
人
間
が
何
か
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
人
間
が
人
間
で
あ
る
限
り
の

人
間
の
問
題
で
す
ね
。
人
間
そ
の
も
の
に
関
わ
る
問
題
で
す
。
だ
か
ら
、
仏
教
は
そ
う
い
う
人
間
存
在
を
し
て
人
間
存
在
た
ら
し
め
て
い

る
よ
う
な
人
間
存
在
の
問
題
。
言
う
な
れ
ば
存
在
論
的
課
題
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
仏
教
で
考
え
る
宗
教
の
問
題
は
そ
う
い

う
も
の
だ
と
思
う
ん
で
す
。

　
こ
れ
は
さ
き
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
、
法
の
法
た
る
性
、
法
法
性
。『
法
法
性
論
』
と
い
う
論
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
存
在
論
的
課
題
と
い

う
の
は
仏
教
の
術
語technical term

で
あ
ら
わ
せ
ば
、「
法
法
性
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
ね
。
法
法
性
と
い
う
こ
と
が
人
間
の
本

来
的
構
造
を
あ
ら
わ
す
言
葉
で
し
ょ
う
。
人
間
を
し
て
人
間
た
ら
し
め
て
い
る
と
こ
ろ
の
法
。
そ
の
法
が
法
た
る
限
り
の
本
来
性
。
法
性

で
す
ね
。
こ
う
い
う
法
法
性
論
と
い
う
概
念
が
生
ま
れ
て
き
た
ん
で
す
ね
。
存
在
論
を
あ
ら
わ
す
概
念
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
を
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D
harm

adharm
atā

と
い
う
ね
。D

harm
adharm

atā theory.

で
す
。
そ
のdharm
a

。
仏
法
で
法
と
は
人
間
存
在
の
存
在
を
し
て
存

在
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
の
法
で
す
。
そ
の
法
の
法
た
る
性
で
す
ね
。
そ
れ
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
こ
れ
が

dharm
a

と
かdharm

adharm
atā

と
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
一
つ
の
教
説
で
し
ょ
う
。dharm

adharm
atā theory.

で
す
。
も
っ
と

別
の
言
葉
で
言
え
ば
諸
法
の
法
の
法
性
。
あ
る
い
は
「
実
相
」
と
い
う
言
葉
で
訳
さ
れ
ま
す
ね
。
こ
れ
は
翻
訳
の
違
い
で
す
け
ど
、
玄
奘
、

羅
什
と
い
う
三
蔵
は
実
相
と
い
う
言
葉
で
翻
訳
し
て
い
ま
す
。
諸
法
実
相
で
す
ね
。
実
相
と
法
性
と
い
う
の
は
同
じ
言
葉
で
し
ょ
う
。

『
諸
法
実
相
論
』
と
か
『
法
法
性
論
』
と
か
と
い
う
の
は
一
つ
の
存
在
論
的
表
現
で
す
ね
。

　
そ
こ
で
さ
き
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、『
浄
土
論
』
な
ら
び
に
『
無
量
寿
経
』
の
願
生
と
い
う
表
現
は
宗
教
心
を
あ
ら
わ
し
て
い
る

ん
で
す
ね
。
大
乗
の
宗
教
心
で
す
。
小
乗
の
宗
教
心
で
は
な
い
大
乗
の
宗
教
心
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
で
す
か
ら
、
一
つ
の
宗
教
と
い
う

自
覚
で
す
ね
。
宗
教
心
と
い
っ
て
も
宗
教
の
心
理
的
分
析
で
は
な
い
。
宗
教
心
と
は
や
は
り
自
覚
と
か
要
求
と
か
で
す
ね
。
宗
教
心
と
い

う
言
葉
の
心
と
い
う
言
葉
の
中
に
宗
教
的
自
覚
、
あ
る
い
は
宗
教
的
要
求
と
い
う
も
の
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
言
葉
で
す
。
宗
教
的
自
覚
と

い
え
ば
「
信
」。
信
心
の
信
と
い
う
言
葉
で
す
。
宗
教
的
要
求
で
い
え
ば
「
願
」
と
い
う
言
葉
が
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
こ
の
心
と
い
っ
て

も
、
宗
教
心
と
い
っ
て
も
、
別
に
宗
教
心
理
学
の
話
で
は
な
い
で
す
ね
。

　
宗
教
的
自
覚
、
あ
る
い
は
宗
教
的
要
求
と
い
う
も
の
は
、
哲
学
的
な
表
現
で
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
存
在
論
的
要
求
で
す
。
宗
教
的
要

求
は
存
在
論
的
要
求
で
す
。
存
在
す
る
も
の
が
存
在
を
見
出
し
、
自
覚
し
て
存
在
す
る
。
自
覚
で
す
か
ら
、
信
仰
と
は
あ
る
意
味
か
ら
言

う
と
存
在
論
的
自
覚
で
す
ね
。
つ
ま
り
実
存
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
そ
う
い
う
問
題
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
宗
教
、
こ
の
仏
教
の

い
わ
ゆ
る
願
生
と
い
う
と
、
非
常
に
特
殊
な
表
現
で
す
け
れ
ど
も
一
般
に
は
宗
教
心
。
宗
教
と
は
一
体
ど
う
い
う
も
の
か
。
人
間
の
或
る

状
態
が
問
題
で
は
な
い
。
人
間
が
幸
福
で
あ
る
か
不
幸
で
あ
る
か
と
い
う
も
の
は
人
間
の
或
る
事
が
問
題
に
な
る
状
態
で
し
ょ
う
。
人
間

が
何
か
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
人
間
が
何
か
と
し
て
は
不
幸
で
あ
る
と
い
う
問
題
で
も
な
い
。
人
間
が
在
る
こ
と
自
身
が

問
わ
れ
る
よ
う
な
問
題
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
宗
教
的
不
安
と
は
地
盤
が
動
揺
す
る
問
題
で
す
ね
。
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原
始
仏
教
に
は
一
切
は
苦
で
あ
る
と
い
う
言
葉
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
苦
と
い
う
言
葉
は
、
た
だ
痛
い
と
か
、
痒
い
と
か
と
い
う
意

味
の
苦
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
医
者
に
行
け
ば
治
る
苦
で
は
な
い
。
今
日
で
は
苦
悩
と
い
う
意
味
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
寒
い
と
か

暑
い
と
か
と
い
う
苦
で
は
な
い
。
一
切
は
苦
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
人
間
存
在
の
存
在
の
仕
方
が
苦
と
い
う
存
在
の
仕
方
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。
だ
か
ら
一
切
で
す
。
苦
も
あ
れ
ば
楽
も
あ
る
と
い
う
意
味
の
苦
で
は
な
い
。
痛
い
と
か
暑
い
と
か
と
い
う
の
は
楽
も
あ
り

苦
も
あ
る
場
合
の
苦
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
一
切
苦
と
は
生
き
て
い
る
こ
と
が
苦
で
あ
る
と
い
う
意
味
の
苦
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
有
限
性
の

自
覚
を
あ
ら
わ
し
た
言
葉
で
す
ね
。
人
間
の
存
在
の
相
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
言
葉
で
す
。
そ
う
い
う
問
題
に
触
れ
て
く
る
と
こ
ろ
に
宗
教

と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

　
今
日
で
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
不
安
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
し
ま
す
ね
。
不
安
で
す
。
不
安
と
い
え
ば
何
か
人
間
の
前
提
が
動
く
こ
と

で
す
ね
。
人
間
の
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
動
く
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
言
い
換
え
た
ら
、
宗
教
問
題
は
存
在
論
的
要
求
で
あ
る
と
い
う
意
味

で
す
。
宗
教
問
題
は
表
面
に
出
て
い
る
も
の
で
は
な
い
ん
で
す
よ
。
あ
な
た
方
の
場
合
ど
う
だ
ろ
う
。
表
面
に
出
て
い
る
問
題
は
恋
愛
だ

と
か
貧
困
だ
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
な
ら
い
ろ
い
ろ
出
て
い
る
で
し
ょ
う
ね
。
宗
教
問
題
が
裸
で
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
だ
か

ら
と
言
っ
て
、
た
と
え
ば
神
、
あ
る
い
は
如
来
と
い
う
宗
教
概
念
を
用
い
て
も
、
光
と
い
う
概
念
を
用
い
て
も
、
全
て
そ
れ
が
宗
教
的
体

験
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
宗
教
概
念
を
用
い
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
宗
教
的
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
保
障
は
な
い
で
す
ね
。

宗
教
問
題
は
そ
れ
自
身
が
裸
で
出
て
い
な
い
。
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ
て
お
る
。
そ
れ
は
ど
こ
に
も
あ
る
け
れ

ど
も
、
あ
る
特
殊
な
問
題
と
し
て
出
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
が
根
本
問
題
と
い
う
も
の
で
す
。
根
本
に
横
た
わ
っ
て
い

る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
特
殊
な
か
た
ち
で
出
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
特
殊
な
か
た
ち
で
出
て
い
る
問
題
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
諸
問

題
の
か
た
ち
で
出
て
い
る
唯
一
の
問
題
で
す
。
諸
々
の
問
題
の
か
た
ち
で
出
て
い
る
唯
一
の
問
題
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
隠
れ
て
い
る
け

れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
が
宗
教
問
題
の
本
質
で
す
。
宗
教
問
題
の
本
質
は
頭
が
悪
い
か
ら
わ
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
。
隠
れ
て
い
る
ん

で
す
ね
。
見
つ
か
ら
な
い
の
は
頭
が
悪
い
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
が
宗
教
問
題
の
本
質
で
す
。
そ
れ
は
、
い
つ
で
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も
あ
る
と
い
う
よ
う
な
問
題
で
す
。

　
僕
は
宗
教
の
問
題
と
い
う
も
の
は
気
長
に
考
え
な
い
と
い
け
な
い
と
思
う
。
封
建
主
義
と
か
、
資
本
主
義
と
か
、
目
先
の
と
こ
ろ
で
変

わ
っ
た
り
消
え
た
り
す
る
よ
う
な
問
題
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
ね
。
こ
れ
は
時
に
よ
る
と
無
視
さ
れ
が
ち
で
す
。
世
の
中
は
忙
し
い
か
ら

無
視
さ
れ
る
。
無
視
す
る
の
は
生
き
る
た
め
で
す
。
生
き
る
と
い
う
の
は
経
済
力
で
し
ょ
う
。
経
済
力
と
か
政
局
と
か
。
代
表
的
な
こ
と

で
言
え
ば
資
本
主
義
の
構
造
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
の
は
一
つ
の
暴
力
で
す
ね
。
い
か
な
る
暴
力
を
も
っ
て
も
解
消
す
る
こ
と
の

で
き
な
い
問
題
、
そ
れ
が
宗
教
の
問
題
の
本
質
で
は
な
い
か
と
思
う
ね
。
だ
か
ら
、
宗
教
の
問
題
は
あ
ら
ゆ
る
諸
問
題
に
先
立
っ
て
お
る

究
極
的
な
問
題
で
す
。
先
立
っ
て
い
る
と
は
時
間
的
に
先
立
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
構
造
的
に
先
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
時
間
的
に
は
前
で
も
後
で
も
な
い
。
構
造
と
し
て
先
立
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
哲
学
の
言
葉
で
言
え
ば
先
験
的
。
先
験
性
と
言
え

ば
宗
教
の
問
い
は
意
義
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。

　
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
人
間
が
自
分
の
存
在
が
問
題
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
究
極
的
な
問
い
で
す
。
あ
る
も
の
が
あ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
に
疑
問
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
ね
。
そ
れ
は
不
幸
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
、
何
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
疑
問
に
な
る
の
で
は
な
い
。

そ
う
い
う
場
合
は
恐
れ
と
言
わ
ず
に
恐
慌
と
い
う
。
恐
慌
と
い
う
の
は
経
済
的
な
場
合
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
表
面
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る

場
合
に
は
恐
れ
で
は
な
く
恐
慌
で
す
。
そ
う
い
う
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
不
安
定
な
、
矛
盾
な
も
の
で
す
。
自
分
の
根
底
が
揺
ら
ぐ
ん
で

す
か
ら
。
つ
ま
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
根
底
の
問
題
で
す
ね
。
根
底
に
横
た
わ
っ
て
い
る
究
竟
的
な
問
題
で
す
。
究
竟
的
な
構
造
に
つ
い

て
の
問
題
で
す
。
仏
教
に
は
「
一
大
事
因
縁
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
ね
。
一
大
事
因
縁
と
。
一
大
事
因
縁
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ

れ
て
い
る
の
が
宗
教
問
題
を
あ
ら
わ
す
言
葉
で
す
。ultim

ate

と
い
う
、
究
竟
的
に
と
い
う
意
味
で
す
。
願
生
心
と
い
う
の
も
、
そ
う
い

う
人
間
の
究
竟
的
な
構
造
に
関
す
る
究
竟
的
な
問
題
、
そ
う
い
う
存
在
論
的
な
意
味
を
持
っ
た
も
の
で
す
ね
。
僕
は
、
大
体
、
願
生
と
い

う
こ
と
を
、
た
だ
『
浄
土
論
』
や
何
か
を
持
っ
て
き
て
話
を
す
る
の
で
は
な
い
。
願
生
と
い
う
問
題
が
人
間
の
存
在
の
構
造
に
関
す
る
存

在
論
的
な
問
題
だ
と
い
う
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
の
が
僕
の
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
ど
こ
ま
で
で
き
る
か
わ
か
ら
な
い
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原
始
仏
教
に
は
一
切
は
苦
で
あ
る
と
い
う
言
葉
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
苦
と
い
う
言
葉
は
、
た
だ
痛
い
と
か
、
痒
い
と
か
と
い
う
意

味
の
苦
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
医
者
に
行
け
ば
治
る
苦
で
は
な
い
。
今
日
で
は
苦
悩
と
い
う
意
味
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
寒
い
と
か

暑
い
と
か
と
い
う
苦
で
は
な
い
。
一
切
は
苦
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
人
間
存
在
の
存
在
の
仕
方
が
苦
と
い
う
存
在
の
仕
方
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。
だ
か
ら
一
切
で
す
。
苦
も
あ
れ
ば
楽
も
あ
る
と
い
う
意
味
の
苦
で
は
な
い
。
痛
い
と
か
暑
い
と
か
と
い
う
の
は
楽
も
あ
り

苦
も
あ
る
場
合
の
苦
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
一
切
苦
と
は
生
き
て
い
る
こ
と
が
苦
で
あ
る
と
い
う
意
味
の
苦
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
有
限
性
の

自
覚
を
あ
ら
わ
し
た
言
葉
で
す
ね
。
人
間
の
存
在
の
相
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
言
葉
で
す
。
そ
う
い
う
問
題
に
触
れ
て
く
る
と
こ
ろ
に
宗
教

と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

　
今
日
で
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
不
安
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
し
ま
す
ね
。
不
安
で
す
。
不
安
と
い
え
ば
何
か
人
間
の
前
提
が
動
く
こ
と

で
す
ね
。
人
間
の
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
動
く
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
言
い
換
え
た
ら
、
宗
教
問
題
は
存
在
論
的
要
求
で
あ
る
と
い
う
意
味

で
す
。
宗
教
問
題
は
表
面
に
出
て
い
る
も
の
で
は
な
い
ん
で
す
よ
。
あ
な
た
方
の
場
合
ど
う
だ
ろ
う
。
表
面
に
出
て
い
る
問
題
は
恋
愛
だ

と
か
貧
困
だ
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
な
ら
い
ろ
い
ろ
出
て
い
る
で
し
ょ
う
ね
。
宗
教
問
題
が
裸
で
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
だ
か

ら
と
言
っ
て
、
た
と
え
ば
神
、
あ
る
い
は
如
来
と
い
う
宗
教
概
念
を
用
い
て
も
、
光
と
い
う
概
念
を
用
い
て
も
、
全
て
そ
れ
が
宗
教
的
体

験
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
宗
教
概
念
を
用
い
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
宗
教
的
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
保
障
は
な
い
で
す
ね
。

宗
教
問
題
は
そ
れ
自
身
が
裸
で
出
て
い
な
い
。
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ
て
お
る
。
そ
れ
は
ど
こ
に
も
あ
る
け
れ

ど
も
、
あ
る
特
殊
な
問
題
と
し
て
出
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
が
根
本
問
題
と
い
う
も
の
で
す
。
根
本
に
横
た
わ
っ
て
い

る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
特
殊
な
か
た
ち
で
出
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
特
殊
な
か
た
ち
で
出
て
い
る
問
題
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
諸
問

題
の
か
た
ち
で
出
て
い
る
唯
一
の
問
題
で
す
。
諸
々
の
問
題
の
か
た
ち
で
出
て
い
る
唯
一
の
問
題
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
隠
れ
て
い
る
け

れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
が
宗
教
問
題
の
本
質
で
す
。
宗
教
問
題
の
本
質
は
頭
が
悪
い
か
ら
わ
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
。
隠
れ
て
い
る
ん

で
す
ね
。
見
つ
か
ら
な
い
の
は
頭
が
悪
い
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
が
宗
教
問
題
の
本
質
で
す
。
そ
れ
は
、
い
つ
で
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も
あ
る
と
い
う
よ
う
な
問
題
で
す
。

　
僕
は
宗
教
の
問
題
と
い
う
も
の
は
気
長
に
考
え
な
い
と
い
け
な
い
と
思
う
。
封
建
主
義
と
か
、
資
本
主
義
と
か
、
目
先
の
と
こ
ろ
で
変

わ
っ
た
り
消
え
た
り
す
る
よ
う
な
問
題
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
ね
。
こ
れ
は
時
に
よ
る
と
無
視
さ
れ
が
ち
で
す
。
世
の
中
は
忙
し
い
か
ら

無
視
さ
れ
る
。
無
視
す
る
の
は
生
き
る
た
め
で
す
。
生
き
る
と
い
う
の
は
経
済
力
で
し
ょ
う
。
経
済
力
と
か
政
局
と
か
。
代
表
的
な
こ
と

で
言
え
ば
資
本
主
義
の
構
造
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
の
は
一
つ
の
暴
力
で
す
ね
。
い
か
な
る
暴
力
を
も
っ
て
も
解
消
す
る
こ
と
の

で
き
な
い
問
題
、
そ
れ
が
宗
教
の
問
題
の
本
質
で
は
な
い
か
と
思
う
ね
。
だ
か
ら
、
宗
教
の
問
題
は
あ
ら
ゆ
る
諸
問
題
に
先
立
っ
て
お
る

究
極
的
な
問
題
で
す
。
先
立
っ
て
い
る
と
は
時
間
的
に
先
立
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
構
造
的
に
先
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
時
間
的
に
は
前
で
も
後
で
も
な
い
。
構
造
と
し
て
先
立
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
哲
学
の
言
葉
で
言
え
ば
先
験
的
。
先
験
性
と
言
え

ば
宗
教
の
問
い
は
意
義
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。

　
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
人
間
が
自
分
の
存
在
が
問
題
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
究
極
的
な
問
い
で
す
。
あ
る
も
の
が
あ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
に
疑
問
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
ね
。
そ
れ
は
不
幸
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
、
何
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
疑
問
に
な
る
の
で
は
な
い
。

そ
う
い
う
場
合
は
恐
れ
と
言
わ
ず
に
恐
慌
と
い
う
。
恐
慌
と
い
う
の
は
経
済
的
な
場
合
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
表
面
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る

場
合
に
は
恐
れ
で
は
な
く
恐
慌
で
す
。
そ
う
い
う
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
不
安
定
な
、
矛
盾
な
も
の
で
す
。
自
分
の
根
底
が
揺
ら
ぐ
ん
で

す
か
ら
。
つ
ま
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
根
底
の
問
題
で
す
ね
。
根
底
に
横
た
わ
っ
て
い
る
究
竟
的
な
問
題
で
す
。
究
竟
的
な
構
造
に
つ
い

て
の
問
題
で
す
。
仏
教
に
は
「
一
大
事
因
縁
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
ね
。
一
大
事
因
縁
と
。
一
大
事
因
縁
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ

れ
て
い
る
の
が
宗
教
問
題
を
あ
ら
わ
す
言
葉
で
す
。ultim

ate

と
い
う
、
究
竟
的
に
と
い
う
意
味
で
す
。
願
生
心
と
い
う
の
も
、
そ
う
い

う
人
間
の
究
竟
的
な
構
造
に
関
す
る
究
竟
的
な
問
題
、
そ
う
い
う
存
在
論
的
な
意
味
を
持
っ
た
も
の
で
す
ね
。
僕
は
、
大
体
、
願
生
と
い

う
こ
と
を
、
た
だ
『
浄
土
論
』
や
何
か
を
持
っ
て
き
て
話
を
す
る
の
で
は
な
い
。
願
生
と
い
う
問
題
が
人
間
の
存
在
の
構
造
に
関
す
る
存

在
論
的
な
問
題
だ
と
い
う
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
の
が
僕
の
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
ど
こ
ま
で
で
き
る
か
わ
か
ら
な
い
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で
す
け
ど
。

　
願
生
と
い
う
の
は
信
仰
心
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
の
信
仰
と
は
認
識
で
も
感
情
で
も
意
識
で
も
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
言
っ
て
み
て
も

何
も
決
ま
ら
な
い
。
信
仰
と
は
人
間
の
存
在
的
構
造
の
自
覚
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
信
仰
に
よ
っ
て
人
間
は
初
め
て
実
存
に
な
る
ん
で
す
。

願
生
に
よ
っ
て
、
実
存
を
失
っ
た
人
間
を
実
存
た
ら
し
め
る
わ
け
で
す
。
認
識
と
い
っ
て
も
、
そ
の
認
識
の
あ
ら
わ
す
よ
う
な
真
理
と
い

う
の
は
幾
何
学
の
真
理
や
自
然
科
学
の
真
理
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
実
存
的
真
理
で
す
ね
。
そ
の
実
存
的
真
理
を
知
ら
な
い
の
は
た
だ
損

だ
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
れ
を
知
ら
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
が
生
命
を
失
う
よ
う
な
こ
と
ね
。
そ
れ
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
命

を
勝
ち
取
る
よ
う
な
真
理
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
を
実
存
真
理
と
い
う
。
自
然
科
学
の
真
理
を
知
ら
な
い
場
合
ど
う
な
る
か
。
損
す
る

だ
け
で
は
な
い
で
す
か
。
不
便
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
で
す
か
。
自
然
科
学
の
真
理
を
知
ら
な
く
て
も
別
に
命
は
な
く
な
ら
な
い
。
し
か

し
、
実
存
的
真
理
は
そ
れ
を
知
ら
な
け
れ
ば
命
は
な
い
。
そ
れ
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
命
を
回
復
す
る
ね
。
つ
ま
り
実
存
的
真
理

で
す
よ
。
こ
れ
は
た
だ
漠
然
と
興
味
が
あ
る
と
い
う
真
理
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
情
熱
を
懸
け
る
真
理
で
し
ょ
う
。
自
己
が
自
己
と
な
ろ

う
と
す
る
要
求
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
意
味
を
願
生
と
い
う
言
葉
は
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
自
己
が
真
に
本
来
の
自
己
で
あ
ろ
う
と
す
る
根

源
的
意
欲
ね
。
人
間
が
人
間
た
ら
ん
と
す
る
願
で
す
、
要
求
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
の
他
に
宗
教
を
考
え
ら
れ
ま
す
か
。
宗
教
問
題
、
願

生
と
い
う
問
題
は
存
在
論
的
要
求
と
し
て
あ
き
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
す
。

　
こ
の
「
願
生
論
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
で
す
ね
。
題
目
の
意
味
。
見
事
に
そ
れ
を
は
っ
き
り
と
語
っ
て
い
る
の
が
『
無
量
寿
経
』
で
あ

り
、
そ
れ
か
ら
『
浄
土
論
』
で
す
。
そ
う
い
う
の
が
親
鸞
の
教
学
で
し
ょ
う
ね
。
今
、
さ
し
あ
た
り
世
親
の
場
合
を
言
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

世
親
の
場
合
、
願
生
と
は
さ
し
あ
た
り
世
親
自
身
の
願
で
す
。「
願
生
」
の
願
と
は
何
で
あ
る
か
、
生
と
は
何
で
あ
る
か
。
少
し
概
念
分

析
す
る
と
、
願
生
と
は
さ
し
あ
た
り
世
親
自
身
の
願
で
す
。
世
親
自
身
が
願
生
と
、
願
生
の
信
を
表
白
し
て
い
る
。「
願
生
偈
」
は
論
と

い
う
け
れ
ど
も
、
一
つ
の
信
仰
表
白
で
す
ね
。『
無
量
寿
経
』
を
通
し
て
、
自
己
に
目
覚
め
た
世
親
の
信
仰
の
表
白
な
ん
で
す
。
願
生
は

世
親
自
身
の
言
葉
で
す
か
ら
、
一
応
そ
れ
は
世
親
自
身
の
願
で
す
。
し
か
し
、
大
事
な
こ
と
は
世
親
自
身
の
願
に
は
違
い
は
な
い
け
れ
ど
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も
、
正
確
に
い
う
と
世
親
に
我
々
人
間
が
代
表
さ
れ
る
。
そ
れ
は
世
親
の
願
に
は
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
世
親
が
願
生
と
い
っ
た
時
に
、

願
生
と
い
う
願
を
も
っ
た
世
親
は
、
願
生
と
い
う
願
を
も
た
な
い
世
親
と
は
違
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
違
い
方
が
い
ま
言
っ

た
よ
う
に
根
源
的
な
違
い
な
ん
で
す
ね
。
た
だ
、
こ
れ
は
根
源
的
違
い
で
あ
っ
て
、
願
生
に
よ
っ
て
よ
り
良
き
状
態
に
変
わ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
を
非
常
に
区
別
す
べ
き
で
す
。

　
願
生
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
今
日
、
私
が
実
存
と
い
う
こ
と
を
や
か
ま
し
く
言
う
の
は
、
宗
教
が
文
化
的
な
立
場
か
ら
考
え
ら
れ
て

誤
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
す
。
文
化
的
立
場
。
そ
れ
を
我
々
は
破
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
宗
教
が
文
化
的
な
立
場
か
ら
観

念
論
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
主
観
的
な
事
件
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
願
生
と
い
う
願
は
世
親
の
も
っ
た
願
に
は
違
い
な
い
。
し
か

し
、
世
親
が
願
生
と
い
う
願
を
も
っ
た
場
合
に
は
、
願
生
と
い
う
願
を
も
た
な
か
っ
た
世
親
と
は
根
源
的
に
違
っ
て
く
る
の
で
す
。
そ
れ

は
も
と
の
世
親
に
か
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
す
ね
。
世
親
が
願
生
と
い
う
願
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
変
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
世
親
が

よ
り
良
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
願
生
を
も
た
な
い
世
親
と
願
生
と
い
う
願
を
も
っ
た
世
親
は
、
同
じ
世
親
で
は
な
い
の
で
す
。
同
じ
世

親
で
あ
る
と
続
く
の
が
文
化
で
す
。
文
化
と
い
う
の
は
や
は
り
、
生せ

い

の
常
識
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
常
識
に
基
づ
い
て
、
生
の
同
一
性
に
基

づ
い
て
い
る
。
そ
う
い
う
も
の
で
は
宗
教
は
考
え
ら
れ
な
い
。
世
親
が
も
っ
た
願
に
よ
っ
て
、
世
親
は
も
と
の
世
親
で
は
な
く
な
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
も
と
の
世
親
で
は
な
い
と
は
日
常
的
な
存
在
と
し
て
の
世
親
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
願
生
の
願
を
も
っ
た
場
合
の

世
親
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
大
事
で
す
ね
。

　
世
親
は
「
願
生
偈
」
に
お
い
て
「
我
」
と
言
っ
て
ま
す
ね
。
そ
の
我
と
は
ど
う
い
う
我
か
。
こ
れ
は
願
生
の
自
覚
に
お
い
て
あ
る
自
覚

的
我
で
し
ょ
う
。
自
覚
を
失
っ
た
日
常
的
な
我
で
は
な
い
。
日
常
的
我
で
は
な
く
自
覚
的
な
我
で
す
。
こ
れ
は
世
親
が
あ
っ
て
願
生
し
た

の
で
は
な
い
。
願
生
に
よ
っ
て
世
親
が
成
り
立
つ
。
願
生
に
よ
っ
て
世
親
が
生
ま
れ
て
き
た
。
願
生
よ
り
先
に
世
親
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
。
願
生
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
我
が
生
ま
れ
た
。
そ
う
い
う
こ
と
が
大
事
な
こ
と
で
す
。
我
が
あ
っ
て
願
生
す
る
の
で
は
な
く
願
生
に
よ

っ
て
我
が
生
ま
れ
た
。
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
生
ま
れ
る
前
の
我
は
破
れ
た
。
死
ん
だ
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
願
生
と
は
単
に
変
わ
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で
す
け
ど
。

　
願
生
と
い
う
の
は
信
仰
心
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
の
信
仰
と
は
認
識
で
も
感
情
で
も
意
識
で
も
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
言
っ
て
み
て
も

何
も
決
ま
ら
な
い
。
信
仰
と
は
人
間
の
存
在
的
構
造
の
自
覚
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
信
仰
に
よ
っ
て
人
間
は
初
め
て
実
存
に
な
る
ん
で
す
。

願
生
に
よ
っ
て
、
実
存
を
失
っ
た
人
間
を
実
存
た
ら
し
め
る
わ
け
で
す
。
認
識
と
い
っ
て
も
、
そ
の
認
識
の
あ
ら
わ
す
よ
う
な
真
理
と
い

う
の
は
幾
何
学
の
真
理
や
自
然
科
学
の
真
理
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
実
存
的
真
理
で
す
ね
。
そ
の
実
存
的
真
理
を
知
ら
な
い
の
は
た
だ
損

だ
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
れ
を
知
ら
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
が
生
命
を
失
う
よ
う
な
こ
と
ね
。
そ
れ
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
命

を
勝
ち
取
る
よ
う
な
真
理
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
を
実
存
真
理
と
い
う
。
自
然
科
学
の
真
理
を
知
ら
な
い
場
合
ど
う
な
る
か
。
損
す
る

だ
け
で
は
な
い
で
す
か
。
不
便
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
で
す
か
。
自
然
科
学
の
真
理
を
知
ら
な
く
て
も
別
に
命
は
な
く
な
ら
な
い
。
し
か

し
、
実
存
的
真
理
は
そ
れ
を
知
ら
な
け
れ
ば
命
は
な
い
。
そ
れ
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
命
を
回
復
す
る
ね
。
つ
ま
り
実
存
的
真
理

で
す
よ
。
こ
れ
は
た
だ
漠
然
と
興
味
が
あ
る
と
い
う
真
理
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
情
熱
を
懸
け
る
真
理
で
し
ょ
う
。
自
己
が
自
己
と
な
ろ

う
と
す
る
要
求
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
意
味
を
願
生
と
い
う
言
葉
は
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
自
己
が
真
に
本
来
の
自
己
で
あ
ろ
う
と
す
る
根

源
的
意
欲
ね
。
人
間
が
人
間
た
ら
ん
と
す
る
願
で
す
、
要
求
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
の
他
に
宗
教
を
考
え
ら
れ
ま
す
か
。
宗
教
問
題
、
願

生
と
い
う
問
題
は
存
在
論
的
要
求
と
し
て
あ
き
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
す
。

　
こ
の
「
願
生
論
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
で
す
ね
。
題
目
の
意
味
。
見
事
に
そ
れ
を
は
っ
き
り
と
語
っ
て
い
る
の
が
『
無
量
寿
経
』
で
あ

り
、
そ
れ
か
ら
『
浄
土
論
』
で
す
。
そ
う
い
う
の
が
親
鸞
の
教
学
で
し
ょ
う
ね
。
今
、
さ
し
あ
た
り
世
親
の
場
合
を
言
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

世
親
の
場
合
、
願
生
と
は
さ
し
あ
た
り
世
親
自
身
の
願
で
す
。「
願
生
」
の
願
と
は
何
で
あ
る
か
、
生
と
は
何
で
あ
る
か
。
少
し
概
念
分

析
す
る
と
、
願
生
と
は
さ
し
あ
た
り
世
親
自
身
の
願
で
す
。
世
親
自
身
が
願
生
と
、
願
生
の
信
を
表
白
し
て
い
る
。「
願
生
偈
」
は
論
と

い
う
け
れ
ど
も
、
一
つ
の
信
仰
表
白
で
す
ね
。『
無
量
寿
経
』
を
通
し
て
、
自
己
に
目
覚
め
た
世
親
の
信
仰
の
表
白
な
ん
で
す
。
願
生
は

世
親
自
身
の
言
葉
で
す
か
ら
、
一
応
そ
れ
は
世
親
自
身
の
願
で
す
。
し
か
し
、
大
事
な
こ
と
は
世
親
自
身
の
願
に
は
違
い
は
な
い
け
れ
ど
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も
、
正
確
に
い
う
と
世
親
に
我
々
人
間
が
代
表
さ
れ
る
。
そ
れ
は
世
親
の
願
に
は
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
世
親
が
願
生
と
い
っ
た
時
に
、

願
生
と
い
う
願
を
も
っ
た
世
親
は
、
願
生
と
い
う
願
を
も
た
な
い
世
親
と
は
違
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
違
い
方
が
い
ま
言
っ

た
よ
う
に
根
源
的
な
違
い
な
ん
で
す
ね
。
た
だ
、
こ
れ
は
根
源
的
違
い
で
あ
っ
て
、
願
生
に
よ
っ
て
よ
り
良
き
状
態
に
変
わ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
を
非
常
に
区
別
す
べ
き
で
す
。

　
願
生
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
今
日
、
私
が
実
存
と
い
う
こ
と
を
や
か
ま
し
く
言
う
の
は
、
宗
教
が
文
化
的
な
立
場
か
ら
考
え
ら
れ
て

誤
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
す
。
文
化
的
立
場
。
そ
れ
を
我
々
は
破
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
宗
教
が
文
化
的
な
立
場
か
ら
観

念
論
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
主
観
的
な
事
件
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
願
生
と
い
う
願
は
世
親
の
も
っ
た
願
に
は
違
い
な
い
。
し
か

し
、
世
親
が
願
生
と
い
う
願
を
も
っ
た
場
合
に
は
、
願
生
と
い
う
願
を
も
た
な
か
っ
た
世
親
と
は
根
源
的
に
違
っ
て
く
る
の
で
す
。
そ
れ

は
も
と
の
世
親
に
か
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
す
ね
。
世
親
が
願
生
と
い
う
願
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
変
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
世
親
が

よ
り
良
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
願
生
を
も
た
な
い
世
親
と
願
生
と
い
う
願
を
も
っ
た
世
親
は
、
同
じ
世
親
で
は
な
い
の
で
す
。
同
じ
世

親
で
あ
る
と
続
く
の
が
文
化
で
す
。
文
化
と
い
う
の
は
や
は
り
、
生せ

い

の
常
識
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
常
識
に
基
づ
い
て
、
生
の
同
一
性
に
基

づ
い
て
い
る
。
そ
う
い
う
も
の
で
は
宗
教
は
考
え
ら
れ
な
い
。
世
親
が
も
っ
た
願
に
よ
っ
て
、
世
親
は
も
と
の
世
親
で
は
な
く
な
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
も
と
の
世
親
で
は
な
い
と
は
日
常
的
な
存
在
と
し
て
の
世
親
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
願
生
の
願
を
も
っ
た
場
合
の

世
親
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
大
事
で
す
ね
。

　
世
親
は
「
願
生
偈
」
に
お
い
て
「
我
」
と
言
っ
て
ま
す
ね
。
そ
の
我
と
は
ど
う
い
う
我
か
。
こ
れ
は
願
生
の
自
覚
に
お
い
て
あ
る
自
覚

的
我
で
し
ょ
う
。
自
覚
を
失
っ
た
日
常
的
な
我
で
は
な
い
。
日
常
的
我
で
は
な
く
自
覚
的
な
我
で
す
。
こ
れ
は
世
親
が
あ
っ
て
願
生
し
た

の
で
は
な
い
。
願
生
に
よ
っ
て
世
親
が
成
り
立
つ
。
願
生
に
よ
っ
て
世
親
が
生
ま
れ
て
き
た
。
願
生
よ
り
先
に
世
親
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
。
願
生
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
我
が
生
ま
れ
た
。
そ
う
い
う
こ
と
が
大
事
な
こ
と
で
す
。
我
が
あ
っ
て
願
生
す
る
の
で
は
な
く
願
生
に
よ

っ
て
我
が
生
ま
れ
た
。
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
生
ま
れ
る
前
の
我
は
破
れ
た
。
死
ん
だ
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
願
生
と
は
単
に
変
わ
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っ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
も
う
再
び
も
と
の
自
分
に
帰
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
に
や
は
り
死
ん
で
生
き
た
と
い
う
こ
と
が
あ

る
。
願
に
よ
っ
て
死
し
て
生
き
る
と
い
う
か
ね
。
死
し
て
生
き
る
と
。
自
然
的
存
在
と
し
て
の
我
に
帰
し
て
、
自
覚
的
存
在
と
し
て
の
我

が
生
ま
れ
て
く
る
。
死
し
て
生
き
る
と
い
う
意
味
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ね
。

　
こ
う
い
う
世
親
の
我
と
は
日
常
的
自
己
で
は
な
い
。
実
存
的
自
己
だ
ね
。
日
常
的
自
己
を
破
っ
た
意
味
。
願
生
と
は
日
常
性
を
破
っ
て

現
れ
た
も
の
だ
ね
。
願
生
に
よ
っ
て
、
日
常
的
存
在
の
世
親
が
廻
転
さ
れ
た
。
日
常
的
存
在
と
し
て
の
世
親
は
そ
こ
で
破
ら
れ
、
そ
し
て

実
存
的
世
親
と
い
う
も
の
が
そ
こ
へ
転
ぜ
ら
れ
た
。
こ
う
い
う
意
味
で
す
。
だ
か
ら
、
願
と
い
っ
て
も
日
常
的
な
世
親
か
ら
起
こ
っ
た
願

で
は
な
い
。
日
常
的
世
親
を
破
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
願
で
す
。
つ
ま
り
、
世
親
に
起
こ
っ
た
け
れ
ど
も
世
親
か
ら
起
こ
っ
た
の
で
は
な
い
。

世
親
の
根
源
か
ら
起
こ
っ
た
。
私
に
起
こ
っ
た
け
れ
ど
も
私
か
ら
起
こ
っ
た
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
言
え
ば
、
私
よ
り
も
っ
と
近
い
私
か

ら
起
こ
っ
て
い
る
。
も
っ
と
近
い
、
私
よ
り
も
っ
と
近
い
私
に
近
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
根
源
で
す
ね
。
私
よ
り
も
も
っ
と
私
に
近
い

も
の
ね
。
そ
う
い
う
も
の
が
根
源
に
あ
る
。
だ
か
ら
、
起
こ
っ
た
と
い
っ
て
も
、
た
だ
時
間
の
中
に
も
の
が
あ
ら
わ
れ
た
と
い
う
意
味
で

は
な
い
ね
。
私
の
意
識
が
覆
っ
て
い
る
。
日
常
的
意
識
が
覆
っ
て
、
閉
鎖
し
て
い
る
の
が
取
り
除
か
れ
た
中
か
ら
あ
ら
わ
れ
た
。
そ
う
い

う
こ
と
が
願
生
で
す
。
だ
か
ら
外
か
ら
見
れ
ば
開
示
、
内
か
ら
言
え
ば
発
起
。
願
生
心
自
身
か
ら
言
え
ば
発
起
し
た
。
実
存
的
自
己
が
日

常
性
を
破
っ
て
名
の
っ
た
。
こ
う
い
う
意
味
で
す
ね
。
実
存
的
自
己
が
発
起
し
た
。
そ
れ
は
外
か
ら
、
日
常
性
の
方
か
ら
、
破
ら
れ
た
方

か
ら
言
え
ば
開
か
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
日
常
性
の
側
か
ら
言
え
ば
実
存
的
自
己
は
開
か
れ
た
。
実
存
か
ら
言
え
ば
日
常
性
を
破
っ

て
実
存
が
発
起
し
た
。
そ
れ
は
た
だ
生
じ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
発
起
と
は
超
越
的
で
す
。『
無
量
寿
経
』
に
「
超
発
」
と
い
う
言
葉

あ
る
。
超
発
、
あ
る
い
は
能
発
と
か
ね
。
こ
う
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。

　
『
歎
異
抄
』
に
は
「
お
ぼ
し
め
し
た
つ
」
と
い
う
言
葉
、
あ
る
い
は
「
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
つ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
超
越
し
た
、
お
ぼ
し
た
起
こ
し
方
で
す
ね
。
起
こ
り
方
が
超
越
的
な
ん
で
す
。
超
越
的
な
も
の
が
起
こ
っ
た
と
い
う
場
合
は
超
越

的
な
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
起
こ
り
方
が
超
越
的
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
を
破
る
と
い
う
の
で
す
。
た
だ
自
然
に
で
て
く
る
と
か
と
い
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う
も
の
で
は
な
い
。
時
間
の
中
に
時
間
的
に
起
こ
る
の
で
は
な
い
。
時
間
の
根
源
が
時
間
を
破
っ
て
起
こ
る
。
そ
う
で
し
ょ
う
。
時
間
の

根
源
。
今
日
で
は
時
間
に
対
し
て
永
遠
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
け
ど
ね
。
永
遠
と
はeternal

な
も
の
ね
。eternal
な
も
の
が

eternally

に
起
こ
る
わ
け
で
す
よ
。
永
遠
の
も
の
が
時
間
的
に
起
こ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
時
間
を
超
え
た
も
の
が
時
間
を
破
っ
て

あ
ら
わ
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
が
大
事
で
す
。
超
越
的
。
つ
ま
り
、「
発
」
と
い
う
の
は
超
越
的
契
機
で
す
ね
。
先
見
的
超

起
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。

　
こ
れ
は
世
親
よ
り
ず
っ
と
後
の
善
導
が
い
う
「
衆
生
貪
瞋
煩
悩
中
能
生
清
浄
願
往
生
心
」
で
す
ね
。
い
ま
、
我
々
が
願
生
心
と
い
う
の

を
善
導
の
言
葉
で
は
願
往
生
心
と
言
っ
て
い
る
。
願
往
生
心
が
起
こ
る
。
こ
れ
は
ど
こ
に
起
こ
る
か
と
い
え
ば
衆
生
貪
瞋
煩
悩
中
で
す
。

「
中
に
」
と
は
「
於
い
て
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。at

と
か
、
あ
る
い
はin

と
か
と
い
う
意
味
で
す
。
中
に
於
い
て
で
す
。
だ
か
ら
、

衆
生
の
外
の
方
に
起
こ
っ
て
も
し
か
た
が
な
い
。
こ
の
衆
生
貪
瞋
煩
悩
中
に
お
い
て
起
こ
る
。
つ
ま
り
願
生
心
は
世
親
に
お
い
て
起
こ
る
。

人
間
に
お
い
て
起
こ
る
、
け
れ
ど
も
人
間
か
ら
で
は
な
い
。
人
間
よ
り
も
も
っ
と
根
源
か
ら
起
こ
る
の
で
す
。
人
間
で
あ
る
よ
り
も
、
も

っ
と
も
っ
と
人
間
に
近
い
根
源
。
本
来
性
か
ら
起
こ
る
わ
け
で
す
。
人
間
に
起
こ
る
、
衆
生
に
起
こ
る
、
中
に
起
こ
る
け
れ
ど
も
中
に
起

こ
る
と
い
う
こ
と
は
突
破
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
衆
生
の
中
に
衆
生
を
破
っ
て
起
こ
る
。
超
起
。
こ
の
場
合
こ
の
言
葉
の
中
の
「
貪

瞋
」
と
は
「
染
汚
」
で
す
ね
。
染
汚
と
書
い
て
「
ぜ
ん
ま
」
と
言
い
ま
す
。
染
汚
心
に
対
し
て
清
浄
心
で
す
ね
。
煩
悩
は
人
間
を
染
汚
さ

せ
る
方
向
を
持
つ
。
貪
と
か
瞋
と
か
、
ま
だ
他
に
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
貪
と
か
瞋
と
か
と
い
う
の
は
人
間
の
ひ
と
つ
の
パ
ト
ス
で
す
よ
。

そ
う
い
う
も
の
は
人
間
を
染
汚
さ
せ
る
。
染
汚
さ
せ
る
性
格
で
す
ね
。
染
汚
と
い
う
存
在
で
共
通
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
染
汚
の
中
に
あ

ら
わ
れ
た
清
浄
で
す
ね
。
こ
れ
は
も
う
矛
盾
で
す
。
染
汚
の
外
に
清
浄
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
染
汚
の
中
に
そ
の
染
汚
を
破
っ
て
起
こ
っ

た
清
浄
。
そ
し
て
、
染
汚
を
清
浄
に
す
る
の
で
す
。
染
汚
か
ら
あ
ら
わ
れ
る
。
染
汚
の
中
に
染
汚
を
超
え
て
あ
ら
わ
れ
て
、
し
か
も
染
汚

を
清
浄
に
す
る
。
こ
う
い
う
概
念
で
す
。

　
そ
れ
は
、
つ
ま
り
言
っ
て
み
れ
ば
超
越
的
概
念
は
ひ
と
つ
の
価
値
を
あ
ら
わ
す
。
染
汚
と
か
清
浄
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
悪
と
か
善
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っ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
も
う
再
び
も
と
の
自
分
に
帰
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
に
や
は
り
死
ん
で
生
き
た
と
い
う
こ
と
が
あ

る
。
願
に
よ
っ
て
死
し
て
生
き
る
と
い
う
か
ね
。
死
し
て
生
き
る
と
。
自
然
的
存
在
と
し
て
の
我
に
帰
し
て
、
自
覚
的
存
在
と
し
て
の
我

が
生
ま
れ
て
く
る
。
死
し
て
生
き
る
と
い
う
意
味
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ね
。

　
こ
う
い
う
世
親
の
我
と
は
日
常
的
自
己
で
は
な
い
。
実
存
的
自
己
だ
ね
。
日
常
的
自
己
を
破
っ
た
意
味
。
願
生
と
は
日
常
性
を
破
っ
て

現
れ
た
も
の
だ
ね
。
願
生
に
よ
っ
て
、
日
常
的
存
在
の
世
親
が
廻
転
さ
れ
た
。
日
常
的
存
在
と
し
て
の
世
親
は
そ
こ
で
破
ら
れ
、
そ
し
て

実
存
的
世
親
と
い
う
も
の
が
そ
こ
へ
転
ぜ
ら
れ
た
。
こ
う
い
う
意
味
で
す
。
だ
か
ら
、
願
と
い
っ
て
も
日
常
的
な
世
親
か
ら
起
こ
っ
た
願

で
は
な
い
。
日
常
的
世
親
を
破
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
願
で
す
。
つ
ま
り
、
世
親
に
起
こ
っ
た
け
れ
ど
も
世
親
か
ら
起
こ
っ
た
の
で
は
な
い
。

世
親
の
根
源
か
ら
起
こ
っ
た
。
私
に
起
こ
っ
た
け
れ
ど
も
私
か
ら
起
こ
っ
た
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
言
え
ば
、
私
よ
り
も
っ
と
近
い
私
か

ら
起
こ
っ
て
い
る
。
も
っ
と
近
い
、
私
よ
り
も
っ
と
近
い
私
に
近
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
根
源
で
す
ね
。
私
よ
り
も
も
っ
と
私
に
近
い

も
の
ね
。
そ
う
い
う
も
の
が
根
源
に
あ
る
。
だ
か
ら
、
起
こ
っ
た
と
い
っ
て
も
、
た
だ
時
間
の
中
に
も
の
が
あ
ら
わ
れ
た
と
い
う
意
味
で

は
な
い
ね
。
私
の
意
識
が
覆
っ
て
い
る
。
日
常
的
意
識
が
覆
っ
て
、
閉
鎖
し
て
い
る
の
が
取
り
除
か
れ
た
中
か
ら
あ
ら
わ
れ
た
。
そ
う
い

う
こ
と
が
願
生
で
す
。
だ
か
ら
外
か
ら
見
れ
ば
開
示
、
内
か
ら
言
え
ば
発
起
。
願
生
心
自
身
か
ら
言
え
ば
発
起
し
た
。
実
存
的
自
己
が
日

常
性
を
破
っ
て
名
の
っ
た
。
こ
う
い
う
意
味
で
す
ね
。
実
存
的
自
己
が
発
起
し
た
。
そ
れ
は
外
か
ら
、
日
常
性
の
方
か
ら
、
破
ら
れ
た
方

か
ら
言
え
ば
開
か
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
日
常
性
の
側
か
ら
言
え
ば
実
存
的
自
己
は
開
か
れ
た
。
実
存
か
ら
言
え
ば
日
常
性
を
破
っ

て
実
存
が
発
起
し
た
。
そ
れ
は
た
だ
生
じ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
発
起
と
は
超
越
的
で
す
。『
無
量
寿
経
』
に
「
超
発
」
と
い
う
言
葉

あ
る
。
超
発
、
あ
る
い
は
能
発
と
か
ね
。
こ
う
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。

　
『
歎
異
抄
』
に
は
「
お
ぼ
し
め
し
た
つ
」
と
い
う
言
葉
、
あ
る
い
は
「
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
つ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
超
越
し
た
、
お
ぼ
し
た
起
こ
し
方
で
す
ね
。
起
こ
り
方
が
超
越
的
な
ん
で
す
。
超
越
的
な
も
の
が
起
こ
っ
た
と
い
う
場
合
は
超
越

的
な
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
起
こ
り
方
が
超
越
的
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
を
破
る
と
い
う
の
で
す
。
た
だ
自
然
に
で
て
く
る
と
か
と
い
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う
も
の
で
は
な
い
。
時
間
の
中
に
時
間
的
に
起
こ
る
の
で
は
な
い
。
時
間
の
根
源
が
時
間
を
破
っ
て
起
こ
る
。
そ
う
で
し
ょ
う
。
時
間
の

根
源
。
今
日
で
は
時
間
に
対
し
て
永
遠
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
け
ど
ね
。
永
遠
と
はeternal

な
も
の
ね
。eternal

な
も
の
が

eternally

に
起
こ
る
わ
け
で
す
よ
。
永
遠
の
も
の
が
時
間
的
に
起
こ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
時
間
を
超
え
た
も
の
が
時
間
を
破
っ
て

あ
ら
わ
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
が
大
事
で
す
。
超
越
的
。
つ
ま
り
、「
発
」
と
い
う
の
は
超
越
的
契
機
で
す
ね
。
先
見
的
超

起
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。

　
こ
れ
は
世
親
よ
り
ず
っ
と
後
の
善
導
が
い
う
「
衆
生
貪
瞋
煩
悩
中
能
生
清
浄
願
往
生
心
」
で
す
ね
。
い
ま
、
我
々
が
願
生
心
と
い
う
の

を
善
導
の
言
葉
で
は
願
往
生
心
と
言
っ
て
い
る
。
願
往
生
心
が
起
こ
る
。
こ
れ
は
ど
こ
に
起
こ
る
か
と
い
え
ば
衆
生
貪
瞋
煩
悩
中
で
す
。

「
中
に
」
と
は
「
於
い
て
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。at

と
か
、
あ
る
い
はin

と
か
と
い
う
意
味
で
す
。
中
に
於
い
て
で
す
。
だ
か
ら
、

衆
生
の
外
の
方
に
起
こ
っ
て
も
し
か
た
が
な
い
。
こ
の
衆
生
貪
瞋
煩
悩
中
に
お
い
て
起
こ
る
。
つ
ま
り
願
生
心
は
世
親
に
お
い
て
起
こ
る
。

人
間
に
お
い
て
起
こ
る
、
け
れ
ど
も
人
間
か
ら
で
は
な
い
。
人
間
よ
り
も
も
っ
と
根
源
か
ら
起
こ
る
の
で
す
。
人
間
で
あ
る
よ
り
も
、
も

っ
と
も
っ
と
人
間
に
近
い
根
源
。
本
来
性
か
ら
起
こ
る
わ
け
で
す
。
人
間
に
起
こ
る
、
衆
生
に
起
こ
る
、
中
に
起
こ
る
け
れ
ど
も
中
に
起

こ
る
と
い
う
こ
と
は
突
破
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
衆
生
の
中
に
衆
生
を
破
っ
て
起
こ
る
。
超
起
。
こ
の
場
合
こ
の
言
葉
の
中
の
「
貪

瞋
」
と
は
「
染
汚
」
で
す
ね
。
染
汚
と
書
い
て
「
ぜ
ん
ま
」
と
言
い
ま
す
。
染
汚
心
に
対
し
て
清
浄
心
で
す
ね
。
煩
悩
は
人
間
を
染
汚
さ

せ
る
方
向
を
持
つ
。
貪
と
か
瞋
と
か
、
ま
だ
他
に
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
貪
と
か
瞋
と
か
と
い
う
の
は
人
間
の
ひ
と
つ
の
パ
ト
ス
で
す
よ
。

そ
う
い
う
も
の
は
人
間
を
染
汚
さ
せ
る
。
染
汚
さ
せ
る
性
格
で
す
ね
。
染
汚
と
い
う
存
在
で
共
通
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
染
汚
の
中
に
あ

ら
わ
れ
た
清
浄
で
す
ね
。
こ
れ
は
も
う
矛
盾
で
す
。
染
汚
の
外
に
清
浄
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
染
汚
の
中
に
そ
の
染
汚
を
破
っ
て
起
こ
っ

た
清
浄
。
そ
し
て
、
染
汚
を
清
浄
に
す
る
の
で
す
。
染
汚
か
ら
あ
ら
わ
れ
る
。
染
汚
の
中
に
染
汚
を
超
え
て
あ
ら
わ
れ
て
、
し
か
も
染
汚

を
清
浄
に
す
る
。
こ
う
い
う
概
念
で
す
。

　
そ
れ
は
、
つ
ま
り
言
っ
て
み
れ
ば
超
越
的
概
念
は
ひ
と
つ
の
価
値
を
あ
ら
わ
す
。
染
汚
と
か
清
浄
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
悪
と
か
善
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と
か
と
は
違
っ
て
、
も
っ
と
高
い
。
善
悪
と
い
う
の
は
価
値
の
範
疇
で
す
。
染
汚
・
清
浄
と
い
う
の
は
も
っ
と
高
い
、
宗
教
的
範
疇
で
す
。

善
悪
と
は
人
倫
の
範
疇
で
す
。
そ
う
い
う
価
値
が
あ
る
。
染
汚
・
清
浄
と
い
う
の
は
価
値
的
超
起
で
す
。
価
値
的
に
超
越
的
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。
価
値
的
に
超
越
的
で
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
存
在
的
に
超
越
的
で
も
あ
る
ん
で
す
ね
。
存
在
的
に
超
越
的
で
あ
る
け
れ

ど
も
、
今
、
善
導
の
言
葉
は
価
値
的
に
超
越
的
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。
価
値
的
に
清
浄
な
の
で
す
。
だ
か
ら
存
在
的
に
清
浄
と
い
う
。

清
浄
な
る
願
と
い
っ
て
い
る
場
合
は
価
値
的
に
説
い
て
あ
る
。
存
在
的
に
あ
ら
わ
す
場
合
は
如
来
の
願
、
衆
生
の
中
に
如
来
の
願
が
生
じ

た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
は
存
在
的
に
超
越
で
す
。
今
は
価
値
的
に
超
越
な
清
浄
で
す
。
こ
う
い
う
意
味
が
あ
る
。
今
日
は
こ
こ
ま

で
に
し
て
お
き
ま
す
。（

本
稿
は
、
一
九
六
三
年
四
月
二
七
日
の
大
谷
大
学
に
お
け
る
講
義
「
願
生
論
」
を
筆
録
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
責
編
集
部
）
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学
　
会
　
彙
　
報

○
五
月
二
十
日
（
木
）
午
前
九
時
よ
り
、
本
年

度
新
入
会
員
歓
迎
会
な
ら
び
に
総
会
が
開
催
さ

れ
た
。
加
来
雄
之
教
授
よ
り
「
真
宗
の
学
び
」

と
題
し
て
歓
迎
の
講
演
を
い
た
だ
い
た
。

○
真
宗
学
会
例
会
活
動
報
告

・
第
一
回
例
会

六
月
三
十
日
（
水
）
午
後
二
時
四
十
分
よ
り

「
親
鸞
の
主
体
形
成
│
「
唯
除
の
機
」
の
自
覚

を
通
し
て
│
」
博
士
課
程
二
回
生
　
難
波
教
行

「
初
期
同
朋
会
運
動
の
理
念
と
そ
の
精
神
│
暁

烏
内
局
か
ら
訓
覇
内
局
へ
の
展
開
を
中
心
に

│
」 

博
士
課
程
二
回
生
　
安
居
宏
淳

・
第
二
回
例
会

七
月
十
四
日
（
水
）
午
後
二
時
四
十
分
よ
り

卒
業
論
文
梗
概
発
表

 

修
士
課
程
一
回
生
　
和
田
真
典

 

修
士
課
程
一
回
生
　
藤
原
　
英

 

修
士
課
程
一
回
生
　
橋
本
彰
吾

 

修
士
課
程
一
回
生
　
荒
山
　
優

 

修
士
課
程
一
回
生
　
宮
谷
啓
法

◇
二
〇
一
〇
年
度
真
宗
学
科
開
講
科
目

大
学
院

基
礎
研
究

　
漢
訳
〈
無
量
寿
経
〉
の
研
究

 

山
田
恵
文
専
任
講
師

講
義

　
真
宗
大
綱 

延
塚
知
道
教
授

　
『
浄
土
論
註
』
に
学
ぶ 

延
塚
知
道
教
授

　
近
代
教
学
論 

水
島
見
一
教
授

文
献
研
究

　
「
定
善
義
」
と
「
散
善
義
」
に
学
ぶ

 

藤
嶽
明
信
教
授

　
「
散
善
義
」
に
学
ぶ 

藤
嶽
明
信
教
授

演
習
（
修
士
）

　
『
教
行
信
証
』
信
巻
の
研
究

 

安
冨
信
哉
教
授

　
『
教
行
信
証
』
の
研
究 

延
塚
知
道
教
授

　
『
教
行
信
証
』「
信
巻
」
の
研
究

 

藤
嶽
明
信
教
授

演
習
（
博
士
）

　
『
教
行
信
証
』
信
巻
の
研
究

 

安
冨
信
哉
教
授

　
『
教
行
信
証
』
の
研
究 

延
塚
知
道
教
授

　
『
教
行
信
証
』「
証
巻
」
の
研
究

 
藤
嶽
明
信
教
授

真
宗
学
研
究

　
『
往
生
要
集
』
を
読
む 

一
楽
　
真
教
授

　
『
大
無
量
寿
経
』
に
学
ぶ 

児
玉
暁
洋
講
師

　
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』
の
読
解
と
研
究

 

加
来
雄
之
教
授

　
『
略
論
安
楽
浄
土
義
』
の
読
解
と
研
究

 

加
来
雄
之
教
授

　
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
に
学
ぶ

 

廣
瀬
惺
講
師

　
諸
宗
教
か
ら
見
た
真
宗

 

ス
ザ
・
ド
ミ
ン
ゴ
ス
講
師

　
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
信
心

 

児
玉
暁
洋
講
師

　
念
仏
成
仏
是
真
宗 

児
玉
暁
洋
講
師

文
学
部

学
科
導
入

　
専
門
の
技
法
〈
真
宗
学
〉

 

藤
元
雅
文
専
任
講
師

概
論

　
親
鸞
の
よ
う
に
学
ぶ
│
真
宗
学
の
根
本
問
題

 

加
来
雄
之
教
授

　
親
鸞
の
よ
う
に
学
ぶ
│
真
宗
学
の
諸
問
題

 

加
来
雄
之
教
授


