
蓮
如
と
真
宗
教
団

——

「キ
リ
シ
タ
ン
文
書
」
に
よ
り
な
が
ら
——木 

越 

康

宗
教
思
想
と

教
団

新
し
い
宗
教
思
想
や
信
仰
が
、
同
一
信
心
を
持
つ
者
の
集
ま
り
を
生
み
、
や
が
て
そ
れ
が
組
織
と
し
て
整
備
さ
れ
、
教
団
化
す
る
と
い 

う
こ
と
は
、
社
会
学
者
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
純
粋
に
思
想
と
し
て
の
宗
教 

を
考
え
る
場
合
、
教
団
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
宗
教
思
想
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
あ
る 

よ
ゝ
っ
で
あ
る
〇

イ
エ
ス
は
神
の
国
を
予
告
し
た
が
、
到
来
し
た
の
は
教
会
で
あ
っ
た
。

人

・
ロ

ワ

ジ

ー(
1
8
5
7

 —

 1
9
4
0
)

 

に
よ
る
、
こ
の
教
会
の
存
在
自
体
に
対
す
る
問
題
提
起
は' 

そ
の
後
大
き
な
衝
撃
を
キ
リ
ス
ト
教 

世
界
に
与
る
こ
と
に
な
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
教
会
存
在
の
問
題
と
、
真
宗
に
お
け
る
教
団
存
在
の
問
題
と
を
単
純
に
同
一
視
す 

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
真
宗
に
お
け
る
教
団
存
在
を
考
え
る
場
合
、
同
一
の
論
旨
で
の
批
判
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
あ
る 

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
親
鸞
の
課
題
は
、
浄
土
真
実
の
開
顕
で
あ
っ
て
、
「
教
団
の
設
立
」
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
見
方
か
ら
く
る
真
宗
の
教
団
理
解
は
、
「教
団
」
と
は
、
単
な
る
歴
史
的
副
産
物
で
あ
っ
て
、
親
鸞
思
想
に
お
け
る
本
質
で
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は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
〇

服
部
之
総
は
、
『蓮
如
』

に
お
い
て
、
親
鸞
の
原
始
教
団
か
ら
後
の
真
宗
教
団
へ
の
展
開
は
「物
質
的
存
在
が
教
義
を
自
由
に
修
正
す 

る
」
出
来
事
で
あ
る
と
い
う
了
解
を
示
し
た
。
そ
し
て
さ
ら
に' 

職
業
的
宗
教
家
を
持
つ
よ
う
な
教
団
の
存
在
は
、
決
し
て
親
鸞
の
思
想 

と
直
結
す
る
も
の
で
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
山
折
哲
雄
は
『人
間
蓮
如
』

に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 

親
鸞
の
思
想
は
知
的
エ
リ
ー
ト
の
思
想
で
あ
る
が
、
そ
の
思
想
が
大
衆
化
さ
れ
る
と
き
、

い
ろ
い
ろ
な
解
釈
の
洗
礼
を
受
け
、
と
き 

に
誤
解
や
曲
解
ま
で
受
け
た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
も
そ
も
思
想
の
大
衆
化
と
い
う
の
は
、
そ
の
思
想
の
単
純
化
と
い
う
結
果
を
生
む
。

③
 

そ
し
て
思
想
の
単
純
化
は
そ
こ
に
必
ず
や
誤
解
と
改
変
の
爪
あ
と
を
含
む
で
あ
ろ
う
。
 

こ
れ
は
親
鸞
の
果
た
し
た
仕
事
に
対
し
て
、
蓮
如
の
真
宗
再
興
の
仕
事
を
評
価
す
る
際
に
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
親
鸞
の
思
想
が 

「知
的
エ
リ
—
ト
の
思
想
」
で
あ
っ
た
の
か
。
あ

る

い

は

「
思
想
の
大
衆
化
」
は

「
思
想
の
単
純
化
」

で
あ
る
の
か
な
ど
に
つ
い
て
、
山 

折
の
主
張
に
は
様
々
検
討
す
べ
き
点
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
論
が
特
に
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
蓮
如
の
果
た
し
た
真
宗
教
団
の
再
興
は
、
 

こ
れ
ら
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
親
鸞
思
想
と
は
直
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
は
思
想
の
誤
解
と
改
変
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ 

と
で
あ
る
。

教
団
化
が
宗
教
思
想
の
改
変
で
あ
り
誤
解
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
時
、
真
宗
に
お
い
て
そ
の
教
団
の
強
大
化
に
絶
大
な
影
響
を
与
え
た 

蓮
如
は
、
親
鸞
思
想
を
誤
解
し
改
変
さ
せ
る
人
物
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
先
の
服
部
も
山
折
も
、
基
本
的
に
は
そ
の
よ
う
な 

見
方
で
、
蓮
如
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
本
当
に
教
団
化
と
は
、
思
想
の
改
変
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
宗
教
思
想
と 

教
団
は
、
直
結
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
関
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
論
文
で
は
こ
の
こ
と
に
念
頭
を
起
き
な
が
ら
、
蓮
如
と
教
団
の 

関
係
、
そ
の
思
想
と
教
団
の
関
係
に
つ
い
て
尋
ね
て
い
き
た
い
と
思
う
。

そ
の
際
本
論
で
は
、

一
つ
の
史
料
か
ら
、
こ
れ
ら
の
関
係
に
つ
い
て
尋
ね
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
十
六
世
紀
か
ら
十
七 

世
紀
に
か
け
て
書
か
れ
た
、
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
達
に
よ
る
日
本
報
告
書
、
「
キ
リ
シ
タ
ン
文
書
」

で
あ
る
。
蓮
如
と
真
宗
教
団
の
関
係
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に
つ
い
て
は
、
こ

れ

ま

で

『御
文
』
や

『御
一
代
記
聞
書
』
等
の
史
料
を
通
し
て
尋
ね
ら
れ
て
き
た
。
確
か
に
そ
れ
も
、
両
者
の
関
係
を 

探
る
上
で
、
貴
重
な
研
究
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
蓮
如
の
行
実
に
関
わ
る
直
接
の
史
料
に
よ
っ
て
は
、
蓮
如
の
教
え 

が
、
ど
の
よ
う
に
人
々
の
中
に
浸
透
し
、
教
団
の
中
に
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
す
る
こ
と
は
期
待 

で
き
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

『御
文
』

や

『御
一
代
記
聞
書
』
は
、
蓮
如
そ
の
人
が
語
っ
た
言
葉
で
あ
っ
た
り
、
そ
れ
に
近
い
人
物
に 

よ
る
、
蓮
如
の
行
実
の
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
蓮
如
自
身
の
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
思
想
が
、
ど
の
よ
う 

に
教
団
へ
と
直
結
し
て
い
っ
た
の
か
は
明
確
に
は
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

本
論
で
注
目
し
よ
う
と
す
る
「
キ
リ
シ
タ
ン
文
書
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
達
に
よ
る
蓮
如
没
後
五
十
年
頃
か
ら
の
日
本
報
告
文
書 

群
で
あ
る
。
こ
の
文
書
が
、
教
団
内
か
ら
の
発
言
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
蓮
如
没
後
の
記
事
で
あ
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
重
要 

な
意
味
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
蓮
如
の
思
想
が
ど
の
よ
う
に
教
団
内
に
定
着
し
、
ど
の
よ
う
な
信
仰
者
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
の
か 

に
つ
い
て
は
、
蓮
如
没
後
の
教
団
を
、
し
か
も
第
三
者
の
眼
か
ら
見
る
方
が
、
よ
り
有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

そ
こ
で
本
論
で
は
、
こ
の
キ
リ
シ
タ
ン
文
書
に
よ
っ
て
、
蓮
如
没
後
五
十
年
当
時
か
ら
お
よ
そ
百
年
間
の
一
向
宗
の
様
子
を
う
か
が
い
な 

が
ら
、
宗
教
思
想
と
教
団
の
間
係
に
つ
い
て
、
尋
ね
て
い
き
た
い
と
思
う
。

キ
リ

シ
タ
ン
文
書
に
見
る
一
向
宗

「
キ
リ
シ
タ
ン
文
書
」
と
は
、
日
本
に
訪
れ
た
キ
リ
シ
タ
ン
宣
教
師
た
ち
の
報
告
文
書
群
で
あ
る
。

一
五
四
九
年
に
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣 

教
師
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
が
は
じ
め
て
来
日
し
て
か
ら
お
よ
そ
一
世
紀
の
間
を
「
キ
リ
シ
タ
ン
の
世
紀
」
と
呼
ぶ
が
、
そ
の
間 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
向
け
て
出
さ
れ
た
報
告
が
「
キ
リ
シ
タ
ン
文
書
」
で
あ
る
。
ザ
ビ
エ
ル
に
よ
っ
て
日
本
に
は
じ
め
て
キ
リ
ス
ト
教
が
伝
来 

し
て
か
ら
わ
ず
か
百
年
に
も
満
た
な
い
期
間
に
、
延
べ
に
し
て
七
六
万
人
を
越
え
る
人
々
が
キ
リ
シ
タ
ン
へ
と
改
宗
し
た
と
言
わ
れ
て
い 

る
。
こ
の
数
字
が
ど
れ
ほ
ど
正
確
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
現
在
の
カ
ト
リ
ッ
ク

33



信
者
が
五
十
万
人
に
届
か
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
驚
く
べ
き
数
で
あ
る
。
そ
の
改
宗
を
主
に
進
め
た
の
が
、
ザ
ビ
エ
ル
も
所
属 

し
た
、
イ
エ
ズ
ス
会
で
あ
る
。
イ
エ
ズ
ス
会
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
信
仰
回
復
を
目
指
し
た
、

い
わ
ば
カ
ト
リ
ッ
ク
内
宗
教
改
革
派
で
、
 

そ
の
目
的
は
異
端
の
根
絶
と
異
教
徒
の
回
心
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ロ
ー
マ
教
皇
の
最
高
主
権
を
全
世
界
に
確
立
す
る
と
い
う
願
い
に
支
え 

ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
が
日
本
へ
訪
れ
、
活
動
を
進
め
る
中
で
書
き
記
し
た
の
が
、
こ
こ
で

扱
う
「
キ
リ
シ
タ
ン
文
書
」
で
あ 

る
。こ

れ
ら
は
基
本
的
に
は
、
日
本
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
改
宗
が
進
ん
で
い
る
の
か
と
い
う
状
況
を
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に 

向
け
て
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
宣
教
活
動
の
成
果
を
伝
え
る
と
い
う
性
格
上
、
か
な
り
誇
張
さ
れ
た
報
告
が
な
さ
れ
る 

と
い
う
面
も
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
当
時
の
日
本
の
状
況
を
詳
細
に
伝
え
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

本
論
で
主
に
使
用
す
る
「
キ
リ
シ
タ
ン
文
書
」
は
、
東
本
願
寺
真
宗
海
外
史
料
研
究
班
に
よ
る
「
キ
リ
シ
タ
ン
か
ら
見
た
真
宗
」
所
収 

の
史
料
集
で
あ
る
。
こ
の
史
料
集
は
、
膨
大
な
キ
リ
シ
タ
ン
文
書
群
の
中
で
も
、
す
で
に
日
本
語
訳
さ
れ
て
い
る
も
の
の
中
か
ら' 

特
に 

真
宗
に
関
す
る
記
事
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
語
訳
で
あ
る
こ
と
か
ら
来
る
限
界
や
、
収
集
範
囲
の
問
題
な
ど
、
多
く
の
課
題
も
残 

さ
れ
る
史
料
集
で
あ
る
が
、
当
時
の
真
宗
の
様
子
が
一
目
で
き
る
、
非
常
に
貴
重
な
研
究
成
果
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
 

蓮
如
没
後
五
十
年
か
ら
お
よ
そ
百
年
間
の
一
向
宗
の
様
子
が
、
詳
細
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
本
論
も' 

同
研
究
班
と
の
共
同 

研
究
を
通
し
て
得
ら
れ
た
成
果
で
あ
る
。

有

能
な

日

本
人
と

無
知
な
ー

向
宗

日
本
に
訪
れ
た
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
達
の
、
日
本
人
に
対
す
る
第
一
印
象
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
 

第
一
に
、
私
た
ち
が
交
際
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
り
え
た
限
り
で
は
、
こ
の
国
の
人
び
と
は' 

今
ま
で
に
発
見
さ
れ
た
国
民
の
な
か

④
 

で
最
高
で
あ
り
、
日
本
人
よ
り
優
れ
て
い
る
人
び
と
は
、
異
教
徒
の
あ
い
だ
で
は
見
つ
け
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
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国
民
は
有
能
で
、
秀
で
た
理
解
力
を
有
し
、
子
供
達
は
我
等
の
学
問
や
規
律
を
す
べ
て
よ
く
学
び
と
り
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
子
供
達
よ 

⑤

り
も
、
は
る
か
に
容
易
に
、
か
つ
短
期
間
に
我
等
の
言
葉
で
読
み
書
き
す
る
こ
と
を
覚
え
る
。

イ
エ
ズ
ス
会
士
達
の
布
教
活
動
は
、
も
ち
ろ
ん
世
界
を
視
野
に
入
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
活
動
は
航
海
術
の
発
達
に
と
も
な
う
大
航 

海
時
代
の
幕
開
け
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
未
開
の
諸
国
へ
と
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
各
地
方
で
受
け
た
先
住
民
に
対
す
る
印
象
よ
り
も
、
 

日
本
国
民
の
印
象
は
、
か
な
り
よ
い
も
の
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
日
本
の
状
況
は
、
宣
教
師
た
ち
に
と
っ
て
は
好
都
合 

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
を
学
習
し
理
解
し
て
い
く
の
に
、
日
本
人
の
能
力
は
十
分
耐 

え
得
る
も
の
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
日
本
国
民
に
対
す
る
好
印
象
の
中
で
、

一
向
宗
に
関
す
る
報
告
は
、
随
分
違
っ
た
表
現
が
と
ら
れ
る
記
事
が
多 

く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
表
現
で
あ
る
。

か
の
大
坂
の
邪
悪
な
宗
派
で
あ
る
一
向
宗
は
当
地
方
に
お
い
て
デ
ウ
ス
の
教
え
が
抱
え
る
最
大
の
障
害
の
一
つ
で
あ
る
が
故
に
、
願

⑥
 

わ
く
ば
我
ら
の
主(

な
る
デ
ウ
ス)

が
右
の
通
り
に
な
る
よ
う
計
り
給
わ
ん
こ
と
を
。

「
願
わ
く
ば
我
ら
の
主
が
右
の
通
り
に
な
る
よ
う
計
り
給
わ
ん
こ
と
を
。
」
と
は
、
織
田
信
長
に
よ
る
大
坂
本
願
寺
攻
め
が
成
功
す
る
こ 

と
を
神
に
祈
る
宣
教
師
達
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
こ
に
ー
向
宗
が
「
邪
悪
な
宗
派
」

で
あ
り
、
「最
大
の
敵
」
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
ほ
か
の
多
く
の
キ
リ
シ
タ
ン
文
書
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

大

坂

の

領

主(

顕
如
光
佐)

は
、
日
本
に
あ
る
最
も
有
害
な
宗
派
の
首
領
で
あ
り

⑧
 

か
つ
て
大
坂
の
街
が
、
日
本
で
極
悪
の
宗
派
の
一
つ(

で
あ
る
一
向
宗)

の
本
山
で
あ
っ
た
よ
う
に

⑨
 

大
坂
の
市
と
城
は
日
本
で
最
も
憎
悪
す
べ
き
宗
派
の
一
つ
の
根
拠
地
で
あ
っ
た
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ー
向
宗
を
形
容
す
る
場
合
に
は
、
ほ
と
ん
ど
定
型
句
の
よ
う
な
形
で
、
同
様
の
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
。
問
題
は
、
優
秀
で
あ
る
と
誉
め 

ら
れ
る
日
本
人
の
中
に
あ
っ
て
、
な
ぜ
一
向
宗
が
、
こ
れ
ほ
ど
劣
悪
な
表
現
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

こ
れ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
当
時
の
状
況
と
宣
教
師
達
の
報
告
と
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、
お
よ
そ
次
の
三
つ
の
理
由 

が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

？
) 

石
山
本
願
寺
を
中
心
と
し
て
、
絶
大
な
る
権
力
を
誇
っ
て
い
た
当
時
の
一
向
宗
の
状
況
。
就
中
、
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
か
の
よ 

う
に
扱
わ
れ
、
巨
万
の
富
と
権
力
と
を
手
に
し
て
い
た
顕
如
に
対
す
る
憎
悪
が
あ
っ
た
。

(

し)

農

民

，
庶
民
の
宗
派
と
キ
リ
シ
タ
ン
文
書
に
報
告
さ
れ
る
よ
う
に
、
他
の
宗
派
と
は
異
な
っ
て
、
当
時
の
階
層
と
し
て
は
決 

し
て
高
い
と
は
見
え
な
い
人
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
教
団
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。

(

。)

一
向
宗
徒
が
見
せ
る
信
仰
形
態
が
、
宣
教
師
達
に
対
し
て
「
邪
悪
」
と
い
う
印
象
を
懐
か
せ
た
。

(
3
)

に
つ
い
て
は
、
顕
如
の
権
力
に
驚
き
、
彼
に
対
し
て
嫌
悪
感
を
露
わ
に
す
る
宣
教
師
達
の
報
告
が
多
く
見
ら
れ
る
。
主
に
そ
れ 

は
、
「大
坂
の
領
主
」
と
し
て
君
臨
す
る
顕
如
が
、
自

分

を

「
デ
ウ
ス
の
よ
う
に
崇
め
さ
せ
て
い
る
」
状
況
に
対
し
て
で
あ
り' 

彼
ら
に 

と
っ
て
顕
如
は
ま
さ
に
「
悪
魔
の
命
」

に
従
う
存
在
と
し
て
映
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、(

も)

に
つ
い
て
は
、
宣
教
師
達
は
、

一
向
宗
の
こ
と
を
「
農
民
の
宗
派
」
「庶
民
」

の
教
団
と
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な 

-

向
宗
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
評
価
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
人
び
と
は
甚
だ
無
知
で
す
。
そ
し
て
彼
等
の
そ
の
無
知
と
彼
等
が
信
じ
て
い
る
誤
謬
の
た
め
に
、
彼
等
を
論
破
す
る
こ
と

⑩

は
容
易
で
す
。

こ
れ
は
初
来
日
の
二
年
後
、

一
五
五
一
年
の
書
簡
で
あ
り
、

一
向
宗
に
対
す
る
第
一
印
象
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
評
価 

は
、
例
え
ば
同
じ
書
簡
に
見
ら
れ
る
禅
宗
に
対
す
る
次
の
報
告
と
は
、
お
よ
そ
違
っ
た
評
価
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
人
び
と
は
偉
大
な
暝
想
家
で
す
。
こ
の
理
由
に
よ
り
、
当
地
方
へ
来
る
予
定
の
パ
ー
ド
レ
達
は
彼
等
を
そ
の
誤
謬
か
ら
解
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⑪
 

き
放
ち
、
ま
た
彼
等
を
論
破
す
る
た
め
に
学
識
を
そ
な
え
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
 

宣
教
師
達
の
来
日
の
最
大
の
目
的
は
、
も
ち
ろ
ん
異
教
徒
を
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
目
的
を
果
た
す
た
め
に 

さ
ま
ざ
ま
な
準
備
を
し
て
来
日
す
る
の
で
あ
る
が' 

偉
大
な
瞑
想
家
で
あ
る
禅
宗
を
論
破
す
る
に
は
相
当
の
学
識
を
備
え
る
必
要
が
あ
る 

と
忠
告
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
一
向
宗
は
、
特
別
な
教
育
を
受
け
て
い
る
と
は
見
受
け
ら
れ
な
い
農
民
の
集
ま
り
で
あ
り
、
無
知
の 

者
の
集
ま
り
で
あ
る
か
ら
、
論
破
し
や
す
い
と
報
告
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
禅
宗
は
教
義
に
も
実
践
に
も
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

一
向
宗 

は
念
仏
だ
け
を
一
心
不
乱
に
称
え
、
阿
弥
陀
仏
た
る
顕
如
に
救
い
を
求
め
る
、
そ
の
姿
は
ま
さ
に
無
知
な
る
農
民
の
集
ま
り
で
あ
る
と
映 

っ
た
の
で
あ
ろ
、つ
。

改
宗
し
な
い
ー

向
宗

こ
の
よ
う
に
一
向
宗
は
、
他
の
日
本
人
や
宗
派
の
人
々
に
対
し
て
、
極
め
て
劣
っ
た
人
の
集
団
で
あ
る
と
い
う
表
現
で
報
告
さ
れ
て
い 

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
も
う
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
が
、(

〇
)

と
し
て
挙
げ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

一
向
宗
徒
が
見
せ 

る
信
仰
形
態
が
、
彼
ら

に
す
れ
ば
「
邪
悪
」
と
い
う
印
象
を
懐
か
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
終
的
に
宣
教
師
達
が
ー 

向

宗

を

「
最
大
の
障
害
」
と
表
現
し
た
の
は
、
実
は
そ
の
一
向
宗
を
支
え
る
信
仰
の
内
容
に
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ 

る
の
で
あ
る
。

来
日
当
初
は
、
確
か
に
一
向
宗
の
こ
と
を
、
教
育
を
受
け
て
い
な
い
無
知
な
人
間
の
集
ま
り
で
あ
る
と
見
な
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
論 

破
し
改
宗
さ
せ
る
の
は
容
易
で
あ
る
と
報
告
し
て
い
る
。
改
宗
が
容
易
で
あ
る
と
い
う
予
測
を
立
て
た
報
告
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
初
来
日
後 

二
年
を
経
過
し
た
一
五
五
一
年
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
か
ら
お
よ
そ
五
十
年
後
、
宣
教
師
達
も
日
本
の
状
況
を
把
握
し
は
じ
め 

る
と
、
彼
ら
は
一
向
宗
に
つ
い
て
違
っ
た
印
象
を
持
ち
始
め
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。 

来
日
後
五
十
年
を
経
た
一
五
九
九
年
の
報
告
に
は
、

一
向
宗
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。
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彼
ら
は
一
般
に
は
、

一
向
宗
の
お
か
げ
で
自
由
を
得
て
い
る
農
民
で
あ
る
か
ら
、
同
宗
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
 

こ
れ
は
九
州
天
草
の
志
岐
の
様
子
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
志
岐
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
文
化
も
栄
え
、
九
州
地
方
に
お
け
る
宣
教
活
動
の 

拠
点
と
な
る
土
地
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
来
訪
以
前
は
、

一
向
宗
徒
が
多
く
住
む
地
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「彼 

ら
は
一
般
に
は
一
向
宗
の
お
か
げ
で
自
由
を
得
て
い
る
農
民
で
あ
る
か
ら
、
同
宗
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
」
と
は
、

一
向
宗
徒 

が
、
な
か
な
か
自
分
の
信
仰
を
捨
て
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の

「自
由
を
得
て
い
る
」
と
は
、
信
仰
的
に
自
由 

で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
領
主
の
支
配
下
か
ら
比
較
的
自
由
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
は
明
確
で
は
な
い
。
し
か 

し
ー
向
宗
徒
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
文
化
が
栄
え
る
こ
の
地
方
に
お
い
て
も
、
改
宗
の
面
で
宣
教
師
た
ち
に
と
っ
て
は
面
倒
な
存
在
だ
っ
た
よ 

う
な
の
で
あ
る
。
「
同
宗
か
ら
逃
れ
る
」
と
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
眼
か
ら
見
た
状
況
で
あ
り
、

つ
ま
り
は
一
向
宗
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
へ
と 

改
宗
す
る
こ
と
で
あ
る
。
宣
教
師
達
に
と
っ
て
一
向
宗
は
顕
如
を
頭
と
す
る
悪
魔
の
宗
教
で
あ
る
か
ら
、
-

向
宗
か
ら
の
改
宗
は
、
彼
ら 

に
と
っ
て
ま
さ
に
悪
魔
の
命
か
ら
「逃
れ
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
も
か
く
来
日
当
初
に
宣
教
師
達
が
も
っ
た
印
象
、

つ
ま
り
容
易
に 

改
宗
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
一
向
宗
と
い
う
印
象
と
は
違
い' 

こ
こ
に
は-

向
宗
徒
を
改
宗
さ
せ
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
報
告
さ
れ
る
の 

で
あ
る
。

ま
た
、
容
易
に
改
宗
し
な
い
一
向
宗
の
様
子
に
つ
い
て
、
高
槻
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
出
来
事
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。 

今
基
督
教
要
義
を
授
け
つ
つ
あ
る
者
三
千
人
な
る
の
み
ら
ず
、
信
長
部
下
の
大
身
の-

人

〈荒
木
村
重
〉
其
配
下
の
キ
リ
シ
タ
ン
の 

領

主

〈高
山
右
近
〉

の
居
城
に
来
り
し
時
、
先
頃
同
所
に
於
て
大
な
る
祝
祭
と
洗
礼
を
行
ひ
し
こ
と
を
聞
き
い
た
れ
ば
、
城
主
に
対 

ひ
我
等
の
数
を
一
層
弘
布
せ
ざ
る
は
何
故
な
る
か
と
尋
ね
、
直
に
彼
の
署
名
し
て
一
向
宗
と
称
す
る
宗
派
の
徒
一
同
に
キ
リ
シ
タ
ン 

と
な
る
こ
と
を
命
ず
る
一
紙
を
与
へ
た
り
。
同
宗
徒
の
数
は
五
万
人
を
超
ゆ
べ
し
と
云
ふ
。
而
し
て
他
の
宗
派
の
徒
も
亦
基
督
教
要 

義
の
説
教
を
聴
く
こ
と
を
強
制
せ
ら
れ
た
り
。

こ
こ
に
当
時
の
高
槻
の
領
主
で
あ
っ
た
高
山
右
近
が
、

一
向
宗
徒
に
対
し
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
と
な
る
よ
う
に
命
令
を
下
し
た
と
い
う
こ
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と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
キ
リ
シ
タ
ン
の
信
者
が
日
本
に
急
速
に
広
ま
っ
た
背
景
に
は
、
実
は
、
こ
の
よ
う
な
形
式
の
改
宗
も
多
く
見
ら 

れ
る
。
宣
教
師
た
ち
の
活
動
に
よ
っ
て
、

一
人
一
人
改
宗
を
決
意
し
て
い
っ
た
信
者
も
い
る
が
、
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
等
の
意
志
に
よ
っ
て
、
 

改
宗
さ
せ
ら
れ
た
者
も
多
い
の
で
あ
る
。
キ
リ
シ
タ
ン
世
紀
の
間
に
七
十
六
万
人
を
越
え
る
人
々
が
キ
リ
シ
タ
ン
へ
と
改
宗
し
た
と
言
わ 

れ
る
数
字
に
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。

高
槻
で
は
、

一
向
宗
だ
け
で
五
万
人
い
た
と
言
わ
れ
る
が
、
領
主
の
キ
リ
シ
タ
ン
へ
の
改
宗
に
伴
っ
て
、
領
民
は
説
教
を
聴
く
こ
と
を 

強
要
さ
れ
、
改
宗
を
命
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
宣
教
師
た
ち
に
と
っ
て
も
、
大
名
の
改
宗
は
、
願
っ
て
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
 

一
人
を
改
宗
さ
せ
る
の
に
伴
っ
て
、
何
万
と
い
う
民
衆
が
、

一
挙
に
キ
リ
シ
タ
ン
と
な
る
か
ら
で
あ
る 

と
こ
ろ
が
、
こ
の
改
宗
か
ら
お
よ
そ
三
十
年
後
、

一
五
ハ
七
年
の
同
じ
く
高
槻
の
様
子
を
伝
え
る
書
簡
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
 

そ
こ
の
キ
リ
シ
タ
ン
た
ち
は
、
右
近
殿
が
去
っ
た
後
、
そ
こ
の
ほ
と
ん
ど
全
領
地
が
、
異
教
徒
の
主
君
や
管
理
人
に
支
配
さ
れ
る
よ 

う
に
な
っ
た
の
で
、
甚
大
な
損
害
を
被
る
に
至
っ
た
。
そ
う
し
た
障
害
の
た
め
に
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、(

司
祭
た
ち
は)

キ
リ 

シ
タ
ン
た
ち
の
世
話
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
、(

彼
ら
の
間
で
は)

信
仰
の
弱
い
者
が
続
出
し
始
め
た
。(

と
り
わ
け)

か
つ
て
一
向 

宗
(

の
信
徒)

で
あ
っ
た
人
々
が(

キ
リ
シ
タ
ン)

信
仰
に
動
揺
を
き
た
し
た
の
で
あ
る
が
、(

ダ
ミ
ア
ン
・
マ
リ
ン)

師
が
到
着 

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
彼
ら
は
強
い
信
仰
を
取
り
戻
し
、
ふ
た
た
び
キ
リ
シ
タ
ン
の
数
は
増
加
し
、
彼
ら
が
久
し
く
待
望
し
て
い
た
よ

⑭
 

う
に
司
祭
が
そ
こ
に
定
住
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、

一
同
は
大
い
に
喜
び
、
か
つ
満
足
し
た
。
 

キ
リ
シ
タ
ン
大
名
で
あ
る
右
近
が
高
槻
を
追
わ
れ
た
後
、
そ
の
地
の
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
は
動
揺
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
 

そ
の
な
か
で
も
、
か
つ
て
一
向
宗
徒
で
あ
っ
た
人
び
と
が
、
と
り
わ
け
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
に
動
揺
を
き
た
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ 

で
言
わ
れ
る
一
向
宗
徒
と
は
、
 

先
に
集
団
改
宗
し
た
と
言
わ
れ
る
五
万
人
の
一
向
宗
徒
で
あ
る
。
領
主
で
あ
る
右
近
は
、
書
面
で
も
っ
て 

改
宗
を
命
じ
て
い
た
が
、
右
近
が
去
る
と
、
最
も
早
く 

一
向
宗
徒
が
、

一
向
宗
と
し
て
の
信
仰
を
露
わ
に
し
た
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

こ
こ
で
も
一
五
五
一
年
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
当
初
の
宣
教
師
達
の
印
象
、

つ
ま
り
容
易
に
改
宗
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
印
象
と
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は
違
い
、

一
向
宗
徒
を
改
宗
さ
せ
る
の
は
困
難
で
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
宣
教
師
達
が
一
向
宗
徒
に
対
し
て
持
っ
た
「無

知

・
 

誤
謬
」
と
い
う
印
象
が
、
文

字

通

り

の

「無

知

，
誤
謬
」

で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
ら
が
予
想
し
た
よ
う
に
改
宗
は
簡
単
に
進
ん
だ
も
の
と
思 

わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
進
ま
な
か
っ
た
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
無
知
で
あ
る
は
ず
の
一
向
宗
徒
が
、
 

な
ぜ
容
易
に
改
宗
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
無
知
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
一
向
宗
が
、
実
は
宣
教
師
達
の
予
想
に
反
し
て
、
深
く
信
仰
に
支
え
ら
れ
た
教
団
で
あ
っ
た 

か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ

の

「無
知
」

で
あ
る
こ
と
自
体
、
あ
る
い
は
構
成
員
が
教
育
を
受
け
て
い
る
と
は
思 

え

な

い

「
農
民
」
や

「庶
民
」
で
あ
る
と
映
っ
た
こ
と
自
体
が
、
実
は
一
向
宗
の
信
仰
の
本
質
に
深
く
関
わ
る
事
柄
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ 

る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

宣
教
師
達
が
、

一
向
宗
を
「
最
大
の
敵
」

で

あ

り

「
最
も
邪
悪
」
と
見
る
事
情
は
、
来
日
直
後
と
、
キ
リ
シ
タ
ン
世
紀
百
年
間
の
後
半 

と
で
は
、
か
な
り
変
わ
っ
て
来
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
ー
向
宗
は
、
も
は
や
無
知
で
あ
る
か
ら
邪
悪
な
の 

で
は
な
く
、
改
宗
し
な
い
か
ら
邪
悪
な
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
一
向
宗
は
、
農
民
庶
民
を
中
心
と
し
た
程
度
の
低
い
集
団
で
は
な
く
、
 

実
は
堅
く
信
仰
を
保
つ
、
改
宗
さ
せ
に
く
い
教
団
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
堅
い
信
仰
の
内
実
と
し
て
、
「
農
民
」

の
教
団
で
あ 

る

こ

と

や

「無
知
」
と
指
摘
さ
れ
る
事
柄
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ー

向

宗

の

信

仰

ー
向
宗
の
信
仰
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
報
告
が
あ
る
。

此
人
は
公
に
多
数
の
妻
を
有
し
、
又
他
の
罪
悪
を
犯
せ
ど
も
、
之
を
罪
と
認
め
ず
、
之
に
対
す
る
崇
敬
甚
し
く
、
只
彼
を
見
る
の
み

⑮

に
て
多
く
流
涕
し
、
彼
等
の
罪
の
赦
免
を
求
む
。

こ
こ
で
は
僧
侶
で
あ
る
の
に
、
公
然
と
妻
帯
す
る
顕
如
が
述
べ
ら
れ
、
さ
ら
に
妻
帯
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
向
宗
の
門
弟
た
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ち
が
彼
を
崇
敬
す
る
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
妻
帯
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
罪
悪
を
犯
す
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
罪
と 

認
め
て
反
省
す
る
様
子
が
な
い
こ
と
も
驚
き
を
も
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。

当
時
一
向
宗
に
お
い
て
妻
帯
し
て
い
た
の
は
、
何
も
顕
如
だ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
他
の
一
向
宗
の
僧
侶
に
っ 

い
て
も
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

ー
向
宗
の
坊
主
は
皆
結
婚
せ
り
。

こ
れ
ら
の
状
況
は' 

宣
教
師
達
か
ら
見
る
な
ら
ば' 

ま
さ
に
無
秩
序
で
邪
悪
な
信
仰
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当 

時
の
一
向
宗
以
外
の
僧
侶
た
ち
の
状
況
と
は
、
か
な
り
異
な
っ
た
姿
と
し
て
映
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ー
向
宗
以
外
の
僧
侶
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
報
告
が
見
ら
れ
る
。

彼
等
は
ま
た
、
こ
の
世
に
お
い
て
崇
拝
さ
れ
尊
敬
さ
れ
る
た
め
に
多
く
の
こ
と
を
俗
人
達
に
納
得
さ
せ
、
血
を
有
す
る
も
の
は
何
も 

食
べ
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
理
由
の
た
め
に
、
彼
等
は
公
に
は
肉
も
魚
も
食
べ
ま
せ
ん
。
も
し
も
国
王
が
こ
の
こ
と
を
知
っ 

た
な
ら
ば
、
彼
は
直
ち
に
彼
等
か
ら
僧
院
を
取
り
上
げ
て
彼
等
を
罰
す
る
た
め
に
、
彼
等
は
そ
れ
ら
を
公
に
食
べ
る
こ
と
は
し
ま
せ 

ん
。し

か
し
、
彼
等
は
隠
れ
て
食
べ
て
い
ま
す
。
彼
等
は
こ
の
他
に
も
非
常
に
多
く
の
〔
悪
い
〕
こ
と
を
密
に
、
ま
た
公
然
と
行
な
っ 

て
い
ま
す
。

「彼
等
」
と
は
、
宣
教
師
た
ち
が
見
て
い
た
禅
宗
や
法
華
宗
な
ど
一
向
宗
以
外
の
僧
侶
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
僧
侶
は
、
公
に
は 

肉
食
を
ひ
か
え
妻
帯
を
ひ
か
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
熱
心
な
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
で
あ
る
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
こ
れ 

ら
他
宗
の
僧
侶
の
方
が
、
宗
教
者
と
し
て
は
よ
り
親
し
み
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
し
か
し
、
彼
等
は
隠 

れ
て
食
べ
て
い
ま
す
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
持
戒
行
為
が
当
時
純
潔
に
保
た
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
肉 

食
妻
帯
が
公
に
は
ひ
か
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
僧
侶
と
し
て
の
態
度
が
、
民
衆
の
尊
敬
に
つ
な
が
っ
て
い
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
る
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の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
公
然
と
妻
帯
し
、
ま
た
罪
悪
を
侵
し
て
も
罪
と
認
め
な
い
僧
侶
達
の
信
仰
形
態'

ま
し
て
そ
の
よ
う
な
宗
教 

者
を
尊
敬
し
て
止
ま
な
い
民
衆
の
信
仰
は
、
ま
さ
に
驚
き
と
と
も
に
邪
悪
と
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

キ
リ
ス
ト
教
思
想
で
は
、
人

間

の

「罪
」
と
い
う
こ
と
は
神
学
の
中
心
を
な
す
大
き
な
問
題
と
し
て
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
典
は
、
 

伝

統

的

に

『旧
約
聖
書
』
お

よ

び

『新
約
聖
書
』
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ

の

「旧
約
」
「新
約
」

の

「約
」
と
は
、
神
と
人
間
と
の
間
の
、
 

救

済

の

「契
約
」
、
「
約
束
」

の
こ
と
を
表
す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
神
は
、
唯
一
絶
対
の
存
在
で
あ
り
、
全
知
全
能
の
存
在
で
あ
る
。

『旧
約 

聖
書
』

の

「創
世
記
」

に
よ
れ
ば
、
人
間
と
は
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
支
配
さ
れ
る
被
造
物
で
あ
り'

「創
造
主
に
従
っ
て
歩
み
、
そ
の 

全
き
者
と
な
る
こ
と
」

で
神
と
の
契
約
を
結
ぶ
存
在
で
あ
る
。
そ
の
契
約
を
遵
守
す
る
の
が
、
人
間
の
務
め
で
あ
る
。
し
か
し' 

こ
の
契 

約
関
係
の
な
か
に
現
れ
た
の
が
「罪
」

の
問
題
で
あ
る
。
人
間
は
神
と
の
契
約
を
一
方
的
に
破
り
、
罪
人
と
し
て
神
か
ら
離
れ
て
生
き
る 

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
人
間
は
、
そ
の
自
由
な
意
志
に
よ
っ
て
、
神
の
意
志
に
背
き
、
神
の
愛
に
逆
ら
っ
て
生
き
る
よ
う
に
な
っ
た 

の
で
あ
る
。
そ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
罪
人
と
し
て
の
人
間
観
が
起
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
神
と
の
契
約
の
前
に
人
間
が
立
た
さ
れ 

る
と
き
、
そ
こ
に
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
神
と
の
契
約
を
一
方
的
に
破
る
、
罪
人
と
し
て
の
人
間
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
罪
人
は
悔
い
改
め 

が
要
求
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
神
と
の
関
係
を
回
復
し
、
神

に

よ

っ

て

「義
」
と
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に 

キ
リ
ス
ト
教
の
人
間
観
と
、
罪
に
対
す
る
認
識
の
基
本
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
信
仰
を
基
礎
と
し
て
持
つ
宣
教
師
達
に
と
っ
て
、
 

「
罪
悪
を
お
か
せ
ど
も
こ
れ
を
罪
と
認
め
な
い
」

ー
向
宗
は
、
ま
さ
に
驚
き
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
宣
教
師
達
を
驚
か
せ
た
、

一
向
宗
の
罪
悪
に
対
す
る
認
識
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
単
に
、
宣
教
師
達
が
当
初
報
告 

す
る
よ
う
に
、
文
字
通
り
の
愚
か
さ
を
象
徴
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
キ
リ
シ
タ
ン
宣
教
師
達
は
、
悔
い
改
め
る
こ
と 

が
な
け
れ
ば
、
地
獄
に
堕
ち
る
と
信
じ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
キ
リ
シ
タ
ン
に
と
っ
て
、
悪
を
省
み
る
こ
と
の
な
い
一
向
宗
と
は
、
無
知 

で
あ
り
、
ま

さ

に

「
最
も
厭
む
べ
き
」
「非
常
に
邪
悪
な
」
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
一
向
宗
は
、
親
鸞
や
蓮
如
の
思
想
に
よ 

り
、
「
罪
悪
」
は
、
宗
教
的
自
覚
に
お
け
る
重
要
な
役
割
を
持
つ
認
識
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
宣
教
師
達
と
は
お
よ
そ
異
な
っ
た
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罪
認
識
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
入
間
の
罪
を
言
う
の
に
対
し
、

一
向
宗
で
も
「
罪
深
き
浅
ま
し
き
身
」
を
言
う
。
し
か
し
、
前 

者
は
そ
れ
を
悔
い
改
め
る
こ
と
を
説
き
、
後
者
は
悔
い
改
め
を
求
め
な
い
こ
と
が
信
仰
の
主
眼
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
罪
悪
を
お 

か
せ
ど
も
こ
れ
を
罪
と
認
め
ず
」
と
い
う
一
向
宗
徒
の
罪
に
対
す
る
態
度
を
、
当
時
の
神
学
的
文
脈
か
ら
で
は
な
く
、
親
鸞
の
思
想
、
あ 

る
い
は
蓮
如
の
言
葉
に
照
ら
し
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
こ
そ
が
親
鸞
が
強
調
し
蓮
如
が
主
張
し
た
真
宗
の
思
想
の
具
体
的
展
開
で
あ
る 

と
見
る
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
宣
教
師
達
の
来
日
当
初
の
予
測
、

つ
ま
り
一
向
宗
は
無
知
で
あ
る
か
ら
、
改
宗
さ
せ
る
の
は
容 

易
で
あ
る
と
い
う
予
測
が
外
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
証
明
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
宣
教
師
達
の
見
た
と
お
り
、

一
向
宗
徒
が
文
字
通 

り
の
無
知
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
ら
は
容
易
に
一
向
宗
徒
を
改
宗
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

一
向
宗
は
、
彼
ら
の
予
測 

通
り
に
改
宗
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
ー
向
宗
は
、
最
も
改
宗
さ
せ
に
く
い
教
団
と
し
て
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
「
最
大
の
障
害
」
だ 

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

一
向
宗
徒
の
「
邪
悪
」
「極
悪
」
な
信
仰
形
態
が
、
実
は
深
く
信
仰
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を 

逆
に
証
明
す
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

篤

信

の

老

婆

信
仰
を
堅
く
保
つ
ー
向
宗
の
様
子
に
つ
い
て
伝
え
る
次
の
よ
う
な
記
事
も
あ
る
。

一
人
の
老
婆
を
巡
っ
て
起
こ
っ
た
事
件
で
あ
る
が
、
 

当
時
の
一
向
宗
の
信
仰
共
同
体
の
様
子
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
次
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
。
彼
ら
の
中
に-

人
の
老
婆
が
お
り
、
仏
の
熱
心
な
崇
拝
者
あ
っ
た
。
そ

の
地

方

が(

キ 

リ
シ
タ
ン
宗
門
に)

改
宗
し
た
時
期
に
は
仏(

像)

を
隠
し
て
い
た
が
、
迫
害
を
機
に
ふ
た
た
び
仏(

像)

を
公
然
と
家
に
置
き
、
 

こ
れ
を
崇
め
る
多
く
の
男
女
を
呼
び
集
め
て
い
た
。
こ
う
し
て
同
地
の
住
民
が
こ
と
ご
と
く
堕
落
し
て
い
っ
た
。
そ
の
時
、
我
ら
の 

伝
道
者
で
あ
る
一
人
の
同
宿
〔
教
会
の
若
者
で
あ
り
教
理
を
説
い
て
い
る
〕
が
同
地
を
訪
れ
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
そ
の
出
来
事
を 

耳
に
し
た
の
で
老
婆
の
家
に
行
き
、
彼

女

か

ら

仏(

像)

を
取
り
上
げ
た
。
そ
れ
を
見
た
老
婆
は
仏(

像)

を
返
す
よ
う
に
と
大
声
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を
上
げ
た
が' 

同
宿
は
応
じ
る
こ
と
な
く'

そ
れ
を
携
え
て
或
る
キ
リ
シ
タ
ン
の
家
に
赴
い
た
。
す
ぐ
さ
ま' 

百
二
十
を
超
え
る 

人
々
が
武
器
を
手
に
そ
の
家
へ
や
っ
て
き
て
大
い
に
騒
ぎ
立
て
、
ホ
ト
ケ
す
な
わ
ち
仏
像
を
老
婆
に
返
さ
ね
ば
皆
殺
し
に
す
る
と
言 

っ
た
。
善
良
な
若
者
の
同
宿
は
、
そ
れ
を
返
す
よ
り
も
む
し
ろ
死
ぬ
覚
悟
を
決
め
、
大
い
な
る
勇
気
を
も
っ
て
人
々
の
前
に
出
る
と

&

彼
ら
に
応
じ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

こ
れ
は
、
先
に
も
引
い
た
九
州
天
草
の
志
岐
の
出
来
事
で
あ
る
。
志
岐
で
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
繁
栄
に
対
す
る
仏
教
徒
の
反
撃
も
あ
っ 

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
キ
リ
シ
タ
ン
へ
の
迫
害
が
は
じ
ま
っ
た
と
き
、

一
時
は
改
宗
し
て
い
た
様
子
で
あ
っ
た
老
婆
が
、
公
然
と 

自
分
の
家
に
仏
像
を
置
き
、
多
く
の
一
向
宗
徒
を
集
め
は
じ
め
た
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
老
婆
は
、

一
時
は
隠
し
て
い
た
本
尊 

を
、
公
然
と
家
の
な
か
に
置
き
、
そ
こ
を
道
場
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
老
婆
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
道
場
に
は
、
多
く
の
人
た
ち 

が
集
ま
っ
て
き
た
。
「
同
地
の
住
民
が
こ
と
ご
と
く
堕
落
し
て
い
っ
た
」
と
あ
る
。
宣
一
教
師
の
言
葉
で
は
「堕
落
」
と
言
わ
れ
る
が
、
こ 

れ
は
同
地
の
住
民
達
が
、
老
婆
の
行
動
を
き
っ
か
け
と
し
て
次
々
と
一
向
宗
徒
と
し
て
の
信
仰
を
回
復
し
て
い
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
も
の 

で
あ
る
。
宣
教
師
た
ち
に
と
っ
て
は
、
ま

さ

に

「堕
落
」
と
報
告
せ
ざ
る
を
得
な
い
出
来
事
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
そ
の
場
合
、
キ
リ
シ
タ
ン
教
会
側
も
、
そ
の
よ
う
な
行
動
を
許
さ
ず
、
老
婆
か
ら
本
尊
を
取
り
上
げ
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
家
へ 

持
ち
去
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
す
ぐ
さ
ま
、
老
婆
の
同
信
の
人
た
ち
百
二
十
人
が
、
武
器
を
手
に
そ
の
キ
リ
シ
タ
ン
の 

家
へ
赴
き
、
本
尊
を
老
婆
に
返
す
よ
う
に
迫
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
報
告
で
は
、
そ
の
後
説
得
を
受
け
て' 

老
婆
を
除
く-

向
宗
徒
が
再
び
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
へ
と
翻
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
彼
ら 

ー
向
宗
徒
た
ち
の
う
ち
ど
れ
ほ
ど
の
人
が
、

一
向
宗
と
し
て
の
信
仰
を
捨
て
、
真
の
キ
リ
シ
タ
ン
と
な
っ
て
い
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い 

が
、

一
度
キ
リ
シ
タ
ン
と
し
て
の
洗
礼
を
受
け
た
者
が
、
老
婆
へ
の
弾
圧
に
抵
抗
し
て
武
器
を
持
っ
て
集
ま
っ
た
こ
と
は
、
老
婆
を
中
心 

と
し
た
当
時
の
道
場
の
姿
が
よ
く
う
か
が
わ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

先
の
高
槻
で
の
報
告
で
は
、

一
向
宗
の
人
を
「(

キ
リ
シ
タ
ン)

信
仰
の
弱
い
者
」
と
言
い
、
と

り

わ

け

「
か
つ
て
一
向
宗(

の
信
徒)
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で
あ
っ
た
人
々
が(

キ
リ
シ
タ
ン)

信
仰
に
動
揺
を
き
た
」
す
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
一
向
宗
徒
が
「
こ
と
ご
と
く
堕
落
し
て
い
っ 

た
」
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
キ
リ
シ
タ
ン
の
立
場
に
立
っ
た
言
葉
を
、

一
向
宗
の
立
場
に
逆
転
さ
せ
る
な
ら
ば
、
キ
リ
シ
タ
ン
へ
の
改
宗 

が
押
し
進
め
ら
れ
る
な
か
に
あ
っ
て
も
、

一
向
宗
徒
の
信
仰
は
、
か
な
り
強
く
人
び
と
の
心
に
刻
み
つ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に 

な
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
を
逆
転
す
る
な
ら
ば
、

一
向
宗
徒
は
、

一
向
宗
徒
と
し
て
の
信
仰
を
堅
く
保
ち
、

一
向
宗
徒
と
し
て
の
信
仰
に
動 

揺
を
き
た
さ
ず
、
堕
落
し
て
い
か
な
い
人
と
し
て
キ
リ
シ
タ
ン
宣
教
師
達
の
前
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

篤

信

の

乳

母

ま
た
、

一
人
の
乳
母
に
ま
つ
わ
る
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
報
告
も
あ
る
。

一
人
の
貴
人
は
己
が
屋
敷
に
、
都
の
地
方
に
あ
る
播
磨
の
国
出
身
の
女
を
己
が
息
子
の
乳
母
と
し
て
置
い
て
い
た
。
彼
女
は
一
向
宗 

に
属
し
、
ひ
ど
く
阿
弥
陀
を
信
心
し
、
キ
リ
シ
タ
ン
宗
門
と
そ
の
礼
拝
と
宗
儀
を
非
常
に
呪
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
女
は
或
る 

人
々
か
ら
キ
リ
シ
タ
ン
に
な
る
よ
う
に
と
言
わ
れ
た
時' 

勇
敢
に
こ
う
答
え
た
。
デ
ウ
ス
と
阿
弥
陀
の
間
に
差
違
は
な
い
、
と
。
そ 

し
て
彼
女
は
こ
う
言
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
も
し
デ
ウ
ス
が
無
限
で
あ
る
な
ら
阿
弥
陀
も
無
限
で
あ
る
。
ま
た
も
し
デ
ウ
ス
に
は
初
め
も 

終
り
も
な
い
な
ら
、
阿
弥
陀
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
ま
た
さ
ら
に
デ
ウ
ス
が
、
人
々
の
救
済
の
た
め
に
多
く
の 

苦
し
み
を
味
わ
っ
た
の
が
真
で
あ
る
な
ら
、
阿
弥
陀
も
ま
た
同
じ
目
的
の
た
め
に
、
何
千
年
も
非
常
に
ひ
ど
く
辛
い
罰
を
償
っ
た
の 

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
自
分
は
、
こ
ん
な
に
尊
崇
し
て
い
て
、
そ
の
た
め
に
自
分
の
す
べ
て
の
勤
め
を
奉
仕
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
阿 

弥
陀
へ
の
礼
拝
を
棄
て
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
異
国
の
新
し
い
法
を
守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
見
あ
た
ら
な
い
、
と
。 

し
か
し
、
こ
の
女
は
賢
明
さ
で
有
名
で
あ
っ
た
の
で
、

一
同
は
こ
う
主
張
し
て
い
た
。
も
し
彼
女
が
福
音
の
説
教
を
聞
く
よ
う
に 

導
く
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
彼
女
は
議
論
す
る
ま
で
も
な
く
、
き
っ
と
キ
リ
ス
ト
の
教
会
に
近
づ
く
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た 

彼
女
は
自
分
の
模
範
に
よ
っ
て
有
名
で
あ
る
た
め
に
、
他
の
多
数
の
人
々
を 

竅

会

へ)

引
き
寄
せ
る
で
あ
ろ
う
、
と
。
こ
う
し
て
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つ
い
に
彼
女
の
心
を
動
か
す
こ
と
が
デ
ウ
ス
の(

の
御
旨)

に
か
な
い
、
デ
ウ
ス
の
説
教
に
耳
を
傾
け
さ
せ
る
こ
と
を
デ
ウ
ス
は
望 

⑲

み
給
う
た
。

彼
女
は
最
終
的
に
は
キ
リ
シ
タ
ン
へ
と
改
宗
し
て
い
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
宣
教
師
達
と
、
阿
弥
陀
と
デ
ウ
ス
に
つ
い
て
か
な 

り
質
の
高
い
論
議
を
し
、
宣
教
師
達
を
驚
か
せ
て
い
る
。
「
阿
弥
陀
が
無
限
で
あ
る
」
と
は
、
光

明

無

量

，
寿
命
無
量
に
ま
つ
わ
る
議
論 

で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
阿
弥
陀
が
何
千
年
も
ひ
ど
く
辛
い
罰
を
償
っ
た
と
は
、
法
蔵
菩
薩
の
不
可
思
議
兆
載
永
劫
の
修
行
に
つ
い
て
の
議
論 

で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。


乳
母
が
、
高
い
神
学
的
教
養
を
持
つ
宣
教
師
達
と
対
等
に
論
議
し
た
こ
と
は
、
彼
女
の
日
常
の
信
仰
生
活 

の
様
子
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
宣
教
師
達
は
、
彼
女
を
改
宗
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
他
の
多
く
の
人
が
教
会
に
や
っ 

て
く
る
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
先
の
老
婆
同
様
、
彼
女
を
中
心
と
し
た
道
場
、
も
し
く
は
講
活
動
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
記
事 

で
あ
る
。
阿
弥
陀
の
無
量
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
特
に
法
蔵
菩
薩
の
永
劫
の
修
行
に
つ
い
て
は
『五
帖
御
文
』

に
も
詳
し
く
語
ら
れ
る
と 

こ
ろ
で
あ
る
。
乳
母
は
、
日
常
の
講
活
動
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
を
学
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。

老
婆
の
報
告
と
乳
母
の
記
事
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
文
書
の
性
格
上
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
改
宗
の
成
果
を
伝
え
る
こ
と
が
主
眼
と
な
っ
て
い 

る
。
し
か
し
、
宣
教
師
達
は
そ
こ
で
、

一
向
宗
徒
の
信
仰
の
深
さ
に
驚
き
つ
つ
報
告
し
、
特
に
乳
母
の
記
事
で
は
、
そ
の
教
学
的
知
識
の 

深
さ
に
驚
い
て
い
る
様
子
で
あ
る
。
両
記
事
共
に
、
女
性
の
篤
信
者
に
つ
い
て
の
報
告
で
あ
り
、
さ
ら
に
彼
女
た
ち
を
中
心
と
す
る
講
ら 

し
き
集
ま
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
偶
然
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
一
向
宗
徒
の
活
動
の
典
型
的
ス
タ
イ
ル
と
し
て
、
宣
教
師 

達
の
印
象
に
残
っ
た
も
の
で
あ
る
の
か
定
か
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
は
、
当
時
の
一
向
宗
の
教
団
像
を
明
ら
か
に
す
る
興
味
深
い
記
事
で 

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

と
も
か
く
、
は
じ
め
に
キ
リ
シ
タ
ン
達
が
持
っ
た
印
象
、

つ

ま

り

「
こ
れ
ら
の
人
び
と
は
甚
だ
無
知
で
す
。
そ
し
て
彼
ら
の
そ
の
無
知 

と
彼
ら
が
信
じ
て
い
る
誤
謬
の
た
め
に
、
彼
ら
を
論
破
す
る
こ
と
は
容
易
で
す
」
と
い
う
予
測
は
、
全
く
は
ず
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
は 

じ
め
は
庶
民
・
農
民
を
中
心
と
し
た
愚
か
な
集
団
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
た
一
向
宗
が
、
実
に
強
い
信
仰
に
支
え
ら
れ
た
教
団
で
あ
る
こ
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と
が
語
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
は
じ
め
の
印
象
を
語
る
報
告
か
ら
、
老
婆
等
の
報
告
書
ま
で
は
、
お
よ
そ
五
十
年
ほ
ど
が
経
過
し
て
い 

る
が
、
そ
の
間
彼
ら
に
は
、

一
向
宗
に
対
す
る
印
象
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

お

わ

り

に

イ
エ
ズ
ス
会
の
積
極
的
な
教
化
の
活
動
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
信
仰
復
興
運
動
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ル
タ
—
に
よ
る
宗
教
改
革
に
大 

き
な
刺
激
を
受
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
達
は
、

一
向
宗
を
、
ル
タ
—
に
似
た
教
団
で
あ
る
と
も
報
告
し
て
い
る
。 

こ
の
宗
派
は
ル
ー
テ
ル
の
宗
派
に
似
て
、
救
わ
れ
る
た
め
に
は
阿
弥
陀
仏
の
名
を
称
え
る
だ
け
で
よ
い
。
そ
の
行
に
よ
っ
て
己
を
救 

お
う
と
す
る
こ
と
は
阿
弥
陀
を
侮
辱
す
る
も
の
で
、
た
だ
阿
弥
陀
の
功
徳
だ
け
を
た
よ
り
と
す
べ
き
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。 

こ
れ
は
彼
ら
が
当
初
み
た
無
知
で
罪
悪
を
恐
れ
な
い
ー
向
宗
が
、
実
は
、
深
く
信
仰
に
支
え
ら
れ
た
教
団
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で 

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
両
者
に
類
似
性
を
見
出
す
の
は
、
そ
の
信
仰
形
態
と
信
仰
保
持
の
純
潔
性
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ 

る
。
「
阿
弥
陀
仏
の
名
を
称
え
る
だ
け
で
よ
い
」
、
「
そ
の
行
に
よ
っ
て
己
を
救
お
う
と
す
る
こ
と
は
阿
弥
陀
を
侮
辱
す
る
も
の
で
あ
っ
て
」 

と
は
、
親
鸞
に
お
い
て
は
如
来
回
向
の
思
想
、
蓮
如
に
お
い
て
は
「
も
ろ
も
ろ
の
雑
行
を
す
て
て
、
う
た
が
い
な
く 

一
心
一
向
に
阿
弥
陀 

仏
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
」(

聖
典
ハ
三
ハ
頁)

と
い
う
言
葉
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
宣
教
師
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
態
度
に
「
信 

仰
の
み
が
あ
ら
ゆ
る
行
い
な
し
に
人
を
義
と
し
、
自
由
に
し
、
救
う
」
と
い
う
ル
タ
—
の
信
仰
へ
の
鋭
角
的
選
び
に
共
通
す
る
純
潔
な
も 

の
を
、
見
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

親
鸞
以
降
覚
如
を
境
と
し
て
、
急
速
に
真
宗
は
教
団
化
の
道
を
進
み
、
親
鸞
思
想
の
誤
解
と
改
変
を
繰
り
返
し
た
と
服
部
，
山
折
は
言 

う
。
し
か
し
、
教
団
化
は
、
単
な
る
思
想
の
誤
解
と
改
変
で
は
な
い
。
顕
如
を
頂
点
と
す
る
石
山
本
願
寺
の
権
力
や
激
し
い
一
揆
な
ど
、
 

確
か
に
キ
リ
シ
タ
ン
世
紀
の
本
願
寺
に
は
、
親
鸞
思
想
や
蓮
如
の
『御
文
』
な
ど
と
直
結
す
る
と
は
考
え
ら
れ
に
く
い
姿
も
多
く
あ
る
。
 

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
影
に
、

一
向
宗
徒
の
熱
心
な
信
仰
共
同
体
と
し
て
の
姿
は
、
こ
れ
ま
で
隠
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
先
の
老
婆
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や
乳
母
な
ど
、
キ
リ
シ
タ
ン
文
書
を
見
る
な
ら
ば' 

そ
こ
に
強
く
信
仰
を
選
び
取
っ
て
い
る
個
人
と
、
そ
し
て
共
同
体
の
姿
が
映
し
出
さ 

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
一
宗
の
繁
昌
」
が
、
「
一
人
に
て
も
信
心
を
と
る
」
こ
と
だ
と
言
っ
た
蓮
如
の
、
没
後
五
〇
年
の
真
宗
教
団
の
姿 

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

宗
教
思
想
と
信
仰
共
同
体
の
関
係
に
つ
い
て
、
今
後
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
の
考
察
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
宗
教
思
想
は
、
 

そ
こ
に
集
ま
る
人
を
生
む
限
り
教
団
と
い
う
形
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
教
団
化
は
、
思
想
の
改
変
で
あ
る
の
で 

は
な
く
、
思
想
の
現
実
化
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
当
然
、
さ
ま
ざ
ま
な
現
実
的
事
柄
が
付
随
し
て
く
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ 

ら
は
決
し
て
思
想
の
誤
解
な
の
で
は
な
く
、
思
想
の
歴
史
化
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

①
 

岩
島
忠
彦
『
キ
リ
ス
ト
の
教
会
を
問
う
——
現
代
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
論
——
一
中
央
出
版 

五
七
頁
よ
り
重
引
。

② 

『蓮
如
』
福
村
出
版
ー 

ー
五
頁

③
 

『人
間
蓮
如
』
洋
泉
社 

二
五
六
頁

④
 

『ザ
ビ
エ
ル
全
書
簡
」
三

巻

，
九
六
頁

⑤ 

『日
本
巡
察
記
』
五
頁

⑥
 

『イ
エ
ズ
ス
会
日
本
報
告
集
」0

，
五

【
20
】

⑦
 

『イ
エ
ズ
ス
会
日
本
報
告
集
』
严

五

【
23
】

⑧
 

『
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
『
日
本
史
」1

中
央
公
論
【
27
】

⑨
 

『イ
エ
ズ
ス
会
日
本
報
告
集
』

11
・
六
【
29
】

⑩
 

『イ
エ
ズ
ス
会
日
本
書
翰
集
』
訳
文
編
之
一
【1

】

⑪

同
左

⑫
 

『イ
エ
ズ
ス
会
日
本
報
告
集
」I

ニ
ニ 

フ
ェ
ル
ナ
ン
・
ゲ
レ
イ
ロ
編
『日
本
諸
国
記
」
【
51
】

⑬
 

『耶
蘇
会
士
日
本
通
信
』
下

，
三
七
三
一
三
七
四
頁 

ジ
ョ
ア
ン
・
フ
ラ
、ノ
シ
ス
コ
書
簡
【
19
】

⑭
 

フ
ロ
イ
ス
『日
本
史
」
五

・
一
ー
〇
ニ
ー
ニ
〇
三
頁
【
38
】
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㉑⑳⑲⑱⑰⑯⑮

『耶
蘇
会
士
日
本
通
信
」
上

【4

】

『耶
蘇
会
士
日
本
通
信
」
上

【
10
】
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