
真

宗

と

土

着

化
松 

野 

純 

孝

ー
 

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
福
音
の
土
着
化

日
本
キ
リ
ス
ト
教
界-
-

と
く
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系-
-

で
は
、
日
本
に
お
け
る
宣
教
百
年
記
念
を
契
機
と
し
て' 

「
福
音 

の
土
着
化
」
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
問
題
と
な
り
、
種
々
の
論
議
を
よ
び
お
こ
し
た
。
こ
の
土
着
化
論
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の 

は
、
日
本
基
督
教
団
の
招
き
で
三
十
五
年
十
月
に
来
日
し
た
、
宗
教
学
、
布
教
学
の
権
威
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
ク
レ
ー
マ
ー
博
士
の 

日
本
の
教
会
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
博
士
は
、
日
本
の
教
会
は
、
そ
の
建
物
や
礼
拝
様
式
に
見
ら 

れ
る
よ
う
に
西
欧
的
で
あ
り
、
日
本
の
現
実
か
ら
遊
離
し
て
い
る
こ
と
を
警
告
し
た
。

し
か
し
、
教
会
の
土
着
化
問
題
は
、
博
士
の
忠
告
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
次
の
よ
う
な
目
前
の
事
情
の
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な 

い
。
キ
リ
ス
ト
教
が
天
文
十
八
年(

一
五
四
九)

日
本
に
伝
来
し
て
か
ら
四
〇
〇
年
、
宣
教
が
許
さ
れ
て
か
ら
ー
〇
〇
年
も
経
て 

い
る
の
に
、
ま
だ
約
ハ
〇
万
人
と
い
う
信
徒(

固
い
と
こ
ろ
、
五
〇
万
人
程
度
と
い
わ
れ
る)

し
か
で
き
て
い
な
い
。
こ
れ
は
わ 

が
国
人
口
の
一％

に
も
満
た
ぬ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
新
興
宗
教
に
は
今
日
、
国
民
二〇

人
に
一
人
の
割
で
入
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
戦
後
の
僅 

々
二
〇
年
足
ら
ず
の
間
の
出
来
事
と
い
っ
て
い
い
。
創
価
学
会
、
立
正
佼
成
会
、
霊
友
会
教
団
、
生
長
の
家
、
？
・
教
団
、
世
界 

救
世
教
、
念
法
真
教
な
ど
多
数
の
新
興
宗
教
が
簇
生
し
た
。
な
か
で
も
、
現
在
五
五
〇
万
世
帯
と
公
称
す
る
創
価
学
会
の
実
数
は 

正
確
に
は
分
か
ら
な
い
が
、
参
議
院
議
員
選
挙
に
お
け
る
同
学
会
推
せ
ん
候
補
の
得
票
数
を
み
る
と
、
だ
い
だ
い
そ
の
教
勢
が
う 

か
が
わ
れ
よ
う
。

創
価
学
会
参
院
選
の
得
票
状
況

昭
三
七
・
七

昭
三
四
・
六

胆

七

時

期

二 一 一

地
方
区 当

選

者

七 五 二

全
国
区

九 六 三

計

四
、

一
ニ
四
、
二
四
四

二
、
四
ハ
七
、
七
九
五

九
九
一
、
五
五
二

全
国
区
得
票
合
計

五 
%

八

五 
%

五 
%

比

率

二
七
〇
万

宅
万

三
〇
〜
五
〇
万

学
会
の
公
称
世
帯

す
な
わ
ち
、
昭
和
三
十 

七
年
七
月
の
参
院
選
は
全 

員
当
選
し
、
得
票
数
は
社 

会
党
ハ
六
六
万(

十
九
人) 

の
半
分
、
共
産
、
民
社
党

を
は
る
か
に
引
き
は
な
し
た
。
(

高
瀬
広
居
「第
三
文
明
の
宗
教
」
二
七
五
ベ
ー
ジ)

こ
の
全
国
区
得
票
数
は
、
投
票
し
た
国
民
の
九 

人
に
一
入
が
学
会
の
候
補
者
を
支
持
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
投
票
し
た
国
民
の
九
人
に
一
人
の
割
で
支
持
さ
れ
て
い
る 

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
新
興
宗
教
の
抬
頭
に
対
し
、
宣
教
開
始
以
来
、
そ
の
五
倍
も
の
歴
史
を
も
つ
キ
リ
ス
ト
教
が
、
ま
だ
国
民
一
〇
〇 

人
に
対
し
て
一
人
に
も
満
た
ぬ
と
い
っ
た
状
況
—
——
も
っ
と
も
二
十
歳
以
上
の
成
人
人
口
は
約
五
、

一
〇
〇
万
で
あ
る
か
ら
、
そ 

う
し
た
成
人
人
口
か
ら
す
る
と
、

一
〇
〇
人
に
一
人
の
割
——

で
あ
り
、
そ
こ
に
あ
ら
た
め
て
教
会
の
土
着
化
に
つ
い
て
反
省
が 

加
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
ま
た
当
然
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
戦
後
日
本
の
状
況
は
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
将
軍
に
よ
っ
て
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統
治
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
ブ
ー
ム
時
代
で
、
い
わ
ば
順
風
満
帆
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
そ
の
教
勢
の
進
拶
は
は 

か
ば
か
し
く
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
い
か
に
し
て
日
本
に
土
着
化
す
る
か
が
、
大
き
な
関
心
と
な
っ
た
わ
け
で 

あ
る
。

そ
こ
で
、
あ
る
牧
師
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
日
本
に
受
容
さ
れ
る
た
め
に
は
、
先
ず
日
本
人
の
心
性
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ 

る
と
し
、
そ
の
心
性
と
し
て
、①

情
緒
性
、②

重
層
性
、③

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
三
つ
を
指
摘
し
、
こ
れ
に
対
応
し
て
福
音
の
土 

着
化
に
つ
き
、
次
の
よ
う
な
き
わ
め
て
具
体
的
な
五
つ
の
提
案
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、1

日
本
的
神
学
の
樹
立
、2
牧
師
の 

聖
(

ひ
じ
り)

化
、3
集
会
所
か
ら
聖
堂
へ!

日
本
人
の
情
緒
性
上
、
荘
厳
な
寺
院
が
効
用
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
耳
が
聞
え 

な
い
老
人
で
も
礼
拝
し
う
る
よ
う
な
聖
堂
の
建
設-

4ヽ

日
本
人
用
カ
テ
キ
ズ
ム
の
作
成-
-

冠
婚
葬
祭
な
ど
日
常
生
活
に
お 

け
る
明
確
な
指
針
を
も
っ
た
信
仰
問
答
が
作
ら
れ
、
家
庭
と
教
会
に
お
い
て
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
——

5ヽ
信
仰
の
祭 

儀
化!

外
来
宗
教
と
し
て
の
仏
教
も
実
際
は
祭
儀
と
な
っ
て
は
じ
め
て
、
日
本
の
仏
教
と
な
り
、
民
族
の
伝
統
と
な
っ
た!

 

の
五
項
目
で
あ
る
。

あ
る
牧
師
は
、
日
本
で
は
共
同
体
的
意
識
が
強
い
の
で
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
へ
キ
リ
ス
ト
教
と
い
っ
た
新
し
い
宗
教
は
入
り
難 

い
。
そ
こ
で
そ
う
し
た
共
同
体
的
意
識
の
く
ず
れ
て
い
る
と
こ
ろ
や
薄
い
と
こ
ろ
か
ら
入
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
農
村
な
ど
で 

は
、
農
民
の
要
求
し
て
い
る
農
業
技
術
を
教
え
る
。
病
院
と
か
農
業
学
校
、
保
育
託
児
所
な
ど
の
福
祉
施
設
を
作
り
、
こ
の
施
設 

と
農
民
と
の
つ
な
が
り
を
通
し
て
伝
道
を
す
す
め
る
。
ま
た
逆
に
共
同
体
を
握
っ
て
い
る
要
人
を
先
ず
と
ら
え
て
洗
礼
を
受
け
さ 

せ
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
そ
の
要
人
を
と
お
し
て
キ
リ
ス
ト
教
化
が
ス
ム
ー
ズ
に
展
開
し
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
い
っ
た
土 

着
化
の
考
え
方
で
あ
る
。

ま
た
、
土
着
化
を
習
俗
化
と
解
し
、
教
会
主
催
の
盆
踊
り
や
教
会
幼
稚
園
で
の
七
五
三
祝
い
、
教
会
の
墓
地
経
営
な
ど
を
行
な 

っ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
う
か
と
思
う
と
、
こ
う
し
た
習
谷
化
、
日
本
化
に
ど
こ
ま
で
も
反
撥
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
独
自
性
、
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他
者
性
を
一
層
純
粋
に
押
し
進
め
よ
う
と
す
る
も
の
も
あ
る
。

こ
う
し
て
、
土
着
化
ぎ&

聘
已
図
比
〇
コ
亠
こ
の
言
葉
は
ラ
テ
ン
語
の
〇,
、也
乌
理
の
〔内
に
生
れ
る
〕

か
ら
来
た
も
の
と
さ
れ 

る)

に
つ
い
て
、
だ
い
た
い
次
の
三
つ
の
動
き
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
土
着
化
を
習
俗
化
、
日
本
化
と
す
る
即
物
的
立 

場
。
第
二
に
、
こ
れ
と
は
全
く
逆
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
独
自
性
、
他
者
性
を
純
粋
に
推
進
し
、
い
わ
ゆ
る
土
着
化
を
考
え
な
い
立 

場
。
第
三
に
、
上
記
の
第
一
、
第
二
の
立
場
の
間
に
た
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
独
自
性
を
保
ち
な
が
ら
、
し
か
も
日
本
の
精
神
的 

風
土
と
の
間
に
対
話
の
場
を
見
出
そ
う
と
す
る
立
場
。
こ
こ
で
は
、
土
着
化
と
は
結
局
、
人
間
と
し
て
の
事
情
の
了
解
と
し
、
キ 

リ
ス
ト
教
信
仰
に
と
っ
て
、
生
命
的
な
も
の(

究
極
的
な
も
の)

と
、
歴
史
的
付
加
物(

非
究
極
的
な
も
の)

と
を
区
別
し
、
信 

仰
の
非
究
極
的
な
も
の
の
否
定
的
機
能
を
強
調
す
る
。

つ
ま
り
、
土
着
化
と
は
「
把
握
す
る
こ
と
」
と
、

「
突
き
破
る
こ
と
」
と 

の
間
の
緊
張
の
上
に
成
立
す
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
土
着
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
土
着
化
を
妨
げ
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
界
の
自
己
反
省
が
い
ろ
い
ろ
と
行 

な
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
と
え
ば
、
教
会
に
つ
い
て
、
そ
の
自
己
目
的
化
と
閉
鎖
性
、
連
帯
性
の
欠
如
と
孤 

立
化
、
イ
ン
テ
リ
中
産
階
級
的
性
格
、
牧
師
の
エ
リ
ー
ト
意
識
、
な
ど
が
反
省
さ
れ
、

「
仕
え
る
教
会
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
の
土
着
化
を
め
ぐ
っ
て
、
日
本
基
督
教
団
信
仰
職
制
委
員
会
で
は
、
三
十
七
年
十
二
月
に
「
福
音
の 

土
着
」
(

全
文
一
〇
ハ
ペ
ー
ジ)

を
公
刊
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
福
音
の
土
着
化
は
、
単
に
キ
リ
ス
ト
教
界
に
お
け
る
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
既
成
の
仏
教
界
に
お
い 

て
も
正
に
焦
眉
の
問
題
と
い
え
る
。

そ
こ
で
、
今
日
今
後
の
仏
教
界
の
あ
り
方
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
、
ま
ず
日
本
的
私
の
地
盤
に
立
っ
て
打
ち
た
て
ら
れ
た
親
鸞 

の
宗
教
が
ど
の
よ
う
に
し
て
、
民
衆
の
需
要
に
こ
た
え
、
民
衆
の
宗
教
と
な
っ
て
い
っ
た
か
、
を
考
え
る
こ
と
が
大
切
か
と
思
わ 

れ
る
。
そ
れ
は
土
着
化
の
問
題
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
問
題
を
一
般
化
す
る
た
め
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
論
義
に
深
入
り
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す
る
こ
と
を
避
け
て-
-

結
局
こ
の
深
入
り
が
最
も
重
要
な
核
心
な
の
で
あ
る
が-
-

、
き
わ
め
て
日
常
的
な
問
題
に
し
ほ
っ
て 

考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
、
親
鸞
に
お
け
る
両
親
と
国
家
と
の
否
定

「
教
行
信
証
」
化
巻
に
、

外
論
に
日
く
。
老
君
範
と
作
す
、
唯
孝
唯
忠
、
世
を
救
ひ
人
を
度
す
、
慈
を
極
め
愛
を
極
む
、
是
を
以
て
声
教
永
く
伝
へ
、
 

百
王
改
ま
ず
、
玄
風
長
く
被
ら
し
め
て
万
古
差(

た
が)

ふ
こ
と
な
し
。
所
以
に
国
を
治
め
家
を
治
る
に
、
常
然
た
り
、
楷
式 

た
り
。
釈
教
は
義
を
棄
て
親
を
棄
て
、
仁
な
ら
ず
孝
な
ら
ず
。
闍
王
父
を
殺
せ
る
飜
じ
て
億(

と
が)

無
し
と
説
く
、
調
達
兄 

を
射
て
無
間
に
罪
を
得
。
此
を
以
て
凡
を
導
く
、
更
に
悪
を
長
す
こ
と
を
為
す
。
斯
を
用
て
世
に
範
と
す
る
、
何
ぞ
能
く
善 

を
生
む
や
。
此
れ
逆
順
の
異
十
な
り
。

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
老
子
の
教
え
は
、
孝
と
忠
と
を
説
く
か
ら
、
家
を
治
め
国
を
治
め
る
み
ち
に
か
な
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ 

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
釈
迦
の
教
え
は
こ
の
老
子
と
は
逆
に
孝
と
忠
と
を
否
定
す
る
不
仁
不
孝
の
教
え
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
う
い 

う
孝
と
忠
と
を
否
定
す
る
釈
迦
の
教
え
で
一
般
の
人
を
導
く
な
ら
ば
、
い
よ
い
よ
悪
を
助
長
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
、
ど
う 

し
て
善
を
生
ず
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
こ
れ
は
、
老
子
の
教
え
が
道
に
順
い
、
釈
迦
の
教
え
が
こ
れ
に
逆
ら
う
と
い
う
第
十
の 

異
で
あ
る
と
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
外
論
の
仏
教
批
判
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
文
二
早
の
少
し
前
に
、
次
の
よ
う
な
文
が
、
同
じ
化
巻
に
引
か
れ
て
い
る
。

『
菩
薩
戒
経
』
に
言
く
。

「
出
家
の
人
の
法
は
、
国
王
に
向
て
礼
拝
せ
ず
、
父
母
に
向
て
礼
拝
せ
ず
、
六
親
に
務
へ
ず
、
鬼 

神
を
礼
せ
ず
」
と
。
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つ
ま
り
、

「
菩
薩
戒
経
」
に
よ
る
と
、
仏
道
に
お
い
て
は
、
国
王
、
父
母
、
六
親
、
鬼
神
の
否
定
を
本
質
と
す
る
こ
と
が
説
か
れ 

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
さ
き
に
仏
教
が
孝
と
忠
と
を
否
定
す
る
と
い
っ
た
外
論
か
ら
の
非
難
は
、
実
は
仏
教
の
本
質 

を
つ
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

「
教
行
信
証
」
信
巻
に
は
、
仁
義
礼
智
信
は
世
間
の
善
法
と
さ
れ
、
同
化
巻
に
は
、

「
老
子
周
公
孔
子
等
、
是
れ
如
来
の
弟
子 

と
し
て
化
を
為
す
と
雖
も
、
既
に
邪
な
り
、
た
だ
是
れ
世
間
の
善
な
り
。:

：:

老
子
の
邪
風
を
捨
て
て
、
法
の
真
教
に
流
入
せ
よ 

と
な
り
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
老
子
周
公
孔
子
な
ど
の
教
え
は
、
た
だ
こ
れ
世
間
の
善
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
世 

間
の
善
を
捨
て
て
、
仏
法
の
真
実
の
教
え
に
入
れ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
親
鸞
は
仏
教
を
世
間
一
般
で
善
法
と
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
世
善
の
次
元
と
厳
密
に
区
別
し
、
む
し
ろ
世
善
の 

立
場
か
ら
は
、
そ
の
こ
と
が
ど
う
し
て
も
、
い
よ
い
よ
悪
を
増
長
さ
せ
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
も
っ
て
仏
教
の
真
実
の 

立
場
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
を
世
善
の
立
場
の
基
本
を
な
す
孝
と
忠
と
の
否
定
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。 

も
っ
と
も
こ
う
し
た
孝
と
忠
と
の
否
定
の
思
想
は
、
単
に
親
鸞
一
人
に
だ
け
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
同
じ
く
鎌
倉
新
仏
教 

を
打
ち
だ
し
た
道
元
、
日
蓮
な
ど
に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「
正
法
眼
蔵
随
聞
記
」
に
、

出
家
は
恩
を
す
て
て
無
為
に
入
る(

棄
恩
入
無
為)

故
に
、
出
家
の
作
法
は
、
恩
を
報
ず
る
に
、

一
人
に
か
ぎ
ら
ず
、

一
切
衆 

生
を
ひ
と
し
く
父
母
の
ご
と
く
恩
深
し
と
思
ふ
て
、
な
す
処
の
善
根
を' 

法
界
に
め
ぐ
ら
す
、
別
し
て
今
生
一
世
の' 

父
母 

に
か
ぎ
ら
ば
、
無
為
の
道
に
そ
む
か
ん
、:

：:

忌
日
の
追
善
、
中
陰
の
作
善
な
ん
ど
は
、
皆
在
家
に
用
ふ
る
所
ろ
な
り
、
衲 

子
は
父
母
の
恩
の
、
深
き
こ
と
を
ば
、
実
の
如
く
し
る
べ
し
、:

：:

戒
経
の
父
母
兄
弟
死
亡
之
日
の
文
は
、
且(

し
ば
ら)

く 

在
家
に
蒙
む
ら
し
む
る
か
、
大
宋
叢
林
の
衆
僧
、
師
匠
の
忌
日
に
は
、
其
儀
式
あ
れ
ど
も
、
父
母
の
忌
日
は
、
是
を
修
し
た 

り
と
も
見 
へ 
ざ
る
な
り
、
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と
、
道
元
の
言
葉
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
道
元
の
思
想
は
、

「
歎
異
抄
」
の

「
親
鸞
は
、
父
母
の
孝
養
の
た
め
と
て
、

ー
返
に
て 

も
念
仏
ま
ふ
し
た
る
こ
と
い
ま
だ
さ
ふ
ら
は
ず
。
そ
の
ゆ
へ
は
、

一
切
の
有
情
は
み
な
も
て
世
々
生
々
の
父
母
兄
弟
な
り
、
…
」 

と
同
様
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
道
元
の
思
想
は
、
右
の
文
に
よ
っ
て
も
分
か
る
よ
う
に
、

「
棄
恩
入
無
為
」
と
い
う
仏
典
の
言
葉
に
よ
っ
て
い
る
が
、
こ 

の
言
葉
は
日
蓮
に
お
い
て
は
、
孝
の
否
定
と
し
て
受
け
と
ら
れ
て
い
た
。
日
蓮
の
「
兄
弟
抄
」
に
、
 

一
切
は
を
や(

親)

に
随
ふ
べ
き
に
て
こ
そ
候
へ
ど
も
、
仏
に
な
る
道
は
随
は
ぬ
が
孝
養
の
本
に
て
候
か
。
さ
れ
ば
心
地
観
経
に 

は
孝
養
の
本
を
と
か
せ
給
ふ
に
は
、
棄
恩
入
無
為
真
実
報
恩
者
等
云
云
。

と
あ
り
、
世
間
の
道
で
は
親
に
従
い
、
親
に
孝
行
す
る
の
が
範
と
さ
れ
て
い
る
が
、
仏
道
で
は
両
親
に
従
わ
ぬ
の
が
実
は
真
の
孝 

行
の
根
本
と
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
親
鸞
、
道
元
、
日
蓮
に
お
い
て
、
両
親(

孝)

の
否
定
が
説
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
国
家
否
定
の
思
想
も
、
親
鸞
の
み
で
な
く
、
道
元
、
日
蓮
に
も
見
ら
れ
る
。

「
正
法
眼
蔵
谿
声
山
色
」
に
は
、

国
王
大
臣
の
帰
依
し
き
り
な
れ
ば
、
わ
が
み
ち
の
現
成
と
お
も
へ
り
、
こ
れ
は
学
道
の
一
魔
な
り
。
あ
は
れ
む
こ
こ
ろ
を
わ
す 

る
べ
か
ら
ず
と
い
ふ
と
も
、
よ
ろ
こ
ぶ
こ
と
な
か
る
べ
し
。:

：:

前
仏
い
は
く
、
国
王
・
王
子
・
大
臣-

官

長

・
婆
羅
門
・
居 

士
に
親
近
せ
ざ
れ
。
ま
こ
と
に
仏
道
を
学
習
せ
ん
人
、
わ
す
れ
ざ
る
べ
き
行
儀
な
り
。

と
あ
り
、
道
元
が
国
王
お
よ
び
国
王
を
め
ぐ
る
国
家
権
力
に
近
づ
く
こ
と
を
厳
に
い
ま
し
め
て
い
る
。
国
家
の
否
定
で
あ
る
。 

日
蓮
も
「
報
恩
抄
」
に
、

仏
法
を
習
ひ
極
め
ん
と
を
も
わ
ば
、
い
と
ま
あ
ら
ず
ば
叶
ふ
べ
か
ら
ず
。
い
と
ま
あ
ら
ん
と
を
も
わ
ば
、
父
母
・
師
匠
・
国
王 

等
に
随
て
は
叶
ふ
べ
か
ら
ず
。
是
非
に
つ
け
て
出
離
の
道
を
わ
き
ま
へ
ざ
ら
ん
ほ
ど
は
、
父
母
・
師
匠
等
の
心
に
随
ふ
べ
か
ら
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ず
。
こ
の
義
は
諸
人
を
も
わ
く
、
顕
に
も
は
づ
れ
冥
に
も
叶
ふ
ま
じ
と
を
も
う
。
し
か
れ
ど
も
外
典
の
孝
経
に
も
、
父
母-

主 

君
に
随
わ
ず
し
て
忠
臣
・
孝
人
な
る
や
う
も
み
え
た
り
。
内
典
の
仏
経
に
云
く
、
棄
恩
入
無
為
真
実
報
恩
者
等
云
云
。
比
干
が 

王
に
随
は
ず
し
て
賢
人
の
な(

名)

を
と
り
、
悉
達
太
子
の
浄
飯
大
王
に
背
き
て
三
界
第
一
の
孝
と
な
り
し
こ
れ
な
り
。 

と
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
蓮
は
比
干
や
悉
達
太
子"

釈
迦
が
王
に
随
わ
ず
、
父
に
背
い
た
こ
と
、
つ
ま
り
日
常
的
な
立 

場
か
ら
は
不
忠' 

不
孝
の
行
為
が
、
実
は
か
え
っ
て
本
当
の
忠
で
あ
り
、
孝
で
あ
っ
た
こ
と
を
例
示
し
な
が
ら
、
仏
道
に
志
す
も 

の
は
、
父
母
・
師
匠
・
国
王
な
ど
に
随
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
も
単
な
る
言
葉
と
し
て
終
っ
て
い
る
の
で
な
く
、
果
た
し
て
実
践
さ
れ
て
い
た
の 

で
あ
ろ
う 

親
鸞
に
お
い
て
は
、
両
親
と
国
家
と
が
実
践
的
に
も
否
定
さ
れ
て
い
た
。
先
ず
両
親(

孝)

の
否
定
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
 

「
親
鸞
聖
人
御
消
息
集
」
所
収
の
七
月
九
日
付
け
、
性
信
宛
の
手
紙
に
次
の
よ
う
な
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。

お
ほ
か
た
は
、
こ
の
う
た
へ
の
や
う
は
、
御
身
ひ
と
り
の
こ
と
に
は
あ
ら
ず
さ
わ
ら
ふ
。
す
べ
て
浄
土
の
念
仏
者
の
こ
と 

な
り
。
こ
の
や
う
は
、
故
聖
人
の
御
と
き
、
こ
の
身
ど
も
の
や
う
や
う
に
ま
ふ
さ
れ
さ
ふ
ら
ひ
し
こ
と
な
り
。
こ
と
も
あ
た
ら 

し
き
う
た
へ
に
て
も
さ
ふ
ら
は
ず
、
性
信
房
ひ
と
り
の
沙
汰
あ
る
べ
き
こ
と
に
は
あ
ら
ず
、
念
仏
ま
ふ
さ
ん
ひ
と
は
、
み
な
お 

な
じ
こ
こ
ろ
に
御
沙
汰
あ
る
べ
き
こ
と
な
り
。
御
身
を
わ
ら
ひ
ま
ふ
す
べ
き
こ
と
に
は
あ
ら
ず
さ
ふ
ら
ふ
べ
し
。
念
仏
者
の
も 

の
に
こ
こ
ろ
え
ぬ
は
性
信
坊
の
と
が
に
ま
ふ
し
な
さ
れ
ん
は
き
は
ま
れ
る
ひ
が
ご
と
に
さ
ふ
ら
ふ
べ
し0

念
仏
ま
ふ
さ
ん
人
は 

性
信
坊
の
か
た
こ
と(

方
人)

に
こ
そ
な
り
あ
は
せ
た
ま
ふ
べ
け
れ
。
母

・
姉

・
妹
な
ん
ど
や
う
や
う
に
ま
ふ
さ
る
る
こ
と
は
、
 

ふ
る
ご
と
に
て
さ
ふ
ら
ふ
。

こ
の
手
紙
は
、
親
鸞
が
関
東
を
去
っ
て
京
都
に
帰
っ
て
か
ら
二
十
年
ほ
ど
た
っ
た
建
長
年
間
に
、
東
国
の
教
団
に
加
え
ら
れ
た 

念
仏
弾
圧
事
件
に
対
処
し
て
、
親
鸞
の
弟
子
・
性
信
が
鎌
倉
幕
府
に
陳
情
し
、
事
件
が
明
か
る
い
見
通
し
に
な
っ
て
い
る
模
様
を
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親
鸞
に
知
ら
せ
た
の
に
対
す
る
親
鸞
の
性
信
へ
の
返
書
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
性
信
が
母
・
姉

・
妹
ら
か
ら
非
難
さ
れ
て
い 

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
念
仏
弾
圧
事
件
に
対
し' 

性
信
が
そ
う
し
た
念
仏
者
に
な
っ
た
こ
と
を
母
・
姉
・
妹
ら
が
罵
っ 

て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
親
・
兄

・
姉
か
ら
罵
ら
れ
、
四
囲
の
人
た
ち
や
村
か
ら
追
放
さ
れ
た
性
信
に
、
そ
う
し
た
人 

た
ち
の
非
難
は
も
う
古
い
道
徳
で
し
か
な
い
。
毫
も
気
に
か
け
る
必
要
は
な
い
、
と
親
鸞
は
性
信
を
励
ま
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

性
信
が
親
鸞
の
説
く
念
仏
に
帰
す
る
た
め
に
は
、
母

・
姉

・
妹
ら
の
反
対
や
、
い
わ
ゆ
る
村
八
分
を
覚
悟
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ 

た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
性
信
の
家
や
村
の
な
か
を
お
さ
め
て
き
た
道
を
突
き
破
り
、
否
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
し
か
念
仏
者 

に
な
る
途
は
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
親
の
否
定
で
あ
り
、
孝
体
系
の
拒
否
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
親
鶯
の
思
想
は 

親
、
孝
の
否
定
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

つ
ぎ
に
、
国
家(

忠)

の
否
定
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

「
教
行
信
証
」
の
最
後
の
部
分
で
、
承
元
元
年
に
お 

け
る
法
然
を
中
心
と
す
る
吉
水
教
団
の
弾
圧
に
つ
い
て
、

主
上
・
臣
下
、法
に
背
き
義
に
違
し
、
忿(

い
か
り)

を
成
し
怨
を
結
ぶ
。
茲
に
因
て
、
真
宗
興
隆
の
大
祖
源
空
法
師
、
幷
に
門
徒 

数
輩
、
罪
科
を
考
へ
ず
猥
り
が
わ
し
く
死
罪
に
坐
す
。
或
は
僧
儀
を
改
め
、
姓
名
を
賜
ふ
て
遠
流
に
処
す
、
予
は
其
の
ー
な
り
… 

と
記
し
て
い
る
。
昭
和
十
六
年
に
四
版
と
し
て
発
行
さ
れ
た
「
真
宗
聖
教
全
書
」
二
宗
祖
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
教
行
信
証
」 

で
は
、
右
に
引
用
し
た
文
の
最
初
の
「
主
上
」
の
二
字
が
欠
字
と
な
っ
て
空
白
に
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
十
六
年
と
い
え
ば
、
い
わ 

ゆ
る
大
東
亜
戦
争
で
、

「
主
上
」
が

「
法
に
背
き
義
に
違
し
」
と
あ
っ
て
は
、
不
敬
罪
に
問
わ
れ
る
心
配
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を 

お
そ
れ
て
、
編
集
者
が
こ
の
「
主
上
」
の
二
字
を
削
除
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

親
鸞
の
当
時
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
朝
廷
、
天
皇
へ
の
公
然
と
し
た
批
判
は
見
当
た
ら
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
う
し
た
な 

か
で
、
親
鸞
が
憚
る
と
こ
ろ
な
く
「
主
上
」
お
よ
び
そ
れ
を
と
り
ま
く
「
臣
下
」
が
、

「
法
に
背
き
義
に
違
し
」
た
行
為
を
犯
し 

た
と
堂
々
と
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
親
鸞
が
国
王
、
国
家
を
否
定
し
て
い
た
こ
と
を
最
も
よ
く
物
語
っ
て
い
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る
。ま

た
親
鸞
の
手
紙(

「親
鸞
聖
人
御
消
息
集
」所
収
の
九
月
二
日
付)

に
は
、
関
東
に
お
け
る
真
宗
教
団
が
在
地
の
領
家
、
地
頭
、
名
主 

層
と
対
立
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
当
時
の
在
地
に
お
け
る
支
配
層
は
こ
の
領
家
、
地
頭
、
名
主
層
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
 

こ
こ
に
も
た
ら
し
た
国
王
，
国
家
の
体
系
に
つ
な
が
る
支
配
層"

主
人
の
否
定
に
お
い
て
、
真
宗
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
鮮
か 

に
示
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
親
鸞
に
お
い
て
は
、
孝
と
忠
、
親
と
国
王:

王
人
、
家
と
国
家
、

つ
ま
り
両
親
と
国
家
と
の
否
定
が
、
世
俗
生
活 

に
お
け
る
基
本
と
な
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
両
親
と
国
家
と
の
否
定
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
実
際
に
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

つ
ぎ
に
そ 

れ
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

三
、

両
親
、
国
家
の
否
定
と
そ
の
意
義 

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
家
は
権
威
の
根
源
的
な
基
礎
と
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
農
耕
は
土
地
と
切
り
離
す
こ
と 

は
で
き
な
い
か
ら
、
定
住
を
強
い
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
は
土
地
は
先
祖
伝
来
の
性
格
を
も
つ
の
で
、
家
は
先
祖
と
一
体
と
な 

り
、
先
祖
伝
来
の
家
の
秩
序
に
服
す
る
こ
と
が
、
家
の
幸
福' 

繁
栄
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
要
求
さ
れ
る
。
先
祖
伝
来
の
仕
き 

た
り
、
昔
か
ら
あ
っ
た
も
の
、
そ
う
し
た
伝
統
が
侵
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
神
聖
視
さ
れ
、
家
族
道
徳
の
決
定
的
な
契
機
と 

な
る
。
し
た
が
っ
て
、
家
の
否
定
は
、
伝
統
的
支
配
の
否
定
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
伝
統
的
支
配
、
権
威
服
従
的
態
度
を
次
代
を 

に
な
う
子
た
ち
に
教
育
す
る
の
は
、
先
ず
ほ
か
な
ら
ぬ
両
親
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
両
親
に
よ
っ
て
子
た
ち
は
先
ず
伝
統
、
権
威 

へ
の
服
従
を
教
育
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
親

・
家
は
肯
定
的
存
在
と
い
え
よ
う
。
国
主:

王
長
、
国
家
・
政
治
も

76



こ
う
し
た
肯
定
的
存
在
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
現
体
制
を
突
き
破
り
、
変
革
す
る
と
い
っ
た
否
定
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
出
て
こ
な 

い
。
こ
の
意
味
で
、
カ
ン
ト
が
教
育
論
で
、
教
育
の
最
大
の
敵
は
、
両
親
と
国
家
で
あ
る
と
し
た
こ
と
も
わ
か
る
よ
う
で
あ
る
。 

い
わ
ゆ
る
宗
教
改
革
を
な
し
た
ル
タ
ー
が
「
小
信
仰
問
答
書
」
の
十
誡
中
第
四
誡
で
、

「
汝
は
汝
の
父
と
汝
の
母
と
を
敬
う
べ 

し
」
の
答
と
し
て
、

「
わ
れ
わ
れ
の
両
親
と
主
人
と
を
軽
ん
じ
て
怒
ら
し
め
る
こ
と
な
く
、
か
え
っ
て
こ
れ
を
尊
敬
し
、
こ
れ
に 

仕
事
し
聴
従
し
、
愛
し
貴
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。
こ

の
「
主
人
」
と
は
、
地
主
、
親
方
、
領
主
、
工
場
主
、
部 

隊
長
、
領
邦
君
主
、
皇
帝
な
ど
一
切
の
「
眼
上
の
者
」

に
関
し
た
。

そ
し
て
、
ル
タ
ー
派
の
家
庭
の
子
供
は
「
家
長
」
の 

前
で
毎
日
、
こ
の
カ
テ
キ
ズ
ム
を
復
誦
し
な
が
ら
成
長
し
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
ル
タ
ー
の
こ
う
し
た
考
え
は
、
此
世
の
主
人 

権
力
者
に
対
す
る
心
か
ら
の
柔
順
と
服
従
を
歓
迎
し
、
こ
れ
へ
の
不
柔
順
、
不
服
従
を
憎
悪
し
た
。
そ
れ
は
ル
タ
ー
の
伝
統
主
義 

お
よ
び
家
長
制
と
の
妥
協
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
ル
タ
ー
派
の
雰
囲
気
は
、
あ
の
ド
イ
ツ
の
保
守
主
義
、
軍
国
主
義
に 

恰
好
の
精
神
史
的
基
盤
を
提
供
し
た
と
い
わ
れ
る(

青
山
秀
夫
「
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
—
」
一
七
六
丄
七
七
ペ
ー
ジ)

〇 

こ
こ
で
、
今
日
の
本
願
寺
教
団
を
築
い
た
と
い
わ
れ
る
蓮
如
の
孝
行
奨
励
が
思
い
出
さ
れ
る
。
蓮
如
は
、

「
何
よ
り
も
、
親
に 

不
孝
な
る
人
、
蓮
如
上
人
第
一
き
ら
ひ
に
て
候
」
と
、
門
徒
に
対
し
、
親
不
孝
を
一
番
嫌
い
だ
と
い
っ
て
い
た
と
い
う
。
と
こ
ろ 

で
、
こ
の
蓮
如
の
親
孝
行
の
奨
励
は
、
蓮
如
の
末
年
に
当
た
る
明
応
三
、
四

年(

蓮
如
の
ハ
〇
、
ハ
一
歳)

頃
か
ら
言
わ
れ
だ
し 

た
こ
と
と
い
わ
れ
る(

笠
原
一
男
「中
世
に
お
け
る
真
宗
教
団
の
形
成
」
二
〇
三
—
二
〇
四
ペ
ー
ジ)

。

つ
ま
り
、
蓮
如
は
本
願
寺
教
団
の
膨 

大
な
増
加
に
伴
い
、
こ
う
し
て
、
せ
っ
か
く
築
き
あ
げ
た
教
団
の
勢
力
が
支
配
層
と
の
摩
擦
抗
争
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
の
を
恐
れ 

支
配
者
へ
の
柔
順
を
ね
ら
っ
て
、
先
ず
両
親
へ
の
柔
順
、
服
従
を
強
い
る
孝
行
を
強
調
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
両
親
へ
の
柔
順
は
、
 

主
長
、
支
配
層
へ
の
柔
順
、
服
従
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。
蓮
如
は
こ
の
晩
年
の
段
階
で
は
も
う
守
勢
の
位
置
に
と
ど
ま
っ
て 

い
る
の
で
あ
る
。
本
願
寺
教
団
の
停
滞
は
こ
う
し
た
親
鸞
の
教
え
に
背
い
た
親
へ
の
孝
行
を
誓
わ
せ
た
と
き
か
ら
は
じ
ま
っ
た
と 

い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
主
長
、
支
配
層
と
の
妥
協
で
あ
り
、
伝
統
、
権
威
へ
の
盲
従
で
あ
り
、
保
守
主
義
、
肯
定
主
義
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へ
の
迎
合
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

親
鸞
が
「
教
行
信
証
」
化
巻
で
、
念
仏
者
の
決
し
て
仕
え
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
、
諸
天
神
、
余
道
、
天
、
鬼
神
、
吉
良 

日
卜
占
祭
祀
、
神
、
邪
神
外
道
、
余
乗
、
余
天
、
神
明
、
国
王
・
父
母
・
六
親
・
鬼
神
、
仙
道
、
老
子
・
周
公
・
孔
子
、
鬼
、
諸 

外
天
神
、
諸

外

道(

公
卿
百
官
候
王
宗
室
、
諸
寺
釈
門
、
洛
都
儒
林)

な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
特
に
、
神
明
と
老
周
孔 

に
仕
え
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
福
を
求
め
て
神
明
に
承
事
す
る
も
の
は
、

「
災
障
禍
、
横
さ 

ま
に
う
た
た
弥
々
多
し
、
連
年
に
病
の
床
枕
に
臥
す
、
聾
ひ
盲
ひ
、
脚
折
れ
、
手
攣
き
お
る
」
と
い
う
善
導
の
「
法
事
讃
」
の
文 

を
引
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
福
楽
を
求
め
て
神
に
仕
え
る
も
の
は
、
災
障
禍
が
い
よ
い
よ
増
し
、
毎
年
病
床
に
臥
し
、
耳
は
つ
ん 

ぼ
に
な
り
、
目
は
め
く
ら
に
な
り
、
足
は
折
れ
、
手
は
折
れ
る
、
と
い
っ
た
報
い
を
受
け
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
残
酷
な 

報
い
が
あ
ろ
う
か
。
死
よ
り
も
つ
ら
い
生
き
地
獄
の
報
い
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
て
も
、
親
鸞
が
い
か
に
神
明
へ
の
奉
仕
を
き
び
し 

く
し
り
ぞ
け
て
い
た
か
が
知
ら
れ
る
。

親
鸞
の
当
時
で
き
た
「
古
今
著
聞
集
」
は
、

「
神
祇
」
か
ら
は
じ
ま
り
、

「
沙
石
集
」
も

「
大
神
宮
の
御
事
」
を
最
初
に
掲
げ 

て
い
る
。
ま
た
新
し
い
時
代
の
担
い
手
と
し
て
登
場
し
た
武
士
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
「
御
成
敗
式
目
」
も
、
先

ず

「
可
修
理
神 

社
専
祭
祀
事
」
を
も
っ
て
開
巻
の
劈
頭
に
お
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
神
明
へ
の
承
事
が
当
時
の
秩
序
道
徳
を
支
え
る
根
本
と
さ
れ 

て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
神
明
承
事
に
残
酷
き
わ
ま
り
な
い
報
い
を
も
っ
て
こ
た
え
、
そ
れ 

と
の
絶
縁
を
力
説
し
て
い
る
親
鸞
は
、
ま
こ
と
に
驚
異
に
値
す
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
親
鸞
が
前
述
し
た
よ
う
に
、
神 

と
老
周
公
へ
の
親
近
を
特
に
力
点
を
置
い
て
拒
ん
で
い
る
の
は
、
こ
の
二
つ
の
教
え
が
当
時
の
体
制
を
支
え
て
い
た
大
き
な
二
本 

の
柱
と
な
っ
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
言
い
か
え
れ
ば
、
現
体
制
を
打
ち
倒
し
、
新
し
い
世
界
を
待
望
す
る
た
め 

に
、
そ
う
し
た
現
体
制
の
支
柱
と
な
っ
て
い
た
右
の
二
本
の
教
え
を
否
定
す
る
必
要
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。 

イ
エ
ス
は
、
自
分
は
地
上
に
平
和
を
も
た
ら
す
た
め
に
、
こ
こ
に
来
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
地
上
に
分
裂
を
も
た
ら
す
た
め
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に
、
来
た
の
だ
、
と
言
っ
た
と
い
う
。
親
鸞
も
現
状
維
持
的
平
和
の
た
め
に
教
え
を
説
い
た
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
現
状
肯
定 

に
対
し
、
亀
裂
を
与
え
る
た
め
に
、
念
仏
を
説
い
た
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
て
、
肯
定
主
義
、
保
守
主
義
の
根
源
的
基
礎
と
さ
れ
る
両
親
、
国
家
の
否
定
を
親
鸞
が
取
り
上
げ
た
こ
と
は
、
き
わ
め 

て
意
味
の
あ
る
こ
と
と
解
さ
れ
る
。

今
日
、
真
宗
が
浸
透
し
て
い
る
地
域
で
は
、
民
間
伝
承
の
史
料
採
訪
は
困
難
と
い
わ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
真
宗
信
仰
が
民
族 

宗
教
的
、
呪
術
的
、
民
間
信
仰
的
、
そ
う
し
た
現
状
べ
っ
た
り
の
——

否
定
的
契
機
の
な
い
—
—
!

肯
定
的
伝
習
に
た
ず
さ
わ
る
こ 

と
を
拒
否
し
て
い
る
の
で' 

そ
う
し
た
史
料
が
生
き
残
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る(

耐̂

融

島

翳

氈

醤

蠶

罷

蠶

黔

址
) 

「
門
徒
物
知
ら
ず
」
と
い
う
言
葉
も
あ
り
、
今
日
で
も
門
松
や
シ
メ
繩
、
伊
勢
の
大
麻
な
ど
を
用
い
な
い
門
徒
も
見
ら
れ
る
。
こ 

の
事
実
は
き
わ
め
て
注
目
に
値
す
る
も
の
で
、
真
宗
の
誇
り
で
あ
る
。
こ
れ
も
祖
師
親
鸞
の
上
述
の
ご
と
き
精
神
に
淵
源
し
て
い 

る
の
で
あ
ろ
う
。

未
開
社
会
に
お
い
て
は
、
罪
と
い
う
語
と
原
因
と
い
う
言
葉
と
が
混
乱
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
自
分
が
原
因
と
な 

る
よ
う
な
独
自
な
自
由
な
行
動
は
、
共
同
体
の
枠
か
ら
は
み
出
し
、
そ
の
秩
序
を
乱
す
も
の
で
あ
っ
た
か
ら' 

共
同
体
を
裏
切
る 

も
の
と
さ
れ
、
有
罪
と
さ
れ
た
，わ
け
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
未
開
社
会
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
両
親
、
国
家
へ
の
孝
と
忠
と
を 

否
定
し
、
世
に
背
い
た
一
生
を
歩
み
つ
づ
け
た
親
鸞
は
、
生
涯
を
罪
人
と
し
て
終
始
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
ま
た
先
天
的 

・
既
定
的
に
通
用
し
て
い
る
権
威
、
丸
山
真
男
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
で
あ
る
」
社
会
、

「
で
あ
る
」
道
徳
、
そ
う
し
た
「
で
あ 

る
」
こ
と(

「
日
本
の
思
想
」
一
五
四
ペ
ー
ジ
以
下)

の
う
ち
崩
し
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
る
に
、
戦
前
、
進
歩
主
義
者
が
反
進
歩
主
義 

者
と
し
て
挙
げ
て
い
る
リ
ス
ト
に
、
寺
院
の
僧
侶
が
神
官
と
警
官
と
並
べ
て
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
僧
侶
が
時
の
権
威
の
傀
儡 

に
な
っ
て
い
た
証
拠
で
あ
る
。
悲
し
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
キ
リ
ス
ト
者
の
集
い
で
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
反
省
が
な
さ
れ
た
。 

そ
れ
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
は
自
分
を
守
る
姿
勢
に
終
始
し
、
あ
た
り
さ
わ
り
の
な
い
、
人
受
け
の
よ
い
、
強
い
発
言
を
し
な
い
、
実
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直
で
噓
を
い
わ
な
い
、
そ
う
し
た
青
年
を
一
番
理
想
像
と
し
て
教
育
さ
れ
て
き
た
。
な
る
ほ
ど
、
こ
の
よ
う
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
は 

ま
じ
め
で
、
お
と
な
し
い
か
ら
、
倉
庫
番
や
守
衛
に
は
い
い
が
、
骨
の
あ
る
仕
事
に
は
向
か
な
い
、
こ
れ
で
は
い
け
な
い
、
と
い 

う
の
で
あ
る
。
両
親
、
国

家

「
で
あ
る
」
こ
と
に
忠
誠
な
だ
け
で
は
、
倉
庫
番
や
守
衛
に
は
適
し
て
い
る
が
、
骨
の
あ
る
仕
事
に 

は
向
か
な
い
の
で
あ
る
。
真
宗
者
は
倉
庫
番
や
守
衛
だ
け
で
満
足
し
て
い
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
た
だ
自
分
を
守
る
姿
勢
に
終
始 

し
、
あ
た
り
さ
わ
り
の
な
い
、
人
受
け
の
よ
い
、
進
ん
で
強
い
発
言
を
し
な
い
、
そ
う
し
た
、
私
を
持
た
な
い
、
い
わ
ば
飼
い
馴 

ら
さ
れ
た
人
だ
け
で
事
足
れ
り
、
と
し
て
い
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

新
興
宗
教
の
殆
ん
ど
は
、
祖
先
供
養
に
最
も
力
を
注
い
で
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
と
こ
ろ
で
、
三
十
四
年
に
吟
味
調
査
さ
れ
た 

統
計
数
理
研
究
所
の
「
日
本
人
の
国
民
性
」(

一
ハ
〇
ペ
ー
ジ
以
下)

に
よ
る
と
、
宗
教
を
信
じ
て
い
る
と
答
え
た
も
の
が
、
全
体
の 

三
五％

で
あ
り
、

「
あ
な
た
に
と
っ
て
な
に
が
い
ち
ば
ん
た
い
せ
つ
か
」
と
の
質
問
に
対
し
、
宗
教
と
か
神
仏
と
か
い
う
も
の
は 

ご
く
わ
ず
か
し
か
な
く
、
祖
先
を
尊
ぶ
と
い
う
も
の
が
全
体
の
七
七％

あ
り
、
し
か
も
家
で
一
番
大
切
な
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
れ 

た
な
か
に
、
位
牌
、
仏
壇
な
ど
が
一
五％

を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
で
、
祖
先
崇
拝
、
祖
先
供
養
と
い
う
こ
と
が
い
か
に
日
本
人
の 

宗
教
的
な
心
の
根
深
い
も
の
で
あ
る
か
が
わ
か
る
。
こ
う
し
て
新
興
宗
教
が
祖
先
供
養
を
看
板
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
衆
の 

心
を
つ
か
ん
だ
わ
け
で
あ
ろ
う
。
新
興
宗
教
の
生
活
規
律
を
み
て
も
、
こ
の
祖
先
供
養
と
な
ら
ん
で
、
両
親
へ
の
柔
順
、
自
我
の 

否
定
が
強
く
誓
わ
せ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
立
正
佼
成
会
、
仏
所
護
念
会
教
団
、
妙
智
会
教
団
、
妙
道
会
教
団
な
ど
日
蓮
系 

新
興
教
団
の
母
胎
で
あ
っ
た
霊
友
会
教
団
で
は
、

「
正
行
」
六
項
目
の
第
一
に
、
先
祖
供
養
を
掲
げ
、
子
供
た
ち
の
「
こ
こ
ろ
え
」 

七
つ
の
第
一
に
「
御
先
祖
様
に
朝
夕
の
ご
あ
い
さ
つ
を
い
た
し
ま
し
ょ
う
」
、
第
二
に
「
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
の
い
い
つ
け
を
良 

く
守
り
ま
し
ょ
う
」
と
、
祖
先
供
養
と
両
親
へ
の
柔
順
を
誓
わ
せ
て
い
る
。
念
法
真
教
で
は
「
五
聖
訓
」
の
第
一
に
、
神
仏
祖
先 

の
尊
敬
と
家
内
の
和
合
円
満
を
あ
げ
て
い
る
。
生
長
の
家
で
は
、

「
信
徒
行
持
要
目
」
八
つ
の
う
ち
、
第

一
に
「
天
地
一
切
の
も 

の
に
感
謝
す
べ
し
」
、
第
六
に
「
常
に
自
我
を
死
に
切
る
べ
し
」
と
し
、
卩
—
教
団
で
は
、

「
信
仰
生
活
心
得
」
二
十
一
か
条
中
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第
二
に
「
人
や
物
事
や
天
候
の
不
足
等
思
わ
ず
、
自
分
の
考
え
や
仕
方
の
足
り
な
い
と
こ
ろ
を
発
見
し
、
…
…
」
、
第
三
に
「
人 

や
物
事
に
感
謝
の
心
…
」
、
第
六
に
「
自
分
の
考
え
に
と
ら
わ
れ
て
強
情
ば
り
ま
せ
ん
」
、
第
一
五
に
「
何
事
に
も
度
を
過
さ
ぬ 

よ
う
に
…
」
と
あ
り
、
ま
た
同
教
団
「
処
世
訓
」
二
十
一
か
条
中
第
六
に
「
自
我
無
き
と
こ
ろ
に
汝
が
あ
る
」
と
し
、
他
と
の
摩 

擦
抵
抗
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
新
興
宗
教
の
生
活
規
律
と
世
間
の
大
き
な
関
心
を
引
い
た
二
十
六
年
の
無
着
成
恭
の
「
山
び
こ
学
校
」
に
お
け
る 

六
つ
の
誓
い(

高
木
宏
夫
「
日
本
の
新
興
宗
教
」
五
一
ペ
ー
ジ
所
収) 

〇
い
つ
も
力
を
合
わ
せ
て
い
こ
う 

〇
か
げ
で
こ
そ
こ
そ
し
な
い
で
い
こ
う 

〇
い
い
こ
と
を
進
ん
で
実
行
し
よ
う 

〇
働
く
こ
と
が
一
番
す
き
に
な
ろ
う 

〇
何
で
も
、
な
ぜ?
 

と
考
え
る
人
に
な
ろ
う 

〇
い
つ
で
も
、
も
っ
と
い
い
方
法
が
な
い
か
さ
が
そ
う 

と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
生
活
態
度
の
志
向
に
お
い
て
大
き
な
開
き
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
同
じ
新
興
宗
教
の
な 

か
で
も
創
価
学
会
は
、
祖
先
を
大
切
に
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
で
は
他
と
同
様
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
肯
定
主
義
と
同 

時
に
現
状
打
破
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
れ
が
創
価
学
会
の
中
核
を
な
す
若
い
青
年
を
引
き
つ
け
る
原
動
力
と
な
っ 

て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
(

村
上
重
良
「創
価
学
会
と
公
明
党
」
四
一
ペI
ジ
以
下)

。

こ
う
し
て
、
真
宗
と
土
着
化
を
考
え
る
場
合
、

「
で
あ
る
」
こ
と
に
即
物
的
に
適
応
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
正
反
対
に 

「
で
あ
る
」
こ
と
の
根
源
的
な
基
礎
と
さ
れ
る
両
親
、
国
家
の
否
定
を
そ
の
基
本
と
す
べ
き
こ
と
を
み
て
き
た
。 

い
っ
た
い
、
仏
教
の
出
発
点
と
さ
れ
る
「
出
家
」

と
い
う
こ
と
も
、

家
を
出
る
、

つ
ま
り
、

家
を
否
定
す
る
こ
と
を
意
味
す
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る
。
こ
の
家
の
否
定
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、

両
親
、

主
長
、

国
王
、

国
家
の
否
定
を
意
味
し
て
い 

た
。
し
た
が
っ
て
、
さ
き
に
親
鸞
が
「
教
行
信
証
」
化
巻
に
引
用
し
て
い
た
「
菩
薩
戒
経
」
の
、
出
家
の
人
の
法
は
国
王
，
父
母 

・
六
親
の
否
定
、
と
し
た
こ
と
は
、
仏
教
の
基
本
的
立
場
を
正
し
く
把
握
し
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
両
親
、
国
家
否
定
の
立
場 

は
、
最
近
の
わ
が
国
に
お
け
る
道
徳
教
育
、
家
、
愛
国
心
、
期
待
さ
れ
る
人
間
像
、
な
ど
の
重
視
と
い
っ
た
一
連
の
動
き
に
対
し 

て
も
、
き
わ
め
て
深
い
意
味
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
戦
後
に
育
っ
た
今
日
の
高
校
生
に
、
甚
だ
行
動
的
積
極
的
発
言
の 

み
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
せ
っ
か
く
育
っ
て
き
た
こ
の
戦
後
の
芽
を
、
少
年
の
非
行
化
防
止
と
い
っ
た
美
名
に
扮
飾
し 

て
摘
み
と
っ
て
は
な
ら
な
い
。

な
お
、
真
宗
の
土
着
化
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
「
教
行
信
証
」
に
お
け
る
真
と
化
と
の
矛
盾
角
逐
を
追
究
し
て
考
え
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
し
た
い
。
そ
の
意
味
で
は
本
稿
は
そ
の
は
し
が
き
に
し
か
す
ぎ
な
い
こ 

と
を
深
く
お
詫
び
す
る
。 

(

一
九
六
五
・
四1

一
九)

東

西

の

出

会

い

の

と

き
 

キ
リ
ス
ト
教
は
そ
の
世
界
伝
道
に
お
い
て
他
の
諸
宗
教
と
出
会
わ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
た
め
に
諸
宗
教
と
の
出
会
い
と
い
う
問
題 

が
現
在
活
発
に
論
究
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
出
会
い
に
お
い
て
力
強
く
対
処
し
、
効
果
あ
る
伝
道
が
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、
諸
宗
派 

の
統
一
あ
る
行
動
が
必
要
と
な
り
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
と
し
て
の
連
帯
性
の
自
覚
が
要
求
さ
れ
る
わ
け
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
ま
た
、
 

出
会
い
に
は
相
手
を
よ
く
理
解
し
て
か
か
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
他
宗
教
と
の
「
対
話
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い 

う
気
運
と
運
動
の
お
こ
り
つ 

つ
あ
る
の
を
見
る
と
き
、
や
が
て
は
押
し
寄
せ
て
来
る
で
あ
ろ
う
高
潮
の
遠
鳴
り
を
聞
く
よ
う
な
感
じ 

を
禁
じ
え
な
い
。
翻
っ
て
、
仏
教
界
の
現
状
を
見
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
で
、
あ
ま
り
に
も
立
ち
お
く
れ
て
い
る
。
来
る
べ
き
出
会 

い
を
迎
え
る
用
意
も
全
く
な
く
、
出
会
い
が
や
が
て
来
る
こ
と
の
意
識
す
ら
も
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。

西
谷
啓
治
『
親
鸞
の
世
界
』
よ
り
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