
野
々
村
直
太
郎
と

「
浄
土
教
革
新
」
ラム
日岡

大
谷
大
学

木

越

康

〈
本
論
の
目
的
〉

題
名
に
「
浄
土
教
革
新
」
論
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
野
々
村
直
太
郎
（
一
八
七
一
1
4
1
l

一
九
四
六
）
が
「
中
外
日
報
』
に
同
題
名
で
発
表
し
、

後
に
『
浄
土
教
批
判
」
と
し
て
刊
行
し
た
論
考
を
直
接
に
指
す
も
の
で
は
な
い
。
野
々
村
が
、
宗
教
学
者
と
い
う
立
場
か
ら
な
そ
う
と

し
た
浄
土
教
思
想
に
関
す
る
革
新
論
の
全
体
を
指
そ
う
と
す
る
言
葉
で
あ
る
。

本
論
の
目
的
は
、
浄
土
教
の
革
新
を
論
ず
る
野
々
村
が
、
そ
こ
で
何
を
主
張
し
た
の
か
で
は
な
く
、
な
ぜ
主
張
し
た
の
か
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
主
張
内
容
の
是
非
を
吟
味
す
る
の
で
は
な
く
、
何
を
意
図
し
て
「
浄
土
教
革
新
」
を
論
じ
た
の
か
を
検
証
す
る

こ
と
に
あ
る
。

ー
は
じ
め
に
ー
ー
な
ぜ
野
々
村
な
の
か
｜
｜

（

I
）
 

宗
教
に
お
け
る
世
俗
化
の
問
題
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
準
備
会
で
、
ド
イ
ツ
の
神
学
者
か
ら
の
ひ
と
つ
の
質
問
を
受
け
た
。
そ

五
五



野
々
村
直
太
郎
と
「
浄
土
教
革
新
」
論

五
六

れ
は
「
真
宗
に
も
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
よ
う
な
人
は
い
ま
す
か
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
唯
物
論
的
立
場
か
ら
激
し
い
キ
リ
ス

ト
教
批
判
を
展
開
し
た
ル
l
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

（
一
八

O
四
l
一
八
七
二
）
o

キ
リ
ス
ト
教
会
を
震

捕
さ
せ
た
著
書
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
（
一
八
四
一
）

で
「
神
学
の
秘
密
は
人
間
学
で
あ
る
」
と
述
べ
、
「
神
」
と
は
何
で
あ
る
か
と

い
う
神
学
上
の
根
源
的
問
い
は
、
実
は
「
人
間
」
と
は
何
か
と
い
う
問
い
へ
と
解
消
さ
れ
る
主
張
し
た
。
周
知
の
通
り
キ
リ
ス
ト
教
に

決
定
的
衝
撃
を
与
え
た
人
物
で
あ
る
が
、
準
備
会
で
そ
の
質
問
を
受
け
た
と
き
、

ふ
と
私
の
頭
に
浮
か
ん
だ
の
が
、
野
々
村
直
太
郎
と

そ
の
著
「
浄
土
教
批
判
』
で
あ
っ
た
。

野
々
村
は
、

一
九
二
三
（
大
正
十
二
）
年
に
「
浄
土
教
草
新
論
」
を
発
表
し
、
そ
こ
で
浄
土
教
批
判
を
展
開
し
た
。
こ
の
主
張
は
後

に
「
浄
土
教
批
判
』
と
し
て
出
版
さ
れ
、
真
宗
界
は
も
と
よ
り
仏
教
会
、
宗
教
界
全
体
に
強
い
衝
撃
を
与
え
た
。

野
々
村
の

『
浄
土
教
批
判
』
に
つ
い
て
、
二
葉
憲
香
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
に
提
起
さ
れ
て
い
る
問
題
は
、
真
宗
は
、
単
な
る
死
後
浄
土
往
生
の
教
な
の
か
、
現
実
的
、
歴
史
的
生
活
に
は
何
等
の
原
理

も
も
た
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
野
々
村
直
太
郎
の
『
浄
土
教
批
判
』
は
、
浄
土
教
、
特
に
真
宗
に
対
す
る
近
代
の
問
い

に
対
す
る
大
胆
で
画
期
的
な
提
言
で
あ
っ
た
。
師
の
提
言
は
、
浄
土
往
生
思
想
を
と
り
の
ぞ
い
て
も
親
鷺
の
宗
教
の
本
質
的
、
現

実
的
意
義
は
失
わ
れ
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
提
一
百
は
、
教
団
内
の
伝
統
的
立
場
に
衝
撃
を
与
え
、
強
い
拒
否
反
応
を

（

2
）
 

よ
ぴ
お
こ
し
た
。

野
々
村
に
つ
い
て
研
究
を
は
じ
め
た
当
初
は
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
比
す
る
人
物
と
し
て
理
解
し
て
い
た
め
、
ど
う
し
て
も
真
宗

や
真
宗
学
に
対
す
る
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
で
野
々
村
を
眺
め
て
い
た
。
質
問
を
受
け
た
神
学
者
と
の
共
同
研
究
会
で
野
々
村
を
紹
介
す

る
際
に
行
っ
た
発
表
も
、
そ
の
よ
う
な
趣
旨
に
も
と
づ
く
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
同
発
表
を
行
っ
た
後
、
野
々
村
関
係
の
資
料
を

集
め
、
彼
の
主
張
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
野
々
村
に
対
す
る
見
方
が
私
の
中
で
少
し
ず
つ
変
化
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

『
浄
土
教
批
判
」
に
は
、
真
宗
理
解
と
し
て
違
和
感
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
部
分
が
あ
る
。
し
か
し
、
他
の

た
し
か
に
野
々
村
の



野
々
村
の
著
作
や
彼
が
置
か
れ
た
状
況
と
あ
わ
せ
て
こ
れ
を
み
て
い
く
時
、
そ
こ
に
、
宗
教
学
を
志
し
た
野
々
村
の
、
浄
土
教
思
想
に

対
す
る
特
有
の
苦
悩
と
使
命
と
を
感
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
研
究
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
国
際
真
宗
学
会
や
大
谷
大
学
の
学
内
学
会
等
で
発
表
を
重
ね
て
き
た
。
し
か
し
今

回
、
特
に
野
々
村
に
縁
の
深
い
龍
谷
大
学
で
真
宗
連
合
学
会
が
開
催
さ
れ
る
に
当
た
り
、
多
く
の
批
判
と
指
導
を
仰
ぎ
た
い
と
考
え
、

新
た
な
視
点
か
ら
考
察
し
、
発
表
す
る
こ
と
と
し
た
。

本
論
文
は
、
「
浄
土
教
革
新
」
を
論
ず
る
野
々
村
の
意
図
を
明
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
『
浄
土
教
批
判
」
そ
の
も
の
の
内

容
で
は
な
く
、
「
批
判
」
の
背
景
を
た
ず
ね
る
こ
と
に
主
眼
を
置
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
強
い
拒
否
反
応
を
呼
び
起
こ
し

た
」
野
々
村
を
擁
護
す
る
こ
と
が
目
的
な
の
で
は
な
く
、
彼
が
提
起
し
た
問
題
が
、
現
代
に
お
い
て
真
宗
を
学
ぼ
う
と
す
る
我
わ
れ
に

も
、
共
通
の
課
題
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
当
時
の
宗
教
学
の
状
況
や
宗
教
学
者
と
し
て
の
野
々
村
の
立
場
に
注
目
し

な
が
ら
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

II 

『
浄
土
教
批
判
』
を
め
ぐ
る
問
題
の
整
理

課
題
を
共
有
す
る
た
め
、
野
々
村
の
『
浄
土
教
批
判
」
を
め
ぐ
る
問
題
つ
い
て
、
ま
ず
は
整
理
し
て
お
き
た
い
。

一
九
二
三
（
大
正

十
二
）
年
一
月
に
、
宗
教
新
聞
『
中
外
日
報
』
に
お
い
て
「
浄
土
教
革
新
論
」
と
題
す
る
論
文
の
連
載
が
は
じ
ま
っ
た
。
浄
土
教
思
想

を
根
幹
か
ら
揺
る
が
す
こ
の
主
張
に
、
真
宗
教
団
は
も
ち
ろ
ん
、
仏
教
界
全
体
が
大
き
な
衝
撃
に
包
ま
れ
た
。

そ
こ
で
の
彼
の
主
張
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

往
生
思
想
は
過
去
の
思
想
で
あ
っ
て
、

モ
ハ
ヤ
現
代
お
よ
び
将
来
に
容
れ
ら
る
べ
き
思
想
で
は
な
い
。

死
後
の
生
活
を
目
的
と

野
々
村
直
太
郎
と
「
浄
土
教
革
新
」
論

五
七



野
今
村
直
太
郎
と
「
浄
土
教
革
新
」
論

五
人

し
現
実
の
人
生
を
そ
の
方
便
と
す
る
こ
の
思
想
は
、
独
り
吾
が
国
の
封
建
時
代
に
得
意
の
順
境
を
見
出
し
た
る
の
み
な
ら
ず
、
欧

州
に
於
て
も
ま
た
あ
た
か
も
こ
れ
と
同
様
で
、
暗
黒
時
代
と
呼
ば
る
る
中
世
期
は
封
建
制
度
の
行
わ
れ
た
る
と
同
時
に
往
生
思
想

も
ま
た
最
も
高
調
せ
ら
れ
た
る
時
代
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
中
世
の
末
期
に
風
潮
漸
く
一
変
し
、
諸
国
の
君
主
が
何
れ
も
封
建
打

破
に
努
め
盛
ん
に
中
央
集
権
を
策
す
る
時
節
と
な
る
に
及
び
て
は
、
さ
し
も
幾
百
日
生
霜
に
亘
り
て
世
俗
の
心
裡
に
凝
結
せ
し
極
端

な
る
往
生
思
想
も
、
さ
な
が
ら
厳
冬
の
結
氷
が
漸
く
春
陽
に
逢
え
る
が
ご
と
く
に
消
却
し
て
こ
れ
と
入
れ
替
わ
る
新
思
想
は
、
従

（

4
）
 

前
と
は
全
く
反
対
に
、
現
世
を
目
的
と
し
人
生
を
本
意
と
す
る
近
世
思
想
、
即
ち
こ
こ
に
所
謂
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
っ
た
。

一
体
、
往
生
と
は
い
か
な
る
事
柄
を
指
し
て
い
う
の
で
あ
る
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
土
に
死
し
て
彼
士
に
生
ま
る
る
事
で
あ

る
だ
け
は
間
違
い
な
い
。
言
い
換
え
う
る
な
ら
ば
、
五
口
人
の
霊
魂
は
不
滅
に
し
て
さ
ら
に
死
後
の
生
活
あ
り
と
の
思
想
を
予
想
せ

ざ
る
を
得
ざ
る
は
分
明
で
あ
る
。
は
た
し
て
此
の
如
き
思
想
が
現
代
お
よ
び
将
来
を
し
て
首
肯
せ
し
む
る
だ
け
の
威
力
を
ば
有
す

（

5
）
 

る
で
あ
ろ
う
か
。

野
々
村
は
一
八
七

（
明
治
四
）
年
、
鳥
取
県
に
生
ま
れ
、
父
親
も
し
く
は
本
人
が
養
子
と
し
て
寺
院
に
入
っ
て
お
り
、
本
願
寺
派

の
僧
籍
を
有
し
て
い
た
。
第
一
高
等
学
校
か
ら
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
哲
学
科
に
進
み
、

一
八
九
七
（
同
三
十
）
年
に
卒
業
。
そ
の

後

一
九

O
六
（
同
三
十
九
）
年
か
ら
龍
谷
大
学
の
前
身
で
あ
る
仏
教
大
学
の
講
師
と
な
り
、
宗
教
学
を
講
じ
て
い
た
。

「
浄
土
教
革
新
論
」
は
、

二
十
一
回
に
わ
た
っ
て
紙
上
に
連
載
さ
れ
た
。
そ
の
野
々
村
の
主
張
に
対
し
、
大
正
十
二
年
二
月
に
本
願

寺
派
宗
会
で
緊
急
質
問
が
あ
り
、
以
降
、
『
中
外
』
紙
上
に
も
宗
派
や
宗
教
を
越
え
て
、
多
く
の
論
考
が
寄
せ
ら
れ
た
。
「
浄
土
教
草
新

論
」
は
同
年
の
五
月
に
、
「
浄
土
教
批
判
』
と
改
題
し
て
出
版
さ
れ
た
。
連
載
中
か
ら
、
賛
否
両
論
入
り
乱
れ
て
激
し
い
議
論
が
交
わ

さ
れ
た
が
、
こ
の
本
の
出
版
に
よ
っ
て
議
論
に
さ
ら
に
拍
車
が
掛
か
る
こ
と
と
な
る
。
論
争
は
、
野
々
村
の
専
円
で
あ
る
宗
教
学
そ
の

も
の
に
対
す
る
疑
問
や
、
仏
教
理
解
、
真
宗
理
解
に
関
す
る
問
題
点
の
指
摘
、
さ
ら
に
は
宗
門
大
学
に
お
け
る
学
問
の
自
由
に
関
す
る



議
論
ま
で
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
っ
た
。
結
果
と
し
て
野
々
村
は
、
同
年
八
月
、
僧
籍
を
離
れ
る
こ
と
に
な
り
、
十
二
月
に
は
依
願
退

職
と
い
う
形
で
龍
谷
大
学
を
去
る
。
論
文
が
「
中
外
』
に
掲
載
さ
れ
て
か
ら
わ
ず
か
一
年
に
も
満
た
な
い
聞
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。

田
野
々
村
の
立
場
｜
｜
宗
教
学
者
野
々
村
と
そ
の
背
景
｜
｜

冒
頭
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
発
表
の
目
的
は
、
野
々
村
が
「
浄
土
教
批
判
』
に
お
い
て
何
を
語
っ
た
の
か
、
そ
の
内
容
や
主
張

の
是
非
を
確
か
め
る
こ
と
で
は
な
い
。
彼
が
な
ぜ
そ
れ
を
語
っ
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
真
宗
に
関
し
て
語
っ
た

内
容
よ
り
も
、
ど
の
よ
う
な
立
場
で
真
宗
に
対
面
し
よ
う
と
し
た
の
か
を
検
討
す
る
方
が
、
真
宗
を
学
ぼ
う
と
す
る
今
日
の
我
わ
れ
一

人
ひ
と
り
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

大
江
修
は
、
野
々
村
の
置
か
れ
た
状
況
に
つ
い
て
端
的
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

浄
土
教
批
判
は
、
：
：
：
中
略
：
：
：
近
代
に
生
き
、
近
代
思
潮
の
中
に
身
を
置
く
一
近
代
人
の
野
村
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
『
浄
土
教
批
判
」
は
、
野
々
村
が
近
代
と
い
う
時
代
の
中
で
、
浄
土
教
に
抱
い
た
危
機
意
識
の
表
面
（
マ
マ
）

（

6
）
 

で
あ
る
と
い
え
る
。

客
観
の
弥
陀
を
信
じ
得
な
い
時
代
、
い
い
か
え
れ
ば
、
客
観
の
弥
陀
の
存
在
を
認
め
な
い
こ
と
が
真
実
で
あ
る
時
代
に
お
い
て
、

（

7
）
 

野
々
村
の
主
張
は
、
時
代
の
声
を
代
弁
し
て
い
る
。

ま
た
二
葉
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

師
の
提
起
し
た
問
題
は
、
真
宗
の
根
幹
に
か
か
わ
る
近
代
の
問
い
で
あ
る
か
ら
追
放
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
間
い
に
答
え
、
真
宗

信
仰
の
本
質
と
歴
史
的
現
実
と
の
か
か
わ
り
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
な
教
学
は
未
確
立
で
あ
り
、
低
迷
の
域
を
出
な
い
よ
う
に
み

野
キ
村
直
太
郎
と
「
浄
土
教
革
新
」
論

五
九



野
々
村
直
太
郎
と
「
浄
土
教
革
新
」
論

（

8
）
 

え
る
。

ノ、。

こ
れ
ら
は
、
野
々
村
が
「
浄
土
教
革
新
」
に
関
し
て
提
起
し
た
諸
問
題
が
、
「
近
代
」
も
し
く
は
「
近
代
思
潮
」
を
経
験
す
る
も
の

が
必
然
的
に
抱
え
る
問
い
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
野
々
村
は
、

一
近
代
人
と
し
て
、
伝
統
さ
れ
て
き
た
信
仰
を
そ
の
ま
ま
受
け
継

ぐ
の
で
は
な
く
、
「
自
己
」
の
上
に
信
心
が
確
立
す
る
か
否
か
の
問
題
と
し
て
「
真
宗
」
と
対
面
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意

味
で
、
野
々
村
が
提
起
す
る
問
題
は
、
個
に
お
け
る
信
仰
の
確
立
を
課
題
と
す
る
現
在
の
我
わ
れ
一
人
ひ
と
り
に
と
っ
て
も
、
同
じ
く

追
放
不
可
能
な
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

「
近
代
思
潮
の
な
か
に
身
を
置
く
一
近
代
人
」
野
々
村
で
あ
る
が
、
彼
の
研
究
者
と
し
て
の
特
徴
は
、
自
ら
の
学
問
的
立
場
を
「
宗

教
科
学
」
と
強
調
的
に
述
べ
る
こ
と
に
表
れ
て
い
る
。
彼
の
主
著
と
も
言
え
る
『
宗
教
学
要
論
』
で
は
、
自
ら
の
研
究
の
立
場
を
「
宗

教
科
学
」
に
置
く
理
由
を
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。
野
々
村
の
「
浄
土
教
革
新
」
に
関
す
る
論
考
も
、
こ
の
宗
教
科
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の

（

9
）
 

影
響
が
色
濃
く
み
ら
れ
、
当
時
の
野
々
村
批
判
の
焦
点
の
一
っ
と
も
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
の
宗
教
科
学
的
態
度
か
ら
の
ア
プ

ロ
l
チ
は
、
当
時
の
宗
教
学
者
に
は
あ
る
程
度
共
通
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
こ
に
は
、
最
初
期
の
白
本
宗
教
学
者
が
置
か
れ
た
特

別
な
意
味
や
使
命
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

日
本
に
お
け
る
宗
教
学
の
繋
明
期
に
あ
っ
た
。
日
本
宗
教
学
の
創
始
者
と
い
わ
れ
る
姉

崎
正
治
（
一
八
七
三
｜
一
九
四
九
）
は
、
野
々
村
に
一
年
遅
れ
て
、
同
じ
東
京
帝
国
大
学
哲
学
科
を
卒
業
し
て
い
る
。
お
互
い
の
論
考

に
交
流
を
一
不
す
記
録
は
見
つ
か
ら
な
い
が
、
姉
崎
も
仏
光
寺
派
に
強
い
縁
を
持
ち
「
真
宗
信
者
と
し
て
の
敬
慶
な
家
庭
」
に
育
っ
た
こ

野
々
村
が
宗
教
学
を
講
じ
て
い
た
当
時
は
、

と
を
考
え
れ
ば
、
同
時
期
に
哲
学
を
学
び
、
宗
教
学
を
め
ぐ
っ
て
の
交
流
を
持
っ
た
と
考
え
る
の
は
自
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

一九

O
O
（
明
治
三
十
三
）
年
、
東
京
帝
国
大
学
は
、
姉
崎
に
は
じ
め
て
「
宗
教
学
」
と
し
て
の
ポ
ス
ト
を
与
え
た
。
な
ぜ
、
ど
の

よ
う
な
狙
い
を
も
っ
て
、
「
帝
国
大
学
」
に
、
宗
教
研
究
の
ポ
ス
ト
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
深
津
英
隆
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。



文
化
批
判
を
も
っ
て
対
決
す
べ
き
近
代
が
な
お
構
築
の
途
上
に
あ
り
、
し
か
も
そ
こ
で
の
宗
教
の
役
割
は
未
決
定
で
あ
り
、
宗
教

は
終
始
論
争
的
主
題
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
宗
教
を
「
学
問
的
」
「
中
立
的
」
に
研
究
す
る
大
学
ポ
ス
ト
の
設
置
が
、

あ
る
程
度
国
家
的
に
も
社
会
的
に
も
望
ま
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

姉
崎
が
確
立
し
よ
う
と
し
た
日
本
宗
教
学
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
現
象
を
客
観
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
、

い
わ
ゆ
る
「
説
明
学
」
的

宗
教
学
で
あ
ろ
う
と
し
た
。
当
時
の
宗
教
学
の
説
明
学
と
し
て
の
態
度
は
、
各
教
団
に
お
け
る
教
学
研
究
は
も
ち
ろ
ん
、
規
範
的
科
学

で
あ
る
倫
理
学
や
哲
学
な
ど
と
も
距
離
を
置
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
対
象
と
な
る
宗
教
の
真
偽
決
判
に
は
一
切
関
わ
り
を
も
た
な

い
も
の
で
あ
ろ
う
と
し
た
。
狙
い
通
り
の
客
観
性
を
保
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
と
も
か
く
そ
の
よ
う
な
志
願
は
、
明
治
以

来
の
宗
教
を
め
ぐ
っ
て
の
混
乱
に
、
あ
る
程
度
の
整
理
を
付
け
る
音
山
図
が
あ
っ
て
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

説
明
学
的
宗
教
学
は
、
政
治
に
宗
教
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
為
政
者
や
、
そ
の
よ
う
な
混
乱
し
た
状
況
に
あ
っ
て
自
己
の
宗
教
の
正

当
性
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
教
学
者
か
ら
は
距
離
を
お
い
て
、
「
宗
教
」
を
で
き
る
だ
け
客
観
的
に
明
か
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
非
自
明
化
を
受
け
、
キ
リ
ス
ト
教
を
あ
る
意
味
弁
証
す
る
こ

と
を
そ
の
目
的
と
し
て
生
ま
れ
た
の
に
対
し
、
十
九
世
紀
終
盤
か
ら
二
十
世
紀
初
め
に
か
け
て
胎
動
す
る
近
代
日
本
の
宗
教
学
は
、
特

（口）

に
意
図
的
に
教
会
や
教
団
か
ら
の
統
制
を
離
れ
た
、
自
由
討
究
を
も
と
と
し
て
出
発
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
宗
教
と
は
こ
う
あ
る

っ
た
。
欧
米
の
宗
教
学
が
、

べ
き
で
あ
る
と
い
う
、

い
わ
ゆ
る
「
規
範
学
」
的
態
度
か
ら
の
独
立
を
強
く
意
識
し
た
形
で
は
じ
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
一
一
一
（
大
正
元
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
哲
学
大
辞
書
』
で
は
「
宗
教
学
」
を
、
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

斯
学
を
二
一
百
に
て
定
義
す
れ
ば
、
宗
教
的
事
実
の
科
学
的
研
究
な
り
と
謂
ふ
を
得
可
し
。

中
略
：
：
：
宗
教
等
（
「
学
」
）
は

ス
コ
ラ
学
派
の
為
せ
る
が
如
き
、
宗
教
保
護
の
為
の
研
究
に
も
あ
ら
ず
、
亦
一
宗
教
を
創
始
す
る
を
以
て
目
的
と
す
る
も
の
に
も

あ
ら
ず
、
唯
だ
社
会
上
の
一
現
象
と
し
て
、
宗
教
を
考
察
し
、

一
々
の
事
実
に
適
当
な
る
説
明
を
与
ふ
る
を
以
て
満
足
す
。
故
に

宗
教
学
が
心
的
科
学
た
る
は
勿
論
な
れ
ど
も
、
倫
理
学
の
如
く
、
規
範
科
学
に
あ
ら
ず
し
て
、
説
明
科
学
な
り
。
宗
教
学
は
決
し

野
々
村
直
太
郎
と
「
浄
土
教
革
新
」
論

ム
ノ、



野
々
村
直
太
郎
と
「
浄
土
教
革
新
」
論

ム
ノ、

て
宗
教
の
真
偽
を
決
判
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
斯
の
如
き
は
、
宗
教
哲
学
の
任
と
す
る
所
に
し
て
、
科
学
た
る
宗
教
学
の
範
囲
を

（日）

脱
し
た
る
も
の
な
れ
ば
な
り
。

野
々
村
の
科
学
的
宗
教
研
究
へ
の
決
心
も
、
明
治
以
来
の
日
本
の
宗
教
を
取
り
巻
く
複
雑
な
状
況
に
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
最
初
期
の
国
家
に
よ
る
神
道
国
教
化
の
試
み
と
の
戦
い
や
、
キ
リ
ス
ト
教
を
は
じ
め
と
す
る
諸
宗
教
と
の
戦
い
、

そ
れ
に
加
え
て
近
代
的
西
洋
思
想
と
の
戦
い
な
ど
、
既
成
仏
教
に
と
っ
て
、
日
本
に
お
け
る
宗
教
問
題
は
、
多
岐
に
わ
た
っ
た
。
そ
の

よ
う
な
状
況
の
中
、
宗
門
の
教
学
者
が
、
自
己
の
宗
教
の
正
当
性
を
主
張
す
る
た
め
に
教
学
に
力
を
注
ぐ
の
も
、
当
然
の
こ
と
と
言
え

ょ
う
。
野
々
村
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
僧
籍
を
持
ち
つ
つ
、
東
京
帝
国
大
学
で
哲
学
や
心
理
学
な
ど
に
触
れ
、
な
お
か
つ
草

創
期
の
宗
教
学
研
究
者
と
の
交
流
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

い
わ
ゆ
る
教
学
者
と
は
異
な
る
立
場
か
ら
の
宗
教
解
明
の
必
要
性

を
痛
感
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
南
欧
的
近
代
思
潮
が
広
ま
っ
て
ゆ
く
中
で
、
そ
れ
に
絶
え
う
る
も
の
と
し
て
の
宗
教
の
意
味
を
、

「
科
学
的
」
と
の
表
現
に
よ
っ
て
確
か
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

町
野
々
村
の

「
宗
教
学
」

野
々
村
が
「
科
学
」
を
主
張
す
る
背
景
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
野
々
村
の
宗
教
に

関
す
る
論
考
を
み
れ
ば
、
説
明
学
的
宗
教
科
学
と
い
う
定
義
に
反
し
て
、
極
め
て
規
範
的
学
問
態
度
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。

つ

ま
り
、
「
宗
教
と
は
こ
う
あ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
意
識
が
、
常
に
彼
自
身
の
研
究
を
支
え
て
い
た
と
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

結
論
を
先
取
り
し
て
一
一
百
う
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
思
い
が
、
実
は
「
浄
土
教
は
か
く
あ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
「
浄
土
教
革
新
」

を
展
開
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
も
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

宗
教
科
学
を
標
拐
す
る
野
々
村
で
は
あ
る
が
、
そ
の
際
野
々
村
が
「
宗
教
」
と
呼
ぶ
も
の
は
、

は
じ
め
か
ら
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た



も
の
を
指
し
て
い
た
。
野
々
村
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

宗
教
学
は
か
く
て
宗
教
に
対
す
る
科
学
的
認
識
な
る
が
故
に
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
が
そ
の
対
象
た
る
べ
き
は
勿
論
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

主
要
対
象
と
し
て
如
何
な
る
宗
教
を
取
る
べ
き
か
と
い
ふ
こ
と
に
就
て
は
是
非
と
も
こ
こ
に
つ
一
一
目
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の

問
題
に
就
い
て
私
の
徹
底
的
に
、
王
張
す
る
と
こ
ろ
は
、
宗
教
学
の
主
要
対
象
は
必
ず
最
も
発
達
し
た
る
宗
教
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ

と
い
ふ
に
在
る
。

：
：
中
略
：
：
：
発
達
せ
る
宗
教
と
は
宗
教
の
面
目
が
発
揮
せ
ら
れ
て
鮮
明
と
な
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で

あ
っ
て
、
宗
教
の
面
白
が
不
鮮
明
と
な
る
こ
と
を
宗
教
の
発
達
と
は
云
わ
ぬ
の
で
あ
る
。
発
達
せ
る
宗
教
が
複
雑
で
あ
る
と
い
ふ

こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
複
雑
は
之
れ
を
混
雑
と
履
き
ち
が
へ
て
は
な
ら
ぬ
。
複
雑
な
れ
ば
こ
そ
そ
の
聞
に
統
一
が
見
出
さ
る
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
科
学
的
研
究
の
甲
斐
が
あ
る
で
は
な
い
か
。

と
の
こ
つ
で
あ
る
。

中
略
：
：
：
そ
れ
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
仏
教
と
基
督
教

一
九
三
九
（
昭
和
十
四
）
年
に
立
命
館
大
学
か
ら
出
版
さ
れ
た
野
々
村
晩
年
の
著
作
で
あ
る
。

こ
こ
に
宗
教
学
者
野
々
村
に
一
貫
し
た
宗
教
研
究
の
基
本
姿
勢
が
一
不
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
『
浄
土
教
批
判
』
を
発
行

し
た
前
年
、
一
九
一
一
一
一
（
大
正
十
一
）
年
に
発
表
さ
れ
た
主
著
「
宗
教
学
要
論
』
で
も
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
野
々
村
は
、
宗
教
学
は

「
成
る
べ
く
発
達
せ
る
宗
教
を
以
て
研
究
の
主
要
対
象
と
す
べ
き
こ
と
」
と
述
べ
、
そ
の
研
究
対
象
を
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
に
絞
っ
て

こ
こ
に
引
く
『
宗
教
学
入
門
」
は
、

い
る
。こ

の
よ
う
な
野
々
村
の
姿
勢
は
、
先
に
引
く
「
哲
学
大
辞
書
」
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
宗
教
研
究
の
定
義
と
著
し
く
異
な
っ
た
も
の

で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

凡
そ
二
疋
の
形
式
を
具
備
し
社
会
の
一
現
象
と
し
て
存
続
せ
る
以
上
は
何
等
か
の
意
味
の
其
中
に
含
蓄
せ
ら
る
る
こ
と
は
何
人
も

承
認
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
例
令
其
が
背
理
な
る
に
も
せ
よ
、
ま
た
迷
妄
な
る
に
も
せ
よ
、
斯
る
現
象
を
生
ぜ
し
む
る
根
底
あ
り
て

存
続
す
、
さ
れ
ば
宗
教
を
研
究
せ
ん
と
す
る
も
の
先
づ
第
一
に
十
分
な
る
同
情
を
以
て
信
者
の
心
的
態
度
を
深
く
観
察
し
、
そ
の

野
々
村
直
太
郎
と
「
浄
土
教
革
新
」
論

ム
ノ、



野
々
村
直
太
郎
と
「
浄
士
教
革
新
」
論

同

上
に
考
慮
を
固
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
若
し
そ
を
単
に
背
理
迷
妄
と
し
て
排
斥
す
る
が
如
き
人
に
於
て
は
既
に
斯
学
研
究
に
入
る
べ

き
資
格
な
き
も
の
な
り
。

こ
の
項
目
の
著
者
は
、
姉
崎
と
と
も
に
草
創
期
の
日
本
宗
教
学
を
担
っ
た
加
藤
玄
智
（
一
八
七
三
｜
一
九
六
五
）

で
あ
る
。
加
藤
は

『
宗
教
新
論
』
で
、
こ
の
よ
う
な
態
度
に
基
づ
く
宗
教
論
を
実
際
に
展
開
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
原
始
的
宗
教
現
象
を
も

研
究
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
、
宗
教
を
論
ず
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

今
日
既
に
高
等
な
る
発
達
程
度
に
在
る
、
諸
宗
教
を
取
り
て
考
察
す
る
に
先
ち
、
予
め
今
日
所
謂
高
等
な
る
発
達
の
程
度
に
あ
る
、

諸
宗
教
は
何
か
に
し
て
斯
か
る
発
達
進
化
を
為
す
に
至
り
し
か
、
換
言
す
れ
ば
宗
教
の
極
め
て
幼
稚
な
る
、
単
簡
の
人
類
思
想
中

よ
り
漸
漸
複
雑
高
等
な
る
人
類
の
思
想
に
迄
発
達
開
展
す
る
進
化
の
歴
程
に
照
ら
し
て
、
之
れ
を
攻
究
研
錯
し
、
何
か
に
し
て
野

蛮
未
聞
の
人
類
中
に
行
は
れ
し
宗
教
よ
り
、
漸
次
現
今
文
明
の
諸
宗
教
を
佐
胎
し
来
り
し
か
を
考
察
閏
明
し
て
、
以
て
現
今
諸
宗

教
の
起
源
を
明
か
に
し
、
之
れ
に
由
り
て
人
丈
発
達
の
現
時
に
於
け
る
宗
教
な
る
も
の
の
真
意
義
を
領
解
せ
ん
と
期
す
る
も
の
な

h
Hソ

宗
教
学
者
が
科
学
的
説
明
学
で
あ
ろ
う
と
す
る
と
き
、
加
藤
の
よ
う
に
、
一
つ
の
宗
教
現
象
に
み
ら
れ
る
態
度
が
い
か
に
迷
妄
的
で

あ
ろ
う
と
も
、
「
宗
教
」
な
る
研
究
対
象
と
し
て
考
察
し
、
宗
教
と
は
何
で
あ
る
か
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し

野
々
村
は
こ
れ
と
は
異
な
り
、
「
迷
妄
」
の
類
を
、
研
究
対
象
と
し
て
排
除
し
、
さ
ら
に
は
「
宗
教
」
そ
の
も
の
か
ら
排
除
し
よ
う
と

そ
の
意
味
で
野
々
村

す
る
。
こ
れ
は
本
来
、
科
学
的
宗
教
理
解
の
態
度
を
逸
脱
し
た
、
実
に
恋
意
的
研
究
態
度
を
一
不
す
も
の
で
あ
り
、

の
宗
教
科
学
は
、
説
明
学
と
の
主
張
に
反
し
て
き
わ
め
て
規
範
的
宗
教
学
で
あ
っ
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

な
ぜ
野
々
村
が
、
最
も
発
達
し
た
も
の
の
み
を
宗
教
研
究
の
対
象
と
し
よ
う
と
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
最
も
発
達
し
た
宗
教
と
は
、

歴
史
を
通
し
て
人
間
理
性
の
洗
礼
を
受
け
続
け
て
き
た
宗
教
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
近
代
の
「
科
学
的
研
究
」
に
も
十
分
耐
え
う
る
も

の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
野
々
村
の
宗
教
研
究
の
対
象
は
、
当
時
の
宗
教
進
化
説
に
も
と
づ
き
、
た
だ
キ
リ
ス
ト
教
と



仏
教
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
野
々
村
は
、
こ
れ
以
外
の
も
の
を
基
本
的
に
は
宗
教
と
し
て
認
め
よ
う
と
し
な
い
態
度
を

取
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
研
究
は
、
彼
が
意
図
し
て
か
せ
ざ
る
か
は
別
と
し
て
、

お
の
ず
と
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
性
も
し

く
は
正
当
性
を
、
科
学
的
に
あ
き
ら
か
に
し
て
い
く
と
い
う
作
業
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

V 

宗
教
の
本
質

そ
れ
で
は
野
々
村
は
、

い
っ
た
い
何
を
も
っ
て
宗
教
の
規
範
で
あ
る
と
し
た
の
か
。
野
々
村
は
次
の
よ
う
な
言
葉
で
、
宗
教
の
本
質

を
定
義
す
る
。

－
宗
教
は
他
律
的
自
我
の
破
壊
を
実
現
す
べ
き
方
法
の
規
範
な
り

．
宗
教
は
自
律
的
自
我
の
建
設
を
実
現
す
べ
き
方
法
の
規
範
な
り

前
者
を
宗
教
に
対
す
る
消
極
的
定
義
と
言
い
、
後
者
を
積
極
的
定
義
で
あ
る
と
す
る
。
野
々
村
が
「
宗
教
科
学
」
と
言
、
っ
と
き
の
「
科

学
」
と
は
、
実
は
「
心
理
学
」
を
指
す
場
合
が
多
い
が
、
こ
の
宗
教
の
定
義
も
、
心
理
学
的
視
点
を
通
し
た
宗
教
理
解
で
あ
っ
た
と
言

え
る
。ま

ず
野
々
村
は
、
人
聞
が
生
き
る
と
い
う
事
実
を
、
「
境
遇
へ
の
順
応
」
で
あ
る
と
お
さ
え
る
。
そ
し
て
こ
の
順
応
過
程
に
つ
い
て
、

三
段
階
で
説
明
し
、
そ
こ
か
ら
宗
教
の
本
質
を
明
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
ま
ず
、
人
間
に
境
遇
へ
の
順
応
を
可
能
な
ら
し
め
る
第
一
要

因
と
し
て
、
野
々
村
は
「
欲
望
」
に
つ
い
て
考
え
る
。
人
間
に
は
、
順
境
に
は
安
住
し
、
逆
境
に
は
逃
れ
よ
う
と
す
る
「
欲
望
」
が
は

た
ら
く
。
こ
れ
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
境
遇
へ
の
順
応
が
可
能
と
な
り
、
人
間
は
自
ら
の
生
存
活
動
を
展
開
し
て
き
た
。
そ
れ
が
順
応

の
第
一
段
階
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
「
欲
望
」
は
、
当
然
、
常
に
単
純
か
つ
順
風
満
帆
と
は
い
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
人
間

野
々
村
直
太
郎
と
「
浄
土
教
革
新
」
論

六
五



野
々
村
直
太
郎
と
「
浄
土
教
革
新
」
論

」ハムハ

の
順
応
に
関
す
る
第
二
段
階
が
は
じ
ま
る
と
す
る
。

自
己
の
単
純
な
欲
望
は
、
時
に
は
複
数
の
欲
望
の
間
で
衝
突
し
、
選
択
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
野
々
村
は
、
そ
の
時
人
間
に
は
、

「
分
別
」
が
は
た
ら
く
と
す
る
。
ど
の
欲
望
を
優
先
し
、
ど
の
欲
望
を
控
え
る
か
、
人
間
は
常
に
意
志
に
基
づ
く
分
別
を
は
た
ら
か
せ

な
が
ら
、
境
遇
に
順
応
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
二
段
階
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
野
々
村
は
、
人
生
を
、
欲
望
と
分
別
に
よ
る
境
遇
へ
の
順
応
過
程
と
見
る
が
、
し
か
し
、
そ
こ
で
さ
ら
に
問
題
が
起
こ

る
と
一
言
う
。
そ
れ
は
、
分
別
に
よ
る
順
応
が
、
必
ず
行
き
詰
ま
り
を
経
験
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
が
最
終

段
階
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
宗
教
問
題
の
核
心
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
人
聞
の
自
我
分
別
は
、
あ
ら
ゆ
る
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
、
か
な

ら
ず
し
も
期
待
す
る
通
り
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
時
に
は
行
き
詰
ま
り
を
経
験
す
る
。
こ
の
場
合
の
「
他
者
」
と
は
、
自
己

に
と
っ
て
は
不
如
意
な
出
来
事
す
べ
て
を
指
す
。
そ
の
と
き
、
分
別
す
る
我
は
、
必
然
的
に
苦
悩
す
る
我
へ
と
転
換
す
る
こ
と
に
な
る
。

野
々
村
は
そ
の
よ
う
な
「
我
」
を
、
「
他
律
的
自
我
」
と
言
う
。
あ
ら
ゆ
る
他
者
に
縛
ら
れ
る
自
我
存
在
で
あ
る
。
分
別
我
は
、
常
に

自
己
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
範
囲
外
に
あ
る
問
題
に
衝
突
し
、
そ
こ
に
お
い
て
分
別
が
通
ら
な
い
と
い
う
苦
悩
を
経
験
す
る
。
野
々
村
は

こ
こ
に
宗
教
の
問
題
の
核
心
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

人
間
は
苦
悩
せ
ざ
る
を
得
な
い
存
在
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
お
よ
そ
宗
教
を
必
要
と
し
な
い
人
聞
は
存
在
し
な
い
。
野
々

村
は
、
苦
悩
を
経
験
せ
ざ
る
を
得
な
い
人
間
は
、
し
た
が
っ
て
同
時
に
す
べ
て
本
来
的
に
宗
教
的
存
在
で
も
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

い
よ
い
よ
宗
教
の
任
務
に
立
ち
入
る
の
で
あ
る
が
、
ま
づ
差
し
当
っ
て
の
重
大
問
題
は
、
意
志
が
不
可
抗
的
事
情
の
為
に
順
応
の

行
く
手
を
遮
ら
れ
全
く
分
別
の
途
を
失
っ
た
場
合
に
、
人
生
は
も
は
や
破
産
に
了
は
る
の
外
は
な
い
で
あ
ら
う
か
、
一
一
一
日
い
換
ふ
れ

ば
、
こ
の
場
合
に
於
て
は
も
は
や
活
路
は
通
ぜ
ぬ
で
あ
ら
う
か
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

中
略
・
・
・
・
・
・
科
学
的
に
み
れ
ば
そ

の
原
理
は
只
一
つ
で
あ
る
。
例
を
仏
教
に
借
り
る
な
ら
ば
、
仏
教
は
も
っ
と
も
平
明
な
る
言
葉
を
用
い
て
「
住
す
る
こ
と
勿
れ
」

と
教
へ
る
。
即
ち
こ
の
場
合
で
い
ふ
な
ら
ば
、
分
別
の
行
詰
り
よ
り
人
生
を
救
ふ
べ
き
活
路
は
た
だ
分
別
に
住
せ
ざ
る
に
在
り
と



（
刊
日
）

五
ふ
の
で
あ
る
。

野
々
村
が
宗
教
を
定
義
し
て
「
他
律
的
自
我
の
破
壊
」
と
二
一
日
う
と
き
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
他
者
に
よ
っ
て
苦
悩
を
招
か
、
ざ
る
を
得
な

い
自
我
分
別
の
破
壊
を
意
味
す
る
。
境
遇
へ
の
順
応
手
段
の
最
終
に
し
て
最
高
の
段
階
は
、
こ
の
自
我
分
別
を
、
自
己
の
人
生
の
絶
対

的
拠
り
処
と
し
な
い
と
い
う
生
き
方
で
あ
る
。
「
住
す
る
こ
と
勿
れ
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
自
我
分
別
を
立
脚
地
と
す
る
生
き
方
の
拒

絶
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
積
極
的
側
面
と
し
て
語
ら
れ
る
「
自
律
的
自
我
の
建
設
」
と
は
、

そ
の
よ
う
な
分
別
を
超
え
た
真
の
人
生

の
主
体
、
宗
教
的
主
体
の
確
立
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
宗
教
の
積
極
的
側
面
を
語
ろ
う
と
し
た
言
葉
な
の
で
あ
る
。

分
別
を
当
体
と
せ
ざ
る
意
味
に
於
て
、
八
刀
別
我
に
対
し
無
分
別
我
と
称
す
る
も
妥
当
で
あ
ら
う
。
仏
教
に
於
て
無
我
ま
た
は
大
我

と
い
ふ
言
葉
が
用
い
ら
れ
で
あ
る
が
、
無
我
と
は
他
律
我
の
破
壊
せ
ら
れ
た
る
と
こ
ろ
に
名
づ
け
、
大
我
と
は
自
律
我
に
名
づ
け

た
も
の
と
解
す
れ
ば
可
い
の
で
あ
る
。

野
々
村
に
と
っ
て
宗
教
と
は
こ
の
よ
う
な
本
質
を
保
持
す
る
も
の
の
み
を
指
し
、
そ
れ
以
外
は
宗
教
と
は
呼
ば
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
以
上
野
々
村
の
宗
教
諭
を
追
う
こ
と
は
控
え
る
が
、
当
然
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
宗
教
現
象
全
般
を
説
明
し
、
宗
教
な
る
も
の

の
意
味
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
宗
教
学
か
ら
は
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
野
々
村
は
、
宗
教
学
者
と
し
て
の
自
己
自
身
の
こ

の
よ
う
な
問
題
点
を
、
十
分
に
認
識
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
野
々
村
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
自
分
の
宗
教
諭
か
ら
す
る

（

初

）

な
ら
ば
、
「
比
較
的
に
幼
稚
な
る
宗
教
は
、
殆
ど
其
地
位
を
見
出
す
に
就
て
苦
む
で
あ
ら
う
」
か
ら
で
あ
る
。

VI 

「
浄
土
教
革
新
」
論

野
々
村
が
「
浄
土
教
」
を
見
つ
め
る
視
点
も
、
実
は
こ
の
よ
う
な
宗
教
理
解
を
基
点
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
野
々
村
に
と
っ
て
浄

土
教
思
想
も
し
く
は
真
宗
は
、
一
仏
教
思
想
と
し
て
、
確
か
に
宗
教
進
化
過
程
の
最
高
段
階
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
十
分
に
科
学
的
検

野
キ
村
直
太
郎
と
「
浄
土
教
革
新
」
論

六
七



野
々
村
直
太
郎
と
「
浄
土
教
革
新
」
論

一、t
、、

」ノ

t
ノ

証
に
耐
え
う
る
も
の
と
し
で
あ
っ
た
。
し
か
し
検
討
す
べ
き
問
題
は
、
宗
教
的
本
質
と
は
異
な
る
部
分
が
進
化
の
過
程
に
お
い
て
「
方

便
」
と
し
て
付
加
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
特
に
問
題
で
あ
る
の
は
、
そ
の
付
加
さ
れ
た
「
方
便
」
と
し
て
の
事
柄
が
、
信
仰
の
現
場
で

は
、
あ
た
か
も
真
宗
の
宗
教
的
本
質
で
あ
る
か
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
、
信
奉
さ
れ
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
真
宗
は
、
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
宗
教
と
し
て
の
本
来
的
性
質
を
見
失
っ
た
も
の
と
し
て
、
野
々
村
に
は
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
「
阿
弥
陀
仏
」

ゃ
「
浄
土
」
に
関
す
る
問
題
で
あ
っ
た
。

野
々
村
の
「
浄
土
教
革
新
」
論
は
、
浄
土
や
阿
弥
陀
仏
の
存
在
を
、
非
科
学
的
存
在
と
し
て
否
定
し
て
い
く
方
向
性
に
あ
る
か
の
よ

う
に
理
解
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
『
浄
土
教
批
判
」
の
次
の
よ
う
な
表
現
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

一
面
に
於
て
は
、
宗
教
と
し
て
の
浄
土
教
を
宣
揚
し
他
の
一
面
に
於
て
は
、
迷
信
と
し
て
の
浄
土
教
を
打
破
す
る
こ
と
程
、
浄
土

教
の
今
日
に
と
り
て
急
要
と
す
べ
き
も
の
は
無
い
。
本
論
起
草
の
動
機
と
い
う
も
全
く
こ
の
外
に
無
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
野
々
村
は
、
「
宗
教
と
し
て
の
浄
土
教
を
宣
揚
し
、
迷
信
と
し
て
の
浄
土
教
を
打
破
す
る
」
と
し
、
こ
れ
が
自
身
の
「
浄
土
教

革
新
」
の
目
的
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
序
言
を
も
っ
て
は
じ
ま
る
『
浄
土
教
批
判
』
は
、
し
た
が
っ
て
前
半
が
「
破
壊
論
」
と

名
づ
け
ら
れ
後
半
を
「
建
設
論
」
と
い
う
。
し
か
し
、
注
意
し
た
い
の
は
、
野
々
村
が
「
破
壊
」
を
目
指
し
た
の
は
、
彼
の
言
う
「
迷

信
と
し
て
の
浄
土
教
」
で
あ
っ
て
、
「
浄
土
教
」
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
彼
が
破
壊
し
よ
う

と
し
た
の
は
、
「
迷
信
」
と
し
て
信
仰
の
対
象
と
さ
れ
る
「
浄
土
」
や
「
阿
弥
陀
仏
」
で
あ
っ
て
、
「
浄
土
」
や
「
阿
弥
陀
仏
」
そ
の
も

の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
特
に
「
阿
弥
陀
仏
」
に
つ
い
て
は
、
真
の
宗
教
的
本
尊
と
し
て
の
意
味
を
、
再
確
認
し
よ
う
と

さ
え
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

野
々
村
が
「
浄
土
教
革
新
」
論
を
展
開
す
る
前
年
に
出
版
さ
れ
た
『
宗
教
学
要
論
』
で
は
、
批
判
さ
れ
破
壊
さ
れ
る
べ
き
浄
土
教
徒

の
本
尊
観
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

宗
教
的
要
求
に
応
じ
て
発
達
せ
る
神
話
の
主
人
公
た
る
阿
弥
陀
如
来
の
信
仰
其
者
は
、
如
何
な
る
場
合
に
於
い
て
も
必
ず
そ
れ
が



真
の
宗
教
的
信
仰
で
あ
る
と
云
へ
ょ
う
か
。
言
葉
を
換
へ
て
之
を
云
は
ば
、
阿
弥
陀
如
来
は
知
何
な
る
意
味
に
於
け
る
信
仰
の
対

象
と
し
て
で
あ
ら
う
と
も
、
必
ず
そ
れ
が
宗
教
的
本
尊
た
る
の
資
格
を
具
す
べ
し
と
云
へ
ょ
う
か
。
難
者
の
自
省
す
べ
き
点
は
実

に
愛
に
在
る
。
既
に
眼
科
医
と
し
て
の
薬
師
如
来
や
産
科
医
と
し
て
の
地
蔵
菩
薩
ゃ
に
室
も
宗
教
的
対
象
た
る
の
資
格
の
無
い
と

云
ふ
こ
と
を
心
得
た
る
上
か
ら
は
、
阿
弥
陀
如
来
と
難
も
、
之
を
対
象
と
す
る
信
仰
其
者
の
次
第
に
よ
り
て
は
、
矢
張
り
薬
師
地

蔵
と
同
様
に
、
断
じ
て
宗
教
的
本
尊
た
る
の
資
格
の
無
い
と
云
ふ
こ
と
を
確
認
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
：
：
：
中
略
：
：
：
そ
れ
よ
り
も
寧

ろ
浄
土
教
徒
と
し
て
彼
等
の
痛
切
に
反
省
す
べ
き
は
、
彼
等
こ
そ
偶
々
そ
の
信
念
の
薄
弱
な
る
が
為
に
、
自
ら
そ
れ
と
も
知
ら
ず

し
て
宗
教
的
に
は
全
く
見
当
違
ひ
な
る
方
面
に
阿
弥
陀
如
来
を
仰
ぎ
、
従
っ
て
阿
弥
陀
如
来
は
全
く
宗
教
的
対
象
た
る
の
資
格
を

奪
は
れ
て
、
彼
等
の
最
も
不
快
と
す
る
世
間
的
神
話
の
一
主
人
公
た
る
に
終
る
こ
と
な
き
か
の
一
点
に
あ
る
。

野
々
村
が
宗
教
と
認
め
る
の
は
、
先
に
も
確
か
め
る
よ
う
に
、
他
律
的
自
我
の
破
壊
を
実
現
し
、
真
に
自
律
し
た
主
体
の
獲
得
を
目

指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
宗
教
観
を
持
つ
野
々
村
に
と
っ
て
、
「
眼
科
医
と
し
て
の
薬
師
如
来
や
産
科
医
と
し
て
の
地
蔵
菩

つ
ま
り
は
祈
願
の
対
象
と
し
て
あ
る
よ
う
な
宗
教
的
存
在
は
、
決
し
て
本
来
の
「
宗
教
的
対
象
た
る
の
資
格
」
の
な
い
も
の
で

薩」、
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
他
律
的
自
我
が
、
境
遇
へ
の
順
応
を
、
さ
ら
な
る
他
律
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
野
々

村
に
と
っ
て
そ
れ
は
決
し
て
宗
教
的
行
為
と
は
な
ら
な
い
。
自
我
分
別
に
も
と
づ
く
苦
悩
を
、
自
我
分
別
の
延
長
線
上
に
お
い
て
解
決

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
的
本
尊
は
、
妄
念
の
産
物
で
し
か
な
い
。
こ
れ
は
野
々
村
の
言
、
っ
「
幼
稚
な
宗

教
」
と
し
て
、
宗
教
論
の
範
囲
に
は
も
は
や
位
置
を
持
た
な
い
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

妄
念
が
信
仰
の
対
象
と
し
て
生
み
出
す
よ
う
な
本
尊
は
、
決
し
て
宗
教
的
本
質
に
直
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。
野
々
村
に
と
っ
て
当

時
の
阿
弥
陀
信
仰
は
、
真
の
宗
教
的
本
質
を
見
失
っ
た
形
で
の
阿
弥
陀
仏
が
本
尊
と
し
て
仰
が
れ
、
真
の
宗
教
的
存
在
と
し
て
の
阿
弥

陀
仏
が
見
失
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

野
々
村
直
太
郎
と
「
浄
土
教
革
新
」
論

六
九



野
々
村
直
太
郎
と
「
浄
土
教
革
新
」
論

七。

市
川
野
々
村
の
本
尊
論

そ
れ
で
は
、
野
々
村
は
、
真
の
宗
教
的
本
尊
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
。
問
題
と
な
っ
た

『
浄
土
教

批
判
』
や
彼
の
主
張
で
あ
る

『
宗
教
学
要
論
』
に
は
、

そ
れ
ほ
ど
詳
し
く
こ
の
点
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
、
前
者

は
や
は
り
迷
信
と
し
て
の
浄
土
教
の
「
破
壊
」
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
宗
教
全
般
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
大
正
十
五
年
に
編
集
さ
れ
た
「
禅
と
念
仏
』
に
収
め
ら
れ
た
論
考
や
、
最
晩
年
の
『
宗
教
学
入
門
」
な
ど

に
は
、
浄
土
教
に
お
け
る
本
尊
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
今
は
詳
し
く
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
「
獲
得
名
号
自
然
法
爾
章
」
や

『
唯
信
紗
文
意
』
、
『
浬
繋
経
』
な
ど
を
引
用
し
な
が
ら
、
次
の
二
点
で
お
さ
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
第
一
点
目
は
、
阿
弥
陀
仏
と
は
方

便
法
身
で
あ
り
、
衆
生
は
名
号
を
通
し
て
信
心
の
内
に
こ
れ
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
、
も
う
一
点
は
、
そ
の
よ
う
な
方
便
法
身
は

「
色
も
な
し
、
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
」
ざ
る
法
性
法
身
を
根
拠
と
す
る
た
め
、
信
心
の
人
を
し
て
、
仏
教
的
真
理
そ
の
も
の
で
あ
る
真

如
法
性
へ
と
導
く
も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

獲
ノ
字
ハ
、
因
位
ノ
ト
キ
ウ
ル
ヲ
獲
ト
イ
フ
、
得
ノ
字
ハ
果
位
ノ
ト
キ
ニ
イ
タ
リ
テ
ウ
ル
コ
ト
ヲ
得
ト
イ
フ
ナ
リ
。

中
略
・

．．．．． 

こ
の
冒
頭
の
一
段
は
何
の
為
に
補
加
せ
ら
れ
し
と
見
る
べ
き
で
あ
る
か
。

日
く
他
な
し
、

そ
れ
は
当
流
の
本
尊
た
る
方
便
法
身

の
標
祷
で
あ
る
。

弥
陀
成
仏
の
因
果
の
始
終
は
一
と
し
て
吾
等
凡
夫
の
為
な
ら
ざ
る
も
の
は
な
い
。
云
ひ
換
ふ
れ
ば
、
悉
く
是
れ
吾
等
の
所
獲
で

あ
り
、
所
得
で
あ
る
。
然
ら
ば
法
蔵
因
位
の
時
、
吾
等
の
獲
る
と
こ
ろ
果
し
て
何
物
ぞ
。
日
く
、
五
円
等
に
代
り
て
発
し
た
ま
ひ
し

大
願
と
励
み
た
ま
ひ
し
大
行
と
で
あ
る
。
弥
陀
果
位
の
時
、
五
口
等
の
得
る
と
こ
ろ
果
し
て
何
物
ぞ
。
そ
の
願
行
成
就
し
て
芽
出
度



く
正
覚
を
取
り
た
ま
ひ
し
こ
と
で
あ
る
。
五
日
等
が
往
生
の
顛
末
は
実
に
こ
の
願
行
と
そ
の
成
就
と
に
蓋
き
て
居
る
。
き
れ
ば
こ
そ

信
心
開
発
の
消
息
は
、
信
ず
れ
ど
も
機
に
は
と
ど
ま
ら
ず
、
信
ず
れ
ば
や
が
て
正
覚
の
一
念
に
か
へ
り
、
称
す
れ
ど
も
機
に
は
滞

ら
ず
、
称
す
れ
ば
や
が
て
正
覚
の
一
念
に
返
る
。
更
に
機
に
於
て
一
称
一
念
も
と
ど
ま
ら
ぬ
で
は
な
い
か
。
此
故
に
獲
る
と
は
之

を
仏
辺
よ
り
い
ふ
時
は
正
さ
し
く
因
位
の
願
行
で
あ
る
。
得
る
と
は
之
を
仏
辺
よ
り
い
ふ
時
は
正
さ
し
く
果
位
に
於
け
る
願
行
の

成
就
で
あ
る
。
願
行
と
其
成
就
と
は
取
り
も
直
さ
ず
方
便
法
身
の
鉢
な
る
が
故
に
従
っ
て
仏
辺
よ
り
見
て
、
獲
得
の
二
字
の
外
に

（お）

当
流
本
尊
の
控
は
無
い
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
当
流
の
本
尊
た
る
や
、
ど
こ
ど
こ
迄
も
獲
得
名
号
相
即
不
二
な
る
方
便
法
身
の
如
来
た
る
に
相
違
な
い
。

中

略
・
・
・
・
・
・
信
心
為
本
の
大
義
を
ま
ば
ゆ
き
計
り
に
光
閤
せ
ら
れ
た
る
唯
信
紗
文
意
の
中
に
は
、

大
浬
繋
と
申
す
に
そ
の
名
無
量
な
り
、
委
し
く
申
す
に
能
は
ず
、
お
ろ
お
ろ
そ
の
名
を
あ
ら
は
す
べ
し
。
浬
般
市
を
ば
滅
度
と

い
ふ
、
無
為
と
い
ふ
、
：
：
：
中
略
：
：
：
真
如
と
い
ふ
、
一
如
と
い
ふ
、
仏
性
と
い
ふ
。
仏
性
即
ち
如
来
な
り
。
こ
の
如
来
、

微
塵
世
界
に
み
ち
み
ち
て
ま
し
ま
す
。
即
ち
一
切
群
生
海
の
心
に
み
ち
玉
へ
る
な
り
。
草
木
国
土
悉
く
皆
成
仏
す
と
聞
け
り
。

こ
の
一
切
有
情
の
心
に
方
便
法
身
の
誓
願
を
信
楽
す
る
が
故
に
、
こ
の
信
心
即
ち
仏
性
な
り
、
仏
性
即
ち
法
性
な
り
、
法
性

即
ち
法
身
な
り
。
（
中
略
）
法
性
法
身
と
申
す
は
、
色
も
な
し
、
形
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
。
悼
出
れ
ば
心
も
及
ば
ず
、
一
言
葉
も
絶

え
た
り
。

と
分
明
に
垂
示
せ
ら
れ
で
あ
る
。
信
心
す
で
に
如
来
の
回
向
し
た
ま
ふ
正
覚
の
全
体
な
り
と
聞
く
と
き
は
、
こ
の
上
何
の
遠
慮
あ

り
て
か
、
此
心
に
法
性
法
身
の
意
義
を
忌
障
す
べ
き
の
仔
細
あ
る
ぞ
。
色
も
な
く
形
も
ま
し
ま
さ
ぬ
が
法
性
法
身
な
ら
ば
、
五
口
等

が
喜
ぶ
現
実
の
信
心
も
ま
た
色
も
な
く
形
も
ま
し
ま
さ
ぬ
で
は
な
い
か
。
心
も
及
ば
ず
言
葉
も
絶
え
果
て
た
る
が
法
性
法
身
な
ら

ば
、
五
日
等
が
喜
ぶ
現
実
の
信
心
も
ま
た
心
も
及
ば
ず
言
葉
も
絶
え
果
て
て
居
る
で
は
な
い
か
。
方
便
法
身
の
如
来
に
帰
命
し
順
次

野
々
村
直
太
郎
と
「
浄
土
教
革
新
」
論

七



野
々
村
直
太
郎
と
「
浄
土
教
革
新
」
論

七

の
往
生
を
期
待
す
る
当
流
に
於
て
、
肉
身
即
成
仏
の
義
を
許
さ
ざ
る
は
固
よ
り
今
更
い
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
五
口
等
が
順
次
に
於
て

無
上
仏
の
悟
り
を
聞
く
と
い
ふ
も
、
只
只
信
心
一
つ
の
ヒ
ト
リ
パ
タ
ラ
キ
に
し
て
、
此
信
心
の
外
に
は
別
に
何
等
の
助
力
も
加
勢

（

M
）
 

も
要
せ
ざ
る

衆
生
に
お
け
る
信
心
の
獲
得
は
、
回
向
成
就
の
出
来
事
で
あ
り
、
そ
れ
は
法
蔵
菩
薩
の
願
行
と
そ
の
成
就
の
事
実
に
他
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
真
宗
に
お
け
る
本
尊
と
は
、
信
心
の
ひ
と
に
お
け
る
「
獲
得
」
の
事
実
を
お
い
て
ほ
か
に
な
い
。
野
々
村
は
こ
れ
を

「
か
く
て
弥
陀
は
即
ち
唯
信
の
弥
陀
、
浄
土
は
や
が
て
唯
信
の
浄
土
な
る
と
こ
ろ
、
是
れ
ぞ
即
ち
信
心
至
上
の
大
義
で
は
な
い
か
」
と

も
述
べ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
「
唯
心
の
弥
陀
、
己
心
の
浄
土
」
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
野
々
村
の
一
言
、
っ
「
唯
信
」
と
は
、

『
唯
信
紗
文
意
』
の
「
唯
信
」
で
あ
り
、
回
向
成
就
の
信
を
さ
す
。
つ
ま
り
、
た
だ
信
心
上
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
る
の
が
弥
陀
で
あ
り

浄
土
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
「
一
切
有
情
の
心
に
方
便
法
身
の
誓
願
を
信
楽
す
る
が
故
に
、
こ
の
信
心
即
ち
仏

性
な
り
、
仏
性
即
ち
法
性
な
り
」
と
『
唯
信
紗
文
意
』
で
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
ろ
も
言
葉
も
お
よ
ば
れ
な
い
真
如
法
性
の
世
界
を
、

開
示
す
る
は
た
ら
き
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
分
別
を
越
え
た
世
界
を
、
信
心
の
う
え
に
開
示
す
る
は
た
ら
き
で
あ
る
。
こ
れ
の
み

が
ま
さ
に
、
「
他
律
的
自
我
の
破
壊
」
を
実
現
し
「
自
律
的
自
我
」
と
し
て
の
主
体
を
完
成
さ
せ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
真
に
宗

野
々
村
に
と
っ
て
真
宗
の
本
尊
と
は
、

教
的
本
尊
た
り
え
る
の
で
あ
る
。

四

お

わ

り

に

問
題
と
な
っ
た
「
浄
土
教
革
新
論
」
も
し
く
は
『
浄
土
教
批
判
』
が
起
草
さ
れ
た
一
九
一
一
一
一
一
（
大
正
十
二
）
年
は
、
野
々
村
に
と
っ

て
は
特
別
な
年
で
あ
っ
た
。
論
文
の
掲
載
が
開
始
さ
れ
た
こ
の
年
は
、
龍
谷
大
学
が
、
仏
教
大
学
か
ら
名
称
を
改
め
、
大
学
令
に
よ
る



設
置
認
可
を
受
け
て
一
般
大
学
と
し
て
発
足
し
た
翌
年
に
あ
た
っ
て
い
た
。
大
江
は
こ
の
改
変
を
、
「
時
代
の
思
潮
を
取
り
入
れ
、

般
学
問
と
の
交
流
の
中
で
新
ら
た
に
真
宗
学
を
建
設
し
、
時
代
の
要
求
に
応
じ
よ
う
と
す
る
」
教
団
の
姿
勢
の
表
れ
で
あ
っ
た
と
と
ら

（お）

え
る
。
ま
た
、
真
宗
各
派
が
立
教
開
宗
七
百
年
を
翌
年
に
ひ
か
え
、
親
驚
回
帰
の
気
運
に
沸
き
立
っ
て
い
た
頃
で
あ
る
。
『
浄
土
教
批

判
』
の
序
言
で
野
々
村
は
、
自
ら
の
「
浄
土
教
革
新
論
」
掲
載
が
、
立
教
七
百
年
を
迎
え
て
の
「
退
引
き
な
ら
ぬ
ジ
レ
ン
マ
」
で
あ
る

と
も
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
特
別
な
状
況
下
に
あ
っ
て
野
々
村
は
、
真
宗
に
深
い
縁
を
持
ち
つ
つ
、

し
か
も
、
宗
教
学
者
と
し
で
あ
ろ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
迷
妄
的
な
浄
土
教
を
破
壊
し
、
真
の
浄
土
教
思
想
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
意
願
を
持
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

野
々
村
に
は
大
き
く
二
つ
の
目
標
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、
同
欧
化
が
ま
す
ま
す
進
み
、
人
聞
が
、
人
生
へ
の
順

応
を
「
欲
望
」
と
「
分
別
」
に
よ
っ
て
切
り
開
こ
う
と
す
る
状
況
に
あ
っ
て
、
宗
教
こ
そ
が
、
真
に
人
間
の
人
生
を
切
り
開
く
も
の
で

真
宗
は
、

あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
か
に
し
、
そ
の
意
義
を
発
揮
し
た
い
と
い
う
願
い
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
そ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て

や
は
り
真
の
宗
教
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
願
い
で
あ
る
。
「
科

学
的
」
宗
教
学
の
主
張
は
、
そ
の
よ
う
な
複
雑
な
情
勢
の
中
で
多
様
化
し
つ
つ
あ
る
社
会
に
対
し
て
、
宗
教
お
よ
び
真
宗
の
独
立
を
実

現
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

野
々
村
の
「
浄
土
教
革
新
」
に
関
す
る
諸
論
は
、

し
た
が
っ
て
決
し
て
浄
土
教
の
「
破
壊
」
で
は
な
く
、
真
宗
が
時
代
の
な
か
に
、

宗
教
と
し
て
の
役
割
を
発
揮
し
て
い
く
た
め
の
「
建
設
」
論
の
展
開
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

註（
1

）

ド
イ
ツ
・
マ
i
ル
ブ
ル
ク
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
大
学
に
お
い
て
行
わ
れ
た
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
報
告
は
、

H
』
法
裁
館
（
二
O
O
三
年
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

野
々
村
直
太
郎
『
浄
土
教
批
判
」
中
外
日
報
社
（
一
九
八
O
年
）
所
収
、
二
葉
憲
香
「
『
浄
土
教
批
判
』
の
意
義
」

0

大
谷
大
学
真
宗
学
会
編
「
親
驚
教
学
』
八
二
・
八
三
合
併
号
（
二
O
O
五
年
）

0

『
同
』
九
O
号
（
二
O
O一八年）

0

『
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話

（

2
）
 

（

3
）
 野

々
村
直
太
郎
と
「
浄
土
教
革
新
」
論

七



野
々
村
直
太
郎
『
浄
土
教
批
判
』
内
外
出
版
（
一
九
二
三
年
）

前
掲
「
浄
土
教
批
判
』
四
五
頁
。

龍
谷
大
学
大
学
院
真
宗
研
究
会
「
真
宗
研
究
会
紀
要
六
』
（
一
九
七
四
年
）
、
大
江
修
「
野
々
村
直
太
郎
「
浄
土
教
批
判
」
の
一
考

察」。
「
向
上
」

0

前
掲
「
『
浄
土
教
批
判
」
の
意
義
」

0

前
掲
『
親
驚
教
学
』
八
二
・
八
三
合
併
号
で
、
議
論
の
い
く
つ
か
を
紹
介
し
、
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。

磯
前
順
一
・
深
津
英
隆
編
『
近
代
日
本
に
お
け
る
知
識
人
と
宗
教
」
東
京
堂
出
版
（
二

O
O
二
年
）
、
「
第
一
部
姉
崎
正
治
伝
」
一
一
一
頁
。

前
掲
『
近
代
日
本
に
お
け
る
知
識
人
と
宗
教
」
一
五
九
頁
、
深
津
英
隆
「
姉
崎
正
治
と
近
代
の
「
宗
教
問
題
」
｜
｜
姉
崎
の
宗
教
理

論
と
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
｜
｜
1

」。

当
時
の
「
宗
教
学
」
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
近
代
日
本
に
お
け
る
知
識
人
と
宗
教
』
や
磯
前
順
一

と
そ
の
系
譜
」
岩
波
書
店
（
二

O
O三
年
）
等
に
よ
っ
た
。

大
日
本
百
科
辞
書
編
集
部
編
『
哲
学
大
辞
書
』
（
一
九
一
一
一

i
一
九
二
六
年
）
加
藤
玄
智
記
。

野
々
村
直
太
郎
「
宗
教
学
入
門
』
立
命
館
大
学
（
一
九
三
九
年
）
六

l
七
頁
。

野
々
村
直
太
郎
『
宗
教
学
要
論
』
内
外
出
版
（
一
九
二
二
年
）
四
九
頁
。

加
藤
玄
知
日
空
一
小
教
新
論
』
博
丈
館
（
一
九
O
O年
）
一
四
回
頁
。

「
宗
教
学
要
論
』
六
二
頁
。

『
宗
教
学
入
門
』
八
一

1
1
八
二
頁
。

「
同
』
九
O

九
一
頁
。

『
宗
教
学
要
論
」
一

O
同
頁
。

「
浄
土
教
批
判
』
「
序
三
己
八
頁
。

『
宗
教
学
要
論
」
一
一
一

0
1
牟
一
二
三
頁
。

野
々
村
直
太
郎
「
禅
と
念
仏
」
中
外
出
版
三
九
二
六
年
）
、
「
親
驚
聖
人
の
絶
対
他
力
観
」

『
同
」
一
九

O
I
一
九
二
頁
。

前
掲
「
『
浄
土
教
批
判
』
に
関
す
る
一
孝
J

察」
0

野
々
村
直
太
郎
と
「
浄
土
教
革
新
」
論

（

4
）
 

（

5
）
 

（

6
）
 

一
五
一
六
頁
。

（

7
）
 

（

8
）
 

（

9
）
 

（叩）
（日）

（ロ）
（日）

（日）
（日）

（日）
（口）

（日）
（叩）

（却）
（幻）

（幻）
（お）

（乱）
（お）

七
四『

近
代
日
本
の
宗
教
言
説

一八一一一
l
l

一
八
五
頁
。


