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い
わ
ゆ
る
「
宗
教
間
対
話
」
に
は
暗
黙
の
ル
ー
ル
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
相
手
に
対
す
る
教
義
的
批
判
を
し
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
各
宗
教
に
と
っ
て
教
義
は
本
質
的
な
も

の
で
あ
り
、
簡
単
に
他
か
ら
の
批
判
を
許
さ
な
い
性
質
の
も
の

で
あ
る
。
し
か
も
、
教
義
の
差
異
が
、
異
な
る
宗
教
を
信
仰
す

る
人
々
の
間
に
深
刻
な
対
立
を
生
ん
で
き
た
歴
史
も
あ
る
。
宗

教
間
（
あ
る
い
は
宗
教
団
体
間
）
の
協
調
を
目
指
す
な
ら
、
そ
う
し

た
問
題
に
触
れ
ず
に
す
ま
せ
た
い
の
は
当
然
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
結
果
、
多
く
の
「
宗
教
間
対
話
」
は
深
み
を

欠
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
異
な
る
世
界
観
を

持
つ
も
の
同
士
の
共
存
こ
そ
が
、
宗
教
間
対
話
の
最
大
の
目
的

の
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
世
界
観
の
差
異
こ
そ
が

最
大
の
討
議
課
題
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
　
も
ち

ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
を
ぶ
つ
け
る
だ
け
で
は
「
対
話
」
と

は
な
ら
ず
、
そ
れ
相
応
の
「
作
法
」
が
要
求
さ
れ
る
の
は
当
然

で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
主
張
を
ぶ
つ
け
あ
う
だ
け
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
対
話
と
し
て
公
開
さ
れ
る
こ
と
で
、
多
く
の
人

の
理
解
に
資
す
る
も
の
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
当
事

者
た
ち
は
合
意
に
至
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
周
囲
の
も
の
は

そ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
の
当
否
を
判
断
す
る
こ
と
が

対
論
か
ら
和
解
へ

―
狂
言
『
宗
論
』
を
通
じ
て

―
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健
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で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
、
対
話
を
続
け
て
い
く
な
ら
、
た

だ
単
に
互
い
の
主
張
を
言
い
合
う
だ
け
に
は
な
ら
な
い
と
考
え

ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
相
手
の
批
判
が
自
分
の
主
張
の
盲
点
を

衝
く
も
の
で
あ
れ
ば
、
お
の
づ
か
ら
自
分
の
主
張
を
反
省
せ
ざ

る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
互
い
が
こ
の
よ
う
に
し
て
自
分
の

主
張
に
反
省
を
加
え
て
い
く
う
ち
に
、
自
分
た
ち
の
対
立
の
意

味
を
よ
り
根
底
的
な
次
元
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知

れ
な
い
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
共
存
の
枠
組
み
を
作
る
こ
と
も

可
能
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
主
張
は
、「
宗
教
対
立
の
厳
し
さ
を
無
視
し
た
空

論
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
も
そ

も
そ
の
よ
う
な
敵
対
的
な
宗
教
対
立
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、「
対

話
」
自
体
が
成
り
立
た
な
い
だ
ろ
う
。
対
話
す
る
意
思
の
あ
る

者
の
間
に
し
か
対
話
が
成
り
立
た
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
、「
宗

教
間
対
話
」
の
真
の
限
界
が
あ
る
の
だ
が
、
逆
に
言
え
ば
、
対

話
す
る
意
思
が
あ
る
の
な
ら
、
む
し
ろ
徹
底
的
に
互
い
の
主
張

を
ぶ
つ
け
た
方
が
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
　
む
し
ろ
、

そ
う
し
て
こ
そ
宗
教
間
対
話
と
し
て
の
意
義
を
全
う
で
き
る
の

で
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
は
言
え
、
そ
の
道
程
が
な
か
な
か
険
し

い
の
も
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
教
理
を
問
題
に
す
る

場
合
、
以
上
述
べ
た
の
と
は
別
種
の
、
よ
り
根
本
的
な
問
題
が

生
じ
る
。
そ
れ
は
、「
そ
も
そ
も
教
理
の
差
異
は
何
を
意
味
す
る

の
か
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

（
１
）

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
本
稿
で
は
狂
言
『
宗
論
』
を
取
り

上
げ
て
み
た
い
。

（
２
）

こ
の
狂
言
に
登
場
す
る
の
は
、
法
華
宗
（
日
蓮
宗
）
の
僧
と
浄

土
宗
の
僧
で
あ
る
。
両
者
が
た
ま
た
ま
出
会
い
、
宗
論
の
結
果
、

な
ぜ
か
和
解
に
達
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
の
が
、
こ
の
狂
言
の

骨
子
で
あ
る
が
、
こ
の
背
景
に
は
、
中
世
日
本
に
お
け
る
両
宗

の
厳
し
い
対
立
が
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
に
よ
る
救
済
を
絶
対
と
す

る
浄
土
宗
の
主
張
は
、
既
成
諸
宗
派
か
ら
多
く
の
批
判
を
浴
び

た
が
、
特
に
『
法
華
経
』
の
題
目
（
南
無
妙
法
蓮
華
経
）
を
最
高

の
法
と
す
る
日
蓮
は
浄
土
宗
を
厳
し
く
批
判
し
た
。
浄
土
宗
側

は
他
宗
派
と
協
力
し
て
日
蓮
を
弾
圧
し
た
が
、
日
蓮
宗
が
勢
力

を
拡
大
す
る
と
両
者
の
衝
突
は
頻
発
し
、
特
に
浄
土
宗
の
一
派

で
あ
る
一
向
宗
（
浄
土
真
宗
）
と
の
対
決
は
、
武
力
衝
突
に
い
た

っ
た
。
（
３
）

法
華
宗
と
浄
土
宗
と
の
宗
論
は
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
が
、

特
に
織
田
信
長
の
命
で
行
わ
れ
た
安
土
宗
論
（
天
正
七
年
、
一
五
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七
九
年
）
は
有
名
で
あ
る
。
こ
の
宗
論
で
は
、
信
長
の
政
治
的
意

向
で
法
華
宗
の
敗
北
と
判
定
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
背
景
を
ふ
ま
え
、
狂
言
『
宗
論
』
の
粗
筋
を
見
て

お
こ
う
。

法
華
宗
の
僧
は
、
本
山
で
あ
る
久
遠
寺
が
あ
る
身
延
か
ら
の

帰
途
で
あ
る
。
一
方
、
浄
土
宗
僧
は
阿
弥
陀
仏
信
仰
の
参
詣
地

と
し
て
有
名
な
善
光
寺
か
ら
の
帰
途
で
あ
る
。
二
人
は
や
が
て

双
方
が
敵
対
す
る
宗
派
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
の
場
か
ら

離
れ
よ
う
と
す
る
法
華
宗
の
僧
に
対
し
、
浄
土
宗
僧
は
同
道
を

続
け
よ
う
と
す
る
。
腹
を
立
て
た
両
者
は
相
手
方
の
宗
旨
に
つ

い
て
口
論
を
始
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
祖
（
法
然
と
日
蓮
）
ゆ
か
り

の
数
珠
を
取
り
出
し
て
小
競
り
合
い
を
始
め
る
。
法
華
宗
僧
は

浄
土
宗
僧
を
振
り
切
っ
て
宿
を
取
る
が
、
浄
土
宗
僧
は
わ
ざ
わ

ざ
同
じ
宿
を
取
り
、
負
け
た
方
が
改
宗
す
る
と
い
う
約
束
で
宗

論
を
始
め
る
。
し
か
し
、
両
者
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
義
を
正
確

に
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
（
４
）

二
人
は
相
手
の

言
い
分
に
呆
れ
て
寝
て
し
ま
う
が
、
浄
土
宗
僧
が
目
覚
め
て
称

名
を
始
め
る
と
、
法
華
宗
僧
も
対
抗
し
て
唱
題
を
始
め
る
。
浄

土
宗
僧
が
踊
念
仏
を
始
め
る
と
、
法
華
宗
僧
も
踊
題
目
を
始
め

る
。
そ
の
う
ち
二
人
は
題
目
と
名
号
を
取
り
違
え
て
し
ま
い
、

二
人
と
も
「
昔
在
霊
山
名
法
華
　
今
在
西
方
名
阿
弥
陀
　
娑
婆

示
現
観
世
音
　
三
世
利
益
同
一
体
」
と
の
偈
を

（
５
）
　
思
い
出
す
。
こ

の
偈
を
唱
え
て
、
二
人
は
「
こ
の
文
を
聞
く
時
は
、
法
華
も
弥

陀
も
隔
て
は
あ
ら
じ
、
今
よ
り
後
は
ふ
た
り
が
名
を
、
妙
阿
弥

陀
仏
と
ぞ
申
し
け
る
」
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

二
人
は
阿
弥
陀
信
仰
と
法
華
信
仰
の
両
方
を
共
存
さ
せ
る
論

理
を
見
出
し
、
和
解
に
い
た
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ

で
用
い
ら
れ
て
い
る
論
理
は
、
一
言
で
言
え
ば
、
本
地
垂
迹
の

論
理
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
或
る
も
の
と
別
の
或

る
も
の
を
本
地
（
本
体
）
と
迹
（
現
象
形
態
）
と
の
関
係
で
と
ら

え
る
も
の
で
あ
る
。
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
宗
教
の
共
存
は

お
お
む
ね
こ
の
よ
う
な
形
式
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
。
日
本

に
お
け
る
仏
教
と
神
道
と
の
関
係
は
そ
の
典
型
で
あ
る
が
、
中

国
に
お
け
る
三
教
一
致
説
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
指
摘
で

き
よ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
本
地
垂
迹
の
論
理
で
は
、
対
立
す

る
双
方
の
う
ち
一
方
を
本
地
と
し
て
設
定
し
他
方
を
迹
と
し
て

包
摂
す
る
の
で
、
今
日
的
な
意
味
で
の
「
共
存
」
で
は
な
い
。

そ
れ
に
、
ど
ち
ら
を
「
本
地
」
と
し
て
設
定
す
る
か
に
よ
っ
て



は
、
深
刻
な
対
立
が
生
じ
る
危
険
性
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
室

町
時
代
の
神
道
家
・
吉
田
兼
倶
（
一
四
三
五
〜
一
五
一
一
）
は
当
時

一
般
的
で
あ
っ
た
本
地
垂
迹
説
（
仏
・
菩
薩
を
本
地
と
し
、
神
々
を

迹
と
す
る
）
に
対
し
て
、
神
々
を
本
地
と
し
仏
・
菩
薩
を
迹
と
す

る
主
張
を
行
い
、
神
道
を
仏
教
の
上
に
位
置
づ
け
て
い
る
。

『
宗
論
』
で
は
、
浄
土
宗
の
信
仰
す
る
阿
弥
陀
仏
と
日
蓮
宗

の
信
仰
す
る
『
法
華
経
』
と
（
さ
ら
に
は
観
音
菩
薩
）
を
本
迹
の

関
係
と
位
置
づ
け
、
両
宗
と
も
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
状
況
は
実
際
に
は
考
え
に
く
い
。
浄
土
宗
の
立
場

か
ら
す
れ
ば
、
末
法
に
お
い
て
往
生
を
も
た
ら
す
も
の
は
阿
弥

陀
仏
の
本
願
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
教
え
は
捨
て
去
る
べ

き
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
日
蓮
宗
か
ら
す
れ
ば
、
真
実
の
仏
は

『
法
華
経
』
に
説
か
れ
る
久
遠
実
成
の
釈
尊
の
み
で
あ
り
、
そ
れ

以
外
の
仏
は
仮
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
。『
法
華
経
』
以
外
の
経
典

も
、
同
様
に
、
真
実
で
あ
る
『
法
華
経
』
が
説
か
れ
る
ま
で
の

仮
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
両
宗
の
主
張
に
は
本

地
垂
迹
の
論
理
を
容
れ
る
余
地
が
な
い
。
ま
た
、
も
し
本
地
垂

迹
の
論
理
を
受
け
入
れ
た
と
し
て
も
、
両
宗
の
争
い
が
解
決
す

る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
両
者
に
は
本
地
垂
迹
の
論

理
で
は
解
決
不
可
能
な
機
根
に
か
か
わ
る
問
題
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
両
者
は
と
も
に
末
法
の
衆
生
は
機
根
が
劣
っ
て
い
る
と

考
え
る
。
し
か
し
、
浄
土
宗
で
は
、
機
根
が
低
い
か
ら
こ
そ
行

じ
易
い
法
（
称
名
念
仏
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
に

対
し
て
、
法
華
宗
で
は
、
機
根
が
低
い
か
ら
こ
そ
最
高
の
法
（
＝

『
法
華
経
』）
で
な
け
れ
ば
救
え
な
い
と
考
え
る
。
本
地
垂
迹
の
論

理
で
は
、
迹
は
本
地
に
由
来
す
る
が
、
単
に
本
地
に
還
元
さ
れ

る
の
で
は
な
く
、
本
地
に
は
な
い
独
自
性
を
有
す
る
と
さ
れ
る

（
日
本
の
人
々
を
利
益
す
る
と
い
う
特
定
の
目
的
を
持
っ
て
仏
・
菩
薩
が

神
々
と
し
て
垂
迹
す
る
よ
う
に
）。
阿
弥
陀
仏
か
『
法
華
経
』
か
と

い
う
選
択
は
、
こ
の
独
自
性
に
か
か
わ
る
選
択
で
あ
る
か
ら
、

両
者
が
本
迹
関
係
に
あ
る
と
考
え
て
も
、
調
停
は
で
き
な
い
の

で
あ
る
。

今
日
的
な
観
点
か
ら
見
て
も
、
本
地
垂
迹
の
論
理
に
問
題
が

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
イ
エ
ス
を
釈
尊
の

垂
迹
と
す
る
よ
う
な
論
理
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
か
ら
も
仏
教
徒

か
ら
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
議
論
は
、
あ
く
ま
で
宗
教
者
の
側

か
ら
見
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
狂
言
を
観
客
（
お
よ
び
作
者
）
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の
側
か
ら
見
る
と
、
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
観
客
が
感
じ
、

作
者
が
印
象
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
浄
土
宗
・
法
華
宗

の
両
者
が
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
両
者
は
言
う
こ
と

も
振
る
舞
い
も
、
教
理
を
主
張
す
る
時
の
珍
妙
さ
も
似
て
い
る
。

し
か
も
、
は
な
は
だ
杜
撰
と
は
い
え
、
結
末
で
は
、
両
宗
が
教

理
的
に
共
存
す
る
可
能
性
が
示
さ
れ
る
わ
け
で
、
互
い
が
自
宗

の
教
理
に
無
知
で
あ
る
こ
と
と
相
俟
っ
て
、
そ
も
そ
も
両
宗
の

対
立
が
感
情
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

印
象
を
与
え
る
。
こ
こ
で
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
の
は
「
同
じ

仏
教
な
の
だ
か
ら
、
仲
良
く
で
き
る
の
で
は
な
い
か
？
」
と
い

う
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。

こ
れ
を
教
理
に
通
じ
な
い
者
の
素
朴
な
感
想
と
笑
う
わ
け
に

は
い
か
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
特
定
の
宗
教
に
肩
入
れ
し
て
い

な
い
者
に
と
っ
て
、
教
理
と
い
う
も
の
は
そ
も
そ
も
そ
う
い
う

も
の
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
、
或
る
宗
教
伝
統
に
属
す

る
も
の
が
別
の
宗
教
伝
統
を
見
る
時
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。

た
と
え
ば
、
仏
教
徒
か
ら
見
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
・
ユ
ダ
ヤ

教
・
イ
ス
ラ
ー
ム
は
同
じ
唯
一
神
を
奉
じ
て
い
る
の
だ
か
ら
仲

良
く
で
き
そ
う
に
見
え
る
。
逆
に
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
か
ら
す
れ

ば
、
仏
教
が
こ
れ
ほ
ど
多
様
な
宗
派
・
教
派
に
分
か
れ
て
い
る

の
は
不
可
解
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
な
ぜ
教
理
が
異
な
る
の
か
、
そ
れ
に
ど
の
よ
う

な
意
味
が
あ
る
の
か
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
説
明
は
言
葉
を
費
や
せ
ば
費
や
す
ほ
ど
、
瑣
末
な
問

題
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
与
え
が
ち
で
あ
る
。
狂
言
『
宗
論
』

の
粗
筋
紹
介
に
お
い
て
は
、
両
宗
の
僧
侶
が
自
宗
の
教
義
を
正

し
く
理
解
し
て
い
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
説
明
し
た
が
、
こ
の

箇
所
は
経
文
を
依
拠
に
し
た
両
者
の
論
が
、
部
外
者
に
と
っ
て

は
チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
で
あ
る
こ
と
を
表
現
し
た
も
の
と
見
る

こ
と
も
出
来
る
。
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
の
「
宗
教
多
元
主
義
」
が

様
々
な
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

（
６
）
　
多
く
の
人
か
ら
注
目
を
集
め

る
の
も
、
こ
う
し
た
一
般
人
の
感
覚
と
親
和
性
が
あ
る
か
ら
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、「
ど
の
宗
教
で
も
、
結
局
、
そ
れ
ほ
ど
変
わ

ら
な
い
の
で
は
な
い
か
？
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

逆
説
的
な
言
い
方
に
な
る
が
、
宗
教
間
対
話
に
お
い
て
教
理

を
直
接
的
に
論
じ
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
が
ち
な
の
は
、
教
理
の

独
自
性
を
主
張
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、「
そ
れ
は
大
し
た
こ
と
で
は

な
い
の
で
な
い
か
？
」
と
い
う
印
象
を
誘
発
す
る
か
ら
で
は
な
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い
だ
ろ
う
か
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
強
調
す
る
こ
と
が
、
そ

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
相
対
化
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で

あ
る
。

狂
言
『
宗
論
』
で
は
、
直
接
的
な
宗
論
は
、
浄
土
宗
僧
の

「
非
学
者
論
議
に
負
け
じ
」（
学
問
の
な
い
者
は
、
道
理
を
わ
き
ま
え

な
い
の
で
、
議
論
に
負
け
な
い
）
と
の
言
葉
で
打
ち
切
ら
れ
る
。
こ

れ
は
、
互
い
に
自
ら
の
宗
義
を
誤
解
し
た
ト
ン
チ
ン
カ
ン
な
問

答
を
締
め
く
く
る
も
の
で
あ
る
し
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
ど

ち
ら
の
主
張
も
大
し
た
こ
と
な
い
」
と
い
う
第
三
者
の
印
象
を

代
弁
す
る
も
の
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
別
の
理
解
も
可
能
で

あ
る
。「
非
学
者
」
で
あ
ろ
う
と
「
学
者
」
で
あ
ろ
う
と
、
自
ら

の
信
仰
に
つ
い
て
理
屈
だ
け
で
弁
証
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
ど
う

し
て
も
強
引
な
点
が
出
て
く
る
。
こ
れ
は
、
信
仰
と
い
う
も
の

が
、
一
般
的
に
超
経
験
的
な
領
域
を
含
む
以
上
、
当
然
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
、
宗
論
の
打
ち
切
り
は
、
単
に
相

互
理
解
の
放
棄
と
は
言
え
な
い
。
狂
言
の
中
で
示
さ
れ
る
相
互

の
主
張
は
貧
弱
で
滑
稽
な
も
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
も
互
い

が
言
う
べ
き
こ
と
は
言
っ
て
、
理
解
不
可
能
な
点
ま
で
達
し
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
ま
で
達
し
て
、
初
め
て
和
解
へ

の
プ
ロ
セ
ス
が
開
始
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？
　
狂
言

『
宗
論
』
で
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
宗
論
の
後
、
眠
り
に
就

い
た
両
僧
は
、
起
き
て
か
ら
互
い
に
自
宗
の
勤
行
を
行
い
、
踊

念
仏
・
踊
題
目
を
行
い
な
が
ら
、
ぐ
る
ぐ
る
廻
っ
て
い
る
う
ち

に
、
称
名
と
唱
題
を
取
り
違
え
て
、
共
存
の
論
理
を
見
出
す
こ

と
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
注
目
し
た
い
の

は
、
二
人
が
同
じ
宿
で
眠
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
作
劇
術
の

上
か
ら
言
え
ば
、
場
面
転
換
の
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

睡
眠
は
最
も
本
源
的
な
欲
求
の
一
つ
で
あ
り
、
最
も
無
防
備
な

状
態
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
間
を
共
有
し
た
こ
と
は
、
両

者
が
人
間
と
し
て
の
最
も
基
本
的
な
レ
ベ
ル
に
立
ち
返
っ
た
こ

と
を
意
味
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
の
後
で
、
二
人
は
本
来

自
分
で
は
す
る
は
ず
の
な
い
相
手
側
の
宗
教
実
践
を
行
う
こ
と

で
、
互
い
の
同
質
性
を
認
識
し
た
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
、「
実
際
に
実
践
し
な
け
れ
ば
、
信
仰
は
分
か
ら
な
い
」

と
一
般
化
す
る
こ
と
は
は
ば
か
ら
れ
る
が
、
宗
教
理
解
に
お
い

て
何
ら
か
の
体
験
知
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
よ
う
。

狂
言
『
宗
論
』
が
、
当
時
の
実
際
の
宗
論
を
揶
揄
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
な
ら
、
時
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代
を
超
え
た
普
遍
性
を
持
ち
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、

中
世
人
な
り
の
宗
教
的
和
解
に
つ
い
て
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
こ
め

ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
和
解
を
支
え
る
も
の
が
最
終

的
に
は
本
地
垂
迹
の
論
理
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
中
世
的
世
界
観
の

限
界
で
あ
る
が
）。
本
稿
冒
頭
で
提
起
し
た
問
題
と
の
関
連
で
考
え

る
べ
き
は
、
教
理
と
い
う
も
の
の
微
妙
な
位
置
づ
け
で
あ
る
。

教
理
の
差
異
は
、
当
事
者
に
と
っ
て
決
定
的
問
題
で
あ
っ
て
も

（
そ
し
て
、
通
常
そ
う
な
の
で
あ
る
が
）、
第
三
者
に
と
っ
て
は
瑣
末

な
問
題
と
し
か
映
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
そ
れ

を
論
じ
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
「
宗
教
」
間
対
話
に
は
な
ら
な

い
し
、
真
の
和
解
へ
と
い
た
る
こ
と
も
な
い
。
主
張
す
べ
き
を

全
て
主
張
し
て
、
理
解
不
能
な
地
点
に
ま
で
至
っ
て
、
初
め
て

人
間
と
し
て
の
共
通
の
地
盤
に
立
っ
て
共
存
の
論
理
を
探
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
狂
言
『
宗
論
』
は
あ
ま
り
に
も
楽
天

的
で
揶
揄
的
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
一
つ

の
あ
る
べ
き
対
話
の
モ
デ
ル
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

注（
１
）
山
梨
有
希
子
氏
は
、
宗
教
間
対
話
に
お
け
る
教
理
の
問
題
に
関

し
て
、「『
グ
ロ
ー
バ
リ
テ
ィ
』
に
う
な
が
さ
れ
た
多
元
主
義
的

神
学
が
、
宗
教
の
『
本
質
』
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で

あ
る
教
理
の
位
置
に
再
考
を
も
と
め
て
い
る
」（「
グ
ロ
ー
バ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
宗
教

―
宗
教
間
対
話
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も

の

―
」。『
宗
教
研
究
』
三
九
九
号
、
二
○
○
四
年
。
一
五
五

頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
本
稿
は
間
接
的
に
こ
の
問
題
に
対
応
す

る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

（
２
）『
宗
論
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、『
狂
言
集
（
下
）』（
小
山
弘
志
校
注
。

日
本
古
典
文
学
大
系
。
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
）
所
収
本
を

使
用
し
た
。

（
３
）
天
文
元
年
（
一
五
三
二
年
）、
法
華
宗
徒
は
一
向
宗
の
本
山
・

本
願
寺
を
焼
き
討
ち
し
一
向
宗
徒
を
京
都
か
ら
追
放
し
た
。
そ

の
後
、
法
華
宗
側
も
比
叡
山
か
ら
の
攻
撃
を
受
け
て
大
打
撃
を

受
け
る
こ
と
に
な
る
。

（
４
）
こ
の
箇
所
は
、
原
文
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
依
拠
す
る
経
文
を
ネ

タ
に
し
た
駄
洒
落
に
な
っ
て
い
る
。
法
華
宗
の
僧
は
「
五
十
展

転
の
随
喜
の
功
徳
」
を
、
一
株
の
サ
ト
イ
モ
か
ら
芋
茎
（
ず
い

き
。
サ
ト
イ
モ
の
茎
）
が
五
十
本
も
出
る
こ
と
と
解
説
す
る
し
、

浄
土
宗
僧
は
「
一
念
弥
陀
仏
　
即
滅
無
量
罪
」
を
説
明
し
て
、

阿
弥
陀
を
念
ず
れ
ば
無
量
の
菜
（
さ
い
。
料
理
の
こ
と
）
が
現

出
す
る
と
説
く
。

（
５
）
こ
の
偈
は
南
岳
大
師
（
慧
思
）
の
偈
と
さ
れ
る
が
、
慧
思
の
著

作
に
は
な
く
、
日
本
で
作
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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（
６
）
た
と
え
ば
、
菅
野
博
史
「『
法
華
経
』
と
宗
教
間
対
話
」（『
東

洋
学
術
研
究
』
四
十
五
巻
一
号
、
二
○
○
六
年
）
参
照
。
菅
野

氏
は
「
あ
る
宗
教
に
対
し
て
深
い
信
仰
心
を
持
つ
熱
心
な
信
徒

が
多
元
主
義
の
立
場
を
取
る
こ
と
は
実
際
に
は
な
か
な
か
難
し

い
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
」（
一
五
五
頁
）
と
記
し
て
い
る
。

（
ま
え
が
わ
　
け
ん
い
ち
／
東
洋
哲
学
研
究
所
研
究
員
）
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