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に
つ
づ
く

第
一
章
　
親
鸞
教
と
祈
祷

盧
　
祈
り
な
き
浄
土
真
宗

実
家
の
屋
根
の
上
に
、
畳
四
つ
が
敷
か
れ
ま
す
程
度
の
広
さ
の
物
干
台
が
有
り
ま
す
。
家
の
人
々
は
其
れ
を
「
火
の
見
」
と
呼
ん
で

い
ま
し
た
。
…
…
私
は
そ
の
火
の
見
に
、
ひ
と
り
昇
っ
て
お
り
ま
し
た
。
…
…
「
祈
り
な
さ
い
！
祈
ら
な
い
人
は
死
人
で
す
」
と
。
そ

の
時
の
私
の
先
生
で
あ
り
ま
し
た
ド
イ
ツ
婦
人
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
フ
ー
ホ
ー
ル
ド
さ
ん
は
、
日
曜
日
の
午
後
の
私
一
人
に
対
す
る
聖
書

講
義
の
後
に
、
必
ず
そ
う
訓さ

と

さ
れ
ま
し
た
。
生
き
て
い
る
人
は
祈
る
。
そ
う
し
て
私
は
機
会
の
あ
る
ご
と
に
祈
っ
て
お
り
ま
し
た
。

や
が
て
母
が
火
の
見
に
登
っ
て
来
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
知
り
ま
せ
ぬ
私
は
、
声
を
出
し
て
暫
く
祈
り
、
祈
り
終
わ
っ
て
顔
を
あ
げ

ま
し
た
時
に
、
階
段
の
上
に
立
っ
て
い
ま
す
母
の
上
半
身
と
、
そ
の
微
笑
し
て
い
ま
す
顔
を
、
星
あ
か
り
に
見
ま
し
た
。「
何
を
言
っ
て

い
ま
し
た
の
や
？
ひ
と
り
で
」、
母
は
笑
い
な
が
ら
上
っ
て
き
ま
し
た
。
…
…
「
祈
っ
て
い
た
ん
で
す
」「
誰
に
な
？
」、
母
は
さ
も
面
白

そ
う
に
た
ず
ね
な
が
ら
、
私
の
そ
ば
に
坐
り
ま
し
た
。「
神
に
祈
っ
て
い
た
ん
で
す
。
神
は
僕
の
父
で
す
か
ら
」。「
そ
う
か
い
な
。
祈
ら

ね
ば
聞
い
て
下
さ
ら
ん
神
さ
ま
が
何
に
な
る
ね
」、
と
母
は
き
わ
め
て
心
や
す
く
言
い
な
が
ら
ビ
ス
ケ
ッ
ト
の
罐
を
開
い
て
私
の
膝
の
前

に
出
し
ま
し
た
。
そ
う
し
て
、
ひ
と
り
言
の
よ
う
に
、「
祈
ら
ね
ば
な
ら
ん
と
い
う
の
は
情
な
い
こ
と
や
な
」
と
、
静
か
に
つ
ぶ
や
い
て
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祈祷と無祈祷（一）

い
ま
し
た
。

神
に
つ
い
て
、
イ
エ
ス
に
つ
い
て
、
祈
り
の
意
義
に
つ
い
て
、
何
も
知
ら
ぬ
は
ず
の
母
、
そ
れ
は
異
端
者
の
真
宗
信
者
の
老
年
の
母

か
ら
、
事
も
な
げ
に
そ
う
言
わ
れ
ま
し
た
こ
と
を
、
ひ
そ
か
に
憤
慨
し
な
が
ら
、
私
は
黙
っ
て
ビ
ス
ケ
ッ
ト
を
つ
ま
ん
で
お
り
ま
し
た
。

こ
の
火
の
見
の
上
の
記
憶
が
、
明
か
に
想
い
出
さ
れ
ま
し
た
私
は
、
さ
ら
に
の
ち
の
日
に
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
う
ち
に
浄
土
真
宗
の
み

が
祈
り
の
絶
無
で
あ
る
こ
と
を
何
か
の
書
物
に
つ
い
て
読
み
ま
し
た
の
を
、
つ
づ
い
て
想
い
出
し
ま
し
た
。
親
鸞
は
祈
ら
な
か
っ
た
と

伝
え
ら
れ
る
。
は
た
し
て
そ
う
な
の
か
。
な
ぜ
に
か
？
祈
り
無
き
信
仰
が
有
る
の
か
？
祈
り
の
絶
無
で
あ
る
と
い
う
信
仰
、
そ
れ
は
有

る
べ
か
ら
ざ
る
存
在
を
見
る
ご
と
き
、
極
端
な
矛
盾
が
私
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
自
身
が
祈
り
に
苦
し
み
つ
つ
あ
る
現
在
に

お
い
て
、
祈
り
な
き
信
仰
に
生
き
あ
り
し
如
き
親
鸞
に
、
前
に
離
れ
て
、
お
よ
そ
一
年
の
の
ち
に
、
私
は
ふ
た
た
び
ひ
か
れ
初
め
ま
し

た
漓
。

以
上
は
、
か
つ
て
少
年
小
説
家
と
し
て
健
筆
を
ふ
る
っ
た
山
中
峯
太
郎
が
、
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
浄
土
真
宗
へ
転
頭
す
る
告
白
の
一
節
で

す
。或

い
は
〈
祈
り
な
き
宗
教
〉
と
聞
い
て
、
耳
を
疑
わ
れ
る
方
も
少
な
く
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
一
体
、
祈
り
な
き
宗
教
な
ど
と
い
う
も

の
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
り
ま
す
。
親
鸞
教
・
浄
土
真
宗
が
そ
れ
で
す
。「
祈
り
は
宗
教
に
不
可
欠
な
も
の
」
と
は
、
一
般
常
識
で
、

た
い
て
い
の
神
社
佛
閣
で
も
、
い
わ
ゆ
る
新
興
宗
教
で
も
│
そ
の
内
容
の
如
何
を
問
わ
ず
│
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
で
も
、
こ
れ
を
重
視

し
て
、
攘
災
招
福
の
た
め
に
中
心
的
宗
教
儀
礼
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
す
。
し
か
る
に
、
親
鸞
教
で
は
祈
祷
を
否
定
す

る
と
言
わ
れ
る
の
で
す
。
こ
れ
を
〈
雑
修
〉
と
し
て
退
け
る
と
言
わ
れ
る
の
で
す
。
同
じ
佛
教
内
諸
宗
派
が
、
こ
ぞ
っ
て
呪
術
祈
祷
を
こ

と
と
し
て
い
る
さ
中
に
、
真
宗
は
こ
れ
に
背
を
向
け
て
否
定
的
な
態
度
を
と
る
の
で
す
。
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盪
　
佛
教
に
お
け
る
祈
祷
史

こ
こ
で
、
ひ
と
ま
ず
佛
教
の
中
に
お
け
る
祈
祷
の
歴
史
を
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
代
表
的
佛
教
辞
典
で
は
、
祈
祷
は
、「
心
願
を
篭
め
て

佛
菩
薩
の
冥
祐
を
求
む
る
の
意
、
ま
た
祈
願
、
祈
念
、
祈
請
と
も
言
う
。
主
と
し
て
攘
災
治
病
の
現
世
求
福
の
意
に
用
い
ら
れ
る
滷
」
と
、

定
義
さ
れ
ま
す
。
イ
ン
ド
に
あ
っ
て
は
、
ベ
ー
ダ
時
代
に
呪
術
祈
祷
の
法
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
中
国
に
お
い
て
も
古
く
か
ら
天
地
神
祇
に

祈
る
風
が
あ
り
ま
し
た
が
、
早
い
時
代
の
佛
教
経
典
中
に
は
祈
祷
の
こ
と
が
見
え
な
い
よ
う
で
す
。
け
れ
ど
も
、
や
が
て
密
教
が
興
起
す

る
に
及
ぶ
や
、
諸
佛
諸
尊
を
本
尊
と
し
て
、
種
々
の
福
祉
を
求
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
密
教
は
中
国
に
及
ん
で
、
持
呪
祈
祷
が
流
布
し
、

口
に
諸
尊
の
密
呪
を
誦
し
、
身
に
印
契
を
結
び
、
心
に
本
尊
の
観
想
を
こ
ら
せ
ば
、
す
な
わ
ち
本
尊
の
三
密
と
相
応
し
て
、
能
く
そ
の
願

う
と
こ
ろ
を
満
足
す
る
こ
と
を
得
と
し
て
、
天
変
・
地
妖
・
冦
賊
こ
う
ぞ
く

・
疾
病
等
を
、
み
な
加
持
か

じ

修
法
し
ゅ
ほ
う

を
用
い
て
こ
れ
を
攘
お
う
と
し
ま
し
た
。

史
上
、
盛
衰
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
雨
を
祈
り
、
晴
れ
を
祈
り
、
雪
を
祈
り
、
疫
を
祈
り
、
日
月
蝕
を
祈
る
こ
と
は
、
ひ
き
つ
づ
い
て
お

こ
な
わ
れ
て
行
き
ま
し
た
。

日
本
に
お
い
て
も
、
祈
祷
、
大
占
ふ
と
ま
に

、
祓
式

は
ら
い
し
き
、
ま
た
は
呪
術
な
ど
と
称
し
て
、
上
古
か
ら
神
祇
に
祈
る
の
風
は
上
下
に
お
こ
な
わ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
佛
教
の
伝
来
に
よ
り
、
講
経
・
法
会
・
造
像
・
起
塔
な
ど
、
息
災
増
益
の
た
め
に
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
、
か
の
聖
武
天
皇

の
東
大
寺
建
立
の
ご
と
き
は
、
鎮
護
国
家
の
祈
願
所
と
な
す
と
の
目
的
よ
り
出
で
た
も
の
で
し
た
。
ま
た
平
安
以
後
と
な
る
と
、
護
持
僧

な
る
も
の
が
お
か
れ
て
、
も
っ
ぱ
ら
玉
体
安
穏
つ
ま
り
天
皇
の
健
康
の
た
め
に
祈
る
こ
と
と
な
り
、
さ
き
に
あ
げ
た
東
大
寺
を
は
じ
め
と

し
て
、
真
言
宗
の
東
寺
、
天
台
宗
の
延
暦
寺
や
園
城
寺
等
の
諸
大
寺
は
、
鎮
護
国
家
、
武
運
長
久
、
息
災
延
命
、
懺
悔
滅
罪
、
御
所
築
造

等
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
祈
祷
の
修
法
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
鎌
倉
・
室
町
時
代
に
入
る
と
、
幕
府
は
、
祈
祷
奉
行
を
設
け
て
祈

祷
を
司
ら
し
め
る
に
い
た
り
、
中
世
禅
家
に
お
い
て
も
攘
災
・
伏
敵
を
祈
り
、
日
蓮
も
息
災
延
命
祈
祷
の
事
を
書
に
録
し
て
、
以
後
そ
の

宗
徒
は
種
々
の
呪
術
を
お
こ
な
っ
て
行
き
ま
す
。
他
力
浄
土
門
の
法
然
に
始
ま
る
浄
土
宗
に
お
い
て
も
疫
癘
・
晴
雨
の
た
め
に
、
勅
を
奉

じ
て
祈
る
な
ど
の
こ
と
を
行
い
ま
し
た
澆
。
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祈祷と無祈祷（一）

第
二
章
　
祈
祷
否
定
の
典
拠

し
か
る
に
、
親
鸞
教
・
真
宗
の
門
徒
は
、
こ
れ
ら
の
現
世
祈
祷
に
背
を
向
け
る
の
で
す
。
親
鸞
の
宗
教
・
浄
土
真
宗
と
言
え
ば
、
人
間

的
宗
教
で
あ
る
こ
と
を
自
負
す
る
最
た
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
の
に
、
人
間
本
然
の
心
情
に
も
と
り
、
人
間
本
来
の
性
情
を
抑
え
て
で

も
、
祈
り
に
否
定
的
な
の
で
す
。
な
ぜ
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
理
由
は
何
な
の
で
し
ょ
う
。

盧
　
法
然
・
親
鸞
の
言
説

ま
ず
、
親
鸞
の
恩
師
で
あ
り
浄
土
宗
祖
で
あ
っ
た
〈
法
然
〉
に
、
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

詮
ず
る
と
こ
ろ
は
、
た
だ
一
向
専
念
と
言
へ
る
事
あ
り
。
一
筋
に
弥
陀
を
た
の
み
、
念
佛
を
修
し
て
、
餘
の
事
を
ま
じ
へ
ざ
る
也
。

そ
の
故
は
、
寿
命
の
長
短
と
言
ひ
、
果
報
の
深
浅
と
言
い
、
み
な
宿
業
に
こ
た
へ
た
る
事
を
知
ら
ず
し
て
、
い
た
づ
ら
に
佛
神
に
祈
ら

ん
よ
り
も
、
一
筋
に
弥
陀
を
た
の
み
て
二
心
な
け
れ
ば
、
不
定
業
を
ば
転
じ
、
決
定
業
を
ば
来
迎
し
給
ふ
べ
し
。
無
益
の
こ
の
世
を
祈

ら
ん
と
て
、
大
事
の
後
世
を
忘
る
ゝ
事
は
、
さ
ら
に
本
意
に
あ
ら
ず
潺
。（
念
佛
往
生
義
）

そ
し
て
〈
親
鸞
〉
自
身
の
言
葉
と
し
て
は
、

そ
れ
も
ろ
も
ろ
の
修
多
羅

し
ゅ
た
ら

（
経
典
）
に
よ
り
て
、（
教
え
の
）
真
偽
を
勘
決
か
ん
け
ち

（
判
断
）
し
て
、
外
教
（
佛
教
以
外
の
）
邪
偽
の
異
執

（
ま
ち
が
っ
た
は
か
ら
い
）
を
教
誡
せ
ば
…
…
餘
道
（
外
道
）
に
事つ
か

ふ
る
こ
と
を
え
ざ
れ
、
天
を
拝
す
る
こ
と
を
え
ざ
れ
、
鬼
神
を
祠
る

こ
と
を
え
ざ
れ
、
吉
良
日
を
視
る
こ
と
を
え
ざ
れ
潸
（
化
身
巻
）。

佛
号
む
ね
と
修
す
れ
ど
も
、
現
世
を
い
の
る
行
者
を
ば
、
こ
れ
も
雑
修
と
名
づ
け
て
ぞ
、
千
中
無
一
と
き
ら
は
る
ゝ
澁
（
高
僧
和
讃
）。
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五
濁
増

じ
ょ
く
ぞ
う
の
し
る
し
に
は
、
こ
の
世
の
道
俗
こ
とe

f

く
、
外
儀
げ

ぎ

は
佛
教
の
す
が
た
に
て
、
内
心
外
道
を
帰
敬
せ
り
。
か
な
し
き
か
な

や
道
俗
の
、
良
時
・
吉
日
え
ら
ば
し
め
、
天
神
・
地
祇
を
あ
が
め
つ
ゝ
、
ト
占
・
祭
祀
つ
と
め
と
す
澀
（
愚
禿
悲
歎
述
懐
和
讃
）。

盪
　
存
覚
・
蓮
如
の
言
説

ま
た
、
本
願
寺
第
三
世
覚
如
の
長
子
〈
存
覚
〉
に
も
次
の
如
く
あ
り
ま
す
。

ま
め
や
か
に
浄
土
を
も
と
め
往
生
を
も
と
め
往
生
を
ね
が
は
ん
ひ
と
は
、
こ
の
念
佛
を
も
て
現
世
の
い
の
り

、
、
、

と
は
、
お
も
ふ
べ
か
ら

ず
、
た
ゞ
ひ
と
す
じ
に
出
離
生
死
の
た
め
に
念
佛
を
行
ず
れ
ば
、
は
か
ら
ざ
る
に
今
生
の
祈
祷
と
も
な
る
な
り
潯
（
持
名
鈔
）。

ま
た
本
願
寺
第
八
世
た
る
〈
蓮
如
〉
も
、
同
じ
線
を
た
ど
っ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

も
ろ
も
ろ
の
雑
行
を
こ
の
む
こ
こ
ろ
を
す
て
、
あ
る
ひ
は
ま
た
も
の
ゝ
い
ま
は
し
く
思
ふ
こ
こ
ろ
を
も
す
て
、
一
心
一
向
に
弥
陀
を

た
の
み
た
て
ま
つ
り
て
、
そ
の
ほ
か
余
の
佛
菩
薩
諸
神
等
に
も
こ
こ
ろ
が
け
ず
し
て
、
た
ゞ
ひ
と
す
じ
に
弥
陀
に
帰
し
て
潛
（
御
文
章
）。

そ
れ
弥
陀
如
来
一
佛
を
深
く
た
の
み
た
て
ま
つ
り
て
、
自
余
の
諸
善
万
行
に
こ
こ
ろ
を
懸
け
ず
、
又
諸
神
・
諸
菩
薩
に
於
て
、
今
生

の
い
の
り

、
、
、

を
の
み
な
せ
る
心
を
失
ひ
濳
（
同
）。

さ
れ
ば
、
後
生
を
一
大
事
を
お
も
ひ
て
、
信
心
決
定
し
て
極
楽
を
ね
が
ふ
も
の
は
、
後
生
の
た
す
か
る
事
は
な
か
な
か
ま
ふ
す
に
お

よ
ば
ず
、
今
生
も
あ
な
が
ち
の
ぞ
み
こ
の
ま
ね
ど
も
、
を
の
づ
か
ら
祈
祷
と
も
な
る
な
り
。
そ
の
い
は
れ
を
他
経
に
か
く
の
ご
と
く
と

け
り
。
そ
の
文
に
い
は
く
、
そ
れ
現
世
を
い
の
る

、
、
、

人
は
わ
ら
を
え
た
る
が
ご
と
し
、
後
生
を
ね
が
ふ
人
は
い
ね
を
え
た
る
が
ご
と
し
、

と
た
と
へ
た
り
。
い
ね
と
い
ふ
も
の
い
で
き
ぬ
れ
ば
、
を
の
づ
か
ら
わ
ら
を
う
る
が
ご
と
し
。
こ
れ
は
後
生
を
ね
が
ふ
人
の
こ
と
な
り
。
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祈祷と無祈祷（一）

今
生
を
い
の
る

、
、
、

人
は
、
わ
ら
を
ば
え
た
る
が
ご
と
し
、
と
い
へ
る
こ
ゝ
ろ
な
り
。
さ
れ
ば
、
信
心
決
定
し
た
る
人
は
、
今
生
も
別
し
て

こ
の
ま
づ
、
ね
が
は
ざ
れ
ど
も
、
諸
佛
菩
薩
・
諸
天
善
神
の
加
護
に
も
、
あ
づ
か
る
間
、
か
ゝ
る
殊
勝
に
め
で
た
き
天
上
の
佛
法
を
信

じ
て
、
今
度
の
極
楽
往
生
を
と
げ
ん
、
と
ね
が
ふ
べ
き
も
の
な
り
潭
（
同
）。

ま
た
、
本
願
寺
か
ら
は
異
端
の
書
と
考
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
す
が
、
室
町
時
代
か
ら
戦
国
時
代
に
か
け
て
の
内
容
を
も
っ
た
『
九
十

箇
條
制
法
』
な
る
真
宗
の
掟
に
、

門
徒
の
中
二
人
ノ
煩
ヘ
ハ
、
祈
祷
ヲ
シ
、
ハ
ラ
ヒ
ヲ
シ
、
神
子
ミ

コ

・
陰
陽
師
ヲ
モ
テ
、
病
者
ヒ
ヤ
ウ

ヲ
イ
ノ
ル
コ
ト
、
当
流
ノ
オ
キ
テ
ニ
ソ
ム

ケ
リ
、
イ
ソ
キ
門
徒
ヲ
ハ
ナ
サ
ル
ヘ
キ
コ
ト
肝
要
ナ
リ
澂
（
九
十
箇
條
制
法
）。

或
い
は
こ
の
江
戸
版
本
に
も
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

当
流
門
徒
ノ
中
ニ
オ
ヒ
テ
、
病
者
ヲ
祈
る
コ
ト
、
諸
方
ニ
遍
布
セ
シ
ム
、
強
ク
停
止
ス
ヘ
キ
事
潼
（
蓮
如
上
人
九
十
箇
條
）

御
門
徒
ノ
中
ニ
ワ
ツ
ラ
ヘ
ハ
祈
祷
シ
、
神
子
み

こ

・
陰
陽
師
ヲ
モ
テ
病
者
ヲ
イ
ノ
リ
、
或
ハ
今
生
ノ
寿
福
ヲ
神
ニ
イ
ノ
ル
輩
ハ
、
聖
人
ノ

御
門
徒
ニ
ア
ラ
ス
、
イ
ソ
キ
テ
門
徒
ヲ
ハ
ナ
サ
ル
ヘ
キ
事
潘
（
同
）。

等
々
。

こ
れ
ら
の
典
拠
に
よ
っ
て
「
真
宗
無
祈
祷
論
」
は
、
た
と
え
ば
西
本
願
寺
派
勧
学
〈
大
原
性
実
〉
に
よ
っ
て
、
次
の
ご
と
く
打
ち
出
さ

れ
ま
す
。
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た
と
へ
往
生
の
た
め
の
正
定
業

し
ょ
う
じ
ょ
う
ご
うた
る
念
佛
を
修
し
て
も
、
現
世
の
利
益
を
目
的
と
せ
る
祈
願
的
請
求
的
意
識
に
よ
る
念
佛
で
あ
れ
ば
、

真
実
の
念
佛
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
従
っ
て
、
ど
う
し
て
現
実
に
利
益
を
恵
ま
れ
る
結
果
を
将
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
々

白
々
の
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て
浄
土
真
宗
に
お
い
て
は
現
世
祈
祷
の
可
否
は
、
全
く
議
論
の
余
地
が
な
い
と
い
わ
ね
ば
な

ら
ぬ
澎
。

か
く
の
ご
と
く
、
そ
れ
こ
そ
、
も
っ
と
も
人
間
性
を
基
調
と
す
る
宗
教
と
自
負
す
る
親
鸞
教
は
、
人
間
本
然
の
声
で
あ
る
祈
祷
を
否
定

す
る
の
で
す
。

第
三
章
　
祈
祷
否
認
の
理
由

盧
　
お
ま
か
せ
の
一
つ
の
み

│
大
原
性
実
の
所
説
│

さ
て
、
で
は
、
上
記
典
拠
と
す
る
諸
文
が
、
な
ぜ
現
世
祈
祷
を
排
斥
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
を
〈
大
原
性
実
〉
は
収
約
し
て
、

盧
　
宗
教
的
真
理
の
立
場
が
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
欠
如
せ
る
こ
と
。

盪
　
宗
教
的
真
理
の
顕
現
た
る
縁
起
の
道
理
を
無
視
す
る
こ
と
。

蘯
　
現
代
科
学
の
実
際
を
無
視
す
る
こ
と
澑
。

の
三
点
と
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
う
ち
、
も
っ
と
も
根
本
的
で
重
要
な
の
は
盧
で
、
大
原
師
は
次
の
よ
う
に
、
論
じ
あ
げ
て

お
ら
れ
ま
す
。

宗
教
的
真
理
の
絶
対
的
立
場
に
対
す
る
認
識
を
欠
く
と
い
う
の
は
、
宗
教
的
真
理
は
救
済
の
主
体
で
あ
り
、
信
仰
の
対
象
で
あ
る
と

こ
ろ
の
も
の
、
こ
れ
を
実
際
に
つ
い
て
い
え
ば
、
阿
弥
陀
如
来
で
あ
る
が
、
阿
弥
陀
佛
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
如
く
全
智
全
能
を
語
ら

ぬ
の
で
あ
る
が
、
衆
生
救
済
に
関
し
て
は
、
絶
対
是
認
の
大
悲
に
基
づ
き
大
善
大
行
た
る
名
号
を
廻
向
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
ゝ
る
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祈祷と無祈祷（一）

絶
対
是
認
の
救
済
法
に
対
し
て
、
浅
薄
な
人
間
の
知
識
や
、
か
弱
き
人
間
の
能
力
を
も
っ
て
祈
願
祈
祷
し
、
そ
の
自
力
の
廻
向
に
よ
っ

て
利
益
を
授
か
ろ
う
と
す
る
が
如
き
は
、
畢
竟
宗
教
的
真
理
の
大
法
の
絶
対
的
実
在
た
る
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
認
識
不
足
も

甚
し
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
絶
対
無
上
の
聖
な
る
法
に
対
す
る
我
等
の
正
し
い
態
度
は
、
た
ゞ
そ
れ
を
全
幅
的
に
信
頼
し
随
順

す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
お
ま
か
せ
の
一
つ
あ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
ざ
か
し
い
人
間
の
は
か
ら
い
と
、
功
利
的
な
物
欲
の
い
の
り
は
、
結

局
絶
対
的
真
実
の
法
を
冒
涜
す
る
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
法
の
冒
涜
は
や
が
て
ま
た
自
己
を
冒
涜
し
破
滅
に
導
く
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
濂
。

つ
ま
り
、
阿
弥
陀
佛
の
救
済
法
を
全
幅
的
に
信
頼
し
、
随
順
す
る
の
み
で
あ
り
、
お
ま
か
せ
の
一
つ
あ
る
の
み
。
こ
ざ
か
し
い
人
間
の

は
か
ら
い
と
功
利
的
物
欲
の
い
の
り
は
結
局
絶
対
的
真
実
の
阿
弥
陀
佛
の
救
済
の
真
理
を
冒
涜
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
次

第
な
の
で
す
。
ひ
た
む
き
に
、
ひ
た
す
ら
に
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
と
唱
え
て
い
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
あ
れ
を
こ
う
し
て
、
こ
れ
を
あ

あ
し
て
と
い
う
、
人
間
の
思
い
に
基
づ
く
祈
り
や
願
い
は
、
か
え
っ
て
阿
弥
陀
佛
の
大
慈
大
悲
を
冒
涜
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
、
と
い

う
次
第
な
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
救
主
に
う
ち
ま
か
せ
き
っ
て
、
お
の
れ
の
、
は
か
ら
い
の
仕
業
を
ふ
り
ま
わ
さ
ぬ
と
い
う
メ
ロ
デ
ィ
ー
は
、
キ
リ
ス
ト

教
、
し
か
も
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
の
救
済
論
に
類
似
し
て
い
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
と
は
言
え
、
そ
の
点
に
お
い
て
類
似
し
て
い
る
と
し

て
も
、
そ
こ
か
ら
の
道
は
二
つ
に
わ
か
れ
て
左
右
に
袂
を
わ
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
真
宗
は
祈
祷
を
も
、
は
か
ら
い
と
し
て

こ
れ
を
禁
忌
す
る
の
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
逆
に
、「
落
胆
せ
ず
し
て
常
に
祈
る
べ
き
こ
と
」
を
す
す
め
〈
ル
カ
福
音
書
18：

１
〉、

「
咎
む
る
こ
と
な
く
、
ま
た
惜
し
む
事
な
く
、
す
べ
て
の
人
に
与
ふ
る
神
に
求
む
べ
し
、
さ
ら
ば
与
へ
ら
れ
ん
」
と
し
て
〈
ヤ
コ
ブ
１：

５
〉、
祈
祷
が
奨
励
・
命
令
さ
れ
て
行
く
の
で
す
。
聖
書
中
の
各
所
に
は
、「
信
仰
の
祈
は
病
め
る
者
を
救
は
ん
。
主
か
れ
を
起
し
給
は
ん
。

も
し
罪
を
犯
し
し
事
あ
ら
ば
赦
さ
れ
ん
。
こ
の
ゆ
え
に
互
に
罪
を
言
ひ
表
し
、
か
つ
癒
さ
れ
ん
た
め
に
相
互
に
祈
れ
。
正
し
き
人
の
祈
は

働
き
て
大
い
な
る
力
あ
り
。
エ
リ
ヤ
は
我
ら
と
同
じ
情
を
も
て
る
人
な
る
に
、
雨
降
ら
ざ
る
こ
と
を
切
に
祈
り
し
か
ば
三
年
六
ケ
月
の
あ

ひ
だ
地
に
雨
降
ら
ざ
り
き
。
か
く
て
再
び
祈
り
た
れ
ば
、
天
雨
を
降
し
、
地
そ
の
果
を
生
ぜ
り
。」
と
し
て
、
病
気
平
癒
、
赦
罪
、
晴
天
・
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降
雨
の
祈
り
の
例
も
あ
げ
ら
れ
〈
ヤ
コ
ブ
５：

15
〜
18
、
列
王
蠢
８：

35
〜
36
等
〉、
鎮
護
国
家
〈
詩
122：

６
、７
、
46：

１
〜
11
〉、
武
運

長
久
〈
出
エ
ジ
プ
ト
17：

11
〜
16
、
ヨ
シ
ュ
ア
10：

12
〜
14
〉、
家
内
安
全
〈
詩
128：

１
〜
６
、
144：

10
〜
15
〉、
息
災
延
命
〈
詩
91：

14

〜
16
、
116：

１
〜
９
、
イ
ザ
ヤ
38：

１
〜
20
〉、
懺
悔
滅
罪
〈
ダ
ニ
エ
ル
９：

４
、
詩
32：

５
、６
〉、
事
業
繁
栄
〈
創
世
記
39：

２
、３
、

23
、
詩
１：
３
、
90：

17
〉
等
に
関
す
る
祈
願
す
ら
公
然
と
さ
さ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
現
実
の
キ
リ
ス
ト
教
会
・
キ
リ
ス

ト
者
の
群
に
お
い
て
は
、
公
私
・
細
大
各
方
面
に
わ
た
る
あ
れ
や
こ
れ
や
の
具
体
的
な
、
い
わ
ゆ
る
現
世
祈
祷
が
明
ら
か
に
あ
げ
ら
れ
て

い
る
の
で
す
。
病
人
の
こ
と
、
貧
窮
者
の
こ
と
、
失
職
者
の
こ
と
、
受
刑
者
の
こ
と
、
旅
行
者
の
こ
と
、
為
政
者
の
こ
と
、
遺
族
の
こ
と
、

求
道
者
の
こ
と
な
ど
、「
こ
う
し
て
、
あ
あ
し
て
」
と
。
こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
の
祈
祷
と
く
ら
べ
て
み
る
と
き
、
さ
き
の

「（
阿
弥
陀
佛
の
救
済
法
）
を
全
幅
的
に
信
頼
し
随
順
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
お
ま
か
せ
の
一
つ
あ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
ざ
か
し
い
人
間
の

は
か
ら
い
と
、
功
利
的
な
物
欲
の
い
の
り
は
結
局
絶
対
的
真
実
の
法
を
冒
涜
す
る
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」
と
言
い
き
っ
て
、
阿
弥
陀

如
来
の
大
慈
悲
に
う
ち
ま
か
せ
る
親
鸞
教
徒
た
ち
の
無
祈
祷
の
世
界
は
、
何
と
も
魅
力
的
な
こ
と
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
の
日
々
の

祈
り_

内
容
に
お
い
て
貧
弱
な
ば
か
り
か
、
言
葉
も
に
わ
か
仕
立
て
で
、
欲
得
の
不
純
も
ま
じ
り
、
熱
意
の
ほ
ど
も
あ
や
し
げ
な
祈
り
は
、

こ
の
親
鸞
教
徒
の
一
喝
の
前
に
、
あ
わ
や
雲
散
霧
消
し
て
し
ま
い
そ
う
で
す
…
…
。

盪
　
祈
り
の
虚
偽
性
と
呪
心

│
島
地
大
等
の
所
説
│

そ
う
で
す
、
た
し
か
に
親
鸞
教
徒
は
、
人
間
の
さ
さ
げ
る
祈
り
が
不
純
・
不
実
の
手
垢
で
汚
れ
て
い
る
点
を
あ
げ
て
、
祈
祷
否
定
論
を

唱
え
て
も
い
た
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
本
願
寺
派
の
学
匠
〈
島
地
大
等
〉
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
ま
し
た
。

基
督
教
の
や
う
に
、
神
に
祈
る
こ
と
を
教
へ
る
宗
教
で
あ
っ
て
も
、
真
に
信
仰
に
触
れ
た
人
で
あ
る
な
ら
、
祈
を
有
せ
ざ
る
大
智
慈

を
感
得
す
る
に
違
ひ
な
い
。
宗
教
は
祈
祷
と
言
ふ
低
級
な
る
信
仰
か
ら
、
終
局
は
無
祈
祷
の
高
級
な
る
信
仰
に
進
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の

で
あ
る
。
親
鸞
聖
人
は
此
の
点
に
着
眼
し
て
、
無
祈
祷
と
言
ふ
こ
と
を
主
張
さ
れ
、
其
の
信
仰
を
宣
伝
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
今
一
つ
他
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祈祷と無祈祷（一）

の
言
葉
を
藉
っ
て
言
ふ
な
ら
ば
、
真
実
の
祈
は
人
間
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
。
人
間
の
祈
は
総
て
虚
偽
で
あ
る
。
此
の
大
宇
宙
に
あ
っ
て
、

真
実
に
永
久
に
真
の
力
あ
り
内
容
あ
る
所
の
祈
は
、
た
ゞ
阿
弥
陀
佛
御
一
人
に
存
す
る
の
み
で
あ
る
。
如
来
の
本
願
力
と
言
ふ
こ
と
は
、

佛
の
永
久
の
大
祈
祷
と
言
ふ
こ
と
で
あ
る
。
阿
弥
陀
佛
が
我
々
人
類
に
対
し
て
、
不
断
の
念
力
か
ら
、
ど
う
し
て
も
救
は
ず
に
置
か
ぬ

と
言
ふ
偉
大
な
る
祈
り
を
、
絶
え
ず
我
々
に
向
っ
て
注
ぎ
掛
け
て
居
ら
れ
る
こ
と
を
、
阿
弥
陀
佛
の
大
祈
祷
と
言
ふ
の
で
あ
る
。
本
願

力
と
言
ふ
の
で
あ
る
。
此
の
偉
大
な
る
願
力
即
ち
大
祈
祷
力
に
動
か
さ
れ
て
、
我
々
が
如
来
を
知
り
、
慈
悲
の
真
の
父
を
識
り
、
始
め

て
救
に
入
る
の
で
あ
る
。
真
実
な
る
如
来
の
祈
祷
に
動
か
さ
れ
て
、
吾
々
は
救
は
る
ゝ
の
で
あ
る
か
ら
、
吾
々
の
虚
偽
の
祈
は
、
此
の

場
合
何
の
生
命
も
価
値
も
存
在
し
て
居
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
此
の
点
を
考
へ
た
な
ら
ば
、
祈
祷
と
言
ふ
も
の
ゝ
意
味
が
、
最
高
の
宗
教
に

あ
っ
て
は
、
何
を
意
味
す
る
か
ゞ
能
く
分
る
。

今
一
つ
附
加
へ
て
言
ふ
と
、
祈
の
心
は
呪
の
心
に
依
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
居
る
。
人
間
の
場
合
に
於
て
は
、
そ
れ
が
虚
偽
の
祈
り
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
倉
田
百
三
君
の
『
出
家
と
其
の
弟
子
』
に
現
わ
れ
て
い
る
祈
は
、『
俊
寛
僧
都
』
に
現
れ
た
所
の
呪
そ
の
も
の
と
結

付
け
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
人
間
の
祈
は
、
即
ち
呪
を
以
て
裏
付
け
ら
れ
て
居
る
。
是
は
人
間
と
し
て
の
自
然
で
あ
る
。
此
の
意

味
に
於
て
真
の
祈
は
、
人
間
に
恵
ま
れ
て
な
い
。
た
ゞ
呪
を
内
容
と
し
た
所
の
祈
の
み
が
、
人
間
に
存
在
す
る
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
斯
う
言
ふ
点
を
考
へ
て
見
る
と
言
ふ
と
、
宗
教
が
高
等
で
あ
る
だ
け
、
殊
に
祈
祷
と
言
ふ
文
字
に
現
れ
た
卑
し
き
信
仰
は
、

其
の
色
彩
を
薄
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
終
局
は
無
祈
祷
の
極
致
、
純
に
し
て
絶
対
的
な
る
他
力
の
信
仰
の
み
が
、

最
高
宗
教
の
根
本
生
命
を
な
す
も
の
と
言
ふ
こ
と
に
な
る
。
斯
う
言
ふ
信
仰
を
内
容
と
し
た
神
秘
主
義
が
、
宗
教
の
最
高
の
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
真
宗
の
上
に
最
も
能
く
現
れ
た
も
の
で
あ
る
。
尚
其
の
信
仰
の
内
容
を
知
る
に
付
け
て
、
神
の
絶
対
性
と
道
徳
性
と
に
応

ず
る
人
間
の
道
徳
的
自
覚
、
及
び
神
秘
的
自
覚
と
に
関
す
る
親
鸞
聖
人
の
特
徴
に
関
し
て
は
委
し
く
言
は
な
く
と
も
、
大
体
是
等
を
以

て
推
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
と
思
ふ
潦
。

こ
の
う
ち
、「
真
実
の
祈
は
人
間
に
恵
ま
れ
て
な
い
。
人
間
の
祈
は
総
て
虚
偽
で
あ
る
…
…
人
間
の
祈
は
、
即
ち
呪
を
以
て
裏
付
け
ら
れ

て
居
る
。
是
は
人
間
と
し
て
の
自
然
で
あ
る
。
此
の
意
味
に
於
て
真
の
祈
は
、
人
間
に
恵
ま
れ
て
な
い
。
…
…
斯
う
言
ふ
点
を
考
へ
て
見
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る
と
言
ふ
と
、
宗
教
が
高
等
で
あ
る
だ
け
、
殊
に
祈
祷
と
言
ふ
文
字
に
現
れ
た
卑
し
き
信
仰
は
、
其
の
色
彩
を
薄
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の

で
あ
る
。」
と
言
っ
た
言
葉
は
、
鋭
く
も
現
実
を
突
く
も
の
で
、
か
か
る
真
宗
教
学
の
鋭
鋒
を
前
に
し
て
、
祈
祷
を
こ
と
と
す
る
キ
リ
ス
ト

教
徒
た
ち
は
何
と
答
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
現
実
の
祈
り
は
、
正
に
不
純
・
不
実
・
不
毛
・
不
届
・
不
敬
・
不
遜
・
不
束
…
…
そ
の

も
の
で
あ
る
こ
と
に
恥
じ
入
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
祈
祷
の
声
を
小
さ
く
し
て
行
く
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
、
祈
祷
の
あ
や
ふ
や
さ
は
、
た
と
え
ば
、
あ
の
使
徒
ペ
テ
ロ
が
捕
わ
れ
て
、
処
刑
さ
れ
る
前
夜
。
御
使
い
の
手
引
き
に
よ
っ
て
、

奇
蹟
の
脱
出
を
な
し
え
た
ペ
テ
ロ
が
、
当
時
エ
ル
サ
レ
ム
の
教
会
集
会
所
と
な
っ
て
い
た
マ
ル
コ
と
呼
ば
れ
て
い
る
ヨ
ハ
ネ
の
母
マ
リ
ヤ

の
家
に
帰
っ
て
き
ま
す
が
、「
そ
こ
に
は
大
ぜ
い
の
人
が
集
ま
っ
て
、
祈
っ
て
い
た
。」
の
で
し
た
。
何
を
祈
っ
て
い
た
か
な
ど
と
問
う
ま

で
も
な
く
、
彼
ら
は
明
日
に
せ
ま
っ
た
使
徒
ペ
テ
ロ
の
運
命
を
思
い
、
そ
の
無
事
、
脱
出
、
帰
還
を
、
夜
を
徹
し
て
祈
祷
の
真
っ
最
中
だ

っ
た
の
で
す
。
戸
を
叩
く
音
に
、
応
対
に
出
た
女
中
ロ
ダ
は
、
そ
れ
が
ペ
テ
ロ
の
声
だ
と
わ
か
る
と
、
奥
座
敷
の
祈
り
手
た
ち
に
、
ペ
テ

ロ
が
門
の
外
に
立
っ
て
い
る
と
告
げ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
問
題
は
そ
の
時
、
徹
夜
祈
祷
会
の
メ
ン
バ
ー
、
い
わ
ば
、
祈
り
の
猛
者
た
ち
か

ら
返
さ
れ
た
応
答
で
す
。
彼
ら
は
頭
を
あ
げ
る
と
、
ロ
ダ
に
向
か
っ
て
、「
あ
な
た
は
気
が
狂
っ
て
い
る
の
だ
。」
と
言
っ
た
と
い
う
の
で

す
。
今
の
今
ま
で
、
ペ
テ
ロ
の
無
事
帰
還
を
祈
っ
て
い
た
祈
り
手
た
ち
自
身
が
、
い
ざ
、
そ
の
祈
り
通
り
に
ペ
テ
ロ
無
事
帰
還
と
聞
く
と
、

そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
が
…
…
？
と
い
ぶ
か
り
、
ロ
ダ
を
嘲
笑
っ
て
、
狂
気
呼
ば
わ
り
し
た
と
言
う
の
で
す
。
そ
れ
で
も
、
ロ
ダ
が
「
ほ
ん

と
う
だ
。」
と
言
い
張
る
の
を
聞
く
や
、
彼
ら
は
、
あ
く
ま
で
も
ペ
テ
ロ
帰
還
を
信
じ
よ
う
と
し
な
い
か
の
よ
う
に
、「
そ
ん
な
ら
、
そ
れ

は
ペ
テ
ロ
付
き
の
守
護
天
使
か
な
ん
か
だ
ろ
う
。」
と
言
っ
た
と
い
う
の
で
す
…
…
。
し
か
し
、
ペ
テ
ロ
が
戸
を
叩
き
つ
づ
け
る
の
で
、
門

を
あ
け
て
み
る
と
、
そ
こ
に
ペ
テ
ロ
が
い
た
の
で
、
彼
等
は
「
非
常
に
驚
い
た
。」
と
い
う
お
ま
け
ま
で
つ
き
ま
す
〈
使
徒
12：

６
〜
16
〉。

こ
れ
が
あ
の
聖
霊
降
臨
の
使
徒
教
会
の
祈
祷
会
の
実
態
で
あ
り
、
正
に
不
純
・
不
実
・
不
束
な
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
恐
縮
す

べ
き
事
実
で
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
る
者
は
、
い
よ
い
よ
祈
祷
の
意
義
に
消
極
的
と
な
り
、
否
定
的
と
な
っ
て
行
き
ま
し
ょ
う
か
。

そ
し
て
親
鸞
教
的
な
無
祈
祷
論
に
大
き
く
地
崩
れ
し
て
行
き
ま
し
ょ
う
か
。

し
か
も
、
そ
う
言
え
ば
聖
書
に
も
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
自
身
「
汝
ら
の
父
は
求
め
ぬ
さ
き
に
、
汝
ら
の
必
要
な
る
物
を
知
り
た
ま
ふ
。」

小 畑　　　進
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祈祷と無祈祷（一）

と
明
言
さ
れ
〈
マ
タ
イ
６：

８
〉、「
汝
ら
の
天
の
父
は
す
べ
て
こ
れ
ら
の
物
の
汝
ら
に
必
要
な
る
を
知
り
給
う
な
り
。」
と
重
言
し
て
お
ら

れ
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
菅
原
道
真
の
も
の
と
伝
え
ら
れ
る
〝
心
だ
に
誠
の
道
に
叶
ひ
な
ば
祈
ら
ず
と
て
も
神
や
守
ら
ん
〞
と
言
う
調

子
と
も
共
鳴
し
て
、
た
だ
で
さ
え
、
不
確
か
な
祈
祷
へ
の
熱
心
は
凍
結
し
て
し
ま
い
ま
し
ょ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
、「
絶
対
是
認
の
救
済
法
に

対
し
て
、
浅
薄
な
人
間
の
知
識
や
、
か
弱
き
人
間
の
能
力
を
も
っ
て
祈
願
祈
祷
し
、
そ
の
自
力
の
廻
向
に
よ
っ
て
利
益
を
授
か
ろ
う
と
す

る
が
如
き
は
、
畢
竟
宗
教
的
真
理
の
大
法
の
絶
対
的
実
在
た
る
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
認
識
不
足
も
甚
し
い
も
の
と
い
う
べ
き
で

あ
る
。
絶
対
無
上
の
聖
な
る
法
に
対
す
る
我
等
の
正
し
い
態
度
は
、
た
ゞ
そ
れ
を
全
幅
的
に
信
頼
し
随
順
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
お
ま
か

せ
の
一
つ
あ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
ざ
か
し
い
人
間
の
は
か
ら
い
と
、
功
利
的
な
物
欲
の
い
の
り
は
、
結
局
絶
対
的
真
実
の
法
を
冒
涜
す
る

以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
法
の
冒
涜
は
や
が
て
ま
た
自
己
を
冒
涜
し
破
滅
に
導
く
こ
と
に
な
る
澳
。」
と
言
っ
た
、
ひ
た
押
し
の
論
理
の

前
に
、
あ
え
な
く
祈
祷
の
気
息
は
断
た
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

特
に
祈
り
深
き
人
た
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
、
い
よ
い
よ
祈
祷
の
人
た
る
べ
く
乞
い
願
う
キ
リ
ス
ト
者
は
、
か
え
っ
て
殊
更
に
あ
れ
こ

れ
と
祈
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
神
の
全
智
性
・
全
能
性
へ
の
信
頼
不
足
を
物
語
る
も
の
だ
、
と
斬
り
こ
ま
れ
る
と
き
、
大
き
な
衝
動
を

受
け
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
は
た
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
熱
心
な
祈
り
、
祈
り
の
た
め
の
精
進
・
努
力
は
、
む
し
ろ
そ
の
宗
教
の
雑
駁
さ

を
意
味
し
、
そ
の
神
の
御
配
慮
に
対
す
る
盲
目
性
を
自
白
し
て
い
る
も
の
だ
、
と
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
か
ら
。

第
四
章
《
念
願
》
的
祈
祷

も
っ
と
も
、
真
宗
教
学
者
の
中
に
は
、
祈
祷
の
語
義
を
分
析
し
て
、
祈
祷
に
は
、
第
一
義
的
な
神
佛
に
対
す
る
強
要
と
し
て
の
祈
り
と
、

第
二
義
的
な
自
己
の
念
願
・
希
望
と
し
て
の
祈
り
の
、
二
つ
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
て
、
第
一
義
の
強
要
と
し
て
の
祈
祷
は
断
乎
排
斥
す

る
け
れ
ど
も
、
第
二
義
の
希
望
・
願
望
・
念
願
あ
る
い
は
感
謝
の
意
味
で
の
祈
祷
な
ら
ば
、
宗
教
上
さ
し
つ
か
え
な
し
と
す
る
向
き
も
あ

り
ま
す
。
こ
の
意
外
な
屈
折
は
、
そ
の
元
祖
・
宗
祖
と
仰
ぐ
法
然
や
親
鸞
の
述
作
中
に
、「
祈
り
」
の
文
字
の
見
え
る
も
の
が
あ
る
か
ら
な

の
で
す
。
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盧
　
法
然
の
い
の
り

た
と
え
ば
、〈
法
然
〉
の
も
の
と
し
て
は
、

さ
れ
ば
有
智
無
智
、
善
人
悪
人
、
持
戒
破
戒
、
貴

　
と
う
と
き
も
賤
も

　

い
や
し
き
　
、
男な
ん

も
女に
よ

も
へ
だ
て
ず
、
若も
し

は
佛
の
在
世
の
衆
生
、
若
も
し
く
は
佛
の
滅
後
の
衆

生
、
若
も
し
く
は
末
法
萬
年
の
後の
ち

三
宝
み
な
う
せ
た
る
時
の
衆
生
迄
も
、
た
ゞ
念
佛
ば
か
り
こ
そ
、
現
当
の
祈
祷
と
は
な
り
候
は
め
澣
（
和
語

燈
録
）。

念
佛
の
意
こ
こ
ろ
を
し
ら
ず
し
て
、
此
の
世
の
い
の
り

、
、
、

に
佛
に
も
神
に
も
申
し
、
経
を
も
誦
し
か
き
、
堂
を
も
作
ら
ば
、
そ
れ
も
先
の
ご
と

く
お
ぼ
し
め
す
べ
く
候
、
せ
め
て
は
又
後
世
の
た
め
に
せ
ば
こ
そ
あ
ら
め
、
其
要
な
し
な
ど
を
ほ
せ
候
べ
か
ら
ず
。
専
修
を
さ
く
る
行

に
も
非
ざ
り
け
り
と
思
召

お
ぼ
し
め
し
候
べ
し
澡
（
同
）。

専
修
の
念
佛
は
、
現
当
の
い
の
り

、
、
、

と
成
候
や
澤
（
同
）。

此
の
世
の
祈
り
に
、
佛
に
も
神
に
も
申
さ
ん
事
は
、
そ
も
苦
し
く
候
ま
じ
。
後
世
の
往
生
の
為
め
に
は
、
念
佛
の
外
に
、
あ
ら
ぬ
行

を
す
る
こ
そ
、
念
佛
を
妨
げ
れ
ば
、
悪
し
き
業
に
て
は
候
へ
。
此
の
世
の
為
め
に
す
る
事
は
、
往
生
の
為
め
に
は
候
は
ね
ば
、
神
佛
の

祈
り
、
更
に
苦
し
か
る
ま
じ
く
候
澹
（
九
巻
伝
）。

盪
　
親
鸞
の
い
の
り

次
い
で
、〈
親
鸞
〉
の
述
作
中
の
も
の
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
箇
所
が
見
え
ま
す
。
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祈祷と無祈祷（一）

そ
れ
に
つ
け
て
も
念
佛
を
深
く
た
の
み
て
世
の
い
の
り

、
、
、

に
心
に
入
れ
て
申
し
合
せ
た
ま
ふ
べ
し
と
ぞ
お
ぼ
え
候
。
御
文
の
や
う
お
ほ

か
た
の
陳
状
よ
く
御
は
か
ら
ひ
ど
も
候
ひ
け
り
、
う
れ
し
く
候
。
詮
じ
さ
ふ
ら
ふ
所
は
、
御
身
に
か
ぎ
ら
ず
念
佛
ま
ふ
さ
ん
人
々
は
、

わ
が
御
身
の
料
は
思
召
さ
ず
と
も
、
朝
家
の
御
た
め
国
民
の
た
め
に
念
佛
を
ま
ふ
し
合
せ
た
ま
ひ
さ
ふ
ら
は
ゞ
め
で
た
う
候
ふ
べ
し
。

往
生
を
不
定
に
思
召
さ
ん
人
は
ま
づ
わ
が
身
の
往
生
を
思
召
し
て
御
念
佛
さ
ふ
ら
ふ
べ
し
。
わ
が
身
の
往
生
一
定
と
思
召
さ
ん
人
は
佛

の
御
恩
を
お
ぼ
し
め
さ
ん
に
御
報
恩
の
た
め
に
御
念
佛
こ
ゝ
ろ
に
入
れ
て
申
し
て
『
世
の
な
か
安
穏
な
れ
、
佛
法
ひ
ろ
ま
れ
』
と
思
召

す
べ
し
と
ぞ
覚
え
候
濆
（
御
消
息
集
）。

念
佛
を
御
心
に
入
れ
て
つ
ね
に
申
し
て
、
念
佛
そ
し
ら
ん
人
々
此
世
・
後
の
世
ま
で
の
事
を
い
の
り
あ
は
せ
た
ま
ふ
べ
く
候
澪
（
同
）。

阿
弥
陀
如
来
来
化
ら
い
け

し
て
、
息
災
延
命
の
た
め
に
と
て
、
金
光
明
の
寿
量
品
と
き
お
き
た
ま
へ
る
み
の
り
な
り
。
山
家
の
伝
教
大
師
は

国
土
人
民
を
あ
は
れ
み
て
、
七
難
消
滅
の
誦
文
じ
ゅ
も
ん

に
は
南
無
阿
弥
陀
佛
を
と
な
ふ
べ
し
。
一
切
の
功
徳
に
す
ぐ
れ
た
る
南
無
阿
弥
陀
佛
を

と
な
ふ
れ
ば
、
三
世
の
重
障
み
な
な
が
ら
、
か
な
ら
ず
転
じ
て
軽
微
き
ょ
う
み

な
り
。
南
無
阿
弥
陀
佛
を
と
な
ふ
れ
ば
、
こ
の
世
の
利
益
き
は
も

な
し
。
流
転
輪
廻

る
て
ん
り
ん
ね

の
つ
み
き
え
て
、
定
業
中
夭

じ
ょ
う
ご
う
ち
ゅ
う
よ
う
の
ぞ
こ
り
ぬ
。
南
無
阿
弥
陀
佛
を
と
な
ふ
れ
ば
、
梵
天
・
帝
釈
帰
敬
す
。
諸
天
善
神
こ

とe
f

く
、
よ
る
ひ
る
つ
ね
に
ま
も
る
な
り
濟
（
現
世
利
益
和
讃
）。

す
で
に
、
親
鸞
は
「
佛
号
む
ね
と
修
す
れ
ど
も
、
現
世
を
い
の
る
行
者
を
ば
、
こ
れ
も
雑
修
と
な
づ
け
て
ぞ
、
千
中
無
一
と
き
ら
は

る
ゝ]

濕
と
申
し
て
い
ま
し
た
が
、
以
上
の
諸
文
に
あ
げ
ら
れ
た
「
祈
り
」
は
、
む
し
ろ
「
純
粋
な
『
世
の
人
々
の
希
望
』
又
は
『
世
の

人
々
の
為
の
希
望
濬
』
な
り
と
し
て
、
区
別
分
類
さ
れ
て
、〈
神
子
上
悪
龍
〉
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
綜
合
さ
れ
る
の
で
す
。

『
い
の
り
』
の
語
義
に
関
し
て
は
国
語
学
上
種
々
解
説
濔
が
な
さ
れ
て
あ
る
が
、
そ
の
意
義
は
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
即
ち
種
々
の
内
容
を
含
む
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
大
別
す
る
と
二
つ
に
な
る
。
即
ち
そ
の
一
つ
は
神
佛
に
対
し
て
祈
願
す
る
こ
と
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で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
人
生
諸
般
の
も
の
ご
と
に
対
し
て
、
希
望
や
願
望
を
示
す
語
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
『
い
の
り
』
は
前
者
の
意

味
で
な
く
て
後
者
の
意
味
で
あ
り
、
純
粋
な
希
望
の
意
味
を
現
わ
す
の
で
あ
る
。
農
家
の
人
々
が
厄
日
に
暴
風
を
避
け
た
い
と
い
の
り
、

人
の
子
の
親
と
し
て
そ
の
子
の
病
気
平
癒
を
い
の
る
こ
と
は
当
然
過
ぎ
る
程
当
然
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
情
自
然
の
発
露
と
し
て
の

生
活
感
情
、
萬
人
の
有
す
る
心
の
願
い
、
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
人
間
の
希
望
を
表
明
す
る
『
い
の
り
』
を
も
、
わ
が
真
宗
に
お
い
て
否
定

す
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
濘
。

第
五
章
《
強
要
》
的
祈
祷

と
も
か
く
も
、
神
子
上
師
な
ど
は
祈
祷
を
分
類
し
て
、〈
念
願
〉・〈
希
望
〉
と
し
て
の
祈
り
は
定
義
上
さ
し
つ
か
え
な
し
と
し
た
わ
け
で

す
が
、
さ
り
と
は
言
え
、〈
強
要
〉
と
し
て
の
祈
り
に
対
し
て
は
、
絶
対
に
許
容
し
な
い
と
い
う
の
で
す
。
し
か
ら
ば
こ
こ
で
、
ひ
る
が
え

っ
て
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
祈
祷
、
聖
書
中
の
祈
祷
例
は
、
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
は
た
し
て
言
う
と
こ
ろ
の
念
願
と
し
て

の
祈
祷
だ
け
で
し
ょ
う
か
。
否
々
、
そ
れ
こ
そ
〈
強
要
〉
と
し
て
の
祈
り
と
も
言
う
べ
き
祈
祷
例
が
多
々
見
つ
け
ら
れ
る
の
で
す
。
つ
ま

り
、
真
宗
・
親
鸞
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
は
、
こ
の
限
定
さ
れ
た
場
に
お
い
て
も
真
正
面
し
て
い
る
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
次
の
キ
リ
ス
ト
自
身
が
語
っ
た
譬
話
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
と
き
、
キ
リ
ス
ト
は
「
祈
り
を
教
え
て
く
だ
さ
い
」
と

言
う
弟
子
た
ち
の
求
め
に
応
じ
て
、
祈
り
の
真
髄
を
語
り
出
し
て
い
ま
す
。

あ
な
た
が
た
の
う
ち
、
だ
れ
か
に
友
だ
ち
が
い
る
と
し
て
、
真
夜
中
に
そ
の
人
の
と
こ
ろ
に
行
き
、『
君
。
パ
ン
を
三
つ
貸
し
て
く

れ
。
友
人
が
旅
か
ら
私
の
う
ち
へ
来
た
の
だ
が
、
出
し
て
や
る
も
の
が
な
い
の
だ
。』
と
言
っ
た
と
し
ま
す
。
す
る
と
、
彼
は
家
の
中
か

ら
こ
う
答
え
ま
す
。『
め
ん
ど
う
を
か
け
な
い
で
く
れ
。
も
う
戸
締
り
も
し
て
し
ま
っ
た
し
、
子
ど
も
た
ち
も
私
も
寝
て
い
る
。
起
き

て
、
何
か
を
や
る
こ
と
は
で
き
な
い
。』
あ
な
た
が
た
に
言
い
ま
す
が
、
彼
は
友
だ
ち
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
起
き
て
何
か
を
与
え
る
こ

と
は
な
い
に
し
て
も
、
あ
く
ま
で
頼
み
続
け
る
な
ら
、
そ
の
た
め
に
は
起
き
上
が
っ
て
、
必
要
な
物
を
与
え
る
で
し
ょ
う
。
わ
た
し
は
、
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祈祷と無祈祷（一）

あ
な
た
が
た
に
言
い
ま
す
。
求
め
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
与
え
ら
れ
ま
す
。
捜
し
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
見
つ
か
り
ま
す
。
た
た
き
な

さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
開
か
れ
ま
す
。
だ
れ
で
あ
っ
て
も
、
求
め
る
者
は
受
け
、
捜
す
者
は
見
つ
け
出
し
、
た
た
く
者
に
は
開
か
れ
ま
す

〈
ル
カ
11：

５
〜
10
〉。

も
う
戸
締
り
も
し
た
り
、
寝
て
し
ま
っ
た
と
、
こ
と
わ
る
の
に
、
な
お
戸
を
叩
き
つ
づ
け
る
の
で
、
た
ま
ら
ず
に
戸
を
開
け
て
応
ぜ
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
、
と
い
う
趣
旨
は
、
祈
祷
は
祈
祷
で
も
、
単
な
る
希
望
・
念
願
の
域
を
突
破
し
て
、
真
宗
教
学
の
嫌
う
、
い
わ
ゆ
る

〈
強
要
〉
と
し
て
の
祈
祷
の
域
に
入
る
べ
き
で
、
こ
の
譬
話
は
そ
の
よ
う
な
祈
祷
を
す
す
め
た
も
の
と
言
え
ま
し
ょ
う
。「
彼
は
友
だ
ち
だ

か
ら
と
い
う
こ
と
で
起
き
て
何
か
を
与
え
る
こ
と
は
し
な
い
に
し
て
も
、
あ
く
ま
で
頼
み
続
け
る
な
ら
、
そ
の
た
め
に
は
起
き
上
が
っ
て
、

必
要
な
物
を
与
え
る
で
し
ょ
う
」
と
、
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

し
か
し
、
こ
こ
で
念
の
た
め
に
、
も
う
一
つ
同
じ
イ
エ
ス
が
語
っ
た
、
い
つ
で
も
祈
る
べ
き
で
あ
り
、
失
望
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を

教
え
た
〝
や
も
め
と
裁
判
官
の
た
と
え
〞
を
あ
げ
て
見
ま
し
ょ
う
。

「
あ
る
町
に
、
神
を
恐
れ
ず
、
人
を
人
と
も
思
わ
な
い
裁
判
官
が
い
た
。
そ
の
町
に
、
ひ
と
り
の
や
も
め
が
い
た
が
、
彼
の
と
こ
ろ
に

や
っ
て
来
て
は
、『
私
の
相
手
を
さ
ば
い
て
、
私
を
守
っ
て
く
だ
さ
い
。』
と
言
っ
て
い
た
。
彼
は
、
し
ば
ら
く
は
取
り
合
わ
な
い
で
い

た
が
、
後
に
は
心
ひ
そ
か
に
『
私
は
神
を
恐
れ
ず
人
を
人
と
も
思
わ
な
い
が
、
ど
う
も
、
こ
の
や
も
め
は
、
う
る
さ
く
て
し
か
た
が
な

い
か
ら
、
こ
の
女
の
た
め
に
裁
判
を
し
て
や
る
こ
と
に
し
よ
う
。
で
な
い
と
、
ひ
っ
き
り
な
し
に
や
っ
て
来
て
う
る
さ
く
て
し
か
た
が

な
い
。』
と
言
っ
た
。」
そ
し
て
、
イ
エ
ス
は
付
言
し
て
い
ま
す
。「
不
正
な
裁
判
官
の
言
っ
て
い
る
こ
と
を
聞
き
な
さ
い
。
ま
し
て
神

は
、
夜
昼
神
を
呼
び
求
め
て
い
る
選
民
の
た
め
に
さ
ば
き
を
つ
け
な
い
で
、
い
つ
ま
で
も
そ
の
こ
と
を
放
っ
て
お
か
れ
る
こ
と
が
あ
る

で
し
ょ
う
か
」〈
ル
カ
18：

１
〜
８
〉。

こ
の
「
う
る
さ
く
て
し
か
た
が
な
い
か
ら
」・「
で
な
い
と
、
ひ
っ
き
り
な
し
に
や
っ
て
来
て
う
る
さ
く
て
し
か
た
が
な
い
」
と
言
っ
た
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言
葉
は
、
一
目
瞭
然
、
祈
り
は
祈
り
で
も
、〈
強
要
〉
の
祈
り
を
指
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
い
や
、
そ
れ
が
、
こ
の
譬
話
の
ポ

イ
ン
ト
だ
っ
た
の
で
す
。

盧
　
叩
け
よ
・
さ
ら
ば

│
柳
　
宗
悦
の
所
説
│

と
こ
ろ
で
、
以
上
二
つ
の
う
ち
前
の
方
の
『
真
夜
中
の
友
』
の
譬
話
に
は
、「
求
め
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
与
え
ら
れ
ま
す
。
捜
し
な
さ

い
。
そ
う
す
れ
ば
見
つ
か
り
ま
す
。
た
た
き
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
開
か
れ
ま
す
」〈
ル
カ
11：

９
〉
と
い
う
文
句
が
付
け
ら
れ
て
い
る
の

で
す
が
、
こ
の
言
葉
に
つ
い
て
、
民
芸
学
者
の
〈
柳
　
宗
悦
〉
は
、
次
の
よ
う
な
不
満
を
も
ら
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

聖
書
に
『
求
め
よ
、
さ
ら
ば
与
え
ら
れ
ん
。
叩
け
よ
、
さ
ら
ば
開
か
れ
ん
』
と
い
う
句
が
あ
る
。
聖
書
の
中
で
も
有
名
な
句
で
、
こ

の
言
葉
は
ど
ん
な
に
沢
山
の
説
教
を
呼
び
起
こ
さ
せ
た
か
わ
か
ら
ぬ
。
イ
エ
ス
の
言
葉
と
し
て
最
も
広
く
人
々
に
膾
炙
か
い
し
ゃ

さ
れ
た
も
の
と

言
え
よ
う
。

し
か
し
私
は
ど
う
も
こ
の
句
に
満
足
が
で
き
ぬ
。
宗
教
家
と
も
あ
ろ
う
イ
エ
ス
の
言
葉
だ
と
は
受
け
取
り
難
い
の
で
あ
る
。
何
か
記

録
の
誤
り
で
は
な
い
か
。
そ
れ
と
も
訳
語
の
間
違
い
で
は
な
い
か
。

ち
ょ
っ
と
考
え
る
と
、
こ
れ
で
一
向
差
し
支つ
か

え
な
い
と
も
思
わ
れ
よ
う
し
、
こ
れ
で
も
十
分
な
教
え
を
孕は
ら

ん
で
い
る
と
も
い
わ
れ
よ

う
。し

か
し
、
そ
れ
に
も
拘
か
か
わ
ら
ず
私
が
満
足
し
得
な
い
の
は
、『
さ
ら
ば
』
と
い
う
一
語
が
入
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
求
め
る

私
と
与
え
る
神
と
が
相
対
す
る
。
そ
う
し
て
私
の
求
め
に
必
ず
応
え
る
の
を
神
が
約
束
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
が
叩
く
か
ら

開
か
れ
る
と
い
う
表
現
は
、
私
が
因
で
、
神
が
果
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
私
の
因
が
な
く
ば
、
神
の
果
も
ま
た
な
い
こ
と
を
意
味
し
よ

う
。『
さ
ら
ば
』
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
こ
と
を
語
る
。
人
の
行
い
が
あ
っ
て
神
の
行
い
が
こ
れ
に
応
ず
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
神
の
行
い
は
そ
ん
な
条
件
つ
き
で
あ
ろ
う
か
、
な
ま
ぬ
る
い
で
あ
ろ
う
か
。
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祈祷と無祈祷（一）

私
の
考
え
で
は
叩
く
か
ら
開
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
開
か
れ
て
い
る
ゆ
え
に
叩
く
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
常
に
神
が
因
で
人
間

の
ほ
う
が
果
な
の
だ
と
、
逆
に
考
え
る
ほ
う
が
、
至
当
だ
と
思
え
る
。
否
『
さ
ら
ば
』
と
い
う
よ
う
な
態
度
は
神
の
行
為
に
は
あ
る
ま

い
。
む
し
ろ
無
条
件
に
、
い
つ
だ
と
て
開
い
て
い
る
の
が
神
の
行
為
で
あ
ろ
う
。
否
、
さ
ら
に
つ
き
つ
め
て
い
う
な
ら
、
神
が
開
く
の

で
は
な
く
、
開
く
こ
と
が
神
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
叩
こ
う
が
叩
く
ま
い
が
、
そ
ん
な
人
間
の
行
為
に
左
右
さ
れ
な
い
。
叩
く
と
い

う
こ
と
よ
り
、
開
く
ほ
う
が
先
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
先
と
い
う
の
は
時
間
的
の
前
後
で
は
な
く
、
永
劫
の
今
、
即
今
の

行
為
で
『
さ
ら
ば
』
と
い
う
よ
う
な
前
後
の
時
間
を
持
た
な
い
意
味
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
人
間
は
既
に
開
か
れ
て
い
る
中
で
叩
い
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
気
が
つ
け
ば
叩
く
自
分
を
省
み
て
恥
か
し
い

想
い
が
起
こ
る
で
あ
ろ
う
。
愚
か
な
自
分
の
た
め
に
、
既
に
扉
を
開
い
て
待
つ
そ
の
恩
沢
に
、
無
料
の
慙
愧
と
感
謝
と
を
、
感
じ
る
で

あ
ろ
う
。
人
間
が
叩
く
か
ら
始
め
て
開
く
と
い
う
よ
う
な
、
な
ま
ぬ
る
い
行
為
と
見
做
す
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
。
右
に
向
こ
う
が
、
左
に

向
こ
う
が
、
向
か
う
と
こ
ろ
、
こ
れ
総
て
開
か
れ
た
扉
な
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
叩
い
て
、
開
か
れ
る
こ
と
を
感
じ
る
の
は
、
ま
だ
信
心
の
生
活
だ
と
は
言
え
ぬ
。
む
し
ろ
開
か
れ
て
い
る
の
で
叩
く
の
だ
と

い
う
な
ら
筋
が
通
る
。
そ
う
い
う
用
意
な
く
し
て
神
は
叩
く
と
い
う
行
い
を
人
間
に
許
し
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
叩
く
こ

と
そ
れ
自
身
に
開
か
れ
る
こ
と
が
意
味
さ
れ
て
い
る
の
で
、
決
し
て
叩
く
か
ら
開
か
れ
る
の
で
は
な
い
。
開
か
れ
て
い
る
中
で
叩
い
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

聖
書
の
句
も
真
意
は
、
あ
る
い
は
そ
う
な
の
か
も
知
れ
ぬ
が
、
ど
う
も
『
さ
ら
ば
』
と
い
う
一
語
の
挿
入
が
、
全
体
の
言
葉
を
浅
く

し
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
福
音
記
者
の
記
録
の
誤
り
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
な
ら
ぬ
濱
。

こ
の
一
代
の
高
名
な
る
美
学
者
の
一
文
の
余
韻
は
、
深
く
、
大
き
く
響
い
て
、
い
わ
ゆ
る
〈
願
望
〉
と
し
て
の
祈
祷
な
ら
ま
だ
し
も
の

こ
と
、〈
強
要
〉
的
な
祈
祷
に
不
審
の
念
を
も
ら
し
、
そ
れ
は
〈
人
因
神
果
〉
と
い
う
反
宗
教
的
な
も
の
と
も
な
る
と
批
判
さ
れ
て
い
た
の

で
す
。

そ
う
言
え
ば
、
聖
書
に
も
、
キ
リ
ス
ト
自
身
の
言
葉
と
し
て
、「
祈
る
と
き
、
異
邦
人
の
よ
う
に
同
じ
こ
と
ば
を
、
た
だ
く
り
返
し
て
は
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い
け
ま
せ
ん
。
彼
ら
は
こ
と
ば
数
が
多
け
れ
ば
聞
か
れ
る
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
彼
ら
の
ま
ね
を
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
あ

な
た
が
た
の
父
な
る
神
は
、
あ
な
た
が
た
が
お
願
い
す
る
先
に
、
あ
な
た
が
た
に
必
要
な
も
の
を
知
っ
て
お
ら
れ
る
か
ら
で
す
」
と
あ
り

ま
し
た
し
〈
マ
タ
イ
６：

７
、８
〉、
か
か
る
不
快
の
感
情
を
吐
き
か
け
ら
れ
て
は
、
キ
リ
ス
ト
者
た
る
者
は
い
よ
い
よ
も
っ
て
、
祈
り
の

口
を
つ
む
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
る
者
、
い
か
ん
せ
ん
、
で
す
。

そ
の
上
、
さ
き
ほ
ど
の
「
真
夜
中
の
友
」
の
譬
話
の
主
人
公
の
「
あ
く
ま
で
頼
み
続
け
る
」
の
「
あ
く
ま
で
」
と
い
う
原
語
は
、
む
し

ろ
、「
恥
知
ら
ず
に
」・「
破
廉
恥

は
れ
ん
ち

な
ほ
ど
」・「
厚
か
ま
し
く
」・「
ず
う
ず
う
し
く
」
と
訳
す
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
す
濮
。
そ
れ
こ
そ
、

「
叩
け
よ
、
さ
ら
ば
」
と
い
う
程
度
で
も
云
々
さ
れ
る
柳
氏
に
、
こ
の
事
実
を
お
し
ら
せ
し
た
と
し
た
ら
、
一
体
ど
の
よ
う
な
反
感
を
あ
ら

わ
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

盪
　
非
・
御
利
益
主
義

も
っ
と
も
、
こ
の
辺
で
一
言
し
て
お
き
た
い
の
で
す
が
、〈
強
要
的
〉、
し
か
も
、
恥
知
ら
ず
な
ほ
ど
強
要
的
で
あ
る
と
し
て
も
、「
真
夜

中
の
友
」
の
譬
話
の
主
人
公
の
そ
れ
は
、
ト
レ
ン
チ
が
言
う
よ
う
に
、
彼
自
身
の
必
要
の
た
め
、
彼
自
身
の
空
腹
の
た
め
で
は
な
か
っ
た

の
で
し
た
。
そ
れ
は
、
遠
来
の
客
の
た
め
、
真
夜
中
に
不
意
に
飛
び
こ
ん
で
来
た
来
客
の
た
め
、
空
腹
の
友
人
の
た
め
の
配
慮
だ
っ
た
の

で
し
た
。「
君
。
パ
ン
を
三
つ
貸
し
て
く
れ
。
友
人
が
旅
か
ら
私
の
う
ち
へ
来
た
の
だ
が
、
出
し
て
や
る
も
の
が
な
い
の
だ
」
と
、
言
わ
れ

て
い
る
通
り
で
す
。
自
利
の
た
め
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
利
他
の
た
め
だ
っ
た
の
で
す
。
隣
人
の
必
要
の
た
め
の
神
聖
な
責
務
を
は
た

そ
う
と
し
て
の
熱
心
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
の
創
世
記
の
昔
ソ
ド
ム
の
町
の
た
め
に
な
さ
れ
た
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
厚
か
ま
し
い

ま
で
の
懇
願
に
お
い
て
も
同
様
で
す
。
背
徳
・
腐
敗
の
巣
と
化
し
た
ソ
ド
ム
と
ゴ
モ
ラ
へ
の
審
判
が
く
だ
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
義
人
ア

ブ
ラ
ハ
ム
は
神
の
前
に
立
ち
ま
す
。

ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
近
づ
い
て
申
し
あ
げ
た
。『
あ
な
た
は
ほ
ん
と
う
に
、
正
し
い
者
を
、
悪
い
者
と
い
っ
し
ょ
に
滅
ぼ
し
尽
く
さ
れ
る
の

で
す
か
。
も
し
や
、
そ
の
町
の
中
に
五
十
人
の
正
し
い
者
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ほ
ん
と
う
に
滅
ぼ
し
て
し
ま
わ
れ
る
の
で
す
か
。
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祈祷と無祈祷（一）

そ
の
中
に
い
る
五
十
人
の
正
し
い
者
の
た
め
に
、
そ
の
町
を
お
赦
し
に
な
ら
な
い
の
で
す
か
。
正
し
い
者
を
悪
い
者
と
い
っ
し
ょ
に
殺

し
、
そ
の
た
め
、
正
し
い
者
と
悪
い
者
と
が
同
じ
よ
う
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
あ
な
た
が
な
さ
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
と

て
も
あ
り
え
な
い
こ
と
で
す
。
全
世
界
を
さ
ば
く
お
方
は
、
公
義
を
行
な
う
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
』〈
創
世
記
18
・
22
〜
32
〉。

モ
ー
セ
の
執
念
の
食
い
さ
が
り
で
す
！
こ
れ
を
読
ん
で
い
る
と
、
実
に
聖
書
に
お
け
る
神
と
人
と
の
関
係
は
、
か
く
も
丁
々
発
止
と
し

た
人
格
的
で
生
の
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
モ
ー
セ
の
強
談
判
に
、
主
な
る
神
は
「
も
し
ソ
ド
ム
で
、
わ
た
し
が
五
十
人
の
正
し
い
者

を
町
の
中
に
見
つ
け
た
ら
、
そ
の
人
た
ち
の
た
め
に
、
そ
の
町
全
部
を
赦
そ
う
」
と
答
え
ら
れ
ま
す
。
で
も
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
、
そ
の
五

十
人
を
、
四
十
五
人
、
四
十
人
、
三
十
人
、
二
十
人
、
十
人
と
値
切
る
の
で
し
た
。
そ
し
て
、
神
は
、
こ
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
〝
値
切
り
〞

に
応
じ
ら
れ
る
の
で
し
た
。
い
や
、
創
世
記
の
記
事
は
値
切
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
と
い
う
風
に
描
い
て
い
る
の
で
す
〈
創
世
記
18：

23_

33
〉。
こ
れ
を
も
し
も
、
神
が
、
た
だ
に
超
絶
的
な
恐
ろ
し
い
神
で
あ
っ
た
り
、
抽
象
的
な
観
念
で
あ
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
か
か
る

事
は
想
像
だ
に
出
来
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
私
は
、
こ
の
描
写
、
人
な
る
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
そ
の
主
な
る
神
と
の
間
に
か
わ
さ
れ
た
〝
打
て

ば
響
く
〞
や
り
と
り
に
、
限
り
な
い
親
し
さ
、
正
に
慈
父
と
愛
子
と
の
間
柄
を
新
鮮
に
感
ぜ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
こ
の
ア
ブ
ラ

ハ
ム
の
、
い
わ
ば
身
体
を
張
っ
て
の
懇
願
・
強
談
・
強
訴
も
、
断
じ
て
、
彼
自
身
の
た
め
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

れ
は
、
あ
く
ま
で
も
他
者
の
た
め
の
、
ソ
ド
ム
、
ゴ
モ
ラ
の
住
民
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
銘
記
し
て
お
い
て
く
だ
さ

い
。し

か
し
、
な
る
ほ
ど
、
さ
き
の
「
不
正
な
裁
判
官
」
の
譬
話
に
お
い
て
は
夜
昼
ひ
っ
き
り
な
し
に
、
う
る
さ
く
訴
え
た
「
や
も
め
」
は
、

自
分
自
身
の
た
め
の
訴
え
で
し
た
。
け
れ
ど
も
、
彼
女
の
訴
え
が
不
正
な
訴
え
で
あ
っ
た
と
は
言
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
よ
く
よ

く
案
じ
て
み
る
と
、
こ
の
譬
話
に
は
と
か
く
社
会
的
に
日
影
者
と
さ
れ
、
見
殺
し
に
さ
れ
る
不
幸
な
「
や
も
め
」
へ
の
暖
い
、
い
や
強
い

同
情
と
関
心
と
熱
愛
と
が
背
景
を
な
し
て
い
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
不
正
な
の
は
、
金
に
な
ら
ぬ
「
や
も
め
」
の
訴
え
な
ん
ぞ
…
…

と
し
て
、
こ
れ
を
無
視
せ
ん
と
し
た
、「
神
を
恐
れ
ず
人
を
人
と
も
思
わ
な
い
」
裁
判
官
の
方
だ
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

そ
れ
こ
そ
聖
書
に
お
け
る
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
現
世
祈
祷
は
、
あ
の
エ
リ
ヤ
の
晴
天
・
降
雨
の
祈
祷
に
し
て
も
〈
列
王
蠢
８：

35
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〜
36
、
ヤ
コ
ブ
５：

15
〉
神
の
審
判
と
主
権
と
を
あ
ら
わ
す
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
他
鎮
護
国
家
〈
詩
122：

６
、７
。
46：

１
〜
11
〉、

武
運
長
久
〈
出
エ
ジ
プ
ト
17：

11
〜
16
。
ヨ
シ
ュ
ア
10：

12
〜
14
〉、
家
内
安
全
〈
詩
128：

１
〜
６
。
144：

10
〜
15
〉、
息
災
延
命
〈
詩

91：
14
〜
16
。
116：

１
〜
９
〉、
懺
悔
滅
罪
〈
ダ
ニ
エ
ル
９：

４
。
詩
32：

５
、６
〉、
事
業
繁
栄
〈
創
世
記
39：

２
、３
。
詩
１：

３
。

90：

17
〉、
の
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ひ
た
す
ら
神
の
義
の
宣
布
を
願
い
、
神
の
愛
を
あ
が
め
、
神
の
御
名
を
讃
え
る
、
神
聖
・
崇
高
な
調
べ

に
お
け
る
現
世
祈
祷
だ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
御
利
益
主
義
の
そ
れ
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

次
に
日
本
の
二
先
輩
の
言
葉
を
参
考
に
引
用
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
一
つ
は
〈
植
村
正
久
〉
か
ら
、

祈
り
の
目
的
め
あ
て

と
す
る
神
が
す
で
に
加
持
祈
祷

か

じ

き

と

う

な
ど
の
目
的
と
す
る
偶
像
菩
薩
と
異
な
る
を
忘
る
べ
か
ら
ず
。
試
み
に
世
の
所
謂
い
わ
ゆ
る

神
佛

に
祈
願
す
る
こ
と
を
聴
け
。
曰
く
、
家
内
安
全
、
息
災
延
命
、
火
難
盗
難
、
水
難
剣
難
、
あ
ら
ゆ
る
病
気
、
貧
乏
、
艱
苦
を
救
い
た
ま

え
と
。
皆
こ
れ
自
家
の
便
宜
を
謀は
か

る
の
語
、
利
己
の
念
そ
の
中
に
溢
れ
、
俗
気
鼻
を
衝つ

く
。
こ
れ
を
陋い
や

し
と
す
る
も
怪あ
や

し
む
に
足
ら
ず
。

か
く
の
ご
と
き
ご
祈
祷
連
の
仲
間
に
入
る
と
思
わ
る
る
を
愧は

ず
る
も
ま
た
一
理
な
き
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
し
か
れ
ど
も
キ
リ
ス
ト
教
の

祈
り
は
さ
る
卑
屈
な
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
倫
理
の
道
徳
の
分
子
を
大
き
く
、
第
一
に
神
と
そ
の
聖
国
み
く
に

の
事
を
祈
り
、
次
に
天
下
同
胞
を

想
い
遣や

り
て
己
が
道
徳
の
有
様
を
憂
う
る
な
ど
、
根
本
と
し
、
規
模
甚
だ
着
想
の
高
尚
な
る
こ
と
君
子
の
心
術

こ
こ
ろ
ば
え
を
示
せ
り
と
言
わ
ざ
る

べ
か
ら
ず
。
マ
タ
イ
伝
六
章
に
見
え
た
る
主
の
祈
り
の
ご
と
き
も
の
を
熟
考
す
れ
ば
、
こ
の
事
明
ら
か
な
ら
ん
濛
。

そ
う
言
え
ば
、
さ
き
の
「
真
夜
中
の
友
」
の
譬
話
は
、〝
主
の
祈
り
〞
の
あ
と
に
記
録
さ
れ
て
お
り
〈
ル
カ
11：

２
〜
４
〉、〝
主
の
祈

り
〞
が
、
ま
ず
「
父
よ
。
御
名
が
あ
が
め
ら
れ
ま
す
よ
う
に
。
御
国
が
来
ま
す
よ
う
に
。」
と
し
て
、
ひ
た
す
ら
に
神
を
仰
ぎ
、
神
の
栄
光

の
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
を
願
う
祈
願
で
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
後
半
に
し
て
も
、「
私
た
ち
の
…
…
私
た
ち
も
…
…
私
た
ち
に
…

…
私
た
ち
を
」
と
、
自
己
の
我
利
で
は
な
く
て
、
隣
人
を
も
含
め
た
「
私
た
ち
」
の
た
め
の
祈
願
で
あ
る
こ
と
も
、
一
言
し
て
お
き
ま
し

ょ
う
。

次
に
〈
内
村
鑑
三
〉
か
ら
、
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祈祷と無祈祷（一）

気
儘
き
ま
ま

勝
手
の
祈
祷
は
基
督
教
の
神
の
聴
い
て
下
さ
る
祈
祷
で
な
い
事
を
私
は
知
っ
て
居
り
ま
す
、
私
の
神
は
其
人
の
何
商
売
に
従
事

し
て
居
る
か
に
関か
か

は
ら
ず
、
多
く
の
賽
銭
さ
い
せ
ん

を
さ
へ
捧
げ
て
祈
る
者
に
は
私
福
を
与
ふ
る
と
か
言
ふ
大
黒
天

だ
い
こ
く
て
ん

の
や
う
な
神
様
で
は
御
座
い

ま
せ
ん
、
又
は
仇
か
た
き
を
呪
詛
じ
ゅ
そ

す
る
為
め
丑
刻
詣

う
し
の
こ
く
ま
い
り
の
祈
願
に
耳
を
傾
け
ら
る
ゝ
と
言
ふ
金
毘
羅

こ
ん
ぴ
ら

の
や
う
な
神
様
で
も
御
座
い
ま
せ
ん
、
私
の

神
は
そ
ん
な
劣
等
な
る
神
様
と
は
全
く
違
い
ま
す
、
即
ち
義
と
愛
と
の
神
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
我
の
私
慾
を
念
ひ
、
他
人
に
害
を
与
へ

る
や
う
な
祈
願
は
一
切
聴
い
て
下
さ
り
ま
せ
ん
、
只
夫そ

れ
計ば
か

り
で
は
な
く
、
此か
く

の
如
き
祈
祷
を
為
す
者
に
は
反か
え

っ
て
厳
罰
を
加
へ
給
ふ

神
で
あ
り
ま
す
瀉
。

さ
て
、
以
上
、
少
々
ま
わ
り
道
を
し
な
が
ら
、
い
わ
ば
〈
強
要
〉
的
な
祈
祷
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
〈
強
要
〉
的
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、

我
利
我
利
の
ゴ
リ
ヤ
キ
ズ
ム
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
て
誤
解
の
な
い
よ
う
に
し
て
お
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
し
て
も
驚
か
ざ
る
を
得
な
い

の
は
、
神
が
、
い
ず
れ
の
譬
話
に
お
い
て
も
、
無
理
矢
理
、
真
夜
中
に
〈
叩
き
起
こ
さ
れ
た
男
〉
に
た
と
え
ら
れ
た
り
、
あ
え
て
〈
不
正

な
る
裁
判
官
〉
に
、
た
と
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
友
だ
ち
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
起
き
て
何
か
を
与
え
る
こ
と
は
し
な
い
に

し
て
も
、
あ
く
ま
で
頼
み
続
け
る
な
ら
、
そ
の
た
め
に
は
起
き
上
が
っ
て
、
必
要
な
瀋
物
を
与
え
る
。」
と
い
う
非
情
な
言
葉
や
、「
ど
う

も
、
こ
の
や
も
め
は
、
う
る
さ
く
て
し
か
た
が
な
い
か
ら
、
こ
の
女
の
た
め
に
裁
判
を
し
て
や
る
こ
と
に
し
よ
う
。
で
な
い
と
、
ひ
っ
き

り
な
し
に
や
っ
て
来
て
う
る
さ
く
て
し
か
た
が
な
い
。」
と
い
っ
た
よ
う
な
無
情
な
る
言
葉
を
、
あ
え
て
神
の
も
の
と
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
…
…
。
人
は
一
見
し
て
奇
異
の
念
を
起
こ
さ
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
や
が
て
こ
こ
ら
辺
に
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
祈
祷
の
秘
密
、
そ

の
祈
祷
が
、
神
と
人
と
の
親
密
・
昵
懇
じ
っ
こ
ん

な
間
柄
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
秘
密
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
を
、
す
で
に
感
ず
る
お
方

も
少
な
く
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
今
は
と
も
か
く
、「
バ
プ
テ
ス
マ
の
ヨ
ハ
ネ
の
日
以
来
今
日
ま
で
、
天
の
御
国
は
激
し
く
攻
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
激
し
く
攻
め
る
者
た
ち
が
そ
れ
を
奪
い
取
っ
て
い
ま
す
」
と
、
キ
リ
ス
ト
は
明
言
す
る
の
で
す
〈
マ
タ
イ
11：

12
〉。

〈
次
回
に
つ
づ
く
〉
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〈
注
〉

①
山
中
峯
太
郎
著
『
廻
光
遍
路
・
イ
エ
ス
か
親
鸞
か
』（
双
樹
社
）
一
九
二
〜
一
九
四
頁
。

滷『
望
月
佛
教
大
辞
典
』「
祈
祷
」
の
項
。

澆
こ
の
ほ
か
、
親
鸞
出
現
前
後
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
祈
祷
例
が
諸
文
学
作
品
に
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
神
子
上
恵
龍
著
『
真
宗

学
の
根
本
問
題
』（
永
田
文
昌
堂
）
三
○
六
〜
三
○
七
頁
参
照
。

潺「
念
佛
往
生
義
」。『
高
僧
名
著
全
集
・
法
然
上
人
篇
』（
平
凡
社
）
一
四
二
頁
。

潸「
顕
浄
土
方
便
化
身
土
分
類
」
六
末
九
七
。『
真
宗
聖
典
』（
島
地
大
等
編
・
明
治
書
院
版
）
一
九
八
頁
以
下
。

澁「
高
僧
和
讃
・
善
導
大
師
」。
島
地
篇
『
真
宗
聖
典
』
一
六
二
頁
。

澀「
愚
禿
非
歎
述
懐
和
讃
」。
島
地
篇
『
真
宗
聖
典
』
一
七
三
〜
一
七
四
頁
。

潯「
持
名
鈔
」
末
。『
真
宗
聖
教
全
書
』（
大
八
木
興
文
堂
）
三
、
列
祖
部
　
一
○
三
頁
。

潛「
御
文
章
」
一
○
・
一
六
、
一
七
。
島
地
篇
『
真
宗
聖
典
』
六
五
六
頁
。

濳「
御
文
章
」
一
七
・
四
。
島
地
篇
『
真
宗
聖
典
』
六
六
二
頁
。

潭
蓮
如
「
帖
外
御
文
」『
高
僧
名
著
全
集
・
蓮
如
上
人
篇
』（
平
凡
社
）
二
三
五
〜
二
三
六
頁
。

澂「
九
十
箇
条
制
法
・
八
六
」。
笠
原
一
男
著
『
真
宗
に
お
け
る
異
端
の
系
譜
』（
東
大
出
版
会
）
二
三
七
頁
に
よ
る
。

潼「
蓮
如
上
人
九
十
箇
条
・
二
」。
同
右
書
二
四
二
頁
。

潘「
蓮
如
上
人
九
十
箇
条
七
八
」。
同
右
書
二
四
八
頁
。

澎
大
原
性
実
著
『
真
宗
学
概
論
』（
永
田
文
昌
堂
）
二
五
一
〜
二
六
二
頁
。

澑
同
右
書
二
五
七
頁
。

な
お
、
神
子
上
恵
龍
師
は
祈
祷
否
定
の
理
論
的
根
拠
を
、
以
下
の
八
由
に
要
約
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

（
一
）
因
果
の
理
法
に
反
す
る
が
故
に
。

（
二
）
念
佛
の
行
者
に
は
善
神
は
守
護
し
、
悪
神
は
妨
げ
を
な
さ
ざ
る
が
故
に
。
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祈祷と無祈祷（一）

（
三
）
祈
祷
は
各
種
の
弊
害
を
伴
な
い
易
き
が
故
に
。

（
四
）
祈
祷
は
願
生
心
の
妨
げ
と
な
る
が
故
に
。

（
五
）
機
の
深
信
と
反
す
る
が
故
に
。

（
六
）
法
の
深
信
と
反
す
る
が
故
に
。

（
七
）
念
佛
の
行
者
は
現
世
の
吉
凶
禍
福
の
如
き
は
問
題
と
な
ら
ざ
る
が
故
に
。

（
八
）
祈
祷
は
神
を
冒
涜
す
る
こ
と
と
な
る
が
故
に
。

（「
真
宗
学
の
根
本
問
題
」
三
二
○
頁
）。

濂
大
原
性
実
著
『
真
宗
学
概
論
』
二
五
七
〜
二
五
八
頁
。

潦
島
地
大
等
著
『
思
想
と
信
仰
』（
明
治
書
院
）
三
七
二
〜
三
七
四
頁
。

澳
大
原
性
実
著
『
真
宗
学
概
論
』
二
五
七
〜
二
五
八
頁
。

澣「
和
語
燈
録
」
巻
第
三
の
二
。
昭
和
新
纂
『
浄
土
宗
聖
典
』（
東
方
書
院
版
）
一
六
○
頁
。

澡「
和
語
燈
録
」
巻
第
三
の
五
。
昭
和
新
纂
『
浄
土
宗
聖
典
』
一
六
二
頁
。

澤「
和
語
燈
録
」
巻
第
三
の
七
。
昭
和
新
纂
『
浄
土
宗
聖
典
』
六
四
頁
。

澹「
津
戸
三
郎
へ
つ
か
は
す
御
返
事
」。『
高
僧
名
著
全
集
・
法
然
上
人
篇
』
四
○
四
頁
。

濆「
御
消
息
集
二
、
性
信
御
房
あ
て
」。
島
地
篇
『
真
宗
聖
典
』
五
三
六
頁
。

澪「
御
消
息
集
九
、
性
信
御
坊
あ
て
」
島
地
篇
『
真
宗
聖
典
』
五
四
三
頁
。

濟「
現
世
利
益
和
讃
」。
島
地
篇
『
真
宗
聖
典
』
一
五
六
頁
。

濕「
高
僧
和
讃
」・
善
導
大
師
。
島
地
篇
『
真
宗
聖
典
』
一
六
二
頁
。

濬
大
原
性
実
著
『
真
宗
学
概
論
』
二
六
一
頁
。

濔
神
子
上
恵
龍
著
『
真
宗
学
の
根
本
問
題
』
三
○
九
〜
三
一
二
頁
参
照
。

濘
大
原
性
実
著
『
真
宗
学
概
論
』
二
五
九
〜
二
六
○
頁
。
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濱
柳
宗
悦
著
『
柳
　
宗
悦
選
集
』（
春
秋
社
）
一
八
七
〜
一
八
八
頁
。

濮
ギ
リ
シ
ャ
原
語
はa

j√a
ivdeia

A
rchbishop

T
rench;

Parables
ofO
ur
L
ord,pp.265

〜266

参
照
。

濛『
植
村
正
久
著
作
集
』（
教
文
館
）
５
、
二
四
三
〜
二
四
四
頁
。

瀉『
内
村
鑑
三
全
集
』（
岩
波
書
店
）
１
、
三
九
八
〜
三
九
九
頁
。

瀋
求
め
た
の
は
「
パ
ン
三
つ
」
で
し
た
が
、「
必
要
な
物
を
」
と
し
て
、
祈
り
の
勝
利
が
う
た
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
。
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祈祷と無祈祷（一）

[Abstract in English]

Prayer and Non-Prayer (I): A Comparison of Christianity
with True Pure Land Buddhism

S. Obata

The True Pure Land sect, inaugurated by Shinran, insists on the uselessness of
prayer, or, the theory of non-prayer, because of its thoroughgoing criticism of the
falsehood of human activities and of its propagation of absolute dependence on
Amitabha. How can Christianity respond to the masterful opinions of the Buddhist
scholars affirming this view? This essay reexamines their teachings on payer and
rereads the Christian Bible in contrast to them.
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〔日本語要約〕

祈祷と無祈祷
─キリスト教と親鸞教の対比─

小　畑　　　進

親鸞の〈浄土真宗〉は、人為の虚偽性に対する徹底的糾弾と、阿弥陀佛に寄

せる絶対的信頼ゆえに、〈祈祷不要〉・〈無祈祷〉を立場とする。

それにまつわる諸賢の達人的所説に対して、キリスト教は如何なる応答をな

しうるか。諸家の祈祷論を再考し、いまいちど聖書を読み直してみる。

小 畑　　　進
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