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中
山
介
山
の
法
然

「
日
本
に
於
て
、
本
當
に
一
宗
教
を
創
立
し
た
も
の
は
法
然
の
外
に
無
い
、
と
い
へ
ば
定
め
て
異
論
が
簇
出
す
る
こ
と
で
あ
ら

う漓
。」

文
豪
・
中
里
介
山
の
歴
史
的
名
著
『
法
然
』
冒
頭
の
書
き
出
し
で
す
。
そ
の
三
一
九
頁
に
わ
た
る
法
然
帰
依
の
文
字
は
今
日
な

お
そ
の
輝
き
を
失
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
熱
い
法
然
思
慕
の
念
を
紹
介
を
兼
ね
て
ま
ず
聞
く
こ
と
に
。

「
徳
川
期
以
後
に
起
こ
っ
た
黒
住
と
か
金
光
と
か
、
天
理
、
丸
山
等
の
民
衆
教
は
別
と
し
て
、
日
蓮
ま
で
の
日
本
佛
教
の
中

に
祖
師
と
仰
が
る
ゝ
幾
多
の
巨
人
が
あ
る
、
そ
れ
を
宗
と
し
て
日
本
獨
特
の
佛
教
が
起
っ
て
ゐ
る
、
い
づ
れ
も
其
の
創
立
者

〔
論
　
　
文
〕法

然
を
め
ぐ
っ
て
（
一
）
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を
度
外
し
て
、
そ
の
宗
教
を
語
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
法
然
一
人
が
一
宗
教
の
創
立
者
で
あ
っ
て
、
法
然
以
外
に
は
、
宗
教

を
創
立
し
た
者
は
な
い
と
断
言
す
る
こ
と
は
、
多
大
の
反
論
を
豫
期
し
て
か
ゝ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
も
、

事
実
は
、
た
し
か
に
さ
う
で
あ
る滷
。」

三
論
の
慧
灌
も
、
法
相
の
道
昭
も
、
天
台
の
最
澄
、
真
言
の
空
海
、
臨
済
の
栄
西
、
曹
洞
の
道
元
、
黄
檗
の
隠
元
、
み
な
中

国
各
宗
の
伝
達
者
で
あ
っ
た
。

な
る
ほ
ど
「
法
然
」
に
だ
っ
て
、「
五
祖
」
が
居
た
で
は
な
い
か
、
と
い
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
む
し
ろ
、
法
然
あ
っ
て

善
導
あ
り
、
五
祖
あ
り
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
伝
教
、
弘
法
、
栄
西
、
道
元
ら
は
中
国
に
渡
っ
た
が
、
法
然
は
渡
ら
な
か
っ
た

と
し
て
、
む
し
ろ
、
中
国
の
善
導
は
、
法
然
と
い
う
大
船
の
水
先
案
内
者
で
あ
っ
た
。
法
然
あ
っ
て
善
導
あ
り
、
と
。
そ
し
て
、

真
の
創
立
者
は
、
ま
た
革
命
家
で
あ
る
と
し
て
、

「
一
体
、
何
の
方
面
で
も
創
立
者
と
い
ふ
も
の
は
皆
、
必
然
的
に
革
命
家
で
あ
る
べ
き
筈
の
も
の
で
あ
る
。
人
類
始
ま
っ
て

以
来
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
ほ
ど
の
革
命
家
は
無
い
と
云
ふ
人
が
あ
る
。
…
も
し
革
命
家
で
な
い
創
立
者
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
ニ
セ
者
で
あ
る澆
。」

し
か
も
、

「
日
蓮
の
如
き
は
、
盛
に
怒
罵
叫
喚
し
つ
ゝ
、
實
は
愛
着
が
断
ち
き
れ
な
い
で
男
泣
き
に
泣
い
て
ゐ
る
者
、
法
然
は
表
に
殊

勝
な
温
顔
と
、
口
に
哀
々
た
る
念
佛
を
唱
え
へ
つ
ゝ
、
そ
の
手
は
、
一
切
の
過
去
を
ぬ
り
潰
し
、
か
き
潰
し
、
拝
み
つ
ぶ
し
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て
し
ま
っ
て
ゐ
る
。
怖
る
べ
き
事
だ潺
。」

と
感
じ
入
る
。
次
い
で
、
法
然
の
宗
教
的
人
格
に
つ
い
て
。

「
け
れ
ど
も
、
か
う
し
て
、
慈
悲
圓
満
の
、
謙
遜
卑
下
の
他
力
本
願
の
圓
相
の
う
ち
に
、
身
の
毛
も
よ
だ
つ
怖
ろ
し
さ
を
見

て
取
る
の
は
宜
し
い
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
偉
人
が
、
山
師
で
あ
り
、
横
着
者
で
あ
り
、
野
心
家
で
あ
る
こ
と
に
凝
滞

さ
し
て
は
、
飛
ん
で
も
な
い
邪
道
に
陥
る
。
法
然
ほ
ど
、
本
當
の
宗
教
家
の
素
質
を
備
へ
、
本
當
に
宗
教
的
に
生
き
得
た
人

間
は
、
ほ
と
ん
ど
無
い
。
彼
は
見
や
う
に
よ
っ
て
は
底
の
知
れ
な
い
横
着
者
で
あ
る
け
れ
ど
も
断
じ
て
偽
物
と
す
べ
き
理
由

は
そ
の
痕
跡
だ
も
な
い
。

そ
の
入
信
の
動
機
よ
り
、
出
家
の
経
路
、
煩
悶
よ
り
得
道
、
一
宗
一
門
開
創
に
至
る
ま
で
、
そ
の
名
の
如
く
全
く
法
爾
自

然
で
、
無
理
と
い
ふ
も
の
は
少
し
も
な
い
。
彼
は
天
成
の
平
民
的
求
道
者
で
あ
り
、
宗
教
的
偉
人
で
あ
る
。
有
ゆ
る
扮
飾
を

彼
の
周
囲
か
ら
洗
ひ
去
っ
て
も
、
古
来
、
日
本
に
於
い
て
、
彼
ほ
ど
宗
教
家
ら
し
い
宗
教
家
は
無
い
。
彼
は
一
宗
の
創
立
者

で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
す
べ
て
の
佛
教
を
南
無
阿
弥
陀
佛
で
統
一
し
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
と
も
い
へ
る潸}

忌
憚
な
い
介
山
の
法
然
敬
仰
は
、
そ
の
平
民
性
に
及
ぶ
。

「
彼
の
特
色
の
一
つ
は
終
生
平
民
僧
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
平
民
僧
た
る
こ
と
は
難
く
は
な
い
。
た
だ
平
民
僧
で
あ
っ
て

帝
王
・
宰
相
の
師
と
な
り
、
同
時
に
盗
賊
・
遊
女
の
師
と
な
り
得
て
、
そ
の
間
に
少
し
の
無
理
矯
飾
も
無
か
っ
た
と
い
ふ
大

き
さ
が
他
に
類
例
の
無
い
處
で
あ
る
。
彼
は
殊
更
ら
に
不
拝
王
侯
と
い
ふ
や
う
な
見
識
を
見
せ
た
事
は
な
い
代
り
、
法
縁
あ
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っ
て
招
か
る
れ
ば
、
い
づ
れ
の
處
を
も
辭
せ
ざ
る
平
常
心
と
、
教
を
聞
か
ん
と
す
る
も
の
に
は
所
謂
人
倫
の
外
の
者
と
も
快

く
膝
を
ま
じ
へ
て
諄
々
た
る
も
の
で
あ
る
。

愚
痴
の
法
然
房
、
十
悪
の
法
然
房
は
、
斯
く
し
て
終
世
、
僧
位
僧
官
の
何
物
も
な
く
、
墨
染
の
衣
を
纏
ひ
、
金
剛
草
履
を

引
づ
っ
て
、
流
罪
の
時
の
外
に
輿
に
も
車
に
も
乗
ら
ず
に
、
さ
っ
さ
と
、
法
縁
あ
る
處
に
赴
く
、
一
切
の
法
を
よ
く
よ
く
学

す
と
も
一
文
不
知
の
尼
入
道
の
と
も
が
ら
に
同
じ
て
…
…
と
い
ふ
の
を
、
身
に
引
當
て
ゝ
の
矯
飾
と
誰
が
見
や
う
、
わ
れ

『
知
慧
第
一
』
と
称
せ
ら
る
ゝ
と
雖
も
、
そ
の
知
慧
や
何
物
、
佛
海
の
娥
の
砂
の
一
つ
に
も
足
ら
ず
、
彼
れ
、
無
智
と
雖
も
、

道
を
学
ぶ
の
謙
虚
心
深
き
こ
と
海
の
如
く
な
る
故
に
、
度
生
の
船
を
浮
ぶ
る
に
足
り
ぬ
べ
し
、
智
は
限
り
あ
り
、
愚
は
限
り

な
し
、
詮
じ
つ
む
れ
ば
愚
痴
の
法
然
房
、
十
悪
の
法
然
房
、
―
時
に
處
し
て
、
終
生
凡
俗
と
し
て
、
惴
々
焉
と
し
て
籬
に
添

う
て
走
る
の
謙
遜
を
失
は
な
か
っ
た
と
見
て
よ
ろ
し
い澁
。」

次
に
、
そ
の
エ
リ
ー
ト
ぶ
り
に
つ
い
て
、

「
も
う
一
つ
、
彼
の
特
色
と
し
て
は
、
そ
の
生
け
る
時
代
に
於
い
て
、
当
時
の
第
一
人
者
と
し
て
、
絶
對
的
に
許
さ
れ
て
ゐ

た
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
の
開
祖
、
或
は
一
代
の
改
革
者
に
は
概
し
て
逆
境
者
が
多
い
。
識
見
が
高
く
、
器
が
清
過
ぎ
る
か
、

大
き
過
ぎ
る
か
の
為
に
、
そ
の
時
代
か
ら
嫉
視
虐
待
を
蒙
り
、
漸
く
自
家
の
地
盤
を
得
る
ま
で
に
は
、
血
み
ど
ろ
の
悪
戦
苦

闘
を
経
来
っ
て
後
と
い
ふ
こ
と
が
、
ほ
ぼ
型
の
如
き
例
と
な
っ
て
ゐ
る
が
、
法
然
に
至
っ
て
は
、
最
初
か
ら
全
然
、
こ
の
苦

き
味
を
嘗
め
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
一
奇
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
時
代
の
絶
対
的
寵
児
と
し
て
養
は
れ
来
っ
た
こ
と
も

不
思
議
と
い
へ
ば
不
思
議
で
あ
る
。
山
に
あ
り
て
は
秀
才
の
名
を
擅
に
し
、
朝
に
出
で
ゝ
は
智
慧
第
一
の
名
を
博
し
、
教
を

弘
む
れ
ば
貴
賤
男
女
相
踵
い
で
門
に
群
が
り
、
嫉
妬
排
擠
の
中
心
た
る
べ
き
周
囲
の
宗
教
界
に
於
て
す
る
、
そ
の
故
老
先
輩

が
争
っ
て
席
を
ゆ
づ
り
、
ど
の
方
面
か
ら
見
て
も
、
居
然
と
し
て
第
一
人
者
の
地
位
と
実
力
と
を
與
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
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斯
く
も
順
境
な
る
開
宗
者
と
い
ふ
も
の
は
、
世
界
の
い
づ
れ
に
も
無
か
ら
う
と
思
ふ
。
こ
れ
一
つ
は
其
の
出
身
が
、
叡
山

と
い
ふ
當
時
の
官
学
の
権
威
所
に
ゐ
て
、
そ
こ
で
養
成
さ
れ
た
か
ら
、
叡
山
そ
の
も
の
庇
護
が
後
ろ
に
あ
る
こ
と
も
一
つ
の

有
力
な
理
由
に
相
違
な
い
が
、
最
も
最
大
の
理
由
に
最
初
か
ら
彼
の
器
が
大
き
過
ぎ
た
か
ら
で
あ
る
。『
智
慧
第
一
』
の
刻
印

を
與
へ
ら
れ
た
法
然
房
の
第
一
加
減
が
全
く
超
然
的
で
、
誰
が
倒
さ
に
立
っ
て
も
争
ひ
難
き
ほ
ど
に
離
れ
て
ゐ
た
か
ら
、
嫉

妬
と
批
評
の
棒
が
届
か
な
い
、
単
に
智
慧
が
優
秀
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
全
體
の
輪
廓
が
餘
り
に
大
き
過
ぎ
、
容
量
が

豊
か
す
ぎ
た
か
ら
、
時
代
は
そ
の
本
質
を
吟
味
す
る
よ
り
先
き
に
、
先
づ
其
の
大
き
さ
を
仰
ぎ
、
豊
か
さ
を
讃
め
ず
に
は
ゐ

ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
左
様
、
そ
の
一
代
は
、
ほ
と
ん
ど
法
然
の
大
き
さ
の
輪
廓
を
見
る
だ
け
に
一
生
涯
か
ゝ
っ
た
。

そ
の
本
質
に
觸
れ
出
し
て
、『
こ
れ
は
た
ま
ら
ぬ
』
と
騒
ぎ
出
し
た
の
は
法
然
が
死
に
近
い
時
分
の
事
で
あ
っ
た
。
漸
く
に
し

て
そ
の
巨
人
に
一
代
が
欺
か
れ(
？)

て
ゐ
た
こ
と
を
覺
っ
て
、
あ
は
て
出
し
た
の
は
晩
年
か
ら
死
後
に
至
っ
て
漸
く
深
刻
を

加
へ
て
来
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
晩
年
を
除
い
て
、
生
け
る
間
に
は
最
大
栄
光
の
席
を
設
け
て
置
か
れ
た
。

そ
の
人
が
晩
年
及
び
死
後
に
至
っ
て
、
は
じ
め
て
、
世
の
常
並
の
開
祖
教
主
の
受
く
べ
き
當
然
の
運
命
に
見
舞
は
る
ゝ
に

至
っ
た
の
は
是
非
も
あ
る
ま
い
、
実
に
生
け
る
間
に
、
こ
の
生
前
三
代
の
帝
王
の
師
と
な
っ
た
大
師
が
、
骨
を
置
く
處
さ
へ

無
く
、
遺
骸
を
あ
ち
ら
こ
ち
ら
と
か
つ
ぎ
廻
り
、
隠
し
廻
っ
て
、
さ
ま
よ
う
と
い
ふ
何
た
る
悲
惨
の
事
か
、
人
の
子
は
枕
す

る
處
な
し
と
、
キ
リ
ス
ト
は
な
げ
い
た
が
、
法
然
は
こ
の
死
の
遺
骨
を
す
ら
置
く
處
が
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
時
代
は
、

七
十
年
の
間
、
彼
の
革
命
性
の
如
何
に
抜
本
的
な
る
か
に
気
が
つ
か
な
か
っ
た澀
。」

以
下
、
教
化
の
多
方
面
に
つ
い
て
、
天
子
、
法
皇
、
皇
后
、
中
宮
、
門
院
、
關
白
、
公
卿
、
武
士
、
商
人
、
土
民
、
盗
賊
、

娼
婦
に
至
る
ま
で
新
し
く
教
を
説
き
得
た
と
つ
づ
く
の
で
す
が
、
法
然
一
代
頌
徳
碑
と
も
い
う
べ
き
中
里
介
山
の
一
文
で
し
た
。
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「
法
然
は
、
疲
れ
、
忘
れ
、
喘
ぎ
、
走
り
、
呪
ひ
、
怒
り
、
昏
迷
轉
々
の
時
代
の
首
を
と
ら
へ
て
、
西
に
向
け
、
彼
處
に
汝

の
樂
土
が
あ
る
。
彼
處
に
汝
の
親
が
ゐ
る
、
彼
處
を
の
ぞ
ん
で
、
親
の
名
を
呼
ん
で
見
よ
、
ど
う
し
て
、
汝
が
救
は
れ
ず
に

ゐ
る
も
の
か
と
、
八
十
年
の
生
涯
を
絶
叫
し
て
、
幾
千
萬
の
人
間
に
教
へ
た
。
人
類
の
世
界
の
前
世
と
未
来
を
通
じ
て
、
本

當
の
宗
教
家
ら
し
い
宗
教
家
、
本
當
の
僧
ら
し
き
僧
と
し
て
の
法
然
、
彼
は
容
易
に
其
の
最
大
最
偉
の
地
位
を
下
る
も
の
で

は
な
い潯
。」

筆
者
も
、
聖
徳
太
子
を
別
格
と
し
て
、
峻
鋭
質
實
な
る
最
澄
と
、
圓
満
清
楚
な
る
法
然
の
両
人
を
、
日
本
佛
教
史
上
も
っ
と

も
尊
敬
す
る
者
の
一
人
で
す
が
、『
大
菩
薩
峠
』
の
巨
匠
の
文
詞
は
机
竜
之
助
の
斬
れ
味
で
し
た
。
こ
と
の
つ
い
で
に
、
法
然
と

親
鸞
、
ひ
い
て
は
日
蓮
に
つ
い
て
の
介
山
流
評
言
も
と
ど
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

「
法
然
の
法
脈
を
継
い
だ
者
の
う
ち
、
其
の
色
彩
の
最
も
鮮
か
な
の
は
親
鸞
と
日
蓮
で
あ
る
。
後
の
浄
土
宗
門
よ
り
言
は
す

れ
ば
、
親
鸞
の
存
在
と
地
位
と
は
大
き
な
問
題
と
な
る
。
然
し
親
鸞
が
自
ら
最
も
よ
き
法
然
の
門
弟
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は

自
分
が
證
明
し
て
ゐ
る
。
親
鸞
自
身
は
よ
き
人
法
然
上
人
の
教
へ
に
従
ふ
忠
実
な
る
一
門
弟
で
あ
る
こ
と
の
外
に
自
ら
一
宗

を
立
て
よ
う
と
か
、
異
義
を
唱
へ
よ
う
と
か
い
っ
た
形
跡
は
更
々
無
い
。

そ
れ
が
や
が
て
ど
う
か
す
る
と
法
然
よ
り
も
大
き
な
存
在
に
せ
し
め
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
何
の
力
か
、
何
の
細
工

か
よ
く
判
ら
な
い
。
然
し
親
鸞
が
法
然
の
最
も
よ
き
弟
子
で
あ
る
こ
と
は
自
分
が
證
明
し
て
ゐ
る
に
間
違
い
な
い
。

そ
れ
に
反
し
て
法
然
よ
り
は
数
十
年
の
後
に
生
ま
れ
た
け
れ
ど
も
法
然
を
ま
と
も
の
敵
と
し
て
討
て
出
で
た
日
蓮
、
そ
れ

が
矢
張
り
法
然
の
門
流
で
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
は
奇
怪
で
あ
ら
う
。
日
蓮
を
法
然
の
門
流
と
言
ひ
、
逆
弟
子
で
あ
る
と
い
ふ

こ
と
は
言
へ
な
い
に
し
て
も
、
日
蓮
な
く
と
も
法
然
は
在
っ
た
が
、
法
然
無
く
し
て
日
蓮
は
有
り
得
な
い
、
見
様
に
よ
っ
て
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は
法
然
の
餘
弊
を
救
は
ん
が
為
に
逆
説
説
法
を
以
て
日
蓮
が
現
は
れ
、
法
然
の
南
無
阿
弥
陀
佛
の
一
本
槍
を
借
用
し
て
日
蓮

は
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
旗
印
と
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

弟
子
は
師
に
ま
さ
ら
ず
と
は
言
は
な
い
、
後
輩
で
あ
る
か
ら
先
輩
よ
り
劣
る
と
い
ふ
限
り
は
も
な
い
が
、
宗
旨
宗
旨
と
し

て
の
観
方
は
別
、
歴
史
的
存
在
と
し
て
は
親
鸞
と
日
蓮
は
法
然
の
門
弟
で
あ
り
後
輩
で
あ
る
範
囲
を
出
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

繰
返
し
て
言
へ
ば
、
親
鸞
と
日
蓮
無
く
て
も
法
然
は
有
り
得
た
が
、
法
然
無
け
れ
ば
此
の
両
者
の
宗
教
は
全
く
有
り
得
な
い
。

尚
例
へ
ば
、
恵
心
や
善
導
無
く
て
も
法
然
は
必
ず
自
己
の
宗
教
を
作
り
得
た
人
で
あ
る
が
、
親
鸞
と
日
蓮
は
法
然
無
け
れ

ば
あ
の
宗
旨
の
存
立
の
原
動
力
が
失
は
れ
る
。
親
鸞
と
日
蓮
と
は
、
廣
く
法
の
運
用
よ
り
見
れ
ば
法
然
を
體
と
し
て
の
両
翼

で
あ
り
、
歴
史
的
輪
廓
よ
り
は
、
法
然
を
中
心
と
し
て
の
脇
士
の
地
位
に
見
る
の
が
當
然
で
あ
ら
う
と
考
え
る潛
。」

法
然
の
伝
記
・
評
言
数
多
あ
る
中
に
、
こ
れ
ら
介
山
の
文
章
は
法
然
の
体
温
を
う
つ
す
ご
と
く
出
色
と
思
わ
れ
ま
す
。

内
村
鑑
三
と
法
然

こ
こ
で
、
キ
リ
ス
ト
者
の
法
然
観
に
転
じ
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
は
「
内
村
鑑
三
」
で
す
。
内
村
は
晩
年
に
い
た
る
ほ
ど
浄
土
教

を
重
く
見
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す濳
。

「
日
本
に
も
大
な
る
信
仰
家
が
在
っ
た
、
法
然
の
如
き
親
鸞
の
如
き
正
さ
に
其
人
で
あ
っ
た
、
彼
等
が
佛
教
徒
で
あ
っ
た
の

は
、
彼
等
の
時
代
に
佛
教
を
除
い
て
他
に
宗
教
が
な
か
っ
た
故
で
あ
る
、
吾
等
は
彼
等
が
佛
教
徒
な
り
し
と
の
故
を
以
て
彼

等
を
軽
視
す
べ
き
で
な
い
。
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信
仰
の
何
た
る
乎
を
知
り
し
こ
と
に
於
て
彼
等
は
現
今
の
欧
米
の
基
督
信
者
よ
り
も
遙
か
に
深
く
あ
っ
た
、
彼
等
が
弥
陀

に
頼
り
し
心
は
、
以
て
基
督
者
が
キ
リ
ス
ト
に
頼
る
べ
き
心
の
模
範
と
な
す
こ
と
が
出
来
る
、
彼
等
は
絶
対
的
他
力
を
信
じ

た
、
則
ち
恩
恵
の
無
限
の
能
力
を
信
じ
た
、
彼
等
は
全
然
自
己
の
義
（self-righteousness

）
を
排
し
て
弥
陀
の
無
限
の
慈

悲
に
頼
っ
た
。

本
願
を
信
ぜ
ん
に
は
他
の
善
も
要
に
あ
ら
ず
、
念
佛
（
信
願
）
に
ま
さ
る
べ
き
善
な
き
ゆ
え
に
悪
を
も
お
そ
る
べ
か
ら
ず
、

弥
陀
の
本
願
を
妨
た
ぐ
る
ほ
ど
の
悪
な
き
が
ゆ
え
に
。

親
鸞
の
此
の
信
仰
に
勝
さ
る
信
仰
は
あ
る
べ
か
ら
ず
で
あ
る
、
ル
ー
テ
ル
は
之
を
聞
い
て
喜
ん
だ
で
あ
ら
ふ
、「
ア
ー
メ

ン
、
実
に
然
り
」
と
彼
は
言
ふ
た
で
あ
ら
ふ
、
而
し
て
今
の
欧
米
の
基
督
信
者
は
斯
く
ま
で
大
胆
に
言
ひ
断
る
の
勇
気
を
持

た
な
い
の
で
あ
る
、
彼
等
は
神
を
余
り
に
恩
恵
あ
る
者
と
見
る
の
結
果
と
し
て
人
が
憚
か
ら
ず
し
て
悪
を
為
す
に
至
ら
ん
こ

と
を
恐
れ
る
の
で
あ
る
。
乍
然
、
是
れ
無
益
の
心
配
で
あ
る
こ
と
は
人
類
の
信
仰
史
の
証
明
す
る
所
で
あ
る
、
神
の
恩
恵
が

人
の
罪
悪
に
勝
っ
て
の
み
真
の
救
済
は
あ
る
の
で
あ
る
、
親
鸞
は
此
大
胆
の
言
を
放
っ
て
信
仰
の
奥
義
を
語
っ
た
の
で
あ
る
。

日
本
国
に
既
に
此
信
仰
が
在
っ
た
、
我
等
は
信
仰
の
事
に
関
し
て
は
必
し
も
之
を
欧
米
人
に
学
ぶ
の
必
要
は
な
い
、
吾
等

は
法
然
の
『
撰
択
集
』
に
於
て
、
親
鸞
の
『
歎
異
鈔
』
に
於
て
、
又
は
覺
如
の
著
な
り
と
し
て
伝
へ
ら
る
ゝ
『
安
心
決
定
鈔
』

に
於
て
、
深
き
貴
き
信
仰
の
原
理
を
見
る
の
で
あ
る
。

斯
く
言
ひ
て
我
等
は
寺
院
化
せ
る
、「
死
者
を
葬
る
死
者
」
と
化
せ
る
我
国
今
日
の
佛
教
に
帰
依
せ
ん
と
欲
す
る
の
で
は
な

い
、
我
等
は
今
や
此
国
に
於
て
佛
教
を
見
ず
し
て
佛
教
の
死
骸
を
見
る
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
死
骸
の
残
存
る
は
其
内
に
曾

て
一
度
は
溌
溂
た
る
生
命
の
働
い
て
居
た
る
何
よ
り
も
良
き
証
拠
で
あ
る
、
歴
史
は
其
れ
自
身
を
繰
返
す
と
言
ふ
、
同
じ
生

命
を
供
し
て
同
じ
活
動
を
起
し
得
な
い
理
由
は
な
い
、
更
ら
に
刺
激
的
な
る
、
更
ら
に
合
理
的
な
る
、
而
し
て
明
ら
か
に
歴

史
的
な
る
信
仰
を
以
て
し
て
彼
等
が
奮
起
勃
躍
し
な
い
理
由
は
な
い
。
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然
り
、
信
仰
な
る
哉
、
而
し
て
日
本
人
は
七
百
年
前
の
往
昔
よ
り
既
に
此
の
貴
き
信
仰
を
有
っ
た
の
で
あ
る潭
。」

「
そ
し
て
佛
教
に
基
督
教
に
似
た
る
多
く
の
点
が
あ
る
。
浄
土
門
の
如
き
基
督
教
の
佛
教
化
し
た
る
者
で
あ
る
乎
の
如
き
観

が
あ
る
。
真
言
宗
は
ネ
ス
ト
リ
ヤ
派
の
基
督
教
に
佛
教
の
名
を
付
し
た
る
者
に
過
ぎ
な
い
と
の
説
を
立
つ
る
西
洋
の
学
者
さ

へ
あ
る
。
斯
か
る
次
第
で
あ
れ
ば
日
本
に
於
け
る
佛
耶
両
教
の
融
合
は
望
な
き
事
業
で
な
い
。
既
に
在
る
佛
教
を
基
督
教
と

成
す
を
得
ば
、
是
れ
日
本
に
於
け
る
基
督
教
伝
道
の
最
善
の
途
で
あ
っ
て
、
我
が
同
胞
の
教
化
を
願
ふ
者
は
何
人
も
賛
成
す

べ
き
事
業
で
あ
る
と
。
爾
う
唱
ふ
る
人
が
今
日
ま
で
幾
人
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
今
猶
在
る
。
此
は
甚
だ
人
を
引
付
け
る
企
図

で
あ
っ
て
、
最
も
耳
寄
り
な
話
で
あ
る
。

然
し
乍
ら
事
実
は
さ
う
容
易
く
な
い
の
で
あ
る
。
我
等
は
佛
教
対
基
督
教
に
就
て
佛
教
学
者
の
側
よ
り
多
く
の
事
を
聞
か

さ
れ
た
。
曰
く
佛
教
は
無
神
論
で
あ
る
に
対
し
て
基
督
教
は
有
神
論
で
あ
る
。
縦
し
ま
た
佛
教
が
神
に
類
す
る
者
を
認
む
る

に
し
て
も
、
そ
の
印
度
宗
教
た
る
の
本
質
に
違
は
ず
し
て
万
有
神
教
で
あ
っ
て
、
基
督
教
は
神
が
人
を
救
い
給
ふ
宗
教
で
あ

る
。
佛
教
も
他
力
を
教
へ
な
い
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
繹
迦
の
本
来
の
教
で
は
な
い
云
々
と澂
」

も
っ
と
も
、
こ
れ
よ
り
前
に
は
次
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
ま
し
た
。

「
若
し
圓
満
た
る
哲
学
と
し
て
見
る
な
ら
ば
佛
教
は
た
し
か
に
基
督
教
以
上
で
あ
る
。
基
督
教
に
多
く
の
思
想
上
の
矛
盾
が

あ
る
。
神
は
愛
す
る
と
共
に
怒
り
給
ふ
と
言
ふ
が
其
一
で
あ
る
。
基
督
教
は
自
力
教
で
も
な
け
れ
ば
亦
他
力
教
で
も
な
い
。

厳
格
な
る
道
徳
を
要
求
す
る
と
共
に
信
仰
に
依
る
罪
の
絶
対
的
赦
免
を
宣
言
す
る
。
基
督
教
を
一
貫
せ
る
倫
理
組
織
と
し
て

見
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
哲
学
的
に
見
た
る
基
督
教
は
甚
だ
不
完
全
な
る
宗
教
で
あ
る
と
云
は
ざ
る
を
得
な
い
。
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然
ら
ば
基
督
教
の
価
値
は
何
に
於
て
在
る
乎
と
言
ふ
に
其
能
力
に
於
て
在
る
。
基
督
信
者
は
佛
教
信
者
と
議
論
を
闘
は
し

て
多
分
負
け
る
で
あ
ら
う
。
然
れ
ど
も
キ
リ
ス
ト
に
学
び
し
者
に
佛
陀
に
学
び
し
者
無
い
も
の
が
あ
る
。
人
類
に
対
す
る
熱

愛
が
あ
る
。
世
を
避
け
ず
し
て
之
と
闘
っ
て
勝
た
ん
と
す
る
の
勇
気
が
あ
る
。
彼
は
事
物
に
対
し
て
冷
静
な
る
こ
と
能
は
ず
、

悪
を
憎
ん
で
善
と
親
し
む
、
彼
に
打
消
す
能
は
ざ
る
希
望
が
あ
る
。
彼
は
罪
の
此
世
が
神
の
能
力
に
由
り
化
し
て
天
国
と
成

る
を
信
じ
て
疑
は
な
い
。
故
に
彼
の
口
に
讃
美
の
歌
が
絶
え
な
い潼
」

前
の
一
文
は
こ
れ
よ
り
数
年
後
で
、
そ
の
間
、
内
村
の
佛
教
観
が
進
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。

内
村
は
自
力
・
他
力
の
語
と
意
味
は
佛
教
に
由
来
す
る
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
に
当
て
は
ま
ら
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
宗
教
を
自

力
宗
と
他
力
宗
と
に
分
け
、
前
者
と
し
て
儒
教
・
神
道
・
回
教
・
ユ
ダ
ヤ
教
を
挙
げ
、
後
者
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
・
浄
土
門
を

挙
げ
て
い
ま
す
。
と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
教
を
絶
対
的
他
力
教
と
見
ま
す
。

キ
リ
ス
ト
教
は
自
力
か
他
力
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
自
力
宗
で
も
な
く
、
他
力
宗
で
も
な
い
。「
他
力
に
し
て
他
力
に
非
ず
、
自

力
に
し
て
自
力
に
非
ず
、
自
力
他
力
の
両
勢
力
を
以
て
己
が
救
を
全
う
す
る
道
…
自
力
で
も
可
い
、
他
力
で
も
可
い
。
或
は
自

か
ら
努
め
、
或
は
神
に
助
け
ら
れ
て
、
兎
に
も
角
に
も
救
は
れ
て
死
に
た
る
者
の
甦
り
に
与
か
ら
ん
こ
と
を
」
と
も
言
っ
た
り

し
ま
す
が
、
こ
れ
は
救
い
が
ひ
た
す
ら
神
の
恵
み
に
よ
る
と
と
も
に
、
救
わ
れ
た
者
は
聖
め
ら
れ
て
神
の
戒
め
を
実
現
し
て
行

く
と
い
う
二
面
を
反
語
的
に
語
ろ
う
と
し
た
も
の
で
し
ょ
う
か潘
。

以
下
、
内
村
節
と
も
い
う
べ
き
文
言
を
。

「
我
が
信
仰
の
友
は
惟
り
ル
ー
テ
ル
に
限
ら
な
い
、
英
国
の
ウ
エ
ス
レ
ー
に
止
ま
ら
な
い
、
米
国
の
ム
ー
デ
ィ
ー
を
以
て
尽
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き
な
い
。
我
国
の
源
信
僧
都
、
法
然
上
人
、
親
鸞
上
人
も
亦
我
が
善
き
信
仰
の
友
で
あ
る
。
…
臨
終
の
時
ま
で
に
一
向
妄
念

の
凡
夫
に
て
有
る
な
り
と
思
ふ
て
念
佛
す
れ
ば
浄
土
に
参
る
べ
し
、
と
言
ひ
、
ま
た
、

浦
や
ま
し
い
か
な
る
空
の
月
な
れ
ば

こ
ゝ
ろ
の
ま
ゝ
に
西
へ
行
く
ら
む

と
の
一
首
に
其
本
懷
を
云
表
は
せ
し
源
信
は
確
か
に
我
が
信
仰
の
兄
弟
で
あ
る
、
彼
の
言
を
聖
書
の
言
に
訳
し
て
之
を
我
が

信
仰
の
表
白
と
な
す
こ
と
が
出
来
る
。

有
名
な
る
法
然
上
人
の
『
一
枚
起
請
文
』
は
古
今
東
西
を
問
は
ず
す
べ
て
信
仰
に
由
る
救
済
を
信
ず
る
者
の
敢
て
以
て
信

仰
告
白
文
と
な
す
に
足
る
者
で
あ
る
。
曰
く
、『
念
仏
を
信
ぜ
ん
人
は
た
と
ひ
一
代
の
法
を
能
々
学
す
る
と
も
、
一
文
不
知
の

愚
鈍
の
身
に
な
し
て
尼
入
道
の
無
智
の
と
も
が
ら
に
同
じ
て
智
者
の
ふ
る
ま
い
を
為
ず
し
て
只
一
か
う
に
念
佛
す
べ
し
』
と
。

是
れ
、『
智
者
安
く
に
あ
る
、
学
者
安
く
に
あ
る
、
此
世
の
論
者
安
く
に
あ
る
、
神
は
此
世
の
智
慧
を
し
て
愚
か
な
ら
し
む

る
に
非
ず
や
、
世
人
は
己
の
智
慧
を
恃
み
て
神
を
知
ら
ず
、
是
れ
神
の
智
慧
に
適
へ
る
な
り
、
是
故
に
神
は
伝
道
（
キ
リ
ス

ト
の
福
音
）
の
愚
か
な
る
を
以
て
信
ず
る
者
を
救
ふ
を
善
し
と
為
し
給
へ
り
。』
と
あ
る
聖
書
の
言
に
類
す
る
者
で
あ
る
（
哥

林
多
前
書
一
章
廿
、
廿
一
節
）、
若
し
法
然
を
し
て
今
日
に
在
ら
し
め
ば
彼
は
禁
じ
難
き
の
渇
仰
を
以
て
新
約
聖
書
を
迎
へ
た

で
あ
ら
ふ
。

誰
か
信
仰
の
自
由
を
愛
す
る
者
に
し
て
親
鸞
上
人
を
愛
せ
ざ
る
者
あ
ら
ん
や
で
あ
る
、
彼
は
常
に
曰
ふ
た
『
親
鸞
は
弟
子

一
人
も
有
た
ず
』
と
、
其
故
如
何
と
な
れ
ば
、『
如
来
の
教
法
を
十
方
衆
生
に
説
聞
し
む
る
時
、
た
だ
如
来
の
御
代
官
を
申
し

つ
る
ば
か
り
な
り
、
更
ら
に
親
鸞
め
づ
ら
し
き
法
を
広
め
ず
、
如
来
の
教
法
を
我
も
信
じ
他
に
も
教
へ
聞
か
し
む
る
ば
か
り

な
り
、
其
ほ
か
何
を
教
へ
て
弟
子
と
い
は
ん
ぞ
』。

故
に
彼
は
彼
の
弟
子
を
呼
ぶ
に
御
同
朋
、
御
同
行
の
敬
称
を
以
て
し
た
と
の
事
で
あ
る
、『
弟
子
』
の
稱
た
る
、
是
れ
堕
落
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せ
る
寺
院
と
教
会
と
の
用
ゐ
る
所
で
あ
っ
て
、
パ
ウ
ロ
で
あ
れ
、
親
鸞
で
あ
れ
、
真
に
信
仰
の
何
で
あ
る
乎
を
知
り
し
人
の

諱
ん
で
用
ゐ
ざ
り
し
辞
で
あ
る
、『
我
は
た
だ
如
来
の
御
代
官
を
申
し
つ
る
ば
か
り
な
り
』
と
の
親
鸞
の
言
に
比
べ
て
、『
我

等
召
さ
れ
て
キ
リ
ス
ト
の
使
者
と
な
れ
り
…
…
我
等
キ
リ
ス
ト
に
代
り
て
汝
等
が
神
に
和
ら
が
ん
こ
と
を
汝
等
に
求
ふ
』
と

の
使
徒
パ
ウ
ロ
の
言
を
読
ん
で
、
我
等
は
二
者
が
各
自
其
救
主
に
対
し
同
一
の
態
度
に
出
し
者
な
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得

な
い
。

言
辞
を
共
に
す
る
者
が
我
が
信
仰
の
友
で
は
な
い
、
信
仰
の
目
的
物
に
対
し
心
の
態
度
を
同
う
す
る
者
が
我
が
信
仰
の
友

で
あ
る
、
神
と
称
び
、
キ
リ
ス
ト
と
唱
へ
、
天
国
と
言
ふ
者
に
し
て
、
我
が
信
仰
の
敵
が
尠
く
な
い
、
之
に
反
し
て
弥
陀
と

稱
び
、
如
来
と
唱
へ
、
浄
土
と
言
ふ
者
の
中
に
、
我
は
我
が
信
仰
の
友
を
見
る
の
で
あ
る
、
我
は
勿
論
今
に
至
て
我
が
キ
リ

ス
ト
の
福
音
を
去
て
佛
教
に
帰
せ
ん
と
は
し
な
い
、
然
れ
ど
も
我
は
基
督
信
者
た
る
の
故
を
以
て
、
神
が
我
国
に
遣
い
給
ひ

し
多
く
の
信
仰
た
る
の
故
を
以
て
、
神
が
我
国
に
遣
い
給
ひ
し
多
く
の
信
仰
の
戦
士
を
認
め
ざ
ら
ん
と
欲
す
る
も
能
は
ず
、

我
は
日
本
人
で
あ
る
、
故
に
情
に
於
て
は
ル
ー
テ
ル
、
ウ
ェ
ス
レ
ー
、
ム
ー
デ
ィ
ー
に
対
す
る
よ
り
も
、
源
信
、
法
然
、
親

鸞
に
対
し
よ
り
近
く
感
ず
る
は
止
む
を
得
な
い
、
我
は
彼
等
が
弥
陀
を
慕
ひ
し
其
心
を
以
て
我
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
慕

ふ
者
で
あ
る
。

夏
こ
ろ
も
ひ
と
へ
に
西
を
思
ふ
か
な

う
ら
な
く
弥
陀
を
頼
む
身
な
れ
ば

の
源
信
僧
都
の
一
首
は
、
移
し
て
以
て
我
が
キ
リ
ス
ト
を
頼
む
の
心
を
歌
ふ
に
足
る
、
我
は
我
が
国
人
の
中
に
斯
く
も
懷
か

し
き
信
仰
を
抱
き
し
人
の
多
く
有
り
し
こ
と
を
歓
び
且
つ
感
謝
せ
ざ
る
を
得
な
い澎
。」

で
は
内
村
は
佛
教
・
浄
土
門
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
相
違
に
つ
い
て
何
と
言
う
か
。
片
や
一
神
教
で
あ
り
、
他
は
万
有
神
教
で
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根
本
の
思
想
が
異
な
る
。
片
や
自
ら
が
己
を
救
う
に
対
し
て
、
片
や
神
が
人
を
救
う
宗
教
で
あ
る
。
他
力
佛
教
は
釈
迦
本
来
の

教
で
は
な
い
と
言
う
。

「
私
の
知
る
範
囲
に
於
て
佛
耶
融
合
を
唱
ふ
る
者
は
二
教
孰
れ
を
も
深
く
究
め
な
い
者
で
あ
る
。
マ
ク
ス
・
ム
ラ
ー
や
モ
ニ

エ
ー
・
ウ
ィ
リ
ヤ
ム
ス
の
如
き
、
佛
教
学
者
で
あ
る
と
同
時
に
強
い
基
督
信
者
で
あ
り
し
人
は
両
教
の
融
合
の
如
き
、
思
ひ

も
寄
ら
ぬ
事
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
…
…

佛
教
基
督
教
の
相
違
は
何
処
に
在
る
乎
と
云
ふ
に
枚
挙
す
る
に
遑
あ
ら
ず
と
雖
も
、
主
と
し
て
愛
の
観
念
に
於
て
あ
る
。

基
督
教
に
最
も
近
い
と
称
せ
ら
る
ゝ
浄
土
門
の
佛
教
に
於
い
て
弥
陀
の
他
力
本
願
が
唱
へ
ら
る
ゝ
と
雖
も
、
之
を
キ
リ
ス

ト
の
十
字
架
上
の
罪
の
贖
と
比
べ
て
其
間
に
天
地
の
差
の
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
弥
陀
の
慈
悲
が
慈
悲
の
為
の

慈
悲
で
あ
る
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
の
愛
は
義
に
基
づ
け
る
愛
で
あ
る
。
基
督
教
の
神
は
義
の
神
で
あ
っ
て
、
義
に
由
ら
ざ

れ
ば
人
の
罪
を
赦
さ
ず
、
義
に
由
ら
ざ
れ
ば
救
を
施
し
給
は
な
い
。
其
意
味
に
於
て
弥
陀
の
慈
悲
は
単
純
で
あ
る
。
羅
馬
書

三
章
廿
五
廿
六
節
に
於
け
る
罪
の
赦
し
に
関
は
る
パ
ウ
ロ
の
言
の
如
き
、
佛
教
信
者
に
取
り
て
遠
い
、
堪
え
難
き
言
で
あ
る
。

弥
陀
は
曰
ふ
『
赦
す
、
赦
す
、
我
は
汝
を
拯
け
ず
し
て
は
止
ま
ず
と
言
ふ
其
請
願
を
信
ぜ
よ
、
而
し
て
救
は
れ
よ
』
と
。

基
督
教
の
神
は
言
ふ
『
汝
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
信
ぜ
よ
。
然
ら
ば
救
は
れ
ん
。
信
ぜ
ざ
れ
ば
滅
ぶ
べ
し
』
と
。
其
故
如

何
と
な
れ
ば
キ
リ
ス
ト
に
於
て
の
み
神
の
義
が
完
全
に
行
は
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
救
の
目
的
は
人
を
し
て
義
た
ら
し
む
る
に

あ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
愛
は
義
に
拠
る
義
の
為
の
愛
で
あ
つ
て
、
厳
密
な
る
義
を
離
れ
て
キ
リ
ス
ト
の
救
は
無
い
の
で
あ
る
。

論
よ
り
証
拠
で
あ
る
。
佛
教
国
に
義
が
無
い
の
で
あ
る
。
有
て
も
極
く
微
弱
で
あ
る
。
愛
と
言
ふ
は
多
く
に
『
お
情
け
』

で
あ
る
。
赦
し
と
言
ふ
は
『
勘
弁
で
あ
る
。』
神
は
其
義
の
故
に
『
我
等
の
罪
を
赦
し
給
ふ
』
と
言
ふ
が
如
き
は
佛
教
信
者
に

は
解
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
義
が
無
く
し
て
国
は
亡
ぶ
る
の
で
あ
る
。
凡
て
が
情
実
化
し
て
法
律
は
其
権
能
を
失
ふ
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の
で
あ
る
。
佛
教
国
に
強
健
な
る
国
家
な
き
は
此
理
由
を
以
て
説
明
す
る
事
が
出
来
る
。
幸
い
に
し
て
日
本
に
は
佛
教
以
外

に
士
道
が
あ
っ
て
、
佛
教
の
此
大
欠
点
を
補
い
来
り
し
が
故
に
今
日
あ
る
を
得
た
の
で
あ
る
。
然
れ
ど
も
佛
教
の
感
化
が
非

常
に
強
く
、
為
に
正
義
を
愛
す
る
の
念
が
弱
く
し
て
、
強
烈
な
る
西
洋
文
明
に
接
し
て
社
会
国
家
の
根
底
が
揺
る
ぎ
出
し
た

の
で
あ
る
。
茲
に
於
て
か
日
本
は
今
日
イ
ザ
ヤ
、
エ
レ
ミ
ヤ
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
を
以
て
始
ま
り
、
イ
エ
ス
に
至
り
て
其
絶
頂
に

達
せ
し
神
の
教
を
痛
く
要
求
す
る
の
で
あ
る澑
。」

も
う
一
つ
参
考
に
、

「
日
本
に
於
て
も
最
も
善
き
基
督
者
は
厳
格
な
る
武
士
の
家
に
起
っ
た
。『
上
の
お
情
け
』
あ
る
を
知
っ
て
、
道
の
犯
す
べ

か
ら
ざ
る
を
知
ら
ざ
り
し
所
謂
町
人
百
姓
は
、
キ
リ
ス
ト
の
福
音
に
接
す
る
も
、
唯
愛
の
甘
き
を
喜
ぶ
に
止
っ
て
、
義
の
辛

く
し
て
貴
き
に
堪
え
得
な
い
。
其
意
味
に
於
て
純
潔
な
る
儒
教
と
公
正
な
る
神
道
と
は
キ
リ
ス
ト
の
福
音
の
善
き
準
備
で
あ

っ
た
。
伊
藤
仁
斎
、
中
江
藤
樹
、
本
居
宣
長
、
平
田
篤
胤
等
は
日
本
に
於
て
幾
分
に
て
も
バ
プ
テ
ス
マ
の
ヨ
ハ
ネ
の
役
目
を

務
め
た
者
で
あ
る
。
之
に
較
べ
て
、
佛
教
、
殊
に
浄
土
門
の
佛
教
は
、
阿
弥
陀
の
慈
悲
を
唱
ふ
る
事
余
り
に
切
な
り
し
が
為

に
、
却
て
神
の
義
に
基
く
キ
リ
ス
ト
の
福
音
を
正
解
す
る
上
に
於
て
多
く
の
妨
害
を
為
し
た濂
。」

と
ま
で
斬
り
込
ん
で
い
た
の
で
す
。

（
つ
づ
く
）

注

漓
中
里
介
山
『
法
然
』（
昭
和
六
年
・
三
省
堂
）
一
頁
。
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滷
同
書
　
二
頁
。

澆
同
書
　
五
頁
。

潺
同
書
　
六
頁
。

潸
同
書
　
六
、
七
頁
。

澁
同
書
　
七
、
八
頁
。

澀
同
書
　
九
、
一
○
頁
。

潯
同
書
　
一
二
頁
。

潛
同
書
　
三
一
八
、
三
一
九
頁
。

濳
同
書
　
峰
島
旭
雄
・
芥
川
博
通
編
著
『
近
代
の
法
然
論
』（
み
く
に
選
書
、
一
九
八
二
年
。）
一
二
頁
。

潭
内
村
鑑
三
「
我
が
信
仰
の
祖
先
」（『
聖
書
之
研
究
』
一
八
二
号
、
大
正
四
年
九
月
十
日
）

澂
内
村
鑑
三
「
佛
教
対
基
督
教
」（『
聖
書
之
研
究
』
三
五
一
号
。
昭
和
四
年
十
月
十
日
）

潼
内
村
鑑
三
「
基
督
教
を
解
す
る
の
途
」（『
聖
書
之
研
究
』
二
九
七
号
　
大
正
十
四
年
四
月
十
日
）

潘
内
村
鑑
三
「
二
種
の
宗
教
」（『
聖
書
之
研
究
』
一
九
二
二
・
一
。

「
自
力
と
他
力
」（『
聖
書
の
研
究
』
一
九
二
九
・
一
○
。）

澎
内
村
鑑
三
「
信
仰
の
友
・
源
信
と
法
然
と
親
鸞
」（『
聖
書
之
研
究
』
一
八
○
号
）

澑
内
村
鑑
三
「
佛
教
対
基
督
教
」（『
聖
書
之
研
究
』
三
五
一
号
、
昭
和
四
年
十
月
十
日
）

濂
内
村
鑑
三
「
キ
リ
ス
ト
教
研
究
」（
大
正
十
一
年
十
二
月
）

※
〈
参
考
文
献
〉『
近
代
の
法
然
論
』
一
九
九
、
二
○
○
頁
よ
り
。
成
沢
光
「
内
村
鑑
三
と
日
本
佛
教
」『
内
村
鑑
三
研
究(

10)

一
九
七
八
・
四
、
渋
谷
浩
「
内
村
に
お
け
る
選
択
の
原
理
―
柏
木
時
代
前
期
の
集
会
論
」
同(

５)

一
九
七
五
・
一
二
、
吉
田
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久
一
『
日
本
近
代
仏
教
社
会
史
研
究
』「
内
村
鑑
三
に
お
け
る
二
、
三
の
問
題
」、
小
山
宙
丸
「
内
村
鑑
三
―
そ
の
佛
教
観
」

峰
島
編
『
近
代
日
本
の
思
想
と
仏
教
』
所
収
、
参
照
）。
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