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井

川

義

こ
こ
に
示
す
の
は
、
中
國
布
敎
イ
エ
ズ
ス
會
士
フ
ィ
リ
ッ
プ
・

ク
プ
レ
等
に
よ
る
本
格

な
中
國
哲
學
ラ
テ
ン
語
の
紹
介
書
『
中

國
の
哲
學

孔
子１

）』（
一
六
八
七
）
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
向

け
て
の
本
格

な

敎
、
佛
敎
の
紹
介

に
對
す
る
試
譯
で
あ
る
。

佛
敎
に
關
し
て
は

知
の

り
キ
リ
ス
ト
敎
日
本
布
敎
の
フ
ラ
ン

シ
ス
コ

ザ
ヴ
ィ
エ
ル
が
東
ア
ジ
ア
の
宗
敎
と
し
て
批

に
取

り
上
げ
、
中
國
布
敎
の
マ
テ
オ

リ
ッ
チ
が
『
天

實
義２

）』（
一
六

一
〇
）
や

『
中
國
キ
リ
ス
ト
敎
布
敎
史
』（
一
六
一
五３

））
で
同

に
批

對

と
し
て
攻

し
て
い
る４

）。
一
方
リ
ッ
チ
は
來
華
當

は
老
子
の
無
限

無
窮
の
實
在
に
關
す
る
思
想
に
つ
い
て
は
好

で
あ
っ
た
が
、
後
に
民

信
仰
に
お
け
る
偶
像
崇

、
典
禮
行

爲
に
關
す
る
忌

か
ら
、

敎
批

に
轉
ず
る
。
そ
の
後
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
が

究

と
し
て
の
二
〇

代
で
見
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

神
學

シ
ュ
ピ
ツ
ェ
ル

『
中
國
學
藝
論５

）』（
一
六
六
〇
）
で
は

佛
二
敎
な
ら
び
に

字
・
易
圖
、「
四
書
五
經
」
等
儒
敎

報
に
關
す
る
解

が
行
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
筋

だ
っ
た

敎
、
佛
敎

報
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

廣
く
流
布
し
た
の
は
ル
イ
十
四
世
の
支
援
に
な
る
こ
の
『
中
國
の

哲
學

孔
子
』
が

期
の
も
の
で
極
め
て
重

で
あ
る
。
と
い
う

の
も
本
書
は
フ
ラ
ン
ス
の
威
信
を
懸
け
て
國
家
圖
書

か
ら
出
版

四
二



さ
れ
た
た
め
、
讀

も
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン

ヴ
ォ

ル
フ
、
ビ
ル
フ
ィ
ガ
ー
、
ヘ
ル
ダ
ー
、
ヘ
ー
ゲ
ル
等
、
理
性
の
時

代
か
ら

蒙

義
ド
イ
ツ

念
論
に
至
る
哲
學

、
百
科

書
派

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
デ
ィ
ド
ロ
等
、
フ
ラ
ン
ス
百
科

書
派
の
立
役

も
目
に
し
、

に
反
映
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

敎
、

佛
敎
等
、
中
國

報
に
對
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
理
解
、
受
容
、
影

關
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
の
に
不
可
缺
な

で
あ
る
と
い
っ

て
よ
い
。
佛
敎
の
部
分
に
つ
い
て
譯
し
た
の
は
、
純
イ
ン
ド

佛

敎
の
み
な
ら
ず
、
中
國
佛
敎
の

敎

玄
學

し
た
側
面
も
飜

譯

か
ら
讀
み

み
う
る
た
め
で
あ
る
。

一
九
九
二
年
に
書
き
と
ど
め
て
お
い
た
譯

に
若
干
手
を
入
れ

た
も
の
で
あ
る
。
紙
幅
の
關
係
上
、
今
回
は
試
譯
を
示
す
に
と
ど

め
、
論
稿
等
は
後
日
の
公
表
を
期
し
た
い
。
な
お
（

）

は

自
身
に
よ
る
補
い
、〔

〕

は
譯

の
補
い
で
あ
る
。
な
お

佛
敎
に
關
す
る
部
分
に
關
し
て
は
安

嶺
勳
と
の
共

論
６
）が

あ

り
參
考
さ
れ
た
い
。

第
三

哲
學

李
老
君
と
中
國
に
お
い
て

士
と

呼
ば
れ
る
そ
の
弟
子
た
ち
の
敎
派
の
略

わ
れ
ら
が
讀

に
、
豐
か
な

を
與
え
る
た
め
、
こ
の
敎
派

の

、
哲
學

李
老
君L

i
la
o
k
iu
n

、
俗
に
伯
陽P

o
y
a
m

、
あ

る
い
は
老

L
a
o
ta
n

と
呼
ば
れ
る
人
物
が
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
孔
子
と
同
時
代
人
だ
が
、
若
干
年

長
で
あ
る
。

の
話
が
傳
え
ら
れ
て
い
る
。
母
が
彼
を
胎

に
宿
し
て
八
十

一
年
後
、
左
脇
腹
に

が

じ
て
ポ
ロ
リ
と
生
ま
れ
出
た
。
母
は

か
か
る
不
思
議
な
出
生
の
後
、
直
ち
に
世
を
去
っ
た
と
。

彼
の
書
物
は
今
も

っ
て
い
る
。（
信
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
）

敎
派
の

た
ち
に
ほ
と
ん
ど
一
箇

も
改
作
さ
れ
て
い
な
い
と
い

う
。
そ
れ
は

德
に
つ
い
てv

irtu
tes

、
名
譽
を

れ
る
こ
と
、

行
爲
と
人

事

の

蔑
、
人

事

に
ま
さ
っ
て
魂

A
n
im
u
s

が
享
受
で
き
る
幸
福
な
孤
獨
さ
等
に
つ
い
て
、
哲
學

ら
し
い
若
干
の
事

を
記

し
て
い
る
。

さ
て
、
彼
が
事
物
の
生

に
つ
い
て
論
じ
た
際
、

の

を
、

四
三

『
中
國
の
哲
學

孔
子
』
序

に
お
け
る

敎
、
佛
敎

報
の
試
譯



他
の

の

で

べ
て
い
る

敎
徒
た
ち
は
、
そ
の

を
哲

學
の
公
理
中
、

貴
な
も
の
と
し
て
不

に

誦
す
る

。
す

な
わ
ち
「

生
一
、
一
生
二
、
二
生
三
、
三
生
萬
物T

a
o
em

y
e.
Y
e
em

u
lh
.
U
lh

em
sa
n
.
sa
n
em

v
a
n
v
e.

」
と
。
す

な
わ
ち
「
法lex
、
あ
る
い
は
理
性
〔
理
法
・
理
由
・
根
據
〕

ra
tio

は
一
つ
の
も
のu

n
u
m

を
生
ん
だp

ro
d
u
x
it

〔

去
形
〕。

一
つ
の
も
の
は
二
つ
の
も
のd

u
o

を
生
ん
だ
。
二
つ
の
も
の
は

三
つ
の
も
のtria

を
生
ん
だ
。
三
つ
の
も
の
は

て
の
も
の
ど

も
を
生
ん
だtria

p
ro
d
u
x
eru

n
t
o
m
n
ia
.

」
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
人
々
の
發

は
、
曖
昧
模
糊
と
し
て
、
古
代
人
の

り
の
ご

と
く
に
す
る
の
が
常
で
あ
る
。

一
つ
だ
け
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
老
子
は
、
神
が
有
體

co
rp
o
reu

m

な
も
の
と
考
え
て
い
た
點
で
は
眞
理
か
ら
離
れ
た

念
だ
っ
た
と
は
い
え
、
神
が
他
の
神
々
あ
る
い
は
王
に
仕
え
る

人
々
を
支

し
て
い
る
と

白
し
、

の
至
高
の
神N

u
m
en

の
或
る

念
を
も
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

人
々
は

至

る

で

老

子

が

學

問
、

學C
h
im

ic
a

〔ch
em
ica
?

〕
の
創
立

・
元

で
あ
っ
た
と
傳
え
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
の
師
匠
が
結
局
、
ど
ん
な
人
物
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、

の
こ
と
は
ま
っ
た
く
議
論
の
餘
地
は
な
い
。
數
世
紀
後
、
彼
の
弟

子
あ
る
い
は
弟
子
と
詐
る
多
く
の
性

の

落
し
た
人

た
ち
が

現
れ
た
。
確
か
に
中
國

國
で
、

M
a
g
ia

の
手
管
の
案
出

、
あ
る
い
は
實
際
に
そ
れ
を
宣
傳
す
る

が
現
れ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
第
四
番
目
の

王

の
始
皇

と
い
う
有
名
な
、
知

識
人L

itera
to
r

〔
儒

〕
の
敵
、
そ
れ
故
、

彼
は

あ
ら
ゆ
る
書

が

き
盡
く
さ
れ
る
こ
と
を
命
じ
た

の
敵
で

あ
る

王
の
時
代
か
ら
後
、

の

を
開
い
た

ど
も
に
事
缺

く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
し
か
も
彼
は

た
ち
か
ら
、

ま
た
李
老
君
の
弟
子
と

る

ど
も
か
ら
、（
長
生
藥C

h
a
m

em

y
o

と
呼
ば
れ
る
）
不
死
の
藥
酒

す
な
わ
ち
永

の
生
命
を
死

す
べ
き

〔
人

〕
た
ち
に
與
え
る

が
眞
に
存
在
す
る
と
信

じ

ま
せ
る
ス
キ
を
與
え
、
ま
た
島
々
を
經

っ
て
そ
の
藥
を

し
出
す
こ
と
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。

は

め
は
大
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
續
く

H
a
n

王

の
時
代
、
末
流
た
ち
は

大
限

大
し
た
。
そ
れ
は

の
第
六
代
、
武

V
u
ti

と

さ
れ
た
皇

が
、
李
老
君
と
い

四
四

『
中
國
の
哲
學

孔
子
』
序

に
お
け
る

敎
、
佛
敎

報
の
試
譯



う
名
の
師
匠
に
對
す
る
忌
ま
わ
し
い

の
實

に

力
を
傾
け

た
時
代
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
彼
は
皇
后
を
寵
愛
し
て
い
た
た
め
に
、

期
の
知
識
人
〔
儒

〕
と
孔
子
の
哲
學
を

ざ
け
、
替
え
る
に
、

も
う
一
方
の
李
老
君
の

し
か
も
、
信
じ
ら
れ
て
い
る

り
劣

し
た

哲
學
を
上
位
に
置
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
〔
こ
の

哲
學
は
〕、
む
し
ろ
こ
の
女
性
の
好
奇
心
と
氣
ま
ぐ
れ
か
ら
受
け

容
れ
ら
れ
た
に

ぎ
な
い
。
傳
承
で
は
、
新
敎
派
を
自

す
る

ど
も
に
よ
る
大
混

が
宮
廷
に

こ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
時
代
、

皇

が
愛
し
て
い
た
妃
の
一
人
が
死

し
た
。
皇

が
身
罷
っ
た

妃
へ
の
思
慕
に
耐
え
き
れ
な
く
な
っ
た
と
き
、
一

の

士
の

で
妖

を
用
い
、

き
妃
の
幻
影
を
、
恐
れ
る
皇

の
眼

に

現
出
し
て
見
せ
た

が
あ
っ
た
。
有

な

に
ま
ん
ま
と
掛
か
っ

た
皇

は
、
多
く
の
氣

い
沙
汰
に
狂
い
、
度
々
不
死
の
藥
酒
を

口
に
し
た
後
、
結
局
、
自
分
も
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
悟
っ

た
。
彼
は
、
今
は
の
際
に
、
中
國
の
た
め
、

な

と

士
ら

を
嫌

し
つ
つ
、
己
の

さ
に
號
哭
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
こ

の
ぺ
ス
ト
〔

〕
は
、
決
し
て
皇

の
死
と
と
も
に

滅
し
な
か

っ
た
。

な
る
ほ
ど
こ
の
敎
派
か
ら
で
な
い
が
、
同
じ
王

の
治
世
下
に
、

か
の
張

陵C
h
a
m
ta
o
lin

と
呼
ば
れ
る

が
登
場
し
た
。
そ

し
て
彼
の
末
流
た
ち
が

の

を
よ
り
廣
範
に
世
に
廣
め
た
の

で
あ
つ
た
。
そ
の

、
張

元C
h
a
m
ta
o
y
v
en

は
さ
ら
に
際

だ
っ
た
名
聲
を
得
た
。
そ
こ
で

國

土
に
兩

の

督
・
管
理

に
委
ね
ら
れ
、
そ
の
豫
言
に
よ
つ
て

別
さ
れ
た
敎
派
の
寺
院
が

建
立
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は

の
仲

と
と
も
に
神
々
の
列
に
、

仙
人S

ien
g
in

す
な
わ
ち
不
死
の

と
呼
ば
れ
る

の
列
に
名

を
加
え
ら
れ
た
一

の

た
ち

て
を
記
し
た
、
魂
の
讓
渡
書
か

ら
も

ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て

T
a
m

王

の
皇

た
ち
の

信
と
狂
氣
が
、
こ
の
敎
派
の
指

た
ち
を
天
師T

ien
u

、
す

な
わ
ち
天
の
師
匠
らco

elestis
m
a
g
istri

〔
複
數
〕
と
い
う
榮

譽
あ
る

號
で
、

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
王

の
始

は
老
君L

a
o
k
iu
n

に
對
し
て
、
偶
像
と
同

じ
く
寺
院
を
捧
げ
た
。
第
六
代
玄
宗
皇

は
、
老
子
の

像
を
宮

廷
に

き
入
れ
さ
え
し
て
い
る
。
今
や
こ
れ
ら
詐
欺
師
た
ち
の
末

流
は
世
俗
を
超
え
た
榮
譽
に
あ
り
、
さ
ら
に
高
貴
な
血
筋
や
地
位

に
生
ま
れ
た

た
ち
は
、
階

の
代
理

の
恒
久

な
地
位
に
滿
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足
し
、
江
西K

ia
m

i

地
方
の
廣
大
で
壯
麗
な
邸
宅
に

み
着

い
た
。
非
常
に
多
く
の
人
々
が
屡
々
こ
の
地
を
訪
れ
、
病
氣
平
癒

を
求
め
、
好

を
願
い
、
も
し
く
は

生
涯
を

じ
て
敎
育
が
受

け
ら
れ
る
こ
と
を

願
す
る
。

天
師
の
職
責
を

う

は
、

と
ペ
テ
ン
に
惑
わ
さ
れ
た

人
々
、

筆
の
神

字
や
、
そ
の
他
の

な

に
よ
っ
て

洗
脳
さ
れ
な
が
ら
も
心
底
喜
ぶ
人
々
、
ま
た
空
に
な
る
ま
で
賽
錢

を
は
た
き
な
が
ら
、
し
か
も
期
待
に
滿
ち
た
人
々
に
、
功
德
を
與

え
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
れ
ら

な

は

S
u
m
王

の
第
二
代
眞
宗

と
呼
ば
れ
る
皇

の
時
代
に
、
勢
力

大
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

眞
宗
は
そ
の
治
世
の
十
一
年
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
紀
元
一
〇
一

一
年
に
、
そ
の
他
の
ペ
テ
ン
と
譫
言
に
惑
わ
さ
れ
、
天
か
ら
書
物

が
下
っ
て
來
た
と
信
じ
た
〔
天
書
〕。
そ
れ
は
〔
實
は
〕
詐
欺
師

や

師
た
ち
〔
王
欽
若
ほ
か
、

士
ら
〕、
あ
る
い
は
そ
の
從

の

靈ca
co
d
a
em
o
n
es

が
、
夜
陰
に
乘
じ
て

の
名
高

い
門
か
ら
吊
し
た
も
の
で
あ
っ
た
〔
天
書
事
件
〕。
さ
ら
に

師
に
よ
っ
て

ば
れ
た
こ
の
書
物
を
、
お
人
好
し
な

行

〔
眞

宗
〕
が
發
見
し
た
。〔
皇

は
こ
の
書
が
〕

高
の
敬

を
も
っ

て
受
け
取
ら
れ
、
宮
廷
へ
行
列
で

び

ま
れ
、

金
の
箱
に
こ

の
發
見
物
が
保
管
さ
れ
る
の
を
命
じ
た
。

以
上

て
か
ら

ら
か
な
の
は
、
哀
れ
な
中
國
王

が
常
に

し
き

態
へ
と
轉
落
し
た
と
い
う
こ
と
、
ま
た
（

め
か
ら

べ

た
よ
う
に
）
人

に
有

な
こ
の
敎
派
が
今
も
用
い
る

の

約
と
結
び
つ
い
た
複

な

と
、
そ
の
し
き
た
り
が
、

信
に
滿

ち
た
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
も
の
が
存
在
し
て
い

る

も
、
多
く
の
人
々
は
中
國
か
ら

を

ざ
け
る
こ
と
を
し

な
か
っ
た
。
偶
像
崇

入
〔
佛
敎
傳
來
〕
後
は
、
特
に
こ
の
崇

を
師
と
し
て
、
一

熱
心
に
そ
の

を
倣
ね
、
古
い

に
新
し

い

を

加
し
た
の
で
あ
る
。

中
國
で
は
、
俗
人
は
今
で
も
屡
々
、
廣
く

を
經

し
て
い

る
。
讀

が
そ
の

、
何
ら
か
の
實
例
を

む
な
ら

の

り
で

あ
る
。
彼
ら
は
茫
然
と
し
て
信
じ
易
い

衆
の
眼

に
、
異
端
の

始

、
あ
る
い
は
彼
ら
の
偶
像
の
映
像
を
、
何
も
な
い
空

に
現

出
し
た
り
、
あ
る
時
は
大
き
な
水
盆
の
な
か
に

國
の
變

、
敎

派
の
す
ば
ら
し
い
權
威

や
、
新
た
に
任
命
さ
れ
る
長
官
を
映
し
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出
し
た
り
す
る
。

あ
る
時
は
籤
に

ね
、

靈
召
喚
後
に
空
か
ら
下
っ
た
不
思
議

な
筆
で
、
警

の

字
を
カ
ー
ド
や
壁
の
上
、

の
上
に
描
き
出

し
も
す
る
。
彼
ら
は
他
に
も
、
こ
の
手
の
ペ
テ
ン
や

信
を
實
行

す
る
が
、
そ
れ
ら
を
こ
こ
で
多
く
の
人
々
に
知
ら
せ
る
こ
と
は
無

用
で
あ
ろ
う
。

確
か
な
の
は
古
代
中
國
は
、
こ
ん
な

な
も
の
に
關
わ
ら
な

か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
與
り
知
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

し
か
し
、
ど
ん
な
世
代
で
あ
れ
、
わ
れ
わ
れ
は
確
か
に
中
國
傳

當

か
ら
、
こ
の
世
代
の
し
き
た
り
と
同

に
、
古
代
の

て

の
し
き
た
り
を
徹
底

に
根

す
る
こ
と
を
い
つ
も
課
題
と
し
て

き
た
。

さ
て
キ
リ
ス
ト
敎
の

家
た
ち
の
熟
慮
と
努
力
と
同
じ
こ
と

を
〔
中
國
の
世
代
は
〕
試
み
て
い
た
。
實
際
、
敎
派
の
熟
慮
と

圖
に
よ
り
、
今
や
徐
々
に
古
代

王
の
或

は
、
あ
た
か
も
神
々

n
u
m
in
a

の
よ
う
に
見
な
さ
れ
、
ま
た
或

は
、
今
や
以

は
知

ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
靈
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
上

、
す
な
わ
ち
至
高
の
天
の
支

と
い
う

の
も
と
、
そ
れ
ら
の

た
ち
は
各
々
、
個
別
の

素
に
作
用
す
る

と
し
て
も
、
天
上
の
唯
一
至
高
の
權
威
と
は
何
の
關
係
も
な
く
從

屬
し
て
も
い
な
い
。
さ
ら
に
嫌

す
べ
き
は
、

王

の
代
に
、

こ
の
敎
派
の
（
張
儀C

h
a
m
Y
i?

と
い
う
名
の
）

が
祭
り
あ
げ
た

玉
皇
上

Y
o
h
o
a
m
x
a
m
ti

を

す
な
わ
ち
貴
く
神

な
至

高
の
支

p
recio

si
A
u
g
u
sti

S
u
p
rem

iq
u
e
lm
p
era

to
ris

の

の
下
、
彼
の
た
め
に
建
立
し
た
寺
院
で

王

（
八

番
目
の
王

で
は
な
く
十
九
番
目
の
王

）
第
八
代
皇

徽
宗
が

美
す
る
の
を
躊
躇
わ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め

義
し
き
神
の
審

に
よ
り
、
王
家
は

に
向
か
い
始
め
た
の
だ

ろ
う
。

先
の
王

た
ち
の
も
と
、
す
で
に
四
千
三
百
年
以
上
、

存
續
し
て
き
た
中
華

國
が
、
異
民
族
、
端

に
い
え
ば
西
洋
人

の
く
び
き
〔
で
も
あ
っ
た
〕、
ダ
ッ
タ
ン
人T

a
rta
ri

〔
モ
ン
ゴ

ル
〕
の
支

に
移
行
し
、
八
十
九
年
の
隷
屬

態
に
、
屈
從
す
る

の
を
餘
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
大

の
治
世
二

十
一
年
に
、
邱
瓊
山K

ieu
K
iu
m

x
a
n

が
、
嚴
し
い
言
葉
で
批

し
た
。「
こ
の
當
時
、
徽
宗
皇

が

蔑
す
べ
き
小
人
に
上
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の
（
す
な
わ
ち

高
の
支

の
）
名

を
與
え
た
の
は
ひ
ど
い

涜
だ
っ
た
。
こ
れ
は

て
の
天
の
靈
の
中
で
も

も
神

に
し
て

崇
敬
す
べ
き
靈
で
あ
る
は
ず
の
も
の
な
の
に
で
あ
る
。
か
く
も
甚

だ
し
い

涜
に
よ
っ
て
、
美
德
が
ひ
ど
く

さ
れ
な
い
わ
け
が
な

く
、
ま
た
嚴
正
な
報
い
に
よ
っ
て
、
こ
の
皇

を
減
ぼ
し
、

後

に
そ
の
王

を
も
根

せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」。

だ
が
こ
の
敎
派
に
つ
い
て
は
も
う
十
分
で
あ
る
。
今
や
こ
れ
に
續

く
他
の
敎
派
〔
佛
敎
〕
へ
と

ん
で
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
四

佛
敎F

o
e
K
ia
o
と
呼
ば
れ
る
敎
派

と
、
そ
の
門
弟
た
ち
の
略

王

H
an

F
a
m
ilia

が

權
を
得
て
三
百
七
十
年
後
、
す

な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
紀
元
後
六
十
五
年
に
、
極
め
て
厭
う
べ
き
ペ
ス

ト
〔

毒
〕、
す
な
わ
ち
い
か
な
る
災
厄
よ
り
も
破

な
呪
わ

れ
た
偶
像
崇

の
佛
敎
が
、
宮
廷
の
權
威
に
よ
っ
て
中
國
へ
と

入
し
た
。
同
時
に
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派

な
輪
廻
、
數
多
く
の
お
伽

話
や

信
、
さ
ら
に
無
神
論
の
信
條
が
含
ま
れ
た
多
く
の
書
物
が
、

イ
ン
ド
か
ら
中
國
へ
と
も
た
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
ペ
ス
ト
は
現
在
、
廣
く
蔓

し
て
い
る
た
め
マ
ホ
メ
ッ
ト

敎
徒
を
除
け
ば
、
今
と
な
っ
て
は
中
國
の

や
學
派
の
ほ
と
ん

ど
に
感
染
し
て
し
ま
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
敎
派
は
確
か
に
多

く
の
敎
派
の
母
な
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
敎
徒
の
眞
理
、
ま
た
特
に
わ
れ
ら
の

苦
に
甚
だ
し

く
對
抗
す
る
こ
の
敎
派
に
つ
い
て
、
讀

に

な
解

を
與
え

る
こ
と
が
必

だ
と
考
え
る
。
そ
の
源
が
イ
ン
ド
に
あ
つ
た
こ
と
、

中
國
で

大
し
た
こ
と
、
敎
義
が

し
た
こ
と
、
か
な
り
太
古

の
昔
に
遡
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
で
あ
る
。

中
國
で
中
天
竺ch

u
m
tien

ch
o

と
呼
ば
れ
る
イ
ン
ド
の
南
北

の
地
域
を
、
淨

王in
fan

vam

７
）R

eg
lu
s

〔
小
國
の
王
〕

そ
の
妃
を

耶M
o-ye

と
い
う

が
領
し
て
い
た
。
こ

の
妃
か
ら
息
子
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
子
は

、
名

を
釋X

e

、

あ
る
い
は
釋

X
e
k
ia

（
こ
の
名
で
す
べ
て
の
坊

ど
もB

o
n
zii

の
汚
物
や

信
が
表
わ
さ
れ
る
。
一
方
、
日
本
人
は

れ
た
中
國
語
の

で
シ
ャ
カX

aka

と

す
る
）
と
い
い
、
二
十

と
な
っ
て
か
ら

は
佛F

oe

と
名
づ
け
ら
れ
た
。

彼
は
本
當
に
人

で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も

に
よ
る

四
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な
る
作
り
話
（
と
、
日
本
へ
の
使
徒
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
は

考
え
て
い
る
）
か
と
い
う
論

が
あ
る
。
確
か
に
、
敎
徒
た
ち
が

そ
の

源
に
つ
い
て
語
る
作
り
話
で
な
け
れ
ば
、
ザ
ビ
エ
ル
に
同

す
べ
き
だ
ろ
う
。

彼
ら
は
言
う
。〔
釋

の
〕
母
の
夢
に
白

の
幻
影
が
現
れ
、

彼
女
の
口
か
ら
子
宮
へ
と
入
り

ん
だ
、
そ
の
た
め
世

で
は

に
よ
っ
て

娠
し
た
と
い
う
の
だ
と
。
ま
た
他
の
〔

見
は
〕
よ

り
本
當
ら
し
い
。
そ
れ
は

の
力
で
ど
こ
か
ら
か

ば
れ
た
人

の
種
に
よ
っ
て
、
妃
が
こ
の

の
相
の
も
と
に

し
た
の
だ

と
。
イ
ン
ド
で
は
確
か
に
白
色
の

は
高
價
な
だ
け
で
な
く
、
敬

を
受
け
て
さ
え
お
り
、
彼
女
の

娠
が
疑
わ
れ
た
な
ら
、
王
國

は
宣

布

さ
れ
る
度
に
、
多
く
の
流
血
の

い
に

わ
ら
ず
に

濟
ま
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

彼
ら
は
さ
ら
に
言
う
。〔
釋

が
〕
母
の
右
脇
腹
か
ら
生
ま
れ

出
る
や
、
彼
女
は
出
產
の
せ
い
で

座
に
こ
の
世
を
去
っ
た
の
だ

と
。
彼
は
人

の
救
世

（
と
、
敎
派
の

ど
も
は
口
走
る
）
で
あ

る
の
に
、
母
親
す
ら
救
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
疑
い
も
な
く
、
こ
の
人

の
怪
物
が
、
人

と
い
う
よ

り
も
毒
蛇
の
怪
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う８

）。
し
か
も
佛

F
oe

と
い
う
字
は
實
際
、「
弗
ずn

o
n

」
と
「
人
〔

〕h
o
m
o

」

に
よ
っ
て
構

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。

彼
は
生
ま
れ
落
ち
る
と
、
す
ぐ
兩
足
で
立
ち
上
が
り
、
七

む
と
片
方
の
指
を
空
に
向
け
、
一
方
の
指
は
地
を
さ
し
て
「
天
上

天
下
、
唯
我
獨

T
ien

xam
,
T
ien

h
ia
to
n
go

gu
ei
çu
n

９
）」、

す
な
わ
ち
「
天
に
お
い
て
も
、
地
に
お
い
て
も
私
一
人
だ
け
が

敬
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
、
は
っ
き
り
と
し
た
聲
で
宣
言
し
た
。

彼
が

す
る
に
父
親
か
ら
生
ま
れ
たP

a
tre

sit
p
ro
g
en
itu
s

こ
と
は
こ
れ
か
ら
誰
に
も
疑
い
は

き
な
い
だ
ろ
う10

）。

こ
れ
ら
の
事

は
中
國
の
君

制

立
以
來
、
千
九
百
九
年
、

キ
リ
ス
ト
紀
元

千
二
十
六
年
、

C
h
eu

と
呼
ぶ
三
番
目
の
王

の
四
代
目
の
支

、
昭
王C

h
ao

vam

が
中
國
を
統
治
し

た
時
の
こ
と
で
あ
る
。

釋

X
e
k
ia

、
あ
る
い
はX

aka

は
十
七

で
、
三
人
の
妻

を
娶
っ
た
。
そ
の
一
人
が
子
を
產
ん
だ
が
、
そ
の
名
を
中
國
人
は

三

字
で
羅

羅L
o
h
eu

lo

〔R
a
h
u
la

〕
と
表
記
す
る
。

彼
は

人
ま
で
俗
事
を
放
棄
し
な
か
っ
た
が
、
十
九

に
な
る
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と
自
分
の
せ
い
で
死
ん
だ
母
に
罪
滅
ぼ
し
す
べ
く

野
へ
赴
い
た
。

彼
は
そ
こ
で
、
イ
ン
ド
で
ヨ
ー
ギY

o
g
u
es

と
呼
ぶ
四
人
の
神

哲
學

〔
裸
行

〕
た
ちG

y
m
n
o
so
p
h
istes

に
敎
え
を
受
け
て

い
る
。

彼
は
三
十

に
な
る
ま
で
に
、
恐
ら
く
日
の
出
の
兆
し
、

け

の

星
を

想
し
て
い
る
時
、
そ
の
一
つ
の
星
座
の
瞑
想
に
よ
っ

て
、
瞬
時
に
第
一
原
理
の
本
質
を
す
べ
て
見

し
たto
ta
m
re-

p
en
te
essen

tia
m
P
rim

i
P
rin
cip
ii
p
ersp

ecta
m
h
a
b
u
it

。

そ
し
て
私
に
は
何
や
ら
分
か
ら
ぬ
神
性
に
よ
っ
て
靈
感
に
滿
た
さ

れd
iv
in
ita
te
n
escio

q
u
a
d
e
rep

en
te
a
ffla

tu
s

、
佛F

oe

、

あ
る
い
は
神
〔
性
〕N

u
m
en

（
イ
ン
ド
で
は
パ
ゴ
ダP

a
g
o
d
e

と

呼
ば
れ
る
）
と
な
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
弟
子
で
あ
っ
た
敎
師
、

人

で
あ
っ
た
神
が
、
自
ら
の
敎

を
死
す
べ
き
人

に
與
え
始

め
た
の
で
あ
る
。

し
ま
な

は
、
そ
の
威
力
で
珍
奇
で
仰
天
す
る
奇
蹟
を
使

い
、
死
す
べ
き

た
ち
を
魅
き
つ
け
る
多
く
の
業
を
行
う
〔
釋

と
い
う
〕
息
子
（
ま
さ
し
く
彼
の
し
も
べ
）
に
こ
の
世
で
惠
ま

れ
た
わ
け
で
あ
る
。

中
國
人
は
そ
れ
ら
〔
の
業
〕
を
、
表
現
豐
か
に
、

瀚
な
書
物

や
目
に
も
綾
な
畫
像ico

n

を
用
い
て
世
俗
に
廣
め
た
。
四
十
九

年
餘
り
に

り
、
こ
の
恐
る
べ
き
詐
欺
師
は
、
自
分
の
敎

を
東

洋
の

か
彼
方
ま
で
廣
め
た
の
で
あ
る
。
時
あ
た
か
も
ソ
ロ
モ
ン

王
が

れ
で
る
知
惠
に
よ
っ
て
統
治
し
て
い
た
頃
の
こ
と
で
あ
る
。

彼
の
多
く
の
弟
子
た
ち
に
傳
え
ら
れ
て
い
る
事

は
と
て
も
信

じ
ら
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
神

哲
學

あ
る
い
は
偶
像
崇

た
る
に

し
た
地
位
を
も
つ

が
八
十
萬
人
も
い
た
と
い
う
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
中
國
で
は

sem

、
和

H
o
xam

、
タ

ル
タ
ル
人
か
ら
は
ラ
マ

L
a
m
a
em

、
シ
ャ
ム
人
か
ら
は

T
alepoii

、
さ
ら
に
日
本
人
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

人
々
か
ら
坊

B
on
zii

〔
複
數
〕
と
呼
ば
れ
る
こ
の
詐
欺
師
に

熱
心
、
敬
虔
に

從
す
る

ど
も
の
汚
物
が
至
る
と
こ
ろ
に
實
在

す
る
こ
と
も
〔
信
じ
ら
れ
ぬ
〕。
し
か
も
彼
ら
は
こ
の
膨
大
な

衆
か
ら
五
百
人
が

ば
れ
、
そ
こ
か
ら
百
人
が

ば
れ
、
さ
ら
に

百
人
か
ら

り
の
十
人
〔
十
大
弟
子
〕
が

ば
れ
た
と
い
う
。
さ

ら
に
彼
ら
は
、
釋

死
後
、
五
千

も
の
書
物
の
な
か
で
、
氏
族

の
點
か
ら
も
重

人
物
で
、

嚴
に
お
い
て
も
際
だ
っ
た

と
い
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う
師
匠
の

辭
を
し
た
た
め
た
〔
釋

尼＜

釋

氏
族
の

＝
釋

＞

〕。

こ
の
新
し
い
神
は
、
つ
い
に
自
分
も
不
死
の

た
ち
の
數
に
入

ら
ぬ
と
悟
り
、
七
十
九

に
な
る
と
、
力

え
、
病
と

命
と
に

り
立
て
ら
れ
る
の
を
感
じ
た
。

さ
ら
に
、
彼
が
有

な

で
あ
る
こ
と
を
止
め
つ
つ
あ
っ
た

〔
瀕
死
の
時
ほ
ど
〕、
人

に
と
っ
て
、
よ
り
有

な
こ
と
は
な
か

っ
た
。
今
や
盡
き
ん
と
す
る
無
神
論
の
病
毒
〔
釋

〕
は
、
極
め

て
忌
ま
わ
し
い
言
葉
を
吐
い
た
。
す
な
わ
ち
「〔
自
分
は
〕
四
十

年
餘
り
の

、
こ
の
世
に

確
に
は
眞
實
を

か
な
か
っ
た

〔「
四
十
餘
年
、
未
顯
眞
實
」（『
無
量
義
經
』「

法
品11

）」）〕a
n
n
o
s

q
u
a
d
ra
g
in
ta

eo
q
u
e
a
m
p
liu
s
n
o
n
d
ecla

ra
sse

m
u
n
d
o

v
erita

tem
.

」
の
で
あ
り
、
曖
昧
で

喩

な
敎
え
に
本
質
を

し
、
比
喩
・

比
や
喩
え
話
で
、
裸
の
眞
實
を

匿
し
て
お
い
た

の
だ
、
と
公
言
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
彼
は
死
が

づ
く
と
、
つ
い
に
自
分
の
魂
に

し
て
い

た
考
え
を

か
そ
う
と
思
い
至
っ
た
。
す
な
わ
ち
空

な
も
の

v
a
cu
u
m

、
無
用
〔

無
〕
な
も
のin

a
n
e

、
し
た
が
っ
て
（
中

國
人
は
空

C
u
m
h
iu

と
呼
ぶ
）
の
他
に
求
め
ら
れ
る

事
物
の

第
一
原
理
な
ど
何
も
無
く
、
わ
れ
わ
れ
の

み
を
置
く
こ
と
も
で

き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
詐
欺
師
の

後
の
言
葉
、
無
神
論
の

の
根
源
が

か

れ
た
事
實
は
、
現
在
、
噓
と

信
の
雲
に

わ
れ

蔽
さ
れ
て
い

る
に
せ
よ
、
無
知
な
民
衆
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
ま
た
、
今
か
ら

ら
か
に
す
る
、
か
の
有
名
な
「
よ
り

外
面

な
敎
え
」
と
「
よ
り

面

な
敎
え
」
と
の
敎

の

い

illa
d
o
ctrin

a
e
in
exteriorem

&
in
teriorem

d
istin

ctio

が

こ
っ
て
く
る
。

〔
釋

の
〕

骸
が

俗
に
し
た
が
い
、
香
木
で
焚
か
れ

儘

に

す
る
と
、

は
人
々
、
靈
や

の

（
と
、
彼
ら
は
言
う
）

に
分

さ
れ
た
。
セ
イ
ロ
ン
島
の
王
へ
は
〔
佛
〕

が

ら
れ
た
。

そ
の
後
、
ブ
リ
ガ
ン
サ
將
軍
の
兄
弟
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ノ

C
o
n
sa
ta
n
tin
u
s
B
rig
a
n
tin
i
D
u
cis

fra
ter 12

）
が
、
イ
ン
ド
で
ポ

ル
ト
ガ
ルlu

sita
n
i

の
物

と
軍

を

督
し
て
い
た
頃
の
こ
と
。

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ノ
は
炎
の
中
、
他
の

利
品
の

か
ら
こ
の

が
取
り
出
さ
れ
る
よ
う
言
い
つ
け
、
後
に
こ
の
鹵
獲
品
が
、

五
一

『
中
國
の
哲
學
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』
序

に
お
け
る

敎
、
佛
敎

報
の
試
譯



の
中
や
川
の
流
れ
に
バ
ラ
ま
か
れ
る
よ
う
に
命
じ
た
。

王
は

〔
佛

を
〕
買
い

す
た
め
自
分
の

產
を
盡
く
し
、
莫
大
な
量

の

金
を
提
示
し
た

そ
ん
な
も
の
は
キ
リ
ス
ト
敎
徒
の
支

〔
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ノ
〕
の
心
か
ら
は

ら
れ
る
だ
け
な
の

に
、
で
あ
る
。

こ
れ
は
マ
ッ
フ
ェ
イM

a
ffeu

s 13
）

や
、
他
の

史
家
た
ち
に
よ

っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
大
き
な

信
で
崇
め
ら
れ
て
い
た
雌
猿
の

が
あ
り
、
紛
失
し
な
い
よ
う
保
管
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
と
こ

ろ
で
こ
の
呪
わ
れ
た

〔
佛
〕
は
別
の
地
域
で
は
、

っ
た
形

態
、
異
な
っ
た
名

で
あ
が
め
ら
れ
て
い
る
が
、
か
の
地
〔
セ
イ

ロ
ン
〕
で
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
〔
佛
〕

を
取
り
上
げ
た
た
め
に
、

猿
の
像
が

敬
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
と
い
う
の
も
他

の
バ
カ
げ
た
お
伽
話
の
他
に
、
敎
派
の

た
ち
は
つ
ぎ
の
よ
う
な

話
で
、

信
な
大
衆
を

得
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
自
分
ら
の
師
匠
〔
釋

〕
が
輪
廻
に
よ
っ
て
、
時
に
は
斯
々
の
、

ま
た
時
に
は
然
々
の
怪
物
の

で
八
千
回
も
生
ま
れ
て
き
た
か
ら

だ
と
。
こ
の
現
世
で
は

の

で
生
ま
れ
、
死
す
べ
き

た
ち

〔
人

〕
を
救
う
べ
く
舞
い

っ
て
來
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
て
釋

は
、
私
が
先
に

べ
た
よ
う
に
、
弟
子
の

の
混

も
な
く
、

愛
の
弟
子
を
自
分
の
災
い
の

承

・
プ
ロ
パ
ガ
ン

ダ
と
し
て
後
に

し
た
。
そ
の
名
は

訶

葉
〔m

a
h
a
k
a
sy
a
p
a

〕

M
o
o
kia

ye

と
い
つ
た
。
釋

は
、
自
分
の
敎

を
公
に
す
る

經

の

頭
に
、「
如
是
我
聞ju

xi
n
go

ven
＜

こ
の
よ
う

に
私
は
聞
い
た＞

S
ic
ego

accepi

」
と
い
う
言
葉
を
提
示
す
る

よ
う
指
示
を
與
え
て
お
い
た14

）。
他
に
は
何
の

も
論
證
も
必

と
し
な
い
と
い
う
。

白
な
の
は
、
他
の
氣

い
沙
汰
の
他
に
、

こ
ん
な
傲
慢
な
言
葉
が
こ
の
師
匠
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
こ
と
、
約

五
世
紀
の
の
ち
、
こ
う
し
た
狂
氣
に
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
學
派
が
從
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

佛F
oe

あ
る
い
は
釋

X
aca

自
身
、

書
で
自
分
以

の

他
の
師
匠
（
實
は

）
に
つ
い
て
言

し
て
い
る
。
そ
れ
は
一

般
に
、
中
國
語
で
阿
彌
陀O

-m
i-to

、
日
本
の

れ
た
言
葉
で
あ

み
だA

m
id
a

と
呼
ば
れ
る
。
釋

は
東
イ
ン
ド
、
す
な
わ
ち
ベ

ン
ガ
ル
に
、
坊

た
ち
が
い
う
極

の
土
地E

ly
sii
ca
m
p
i

、
中

國
語
で
淨
土çim

tu

15
）

が
あ
る
と

い
た
。
願
い
を
か
け
れ
ば
、

そ
の
罪
は
無
數
に
あ
ろ
う
と
も
、
誰
で
も
許
し
を
得
る
こ
と
が
で

五
二
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佛
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き
る
ほ
ど
、
阿
彌
陀
の

性
と
利

は
大
き
い
の
だ
と
彼
ら
は
言

う
。
二
つ
の
怪
物
、
阿
彌
陀O

m
i
to

と
佛foe

ほ
ど
、
多
く

の
中
國
人
の
口
の
端
に
度
々
昇
る
言
葉
は
な
い
。
二
つ
が
一

に

な
っ
た
言
葉
〔（
南
無
）
阿
彌
陀
佛
〕
と
、
そ
の
功
德
に
よ
っ
て

極
め
て
淸
淨
な

と
な
れ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ら
彼
ら
の
衝
動
、

原

慾

、
貪
り
、
恥
辱
か
ら
、
幾
度
で
も
瞬
時
に
解
放
さ
れ

る
と
い
う
の
で
あ
る
。

他
法
わ
れ
わ
れ
が
先
に

べ
た
二
つ
の
敎

の

義
は
、
外
面

な
見
方
が
、

面

な
見
方
へ
と

く
た
め
の
方
便
だ
と
い
う
。

こ
の
敎

（
人
々
は
特
に
そ
れ
を
代
用su
bstitu

ta

、
中
國
語
で
權

〔
敎
〕k

iv
en

と
呼
ぶ
）
は
、
實
〔
敎
〕X

e

す
な
わ
ち
完

な
眞

理
で
あ
る
と
敎
え
ら
れ
る
他
方
の
敎

が
、
能
力
あ
る

（
民
衆

の
中
に
は
僅
か
だ
が
）
の
心
に
確
立
で
き
る
ま
で
、
暫
時
代
用
に

な
る
〔
權
實
二
敎
〕
と
い
う
の
で
あ
る
。

彼
ら
は

の
よ
う
な
比
喩
を

く
。
石
の
門
を
組
み
立
て
る
と

し
よ
う
。
彼
は
當
然
、
門
が
完

し
、
堅
固
に
な
る
ま
で
、
足
場

と
し
て

に
木
の
門
を
石
の
上
に
打
ち
建
て
る
。
そ
れ
が
完

し
、
堅
固
に
な
っ
た
な
ら
、
木
の
門
は
解
體

放
棄
さ
れ
る
。
も

う
役
に
立
た
な
い
か
ら
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
表
面

な
見
方
、
す
な
わ
ち

設

な
敎

〔
權
敎
〕
の

點
は
以
下
の

り
で
あ
る
。

善
と

、
不
正
と
正
義
の
區
別
が
與
え
ら
れ
る
、
特
に
、
應
報

と
罰
と
が
與
え
ら
れ
、
ま
た
こ
の

、
か
の

に
定
ま
っ
た
境

が
與
え
ら
れ
る
。
三
十
二
相
と
八
十
種
好
の
恩
寵
が
獲
得
さ
れ
る

こ
とB

ea
titu

d
in
em

trig
in
ta

d
u
a
b
u
s
fig
ris,

&
o
ctg

in
ta

q
u
a
lita

tib
u
s
o
b
tin
eri

。
佛
、
あ
る
い
は
釋

自
身
が
、
神
〔
性
〕

か
つ
人

の
救
濟

で
あ
る
。
こ
の
理
由
か
ら
、
救
い
の

か
ら

い
出
た

た
ち
へ
の
憐
憫
が
生
じ
て
き
た
こ
と
。
彼
ら
の
罪
は

佛
を

じ
て
贖
な
わ
れ
る
こ
と
。

々
の
罪
障
か
ら
贖
な
わ
れ
た

た
ち
は
、
死
後
救
い
を
得
、
安

に
他
の
國
土
に
生
ま
れ
變
わ

る
と
い
う
こ
と
。

五
つ
の
掟
〔
五
戒
〕
が
存
在
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
一
「
生
け

る

か
ら
生
命
が
奪
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
〔
不

生
戒
〕」、
二

「
窃
盗
し
て
は
な
ら
な
〔
不

盗
戒
〕」、
三
「
破

恥
や

行
か

ら
身
を
離
す
〔
不

淫
戒
〕」、
四
「
噓
を
つ
か
な
い
〔
不

語

戒
〕」、
五
「
酒
か
ら

ざ
か
る
〔
不

酒
戒
〕」
こ
と
、
な
ど
で

五
三

『
中
國
の
哲
學
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け
る
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、
佛
敎

報
の
試
譯



あ
る
。
こ
の
よ
う
に
わ
れ
ら
の
敵
が
、
健

そ
う
な

で
、
欺
瞞

や
陰
謀
を

蔽
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
な
い
。

さ
ら
に
六
つ
の
憐
れ
み
の
行
い
〔
六
波
羅
蜜
行
〕
が
、
敎
派
の

た
ち
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
好

を
も
っ
て
坊

ど
も
を

愛
護
し
、
彼
ら
の
修

院
と
寺
院
を
建
立
す
る
。
こ
う
す
れ
ば
、

誓
願
と
自
發

な
罪
の
償
い
に
よ
り
、
罪
の

債
を
解
く

た
ち

が
無
く
な
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
〔
布
施
行
〕。

人
々
は
さ
ら
に
多
く
の
紙
〔
紙
錢
〕
や
、
金
銀
の
像
（
後
世
の

發

）、
そ
の
ほ
か
、
絹
の
着
物
や
こ
の
種
の
も
の
を
葬
式
の
際

に

く
。
と
い
う
の
も
來
世
に
お
い
て
本
物
の
金
錢
や
、
家

に

出
會
え
る
よ
う
、
ま
た
來
世
で
必

な
衣

や

料
な
ど
の
品
々

が
十
分
入
手
で
き
る
よ
う
に
、
ま
た

で
人
の
話
を
聞
か
な
い

十
八
の

門
〔
十
八
地
獄
〕（
彼
ら
は
こ
ん
な
に
多
く
の
地
獄
を
打

ち
建
て
る
）
の
番
人
を
宥
め
、
和
解
で
き
る
よ
う
に
こ
う
す
る
の

だ
と
言
う
。
も
し
も
彼
ら
が
こ
れ
ら
を

し
た
な
ら
、
疑
い
な

く
六

の
一
つ
を

っ
てp

er
sex

v
ia
ru
m
u
n
a
m

、
地
獄
の
深

淵
に
赴
い
た
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
彼
ら
は
、
永
劫
の
輪
廻
の
輪
の
中
で
、
あ
る
時
は

の
、
あ
る
時
は
人

の

を
し
て
、
限
り
な
く

め
に
生
ま
れ
變

わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
〔
六

輪
廻
〕。

彼
ら
は
〔
六

の
〕
そ
れ
ぞ
れ
の

を
骨
を
折
っ
て
記

し
、

取
り
上
げ
て
い
た
ら
切
り
の
な
い
そ
の
他
多
く
の
駄
辨
や
、

く

老
婆
じ
み
た

想
を
積
み
重
ね
る
。

と
こ
ろ
で
筆

は
福

の
傳

師
の

察
が
、
十
分
有

な
も

の
と
考
え
る
。
あ
な
た
に
と
っ
て
永

の
奮
闘
で
あ
る
、
彼
ら
の

査
事
項
を
理
解
す
る
の
は
重

な
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
今
や
、
よ
り

面

な
敎

、
す
な
わ
ち

深

の
欺
瞞

や
陰
謀
を
順
を

っ
て
解

し
よ
う
。
ま
た
輪
廻
な
ど
と
い
う
足

場
は
打
ち
や
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
か
の

さ
れ
た
幻
惑

な
眞
理

の
門
な
る
も
の
を

佛
敎
徒
は
そ
の
確
實
さ
（
非
常
に
空

で
、

空

そ
の
も
の
だ
が
）
を
激
賞
し
て
は
い
る

學
問

に
考
察

し
て
み
よ
う
。

だ
が
こ
こ
で
は
先
ず
始
め
に
粗
野
な
大
衆
は

ざ
け
ら
れ
る
。

（

も
劣
っ
た
人

た
ち
を
警
戒
す
る
こ
と
が
何
よ
り
大
切
で
あ
る
）

と
い
う
の
も
、

純
で

信
し
易
い
大
衆
は
分
に
應
じ
て
、
地
獄

の
恐
ろ
し
さ
や
お
伽
話
を
使
う
必

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ

五
四

『
中
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優
れ
た
人
々
や
學
の
あ
る
人
々
、
ま
た
修

士
や
坊

の
中
で
も

密
の
事

に

で
、
才
能
が
他
の

よ
り
優
れ
て
い
る

だ

け
が
考
慮
さ
れ
る
。

彼
ら
が

も

面

で
、
完
璧
で
眞
實
と

く
敎

の
眼
目
は
、

な
ぜ
か
は
知
ら
ぬ
が
、
空

C
u
m
h
iu

、v
a
cu
u
m

、
無
用
な
も

のin
a
n
e

で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
原
理
・
目

で
あ
る
。
こ

れ
〔
空

〕
か
ら
人

の

の

先
が
そ
の

源
を
引
き
だ
し
、

人
々
が
生
き
る
こ
と
を
止
め
る
と
き
、
こ
こ
〔
空

〕
へ
と
人
々

は
復

す
る
だ
ろ
う
。
他
に
は
い
か
な
る
條
件
も
な
い
。
空

自

體
は
も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
の
も
の
で
あ
り
（
と
、
彼
ら
は
い
う
）

〔
な
お
「
わ
れ
わ
れ
に
屬
す
る
も
の
は
空

で
あ
り
」
ま
た
は

「
わ
れ
わ
れ
の
特
性
は
空

で
あ
り
」
と
も
譯
し
得
る
〕、
わ
れ
わ

れ
の
實
體su

b
sta
n
tia

で
あ
る
。

こ
の
空

、
ま
た
同

に

素
か
ら
、
何
ら
か
の
事
物
が
各
自

生
み
出
さ
れ
て
く
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
事
物
は

に
よ
り

び
分
解
さ
れ
、
そ
こ
へ
と
回

す
る
だ
ろ
う
。

あ
ら
ゆ
る
事
物
は
、
異
な
る

に

ら
れ
た
水
の
よ
う
に
、

個
々
の
形
態
や
性
質
に
分
か
れ
、
分
離
す
る
。
水
は
あ
る
時
は
綿

の
よ
う
に
微
細
な
雪
に
な
り
、
あ
る
時
は

の
よ
う
な
雲
へ
と
變

わ
り
、
あ
る
時
は
氷

へ
と
形
作
ら
れ
、
ま
た
あ
る
時
は
石
の
よ

う
な
雹
に
凝
結
す
る
。

靑
銅
や

金
も
同

で
あ
る
。
職
人
は
そ
れ
を
使
っ
て
、
人

で
あ
れ
、
獅
子
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
他
の

物
で
あ
れ
、
と
に
か

く

々
な
も
の
を
鑄

す
る
。
し
か
し
金
屬
が
融
け
て
し
ま
え
ば
、

び
同
一
の
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
〔
法
藏
『
華
嚴
經
金
師
子

』
參
照
〕。

し
た
が
っ
て
、
生
命
、
感
覺
、

神
に
與
え
ら
れ
て
存
在
す
る

も
の
は
何
で
あ
れ
、
效
果
や
形
態
は
互
い
に
異
な
っ
て
い
て
も
、

そ
の
原
理
か
ら
は
不
可
分
な
の
で
、

に
は
同
じ
一
つ
の
も
の

で
あ
る
。
こ
の
原
理
は
、
生
じ
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
、
滅
ぼ
さ
れ

る
こ
と
も
な
く
〔
不
生
不
滅
〕、
萬
物
の
中
で
も
完

な
も
の
で

あ
り
、
ま
っ
た
く
驚
異

で
、
純
粹
、
淸
澄
、

細
、
無
限
で
あ

る
。ま

た
こ
の
原
理
は
極
め
て
完

で
平
靜
で
あ
り
、
人
々
は
い
か

な
る
心
、
力
、

神
、
能
力
に
よ
っ
て
も

り
上
げ
ら
れ
る
こ
と

を
否

定

す

るn
e
g
a
n
t
ta
m
e
n
,
c
o
rd
e
,
v
irtu

te
,
m
e
n
te

五
五

『
中
國
の
哲
學

孔
子
』
序

に
お
け
る

敎
、
佛
敎

報
の
試
譯



p
o
ten

tiv
a
e
u
lla

in
stru

ctu
m
esse

。

に

げ
る
こ
と
こ
そ
、
確
か
に
そ
の
本
質
に

も
固
有
な
事

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
何
事
も
爲
さ
な
い
、
何
事
も
理
解
し
な
い
、

何
事
も

求
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
健

、
幸

福
に
生
き
よ
う
と
す
る

は
、
そ
の
原
理
に
可
能
な
限
り
合
一
し
、

人

の

感

を
完

に
抑
制
、

滅
す
べ
く
、
不

の
瞑
想
と

克
己
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

今
や
彼
は
い
か
な
る
も
の
に
も
決
し
て
混

し
た
り
不
安
に
な

っ
た
り
せ
ず
、
ほ
ぼ

我
の

態
で
至
高
の

想
に

い

ま
れ

ex
ta
tici

p
ro
rsu

s
in
sta
r
a
b
so
rp
tu
s
a
ltissim

a
co
n
tem

-

p
la
tio
n
e

、
知
性
の
使
用
や
推
論
な
し
にsin

e
u
1lo

p
ro
rsu

s

u
su
v
el
ra
tio
cin
io
in
tellectu

s

、
無
上
の
幸
福
た
る
か
の
神

な
靜
寂d

iv
in
a
i1la

q
u
iete

を
十
分
享
受
す
る
。

そ
の
よ
う
な

態
を
獲
得
し
た
な
ら
、
萬
人
も
の
で
あ
る
發
見

の
方
法
と
敎
え
を
、
他
の
人
々
に
廣
め
な
け
れ
ば
な
い
。
さ
も
な

け
れ
ば
自
ら
瞑
想
だ
け
に
賴
っ
て
、
そ
れ
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
つ
ま
り
人
知
れ
ず
己
と
眞
理
と
に
專
念
し
、
か
の

密
の
靜

寂
と
生
命
、
神
性
の
敎
え
を

し
む
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
玄
義

の
究
極
で
あ
るH

a
ec
m
y
sterii

su
m
m
a

。
そ
の
中
に
は
善

、

利

、
神
の
攝
理
、
魂
の
不
死
に
對
す
る
言

は
な
い
。

彼
ら
は
先
に
わ
れ
わ
れ
が
見
た
如
く
、
唯
一
き
わ
め
て
混

し

た
空

vacu
u
m

と

無n
ih
il

そ
の
も
の
を

く
だ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
彼
ら
は
こ
の
〔
空

〕
に
事
物
の
生

と

滅
と
を

し

て
い
る
。
こ
の
空

は
實
に
萬
物
そ
の
も
の
で
あ
り
、
萬
物
に
移

行
し
、
子
宮u

ter

、
卵ova

、
種sem

en

、
交
互
轉
換m

u
tu
a

con
versio

の
四
つ
の

の
一
つ
を
介
し
て

を
變
え
る16

）。

す
る
に
こ
れ
は
、
人
も
ラ
イ
オ
ン
も
、
石
や
そ
の
他
す
べ
て

も
同
じ
一
つ
の
も
の
だ
と
す
る
キ
メ
ラ

な
原
理
で
あ
ろ
う
。
そ

こ
で
こ
の
す
べ
て
の
キ
メ
ラ
の

想
に
よ
っ
て
（
筆

が
後

す

る
よ
う
に
）
淨
福
が
得
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た

想
に
特
に
熱
心
に
專
念
す
る

は
、
特
殊
で
新
奇

な
敎
派
に
屬
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
敎
派
は
「
無
爲

敎
」V

u
gu
ei
kiao

、
す
な
わ
ち
い
か
な
る
行
動
も
し
な
い
敎
派

n
ih
il
a
g
en
tiu
m

secta

と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が

先
に
イ
ン
ド
の
神

哲
學

の

で
は
る
か
以

か
ら
蔓

っ
て

い
た
と

べ
た
學
派
と
ほ
と
ん
ど
變
わ
ら
ず
、
中
國
に
お
い
て
も
、
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キ
リ
ス
ト
紀
元
後
二
九
〇
年
頃
、
晉çin

と
呼
ば
れ
る
中
國
の
七

番
目
の
王

の
二
代
目
で
あ
っ
た
惠

h
oei

ti

の
治
世
か
ら

ん
に
な
り
始
め
た
の
で
あ
る
〔

史

報
に
混

が
あ
ろ
う
〕。

と
こ
ろ
で
あ
な
た
は
、
こ
の
狂
氣
が
極
め
て
優
れ
た

國
の

人
々
、
そ
し
て

高
位
の

た
ち
を
も

犯
し
、

り
た
て
、
皆

が
木
石
の
自
然
〔

態
〕
へ
とa

d
n
a
tu
ra
m
sa
x
itru

n
civ
e

顚

落
し
た
こ
と
に
驚
く
だ
ろ
う
。

多
く
の
年

、
心
身
不
動
の

態
に
留
ま
り
、
い
か
な
る
感
覺

や
能
力
を
も
用
い
な
い
こ
と
で
幸
福
を
獲
得
し
、
い
つ
か
は
そ
こ

へ
と

す
る
と
考
え
ら
れ
る
空
の
原
理
に
い
っ
そ
う

づ
き
、

入
し
たp

ro
p
io
rq
u
e
&
sim

ilio
r
ev
a
sisse

p
rin
cip
io
su
o

a
erio

と
い
う
の
で
あ
る
。

釋

の
二
十
八
代
目
の
法
孫
、

T
a
m
o

は
、
な
ん
と
九

年
も
の

、
壁
に
面
し
て
座
っ
て
い
た
と
傳
え
ら
れ
て
い
る
〔
面

壁
九
年
〕。
彼
は
壁
に
向
か
っ
て
、
常
に
キ
メ
ラ

な
空

と

無vacu
u
m
&
n
ih
il

の
原
理
の
他
は

想
し
な
か
っ
た
が
、
つ

い
に
彼
の

に
神
〔
性
〕
が
形

さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
。

は

か
以

か
ら
中
國
で
、
彼
の
た
め
に
建
立
さ
れ
た

大
で

壯
麗
な
寺
院
で
、
そ
の
神
性
に
對
す
る

敬
を
保
持
し
て
い
る
。

人
々
は
格
別
に
す
ぐ
れ
た

、
す
な
わ
ち
佛F

oe

と
い
う

號
を
、
殊
に
阿
彌
陀
と
釋

の
兩

に
與
え
て
い
る
。
彼
ら
は
、

そ
れ
ら
が

く
完

で
、
あ
ら
ゆ
る
部
分
に
對
し
て
、

對

な

第
一
原
理
の
あ
る
特
定
の

を
と
っ
て
現
れ
た
の
だ
と
い
う
。
少

な
く
と
も
そ
の
原
理
の
一
つ
が
與
え
ら
れ
た
他
の

た
ち
を
、

人
々
は
菩
薩P

u
a

と
呼
ぶ
。
た
と
え
ば

菩
薩Q

u
on

in

pu
a

な
ど
、
そ
の
偶
像
は
幼
子
を
抱
擁
す
る
母
や
乙
女
の

、

慈
悲
そ
の
も
の
の
形

で
あ
る
。

そ
れ
ら
よ
り
さ
ら
に
劣
り
、
古
代
ロ
ー
マ
の
種
族
の
マ
イ
ナ
ー

な
神
々
に
幾
分
は
似
て
い
る

を
、
彼
ら
は
羅

L
o
h
an

と
呼

ぶ
。そ

の
當
時
、
大
部
の

作
を
も
っ
て

想
の
敎
派
を
排

し
た

の
が
、
孔
子
の
學
徒
、
裴
危頁
閣
老C

o
1a
u
s
P
oei

gu
ei

で
あ
る17

）。

そ
し
て
彼
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

な
、「
無
か
ら
は
な
に
も
の
も

生
じ
な
いex

n
ih
ilo

n
ih
il
fieri 18

）」
と
い
う
こ
と
を
大
い
に
論
證

す
る
。

そ
し
て
裴
危頁
は
そ
れ
に
つ
い
て
、
特
に
實
在
す
る
と
考
え
る
非
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常
に
多
く
の
物
事
が
生
じ
た
だ
ろ
う
原
理
が
、
は
る
か
以

に
疑

い
な
く
存
在
し
て
い
た
と
結
論
づ
け
た
。
し
か
し
こ
の
卓
越
し
た

人
物
も
、

ち
が
廣
く
蔓

ら
ぬ
よ
う
押
し
と
ど
め
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
〔
裴
危頁
の
批

對

も
直
接
に
は
玄
學
に
對
し
て
の

も
の
で
あ
ろ
う
〕。
わ
れ
わ
れ
の
時
代
〔
淸

〕
に
お
い
て
さ
え
、

多
く
の
人
々
が
あ
の
よ
う
な
狂
氣
の

想
に

頭
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

さ
ら
に
多
く
の
讀
書
人
た
ち
は
イ
ン
ド
の
釋

の
毒
に
中
て
ら

れ
た
よ
う
に
、
今
で
も
老
君L

ao
kiu
n

か
ら
傳
わ
る
毒
に
中
て

ら
れ
て
い
る
。
讀
書
人
の
多
く
は
、
そ
の
天
性
か
ら
、
國
家
の
職

務
と

嚴
の
極
み
に
ま
で

し
た
の
に
、
大
衆
の
粗
野
で

信
に

滿
ち
た
排
泄
物
の
中
か
ら
生
ま
れ
、
敎
育
さ
れ
て
き
た
の
で
、
幼

時
か
ら
す
ぐ
、
母

と
と
も
に
あ
る

度

っ
て
き
た
生
來
の
國

の

信
を
、
ほ
と
ん
ど
放
棄
で
き
ぬ
か
、
放
棄
す
る
に
し
て
も

辛
う
じ
て
や
っ
と
の
こ
と
で
放
棄
で
き
る
の
で
あ
る
。
特
に
人
々

が
そ
の
恩
寵
を

い
願
う

た
ち
の

源
が
、
故
事
に
よ
つ
て
想

、

さ
れ
る
と
き
は
特
に
そ
う
で
あ
る
。
他
の

た
ち
は
異

國
の
新
し
い
敎
え
を
非
と
し
、
重
々
し
い
言
葉
と

決
に
よ
つ
て

異
端
で
有

な
も
の
で
あ
る
と
敎
え
る
。

し
か
し
私
に
は
石
の
門
な
る
も
の
も
、
實
際
に
は
、
嚴
し
い
批

に

れ
さ
っ
て
し
ま
う
材
木
の
門
以
上
の
も
の
と
は
思
わ
れ
な

い
。
ま
た
人
々
は
、
外
面

な
敎

〔
權
敎
〕
の
敎
義
、
多
く
の

典
禮
、
酒

の

齋
、
非
常
に
多
く
の
偶
像
の
怪
物
や
、
國

家
に
と
つ
て
役
に
も
立
た
ぬ
有
閑
坊

ど
も
の
集
團
を

ん
で
は

い
た
が
、
他
方
で
、

面

な

密
の
敎

を
甚
だ

重
し
て
、

傲
慢
な
己
惚
れ
と
、
自
ら
の

德
の
重
さ
に
引
き
ず
ら
れ
て
罰
を

被
る
無
神
論
の
底
い
無
き
深
淵
に
向
か
い
、
結
局
破
滅
へ
と

え

去
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
彼
ら
は
、
性
理S

im
-li

と
い
う
も
っ
と
も
ら
し
い
名

に
よ
つ
て
、
古
く
か
ら
熟
知
さ
れ
た

確
で
優
れ
た
も
の
で
あ
る

か
の
如
く
、
不
正
の
自
然
哲
學n

atu
ralis

scilicet
ph
iloso-

ph
iae

に
、
こ
の
深
淵
と
破
滅
と
を

し
た
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
あ
ら
ゆ
る
錯

の
專
門
家
と
見
ら
れ
る
の
を

む
か
の

よ
う
に
、
駄
辨
を
弄
し

に

う
。
彼
ら
は
自
分
ら
の
時
代
で
な

く
、

去
の

時
代
の

察
官
・
裁

官
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う

に
、
堪
え

い

大
さ
で
、
力
づ
く
か
つ
非

に
も
、
民
族
の
古
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典
を
自
分
の
見
解
に
無

に
引
き
附
け
て

す
る
。
し
か
も
彼

ら
は
卓
越
し
た
德
と
知
惠
の
あ
っ
た

先
た
ち
の
權
威
に
對
し
て
、

自
分
の
不
敬
虔
さ
と
愚
味
さ
を
固
持
し
て
疑
う
こ
と
す
ら
な
い
の

で
あ
る
。

こ
の
種
の
罪
を
犯
し
た
の
は
先
の

た
ち
で
は
な
く
、

〔
敦

頤
〕C

h
eu

、
張
〔
載
〕C

h
a
m

、

〔
顥
、
頤
〕C

h
im

、
朱

〔
熹
〕C

h
u

の
四
人
〔

子
を
兄
弟
と
見
れ
ば
正
し
く
は
五
人
〕

の
解
釋

た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
は
十
九
番
目
の

王

の
治
世
下

（
古
代
か
ら
こ
ち
ら
へ

ろ
う
）、
そ
の

釋
で
古
典
典

を
顯
彰

し
た
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
そ
れ
ら
〔

釋
〕
に
よ
つ
て
、
多
く
の

事

を
曇
ら
せ
、
恐
ろ
し
く
汚
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
後
の
時

代
は
、
こ
れ
ら

先
生
に
い
わ
ば

從
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

大

王

T
a
im
in
g
a
e
F
a
m
ilia

の

期
に
、
早
く
も
か
の
四

人
の
解
釋
の
硬
直
し
た
見
解
や
權
威
と
同
じ

の
、
新
し
い
有

な
學

が
現
れ
た
の
で
あ
る
。

１
）

In
to
rcetta

,
P
ro
sp
ero

,
P
h
ilip

p
e
C
o
u
p
let

et
a
l,
C
on
-

fu
ciu
s
S
in
aru

m
P
h
ilosoph

u
s,
P
a
ris,

1687.

こ
の
書
に
關

し
て
は
井
川
義

『

學
の
西

｜

代

蒙
へ
の

｜
』、（
人

書
院
、
二
〇
〇
九
第
1
版
、
二
〇
一
〇
改
訂
版
、
二
〇
一
七
第

3
版
）
參
照
。

（
２
）

後

基
巳
譯

『
天

實
義
』（
中
國
古
典
新
書
・

德
出
版

社
、
一
九
七
一
）、
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ

、
柴
田
篤
譯

『
天

實
義
』（
平
凡
社
東
洋

庫
、
二
〇
〇
四
）
參
照
。

（
３
）

マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ

、
矢
澤
利
彥
譯

『
中
國
キ
リ
ス
ト
敎
布

敎
史

1
・
2
』（
岩
波
書
店
「
大
航

時
代
叢
書
」、
一
九
八
二

八
三
）
參
照
。

（
４
）

と
り
わ
け
第
一
原
理
と
見
做
さ
れ
る
「

無
」「
空
」
に
關
し

て
は

く
批

す
る
が
、
他
方
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は

否
兩

論
の
論
議
を
誘
發
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ロ
ジ
ェ＝

ポ
ル
・
ド
ロ

ワ

、
島
田
裕
巳
他
譯
『

無
の
信
仰：

西

は
な
ぜ
佛
敎
を
怖

れ
た
か
』（
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
、
二
〇
〇
二
）
參
照
。

（
５
）

T
h
eo
p
h
il
S
p
izel,

D
e
re

literaria
sin
en
siu
m

com
-

m
en
tariu

s,
L
u
g
d
.
B
a
t.,
E
x
o
fficin

a
P
etri

H
a
ck
ii,
1660.

（
６
）

井
川
義

・
安

嶺
勳
共

「
十
七
世
紀
イ
エ
ズ
ス
會
士
の
傳

え
る
佛
敎

報：

佛
敎
側
の

點
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」（『
人

科
學
』）

18
）、
琉
球
大
學
法

學
部
人

科
學
科
紀

）
一
頁

｜
二
六
頁
、
二
〇
〇
六

（
７
）

方
言

、
あ
る
い
は
不
正
確
な

寫
か

（
８
）

蝮
は
母
を
喰
い
破
っ
て
生
ま
れ
る
と
い
う
俗

に
よ
る
當
て
こ

す
り
か

五
九

『
中
國
の
哲
學

孔
子
』
序

に
お
け
る

敎
、
佛
敎

報
の
試
譯



（
９
）

獨
我
爲

か

『
長
阿
含
經
』、
大
正
三

、
四
下
、
他
。

（
10
）
『
マ
ク
ベ
ス
』
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

王
切
開
な
ど
、
正

常
な
分
娩
に
よ
る
出
產
で
は
な
い
場
合
、「
女
か
ら
生
ま
れ
た
の

で
は
な
い
」
と
思
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
く
る
皮

か

（
11
）

大
正
大
藏
經
、
九

、
三
八
六
、
中
。

（
12
）

一
五
五
八
年
〜
一
五
六
二
年
の
第
七
代
イ
ン
ド
副
王
、
第
二
十

代
イ
ン
ド
總
督C

o
n
sta
n
tin
o
d
e
B
ra
g
a
n
ça
.

（
13
）

G
io
v
a
n
P
ietro

M
a
ffei,

1533?- 1603

、
イ
エ
ズ
ス
會
士
、

『
東
イ
ン
ド
の

史
』
の

。

（
14
）

釋

の
後
を

ぐ
附
法
藏
と
な
り
、
佛
典
結
集
を
指

し
た
と

い
わ
れ
る
の
は

葉
で
あ
る
が
、
釋

の
敎
え
を
「
如
是
我
問
」

と
い
っ
て

唱
し
た
の
は
「
多
聞
第
一
」
と
呼
ば
れ
た
十
大
弟
子

の
阿

Ā
n
a
n
d
a

で
あ
る
。

（
15
）

西
方
淨
土
が
東
方
と

え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

（
16
）

佛
敎
に
い
わ
ゆ
る
「
四
生
」。
胎
生
、
卵
生
、

生
｜
蟲
な
ど

の
生
ま
れ
方
、

生
｜

去
の
業
に
よ
る
生
ま
れ
方
。

（
17
）

裴
危頁
に
關
し
て
は
、
堀
池
信
夫
「
裴
危頁
『
崇
有
論
』
考
」（『
筑

波
大
學
哲
學
・
思
想
論
集
』
昭
和
五
十
年
度
、
一
九
七
六
）、
お

よ
び
『

魏
思
想
史

究
』（

治
書
院
、
一
九
八
八
）
五
五
六

頁
｜
五
七
三
頁
參
照
。

（
18
）

こ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以

の
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の

張
の
ラ

テ
ン
語
譯ex

n
ih
ilo

n
ih
il
fit

で
あ
り
、
宣
敎
師
た
ち
は
ア
リ

ス
ト
テ
レ
の
言
と
考
え
て
い
る
。

寄

稿

規

集

委

員

會

一
、
寄
稿

は
本
學
會
員
に
限
り
ま
す
。

二
、
枚
數
制
限
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。
必
ず
完

原
稿
で
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

論
考

四
百
字
詰
四
十
枚

度

究
ノ
ー
ト

四
百
字
詰
二
十
枚

度

書

・
新
刊
紹
介

四
百
字
詰
十
枚

度

國
際
學
界
動
向

四
百
字
詰
十
枚

度

な
お
、
論

寄
稿
の
場
合
に
は
、
左
記
の
論

旨
を
添
附
し
て
く
だ
さ
い
。

○
外
國
語
に
よ
る
論

旨

旨
の
作

は
原

に
一
任
い
た
し
ま
す
が
、

集
委
員
會
が
校

訂
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
外
國
語
は
原
則
と
し
て
英
語
と
し
、
語

數
は
三
百
語

度
と
し
ま
す
。
中
國
語
表
記
は
ウ
ェ
ー
ド
方
式
、
あ

る
い
は

（
ピ
ン
イ
ン
）
方
式
で
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

○
外
國
語
に
よ
る
論

旨
の
日
本
語
原

投
稿
に
際
し
て
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
の
寄
稿

項
、
原
稿
整
理
票
を

參
照
し
て
く
だ
さ
い
。

○
本
誌
に

載
さ
れ
た
原
稿
は
、
發
行
よ
り
三
年
經

し
た
後
に
ウ
ェ

ブ
上
に
て
公
開
さ
れ
ま
す
。
ウ
ェ
ブ
で
の
公
開
を
承
諾
さ
れ
な
い
方

は
投
稿
時
に
お
知
ら
せ
下
さ
い
。

な
お
公
開
さ
れ
る
場
合
も

作
權
は
執
筆

に
あ
り
ま
す
。（
詳
し

く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

く
だ
さ
い
。）

三
、
原
稿
締
切
は
、
六

二
十
日
、
十
二

二
十
日
と
い
た
し
ま
す
。

四
、

容
は
未
發
表
の
も
の
に
限
り
ま
す
。

否
は
、
當
學
會
に
御
一
任
く
だ

さ
い
。

五
、

刷
を
御
希

の
方
は
、
有
償
で
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
ま
た
は
印
刷

子
を

作

い
た
し
ま
す
。

六
、
特
殊
製
版
（
圖
版
・
寫
眞
版
な
ど
）、
組
み
替
え
な
ど
の
費
用
は
寄
稿

の

と
な
り
ま
す
。

付
先

〒

茨

縣
つ
く
ば
市
天
王
臺
一

一

一

筑
波
大
學
人
文
社
會
科
學

究
科

史
・
人

學
專
攻

丸
山
宏

究
室

日
本

敎
學
會
事
務
局

電
話

〇
二
九
｜
八
五
三
｜
四
〇
五
〇

E
-m
a
il:
in
fo
＠
ta
o
istic-resea

rch
.jp

六
〇

『
中
國
の
哲
學

孔
子
』
序

に
お
け
る

敎
、
佛
敎

報
の
試
譯


