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松
山
元
基
『
駆
魔
比
丘

初
篇
』
に
お
け
る
井
上
円
了
批
判佐

藤

厚

専
修
大
学
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
情
報
学
部
兼
任
講
師

一

問
題
の
所
在

明
治
中
期
か
ら
大
正
半
ば
に
か
け
て
活
動
し
た
仏
教
哲
学
者
、
教
育
者
で
あ
る
井
上
円
了（
以
下
、
円
了
。
一
八
五
八
―
一
九
一
九
）

は
、
哲
学
の
立
場
か
ら
仏
教
の
価
値
を
認
め
キ
リ
ス
ト
教
を
批
判
し
た
。
明
治
二
〇
年
に
刊
行
し
た
『
真
理
金
針
』
は
そ
の
代
表
作
で

あ
る
。
と
こ
ろ
で
明
治
時
代
に
活
動
し
た
真
宗
僧
と
考
え
ら
れ
る
松
山
元
基
（
生
没
年
不
詳
）
は
、
明
治
二
四
年
に
刊
行
し
た
論
文
『
駆

魔
比
丘

初
篇
』
の
中
で
、
円
了
が
『
真
理
金
針
』
の
中
で
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
を
同
一
視
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
通
説
で

は
キ
リ
ス
ト
教
批
判
論
者
と
し
て
知
ら
れ
る
円
了
が
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
を
同
一
視
す
る
と
し
て
批
判
さ
れ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と

か
。
本
論
文
で
は
、
当
該
論
文
を
読
み
、
そ
の
批
判
を
端
緒
と
し
て
円
了
の
『
真
理
金
針
』
の
主
張
、
論
理
を
再
検
討
す
る
。
本
研
究

の
意
義
は
、
第
一
に
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
円
了
批
判
（
１
）

を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
り
、
円
了
研
究
、
近
代
日
本
宗
教
史
研
究
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に
材
料
を
提
供
す
る
こ
と
。
第
二
に
、
円
了
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
態
度
を
再
考
す
る
契
機
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。

二

『
真
理
金
針
』
に
つ
い
て

（
一
）
概
要

円
了
は
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）、
現
在
の
新
潟
県
長
岡
市
に
真
宗
大
谷
派
の
寺
院
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
一
〇
歳
で
明
治
維

新
を
迎
え
た
が
、
そ
れ
は
円
了
に
と
っ
て
苦
難
の
時
代
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
維
新
後
に
起
こ
っ
た
戊
辰
戦
争
で
は
、
旧
幕

府
側
で
あ
っ
た
長
岡
藩
は
敗
れ
た
。
さ
ら
に
同
じ
く
維
新
後
に
起
こ
っ
た
仏
教
弾
圧
運
動
で
あ
る
廃
仏
毀
釈
に
お
い
て
仏
教
界
は
打
撃

を
受
け
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
中
、
円
了
は
一
六
歳
か
ら
長
岡
洋
学
校
に
通
っ
て
西
洋
式
学
問
を
学
ぶ
中
で
頭
角
を
現
し
、
宗
派
の

優
秀
な
子
弟
と
し
て
選
抜
さ
れ
て
一
九
歳
に
は
京
都
に
設
け
ら
れ
た
宗
派
の
師
弟
を
教
育
す
る
学
校
の
教
師
を
養
成
す
る
学
校
に
通
う

こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
翌
年
に
は
、
設
立
間
も
な
い
東
京
大
学
に
入
学
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
東
京
大
学
で
哲
学
を
専
攻
し

た
円
了
は
、
西
洋
哲
学
の
中
に
真
理
を
見
出
し
、
そ
の
立
場
か
ら
宗
教
を
検
討
し
て
み
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
は
真
理
に
合
致
せ
ず
、
仏

教
が
真
理
と
合
致
す
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
こ
で
在
学
中
か
ら
仏
教
系
新
聞
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
非
真
理
性
と
仏
教
の
真
理
性
に
つ
い

て
論
じ
る
論
説
を
掲
載
し
た
の
で
あ
っ
た
。
の
ち
に
そ
れ
を
ま
と
め
て
刊
行
し
た
の
が
『
真
理
金
針
』
で
あ
る
。

『
真
理
金
針
』
は
次
の
三
部
か
ら
な
る
。

一
、
余
が
疑
団
い
ず
れ
の
日
に
か
解
け
ん

二
、
第
一
論
文

耶
蘇
教
を
排
す
る
は
理
論
に
あ
る
か

三
、
第
二
論
文

耶
蘇
教
を
排
す
る
は
実
際
に
あ
る
か
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四
、
第
三
論
文

仏
教
は
智
力
・
情
感
両
全
の
宗
教
な
り

「
一

余
が
疑
団
い
ず
れ
の
日
に
か
解
け
ん
」
は
全
体
の
序
文
に
あ
た
る
。
そ
こ
で
は
仏
教
者
の
キ
リ
ス
ト
教
や
科
学
に
対
す
る
考

え
方
の
類
型
を
挙
げ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
続
い
て
�
キ
リ
ス
ト
教
、
科
学
、
哲
学
を
恐
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
理
由
、
�
憂
う
る
必
要
が
な
い
理
由
、
�
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
に
対
し
て
仏
教
を
弘
め
る
べ
き
方
法
、
を
問
題
設
定
す
る
。「
ヤ
ソ

教
を
恐
れ
る
べ
き
理
由
」
で
問
題
と
す
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
自
体
の
問
題
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
を
知
ろ
う
と
も
し
な
い
で
恐
れ

た
り
見
下
し
た
り
す
る
仏
教
者
側
の
姿
勢
で
あ
る
。
加
え
て
円
了
が
問
題
と
す
る
の
は
、
仏
教
者
が
キ
リ
ス
ト
教
を
批
判
す
る
の
は
理

論
だ
け
に
止
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
円
了
が
見
る
に
、
キ
リ
ス
ト
教
を
排
斥
す
る
第
一
の
手
段
は
理
論
で
は
な
く
実
際
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
理
論
と
実
際
は
両
方
と
も
に
必
要
で
あ
る
が
、
現
段
階
の
社
会
で
は
実
際
が
優
先
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
理
論
だ
け
を
優
先
さ
せ

る
仏
者
に
、
そ
れ
が
第
一
義
で
は
な
い
こ
と
を
知
ら
せ
る
た
め
に
「
耶
蘇
教
を
排
す
る
は
理
論
に
あ
る
か
」、「
耶
蘇
教
を
排
す
る
は
実

際
に
あ
る
か
」
と
い
う
問
題
を
設
定
す
る
。

「
二
、
第
一
論
文

耶
蘇
教
を
排
す
る
は
理
論
に
あ
る
か
」
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
排
除
す
る
方
法
は
理
論
的
に
よ
る
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
そ
れ
は
両
者
が
「
宗
教
」
と
い
う
面
で
は
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
仏
教
と
キ
リ
ス

ト
教
の
教
え
の
優
劣
は
あ
る
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
不
合
理
な
部
分
と
し
て
地
球
中
心
説
、
人
類
主
長
説
、
自
由
意
思
説
な
ど
、
キ

リ
ス
ト
教
が
不
合
理
で
あ
る
部
分
を
十
二
個
列
挙
す
る
。

「
三
、
第
二
論
文

耶
蘇
教
を
排
す
る
は
実
際
に
あ
る
か
」
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
排
除
す
る
た
め
に
は
実
際
的
な
社
会
的
効
果
を

も
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。

「
四
、
第
三
論
文

仏
教
は
智
力
・
情
感
両
全
の
宗
教
な
り
」
で
は
、
仏
教
は
人
間
の
知
性
的
な
部
分
と
情
感
的
な
部
分
と
を
二
つ

備
え
て
お
り
、
情
感
的
な
部
分
し
か
も
た
な
い
キ
リ
ス
ト
教
よ
り
も
優
れ
て
い
る
こ
と
を
説
く
。
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こ
こ
を
見
る
と
、
本
書
で
は
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
同
一
性
も
説
く
が
、
基
本
的
に
仏
教
の
優
越
を
説
い
て
い
る
。
こ
の
中
の
同
一

性
の
部
分
を
松
山
は
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

（
二
）『
真
理
金
針
』
冒
頭
部
分

松
山
の
批
判
を
見
る
前
に
、
問
題
と
な
る
『
真
理
金
針
』
の
冒
頭
部
分
を
見
る
。
長
い
の
で
６
つ
に
区
切
り
、
原
文
と
解
説
を
付
し

た
。
原
文
の
中
に
〔
�
〕
な
ど
と
表
示
す
る
の
は
、
松
山
が
問
題
と
す
る
部
分
で
あ
り
、
引
用
さ
れ
る
文
章
に
は
傍
線
を
付
し
た
。
ま

た
丸
カ
ッ
コ
は
松
山
は
省
略
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

�
原
文
（
１
）

ヤ
ソ
教
を
排
す
る
は
理
論
に
あ
る
か
。
余
こ
れ
に
答
え
て
理
論
を
も
っ
て
ヤ
ソ
教
を
排
す
べ
し
と
い
え
ど
も
、
排
し
尽
く
す

あ
た
わ
ず
と
い
わ
ん
と
す
。
そ
の
理
多
言
を
要
せ
ず
し
て
明
ら
か
な
り
。

〔
�
〕
ヤ
ソ
教
も
一
種
の
宗
教
な
り
、
仏
教
も
一
種
の
宗
教
な
り
。
非
宗
教
者
よ
り
こ
れ
を
対
す
れ
ば
、
両
教
共
に
一
範
囲

中
の
朋
友
な
り
、
兄
弟
な
り
。〔
�
〕
ヤ
ソ
教
の
目
的
は
す
な
わ
ち
仏
教
の
目
的
な
り
、
仏
教
の
本
意
は
す
な
わ
ち
ヤ
ソ
教
の

本
意
な
り
。（
仏
教
ひ
と
り
安
心
立
命
を
唱
え
て
、
ヤ
ソ
教
こ
れ
を
唱
え
ざ
る
に
非
ず
。
ヤ
ソ
教
ひ
と
り
勧
善
懲
悪
を
説
い
て
、

仏
教
こ
れ
を
説
か
ざ
る
に
非
ず
。
け
だ
し
安
心
立
命
と
勧
善
懲
悪
と
は
、
両
教
の
宗
教
た
る
目
的
本
意
に
し
て
、
そ
の
世
に
宗

教
の
名
を
得
る
ゆ
え
ん
な
り
。
つ
ぎ
に
そ
の
目
的
を
達
す
る
方
法
に
至
り
て
は
、
二
者
も
と
よ
り
異
同
な
き
あ
た
わ
ず
と
い
え

ど
も
、
な
お
両
説
の
一
に
帰
す
る
も
の
少
な
か
ら
ず
。
仏
教
に
て
は
霊
魂
不
死
を
説
く
、
ヤ
ソ
教
ま
た
し
か
り
。
仏
教
に
て
は

来
世
の
苦
楽
を
談
ず
、
ヤ
ソ
教
ま
た
し
か
り
。
仏
教
に
て
は
人
間
以
上
に
位
し
、
人
知
以
外
に
存
す
る
の
体
あ
る
こ
と
を
論
ず
、
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ヤ
ソ
教
ま
た
し
か
り
。
こ
れ
み
な
）
両
教
そ
の
帰
を
同
じ
う
す
る
と
こ
ろ
な
り

（
２
）

。

解
説：

冒
頭
の
「
ヤ
ソ
教
を
排
す
る
は
理
論
に
あ
る
か
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
は
理
論
に
よ
っ
て
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う

問
い
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
円
了
は
理
論
に
よ
っ
て
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
排
除
し
つ
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
、

と
い
う
。
以
下
は
そ
の
理
由
で
あ
る
。
ま
ず
〔
�
〕
で
は
キ
リ
ス
ト
教
も
仏
教
も
宗
教
と
い
う
面
で
は
同
じ
だ
か
ら
だ
と
い
う
。
続
く

〔
�
〕
で
は
目
的
と
本
意
は
キ
リ
ス
ト
教
も
仏
教
も
同
じ
で
あ
る
と
い
う
。『
駆
魔
比
丘
』
で
省
略
さ
れ
る
カ
ッ
コ
内
の
部
分
は
、
同
じ

例
と
し
て
、
安
心
立
命
、
勧
善
懲
悪
な
ど
の
考
え
方
を
い
う
。
そ
し
て
最
後
に
両
教
は
そ
の
帰
結
す
る
所
を
同
じ
く
す
る
と
い
う
。

�
原
文
（
２
）

し
か
し
て
た
だ
そ
の
異
な
る
は
、
一
は
因
縁
を
説
き
一
は
創
造
を
立
つ
る
に
あ
り
、
一
は
三
世
を
談
じ
一
は
二
世
に
と
ど
ま

る
に
あ
り
、
一
は
仏
を
も
っ
て
主
体
に
名
付
け
一
は
神
を
も
っ
て
本
体
と
す
る
に
あ
り
、
一
は
釈
迦
を
も
っ
て
教
祖
と
し
一
は

ヤ
ソ
を
も
っ
て
教
祖
と
す
る
に
あ
り
、
一
は
大
小
両
乗
を
も
っ
て
教
相
を
分
か
ち
一
は
新
旧
両
約
全
書
を
も
っ
て
本
経
と
す
る

に
あ
り
、
そ
の
他
詳
細
に
至
り
て
は
、
い
ち
い
ち
そ
の
異
同
を
挙
ぐ
る
に
い
と
ま
あ
ら
ず
。
か
く
両
教
相
反
す
る
と
こ
ろ
あ
り

と
い
え
ど
も
、
こ
れ
を
前
条
の
両
教
同
一
に
帰
す
る
諸
点
に
比
す
れ
ば
、
枝
葉
の
末
説
の
み
、
付
属
の
方
法
の
み
（
３
）

。

解
説：

こ
こ
で
は
両
教
が
異
な
る
部
分
と
し
て
、
仏
教
が
因
縁
説
、
キ
リ
ス
ト
教
が
創
造
、
な
ど
の
考
え
方
の
違
い
で
あ
る
と
い
う
。
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そ
し
て
最
後
に
は
、
そ
れ
ら
の
違
い
は
同
一
に
帰
す
る
部
分
か
ら
す
れ
ば
枝
葉
の
末
説
で
あ
る
と
い
う
。

�
原
文
（
３
）

〔
�
〕
第
一
の
目
的
、
第
一
の
方
法
、
お
よ
び
そ
の
基
本
の
極
意
、
真
理
に
至
り
て
は
、
両
教
互
い
に
相
排
棄
す
る
を
得
ず
。

わ
れ
よ
り
か
れ
を
排
す
る
は
、
わ
れ
自
ら
排
す
る
な
り
。
か
れ
よ
り
わ
れ
を
駁
す
る
は
、
か
れ
自
ら
駁
す
る
な
り
。
故
に
各
教

の
論
者
、
真
理
を
討
究
し
て
こ
の
点
に
達
す
れ
ば
、
互
い
に
相
合
同
一
致
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

し
か
し
て
こ
れ
に
反
対
せ
る
非
宗
教
、
す
な
わ
ち
理
学
中
の
唯
物
無
心
論
等
に
対
し
て
、
互
い
に
相
協
心
同
力
し
て
共
に
宗

教
の
宗
教
た
る
真
理
を
立
て
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
余
が
両
教
を
も
っ
て
兄
弟
な
り
、
朋
友
な
り
と
す
る
ゆ
え
ん
な
り
（
４
）

。

解
説：

こ
こ
で
話
が
両
者
の
共
通
の
部
分
に
戻
る
。
そ
し
て
基
本
の
極
意
、
真
理
に
お
い
て
は
、
両
者
は
同
一
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ

に
対
し
て
宗
教
自
体
に
反
対
す
る
科
学
の
唯
物
無
心
論
に
対
し
て
は
、
両
教
が
共
通
し
て
宗
教
の
真
理
を
打
ち
立
て
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
が
両
教
が
兄
弟
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
あ
る
と
い
う
。

�
原
文
（
４
）

例
え
ば
こ
こ
に
一
家
あ
り
、
日
々
兄
弟
の
間
に
争
論
を
生
じ
、
互
い
に
相
離
れ
ん
と
す
る
の
勢
い
あ
る
も
、
い
っ
た
ん
隣
家

と
争
議
を
起
こ
す
に
当
た
り
て
は
、
一
家
中
の
兄
弟
た
ち
ま
ち
同
心
協
力
し
て
、
隣
家
と
相
抗
す
る
に
至
る
。
も
し
ま
た
隣
村
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の
間
に
争
論
を
発
す
る
こ
と
あ
ら
ば
、
隣
家
と
た
ち
ま
ち
団
合
助
力
し
て
、
隣
村
と
相
拒
む
に
至
る
や
必
せ
り
。
一
家
に
対
す

れ
ば
隣
家
は
こ
と
ご
と
く
敵
な
り
と
い
え
ど
も
、
隣
村
に
対
す
れ
ば
み
な
兄
弟
な
り
、
朋
友
な
り
。
い
っ
た
ん
隣
村
と
の
間
、

こ
と
を
生
ず
る
に
至
ら
ば
、
一
村
こ
と
ご
と
く
一
致
共
同
し
て
、
隣
敵
に
抗
抵
す
る
の
い
か
ん
を
思
わ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

従
来
わ
が
仏
教
中
争
論
を
起
こ
し
、
大
乗
は
小
乗
と
争
い
、
一
乗
は
三
乗
と
争
い
、
華
厳
は
天
台
と
争
い
、
浄
土
は
聖
道
と

争
う
が
ご
と
き
、
み
な
一
家
中
の
争
論
な
り
、
兄
弟
間
の
不
和
な
り
。
今
や
ヤ
ソ
教
の
外
敵
、
仏
教
の
藩
籬
に
せ
ま
る
を
も
っ

て
、
仏
教
中
各
宗
各
派
の
争
い
、
い
わ
ゆ
る
兄
弟
の
争
い
は
た
ち
ま
ち
や
み
、
互
い
に
相
協
心
合
力
し
て
外
敵
に
抗
争
せ
ざ
る

べ
か
ら
ず
、
こ
れ
昨
今
の
勢
い
な
り
（
５
）

。

解
説：

こ
こ
で
は
、
も
し
も
普
段
争
っ
て
い
る
も
の
が
、
共
通
の
敵
が
来
た
な
ら
ば
、
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
説
く
。

�
原
文
（
５
）

〔
�
〕
今
後
も
し
非
宗
教
者
よ
り
宗
教
を
駁
す
る
に
至
ら
ば
、
わ
れ
ま
た
今
日
抗
敵
と
す
る
と
こ
ろ
の
ヤ
ソ
教
と
共
和
合
同

し
て
、
互
い
に
相
助
け
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
こ
の
と
き
に
当
た
り
て
は
、
ヤ
ソ
教
は
わ
が
同
朋
な
り
、
わ
が
兄
弟
な
り
。
な
お
隣

村
と
相
争
う
に
あ
た
り
て
は
、
隣
家
と
相
合
し
て
互
い
に
相
助
け
ざ
る
を
得
ざ
る
と
同
一
理
な
り
（
６
）

。

解
説：

非
宗
教
者
か
ら
宗
教
を
批
判
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
と
共
和
合
同
し
て
助
け
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
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�
原
文
（
６
）

故
に
〔
�
〕
余
、
左
の
図
を
か
か
げ
て
わ
が
敵
と
す
る
と
こ
ろ
、
ひ
と
り
ヤ
ソ
教
の
み
に
非
ざ
る
ゆ
え
ん
を
示
さ
ん
。

仏

教
（
各
宗
―
各
派
―
各
寺
―
各
僧
）

宗

教

�������

教
学
大
系

�������

非
仏
教
（
７
）

（
儒
教
お
よ
び
そ
の
他
）

非
宗
教

す
な
わ
ち
わ
が
第
一
敵
は
非
宗
教
に
し
て
、
す
べ
て
宗
教
と
そ
の
主
義
を
異
に
す
る
理
学
哲
学
の
類
こ
れ
な
り
。
こ
れ
に
対
す

れ
ば
、
ヤ
ソ
教
も
仏
教
も
共
に
同
朋
同
類
と
な
る
。
も
し
宗
教
範
囲
内
に
あ
り
て
こ
れ
を
論
ず
れ
ば
、
ヤ
ソ
教
始
め
て
わ
が
抗

敵
の
一
と
な
る
。
故
に
ヤ
ソ
教
は
わ
が
第
二
の
敵
な
り
。
つ
ぎ
に
仏
教
中
に
あ
り
て
自
宗
よ
り
他
教
を
み
れ
ば
、
ま
た
わ
が
敵

な
り
、
こ
れ
を
第
三
の
敵
と
す
。
つ
ぎ
に
他
派
を
も
っ
て
第
四
の
敵
と
し
、
他
僧
を
も
っ
て
第
六
敵
と
す
。
そ
の
条
、
左
の
ご

と
し
。第

一
敵

非
宗
教
す
な
わ
ち
理
学
、
哲
学
、
そ
の
他
す
べ
て
宗
教
を
駁
す
る
も
の
。

第
二
敵

ヤ
ソ
教
、
回
教
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
儒
教
、
神
教
の
類
。

第
三
敵

他
宗
す
な
わ
ち
八
宗
中
自
宗
の
外
の
諸
宗
を
い
う
。

第
四
敵

他
派
す
な
わ
ち
一
宗
中
自
派
の
外
の
諸
派
を
い
う
。

第
五
敵

他
寺
す
な
わ
ち
各
寺
中
自
院
の
外
の
諸
寺
を
い
う
。

第
六
敵

他
僧
す
な
わ
ち
僧
侶
中
自
身
の
外
の
衆
僧
を
い
う
。
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自
己
一
人
よ
り
こ
れ
を
み
れ
ば
、
世
界
み
な
敵
な
ら
ざ
る
は
な
し

（
８
）

。

解
説：
こ
こ
で
は
敵
と
味
方
の
レ
ベ
ル
の
違
い
を
六
つ
の
層
に
よ
っ
て
述
べ
る
。
第
一
敵
は
非
宗
教
と
宗
教
の
対
立
。
こ
の
中
で
は
同

じ
宗
教
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
は
仲
間
。
第
二
敵
は
宗
教
間
の
対
立
。
こ
の
中
で
は
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
は
敵
。
第
三
敵
は
仏
教

の
宗
派
間
の
対
立
。
自
宗
に
対
し
て
自
宗
以
外
は
敵
。
第
四
敵
は
派
間
の
対
立
。
自
派
に
対
し
て
自
派
以
外
は
敵
。
第
五
敵
は
寺
間
の

対
立
。
自
分
の
寺
に
対
し
て
そ
れ
以
外
は
敵
。
第
六
敵
は
僧
侶
間
の
対
立
。
自
分
に
対
し
て
自
分
以
外
は
敵
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
、『
真
理
金
針
』
冒
頭
部
を
見
て
き
た
。
こ
こ
だ
け
を
見
る
と
、
宗
教
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
を
同
じ
も

の
と
見
、
非
宗
教
に
対
し
て
反
対
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
共
同
す
べ
き
こ
と
が
繰
り
返
し
説
か
れ
て
い
る
。
で
は
松
山
の
批
判
を
見
て

い
く
。

三

松
山
元
基
と
『
駆
魔
比
丘

初
篇
』

松
山
元
基
が
ど
の
よ
う
な
人
物
か
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
い
く
つ
か
の
情
報
を
手
掛
か
り
に
す
る
と
、
岐
阜
に
居
住
し
た
真

宗
の
僧
侶
で
、
排
耶
論
に
積
極
的
な
人
物
の
よ
う
で
あ
る
。『
駆
魔
比
丘
』
の
奥
付
に
は
「
岐
阜
県
平
民
僧
／
松
山
元
基
／
安
八
郡
今

尾
町
六
百
四
十
八
番
戸
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
岐
阜
に
在
住
し
た
僧
侶
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
『
駆
魔
比
丘
』
の
中
に
「
我
宗

祖
」
と
い
う
言
葉
で
親
鸞
の
『
正
像
末
和
賛
』
を
引
用
す
る
こ
と
か
ら
、
真
宗
の
人
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
に
松
山
は
仏
教
系
新
聞
で
あ
る
『
教
義
新
聞
』
に
投
稿
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教

と
を
併
用
す
る
こ
と
を
説
く
見
解
に
対
し
て
反
対
の
主
張
を
行
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
批
判
論
者
、
す
な
わ
ち
排
耶
論
の
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論
者
と
見
ら
れ
る
（
９
）

。
こ
の
よ
う
に
明
治
前
半
か
ら
半
ば
に
か
け
て
活
動
し
た
、
岐
阜
県
に
住
ん
で
い
た
真
宗
の
僧
侶
と
い
う
の
が
現
時

点
で
知
り
え
る
情
報
で
あ
る
。

続
い
て
著
作
で
あ
る
『
駆
魔
比
丘
』
と
い
う
書
物
を
見
て
い
く
。
こ
れ
は
全
体
が
一
〇
頁
か
ら
な
る
小
冊
子
で
、
国
会
図
書
館
の
デ

ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
で
閲
覧
で
き
る
（
１０
）

。
奥
付
に
は
「
明
治
二
四
年
五
月
二
五
日
御
届
／
仝
年
六
月
一
日
出
版
」
と
あ
る
も
「
非
売
品
」

と
あ
る
か
ら
市
場
に
は
流
通
し
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
奥
付
に
は
松
山
と
並
ん
で
「
仝
県
士
族
／
森
直
一
／
岐
阜
市
秋
津
町
八

番
戸
」
と
い
う
人
名
と
住
所
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
人
物
か
は
わ
か
ら
な
い
。
表
題
に
「
初
篇
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
当
初
は
続
編
を
構
想
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
実
際
に
刊
行
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

「
駆
魔
比
丘
」
と
い
う
題
名
は
、
魔
比
丘
す
な
わ
ち
仏
教
に
害
と
な
る
僧
侶
を
駆
逐
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
仏
教
に

害
と
な
る
僧
侶
と
は
円
了
を
指
す
。

四

『
駆
魔
比
丘
』
に
お
け
る
円
了
批
判

で
は
『
駆
魔
比
丘
』
の
内
容
を
見
て
い
く
。
全
文
の
翻
刻
を
巻
末
に
掲
げ
た
の
で
、
原
文
は
そ
れ
を
対
照
さ
せ
な
が
ら
見
て
い
た
だ

き
た
い
。

ま
ず
序
に
あ
た
る
部
分
で
は
、
現
在
世
の
中
に
キ
リ
ス
ト
教
批
判
の
書
物
は
多
い
が
、
中
に
は
お
か
し
な
も
の
も
あ
り
、
井
上
甫
水

（
円
了
）
の
『
真
理
金
針
』
も
そ
の
中
の
一
つ
で
あ
る
。
真
理
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
て
逆
に
真
理
を
失
っ
て
い
る
。
自
分
は
一
読
し

て
が
っ
か
り
し
、
小
冊
子
を
作
っ
た
と
い
う
。

続
い
て
『
真
理
金
針
』
か
ら
冒
頭
部
分
を
五
か
所
引
用
し
、
問
題
点
を
指
摘
し
な
が
ら
批
判
し
て
い
る
。
以
下
説
明
す
る
。
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�
問
題
第
一

問
題
と
す
る
『
真
理
金
針
』
原
文
は
、
前
に
掲
げ
た
〔
�
〕
で
あ
る
。
円
了
は
「
ヤ
ソ
教
も
一
種
の
宗
教
な
り
、
仏
教
も
一
種
の
宗

教
な
り
。
非
宗
教
者
よ
り
こ
れ
を
対
す
れ
ば
、
両
教
共
に
一
範
囲
中
の
朋
友
な
り
、
兄
弟
な
り
。」
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
排
撃
し

つ
く
せ
な
い
理
由
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
も
仏
教
も
と
も
に
宗
教
で
あ
る
か
ら
、
と
い
う
。

松
山
は
こ
れ
に
対
し
て
、
両
教
が
と
も
に
宗
教
だ
か
ら
兄
弟
朋
友
と
い
う
の
は
仏
教
を
知
ら
な
い
者
の
考
え
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
キ

リ
ス
ト
教
は
邪
宗
、
仏
教
は
正
宗
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
一
神
の
能
造
か
ら
起
こ
り
、
仏
教
は
因
縁
業
成
か
ら
な
る
。
そ
の
理
が
全

く
異
な
る
の
に
ど
う
し
て
兄
弟
朋
友
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
あ
な
た
は
み
だ
り
に
「
宗
教
」
と
い
う
一
語
で
兄
弟
朋
友
と
名
付

け
て
は
な
ら
な
い
。
あ
な
た
の
よ
う
に
仏
門
で
暮
ら
し
な
が
ら
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
を
兄
弟
と
い
え
ば
、
聞
く
人
は
そ
の
違
い
が
わ

か
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
そ
の
説
は
仏
耶
兄
弟
の
説
が
出
て
破
邪
顕
正
の
仏
教
の
真
理
が
無
く
な
っ
て
し
ま
う
。
宗
祖
親
鸞

は
、「
造
悪
を
好
む
弟
子
た
ち
の
邪
見
放
逸
が
盛
ん
で
あ
り
、
末
世
に
自
分
の
法
を
滅
ぼ
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
」
と
言
っ
た
が
、
そ

れ
は
あ
な
た
の
説
を
い
う
の
だ
、
と
批
判
す
る
。

�
問
題
第
二

問
題
と
す
る
『
真
理
金
針
』
原
文
は
前
掲
〔
�
〕
で
あ
る
。
円
了
は
、「
ヤ
ソ
教
の
目
的
は
す
な
わ
ち
仏
教
の
目
的
な
り
、
仏
教
の

本
意
は
す
な
わ
ち
ヤ
ソ
教
の
本
意
な
り
。」
と
し
て
両
教
の
目
的
、
本
意
が
同
じ
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。

そ
れ
に
対
し
て
松
山
は
、
仏
教
の
目
的
と
キ
リ
ス
ト
教
の
目
的
は
全
く
異
な
る
、
と
説
く
。
つ
ま
り
仏
教
の
目
的
は
三
界
を
出
過
す

る
こ
と
で
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
目
的
は
「
迷
中
卑
屈
」
の
生
天
で
あ
る
と
い
う
。
仏
教
の
本
意
は
一
切
智
一
切
種
を
開
悟
さ
せ
る

界
外
無
漏
の
妙
境
界
で
あ
り
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
で
い
う
、
わ
ず
か
に
地
獄
の
苦
毒
を
免
れ
て
生
天
を
本
意
と
す
る
も
の
と
は
氷
炭
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の
異
な
り
が
あ
る
と
い
う
。
そ
の
他
、「
帰
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
も
両
教
の
違
い
を
子
細
に
挙
げ
円
了
を
批
判
す
る
。

�
問
題
第
三

問
題
と
す
る
『
真
理
金
針
』
原
文
は
前
掲
の
〔
�
〕
で
あ
る
。
円
了
は
「
第
一
の
目
的
、
第
一
の
方
法
、
お
よ
び
そ
の
基
本
の
極
意
、

真
理
に
至
り
て
は
、
両
教
互
い
に
相
排
棄
す
る
を
得
ず
。
わ
れ
よ
り
か
れ
を
排
す
る
は
、
わ
れ
自
ら
排
す
る
な
り
。
か
れ
よ
り
わ
れ
を

駁
す
る
は
、
か
れ
自
ら
駁
す
る
な
り
。」
と
述
べ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
松
山
は
、「
極
意
、
真
理
に
至
り
て
は
、
両
教
互
い
に
相
排
棄
す
る
を
得
ず
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
キ
リ
ス
ト

教
の
真
理
と
仏
教
の
真
理
と
は
全
く
異
な
る
。
彼
は
一
神
の
造
化
、
わ
が
仏
教
は
因
果
応
報
で
あ
り
、
そ
の
性
質
が
異
な
る
か
ら
、
わ

が
真
理
を
も
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
を
廃
棄
す
れ
ば
と
て
、
自
分
が
自
分
の
真
理
を
廃
棄
す
る
理
は
存
在
し
な
い
。
あ
な
た
の
よ
う
に
宗
教

と
い
う
一
語
に
執
着
し
て
、
兄
弟
、
朋
友
と
呼
び
、
真
理
一
致
と
す
る
の
は
平
等
を
知
っ
て
差
別
を
知
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
、
と
し
て

批
判
す
る
。

�
問
題
第
四

問
題
と
す
る
『
真
理
金
針
』
原
文
は
前
掲
の
〔
�
〕
で
あ
る
。
円
了
は
「
今
後
も
し
非
宗
教
者
よ
り
宗
教
を
駁
す
る
に
至
ら
ば
、
わ

れ
ま
た
今
日
抗
敵
と
す
る
と
こ
ろ
の
ヤ
ソ
教
と
共
和
合
同
し
て
、
互
い
に
相
助
け
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
こ
の
と
き
に
当
た
り
て
は
、
ヤ
ソ

教
は
わ
が
同
朋
な
り
、
わ
が
兄
弟
な
り
。」
と
し
て
、
非
宗
教
者
か
ら
宗
教
を
批
判
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
と
共
和
合
同

し
て
助
け
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。

こ
れ
に
対
し
て
松
山
は
、
非
宗
教
者
か
ら
の
攻
撃
に
対
し
て
ど
う
し
て
キ
リ
ス
ト
教
と
共
同
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
キ
リ
ス
ト
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教
が
な
く
と
も
仏
教
だ
け
で
非
宗
教
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
な
た
の
論
は
、
仏
教
の
真
理
が
諸
教
に
超
越
す
る
無
上
殊
勝

な
妙
法
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
、
キ
リ
ス
ト
教
に
心
酔
し
た
者
の
愚
論
で
あ
る
、
と
批
判
す
る
。

�
問
題
第
五

問
題
と
す
る
『
真
理
金
針
』
原
文
は
、
前
に
掲
げ
た
〔
�
〕
で
あ
る
。
こ
こ
で
円
了
は
敵
と
味
方
の
レ
ベ
ル
の
違
い
を
六
つ
の
層
に

よ
っ
て
述
べ
て
い
た
。
第
一
が
宗
教
と
非
宗
教
、
第
二
が
仏
教
と
非
仏
教
、
第
三
が
自
宗
と
他
宗
、
第
四
が
自
派
と
他
派
、
第
五
が
自

分
の
寺
院
と
他
人
の
寺
院
、
第
六
が
自
分
と
他
人
で
あ
る
。
松
山
は
、
こ
の
六
つ
の
レ
ベ
ル
の
中
、
第
一
と
第
二
、
す
な
わ
ち
宗
教
と

非
宗
教
、
仏
教
と
非
仏
教
は
認
め
ら
れ
る
が
、
第
三
以
降
は
仏
教
内
部
の
話
で
あ
る
。
ど
う
し
て
同
じ
仏
教
の
中
な
の
に
敵
と
す
る
の

か
、
と
い
い
な
が
ら
、「
狂
省
の
憑
狐
と
は
汝
が
こ
と
な
る
べ
し
」
と
強
く
批
判
す
る
。

最
後
に
、
自
分
は
こ
の
魔
説
を
見
て
黙
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
非
を
あ
げ
て
批
評
を
下
し
、
人
々
の
参
考
に
す
る
と
い
う
。
こ

れ
以
外
に
も
真
理
を
失
う
も
の
が
多
い
が
、
次
編
で
詳
し
く
述
べ
る
と
い
う
。

以
上
、
松
山
の
批
判
を
見
て
き
た
が
、
内
容
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
松
山
が
批
判
す
る
の
は
、
円
了
が
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の

共
通
性
を
強
調
し
て
い
た
部
分
で
あ
っ
た
。
た
だ
不
思
議
に
思
う
の
は
、『
真
理
金
針
』
で
は
そ
の
後
に
キ
リ
ス
ト
教
が
不
合
理
で
あ

る
こ
と
を
縷
々
述
べ
て
い
る
。
こ
の
部
分
に
は
言
及
せ
ず
、
そ
の
前
段
階
の
部
分
だ
け
を
と
り
あ
げ
て
批
判
す
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と

だ
ろ
う
か
。
見
て
は
い
た
と
し
て
も
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
を
同
一
視
す
る
部
分
が
よ
ほ
ど
許
せ
な
か
っ
た
の
か
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
続
い
て
「
宗
教
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
現
在
で
は
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
の
上
位
概
念
と
し

て
「
宗
教
」
と
い
う
メ
タ
概
念
を
置
く
が
そ
れ
は
明
治
時
代
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
見
る
と
「
宗
教
」
と
い
う
共
通
項
を

見
て
い
く
円
了
は
新
思
想
で
、
そ
う
し
た
見
方
を
と
ら
な
い
松
山
は
旧
思
想
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
こ
か
ら
松
山
の
批
判
は
、
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旧
思
想
か
ら
新
思
想
に
対
し
て
行
っ
た
批
判
と
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

た
だ
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
を
正
教
と
邪
教
と
い
う
よ
う
に
き
っ
ぱ
り
と
区
別
し
、
非
宗
教
か
ら
の
攻
撃
に
対
し
て
も
、
キ
リ
ス

ト
教
と
連
合
す
る
必
要
は
な
く
仏
教
だ
け
で
十
分
で
あ
る
と
い
う
松
山
の
批
判
を
見
る
と
、
確
か
に
そ
う
か
も
し
れ
な
い
な
と
い
う
気

も
し
て
く
る
。
松
山
に
と
っ
て
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
は
ど
こ
ま
で
も
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
つ
な
ぐ
宗
教
と
い
う
概
念

は
必
要
と
し
な
い
。
我
々
は
現
在
、
宗
教
の
概
念
の
も
と
に
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
個
別
の
宗
教
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
こ
う
し

た
考
え
方
は
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
必
要
と
し
て
い
な
い
人
に
は
必
要
が
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
気
も
す

る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
、
松
山
の
批
判
を
通
し
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
点
で
あ
る
。

四

『
真
理
金
針
』
の
読
み
直
し
の
必
要
性

も
う
一
つ
考
え
さ
せ
ら
れ
る
点
は
、
円
了
に
お
け
る
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
同
異
に
つ
い
て
で
あ
る
。
今
回
問
題
し
た
よ
う
な
、
仏

教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
同
一
視
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
『
真
理
金
針
』
の
解
説
で
は
触
れ
ら
れ
ず
、
そ
れ
よ
り
も
地
球
中
心
説
、
人
類

主
長
説
、
自
由
意
思
説
な
ど
、
キ
リ
ス
ト
教
が
不
合
理
で
あ
る
部
分
を
十
二
個
列
挙
し
、
自
然
科
学
の
立
場
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
を
批
判

し
て
い
る
部
分
が
注
目
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
円
了
が
キ
リ
ス
ト
教
を
批
判
す
る
部
分
に
よ
り
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。あ

る
い
は
哲
学
の
立
場
か
ら
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
を
位
置
付
け
よ
う
と
し
た
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
例
と
し
て
小
林
忠
秀
は
『
井
上

円
了
選
集
』
第
一
巻
の
解
説
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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円
了
は
、
単
に
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
に
対
抗
さ
せ
て
仏
教
と
い
う
宗
教
を
推
し
立
て
て
こ
れ
を
批
判
す
る
の
で
は
な
く
、
二
つ
の
宗
教
あ
る
い
は

そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
的
信
条
に
基
づ
く
世
界
観
を
俯
瞰
で
き
る
視
点
か
ら
批
判
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
視
点
と
は
、
円
了
の
い
わ
ゆ
る
「
学

理
」
で
あ
る
。「
学
理
」
と
は
「
真
正
純
然
の
真
理
」
を
究
め
る
営
み
、
す
な
わ
ち
哲
学
で
あ
り
、
な
か
ん
ず
く
「
純
正
哲
学
」
の
営
み
で
あ
る
。
そ
し

て
「
純
正
哲
学
」
と
は
「
形
而
上
の
純
理
を
論
究
す
る
」
と
こ
ろ
の
哲
学
的
営
為
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
円
了
は
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教

を
同
一
の
舞
台
に
於
い
て
眺
め
渡
せ
る
視
点
を
、
哲
学
あ
る
い
は
形
而
上
学
に
見
出
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
（
１１
）

。

こ
れ
は
哲
学
と
い
う
立
場
か
ら
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
眺
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
う
だ
が
、
こ
れ
で
は
今
見
た

部
分
の
説
明
と
し
て
は
不
足
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
我
々
は
『
真
理
金
針
』
冒
頭
部
を
も
う
一
度
丁
寧
に
読
み
直
し
、
そ
の
中
で
円

了
の
排
耶
論
を
と
ら
え
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
松
山
の
批
判
は
、
そ
の
主
張
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
我
々
が

気
付
か
な
か
っ
た
円
了
思
想
の
構
造
を
気
づ
か
せ
て
く
れ
た
と
い
え
る
。

五

ま
と
め

以
上
、
松
山
元
基
『
駆
魔
比
丘
』
を
概
観
し
、
そ
こ
に
説
か
れ
る
円
了
批
判
を
見
て
き
た
。
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

第
一
に
、
松
山
元
基
は
岐
阜
県
在
住
の
真
宗
の
僧
侶
で
、
詳
し
い
経
歴
は
不
明
で
あ
る
が
、『
駆
魔
比
丘
』
の
内
容
か
ら
キ
リ
ス
ト

教
批
判
す
な
わ
ち
排
耶
論
者
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

第
二
に
、『
駆
魔
比
丘
』
は
円
了
批
判
の
書
物
で
あ
る
。
松
山
の
批
判
の
中
心
は
、
円
了
が
『
真
理
金
針
』
の
中
で
、
仏
教
と
キ
リ

ス
ト
教
を
同
一
視
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
松
山
は
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
は
正
教
と
邪
教
の
区
別
が
あ
る
の
で
あ
り
、「
宗
教
」
と
い
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う
一
語
で
軽
々
し
く
同
一
視
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。

第
三
に
、
円
了
は
通
常
排
耶
論
者
と
捉
え
ら
れ
て
き
て
、
そ
こ
か
ら
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
を
同
一
視
す
る
考
え
は
ど
の
よ
う
に
位

置
付
け
ら
れ
る
か
再
検
討
の
必
要
が
あ
る
。
と
く
に
キ
リ
ス
ト
教
、
科
学
、
哲
学
と
の
関
連
で
、『
真
理
金
針
』
を
も
う
一
度
読
み
直

す
必
要
性
が
あ
る
。

註１

筆
者
は
以
前
か
ら
円
了
に
対
す
る
批
判
に
注
目
し
て
い
る
。
批
判
の
論
点
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、
従
来
わ
か
ら
な
か
っ
た
円
了
に
対
す
る
見
方
や
思
想

史
的
位
置
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
佐
藤
厚
「
鈴
木
大
拙
の
井
上
円
了
批
判
」（
国
際
井
上
円
了
学
会
『
国
際
井
上
円
了
研
究
』
五
、
二
〇

一
七
年
）

２

井
上
円
了
『
真
理
金
針
』（『
井
上
円
了
選
集
』
巻
一
、
一
六
頁
）

３

同
前

４

井
上
円
了
『
真
理
金
針
』（『
井
上
円
了
選
集
』
巻
一
、
一
六
頁
―
一
七
頁
）

５

井
上
円
了
『
真
理
金
針
』（『
井
上
円
了
選
集
』
巻
一
、
一
七
頁
）

６

同
前

７

「
非
仏
教
」
を
選
集
で
は
「
非
宗
教
」
と
し
て
い
る
が
、
明
ら
か
な
誤
植
で
あ
る
。

８

井
上
円
了
『
真
理
金
針
』（『
井
上
円
了
選
集
』
巻
三
、
一
九
八
七
年
）
一
七
頁
、
一
八
頁

９

『
教
義
新
聞
』
明
治
八
年
四
月
一
九
日
付
「
貴
社
新
聞
第
百
二
號
、
教
義
至
言
第
四
今
川
氏
云
々
ノ
説
ヲ
見
テ
、
井
蛙
ノ
管
見
モ
云
ハ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
、

其
故
ハ
、
今
川
氏
ハ
玉
石
ヲ

テ
拒
絕
ス
ル
コ
ト
ヲ
歎
惜
セ
ラ
レ
、
而
シ
テ
玉
石

テ
用
ユ
ル
ノ
大
害
有
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ル
者
ニ
似
タ
リ
、
今
川
氏
ノ

云
へ
ル
、
若
洋
教
ノ
所
謂
父
ト
ハ
造
化
ノ
天
神
ヲ
云
也
、
生
父
母
二
非
ズ
ト
ス
ル
カ
、
若
天
神
ヲ
以
テ
父
卜
稱
ス
ル
ニ
モ
セ
ヨ
、
其
父
母
ヲ
敬
セ
ヨ
其
父

母
ヲ
愛
セ
ヨ
ノ
言
ア
ル
ト
キ
ハ
亦
以
テ
ー
ノ
輔
翼
ト
ナ
ス
ニ
足
ル
者
卜
云
ハ
ザ
ル
べ
カ
ラ
ズ
云
々
、
今
云
、
若
此
説
ノ
如
ク
ナ
ラ
バ
、
父
母
卜
云
モ
剋
実

シ
テ
論
ズ
ル
ト
キ
ハ
、
生
父
母
ヲ
敬
愛
ス
ル
ニ
非
ザ
ル
べ
シ
、
然
則
、
儒
教
佛
教
二
云
ト
コ
ロ
ノ
父
母
敬
愛
ノ
説
ト
ハ
、
其
名
同
シ
テ
、
其
意
霄
壤
也
、

是
玉
石
ヲ

テ
用
ユ
ル
ノ
害
二
非
ズ
ヤ
、
今
川
氏
ノ
玉
石
ヲ

テ
拒
絕
ヲ
歎
惜
セ
ラ
ル
ゝ
ハ
佳
也
、
而
シ
テ
玉
石
ヲ

テ
用
ユ
ル
ハ
不
佳
也
、
想
二
今
川
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氏
ハ
世
ノ
玉
石
ハ
知
レ
ド
モ
教
義
上
ノ
玉
石
ヲ
知
ラ
ザ
ル
人
ナ
ラ
ン
、
嗚
呼
教
義
ノ
至
言
ヲ
云
ハ
ン
ト
セ
バ
、
今
一
層
大
活
眼
を
開
く
ベ
シ
、
若
不
爾
則

口
ヲ
鼻
ノ
如
ク
ナ
ラ
シ
メ
テ
他
ノ
至
言
ヲ
待
ヘ
シ
、
譏
笑
ヲ
不
顧
、
貴
社
ノ
余
白
ヲ
穢
ス
者
ハ
岐
阜
縣
松
山
元
基
也
」『
明
治
仏
教
思
想
資
料
集
成
』（
同

朋
舎
出
版
、
一
九
八
二
年
）
四
八
八
頁
―
四
八
九
頁

１０

松
山
林
外
（
元
基
）
著
『
駆
魔
比
丘
』
初
編
、
松
山
林
外
、
明
二
四
・
六
・
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ンhttps://dl.ndl.go.jp/pid/

816397
（
参
照

二
〇
二
三
・
〇
八
・
二
一
）

１１

小
林
忠
秀
「
解
説
」『
井
上
円
了
選
集
』
第
一
巻
、
四
四
九
頁
か
ら
四
五
〇
頁

参
考
文
献

�
一
次
文
献

松
山
元
基
『
駆
魔
比
丘

初
篇
』（
明
治
二
四
年
）

井
上
円
了
『
真
理
金
針
』（『
井
上
円
了
選
集
』
第
一
巻
、
一
九
八
七
年
）

�
二
次
文
献

三
浦
節
夫
『
井
上
円
了
』（
教
育
評
論
社
、
二
〇
一
六
年
）

附
録
・
翻
刻
『
駆
魔
比
丘

初
篇
』

�
凡
例

�
こ
れ
は
『
駆
魔
比
丘

初
篇
』
の
翻
刻
で
あ
る
。

�
原
文
に
は
句
読
点
が
な
い
が
読
み
易
さ
を
考
慮
し
て
句
読
点
を
入
れ
た
。

�
漢
字
は
新
字
に
し
た
。
不
明
字
は
■
に
し
た
。

�
引
用
文
献
と
引
用
文
に
は
『

』、「

」
を
付
け
て
表
示
し
た
。

�『
真
理
金
針
』
原
文
は
二
字
下
げ
に
し
た
。

�
明
ら
か
に
脱
字
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
は
文
字
を
挿
入
し
て
【

】
を
付
け
た
。

�
内
容
理
解
の
便
の
為
、〔
問
題
一
〕
な
ど
の
見
出
し
を
補
っ
た
。
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（
一
頁
）

駆
魔
比
丘

松
山
林
外
著

古
人
既
云
、「
尽
信
書
、
不
如
無
書
」
ト
、
宜
哉
。
輓
近
、
駁
邪
ノ
書
多
シ
ト
雖
モ
、
往
々
誤
レ
ル
モ
ノ
不
尠
。
就
中
、
井
上
甫
水
ナ

ル
者
ノ
著
セ
ル
『
真
理
金
針
』
ノ
如
キ
ハ
、
所
謂
似
テ
非
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
、
真
理
ヲ
確
明
ス
ル
ニ
似
テ
、
却
テ
真
理
ヲ
失
フ
ニ
至
ル
。

悲
哉
、
余
一
読
シ
テ
長
大
息
、
�
レ
テ
一
小
冊
子
ヲ
ナ
ル
。
名
ケ
テ
「
駆
魔
比
丘
」
ト
云
。
或
人
曰
、「
自
家
撞
着
ノ
謗
リ
ヲ
免
レ
ス
」

ト
。
故
ニ
余
、
不
問
ニ
附
セ
ン
ト
欲
ス
。
爾
ル
ニ
動
モ
ス
レ
ハ
邪
教
ノ
跡
ヲ
仏
教
ニ
混
セ
ン
コ
ト
ヲ
恐
レ
、
顧
慮
焦
心
措
ク
能
ハ
ス
。

曾
テ
聞
ク
、
他
人
門
前
ノ
草
ヲ
抜
ン
ヨ
リ
自
家
席
上
ノ
塵
ヲ
払
ヘ
ノ
古
語
ニ
基
キ
終
ニ
梓
ニ
上
ス
。
今
、
同
朋
諸
彦
ニ
頒
テ
、
余
カ
鄙

見
ニ
正
斧
ヲ
加
ヘ
玉
ハ
ン
コ
ト
ヲ
乞
フ
。

〔
問
題
一
〕

（
二
頁
）『
真
理
金
針
』
初
編
曰
、「
耶
蘇
教
モ
一
種
ノ
宗
教
ナ
リ
、
仏
教
モ
一
種
ノ
宗
教
ナ
リ
非
宗
教
ヨ
リ
之
ニ
對
ス
レ
ハ
両
教

共
ニ
一
範
囲
中
ノ
朋
友
ナ
リ
兄
弟
ナ
リ
」
云
々
。

詰
曰
、
耶
蘇
教
モ
仏
教
モ
共
ニ
宗
教
ナ
ル
カ
故
ニ
、
兄
弟
朋
友
ノ
説
ヲ
作
ス
ハ
、
仏
教
ノ
真
理
ヲ
知
ラ
サ
ル
魔
属
ナ
ル
ヘ
シ
。
何
ト
ナ

レ
ハ
、
彼
レ
ハ
邪
宗
、
是
ハ
正
宗
ナ
リ
。
彼
レ
ハ
一
神
ノ
能
造
ヨ
リ
起
ル
、
此
ハ
因
縁
業
成
ヨ
リ
成
ス
。
其
理
、
天
淵
ノ
相
違
ア
ル
モ

ノ
、
何
ソ
兄
弟
朋
友
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ン
ヤ
。
汝
、
猥
リ
ニ
宗
教
卜
云
ヘ
ル
一
語
ヲ
以
テ
、
兄
弟
朋
友
ト
【
名
】
ク
ヘ
カ
ラ
ス
。
釈
�

所
説
ノ
法
門
八
万
四
千
、
或
ハ
兄
弟
朋
友
ト
名
ク
ル
コ
ト
ア
ル
ト
同
一
視
ス
へ
カ
ラ
ス
。
是
其
數
八
万
四
ナ
ル
モ
、
同
一
師
ノ
金
口
ヨ

リ
出
ル
カ
故
ニ
兄
弟
ノ
名
ヲ
與
フ
ル
モ
宜
ナ
リ
。
耶
蘇
教
ノ
如
キ
ハ
自
ラ
宗
教
ト
称
ス
ル
モ
、
何
ソ
吾
ヨ
リ
シ
テ
（
三
頁
）
兄
弟
朋
友
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卜
称
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ン
ヤ
。
仮
令
、
非
宗
教
者
ヨ
リ
兄
弟
ノ
名
ヲ
与
フ
ル
モ
、
吾
ヨ
リ
決
シ
テ
許
サ
サ
ル
ト
コ
ロ
也
。
汝
、
仏
者
ニ

シ
テ
好
ン
テ
非
宗
教
者
對
望
ノ
説
ヲ
搆
へ
テ
兄
弟
ノ
称
ヲ
立
テ
ゝ
厭
ハ
サ
ル
ハ
、
仏
教
ノ
真
理
ニ
暗
シ
ト
云
ヘ
シ
。
爾
レ
ハ
仏
耶
兄
弟

ノ
説
ヲ
作
ス
者
ハ
、
仏
者
ニ
非
ス
ト
針
砭
ス
ル
ト
コ
ロ
也
。
汝
カ
如
キ
、
仏
門
ニ
衣
食
シ
ナ
カ
ラ
、
仏
耶
兄
弟
ノ
説
ヲ
作
サ
ハ
、
是
ヲ

聞
ク
者
何
レ
ヲ
信
ス
ル
モ
是
非
ア
ル
へ
カ
ラ
ス
ヤ
必
セ
リ
。
爾
則
、
仏
耶
兄
弟
ノ
説
出
テ
テ
、
破
邪
顕
正
ノ
仏
教
ノ
真
理
忽
焉
ト
シ
テ

去
矣
。
往
昔
、
魔
属
誓
テ
曰
、「
末
世
ニ
汝
カ
衣
ヲ
着
、
汝
カ
食
ヲ
食
ヒ
、
汝
カ
法
ヲ
滅
サ
ン
」
ト
、
今
、
汝
カ
説
ヲ
見
テ
魔
属
、
我

牆
蕭
内
ニ
入
リ
、
毒
ヲ
千
歳
ニ
流
ス
ヲ
知
ル
、
汝
ハ
即
今
日
ノ
魔
比
丘
、
駆
ラ
ス
ン
ハ
不
可
有
、
宗
祖
曰
、「
造
悪
コ
ノ
ム
ワ
カ
弟
子

ノ
邪
見
放
逸
サ
カ
リ
ニ
テ
、
末
世
ニ
ワ
カ
法
破
ス
ヘ
シ
」（
四
頁
）
ト
、『
蓮
華
面
経
』
ニ
説
タ
マ
フ
。「
邪
見
放
逸
」
ト
ハ
、
汝
カ
如

キ
説
ヲ
作
ス
者
ヲ
ノ
玉
フ
也
。
祖
門
ニ
衣
食
ス
ル
者
、
鼓
ヲ
撃
テ
攻
メ
ス
ン
ハ
不
可
有
。

〔
問
題
二
〕

『
真
理
金
針
』
初
編
（
十
紙
）
曰
、「
耶
蘇
教
ノ
目
的
ハ
仏
教
ノ
目
的
也
。
仏
教
ノ
本
意
ハ
即
耶
蘇
教
ノ
本
意
也
。
乃
至
、
両
教
、

其
帰
ヲ
同
フ
ス
ル
所
ナ
リ
。」
云
々

詰
曰
、
耶
蘇
ノ
目
的
ト
仏
教
ノ
目
的
ト
同
シ
ト
云
ハ
何
コ
ト
ソ
ヤ
。
汝
カ
如
キ
ハ
仏
教
ヲ
見
サ
ル
者
ノ
如
シ
。
争
テ
カ
真
理
ヲ
窺
フ
コ

ト
ヲ
得
ン
ヤ
。
汝
、
謹
テ
聞
ク
ヘ
シ
。
仏
教
ノ
目
的
ハ
即
仏
ノ
目
的
也
。
仏
教
ノ
本
意
ハ
即
仏
ノ
本
意
也
。
仏
智
見
ハ
二
乗
非
所
識
唯

仏
獨
明
了
、
何
ソ
外
道
魔
属
ノ
窺
ヒ
知
ル
ト
コ
ロ
ナ
ラ
ン
ヤ
。
仏
ノ
目
的
ハ
出
過
三
界
道
、
耶
蘇
教
ノ
目
的
ハ
迷
中
卑
屈
ノ
生
天
ニ
ア

リ
。
何
ソ
目
的
同
シ
ト
云
ヤ
。
又
仏
ノ
本
意
ハ
一
切
智
一
切
種
ヲ
開
悟
セ
シ
ム
ル
界
外
無
漏
（
五
頁
）
ノ
妙
境
界
也
。
耶
蘇
教
ニ
云
フ

ト
コ
ロ
ノ
、
僅
ニ
地
獄
ノ
苦
毒
ヲ
免
レ
テ
生
天
ヲ
本
意
ト
ス
ル
者
ト
ハ
氷
炭
ノ
異
也
。
何
ヲ
以
テ
耶
蘇
教
ノ
本
意
ハ
仏
教
ノ
本
意
ト
云

ヤ
。
又
両
教
帰
ヲ
同
フ
ス
ル
所
ナ
リ
ト
ハ
何
コ
ト
ソ
ヤ
、
仏
教
ニ
ハ
、
帰
敬
三
宝
ト
云
ア
リ
、
廻
三
帰
一
ト
云
ア
リ
、
又
翻
邪
帰
正
ア
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リ
、
帰
命
ア
リ
、
帰
入
ア
リ
、
帰
向
ア
リ
。
耶
蘇
教
ニ
云
ト
コ
ロ
ノ
帰
ト
ハ
如
何
ナ
ル
モ
ノ
ソ
ヤ
。
恐
ク
ハ
、
前
ニ
云
ト
コ
ロ
ノ
仏
教

ノ
帰
ト
ハ
同
シ
カ
ラ
サ
ル
ヘ
シ
ト
信
ス
ル
也
。
或
人
曰
、
教
意
ノ
結
帰
ス
ル
ト
コ
ロ
ヲ
云
ナ
ラ
ン
ト
云
々
、
是
仏
教
ノ
結
帰
ス
ル
所
ヲ

知
ル
者
ノ
言
ニ
ア
ラ
ス
、
吾
カ
仏
教
ノ
結
帰
ス
ル
ト
コ
ロ
、
三
世
因
果
、
勧
善
懲
悪
、
転
迷
開
悟
ニ
ア
リ
。
耶
蘇
教
ハ
三
世
因
果
ヲ
説

カ
ス
、
勧
善
懲
悪
ハ
説
ケ
ト
モ
其
名
同
フ
シ
テ
其
結
帰
ス
ル
所
大
ニ
異
ナ
リ
。
耶
蘇
教
ノ
結
帰
ス
ル
所
、
生
天
ニ
ア
リ
、
吾
仏
教
ノ
所

談
ヨ
リ
見
レ
ハ
、
迷
中
（
六
頁
）
ノ
甚
シ
キ
モ
ノ
也
。
何
ソ
帰
同
シ
ト
云
ヤ

〔
問
題
三
〕

『
真
理
金
針
』
初
編
（
十
一
紙
）
曰
、「
第
一
ノ
目
的
、
第
一
ノ
方
法
、
及
ヒ
其
基
本
ノ
極
意
、
真
理
ニ
至
テ
ハ
両
教
互
ニ
相
排
棄

ス
ル
ヲ
得
ス
。
我
ヨ
リ
彼
ヲ
排
ス
ル
ハ
、
我
自
ラ
排
ス
ル
ナ
リ
。
彼
ヨ
リ
我
ヲ
駁
ス
ル
ハ
彼
ヲ
駁
ス
ル
也
」。

詰
曰
、「
極
意
真
理
ニ
至
テ
ハ
両
教
互
ニ
相
廃
棄
ス
ル
ヲ
得
ス
」
ト
ハ
何
ノ
謂
ソ
ヤ
。
彼
レ
カ
真
理
卜
ス
ル
卜
コ
ロ
ト
吾
真
理
ト
ハ
霄

壤
ノ
異
ナ
リ
。
彼
ハ
一
神
ノ
造
化
、
吾
仏
教
ハ
因
果
応
報
、
其
性
質
ヲ
異
ニ
ス
レ
ハ
、
吾
真
理
ヲ
以
テ
彼
ヲ
排
棄
ス
レ
ハ
ト
テ
、
吾
自

ヲ
排
ス
ル
ノ
理
ナ
キ
也
。
汝
カ
如
キ
ハ
、
宗
教
ト
云
一
語
ヲ
執
シ
テ
、
兄
弟
ト
シ
朋
友
ト
シ
、
真
理
一
致
ニ
シ
テ
互
ニ
破
ス
レ
ハ
、
仰

天
ノ
唾
ト
云
ハ
、
所
謂
平
等
ヲ
知
テ
差
別
ヲ
知
ラ
サ
ル
者
也
。
先
徳
既
ニ
云
ヘ
ル
、「
平
等
ヲ
知
テ
差
別
（
七
頁
）
ヲ
知
ラ
サ
ル
ハ
悪

平
等
也
」
ト
。
汝
カ
属
ヲ
云
ヘ
ル
也
。

〔
問
題
四
〕

『
真
理
金
針
』
初
編
（
十
二
紙
）「
今
後
、
若
非
宗
教
ヨ
リ
宗
教
ヲ
駁
ス
ル
ニ
至
ハ
、
我
又
今
日
抗
敵
ト
ス
ル
所
ノ
耶
蘇
教
ト
共
和

合
同
シ
テ
互
ニ
相
助
ケ
サ
ル
可
ラ
ス
、
是
時
ニ
当
テ
ハ
耶
蘇
教
ハ
我
同
朋
ナ
リ
兄
弟
ナ
リ
」、
云
々
。
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駁
曰
、「
非
宗
教
者
ヨ
リ
宗
教
ヲ
駁
ス
ル
ニ
至
レ
ハ
」
ト
テ
、
何
ソ
耶
蘇
教
ノ
共
同
ヲ
恃
マ
ン
ヤ
。
耶
蘇
教
ナ
ク
モ
我
能
ク
非
宗
教
者

ニ
抗
敵
セ
ン
。
汝
、
耶
蘇
教
ト
兄
弟
ト
ナ
リ
朋
友
ト
ナ
リ
テ
、
耶
蘇
教
ヲ
待
テ
而
后
、
非
宗
教
者
ノ
駁
撃
ヲ
防
壓
ス
ト
云
ハ
、
蒙
昧
ノ

甚
シ
。
仏
教
ノ
真
理
ハ
諸
教
ニ
超
過
セ
ル
無
上
殊
勝
ノ
妙
法
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
サ
ル
耶
蘇
教
ニ
心
酔
セ
ル
者
ノ
愚
論
也
。

〔
問
題
五
〕

『
真
理
金
針
』
初
編
（
十
二
紙
）「
余
、
左
ノ
図
ヲ
カ
ゝ
ケ
テ
、
我
敵
ト
ス
ル
所
、
獨
（
八
頁
）
リ
耶
蘇
教
ノ
ミ
ニ
非
ル
所
以
ヲ
示
サ

ン
」

仏
教
―
各
宗
―
各
派
―
各
寺
―
各
僧

宗
教

�������
儒
教
及
其
他

教
学
大
系

�����������
非
宗
教

第
一
敵

非
宗
教
即
理
学
哲
学
其
他
総
テ
宗
教
ヲ
駁
ス
ル
者

第
二
敵

耶
蘇
教
回
教
猶
太
教
儒
教
神
教
ノ
類

第
三
敵

他
宗
即
八
宗
中
自
宗
ノ
外
ノ
諸
宗
ヲ
云
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第
四
敵

他
派
即
一
宗
中
自
派
ノ
外
ノ
諸
派
ヲ
云

第
五
敵

他
寺
即
各
寺
中
自
院
ノ
外
ノ
諸
寺
ヲ
云

第
六
敵

他
僧
即
僧
侶
中
自
身
ノ
外
ノ
衆
僧
ヲ
云

自
己
一
人
ヨ
リ
之
ヲ
見
レ
ハ
世
界
皆
敵
ナ
ラ
サ
ル
ハ
ナ
シ
云
々

詰
曰
、
非
宗
教
者
、
耶
蘇
教
者
ハ
、
仏
敵
ト
称
ス
ル
モ
宜
也
。
他
宗
ノ
如
キ
（
九
頁
）
ハ
一
乗
三
乗
、
真
実
方
便
、
聖
道
浄
土
等
ノ
争

ハ
ア
リ
ト
雖
モ
、
共
ニ
仏
教
ナ
レ
ハ
、
仏
敵
ニ
ハ
非
ル
へ
シ
。
他
派
ノ
如
キ
ニ
至
テ
ハ
、
鼻
祖
ハ
同
一
ニ
シ
テ
其
原
教
ニ
異
義
ナ
ケ
レ

ハ
、
敵
卜
称
ス
へ
キ
者
更
ニ
ナ
シ
。
又
派
内
他
寺
ノ
如
キ
ニ
至
テ
ハ
、
教
法
ニ
就
テ
敵
卜
称
ス
へ
キ
モ
ノ
、
秋
毫
モ
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
。

又
一
寺
内
ニ
於
テ
、
自
己
ノ
一
身
ヲ
除
ク
ノ
外
、
敵
ナ
ラ
サ
ル
ハ
ナ
シ
ト
ハ
何
ノ
謂
ソ
ヤ
。
狂
省
ノ
憑
狐
ト
ハ
、
汝
カ
コ
ト
ナ
ル
へ
シ
。

汝
カ
云
、
第
一
敵
第
二
敵
卜
云
モ
ノ
ハ
、
仏
敵
ト
ス
ル
モ
然
ル
ヘ
シ
。
其
仏
敵
ノ
敵
ノ
字
ヲ
履
テ
、
第
三
第
四
等
卜
次
第
シ
テ
、
仏
法

中
ノ
他
宗
他
派
等
ヲ
仏
敵
ト
名
ク
ル
ハ
何
事
ソ
ヤ
。
況
ヤ
、
汝
カ
第
五
敵
第
六
敵
ト
名
ク
ル
モ
ノ
、
一
派
中
ノ
如
法
修
行
ノ
者
ニ
シ
テ
、

同
一
念
仏
無
別
道
故
ノ
行
者
也
、
如
何
ソ
仏
ニ
敵
ス
ル
コ
ト
ア
ラ
ン
。
汝
、
漫
ニ
仏
教
ニ
六
種
ヲ
立
ル
ハ
愚
モ
亦
甚
シ
。
余
、
斯
魔
説

ヲ
見
テ
黙
ス
（
一
〇
頁
）
ル
コ
ト
能
ハ
ス
。
聊
カ
其
非
ヲ
挙
テ
比
評
ヲ
下
シ
、
看
客
諸
彦
ノ
参
考
ニ
備
ル
ト
コ
ロ
也
。
此
外
真
理
ヲ
失

フ
モ
ノ
居
多
、
次
編
ニ
之
ヲ
詳
ニ
セ
ン
。


