
﹇
特
別
講
演
﹈ 礎

い
し
ず
え

と
し
て
の
聖
教
 

　││
聖
典
英
訳
か
ら
学
ん
だ
こ
と
││
 本

願
寺
派
勧
学
寮
頭

　
徳
　
永
　
一
　
道
 

『
英
訳
浄
土
真
宗
聖
典
』
の
刊
行
 

失
礼
し
ま
す
。
徳
永
一
道
と
申
し
ま
す
。
今
日
は
、「
礎

い
し
ず
え
と
し
て
の
聖
教
│
聖
典
英
訳
か
ら
学
ん
だ
こ
と
│
」
と
い
う
講
題
で
お
話

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。「
聖
典
英
訳
か
ら
学
ん
だ
こ
と
」
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
付
い
て
い
ま
す
が
、
私
は
、
本
願
寺
の
「
国
際

セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
海
外
に
対
し
て
浄
土
真
宗
の
教
え
を
伝
え
る
機
関
で
、
長
ら
く
聖
典
の
英
訳
の
事
業
に
携
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
海

外
に
浄
土
真
宗
の
教
え
を
伝
え
る
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
お
聖
教
の
外
国
語
訳
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
本
願
寺
は
明
治
二
十
二
年

に
ハ
ワ
イ
に
進
出
し
て
、
そ
の
後
百
年
以
上
を
か
け
て
、
ア
メ
リ
カ
本
土
、
カ
ナ
ダ
、
そ
し
て
南
米
、
今
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
、
ネ
パ
ー
ル
な
ど
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
そ
の
開
教
区
・
開
教
地
を
広
げ
て
い
ま
す
。 

外
国
に
浄
土
真
宗
の
教
え
を
伝
え
る
に
は
、
よ
く
ご
理
解
の
よ
う
に
日
本
語
で
は
駄
目
で
す
ね
。
教
え
を
伝
え
る
国
で
話
さ
れ
る
言

葉
を
も
っ
て
伝
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
は
当
然
で
す
。
と
こ
ろ
が
世
界
に
は
い
ろ
ん
な
国
が
あ
っ
て
、
そ
し
て

言
葉
も
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
国
に
合
わ
せ
た
言
葉
で
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
は
至
難
の
業
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で
、
は
っ
き
り
言
っ
て
そ
れ
は
不
可
能
だ
と
い
っ
て
も
い
い
ぐ
ら
い
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
な
ら
フ
ラ
ン
ス
語
で
、
ド
イ
ツ
な
ら
ド
イ
ツ
語

で
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な
ら
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
で
、
あ
る
い
は
ア
ジ
ア
の
諸
国
な
ら
ア
ジ
ア
の
国
の
言
葉
で
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
そ
れ
だ
け
多
く
の
言
語
に
よ
る
翻
訳
は
と
て
も
で
き
な
い
の
で
、
便
宜
的
に
英
語
を
共
通
語
・
国
際
語
と
見
な
し
て
、
つ
ま
り
英

語
が
い
ち
ば
ん
世
界
的
に
広
く
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
だ
と
い
う
前
提
の
下
で
、
英
語
に
よ
る
聖
典
翻
訳
の
事
業
が
は
じ
ま
っ
た
わ
け
で

す
。
そ
う
い
う
聖
典
の
翻
訳
の
事
業
に
着
手
し
た
の
は
、
浄
土
真
宗
の
流
れ
を
汲
む
宗
派
で
は
、
私
ど
も
の
本
願
寺
派
が
初
め
て
で
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
私
ど
も
の
宗
門
の
歴
史
に
は
、
い
ち
ば
ん
最
初
は
ハ
ワ
イ
、
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
と
か
カ
ナ
ダ

と
か
、
そ
う
し
た
国
々
へ
、
日
本
の
浄
土
真
宗
の
門
徒
の
人
た
ち
が
た
く
さ
ん
移
民
し
て
い
か
れ
た
、
そ
う
い
う
人
た
ち
の
所
に
開
教

し
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
か
ら
で
す
。 

例
え
ば
、
ハ
ワ
イ
で
し
た
ら
広
島
の
門
徒
の
人
た
ち
が
非
常
に
多
か
っ
た
わ
け
で
す
。
特
に
広
島
の
門
徒
の
方
た
ち
を
「
安
芸
門

徒
」
と
言
い
ま
す
が
、
ハ
ワ
イ
に
移
民
し
た
日
本
人
で
は
安
芸
門
徒
が
多
か
っ
た
の
で
す
。
カ
ナ
ダ
に
は
和
歌
山
か
ら
移
民
し
て
い
っ

た
人
た
ち
が
多
い
で
す
ね
。
ど
ち
ら
も
浄
土
真
宗
の
盛
ん
な
土
地
柄
で
あ
り
ま
し
て
、
向
こ
う
へ
移
住
し
て
い
か
れ
た
人
た
ち
は
、
ど

う
し
て
も
ふ
る
さ
と
の
お
寺
が
恋
し
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
い
う
人
た
ち
の
要
請
に
よ
っ
て
、
本
願
寺
が
そ
の
移
住
先
の
国
々

へ
出
向
い
て
い
っ
た
と
い
う
の
が
開
教
の
始
ま
り
で
す
。 

最
初
は
、
ハ
ワ
イ
の
場
合
だ
っ
た
ら
、
広
島
の
安
芸
門
徒
の
人
た
ち
が
多
い
の
で
、
広
島
の
人
た
ち
が
本
願
寺
に
お
寺
を
つ
く
っ
て

く
れ
と
頼
ん
で
き
た
し
、
カ
ナ
ダ
の
場
合
だ
っ
た
ら
、
和
歌
山
の
人
た
ち
が
多
か
っ
た
そ
う
で
す
か
ら
、
和
歌
山
の
人
た
ち
が
本
願
寺

に
お
寺
を
つ
く
っ
て
く
れ
と
要
請
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
海
外
開
教
が
始
ま
っ

た
わ
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
か
ら
移
住
し
た
方
た
ち
と
そ
の
家
族
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
日
系
人
を
対
象
に
開
教
が
行
わ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
今
で
は
そ
う
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
脱
却
し
ま
し
て
、
非
日
系
人
、
日
系
人
以
外
の
人
た
ち
が
親
鸞
聖
人
の
教
え
に
興
味

を
持
っ
て
、
そ
れ
で
教
え
を
求
め
る
と
い
う
人
た
ち
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
そ
う
し
ま
す
と
、
そ
う
い
う
特
殊
な
、
特
殊
な
と
い
う
よ

10
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り
一
地
方
の
日
本
の
出
身
の
人
た
ち
だ
け
で
は
な
し
に
、
現
在
は
、
世
界
中
の
人
を
対
象
に
し
た
教
え
の
説
き
方
を
し
な
け
れ
ば
い
け

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
言
葉
と
い
う
も
の
は
世
界
各
国
で
い
ろ
い
ろ
違
う
ん
で
す
け
ど
も
、
私
ど
も
の
宗
門
に

は
そ
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
る
だ
け
の
能
力
が
ま
だ
足
り
な
い
と
い
う
事
実
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
英
語
を
世
界
共
通
語
と
見
な
し
て
、

そ
れ
で
お
茶
を
濁
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
状
態
で
す
。
そ
れ
で
も
他
の
仏
教
教
団
よ
り
は
ず
っ
と
進
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど

も
。 と

に
か
く
そ
う
い
う
事
情
が
あ
り
ま
し
て
、
英
語
で
も
っ
て
の
開
教
が
中
心
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
英
語
で
す
。
本

当
は
ド
イ
ツ
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
で
も
翻
訳
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
事
実
は
そ
れ
だ
け
の
能
力
が
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
こ
で
そ
の
英
語
で
の
伝
道
の
た
め
の
お
聖
教
と
い
う
の
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。 

本
願
寺
国
際
セ
ン
タ
ー
で
は
、『
英
訳
浄
土
真
宗
聖
典
』
と
い
う
聖
典
英
訳
の
仕
事
を
し
て
お
り
ま
し
て
、
私
は
そ
の
一
番
最
初
か

ら
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
も
う
四
十
五
年
ぐ
ら
い
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
英
語
で
す
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
だ
け
か
と
い
っ
た
ら
そ
ん
な
こ
と

は
な
い
の
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
そ
の
他
の
国
々
で
も
こ
の
英
訳
の
聖
典
で
我
慢
し
て
も
ら
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
英
語
を
世
界

共
通
語
と
見
な
し
て
、
そ
し
て
、
そ
の
英
語
を
も
っ
て
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
に
し
て
い
る
わ
け
で
す
。 

そ
う
い
う
経
験
か
ら
私
が
得
た
こ
と
を
、
皆
さ
ん
に
今
日
は
ち
ょ
っ
と
聞
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
お
手
元
に

渡
し
て
あ
る
資
料
（
12
頁
）
は
、
わ
れ
わ
れ
が
今
ま
で
行
っ
た
、
本
願
寺
国
際
セ
ン
タ
ー
『
英
訳
浄
土
真
宗
聖
典
』
と
い
う
出
版
物
の

一
覧
で
す
。 

最
初
に
英
訳
の
作
業
を
行
っ
た
の
は
親
鸞
聖
人
の
著
作
で
す
。
こ
れ
は
も
う
す
で
に
す
べ
て
英
語
に
訳
し
終
え
て
い
ま
す
。
そ
の
間

に
蓮
如
上
人
の
五
百
回
遠
忌
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
蓮
如
上
人
の
『
御
文
章
』
三
十
二
通
を
英
訳
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
エ
キ
ス
ト
ラ
な

仕
事
で
し
た
の
で
、
ま
た
親
鸞
聖
人
の
著
作
の
英
訳
に
戻
っ
て
、
親
鸞
聖
人
の
も
の
が
終
わ
り
ま
し
た
。
そ
の
後
は
親
鸞
聖
人
が
一
番

よ
り
ど
こ
ろ
と
さ
れ
た
「
浄
土
三
部
経
」
の
翻
訳
に
と
り
か
か
り
、
そ
れ
か
ら
七
高
僧
と
い
う
、
親
鸞
聖
人
が
浄
土
教
の
教
え
の
祖
師
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12

礎としての聖教

英文浄土真宗聖典翻訳事業について 
Shin Buddhism Translation Series 

1974    （昭和49年）準備作業開始 
1978    （昭和53年）正式に発足（即如上人伝灯奉告法要を記念して） 
              Letters of Shinran（英訳『末灯鈔』） 
1979      Notes on 'Essentials of Faith Alone'（英訳『唯信鈔文意』） 
1980      Notes on 'Once-Calling and Many-Calling'（英訳『一念多念文意』） 
1981      Notes on the Inscriptions on Sacred Scrolls（英訳『尊号真像銘文』） 
1982      Passages on the Pure Land Way（英訳『浄土文類聚鈔』） 
1983      The True Teaching, Practice, and Realization of the Pure Land Way 
              Volume I, Chapter on Teaching and Practice（英訳『教行信証』

教巻・行巻） 
1985      Volume II, Chapter on Shinjin（同、信巻） 
1987      Volume III, Chapters on Realization The True Buddha and Land

（同、証・真仏土巻） 
1990      Volume IV, Chapter on Transformed Buddha-Bodies and Lands

（同、化身土巻） 
1991      Hymns of the Pure Land（英訳『浄土和讃』） 
1992      Hymns of the Pure Land Masters（英訳『高僧和讃』） 
1993      Hymns of the Dharma-Ages（英訳『正像末和讃』） 
1995      A Record in Lament of Divergences（英訳『歎異抄』） 

↓ 
以上の英訳宗祖聖教を合冊して、『浄土三経往生文類』や『如来二種廻向

文』・『弥陀如来名号徳』等の宗祖の他の著作の英訳を加えて、 
1997      The Collected Works of Shinran（英訳親鸞聖人著作集）刊行 
              Volume I, The Writings 
              Volume II, Introductions, Glossaries, and Reading Aids 
2000      Letters of Rennyo（英訳『御文章』、蓮如上人五百回御遠忌記念←

番外） 
2002      The Three Pure Land Sutras（英訳浄土三部経） 
              Volume I, The Amida Sutra and the Contemplation Sutra, 2003

（英訳『阿弥陀経』・『観無量寿経』） 
              Volume II, The Sutra on the Buddha of Immeasurable Life, 2009

（英訳『無量寿経』） 
2012      The Pure Land Writings（七高僧著作） 
              Volume I, The Indian Masters（龍樹『易行品』・『十二礼』、天親

『浄土論』） 
              Volume II, The Chinese Masters, Part 1.（曇鸞『浄土論註』） 

を刊行し、現在はThe Chinese Masters, Part 2.（道綽『安楽集』）の英訳作業
中である。



と
仰
が
れ
た
龍
樹
菩
薩
か
ら
始
ま
っ
て
法
然
聖
人
に
至
る
七
人
の
高
僧
方
の
著
作
を
英
語
に
訳
す
と
い
う
仕
事
に
入
り
ま
し
た
。 

現
在
は
中
国
の
道
綽
禅
師
の
『
安
楽
集
』
と
い
う
有
名
な
聖
教
を
翻
訳
し
て
い
ま
す
。
そ
の
前
の
曇
鸞
大
師
の
『
浄
土
論
註
』
は
、

も
う
す
で
に
済
み
ま
し
た
。
こ
れ
は
七
年
半
か
か
り
ま
し
た
。
ず
い
ぶ
ん
時
間
が
か
か
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、『
浄
土
論
註
』
と
い
う

の
は
大
部
で
す
し
、
し
か
も
思
想
が
非
常
に
難
し
い
と
い
う
の
で
ず
い
ぶ
ん
て
こ
ず
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
す
で
に
も
う
出
版
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
今
は
そ
の
次
の
七
高
僧
の
道
綽
禅
師
の
『
安
楽
集
』
と
い
う
著
作
の
英
訳
の
最
中
で
す
。 

英
文
翻
訳
の
難
し
さ
 

お
聖
教
を
英
語
に
訳
す
の
は
、
縦
に
書
い
た
も
の
を
横
に
直
し
た
ら
い
い
だ
け
で
は
な
い
か
と
い
う
と
、
そ
う
は
い
か
な
い
ん
で

す
。
そ
れ
は
お
聖
教
に
限
ら
ず
、
日
本
語
一
般
に
通
じ
て
言
え
る
こ
と
で
す
。 

例
え
ば
「
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
言
葉
は
英
語
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
あ
り
が
と
う
」
は
Thank you.で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
で
は
な
い
ん
で
す
。「
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
の
は
、
漢
字
で
書
く
と
「
有
る
こ
と
が
難
し
い
」
で
す
ね
。

あ
な
た
が
私
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
ご
親
切
は
有
る
こ
と
が
難
し
い
、
つ
ま
り
、
そ
の
辺
に
転
が
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
、
め

っ
た
に
な
い
ほ
ど
貴
重
な
も
の
だ
と
い
う
の
で
感
謝
に
な
る
の
で
す
。「
あ
り
が
と
う
」
に
は
、「
あ
な
た
の
ご
親
切
」
と
い
う
主
語
が

隠
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
あ
な
た
の
ご
親
切
は
有
り
難
い
、
有
る
こ
と
が
難
し
い
、
め
っ
た
に
な
い
と
い
う
そ
う
い
う
意
味
で
す
ね
。

一
方
で
英
語
の
Thank you
は
、「
私
は
あ
な
た
に
感
謝
し
ま
す
」
と
い
う
意
味
で
す
。
英
語
に
は
、「
私
は
」
と
い
う
主
語
が
隠
れ

て
い
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
語
の
「
あ
り
が
と
う
」
に
は
、「
私
」
は
ど
こ
に
も
な
い
の
で
す
。
す
る
と
両
者
は
全
然
違
う
で

は
な
い
で
す
か
。 

そ
れ
か
ら
「
さ
よ
う
な
ら
」
と
い
う
英
語
も
あ
り
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
は
、「
さ
よ
う
な
ら
」
を
Good-bye
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
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る
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、「
さ
よ
う
な
ら
」
と
い
う
英
語
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
さ
よ
う
な
ら
」
は
、
Good-bye
で
は
な
い
。
Good-

bye
と
い
う
の
は
、「
神
さ
ま
と
一
緒
に
行
き
な
さ
い
」
と
い
う
意
味
で
す
よ
。
と
こ
ろ
が
「
さ
よ
う
な
ら
」
も
Good-bye
も
、
た

ま
た
ま
お
互
い
が
お
別
れ
す
る
状
況
で
使
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
本
来
は
、
英
語
と
日
本
語
と
で
は
そ
の
意
味
内
容
が
ま
っ
た
く

違
う
の
で
す
。 

そ
う
い
う
簡
単
な
日
常
語
で
も
根
本
的
な
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
ま
す
と
、
仏
典
を
英
語
に
翻
訳
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
こ
れ
は
不
可
能
で
す
ね
。
そ
れ
ぐ
ら
い
難
し
い
。
全
然
発
想
が
違
う
わ
け
で
す
か
ら
ね
。
そ
の
辺
が
い
ち
ば
ん
苦
労
す
る
と
こ
ろ

な
の
で
す
。
翻
訳
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
い
ち
ば
ん
大
事
な
こ
と
は
、
も
の
の
考
え
方
が
違
う
、
言
い
換
え
た
ら
、
世
界
の
捉
え
方
が

違
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
根
本
的
に
違
う
も
の
で
す
か
ら
、
言
葉
を
置
き
換
え
た
と
こ
ろ
で
そ
の
違
い
が
出
る
わ
け
が
な
い
の

で
す
。 

さ
ら
に
例
を
あ
げ
ま
す
と
、「
向
こ
う
に
山
が
見
え
る
」
と
い
う
日
本
語
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
も
絶
対
に
英
語
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

「
そ
ん
な
の
は
簡
単
だ
。
う
ち
で
は
二
年
生
で
教
え
ま
す
よ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
た
中
学
校
の
先
生
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ

の
英
語
の
先
生
は
、「
I see a m
ountain over there」
と
言
っ
た
ん
で
す
が
、
違
い
ま
す
。「
向
こ
う
に
山
が
見
え
る
」
と
い
う
日

本
語
の
主
語
は
何
で
す
か
。
主
語
は
「
山
」
で
し
ょ
う
。
そ
う
で
す
ね
、
山
が
見
え
る
ん
で
す
。
I see a m
ountain
と
言
っ
た
時
は
、

「
私
」
が
見
る
ん
で
す
。
方
向
が
全
然
違
う
で
は
な
い
で
す
か
。
I see a m
ountain
と
い
う
の
は
、「
私
は
向
こ
う
の
山
を
見
て
い
る
」

と
い
う
意
味
で
す
。
そ
う
で
す
ね
。「
向
こ
う
に
山
が
見
え
る
」
と
い
う
こ
の
文
章
の
主
語
は
何
で
し
ょ
う
か
、
主
語
は
「
I」
で
す

か
。
で
は
な
い
で
す
ね
。「
向
こ
う
に
山
が
見
え
る
」
と
い
う
と
き
の
主
語
は
「
山
」
で
す
よ
。「
山
が
」
見
え
る
ん
で
す
。 

「
小
鳥
の
声
が
聞
こ
え
る
」
と
い
う
文
章
も
、
英
語
で
は
、
絶
対
に
翻
訳
で
き
な
い
も
の
で
す
。
英
語
で
は
「
私
は
小
鳥
の
声
を
聞

い
て
い
る
」
と
し
か
言
え
な
い
。「
私
」
と
い
う
も
の
は
な
い
の
に
、「
私
」
を
入
れ
な
け
れ
ば
文
章
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。
根
本
的
に
違
う
で
は
な
い
で
す
か
。 
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そ
う
し
ま
す
と
、
日
本
語
の
「
向
こ
う
に
山
が
見
え
る
」
に
し
て
も
「
小
鳥
の
声
が
聞
こ
え
る
」
に
し
て
も
、
こ
れ
は
他
力
的
発
想

か
ら
く
る
言
い
方
で
す
。「
他
力
」
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
発
生
し
て
く
る
ん
で
す
。「
私
」
は
要
ら
な
い
ん
で
す
。
山
が

先
に
あ
る
、
小
鳥
の
声
が
先
に
あ
る
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。
私
は
２
番
目
、
あ
る
い
は
ず
っ
と
も
っ
と
後
に
し
か
出
て
こ
な
い
と

い
う
こ
と
で
、
英
語
と
は
発
想
が
ま
っ
た
く
違
う
日
本
語
は
も
と
も
と
他
力
的
な
言
葉
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。 

そ
う
い
う
発
想
の
仕
方
が
ま
っ
た
く
違
う
と
い
う
こ
と
が
仏
典
の
英
訳
を
す
る
場
合
に
最
も
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
も
と
も
と
主
語

が
な
い
の
に
、
主
語
を
入
れ
な
け
れ
ば
英
語
に
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
。
こ
れ
が
一
番
大
き
な
問
題
な
ん
で
す
。
そ
う
い

う
世
界
の
捉
え
方
と
い
う
も
の
が
ま
っ
た
く
違
う
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
を
英
語
で
表
現
す
る
の
は
至
難
の
業
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ん

で
す
。 

そ
れ
は
、
日
本
人
の
発
想
の
仕
方
と
西
洋
の
発
想
の
仕
方
と
の
違
い
だ
と
言
っ
て
も
い
い
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を

意
識
し
ま
す
と
、
翻
訳
と
い
う
の
は
本
来
不
可
能
な
の
で
す
。
で
き
な
い
の
で
す
。
同
じ
よ
う
に
仏
典
を
、
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
な
ど

の
西
洋
語
に
訳
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
要
す
る
に
、
主
語
の
あ
る
文
化
と
主
語
の
な
い
文
化
の
違
い
と
い
う
決
定
的
な
違
い
で
す
。
そ

の
違
い
を
言
葉
で
つ
な
い
で
い
く
と
い
う
矛
盾
が
ど
う
し
て
も
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

そ
の
違
い
を
私
は
、「
自
己
否
定
の
文
化
」
と
「
自
己
主
張
の
文
化
」
の
違
い
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
日
本
の
文
化
は
、
自
己
否
定

の
文
化
で
す
ね
。
日
本
語
に
は
、「
I」
と
い
う
も
の
が
な
い
ん
で
す
。「
私
は
」
と
い
う
の
は
な
い
ん
で
す
。
そ
う
で
す
ね
。「
ど
こ
へ

行
く
ん
で
す
か
」、「
東
京
ま
で
」
と
、
こ
れ
で
会
話
が
成
り
立
ち
ま
す
。
英
語
で
は
絶
対
に
言
え
な
い
ん
で
す
。「
あ
な
た
は
ど
こ
へ

行
く
ん
で
す
か
」、
答
え
は
「
私
は
東
京
ま
で
行
き
ま
す
」
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
な
い
と
い
け
な
い
。
と
こ
ろ
が
日
本
語
は
そ
う
言
う

必
要
は
な
い
の
で
す
。「
ど
こ
へ
行
く
ん
で
す
か
」、「
東
京
ま
で
」
と
、「
私
」
が
な
く
て
も
、
ち
ゃ
ん
と
会
話
が
成
り
立
っ
て
い
る
と

い
う
、
自
己
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
決
定
的
な
違
い
と
い
う
も
の
が
言
葉
に
表
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

一
つ
だ
け
皆
さ
ん
方
も
覚
え
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。「
あ
り
が
と
う
」
は
Thank you.で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
あ
り
が
と
う
」
の
主
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語
は
、「
あ
な
た
の
ご
親
切
」
で
す
。
そ
う
で
す
ね
。
こ
れ
に
対
し
て
Thank you
の
隠
さ
れ
た
主
語
は
「
I」
で
す
ね
。「
私
」
で

す
。
決
定
的
な
違
い
で
す
。
そ
れ
を
何
と
か
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
せ
て
仏
教
で
「
会え

通つ
う

」
と
言
い
ま
す
け
ど
、
筋
を
通
し
て
い
る
だ
け
の

話
で
あ
っ
て
、
意
味
内
容
は
ま
っ
た
く
違
う
と
い
う
こ
と
で
す
。 

世
界
の
捉
え
方
の
根
本
的
な
相
違
 

私
は
京
都
女
子
大
学
で
三
十
数
年
、
仏
教
や
親
鸞
聖
人
の
思
想
を
教
え
ま
し
た
。
仏
と
も
法
と
も
わ
き
ま
え
も
な
い
学
生
た
ち
に
仏

教
や
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
伝
え
る
の
は
、
こ
れ
は
至
難
の
業
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
手
を
使
っ
て
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
い
う
の
で
、
い
ろ
い
ろ
工
夫
し
た
わ
け
で
す
。 

そ
の
一
つ
に
、
松
尾
芭
蕉
の
、 

よ
く
見
れ
ば
　
薺
花
咲
く
　
垣
根
か
な
 

と
い
う
句
と
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
状
景
を
歌
っ
た
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
テ
ニ
ス
ン
と
い
う
十
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
有
名
な
詩
人
の
詩

を
取
り
上
げ
て
、
東、
洋、
と、
西、
洋、
の、
世、
界、
の、
捉、
え、
方、
の、
違、
い、
を
説
明
し
た
鈴
木
大
拙
先
生
の
文
章
を
借
用
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
テ
ニ

ス
ン
の
詩
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
れ
は
、 

Flow
er in the crannied w
all, 

I pluck you out of the crannies;│
 

H
old you here, root and all, in m
y hand, 

Little flow
er, but if I could understand 

W
hat you are, root and all, and all in all, 
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I should know
 w
hat God and m
an is. 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Alfred Tennyson　
1809-92 

塀
の
割
れ
目
に
咲
く
花
よ
 

私
は
お
ま
え
を
 

こ
こ
に
持
っ
て
い
る
　
根
こ
そ
ぎ
私
の
手
の
中
に
持
っ
て
い
る
 

小
さ
い
花
よ
、
し
か
し
、
も
し
お
ま
え
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
た
ら
 

お
ま
え
の
何
で
あ
る
か
、
そ
の
根
こ
そ
ぎ
か
ら
す
べ
て
を
 

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
た
ら
 

私
に
は
わ
か
る
だ
ろ
う
 

神
と
人
間
の
何
で
あ
る
か
が
 

と
い
う
詩
な
の
で
す
が
、「
塀
の
割
れ
目
に
咲
く
花
よ
」、
で
す
か
ら
、
ま
ず
花
に
語
り
か
け
る
こ
と
か
ら
そ
の
状
景
が
察
せ
ら
れ
ま

す
。
２
行
目
は
「
私
は
お
ま
え
を
」
で
す
か
ら
、
そ
の
花
の
こ
と
を
You
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。「
お
ま
え
を
、
そ
の
割
れ
目
か
ら

引
き
抜
い
た
」
と
言
う
ん
で
す
。
そ
れ
で
、「
こ
こ
に
持
っ
て
い
る
」、
手
に
持
っ
て
い
る
と
言
う
、
根
こ
そ
ぎ
持
っ
て
い
る
と
書
い
て

い
ま
す
。
root and allと
、「
根
こ
そ
ぎ
私
の
手
の
中
に
持
っ
て
い
る
」
と
。
塀
の
割
れ
目
に
花
が
咲
い
て
い
る
、
そ
れ
を
こ
の
テ
ニ

ス
ン
は
引
き
抜
い
て
手
に
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。 

そ
し
て
、
そ
の
花
に
い
と
お
し
げ
に
語
り
か
け
て
い
る
の
で
す
。「
小
さ
い
花
よ
、
し
か
し
、
も
し
自
分
が
お
ま
え
を
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
た
と
し
た
ら
、
お
ま
え
の
何
で
あ
る
か
を
」
と
、
４
行
目
が
そ
う
で
す
。
５
行
目
も
そ
う
で
す
。「
根
こ
そ
ぎ
を
全
て
を
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
た
ら
、
私
は
知
る
で
あ
ろ
う
」
と
。
何
を
知
る
か
と
、「
神
と
人
間
の
何
で
あ
る
か
を
」
と
、
神
と
人
間

の
関
係
が
分
か
る
だ
ろ
う
と
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。 
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ず
い
ぶ
ん
理
屈
っ
ぽ
い
で
す
ね
、
ど
う
で
す
か
。
小
さ
い
花
に
世
界
と
い
う
も
の
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
。
神
と
人
間
と
の
関
係
と

い
う
も
の
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
が
テ
ニ
ス
ン
の
詩
で
す
。
芭
蕉
の
場
合
は
、「
よ
く
見
れ
ば
　
薺
花
咲
く
　
垣
根
か
な
」
と

言
っ
て
、
こ
れ
だ
け
で
す
。
両
者
と
も
に
同
じ
よ
う
な
状
況
を
歌
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
詩
な
ん
で
す
が
、
発
想
が
ま
っ
た
く
違
い
ま

す
ね
。
芭
蕉
は
「
よ
く
見
れ
ば
　
薺
花
咲
く
　
垣
根
か
な
」
と
だ
け
い
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
の
主
語
は
薺
で
す
。
い
わ
ゆ
る
ぺ

ん
ぺ
ん
草
で
す
ね
。
ぺ
ん
ぺ
ん
草
が
咲
い
て
い
る
と
い
う
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
状
況
を
う
た
っ
た
も
の
で
す
。 

一
方
、
テ
ニ
ス
ン
の
詩
は
い
ろ
い
ろ
分
析
し
て
い
ま
す
。
小
さ
い
花
を
見
て
。
世
界
の
何
た
る
か
が
分
か
る
と
い
う
、
こ
こ
ま
で
分

析
し
て
し
ま
う
。
こ
の
両
者
の
決
定
的
な
違
い
が
お
分
か
り
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
私
が
見
つ
け
出
し
た
例
で
は
な
く
て
、
鈴
木
大
拙

先
生
が
用
い
ら
れ
た
例
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
借
用
し
て
い
る
だ
け
な
ん
で
す
。
こ
の
、「
よ
く
見
れ
ば
　
薺
花
咲
く
　
垣
根
か
な
」
と
、

そ
れ
か
ら
、
次
の
テ
ニ
ス
ン
の
詩
と
比
べ
て
ご
覧
に
な
っ
た
ら
、
世
界
の
捉
え
方
と
い
う
の
が
ま
っ
た
く
違
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
言

っ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
東
洋
と
西
洋
の
世
界
観
の
違
い
だ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。 

こ
の
東
洋
的
な
も
の
の
見
方
、
す
な
わ
ち
世
界
の
捉
え
方
が
、
浄
土
真
宗
の
教
え
に
も
ち
ゃ
ん
と
反
映
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ

れ
を
今
日
は
分
か
っ
て
い
た
だ
き
た
く
て
、
こ
の
二
つ
の
詩
の
比
較
を
前
提
と
し
て
お
話
し
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
浄
土
真
宗

の
「
他
力
」
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
基
盤
の
上
に
成
立
す
る
の
で
す
。「
私
」
が
先
に
立
っ
た
ら
「
他
力
」
は
成
立
し
な
い
。
言
い

代
え
れ
ば
、「
私
」
が
中
心
に
な
れ
ば
阿
弥
陀
さ
ま
は
隠
れ
て
し
ま
う
ん
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
う
い
う
大
き

な
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

「
向
こ
う
に
山
が
見
え
る
」
と
い
う
、
こ
れ
は
日
本
語
で
は
ご
く
普
通
の
言
い
方
で
す
。「
小
鳥
の
声
が
聞
こ
え
る
、
小
鳥
の
さ
え
ず

り
が
聞
こ
え
る
」
と
い
う
の
も
ご
く
普
通
の
日
本
語
で
、
こ
れ
を
英
語
に
訳
せ
ば
、
先
に
言
っ
た
よ
う
な
英
語
に
な
り
ま
す
。
ご
く
簡

単
な
英
語
で
す
ね
。
し
か
し
、
こ
の
両
者
は
ま
っ
た
く
違
う
ん
で
す
。
中
学
校
の
英
語
で
は
こ
の
両
者
が
同
じ
だ
と
言
っ
て
も
合
格
で

し
ょ
う
。
だ
け
ど
、
私
か
ら
言
わ
せ
れ
ば
そ
れ
は
「
訳
」
で
は
な
い
の
で
す
。 
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そ
う
し
た
ら
ど
う
訳
す
の
か
。
こ
れ
は
「
訳
せ
ま
せ
ん
」
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。「
向
こ
う
に
山
が
見
え
る
」
と
い
う
日
本
語

は
、
絶
対
に
英
語
に
は
訳
せ
ま
せ
ん
と
い
う
こ
と
で
す
。
見
て
い
る
の
は
私
な
の
に
、
主
語
は
「
山
」
で
し
ょ
う
。
皆
さ
ん
ど
う
で
す

か
、「
向
こ
う
に
山
が
見
え
る
」
と
い
う
の
は
、
山
が
見
え
る
ん
で
す
。
そ
う
し
た
ら
主
語
が
「
山
」
で
す
。「
小
鳥
の
さ
え
ず
り
」
と

い
う
の
は
、「
小
鳥
の
さ
え
ず
り
」
が
主
語
で
あ
っ
て
、「
聞
こ
え
る
」
は
そ
の
動
詞
で
す
が
、
聞
い
て
い
る
の
は
小
鳥
で
は
な
く
て

「
私
」
で
す
か
ら
、
英
語
に
訳
す
と
「
I」
が
ど
う
し
て
も
出
て
く
る
の
で
す
。 

と
こ
ろ
が
、
元
の
日
本
語
に
は
、
ま
っ
た
く
「
I」
が
な
い
で
は
な
い
で
す
か
。
な
い
の
に
「
I」
を
入
れ
な
け
れ
ば
英
語
に
は
訳
せ

な
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
決
定
的
な
違
い
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
わ
れ
わ
れ
は
今
、
西
洋
文
化
と
い
う
も
の
、
西
洋

的
発
想
と
い
う
も
の
に
も
う
慣
れ
切
っ
て
し
ま
っ
て
、
な
ん
の
疑
問
も
感
じ
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
。
実
を
言
う
と
そ
こ
に
根
本
的

な
、
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
今
日
は
お
分
か
り
願
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。 

そ
う
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
な
い
と
、
親
鸞
聖
人
の
救
い
の
理
念
と
い
う
の
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
他
力
の
救
い
と
い
う
の
は
分

か
ら
な
い
ん
で
す
。「
私
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
ら
、
他
力
の
救
い
と
い
う
も
の
は
成
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
そ
う
い

う
こ
と
を
お
分
か
り
い
た
だ
き
た
く
て
、
こ
れ
を
書
い
た
わ
け
で
す
。「
私
」
と
い
う
も
の
は
二
の
次
で
あ
っ
て
「
世
界
」
が
先
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

如
実
知
見
 

次
に
「
如
実
知
見
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
る
有
名
な
仏
教
学
者
の
先
生
、
鈴
木
大
拙
先
生
の
こ
と
な
ん
で
す
け
ど
、「
仏
教

を
一
言
で
言
っ
た
ら
な
ん
で
す
か
」
と
問
わ
れ
た
と
き
に
、
そ
の
先
生
は
、「
如
実
知
見
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
そ
う
で
す
。 

私
が
大
変
尊
敬
し
て
い
た
先
生
に
、
長
尾
雅
人
と
い
う
京
都
大
学
の
仏
教
学
の
教
授
を
な
さ
っ
た
先
生
が
お
ら
れ
ま
す
。
長
尾
先
生
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も
仏
教
を
一
言
で
言
え
ば
、「
如
実
知
見
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
鈴
木
先
生
と
同
じ
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。「
如
実
知

見
」
と
い
う
の
は
、
も
の
を
あ
る
が
ま
ま
に
見
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
も
の
の
あ
る
が
ま
ま
の
と
こ
ろ
に
真
実
が
あ
る
、
究
極

的
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
何
か
特
殊
な
と
こ
ろ
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
、
現
実
か
ら
懸
け
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
わ
け
で

は
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
。
も
の
の
あ
る
が
ま
ま
、
そ
れ
が
真
実
で
あ
る
と
い
う
、
こ
れ
は
仏
教
に
一
貫
し
た
も
の
の
見
方
な
ん
で

す
。
そ
れ
は
、
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
が
、「
向
こ
う
に
山
が
見
え
る
」
と
同
じ
こ
と
で
す
よ
。
山
が
「
見
え
る
」
と
い
う
こ
の
事
実
そ

の
も
の
が
、
こ
れ
が
究
極
的
な
事
実
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
何
も
付
け
加
え
る
必
要
は
な
い
。「
私
は
見
て
い
る
」
と
、「
私
」
を
付
け
加

え
る
必
要
は
な
い
。
そ
う
で
す
ね
。「
山
が
見
え
る
」、
こ
れ
は
「
山
」
が
主
語
で
あ
っ
て
、
そ
の
見
え
て
い
る
相

す
が
た
そ
の
も
の
が
究
極
的

な
あ
り
よ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
何
も
付
け
加
え
る
必
要
は
な
い
、
何
も
差
し
引
く
必
要
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
仏
教
の
究

極
的
な
真
理
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
ぜ
ひ
と
も
お
分
か
り
い
た
だ
き
た
い
。 

親
鸞
聖
人
の
救
い
も
同
じ
こ
と
で
す
。
親
鸞
聖
人
の
救
い
は
、「
そ
の
ま
ま
の
救
い
」
と
い
わ
れ
ま
す
。
阿
弥
陀
さ
ま
は
、「
そ
の
ま

ま
で
い
い
」
と
お
っ
し
ゃ
る
。
だ
か
ら
私
は
「
こ
の
ま
ま
」
で
い
い
ん
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。
阿
弥
陀
さ
ま
は
、「
そ
の
ま

ま
で
い
い
、
そ
の
ま
ま
来
な
さ
い
」
と
お
っ
し
ゃ
る
。
そ
れ
が
南
無
阿
弥
陀
仏
の
す
が
た
で
す
。 

と
こ
ろ
が
わ
れ
わ
れ
は
、「
あ
あ
、
そ
う
で
す
か
、
こ
の
ま
ま
で
す
ね
」
と
念
を
押
し
た
く
な
る
、
こ
れ
が
問
題
な
の
で
す
。
お
分

か
り
で
し
ょ
う
か
、
私
の
言
っ
て
い
る
こ
と
が
。
阿
弥
陀
さ
ま
は
「
そ
の
ま
ま
で
い
い
」
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
な
ら
も
う
そ
こ
に
何
か

を
加
え
る
必
要
は
な
い
、
阿
弥
陀
さ
ま
に
念
を
押
す
必
要
も
な
い
と
い
う
の
が
浄
土
真
宗
の
救
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
あ

れ
こ
れ
と
理
屈
を
付
け
加
え
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。 

道
元
禅
師
に
も
こ
の
よ
う
な
発
想
に
も
と
づ
い
た
有
名
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、 

而
今
の
山
水
は
、
古
仏
の
道
現
成
な
り
。
と
も
に
法
位
に
住
し
て
、
究
尽
の
功
徳
を
成
ぜ
り
。
古
仏
い
は
く
、
山
是
山
、
水
是

水
。
こ
の
道
取
は
山
は
是
れ
山
と
い
ふ
に
あ
ら
ず
、
山
は
是
れ
山
と
い
ふ
な
り
。
 （
大
正
新
脩
大
蔵
経
八
十
二
巻
、
62
・
66
頁
） 
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冒
頭
の
「
而
今
の
山
水
は
、
古
仏
の
道
現
成
な
り
」
の
「
古
仏
」
と
い
う
の
は
本
当
の
ブ
ッ
ダ
と
い
う
こ
と
で
す
。
山
や
川
は
ほ
ん
と

う
の
ほ
と
け
さ
ま
の
悟
り
の
現
れ
で
あ
る
と
い
う
。「
と
も
に
法
位
に
住
し
て
、
究
尽
の
功
徳
を
成
ぜ
り
」
と
い
う
の
は
、
山
や
川
は

も
う
究
極
の
悟
り
の
位
に
達
し
て
い
て
、
尽
き
せ
ぬ
功
徳
を
持
っ
て
い
る
。
山
や
川
は
そ
の
あ
る
が
ま
ま
で
、
そ
れ
が
仏
の
功
徳
と
な

る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

「
古
仏
い
は
く
」
の
「
古
仏
」
と
い
う
の
は
、
永
遠
の
ほ
と
け
と
言
っ
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。
次
の
「
山
は
是
れ
山
、

水
は
是
れ
水
」
は
、「
山
は
そ
の
ま
ま
で
山
だ
、
水
は
そ
の
ま
ま
で
水
だ
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
水
と
い
う
の
は
川
の
こ
と
で
す
か

ら
、「
川
は
そ
の
ま
ま
で
川
だ
」
と
い
う
の
で
す
。「
こ
の
道
取
は
」
と
い
う
の
は
、「
こ
の
言
葉
の
意
味
は
」
と
い
う
こ
と
で
、「
山
は

是
れ
山
と
い
ふ
に
あ
ら
ず
、
山
は
是
れ
山
と
い
ふ
な
り
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
皆
さ
ん
こ
れ
は
お
分
か
り
で
し
ょ
う
か
。
ま
さ
し

く
い
わ
ゆ
る
禅
問
答
で
す
ね
。
先
に
「
山
は
山
だ
、
川
は
川
だ
」
と
言
い
、
そ
れ
は
「
あ
ん
た
が
あ
れ
は
山
だ
と
言
っ
た
か
ら
山
に
な

っ
た
わ
け
で
は
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
が
「
山
は
是
れ
山
と
い
ふ
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
で
す
。「
山

は
是
れ
山
と
い
ふ
な
り
」
と
い
う
の
は
「
山
は
も
と
も
と
山
な
ん
だ
、
あ
ん
た
が
山
と
い
う
よ
り
前
に
山
な
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
で
、

こ
れ
は
人
間
の
計
ら
い
と
い
う
も
の
を
一
切
否
定
し
た
と
こ
ろ
に
、
実
在
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
。 理

屈
を
加
え
て
山
が
山
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
山
も
川
も
悟
り
の
現
れ
な
ん
だ
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
。「
古
仏
の
道
」、「
道
」
と
い
う
の
は
悟
り
で
す
。
山
も
川
も
悟
り
が
現
れ
た
姿
で
あ
る
と
い
う
。
わ
れ
わ
れ
は
そ

れ
に
何
か
付
け
加
え
た
く
て
し
よ
う
が
な
い
。
山
を
見
た
ら
、
あ
の
山
は
ど
う
登
っ
た
ら
い
い
だ
ろ
う
か
と
か
、
あ
れ
を
開
発
し
た
ら

ど
れ
だ
け
の
価
格
で
売
れ
る
だ
ろ
う
か
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
ば
か
り
考
え
ま
す
ね
。 

そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
山
は
山
の
あ
る
が
ま
ま
で
、
こ
れ
で
行
き
着
い
て
い
る
ん
だ
と
い
う
。
も
う
す
で
に
到
達
し
て
い
る
。

こ
れ
は
裏
か
ら
い
え
ば
、
人
間
の
計
ら
い
と
い
う
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
人
間
と
い
う
の
は
、
あ
れ
こ
れ
、
ご
ち
ゃ
ご
ち
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ゃ
と
理
屈
ば
か
り
付
け
て
、
山
を
見
た
ら
そ
の
山
を
自
分
の
中
に
取
り
込
ん
で
、
い
ろ
ん
な
意
味
を
付
け
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、

「
あ
ん
た
が
意
味
付
け
す
る
以
前
か
ら
あ
れ
は
山
な
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
道
元
禅
師
の
お
っ
し
ゃ

り
た
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
と
私
は
思
い
ま
す
。 

次
の
言
葉
は
、
一
遍
上
人
の
も
の
で
す
。
一
遍
上
人
と
い
う
方
は
親
鸞
聖
人
か
ら
少
し
遅
れ
ま
す
が
、
時
代
が
ち
ょ
っ
と
重
な
り
ま

す
ね
。
二
十
年
ほ
ど
重
な
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
の
晩
年
に
生
ま
れ
た
お
方
で
あ
っ
て
、
同
じ
よ
う
に
浄
土
教
の
教
え
を
展
開
し
た
、
そ

う
い
う
お
方
で
す
。
フ
ル
ネ
ー
ム
は
一
遍
智
真
と
言
い
ま
す
が
、
こ
の
間
、
京
都
国
立
博
物
館
で
「
一
遍
展
」
が
あ
り
ま
し
た
。
私
は

何
度
も
見
に
行
き
ま
し
た
け
ど
、
実
に
一
遍
と
い
う
人
は
す
ご
い
お
方
で
す
ね
。
こ
の
一
遍
上
人
は
南
無
阿
弥
陀
仏
の
念
仏
を
究
極
の

も
の
と
し
た
お
方
で
す
か
ら
、
あ
る
意
味
で
親
鸞
聖
人
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
他
力
念
仏
の
系
譜
に
入
る
と
い
う
こ

と
で
す
。 

そ
の
一
遍
上
人
に
、「
よ
ろ
づ
生
き
と
し
生
け
る
も
の
、
山
河
草
木
、
ふ
く
風
た
つ
浪
の
音
ま
で
も
、
念
仏
な
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な

し
」（
大
乗
仏
典
21
、
法
然
・
一
遍
、
中
央
公
論
社
181
頁
）
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
、
山
河
草
木
、
ふ
く

風
た
つ
浪
の
音
」、
も
う
説
明
は
要
ら
な
い
で
す
ね
。
こ
の
世
界
に
起
こ
る
一
切
の
現
象
、
一
切
の
出
来
事
、
あ
る
い
は
一
切
の
も
の

が
、「
念
仏
な
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
」、
つ
ま
り
す
べ
て
ほ
と
け
さ
ま
の
声
だ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
究
極
的
な
も
の

の
現
れ
だ
と
。
そ
こ
に
人
間
の
計
ら
い
と
か
計
算
を
付
け
加
え
る
必
要
は
な
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。 

そ
の
い
ち
ば
ん
極
め
つ
け
と
し
て
私
が
い
つ
も
京
都
女
子
大
学
で
学
生
た
ち
に
説
明
し
た
、
一
つ
の
例
な
ん
で
す
け
ど
、「
荘
子
」

の
「
応
帝
王
篇
」
と
い
う
書
物
に
分
か
り
や
す
い
例
が
あ
り
ま
す
。
荘
子
と
い
う
方
は
皆
さ
ん
ご
存
じ
で
す
ね
。
中
国
の
有
名
な
思
想

家
で
す
。
老
荘
思
想
の
究
極
に
あ
る
人
で
す
。
老
子
、
荘
子
と
い
う
、
老
荘
思
想
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
非
常
に
仏
教
に
近
い
お
方
で

す
。 そ

の
老
子
の
「
応
帝
王
篇
」
に
分
か
り
や
す
い
例
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。 
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南
海
の
帝
を
儵し

ゅ
く
と
為
し
 

北
海
の
帝
を
忽こ

つ

と
為
し
 

中
央
の
帝
を
渾こ

ん

沌と
ん

と
為
す
 

儵
と
忽
と
、
時
に
相
与と

も

に
渾
沌
の
地
に
遇
う
 

渾
沌
こ
れ
を
待
つ
こ
と
甚
だ
善
し
 

儵
と
忽
と
、
渾
沌
の
徳
に
報
い
ん
こ
と
を
謀
り
て
曰
く
 

人
皆
七し

ち

竅
き
ょ
う
有
り
、
以
て
視し

聴
ち
ょ
う

食じ
き

息そ
く

す
 

此
れ
独
り
有
る
こ
と
無
し
 

こ
こ
ろ
み
に
之
を
鑿う

が

た
ん
 

日
に
一
竅
を
鑿
つ
 

七
日
に
し
て
渾
沌
死
す
 

「
南
海
の
帝
を
儵
と
為
し
」、
南
の
海
に
い
る
帝
王
を
儵
と
呼
ぶ
。「
北
海
の
帝
を
忽
と
為
し
」、
北
海
の
帝
王
を
忽
と
呼
ぶ
と
い
う
こ
と

で
す
。「
中
央
の
帝
を
混
沌
と
為
す
」、
南
と
北
の
海
に
挟
ま
れ
た
真
ん
中
の
海
の
帝
王
を
、
渾
沌
と
名
付
け
よ
う
と
い
う
わ
け
で
す
。

「
儵
と
忽
と
、
時
に
相
与
に
渾
沌
の
地
に
遇
う
」。
た
ま
た
ま
儵
と
忽
と
い
う
南
海
の
帝
王
と
北
海
の
帝
王
が
、
真
ん
中
の
渾
沌
と
い
う

帝
王
の
国
で
出
遇
っ
た
と
い
う
ん
で
す
ね
。 

「
渾
沌
こ
れ
を
待
つ
こ
と
甚
だ
善
し
」、
待
つ
と
い
う
の
は
歓
待
す
る
と
い
う
意
味
で
す
。
渾
沌
と
い
う
真
ん
中
の
帝
王
は
、
こ
の
二

人
の
帝
王
、
儵
と
忽
を
歓
迎
し
歓
待
し
た
。「
甚
だ
善
し
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
ず
い
ぶ
ん
歓
迎
し
た
わ
け
で
す
。「
よ
く
来
た
」
と
言

う
わ
け
で
す
ね
。「
儵
と
忽
と
、
渾
沌
の
徳
に
報
い
ん
こ
と
を
謀
り
て
曰
く
」、
こ
の
南
海
の
帝
王
と
北
海
の
帝
王
で
あ
る
儵
と
忽
は
、

そ
の
真
ん
中
の
渾
沌
と
い
う
帝
王
に
親
切
に
し
て
も
ら
っ
た
の
で
、
そ
の
親
切
に
お
返
し
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
そ
れ
で
「
謀
り
て
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曰
く
」、
二
人
で
相
談
し
た
と
い
う
ん
で
す
。 

「
人
皆
七
竅
有
り
、
以
て
視
聴
食
息
す
」、
人
間
は
み
ん
な
七
つ
の
く
ぼ
み
を
持
っ
て
い
る
。
竅
と
い
う
の
は
く
ぼ
み
、
穴
の
こ
と
で

す
。
七
つ
の
く
ぼ
み
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
も
っ
て
見
た
り
食
べ
た
り
、
見
た
り
聞
い
た
り
、
あ
る
い
は
食
べ
た
り
息
を
し
た
り
し

て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
顔
に
七
つ
の
穴
が
あ
る
、
そ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。 

「
此
れ
独
り
有
る
こ
と
無
し
」、「
此
れ
」
と
い
う
は
渾
沌
の
こ
と
で
す
。
真
ん
中
の
帝
王
の
渾
沌
だ
け
は
顔
が
な
か
っ
た
ん
で
す
。

要
す
る
に
目
鼻
が
な
か
っ
た
ん
で
す
。
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
渾
沌
、「
此
れ
独
り
有
る
こ
と
無
し
」、
儵
と
忽
は
ち
ゃ
ん

と
七
つ
の
目
鼻
を
持
っ
て
い
る
の
に
、
渾
沌
だ
け
は
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
の
顔
を
し
て
い
た
と
。 

そ
れ
で
、
歓
待
し
て
く
れ
た
お
礼
に
、「
こ
こ
ろ
み
に
之
を
鑿
た
ん
」、
親
切
に
し
て
く
れ
た
か
ら
、
お
礼
と
し
て
二
人
で
混
沌
に
目

鼻
を
付
け
て
や
ろ
う
と
。「
日
に
一
竅
を
鑿
つ
」、
そ
れ
で
一
日
に
一
つ
の
穴
を
付
け
る
、
右
の
目
か
ら
、
左
の
目
、
鼻
か
ら
、
口
か
ら

と
い
う
ふ
う
に
。
そ
し
て
、「
七
日
に
し
て
渾
沌
死
す
」
と
。
七
つ
が
そ
ろ
っ
た
、
顔
の
造
作
が
そ
ろ
っ
た
と
き
に
渾
沌
が
死
ん
で
し

ま
っ
た
と
い
う
話
で
す
。 

こ
れ
は
何
を
言
っ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。「
余
計
な
は
か
ら
い
を
す
る
な
」
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
の
儵
と
忽
は
ご
恩
返
し
と

し
て
余
計
な
こ
と
を
し
て
、
せ
っ
か
く
の
渾
沌
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
、
そ
う
い
う
荘
子
の
見
事
な
例
え
で
す
。 

そ
の
ま
ま
の
救
い
 

時
間
が
も
う
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
も
う
少
し
だ
け
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。 

今
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
も
の
の
あ
る
が
ま
ま
の
と
こ
ろ
に
究
極
の
実
在
が
あ
る
。
究
極
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た

そ
う
い
う
こ
と
を
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
で
あ
る
浄
土
真
宗
に
も
ち
ゃ
ん
と
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
仏
教
で
あ
る
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限
り
、
大
乗
仏
教
で
あ
る
限
り
、
全
て
こ
の
真
理
が
貫
い
て
い
る
と
。
親
鸞
聖
人
の
教
え
も
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
で
あ
る
。 

要
す
る
に
、
あ
る
が
ま
ま
の
と
こ
ろ
に
究
極
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
。
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
聴
聞
な
さ
っ
た
方
は
、「
そ
の
ま
ま
の

救
い
」
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。
皆
さ
ん
お
聞
き
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
も
う
浄
土
真
宗
の
法
義
の
一
番
中
心

を
表
す
言
葉
で
す
。「
そ
の
ま
ま
の
救
い
」。
阿
弥
陀
さ
ま
は
、「
そ
の
ま
ま
で
い
い
」
と
お
っ
し
ゃ
る
。
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
慈
悲
と
い

う
の
に
は
、
も
う
ち
ょ
っ
と
聴
聞
し
て
か
ら
、
あ
る
い
は
も
う
ち
ょ
っ
と
お
念
仏
が
喜
べ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
救
っ
て
や
る
と
い

う
、
そ
う
い
う
条
件
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

聴
聞
に
身
が
入
ら
な
い
な
ら
入
ら
な
い
ま
ま
で
、
念
仏
が
喜
べ
な
い
な
ら
喜
べ
な
い
ま
ま
で
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
慈
悲
の
中
に
あ
る

と
い
う
の
が
、
親
鸞
聖
人
が
明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
阿
弥
陀
の
大
悲
で
す
ね
。
そ
う
で
す
ね
。
も
う
ち
ょ
っ
と
あ
の
先
生
の
お
話

が
分
か
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
と
思
う
よ
う
な
こ
と
は
余
計
な
こ
と
で
す
。『
教
行
信
証
』
が
分
か
る
よ
う
に
な
ら
な
い
と
、
和
讃

を
あ
り
が
た
く
思
う
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
と
、
い
ろ
い
ろ
と
計
ら
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
一
切
の
条
件
は
要
ら
な
い
の
で
す
。 

あ
る
が
ま
ま
の
、
今
の
ま
ま
の
私
が
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
慈
悲
の
中
に
あ
る
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
が
親
鸞
聖
人
の
教
え
の

究
極
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、「
そ
の
ま
ま
で
い
い
」
と
い
う
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
慈
悲
を
言
い
換
え
た
ら
、「
そ
の
ま
ま
来
な
さ
い
」
と
、

そ
の
ま
ま
で
い
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
は
こ
の
ま
ま
で
い
い
ん
で
す
。 

と
こ
ろ
が
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
ま
ま
で
は
気
が
済
ま
な
い
、
も
う
ち
ょ
っ
と
お
念
仏
が
喜
べ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
と
か
、
も
う
少
し

お
説
教
が
よ
く
分
か
る
よ
う
に
、
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
と
い
う
よ
う
な
条
件
ば
か
り
を
勝
手
に
つ
く
っ
て
、
そ
れ
で
、
こ

の
ま
ま
の
私
で
も
の
を
見
よ
う
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
打
破
す
る
と
い
う
の
が
、
浄
土
真
宗
の
法
義
と
い
う
も
の
で
す
。 

こ
の
ま
ま
の
私
は
こ
の
ま
ま
で
い
い
、
阿
弥
陀
さ
ま
が
「
そ
の
ま
ま
で
い
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
ら
、
私
は
こ
の
ま
ま
で
い
い
ん
で

す
。
お
念
仏
が
喜
べ
な
い
な
ら
喜
べ
な
い
ま
ま
で
い
い
。
教
義
が
理
解
で
き
な
い
な
ら
理
解
で
き
な
い
ま
ま
で
い
い
と
い
う
、
そ
れ
が

阿
弥
陀
さ
ま
の
大
悲
の
救
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
う
少
し
点
を
稼
が
な
い
と
あ
な
た
は
合
格
し
ま
せ
ん
と
、
そ
う
い
う
こ
と
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は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
私
は
「
こ
の
ま
ま
で
」
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
慈
悲
に
救
わ
れ
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
存
在
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。 

こ
の
ま
ま
で
い
い
、
そ
れ
が
普
通
は
皆
さ
ん
方
お
聞
き
に
な
ら
な
い
で
す
け
ど
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
本
願
は
四
十
八
願
と
言
い
ま
す

ね
。
普
通
は
お
説
教
で
は
め
っ
た
に
出
さ
な
い
例
で
す
け
ど
、
第
三
番
目
の
願
に
、「
設
ひ
我
れ
仏
を
得
た
ら
ん
に
、
国
中
の
人
天
、

悉
く
真
金
色
な
ら
ず
は
、
正
覚
を
取
ら
じ
」
と
い
う
誓
願
が
あ
り
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
存
在
が
金
色
に
光
り
輝
い
て
い
な
い
な
ら
ば
、
私

は
悟
り
を
開
か
な
い
。
よ
く
言
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
金
色
に
輝
い
て
い
る
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
そ
の
ま
ま
の
救
い

と
い
う
こ
と
を
誓
っ
た
本
願
で
す
。 

あ
な
た
は
今
金
色
に
輝
い
て
い
な
い
か
ら
、
金
色
に
輝
く
よ
う
に
努
力
し
な
さ
い
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
れ
わ
れ
の
あ

り
の
ま
ま
が
、
金
色
に
輝
く
ほ
ど
尊
い
存
在
で
あ
る
と
見
て
く
だ
さ
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

そ
の
次
は
、
第
四
願
で
す
け
ど
。「
設
ひ
我
れ
仏
を
得
た
ら
ん
に
、
国
中
の
人
天
、
形
色
不
同
に
し
て
、
好
醜
有
ら
ば
、
正
覚
を
取

ら
じ
」、
私
の
国
に
い
る
人
た
ち
が
形
色
不
同
、
つ
ま
り
姿
形
が
ふ
ぞ
ろ
い
で
、
美
し
い
と
か
醜
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、

私
は
悟
り
を
開
か
な
い
。
だ
か
ら
、
み
ん
な
そ
れ
ぞ
れ
に
尊
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。 

皆
さ
ん
方
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
本
願
と
い
え
ば
第
十
八
願
を
す
ぐ
に
出
さ
れ
る
ん
で
す
け
ど
。
第
十
八
願
を
出
す
ま
で
に
、
こ
の
第

三
番
目
の
願
、
第
四
番
目
の
願
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
す
け
ど
、
こ
れ
ほ
ど

あ
り
が
た
い
願
は
な
い
で
す
ね
。
言
い
換
え
た
ら
、
私
の
「
こ
の
ま
ま
」
が
、
こ
の
ま
ま
が
そ
の
ま
ま
で
い
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
本

願
に
救
わ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。 

も
う
少
し
理
解
力
が
つ
か
な
け
れ
ば
、
も
う
少
し
お
聖
教
を
読
ま
な
け
れ
ば
、
も
う
少
し
お
念
仏
が
素
直
に
口
か
ら
出
る
よ
う
に
な

ら
な
け
れ
ば
、
そ
ん
な
こ
と
は
一
切
関
係
な
い
の
で
す
。「
念
仏
が
喜
べ
な
い
な
ら
喜
べ
な
い
そ
の
ま
ま
で
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
お

聖
教
が
分
か
ら
な
い
な
ら
分
か
ら
な
い
ま
ま
で
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
慈
悲
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
誓
っ
た
の
が
、
こ
の
本
願
だ
と
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い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。 

親
鸞
聖
人
の
教
え
は
、
ま
さ
に
こ
う
い
う
教
え
な
の
で
す
。
親
鸞
聖
人
の
教
え
は
「
そ
の
ま
ま
の
救
い
」
と
い
い
ま
す
。
阿
弥
陀
さ

ま
は
、「
そ
の
ま
ま
で
い
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
ら
、
私
は
「
こ
の
ま
ま
で
い
い
」
わ
け
で
す
。
こ
の
ま
ま
で
救
わ

れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。 

と
こ
ろ
が
、
そ
う
い
う
こ
と
を
英
語
で
解
説
す
る
と
い
う
こ
と
は
至
難
の
業
な
の
で
す
。
西
洋
人
の
発
想
と
い
う
の
は
、
今
の
私
が

今
の
私
で
は
な
く
な
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
の
が
救
い
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
、
今
の
私
よ
り
上
等
な
別
の
存
在
に
な
っ
て
い
く
、
そ

れ
で
初
め
て
救
い
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
西
洋
人
の
み
な
ら
ず
、
日
本
人
で
も
そ
う
で
し
ょ
う
け
ど
、

「
も
う
少
し
お
念
仏
が
喜
べ
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
」、
み
た
い
に
勝
手
に
自
分
で
救
い
に
条
件
を
付
け
て
し
ま
い
ま
す
。
あ
る
い

は
、「
も
う
少
し
ご
法
義
が
分
か
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
救
わ
れ
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
自
分
で
勝
手
に
足
か
せ
を
つ
く
っ
て
い

る
の
で
す
。 

阿
弥
陀
さ
ま
は
「
そ
の
ま
ま
で
い
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
ら
、
私
は
「
こ
の
ま
ま
で
い
い
」
と
。
お
念
仏
が
喜
べ

な
い
な
ら
喜
べ
な
い
ま
ま
で
、
ご
法
義
が
理
解
で
き
な
い
な
ら
理
解
で
き
な
い
ま
ま
で
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
慈
悲
の
中
に
あ
る
と
い

う
、
そ
こ
を
聞
く
と
い
う
の
が
聴
聞
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
こ
う
い
う
発
想
が
伝
統
的
に
西
洋
に
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う

事
実
が
あ
っ
て
、
聖
典
の
英
訳
を
通
し
て
常
に
感
じ
る
こ
と
は
「
隔
靴
掻
痒
」
の
思
い
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
ま

あ
現
代
の
日
本
に
お
い
て
も
同
様
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
が
。 

そ
う
い
う
こ
と
で
、「
そ
の
ま
ま
で
い
い
」
と
い
う
救
い
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、「
こ
の
ま
ま
の
私
」
が
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、

英
語
で
表
現
す
る
こ
と
が
い
か
に
難
し
い
か
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
し
て
、
私
の
お
話
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

※
本
稿
は
、
二
〇
一
九
年
九
月
四
日
に
開
催
さ
れ
た
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
主
催
『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
全
６
巻
刊
行
記

念
講
演
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
親
鸞
聖
人
　
こ
と
ば
の
織
り
な
す
力
」
で
の
講
演
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
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