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419四
一
九

我
が
国
は
本
宗
教
な
き
能
わ
ず
。
然
れ
ど
も
徳
川
氏
の
興
る
に
至
る
や
、
務
め
て

も
と

此
の
学
を
唱
え
て
、
其
の
惑
、
幸
に
し
て
甚
し
き
に
至
ら
ず
。
今
の
世
に
及
び
て
洋
学
盛
ん

ま
ど
い

に
行
わ
れ
、
士
太
夫
漸
く
学
に
務
め
ざ
れ
ば
、
則
ち
安
く
ん
ぞ
後
来
我
が
邦
の
宗
門
の
乱
、

い
づ

亦
彼
の
西
洋
諸
国
の
陋
に
似
ざ
る
を
知
ら
ん
や
。
是
れ
又
吾
の
深
慮
す
る
ゆ
え
ん
の
も
の
な

ろ
う

り
。

丑
三
月
廿
九
日
、
録
し
て
書
生
に
示
す
。

我
國
本
不A

能A

無C

宗
教j
然
至C

徳
川
氏
之
興j

務
唱C

此
學j

而
其
惑
幸
不A

至A

甚N

及C

今
世C

洋
學
盛
行N

士
太
夫
漸
不A

務A
學N
則
安
知C

後
来
我
邦
宗
門
之
亂N

亦
不p

似C

彼
西
洋
諸
國
之
陋

B

也N

是
又
吾
之
所C

以
深
慮B

者
也N
丑
三
月
廿
九
日
、
録
示C

書
生j

【
訳
】
わ
が
国
は
本
来
宗
教
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
徳
川
氏
に
な
っ
て
努
め
て
儒
学

を
唱
え
て
、
宗
教
上
の
混
乱
が
大
き
く
は
な
ら
な
か
っ
た
。
今
の
世
に
な
っ
て
、
西
洋
の
学
問
が
盛
ん

に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
知
識
人
が
だ
ん
だ
ん
儒
学
を
学
ば
な
い
よ
う
に
な
る
と
、
今
後
わ
が
国
の

宗
教
上
の
混
乱
が
西
洋
諸
国
の
欠
点
に
似
て
く
る
こ
と
を
知
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
も
ま
た
、

私
の
深
く
憂
慮
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
こ
と
だ
。

四
二
〇

昔
、
晋
の
武
帝
、
初
め
位
に
即
き
、
嘗
つ
て
雉
頭
裘
を
殿
前
に
焚
き
、
以
つ
て
倹
を

し
ん

つ

ち
と
う
き
ゆ
う

た

示
す
。
其
の
志
を
執
る
、
亦
以
つ
て
鋭
と
為
す
べ
し
。

と

昔
者
晋
武
帝N

初
卽A

位
嘗
焚C

雉
頭
裘
於
殿
前j

以
示A

儉N

其
執A

志
亦
可C

以
爲p

鋭
矣N

【
訳
】
昔
、
晋
の
武
帝
が
即
位
し
た
当
初
、
宮
殿
の
前
で
雉
頭
裘(

雉
の
頭
の
毛
を
織
り
込
ん
だ
高

ち
と
う
き
ゆ
う

価
な
皮
の
衣)

を
燃
や
し
、
倹
約
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
臣
下
に
示
し
た
。
そ
う
い
っ
た
信
念

を
行
動
に
表
す
こ
と
は
、
賢
い
や
り
方
で
あ
る
。

四
二
一

当
時
、
蜀
は
已
に
滅
ぶ
と
い
え
ど
も
、
江
東
未
だ
平
ら
か
な
ら
ず
、
内
外
多
事
に

し
よ
く

す
で

こ
う
と
う

し
て
、
将
に
以
つ
て
厲
精
治
を
求
め
、
而
も
国
家
の
安
き
を
図
ら
ん
と
す
る
な
り
。

ま
さ

れ
い
せ
い

當
時
蜀
雖C

已
滅j

而
江
東
未A

平N

内
外
多
事N

將
以
厲
精
求A

治N

而
圖C

國
家
之
安B

也N

【
訳
】
晋
の
武
帝
が
皇
位
に
つ
い
た
こ
ろ
、
蜀
は
す
で
に
滅
ん
だ
と
い
っ
て
も
、
江
東(

揚
子
江
下
流

南
岸
の
地)

は
ま
だ
平
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
内
政
、
外
政
と
も
ま
だ
穏
や
か
で
な
か
っ
た
。
今
こ
そ
、



力
を
尽
く
し
て
世
の
中
を
治
め
、
国
家
の
平
安
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

四
二
二

既
に
し
て
江
東
亦
版
に
帰
し
、
天
下
復
た
憂
虞
な
し
、
是
れ
よ
り
以
来
驕
侈
日
に

こ
う
と
う

ま

ゆ
う

ぐ

き
よ
う
し

生
じ
、
燕
楽
日
に
甚
し
く
、
頓
に
経
国
の
遠
謀
を
忘
れ
、
而
も
自
ら
禍
敗
の
漸
く
至
る
を
覚

え
ん
ら
く

と
み

み
ず
か

ら
ず
。

既
而
江
東
亦
歸A

版N

天
下
無C

復
憂
虞j

自A

是
以
來
驕
侈
日
生N

燕
樂
日
甚N

頓
忘C

經
國
之
遠

謀j

而
不D

自
覺C

禍
敗
漸
至B
也N

【
訳
】
す
で
に
江
東
地
域
が
支
配
下
に
入
り
、
世
の
中
に
憂
い
と
恐
れ
が
な
く
な
る
と
、
そ
れ
以
降
は

日
に
日
に
お
ご
り
贅
沢
心
が
増
長
し
、
宴
席
に
興
じ
る
こ
と
も
多
く
な
り
、
今
ま
で
う
っ
て
か
わ
っ
て

国
を
経
営
す
る
長
期
的
な
思
慮
を
忘
れ
、
禍
や
失
敗
が
徐
々
に
迫
っ
て
い
る
こ
と
も
自
覚
で
き
な
く
な

る
な
っ
た
。

四
二
三

此
れ
に
よ
り
て
こ
れ
を
観
れ
ば
、
則
ち
山
濤
の
い
わ
ゆ
る
「
聖
人
に
あ
ら
ざ
る
よ

さ
ん
と
う

り
は
、
外
、
寧
な
れ
ば
必
ず
内
憂
あ
ら
ん
。
呉
を
し
て
以
つ
て
外
の
懼
れ
と
為
す
」
も
の
。

う
ち

お
そ

果
し
て
其
等
の
爽
わ
ざ
る
を
見
る
。

た
が

由A

此
觀A

之N

則
山
濤
所A

謂
自A

非C

聖
人j

外
寧
必
有C

内
憂j

釋A

呉
以
爲C

外
懼B
者N
果
見C

其
等
之
不p

爽
矣N

【
訳
】
こ
の
事
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
晋
の
武
帝
が
呉
を
討
と
う
と
し
た
と
き
山
濤
が
「
聖
人
な
ら
い

ざ
知
ら
ず
、
凡
人
で
あ
れ
ば
外
が
治
ま
っ
て
し
ま
え
ば
、
必
ず
内
か
ら
問
題
が
起
こ
っ
て
く
る
」
と
言

っ
た
こ
と
に
当
て
は
ま
る
。
果
た
し
て
、
そ
の
通
り
の
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

四
二
四

孟
子
も
亦
言
え
る
あ
り
、
曰
く
「
憂
患
に
生
き
、
安
楽
に
死
す
」
と
。
聖
賢
の
教
、

ゆ
う
か
ん

守
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
有
識
の
言
、
従
わ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

丑
五
月
廿
七
日
、
録
し
て
書
生
に
示
す
。

孟
子
亦
有A

言N

曰
生C

於
憂
患j

而
死C

於
安
樂j

聖
賢
之
教N

不A

可A

不A

守
也N

有
識
之
言N

不A

可A

不A

從
也N

丑
五
月
廿
七
日
、
録
示C

書
生j



【
訳
】
孟
子
も
ま
た
言
っ
て
い
る
。
「
憂
患
の
時
に
は
、
自
ら
き
び
し
く
戒
め
る
か
ら
、
き
び
し
い
生

き
方
に
な
る
。
安
楽
の
時
に
は
、
か
え
っ
て
そ
の
戒
め
の
心
が
な
く
な
る
か
ら
死
と
い
う
災
い
さ
え
招

く
も
の
だ
」
と
。
聖
賢
の
教
え
は
き
ち
ん
と
従
う
べ
き
で
あ
る
。

四
二
五

天
地
の
性
は
、
惟
人
を
貴
し
と
為
す
。
而
し
て
人
の
道
は
、
又
心
よ
り
大
な
る
は

た
だ

た
つ
と

な
き
な
り
。

天
地
之
性N

惟
人
爲A

貴N

而
人
之
道N

又
莫A

大C

於
心B

也N

【
訳
】
天
地
の
本
質
は
、
た
だ
「
人
」
を
尊
い
も
の
と
す
る
。
そ
し
て
人
が
正
し
く
生
き
る
道
は
「
心
」

よ
り
大
き
な
も
の
は
な
い
。

四
二
六

心
の
、
物
た
る
、
方
円
を
以
つ
て
言
う
べ
か
ら
ず
、
臭
味
を
以
つ
て
説
く
べ
か
ら

ほ
う
え
ん

し
ゆ
う
み

ず
、
大
小
高
下
を
以
つ
て
論
ず
べ
か
ら
ず
。

心
之
爲A

物N

不A

可I

以C

方
圓B

言G

矣N

不A

可I

以C

臭
味B

説GN

不A
可I
以C

大
小
高
下B

論G

矣

N

【
訳
】
心
と
い
う
も
の
は
、
四
角
と
か
円
い
と
か
形
を
も
っ
て
言
う
も
の
で
は
な
い
。
臭
い
と
か
味
と

か
で
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
大
き
い
と
か
小
さ
い
と
か
高
い
と
か
低
い
と
か
で
論
議
す
る
も
の
で

も
な
い
。

四
二
七

孺
子
の
井
に
入
る
を
見
て
は
、
怵
惕
惻
隠
し
、
嘑
爾
蹴
爾
の
食
を
見
て
は
、
受
け

じ

ゅ

し

じ
ゆ
つ
て
き
そ
く
い
ん

こ

じ

し
ゆ
く
じ

ず
、
屑

し
と
せ
ず
。
是
れ
孟
夫
子
の
端
的
に
指
し
出
し
て
、
人
に
示
す
ゆ
え
ん
の
も
の
な
り
。

い
さ
ぎ
よ見C

孺
子
入p

井N

而
怵
惕
惻
隠N

見C

嘑
爾
蹴
爾
之
食j

而
不A

受
不A

屑N

是
孟
夫
子
之
所C

以
端

的
指
出
而
示p

人
者
也N

【
訳
】
幼
児
が
井
戸
に
落
ち
そ
う
に
な
っ
て
い
る
の
を
見
れ
ば
、
誰
で
も
ハ
ッ
と
驚
き
、
痛
み
あ
わ
れ

む
心
を
起
こ
し
助
け
よ
う
と
す
る
。
ま
た
、
叱
り
つ
け
る
よ
う
に
し
て
食
べ
物
を
与
え
る
な
ら
、
ど
ん

な
に
餓
え
て
い
る
人
も
受
け
な
い
し
、
ま
た
足
げ
り
に
す
る
よ
う
に
し
て
こ
れ
を
与
え
る
な
ら
、
乞
食

で
さ
え
も
も
ら
の
を
い
さ
ぎ
よ
し
と
し
な
い
。
そ
ん
な
心
が
誰
で
も
あ
る
こ
と
を
、
孟
子
は
分
か
り
や



す
く
教
え
て
く
れ
て
い
る
。

四
二
八

人
、
苟
し
く
も
此
の
説
を
以
つ
て
、
反
観
内
省
し
、
其
の
能
く
然
る
ゆ
え
ん
の
も

い
や
し

の
を
求
め
ば
、
則
ち
戚
戚
焉
と
し
て
蓋
し

自

ら
禁
遏
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ
ら
ん
。
是
に
於

せ
き
せ
き
え
ん

け
だ

お
の
ず
か

き
ん
あ
つ

い
て
か
こ
れ
を
識
り
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
を
存
し
こ
れ
を
養
え
ば
、
以
つ
て
己
を
成

し

お
の
れ

す
べ
く
、
以
つ
て
物
を
成
す
べ
く
、
以
つ
て
越
天
地
に
対
し
て
、
愧
づ
る
所
な
か
る
べ
し
。

は

六
月
七
日
、
録
し
て
書
生
に
示
す
。

人
苟
以C

此
説j

反
觀
内
省N

求I
其
所C
以
能
然B

者m

則
戚
々
焉N

蓋
有I

不A

可C

自
禁
遏B

者G

矣

N

於A

是
乎
識A

之
明A

之N

存A

之
養A

之N
可C

以
成p

己N

可C

以
成p

物N

可I

以
對C

越
天
地j

而
無

J

所A

愧
矣N

六
月
七
日
、
録
示C

書
生j

【
訳
】
人
は
少
な
く
と
も
孟
子
の
こ
の
教
え
に
よ
っ
て
、
深
く
自
分
を
見
つ
め
、
そ
の
教
え
を
自
分
の

も
の
に
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
自
分
の
中
に
も
他
人
の
こ
と
を
心
配
し
他
人
を
思
い
や
る
心
を
押
さ
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
を
知
る
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
わ
か
れ
ば
、
こ
れ
を
明
ら
か
に

し
て
い
き
、
そ
れ
を
自
分
の
中
に
ま
す
ま
す
成
長
さ
せ
、
世
間
が
そ
れ
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ

と
を
知
れ
ば
、
全
世
界
、
宇
宙
に
対
し
て
も
自
分
を
恥
じ
る
こ
と
は
な
い
。

四
二
九

予
、
年
稍
遅
暮
に
迫
る
。
平
生
を
回
視
し
、
慙
愧
に
勝
え
ず
。

や
や

ち

ぼ

ざ

ん

き

た

予
年
稍
迫C

遲
暮j

回C

視
平
生j

不A

勝C

慙
愧j

【
訳
】
私
も
だ
ん
だ
ん
歳
を
と
っ
て
き
た
。
日
ご
ろ
の
こ
と
を
ふ
り
返
る
と
、
恥
じ
入
る
ば
か
り
だ
。

四
三
〇

初
め
幼
少
よ
り
、
私
心
汨
没
に
甘
ん
ぜ
ず
、
年
十
八
九
に
及
び
、
出
で
て
京
師
に

こ
つ
ぼ
つ

遊
び
、
師
友
の
間
に
周
旋
す
。
進
取
の
志
、
蓋
し
未
だ
つ
て
一
日
も
自
ら
廃
弛
せ
ざ
る
な
り
。

け
だ

い
ま

み
ず
か

は

い

し

初
自C

幼
少j

私
心
不A

甘C

汨
没j

年
及C

十
八
九j

出
游C

京
師j

周C

旋
於
師
友
之
間j

進
取
之
志

N

蓋
未C

嘗
一
日
自
廢
弛B

也N

【
訳
】
幼
少
の
頃
か
ら
、
世
間
に
埋
も
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
甘
ん
じ
て
は
い
な
か
っ
た
。
十
八
、
九
に

な
っ
て
、
田
舎
か
ら
京
都
に
出
て
師
や
友
人
の
訪
ね
て
回
っ
て
い
た
。
自
ら
進
ん
で
物
事
に
取
り
組
む



姿
勢
は
、
い
ま
だ
か
っ
て
一
度
た
り
と
も
お
ろ
そ
か
に
し
た
こ
と
は
な
い
。

四
三
一

或
い
は
古
人
を
尚

友
し
、
其
の
詩
を
誦
し
、
其
の
書
を
読
み
、
殆
ん
ど
飢
渇
の
飲
食
に
於

し
よ
う
ゆ
う

き

か

つ

け
る
が
ご
と
し
。
或
い
は
経
を
講
じ
理
を
弁
じ
、
参

究
商

訂
す
。
研
鑚
こ
れ
力
め
、
亦
未
だ
つ
て
一

さ
ん
き
ゆ
う
し
よ
う
て
い

け
ん
さ
ん

つ
と

い
ま

日
も
自
ら
荒
怠
せ
ざ
る
な
り
。

み
ず
か

こ
う
た
い

或
尚C

友
古
人j

誦C

其
詩j
讀C

其
書j

殆
如C

飢
渇
之
於C

飲
食j

或
講A

經
辧A

理N

參
究
商
訂N

研

鑽
之
力N

亦
未C

嘗
一
日
自
荒
怠B
也N

【
訳
】
あ
る
と
き
は
古
人
を
友
と
し
、
そ
の
人
の
詩
を
そ
ら
ん
じ
、
そ
の
書
を
読
み
、
ほ
と
ん
ど
飢
え

と
渇
き
で
飲
食
を
求
め
る
よ
う
に
、
求
め
て
い
っ
た
。
ま
た
、
四
書
五
経
に
つ
い
て
論
議
し
、
道
理
を

述
べ
深
く
研
究
し
考
え
を
深
め
て
い
っ
た
。
学
問
を
深
く
研
究
す
る
こ
と
に
力
を
入
れ
、
そ
れ
か
ら
未

だ
か
っ
て
、
一
日
も
自
ら
投
げ
や
り
に
し
て
怠
け
た
り
し
た
こ
と
は
な
い
。


