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る
。
キ
リ
ス
ト
教
が
主
流
で
あ
る
欧
米
社
会
に
住
む
人
々
に
と
っ
て

は
、瞑
想
と
は
珍
し
い
「
宗
教
行
為
」（religious practice

）
で
あ
り
、

魅
力
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
新
し
い
宗
教
や
精
神
性

を
求
め
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
誰
で
も
容
易
に
行
な
え
る
瞑
想
を
提

供
す
る
仏
教
に
惹
か
れ
る
者
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
現
象
は
、
新
し
い
宗
教
形
態
の
到
来
を
象
徴
し
て
い
る
と
言

え
る
。
こ
の
動
き
を
筆
者
は
、「
信
じ
る
宗
教
」
か
ら
「
目
覚
め
る

宗
教
」
へ
の
移
行
と
呼
ん
で
い
る4

。
こ
こ
で
言
う
「
信
じ
る
宗
教
」

と
は
、
神
や
仏
と
い
う
不
確
実
な
も
の
を
信
じ
込
む
こ
と
が
中
心
と

な
る
宗
教
的
営
み
を
指
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
信
じ
込
む
こ
と

を
、
比
較
宗
教
学
者
ウ
ィ
ル
フ
レ
ッ
ド
・C

・
ス
ミ
ッ
ス
（W

ilfred 

「
目
覚
め
る
宗
教
」
と
し
て
の
親
鸞
思
想

仏
教
は
世
界
的
に
、
特
に
先
進
国
に
伸
び
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
で

は
、
仏
教
徒
の
数
は
全
人
口
の
一
。
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
約
三
五
〇
万

人
に
達
し
て
い
る1

。
こ
れ
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
半
ば
の
二
〇
万
人

か
ら
約
十
七
倍
の
増
加
で
あ
る2

。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
英

国
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
で
も
似
た
よ
う
な
現
象
が
見

ら
れ
る3

。

こ
の
仏
教
へ
の
関
心
は
、
主
に
瞑
想
（
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
）
を

中
心
と
す
る
禅
、
上
座
部
、
及
び
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
際
立
っ
て
見
ら

れ
る
。
欧
米
で
の
瞑
想
へ
の
関
心
の
高
さ
は
目
覚
ま
し
い
も
の
で
あ

親
鸞
に
お
け
る
信
心
の
智
慧
と
主
体
性
の
確
立

浄
土
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
類
似
性
に
関
す
る
再
検
討

ケ
ネ
ス
田
中
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C
. Sm

ith

）
教
授
は
、「
ビ
リ
ー
フ
」（belief

）
と
言
い
、
神
な
ど
が

存
在
す
る
と
い
う
考
え
に
固
執
し
、
理
性
的
に
同
意
す
る
営
み
で

あ
る
と
説
明
し
て
い
る5

。
ま
た
社
会
宗
教
学
者
ウ
ェ
イ
ド
・C

・
ル

フ
（W

ade C
. R

oof

）
教
授
は
こ
こ
で
言
う
「
信
じ
る
宗
教
」
を
従

来
の
宗
教
と
見
な
し
、
そ
の
特
徴
を
五
つ
の
キ
ー
ワ
ド
で
捉
え
て
い

る
。
そ
れ
ら
は
、
神
（G

od

）、
罪
（sin

）、
信
仰
（faith

）、
懺
悔

（repentance

）、
道
徳
（m

orals

）
と
い
う
従
来
の
「
宗
教
」
を
代

表
す
る
用
語
で
あ
る
。

一
方
、「
目
覚
め
る
宗
教
」
と
は
、
仏
教
の
開
祖
が
「
目
覚
め
た

者
」（Buddha

・
仏
陀
）
と
成
っ
た
こ
と
自
体
が
示
す
よ
う
に
、
不

確
実
な
も
の
を
安
易
に
信
じ
込
む
の
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
の
求
道

の
結
果
、
心
身
全
て
を
持
っ
て
真
実
に
目
覚
め
る
体
験
に
基
づ
く
宗

教
形
態
を
指
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
目
覚
め
る
宗
教
」
と
は
、

ル
フ
教
授
が
指
摘
す
る
「
新
し
い
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
と
い
う

宗
教
形
態
に
匹
敵
し
、
教
授
は
そ
の
特
徴
を
、
連
結
性
（connect-

edness

）、
一
体
性
（unity

）、
平
和
（peace

）、
調
和
（harm

ony

）、

落
ち
着
き
（centeredness

）
と
い
う
五
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
説
明

し
て
い
る6

。
こ
れ
ら
を
、
上
記
の
「
信
じ
る
宗
教
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド

と
比
較
す
る
と
、
違
い
は
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
目
覚
め
る

宗
教
」
を
代
表
す
る
瞑
想
と
い
う
行
為
に
は
、
連
結
性
、
一
体
性
、

調
和
、落
ち
着
き
と
い
う
特
徴
が
実
践
者
に
よ
っ
て
体
験
さ
れ
る
が
、

一
方
、
神
、
信
仰
、
罪
、
懺
悔
、
道
徳
な
ど
と
い
う
「
信
じ
る
宗
教
」

の
特
徴
と
は
殆
ん
ど
無
関
係
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

さ
て
こ
の
二
つ
の
宗
教
形
態
の
中
、
親
鸞
思
想
を
土
台
と
す
る
浄

土
真
宗
（
以
降
、
真
宗7

）
は
、
欧
米
社
会
で
は
ど
の
よ
う
に
映
っ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
、
瞑
想
を
主
張
し
な
い
真
宗
へ
の
関
心

は
、
禅
、
上
座
部
、
及
び
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
較
べ
る
と
比
較
的
低
い

の
は
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
親
鸞
思
想
の
キ
リ
ス
ト
教
と
の
類
似
性

も
、
興
味
を
妨
げ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
の
類
似
性
と
し

て
は
、
阿
弥
陀
と
神
（G

od

）、
浄
土
と
天
国
（heaven

）、
信
心
と

信
（faith

）
等
と
い
う
教
義
の
点
が
よ
く
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
、
真

宗
で
は
「
聴
聞
」
が
尊
重
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
「
説

教
」（serm

on

）
の
重
視
と
同
じ
と
し
て
映
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

真
宗
と
特
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
義
で
は
、
修
行
や
行
い
が
救
い
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る
宗
教
」
と
し
て
の
浄
土
真
宗
の
教
え
の
説
き
方
よ
り
も
、「
目
覚

め
る
宗
教
」
を
反
映
す
る
説
き
方
や
実
践
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
例
え
ば
、
日
曜
礼
拝
で
は
「
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
」（m

edi-

tation

、瞑
想
）
と
呼
ぶ
三
分
程
度
の
簡
単
な
静
座
も
組
み
込
ま
れ
て

い
る
。
教
え
自
体
も
、
人
格
的
な
阿
弥
陀
様
を
「
信
じ
る
」
と
い
う

よ
り
、
阿
弥
陀
と
は
智
慧
と
慈
悲
の
「
は
た
ら
き
」（the w

orkings 

of the w
isdom

 and com
passion

）
と
し
て
理
解
さ
れ
、そ
れ
に
「
目

覚
め
る
」
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
真
宗
の
教
え
を

「
目
覚
め
る
宗
教
」
と
捉
え
る
の
は
、
改
宗
者
に
限
ら
ず
、
従
来
の

日
系
三
世
や
四
世
の
メ
ン
バ
ー
ズ
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。即
ち
、

ア
メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ
の
真
宗
寺
院
の
メ
ン
バ
ー
ズ
は
、
真
宗
の
家
へ

生
ま
れ
た
者
も
新
し
い
改
宗
者
も
、「
信
じ
る
」
よ
り
も
「
目
覚
め
る
」

と
い
う
捉
え
方
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
信
じ
る
宗
教
」
と
し
て
見
ら
れ
る
親
鸞
思
想

し
か
し
、
親
鸞
思
想
は
、
浄
土
教
一
般
と
共
に
「
信
じ
る
宗
教
」

や
目
覚
め
と
い
う
最
終
目
的
に
無
効
で
あ
る
と
い
う
考
え
、
所
謂
、

無
律
法
主
義
（antinom

ianism

）
と
い
う
点
で
も
似
て
い
る
と
見

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
う
言
っ
て
も
、
真
宗
へ
惹
か
れ
る
ア
メ
リ
カ
人
が
い
な

い
と
言
う
こ
と
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
の
他
の
宗
派
か
ら

真
宗
へ
改
宗
す
る
人
々
の
数
も
以
前
よ
り
増
え
て
い
る
。
例
え
ば
、

ア
メ
リ
カ
本
土
の
本
願
寺
教
団Buddhist C

hurches of A
m

erica (

米
国
仏
教
団)

の
開
教
使
・
僧
侶
の
約
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
は
改
宗
者

で
あ
る
。
ま
た
、
教
団
に
は
、
僧
侶
の
助
手
役
を
務
め
る
約
一
〇
〇

人
の
開
教
使
補
佐
が
い
る
が
、彼
ら
の
半
分
も
改
宗
者
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
最
近
、
大
都
市
か
ら
離
れ
た
地
方
の
比
較
的
小
規
模
な
い
く

つ
か
の
お
寺
で
は
、
従
来
の
日
系
人
メ
ン
バ
ー
ズ
（
門
徒
）
が
減
っ

て
き
た
が
、
そ
れ
に
対
応
し
て
改
革
が
行
わ
れ
た
結
果
、
改
宗
者
も

増
え
つ
つ
あ
り
組
織
に
は
新
し
い
体
制
の
構
築
が
始
ま
っ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
お
寺
で
は
、
住
職
も
白
人
の
改
宗
者
で
メ
ン
バ
ー
ズ
の
殆

ん
ど
が
白
人
で
あ
る
と
い
う
変
化
が
現
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
お
寺
で
は
、
従
来
の
「
信
じ
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（grace

）
に
よ
っ
て
の
み
し
か
我
々
の
救
済
が
な
り
た
た
な
い
の
で

あ
る
、
と
考
え
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る9

。

似
た
見
解
は
、
西
洋
に
限
ら
ず
現
代
日
本
に
お
い
て
も
伺
え
る
。

例
え
ば
、
近
年
最
も
注
目
さ
れ
る
仏
教
学
者
の
一
人
で
あ
る
佐
々
木

閑
教
授
は
下
記
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
日
本
仏
教
は
、
お
お
も
と
の
「
釈
迦
の
仏
教
」
か

ら
は
る
か
に
遠
い
、
枝
分
か
れ
の
先
端
に
位
置
し
て
い
る
の
で

す
が
、
さ
ら
に
そ
の
後
、
日
本
国
内
で
も
多
様
化
が
進
ん
で
、

端
的
に
考
え
方
の
異
な
る
宗
派
が
多
数
で
き
ま
し
た
。
た
と
え

ば
親
鸞
の
作
っ
た
浄
土
真
宗
は
、「
自
力
で
苦
し
み
か
ら
逃
れ

よ
う
と
し
て
も
、
愚
か
な
わ
れ
わ
れ
に
は
無
理
だ
。
そ
ん
な
私

た
ち
を
哀
れ
に
思
っ
た
阿
弥
陀
と
い
う
あ
り
が
た
い
仏
が
、
極

楽
と
い
う
世
界
か
ら
救
い
の
手
を
さ
し
の
べ
て
下
さ
っ
て
い

る
。
わ
れ
わ
れ
が
な
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
阿
弥
陀
の
力
に
す

が
っ
て
身
を
任
す
こ
と
だ
け
だ
」
と
説
き
ま
す
。
親
鸞
の
教
え

は
間
違
い
な
く
宗
教
と
し
て
す
ぐ
れ
て
い
ま
す
し
、
自
力
で
努

力
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
人
に
と
っ
て
は
非
常
に

と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
西
洋
に
限
ら
ず
、
日
本
で
も

同
じ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
例
え
ば
、「
他
力
本
願
」
と
い
う
言
葉

に
関
す
る
一
般
社
会
に
見
ら
れ
る
誤
解
は
、
未
だ
に
根
強
く
存
在
し

て
い
る
。
特
に
西
洋
で
は
、
真
宗
は
正
統
な
仏
教
に
属
さ
な
い
と
ま

で
評
価
さ
れ
、
極
端
な
場
合
、
仏
教
か
ら
逸
脱
し
た
異
端
な
も
の
で

あ
る
と
見
ら
れ
て
き
た
。

例
え
ば
、
戦
前
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
神
学
者
・

哲
学
者
・
医
者
で
あ
る
ア
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
（A

lbert 

Schw
eitzer

）
は
一
九
三
六
年
に
、「
も
ち
ろ
ん
、
親
鸞
の
教
え
は
仏

教
に
対
し
て
侮
辱
的
存
在
（outrage

）
で
あ
る
」
と
発
言
し
て
い

る8

。
こ
の
よ
う
な
見
解
が
、
そ
の
後
の
西
洋
に
お
け
る
親
鸞
の
イ
メ

ー
ジ
と
理
解
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
よ
り
近
年
、
ド
イ
ツ
の
仏
教
学
者
ハ
イ
ン
ズ
・
ベ
ハ
ー
ト

（H
einz Berchert

）
は
一
九
八
六
年
に
、「
そ
れ
（
浄
土
教
）
は
、「
仏
」

と
い
う
考
え
を
真
反
対
な
も
の
と
捻
っ
て
捉
え
た
。
こ
の
考
え
の
代

表
者
は
、
浄
土
真
宗
の
宗
祖
で
あ
る
親
鸞
聖
人
で
あ
る
。」
と
発
言

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
「
た
だ
阿
弥
陀
の
恩
寵
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い
も
の
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
も
、
多
様
な
見
解

が
必
要
な
の
で
あ
る
。

こ
の
中
で
本
発
表
で
は
、
初
期
仏
教
や
大
乗
仏
教
で
重
要
視
さ
れ

て
き
た
智
慧
と
主
体
性
と
い
う
二
つ
の
側
面
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と

に
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
真
宗
が
仏
教
を
逸
脱
し
た
「
異
端
」
で

は
な
い
こ
と
も
よ
り
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二

つ
の
側
面
は
、
従
来
の
親
鸞
思
想
研
究
の
傾
向
と
し
て
、
特
に
伝
統

宗
学
で
はa

、
軽
視
さ
れ
て
来
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
例

外
は
存
在
す
る
。
そ
の
代
表
的
な
研
究
と
し
て
は
、
信
楽
峻
麿
、
武

田
龍
精
、
安
富
信
也
、
池
田
教
信
、
小
川
一
乗
に
依
る
も
の
が
近
年

目
立
ち
、
特
に
信
楽
教
授
の
研
究
成
果
に
は
賛
同
す
る
所
が
多
く
あ

るb

。こ
の
智
慧
と
主
体
性
側
面
は
、
上
記
の
ア
メ
リ
カ
真
宗
者
の
間
で

顕
著
に
現
れ
て
い
て
、
さ
ら
に
、
世
界
的
に
弘
ま
っ
て
い
る
「
目
覚

め
る
宗
教
」
と
し
て
の
仏
教
に
も
見
ら
れ
る
重
要
な
要
素
な
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
海
外
で
魅
力
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
と
い
う
だ

け
の
理
由
で
、
こ
の
要
素
を
取
り
上
げ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
単
に
現

有
り
難
い
支
え
と
な
る
の
で
す
が
、「
釈
迦
の
仏
教
」
と
は
全

く
別
も
の
で
す0

。」
下
線
は
筆
者
に
よ
る
。）

佐
々
木
教
授
は
、
親
鸞
の
教
え
の
宗
教
性
を
認
め
る
も
の
の
、「
阿

弥
陀
の
力
に
す
が
っ
て
身
を
任
す
こ
と
だ
け
だ
」
と
言
い
、
努
力
す

る
こ
と
が
否
定
さ
れ
、
極
楽
に
い
る
阿
弥
陀
仏
の
救
い
の
手
に
た
だ

身
を
任
す
と
い
う
従
来
の
イ
メ
ー
ジ
を
襲
踏
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
親
鸞
の
教
え
が
「
釈
迦
の
仏
教
と
は
全
く
別
も
の
」
と
見

る
こ
と
は
、
二
つ
の
宗
教
形
態
の
範
疇
内
で
は
、「
信
じ
る
宗
教
」

で
あ
り
「
目
覚
め
る
宗
教
」
で
は
無
い
と
い
う
こ
と
な
る
の
で
あ
る
。

目
覚
め
る
宗
教
と
し
て
の
「
智
慧
・
主
体
性
」

以
上
の
よ
う
に
親
鸞
の
教
え
を
「
信
じ
る
宗
教
」
と
見
る
の
は
、

一
つ
の
捉
え
方
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
上
記
の

よ
う
に
、
そ
の
見
解
が
真
宗
内
外
に
浸
透
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ

る
。
し
か
し
、
親
鸞
の
教
え
は
非
常
に
多
面
的
で
重
層
的
で
あ
り
、

一
つ
の
見
解
に
納
め
る
こ
と
は
親
鸞
思
想
を
大
き
く
限
定
し
、
乏
し
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こ
の
よ
う
に
、
智
慧
と
は
求
道
者
側
の
智
慧
の
こ
と
を
指
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
伝
統
宗
学
で
は
、
求
道
者
が
阿
弥
陀
仏
か
ら
ひ
た
す

ら
授
か
る
と
い
う
智
慧
が
強
調
さ
れ
る
が
、こ
の
「
信
心
を
授
か
る
」

と
い
う
こ
と
が
求
道
者
の
体
験
と
し
て
の
智
慧
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
本
論
文
集
で
は
、
求
道
者
の
体

験
と
し
て
の
智
慧
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
を
目
指
す
の
で
あ
る
。

次
に
、「
主
体
性
」
で
あ
る
が
、
仏
教
教
義
に
お
い
て
「
主
体
性
」

に
価
す
る
一
つ
の
仏
教
用
語
は
、「
智
慧
」
の
よ
う
に
存
在
し
な
い

こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、初
期
仏
教
を
代
表
す
る『
ダ

ン
マ
パ
ダ
』
に
、「
自
己
こ
そ
自
分
の
主
」（A

tta hi attano natho

）

と
い
う
一
句
に
主
体
性
の
根
拠
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
筆
者

は
考
え
る
。 

自
己
こ
そ
自
分
（
自
己
）
の
主4

で
あ
る
。

他
人
が
ど
う
し
て
（
自
分
の
）
主4

で
あ
ろ
う
か
。 

自 

己
を
よ
く
調
え
た
な
ら
ば
、
得
が
た
き
主4

を
え
る
。（『
ダ
ン

マ
パ
ダ
、
一
六
〇
』）

こ
こ
で
は
、
こ
の
自
己
が
自
分
の
主
（natha

）
で
あ
る
と
い
う

代
に
迎
合
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
そ
う
で
は

な
く
、
親
鸞
思
想
自
体
が
こ
の
二
つ
の
側
面
を
十
分
備
え
て
い
る
で

あ
る
。

先
ず
、「
智
慧
」
の
重
要
性
は
、「
仏
陀
」
の
本
質
と
関
係
す
る
こ

と
で
明
ら
か
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、「
仏
陀
」
と
は
ブ
ッ
ダ

（Buddha

）
の
訳
で
あ
り
、「
目
覚
め
た
者
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
目
覚
め
に
は
、
智
慧
が
必
然
的
に
伴
う
の
で
あ
る
。

相
争
う
哲
学
的
見
解
を
超
え
、（
さ
と
り
に
至
る
）
決
定
に
達
し
、

道
を
得
て
い
る
人
は
、「
わ
れ
は
智
慧
が
生
じ
た
。
も
は
や
他
の
人

に
指
導
さ
れ
る
要
が
な
い
。」
と
知
っ
て
、
犀
の
角
の
よ
う
に
た
だ

独
り
歩
め
」。（『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ55

』）

ま
た
、
初
期
仏
教
の
修
行
項
目
で
あ
る
「
三
学
」
で
は
、「
戒
・
定
・

慧
」
に
含
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、大
乗
仏
教
を
代
表
す
る
龍
樹
は
、

智
慧
が
仏
教
の
目
的
を
適
う
こ
と
を
か
の
有
名
な
一
句
に
述
べ
て
い

る
。

仏
法
の
大
海
は
信
を
も
っ
て
能
入
と
し
、
智
を
も
っ
て
能
度
と

す
。」（『
大
智
度
論
』）
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う
用
語
で
あ
る
。

信
心
の
智
慧

伝
統
宗
学
で
は
「
信
心
」
は
、
求
道
者
が
阿
弥
陀
仏
か
ら
ひ
た
す

ら
授
か
る
も
の
で
あ
る
と
強
調
す
る
が
、
こ
の
求
道
者
が
「
信
心
を

授
か
る
」
と
い
う
体
験
に
関
し
て
の
、
詳
細
な
説
明
は
、
伝
統
宗
学

で
は
ほ
と
ん
ど
さ
れ
な
い
。つ
ま
り
人
間
側
が
ど
の
よ
う
に
、「
信
心
」

と
い
う
宗
教
体
験
を
通
し
て
、
本
願
を
自
覚
す
る
か
と
い
う
説
明
が

非
常
に
弱
い
と
感
じ
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
求
道
者
が
ど
の
よ
う
な

こ
と
を
、
ど
の
よ
う
に
自
覚
す
る
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
な
い
ば
か
り
か
、「
信
心
」
に
関
す
る
議
論
で
は
「
自
覚
」
と
い

う
用
語
す
ら
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
一
般

社
会
に
お
い
て
「
他
力
本
願
」
と
い
う
意
味
が
、
誤
解
さ
れ
て
い
る

理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

伝
統
宗
学
的
に
言
え
ば
、阿
弥
陀
や
本
願
が
中
心
と
な
る
「
伝
統
・

こ
と
は
、自
己
の
主
体
性
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、

修
行
を
も
っ
て
自
己
を
整
え
ば
、
さ
ら
に
得
難
い
主
（natha

）
を

得
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
主
と
は
、
本
来
的
に
備
わ
っ
た
も
の

で
は
な
く
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
努
力
無
し
で
誰
も
が
到

達
で
き
る
境
地
、
ま
た
は
、
獲
得
で
き
る
も
の
で
は
無
い
。
こ
れ
こ

そ
、
主
体
性
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
主
体
性
が
確
立
さ
れ
た
聖
者
に
は
、
他
に
よ
っ
て
左
右
さ

れ
な
い
と
い
う
性
質
が
顕
著
に
備
わ
る
の
で
あ
る
。

「
独
り
歩
み
、
怠
る
こ
と
の
な
い
聖
者
は
、
非
難
と
賞
賛
と
に
心

を
動
か
さ
ず
、
音
声
に
驚
か
な
い
獅
子
の
よ
う
に
、
網
に
と
ら
え
ら

れ
な
い
風
の
よ
う
に
、
水
に
汚
さ
れ
な
い
蓮
の
よ
う
に
、
他
人
に
導

か
れ
る
こ
と
な
く
、
他
人
を
導
く
人
、
−
−　

種
々
の
賢
者
は
、
か

れ
を
（
聖
者
）
で
あ
る
と
知
る
。『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
、
二
一
三
』

こ
の
よ
う
に
目
覚
め
た
者
の
状
態
は
、
仏
教
教
義
の
発
展
に
お
い

て
、
徐
々
に
「
理
想
の
自
己
」
や
「
本
当
の
自
己
」
と
い
う
表
現
が

取
ら
れ
て
来
た
。
特
に
大
乗
仏
教
で
は
、
そ
れ
が
顕
著
に
現
れ
、
そ

の
代
表
的
な
も
の
は
、『
涅
槃
経
』
の
「
真
我
」
や
「
大
我
」
と
い
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「
委
託
」
と
い
う
営
為
は
、
信
心
と
い
う
体
験
の
一
面
で
も
あ
る
か

ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
筆
者
が
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
は
、「
委
託
」
の
側
面
が

強
調
さ
れ
過
ぎ
て
「
委
託
」
が
、
あ
た
か
も
信
心
の
中
心
的
、
ま
た

は
唯
一
な
側
面
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、

序
論
で
も
述
べ
た
が
、
特
に
西
洋
で
は
、
親
鸞
の
教
え
が
「
信
じ
る

宗
教
」
と
し
て
映
っ
て
お
り
、
そ
の
信
が
「
仰
信
的
」
で
あ
る
と
い

う
印
象
が
と
て
も
強
い
。
こ
の
場
合
の
、「
仰
信
的
」
はdevotional

と
英
訳
さ
れ
る
が
、devotional

と
は
、
求
道
者
が
阿
弥
陀
如
来
に

ひ
た
す
ら
「
委
託
」
す
る
の
み
で
、
智
慧
と
い
う
自
覚
の
側
面
が
完

全
に
放
棄
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
英
語
圏
で
は
、「
信
心
」
の
英
訳
に
「
委
託
、
依
頼
、
任
せ

る
こ
と
」
の
意
味
を
持
つentrusting

が
最
も
多
く
採
用
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
か
ら
も
、い
か
に「
信
心
」の
理
解
に「
委
託
」

の
意
味
を
前
面
に
強
く
出
し
た
、
捉
え
方
が
さ
れ
て
い
る
か
が
伺
え

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
委
託
」
の
意
味
を
強
く
含
むentrusting

が
「
信
心
」
の
英
訳
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
西
洋
に
お

法
相
」
の
視
点
か
ら
の
「
信
心
」
の
説
明
は
極
め
て
詳
し
い
が
、
求

道
者
の
体
験
と
し
て
の
「
己
証
・
機
相
」
の
視
点
か
ら
の
「
信
心
」

の
説
明
は
非
常
に
乏
し
い
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、伝
統
・
法
相
を
「
客

観
」、
そ
し
て
己
証
・
機
相
を
「
主
観
」
と
見
れ
ば
、「
主
観
」
の
面

が
か
な
り
欠
如
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
親
鸞
の

著
作
の
『
教
行
信
証
』
等
で
見
出
せ
る
、
信
心
の
用
例
を
詳
し
く
従

来
の
枠
に
捉
わ
れ
ず
に
検
討
し
て
み
る
と
、
実
は
、
信
心
に
は
種
々

な
自
覚
が
伴
う
こ
と
が
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で

も
と
り
わ
け
、
智
慧
的
な
側
面
を
伴
う
用
例
が
目
立
つ
の
で
あ
る
。

序
論
で
筆
者
が
述
べ
た
よ
う
に
、
特
に
西
洋
で
は
、
親
鸞
の
教

え
が
「
信
じ
る
宗
教
」
と
し
て
映
っ
て
お
り
、
そ
の
信
が
「
仰
信

的
」
で
あ
る
と
い
う
印
象
が
と
て
も
強
い
。
こ
の
場
合
、「
仰
信
的
」

（devotional

）
と
は
、
求
道
者
が
阿
弥
陀
如
来
に
ひ
た
す
ら
「
委
託
」

す
る
の
み
で
、
智
慧
と
い
う
自
覚
の
側
面
が
完
全
に
放
棄
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
そ
う
は
言
っ
て
も
、
求
道
者
が
阿
弥
陀
仏
に
委
ね
る
と

い
う
側
面
を
筆
者
が
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。何
故
な
ら
、
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智
慧
の
側
面
の
定
義

さ
て
、
親
鸞
に
よ
る
「
信
心
」
に
関
す
る
説
明
に
つ
い
て
は
、

規
範
的
叙
述（norm

ative statem
ent

）と
体
験
的
叙
述（experiential 

statem
ent

）
の
二
つ
に
大
き
く
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て

い
る
。
こ
の
二
種
類
の
叙
述
は
、
親
鸞
が
信
心
を
定
義
す
る
『
教

行
信
証
』
の
次
の
文
章
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
定
義
は
、
ま
さ
に
「
信

心
」
の
多
様
面
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

信
楽
（
＝
信
心
）
は
、
す
な
は
ち
こ
れ
真
実
誠
満
の
心
な
り
、

極
成
用
重
の
心
な
り
、
審
験
宣
忠
の
心
な
り
、
欲
願
愛
悦
の
心

な
り
、
歓
喜
賀
慶
の
心
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
疑
蓋
雑
は
る
こ
と
な

き
な
り
。 

（『
真
宗
聖
教
全
書
』
二
「
宗
祖
部
」、
五
九
頁
）

先
ず
は
、
こ
の
信
心
の
定
義
に
関
し
て
の
規
範
的
叙
述
は
、「
真
、

実
、
極
」
と
い
う
用
語
で
示
さ
れ
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
そ

れ
は
、
信
心
が
「
真
実
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
念
と
し
て
、

ま
た
、
客
観
的
視
点
よ
り
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

次
に
、
本
論
が
目
的
と
し
て
い
る
体
験
的
視
点
か
ら
上
記
の
引

い
て
も
「
信
心
」
が
一
層
「
仰
信
的
」
な
イ
メ
ー
ジ
を
強
め
る
要
因

に
な
っ
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
、
こ
の
英
訳
に
は
問
題
が
あ
る
と
懸

念
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、信
心
体
験
に
は
大
き
く
分
け
て
、一
、委
託
、二
、歓
喜
、三
、

無
疑
、
お
よ
び
四
、
智
慧
と
い
う
四
つ
の
側
面
が
あ
る
と
筆
者
は
考

え
て
い
る
。
こ
の
四
つ
の
側
面
の
中
で
、
委
託
、
歓
喜
、
無
疑
の
三

点
は
、
伝
統
真
宗
学
に
お
い
て
認
め
ら
れ
数
多
く
言
及
さ
れ
て
来
た

が
、
信
心
の
体
得
者
の
「
体
験
」
と
い
う
観
点
か
ら
の
、
智
慧
の
側

面
に
関
し
て
の
論
文
や
解
説
は
、
量
的
に
も
非
常
に
少
な
い
。
も
ち

ろ
ん
、
信
心
に
は
阿
弥
陀
の
智
慧
が
体
得
者
に
廻
向
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
は
頻
繁
に
説
か
れ
る
が
、
そ
の
智
慧
が
体
得
者
に
よ
っ
て
ど
の

よ
う
に
自
覚
さ
れ
、
ま
た
そ
の
自
覚
の
内
容
が
ど
う
で
あ
る
か
、
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
十
分
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て

本
論
で
は
、
こ
の
不
足
面
の
解
明
に
少
し
で
も
貢
献
で
き
る
こ
と
を

目
指
す
。
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感
す
る
」（to intuit

）、「
目
覚
め
る
」（to aw

aken

）
と
い
う
よ
う

な
幅
広
い
意
味
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
定
義
は
、
伝
統
仏
教
の
教
学
を
代
表
す
る
『
倶
舎
論
』
に

見
ら
れ
るvitarka 

（
尋
、
覺
）
やvicāra

（
伺
、
觀
）
に
匹
敵
す
る

面
を
含
む
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
ず
、vitarka

の
場
合
、
そ

の
漢
訳
は
「
覺
」
で
あ
り
、
和
訳
は
「
直
感
知
」
と
な
っ
て
い
る
。

英
語
で
は
、direct know

ledge

やthinking 

と
訳
さ
れ
て
い
る
。

従
っ
て
、vitarka

は
筆
者
が
智
慧
の
定
義
と
し
て
上
述
し
た
、「
気

づ
く
」（to becom

e aw
are

）
や
、「
直
感
す
る
」（to intuit

）
や
、「
目

覚
め
る
」（to aw

aken

）
等
に
価
す
る
の
で
あ
るc

。

次
のvicāra

は
、「
分
析
知
」
と
い
う
和
訳
が
あ
り
、
ま
たinves-

tigation

やanalytical thinking

と
い
う
英
訳
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、

vicāra

も
や
は
り
上
述
で
定
義
し
た「
認
知
す
る
」（to cognize

）や
、

「
知
る
」（to know

）
や
、「
理
解
す
る
」（understand

）
等
に
価
す

る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
るd

。
た
だ
、vicāra

は
、vitarka

ほ
ど

直
感
的
で
は
な
く
、
よ
り
分
析
的
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
両
者

と
も
理
解
を
も
た
ら
す
「
自
覚
」
を
示
し
て
い
る
点
で
は
、
酷
似

用
文
を
検
討
す
る
と
、規
範
的
叙
述
と
し
て
筆
者
が
指
摘
し
た
「
真
、

実
、
極
」
以
外
の
用
語
が
、
体
験
的
叙
述
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。「
信
心
体
験
」
に
つ
い
て
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ

の
体
験
的
叙
述
は
委
託
、
歓
喜
、
無
疑
、
智
慧
の
四
つ
の
側
面
に

分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
こ
れ
ら

四
つ
の
側
面
は
上
の
親
鸞
の
信
心
の
定
義
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
と
め
て
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

一
、「
重
」、「
忠
」
が
委
託
の
側
面
を
示
す
。

二
、「
歓
」、「
喜
」、「
賀
」、「
慶
」
が
歓
喜
の
側
面
を
示
す
。

三
、「
疑
蓋
雑
」
が
無
疑
の
側
面
を
示
す
。

四
、「
審
」、「
宣
」
が
智
慧
の
側
面
を
示
す
。

で
は
次
に
こ
の
四
つ
の
側
面
中
、
智
慧
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と

に
し
よ
う
。
先
ず
、
本
論
で
の
「
智
慧
」
と
は
、
菩
薩
な
ど
が
所

有
す
る
高
度
な
智
慧
だ
け
に
限
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
即
ち
、

本
論
に
お
け
る
智
慧
の
定
義
は
、「
高
度
な
智
慧
」（prajñā

）
も
含

み
な
が
ら
も
、「
認
知
す
る
」（to cognize

）、「
知
る
」（to know

）、

「
理
解
す
る
」（understand

）、「
気
づ
く
」（to becom

e aw
are

）、「
直
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挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
一
般
に
言
う
「
信
仰
」
は
、「
き
っ
と
そ

う
で
あ
る
と
固
く
信
じ
る
」
人
の
心
の
持
ち
方
と
、
そ
れ
に
基
づ
く

生
き
方
を
指
す
と
言
え
、
そ
こ
に
は
自
覚
に
基
づ
く
自
信
の
よ
う
な

も
の
が
弱
く
、人
が
不
安
の
中
で
確
た
る
も
の
を
欲
し
い
が
た
め
に
、

「
信
仰
の
対
象
」
と
な
る
者
に
し
が
み
つ
く
よ
う
な
営
為
と
考
え
ら

れ
るe

。
一
方
「
信
用
」
は
、「
た
ぶ
ん
そ
う
で
あ
ろ
う
」
と
思
い
、
特
定

な
教
え
や
人
物
に
従
い
、
そ
の
指
定
さ
れ
た
道
を
人
が
歩
み
始
め

る
た
め
に
必
要
と
な
る
も
の
と
考
え
る
。
仏
教
に
も
そ
の
よ
う
な

信
が
あ
り
、
信
楽
峻
麿
氏
は
そ
の
種
類
の
信
を
初
門
位
な
る
「
能

入
信
」
と
呼
ぶ
が
、
氏
は
こ
れ
を
究
竟
位
な
る
「
能
度
信
」
と
は

区
別
し
て
お
り
、
親
鸞
の
信
心
と
は
、
初
門
位
な
る
能
入
信
で
は

な
く
、
究
竟
位
な
る
能
度
信
の
こ
と
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
るf

。

さ
て
、
一
般
に
言
う
信
用
、
つ
ま
り
仏
教
で
言
う
初
門
位
な
る

「
能
入
信
」
の
例
に
、
信
楽
峻
麿
氏
は
『
正
信
偈
』
の
「
ま
さ
に
如

来
如
実
の
言
を
信
ず
べ
し
」と「
た
だ
こ
の
高
僧
の
説
を
信
ず
べ
し
」

や
、『
真
仏
土
文
類
』
の
「
経
家
、
論
家
の
正
説
、
浄
土
宗
師
の
解

し
て
い
る
。

従
っ
て
、『
倶
舎
論
』
で
説
か
れ
る
こ
のvitarka

とvicāra

は
、

本
論
の
智
慧
の
定
義
に
価
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
こ

の
智
慧
が
理
解
を
放
棄
し
た
、
心
の
動
き
を
指
す
の
で
は
な
い
こ

と
か
ら
、
信
心
と
は
、
西
洋
の
学
者
が
示
す
よ
う
な
感
情
的
で
、

迎
信
的
な
も
の
と
理
解
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
と
言
え
る
。
こ

の
点
は
、上
記
の
『
教
行
信
証
』
の
信
心
の
定
義
で
、親
鸞
が
「
審
、

宣
」
の
用
語
を
採
用
し
て
い
る
点
で
も
明
白
で
あ
る
。
本
願
寺
公

式
英
訳
で
は
、「
審
」
はdiscernm

ent 

（
識
別
力
、
眼
識
、
洞
察
力
）、

そ
し
て
「
宣
」
は clarity

（
明
快
、
明
晰
）
と
な
っ
て
お
り
、
本
論

の
「
智
慧
」
の
定
義
に
充
分
含
ま
れ
る
と
言
え
る
。

求
道
者
が
体
験
す
る
智
慧

先
ず
、
親
鸞
が
主
張
す
る
「
信
心
」
と
は
、
一
般
の
信
と
は
区
別

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、「
信
」
が
含
ま
れ
る
用
語
で
「
信

心
」
以
外
で
す
ぐ
頭
に
浮
か
ぶ
語
に
、「
信
仰
」
や
「
信
用
」
等
が
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鸞
は
、
信
心
の
真
実
性
を
訴
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
信
心

へ
の
言
及
は
、
規
範
的
叙
述
で
あ
り
、
体
験
的
叙
述
で
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。

し
か
し
幸
運
に
も
、
本
論
文
が
求
め
て
い
る
体
験
的
叙
述
が
、

親
鸞
が
補
足
し
た
次
の
左
訓
で
確
認
で
き
る
。

み
た
の
ち
か
ひ
は
ち
ゑ
に
て
ま
し
ま
す
ゆ
へ
に
、
し
ん
ず
る
こ

こ
ろ
の
い
で
く
る
は
、
ち
ゑ
の
お
こ
る
と
し
る
べ
し
。（『
親
鸞

全
集
・
和
讃
篇
』、
一
四
五
頁
）

信
心
の
体
得
者
に
は
「
智
慧
が
お
こ
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の

左
訓
に
依
っ
て
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
信
心
と
い
う
体

験
を
通
し
て
、
阿
弥
陀
仏
よ
り
発
生
し
た
智
慧
が
、
体
得
者
に
は
顕

わ
に
な
る
と
理
解
で
き
る
。
そ
れ
は
微
量
で
あ
っ
て
も
、
体
得
者
は

何
ら
か
の
形
で
阿
弥
陀
の
智
慧
を
自
覚
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。鷲

原
知
康
は
、
一
九
八
〇
年
の
論
文
で
伝
統
教
学
的
用
語
を
採

用
し
、
上
記
の
点
を
認
め
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。

…
…
信
心
の
具
徳
で
あ
る
と
こ
ろ
の
智
慧
（
涅
槃
の
真
因
と
な

義
、
仰
い
で
敬
信
す
べ
し
」
及
び
、『
歎
異
抄
』
の
「
よ
き
ひ
と
の

お
ほ
せ
を
か
ふ
り
て
信
ず
る
ほ
か
に
、
別
の
子
細
な
き
な
り
」
を

挙
げ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
全
て
、
二
元
的
、
対
象
的
な
要
素
を
持
ち
、

仏
道
趣
入
の
た
め
に
は
必
須
で
あ
る
初
門
位
の
信
で
あ
る
と
言
うg

。

か
し
こ
れ
ら
は
、
究
竟
位
な
る
「
能
度
信
」
の
親
鸞
の
信
心
と

は
異
な
る
の
で
あ
る
。
信
楽
氏
は
信
心
の
用
例
と
し
て
「
信
心
の

智
慧
」
や
「
智
慧
の
念
仏
」
と
い
う
『
正
像
末
和
讃
』
に
見
ら
れ

る
言
葉
を
挙
げ
て
い
るh

。

「
釈
迦
弥
陀
の
慈
悲
よ
り
ぞ 
願
作
仏
心
は
え
し
め
た
る

信
心
の
智
慧

4

4

4

4

4

に
い
り
て
こ
そ 

仏
恩
報
ず
る
身
と
は
な
れ

智
慧
の
念
仏

4

4

4

4

4

う
る
こ
と
は 

法
蔵
願
力
の
せ
る
な
り

信
心
の
智
慧
な
か
り
せ
ば 

い
か
で
か
涅
槃
を
さ
と
ら
ま
し

（『 

真
宗
聖
教
全
書
』
二
「
宗
祖
部
」、
五
二
〇
頁
。
傍
点
は
筆

者
に
よ
る
。
以
降
同
様
）

こ
こ
で
は
信
心
が
阿
弥
陀
の
智
慧
と
慈
悲
に
起
因
す
る
こ
と
が
強

調
さ
れ
て
い
る
が
、
信
心
を
体
得
し
た
者
に
智
慧
が
備
わ
っ
て
い
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
明
白
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
親
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慧
光
佛
と
ま
ふ
す
な
り
。（『
弥
陀
如
来
名
号
徳
』、『
真
宗
聖
教
全
書
』

二
「
宗
祖
部
」、
七
三
五
頁
）

親
鸞
は
こ
こ
で
、「
念
仏
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
智
慧
を
得

る
こ
と
」
で
あ
る
と
明
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
智
慧
の
内

容
を
、
仏
に
な
る
こ
と
が
愚
癡
を
離
れ
る
者
に
な
る
と
い
う
こ
と

を
、
知
る
こ
と
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
体
得
者
の

智
慧
と
は
、
仏
に
な
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
て
い
て
、
仏
に
な
る
と

い
う
こ
と
は
、
愚
痴
か
ら
離
れ
ら
れ
る
こ
と
を
、
知
る
こ
と
な
の

だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
二
種
深
信
」
の
信
知

信
心
が
「
知
る
」
と
い
う
意
味
を
含
む
と
い
う
こ
と
は
、
他
の

用
例
で
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
信
心
の
内
容
を
示
す
、
親
鸞
が
重

視
し
た
「
二
種
深
信
」
と
い
う
重
要
な
教
え
に
も
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
親
鸞
が
引
用
し
た
善
導
の
『
集
諸
経
礼
懺
儀
』
の
中
に
、「
信

る
智
慧
）
が
機
相
の
上
に
相
発
す
る
と
考
え
る
こ
と
も
あ
な
が

ち
不
当
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
るi

。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
「
機
相
」
と
は
、
信
心
の
体
得
者
の
在
り

方
を
指
す
の
で
あ
る
。
即
ち
、
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
「
法
相
」
と
対

比
さ
れ
る
体
得
者
の
体
験
的
な
側
面
を
指
す
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

そ
の
体
得
者
に
「
相
発
す
る
」
と
は
、
智
慧
が
そ
の
体
得
者
に
現

れ
自
覚
さ
れ
る
と
、
鷲
原
氏
は
理
解
し
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
る

の
で
あ
る
。

親
鸞
は
更
に
そ
の
智
慧
の
内
容
を
、
阿
弥
陀
仏
の
仏
名
の
一
つ

で
あ
る
「
智
慧
光
」
の
解
釈
に
お
い
て
説
明
し
て
い
る
。

次
に
智
慧
光
と
ま
ふ
す
、
こ
れ
は
无
癡
の
善
根
を
も
て
え
た
ま

へ
る
ひ
か
り
也
。
无
癡
の
善
根
と
い
ふ
は
、
一
切
有
情
、
智
慧

を
な
ら
ひ
ま
な
び
て
、
无
上
菩
提
に
い
た
ら
む
と
お
も
ふ
こ
ゝ

ろ
を
お
こ
さ
し
め
む
が
た
め
に
え
た
ま
へ
る
な
り
。
念
仏
を
信

ず
る
こ
ゝ
ろ
を
え
し
む
る
な
り
。
念
仏
を
信
ず
る
は
、
す
な
わ

ち
す
で
に
智
慧
を
え
て
、
佛
に
な
る
べ
き
み
と
な
る
は
、
こ
れ

を
愚
癡
を
は
な
る
ゝ
こ
と
ゝ
し
る
べ
き
な
り
。
こ
の
ゆ
へ
に
智
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き
た
ま
ふ
と
し
る
な
り
。
ま
た
「
知
」
と
い
ふ
は
観
な
り
、
こ

こ
ろ
に
う
か
べ
お
も
う
ふ
を
観
と
い
ふ
、
こ
こ
ろ
に
う
か
べ
し

る
を
「
知
」
と
い
ふ
な
り
。（『
真
宗
聖
教
全
書
』
二
「
宗
祖
部
」、

六
一
九
頁
）

こ
の
「
知
」
と
は
「
観
」
で
あ
り
、
そ
の
「
観
」
と
は
心
に
浮
か
べ

思
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
体
得
者
は
、
本
願
と
名
号
と
い
う
こ
と

を
し
っ
か
り
と
自
覚
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
自
分
が
自
覚
し
て

い
な
い
対
象
に
、た
だ
ひ
た
す
ら
委
託
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

従
っ
て
、「
信
知
」
に
は
「
対
象
を
心
に
浮
か
べ
思
う
観
」
と
い
う

意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
明
ら
か
に
体
得

者
に
よ
っ
て
の
自
覚
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

親
鸞
は
以
下
の
弟
子
へ
の
手
紙
の
中
で
、
信
知
す
る
こ
と
を
「
お

も
ひ
し
り
て
」
と
い
う
別
な
言
葉
を
採
用
し
な
が
ら
、
上
記
の
二

種
深
信
の
説
明
を
し
て
い
る
。

は
じ
め
て
佛
の
ち
か
ひ
を
き
き
は
じ
む
る
ひ
と
び
と
の
、
わ
が

身
の
わ
ろ
く
こ
こ
ろ
の
わ
ろ
き
を
お
も
い
し
り
て
、
こ
の
身
の

や
う
に
て
は
な
ん
ぞ
往
生
せ
ん
す
る
と
い
ふ
ひ
と
に
こ
そ
、
凡

知
す
る
」
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。「
知
」
と
い
う
用
語
が
あ
る
の

で
、「
分
か
る
・
理
解
」
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
た
だ
委
託
す
る

だ
け
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
、

求
道
者
自
身
の
凡
夫
性
と
、
二
、
阿
弥
陀
の
本
願
の
両
面
を
信
知

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

深
心
は
す
な
は
ち
こ
れ
真
実
の
信
心
な
り
。
自
身
は
こ
れ
煩
悩

を
具
足
せ
る
凡
夫
、
善
根
薄
少
に
し
て
三
界
に
流
転
し
て
火
宅

を
出
で
ず
と
信
知
す
。
い
ま
弥
陀
の
本
弘
誓
願
は
、
名
号
を
称

す
る
こ
と
下
至
十
声
等
に
及
ぶ
ま
で
、
さ
だ
め
て
往
生
を
得
し

む
と
信
知
し
て
、
一
念
に
至
る
に
及
ぶ
ま
で
疑
心
あ
る
こ
と
な

し
。
ゆ
ゑ
に
深
心
と
名
づ
く
。（『
真
宗
聖
教
全
書
』二「
宗
祖
部
」、

三
四
頁
）

こ
の
「
信
知
」
と
い
う
用
語
の
意
味
を
理
解
す
る
に
は
、
親
鸞

が
『
一
念
多
念
文
意
』
の
中
で
、善
導
の
『
往
生
礼
讃
』
か
ら
の
「
今

信
知
弥
陀
本
弘
誓
願
及
称
名
号
」
の
句
を
注
釈
す
る
箇
所
が
手
が

か
り
と
な
る
。

「
知
」
と
い
ふ
は
し
る
と
い
ふ
、
煩
悩
悪
業
の
衆
生
を
み
ち
び
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し
っ
か
り
と
認
知
し
て
い
る
心
境
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
鷲
原
氏
は
、
体
得
者
に
よ
る
「
信
知
」
の
重
要
性
を
認
め
、

さ
ら
に
己
の
凡
夫
性
を
悲
歎
、
か
の
有
名
な
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』

の
発
言
に
繋
が
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
と
言
え
る
。

信
機
と
は
罪
悪
深
重
、煩
悩
具
足
の
信
知
で
あ
る
。
こ
れ
は『
信

巻
』
に
「
誠
知
、
悲
哉
、
愚
禿
鸞
、
沈
没
於
愛
欲
広
海
、
迷
惑

於
名
利
太
山
、
不
喜
入
定
聚
之
数
、
不
快
近
真
証
之
証
、
可
恥

可
傷
」
と
し
て
示
さ
れ
る
悲
歎
と
し
て
も
表
現
さ
れ
るk

。

さ
ら
に
鷲
原
氏
は
、
こ
の
悲
歎
と
は
、
体
得
者
が
「
空
無
我
」
を
知

っ
た
心
の
現
れ
と
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
空
無
我
」

を
知
っ
た
か
ら
こ
そ
、
執
着
す
る
べ
き
で
な
い
の
に
、
そ
れ
で
も
尚

且
つ
、
己
が
執
着
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
悲
歎
し
た
と
記
さ
れ

て
い
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
仏
が
「
空
無
我
」
を
知
る

慧
と
連
な
る
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、

と
ま
で
鷲
原
氏
は
示
唆
し
て
い
るl

。

さ
ら
に
、
こ
の
鷲
原
氏
の
提
案
は
「
信
法
」
に
就
い
て
ま
で
に
及

ん
で
い
る
。
何
を
知
る
か
と
言
え
ば
、
阿
弥
陀
仏
に
抱
か
れ
縁
起
の

夫
具
足
し
た
る
身
な
れ
ば
、
わ
が
こ
こ
ろ
の
善
悪
を
ば
さ
た
せ

ず
。（『
真
宗
聖
教
全
書
』
二
「
宗
祖
部
」、
六
九
一
頁
）

「
お
も
ひ
し
り
て
」
と
は
、
深
く
意
識
す
る
、
ま
た
は
、
気
づ
く

（having becom
e thoroughly aw

are

）と
い
う
意
味
で
あ
る
。
先
ず
、

自
分
が
「
煩
悩
を
具
足
せ
る
凡
夫
で
あ
る
」
と
い
う
機
の
深
信
を

深
く
意
識
し
、
自
覚
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
本
願
寺
の
公
式
英

訳
はthoroughly aw

are

で
あ
り
、
こ
の
語
こ
そ
「
徹
底
的
に
認
識

す
る
」
こ
と
を
指
す
の
で
あ
るj

。

ま
た
親
鸞
は
、
自
分
が
如
来
の
恩
徳
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
、
熟

知
し
て
い
る
と
『
教
行
信
証
』
の
冒
頭
で
記
し
て
い
る
。

真
宗
の
教
行
証
を
敬
信
し
て
、
こ
と
に
如
来
の
恩
徳
の
深
き
こ

の
と
を
知
り
ぬ
。
こ
こ
を
も
っ
て
聞
く
と
こ
ろ
を
も
っ
て
き
く

と
こ
ろ
を
慶
び
、
獲
る
と
こ
ろ
を
嘆
ず
る
な
り
と
。（『
真
宗
聖

教
全
書
』
二
「
宗
祖
部
」、
一
頁
）

こ
れ
は
、
上
記
の
二
種
深
信
中
の
法
の
深
信
と
同
じ
内
容
を
指
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
こ
に
は
、
如
来
の
恩
徳
を
自
分
が

受
け
て
い
る
こ
と
を
知
る
と
述
べ
て
い
る
。漠
然
な
感
情
で
は
な
く
、
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二
「
宗
祖
部
」、
一
六
二
頁
）

親
鸞
は
「
御
名
を
聞
く
こ
と
」
を
重
ん
じ
た
が
、
こ
こ
で
は
聞
く
だ

け
で
「
思
」
が
伴
わ
な
い
の
は
不
充
分
な
信
と
し
て
い
る
。
求
め
ら

れ
て
い
る
の
は
、
教
え
を
聞
い
た
上
で
の
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
思

考
し
、
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
聞
く
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ

り
、
そ
れ
は
、「
信
不
具
足
」
と
い
言
う
の
で
あ
る
と
、
親
鸞
は
警

告
し
て
い
る
。

聞
い
た
教
え
に
対
す
る
「
思
」
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
親
鸞

は
さ
ら
に
自
分
の
言
葉
で
『
浄
土
文
類
聚
鈔
』
に
述
べ
て
い
る
。

た
ま
た
ま
信
心
を
獲
ば
、
遠
く
宿
縁
を
喜
べ
、
も
し
ま
た
こ
の

た
び
疑
網
に
覆
蔽
せ
ら
れ
ば
、
か
へ
つ
て
か
な
ら
ず
曠
劫
多
生

を
経
歴
せ
ん
。
摂
取
不
捨
の
心
理
、
超
捷
易
往
の
教
勅
、
聞
思

し
て
遅
慮
す
る
こ
と
な
か
れ
。（『
真
宗
聖
教
全
書
』二「
宗
祖
部
」、

四
四
七
頁
）

聞
い
て
そ
の
内
容
を
思
う
こ
と
で
、
信
心
の
重
要
な
要
素
の
一
つ
で

あ
る
「
疑
」
を
な
く
す
効
果
が
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
因
に
こ
こ

で
は
、「
疑
」
は
、「
疑
網
」
と
「
遅
慮
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

理
に
随
順
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
信
法
」
と
は
、
本
願
力
と
い

う
「
法
」
の
己
の
救
済
を
信
知
す
る
こ
と
で
あ
り
、そ
の
認
識
は
、「
慶

哉
、
樹
心
弘
誓
仏
地
、
流
念
難
思
法
海
」
の
喜
び
に
表
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
喜
び
は
、
阿
弥
陀
仏
に
摂
取
さ
れ
、
随
順
し
て
い
る
と
知

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
随
順
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
縁
起
の

理
に
随
順
し
て
お
り
、
自
己
と
他
者
が
相
互
関
係
に
あ
っ
て
、
因
縁

生
で
あ
る
こ
と
を
知
る
か
ら
で
あ
る
と
、
主
張
し
て
い
るm

。 

思
う
・
証
知
す
る
こ
と
の
重
要
性

親
鸞
は
、
信
心
に
関
し
て
「
聞
」
を
重
ん
じ
た
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
が
、「
聞
」
の
み
で
「
思
う
」
こ
と
が
伴
わ
な
け
れ
ば

不
充
分
で
あ
る
と
、
力
説
し
て
い
る
個
所
が
あ
る
。
そ
の
点
は
『
教

行
信
証
』
の
次
の
『
涅
槃
経
』
か
ら
の
引
用
文
に
見
ら
れ
る
。

信
に
二
種
あ
り
。
一
つ
に
は
聞
よ
り
生
ず
、
二
つ
に
は
思
よ
り

生
ず
。
こ
の
人
の
信
心
、
聞
よ
り
生
じ
て
思
よ
り
生
ぜ
ざ
る
、

こ
の
ゆ
ゑ
に
名
づ
け
て
信
不
具
足
と
す
。（『
真
宗
聖
教
全
書
』
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て
ま
さ
に
大
信
心
を
得
べ
き
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
。
こ
の
ゆ
え

に
説
き
て
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
と
い
ふ
な
り
。
大
信
心
は
す
な

わ
ち
こ
れ
仏
性
な
り
。仏
性
は
す
な
わ
ち
こ
れ
如
来
な
り
。（『
真

宗
聖
教
全
書
』
二
「
宗
祖
部
」、
六
三
頁
）

こ
の
引
用
は
、
信
心
を
体
験
す
る
人
は
、
仏
性
と
い
う
高
度
な
目

覚
め
、
ま
た
は
、
六
波
羅
蜜
と
い
う
修
行
を
実
践
す
る
菩
薩
で
あ
る

と
見
て
い
る
。
菩
薩
で
あ
れ
ば
、
何
ら
か
か
の
智
慧
を
有
す
る
者
に

匹
敵
す
る
と
言
っ
て
い
る
。
只
、
親
鸞
の
煩
悩
具
足
の
凡
夫
に
対
す

る
見
解
か
ら
、
い
く
ら
信
心
を
得
た
か
ら
と
い
っ
て
も
、
こ
の
よ
う

な
高
い
目
覚
め
の
境
地
に
完
全
に
達
し
た
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
完
全
で
な
く
て
も
、
何
ら
か
の
形
で
智
慧
が
備
わ
っ

た
と
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
点
は
、
こ
れ
ま
で
見
て

来
た
箇
所
の
内
容
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

体
得
者
の
修
行
段
位
の
考
察

上
記
の
よ
う
に
体
得
者
は
、
あ
る
程
度
の
智
慧
を
体
験
す
る
と

さ
ら
に
親
鸞
は
、「
正
信
偈
」
に
「
思
う
」
に
続
い
て
「
証
知
」

と
い
う
用
語
を
採
用
し
て
い
る
。

惑
染
の
凡
夫
、
信
心
発
す
れ
ば
、
生
死
す
な
わ
ち
涅
槃
な
り
と

証
知
せ
し
む
。（『
真
宗
聖
教
全
書
』
二
「
宗
祖
部
」、
四
五
頁
）

こ
こ
に
は
、「
知
」
に
「
証
す
る
」
や
「
認
定
す
る
」
と
い
う
意
味

を
持
つ
「
証
」
が
加
え
ら
れ
、
一
段
と
知
の
自
覚
が
深
ま
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
れ
は
、信
心
を
体
験
す
る
こ
と
よ
っ
て
、

「
生
死
が
涅
槃
で
あ
る
」
と
い
う
智
慧
を
自
覚
す
る
こ
と
を
指
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
体
得
者
が
自
覚
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
願
寺
の

公
式
英
訳
が
、realizes 

（
了
解
す
る
、
理
解
す
る
）
と
な
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
十
分
伺
わ
れ
る
だ
ろ
う
。

信
心
と
い
う
体
験
が
、
深
い
自
覚
を
伴
う
と
い
う
こ
と
は
、
次
の

『
涅
槃
経
』
の
引
用
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
信
心
が
仏
性
で
あ
る
」

こ
と
が
力
説
さ
れ
て
い
る
。

仏
性
は
大
信
心
と
名
づ
く
。
な
に
を
も
っ
て
の
え
に
、
信
心
を

も
っ
て
の
ゆ
え
に
、
菩
薩
摩
訶
薩
は
す
な
は
ち
よ
く
壇
波
羅
蜜

乃
至
般
若
波
羅
蜜
を
具
せ
り
。
一
切
衆
生
は
、
つ
い
に
さ
だ
め
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の
解
消
に
は
何
ら
か
の
智
慧
が
必
要
と
な
る
。
従
っ
て
、
信
心
の
体

得
者
が
こ
れ
ら
の
レ
ベ
ル
に
等
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
体
得
者
も
そ

れ
な
り
の
智
慧
が
備
わ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

親
鸞
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
詳
し
く
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
初

期
仏
教
に
お
い
て
「
信
」
を
持
っ
て
預
流
果
の
段
位
に
達
す
る
こ
と

が
説
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、「
随
信
行
」（saddhānusārin

）
と
い

う
種
の
行
者
が
預
流
向
と
い
う
段
位
に
達
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
た

こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

智
慧
と
他
の
三
つ
の
側
面
と
の
関
係

上
記
に
お
い
て
、
智
慧
の
性
質
を
検
討
し
て
き
た
が
、
次
に
は
、

体
験
的
視
点
か
ら
智
慧
が
、
委
託
、
歓
喜
、
無
疑
で
あ
る
信
心
の

残
り
の
三
側
面
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
検

討
す
る
こ
と
に
す
る
。
親
鸞
の
書
物
か
ら
は
、
四
つ
の
側
面
の
関

係
を
論
じ
た
箇
所
は
見
あ
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
直
接
な
論

説
で
は
な
く
て
も
そ
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
文
章
が
、『
教
行
信
証
』
の

言
え
る
。
そ
の
有
力
な
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、親
鸞
が『
教

行
信
証
』で
述
べ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
そ
れ
は
、真
実
の
行
信（
信

心
）
を
得
れ
ば
、大
乗
仏
教
で
説
か
れ
る
十
地
中
の
歓
喜
地
、ま
た
、

初
期
仏
教
や
上
座
部
仏
教
で
説
く
預
流
果(srotāppana)

と
い
う
初

果
の
聖
者
に
値
す
る
と
い
う
箇
所
で
あ
る
。

し
か
れ
ば
真
実
の
行
信
を
獲
れ
ば
、心
に
歓
喜
多
き
が
ゆ
え
に
、

こ
れ
を
歓
喜
地
と
な
づ
く
。
こ
れ
を
初
果
に
喩
ふ
る
こ
と
は
、

初
果
の
聖
者
、
な
ほ
睡
眠
し
懶
堕
な
れ
ど
も
二
十
九
有
に
至
ら

ず
。（『
真
宗
聖
教
全
書
』
二
「
宗
祖
部
」、
三
三
頁
）

親
鸞
が
、
信
心
の
体
得
者
が
歓
喜
地
や
預
流
果
と
い
う
聖
者
の
位
に

等
し
い
と
見
た
の
は
、
下
の
位
に
後
下
が
り
し
な
い
、
不
退
転
位
に

達
し
た
こ
と
を
強
調
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
上
記
の

よ
う
に
今
世
で
不
退
転
の
身
分
と
な
る
こ
と
が
親
鸞
に
と
っ
て
大
切

だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
初
期
仏
教
以
降
、
こ
う
し

た
修
行
段
位
に
達
し
た
者
は
、仏
法
に
対
す
る
「
疑
惑
」（vicikitsā
）

と
有
身
見( satkāya-dṛṣṭi)

が
解
消
さ
れ
る
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。

つ
ま
り
、
一
種
の
煩
悩
が
解
消
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
煩
悩
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不
捨
の
心
理
、
超
捷
易
往
の
教
勅
、
聞
思
し
て
遅
慮
す
る
こ
と
な

か
れ
。」
と
述
べ
、
本
願
が
自
分
を
摂
取
し
見
捨
て
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
を
聞
い
て
思
う
こ
と
に
よ
っ
て
、「
遅
慮
」
と
表
現
さ
れ
て

い
る
疑
い
を
解
消
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
本
願
の
慈

悲
が
自
分
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
、
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
疑
い
が
晴
れ
る
の
で
あ
る
。
疑
い
は
、
思
い
知
ら
さ
れ
る

と
い
う
智
慧
の
一
角
を
持
っ
て
、
仮
称
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

更
に
、「
機
の
深
信
」
に
関
し
て
、
自
身
が
煩
悩
具
足
の
凡
夫
で

あ
る
こ
と
を
信
知
す
る
こ
と
が
、
疑
い
の
心
が
な
く
な
る
こ
と
の

条
件
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
上
記
の
善
導
の
引
用
文
、「
・
・
・

さ
だ
め
て
往
生
を
得
し
む
と
信
知
し
て
、
一
念
に
至
る
に
及
ぶ
ま

で
疑
心
あ
る
こ
と
な
し
。
ゆ
ゑ
に
深
心
と
名
づ
く
。」
に
よ
っ
て
明

ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
信
知
す
る
こ
と
が
、
無
疑
の
心
の
条
件

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
歓
喜
の
側
面
で
あ
る
が
、
上
記
の
『
教
行
信
証
』
の
序

節
の
文
章
が
「
こ
こ
（
知
る
こ
と
）
を
も
っ
て
聞
く
と
こ
ろ
を
も

っ
て
き
く
と
こ
ろ
を
慶
び
、
嘆
ず
る
な
り
と
。」
と
説
く
よ
う
に
、

序
節
の
最
後
に
見
ら
れ
る
。

真
宗
の
教
行
証
を
敬
信
し
て
、
こ
と
に
如
来
の
恩
徳
の
深
き
こ

の
と
を
知
り
ぬ
。
こ
こ
を
も
っ
て
聞
く
と
こ
ろ
を
も
っ
て
き
く

と
こ
ろ
を
慶
び
、
獲
る
と
こ
ろ
を
嘆
ず
る
な
り
と
。（『
真
宗
聖

教
全
書
』
二
「
宗
祖
部
」、
一
頁
）

こ
こ
で
の
「
敬
信
」
を
委
託
の
側
面
を
示
す
と
見
れ
ば
、
委
託

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
知
る
」
と
い
う
一
種
の
智
慧
が
生
じ
る
と

い
う
こ
と
が
見
出
だ
さ
れ
る
と
言
え
る
。
こ
の
文
章
で
の
「
真
宗

の
教
行
証
」
と
は
、本
願
が
真
実
で
あ
る
こ
と
を
説
く
教
え
で
あ
り
、

そ
れ
に
委
託
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
委
託
す
る

行
為
に
よ
っ
て
、「
如
来
の
恩
徳
の
深
さ
」
を
「
知
り
ぬ
」
と
な
る

の
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
本
論
で
言
う
智
慧
の
一
角
が
生
じ
る
こ
と

を
指
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
委
託
と
智
慧
は
因
果
関
係
に

あ
り
、教
え
を
「
敬
信
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、教
え
の
内
容
を
「
知

る
」
よ
う
に
な
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

次
の
無
疑
の
側
面
に
関
し
て
も
、
因
果
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ

と
が
言
え
る
。
例
え
ば
、
上
記
の
『
浄
土
文
類
聚
鈔
』
は
「
摂
取
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委
託
を
深
め
、
ま
た
、
深
ま
っ
た
委
託
は
智
慧
を
深
め
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
信
心
が
「
一
回
か
数
回
起
こ
る
も
の
か
」

や
「
頓
悟
か
漸
悟
」
と
い
う
昔
か
ら
議
論
さ
れ
て
き
た
課
題
に
関
係

す
る
が
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
。
肝
心
な
こ
と
は
、
信

心
の
体
得
者
に
は
、
こ
の
よ
う
に
四
つ
の
側
面
が
関
わ
り
あ
っ
て
、

更
に
深
ま
っ
て
体
験
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

妥
当
な
英
訳
へ

以
上
、
信
心
を
体
験
的
な
視
点
よ
り
考
察
し
て
来
た
結
果
、
智
慧

の
側
面
が
信
心
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
が
幾
分
示
さ
れ
た
と
言

え
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
智
慧
の
側
面
が
無
疑
の
側
面
と
密
接
な
関
係

に
あ
り
、
無
疑
と
い
う
側
面
こ
そ
智
慧
の
側
面
を
強
化
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
も
示
す
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
信
心
の
体
験
的
な
内
容
が
よ
り
明
ら
か

に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
１
）
委
託
、
２
）
歓
喜
、
３
）

無
疑
、
お
よ
び
４
）
智
慧
と
い
う
信
心
の
四
つ
の
側
面
に
お
い
て
、

智
慧
が
歓
喜
を
引
き
起
こ
す
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、親
鸞
の
慶
び
は
、

如
来
の
慈
悲
を
知
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
こ
の
名
文
に
見
ら
れ
る
。

慶
ば
し
い
か
な
、
心
を
弘
誓
の
仏
地
に
樹
て
、
念
を
難
思
の
法

海
に
流
す
。
深
く
如
来
の
矜
哀
を
知
り
て
、
ま
こ
と
の
に
師
教

の
恩
厚
を
仰
ぐ
。（『
真
宗
聖
教
全
書
』
二
「
宗
祖
部
」、
二
〇
二
頁
）

親
鸞
の
「
慶
ば
し
い
か
な
」
と
叫
び
に
表
現
さ
れ
る
歓
喜
は
、
如
来

の
矜
哀
を
知
る
こ
と
に
基
づ
き
、
由
来
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
鷲
原
氏
の
「
こ
の
喜
び
は
、
阿
弥
陀
仏
に
摂
取
さ
れ
、
随
順
し

て
い
る
と
知
る
か
ら
で
あ
るn

。」
と
い
う
意
見
に
よ
っ
て
も
支
持
さ

れ
て
い
る
と
言
え
る
。　

従
っ
て
、
智
慧
と
他
の
三
つ
の
信
心
の
側

面
と
の
関
係
を
検
討
し
た
結
果
、
大
ま
か
で
は
あ
る
が
、
委
託　

智

慧　

無
疑
・
歓
喜
と
い
う
体
得
者
に
よ
る
信
心
の
体
験
的
プ
ロ
セ
ス

を
、図
式
的
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

信
心
を
構
成
す
る
四
つ
の
側
面
は
、
一
回
の
み
の
プ
ロ
セ
ス
を
辿
る

の
に
限
ら
ず
、
体
得
者
の
求
道
に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
て
深
ま
っ
て

い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
も
循
環
的
に
深
ま
り
、
無
疑
・
歓
喜
は
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本
稿
は
、
ケ
ネ
ス
・
タ
ナ
カ
（
編
）『
智
慧
の
潮
―
―
親
鸞
の
智
慧
・

主
体
性
・
社
会
性
』（
武
蔵
野
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
）
に
含
ま

れ
て
い
る
筆
者
の
序
論
と
論
文
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

註

1
 

二
〇
一
二
年Pew

s Forum

に
依
る
数
字
で
あ
る
。
三
五
〇
万
人
と
は
、

北
米
の
仏
教
徒
よ
り
カ
ナ
ダ
の
仏
徒
を
引
い
た
数
で
あ
る
。http://

w
w

w.pew
forum

.org/2012/12/18/global-religious-landscape-bud-
dhist/

2
 

 2007 Encyclopedia Britannica: Book of the Year, pp. 292–3. 

一
九
七
〇
年
代
半
ば
は
、
仏
教
徒
数
は
約
２
０
万
人
だ
っ
た
。

3
 

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ル
ノ
ワ
ー
ル
（Frédéric Lenoir

）、
今
枝
由
郎
、

富
樫
櫻
子
（
訳
）『
仏
教
と
西
洋
の
出
会
い
』
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
、

二
〇
一
〇
年
、
ｉ
頁
。
ま
た
、
二
〇
一
四
年
八
月
に
武
蔵
野
大
学
で
行

な
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
フ
ラ
ン
ス
極
東
学
院
教
授
ジ
ラ
ー
ル
・

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
は
、
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
フ
ラ
ン
ス
人
が
仏
教
徒
で
あ
る

と
い
う
驚
く
数
字
を
報
告
し
た
。

4
 

ケ
ネ
ス
・
タ
ナ
カ
『
目
覚
め
る
宗
教
―
―
ア
メ
リ
カ
に
出
会
っ
た
仏

教　
現
代
化
す
る
仏
教
の
今
』サ
ン
ガ
新
書
、二
〇
一
二
年
、二
五
五
頁
。

5
 

 W
ilfred C

antw
ell Sm

ith. Faith and Belief (Princeton U
niversity 

智
慧
の
側
面
の
存
在
に
よ
っ
て
、
信
心
が
単
な
る
仰
信
的
で
あ
る
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
幾
分
覆
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
委
託
の
側
面
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は

智
慧
や
無
疑
の
側
面
を
否
定
す
る
も
の
で
も
な
く
、
同
時
に
、
無
関

係
な
も
の
と
な
る
も
の
で
も
な
い
。
本
願
や
自
分
の
凡
夫
性
を
信
知

す
る
こ
と
が
伴
っ
て
、
委
託
と
い
う
営
為
が
深
ま
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
こ
に
は
信
心
の
も
う
一
つ
の
側
面
で
あ
る
歓
喜
が
伴
う
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
四
つ
の
側
面
は
、
相
互
に
深
ま
り
互
い

を
刺
激
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
信
心
を
体
験
的
な
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
智
慧
の

側
面
は
か
な
り
濃
厚
で
あ
る
。
従
っ
て
、信
心
の
英
語
訳
と
し
て
は
、

今
主
流
と
な
っ
て
い
るentrusting

（
委
託
）
よ
り
も
、
本
発
表
の

智
慧
の
意
味
を
含
むrealization

（
気
づ
き
）、aw

areness

（
自
覚
、

意
識
）、
ま
た
はaw

akening

（
目
覚
め
）
の
方
が
よ
り
妥
当
で
あ
る

と
考
え
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
、親
鸞
の
教
え
が
「
信
じ
る
宗
教
」

で
は
な
く
、「
目
覚
め
る
宗
教
」
で
あ
る
こ
と
が
よ
り
鮮
明
に
な
る

の
で
あ
る
。
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的
用
例
集
』
三
喜
房
佛
書
林
、
二
〇
一
一
年
、
一
四
四
〜
一
四
五
頁
。

d
 

同
上
、
一
四
六
〜
一
四
七
頁
。 http://w

w
w.buddhanet.net/pdf_file/

scrndham
m

a.pdf

e
 

こ
の
「
信
仰
」
と
次
の
「
信
用
」
の
説
明
は
、
小
山
一
行
の
講
演
よ
り

示
唆
を
受
け
た
。「「
さ
と
り
」
の
智
慧
、
智
慧
の
「
信
心
」」 

武
蔵
野

大
学
社
会
連
携
セ
ン
タ
ー
オ
ム
ニ
バ
ス
仏
教
講
座
、
二
〇
一
五
年
三
月

十
二
日
。

f
 

信
楽
峻
麿
『
真
宗
学
概
論
』
法
蔵
館
。
二
〇
一
〇
年
、
一
八
一
頁
。

g
 

同
上
、
一
六
二
頁
。

h
 

同
上
、
一
六
二
頁
。

i
 

鷲
原
知
康
「
親
鸞
教
義
に
於
け
る
信
心
の
智
慧
（
二
）」『
印
度
学
仏
教

学
研
究
』
二
九
（
一
九
八
〇
）N

o. 

１
、一
六
二
〜
一
六
三
頁
。

j
 

Lam
p for the Latter Ages, cw

s 1: 553. 

k
 

鷲
原
知
康「
親
鸞
教
義
に
於
け
る
信
心
の
智
慧（
二
）」、一
六
二
頁
。『
教

行
信
証
』
の
引
用
文
は
、『
真
宗
聖
教
全
書
』
二
、八
〇
頁
か
ら
で
あ
る
。

l
 

同
上
、
一
六
二
頁
。

m
 

同
上
、
一
六
二
頁
。

n
 

同
上
、
一
六
二
〜
一
六
三
頁
。

け
ね
す
・
た
な
か 

武
蔵
野
大
学
教
授

Press, 1979), p. 12. 

6
 

ケ
ネ
ス
・
タ
ナ
カ
『
ア
メ
リ
カ
仏
教　

ー　

仏
教
も
変
わ
る
、
ア
メ

リ
カ
も
変
わ
る
』
武
蔵
野
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
、
二
八
五
〜

二
八
六
頁
。

7
 

本
願
寺
派
で
は
、「
浄
土
真
宗
」
が
使
用
さ
れ
る
が
、
真
宗
十
派
等
全

体
を
指
す
名
称
と
し
て
こ
こ
で
は
「
真
宗
」
を
採
用
す
る
。

8
 

A
lbert Schw

eitzer, Indian Thought and Its D
evelopm

ent. Translated 

by M
rs. C

harles E.B.Busw
ell (Boston: The Beacon Press, 1957), p. 

154.

9
 

H
ans Küng et. al., Christianity and the W

orld Religions (M
aryknoll, 

ny: O
rbis Books, 1986), p. 373. 

0
 

佐
々
木
閑
『
ブ
ッ
ダ
真
理
の
言
葉
』n

h
k

出
版
、
二
〇
一
二
年
、

一
一
一
〜
一
一
二
頁
。

a
 

「
伝
統
宗
学
」
と
は
、
江
戸
時
代
を
通
し
て
「
宗
乗
」
や
「
宗
学
」
な

ど
と
呼
ば
れ
た
も
の
を
指
す
。

b
 

代
表
的
な
著
書
の
み
を
挙
げ
る
こ
と
に
す
る
。
信
楽
峻
麿
『
真
宗

学
概
論
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
〇
年
及
び
『
真
宗
求
道
学
』
法
蔵
館
、

二
〇
一
一
年
。
安
富
信
哉
『
親
鸞
・
信
の
構
造
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
四

年
。
池
田
行
信
『
現
代
社
会
と
浄
土
真
宗
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
〇
年
。

c
 

斎
藤
明
等
（
編
）『「
倶
舎
論
」
を
中
心
と
し
た
五
位
七
十
五
法
の
定
義


