
浄
土
教
に
お
け
る
非
神
話
化
の
問
題

藤 

吉 

慈 

海

西
ド
イ
ツ
の
マ
ー
ル
ブ
ル
グ
に
住
む
神
学
者
ル
ド
ル
フ
・
ブ

ル

ト

マ

ン

(
1
1

吕

〇

ニ

け
!1

1
3
1
1
)

に
よ
っ
て
提
起
せ
ら
れ
た
新
約
聖
書 

の
非
神
話
化
の
問
題
は
、

そ
の
後' 

ポ

ス

ト

・
ブ
ル
ト
マ
ン
学
派
と
称
さ
れ
る
人
々
が
あ
る
ほ
ど
に
、

キ
リ
ス
ト
教
界
に
大
き
な
波
紋
を 

え
が
き
、
今
日
な
お
重
要
な
問
題
を
の
こ
し
て
い
る
。

そ
し
て
、

こ
の
問
題
は
単
に
キ
リ
ス
ト
教
内
の
特
殊
な
問
題
と
い
う
よ
り
も
、
宗 

教
的
真
理
の
現
代
的
理
解
に
関
す
る
問
題
と
し
て
、

キ
リ
ス
ト
教
界
の
み
な
ら
ず
仏
教
界
に
も
影
響
を
与
え
、

と
く
に
浄
土
教
者
の
関
心 

探

を
よ
び
、
深
く
論
究
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

※

一
ヽ
石
田
慶
和
著
『
信
楽
の
論
理
』(
黑

至

黄

月8
藏
幕)

は
ブ
ル
ト
マ
ン
の
非
神
話
化
を
正
面
か
ら
と
り
あ
げ
て
論
究
し
、

浄
土
教
の
非
神
話 

化
に
つ
い
て
深
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
好
著
で
あ
る
。

二
、
小

著

『
浄
土
教
思
想
研
究
』(
昭
和
四0
年
四
月X
申
堂
刊)

所
収
論
文
「
浄
土
教
の
非
神
話
化
に
つ
い
て
——

特
に
浄
土
宗
の
宣
教
を
中
心
と
し
て 

——

」
『
仏
教
天
学
硏
究
紀
要
」0
天
号
に?6
表)

は
主
と
し
て
浄
土
宗
宣
教
史
上
の
人
物
を
と
ら
え
て
非
神
話
化
の
観
点
か
ら
論
究
し
て
い
る
が
、
こ
れ 

に
対
し
て
は
、
大
類
純
氏
が
「
鈴
木
学
術
財
団
研
究
年
報
」(

一
九
六
き
に
論
文
批
評
を
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
小
著
に
対
し
「
中
外
日
報
」
一
昭 

番
四
責
月
二
十
七
え
旦
紙
上
に
安
藤
俊
雄
教
授
が
「
浄
土
教
の
非
神
話
化
」
と
題
す
る
論
評
を
し
て
い
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
筆

者

は

「
中
外
日 

報
」
に

「
禅
と
念
仏
と
の
間
」
と
題
し
て
安
藤
教
授
に
答
え
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
併
せ
て
参
照
し
て
頂
け
れ
ば
幸
で
あ
る
。
 

私
は
一
九
五
八
年
五
月
四
日
、 

久
松
真
一
博
士
に
随
行
し
て
京
大
の
辻
村
公
一
氏
と
共
に
ブ
ル
ト
マ
ン
教
授
に
お
目
に
か
か
る
こ
と
が 

で
き
た
。

そ
れ
は
そ
の
前
年
八
月
よ
り
久
松
真
一
先
生
が
米
国
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
神
学
部
で
「
禅
と
禅
文
化
」

に
つ
い
て
講
義
や
ゼ
ミ
ナ
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1
ル
を
開
か
れ
た
の
に
私
も
参
加
し
ゝ
そ
の
後
、
久
松
先
生
と
共
に
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
に
渡
り
、

ハ
イ
デ
ヅ
ガ
ー
教
授
の
紹
介
で
ブ
ル
ト
マ
ン 

教
授
に
お
会
い
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ

の

時

の

こ

と

は

『
ド
人5
』
誌

第

40
41
合
併
号
に
詳
し
く
出
て
い
る
が
、
有
神
論
的 

宗
教
の
運
命
に
関
す
る
対
談
と
し
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
ブ
ル
ト
マ
ン
教
授
は' 

そ
の
当
時
、

キ
リ
ス
ト
教
界
に
お
い
て
か
な
り
誤 

解
せ
ら
れ' 

不
遇
な
立
場
に
立
っ
て
い
ら
れ
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
久
松
先
生
の
質
問
に
対
し
て
も' 

「
非
神
話
化
」

と
い
う
こ
と
を
正
し 

く
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
繰
返
し
の
べ
ら
れ
た
の
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
会
談
後
、
私
は
ひ
じ
ょ
う
な
感
銘
を
う
け
、
彼
の
い
う
非 

神

話

化

5
:
1
1
+
1
1
1
^
1
1
0
1
0

叹

呂

05
と
い
う
こ
と
は' 

ひ
と
り
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、

浄
土
教
の
現
代
的
理
解
の
上 

に
も
、
重
要
な
意
味
を
も
っ
こ
と
を
痛
感
し
た
。

そ
れ
で
そ
の
後
、
浄
土
教
の
非
神
話
化
に
つ
い
て
考
え
て
来
た
が' 

こ
の
こ
と
を
抜
き 

に
し
て
浄
土
教
の
今
後
の
展
開
は
あ
り
得
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

さ
て' 

ブ
ル
ト
マ
ン
の
い
う
非
神
話
化
と
は' 

一
部
の
人
々
に
よ
っ
て
誤
解
さ
れ
た
よ
う
に
、
新
約
聖
書
中
の
神
話
を
排
除
す
る
こ
と 

に
よ
っ
て' 

そ
の
教
を
合
理
化
し' 

科
学
的
思
惟
に
な
れ
て
い
る
現
代
人
に
キ
リ
ス
ト
教
を
受
け
容
れ
ら
れ
得
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
は 

な
い
。

ブ
ル
ト
マ
ン
の
考
え
で
は' 

「
神
話
的
思
惟
も
、
科
学
的
思
惟
と
同
様
に
、
客
観
化
す
る
と
い
う
仕
方
で
の
思
惟
で
あ
り' 

例
え 

ば' 

神
の
超
越
と
い
う
こ
と
も' 

そ
こ
で

は

空
間
的
隔
離
と

し
て

客
観
化
さ
れ
て

表
象
さ
れ
て

い
る
ご

し
た
が

っ
て' 

そ
こ
で
は
、
神 

は

「
私
の
神
」

に
は
な
っ
て
い
な
い
。

そ

れ

で

は

「
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
の
何
た
る
か
」

は
蔽
い
か
く
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
か
ら
、

キ
リ 

ス
ト
教
的
信
仰
の
何
た
る
か
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
向
っ
て
の
決
断
の
前
に
人
々
を
立
た
し
め
る
た
め
に' 

そ
の
障
害
と
な
る
神
話
を
、
 

そ
の
内
に
含
ま
れ
て
い
る
実
存
的
意
義
に
向
っ
て
解
釈
す
る
と
い
う
試
み
が
必
要
と
な
る
。

そ

れ

が

「
非
神
話
化
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

し
た
が
っ
て
、

そ
れ
は
神
話
的
世
界
像
の
実
存
論
的
解
釈
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
神
話
解
釈
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。

キ 

リ
ス
ト
教
が
今
日
当
面
し
て
い
る
こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
し
、
そ
の
う
け
と
め
方
に
は
い
ろ
い
ろ
問
題
も
あ
る
が
、
今
日
の
浄
土
教
に
お 

い
て
も
神
話
的
表
象
の
う
け
と
り
方
の
問
題
が
あ
る
。
法
蔵
菩
薩
の
誓
願
と
か
そ
の
成
就
に
よ
る
西
方
浄
土
と
か' 

阿
弥
陀
仏
の
救
い
と 

い
う
よ
う
な
、
浄
土
教
成
立
の
基
盤
と
な
る
ド
グ
マ
が
、
神
話
的
表
象
の
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
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う
な
浄
土
教
に
含
ま
れ
て
い
る
神
話
的
表
象
が
、
今
日
の
我
々
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
が' 

主
体
的
に
問
わ
れ
ね 

ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

原
始
仏
教
に
乏
し
か
っ
た
神
話
性
が' 

大
乗
仏
教
の
発
展
と
と
も
に
、
多
分
に
と
り
容
れ
ら
れ' 

神
話
的
教
説
を 

通
し
て
仏
教
の
精
神
が
説
か
れ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
浄
土
教
も
そ
の
よ
う
な
動
き
の
中
に
成
立
し
た
大
乗
仏
教
の
一
派
で
あ 

る
が' 

そ
の
宣
教
の
上
か
ら
、
今
日
そ
れ
が
神
話
的
な
ま
ま
で
受
容
さ
れ
に
く
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、

キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
と
同
様
で 

あ
る
。
し
か
ら
ば
浄
土
教
か
ら
神
話
的
要
素
を
取
り
除
く
と
し
た
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
と
同
様
に' 

お
そ
ら
く
浄
土
教
は
成
立
し
得 

な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
今
日
、

一
部
の
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
が
言
う
よ
う
に' 

そ
の
中
心
と
な
る
部
分
を
残
し
て
、
枝
末
的
な
も
の
を
排
除 

し
、

キ
リ
ス
ト
教
を
現
代
人
に
受
け
容
れ
や
す
く
す
る
試
み
も
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。

し
か
し
非
神
話
化
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
よ
う
な
こ 

と
で
は
な
く
し
て' 

キ
リ
ス
ト
教
全
体
に
関
す
る
信
仰
の
問
題
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
か
ら
神
話
的
な
も
の
を
排
除
し
て
し
ま
っ
た
ら' 

何
が
残
る
か
、
残
っ
た
も
の
で
キ
リ
ス
ト
教
が
成
立
し
う
る
か
ど
う
か
。
浄
土
教
の
場
合
で
も
法
蔵
菩
薩
の
誓
願
と
浄
土
と
阿
弥
陀
仏
を 

ぬ
き
に
し
て
浄
土
教
は
成
立
し
な
い
。

し
か
ら
ば
、

そ
の
よ
う
な
神
話
的
浄
土
教
は
ど
の
よ
う
に
受
容
し
た
ら
よ
い
の
か
、
法
蔵
菩
薩
の 

誓
願
は
私
自
身
に
と
っ
て
ど
ん
な
意
味
を
も
つ
の
か' 

阿
弥
陀
仏
の
説
法
は
私
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
る
の
か
、

つ
ね
に
実 

存
的
受
け
と
り
か
た
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
浄
土
教
の
も
つ
宗
教
的
真
理
は
あ
き
ら
か
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
浄
土
教
の
非
神
話
化
と 

い
う
こ
と
も' 

そ
こ
に
中
心
が
あ
る
。

し
か
ら
ば
浄
土
教
に
お
け
る
非
神
話
化
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
ブ
ル
ト
マ
ン
の
言
う
ご
と
く
実
存
論
的
解
釈
学
の 

立
場
に
立
つ
浄
土
宗
学
と
で
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
実
存
論
的
解
釈
学
の
立
場
と
い
う
の
は' 

宗
教
的
事
実
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の 

実
存
的
理
解
を
学
問
的
認
識
に
ま
で
た
か
め
た
立
場
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
そ
れ
は
浄
土
経
典
に
表
現
せ
ら
れ
て
い
る
神
話
的
な 

こ
と
が
ら
の
実
存
的
理
解
を
意
味
す
る
。

し
た
が
っ
て' 

そ
れ
は
浄
土
教
の
内
容
の
理
解
に
関
す
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
が' 

そ
れ
は
実
存 

論
的
理
解
と
い
わ
れ
る
よ
う
に' 

そ
の
実
存
的
理
解
が
学
問
的
認
識
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
来
の
浄
土
宗
学 

と
か
真
宗
学
と
い
わ
れ
る
も
の
が' 

そ
の
よ
う
な
自
覚
を
も
っ
て
な
さ
れ
て
来
た
か
ど
う
か
深
く
反
省
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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さ
て
、

そ
れ
で
は
、
浄
土
教
が
成
立
し
て
以
来
、
そ
の
よ
う
な
立
場
に
お
い
て
浄
土
教
の
非
神
話
化
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
 

私
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
浄
土
教
に
お
け
る
神
話
的
表
象
が
、
そ
の
ま
ま
受
容
さ
れ
得
な
い
と
き
、
こ
れ
を
い
か
に
信
仰
し
、
い
か
に
理
解 

す
る
か
に
つ
い
て' 

主
体
的
に
と
っ
く
ん
だ
人
は
多
い
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
人
々
の
主
体
的
信
仰
に
お
い
て
西
方
の
浄
土
や
阿
弥
陀 

仏
や
そ
の
本
願
が
、
神
話
的
で
な
く
何
等
か
知
的
に
理
解
さ
れ
、

一
つ
の
統
一
的
理
解
の
体
系
を
示
し
た
例
は
決
し
て
す
く
な
く
な
い
。・

探 

筆
者
は
、

そ
の
意
味
で

先
ず

第
一
に
世
親
の
『
浄
土
論
』

に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
 

※

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小

著

『
浄
土
教
思
想
研
究
』
所
収
論
文
「
浄
土
教
の
非
神
話
化
に
つ
い
て
」
六
三
頁
以
下
参
照
。
 

と
く
に
世
親
が' 

『
浄
土
論
』

の
は
じ
め
に' 

「
世
尊
よ'

我
れ
一
心
に
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
た
て
ま
つ
り
、
安
楽
国
に
生 

ぜ
ん
と
願
ず
」

と
い
う
一
文
は' 

彼
の
極
楽
浄
土
へ
の
願
生
心
の
熾
烈
さ
を
示
め
す
こ
と
ば
で
あ
っ
て
、

そ
の
浄
土
願
生
の
信
仰
心
を
疑 

う
余
地
は
全
く
な
い
。

し
か
し' 

そ
の
よ
う
な
世
親
が
願
生
し
た
浄
土
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と' 

浄
土
経
典
に
説
か 

れ
て
い
る
よ
う
な
神
話
的
表
現
を
こ
え
て
、

「
究
竟
如
虚
空' 

広
大
無
辺
際
」

と
か' 

願
心
荘
厳
の
世
界
と
し
て
受
け
と
ら
れ
て
い
る
。
 

そ
の
浄
土
が
当
時
す
で
に
一
般
化
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
十
八
円
浄
の
世
界
で
あ
る
こ
と
は
、

『
浄
土
論
』

の
説
相
を
み
る
と
何
人
も
こ
れ 

を
肯
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
く
に
三
種
二
十
九
句
荘
厳
の
世
界
が
入
一
法
句
し
、

一
法
句
と
は
清
浄
句
、
清
浄
句
と
は
真
実 

智
慧
無
為
法
身
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
に
い
た
っ
て
は' 

浄
土
経
典
に
見
ら
れ
る
神
話
的
表
象
は
真
実
智
慧
無
為
法
身
と
し
て
非
神
話
化 

さ
れ
て
い
る
。

そ
の
構
想
の
す
ば
ら
し
さ
は
、
そ
の
至
純
な
願
生
心
の
告
白
と
共
に
、
世
親
の
宗
教
的
実
存
を
通
し
て
の
学
問
的
構
成
で 

あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
し
、

『
浄
土
論
』
が
極
め
て
短
い
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
世
親
の
願
生
心
の
成
立
す
る
基
盤
が
、
な 

お

十

分

に

明
ら

か

に

さ

れ

て

い

る

と

は

言

え

な

い
で

ろ

う

。

さ
て' 

筆

者

は

か

つ

て

「
浄
土
教
の
非
神
話
化
に
つ
い
て
」
「(

「仏
教
大
学
研
究
紀
要
」
四
六
号)

論
じ
、
そ
の
非
神
話
化
の
線
上
に
浮
か
ぶ 

人
と
し
て
世
親
と
曇
鸞
を
と
り
あ
げ' 

さ
ら
に
浄
土
宗
の
宣
教
に
お
い
て
、
現
代
に
お
け
る
光
明
主
義
の
開
祖
山
崎
弁
栄
、
共
生
主
義
の 

椎
尾
弁
匡' 

真
理
運
動
の
友
松
円
諦' 

仏
教
社
会
事
業
の
矢
吹
慶
輝
、 

浄
土
教
理
の
哲
学
的
解
明
に
努
め
た
佐
藤
賢
順
等
を
あ
げ
、

そ
の
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概
略
を
説
明
し
た
が
ゝ
そ
の
設
定
の
し
か
た
に
問
題
が
あ
る
と
の
抵
利
を
う
け
た
。

そ

し

て

「
非
神
話
化
」

の
問
題
を
探
求
す
る
上
に
き 

わ
め
て
示
唆
に
富
む
も
の
と
し
て
左
翼
の
キ
リ
ス
ト
教
牧
師
と
し
て
有
名
な
故
赤
岩
栄
氏
の
次
の
よ
う
な
記
述
を
参
考
と
す
る
よ
う
す
す 

め
ら
れ
た
。
す

な

わ

ち

「
バ
ル
ト
的
な
信
仰
の
根
源
的
事
実
に
お
い
て
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
意
味
す
る
信
仰
は' 

真
に
実
存
的
と
な
る
。

そ 

こ
で
最
後
に' 

こ
の
よ
う
な
主
体
的
信
仰
に
お
い
て
、
私
た
ち
は
、

こ
の
時
間
を
ど
う
生
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

そ
れ
に 

つ
い
て
は' 

こ
れ
ら
の
二
人
の
西
欧
の
神
学
者
は' 

何
ら
私
た
ち
に
具
体
的
な
道
を
示
し
て
い
な
い
。

そ
れ
を
指
示
す
る
た
め
に
は
、
現 

実
的
状
況
の
認
識
が
必
要
で
あ
り
、

そ
の
認
識
は' 

非
信
仰
的
要
因
と
し
て
の
み
可
能
な
認
識
で
あ
る
。

こ
の
非
信
仰
的
要
因
を
不
信
仰 

と
し
て
排
除
す
る
の
は
、
神
話
的
思
惟
で
あ
っ
て' 

主
体
的
信
仰
で
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
非
信
仰
的
要
因
と
し
て
の
み
認
識
し
得
る 

と
こ
ろ
の
現
実
的
状
況
こ
そ' 

私
た
ち
の
主
体
的
信
仰
が
、

そ
こ
で
生
き
る
た
め
に
決
断
す
る
具
体
的
〃
場"

に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ 

る
。

私
は
こ
の
非
信
仰
的
要
因
と
し
て
、
現
代
に
お
い
て
は
、
と
く
に
あ
の
マ
ル
ク
ス
の
提
示
す
る
事
実
を
考
え
て
い
る
」(

前

掲

「
鈴
木
学 

術
財
団
研
究
年
報
」

一
九
六
五
、
九
九
頁
参
照)

と
。

ま
こ
と
に
言
わ
れ
る
と
う
り' 

今
日
に
お
け
る
非
神
話
化
の
問
題
は' 

宗
教
不
在
と
い 

わ
れ
る
現
代
に
お
い
て
こ
そ
と
り
あ
げ
ら
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

そ
れ
が
と
り
あ
げ
ら
れ
ぬ
と
い
う
こ
と
は
宗
教
界
に
現
代
不
在
だ
か
ら 

で
あ
る
と
も
言
え
る
。

か
つ
て
西
谷
啓
治
先
生
は' 

「
宗
教
不
在
の
現
代
」

と

「
現
代
不
在
の
宗
教
」

と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ' 

現
代
に 

お
い
て
宗
教
の
は
た
す
べ
き
任
務
は' 

宗
教
不
在
の
現
代
に
宗
教
を
、

そ
し
て
現
代
不
在
の
宗
教
に
現
代
を
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
 

宗
教
不
在
の
現
代
に
宗
教
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
た
め
に
は' 

宗
教
的
ド
グ
マ
の
非
神
話
化
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

何
等
か
知
的 

に
非
神
話
化
し
て
受
け
と
ら
な
け
れ
ば
、
従
来
の
ド
グ
マ
を
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
現
代
に
よ
み
が
え
ら
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い 

か
。

と
く
に
キ
リ
ス
ト
教
や
浄
土
教
の
よ
う
な
有
神
論
的
な
救
済
教
が
現
代
の
宗
教
と
し
て' 

宗
教
的
役
割
を
果
た
す
た
め
に
は' 

何
等 

か
の
意
味
で
非
神
話
化
さ
る
べ
き
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

た
ん
に
世
俗
化
し
つ
つ
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
に
非
宗
教
的
で
あ
る
現
代
に
お
い
て
、
宗
教
的
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
ど
の
よ 

う
な
意
味
を
も
つ
か' 

そ
の
必
要
性
が
あ
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
今
日
、
と
く
に
浄
土
教
の
非
神
話
化
の
問
題
は
切
実
に
考
究
さ
れ
ね
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ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

さ
て' 

そ
れ
で
は
浄
土
宗
に
お
い
て
現
代
そ
の
宣
教
の
非
神
話
化
に
顕
著
な
動
き
を
見
せ
た
人
々
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う"

先
ず
第 

ー
に
光
明
主
義
の
山
崎
弁
栄(

一
ハ
五
九
——

一
九
ー
ー
〇)

は
安
政
六
年
二
月
二
十
日
、
千
葉
県
東
葛
飾
郡
手
賀
村
鷲
野
谷
に
山
崎
嘉
平
の
長
男 

と
し
て
生
れ
、
仏
陀
禅
那
・
無
所
得
子
・
不
可
知
童
子
と
号
し' 

世
に
米
粒
上
人
と
称
せ
ら
れ
た
。
十
二
歳
の
と
き
弥
陀
三
尊
を
空
中
に 

想
見
し
、

二
十
一
歳
の
と
き
同
村
医
王
寺
に
お
い
て
山
崎
徳
恵
に
つ
い
て
剃
髪
し
、
後' 

千
葉
県
小
金
の
東
漸
寺
の
大
谷
大
康
に
師
事
し 

た
。
と
き
に
卍
山
実
辨
の
駒
込
吉
祥
寺
に
あ
っ
て
華
厳
を
講
ず
る
を
聞
き' 

小
石
川
の
伝
通
院
山
内
に
寓
し
て
こ
れ
を
参
聴
し
た
。

明
治 

十
五
年
八
月
末
、
筑
波
山
に
寵
り
ニ
ケ
月
間
念
仏
三
昧
を
修
し
奇
瑞
を
感
見
し
た
。

そ
の
時
の
偈
に
、

『
三
昧
発
得
偈
』
と
称
す
る 

「
弥

陀

身

心

遍

法

界

衆

生

念

仏

仏

還

念

一
心
専
念
能
所
亡 

果
満
覚
王
独
了
々
」

と
い
う
の
が
あ
る
。

そ
の
後' 

浄
土
宗
学
本
校
を
小
石
川
に
建
築
す
る
に
当
り
、
各
地
に
勧
募
し
て
米
粒
名
号
、
書
画
等
を
頒
布
し
た
。
 

明
治
二
十
七
年
大
康
師
の
遺
志
を
継
い
で
高
木
村
五
香
に
一
寺
を
創
立
し
て
善
光
寺
と
称
し
た
。
同
年
イ
ン
ド
に
渡
り
仏
蹟
を
巡
拝
し
、
 

二
十
ハ
年
帰
朝
、
 

の
ち
各
地
を
巡
化
し
て
寧
日
な
く'

教
化
を
仰
ぐ
道
俗
都
鄙
に
み
ち
た
。

大
正
五
年
六
月
知
恩
院
夏
安
居
に
宗
義
の
精 

要
を
講
じ
、

そ

の

講

録

を

刊

行

し
て

『
宗
祖
の
皮
髄
』
と
称
し
、

又
七
年
三
月
知
恩
院
勢
至
堂
に
て
第
一
回
別
時
念
仏
を
修
し
た
。
七
月 

朝
鮮
巡
教
、
九
年
越
後
柏
崎
の
極
楽
寺
に
巡
錫
し
て
病
に
臥
し
、
十
二
月
四
日
寂
し
た
。

六
十
二
歳
で
あ
っ
た
。

そ
の
前
日
病
床
に
て
前 

記
の
三
昧
発
得
偈
を
口
称
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

師
は
徳
行
衆
に
勝
れ
、
常
に
粗
衣
粗
食
に
甘
ん
じ
、

人
と
靜
わ
ず
、
名
利
の
念
を 

絶
ち
、

平
生
念
仏
を
も
っ
て
そ
の
行
業
と
し' 

念
仏
三
昧
に
よ
っ
て
光
明
摂
化
の
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
き' 

自
ら
如
来
光
明
主 

義
の
体
験
を
得
て
、
大
い
に
道
俗
に
鼓
吹
し
た
。
師
の
寂
後' 

門
弟
信
徒
は
光
明
会
を
結
成
し' 

師
を
創
始
者
と
崇
め
聖
者
と
祢
し
た
。
 

そ
の
遺
稿
は
田
中
木
叉
の
編
纂
に
よ
り
『
お
慈
悲
の
た
よ
り
』

上
中
二
巻
、

『
人
生
の
帰
趣
』

『
光
明
の
生
活
』

『
無
辺
光
』

『
無
量
光 

寿
』

『
不
断
光
附
仏
法
物
語
』

『
道
詠
集
』
各
一
巻
が
あ
る
。

師
は
書
画
を
よ
く
し' 

そ
の
中' 

弥
陀
、
出
山
の
釈
迦
、
観
音
、
米
粒
名
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号
等
ひ
じ
ょ
う
に
多
く'

こ
れ
を
も
っ
て
結
縁
の
資
と
し
た
。

そ
の
教
化
の
実
際
を
窺
う
に
、
従
来
の
浄
土
宗
の
宣
教
が
、
あ
ま
り
に
未
来
主
義
的
で
あ
り
、
神
話
的
で
あ
っ
た
の
で' 

こ
れ
を
是
正 

し
て

現

世

主
義

的

・
哲
学
的
に
教
化
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
従
来
の
浄
土
宗
の
宣
教
の
し
か
た
が
、

三
身
即
一
の
ア
ミ
ダ
仏 

と
い
う
よ
り
、
報
身
の
阿
弥
陀
仏
を
中
心
に
説
か
れ
て
い
た
の
を
改
め
て
、
」
二
身
即
ー
の
ア
ミ
ダ
仏
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
報
身
と
と 

も
に
法
身
の
面
を
強
調
し
た
。
法
身
の
強
調
に
よ
っ
て
ア
ミ
ダ
仏
の
神
話
性
は
救
わ
れ
る
。

こ
の
点
が
光
明
主
義
の
一
つ
の
特
徴
と
言
え 

る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
光
明
主
義
に
お
い
て
も
阿
弥
陀
仏
と
衆
生
と
の
関
係
を
親
と
子
の
関
係
に
な
ぞ
ら
え' 

阿
弥
陀
仏
を
大
ミ
オ
ヤ 

と
呼
び
、
親
と
子
の
関
係
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
救
済
の
力
を
理
解
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
真
宗
の
説
法
の
仕
方
に
見
ら
れ 

る

「
お
や
さ
ま
」

と
い
う
呼
称
に
類
似
し
て
い
る
。

し
か
し
、
す
で
に
石
田
慶
和
氏
が
指
摘
し
て
い
ら
れ
る
よ
う
に
、
浄
土
教
の
宣
教
が 

そ
の
よ
う
な
親
子
関
係
に
よ
っ
て' 

阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
を
情
緒
的
に
味
わ
う
こ
と
に
終
始
し
て
い
る
跟
り
、
将
来
性
を
も
ち
え
な
く
な
っ 

て
来
る
。
す
な
わ
ち
近
代
社
会
の
構
造
的
変
化
は
縦
の
関
係
か
ら
横
の
関
係
に
移
り
親
子
の
間
の
無
媒
介
な
情
愛
や
一
体
感
の
意
味
を
も 

稀
薄
な
ら
し
め
、
人
間
関
係
な
ら
び
に
心
理
情
況
の
変
化
は
親
子
関
係
に
よ
る
宣
教
を
弱
く
し
て
し
ま
っ
た
。

か
つ
て
は
現
実
的
な
説
得 

力
を
も
っ
て
い
た
親
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
の
発
願
修
行
と' 

そ
の
願
成
就
と
し
て
発
動
す
る
慈
悲
と
い
う
教
説
も
、

そ
の
神
話
的
表
象
が 

そ
の
受
容
の
背
景
の
変
化
に
あ
っ
て
現
代
の
人
々
へ
の
説
得
力
を
失
い
つ
つ
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

と
も
あ
れ
、
光
明
主
義
に
お
い
て
は
、 

阿
弥
陀
仏
を
大
ミ
オ
ヤ
と
呼
び
、
親
子
の
関
係
で
阿
弥
陀
仏
と
衆
生
と
の
関
係
を
説
き' 

ミ
オ 

ヤ
の
光
に
よ
っ
て
人
格
の
霊
化
せ
ら
れ
る
こ
と
を
強
調
し
、
未
来
主
義
を
脱
せ
ん
と
し
た
。

そ
れ
で
光
明
主
義
は
自
ら
を
円
具
教
と
称
し 

新
ら
し
い
教
相
判
釈
を
立
て
る
に
い
た
っ
た
。

と
も
あ
れ
光
明
主
義
は
浄
土
教
の
宣
教
に
劃
期
的
な
飛
躍
を
示
し
、
開
祖
の
言
行
に
は
掬 

す
べ
き
も
の
が
多
い
。

そ
の
一
ニ
を
あ
げ
る
と
、

「
念
仏
は
呼
吸
で
、
念
仏
が
た
い
ぎ
で
、

つ
ら
い
よ
う
で
は
、

そ
り
ゃ
病
人
で
」

「
大
般
若
亠
ハ
百
巻
大
な
り
と
い
え
ど
も
枝
、
名
号
六
字
小
な
り
と
い
え
ど
も
種' 

元
祖
選
択
の
着
眼
こ
こ
に
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
種
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が
種
の
ま
ま
で
こ
の
世
で
は
開
発
せ
ず
、

死
ん
で
浄
土
で
開
発
す
る
も
の
と
き
め
る
か
ら
い
け
な
い
。
今
世
で
花
開
き' 

花
一
代
の
散 

り
終
っ
た
後
世
の
浄
土
で
、 

上
品
の
実
を
結
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
今
世
で
華
開
か
ね
ば
彼
の
土
に
お
い
て
六
劫
を
へ
て
開
く
と
。
」 

ま
た
山
崎
弁
栄
は
、
光
明
に
霊
化
さ
れ
る
体
験
を
強
調
し
た
の
で
、

「
ど
う
い
う
も
の
か
一
枚
起
請
文
や
歎
異
抄
は
あ
ま
り
に
好
ま
し
か
ら
ず
し
て
、
大
経
の
序
文
の
釈
尊
が' 

諸
根
悦
予
等
の
三
相
五
徳 

が' 

す
な
わ
ち
弥
陀
無
量
光
の
大
日
輪
の
光
が
反
映
し
た
る
釈
迦
の
浄
満
月
の
ご
と
し
、
弥
陀
の
霊
光
に
活
き
現
在
を
通
じ
て
永
遠
に 

向
っ
て
進
む
路
が
好
ま
し
く
」
(

「
日
本
の
光
」
(

弁
栄
上
人
伝)

三
九
四
頁) 

と
言
っ
て
い
る
。
ま
た

「
真
宗
で
い
う
、
 

信
心
う
れ
ば
こ
の
身
こ
の
ま
ま
即
得
往
生' 

こ
れ
は
や
は
り
円
具
教
の
一
分
で
あ
る
。

死
な
ね
ば
往
生
で
き
ぬ
と
い 

う
の
は
超
然
主
義
で
あ
る
。
ま
た
円
具
教
で
は
精
神
に
は
現
在
な
が
ら
光
明
生
活
に
て
、
真
実
荘
厳
の
浄
土
往
生
は
身
の
死
後
で
あ
る
。
」

(

「
日
本
の
光
」
(

弁
栄
上
人
伝)

三
九
四
・
五
頁) 

と
い
っ
て' 

死
後
の
往
生
で
な
く
現
世
の
光
明
生
活
を
強
調
し
て
い
る
。

ま
た
、

「
具
仏
」

と
い
う
こ
と
を
強
調
し
、

い
ろ
い
ろ
誤
解
も 

さ
れ
た
が
、

「
真
宗
で
は' 

太
陽
の
光
線
の
方
を
み
ず
し
て' 

た
だ
太
陽
の
熱
、
す
な
わ
ち
慈
悲
の
あ
た
た
か
な
中
に' 

悦
び
感
謝
し
て
い
る
の
で 

あ
る
。

ゆ
え
に
如
来
の
光
明
よ
り
現
わ
る
る
仏
の
相
好
を
拝
む
と
か
、

ま
た
悟
入
す
る
と
か
い
う
こ
と
は
隠
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

(

「
日
本
の
光
」
(

弁
栄
上
人
伝)

三
九
五
頁) 

と
い
っ
て
、
真
宗
の
あ
り
方
を
批
判
的
に
の
べ
て
い
る
。
な

お

「
信
か
行
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は' 

信
を
強
調
し
て
い
る
が' 

別 

時
念
仏
を
実
践
し
、
行
と
し
て
の
念
仏
も
重
視
し
、
現
世
に
お
け
る
念
仏
の
体
験
の
深
ま
り
を
実
証
的
に
説
明
し
、

人
格
の
完
成
を
説
く 

と
こ
ろ
に' 

光
明
主
義
の
現
代
性
が
あ
る
。

ま
た
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
法
蔵
因
位
の
十
劫
正
覚
よ
り
無
量
光
に
摂
す
る
は
旧
約
に
て
、
釈
迦
を
通
じ
て
無
量
光
に
摂
す
る
は
新
約
で
あ
る
。

旧
約
は
西
洋
の
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ユ
ダ
ヤ
教
と
同
じ
く
、

浄
土
は
全
く
死
後
の
別
天
地
と
す
。

新
約
は
精
神
的
に
現
在
よ
り
光
明
中
の
生
活
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

(

「
日
本
の
光
」
(

弁
栄
上
人
伝)

三
九
七
・
ハ
頁) 

ま
た

「
往
生
に
も
精
神
の
往
生
と
肉
体
の
往
生
と
あ
る
。:

：:

精
神
に
は
こ
の
世
と
後
の
世
と
一
体
で
あ
る
。

ゆ
え
に
今
現
に
こ
の
精
神
に 

如

来

の

光

明
を

得
る
外
に
仏
法
は
な

い
ご(

「
日
本
の
光
」
(

弁
栄
上
人
伝)

三
九
八
頁)

と
言
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
言
句
に
よ
っ
て
、
山
崎
弁
栄
の
浄
土
教
の
非
神
話
化
が
、

い
か
な
る
方
向
に
な
さ
れ
た
か
注
目
さ
る
べ
き 

で
あ
っ
て
、

こ
れ
を
安
易
な
自
己
肯
定
と
か' 

楽
観
的
浄
土
教
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
樵
尾
弁
匡
博
士
の
主
宰
し
た
共
生
主
義
の
浄
土
教
は' 

大
正
十
一
年
六
月
二
十
一
日
鎌
倉
光
明
寺
に
お
け
る
七
日
間
の
第
一
回 

結
集
を
も
っ
て
出
発
す
る
が
、

そ
の
主
張
は
次
の
五
条
に
見
ら
れ
る
。

ー
、
同
信
協
力
を
通
じ
て
成
就
衆
生
の
大
道
を
辿
ら
ん
と
す
る
も
の' 

国
境
も
民
族
も
簡
ぶ
所
で
は
な
い
。
 

二' 

同
事
の
聖
訓
を
奉
じ
て

分
担
，
協
調
の
ニ
辺
を
完
了
せ
ん
と
す
る
も
の' 

貧
富
も
男
女
も
隔
つ
る
処
で
は
な
い
。

三
、
 

共
存
の
実
義
を
体
し
て
共
生
浄
土
の
成
就
を
念
ず
る
も
の
、
利
鈍
も
強
弱
も
相
携
ふ
る
考
で
あ
る
。

四
、 

無
量
の
光
寿
に
摂
せ
ら
れ
、
知
目
行
足
の
精
進
を
心
と
す
る
も
の' 

智
愚
も
能
不
も
帰
一
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

五
、
 

如
来
の
霊
徳
に
化
せ
ら
れ
て
偏
狭
愚
痴
怠
慢
卑
弊
の
打
破
せ
ら
る
る
こ
と
を
希
念
し
て
已
ま
ず
。

こ
の
五
条
に
よ
る
か
ぎ
り
、

こ
こ
に
は
従
来
の
浄
土
教
の
宣
教
に
見
ら
れ
る
未
来
往
生
と
い
う
よ
う
な
、
厭
世
的
雰
囲
気
は
な
く
、
き 

わ
め
て
現
世
肯
定
的
で
あ
る
。
共
生
の
つ
と
め
の
特
色
も' 

聖
典
朗
読' 

音
楽
、
体
操
、
静
慮
、
感
話
、
美
化
作
業
な
ど
を
配
し' 

人
生 

の
愉
快
な
生
活
訓
練
を
な
す
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
従
来
の
浄
土
教
宣
教
の
い
わ
ば
神
話
的
・
悲

観

的

・
消

極

的

・
隠

遁

的

・
戒 

律

的

・
出

世

間

的

・
女

性

的

，
情
感
的
色
彩
は
払
拭
せ
ら
れ
て
い
る
。

そ

し

て

「
共
生
浄
土
の
成
就
を
念
ず
る
」

と
い
う
よ
う
に
、

西
方 

浄
土
へ
の
願
生
と
い
う
よ
り
も
、
現
世
に
浄
土
を
建
立
し
よ
う
と
す
る
聖
道
門
的
色
彩
が
強
い
。

そ

れ

は

「
同
信
協
力
を
通
じ
て
成
就
衆
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生
の
大
道
を
辿
ら
ん
と
す
る
も
の
」

と
い
う
よ
う
な
表
現
に' 

よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。

な
お
阿
弥
陀
仏
は
説
か
れ
て
も
、
そ
の
本
願
と
か
救
済
と
い
う
こ
と
が
強
く
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
椎
尾
弁
匡
師
の
実
存
的
立 

場
が
問
題
と
な
る
。
救
済
者
と

し
て

の
阿
弥
陀
仏
の
理
解
の
し
か
た
も
「
無
量
の
光
寿
に
摂
せ
ら
れ
」

と

か

「
如
来
の
霊
徳
に
化
せ
ら
れ
」 

と
言
っ
て
は
い
る
が
、

そ
れ
は
、

西
方
浄
土
に
あ
っ
て
未
来
の
往
生
を
ま
ち
う
け
て
い
る
神
話
的
ア
ミ
ダ
仏
で
は
な
く
し
て' 

現
に
い
ま 

こ
こ
に
あ
る
霊
化
の
は
た
ら
き
を
し
て
い
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

そ

れ

で

「
無
量
の
光
寿
に
摂
せ
ら
れ' 

知
目
行
足
の
精
進 

を
心
と
す
る
も
の' 

智
愚
も
能
不
も
帰
一
す
る
つ
も
り
で
あ
る
」
と

か

「
如
来
の
霊
徳
に
化
せ
ら
れ
て' 

偏
狭
愚
痴
怠
慢
卑
弊
の
打
破
せ 

ら
る
る
こ
と
を
希
念
し
て
已
ま
ず
」

と
い
う
よ
う
な
表
現
を
と
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
共
生
会
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は' 

浄
土
教
を 

中
心
と
す
る
仏
教
統
一
で
あ
っ
て' 

仏
教
哲
学
の
実
際
化
を
期
し
、
浄
土
教
宣
教
の
現
代
化
の
運
動
で
あ
る
と
見
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
 

し
た
が
っ
て
こ
れ
を
浄
土
教
の
非
神
話
化
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
が
、

こ
の
よ
う
な
運
動
が
浄
土
宗
内
か
ら
お
こ
っ
た
に
つ
い
て
は
、
従
来 

の
浄
土
教
宣
教
に
問
題
が
あ
っ
た
か
ら
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

そ
れ
に
し
て
も
共
生
会
の
運
動
が
椎
尾
師
の
晚
年
か
ら
下
火
と
な
っ
た 

と
い
う
こ
と
は' 

こ
の
運
動
が
単
な
る
理
想
主
義
的
倫
理
運
動
に
近
く
、
人
間
の
絶
対
否
定
を
媒
介
と
す
る
真
の
宗
教
的
実
践
と
ま
で
な 

り
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
晩
年
の
椎
尾
弁
匡
師
に
は
浄
土
教
的
性
格
が
み
ら
れ
た
が
、
共
生
運
動
盛
ん
な
り
し
頃
の
椎
尾
師
に
は 

安
易
な
自
己
肯
定
が
な
か
っ
た
か' 

一
点
の
疑
義
な
し
と
は
言
え
な
い
。

し
か
し
人
間
と
社
会
の
浄
化
に
よ
っ
て
共
生
浄
土
の
実
現
を
期 

す
る
と
い
う
方
向
に
浄
土
教
を
非
神
話
化
し
た
こ
と
は
全
く
注
目
に
値
す
る
こ
と
で
苟
る
。

浄
土
宗
の
指
導
者
と
し
て
は' 

こ

の
外
に
渡
辺
海
旭
，
矢
吹
慶
輝
の
両
師
が
光
っ
て
い
る
が
、
渡
辺
師
は
浄
土
教
を
浄
化
主
義
の
宗
教 

と
見
て
い
る
。
矢
吹
慶
輝
は
仏
教
社
会
事
業
の
先
駆
的
指
導
者
と
見
ら
れ
る
が' 

そ
の
浄
土
教
信
仰
と
社
会
事
業
と
の
結
び
つ
き
は' 

彼 

の
浄
土
教
の
非
神
話
化
を
媒
介
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
真
理
運
動
を
提
唱
し
て
活
躍
し
た
友
松
円
諦
は
、
 

『
吾
等
の 

希
念
す
る
浄
土
教
』

を
書
き' 

善
導
の
二
種
深
信
を
強
調
し
罪
悪
観
に
徹
し
た
浄
土
教
を
宣
教
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

後
に 

「
指
方
立
相
」

の
浄
土
を
否
定
す
る
と
か
せ
ぬ
と
か
で
、
物
議
を
か
も
し
、
浄
土
宗
を
脱
し
、

よ
り
倫
理
的
な
原
始
仏
教
中
心
の
真
理
運
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動
を
推
進
し
た
が
ゝ
仏
教
社
会
経
済
史
の
研
究
に
も
興
味
を
も
ち
ゝ
そ
の
よ
う
な
方
面
に
も
関
心
を
も
っ
て
い
た
彼
が
浄
土
教
の
非
神
話 

化
に
と
っ
く
ん
で
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で' 

好

著

『
吾
等
の
希
念
す
る
浄
土
教
』

は
そ
の
意
味
で
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
 

な
お
、

こ

の

ほ

か

「
類
比
の
論
理
」
を
も
っ
て
浄
土
教
の
哲
学
的
解
明
に
つ
と
め
た
佐
藤
賢
順
の
労
作
も
浄
土
教
の
非
神
話
化
の
一
つ 

の
あ
り
方
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
光
明
主
義
の
系
列
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
を
媒
介
と
し' 

浄
土
教
思
想
の
深
奥
性
と
平
等
往
生
の
普
遍
性
を' 

重
層
立
体
的
に 

念
仏
三
昧
の
体
験
を
通
し
て
説
く
山
本
空
外
博
士
が
あ
る
。

そ
の
立
場
も
、
浄
土
教
の
非
神
話
化
の
線
上
に
浮
ぶ
顕
著
な
一
角
と
考
え
ら 

れ
る
。

さ
ら
に
新
興
仏
教
青
年
会
運
動
に
参
加
し
、
進
歩
的
な
実
践
活
動
の
た
め
と
ら
え
ら
れ' 

獄
中
で
父
母
の
死
に
あ
い
、
法
然
の
宗 

教
に
復
活
し
た
林
霊
法
師
の
立
場
は
共
生
主
義
の
系
列
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
林
師
は
椎
尾
弁
匡
師
に
つ
か
え' 

そ
の
仏
教
哲
学
を
基 

礎
と
し
て
、
現
代
の
一
ー
ヒ
リ
ズ
ム
や
自
然
科
学
の
立
場
や
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
を
克
服
し
、
念
仏
に
よ
っ
て
更
生
す
る
法
然
仏
教
を
鼓
吹
し
て 

い
る
が
、
共
生
主
義
を
こ
え
て
よ
り
真
摯
に
浄
土
教
の
非
神
話
化
に
つ
と
め
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

親
鸞
と
違
っ
て
よ
り
神
話
的
な
浄
土
教
の
宣
教
に
つ
と
め
た
法
然
の
系
列
に
お
い
て
は' 

よ
り
真
摯
に
非
神
話
化
が
行
わ
れ
ね
ば
な
ら 

な
か
っ
た
。
冏
酉
二
師
の
教
学
は
そ
の
意
味
で
法
然
浄
土
教
の
哲
学
的
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
後' 

光
明
主 

義
と
共
生
主
義
と
い
う
形
で
、

そ
の
近
代
化
が
行
わ
れ
た
。

し
か
し
厳
密
に
言
っ
て
こ
の
二
派
が
浄
土
教
の
神
話
的
表
象
を
実
存
論
的
に 

解
釈
し
え
て
い
る
か
ど
う
か
問
題
は
の
こ
る
。

ブ
ル
ト
マ
ン
の
主
唱
す
る
非
神
話
化
の
問
題
は
、
仏
教
に
と
っ
て
は' 

「
信
仰
と
知
解
」

の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
久
松
博
士
と 

ブ
ル
ト
マ
ン
会
談
で
も
、

い
ろ
い
ろ
の
問
題
を
の
こ
し
た
ま
ま
終
っ
た
が
、
東
洋
的
無
の
立
場
に
立
た
れ
る
久
松
博
士
は
、
会

談

後

「
非 

神
話
化
は
神
そ
の
も
の
を
も
非
神
話
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」

と
語
っ
て
い
ら
れ
た
。
有
神
論
的
宗
教
に
お
い
て
は
、

こ
の
問
題
が
い
か
に 

深
刻
で
あ
る
か
、
無
神
論
的
な
い
し
汎
神
論
的
な
立
場
に
あ
る
人
々
に
は
想
像
で
き
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
仏
教
界
に
お
い
て
も
禅
か
ら 

の
浄
土
教
批
判
や
、
浄
土
教
か
ら
の
禅
批
判
に
は
、
信
仰
と
知
解
の
問
題
や
、
疑
団
と
信
心
、
救
い
と
悟
り
、

の
問
題
が
か
ら
ん
で
い
る
。
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禅
か
ら
の
浄
土
教
批
判
に
は,

ど
う
し
て
も
浄
土
教
で
は
阿
弥
陀
仏
が
残
る
と
い
わ
れ
る
。

独
脱
無
依
と
い
い
殺
仏
殺
祖
、
超
仏
越
祖
と 

い
う
禅
か
ら
は
そ
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
阿
弥
陀
仏
が
名
号
と
な
り
念
仏
と
な
っ
て
衆
生
の
身
心
に
お
い
て
爆
発
し
て
ゆ
く 

現
代
の
念
仏
者
の
あ
り
方
は
、
 

浄
土
教
の
非
神
話
化
の
一
つ
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
浄
土
教
者
に
お
い
て
忘
れ
ら
れ 

が
ち
な
使
命
感
の
問
題
、
す
な
わ
ち
念
仏
者
の
社
会
的
実
践
の
問
題
は
、
従
来
、
往
相
と
還
相
と
し
て
解
せ
ら
れ
て
来
た
が' 

こ
れ
ら
も 

非
神
話
化
さ
れ
て
受
け
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
還
相
が
死
後
に
浄
土
に
生
ま
れ
て
、
仏
と
な
っ
て
現
世
に
還
っ
て
く
る
こ
と
で 

あ
る
と
神
話
的
に
解
す
る
な
ら
ば' 

浄
土
教
者
の
社
会
的
実
践
は
期
待
さ
れ
な
く
な
る
。
仏
教
に
お
い
て
は
歴
史
の
問
題
が
解
け
な
く
な 

る
と
言
わ
れ
る
の
は
そ
の
点
で
あ
っ
て' 

浄
土
教
の
非
神
話
化
は
こ
の
点
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

す
で
に
現
代
の
浄
土
教
者
の
中
に
は' 

こ
の
点
を
自
覚
し
て
い
ろ
い
ろ
論
述
し
て
来
て
い
ら
れ
る
が
、
曾

我

量

深

・
椎
尾
弁
匡
・
星
野 

元
豊
等
の
理
解
の
し
か
た
が
注
目
さ
れ
る
。

こ

の

点
に
関
し
て

は

小
著
『
浄
土
教
思
想
研
究
』

の
中
で
論
述
し
て
あ
る
の
で
御
批
判
を
仰 

ぎ
た
い
と
思
う
。
な
お
椎
尾
弁
匡
師
の
浄
土
教
に
つ
い
て
は' 

『
椎
尾
弁
匡
先
生
追
悼
録
』

に
林
霊
法
師
が
詳
し
く
そ
の
要
点
を
述
べ
て 

い
ら
れ
る
。
椎
尾
師
の
浄
土
教
が
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
せ
ら
れ
た
か' 

そ
の
背
景
に
あ
る
も
の' 

そ
し
て
浄
土
の
理
解
の
し
か
た
等
、
 

教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

そ
の
基
礎
に
あ
る
も
の
は
中
論
と
華
厳
と' 

ヘ
ー
ゲ
ル
の
綜
合
発
展
の
哲
学
で
あ
り
、
椎
尾
師
の
仏
教
哲 

学
が
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ' 

そ
の
浄
土
観
も
そ
の
基
礎
の
上
に
う
ち
立
て
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち' 

「
わ
れ
わ
れ
の
生
活
が
共 

同
社
会
的
に
常
に
い
き
い
き
と
発
展
し
、
 

弥

陀

を

中

心

の

指

導

意

志
と

す

る

『
生
け
る
み
国
』

で
あ
る
。
浄
土
は
固
定
し
た
実
在
で
は
な 

く
、
浄
土
化
し
ゅ
く
生
き
た
大
生
命
で
あ
る
。
浄
土
は
浄
土
化
の
実
現
の
活
動
の
中
に
あ
り
、

こ
の
地
上
を
浄
化
せ
し
め
て
ゆ
く
も
の
で
、
 

浄
土
は
完
成
し
た
も
の
で
な
く
、
ま
す
ま
す
拡
大
発
展
し
て
い
き
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば' 

弥
陀
を
円
の
中
心
と
し
て' 

そ
の 

周
辺
に
無
限
大
に
ひ
ろ
が
り
ゆ
く
の
が' 

本
当
の
浄
土
の
世
界
で
あ
る
。

こ
の
浄
土
が
無
限
大
に
拡
大
浄
化
さ
れ
て
ゆ
く
の
は
、

こ
の
十 

方
世
界
で
あ
る
全
宇
宙
に
向
っ
て
で
あ
る
の
で
、
わ
れ
わ
れ
の
人
間
世
界
に
向
っ
て' 

常
に
浄
土
化
の
大
き
な
お
育
て
を
刻
々
に
う
け
っ 

つ
あ
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
弥
陀
も
浄
土
も
、
わ
れ
わ
れ
の
人
生
生
活
を
浄
化
発
展
せ
し
め
給
う
て
い
る
実
体
力
と
し
て
受
け
と
ら
せ
ら
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れ
る
。
」(
林
霊
法
編
『
椎
尾
弁
匡
先
生
追
悼
録
』
七
九
頁)

と
解
し
、

さ
ら
に
往
相
還
相
に
関
し
て
も
、

「
わ
れ
わ
れ
の
往
相
の
中
に
無
量
の 

先
往
生
人
の
還
相
の
お
姿
を
う
け
と
ら
し
て
い
た
だ
く
。
先
き
に
逝
か
れ
た
先
祖
を
始
め
と
し
て' 

同
学
無
量
の
往
生
人
の
力
は
、 

只
今 

の
私
ど
も
の
生
活
、
私
ど
も
の
人
生
の
中
に
活
源
力
と
な
っ
て
働
き
給
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
の
時
代
の
社
会
や
歴
史
の
文
化
力
と
い 

う
も
の
は
、
次
の
生
れ
に
つ
づ
く
時
代
の
中
に
、
社
会
の
中
に
、

大
き
く
末
ひ
ろ
が
り
に
う
け
つ
が
れ
て
、
綜
合
発
展
せ
し
め
ら
れ
て
、
 

共
同
社
会
を
全
う
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
に
椎
尾
先
生
の
浄
土
教
信
仰
の
壮
大
な
現
実
的
意
義
が
全
う
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
 

こ
の
具
体
的
な
社
会
教
化
の
運

動
が
『
共
生
』
運
動
と
な
っ
て
力
強
く
展
開
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

ま

こ

と

に

『
時
は
い
ま' 

と
こ 

ろ
あ
し
も
と' 

そ
の
こ
と
に
、
打
ち
こ
む
命
、
と
わ
の
み
命
』

と
の
ご
道
詠
こ
そ
、
椎
尾
先
生
の
生
け
る
浄
土
教
か
ら
業
務
生
命
へ
と
展 

開
し
ゅ
く
共
生
同
人
の
絶
唱
と
な
っ
た
」
(

同
書
、
八
三
頁)

と
述
べ
て
い
ら
れ
る
。

林
霊
法
師
の
う
け
と
ら
れ
た
椎
尾
弁
匡
師
の
浄
土
教
の
非
神
話
化
の
あ
り
方
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
な

お

「
椎
尾
師
の
宗 

教
上
の
転
廻
の
時
は
三
十
代
の
こ
と
で
、

『
法
然
上
人
の
御
説
法
の
事
』

と
し
て
残
っ
て
い
る
弥
陀
の
寿
命
の
無
量
な
る
は
弥
陀
自
身
の 

自
受
用
法
楽
と
し
て
の
寿
命
無
量
で
は
な
く'

地
に
悩
む
衆
生
の
命
が
無
限
で
あ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
全
分
他
受
用
身
と
し 

て
の
弥
陀
の
生
き
た
は
た
ら
き
が
あ
る
。
だ
か
ら
、

こ
れ
ま
で
の
迷
い
の
生
が
や
ぶ
れ' 

こ
の
私
が
真
実
に
生
き
て
往
く
と
こ
ろ
に
こ
そ 

い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
弥
陀
が
こ
の
私
と
一
体
と
な
っ
て
下
さ
る
こ
と
を
現
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
仏
の
四
十
八
願
は
み
な
ー 

切
衆
生
の
真
生
復
活
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
法
然
上
人
は
こ
の
願
が
成
就
し
て
い
る
と
い
う
大
経
の
御
文
に
い
た
る
ご
と
に
、
感
涙 

に
咽
び
よ
ろ
こ
ば
れ
た
。

と
い
う
こ
と
は
、

只
今
の
わ
が
身
に
弥
陀
の
現
実
の
救
い
を
刻
々
に
お
味
わ
い
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
 

椎
尾
先
生
は
こ
の
法
然
上
人
の
ご
説
法
の
ご
文
を
通
し
て
、
年
来
の
疑
問
が
と
け
、
弥

陀

は

『
今
現
在
説
法
』

即
ち
、
弥
陀
は
金
色
さ
ん 

ぜ
ん
と
千
年
万
年
、
 

い
や
永
久
に
動
か
ざ
る
存
在
で
は
な
く'

こ
の
私
の
日
に
日
に
常
に
新
し
く'

人
生
創
造
し
ゅ
く
原
動
力
と
し
て
受 

け
取
る
こ
と
が
で
き
た
と
申
し
て
い
ら
れ
ま
す
。
」
(

同
書
、
七
六
頁)

わ
れ
わ
れ
が
椎
尾
師
に
自
己
否
定
が
な
い
と
言
う
の
は' 

三
十
代
の 

こ
の
回
心
の
体
験
が
殆
ど
語
ら
れ
ず' 

法
然
の
回
心
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
い
ら
れ
る
よ
う
に
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
よ
う
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に
解
す
る
の
は
あ
や
ま
り
で
、
椎
尾
師
の
あ
の
不
断
の
活
動
は
三
十
代
の
こ
の
疑
団
の
主
体
的
解
決
を
契
機
と
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い 

な
い
。

こ
こ
に
共
生
主
義
的
な
浄
土
教
の
非
神
話
化
の
あ
り
方
を
見
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
大
変
粗
雑
な
論
述
に
な
っ
た
が' 

浄
土
教
の
非
神
話
化
が' 

い
か
に
大
切
な
こ
と
で
あ
る
か' 

そ
し
て' 

わ
れ
わ
れ
が
今
日
、
 

浄
土
教
者
と
し
て
生
き
ん
と
す
る
と
き' 

先
人
の
な
さ
れ
た
浄
土
教
の
非
神
話
化
の
あ
り
方
に
学
ぶ
べ
き
も
の
が
極
め
て
多
い
こ
と
を
痛 

感
す
る
。
浄
土
宗
系
の
人
々
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
浄
土
教
の
非
神
話
化
の
実
態
を
概
説
し
た
が
、

い
ろ
い
ろ
御
批
判
な
り
御
教
示
を
期
待 

し
て
擱
筆
し
た
い
と
思
う
。

原

始

の

如

来

 

如
来
の
原
始
の
御
姿
、
原
始
の
御
語
、
こ
れ
は
世
の
も
っ
と
も
神
秘
の
事
件
で
あ
る
。
釈
尊
の
自
証
の
真
宗
は
不
可
説
不 

可
称
で
あ
ろ
う
。
こ
の
不
可
説
の
真
宗
を
強
て
文
字
に
詮
表
し
た
の
が
『
大
経
』
の
法
蔵
菩
薩
の
本
願
で
あ
る
。
 

法
蔵
菩
薩
は
仏
心
を
全
う
せ
る
凡
夫
で
あ
る
。
凡
心
を
全
う
せ
る
如
来
で
あ
る
。
至
心
信
楽
の
機
の
実
験
者
で
あ
る
と
共 

に
、
若
不
生
者
不
取
正
覚
の
法
の
体
現
者
で
あ
る
。
か
く
て
法
蔵
菩
薩
は
如
来
の
永
劫
の
御
魂
で
あ
る
。
真
の
人
格
的
如
来 

で
あ
る
。
而
し
て
又
わ
れ
の
久
遠
の
魂
で
あ
り
、
真
実
の
我
で
あ
る
。
(

乃
至)

法
蔵
菩
薩
は
宇
宙
唯
一
の
人
格
的
実
在
で 

あ
る
。
十
方
諸
仏
の
心
願
の
清
流
は
す
べ
て
か
れ
の
本
願
海
に
流
れ
、
十
方
衆
生
の
心
願
の
濁
水
は
こ
と
ご
と
く
か
れ
の
誓 

願
海
に
入
り
来
る
。(

乃
至)

法
蔵
菩
薩
は
孤
独
の
如
来
で
あ
る
。
古
往
今
来
、生
死
大
海
に
自
己
を
投
じ
た
御
方
は
唯
一
人 

で
は
な
い
乎
。
又
法
蔵
菩
薩
は
孤
独
の
自
我
で
あ
る
。
古
来
如
来
の
大
誓
願
海
に
自
己
を
投
じ
た
も
の
は
唯
我
一
人
で
茜
る. 

法
蔵
菩
薩
は
如
来
が
わ
た
く
し
に
生
命
を
与
へ
ら
れ
た
姿
で
あ
る
。
而
し
て
又
わ
た
く
し
が
如
来
に
身
命
を
捧
げ
た
る
姿 

で
あ
る
。
親
し
く
わ
れ
を
呼
ぶ
如
来
が
法
蔵
菩
薩
で
あ
る
。
親
し
く
如
来
を
呼
ぶ
我
が
法
蔵
菩
薩
で
あ
る
。

(

曾
我
量
深
著
『
地
上
の
救
主
』
よ
り)
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