
現

代

的
 

宗

教

と

真

宗

!

「
浄
土
真
宗
」
の
課
題!
—

一
 

発 

題

「
現
代
的
宗
教
」
と
は
、
「
宗
教
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
 

「
現
代
的
」
な
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
た
言
葉 

で
あ
る
。
「
現
代
」
と
い
う
時
代
そ
の
も
の
が
抱
え
る
問
題
性
、
あ 

る
い
は
危
機
意
識
に
直
接
対
応
す
る
新
し
い
宗
教
が
存
在
す
る
と 

い
う
こ
と
を
前
提
と
し
た
言
葉
で
あ
る
。

こ
れ
は
、

宗
教
学
や
社
会
学
を
中
心
と
し
た
研
究
者
が'

「
現 

代
人
の
宗
教
」
「
現
代
宗
教
」
「現
代
日
本
の
宗
教
」
と
い
う
言
葉 

で
思
索
す
る
も
の
を
、
「
現
代
的
」
と
い
う
言
葉
で
総
称
し
よ
う 

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
宗
教
社
会
学
者
の
西
山
茂
は
、
現
代 

と
い
う
時
代
特
有
の
色
彩
を
帯
び
た
宗
教
を
「新
新
宗
教
」
と
名 

付
け
た
。
「新
」
が
二
つ
付
く
の
は
、
「新
宗
教
」
と
い
う
、
幕
末 

以
降
の
近
代
化
に
伴
っ
て
新
興
し
た
諸
宗
教
に
対
し
て
、
そ
れ
と

木 

越 

康 

は
異
な
る
形
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
も
の 

で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
近
年
出
現
し
た
新
し
い
宗
教
に
は
、
 

近
代
と
は
異
な
る
現
代
特
有
の
要
素
が
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
を 

明
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
「現
代
」
と
は
、

一
九 

七
〇
年
以
降
を
さ
す
。
そ
の
こ
と
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
後
に
触 

れ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

本
論
は
、
現
在
の
多
く
の
人
々
の
関
心
を
呼
ん
で
い
る
と
言
わ 

れ
る
そ
れ
ら
現
代
的
宗
教
に
対
し
て
、
い
か
に
し
て
真
宗
も
「
ブ 

—
厶
」
か
ら
洩
れ
ず
に' 

現
代
的
新
し
い
視
点
を
提
起
し
て
い
け 

る
の
か
と
い
う
方
法
を
模
索
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
現
代 

的
宗
教
に
対
し
て
、
長
い
伝
統
を
持
つ
真
宗
も
、
教
学
を
通
し
て 

有
意
義
な
世
界
観
を
現
代
社
会
に
提
供
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る 

の
だ
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
弁
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の 

で
も
な
い
。
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本
論
で
け
、
「
現
代
的
宗
教
」
と
い
う
も
の
が
い
か
な
る
性
搭 

の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
「
ブ
ー
ム
」 

と
い
わ
れ
る
ほ
ど
現
代
人
の
関
心
を
呼
ん
で
い
る
か
と
い
う
こ
と 

に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、

「
現
代
人
」 

が
直
感
的
に
感
じ
と
っ
て
い
る
現
代
特
有
の
危
機
意
識
と
い
う
も 

の
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を 

受
け
て
、
親
鸞
思
想
が
い
か
な
る
課
題
を
現
代
社
会
の
中
で
担
う 

の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
 

つ
ま
り
、
親
鸞
思
想
の
持
つ
現
代
的
意
義
を
再
考
し
尋
ね
て
い
く 

こ
と
に
、
本
論
の
目
的
は
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
問
い
の
立
て
方
は
、
し
か
し
、
親
鸞
の
思
想
に
学 

ぶ
も
の
に
と
っ
て
は
、
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ 

う
。

浄
土
真
宗
は
、
在

世

・
正
法

・
像

末

・
法
滅
、
濁
悪
の
群
萌
、

①
 

斉
し
く
悲
弓
し
た
ま
う
を
や
。
 

と
、
『
教
行
信
証
』
「
化
身
土
巻
」
に
あ
る
よ
う
に
、
親
鸞
が
顕
揚 

す

る

「浄
土
真
宗
」
は
、
源
泉
を
法
蔵
菩
薩
願
行
の
不
可
思
議
兆 

載
永
劫
に
置
き
つ
つ' 

時
を
貫
い
て
一
切
衆
生
を
斉
し
く
悲
引
す 

る
積
極
性
に
立
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
時
に
限
定
さ
れ
る 

こ
と
な
く
、
時
を
超
越
し
て
「
顕
浄
土
真
実
」
の
課
題
に
立
ち
続 

け
る
の
が
真
宗
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

「
現
代
」

と
い
う
「時
」
を
立
て
、
そ
の
よ
う
な
限
定
さ
れ
た
「時
」
に
お 

け
る
真
宗
の
課
題
を
別
枠
的
に
問
題
に
す
る
こ
と
は
、
問
い
と
し 

て
は
本
来
的
に
不
的
確
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
、
本
論
に
お
い
て
、
あ
え

て

「
現
代
」
と
し
て 

時
代
を
限
定
し
、
そ
こ
で
の
親
鸞
思
想
の
持
つ
意
義
を
尋
ね
て
い 

く
こ
と
を
課
題
と
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
現
代
と
い
う
時
代
、
さ 

ら
に
は
そ
こ
に
生
き
る
人
間
の
危
機
意
識
を
捉
え
て
い
く
こ
と
を 

通
し
て
、
「
顕
浄
土
真
実
」
と
い
う
親
鸞
思
想
が
持
つ
課
題
の
、
現 

代
的
積
極
的
意
義
を
浮
き
彫
り
に
し
て
き
た
い
と
い
う
こ
と
に
よ 

る
も
の
で
あ
る
。
親
鸞
の
思
想
の
持
つ
課
題
の
根
本
性
を
、
親
鸞 

の
著
作
に
学
ぶ
の
で
は
な
く
、

一
度
、
「
現
代
」
と
い
う
時
代
を 

問
う
視
点
か
ら
逆
に
確
か
め
て
い
き
た
い
と
い
う
関
心
に
立
つ
か 

ら
で
あ
る
。

言
葉
を
換
え
て
言
う
な
ら
ば
、
「自
己
と
は
何
ぞ
や
」
、
あ
る
い 

は

「
自
己
の
信
念
の
確
立
」
と
い
う
、
清
沢
満
之
が
真
宗
に
お
い 

て
明
ら
か
に
す
る
大
切
な
問
い
が
あ
る
。

②
 

自
己
と
は
何
ぞ
や
。
こ
れ
人
生
の
根
本
的
問
題
な
り③ 

我
々
に
於
い
て
最
大
事
件
な
る
自
己
の
信
念
の
確
立 

「
自
己
」
を
問
い
、
「
自
己
の
信
念
」
が
確
立
す
る
と
い
う
こ
と 

は
、
「
一
心
帰
命
の
信
」
獲
得
に
よ
る
新
し
い
「我
」
の
誕
生
を
意 

味
す
る
も
の
で
あ
り
、
親
鸞
思
想
の
根
幹
に
通
ず
る
大
切
な
意
味
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を
持
つ
言
葉
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
言
葉
は
、
清
沢
が
、
人 

間
が
生
き
る
こ
と
に
お
け
る
根
本
命
題
と
し
て
鮮
明
化
さ
せ
て
以 

来
、
 

真
宗
教
団
と
い
う
枠
を
超
え
て
、
多
く
の
思
想
家
・
宗
教
家 

に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
 

,
し
か
し
、
今
日
に
お
い
て
、
清
沢
が
明
ら
か
に
す
る
「
自
己
を 

問
う
」
と
い
う
課
題
が
、
人
間
に
と
っ
て
の
「根
本
的
問
題
」
「
最 

大
事
件
」
で
あ
る
と
い
う
確
か
め
は
、
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る 

の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
し
て

「
現
代
」
と
い
う
時
代
を
生
き
る
人
間 

の

「根
本
的
問
題
」
で
あ
る
と
い
う
確
認
は
な
さ
れ
て
い
る
で
あ 

ろ
う
か
。

私
は
、

「
自
己
を
問
う
」
と
い
う
こ
と
は
、

真
宗
の
学
び
に
お 

け
る
あ
ま
り
に
も
自
明
な
問
い
と
な
っ
た
が
た
め
に
、
か
え
っ
て 

そ
の
問
い
の
持
つ
意
味
が
問
わ
れ
ず
に
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か 

と
考
え
る
。
し
か
し
、
も

し

「自
己
を
問
う
」
と
い
う
こ
と
が
、
 

「現
代
」
と
い
う
「
こ
の
時
」
に
お
け
る
人
間
の
「根
本
的
問
題
」
で 

あ
る
と
い
う
確
か
め
が
欠
如
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
問
い
は'

「
ー
 

切
衆
生
」
に
お
け
る
「
最
大
事
件
」
で
は
な
く
、
個
人
に
お
け
る 

私
的
問
題
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
ま
た
は
、
明
治
三
〇
年 

代
に
お
け
る
個
人
主
義
思
潮
の
中
で
意
味
を
持
っ
た
「
過
去
の
問 

い
」
で
あ
る
と
い
う
評
価
を
免
れ.
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

本
論
が
、

「
現
代
」
と
し
て

「時
」
を
限
定
す
る
こ
と
は' 

端

的
に
言
え
ば
、
人
間
が
生
き
る
こ
と
に
お
け
る
「
最
大
事
件
」
あ 

る
い
は
「
根
本
的
問
題
」
と
い
う
も
の
を
、
「
現
代
」
と
い
う
「
こ 

の
時
」
の
中
で
確
か
め
て
み
た
い
と
い
う
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ 

る
。
勿
論
、
そ
の
よ
う
な
考
察
か
ら
、
何
か
新
し
い
結
論
が
導
き 

出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
本
論
は
予
測
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む 

し
ろ
結
論
を
先
取
り
し
て
言
う
な
ら
ば
、
「
自
己
と
は
何
ぞ
や
」 

と
清
沢
が
厳
し
く
自
己
を
問
う
た
課
題
が
、
決
し
て
私
的
課
題
で 

は
な
く
、
ま
た
、
明
治
と
い
う
時
代
に
お
け
る
過
去
の
問
い
で
は 

な
く
、
そ
れ
が
ま
さ
に
現
代
と
い
う
「
こ
の
時
」
に
お
け
る
人
間 

の
根
本
的
課
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
て
い
く
で
あ 

ろ
う
と
考
え
て
い
る
。

以
下
、
具
体
的
に
「
現
代
的
宗
教
」
と
い
う
も
の
の
隆
盛
の
内 

実
を
み
て
い
く
こ
と
を
通
し
て
、
そ
こ
に
顕
在
化
さ
れ
る
人
間
の 

問
題
性
を
明
か
に
し
て
い
き
た
い
わ
け
で
あ
る
が
、

そ
の
時
に 

「
現
代
的
宗
教
」
を
ど
の
よ
う
な
視
点
で
取
り
上
げ
る
か
と
い
う 

こ
と
に
つ
い
て' 

若
干
補
足
し
て
お
き
た
い
。

柳
川
啓
一
は
、
「新
宗
教
」
が
、
「新
」
と
呼
ば
れ
る
所
以
に
っ 

い
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

普
通
の
信
仰
を
も
っ
て
い
る
人
や
信
仰
を
も
た
な
い
人
た
ち 

が
、
社
会
通
念
か
ら
み
て
、
何
か
い
か
が
わ
し
い
と
み
な
し 

て
い
る
も
の
、
そ
れ
を
こ
こ
で
は
新
宗
教
と
呼
び
た
い
の
で
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す
。
い
か
が
わ
し
さ
が
な
い
と
い
う
の
は
「新
」
で
は
な
く 

て
、
す
で
に
お
ち
い
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
 

「新
」
の

「新
」
た
る
ゆ
え
ん
は
、
伝
統
的
な
宗
教
の
地
盤
、
 

あ
る
い
は
伝
統
的
宗
教
だ
け
で
は
な
く'

文
化
の
地
盤
と
い 

う
も
の
か
ら
す
る
と' 

は
ず
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
も
の
、
 

「
こ
の
時
代
に
な
ん
で
こ
ん
な
も
の
が
」
と
非
難
を
こ
め
て

-
④
 

外
の
者
か
ら
み
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
が' 

そ
れ
で
す
。
 

後
に
詳
し
く
み
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
「
現
代
的
宗
教
」
と 

い
う
も
の
の
性
格
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
な
ら
ば' 

そ
こ
に 

「
い
か
が
わ
し
さ
」
を
感
じ
、
「
こ
の
時
代
に
何
で
こ
ん
な
も
の 

が
」
と
い
う
感
情
を
抱
く
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
事
実
と
し
て
あ 

る
。
ま
し
て
親
鸞
思
想
に
学
ぶ
も
の
に
と
っ
て
は
、
思
想
的
に
決 

定
的
決
別
を
要
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
は
、
「
こ
の
時
代
に
何
で
こ
ん
な
も
の
が
」
と 

い
う
も
の
が
、
そ
れ
で
も
現
代
と
い
う
時
代
に
あ
っ
て' 

多
く
の 

人
/:
の
関
心
を
呼
ぶ
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
に
立
っ
て
考
察
を
進 

め
た
い
と
考
え
て
い
る
。

つ
ま
り
、

「
い
か
が
わ
し
さ
」
の
内
容 

で
は
な
く
、
「
い
か
が
わ
し
さ
」
に
人
間
が
魅
了
さ
れ
て
い
く
事 

実
そ
の
も
の
に
注
目
し
、
そ
の
動
機
に
注
意
し
て
い
き
た
い
の
で 

あ
る
。

教
義
や
信
仰
内
容
を
一
々
検
討
し
て
い
く
な
ら
ば
、
柳
川
が
言

う
よ
う
に
、
日
常
的
文
化
地
盤
か
ら
す
る
と
『
い
か
が
わ
し
い
」
と 

い
う
感
情
を
抱
く
他
な
い
の
が
「新
」
と
言
わ
れ
る
宗
教
の
「新
」 

た
る
所
以
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
「
い
か
が
わ
し
い
」
と
言
わ
れ 

る
も
の
に
惑
い
惹
か
れ
て
い
く
人
々
の
苦
悩
ま
で
を
も
、
「
い
か 

が
わ
し
い
」
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
 

深
い
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
も
ち
ろ
ん
多
く
の
個 

人
的
理
由
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
よ
り
大
き
な
問
題
と 

し
て
、
そ
こ
に
は
時
代
そ
の
も
の
が
抱
え
る
病
い
、
そ
の
時
代
を 

生
き
る
人
間
が
直
面
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
る
病
い
と
い
う
も
の 

が
潜
ん
で
い
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
現
代
的
状
況
と
い 

う
、
時
代
社
会
そ
の
も
の
に
起
因
す
る
危
機
意
識
と
い
う
も
の
を 

強
く
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
論
で
は
「
現
代
的
宗
教
」
と
い
う
も
の
に
注
目
す
る 

際
に
、
現
代
的
宗
教
を
開
く
側
の
論
理
で
は
な
く
、
求
め
る
側
の 

内
景
を
尋
ね
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。
そ
れ
を
通
し
て
、
人
間
に 

と
っ
て
の
「根
本
的
問
題
」
「
最
大
事
件
」
が
明
確
に
さ
れ
て
い
く 

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

二

宗

教

衰

退
 

そ
も
そ
も
現
代
の
宗
教
ブ
ー
ム
は' 

宗
教
は
近
代
化
に
伴
い
衰 

退
し
て
い
く
だ
ろ
う
と
い
う
宗
教
社
会
学
者
の
一
つ
の
予
測
に
対
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し
て
、
そ
れ
を
否
定
す
る
、
予
期
し
な
い
形
で
出
現
し
た
も
の
で 

あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
現
代
宗
教
ブ
ー
ム
は
「宗
教
の 

復
権
」
あ
る
い
は
「宗
教
回
帰
現
象
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
 

は
じ
め
に
現
代
的
宗
教
の
隆
盛
が
、
宗

教

の

「復
権
」
「
回
帰
」
 

で
あ
る
と
言
わ
れ
る
意
図
を
尋
ね
る
う
え
で
、
そ
の
前
提
と
な
る 

宗
教
衰
退
の
予
測
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
た
い
と
思
う
。
 

そ
れ
は
特
に
「
近
代
化
」
を
一
つ
の
核
と
し
て
展
開
さ
れ
る
説 

で
あ
る
。
た
と
え
ば
ハ
ー
ベ
イ
・
コ
ッ
ク
ス
は
『
世
俗
都
市
』
た 

お
い
て
、
そ
れ
を

「都
市
化
」
の
発
達
に
よ
る
伝
統
的
社
会
の
解 

体
と
し
て
眺
め
、
近
代
化
に
伴
う
民
衆
の
脱
宗
教
化
現
象
に
つ
い 

て
考
察
し
て
い
る
。

コ
ッ
ク
ス
の
言
う
「
都
市
化
」
と
は
、
伝
統 

的
な
世
界
観
の
崩
壊
か
ら
生
ま
れ
た
新
し
い
社
会
形
態
を
意
味
し
、
 

「多
様
性
と
伝
統
の
分
解
が
き
わ
だ
っ
て
い
る
共
同
生
活
の
構
造
」
 

に
お
い
て
「機
能
的
な
関
係
が
次
に
生
ま
れ
て
く
る
非
人
格
性
を

⑤
 

意
味
」
す
る
も
の
と
し
て
言
わ
れ
る
。
特
に
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に 

お
け
る
社
会
構
造
の
都
市
化
的
変
革
は
、
宗
教
に
世
俗
化
の
危
機 

を
も
た
ら
し
た
顕
著
な
例
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
そ 

れ
ま
で
支
配
的
な
エ
ト
ス
を
共
同
社
会
に
対
し
て
提
供
し
て
き
た 

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
も' 

都
市
化
に
よ
る
伝
統
社
会
の
解
体
と
共
に 

多
元
的
な
選
択
肢
の
中
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に 

な
る
こ
と
が
ま
ず
指
摘
さ
れ
る
。
こ
れ
は
西
欧
諸
国
に
お
い
て
キ

リ
ス
ト
教
は
長
く
国
教
的
位
置
が
与
え
ら
れ
、
国
家
の
領
邦
に
属 

す
る
民
衆
が' 

そ
の
ま
ま
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
や
ル
タ
ー
派
教
会
な 

ど
へ
と
帰
属
さ
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
構
造
が
近
代 

化
に
伴
う
伝
統
的
共
同
社
会
の
解
体
と
共
に
崩
れ
、
信
仰
が
個
人 

に
と
っ
て
多
元
的
な
選
択
肢
の
中
の
一
つ
と
さ
れ
た
と
い
う
状
況 

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
さ
ら
に
教
会
的
権 

威
が
世
俗
的
領
域
か
ら
次
第
に
後
退
す
る
こ
と
へ
と
繫
が
る
と
さ 

れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
教
皇
権
力(

宗
教)

と
皇
帝
権
力(

世 

俗)

の
分
離
に
よ
っ
て
顕
著
に
進
め
ら
れ
る
状
況
を
表
わ
す
も
の 

で
あ
る
。

つ
ま
り
近
代
化
に
伴
う
伝
統
社
会
の
解
体
と
共
に
、
世 

俗
中
心
主
義
的
な
時
代
状
況
へ
の
発
展
が
、
民
衆
の
危
機
意
識
か 

ら
の
解
放
の
希
求
を
よ
り
科
学
的
合
理
的
な
方
向
へ
と
向
け
さ
せ
、
 

そ
れ
ま
で
宗
教
が
果
た
し
て
き
た
救
済
の
役
割
を
、
民
衆
は
自
ら 

の

力(

合
理
性)

に
求
め
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
の 

で
あ
る
。

ま
た
世
俗
化
論
の
第
一
人
者
と
も
言
わ
れ
る
カ
ー
レ
ル
・
ド
ベ 

ラ
ー
レ
は
、
近
代
化
に
よ
る
宗
教
変
容
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
に
分 

析
し' 

近
代
化
推
進
に
よ
る
世
俗
化
現
象
を
「
非
聖
化
」
と
し
て 

考
察
し
て
い
る
。
ド
ベ
ラ
ー
レ
は
コ
ッ
ク
ス
が
キ
リ
ス
ト
教
世
界 

を
前
提
と
し
て
宗
教
を
語
る
の
に
対
し
、
宗

教

を

「
信
じ
る
人
 々

を
単
一
の
道
徳
的
共
同
体
へ
結
び
付
け
る
超
経
験
的
超
越
的
リ
ア
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⑥
 

リ
テ
ィ
と
関
係
す
る
信
念
と
実
践
の
統
一
さ
れ
た
体
系
で
あ
る
」 

と
定
義
す
る
。
そ

し
て

「
世
俗
化
」
を
、
「非
聖
化
」
「
宗
教
へ
の 

関
与
の
後
退
」
「
宗
教
変
動
」
の
三
つ
の
次
元
に
分
け
、
特
に
「非 

聖
化
」
を
中
心
に
し
て
考
察
を
進
め
る
の
で
あ
る
。
 

非
聖
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
聖(
宗
教)

と

俗(

社
会) 

の
分
極
化
は' 

以
下
で
述
べ
る
諸
変
化
の
結
果
で
あ
る
。

っ 

ま
り
、
伝
統
社
会
か
ら
複
合
的
で
実
践
的
な
社
会
へ
。
呪
術 

的
で
宗
教
的
な
傾
向
か
ら
合
理
的
で
経
験
的
な
傾
向
へ
。
社 

会
全
体
を
覆
う
聖
な
る
コ
ス
モ
ス
か
ら
制
度
的
に
特
殊
化
し 

た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
。
測
り
知
れ
な
い
呪
力
か
ら
測
定
可
能 

で
統
制
可
能
な
行
為
と
状
況
へ(

中
略)

こ
う
し
た
状
況
下 

で
は
、
聖
な
る
コ
ス
モ
ス
は
い
っ
そ
う
脱
客
観
化
さ
れ
、
非 

宗
教
的
な
対
抗
者
と
の
競
合
に
際
し
て
も
、
そ
の
正
当
性
を 

失
っ
て
ゆ
く
。
 

と
ド
ベ
ラ
ー
レ
は
言
う
。

「非
聖
化
」
と
は
、
宗
教
が
、
他
の
社
会
性
の
領
域
か
ら
切
り 

離
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、

一
般
の
社
会
生 

活
か
ら
退
歩
し
て
い
く
過
程
を
言
う
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
れ 

は
宗
教
と
社
会
と
の
分
極
化
を
意
味
し
、
そ
の
分
化
過
程
で
、
宗 

教
の
専
有
物
で
あ
っ
た
究
極
的
問
題
に
立
ち
向
か
う
手
段
が
多
様 

化
し
、
宗
教
の
社
会
生
活
に
及
ぶ
範
囲
が
減
少
す
る
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
政
治
的
不
安
に
対
す
る
解
決
は
政
治
学
や
政
治
家
と
い 

う
専
門
職
に
委
ね
ら
れ' 

自
然
に
対
す
る
脅
威
は
自
然
科
学
の
分 

野
に
解
決
を
求
め' 

経
済
的
不
安
に
つ
い
て
も
経
済
機
構
の
変
革 

と
い
う
経
済
科
学
に
よ
っ
て
問
題
の
解
決
が
は
か
ら
れ
る
の
が
近 

代
と
い
う
時
代
が
築
き
上
げ
た
一
つ
の
特
色
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
 

近
代
性
の
前
に
、
究
極
的
問
題
に
立
ち
向
か
う
手
段
は
合
理
的
且 

つ
無
尽
蔵
に
模
索
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ド
ベ
ラ
ー
レ
は
そ
れ
に
よ 

っ
て
、
宗
教
的
見
解
や
知
識
が
そ
れ
ま
で
及
ぼ
し
た
影
響
力
が
次 

第
に
正
当
性
を
失
い
、
代
っ
て
世
俗
勢
力
と
し
て
の
科
学
的
見
解 

や
知
識
が
正
当
性
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

ま
た' 

日
本
の
宗
教
状
況
に
も
関
心
を
持
つ
ブ
ラ
イ
ア
ン-

ウ 

イ
ル
ソ
ン
も
、
近
代
化
に
伴
う
各
世
俗
領
域
の
専
門
化
・
分
化
に 

つ
い
て
注
目
し
た
上
で
、
合
理
社
会
に
対
す
る
宗
教
の
衰
退
に
つ 

い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

宗
教
は
個
人
的
信
念
や
家
族
生
活
と
い
う
〔合
理
的
世
界
と 

は
〕
別
の
領
域
の
為
に
存
続
し
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
 

そ
こ
に
取
り
残
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
そ
う
し
た
領
域
は 

人
間
の
経
験
の
「
退
行
的
側
面
」
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
な
り

⑧
 

つ
つ
あ
る
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
る
。
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三

宗

教

回

帰

現

象
 

こ
の
よ
う
に
、
近
代
化
に
伴
う
宗
教
衰
退
の
予
測
が
様
々
な
さ 

れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
近
代
化
に
伴
う
宗 

教
衰
退
と
い
う
見
方
の
誤
り
を
具
体
的
に
示
す
も
の
と
し
て' 

近 

代
化
が
成
熟
期
を
向
え
た
と
み
ら
れ
る
先
進
諸
国
に
お
い
て
、
現 

在
あ
ら
た
に
宗
教
ブ
ー
ム
が
起
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
 

そ
れ
は
高
度
経
済
成
長
に
伴
う
合
理
主
義
社
会
の
到
来
と
、
そ
れ 

に
よ
る
民
衆
の
脱
宗
教
化
現
象
を
通
過
し
た
後
に
訪
れ
た
宗
教
回

⑨ 

帰
現
象
で
あ
る
と
し
て
、
特
に
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

宗
教
学
者
の
島
園
進
は
、
現
代
の
宗
教
回
帰
現
象
の
要
因
に
っ 

い
て
、
三
つ
の
具
体
的
現
象
か
ら
説
明
し
て
い
る
。
第
一
の
現
象 

は
、

一
九
七
〇
年
以
降
に
急
速
な
成
長
を
み
せ
る
「新
新
宗
教
」 

教
団
の
台
頭
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
に
言
う
よ
う
に
「新
宗
教
」 

あ
る
い
は
「新
興
宗
教
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
影
響
力
の
停
滞
や 

衰
退
に
対
し
て
新
た
に
勢
力
を
拡
大
し
て
き
た
教
団
と
し
て
現
在 

注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
の
現
象
は
、
同
じ
く 

ー
 

九
七
〇
年
代
以
降
顕
著
に
み
ら
れ
た
動
向
で
あ
る
が
、
現
代
的
な 

メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
民
衆
の
深
い
関
心
を
呼
ん
だ
、
神

秘

，
呪
術 

ブ
ー
ム
を
挙
げ
る
。
こ
れ
は
宗
教
と
し
て
の
明
確
な
形
を
持
つ
も 

の
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
現
代
の
宗
教
ブ
ー
ム
を
醸
成
し
て
い

る
基
盤
と
な
る
も
の
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
テ
レ
ビ 

・
新

聞

・
雑
誌
・
映
画
等
、
あ
ら
ゆ
る
現
代
的
メ
デ
ィ
ア
を
通
し 

て
霊
や
占
い
、
死
後
の
世
界
に
つ
い
て
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
青
年 

層
を
中
心
と
し
た
多
く
の
現
代
人
の
関
心
を
引
い
て
い
る
こ
と
は 

一
九
七
〇
年
代
以
降
の
社
会
現
象
と
し
て
注
目
さ
れ
る.
と
こ
ろ
で 

あ
る
。
ま
た
、
第
三
の
現
象
と
し
て
は
「新
霊
性
運
動
」
と
い
う
も 

の
に
注
目
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は' 

島
園
独
自
の
分
析
で
あ
る 

が
、
そ
の
運
動
の
定
義
と
な
る
言
葉
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。
 

人
間
の
心
が
体
験
す
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
は
、
五
感
で
把
握
し 

た
物
質
的
作
用
に
対
す
る
個
体
的
脳
の
情
報
処
理
と
し
て
説 

明
し
つ
く
せ
る
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
宗
教
が
説
く
霊
や
神 

秘
的
力
に
類
似
し
た
も
の
が
、
世
界
に
は
実
在
す
る
の
で
は 

な
か
ろ
う
か
。
部
分
間
の
因
果
的
相
互
作
用
を
超
え
て
、
全 

体
を
統
合
し
自
己
組
織
化
し
て
い
く
よ
う
な
目
的
論
的
な
働 

き
が
世
界
に
は
内
在
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
人
類 

が
直
感
的
に
信
仰
し
て
き
た
神
的
な
意
志
や
宇
宙
の
理
法
が
、
 

今
や
科
学
に
よ
っ
て
解
き
明
か
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で

⑪

は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
の
三
つ
の
現
象
に
よ
っ
て
、
現
代
の
宗
教
ブ
ー
ム
の
具
体 

相
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
 

冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
西
山
は 

そ
の
う
ち
の
「
新
新
宗
教
」
教
団
に
注
目
し
、
そ
こ
か
ら
宗
教
ブ
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1

厶
の
因
由
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
社
会 

的
経
済
的
成
熟
の
一
段
落
期(

つ
ま
り
は
現
代
的
状
況)

に
呼
応 

し
て
訪
れ
た
「術
の
宗
教
」
の
復
権
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
 

西
山
は
、
日
本
の
近
代
化
を
大
き
く
二
期
に
分
け
て
捉
え
、
明 

治
初
年
か
ら
明
治
末
・
大
正
期
に
か
け
て
の
「第
一
の
近
代
化
」 

と
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
か
ら
六
〇
年
代
の
高
度
経
済
成
長
を
経 

て
七
〇
年
代
の
初
頭
に
一
段
落
し
た
「第
二
の
近
代
化
」
と
す
る
。
 

そ
し
て
二
つ
の
近
代
化
を
そ
れ
ぞ
れ
途
上
期
と
達
成
期
と
に
分
け
、
 

明
治
維
新
以
降
現
代
に
致
る
ま
で
の
近
代
化
を
四
つ
の
レ
ベ
ル
に 

区
分
し
て
捉
え
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
「
信
の
宗
教
」
と

「
術
の
宗 

教
」
の
交
互
発
展
状
況
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
区
分 

法
に
よ
り
、
現

代

の

「新
新
宗
教
」
教
団
の
隆
盛
を
、
第
二
次
近 

代
化
成
熟
期
に
お
け
る
「術
の
宗
教
」
の
復
権
で
あ
る
と
す
る
の 

で
あ
る
。

「
信
の
宗
教
」
と
は
、
教
義
信
条
に
重
点
を
置
い
た
宗
教
で
あ 

り
、

「術
の
宗
教
」
と
は
、

操
霊
に
よ
っ
て
神
霊
的
な
世
界
と
直 

接
的
に
交
流
す
る
こ
と
を
重
視
す
る
宗
教
で
あ
る
。
西
山
は
近
代 

化
途
上
の
段
階
に
お
い
て
は
、
そ
の
発
展
を
績
極
的
に
担
う
宗
教 

団
体
の
隆
盛
が
み
ら
れ' 

そ
れ
ら
は
あ
る
意
味
で
合
理
的
な
宗
教 

教
団
で
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
各
々
の
近
代
化
の
一
段
落
期
、
 

成
熟
期
に
は
、
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
タ
イ
プ
の
宗
教(
霊0
術
系
の

宗
教)

の
台
頭
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

そ
れ
ら
は
経
験
科
学
的 

知
識
で
は
理
解
不
可
能
な
世
界
を
志
向
す
る
非
合
理
的
性
格
を
帯 

び
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
。
そ
し
て
現
代
の
「新
新
宗
教
」
も
、
 

そ
の
現
象
を
具
体
的
に
反
映
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で 

あ
る
。

つ
ま
り' 

現
代
的
宗
教
の
隆
盛
の
内
実
を
、
日
本
に
お
け 

る
第
二
次
近
代
化
成
熟
期
に
お
け
る
、
「
霊"

術
系
の
宗
教
」
の

⑫
 

台
頭
と
み
な
す
の
で
あ
る
。
 

こ
れ
ら
の
研
究
成
果
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
は
こ
れ
か
ら
尋
ね 

る
こ
と
と
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
端
的
に
宗
教
が
近
代
化 

に
伴
い
衰
退
す
る
と
い
う
見
解
に
対
し
て
、
異
議
を
唱
え
る
も
の 

で
あ
る
。
近
代
化
に
伴
い
正
当
性
を
失
う
と
さ
れ
て
い
た
宗
教
が
、
 

近
代
的
制
度
や
思
考
法
の
推
進
に
対
し
て
も
、
活
動
の
領
域
を
保 

っ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ 

う
。

四 

現
代
人
の
危
機
意
識 

そ
の
よ
う
な
現
代
的
宗
教
の
隆
盛
は
、
何
に
起
因
す
る
も
の
で 

あ
る
の
か
。

こ
れ
ま
で
大
衆
の
宗
教
へ
の
接
近
動
機
は
、
「貧

・
病

・
争
」 

な
ど
へ
の
危
機
意
識
の
増
大
が
主
た
る
要
因
と
し
て
理
解
さ
れ
て 

き
た
。
現
実
生
活
の
中
で
こ
れ
ら
に
対
す
る
解
決
法
が
見
出
さ
れ
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な
い
場
合
、
人
々
の
関
心
は
宗
教
へ
と
向
い
、
宗
教
も
ま
た
そ
の 

よ
う
な
人
々
の
危
機
意
識
に
対
し
て
意
味
あ
る
解
決
法
を
提
供
し 

続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
近
代
化
に
伴
う
宗
教
衰
退
の
予
測
も
、
 

こ
の
よ
う
な
宗
教
の
役
割
理
解
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
言 

え
よ
う
。
近
代
化
の
促
進
は
「貧
・
病
・
争
」
の
減
少
が
遂
行
さ 

れ
る
過
程
と
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
伴
っ
て 

次
第
に
宗
教
の
救
済
能
力
が
発
揮
さ
れ
る
領
域
も
狭
ま
る
で
は
な 

い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

実
際
、
日
本
に
お
い
て
表
面
的
に
は
大
衆
の
「貧
・
病
・
争
」
 

な
ど
へ
の
危
機
意
識
は
減
少
し
、
い
わ
ゆ
る
「
豊
か
な
社
会
」
が 

萸
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
た
と
え
ば
「貧
" 

病

・
争
」
の
解
決
を
旗
印
と
す
る
現
世
利
益
的
宗
教
教
団
の
勢
力 

は
弱
ま
っ
て
き
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
先
に
示
す
よ
う 

に
、
現
在
そ
れ
に
対
し
て
新
し
い
宗
教
的
な
る
も
の
が
、
様
々
な 

形
で
多
く
の
人
々
の
関
心
を
引
い
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
の 

で
あ
る
。

現
代
の
宗
教
ブ
ー
ム
は
、
も
は
や

「
貧
・
病
・
争
」
な
ど
へ
の 

危
機
意
識
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
、
現
代
人
特
有
の
危
機
意
識
を 

包
む
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
現
代
的
宗
教
を
「新
新
宗
教
」
 

と
命
名
し
た
西
山
は
、
現
代
人
特
有
の
危
機
意
識
を
、
「
生
の
証
」
 

の
喪
失
で
あ
る
と
言
い' 

ま

た

「自
分
で
生
き
て
い
る
実
感
性
」

の
喪
失
で
あ
る
と
言
う
。

確
か
に
近
代
化
の
成
果
と
し
て
の
豊
か
な
社
会
の
到
来
は
、
人 

間
の
社
会
生
活
に
安
定
感
を
与
え' 

い
わ
ゆ
る
経
済
的
貧
困
と
い 

う
状
態
が
表
面
的
に
は
薄
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
生
活
そ
の 

も
の
に
対
し
て
「貧
困
」
と
い
う
危
機
意
識
が
芽
生
え
る
状
況
は 

弱
ま
っ
て
き
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
現
代 

は' 

新
た
な
貧
困
意
識
が
、
以
前
よ
り
も
か
え
っ
て
大
き
な
力
で 

人
間
に
迫
っ
て
き
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「生
の
証
」 

の
喪
失
で
あ
る
。
こ
れ
が
近
代
化
が
一
応
達
成
期
を
迎
え
た
と
言 

わ
れ
る
現
代
社
会
に
お
け
る
特
徴
的
な
危
機
意
識
で
あ
り
、
宗
教 

ブ
ー
ム
と
呼
ば
れ
る
一
つ
の
社
会
現
象
を
創
出
す
る
要
因
と
な
る 

も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
西

山
が

「生
活
の
証
」
を
求
め
る
非
合 

理
性
の
復
権
と
し
て
捉
え
た
現
代
的
宗
教
教
団
の
隆
盛
を
、
次
の 

よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

進
歩
的
で
競
合
的
な
流
動
社
会
に
お
い
て
は
、
感
受
性
と
い 

う
の
は
伝
達
さ
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
新
し
い
カ
ル
ト
が 

用
い
て
い
る
大
胆
な
方
法
は
、
そ
れ
が
ど
ん
な
に
ば
か
げ
た 

も
の
で
あ
ろ
う
と
も' 

感
受
性
の
回
復
を
求
め
る
あ
る
腫
の

⑮

良
心
の
叫
び
か
も
知
れ
な
い
。

唯
物
科
学
，
合
理
主
義
に
よ
っ
て
、

「豊
か
な
社
会
」
が
築
か
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れ
、
そ
の
よ
う
な
近
代
化
が
、
人
々
か
ら
生
活
へ
の
貧
困
意
識
を 

薄
れ
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し' 

そ
の
こ
と 

が
即
人
間
の
精
神
生
活
の
豊
か
さ
を
生
み
出
し
て
い
く
こ
と
に
繫 

が
っ
て
い
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
決
し
て
そ
の
よ
う
に
結
論
づ
け 

る
こ
と
が
出
来
な
い
の
が
現
代
の
状
況
で
あ
る
。
近
代
的
合
理
主 

義

・
経
験
科
学
的
知
識
に
よ
る
「
豊
か
な
社
会
」
の
確
立
は' 

人 

間
を
予
測
し
得
な
い
よ
り
大
き
な
貧
困
へ
と
お
と
し
め
て
い
っ
た 

の
で
あ
る
。

豊
か
な
社
会
を
築
き
上
げ
て
き
た
科
学
文
明
に
対
し
て
、
現
代 

は
そ
の
発
展
の
一
翼
を
担
っ
て
き
た
経
済
学
者
や
諸
思
想
家
か
ら 

も
多
く
の
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
時
代
で
あ
る
。
『
「豊
か
さ
」 

と
は
な
に
か
』
『
「
ゆ
と
り
」
と
は
な
に
か
』
『
「豊
か
な
日
本
」
の 

病
理
』
と
、
こ
れ
ま
で
無
批
判
に
求
め
続
け
て
き
た
「豊
か
さ
」
⑯
 

に
対
し
て
疑
問
を
投
げ
掛
け
る
発
言
や
著
作
等
が
多
く
み
ら
れ
る
。
 

現
代
に
い
た
る
ま
で
止
む
こ
と
な
く
求
め
続
け
て
き
た
「豊
か
さ
」 

の
概
念
を
再
確
認
し
、
経
済
的
豊
か
さ
に
反
比
例
し
て
増
大
し
て 

き
た
人
間
の
精
神
的
飢
餓
状
態
が
大
き
な
関
心
と
し
て
の
ぼ
っ
て 

き
た
の
で
あ
る
。
環
境
問
題
は
現
代
に
お
い
て
深
刻
の
度
合
い
を 

増
し
、
科
学
的
合
理
主
義
が
人
間
の
生
活
を
破
壊
し
て
い
く
と
い 

う
こ
と
は
、
否
定
し
が
た
い
事
実
と
し
て
現
前
し
て
い
る
。
絶
え 

間
な
く
続
く
国
家
間
や
民
族
間
で
の
争
い
な
ど
も
顕
著
に
示
す
よ

う
に
、
現
代
は
、
人
間
の
知
識
に
よ
っ
て
社
会
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル 

す
る
と
い
う
夢
が
破
れ
、
多
く
の
疑
問
と
問
題
提
起
が
「
豊
か
な 

社
会
」
に
対
し
て
な
さ
れ
る
時
代
な
の
で
あ
る
。
科
学
や
、
そ
れ 

に
基
づ
く
知
識
の
進
歩
が
、
絶
対
的
に
人
間
の
不
安
を
解
消
し
、
 

人
間
生
活
の
よ
り
よ
い
発
展
に
つ
な
が
る
と
い
う
神
話
は
も
は
や 

崩
れ
去
り
、
近
代
性
に
対
す
る
疑
問
の
声
は' 

後
を
断
た
な
い
。
 

そ
の
よ
う
な
こ
と
が
露
呈
さ
れ
て
き
た
現
代
に
お
い
て
、
今
ー 

度
、
文
明
の
進
歩
は
科
学
の
勝
利
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
た
宗
教 

の
敗
北
に
も
繫
が
る
の
で
あ
る
と
い
う
図
式
が
問
い
直
さ
れ
る
わ 

け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
民
衆
の
精
神
生
活
を
包
も
う
と
す
る
宗
教 

に
対
す
る
関
心
が
、
特
に
近
代
的
合
理
性
に
反
す
る
非
合
理
的
性 

格
の
も
の
を
中
心
と
し
て
増
大
す
る
の
で
あ
る
。

五

故

郷

喪

失

者
 

こ
の
よ
う
な
「豊
か
さ
」
に
起
因
す
る
と
み
ら
れ
る
現
代
人
の 

危
機
意
識
と
は' 

具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
感
情
で
あ
り
、
そ
れ 

は
い
か
に
し
て
宗
教
心
へ
と
転
化
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ア
メ 

リ
カ
の
社
会
学
者
で
あ
る
ピ
ー
タ
ー:

ハ
ー
ガ
ー
は' 

現
代
人
の 

危
機
意
識
と
宗
教
志
向
性
を:

1
1
1
の

工0111

2.
の
冷^̂

3& --
と
い 

う
言
葉
で
言
い
当
て
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
、
近
代
的
社
会
機
構 

に
お
い
て
「疎
外
」
を
経
験
す
る
人
間
が
、
再

び

「安
住
の
地
」
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を
求
め
よ
う
と
す
る
運
動
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 

近
代
性
は
た
し
か
に
解
放
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
家

族

・
 

親

族

・
部
族
・
小
規
模
な
共
同
体
な
ど
の
狭
く
苦
し
い
規
制 

か
ら
、
個
人
を
解
放
し
た
。
そ
れ
は
個
人
に
、
今
ま
で
に
聞 

い
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
人
生
の
選
択
や
社
会
移
動
へ
の
道 

を
開
い
た
。
そ
れ
は
、
大
自
然
の
制
御
と
人
間
的
問
題
の
管 

理
に
、
巨
大
な
力
を
提
供
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
解 

放
は
高
い
代
償
を
と
も
な
っ
た
。
お
そ
ら
く
そ
れ
を
も
っ
と 

も
わ
か
り
や
す
く
い
う
に
は
、
そ
れ
を
再
び
「
安
住
の
地
の 

喪
失
」
と
呼
ぶ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
脱
近
代
的
な
思
想
や
運
動 

は' 

近
代
性
へ
の
さ
ま
ざ
ま
な
不
満
か
ら
の
解
放
を
約
束
す 

る
。
再
び
、
こ
の
約
束
さ
れ
た
解
放
の
内
容
を
も
っ
と
も
簡 

潔
に
い
う
と
、
そ
れ

は

「安
住
の
地
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で 

あ
る
。
脱
近
代
化
的
衝
動
は
、
過
去
を
ふ
り
か
え
ろ
う
が
未 

来
を
望
も
う
が' 

個

人

を

「疎
外
」
と
無
意
味
さ
の
脅
威
の 

中
に
放
置
し
て
い
る
近
代
の
趨
勢
の
逆
転
を
、
求
め
る
の
で 

あ
る
。

コ
ッ
ク
ス
が
「都
市
化
」
と
呼
ん
だ
近
代
的
社
会
構
造
の
発
達 

に
よ
っ
て
、
個
人
は
狭
苦
し
い
共
同
体
か
ら
の
解
放
が
与
え
ら
れ
、
 

前
近
代
的
諸
規
制
か
ら
自
由
と
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
 

個
人
が
機
能
本
意
の
代
替
可
能
な
存
在
へ
と
貶
め
ら
れ
る
こ
と
を

も
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た6

人
間
は
機
能
本
位
社
会
の
圧
倒
的 

力
の
前
に' 

匿
名
化
し
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
失
わ
れ
た
存
在 

と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
バ
ー
ガ
ー
は
「疎
外
」
と
し
て
言
う
。
 

つ
ま
り
人
間
は
、
自
分
で
構
築
し
て
き
た
社
会
か
ら
、
逆
に
疎
外 

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
っ
て
、
 

人
間
は
個
人
の
存
在
を
新
た 

に
位
置
付
け
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
は
、
個
性
的 

人
間
と
し
て
の
自
己
を
必
要
と
し
な
い
没
人
間
的
社
会
に
あ
っ
て
、
 

新

た

な

「
安
住
の
地
」
を
模
索
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
 

現
代
の
宗
教
回
帰
現
象
を
捉
え
た
場
合
、
そ
の
よ
う
な
役
割
を
宗 

教
が
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
と
バ
ー
ガ
ー
は
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
社
会
状
況
に
お
い
て
、
宗

教

「教
団
」
を
求
め
よ 

う
と
す
る
現
代
人
の
宗
教
意
識
に
つ
い
て
、
バ
ー
ガ
ー
は
「
人
は
、
 

こ
の
個
人
主
義
か
ら
解
放
さ
れ
、
古
来
の
、
ま
た
は
新
し
い
共
同 

体
的
組
織
の
団
結
性
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
」
と
言
う
。
 

ま
た
、
特
に
小
集
団
を
希
求
す
る
青
年
の
意
識
状
況
を
「青
年
の 

志
向
は
、
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト(

組
織)

と
い
う
今
日
の
現
実
に
対 

置
し
て
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト(

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ)

に
向
か
っ
て 

い
る
」
と
言
う
。
機
能
的
合
理
的
制
度
に
基
づ
く
現
代
社
会
へ
の 

移
行
と
は
、
共
同
体
か
ら
組
織
体
へ
の
移
行
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ 

る
。
こ
れ
は
、
情
感
豊
か
な
全
面
的
な
関
係
を
持
っ
た
共
同
体
が
、
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契
約
に
よ
る
功
利
的
な
組
織
体' 

さ
ら
に
は
人
間
の
置
き
換
え
の 

可
能
な
関
係
社
会
へ
と
移
行
す
る
状
況
と
了
解
さ
れ
る
。
そ
の
よ 

う
な
状
況
に
あ
っ
て
バ
ー
ガ
ー
は
、
新
し
い
宗
教
教
団
の
隆
盛
状 

況
に
注
目
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
民
衆
の
非
人
格
的
社
会 

制
度
に
対
す
る
反
発
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
近
代
化
に 

よ
っ
て
失
わ
れ
た
共
同
体(

故
郷)

を
再
び
求
め
る
運
動
と
し
て 

理
解
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
先
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
も
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て 

い
る
。こ

の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
新
し
い
カ
ル
ト
と
新
し
い
下
位 

文
化
は
、
と
も
に
こ
の
現
在
進
行
し
て
い
る
事
態
に
抗
議
す 

る
よ
う
に
な
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
及
ぼ
す
影 

響
の
増
大
や
そ
の
事
態
の
過
大
視
に
抗
議
し' 

そ
れ
に
代
わ 

る
べ
き
も
の
を
探
求
す
る(

そ
の
代
替
物
と
は
、
真
実
の
人 

間
的
出
合
い
を
求
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
り' 

情
緒
的
経
験
を 

共
有
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
、
他
人
に
触
れ
た
り
抱 

擁
し
合
う
こ
と
や
、
あ
る
い
は
共
同
体
の
探
求
を
意
味
し
て

@い
た
。)

近
代
性
の
中
に
疎
外
を
経
験
す
る
人
間
の
危
機
意
識
を
、
バ
ー 

ガ
ー
は:

『11の

=

〇
ヨ一

专
^̂
3& -
(

故
郷
喪
失
者)

と
呼
ん 

だ
わ
け
で
あ
る
が
、
実
に
当
を
得
た
言
葉
で
あ
る
と
言
え
よ
う
か
。

こ
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
言
葉
も
、
基
本
的
に
は
バ
ー
ガ
ー
の
言
葉
に 

共
鳴
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
彼

の

「
抗
議
」
 

と
い
う
言
葉
は
、
よ
り
的
確
に
現
代
特
有
の
危
機
意
識
を
言
い
当 

て
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
近
代
化
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
前
近
代
的 

共
同
意
識
を
、
現
代
人
は
ま
さ
に
渇
望
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
現 

代
に
お
け
る
宗
教
ブ
ー
ム
が
、
近
代
化
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
安
住 

の
地
を
模
索
し
、
懐
か
し
い
情
緒
的
人
間
関
係
を
回
復
し
よ
う
と 

す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
時
、
こ
れ
ら
の
精
神
運
動
は' 

近 

代
性
に
対
す
る
新
し
い
プ
ロ
テ
ス
ト
と
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
に 

な
る
の
で
あ
る
。

六

「浄
土
真
宗
」
の
課
題

——

む
す
び
に
か
え
て
——
 

こ
の
よ
う
な
状
況
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
で 

あ
ろ
う
か
。
現
代
的
宗
教
に
顕
在
化
さ
れ
る
人
間
の
危
機
意
識
を
、
 

現
代
と
い
う
時
代
そ
の
も
の
が
抱
え
る
危
機
的
状
況
と
し
て
捉
え
、
 

さ
ら
に
そ
れ
が
プ
ロ
テ
ス
ト
と
い
う
側
面
ま
で
持
つ
も
の
と
み
な 

さ
れ
る
と
き
、
親
鸞
思
想
は
、
そ
の
よ
う
な
現
代
か
ら
の
問
い
か 

け
を
い
か
に
聞
き
取
り
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
課
題
が
明
ら
か
に 

さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
冒
頭
に
も
述
べ
る 

よ
う
に
、
本
論
は
、
何
か
新
し
い
課
題
を
親
鸞
思
想
に
見
出
し
て
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い
く
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
は
な
い
。
本

論

は

「浄
土
真
宗
」 

自

体

を

「
現
代
」
と
い
う
時
代
の
中
に
据
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
 

そ
こ

に
「浄
土
真
宗
」
が
本
質
的
に
担
う
課
題
を
共
通
に
確
認
し 

て
い
け
る
基
盤
を
提
起
す
る
の
み
で
あ
る
。
最
後
に
、
 

こ
れ
ま
で 

み
て
き
た
「現
代
」
中
で
、
「浄
土
真
宗
」
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ 

け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
親
鸞
思
想
の
根
幹
を
な 

す
言
葉
を
二
・
三
あ
げ
て
、
確
認
の
視
点
を
提
示
し
て
み
た
い
。
 

近
代
性
へ
の
夢
が
破
れ
、
非
合
理
的
神
秘
的
宗
教
へ
と
人
間
が 

回
帰
す
る
現
象
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
人
間
が
生
き
る
方
向
性
を 

失
い
、
危
機
意
識
が
出
口
を
失
っ
た
状
態
と
し
て
理
解
さ
れ
よ
う
。
 

こ
れ
を
最
も
端
的
に
言
う
な
ら
ば
、
現
代
と
は
、
ま

さ
に
「
ま
こ 

と
」
を
失
っ
た
時
代
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

「失
っ
た
」
と
言
え
ば
、
「
ま
こ
と
」
が
、
そ
れ
ま
で
は
存
在
し
た 

か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
言
葉
を
足
し
て
言
う
な
ら
ば
「
ま
こ
と
あ 

る
な
し
」
と
い
う
こ
と
が
顕
著
に
示
さ
れ
る
時
代
で
あ
る
と
言
え 

よ
う
。煩

悩
具
足
の
凡
夫
、
火
宅
無
常
の
世
界
は
、
よ
ろ
ず
の
こ
と
、
 

み
な
も
っ
て
、
そ
ら
ご
と
た
わ
ご
と
、
ま
こ
と
あ
る
こ
と
な

㉑
 

き
に
、
た
だ
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
わ
し
ま
す
。
 

そ
れ
ま
で
は
長
く
「
近
代
性
」
が
人
間
に
「
ま
こ
と
」
を
も
た 

ら
す
と
迷
妄
し
て
い
た
の
が
我
々
人
間
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、

近
代
性
に
根
ざ
し
た
「豊
か
さ
」
の
追
求
が
、
人

間

を

「
ま
こ
と
」 

に
導
く
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
「
現
代
」
と
い 

う
時
代
に
み
ら
れ
る
様
々
な
問
題
的
状
況
は
、
そ
の
神
話
が
失
わ 

れ
た
と
い
う
こ
と
を
顕
著
に
し
め
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ 

て
現
代
は' 

ま
さ
に
「
ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
」
状
況
が
具
現
化 

し
て
い
る
時
代
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
 

現
代
的
宗
教
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
神
秘
性
や
非
合
理
性
と
の 

融
合
が
、
「
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
」
を
体
現
し
、
人
間
に
新
し
い
「
ま 

こ
と
」
を
開
こ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
見
方
も
な
さ
れ
る
。
先
に 

紹
介
す
る
、
島

園

の

「
新
霊
性
運
動
」
も' 

そ
の
流
れ
の
一
っ
と 

考
え
ら
れ
よ
う
。

つ
ま
り
、
近
代
性
の
「
ま
こ
と
」
に
夢
敗
れ
た 

人
間
は
、
近
代
性
が
排
除
し
て
き
た
非
合
理
性
を
見
直
し
、
再
び 

そ
れ
と
融
合
す
る
。

そ
れ
こ
そ
が
近
代
の
次
に
来
る
、
新
し
い 

「
ま
こ
と
」
の
世
界
を
展
望
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
方
で
あ 

る
。
ま
た' 

社
会
学
者
で
あ
る
大
村
英
昭
は
「
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
」 

と
し
て
の
真
宗
教
団
論
を
展
開
し'

「
現
代
的
宗
教
ブ
ー
ム
」
の 

中
に
、
真
宗
教
団
の
新
し
い
姿
を
見
出
し
て
い
こ
う
と
す
る
。
大 

村
は
、
先
に
西
山
が
「霊"

術
系
の
宗
教
」
と
し
て
理
解
し
た
現 

代
的
宗
教
を'

「今
あ
る
体
制
の
故
に
忘
れ
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
、
 

い
わ
ば
民
族(

俗)

の
古
層
を
呼
び
戻
し
、
そ
れ
に
新
た
な
情
緒

<
8

的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
充
塡
す
る
よ
う
な
」
型
の
宗
教
と
理
解
す
る
。
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大
村
の
言
う
「
民

族
(

俗)

の
古
層
」
と
は
、
原
始
的
な
心
性
と 

し
て
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
や
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
こ
れ
が
根
強 

く
温
存
さ
れ
、
事
あ
る
ご
と
に
時
々
の
形
態
を
装
っ
て
現
れ
る
の 

が
日
本
の
状
況
で
あ
り
、
そ
れ
が
現
代
的
宗
教
の
震
源
で
は
な
い 

か
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
視
点
を
持
っ
て
、
真 

宗
教
団
の
脱
近
代
的
形
態
を
模
索
し
、
民
衆
の
民
族
宗
教
的
意
識
、
 

民
衆
の
心
性
の
古
層
と
し
て
の
宗
教
意
識
に
根
ざ
し
た
新
し
い
真 

宗
教
学
が
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
。

私
は
、
こ
れ
ら
宗
教
界
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
脱
近
代
化
の
方
向 

性
と
い
う
の
は
、
「
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
」
で
は
な
く
、
「
ア
ウ
ト
・
 

モ
ダ
ン
」
と
で
も
言
う.
へ
き
状
況
の
現
出
で
あ
る
と
考
え
る
。

っ 

ま
り
、
次
世
代
を
先
取
る
も
の
で
は
な
く
、
時
代
に
人
間
が
破
れ
、
 

疎
外
さ
れ
た
状
況
で
あ
る
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。
現
代
的
宗
教 

の
隆
盛
や
、
そ
こ
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
非
合
理
性
へ
の
指
向
は
、
 

「自
己
」
と

「
時
代
」
に
、
眼
を
覆
う
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
 

「疎
外
」
と
い
う
形
で
時
代
に
破
れ
、
自
己
を
失
う
人
間
が' 

神 

秘
的
世
界
観
や
そ
れ
に
基
づ
く
共
同
体
に
安
住
し
よ
う
と
す
る
、
 

逃
避
的
状
況
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
決
し
て 

「
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
」
で
は
な
く
、
「
ア
ウ
ト
・
モ
ダ
ン
」
で
あ
る
。
 

時
代
を
先
取
る
も
の
で
は
な
く
、
時
代
に
人
間
が
破
れ
る
状
況
で 

あ
り
、 

ま
さ
に
「
ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
」
世
界
に
常
に
退
転
し

て
い
く
人
間
の
姿
を
顕
著
に
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
か
。
 

近
代
性
に
基
づ
く
豊
か
さ
の
追
求
が
、
こ
れ
ま
で
人
間
に
と
つ 

て
の
根
本
的
関
心
で
あ
り
、
最
大
事
件
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
 

そ
の
夢
が
破
れ
る
現
代
に
お
い
て
、
人
間
の
根
本
的
課
題
と
は
、
 

い
か
な
る
も
の
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

繰
り
返
し
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
問
い
に
対
し
て
、
本
論 

は
何
か
新
し
い
視
点
を
親
鸞
思
想
の
上
に
明
ら
か
に
し
、
現
代
と 

い
う
時
代
を
生
き
る
人
間
の
上
に
提
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は 

な
い
。
本
論
は' 

た

だ

「
顕
浄
土
真
実
」
と
い
う
親
鸞
が
明
示
し 

た
課
題
の
、
現
代
的
積
極
的
意
味
を
確
か
め
て
い
こ
う
と
す
る
も 

の
で
あ
る
。
ま
た
、
清
沢
が
明
示
し
た
「
自
己
と
は
何
ぞ
や
」
と 

い
う
問
い
の
持
つ
意
味
を
、
現
代
と
い
う
「
こ
の
時
」
に
お
い
て
、
 

再
度
確
認
す
る
の
み
で
あ
る
。

自
ら
構
築
し
て
き
た
社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
る
「
現
代
」
に
お
い 

て
、
人
間
に
と
っ
て
の
根
本
的
問
題
と
は
、
ま
さ
に
清
沢
が
「
自 

己
と
は
何
ぞ
や
」
と
言
い
当
て
る
こ
と
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
「
自 

己
と
は
何
ぞ
や
」
と
清
沢
が
厳
し
く
自
己
を
問
う
た
課
題
は
、
決 

し
て
清
沢
に
お
け
る
個
人
的
課
題
で
は
な
い
。
ま
た
、
明
治
と
い 

う
時
代
に
お
け
る
一
つ
の
思
想
の
流
れ
で
あ
っ
た
と
い
う
も
の
で 

は
な
い
。
没
個
性
、
さ
ら
に
は
没
自
己
的
現
代
社
会
に
あ
っ
て
、
 

「自
己
と
は
何
ぞ
や
」
と
い
う
問
い
こ
そ
が
「
人
生
に
お
け
る
根
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本
的
問
題
」
で
あ
り
、

「自
己
の
信
念
確
立
」
こ
そ
が
、

我
々
に 

お
け
る
「最
大
事
件
」
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
親
鸞
は
「
ま 

こ
と
あ
る
こ
と
な
き
」
歴
史
と
人
間
に
対
し
て
、

「念
仏
の
み
ぞ 

ま
こ
と
」
と
言
う
。
こ
れ
は
、
歴
史
と
人
間
の
「
ま
こ
と
あ
る
こ 

と
な
き
」
に
対
し
て
、
本
願
の
歴
史
に̂

い
て
の
み
人
間
の
「
ま 

こ
と
」
が
具
現
す
る
こ
と
を
言
う
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
 

こ
れ
ら
の
言
葉
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
充
分
な
考 

察
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
 

本
願
の
歴
史
の
上
に
「自
己
」
を 

見
出
し
、
「
自
己
の
信
念
の
確
立
」
が
成
就
し
て
い
く
こ
と
に
、
ま 

さ
に
人
間
の
最
大
事
件
が
あ
る.
と
言
え
よ
う
か
。
そ
し
て
具
体
的 

歴
史
社
会
に
お
い
て
、

「
ま
こ
と
」
な
る
本
願
の
歴
史
を
明
ら
か 

に
し
て
い
く
志
願
に
立
つ
と
こ
ろ
に
、

「
顕
浄
土
真
実
」
と
い
う 

親
鸞
が
立
っ
た
念
仏
者
と
し
て
の
課
題
が
あ
る
の
で
あ
る
と
言
え 

よ
う
。

近
代
性
に
敗
れ
る
人
間
が
、
現
代
的
宗
教
の
中
に
身
を
埋
没
さ 

せ
て
い
く
中
で
、
親
鸞
思
想
が
提
起
し
、
清
沢
が
喚
起
し
て
い
っ 

た
人
間
の
課
題
は
、
決
し
て
過
去
の
問
い
で
は
な
い
。
ま
さ
に
歴 

史
を
超
越
し
た
、
人
間
に
と
っ
て
の
根
本
課
題
で
あ
る
。
そ
の
こ 

と
が
、

「
現
代
」
と
い
う
時
代
に
注
目
し
て
い
く
中
で
、

明
ら
か 

に
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

本
論
の
目
的
に
性
急
で
あ
っ
た
た
め
に
、
親
鸞
思
想
の
課
題
や

清
沢
の
問
い
、
あ
る
い
は
両
者
の
関
係
な
ど
、
充
分
な
考
察
を
要 

す
る
多
く
の
問
題
に
は
触
れ
ず
に
論
を
閉
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
論
で
の
視
点
を
受
け
て
、
改
め
て 

考
察
を
す
す
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。
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救
済
宗
教
論
』
二
〇
頁
。

⑫
 

前

掲

『
現
代
人
の
宗
教
』
第
五
章
「
現
代
の
宗
教
運
動
」
西
山
茂 

参
照
。

⑬
 

同
二
〇
五
頁
以
下
参
照
。
こ
こ
で
は
「
生
の
証
」
の
喪
失
を
生
み 

出
す
近
代
的
社
会
構
造
を
、
さ
ら
に
「
な
ま
身
の
人
間
が
そ
れ
な
り 

の
手
触
り
感
覚
を
も
っ
て
生
き
生
き
と
生
き
ら
れ
る
メ
ン
タ
ル
な
環 

境
は
、
却
っ
て
悪
化
し
て
き
て
い
る
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
 

⑭

国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
編
『
近
代
化
と
宗
教
ブ
ー
ム
』
「
霊 

術
系
新
宗
教
の
台
頭
と
二
つ
の
近
代
化
」
西
山
茂
一
〇
六
頁
。

⑮

前

掲

『
現
代
宗
教
の
変
容
』

ー
ー
ー
頁
。

⑯
 

飯
田
経
夫
『
「
豊
か
さ
」
と
は
何
か
』
講
談
社
現
代
新
書
一
九
ハ

㉓㉒㉑⑳⑲⑱
〇
。同

『
ゆ
と
り
と
は
何
か
』
講
談
社
現
代
新
書
一
九
八
二
。
 

種
村
完
司
・
尾
関
周
二/

他

『
「
豊
か
な
日
本
」
の
病
理
』
青
木
書 

店

一

九

九

ー

。

⑰

？

・
匸
バ
ー
ガ
— /
3

，
バ
ー
ガ
— /

II
・
ケ
ル
ナ
ー
『
故
郷
喪 

失
者
た
ち
』
ニ
ニ
六
頁
。
高
山
真
知
子/

馬
場
伸
也/

馬
場
恭
子
訳 

新

曜

社

一

九

七

七(

原
著
一
九
七
三) 

同
。

同

ニ

四

二

頁

。

前

掲

『
現
代
宗
教
の
変
容
』

一
五
ハ
頁
。

『
真
宗
聖
典
』
六
四
〇
頁
。

前

掲

『
現
代
人
の
宗
教
』
第
一
章
「
現
代
人
の
宗
教
」
大
村
英
昭
。
 

大
村
英
昭/

他

『
浄
土
真
宗
の
未
来
を
探
る
』
同
朋
舎
一
九
ハ 

九
。同

『
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
親
鸞
』
同
朋
舎
一
九
九
〇
。
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