
Ｑ
「
宗
教
と
は
何
な
の
か
よ
く
分

か
ら
な
い
の
で
す
が
」

Ｄ
「
宗
教
の
定
義
は
色
々
な
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
宗
教
と
い
う

名
の
も
と
で
種
々
雑
多
な
も
の
が

世
の
中
に
現
れ
て
い
ま
す
」

Ｑ
「
そ
う
で
す
ね
。
新
聞
沙
汰
に

な
る
よ
う
な
事
件
も
こ
の
と
こ
ろ

多
い
で
す
ね
」

Ｄ
「
え
え
、
そ
れ
で
宗
教
ア
レ
ル

ギ
ー
に
な
っ
て
、
宗
教
と
聞
く
だ

け
で
敬
遠
す
る
人
も
日
本
で
は
多

い
で
す
ね
」

Ｑ
「
宗
教
は
人
間
に
必
要
な
も
の

で
し
ょ
う
か
」

Ｄ
「
体
に
水
や
空
気
が
必
要
な
よ

う
に
、
人
間
の
心
に
宗
教
が
必
要

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

Ｑ
「
知
識
や
技
術
を
持
ち
、
芸
術

や
映
画
や
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
の
趣
味

や
娯
楽
だ
け
で
は
だ
め
な
の
で
す

か
」

Ｄ
「
た
し
か
に
、
仕
事
を
し
余
暇

を
趣
味
や
旅
行
を
楽
し
む
と
い
う

よ
う
な
こ
と
で
生
き
る
こ
と
は
で

き
ま
す
。
し
か
し
、
人
間
の
心
は

自
分
が
考
え
て
い
る
以
上
に
も
っ

と
底
の
深
い
も
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
」

Ｑ
「
人
間
の
心
は
仕
事
や
趣
味
や

道
楽
で
は
充
た
さ
れ
な
い
部
分
が

あ
る
の
で
す
ね
」

Ｄ
「
え
え
、
心
に
は
深
層
部
分
が

あ
っ
て
、
自
分
で
は
気
が
つ
か
な

く
て
も
、
そ
の
部
分
に
は
、
や
む

に
や
ま
れ
ぬ
深
い
欲
求
が
あ
り
ま

す
。
知
識
教
養
や
娯
楽
で
は
そ
の

欲
求
を
満
た
す
こ
と
の
出
来
な
い

の
で
す
」

Ｑ
「
そ
の
欲
求
と
は
、
ど
ん
な
欲

求
で
す
か
」

Ｄ
「
こ
れ
は
簡
単
な
言
葉
で
は
表

現
し
に
く
い
の
で
す
が
、
敢
え
て

い
え
ば
〈
一
回
限
り
の
人
生
を
ま

こ
と
た
ら
し
め
た
い
〉
と
い
う
欲

求
と
で
も
い
え
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
」

Ｑ
「
う
ー
ん
、
人
生
を
ま
こ
と
た

ら
し
め
た
い
欲
求
ね
。
分
か
る
よ

う
な
気
も
す
る
の
で
す
が
」

Ｄ
「
そ
う
で
す
ね
、
も
う
少
し
身

近
に
い
え
ば
、
テ
レ
ビ
を
見
て
い

る
最
中
に
で
も
、
ふ
っ
と
〈
こ
う

し
て
時
間
が
過
ぎ
、
一
日
は
終
わ

っ
て
い
く
、
二
度
と
な
い
私
の
人

生
、
本
当
に
こ
う
し
て
過
ぎ
て
い

っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
何
か
も

っ
と
心
か
ら
の
充
足
す
る
も
の
、

尊
く
喜
ば
し
い
も
の
が
あ
る
の
で

は
な
い
の
だ
ろ
う
か
〉
と
い
う
思

。

い
が
湧
く
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う

何
か
魂
の
叫
び
の
よ
う
な
、
う
ず

き
の
よ
う
な
も
の
、
そ
う
い
う
と

こ
ろ
に
宗
教
的
欲
求
の
断
面
が
現

れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
」

Ｑ
「
少
し
分
か
る
気
が
し
ま
す
。

で
は
、
も
と
も
と
宗
教
と
は
何
な

の
か
、
分
か
り
や
す
く
教
え
て
く

だ
さ
い
」

Ｄ
「
私
は
、
真
宗
大
谷
派
の
先
覚

者
の
清
沢
満
之
が
〈
宗
教
と
は
有

限
・
無
限
の
一
致
な
り
〉
と
い
い

ま
し
た
が
、
こ
の
定
義
が
分
か
り

や
す
い
と
思
い
ま
す
」

Ｑ
「
有
限
と
い
う
の
は
人
間
の
こ

と
で
す
ね
。
無
限
と
い
う
の
は
ど

う
い
う
こ
と
で
す
か
」

Ｄ
「
無
限
と
は
、
限
り
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
が
、
清
沢
師
の
定
義

で
の
無
限
は
〈
限
り
な
い
良
き
は

た
ら
き
〉
と
理
解
し
て
い
ま
す
。

単
に
数
量
的
に
無
限
と
い
う
意
味

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
わ
ゆ
る
、

空
間
が
無
限
で
あ
る
と
か
、
時
間

が
無
限
で
あ
る
と
か
と
い
う
自
然

現
象
や
物
理
現
象
の
無
限
を
単
に

」

さ
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

Ｑ
「

限
り
な
い
良
き
は
た
ら
き
〉

〈

の
こ
と
を
無
限
と
い
う
、
そ
れ
が

神
と
も
言
わ
れ
仏
と
も
い
わ
れ
る

の
で
す
ね
」

Ｄ
「
え
え
そ
う
で
す
。
神
と
い
い

仏
と
い
う
も
、
名
は
違
っ
て
も
同

じ
は
た
ら
き
を
表
そ
う
と
し
て
い

る
と
思
い
ま
す
」

Ｑ
「
で
は
、
世
界
に
い
ろ
い
ろ
な

宗
教
が
あ
る
の
は
ど
う
し
て
で
す

か
」

Ｄ
「
こ
の
〈
限
り
な
き
良
き
は
た

ら
き
〉
の
現
れ
方
や
表
し
方
が
違

う
か
ら
で
も
あ
り
、
ま
た
そ
の
は

た
ら
き
と
人
と
の
関
係
の
仕
方
が

」

違
う
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

Ｑ
「
宗
教
と
は
、
限
り
な
き
良
き

は
た
ら
き
と
人
と
の
一
致
の
こ
と

な
の
で
す
ね
。

で
は
真
宗
で
は

〈
限
り
な
き
良

、

き
は
た
ら
き
〉
を
ど
う
呼
ん
で
い

る
の
で
す
か
」

Ｄ
「
真
宗
で
は
限
り
な
い
こ
と
を

無
量
と
も
い
い
、
ま
た
良
き
は
た

ら
き
の
こ
と
を
徳
と
い
い
ま
す
。

で
す
か
ら
こ
の
場
合
の
無
限
と
は

〈
無
量
の
徳
〉
と
い
っ
て
い
い
と

思
い
ま
す
」

Ｑ
「

良
き
は
た
ら
き
〉
を
徳
と
い

〈

う
の
は
分
か
り
ま
す
が
、
具
体
的

に
ど
う
い
う
徳
で
す
か
」

Ｄ
「
そ
れ
は
寿
命
と
慈
悲
と
智
慧

で
す
。
無
量
の
徳
と
は
、
無
量
の

寿
命
と
無
量
の
慈
悲
と
無
量
の
智

慧
の
こ
と
で
、
そ
れ
を
阿
弥
陀
仏

と
真
宗
で
は
申
し
ま
す
」

Ｑ
「
あ
あ
そ
う
で
す
か
、
今
ま
で

私
は
阿
弥
陀
仏
と
は
、
実
体
的
な

仏
さ
ん
の
よ
う
に
思
っ
た
り
、
何

か
神
秘
的
で
空
想
的
な
イ
メ
ー
ジ

で
考
え
た
り
し
て
ま
し
た
が
、
そ

う
で
は
な
く
て
、
限
り
な
い
い
の

ち
と
智
慧
と
慈
悲
の
は
た
ら
き
を

い
う
の
で
す
ね
」

Ｄ
「
え
え
そ
う
で
す
。
親
鸞
聖
人

は
『
淨
土
文
類
聚
鈔
』
に
阿
弥
陀

仏
の
こ
と
を

寿
命
延
長
、
よ
く
量
る
こ

と
な
し
。

慈
悲
深
遠
に
し
て
虚
空
の

ご
と
し
、

智
慧
円
満
に
し
て
巨
海
の

ご
と
し

」

と
示
さ
れ
て
い
ま
す

Ｑ
「
な
る
ほ
ど
、
ま
さ
に
い
の
ち

、

と
慈
悲
と
智
慧
の
量
り
無
き
も
の

と
い
う
意
味
で
す
ね
」

Ｄ
「
阿
弥
陀
と
は
も
と
も
と
イ
ン

ド
の
梵
語
で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ

限
り
な
い
と
い
う
意
味
で
す
。
仏

と
は
完
全
な
さ
と
り
の
徳
あ
る
も

の
の
こ
と
で
す
」

Ｑ
「
清
沢
師
が
、
有
限
・
無
限
の

一
致
が
宗
教
で
あ
る
と
い
わ
れ
ま
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し
た
が
、
そ
う
す
る
と
阿
弥
陀
仏

と
の
一
致
が
真
宗
と
い
う
宗
教
な

の
で
す
ね
」

Ｄ
「
え
え
、
そ
う
い
っ
て
い
い
と

思
い
ま
す

」
。

Ｑ
「
阿
弥
陀
仏
と
一
致
す
る
と
い

」

う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か

Ｄ
「
阿
弥
陀
仏
と
で
あ
う
こ
と
で

す

」
。

Ｑ
「
阿
弥
陀
仏
と
で
あ
え
ば
ど
う

な
る
の
で
す
か
」

Ｄ
「
仏
と
で
あ
え
ば
、
仏
に
な
る

べ
き
身
と
定
ま
る
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
を
親
鸞
聖
人
は
〈
現

生
正
定
聚
に
入
る
〉
と
い
わ
れ
ま

す
。
そ
し
て
、
仏
に
な
る
べ
き
身

と
定
ま
っ
た
人
は
、
こ
の
世
の
い

の
ち
を
終
え
て
、
浄
土
に
生
ま
れ

」

て
仏
に
成
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す

Ｑ
「
誰
が
そ
う
い
っ
て
い
る
の
で

す
か
」

Ｄ
「
仏
説
無
量
寿
経
に
お
け
る
釈

尊
の
説
法
に
い
わ
れ
て
い
ま
す
」

Ｑ
「
じ
ゃ
あ
、
こ
の
人
生
に
お
い

て
は
、
仏
に
あ
う
こ
と
が
救
い
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
」

Ｄ
「
え
え
そ
う
で
す
。
阿
弥
陀
仏

と
の
で
あ
い
の
こ
と
を
、
真
宗
で

は
信
心
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
で
、

親
鸞
聖
人
は
信
心
を
一
筋
に
す
す

め
て
お
ら
れ
る
の
で
す
」

Ｑ
「
聖
人
は

〈
仏
と
の
で
あ
い
〉

、

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
わ
れ
て

い
ま
す
か
」

Ｄ
「
親
鸞
聖
人
の
ご
和
讚
に

本
願
力
に
あ
い
ぬ
れ
ば

む
な
し
く
す
ぐ
る
ひ
と
ぞ

な
き

功
徳
の
宝
海
み
ち
み
ち
て

煩
悩
の
濁
水
へ
だ
て
な
し

と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
阿
弥
陀

仏
の
は
た
ら
き
を
本
願
力
と
い
っ

て
お
ら
れ
ま
す
。

こ
の
和
讚
の
意
味
は

〈
本
願
力

、

に
あ
え
ば
、
そ
の
人
は
も
う
空
し

く
流
転
す
る
こ
と
は
な
い
。
人
生

に
ま
こ
と
の
意
味
と
充
足
を
与
え

ら
れ
る
。
無
量
の
徳
が
私
た
ち
に

働
き
か
け
、
与
え
ら
れ
て
、
私
た

ち
の
煩
悩
に
さ
ま
た
げ
ら
れ
へ
だ

て
ら
れ
ず
、
私
た
ち
を
摂
め
取
っ

て
く
だ
さ
る
〉
と
い
う
意
味
で
し

ょ
う
」

Ｑ
「
摂
め
取
っ
て
く
だ
さ
る
と
は

ど
う
な
る
こ
と
で
す
か
」

Ｄ
「
仏
と
離
れ
な
い
身
と
な
り
ま

す
。
そ
し
て
こ
の
世
と
人
生
に
お

け
る
主
（
親
）
が
仏
で
あ
り
、
私

は
仏
に
従
う
べ
き
客
（
子
）
と
い

う
秩
序
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
を

知
ら
さ
れ
ま
す
」

Ｑ
「
仏
が
主
で
あ
り
、
私
が
客
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
も
っ
と
詳

し
く
教
え
て
く
だ
さ
い
」

Ｄ
「
阿
弥
陀
仏
は
救
い
手
で
あ
り

私
は
救
わ
れ
手
、
仏
は
導
き
手
で

あ
り
私
は
導
か
れ
手
、
仏
は
照
ら

す
も
の
私
は
照
ら
さ
れ
る
者
、
仏

は
生
か
す
も
の
私
は
生
か
さ
れ
る

者
、
で
す
。

分
か
り
や
す
く
人
生
を
航
海
に

譬
え
れ
ば
、
人
生
は
渡
り
難
い
海

の
如
く
、
阿
弥
陀
仏
は
運
ぶ
船
の

ご
と
く
、
私
た
ち
は
乗
客
の
如
く

で
す
。
し
か
も
船
と
乗
客
は
離
れ

て
い
な
い
の
で
す
」

（
続
）

「
念
ず
れ
ば
花
ひ
ら
く
」
と
い
う

言
葉
を
よ
く
聞
き
ま
す
。

今
回
は
こ
の
「
念
ず
れ
ば
花
ひ

ら
く
」
と
言
う
言
葉
を
私
な
り
に

解
釈
し
て
、
考
え
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

「
念
ず
れ
ば
」
の
「
念
」
と
は

仏
教
で
は
「
記
憶
し
て
忘
れ
な
い

こ
と
」
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
れ

で
「
念
ず
れ
ば
花
ひ
ら
く
」
と
い

う
意
味
を
私
は
「
心
か
ら
思
い
続

け
、
願
い
続
け
て
い
く
な
ら
ば
、

そ
の
願
い
は
実
現
し
て
い
く
も
の

で
あ
る
」
と
読
ん
で
み
た
い
と
思

い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
こ
の
句
は

ー
ー
ー
自
分
の
願
い
は
そ
れ
を
忘

、

れ
ず
心
の
底
に
思
い
続
け
て
い
く

そ
う
す
る
と
自
ず
か
ら
そ
の
願
い

、

に
そ
っ
て
人
生
は
展
開
し
て
い
き

逆
に
、
人
生
が
自
分
の
意
に
反
す

る
よ
う
に
な
る
な
ら
、
そ
の
人
が

自
分
の
願
い
を
ず
っ
と
心
に
中
で

忘
れ
ず
に
念
じ
続
け
る
こ
と
を
し

な
か
っ
た
か
ら
だ
ー
ー
ー
と
、
そ

う
い
う
意
味
に
こ
の
言
葉
を
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

も
し
、
こ
う
い
う
意
味
な
ら
、

こ
れ
は
私
自
身
の
人
生
に
お
け
る

経
験
上
か
ら
も
、
そ
こ
そ
こ
本
当

な
の
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
い
か
に
念
願
す
る
と

い
っ
て
も
「
二
百
年
も
生
き
続
け

た
い
」
と
い
う
よ
う
な
あ
ま
り
に

も
非
現
実
的
な
願
い
は
念
じ
て
も

叶
う
は
ず
が
な
い
し
、
あ
る
い
は

「
大
も
う
け
し
て
、
大
邸
宅
で
ひ

だ
り
ウ
チ
ワ
で
生
活
し
た
い
」
と

い
う
よ
う
な
願
望
は
、
こ
れ
を
念

じ
続
け
て
も
、
利
己
的
な
野
心
が

強
い
か
ら
実
現
は
お
ぼ
つ
か
な
い

と
思
い
ま
す
。

反
対
に
、
念
願
し
続
け
る
も
の

の
内
容
が
純
粋
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

は
案
外
本
当
に
実
現
し
て
い
く
も

の
で
は
な
い
か
と
、
わ
り
と
真
面

目
に
感
じ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
「
困
っ
て
い
る
社
会

的
弱
者
の
た
め
に
援
助
が
で
き
る

弁
護
士
に
な
り
た
い
」
と
か
「
ガ

ン
の
苦
し
み
を
無
く
し
て
い
く
た

め
の
医
学
研
究
者
に
な
り
た
い
」

と
か
い
う
よ
う
な
、
純
粋
な
気
持

ち
を
伴
っ
た
念
願
は
、
こ
れ
を
念

じ
続
け
て
い
く
な
ら
、
人
生
は
そ

れ
を
実
現
す
る
方
向
へ
自
ず
か
ら

進
ん
で
い
く
の
で
は
な
い
か
と
、

私
は
ひ
そ
か
に
そ
う
感
じ
て
い
ま

す
。そ

う
い
う
意
味
で
「
人
は
何
を

常
に
念
じ
て
生
き
る
か

、
こ
れ
が

」

そ
の
人
の
人
生
を
方
向
づ
け
て
い

く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
し
て
、
何
を
念
じ
る
の
が
一

、

番
大
事
か
と
人
か
ら
問
わ
れ
た
ら

「

」

、

端
的
に

仏
を
念
じ
る
こ
と

と

私
は
答
え
た
い
の
で
す
。

真
宗
は
も
と
も
と
「
念
仏
成
仏

こ
れ
真
宗
」
で

「
仏
を
念
ず
れ
ば

、

仏
に
成
る
、
こ
れ
が
ま
こ
と
の
宗

教
で
あ
る
」
と
。

い
わ
ば
、
阿
弥
陀
仏
に
あ
い
た

い
と
ひ
た
す
ら
願
っ
て
「
仏
を
念

じ
て
い
く

、
す
な
わ
ち
お
念
仏
を

」

申
し
て
い
く
な
ら
ば
、
そ
の
願
い

に
そ
っ
て
人
生
は
展
開
し
て
、
願

い
の
通
り
に
仏
に
で
あ
い
、
つ
い

に
は
仏
に
も
成
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。阿

弥
陀
仏
を
、
真
実
と
い
う
て

も
よ
い
し
、
限
り
な
い
慈
愛
と
い

う
て
も
よ
い
し
、
限
り
な
い
い
の

ち
と
い
う
て
も
よ
い
、
と
に
か
く

永
遠
な
ま
こ
と
そ
の
も
の
で
あ
り

ま
す
。

こ
の
仏
に
で
あ
っ
て
初
め
て
人

は
心
の
底
か
ら
充
足
す
る
、
ま
さ

に
「
い
の
ち
の
花
が
咲
く
」
の
で

す
。さ

て
、
私
ど
も
が
仏
を
念
ず
れ

ば
、
な
ぜ
仏
に
あ
え
る
の
で
し
ょ

う
か
。

そ
れ
は
、
私
が
念
仏
を
申
す
そ

の
南
無
阿
弥
陀
仏
に
は
、
私
が
仏

を
念
じ
る
に
先
立
っ
て
、
阿
弥
陀

仏
が
私
を
念
じ
、
私
を
仏
陀
た
ら

し
め
ず
に
は
お
か
ぬ
と
願
い
続
け

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏
に
は
阿
弥
陀
仏
の

誓
願
力
・
念
力
が
こ
も
っ
て
い
る

、

、

か
ら

私
が
念
仏
申
し
て
い
け
ば

念
仏
に
こ
も
っ
て
い
る
仏
の
願
心

、

、

が

念
じ
る
私
に
浸
透
し
て
き
て

つ
い
に
は
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
の
心

。

に
気
づ
か
せ
て
い
た
だ
く
の
で
す

す
な
わ
ち
仏
と
で
あ
う
の
で
す
。

こ
れ
が
信
心
で
す
。
親
鸞
聖
人
も

「
子
の
母
を
お
も
う
が
ご
と
く
に

て衆
生
仏
を
憶
（
念
）
す
れ
ば

現
前
当
来
と
お
か
ら
ず

如
来
を
拝
見
う
た
が
わ
ず
」

（
浄
土
和
讚
）

と
仰
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
憶
す
る

と
は
憶
念
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち

念
じ
る
こ
と
で
す
。

こ
の
和
讚
の
心
は
、
子
が
母
に

あ
い
た
い
と
、
母
を
念
じ
母
の
名

を
「
お
か
あ
さ
ん
」
と
呼
び
続
け

、

、

る
よ
う
に

衆
生
が
仏
を
し
た
い

仏
を
念
じ
て
仏
名
を
称
え
て
い
く

な
ら
、
と
お
か
ら
ず
仏
に
お
あ
い

す
る
こ
と
が
、
必
ず
で
き
る
と
の

意
で
す
。

「
念
ず
れ
ば
花
ひ
ら
く

、
仏
を

」

念
ず
れ
ば
、
念
じ
る
人
に
仏
の
い

の
ち
の
花
が
ひ
ら
く
の
で
す
。

（
了
）

念
ず
れ
ば
花
ひ
ら
く



念
仏
者
は
、
無
碍
の
一
道
な
り
。
そ
の
い
わ
れ
い
か

む

げ

ん
と
な
ら
ば
、
信
心
の
行
者
に
は
、
天
神
地
祇
も
敬

伏

き
ょ
う
ぶ
く

し
、
魔
界
外
道
も
障
碍
す
る
こ
と
な
し
。
罪
悪
も
業
報

し
ょ
う
げ

を
感
ず
る
こ
と
あ
た
わ
ず
、
諸
善
も
お
よ
ぶ
こ
と
な
き

（

）

ゆ
え
に

無
碍
の
一
道
な
り
と
云
々

、

歎
異
鈔
第
七
章

う
ん
ぬ
ん

〈
歎
異
鈔
第
七
章
第
四
講
〉

今
回
は
「

を

罪
悪
も
業
報
を
感
ず
る
こ
と
あ
た
わ
ず
」

読
ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

お
念
仏
を
い
た
だ
い
て
生
き
る
人
生
は
「
罪
悪
も
業
報
を

感
ず
る
こ
と
あ
た
わ
ず
」
と
仰
せ
ら
れ
ま
す
。
逆
に
、
お
念

仏
が
な
い
と
「
罪
悪
も
業
報
を
感
じ
る
」
の
で
あ
り
ま
す
。

仏
教
で
は
し
ば
し
ば
因
果
の
道
理
を
説
き
ま
す
。
そ
れ
は

い
わ
ゆ
る
善
因
楽
果
、
悪
因
苦
果
の
こ
と
で
す
。
善
い
行
い

を
す
る
と
楽
が
報
わ
れ
、
悪
い
行
い
を
す
る
と
苦
が
結
果
す

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
因
果
応
報
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

因
果
応
報
に
つ
い
て
私
た
ち
は
、
仏
教
で
の
正
確
な
意
味

を
知
ら
な
く
て
も
、
何
と
な
く
素
朴
に
信
じ
て
い
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

幼
い
頃
親
し
ん
で
き
た
「
日
本
の
む
か
し
話
」
に
し
ろ
、

さ
ま
ざ
ま
な
童
話
に
し
ろ
、
内
容
は
因
果
応
報
的
な
物
語
が

多
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
両
親
か
ら
は
「
悪
い
こ
と
を
し
た

ら
必
ず
痛
い
目
に
あ
う
よ
」
と
い
う
い
ま
し
め
を
よ
く
聞
か

さ
れ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
に
実
際
上
の
経
験
で
も
、
た
と
え
ば
怒
っ
て
人
を
殴な

ぐ

る
と
、
仕
返
し
に
あ
っ
た
り
、
周
り
か
ら
非
難
さ
れ
た
り
し

て
苦
し
い
立
場
に
置
か
れ
る
し
、
ま
た
人
に
親
切
な
行
い
を

す
る
と
、
自
分
自
身
も
気
持
ち
が
い
い
し
、
ま
た
人
か
ら
も

ほ
め
ら
れ
た
り
、
人
の
信
用
を
得
た
り
す
る
経
験
か
ら
、
私

た
ち
は
因
果
応
報
的
な
こ
と
を
体
で
感
じ
て
い
ま
す
。

仏
教
で
い
う
〈
因
果
の
道
理
〉
を
た
と
え
正
確
に
理
解
し

て
い
な
く
て
も
、
私
た
ち
に
は
因
果
の
考
え
が
か
な
り
身
に

し
み
つ
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
だ
け
で
は
な

く
、
同
じ
よ
う
な
考
え
は
世
界
中
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

一
神
教
の
伝
統
の
国
で
は

「
善
い
こ
と
を
す
る
と
神
樣
が

、

喜
ん
で
ご
褒
美
を
く
れ
、
悪
い
こ
と
を
す
る
と
神
様
か
ら
罰

を
与
え
ら
れ
る
」
と
い
う
考
え
が
人
々
の
心
の
中
に
あ
る
よ

う
に
思
い
ま
す
。

、

、

と
こ
ろ
で

私
た
ち
に
お
け
る
因
果
応
報
と
い
う
考
え
は

殆
ど
の
場
合
自
我
心
（
功
利
心
）
と
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。

、「

、

す
る
と
ど
う
な
る
か
と
い
え
ば

善
を
な
せ
ば
幸
福
に
な
り

悪
を
な
せ
ば
不
幸
に
な
る
」
と
い
う
世
間
的
・
道
徳
的
な
幸

福
論
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
仏
教
に
お
け
る
善
因
楽
果
・
悪
因
苦
果
と
は
内

容
的
に
い
さ
さ
か
相
違
が
あ
り
ま
す
。
仏
教
で
い
う
楽
は
、

。

世
間
的
な
安
楽
と
は
違
っ
て
涅
槃
に
連
な
る
楽
で
あ
り
ま
す

さ
て
、
自
我
心
と
結
び
つ
い
た
因
果
応
報
で
は
「
善
を
な

せ
ば
私
は
幸
福
に
な
る
」
と
い
う
考
え
と
な
り
ま
す

「
人
に

。

親
切
を
し
て
お
け
ば
、
私
が
困
っ
た
と
き
に
は
助
け
て
も
ら

え
る
」
と
か
「
神
社
や
寺
に
寄
付
を
す
る
功
徳
を
積
め
ば
、

神
仏
の
お
か
げ
を
貰
え
る
」
と
い
う
よ
う
な
考
え
に
な
り
ま

す
。
そ
う
し
た
善
行
は
、
功
利
心
（
煩
悩
）
の
汚
れ
が
混
じ

っ
た
も
の
で
純
粋
な
善
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

逆
に
「
悪
を
な
せ
ば
不
幸
に
な
る
」
と
い
う
考
え
で
の
生

き
方
は

「
常
に
悪
を
お
そ
れ
る
」
生
活
で
あ
り
ま
す
。
悪
い

、

こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
時
そ
の
報
い
を
怖
が
っ
た
り
、
今
ま

で
為
し
た
悪
業
の
結
果
が
何
時
か
現
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
と
い
う
不
安
を
も
っ
た
り
し
ま
す
。
ま
た
、
例
え
ば
病

気
に
で
も
な
っ
た
り
、
事
故
に
で
も
遭
っ
た
り
す
る
と

「
こ

、

れ
は
私
の
悪
業
の
報
い
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
お
そ
れ
た
り

し
ま
す
。
そ
れ
は
や
が
て

「
自
分
に
は
分
か
ら
な
い
ほ
ど
の

、

罪
を
過
去
に
重
ね
て
き
た
の
だ
か
ら
、
死
後
は
地
獄
へ
堕
ち

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
い
う
恐
怖
と
も
な
り
ま
す
。

そ
の
怖
れ
る
心
に
は
自
我
心
（
我
愛
）
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
す
な
わ
ち
「
我
が
身
を
守
り
、
我
が
利
益
を
確
保
し
、

我
が
身
の
安
全
を
は
か
り
、
我
が
身
を
愛
す
る
」
と
い
う
我

執
・
我
愛
に
強
く
影
響
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

私
た
ち
が
日
頃
、
つ
ま
ら
ぬ
事
を
し
た
り
悪
を
な
し
た
り

す
る
と
、
後
悔
の
念
が
起
こ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
悪
そ
の
も

の
を
慚
愧
す
る
こ
と
よ
り
も

悪
を
な
し
た
事
に
よ
っ
て

私

、

、〈

は
不
利
益
を
将
来
こ
う
む
る
の
で
は
な
い
か
〉
と
か

〈
報
い

、

や
バ
チ
が
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
〉
と
い
う
、
そ
う
い
う
自

。

分
の
利
害
を
案
じ
て
の
後
悔
や
恐
れ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

「
お
は
ず
か
し
い
、
も
う
し
わ
け
な
い
こ
と
を
し
た
」
と
純

粋
に
懺
悔
す
る
こ
と
よ
り

「
し
ま
っ
た
。
悪
い
結
果
に
な
ら

、

ね
ば
い
い
が
」
と
い
う
功
利
的
な
関
心
か
ら
の
不
安
や
後
悔

が
中
心
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

要
す
る
に
「
善
を
な
せ
ば
幸
福
に
な
り
、
悪
を
な
せ
ば
不

幸
に
な
る
」
と
い
う
生
き
方
は
、
人
間
を
本
当
に
自
由
無
礙

に
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
己
の
罪
悪
の
報
い
を
怖
れ
続

け
る
考
え
で
す
。

悪
に
た
い
し
て
は
、
こ
れ
を
で
き
る
だ
け
慎
み
た
い
と
願

い
、
悪
を
な
し
て
し
ま
え
ば
「
ま
こ
と
に
も
う
し
わ
け
な
い

こ
と
」
と
す
な
お
に
慚
愧
す
る
こ
と
は
、
お
念
仏
の
生
活
に

、

。

は
当
然
強
ま
り
こ
そ
す
れ

減
じ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

そ
し
て
、
己
の
悪
に
つ
け
て
も
お
念
仏
が
も
う
さ
れ
て
い
く

生
活
は
、
己
の
悪
に
よ
る
不
幸
を
怖
れ
た
り
心
配
し
た
り
す

る
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
て
参
り
ま
す
。
慚
愧
こ
そ
す
れ
、
己

の
な
し
た
悪
の
報
い
を
感
じ
て
苦
し
ん
だ
り
不
安
を
感
じ
た

り
す
る
の
で
は
な
く
て
、
己
の
悪
い
に
つ
け
て
も
、
阿
弥
陀

仏
の
「
い
か
な
る
状
況
に
汝
が
堕
ち
よ
う
と
も
、
摂
取
し
て

す
て
な
い
。
私
が
つ
い
て
い
る
ぞ
」
と
の
大
悲
を
仰
ぎ
、
己

の
悪
を
慚
愧
し
つ
つ
、
悪
の
結
果
を
引
き
受
け
て
い
く
力
を

た
ま
わ
る
の
で
す
。
も
は
や
そ
こ
に
は
不
幸
は
超
え
ら
れ
て

い
る
の
で
す
。

罪
悪
を
行
え
ば
因
果
応
報
の
道
理
に
よ
っ

て
、
そ
の
報
い
は
来
ま
す
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
に
重
い
業

報
も
、
阿
弥
陀
仏
の
「
摂
取
不
捨
の
利
益
」
と
い
う
こ
の
上

な
い
幸
い
を
壊
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。

悪
業
の
報
い
の
及
ば
な
い
自
由
を
念
仏
の
信
心
か
ら
た
ま

わ
る
で
す
。
因
果
応
報
を
超
え
た
自
由
を
念
仏
の
信
心
は
知

っ
て
い
る
の
で
す
。

聖
人
が
「
そ
れ
が
し
（
私
）
は
善
も
ほ
し
か
ら
ず
、
悪
も

お
そ
れ
な
し
」
と
い
わ
れ
た
の
は
、
因
果
応
報
を
超
え
た
自

由
の
天
地
に
出
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
の
発
言
で
す
。
お

念
仏
は
私
ど
も
に
こ
の
よ
う
な
自
由
を
与
え
て
下
さ
る
の
で

す
。
歎
異
鈔
第
一
章
の
「
悪
を
も
お
そ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い

わ
れ
た
の
も
同
質
の
言
葉
で
す
。

「
悪
を
も
お
そ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
の
は
決
し
て
善
悪

因
果
の
道
理
を
否
定
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
否
定
す
る

の
は
因
果
応
報
に
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
る
我
執
我
愛
の
自
我

心
で
あ
り
ま
す
。
い
わ
ん
や
「
悪
は
お
そ
れ
ず
に
や
り
放
題

に
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
で
は
全
然
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
造

悪
無
碍
の
邪
見
と
し
て
親
鸞
聖
人
が
つ
と
に
お
い
さ
め
く
だ

さ
っ
た
こ
と
で
す
。

（
了
）

真
宗
聖
典
講
座



「

、

、

信
次
郎
よ

昔
は
山
寺
が
う
ら
や
ま
し
か
っ
た
り

鼠
衣
が
恋
し
か
っ
た
り
、
よ
ろ
こ
び
心
が
ほ
し
か
っ
た

り
が
、
そ
ん
な
心
が
つ
づ
い
た
な
ら
ば
、
つ
づ
く
心
を

た
の
み
に
し
て
、
ま
た
も
迷
う
て
い
た
の
に
、
今
は
た

の
み
に
す
る
程
の
心
が
な
い
ゆ
え
に
お
慈
悲
一
つ
が
た

（
「

」

）

の
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ぞ
よ
」

秀
存
語
録

よ
り

こ
れ
は
一
蓮
院
秀
存
師
の
言
葉
で
あ
る
。
師
は
大
谷
派
の

名
師
と
し
て
聞
こ
え
た
お
方
で
あ
る
。
一
七
八
八
年
（
天
明

八
年
）
に
生
ま
れ
、
七
十
三
才
で
往
生
さ
れ
た
。
深
い
信
心

と
学
問
の
あ
る
お
方
で
あ
っ
た
。
香
月
院
講
師
に
学
び
、
同

門
の
香
樹
院
師
に
つ
い
て
、
き
わ
め
て
謙
虚
な
心
で
聞
法
に

生
涯
を
尽
く
さ
れ
た
方
で
あ
る
。
他
者
に
説
い
て
聞
か
す
よ

り
も
、
ま
ず
自
分
自
身
に
仏
法
を
引
き
当
て
て
味
わ
う
と
い

う
風
で
、
多
く
の
お
同
行
か
ら
慕
わ
れ
た
。

信
次
郎
は
高
野
信
次
郎
と
い
い
、
一
蓮
院
師
を
し
た
い
、

師
の
生
活
の
お
世
話
を
長
年
さ
れ
た
甚
だ
熱
心
な
信
者
で
あ

る
。「

山
寺
が
う
ら
や
ま
し
か
っ
た
り
、
鼠
衣
が
恋
し
か
っ
た

り
」
と
い
う
の
は
、
求
道
心
の
強
い
修
行
僧
が
人
里
離
れ
た

山
寺
で
清
ら
か
な
修
道
生
活
を
し
て
い
る
の
を
見
る
に
つ
け

て
も

「
あ
あ
、
自
分
も
あ
あ
い
う
清
浄
な
生
活
が
し
た
い
も

、

の
だ
」
と
羨
ま
し
く
な
る
の
で
あ
る
。
ご
く
質
素
な
鼠
衣
を

着
て
、
釈
迦
の
弟
子
の
ご
と
く
、
戒
律
を
保
ち
托
鉢
し
な
が

ら
、
少
欲
知
足
の
簡
素
な
生
活
を
し
て
お
ら
れ
る
姿
を
見
る

に
つ
け
て
も
、
あ
あ
な
り
た
い
も
の
だ
と
恋
し
く
な
る
。
特

に
若
い
と
き
は
理
想
心
が
強
く
、
あ
あ
い
う
清
浄
な
生
き
方

を
し
た
い
と
あ
こ
が
れ
る
も
の
で
あ
る
。

昔
私
も
、
宗
教
的
で
清
ら
か
な
修
道
生
活
を
し
て
い
る
人

。

。

に
何
人
も
会
っ
た

そ
う
い
う
人
た
ち
を
見
る
と
羨
ま
し
い

。

私
自
身
の
ふ
が
い
な
さ
に
情
け
な
く
て
泣
い
た
こ
と
も
あ
る

し
か
も
、
何
と
か
自
分
も
が
ん
ば
れ
ば
あ
の
人
た
ち
の
よ
う

な
生
活
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
、
自
分
を
買
い
被

っ
て
い
た
若
い
頃
に
は
、
思
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。

昨
年
、
イ
タ
リ
ア
の
ア
ッ
シ
ジ
に
行
っ
た
。
ア
ッ
シ
ジ
は

聖
フ
ラ
ン
シ
ス
の
生
誕
地
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
地
で

あ
る
。
行
っ
て
み
る
と
、
実
に
清
ら
か
な
場
所
で
、
フ
ラ
ン

シ
ス
の
よ
う
な
聖
者
が
生
ま
れ
た
訳
も
分
か
る
よ
う
な
所
で

あ
る
。
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
ゆ
か
り
の
教
会
が
あ
り
、
中
に
入
っ

て
み
る
と
大
き
な
洞
窟
の
よ
う
な
聖
堂
で
多
く
の
人
が
お
祈

り
を
し
て
い
た
。
そ
の
中
に
修
道
僧
が
数
人
い
た
が
、
見
る

か
ら
に
清
ら
か
な
人
た
ち
で
あ
る
。
一
生
独
身
で
、
祈
り
の

生
活
に
明
け
暮
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
見
て
い
て
羨
ま
し

い
気
分
が
久
し
ぶ
り
に
胸
中
に
湧
く
の
を
お
ぼ
え
た
。

し
か
し
、
今
は
そ
う
い
う
人
た
ち
の
真
似
は
到
底
出
来
る

も
の
で
は
な
い
と
断
念
し
て
い
る
の
で
、
嘆
く
こ
と
も
悲
し

む
こ
と
も
、
羨
ま
し
さ
に
煩
う
こ
と
も
な
い
。
一
蓮
院
師
と

て
同
じ
で
あ
ろ
う
。

次
に
一
蓮
院
師
は
「
よ
ろ
こ
び
心
が
ほ
し
か
っ
た
り
」
と

い
っ
て
お
ら
れ
る
。
私
た
ち
は
聞
法
に
志
す
と
、
喜
ぶ
心
や

嬉
し
い
心
や
、
有
難
い
心
な
ど
の
宗
教
的
な
心
情
が
ほ
し
く

な
り
、
そ
う
い
う
心
が
起
こ
る
と
「
こ
れ
で
私
も
だ
い
ぶ
仏

」

。

法
が
身
に
付
い
て
き
た

と
思
え
て
嬉
し
く
な
っ
た
り
す
る

時
に
は
「
こ
う
い
う
有
難
い
気
持
ち
で
生
活
で
き
る
の
は
す

で
に
助
か
っ
た
印
で
あ
る
」
と
思
っ
て
、
有
難
い
心
や
尊
い

心
が
起
こ
る
と
、
そ
れ
が
救
わ
れ
た
証
拠
の
よ
う
に
つ
か
み

た
く
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
ん
な
心
は
長
続
き
が
し

な
い
。
そ
の
う
ち
に
何
と
も
な
く
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
今

ま
で
の
信
心
は
ど
こ
に
い
っ
た
や
ら
と
寂
し
く
な
っ
た
り
嘆

い
た
り
す
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
聞
法
の
人
生
に
は
繰
り
返

さ
れ
て
く
る
。
中
に
は
、
何
と
か
有
難
く
な
り
た
い
、
何
と

か
分
か
り
た
い
、
何
と
か
す
っ
き
り
し
た
い
と
、
自
分
の
心

が
何
と
か
な
る
よ
う
に
思
い
、
聞
法
の
方
向
を
誤
っ
た
ま
ま

で
一
生
を
送
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
蓮
院
師
は
、
有
難
い
心
や
慚
愧
の
心
な
ど
の

尊
い
心
が
続
か
な
い
の
で
良
か
っ
た
と
仰
せ
ら
れ
る
。
そ
ん

な
心
が
続
く
と
つ
い
つ
い
こ
の
心
に
だ
ま
さ
れ
て
、
弥
陀
を

た
の
ま
ず
に
自
分
の
心
を
た
の
ん
で
し
ま
う
、
と
。
有
難
い

、

、

心
が
続
か
な
い
か
ら
こ
そ

た
の
み
に
す
る
程
の
心
は
な
く

我
が
心
に
ま
っ
た
く
愛
想
を
つ
か
し
て
、
ひ
と
え
に
弥
陀
の

お
慈
悲
一
つ
を
た
の
む
ば
か
り
で
あ
る
、
と
。
強
い
求
道
心

と
か
喜
び
心
と
か
、
た
の
み
に
な
り
そ
う
な
心
が
続
か
な
い

の
が
有
難
い
と
い
う
の
が
味
わ
い
深
い
。

山
寺
も
鼠
衣
も
、
そ
の
よ
う
な
生
活
は
到
底
私
の
及
ぶ
も

の
で
は
な
い
。
何
時
ま
で
た
っ
て
も
、
あ
い
も
か
わ
ら
ぬ
お

粗
末
な
浅
ま
し
い
生
活
し
か
、
と
て
も
で
き
な
い
私
。
そ
ん

な
私
目
当
て
に
起
こ
し
て
く
だ
さ
っ
た
弥
陀
の
誓
い
に
助
け

ら
れ
て
み
れ
ば
、
も
う
山
寺
も
鼠
衣
も
羨
ま
し
く
は
な
い
。

弥
陀
の
お
慈
悲
一
つ
が
慕
わ
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
、
と
の
お

心
で
あ
ろ
う
。

（
了
）

一
蓮
院
秀
存
師
の
言
葉


