
「
救
い
」
と
か
「
さ
と
り
」
と

か
を
実
現
す
る
宗
教
行
は
大
き
く

分
け
て
三
つ
あ
る
と
言
わ
れ
て
い

る
。一

つ
は
祈
り
で
あ
る
。
神
に
祈

る
行
い
に
よ
っ
て
、
神
と
人
と
が

で
あ
い
、
交
わ
り
、
結
び
つ
く
。

キ
リ
ス
ト
教
の
修
道
院
で
の
厳
し

い
生
活
で
は
祈
り
の
行
が
一
日
に

何
度
も
行
わ
れ
、
夜
中
で
も
神
へ

の
祈
り
が
捧
げ
ら
れ
る
と
聞
く
。

イ
ス
ラ
ム
教
で
も
信
者
の
一
番
大

事
な
勤
め
は
祈
り
で
あ
ろ
う
。

二
つ
に
は
、
坐
禅
や
瞑
想
で
あ

る
。
イ
ン
ド
の
宗
教
は
こ
と
に
こ

れ
が
発
達
し
た
。
身
体
の
姿
勢
を

正
し
、
呼
吸
を
整
え
、
心
を
散
ら

さ
な
い
よ
う
に
一
つ
に
集
中
す
る

よ
う
に
訓
練
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
真
実
を
さ
と
る
の
で
あ
る
。

三
つ
に
、
称
名
で
あ
る
。
仏
や

菩
薩
や
神
の
名
を
称
え
る
行
で
あ

る
。こ

の
三
つ
の
う
ち
で
、
い
つ
で

も
ど
こ
で
も
だ
れ
で
も
出
来
る
宗

教
行
は
称
名
で
あ
ろ
う
。
神
へ
の

祈
り
も
、
人
混
み
の
中
を
歩
い
て

い
る
と
き
に
祈
る
こ
と
は
非
常
に

難
し
い
し
、
電
車
の
中
で
祈
る
こ

と
も
難
し
い
。
ま
た
坐
禅
を
く
む

に
は
あ
い
て
い
る
時
間
や
静
か
な

処
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
る
に
称

名
は
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
だ
れ
で

も
称
え
ら
れ
る
。

称
名
行
も
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、

南
無
阿
弥
陀
仏
は
そ
の
代
表
的
な

も
の
で
あ
る
。
ほ
か
に
は
南
無
釈

迦
牟
尼
仏
と
か
南
無
観
世
音
菩

薩
、
あ
る
い
は
南
無
妙
法
蓮
華
経

や
南
無
大
師
遍
照
金
剛
も
あ
ろ

う
。
東
方
の
キ
リ
ス
ト
教
で
は
「

キ
リ
エ
・
エ
レ
イ
ソ
ン
」
と
称
え

る
宗
教
行
が
あ
る
。

か
つ
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
橋

本
鑑
牧
師
は
真
宗
の
影
響
を
受
け

て
「
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
・
ア
ー
メ
ン
」

と
称
え
る
行
を
実
践
し
た
と
い

う
。
ま
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
井
上
洋

治
神
父
は
こ
れ
も
浄
土
教
か
ら
の

影
響
で
「
南
無
ア
ッ
バ
」
と
称
え

る
行
を
実
践
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。

あ
る
い
は
ヒ
ン
ズ
ー
教
で

ラ
、「

ー
マ
」
と
い
う
神
の
名
を
称
え
る

修
行
も
あ
る
と
聞
く
。

こ
う
し
た
世
界
の
称
名
行
の
中

で
、
な
ん
と
い
っ
て
も
広
く
流
布

し
て
い
る
の
は
南
無
阿
弥
陀
仏
の

称
名
行
で
、
こ
れ
は
現
在
で
も
、

日
本
は
も
と
よ
り
中
国
・
朝
鮮
半

島
・
台
湾
で
は
よ
く
称
え
ら
れ
、

ベ
ト
ナ
ム
や
チ
ベ
ッ
ト
で
も
称
え

ら
れ
て
い
る
。

称
え
や
す
い
と
い
う
面
も
あ
る

が
、
南
無
阿
弥
陀
仏
は
、
普
遍
的

な
宗
教
的
真
実
を
表
し
た
言
葉
で

あ
る
と
思
う
。

な
ぜ
な
ら
、
阿
弥
陀
と
は
原
語

は
ア
ミ
タ
ー
ユ
ス
あ
る
い
は
ア
ミ

タ
ー
バ
と
い
う
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

の
言
葉
の
音
訳
で
あ
り
、
そ
の
意

味
は
、
は
か
り
な
き
い
の
ち
（
ア

ミ
タ
ー
ユ
ス
）
で
あ
り
、
は
か
り

（

）

。

な
き
光

ア
ミ
タ
ー
バ

で
あ
る

阿
弥
陀
と
は
ま
さ
に
、
は
か
り
な

い
い
の
ち
と
光
な
る
も
の
の
意
味

で
あ
る
。
こ
れ
は
無
限
者
と
し
て

の
神
や
仏
の
本
質
そ
の
も
の
で
あ

ろ
う
。
神
と
は
な
ん
ぞ
や
、
仏
と

は
な
ん
ぞ
や
と
い
え
ば
、
そ
の
基

本
的
な
性
質
は
は
か
り
な
き
光
と

い
の
ち
と
い
い
得
る
か
ら
で
あ

る
。ま

た
南
無
と
は
梵
語
の
ナ
マ
ス

で
、
敬
う
、
礼
拝
す
る
、
帰
依
す

る
、
順
う
、
信
じ
る
な
ど
の
意
味

で
あ
る
。

だ
か
ら
南
無
阿
弥
陀
仏
と
は
、

阿
弥
陀
仏
に
南
無
す
る
こ
と
で
、

は
か
り
な
き
い
の
ち
と
ひ
か
り
な

る
も
の
（
仏
）
を
敬
い
信
じ
ま
す

と
い
う
意
味
が
言
葉
の
上
に
表
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
人
間
が
無
限

な
る
も
の
に
帰
依
す
る
宗
教
心
の

お
の
ず
か
ら
な
る
態
度
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
さ
ま
ざ
ま
な
神
や

仏
や
菩
薩
や
経
典
の
名
が
あ
り
、

そ
の
名
を
称
え
る
称
名
あ
る
い
は

唱
題
が
あ
る
な
か
で
、
は
か
り
な

き
い
の
ち
と
ひ
か
り
と
い
う
無
限

な
る
真
実
そ
の
も
の
の
性
質
を
名

に
し
て
い
る
の
が
阿
弥
陀
の
名
で

あ
り
、
そ
の
阿
弥
陀
に
帰
依
す
る

こ
と
を
表
す
南
無
阿
弥
陀
仏
の
称

名
は
宗
教
的
真
実
を
端
的
に
表
現

す
る
行
為
で
あ
り
、
そ
の
名
を
称

え
る
称
名
行
は
、
普
遍
的
な
実
践

的
意
味
を
も
つ
行
と
い
え
な
い
で

あ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
そ
う
い
う
南
無
阿
弥

陀
仏
の
普
遍
性
が
、
さ
ら
に
無
限

者
そ
の
も
の
が
南
無
阿
弥
陀
仏

と
、
私
た
ち
に
救
済
意
志
を
表
現

し
て
く
る
行
と
ま
で
、
そ
の
深
い

意
味
が
徹
底
さ
れ
て
い
る
の
が
、

真
宗
の
南
無
阿
弥
陀
仏
の
御
名
な

、

、

の
で
あ
っ
て

こ
の
御
名
を
称
え

御
名
を
聞
く
と
こ
ろ
に
無
限
者
に

で
あ
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。

（
了
）
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法
蔵
菩
薩
因
位
時

在
世
自
在
王
仏
所

覩
見
諸
仏
浄
土
因

国
土
人
天
之
善
悪

建
立
無
上
殊
勝
願

超
発
希
有
大
弘
誓

（
正
信
偈
書
き
下
し
）

法
蔵
菩
薩
の
因
位
の
時
、
世
自

い

ん

に

在
王
仏
の

所

に
ま
し
ま
し
て
、

み
も
と

諸
仏
の
浄
土
の
因
、
国
土
人
天
の

善
悪
を
覩
見
し
て
、
無
上
殊
勝
の

と

け

ん

願
を
建

立
し
、
希
有
の
大
弘
誓

こ
ん
り
ゅ
う

け

う

ぐ

ぜ

い

を
超

発
せ
り
。

ち
ょ
う
ほ
つ

（
現
代
語
訳
）

法
蔵
菩
薩
の
因
位
の
と
き
に
、

世
自
在
王
仏
の
み
も
と
で
、
仏
が

た
の
浄
土
の
成
り
立
ち
や
、
そ
の

国
土
や
人
間
や
神
々
の
善
し
悪
し

を
ご
覧
に
な
っ
て
、
こ
の
上
な
く

す
ぐ
れ
た
願
を
お
た
て
に
な
り
、

世
に
も
ま
れ
な
大
い
な
る
誓
い
を

お
こ
さ
れ
た
。

＊

「
仏
説
無
量
寿
経
に
は
法
蔵
菩

Ａ薩
の
願
行
は
ど
の
よ
う
に
説
か
れ

て
い
ま
す
か
」

「
そ
れ
は

Ｄ時
に
国
王
ま
し
ま
し
き
。
仏
の
説

法
を
聞
き
て
心
に
悦
予
を
懐
き
、

え
っ
ち
ょ

い
だ

す
な
わ
ち
無
上
正
真
道
の

意

を

こ
こ
ろ

発
し
き
。
国
を
棄
て
、
王
を
捐
て

お
こ

す

す

て
、
行
じ
て
沙
門
と
な
り
、
号
し

て
法
蔵
と
曰
い
き
。

い

（
そ
の
と
き
一
人
の
国
王
が
い
た
。

世
自
在
王
仏
の
説
法
を
聞
い
て
深

く
喜
び
、
そ
こ
で
こ
の
上
な
い
さ

と
り
を
求
め
る
心
を
起
こ
し
、
国

も
王
位
も
捨
て
、
出
家
し
て
修
行

者
と
な
り
、
法
蔵
と
名
の
っ
た
）

と
説
き
始
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
法

蔵
菩
薩
は
も
と
国
王
で
あ
っ
て
、

世
自
在
王
仏
の
説
法
を
お
聞
き
に

な
っ
て
、
国
を
棄
て
、
王
を
す
て

て
、
沙
門
と
な
ら
れ
た
、
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
」

「
沙
門
と
は
」

Ａ
「
出
家
し
て
真
実
を
求
め
る
お

Ｄ方
の
こ
と
で
す
」

「
国
王
で
あ
っ
た
方
が
沙
門
と

Ａな
っ
て
真
実
を
求
め
ら
れ
た
、
と

い
わ
れ
る
意
味
は
な
ん
で
し
ょ
う

か
」

「
国
王
と
い
う
の
は
こ

Ｄの
世
で
の
最
高
に
幸
せ
な

境
遇
を
意
味
し
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
富
と
権
力
と

名
声
と
権
威
と
い
う
、
こ

の
世
の
宝
を
独
占
的
に
持

っ
て
い
る
人
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

い
わ
ば
、
多
く
の
人
が
求
め
、
あ

こ
が
れ
、
追
い
か
け
て
い
る
宝
を

一

身

に

保

持

し

て

い

る

方

を

象

徴
し
て
い
ま
す
」

し
ょ
う
ち
ょ
う

「
な
ぜ
国
王
の
地
位
を
棄
て
ら

Ａ

す

れ
た
の
で
す
か
」

「
そ
れ
は
、
世
自
在
王
仏
の
説

Ｄ法
を
聞
い
て
、
こ
の
世
の
宝
の
限

界
を
知
り
仏
法
は
そ
う
し
た
宝
を

超
え
た
価
値
の
あ
る
こ
と
を
自
覚

さ
れ
、
国
王
と
し
て
所
有
し
て
い

る
こ
の
世
の
宝
の
す
べ
て
を
棄
て

て
も
悔
い
な
い
の
が
仏
法
で
あ
る

こ
と
を
示
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
し

ょ
う
」

「
富
と
か
権
力
と
か
名
声
と
か

Ａ権
威
な
ど
と
い
う
こ
の
世
の
宝
は

無
用
な
も
の
で
し
ょ
う
か
」

「
そ
う
は
思
い
ま
せ
ん
。
む
し

Ｄろ
こ
の
世
の
中
で
大
き
な
力
を
も

っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
し
、
こ
と

に
財
物
は
人
生
生
活
に
と
っ
て
生

活
の
基
礎
に
な
る
も
の
で
す
ね
。

決
し
て
軽
ん
じ
ら
れ
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら

の
も
の
は
自
己
自
身
に
と
っ
て
は

外
な
る
物
で
す
か
ら
、
外
な
る
物

を
中
心
に
し
て
生
き
る
な
ら
ば
、

外
な
る
物
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
て
、

動
転
し
て
苦
し
み
、
不
安
は
去
ら

ず
、
む
さ
ぼ
り
や
他
と
の
争
い
な

ど
の
汚
れ
が
つ
き
ま
と
っ
て
く
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
で
す

か
ら
国
王
と
い
う
の
は
富
と
か
権

力
と
か
名
声
と
か
権
威
と
か
享
楽

な
ど
、
そ
う
い
う
自
己
に
と
っ
て

外
な
る
宝
を
中
心
に
生
き
、
そ
れ

を
独
占
的
に
所
有
し
て
い
る
よ
う

な
人
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
で

し
ょ
う
」

「
法
蔵
菩
薩
が
国
と
王
を
棄
て

Ａら
れ
た
の
は
深
い
い
わ
れ
が
あ
る

の
で
す
ね
」

「
そ
う
で
す
ね
。
こ
の
世
の
宝

Ｄを
求
め
、
寄
り
か
か
る
人
生
に
は

苦
悪
が
な
く
な
ら
な
い
の
で
、
人

間
が
め
ざ
す
方
向
は
、
国
王
の
よ

う
な
状
態
を
求
め
る
の
で
は
な
い

こ
と
を
、
法
蔵
菩
薩
ご
自
身
の
す

が
た
に
よ
っ
て
示
し
て
い
る
と
思

い
ま
す
」

「
と
こ
ろ
が
わ
れ
わ
れ
凡
夫
は

Ａ法
蔵
菩
薩
が
棄
て
ら
れ
た
国
王
の

よ
う
な
あ
り
方
を
求
め
て
、
少
し

で
も
そ
う
い
う
状
態
に
近
づ
き
た

い
と
思
っ
て
生
き
て
い
る
の
で
す

ね
。
こ
れ
は
い
つ
の
時
代
で
も
の

人
間
の
す
が
た
だ
と
思
い
ま
す
。

法
蔵
菩
薩
が
そ
う
い
う
立
場
を
棄す

て
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
世
の
そ
う

し
た
宝
を
求
め
る
方
向
に
は
人
間

の
根
本
問
題
は
解
決
し
な
い
か
ら

な
の
で
す
ね
。
で
は
な
ぜ
、
世
間

の
宝
を
求
め
る
方
向
だ
け
で
は
ま

こ
と
の
安
ら
ぎ
と
か
正
し
さ
は
生

ま
れ
て
こ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
」

「
こ
の
世
の
宝
は
無
常
で
あ
っ

Ｄて
、
失
う
事
へ
の
不
安
が
つ
き
ま

と
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
世
の
宝

は
死
に
よ
っ
て
す
べ
て
自
分
か
ら

奪
わ
れ
て
い
き
ま
す
」

「
富
み
栄
え
る
こ
と
は
で
き
て

Ａも
死
な
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い

で
す
ね
。
富
も
権
力
も
名
声
も
縁

に
よ
っ
て
失
う
の
で
す
ね
。
財
産

は
社
会
の
変
動
に
よ
っ
て
、
失
う

こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
し
、
地
位

も
権
力
も
失
墜
し
や
す
い
も
の
で

す
ね
。
名
声
も
一
度
の
失
敗
で
失

う
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
ね
」

「
さ
ら
に
は
、
世
間
の
宝
を
多

Ｄく
所
有
す
る
こ
と
は
他
の
人
々
の

怨
み
や
嫉
妬
や
追
い
落
と
し
や
攻

う
ら

し

っ

と

撃
の
対
象
と
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

お
互
い
の
争
い
の
種
に
な
り
や
す

い
で
す
。
多
く
の
人
が
そ
れ
を
欲

し
て
得
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
こ

の
世
で
す
か
ら
。
で
す
か
ら
富
を

独
占
す
る
王
が
い
る
こ
と
は
収
奪

さ
れ
る
貧
し
い
多
く
の
人
々
を
生

み
出
し
ま
す
。
国
単
位
で
い
う
と
、

富
を
占
有
す
る
豊
か
な
国
が
あ
る

こ
と
は
多
く
の
貧
し
い
国
が
生
ま

れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

正
信
偈
に
学
ぶ
問
答

（
三
）



こ
の
こ
と
は
現
代
で
も
同
様
だ
と

思
い
ま
す
が
」

「
そ
う
で
す
ね
。
そ
し
て
富
や

Ａ権
力
を
持
っ
て
い
る
人
は
怨
み
や

う
ら

ね
た
み
や
と
き
に
は
攻
撃
の
対
象

と
な
り
や
す
い
で
す
ね
」

「
で
す
か
ら
王
は
常
に
身
の
安

Ｄ全
を
確
保
す
る
た
め
に
武
力
で
も

っ
て
守
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
現

代
で
も
金
持
ち
は
ガ
ー
ド
を
固
め

な
い
と
安
心
し
て
眠
れ
ま
せ
ん
」

「
た
し
か
に
こ
の
世
の
中
は
こ

Ａう
い
う
宝
を
め
ぐ
っ
て
の
争
い
が

た
え
な
い
で
す
ね
。
王
は
し
ば
し

ば
は
争
い
の
渦
中
に
立
た
さ
れ
ま

か
ち
ゅ
う

す
ね
。
こ
の
世
の
宝
に
対
し
て
、

仏
法
は
世
の
中
の
宝
を
超
え
た
価

値
が
あ
る
の
で
す
ね
」

「
富
も
権
力
も
名
声
も
こ
の
世

Ｄか
ぎ
り
の
価
値
で
、
仏
法
は
永
遠

に
滅
ば
な
い
価
値
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
奪
わ
れ

な
い
ま
こ
と
の
宝
で
す
。
仏
法
は

は
か
り
な
き
光
で
あ
り
い
の
ち
で

あ
っ
て
、
そ
れ
は
私
と
決
し
て
離

れ
な
い
、
む
し
ろ
私
の
主
体
と
な

っ
て
下
さ
る
ま
こ
と
で
す
。
で
す

か
ら
仏
法
は
私
か
ら
な
く
す
る
こ

と
も
奪
う
こ
と
も
減
じ
る
こ
と
も

で
き
な
い
真
実
で
あ
り
ま
す
」

「
そ
れ
で
、
法
蔵
菩
薩
が
〈
国

Ａを
棄
て
、
王
を
す
て
〉
た
と
い
わ

れ
る
の
は
、
国
王
の
よ
う
な
立
場

を
す
て
て
〈
無
上
正
真
道
〉
を
求

め
ら
れ
た
の
で
す
ね
」

「
え
え
、
世
俗
の
最
高
価
値
を

Ｄ身
に
備
え
た
立
場
で
あ
る
王
を
棄

て
た
と
い
う
こ
と
は
、
世
俗
の
価

値
を
得
て
も
、
真
の
安
ら
ぎ
も
歓

喜
も
利
他
の
道
も
実
現
し
て
こ
な

い
こ
と
を
表
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。
こ
う
い
う
世
俗
の
宝
を

す
べ
て
棄
て
て
も
悔
い
な
い
道
、

く

そ
れ
が
無
上
正
真
道
と
い
わ
れ
る

こ
の
上
な
い
さ
と
り
の
道
で
あ

り
、
そ
の
道
を
求
め
る
心
い
わ
ゆ

る
無
上
菩
提
心
を
お
こ
さ
れ
た
の

が
法
蔵
菩
薩
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」

「
無
上
菩
提
心
と
は
」

Ａ
「
は
か
り
な
い
光
で
あ
り
は
か

Ｄり
な
い
い
の
ち
の
ま
こ
と
の
徳
を

成
就
し
、
他
の
生
き
と
し
生
け
る

も
の
も
こ
の
徳
に
あ
ず
か
ら
し
め

た
い
と
い
う
広
大
な
心
で
し
ょ

う
」「

は
か
り
な
い
光
と
い
わ
れ
る

Ａ光
と
は
な
に
で
す
か
」

「
浄
ら
か
な
真
実
の
智
慧
と
慈

Ｄ悲
の
徳
と
い
っ
て
い
い
と
思
い
ま

す
」「

は
か
り
な
き
い
の
ち
と
は
」

Ａ
「
智
慧
と
慈
悲
が
無
量
で
あ
り

Ｄ無
辺
で
あ
っ
て
滅
び
る
こ
と
の
な

い
力
と
い
っ
て
い
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
」

（
了
）

現
代
の
日
本
人
が
お
念
仏
の
教
え

を
信
じ
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
こ

と
か
も
知
れ
な
い
。
お
念
仏
の
教
え

そ
の
も
の
は
至
っ
て
単
純
で
あ
る
と

い
え
る
が
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
に

は
い
ろ
い
ろ
な
壁
が
あ
る
。

ま
ず
近
代
の
日
本
に
お
い
て
仏
教

は
ず
っ
と
疎
外
さ
れ
て
き
た
。
明
治

そ

が

い

に
な
っ
て
廃
仏
毀
釈
、
さ
ら
に
国
家

は
い
ぶ
つ
き
し
ゃ
く

神
道
の
強
制
、
戦
後
は
経
済
一
辺
倒

で
あ
る
。
日
本
の
指
導
者
層
な
り
知

識
人
は
宗
教
を
重
要
な
領
域
だ
と
は

理
解
し
な
い
し
、
ま
た
宗
教
教
育
は

公
教
育
か
ら
排
除
さ
れ
、
宗
教
は
個

人
の
関
心
事
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
。

マ
ス
コ
ミ
も
宗
教
に
は
ほ
と
ん
ど
立

ち
入
ら
な
い
。
要
す
る
に
日
本
で
は

宗
教
は
個
人
の
趣
味
や
嗜
好
と
変
わ

し

こ

う

ら
な
い
も
の
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い

る
。
し
か
も
、
戦
後
、
さ
ま
ざ
ま
な

新
し
い
宗
教
が
生
ま
れ
、
現
在
も
つ

ぎ
つ
ぎ
と
い
ろ
い
ろ
な
宗
教
ま
が
い

の
も
の
が
生
ま
れ
て
い
る
。
多
く
は

現
世
利
益
中
心
の
宗
教
で
あ
っ
て
、

宗
教
の
本
質
か
ら
は
逸
脱
し
た
も
の

が
多
い
。
こ
ん
な
に
い
ろ
い
ろ
な
宗

教
が
発
生
す
る
国
は
日
本
だ
け
と
聞

い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
日
本
人
が

宗
教
に
対
す
る
知
見
が
貧
弱
で
あ
る

と
い
う
反
証
で
も
あ
ろ
う
。
ま
た
宗

教
に
熱
心
で
あ
る
と
「
あ
の
人
は
宗

教
に
こ
っ
て
い
る
」
と
や
や
特
別
な

目
で
見
ら
れ
る
。
そ
の
一
因
は
熱
心

な
人
の
多
く
は
新
興
宗
教
に
入
っ
て。

い
る
人
で
あ
る
と
い
う
現
実
が
あ
る

仏
教
は
、
江
戸
時
代
の
初
め
か
ら、

徳
川
幕
藩
体
制
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ

明
治
以
後
に
は
国
家
神
道
の
下
に
置

か
れ
、
戦
後
は
科
学
技
術
と
経
済
の

中
心
主
義
に
よ
っ
て
疎
外
さ
れ
て
今

に
至
っ
て
い
る
。
こ
と
に
日
本
の
指

導
者
層
に
は
仏
教
信
仰
は
極
め
て
薄

い
。
そ
し
て
仏
教
に
た
い
す
る
、
も

っ
と
言
え
ば
宗
教
に
対
す
る
理
解
の

レ
ベ
ル
は
低
く
、
中
学
や
高
校
で
習

っ
た
程
度
の
知
識
し
か
な
い
場
合
が

多
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
彼
ら
が
確

か
な
世
界
観
や
人
生
観
を
も
っ
て
い

、

。

る
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
え
な
い

「
わ
た
し
の
人
生
は
一
回
だ
け
で
、

死
ん
だ
ら
終
わ
り
。
だ
か
ら
生
き
て

い
る
う
ち
に
、
楽
し
い
こ
と
、
心
地

よ
い
こ
と
を
す
る
し
か
な
い
。
そ
し

て
人
に
迷
惑
を
掛
け
な
い
よ
う
に
生

き
て
い
け
ば
そ
れ
で
い
い
」
と
い
う

程
度
の
も
の
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ

る
。
指
導
層
や
知
識
層
が
こ
の
よ
う

で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
ら
一
般
大
衆
は

右
へ
な
ら
え
で
あ
る
。
世
間
の
風
潮

や
大
多
数
の
考
え
に
流
さ
れ
て
し
ま

う
。
も
ち
ろ
ん
世
間
の
動
向
や
風
潮

に
左
右
さ
れ
や
す
い
の
は
ど
こ
の
国

に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
い
つ
の

時
代
で
も
そ
う
な
の
で
あ
る
が

「
赤

。

信
号
、
み
ん
な
で
わ
た
れ
ば
こ
わ
く

な
い
」
で
、
周
り
の
大
勢
の
人
の
考

え
で
生
活
し
て
い
け
ば
い
い
の
だ
と

い
う
。
か
つ
て
日
本
人
は
時
代
の
流

れ
の
ま
ま
に
流
さ
れ
て
戦
争
に
突
入

し
た
苦
い
経
験
が
あ
る
。

こ
う
い
う
現
代
の
状
況
の
中
で
、

仏
教
の
話
を
聞
い
て
、
今
ま
で
の
考

え
を
さ
し
お
い
て
仏
の
教
え
に
信
頼、

し
順
っ
て
生
き
よ
う
と
す
る
こ
と
は

易
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
仏
教
の
教

え
に
関
心
が
生
ま
れ
て

「
仏
教
て
、

、

な
か
な
か
い
い
も
の
だ
」
と
思
う
よ

う
に
な
っ
て
も
、
す
ぐ
に
真
宗
念
仏

の
話
に
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
る
も

の
で
は
な
い
。
真
宗
ま
で
た
ど
り
着

く
前
に
人
生
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ

と
も
ず
い
ぶ
ん
多
い
と
思
う
。
ま
た

真
宗
を
聞
き
始
め
て
も
、
真
宗
の
信

心
が
自
己
に
確
立
す
る
ま
で
聞
き
つ

け
る
こ
と
が
ま
た
容
易
で
な
い
。
な

ぜ
な
ら
憍
慢
心
が
立
ち
は
だ
か
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
単
純
に
お

念
仏
を
信
じ
る
こ
と
が
如
何
に
容
易

で
な
い
か
。
そ
れ
で
も
〈
人
生
と
い

う
も
の
は
お
念
仏
を
申
さ
ず
に
は
生

き
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
〉
と
い
う

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
だ
か
ら
お
念

仏
を
申
し
信
じ
る
こ
と
は
本
当
は
必

然
の
こ
と
で
あ
り
、
自
然
な
こ
と
で

あ
る
か
ら
易
し
い
と
い
え
ば
易
い
と

も
い
え
る
。

（
了
）

雑
記
帳



《

》
二

松
並
松
五
郎
念
仏
語
録
を
読
む

太
字
は
松
並
さ
ん
の
言
葉
。

＊

落
ち
る
と
見
込
ん
で
下
さ
れ
た
の
も
仏

○様
な
ら
、
そ
の
者
を
助
け
る
と
成
就
し
て

下
さ
っ
た
の
も
仏
様
な
り
、
南
無
阿
弥
陀

仏
な
り
。

箸
持
つ
世
話
も
い
ら
ぬ
。
口
に
ね
じ
こ

は
し

ん
で
も
ろ
う
て
い
な
が
ら
、
い
る
の
に
吐

き
出
す
。

と
に
も
角
に
も
今
の
我
が
身
の
仕
合
せ

し

あ

わ

を
仰
ぐ
ば
か
り
。

（
自
分
の
自
己
批
判
や
反
省
は
、
知
性
の

働
き
。
知
性
で
は
「
落
ち
る
」
と
は
知
れ

ぬ
。
我
が
心
で
は
落
ち
る
と
知
れ
ぬ
。
い

つ
か
は
知
れ
る
と
思
う
け
ど
い
つ
ま
で
も

知
れ
ぬ

「
落
ち
る
機
ぞ
」
と
知
ら
せ
て
く

。

だ
さ
る
の
は
「
タ
ス
ケ
ル
」
と
仰
せ
下
さ

る
南
無
阿
弥
陀
仏
の
お
心
か
ら
。
大
悲
の

お
心
を
聞
く
中
に

「
落
ち
る
汝
ぞ
」
と
い

、

。

う
お
知
ら
せ
を
一
生
聞
か
せ
て
い
た
だ
く

「
タ
ス
ケ
ル
」
と
は
助
か
ら
ぬ
機
、
落
ち

る
機
を
助
け
た
も
う
仰
せ
。
聞
い
て
も
聞

い
て
も
「
落
ち
る
機
」
に
は
な
れ
ぬ
、
落、

ち
る
機
と
自
覚
で
き
ぬ
ま
ま
が
落
ち
る
機

そ
の
機
に
「
タ
ス
ケ
ル
」
と
の
仰
せ
を
仰

ぐ
ば
か
り
。
そ
ん
な
念
仏
さ
え
い
や
が
っ

て
念
仏
を
し
ぶ
る
し
ぶ
と
い
私
に
、
仏
様

の
方
か
ら
私
の
口
に
ね
じ
込
ん
で
聞
か
せ

て
く
だ
さ
る
南
無
阿
弥
陀
仏

）
。

信

心

夜

話

一
杯
二
杯
の
酒
は
私
が
の
む
。
だ
ん
だ

○ん
の
め
ば
酒
が
酒
を
の
む
。
そ
れ
が
ま
た

深
く
の
め
ば
、
酒
が
私
の
全
体
と
な
る
。

お
念
仏
も
初
め
は
私
が
す
る
。
そ
れ
が

だ
ん
だ
ん
進
む
と
念
仏
が
念
仏
を
呼
ぶ
。

そ
れ
が
深
く
な
る
と
、
自
分
全
体
が
お
念

仏
に
動
か
さ
れ
る
。
か
ら
め
取
ら
れ
る
。

然
し
世
渡
り
の
中
に
も
、
火
も
あ
れ
ば

川
も
あ
る
、
山
ま
た
谷
も
あ
る
。
そ
れ
に

お
ぼ
れ
ぬ
様
に
付
い
て
、
付
き
ず
め
に
な

し
下
さ
れ
る
お
姿
が
南
無
阿
弥
陀
仏
と
、、

こ
の
口
に
現
に
聞
こ
え
て
下
さ
る
仏
様
が

南
無
阿
弥
陀
仏
に
て
ま
し
ま
す
。

（
酒
が
酒
を
飲
む
。
酒
が
私
の
全
体
と
な

。

、

る

自
分
全
体
が
お
念
仏
に
動
か
さ
れ
る

と
の
こ
と
。
松
並
さ
ん
の
お
念
仏
の
浸
透

度
の
深
さ
は
う
か
が
い
知
れ
な
い
。
阿
弥

陀
様
が
い
つ
も
付
い
て
い
て
く
だ
さ
り
、、

お
ぼ
れ
ぬ
よ
う
に
護
っ
て
い
て
く
だ
さ
る

そ
の
阿
弥
陀
様
が
南
無
阿
弥
陀
仏
と
始
終

口
に
現
れ
て
く
だ
さ
る
、
有
難
う
ご
ざ
い

ま
す

）
。

聞
く
と
は
、
今
な
り
、
正
な
り
、
真
な

○り
、
用
な
り
、
受
な
り
、
従
な
り
、
随
な

り
、
順
な
り
、
実
な
り
、
行
な
り
、
こ
こ

を
も
っ
て
、
仏
願
の
生
起
本
末
を
聞
い
て

疑
の
心
あ
る
べ
か
ら
ず
、
こ
れ
を
聞
く
と

ゆ
う
。

（
仏
願
の
起
こ
り
と
結
果
を
聞
い
て
聞
い

て
、
そ
れ
が
外
な
ら
ぬ
今
の
私
の
た
め
で

、

、

あ
っ
た
と

ま
っ
す
ぐ
に
ま
こ
と
を
用
い

受
け
と
り
し
た
が
う
、
そ
の
ま
ま
が
念
仏

の
実
行
に
お
の
ず
と
な
り
ゆ
く
。
な
お
な

お
聞
き
た
き
は
仏
願
の
生
起
本
末
で
あ

る

）
。あ

る
布
教
師
「
私
は
温
か
い
念
仏
は
出

○ぬ
」
と
。

冬
の
寒
い
日
に
、
ふ
る
え
て
帰
っ
て
来

た
。
こ
た
つ
が
あ
る
か
ら
こ
こ
へ
入
れ
と

言
わ
れ
て
、
こ
た
つ
に
入
る
。
あ
あ
温
か

い
と
五
・
六
分
後
温
か
く
な
っ
た
。

温
か
く
さ
せ
た
光
を
忘
れ
て
、
即
ち
温

か
く
な
る
力
は
こ
た
つ
に
あ
る
事
を
忘
れ

て
、
こ
ち
ら
が
温
か
く
な
ろ
う
と
す
る
。

南
無
阿
弥
陀
仏
の
温
か
さ
を
、
自
分
か

ら
出
そ
う
と
す
る
か
ら
、
間
違
い
が
起
き

る
。
皆
は
有
難
い
念
仏
に
な
ろ
う
と
す
る

が
、
そ
う
で
な
い
。
お
念
仏
が
温
か
い
の

で
す
。

こ
た
つ
に
ず
ー
と
入
っ
て
居
れ
ば
温
か

い
の
に
、
出
て
い
る
方
が
多
い
の
で
、
何

時
ま
で
た
っ
て
も
温
か
く
な
ら
ぬ
。
い
く

ら
念
仏
が
温
か
く
て
も
、
入
ら
ね
ば
温
か

く
な
ら
ぬ
。
念
仏
に
は
ま
れ
ば
、
ほ
の
ぼ

の
と
温
か
く
な
る
。
私
は
寒
い
。

温
か
い
こ
た
つ
に
入
ろ
う
と
せ
ず
、
自
分

(

で
自
分
を
温
か
く
し
よ
う
と
す
る
。
私
の

心
は
ど
こ
ま
で
も
寒
い
。
た
だ
こ
た
つ
が

温
か
い
。
そ
れ
を
知
ら
ず
に
、
す
ぐ
こ
た

つ
を
出
て
、
い
つ
か
自
分
が
温
か
く
な
ろ

う
と
す
る
。
し
か
し
な
れ
ぬ
。
私
は
温
か

い
念
仏
の
こ
た
つ
に
じ
っ
と
入
っ
て
い
れ

ば
温
か
く
な
れ
る
の
に
、
す
ぐ
出
て
し
ま

う
。
お
念
仏
の
妙
徳
を
知
ら
ず
、
ま
た
自

分
の
心
の
自
性
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ

)

る
。

私
の
心
は
変
わ
り
ず
め
で
あ
る
。
変
わ

○っ
た
ら
変
わ
っ
た
ま
ま
、
善
い
心
の
出
て

く
る
筈
が
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
仏
様
の

は
ず

御
見
抜
き
通
り
や
そ
う
で
す
。

（
変
わ
り
ず
め
の
あ
て
に
な
ら
な
い
心
で

あ
り
、
し
か
も
善
い
心
の
出
て
く
る
奴
で

は
な
い
と
、
す
で
に
見
抜
か
れ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
性
懲
り
も
な
し
に
こ
の

し
ょ
う
こ

心
に
相
談
を
か
け
て
い
る
。
そ
れ
で
南
無

阿
弥
陀
仏
の
ご
恩
に
心
が
よ
ら
ぬ

）
。

（
了
）

》《お休みのお知らせ

（土）４月１２日

念仏座談会と共学会は休みます。


