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川
宗
教
学
の
お
こ
り

　
宗
教
の
研
究
は
古
来
各
宗
教
の
中
で
行
わ
れ
て
い
る
が
「
宗
教
学
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
は
じ
め
た
の
は
一
八
七
〇
年
、
F
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マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
が
イ
ギ
リ
ス
王
室
学
士
院
で
行
な
っ
た
講
演
に
お
い
て
で
あ
る
。
o
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コ
が
日
本
語
で
「
宗
教
学
」
、
「
比
較
宗
教
学
」
と
表
現
さ
れ
た
が
、
も
と
よ
り
こ
れ
は
宗
教
の
客
観
的
研
究
の

二
と
で
あ
る
。
こ
の
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
の
研
究
が
オ
ラ
ン
ダ
の
テ
イ
ー
レ
な
ど
の
研
究
と
と
も
に
日
本
へ
入
っ
て
き
て
、
日
本

に
お
け
る
宗
教
学
の
幕
開
け
と
な
る
。

　
宗
教
の
客
観
的
、
科
学
的
研
究
を
宗
教
学
と
よ
ぶ
の
は
、
い
わ
ば
狭
い
意
味
で
の
宗
教
学
で
あ
り
、
広
い
意
味
で
と
ら
え
れ
ば
、
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宗
教
に
つ
い
て
の
研
究
は
す
べ
て
宗
教
学
と
い
う
範
時
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
中
に
は
自
分
の
信
仰
す
る
宗
教
に
つ
い
て
そ
の
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価
値
判
断
を
行
う
主
観
的
立
場
か
ら
の
研
究
で
あ
る
神
学
も
、
同
じ
く
主
観
的
立
場
な
が
ら
自
分
に
と
っ
て
の
あ
る
べ
き
宗
教
を
求
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め
る
宗
教
哲
学
も
あ
る
。
神
学
も
宗
教
哲
学
も
一
つ
の
規
範
を
前
提
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
一
方
、
事
実
に
基
づ
き
客
観
的
立

場
に
た
っ
て
宗
教
現
象
を
歴
史
的
に
と
ら
え
る
宗
教
史
も
含
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
狭
い
意
味
で
の
宗
教
学
だ
け
を
宗
教
学
と
限
定

す
る
に
は
そ
の
研
究
方
法
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
こ
で
扱
う
井
上
円
了
の
宗
教
学
が
、
そ
れ
で
は
宗
教
研
究
の
ど
の
領
域
に
属
す
る
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
以
下
、
井
上
宗
教
学
の

内
容
を
検
討
考
察
し
な
が
ら
と
ら
え
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

　
働
大
学
の
講
義
と
円
了
宗
教
学
の
出
発

　
井
上
円
了
と
「
宗
教
学
」
の
関
わ
り
が
ど
の
よ
う
な
形
で
何
時
ご
ろ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
か
に
つ
い
て
み
る
た
め
に
当
時
の
大
学
に

お
け
る
講
義
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。

　
井
上
円
了
が
東
京
大
学
に
在
学
し
て
い
た
の
は
明
治
十
四
年
（
一
八
八
二
か
ら
十
八
年
（
一
八
八
五
）
で
あ
る
。
そ
の
時
、
大

学
の
講
義
の
中
に
は
、
ま
だ
宗
教
学
と
い
う
独
立
し
た
科
目
は
な
い
。
東
京
大
学
（
の
ち
東
京
帝
国
大
学
、
そ
し
て
戦
後
再
び
東
京

大
学
と
な
る
）
は
明
治
十
年
二
八
七
七
∀
に
設
立
さ
れ
た
が
、
宗
教
関
係
の
科
目
と
し
て
は
十
二
年
に
曹
洞
宗
の
僧
侶
で
あ
っ
た

原
坦
山
が
「
，
大
乗
起
信
論
」
の
講
義
を
し
て
い
る
の
が
恐
ら
く
最
初
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
講
義
は
当
時
の
総
長
加
藤
弘
之
の
考
案

で
、
哲
学
科
の
学
生
の
た
め
に
「
宗
教
と
し
て
の
仏
教
」
を
講
ず
る
の
で
は
な
く
「
仏
教
哲
学
」
を
学
ぶ
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
は
注
目
に
価
す
る
。
そ
の
講
義
に
は
学
生
だ
け
で
な
く
加
藤
を
は
じ
め
教
授
外
山
正
一
や
文
部
省
に
い
た
西
村
茂
樹
な
ど
も
聴
講

し
た
と
い
う
が
、
こ
れ
は
無
神
論
者
の
加
藤
の
立
場
か
ら
考
え
て
も
宗
教
（
仏
教
）
へ
の
興
味
よ
り
は
仏
教
哲
学
の
体
系
を
知
る
こ

と
で
、
当
時
入
っ
て
き
て
い
た
西
洋
哲
学
の
理
論
へ
の
対
応
を
考
慮
し
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
講
義
題
目
が
「
大
乗
起
信
論
」
で

あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
辺
の
当
時
の
雰
囲
気
が
分
る
よ
う
に
思
う
。



片上円了の宗教学

　
明
治
十
四
年
、
即
ち
円
了
が
入
学
し
た
年
に
、
哲
学
科
に
正
式
に
印
度
及
支
那
哲
学
が
加
わ
っ
た
。
原
坦
山
は
引
き
つ
づ
き
そ
の

科
目
で
の
講
義
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
十
五
年
に
は
、
井
上
哲
次
郎
が
助
教
授
と
し
て
迎
え
ら
れ
、
主
と
し
て
儒
教
を
中
心
と

し
た
中
国
哲
学
を
講
じ
印
度
哲
学
関
係
で
は
吉
谷
覚
寿
（
真
宗
大
谷
派
）
が
講
師
と
な
り
、
以
後
原
坦
山
と
隔
年
で
の
講
義
と
な
る
。

そ
し
て
十
八
年
一
月
、
南
条
文
雄
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
講
義
を
は
じ
め
た
。
南
条
（
真
宗
大
谷
派
）
は
明
治
九
年
に
渡
英
し
、
オ

ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
で
マ
ッ
ク
ス
ー
ミ
ュ
ラ
ー
指
導
の
も
と
で
梵
語
仏
典
の
研
究
を
し
た
人
で
、
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
の
日
本
へ

の
紹
介
も
南
条
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
年
井
上
円
了
は
哲
学
科
を
卒
業
し
た
。
一
方
明
治
十
七
年
に
哲
学
会
が
創
立
さ
れ
、

哲
学
科
の
教
官
・
学
生
の
研
究
発
表
の
場
に
な
っ
た
が
、
こ
の
会
で
は
宗
教
に
つ
い
て
の
演
説
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。

　
東
京
大
学
で
宗
教
学
の
講
義
が
は
じ
ま
っ
た
の
は
井
上
哲
次
郎
の
「
比
較
宗
教
及
び
東
洋
哲
学
」
と
題
す
る
も
の
で
あ
る
。
井
上

哲
次
郎
は
明
治
十
七
年
か
ら
ド
イ
ツ
に
留
学
し
帰
朝
し
た
ば
か
り
で
ド
イ
ツ
留
学
中
に
東
洋
の
宗
教
と
西
洋
の
宗
教
を
比
較
す
る
必

要
を
感
じ
て
の
こ
と
と
さ
れ
、
西
洋
の
学
者
の
影
響
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
井
上
哲
次
郎
の
比
較
宗
教
も
純
粋
に
客
観
的

立
場
に
た
っ
て
の
も
の
で
は
な
く
、
今
日
い
う
狭
い
意
味
で
の
客
観
的
・
科
学
的
な
宗
教
学
の
開
講
は
明
治
三
十
一
年
の
姉
崎
正
治

に
よ
る
「
宗
教
学
緒
論
」
を
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
状
態
か
ら
見
る
と
少
く
と
も
井
上
円
了
は
大
学
で
宗
教
学
は
学
ば
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
井
上

円
了
の
宗
教
学
は
何
を
基
盤
に
成
り
立
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
井
上
円
了
は
十
六
歳
の
明
治
六
年
（
　
八
七
三
）
高
山
楽
浪
社
に
入
り
洋
学
を
学
び
は
じ
め
翌
明
治
七
年
十
七
歳
の
時
長
岡
で
洋

学
校
に
入
学
し
て
い
る
。
こ
こ
で
洋
学
を
学
び
キ
リ
ス
ト
教
の
知
識
も
身
に
つ
け
た
。
こ
の
事
に
つ
い
て
井
上
は
そ
の
『
仏
教
活
論

序
論
』
の
中
で
仏
教
・
儒
教
、
そ
し
て
洋
学
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
理
の
発
見
に
つ
と
め
た
長
い
道
の
り
に
つ
い
て
詳
し
く
述
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べ
て
い
る
。
時
恰
も
切
支
丹
解
禁
の
翌
年
に
あ
た
り
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
日
本
人
の
興
味
が
ふ
き
出
し
た
時
代
で
あ
る
。
当
時
の
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西
洋
文
化
の
滲
透
の
早
さ
か
ら
見
て
も
、
仏
教
畑
出
の
円
了
に
は
外
来
宗
教
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
を
宗
教
と
し
て
研
究
し
、
こ
れ
を
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日
本
の
伝
統
的
宗
教
で
あ
る
仏
教
と
比
較
し
て
理
解
す
る
と
い
う
意
欲
は
充
分
あ
っ
た
ろ
う
し
、
一
方
停
滞
し
て
い
た
仏
教
に
何
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
　

か
活
力
を
あ
た
え
よ
う
と
い
う
の
が
そ
の
心
底
に
深
く
横
た
わ
っ
て
い
た
。
こ
う
し
て
の
ち
に
結
実
す
る
円
了
の
宗
教
学
は
自
己
の

手
で
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
宗
教
と
い
う
言
葉
が
翻
訳
語
と
し
て
は
じ
め
て
使
わ
れ
た
の
は
明
治
初
年
の
外
交
文
書
に
於
て
で
あ
る
が
、
「
宗
教
学
」
に
つ
い

て
み
る
と
明
治
十
二
年
二
八
七
九
）
に
は
熊
本
バ
ン
ド
の
小
崎
弘
道
が
「
七
一
雑
報
」
の
中
で
「
宗
教
学
」
と
い
う
表
現
を
し
て

い
る
。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
学
問
を
さ
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
十
七
年
二
八
八
四
）
に
は
石
川
舜
台
が
「
教
学
論
集
」
の
中
で

自
己
の
信
仰
す
る
真
宗
の
立
場
を
離
れ
て
宗
教
を
論
じ
、
宗
教
学
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
当
時
す
で
に
日
本
に

入
っ
て
き
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
E
・
ブ
ル
ノ
ブ
の
「
［
①
切
6
…
6
コ
∩
o
ユ
Φ
m
問
⑳
＝
巴
o
コ
゜
カ
一
。
。
べ
㊤
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
中
で
仏
門
出
の
井
上
が
一
宗
一
派
を
離
れ
た
宗
教
の
研
究
に
志
し
た
の
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
か
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ら
で
、
そ
れ
は
井
上
に
い
わ
せ
れ
ば
「
哲
学
上
、
よ
り
公
平
無
私
な
判
断
を
宗
教
の
上
に
下
す
こ
と
」
す
な
わ
ち
教
学
的
研
究
で
は

な
く
真
理
に
基
づ
い
て
仏
・
キ
両
教
を
比
較
検
討
し
つ
つ
仏
教
は
真
理
を
体
す
る
が
キ
リ
ス
ト
教
は
非
真
理
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
排

す
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
円
了
に
お
い
て
は
宗
教
学
は
そ
う
い
う
原
点
を
も
っ
て
出
発
し
た
の
で
あ
る
。

二
　
井
上
円
了
の
宗
教
学
説

井
上
円
了
の
彪
大
な
著
作
の
中
で
宗
教
学
に
関
す
る
も
の
を
取
り
出
し
て
み
る
と
、
先
ず
そ
の
中
核
と
な
る
の
は
「
宗
教
新
論
』

（
明
治
二
十
一
年
）
、
『
実
際
的
宗
教
学
』
（
明
治
二
十
四
年
）
、
『
理
論
的
宗
教
学
』
（
明
治
二
十
四
年
）
『
宗
教
学
講
義
』
（
『
宗
教
制
度
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及
比
較
宗
教
学
』
）
（
明
治
三
十
年
（
二
十
八
年
説
も
あ
る
）
）
で
あ
る
。

　
宗
教
学
と
題
さ
な
い
著
作
の
中
で
、
円
了
の
宗
教
学
説
を
述
べ
て
い
る
も
の
に
『
破
邪
新
論
』
（
明
治
十
八
年
）
、
『
真
理
金
針
』
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（
明
治
十
九
ー
二
十
年
）
、
『
仏
教
活
論
序
論
』
お
よ
び
『
仏
教
話
論
本
論
』
（
明
治
二
十
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。

　
ま
た
、
明
治
二
十
年
の
哲
学
館
開
設
の
趣
旨
の
中
で
宗
教
学
を
講
義
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
宗
教
哲
学

の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
著
作
を
資
料
と
し
て
以
下
井
上
円
了
の
宗
教
学
説
に
つ
い
て
考
察
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

　
印
　
宗
教
学
の
位
置
づ
け

『
宗
教
新
論
一
の
中
で
円
了
は
次
の
よ
う
な
意
味
の
こ
と
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
　
宗
教
が
宗
教
た
る
所
以
の
も
の
は
×
×
教
、
仏
教
な
ら
仏
教
、
耶
蘇
教
な
ら
耶
蘇
教
と
い
う
こ
と
と
は
別
に
、
何
か
考
え
る
べ
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き
道
理
が
あ
っ
て
そ
の
道
理
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
、
宗
教
を
あ
る
特
定
の
宗
教
と
し
て
扱
う
の
で
は
な
く
、
宗
教
一
般
に
つ
い
て
と
ら
え
る
の
で
あ
る
と
い
う
立
場

に
立
つ
こ
と
を
示
し
一
、
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
道
理
」
が
円
了
宗
教
学
の
前
提
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
立
場
に
た
っ
て
円
了
は
宗
教
を
情
感
的
宗
教
と
智
力
的
宗
教
の
二
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
こ
の
分
類
は
『
宗
教
新
論
』
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
わ
　

『
理
論
的
宗
教
学
』
に
み
ら
れ
る
。

　
情
感
的
宗
教
は
い
わ
ゆ
る
通
俗
宗
教
で
あ
り
、
宗
教
は
情
勢
の
上
に
生
じ
る
と
考
え
る
人
々
に
と
っ
て
の
宗
教
で
あ
る
。
一
方
、

智
力
的
宗
教
と
い
う
の
は
哲
学
上
あ
る
い
は
道
理
上
の
宗
教
で
あ
り
、
円
了
は
宗
教
の
あ
り
方
と
し
て
は
、
こ
の
智
力
的
宗
教
に
価

値
を
お
い
て
い
る
。
次
の
文
に
そ
の
考
え
が
み
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
5

　
　
今
、
耶
蘇
教
の
如
き
は
こ
の
情
感
的
宗
教
に
し
て
、
仏
教
の
如
き
は
智
力
的
な
り
と
言
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
し
か
し
て
、
仏
教
　
2



　
は
独
り
智
力
的
宗
教
な
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
表
面
に
情
感
的
宗
教
を
も
兼
有
す
る
を
以
て
余
は
之
を
智
情
両
全
の
宗
教
と
云
ふ

　
な
り
。
且
つ
耶
蘇
教
は
情
感
的
宗
教
な
る
も
耶
蘇
教
独
り
情
感
的
宗
教
な
る
に
非
ず
、
唯
耶
蘇
教
は
情
感
的
中
の
高
等
に
進
歩
せ

　
る
も
の
な
る
を
知
ら
ざ
る
可
ら
ず
、
今
之
を
心
性
進
化
の
規
則
の
上
に
考
ふ
る
に
下
等
の
心
性
に
至
り
て
は
未
だ
情
感
智
力
の
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ン

　
を
有
せ
ず
…
…
（
以
下
略
）

と
し
て
耶
蘇
教
を
情
感
的
宗
教
の
中
で
も
高
等
の
も
の
、
仏
教
は
智
力
的
宗
教
で
あ
る
が
情
感
的
な
面
も
も
っ
て
い
る
と
し
て
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　

二
宗
教
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
先
に
述
べ
た
「
公
平
無
私
な
立
場
」
に
す
で
に
出
発
点
に
お
い
て
比
較
判
断
に
格
差
が

み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
智
力
的
宗
教
を
道
理
上
の
宗
教
、
哲
学
上
の
宗
教
と
し
て
考
え
る
と
こ
こ
で
宗
教
と
哲
学
の
関
係
に
つ
い
て
問
題
に
さ
れ
ね
ば
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
ー
は
ー
…
三
◎
∵
◎
）
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こ
の
図
に
よ
る
と
事
物
界
は
、
神
・
心
・
物
の
三
元
論
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
図
の
説
明
と
し
て
、
事
物
界
は
ま
ず
物
と

心
に
分
け
ら
れ
る
。
物
質
は
自
分
に
よ
っ
て
知
ら
る
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
客
観
で
あ
り
、
こ
れ
は
身
体
五
感
の
外
に
あ
る

外
界
で
あ
る
。
物
界
・
彼
境
で
あ
る
。
そ
し
て
人
間
の
目
の
前
に
あ
ら
わ
れ
る
諸
現
象
で
あ
る
か
ら
有
形
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

心
性
は
自
分
が
知
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
主
観
で
あ
る
。
主
観
は
心
の
中
に
あ
り
内
界
・
心
界
・
我
境
で
あ
る
。
そ
し
て
心

性
は
目
を
閉
じ
て
心
に
浮
ぶ
諸
相
な
の
で
無
形
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
物
と
心
を
と
ら
え
た
上
で
、
そ
れ
で
は
こ
の
二
つ
の
本
源
・
実
体
は
何
か
と
問
う
と
、
物
心
二
者
の
外
に
神
体
を
考
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え
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
す
な
わ
ち
物
と
心
は
片
方
は
有
形
、
片
方
は
無
形
で
あ
っ
て
ま
っ
た
く
異
な
る
性
質
を
有
す
る
の
で
物
か

ら
心
を
生
ず
る
こ
と
は
で
き
ず
、
心
か
ら
物
を
作
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
と
な
る
と
物
心
を
作
り
出
し
た
も
の
と
し
て
神
を
立
て
な

く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
詮
じ
つ
め
る
と
宇
宙
は
神
・
物
・
心
の
三
者
か
ら
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
説

明
を
し
て
次
に
こ
の
三
体
に
学
問
の
分
野
を
あ
て
は
め
る
と
物
の
学
と
し
て
理
学
、
心
の
学
と
し
て
哲
学
、
そ
し
て
神
の
教
と
し
て

宗
教
が
関
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
三
分
野
の
う
ち
、
理
学
は
有
形
の
物
質
を
具
体
的
に
研
究
す
る
も
の
、
無
形
の
思
想
を
論
究
す
る
の

が
哲
学
で
あ
り
こ
の
二
つ
は
究
理
の
学
で
あ
る
が
、
宗
教
は
、
神
を
事
物
の
上
に
応
用
す
る
実
用
の
法
、
教
え
で
あ
る
と
す
る
の
で

あ
る
。

　
こ
こ
で
学
と
教
の
違
い
を
ど
う
と
ら
え
る
か
と
い
う
と
、
教
は
崇
信
で
あ
り
、
宗
教
は
崇
信
に
よ
っ
て
疑
を
減
ず
る
。
何
か
を
信

じ
る
こ
と
で
疑
を
減
ず
る
の
が
宗
教
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
学
は
疑
念
で
あ
り
理
学
に
し
ろ
哲
学
に
し
ろ
ま
ず
疑
か
ら
出
発
し
そ

の
理
を
究
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
神
は
想
像
に
属
し
て
い
る
か
ら
論
究
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
学
と
教
と
の
相
違

の
論
点
で
あ
る
。

　
こ
の
考
え
方
の
上
に
先
述
し
た
情
感
的
宗
教
と
智
力
的
宗
教
の
位
置
づ
け
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
情
感
的
宗
教
と
い
わ
れ
る

宗
教
も
発
達
す
れ
ば
智
力
的
宗
教
に
な
り
う
る
の
で
あ
り
、
智
力
的
宗
教
は
哲
学
上
の
宗
教
で
あ
り
学
と
し
て
学
ぶ
宗
教
で
あ
る
。

そ
れ
は
原
理
を
知
っ
て
か
ら
信
じ
る
宗
教
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
仏
陀
観
あ
る
い
は
来
世
、
地
獄
極
楽
と
い
う
思
想
は
、

単
純
な
情
感
想
像
に
よ
る
か
ら
か
ら
出
た
も
の
で
な
く
、
こ
れ
ら
は
学
ん
で
知
的
理
解
を
し
た
上
で
信
じ
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、

情
感
的
宗
教
で
は
、
耶
蘇
教
の
神
（
円
了
は
天
帝
と
表
現
し
て
い
る
）
は
、
人
間
の
想
像
の
産
物
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
神
に
つ
い
て

知
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
情
感
は
神
に
対
す
る
畏
擢
の
情
か
ら
出
て
い
る
。
円
了
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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天
帝
の
至
大
無
上
の
智
力
意
志
で
こ
の
世
を
創
造
し
、
生
類
を
主
宰
し
、
人
の
賞
罰
禍
福
に
あ
つ
か
る
。
人
間
は
そ
の
力
を
畏

　
催
す
る
の
で
、
そ
の
教
を
崇
信
す
る
。
こ
れ
ら
は
人
間
の
想
像
か
ら
出
た
も
の
で
論
理
上
真
否
を
証
明
で
き
に
く
い
。
神
秘
奇
怪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
な
も
の
、
二
の
教
え
を
信
じ
な
け
れ
ば
知
り
え
ず
。
…
…

　
こ
こ
で
情
感
か
ら
生
じ
る
畏
催
と
は
、
人
間
が
神
の
前
に
弱
い
存
在
で
あ
る
こ
と
、
未
来
に
対
し
て
前
途
が
不
明
で
あ
る
こ
と
、

天
国
・
地
獄
の
存
在
を
思
う
と
危
険
が
近
い
こ
と
、
こ
れ
ら
を
感
じ
る
の
が
恐
れ
で
あ
り
、
こ
の
畏
怖
の
情
が
宗
教
、
と
く
に
通
俗

宗
教
を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
恐
怖
や
畏
れ
の
情
か
ら
出
た
も
の
は
疑
い
を
起
せ
ば
信
じ
る
こ
と
は
で
き

な
く
な
る
。
つ
ま
り
論
理
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
ポ
イ
ン
ト
が
お
か
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
智
力
的
宗
教
は
、
こ
の
よ
う
な
人
間
の
畏
怖
の
情
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
く
ど
こ
ま
で
も
論
理
性
の
上
に
成
り
立

っ
て
い
る
の
で
知
る
↓
信
じ
う
と
い
う
展
開
を
踏
む
が
、
知
性
が
発
達
し
な
い
と
信
じ
る
こ
と
は
起
ら
な
い
と
い
う
結
果
を
生
む
こ

ヒ
に
な
る
。

　
円
了
の
こ
の
理
論
、
宗
教
は
人
間
の
恐
れ
か
ら
起
る
と
い
う
の
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
定
義
に
も
見
え
る
し
、
宗
教
を
人
間

の
感
情
に
む
す
び
つ
け
た
の
は
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
で
あ
る
。
こ
れ
ら
西
洋
の
宗
教
理
論
の
影
響
が
み
ら
れ
、
そ
れ
を
踏
え
た

上
で
仏
教
を
解
釈
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
と
思
う
。

　
こ
の
よ
う
に
宗
教
の
分
類
と
位
置
づ
け
を
行
な
っ
た
の
ち
、
宗
教
学
の
対
象
と
す
べ
き
宗
教
は
通
俗
宗
教
に
代
表
さ
れ
ろ
情
感
的

宗
教
で
は
な
く
、
哲
学
上
の
宗
教
、
す
な
わ
ち
智
力
的
宗
教
で
あ
る
と
す
る
。
そ
こ
で
哲
学
と
諸
学
問
の
あ
り
方
を
示
し
た
の
が
次

の
図
で
あ
る
．
一
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a靴況行刊川
哲
学
・

形
而
上
哲
学
顯
き
竃
智
　
示
教
）

　
　
　
　
　
　
理
論
学
」
心
璽

形
而
下
哲
学

　
．
」
の
学
問
の
分
類
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
各
学
問
を
そ
の
下
に
配
列
す
る
が
、
形
而
下
学
は
と
も
角
形
而
上
学
も

二
つ
に
分
け
、
理
論
学
と
し
て
の
純
正
哲
学
と
実
用
学
と
し
て
の
宗
教
学
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
円
了
宗
教
学
の
意
図
す
る
と
こ
ろ

が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
純
正
哲
学
の
実
用
は
宗
教
で
あ
り
、
そ
の
宗
教
と
し
て
仏
教
を
お
く
の
で
あ
る
。
哲
学
は
目

的
を
達
成
す
る
た
め
の
方
便
で
あ
り
、
宗
教
は
目
的
を
達
成
し
た
結
果
、
そ
れ
を
人
生
に
応
用
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

　
こ
の
線
に
沿
っ
て
円
了
は
宗
教
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
　
智
力
的
宗
教
は
純
正
哲
学
の
結
果
を
実
際
に
施
し
て
、
自
ら
た
の
し
み
、
且
人
を
し
て
其
心
を
安
ん
じ
せ
し
む
る
も
の
な
り
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
智
力
的
宗
教
の
性
格
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
旅
人
が
道
を
行
く
時
、
途
中
で
時
々
休
息
す

る
、
と
い
う
こ
と
を
引
い
て
歩
い
て
ゆ
く
の
が
純
正
哲
学
、
そ
し
て
休
息
し
て
い
る
そ
の
場
面
が
宗
教
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
例
は
必
ず
し
も
適
切
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
が
要
す
る
に
歩
く
こ
と
の
結
果
休
息
が
必
要
な
の
で
あ
り
、
休
息
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
歩
行
が
可
能
に
な
る
と
い
う
意
味
で
は
、
哲
学
と
宗
教
と
は
互
に
も
ち
つ
も
た
れ
つ
し
て
人
生
に
益
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

　
　
　
一
社
会
学

実
用
学
墾

　　

@一

　
　
　
　
教
育
学

　
　
　
　
政
治
学
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な
る
。
ふ
、
」
ら
に
、
宗
教
は
人
身
固
有
の
性
質
で
あ
り
、
道
理
の
中
で
常
に
哲
学
思
想
に
伴
な
っ
て
起
る
も
の
、
し
た
が
っ
て
世
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

に
無
宗
教
者
は
い
な
い
。
無
宗
教
者
と
い
う
の
は
、
自
分
が
勝
手
に
宗
教
を
信
じ
て
い
な
い
と
思
っ
て
い
る
だ
け
で
、
実
は
誰
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
2
｝

宗
教
者
で
あ
る
。
す
べ
て
宗
教
の
原
理
に
基
い
て
そ
の
性
質
を
も
つ
も
の
は
み
な
宗
教
、
と
い
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
自
分
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

信
じ
る
と
．
」
ろ
の
説
が
あ
れ
ば
、
仏
教
・
耶
蘇
教
の
区
別
な
く
宗
教
者
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
こ
と
ら

え
方
は
こ
れ
を
展
開
さ
せ
る
と
次
の
よ
う
な
定
義
に
な
っ
て
く
る
。

　
　
宗
教
は
、
人
が
そ
の
心
を
崇
信
・
葱
依
す
る
と
こ
ろ
の
あ
る
義
で
、
そ
れ
が
神
で
な
く
て
も
よ
い
。
天
国
・
地
獄
・
未
来
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ザ

　
な
い
。
人
が
心
に
崇
信
す
る
体
（
対
象
）
を
た
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
安
心
の
目
的
を
達
す
る
も
の
は
み
な
宗
教
で
あ
る
。

こ
の
定
義
に
よ
れ
ば
唯
物
論
者
の
考
え
も
唯
神
論
者
の
考
え
方
も
、
そ
の
説
を
信
じ
る
限
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
安
心
し
て
い
る
の
で
、

そ
の
人
に
と
っ
て
宗
教
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
か
な
り
大
胆
な
発
言
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
論
を
土
台

と
し
て
宗
教
を
有
意
・
有
作
の
神
体
に
限
っ
て
い
え
ば
耶
蘇
教
は
純
然
た
る
宗
教
で
、
こ
れ
は
情
感
的
宗
教
、
そ
し
て
智
力
的
宗
教

は
純
正
哲
学
に
よ
っ
て
た
て
ら
れ
た
原
理
を
崇
信
し
安
心
す
る
と
い
う
目
的
を
達
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
宗
教
に
つ
い
て
の
考
え
方
か
ら
分
る
こ
と
は
円
了
宗
教
学
は
ど
こ
ま
で
も
哲
学
を
前
提
と
し
て
た
て
ら
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
宗
教
に
対
す
る
こ
の
考
え
方
は
現
代
の
宗
教
学
の
立
場
で
と
ら
え
て
み
て
も
か
な
り
新
し
い
も
の
で
あ

る
。
宗
教
学
の
百
年
余
り
の
歴
史
の
は
じ
ま
り
の
時
代
に
人
間
中
心
的
立
場
か
ら
宗
教
を
と
ら
え
た
円
了
の
説
は
高
く
評
価
さ
れ
て

然
る
べ
き
点
を
含
ん
で
い
る
と
い
え
る
。

　
②
　
宗
教
学
の
体
系

　
以
上
の
よ
う
な
宗
教
に
つ
い
て
の
考
え
を
基
に
し
て
書
か
れ
た
の
が
『
理
論
的
宗
教
学
』
と
『
実
際
的
宗
教
学
』
で
あ
る
。
こ
の

両
書
は
題
名
の
示
す
通
り
前
者
は
理
論
付
け
で
あ
り
後
者
は
そ
の
応
用
編
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
宗
教
学
の
体
系
が
作
ら
れ
て
い



る
。

月二十1り」二つ刀・教’噛了

　
ま
ず
『
理
論
的
宗
教
学
』
で
そ
の
宗
教
学
の
立
場
を
「
宗
教
学
は
セ
オ
ロ
ジ
イ
と
い
う
が
、
自
分
の
は
神
学
を
意
味
す
る
の
で
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ザ

く
、
広
く
宗
教
の
原
理
・
性
質
等
を
学
理
上
論
究
す
る
の
で
あ
る
」
、
つ
ま
り
こ
れ
は
信
仰
を
離
れ
て
の
研
究
で
あ
る
こ
と
を
意
味

し
、
宗
教
痴
二
つ
の
現
象
と
し
て
と
ら
え
る
立
場
を
明
確
に
打
出
し
て
い
る
点
で
宗
教
学
の
線
に
沿
う
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
前
提
の
も
と
に
宗
教
学
の
体
系
が
作
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
手
は
じ
め
と
し
て
宗
教
の
分
類
を
し
て
い
る
。
そ
の

際
「
宗
教
と
は
洋
語
に
に
て
『
レ
リ
ジ
オ
ン
』
と
称
し
羅
旬
語
よ
り
起
り
た
る
文
字
に
て
其
原
意
附
着
随
従
を
義
と
し
て
我
人
が
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぽ
ザ

神
の
如
き
最
上
至
尊
の
体
に
服
従
す
る
の
義
な
り
と
し
て
い
る
の
も
、
円
了
宗
教
学
は
当
時
輸
入
さ
れ
た
ば
か
り
の
宗
教
学
、
あ
る

い
は
欧
米
の
学
問
を
直
接
に
踏
ま
え
て
い
る
点
で
宗
教
学
の
鳴
矢
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
従
来
の
宗
教
の
二
分
類
、
顕
示
教
と

自
然
教
に
よ
ら
ず
前
述
し
た
情
感
的
宗
教
・
智
力
的
宗
教
の
二
つ
に
分
け
る
の
で
あ
る
。

　
更
に
学
問
上
の
分
類
と
し
て
は
解
釈
的
宗
教
学
・
学
理
的
宗
教
学
・
歴
史
的
宗
教
学
の
三
つ
を
立
て
て
い
る
。
解
釈
的
宗
教
学
は

経
典
の
文
句
・
意
義
を
解
釈
す
る
も
の
、
学
理
的
宗
教
学
は
経
典
中
に
存
す
る
意
義
を
学
理
に
照
ら
し
て
考
究
す
る
も
の
、
そ
し
て
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歴
史
的
宗
教
学
は
歴
史
上
宗
教
の
変
遷
発
達
を
研
究
す
る
も
の
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
円
了
は
学
理
的
宗
教
学

に
焦
点
を
あ
て
、
こ
れ
を
更
に
、
比
較
的
・
理
学
的
宗
教
学
と
推
理
的
・
哲
学
的
宗
教
学
に
二
大
別
し
て
い
る
。
前
者
は
世
界
に
存

在
す
る
あ
ら
ゆ
る
に
つ
い
て
可
能
な
限
り
広
く
集
め
こ
れ
を
比
較
研
究
す
る
も
の
、
後
者
は
哲
学
上
の
道
理
思
想
に
基
い
て
論
究
す

る
も
の
で
あ
り
こ
の
方
法
こ
そ
が
円
了
宗
教
学
の
骨
子
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
マ
ッ
ク
ス
ー
ミ
ュ
ラ
ー
の
提
唱

し
た
諸
宗
教
の
比
較
に
よ
り
宗
教
の
本
質
形
態
を
問
う
の
で
な
く
、
哲
学
的
観
点
に
よ
る
宗
教
の
原
理
追
究
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
宗
教
学
を
学
問
的
に
位
置
づ
け
た
の
か
次
の
図
で
あ
る
。
こ
の
図
は
『
理
論
的
宗
教
学
』
に
提
載
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
1

二
つ
の
図
を
筆
者
が
一
図
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
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ま
ず
学
問
体
系
を
理
学
と
哲
学
に
わ
け
る
が
理
学
は
物
象
の
学
で
あ
る
か
ら
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
哲
学
は
実
験
哲
学
と
純
正
哲
学

に
二
大
別
さ
れ
る
。
実
験
哲
学
に
含
ま
れ
る
の
が
心
理
学
・
社
会
学
（
以
上
は
理
論
学
）
、
論
理
学
・
審
美
学
・
倫
理
学
・
教
育
学

（
こ
れ
ら
は
実
用
学
）
と
す
る
。
こ
こ
に
は
宗
教
学
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
実
験
哲
学
に
対
す
る
の
が
純
正
哲
学
で
あ
り
そ
れ
が
図

の
よ
う
に
分
類
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
宗
教
学
は
純
正
哲
学
の
実
用
学
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
純
正
哲
学

の
物
体
・
心
体
・
理
体
に
対
応
す
る
の
が
物
宗
・
心
宗
・
理
宗
に
な
る
。
こ
の
中
で
理
体
・
理
宗
と
称
す
る
の
は
、
神
体
に
対
応
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
神
体
と
い
う
と
通
俗
宗
教
と
混
同
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
神
体
と
い
う
表
現
を
さ
け
て
い
る
。
こ
こ
に
宗
教

を
あ
く
ま
で
純
正
哲
学
に
基
く
智
力
的
宗
教
に
絞
っ
て
と
ら
え
て
い
る
立
場
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
情
感
的
宗
教
は
ど
こ
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
円
了
は
、
情
感
的
宗
教
も
研
究
学
理
に
基
い
て
対
象
と
す
る
時
は
有
象
哲
学
中
の
実
用
学
中
に
入
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れ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
無
象
哲
学
中
の
宗
教
学
と
区
別
す
る
た
め
で
、
情
感
的
宗
教
も
研
究
し
て
そ
の
奥
義
に
達
す
れ
ば
無
象

哲
学
に
な
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
智
力
的
宗
教
学
も
社
会
に
応
用
す
れ
ば
情
感
的
宗
教
に
近
い
も
の
に
な
る
。
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぽ
マ

ま
り
情
感
的
宗
教
も
智
力
的
宗
教
も
そ
の
究
極
な
る
と
こ
ろ
は
一
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
情
感
的
宗
教
と
智
力
的
宗

教
を
分
ち
な
が
ら
究
極
的
に
は
一
な
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
矛
盾
が
あ
る
。
こ
の
区
別
は
そ
の
根
底
に
具
体
的

宗
教
即
ち
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
比
較
に
基
づ
く
価
値
判
断
が
あ
り
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
ね
ば
な
ら
な
い
学
問
研
究
と
し
て
の
宗
教

の
障
壁
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
宗
教
を
×
×
教
と
い
う
個
性
を
離
れ
て
普
遍
的
現
象
と
し
て
扱
う
の
を
建
て
前
と
す
る
宗
教
学
の

立
場
か
ら
見
れ
ば
、
宗
教
の
起
源
・
性
格
等
に
よ
っ
て
分
別
し
た
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
宗
教
学
の
対
象
と
し
て
諸
学
問
の
中
に
位
置

．
つ
け
る
こ
と
に
よ
る
無
理
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
円
了
の
宗
教
学
は
長
い
仏
教
研
讃
の
中
で
こ
の
真
理
を
、
単
に
仏
教
研
究
の
枠
内
に
お
い
て
で
な
ー
「
公
平
無
私
に
」
学

問
と
し
て
扱
う
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
仏
教
の
真
理
探
究
を
仏
教
外
の
方
法
に
よ
っ
て
行
う
必
要
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
が
『
仏
教
活
論
』
に
述
べ
ら
れ
た
仏
教
研
究
と
哲
学
の
結
び
つ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
「
理

論
的
宗
教
学
』
と
並
行
し
て
立
て
ら
れ
た
『
実
践
的
宗
教
学
』
の
内
容
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。

　
理
論
的
宗
教
学
に
対
し
て
実
際
的
宗
教
学
は
宗
教
の
実
際
を
研
究
す
る
学
問
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
な
現
象
に
つ
い
て

各
国
の
実
例
に
よ
り
各
宗
の
比
較
検
討
を
行
な
う
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
宗
教
と
政
府
の
関
係
、
本
山
と
末
寺
、
僧
侶
と
檀
家
の

関
係
、
教
会
の
組
織
、
伝
道
の
方
法
、
葬
祭
の
儀
式
等
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
各
宗
教
、
あ
る
い
は
各
国
の
宗

教
に
つ
い
て
の
講
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
資
料
を
何
に
拠
っ
た
か
は
か
詳
か
で
な
い
が
、
ロ
シ
ア
（
帝
国
）
・
ド
イ
ツ
・
オ
ー

ス
ト
リ
ア
・
イ
タ
リ
ー
・
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ギ
リ
ス
・
ス
ペ
イ
ン
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
オ
ラ
ン
ダ
・
ベ
ル
ギ
ー
・
ス
イ
ス
・
ス
エ
ー
デ
ン

・
ノ
ル
ウ
ェ
ー
・
ギ
リ
シ
ヤ
・
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
・
王
要
国
及
び
米
国
の
宗
教
人
口
に
つ
い
て
宗
教
別
と
宗
派
別

223



の
数
字
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
宗
教
政
府
の
組
織
と
題
し
て
教
団
組
織
の
細
部
に
わ
た
る
紹
介
が
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
ま
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と
め
ら
れ
て
い
る
の
が
宗
教
各
派
の
性
質
と
題
す
る
項
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
仏
教
・
耶
蘇
教
・
回
教
・
バ
ラ
モ
ン
教
・
ユ
ダ
ヤ
教
・
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
・
そ
の
他
の
諸
教
を
あ
げ
、
キ
リ
ス
ト
教
か

ら
は
じ
め
て
、
そ
の
宗
教
史
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
中
で
も
キ
リ
ス
ト
教
に
多
く
の
頁
が
割
か
れ
て
い
る
が
仏
教
に
つ
い

て
は
わ
ず
か
な
頁
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
日
本
人
に
は
す
で
に
知
識
が
あ
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
『
実
際
的
宗
教
学
』
は
哲
学
館
に
お
け
る
世
界
の
宗
教
事
情
の
知
識
教
育
に
役
立
て
る
も
の
と
し
て
は
、
こ
の
時
代
、

他
に
類
を
見
な
い
圧
巻
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
著
者
も
最
初
に
述
べ
て
い
る
よ
う
な
「
宗
教
政
府
の
組
織
」
い
わ
ば
宗
教
法
的
な

も
の
で
、
こ
の
中
を
一
貫
す
る
歴
史
性
で
あ
る
と
か
体
系
化
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
た
し
か
に
「
実
際
的
」
な
宗
教
学
で

あ
り
、
こ
の
彪
大
な
部
分
は
宗
教
学
の
資
料
と
し
て
の
役
割
り
を
果
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
に
は
出
て
い
な
い
と
い
っ

て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
㈲
　
学
説
の
展
開

「
理
論
的
宗
教
学
』
と
『
実
際
的
宗
教
学
』
の
内
容
は
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
を
総
ま
と
め
し
た
も
の
が
『
宗
教
学

講
義
』
（
明
治
二
十
九
年
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
哲
学
館
第
九
学
年
度
の
講
義
録
で
あ
る
が
副
題
に
宗
教
制
度
と
あ
り
、
第
二
者
を
よ

り
体
系
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
制
度
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
社
会
に
お
け
る
し
く
み
や
掟
て
と
い

う
制
度
で
み
る
よ
り
体
系
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
は
宗
教
の
実
際
に
つ
い
て
約
百
の
項
目
を
あ
げ
て
説
明

が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
前
二
著
が
よ
り
は
っ
き
り
と
説
明
さ
れ
て
い
る
の
は
、
理
論
的
宗
教
学
は
宗
教
哲
学
、
比
較
宗
教

学
で
あ
り
、
純
正
哲
学
・
倫
理
学
・
心
理
学
等
と
関
係
を
も
ち
、
実
際
的
宗
教
学
で
は
、
政
治
・
道
徳
・
教
育
、
そ
し
て
風
俗
に
関

係
づ
け
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
点
で
、
先
の
二
著
の
内
容
を
よ
り
組
織
的
・
体
系
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
更
に
『
理
論
的
宗
教
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ド
　

学
』
で
は
触
ら
れ
て
い
な
い
研
究
方
法
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
方
法
と
は
教
説
的
研
究
法
と
学
科
的
研
究
法
の
二
つ

で
あ
る
が
、
教
説
的
研
究
は
教
典
の
注
釈
・
教
祖
の
遺
訓
等
の
叙
述
で
、
批
判
的
・
懐
疑
的
で
な
い
や
り
方
で
あ
る
。
一
方
学
科
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
D
）

研
究
は
「
教
説
の
裏
面
に
あ
る
道
理
を
抽
象
し
て
推
理
的
に
講
究
し
、
他
学
科
の
考
定
せ
る
学
説
に
照
合
し
比
較
的
に
講
究
す
る
」

も
の
で
あ
り
、
こ
ち
ら
が
中
核
と
な
る
。
更
に
こ
の
学
科
的
研
究
法
は
、
外
部
か
ら
比
較
的
に
行
な
う
も
の
と
内
部
か
ら
抽
象
的
に

行
う
方
法
に
分
れ
る
が
、
こ
ち
ら
は
細
分
類
さ
れ
、
歴
史
的
研
究
と
組
織
的
研
究
に
な
り
、
こ
こ
に
宗
教
哲
学
・
比
較
宗
教
学
、
つ

ま
り
理
論
的
宗
教
学
を
置
い
て
い
る
。
方
法
に
よ
る
こ
の
分
野
は
、
そ
の
意
味
で
前
の
よ
り
は
遙
か
に
体
系
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
方
法
論
の
他
、
宗
教
の
種
類
、
制
度
、
儀
式
、
功
用
、
歴
史
と
い
う
項
目
も
た
て
ら
れ
て
居
り
宗
教
学
ら

し
い
体
裁
が
整
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
沮
）

　
さ
ら
に
『
迷
信
と
宗
教
』
の
最
後
に
「
余
の
宗
教
論
、
宗
教
の
種
類
」
と
い
う
箇
所
が
あ
り
そ
こ
で
は
宗
教
が
別
の
角
度
か
ら
分

類
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
ω
天
啓
教

　
②
道
理
教

　
③
直
覚
教

　
ω
自
然
教

　
ω
の
天
啓
教
は
、
心
の
中
に
神
、
あ
る
い
は
無
限
か
ら
の
感
応
が
あ
る
こ
と
を
唱
え
る
宗
教
で
、

信
じ
て
そ
れ
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
宗
教
で
あ
り
、
耶
蘇
教
が
こ
れ
に
当
る
。

　
②
の
道
理
教
は
智
力
で
推
理
す
る
も
の
。

教
祖
経
文
の
上
に
神
の
啓
示
を
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③
の
直
覚
教
は
天
啓
教
の
一
部
で
あ
る
が
知
に
入
っ
て
推
理
す
る
の
で
な
く
直
接
経
験
的
に
啓
示
を
信
じ
る
。

　
④
の
自
然
教
は
人
間
自
然
の
発
達
に
応
じ
て
宇
宙
を
感
じ
宗
教
思
想
を
起
こ
し
て
宗
教
を
信
じ
る
も
の
で
儒
教
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

　
二
の
よ
う
に
分
類
し
て
、
天
啓
教
と
直
覚
教
は
絶
対
な
る
も
の
を
基
に
し
て
い
る
の
で
学
的
に
は
証
明
で
き
ず
、
道
理
教
・
自
然

教
は
学
的
に
研
究
で
き
る
と
す
る
。
仏
教
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
分
類
で
は
②
の
道
理
教
に
入
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
こ
の
宗
教
分
類
は
妖
怪
等
の
研
究
の
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
宗
教
学
の
理
論
の
分
類
、
そ
し
て
展
開
は
、
そ
れ
で
は
何
の
意
図
の
も
と
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で

二
二
三
頁
に
残
し
て
お
い
た
問
題
に
戻
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。

　
③
　
仏
教
の
位
置
づ
け

『
理
論
的
宗
教
学
』
の
書
か
れ
た
の
ち
の
『
仏
教
活
論
』
は
、
智
力
的
宗
教
に
つ
い
て
詳
し
く
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭

で
円
了
は
本
論
の
最
初
に
記
し
た
よ
う
な
経
緯
で
仏
教
ー
儒
教
ー
耶
蘇
教
ー
哲
学
と
い
う
真
理
探
究
の
道
へ
至
っ
て
い
る
が
、
中
で

も
宗
教
と
し
て
耶
蘇
教
の
非
真
理
性
を
痛
感
し
た
こ
と
が
著
者
を
し
て
仏
教
に
新
し
い
光
を
投
げ
か
け
る
に
至
っ
た
と
し
て
い
る
。

耶
蘇
教
に
つ
い
て
の
功
勢
は
非
常
に
詳
細
に
論
理
的
に
な
さ
れ
て
お
り
、
要
す
る
に
風
土
・
人
種
・
社
会
・
文
化
の
違
う
地
に
発
生

し
た
宗
教
は
必
ず
し
も
そ
の
功
能
は
異
文
化
の
上
に
適
応
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
し
、
耶
蘇
教
が
真
正
な
る
真
理
で
あ
る
こ
と
を

信
じ
え
な
い
と
す
る
。
例
え
ば
聖
書
に
描
か
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
の
物
語
の
虚
妄
性
、
キ
リ
ス
ト
を
神
と
し
キ
リ
ス
ト
教
は
「
世
界

　
　
　
　
　
　
　
轟
二

不
二
当
世
不
変
の
宗
教
」
で
そ
の
他
に
真
理
は
な
い
と
公
言
す
る
点
へ
の
反
駁
と
な
っ
て
展
開
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
耶
蘇
教

を
排
す
る
も
耶
蘇
其
人
を
悪
む
に
あ
ら
ず
」
と
か
「
耶
蘇
教
も
宗
教
と
し
て
人
に
安
心
立
命
の
道
を
説
き
勧
善
懲
悪
の
教
え
を
立
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
2
3
｝

る
」
の
で
自
分
の
期
す
る
と
こ
ろ
の
同
↓
で
あ
る
と
し
、
宗
教
と
し
て
の
社
会
に
お
け
る
役
割
り
に
は
賛
同
し
、
こ
れ
を
宗
教
と
し

て
み
と
め
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
円
了
が
排
し
た
の
は
耶
蘇
教
の
目
的
・
精
神
で
は
な
ー
目
的
達
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成
の
た
め
の
方
便
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
そ
れ
で
は
仏
教
に
対
し
て
全
面
的
に
こ
れ
を
肯
定
し
こ
れ
を
真
理
と
し
て
信
じ
る
に
至
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
必
ず
し
も

そ
う
で
は
な
い
。
先
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
円
了
の
宗
教
学
の
出
発
点
に
は
当
時
の
仏
教
へ
の
厳
し
い
批
判
に

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
明
治
初
年
の
社
会
で
勢
を
伸
ば
し
つ
つ
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
に
対
抗
す
る
た
め
に
も
仏
教
の
現
状
を
打
破
し
、

こ
れ
を
改
善
し
、
再
興
を
は
か
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
必
死
の
思
索
努
力
が
つ
づ
き
病
気
に
よ
く
堪
え
、
哲
学

の
上
に
た
つ
智
力
的
な
宗
教
と
し
て
の
仏
教
（
聖
道
門
）
に
よ
っ
て
情
感
的
宗
教
で
あ
る
耶
蘇
教
よ
り
優
位
に
あ
る
こ
と
を
つ
き
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
み
　

め
る
に
至
｛
．
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
仏
教
の
中
に
も
情
感
的
宗
教
（
浄
土
門
）
も
み
と
め
、
仏
教
こ
そ
は
智
力
情
感
両
全
の
宗
教

で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
耶
蘇
教
が
智
力
面
を
も
た
な
い
情
感
だ
け
の
宗
教
で
あ
る
こ
と
へ
の
伏
線
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
更
に
仏
教
を
哲
理
上
の
宗
教
と
す
る
根
拠
と
し
て
近
世
の
西
洋
哲
学
の
展
開
を
仏
教
の
諸
教
理
の
上
に
照
合
わ
せ
、
こ
れ
ま
た
詳

し
い
検
討
を
行
な
っ
て
お
り
、
西
洋
哲
学
が
輸
入
さ
れ
て
未
だ
日
の
浅
い
時
代
に
こ
れ
だ
け
の
研
讃
を
な
し
え
た
こ
と
は
敬
服
に
価

す
う
が
こ
こ
で
は
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
立
ち
入
ら
な
い
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
円
了
宗
教
学
の
意
図
し
た
も
の
の
概
要
が
掴
め
た
と
思
う
。
少
く
と
も
宗
教
を
神
学
（
教
学
）
的
研
究
か
ら

切
り
離
し
て
と
ら
え
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
宗
教
学
と
し
て
の
立
場
が
通
さ
れ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
↓
方
、
比
較
宗
教
と
い
い
な

が
ら
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
比
較
に
お
い
て
あ
く
ま
で
も
仏
教
に
優
位
性
・
真
実
性
を
も
た
せ
、
一
方
を
と
り
他
を
排
し
て
い
る
と

い
う
点
で
は
、
こ
れ
は
純
然
た
る
意
味
で
の
比
較
宗
教
学
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
処
ま
で
も
主
観
的
立
場
を
固
守
し

て
居
り
、
あ
る
べ
き
宗
教
へ
の
探
究
で
あ
り
、
し
か
も
哲
学
上
の
真
理
と
し
て
の
宗
教
を
前
提
に
し
そ
れ
を
宗
教
の
理
想
型
と
し
て

い
う
と
こ
ろ
は
井
上
宗
教
学
と
い
う
よ
り
井
上
宗
教
哲
学
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
円
了
と
ほ
ぼ
時
代
を
同
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
7

く
し
、
日
本
に
お
け
る
体
系
的
宗
教
学
の
開
頑
で
あ
り
井
上
と
も
面
識
も
あ
っ
た
嘲
風
姉
崎
正
治
は
そ
の
著
『
わ
が
生
涯
』
の
中
で
　
2



次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
　
一
体
宗
教
学
と
い
う
名
は
、
そ
の
前
に
は
井
上
円
了
氏
が
哲
学
館
講
義
録
で
理
論
的
並
に
実
際
的
宗
教
学
と
い
う
講
義
を
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
い
た
が
、
そ
の
内
容
は
吾
々
の
所
謂
宗
教
学
と
は
ま
っ
た
く
別
で
あ
っ
た
…
…

　
こ
の
一
文
が
書
か
れ
た
の
は
戦
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
宗
教
学
の
中
で
の
井
上
円
了
の
立
場
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

三
　
井
上
宗
教
学
へ
の
評
価

　
上
に
あ
げ
た
姉
崎
の
井
上
へ
の
評
価
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
と
り
も
直
さ
ず
、
以
後
の
日
本
の
宗
教
学
の
流
れ
の
中
で
井
上
宗

教
学
が
埋
没
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
姉
崎
の
い
う
「
所
謂
宗
教
学
」
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。

　
宗
教
学
を
広
い
意
味
で
の
宗
教
研
究
と
す
れ
ば
主
観
的
立
場
の
研
究
で
あ
る
神
学
・
宗
教
哲
学
も
こ
の
中
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
信
仰
を
前
提
に
し
て
そ
の
信
じ
る
宗
教
の
価
値
付
け
を
す
る
神
学
（
教
学
）
は
宗
教
学
か
ら
は
除
く
こ
と
が
多
い
。
同

じ
く
規
範
を
軸
に
し
て
宗
教
の
理
想
型
を
求
め
る
宗
教
哲
学
も
狭
い
意
味
で
の
客
観
的
・
組
織
的
宗
教
学
に
は
入
ら
な
い
。
事
実
の

記
述
を
基
底
と
す
る
宗
教
史
学
及
び
宗
教
学
は
客
観
的
・
価
値
中
立
的
で
あ
り
、
姉
崎
は
こ
れ
を
「
所
謂
宗
教
学
」
と
呼
ん
で
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
中
で
井
上
の
宗
教
学
は
実
際
的
宗
教
学
は
宗
教
史
的
で
あ
る
が
理
論
的
宗
教
学
は
宗
教
哲
学
の
領
域
に
入
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

　
明
治
以
来
の
日
本
の
宗
教
学
の
流
れ
の
中
で
は
狭
い
意
味
で
の
宗
教
学
の
体
系
作
り
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
主
流
は
一
宗
一
派
に
属

さ
な
い
官
学
の
中
で
の
研
究
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
趨
勢
の
中
で
、
日
本
で
も
っ
と
も
古
く
「
宗
教
学
」
と
い
う
題
名
の
著
作

を
も
の
に
し
た
井
上
円
了
の
名
は
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。



　
昭
和
五
十
年
代
に
な
っ
て
こ
の
業
績
に
脚
光
を
あ
て
ら
れ
は
じ
め
た
。
ま
ず
、
峰
島
旭
雄
は
『
明
治
思
想
家
の
宗
教
観
』
（
昭
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
＞

五
十
年
）
の
「
仏
教
者
の
宗
教
観
」
で
「
現
象
即
実
在
論
の
宗
教
説
」
と
し
て
井
上
円
了
に
一
節
を
さ
い
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は

円
了
の
宗
教
観
で
あ
り
そ
の
宗
教
学
の
価
値
づ
け
で
は
な
い
。
次
に
鈴
木
範
久
は
『
明
治
宗
教
思
想
の
研
究
』
（
昭
和
五
十
四
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
7
｝

の
中
に
井
上
円
了
の
宗
教
学
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
位
置
づ
け
は
井
上
の
宗
教
学
を
宗
教
学
の
草
創
期
、
の
も
と
の
し
て

と
り
あ
げ
て
い
る
．
、
こ
の
中
で
宗
教
学
以
前
の
も
の
と
し
て
の
位
置
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
日
本
に
お
け
る
宗
教
学
の

歴
史
が
明
治
三
十
八
年
二
九
〇
五
）
の
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
に
宗
教
学
の
講
座
が
設
け
ら
れ
た
の
を
一
つ
の
出
発
点
と
す
る

観
点
に
立
つ
こ
と
に
よ
る
。
こ
れ
ら
を
受
け
て
竹
中
信
常
が
「
日
本
宗
教
学
の
軌
跡
」
（
昭
和
五
十
九
年
）
を
『
宗
教
研
究
』
二
五

　
　
　
　
　
　
　
ざ
2
8
〕

九
号
に
発
表
し
て
い
る
。
こ
れ
に
付
せ
ら
れ
た
文
献
目
録
の
最
初
に
明
治
二
十
年
と
し
て
（
二
十
四
年
の
誤
り
）
井
上
円
了
の
理
論

的
宗
教
学
・
実
際
的
宗
教
学
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
昭
和
五
十
年
代
に
井
上
円
了
の
宗
教
学
に
対
し
て
の
あ
る
意
味
で

の
評
価
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
期
日
本
に
お
け
る
宗
教
学
の
体
系
作
り

が
大
体
終
り
、
新
し
い
視
野
に
た
っ
て
の
宗
教
研
究
の
展
望
が
な
さ
れ
た
こ
と
、
宗
教
学
の
領
域
内
で
の
各
分
野
の
接
近
と
相
関
関

係
が
問
わ
れ
は
じ
め
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
で
今
は
井
上
円
了
の
宗
教
学
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
な
研
究
が
行
わ
れ
る
こ

と
を
望
ん
で
や
ま
な
い
。

井二」」リゴク）オミ教’≠

123

注
⊃
穗
巳
ユ
合
ζ
①
パ
ζ
芸
6
「
．
．
言
貫
）
匹
9
江
8
8
日
①
。
。
巳
窪
8
0
〔
㌘
＝
ひ
q
δ
p
冨
や
ω

『
仏
教
活
論
』
十
四
頁
以
下
。

『
同
　
緒
言
』
一
頁
。
そ
の
他
諸
所
に
み
え
る
。
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4
　
こ
の
他
『
迷
信
と
宗
教
』
『
日
曜
講
義
』
等
に
も
そ
の
宗
教
論
に
触
れ
た
部
分
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
】

5
　
『
宗
教
新
論
』
二
頁
そ
の
他
。
な
お
引
用
又
は
便
宣
上
片
仮
名
を
平
仮
名
に
改
め
、
差
支
え
な
い
限
り
表
現
を
↓
部
改
め
て
あ

　
る
。

6
　
「
理
論
的
宗
教
学
』
三
頁
。
『
宗
教
新
論
』
に
も
同
様
の
趣
旨
が
み
え
る
。

7
同
三
頁
以
下
。

8
　
本
論
四
頁
。

9
　
『
宗
教
新
論
』
五
頁
。

10

ｯ
十
二
頁
。

11

ｯ
四
一
頁
。

12

ｯ
四
十
五
頁
。

13

ｯ
右
。

14

ｯ
四
十
七
頁
。

15

@
『
理
論
的
宗
教
学
』
二
頁
。

16

ｯ
　
　
一
頁
。

17

ｯ
　
二
頁
以
下
。

18

ｯ
　
十
一
頁
。

19

@
『
宗
教
学
講
義
』
二
頁
。

20

ｯ
右
。



28　　27　26　　25　24　23　22　　21

『
迷
信
と
｛
示
教
』
　
一
二
五
一
百
ハ
。

『
仏
教
活
論
』
四
八
頁
。

同
　
　
　
　
　
四
四
頁
。

同
　
　
　
　
六
〇
－
－
六
五
頁
。

姉
崎
正
治
『
わ
が
生
涯
』
養
徳
社
　
昭
和
二
十
六
年
。

峰
島
旭
雄
「
仏
教
者
の
宗
教
観
」
（
『
明
治
思
想
家
の
宗
教
観
』
大
蔵
出
版
　
昭
和
五
十
年
所
収
）

鈴
木
範
久
『
明
治
宗
教
思
想
の
研
究
ー
宗
教
学
事
始
ー
』
東
大
出
版
会
、
昭
和
五
十
四
年
。

竹
中
信
常
「
日
本
宗
教
学
の
軌
跡
」
宗
教
研
究
二
五
九
号
。
昭
和
五
十
九
年
。

一
五
〇
頁
。

‡｜一［｛Ilr＿ノノ：；ミ教’1～’
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