
仏
教
学
と
教
化

─
研
究
者
と
宗
教
者
─

大

乗

文

晴

は
じ
め
に

一

と
あ
る
法
話
に
関
す
る
研
修
会
に
お
い
て
、
講
師
が
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
。

「
宗
学
科
を
卒
業
さ
れ
た
若
い
お
上
人
に
よ
く
あ
る
こ
と
で
す
が
、
法
話
に
用
い
る
御
妙
判
に
つ
い
て
、
真
蹟
現
存
・
曾
存
、
真
偽
未
決

と
い
っ
た
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
通
常
、
妙
行
日
課
に
入
っ
て
い
る
も
の
は
用
い
て
構
わ
な
い
と
思
い

ま
す
。」

こ
れ
は
教
化
の
現
場
に
立
つ
教
師
が
、
専
門
的
学
問
研
究
の
成
果
に
（
意
図
的
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
）
対
応
し
き
れ
て
い
な
い
と
い

う
現
実
を
端
的
に
表
す
事
例
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
こ
れ
は
現
場
の
教
師
、
宗
教
実
践
者
の
問
題
だ
け
で
は
な
い
。
私
は
、
我
々
宗
教
実
践

者
と
研
究
者
、
学
問
と
し
て
の
仏
教
学
と
実
践
教
化
の
関
係
を
見
つ
め
直
す
必
要
が
あ
る
と
常
々
考
え
て
い
た
。

こ
こ
で
、
大
学
で
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
に
な
さ
れ
る
学
問
と
し
て
の
仏
教
学
、
仏
教
の
基
礎
研
究
を
便
宜
的
に
「
学
問
仏
教
」
と
呼
ぶ
こ
と

に
す
る
が
、
本
稿
は
、
教
学
と
宗
教
実
践
の
乖
離
と
い
う
問
題
を
、
学
問
仏
教
に
固
有
の
問
題
、
宗
教
者
の
有
す
る
問
題
な
ど
か
ら
検
討

し
た
も
の
で
あ
る
。
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学
問
仏
教
の
危
機

大
学
は
学
問
研
究
の
場
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
教
育
機
関
と
し
て
の
側
面
が
大
き
い
。
我
が
宗
門
は
勿
論
の
こ
と
、
殆
ど
の
伝
統
教
団

に
お
い
て
も
大
学
は
僧
侶
の
養
成
課
程
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
今
や
宗
門
系
大
学
は
宝
器
養
成
の
場
と
し
て
の
重
要
な
役
割
も
任
さ

れ
て
い
る
。

し
か
し
大
学
全
入
時
代
を
迎
え
、
宗
門
系
大
学
も
生
き
残
り
を
か
け
て
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
空
海
創
建
の
綜
藝
種
智
院
に
そ
の
端
を
発
す
る
種
智
院
大
学
（
真
言
宗
）
は
、
本
年
度
（
平
成
十
九
年
）
を
以
て
仏
教
学
部

を
廃
止
す
る
。
ま
た
聖
徳
太
子
（
厩
戸
王
）
の
四
天
王
寺
教
田
院
に
溯
る
四
天
王
寺
国
際
仏
教
大
学
は
、
校
名
か
ら
「
仏
教
」
を
取
っ
て

「
四
天
王
寺
大
学
」
と
改
称
し
、
更
に
仏
教
学
科
を
も
廃
止
す
る
（
平
成
二
〇
年
度
募
集
停
止
）。
そ
れ
ら
の
理
由
は
、
種
智
院
大
学
改
組

の
新
聞
報
道
二

に
明
ら
か
な
通
り
、
経
営
上
は
「
仏
教
」
が
足
枷
と
な
っ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

今
更
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
総
じ
て
仏
教
系
の
大
学
、
学
部
・
学
科
の
偏
差
値
・
ラ
ン
ク
は
残
念
な
が
ら
高
く
な
い
。
こ
れ
は
大
学
や

学
部
の
質
で
は
な
く
、
単
に
志
望
者
が
少
な
い
＝
人
気
が
な
い
、
と
い
う
指
標
で
あ
る
。
理
由
を
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
仏
教
や
宗

教
へ
の
無
関
心
も
あ
る
し
、
卒
業
後
の
進
路
を
考
え
る
と
こ
れ
を
生
か
す
職
場
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
理
由
の
一
つ
で
は
あ
ろ
う
三

。

一
方
、
佛
教
大
学
（
浄
土
宗
）
は
、
昭
和
四
〇
年
に
仏
教
学
部
を
廃
止
し
て
文
学
部
に
組
み
入
れ
た
が
、
逆
に
平
成
二
二
年
度
を
目
標

に
復
活
さ
せ
る
と
い
う
四

。
そ
の
理
由
は「
学
科
の
垣
根
を
な
く
し
て
他
の
専
攻
か
ら
も
仏
教
に
関
連
し
た
科
目
を
学
び
や
す
い
よ
う
に
し

た
が
、
逆
に
専
門
性
が
薄
れ
、
仏
教
の
基
礎
研
究
が
希
薄
に
な
っ
た
」「
仏
教
の
専
門
家
が
少
な
く
な
っ
て
お
り
、
次
代
を
担
う
人
材
の
養

成
が
大
学
の
使
命
で
あ
る
」
と
説
明
す
る
。
結
局
、
こ
れ
も
仏
教
を
学
び
や
す
い
よ
う
に
門
戸
を
開
い
た
も
の
の
、
思
う
よ
う
な
結
果
が

出
ず
、
逆
に
弊
害
が
見
え
始
め
た
の
で
仏
教
を
必
要
と
す
る
者
に
的
を
絞
っ
た
わ
け
で
あ
る
（
近
年
、
既
存
の
専
攻
科
（
仏
教
学
コ
ー
ス
、
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仏
教
看
護
コ
ー
ス
）
を
募
集
停
止
と
し
て
い
る
点
も
考
慮
す
る
べ
き
で
あ
る
）。

仏
教
研
究
に
専
門
化
し
た
学
部
を
持
つ
大
学
が
、
学
生
の
確
保
に
窮
し
て
仏
教
色
を
排
そ
う
と
し
、
専
門
性
を
薄
め
よ
う
と
仏
教
学
部

を
排
し
た
大
学
は
、
逆
に
仏
教
の
専
門
家
（
あ
る
い
は
専
門
研
究
を
基
礎
教
養
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
僧
侶
）
を
育
成
で
き
な
く
な
っ
た
、

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
宗
門
の
宝
器
養
成
を
も
担
う
宗
門
系
大
学
の
根
深
い
悩
み
が
あ
る
。

仏
教
学
を
専
門
職
域
と
し
て
い
か
す
職
業
、
そ
れ
は
第
一
に
僧
侶
で
あ
る
が
、
我
々
も
ま
た
冒
頭
に
記
し
た
よ
う
に
、
学
問
仏
教
と
は

一
線
を
画
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
。
僧
侶
か
ら
も
距
離
を
置
か
れ
、
大
学
経
営
上
も
負
担
と
な
っ
て
い
る
仏
教
は
、
ど
う
生
き
残

る
べ
き
な
の
か
。
昭
和
六
二
年
頃
か
ら
は
じ
ま
る
一
連
の
「
批
判
仏
教
」
は
、
学
問
仏
教
研
究
者
か
ら
の
一
つ
の
回
答
と
も
い
え
る
五

。

研
究
者
の
自
己
批
判

「
批
判
仏
教
」
と
は
昭
和
六
二
年
の
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
学
術
発
表
大
会
に
お
け
る
松
本
史
郎
（
駒
澤
大
学
）
の
『
如
来
蔵
思
想
は
仏

教
に
あ
ら
ず
』
と
い
う
発
表
に
端
を
発
し
、
本
覚
思
想
批
判
を
為
し
た
袴
谷
憲
昭
、
中
国
仏
教
研
究
者
で
あ
る
伊
藤
隆
寿
な
ど
、
総
じ
て

d

本
来
釈
尊
が
否
定
し
た
は
ず
の「
有
論
」的
な
思
考
を
は
ら
ん
だ
思
想
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
積
極
的
に
評
価
す
る
研
究
者
を
、hatu-vada

、

dhatu-vadin

と
呼
ん
で
激
し
く
批
判
し
た
研
究
手
法
、
あ
る
い
は
そ
の
主
張
で
あ
る
。

論
争
の
詳
細
は
割
愛
す
る
が
、
批
判
仏
教
の
論
客
は
「
何
が
仏
教
で
何
が
仏
教
で
な
い
か
」
主
体
的
に
明
確
に
し
ろ
、
と
迫
っ
た
。
仏

教
は
縁
起
論
で
あ
っ
て
、
如
来
蔵
思
想
や
本
覚
思
想
は
有
論
で
あ
っ
て
本
来
釈
尊
が
否
定
し
た
も
の
な
の
だ
、
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
こ

の
結
果
、
批
判
の
対
象
者
は
自
分
の
研
究
対
象
が
仏
教
な
の
か
そ
う
で
な
い
の
か
、
自
分
が
そ
う
信
じ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
、
一
種
の

信
仰
告
白
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
六

。
当
時
、
没
価
値
的
研
究
、
す
な
わ
ち
研
究
対
象
と
信
仰
は
ひ
と
ま
ず
別
物
と
い

う
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
は
大
変
な
衝
撃
を
学
界
に
与
え
た
。
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実
は
、
当
初
批
判
仏
教
の
論
客
の
意
図
は
正
し
く
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
、
本
来
仏
教
的
で
な
い
も
の
を
も
仏
教
と
し
て
没
価

値
的
に
研
究
す
る
こ
と
の
み
を
単
に
批
判
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
実
は
客
観
的
学
問
研
究
そ
の
も
の
を
批
判
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
例

え
ば
、
松
本
史
郎
は
早
い
時
期
に
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
た
。

大
学
は
、今
や『
職
業
と
し
て
の
学
問
』WissenschaftalsBeruf

に
示
さ
れ
た
マ
ッ
ク
ス
＝
ウ
ェ
ー
バ
ー
流
の
価
値
判
断
排
除
の
思

想
に
導
か
れ
、
た
だ
単
に
知
識
の
切
り
売
り
で
事
足
れ
り
と
す
る
似
非
客
観
主
義
に
席
捲
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

そ
の
証
拠
に
、
私
ど
も
の
関
与
す
る
宗
教
学
や
文
化
人
類
学
や
民
俗
学
で
は
、
も
と
も
と
日
和
見
主
義
の
貶
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
た
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
（
和
解
主
義
）
が
急
速
に
市
民
権
を
得
て
、
そ
の
呼
称
の
も
と
に
ど
ん
な
混
淆
宗
教
も
下
手
な
価
値
判
断
を

加
え
ず
に
細
大
漏
ら
さ
ず
宗
教
現
象
と
し
て
報
告
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
私
は
、
宗
教
と
は
、
少
な
く
と
も
、
自
分
の
信
念
を
言
葉
に
よ
っ
て
正
邪
を
決
し
な
が
ら
表
明
し
て
行
く
こ
と
に
あ
る
と

思
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
最
低
条
件
を
自
ら
に
課
し
て
、
大
学
に
職
を
得
て
い
る
限
り
は
、
反
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
な
意
味
で
、『
批
判
と
し

W
issenschaftals

K
ritizism

us

て
の
学
問
（

）」
の
確
立
を
目
指
し
た
い
。

（『
駒
沢
大
学
学
園
通
信
』
第
一
四
六
号
・
昭
和
六
一
年
一
二
月
五
日
）七

本
人
達
は
「
仏
教
学
者
の
大
衆
に
対
す
る
責
任
は
、
非
論
理
的
・
神
秘
的
体
験
を
強
調
す
る
オ
ウ
ム
真
理
教
の
よ
う
な
オ
カ
ル
ト
や

「
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
」
宗
教
に
対
し
て
日
本
人
が
熱
心
に
な
っ
て
き
た
今
日
、
ま
す
ま
す
重
要
な
問
題
に
な
っ
て
き
て
い
る
」
と
い
う
発
言

を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「（
批
判
仏
教
と
は
）
客
観
的
学
問
の
装
い
に
隠
さ
れ
た
仏
教
徒
と
し
て
の
責
任
を
認
識
さ
せ
よ
う
と
い
う
試
み
で

あ
り
、
学
者
と
し
て
も
そ
の
公
的
発
言
や
説
教
や
大
衆
向
け
に
書
く
も
の
の
内
容
に
責
任
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
の
だ
八

。

批
判
仏
教
と
は
、
仏
教
研
究
者
は
自
分
の
研
究
対
象
に
だ
け
責
任
を
持
つ
の
で
は
な
く
、
大
衆
に
対
し
、
社
会
的
に
責
任
を
持
て
、
そ
の

社
会
的
影
響
力
を
行
使
し
て
責
任
を
持
て
と
い
う
自
己
批
判
で
あ
っ
た
こ
と
を
特
記
し
て
お
く
（
本
来
、
宗
乗
と
余
乗
、
仏
教
者
以
外
に

よ
る
仏
教
研
究
と
い
う
問
題
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
主
と
し
て
仏
教
者
に
よ
る
仏
教
研
究
と
宗
乗
研
究
を
取
り
扱
う
）。
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学
問
仏
教
の
限
界

明
治
以
降
の
近
代
仏
教
研
究
は
、
文
献
学
を
基
本
に
据
え
た
客
観
的
研
究
で
あ
り
、
我
が
宗
の
教
学
研
究
も
同
様
で
あ
る
。
歴
史
や
思

想
、
あ
る
い
は
文
献
そ
の
も
の
を
文
献
考
証
に
よ
っ
て
解
き
明
か
す
、
主
観
を
入
れ
ず
客
観
的
資
料
に
よ
っ
て
ひ
た
す
ら
文
献
に
語
ら
せ

る
と
い
う
所
謂
「
科
学
的
」
研
究
で
あ
る
が
、
こ
の
分
野
は
経
験
科
学
で
あ
っ
て
、
新
資
料
の
出
現
な
ど
に
よ
っ
て
反
証
可
能
（
主
張
が

覆
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
）
で
あ
る
し
、
立
場
や
読
み
方
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
見
解
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
や
学
説
も
等
し
く
没
価
値
的
に
取
り
扱
う
以
上
、
学
問
上
の
仏
教
と
い
う
の
は
予
測
と
可
能
性
の
羅
列
と
な
り
が
ち
で
あ
る
。
ま

た
分
野
が
多
岐
に
亙
り
、
そ
の
分
析
的
な
手
法
の
た
め
に
専
門
的
な
訓
練
を
要
す
る
。
そ
の
為
、
自
ず
と
専
門
領
域
が
生
ま
れ
、
自
分
の

専
攻
以
外
の
問
題
に
つ
い
て
は
批
評
を
為
し
に
く
い
。
自
ら
の
専
門
領
域
を
深
く
掘
り
下
げ
て
分
析
す
る
が
、
統
合
的
な
視
点
を
持
ち
に

く
い
、
と
い
っ
た
欠
点
が
あ
る
九

。
従
っ
て
、
確
実
と
証
明
さ
れ
た
定
説
以
外
は
「
断
言
で
き
な
い
」
の
だ
。

一
方
、
我
々
宗
教
実
践
者
は
ひ
た
す
ら
現
実
対
決
を
迫
ら
れ
る
。
宗
教
の
目
的
は
幸
福
で
あ
る
が
、
能
化
と
し
て
は
こ
の
信
仰
に
よ
っ

て
「
幸
福
に
な
れ
る
の
だ
」
と
「
断
言
す
る
」
こ
と
を
迫
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
松
本
史
郎
が
「
宗
教
と
は
、
少
な
く
と
も
、
自
分

の
信
念
を
言
葉
に
よ
っ
て
正
邪
を
決
し
な
が
ら
表
明
し
て
行
く
こ
と
」
と
い
っ
た
主
張
と
軌
を
一
に
す
る
。
こ
こ
に
「
傍
観
者
的
な
研
究

者
と
熱
心
な
宗
教
実
践
者
と
の
分
離
一
〇

」
と
い
う
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
来
る
が
、
研
究
者
と
違
っ
て
宗
教
者
は
時
と
し
て
「
非
論
理

的
」
で
あ
っ
た
り
、
合
理
的
説
明
が
不
可
能
な
「
神
秘
体
験
」
す
ら
も
取
り
扱
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
根

源
的
な
対
立
が
あ
る
。

近
代
の
仏
教
研
究
は
多
く
の
成
果
を
あ
げ
て
い
る
の
は
確
か
だ
が
、
そ
の
応
用
の
場
で
あ
る
宗
教
実
践
を
学
問
仏
教
そ
の
も
の
が
サ

ポ
ー
ト
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
日
々
「
断
言
す
る
」
こ
と
を
迫
ら
れ
る
宗
教
実
践
者
の
要
請
に
は
、
学
問
仏
教
は
そ
う
簡
単
に
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は
答
え
て
く
れ
な
い
。
研
究
者
は
自
説
と
異
論
異
説
を
提
示
し
え
て
も
、
そ
の
取
捨
は
受
け
取
っ
た
我
々
の
側
に
任
さ
れ
て
し
ま
う
（
例

え
ば
我
が
宗
に
お
い
て
も
未
だ
本
尊
論
す
ら
喧
し
い
上
、
昨
今
の
摂
折
論
で
現
場
は
混
乱
を
き
た
し
て
い
る
）。
し
た
が
っ
て
、
我
々
宗
教

実
践
者
は
そ
の
研
究
成
果
を
う
ま
く
利
用
す
る
こ
と
が
出
来
ず
（
専
門
的
で
煩
瑣
な
議
論
は
実
践
上
「
無
視
」
さ
れ
る
し
、
次
項
で
述
べ

る
通
り
、
無
視
し
た
と
こ
ろ
で
当
面
問
題
は
生
じ
な
い
）、
従
っ
て
実
践
の
場
を
持
た
な
い
学
問
仏
教
は
、
不
本
意
な
が
ら
こ
の
ま
ま
で
は

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
い
う
檻
か
ら
出
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
だ
。

宗
教
実
践
者
の
問
題
（
葬
式
仏
教
と
教
学
）

一
方
、
宗
教
実
践
者
に
も
問
題
が
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

現
在
の
宗
教
実
践
は
、
葬
儀
・
法
要
が
中
心
で
あ
る
。
我
が
宗
風
と
し
て
、
説
教
・
法
話
は
大
変
重
要
な
地
位
を
占
め
る
が
、
こ
と
葬

儀
・
法
要
だ
け
に
限
っ
て
言
え
ば
、
今
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
則
っ
て
行
え
ば
事
足
り
て
し
ま
う
（
勿
論
、
洗
練
さ
れ
た
法
式
を
成
す
た
め
の

訓
練
は
必
要
で
あ
る
し
、
精
神
性
も
重
要
な
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
）。
所
謂「
葬
式
仏
教
」と
批
判
さ
れ
る
在
り
よ
う
が
そ
れ
で
あ
り
、
教

学
が
な
く
て
も
型
通
り
の
宗
教
実
践
は
成
立
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
詳
述
し
な
い
が
こ
の
ま
ま
で
は
葬
式
仏
教
す
ら
い
ず
れ
崩

壊
す
る
こ
と
が
予
見
さ
れ
る
一
一

。
型
通
り
の
葬
儀
法
要
だ
け
で
、
実
際
の
人
間
生
活
と
向
き
合
う
こ
と
が
な
い
今
の
仏
教
が
批
判
さ
れ
、

そ
っ
ぽ
を
向
か
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

し
か
し
、
多
く
の
教
師
は
宗
教
者
と
し
て
ど
の
よ
う
に
社
会
に
関
わ
り
を
持
つ
べ
き
か
、
ど
う
影
響
力
を
持
つ
か
考
え
、
自
ら
を
高
め

よ
う
と
様
々
な
努
力
を
試
み
る
。
我
が
宗
門
に
あ
っ
て
は
、
荒
行
堂
も
あ
る
し
、
布
教
院
、
声
明
師
と
い
う
道
も
あ
る
。
し
か
し
、
教
学

だ
け
は
改
め
て
学
ぶ
機
関
が
な
い
の
だ
。
勧
学
院
も
あ
る
が
、
ま
こ
と
に
残
念
な
話
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
地
方
に
お
い
て
は
地
方
教
区
教

育
研
修
会
不
要
論
を
耳
に
す
る
程
な
の
で
（
運
営
上
の
問
題
も
あ
る
が
、
講
義
が
難
し
く
て
わ
か
ら
な
い
、
実
践
上
の
問
題
に
教
学
的
に
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応
え
て
欲
し
い
の
に
学
説
を
列
挙
し
て
混
乱
さ
せ
ら
れ
た
り
、
自
説
を
述
べ
る
だ
け
で
実
践
性
が
な
い
、
机
上
の
空
論
だ
と
い
う
批
判
も

あ
る
）、
こ
れ
は
改
善
を
期
待
す
る
し
か
な
い
。

そ
も
そ
も
実
際
の
教
化
上
、
教
学
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

人
々
が
宗
教
を
選
択
す
る
の
に
最
初
か
ら
教
学
を
基
準
に
す
る
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
か
ろ
う
。
数
多
あ
る
宗
教
は
す
べ
て
「
正

し
い
教
え
」
を
持
っ
て
い
る
し
、
そ
れ
を
公
平
に
比
較
す
る
機
会
は
ほ
ぼ
な
い
の
だ
か
ら
、
教
学
が
宗
教
選
択
の
決
定
的
な
動
機
と
は
な

り
に
く
い
。
結
局
、
先
祖
の
宗
教
を
選
ん
だ
り
、
近
隣
や
有
縁
の
寺
を
選
ん
だ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
新
宗
教
を
選
ん
だ
り
、
ま
た
宗
教

を
選
ば
な
い
と
い
う
選
択
も
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
教
化
や
布
教
は
、
人
々
に
「
選
ん
で
も
ら
う
」
努
力
で
も
あ
る
の
だ
。

そ
も
そ
も
宗
教
の
目
的
は
安
心
立
命
、
畢
竟
「
幸
福
」
の
追
求
で
あ
る
。
新
宗
教
が
多
く
の
人
々
を
集
め
て
い
る
の
は
、
我
々
が
人
々

の
要
求
に
応
え
て
い
な
い
、
宗
教
的
幸
福
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
裏
返
し
で
あ
る
。
我
々
が
い
く
ら
教
学
的
に

あ
の
教
団
は
お
か
し
い
、
と
批
判
し
て
も
、
現
実
に
人
々
は
そ
こ
に
宗
教
的
幸
福
を
見
い
だ
し
て
集
い
、
そ
の
結
果
、
我
が
宗
門
よ
り
は

る
か
に
大
き
な
社
会
的
影
響
力
を
持
つ
教
団
も
少
な
く
な
い
。
つ
ま
り
、
教
学
の
正
し
さ
が
そ
の
ま
ま
幸
福
や
信
仰
、
宗
教
を
保
証
し
て

い
な
い
と
い
う
現
状
で
あ
る
一
二

。
我
々
は
教
学
と
い
う
知
性
に
縛
ら
れ
て
い
る
う
ち
に
、
社
会
に
お
い
て
行
か
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

誤
解
な
き
よ
う
に
申
し
添
え
る
が
、
こ
れ
は
教
学
と
そ
の
研
究
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
絶
対
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
教
学
は
飽
く
ま
で
理
で
あ
っ
て
現
実
（
事
）
で
は
な
い
。
そ
の
理
を
実
践
す
る
人
物
や
集
団
（
や
そ
の
信
仰
）
が
個
人
の
宗
教
的

幸
福
を
支
え
て
い
る
の
だ
。
残
念
な
が
ら
、
現
在
の
学
問
仏
教
あ
る
い
は
教
学
は
、
現
場
の
教
師
が
使
え
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
現
実
に

即
し
た
研
究
と
は
い
え
な
い
、
あ
る
い
は
統
合
的
な
応
用
研
究
が
な
い

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
が
宗
勢
が
盛
り
上
が
ら
な
い
と
い
う
の

は
、
葬
儀
法
要
を
主
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
教
師
も
、
過
度
に
先
鋭
化
し
現
場
の
実
践
・
現
実
社
会
と
リ
ン
ク
し
な
い
研
究
も
、
現
状
で
は

人
々
の
幸
福
追
求
と
い
う
目
的
に
合
致
し
て
い
な
い
、
選
ん
で
も
ら
う
に
は
足
ら
な
い
と
い
う
社
会
か
ら
の
回
答
と
言
え
る
。
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両
者
の
あ
い
だ

実
は
、
批
判
仏
教
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
我
が
宗
門
の
研
究
者
・
勝
呂
信
静
は
早
く
か
ら
そ
の
警
告
を
発
し
て
い
た
。
勝
呂
は
昭
和
四

〇
年
に
出
版
し
た
『
日
蓮
思
想
の
根
本
問
題
』
に
お
い
て
、

今
日
の
布
教
は
ま
す
ま
す
技
術
化
し
て
実
践
と
か
け
離
れ
て
い
る
し
、
他
方
学
問
は
ま
す
ま
す
専
門
化
し
て
実
践
と
無
関
係
に
な
っ

て
い
る
。
両
者
の
へ
だ
た
り
が
今
後
と
も
一
そ
う
大
き
く
な
っ
て
行
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
今
日
の
仏
教
の
問
題
点
が
あ
る

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

最
近
の
仏
教
研
究
、
特
に
日
蓮
聖
人
や
法
華
経
の
思
想
に
関
す
る
研
究
が
、
聖
人
の
実
践
的
立
場
を
無
視
す
る
よ
う
な
方
向
に
お
い

て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
私
は
久
し
く
不
満
に
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
不
満
に
思
う
こ
と
は
、
こ
う
し
た
方
向

の
研
究
方
法
を
か
え
っ
て
正
当
視
す
る
よ
う
な
傾
向
が
学
界
に
あ
る
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
近
代
の
仏
教
学
は
、
学
問

と
信
仰
、
あ
る
い
は
思
想
と
実
践
と
を
分
離
す
る
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
盲
点
が
あ
る
と
私
は
考
え
る
…
一
三

と
言
っ
て
い
る
。
勝
呂
の
言
う
「
布
教
の
技
術
化
」
と
は
そ
の
精
神
性
無
視
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
で
あ
る
し
、「
学
問
の
専
門
化
」
と
は
実
践

性
の
無
視
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
勝
呂
の
指
摘
は
、
出
版
後
四
〇
年
を
経
て
も
色
褪
せ
て
お
ら
ず
、
ま
さ
に
炯
眼
で
あ
る
。

結
局
、
研
究
者
と
宗
教
実
践
者
の
距
離
と
い
う
の
は
、
本
来
仏
教
学
を
生
か
す
べ
き
宗
教
者
が
、
あ
ま
り
に
も
高
度
に
細
分
化
・
先
鋭

化
し
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
学
問
と
、
ま
た
専
門
化
し
て
し
ま
っ
た
宗
教
行
為
・
修
行
を
マ
ッ
チ
ン
グ
さ
せ
な
い
ま
ま
行
動
し
て
い
る
、
そ
う

せ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
問
題
な
の
で
あ
る
。

我
々
に
と
っ
て「
行
学
二
道
」は
両
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
の
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
大
学
と
い
う
場
は
学
問
の
場
で
あ
っ

て
修
行
の
場
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
学
問
と
修
行
を
別
々
に
や
ら
ざ
る
を
得
ず
、
行
と
学
を
表
裏
一
体
の
も
の
と
し
て
学
び
体
験
す
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る
機
会
が
な
い
と
い
う
不
幸
が
、
教
学
と
教
化
を
う
ま
く
両
立
さ
せ
ら
れ
な
い
結
果
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
無
理

に
学
制
の
中
に
僧
侶
の
育
成
も
組
み
入
れ
て
し
ま
い
、
宗
教
者
と
し
て
の
修
行
の
中
に
、
体
験
的
に
教
学
を
学
ぶ
機
会
が
組
み
入
れ
ら
れ

て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
法
器
養
成
の
上
で
も
重
大
な
欠
陥
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

ま
と
め
に
か
え
て

教
学
と
現
場
の
乖
離
を
考
え
る
た
め
に
、
昨
今
の
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
（
西
）
の
動
き
は
参
考
に
な
ろ
う
。
本
願
寺
派
は
平
成
一
四
年

一
二
月
の
定
期
集
会
で
大
転
換
を
迎
え
た
。
や
や
長
い
が
新
聞
報
道
を
引
用
す
る
。

合
格
祈
願
や
無
病
息
災
と
い
っ
た
現
世
利
益
を
求
め
な
い
た
め
、「
祈
ら
な
い
宗
教
」
と
さ
れ
て
き
た
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
（
京
都
市

下
京
区
、
本
山
・
西
本
願
寺
）
の
教
学
研
究
所
が
、「
祈
り
」
に
つ
い
て
「
宗
教
の
原
点
で
あ
り
本
質
だ
」
と
〝
公
認
〟
す
る
見
解
を
示

し
て
い
た
こ
と
が
九
日
、
明
ら
か
に
な
っ
た
。
浄
土
真
宗
は
宗
祖
・
親
鸞
聖
人
の
時
代
か
ら
、
現
世
の
欲
望
か
ら
来
る
祈
り
を
「
不
純

な
動
機
に
発
す
る
行
為
」
と
否
定
し
て
き
た
歴
史
が
あ
る
。（
略
）

宗
派
の
国
会
に
あ
た
る
定
期
宗
会
で
、
祈
り
を
否
定
す
る
考
え
方
に
疑
問
を
投
げ
掛
け
る
質
問
に
対
し
、〝
内
閣
法
制
局
長
官
〟
と
も

い
え
る
教
学
研
究
所
長
の
大
峯
顯
・
大
阪
大
名
誉
教
授
（
宗
教
哲
学
）
が
答
弁
。「『
祈
り
』
と
は
聖
な
る
も
の
と
人
間
と
の
内
面
的
な

あ
き
ら

魂
の
交
流
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
核
心
。『
祈
り
』
の
概
念
は
現
世
利
益
を
求
め
る
祈
と
う
よ
り
も
広
く
、
祈
り
な
く
し
て
宗
教
は

成
り
立
た
な
い
」
と
明
言
し
た
。（
略
）

他
の
あ
ら
ゆ
る
宗
教
が
「
祈
り
」
を
持
つ
中
で
、
大
峯
所
長
は
「（
真
宗
で
は
）
祈
り
の
概
念
を
論
理
的
に
整
理
し
て
こ
な
か
っ
た
た

め
矛
盾
感
が
表
面
化
し
て
き
た
」
と
説
明
。「
言
葉
の
表
面
的
な
意
味
で
『
真
宗
は
祈
ら
な
い
』
と
単
純
に
割
り
切
る
の
は
教
条
主
義

だ
。
死
へ
の
恐
怖
と
い
っ
た
人
間
の
根
源
的
な
問
題
に
答
え
ず
、『
現
世
利
益
は
求
め
な
い
』
と
言
っ
て
も
説
得
力
が
な
い
」
と
話
す
。
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「
宗
教
の
原
点
」
祈
り
を
公
認
「
不
純
な
動
機
」
の
解
釈
変
更

浄
土
真
宗
本
願
寺
派

平
成
一
四
年
一
二
月
一
〇
日

毎
日
新
聞
朝
刊
二
九
面

こ
れ
は
昭
和
五
六
年
に
内
部
的
に
提
起
さ
れ
た
「
教
学
な
き
現
場
と
現
場
な
き
教
学
」
と
い
う
問
題
（『
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
親
鸞
─
真

宗
信
仰
と
民
俗
信
仰
の
あ
い
だ
』
同
朋
舎
・
平
成
二
年
公
刊
）
か
ら
惹
起
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
教
学
な
き
現
場
と
は
、
寺
が
単
な
る
経

営
の
場
に
な
っ
て
い
く
こ
と
、
現
場
な
き
教
学
と
は
、
教
学
が
実
践
性
を
失
い
、
心
情
の
な
い
専
門
的
知
性
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
批

判
で
あ
る
。
寺
院
を
支
え
る
強
大
な
門
徒
集
団
を
以
て
し
て
も
、
人
々
の
素
朴
な
宗
教
的
要
求
（
現
世
利
益
の
欲
求
）
を
抑
え
る
こ
と
が

出
来
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
に
応
え
ら
れ
な
い
教
学
が
批
判
に
さ
ら
さ
れ
た
。
我
が
身
と
し
て
考
え
て
も
、
人
々
の
宗
教
的
欲
求
が
あ
る
の

に
そ
れ
に
僧
侶
が
答
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
の
は
相
当
な
ジ
レ
ン
マ
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
。

「
教
学
な
き
現
場
と
現
場
な
き
教
学
」
と
い
う
語
は
、
こ
れ
ま
で
記
し
て
き
た
如
く
我
が
宗
門
に
も
当
て
は
ま
ろ
う
。
我
々
は
教
学
と
現

場
を
つ
な
ぐ
何
か
を
見
失
っ
て
い
る
。
現
在
の
教
学
の
立
ち
位
置
に
も
問
題
が
あ
り
、
宗
教
実
践
者
に
も
同
様
に
問
題
が
あ
る
。
し
か
し

そ
の
問
題
を
お
互
い
に
補
完
し
あ
わ
ず
、
ま
る
で
背
を
向
け
て
別
々
の
方
向
に
走
り
出
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

研
究
者
は
現
場
実
践
を
顧
み
な
け
れ
ば
社
会
性
を
失
っ
て
埋
没
す
る
だ
け
だ
し
、
寺
離
れ
ど
こ
ろ
か
宗
教
離
れ
と
言
わ
れ
る
昨
今
、
宗
教

者
も
こ
の
ま
ま
自
分
の
足
下
を
固
め
な
い
ま
ま
安
住
し
て
い
て
は
、
人
々
の
要
請
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
い
ず
れ
仏
教
そ
の
も
の
が

死
に
絶
え
る
の
が
目
に
見
え
て
い
る
の
だ
。

我
が
宗
門
の
目
的
、
社
会
教
化
は
、
宗
憲
第
二
条
に
「（
略
）
三
大
秘
法
を
宗
旨
と
し
て
法
華
経
を
行
じ
且
つ
あ
ら
ゆ
る
思
想
を
開
顕
し

て
妙
法
に
帰
せ
し
め
、
も
っ
て
即
身
成
仏
、
仏
国
土
顕
現
を
思
想
と
す
る
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
明
確
に
現
世
の
幸
福
を
願
う
こ
と
（
即
身

成
仏
＝
仏
国
土
顕
現
）
で
あ
っ
て
、
本
来
人
々
の
幸
福
追
求
の
目
的
に
合
致
し
て
お
り
、
教
学
的
に
も
本
願
寺
派
の
よ
う
に
方
向
を
変
え

る
必
要
す
ら
な
い
。
し
か
し
本
願
寺
派
の
大
転
換
は
、
我
々
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
こ
と
を
特
記
す
る
必
要
が
あ
る
。
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教
学
と
宗
教
実
践
、
す
な
わ
ち
行
と
学
に
つ
い
て
、
我
々
は
祖
師
の
遺
誡
を
信
じ
、
両
立
さ
せ
よ
う
と
努
力
し
て
き
た
。

行
学
の
二
道
を
は
げ
み
候
べ
し
。
行
学
た
へ
な
ば
仏
法
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
我
も
い
た
し
人
を
も
教
化
候
へ
。
行
学
は
信
心
よ
り
を

こ
る
べ
く
候
。
力
あ
ら
ば
一
文
一
句
な
り
と
も
か
た
ら
せ
給
べ
し
。

『
諸
法
実
相
鈔
』
の
一
章
に
、
ど
れ
だ
け
多
く
の
先
師
が
鼓
舞
さ
れ
、
微
力
を
尽
く
し
て
一
文
一
句
を
述
べ
「
教
化
」
し
て
き
た
で
あ
ろ

う
か
。
し
か
し
最
蓮
房
に
宛
て
ら
れ
た
本
書
は
近
代
仏
教
学
の
成
果
に
よ
れ
ば
偽
書
と
も
言
わ
れ
る
。
ま
た
最
蓮
房
そ
の
も
の
の
存
在
す

ら
否
定
す
る
研
究
も
あ
る
。
我
々
は
ど
う
整
合
さ
せ
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
羅
列
さ
れ
た
学
説
を
統
合
し
て
実
践
性
を

持
た
せ
る
よ
う
な
研
究
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
教
化
「
学
」
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
教
化
を
分
析
だ
け
し
て
統
合
で
き
ず
実
践
性

を
喪
失
す
る
、
と
い
う
近
代
仏
教
学
の
失
敗
一
四

を
繰
り
返
さ
な
い
こ
と
だ
け
を
祈
る
。
種
々
の
遺
漏
を
認
め
つ
つ
も
、
規
定
の
紙
幅
を
超

え
て
い
る
の
で
擱
筆
す
る
。

（
平
成
一
九
年
一
一
月
三
〇
日
脱
稿
）

※
浄
土
真
宗
の
転
換
に
つ
い
て
資
料
等
教
示
賜
っ
た
梅
澤
宣
雄
師
と
、
重
要
な
示
唆
を
賜
っ
た
服
部
即
明
師
、
影
山
教
俊
師
に
謝
意
を
表

し
ま
す
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

一

本
稿
に
お
い
て
基
本
的
に
敬
称
は
付
し
て
い
な
い
が
、
体
裁
上
の
問
題
で
あ
り
他
意
は
な
い
の
で
諒
と
さ
れ
た
い
。
研
究
の
現
場

か
ら
離
れ
て
十
五
年
以
上
た
つ
が
、
本
稿
は
客
観
研
究
に
没
頭
し
て
い
た
自
分
へ
の
反
省
を
込
め
た
も
の
で
あ
る
。

二

平
成
一
九
年
五
月
二
六
日
付
け
京
都
新
聞
の
記
事
に
よ
る
と
、「
種
智
院
大
学
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
学
部
名
に
よ
っ
て
「
仏
教
」

に
固
定
さ
れ
が
ち
で
、
社
会
福
祉
学
科
を
受
験
生
に
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
難
し
い
な
ど
、
学
生
募
集
の
際
に
不
利
に
な
っ
て
い
た
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と
い
う
。
大
学
間
で
受
験
生
獲
得
競
争
が
激
し
く
な
る
中
、
仏
教
学
部
の
名
称
を
変
更
す
る
こ
と
に
し
た
。
学
内
か
ら
反
対
の
声
は

な
か
っ
た
と
い
う
」
と
あ
る
。
仏
教
が
学
生
募
集
に
「
不
利
」
で
あ
る
と
い
う
正
直
な
告
白
で
あ
る
。

http://w
w
w
.kyoto-np.co.jp/article.php?m

id=P2007052600014&
genre=G1&

area=K
1I

三

近
年
、
非
実
学
系
の
学
部
学
科
の
低
迷
が
叫
ば
れ
る
が
、
宗
教
学
の
分
野
で
は
、
社
会
学
の
「
社
会
調
査
士
」
を
モ
デ
ル
と
し
て
、

日
本
宗
教
学
会
が
中
心
と
な
っ
て
「
宗
教
文
化
士
（
仮
称
）」
と
い
う
認
定
資
格
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
を
模
索
し
て
い
る
。
こ
れ
は

明
ら
か
に
肩
書
き
に
よ
っ
て
学
生
の
就
職
を
サ
ポ
ー
ト
し
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。（『
中
外
日
報
』平
成
一
九
年
九
月
二
二
日
号
）

四

平
成
一
九
年
一
〇
月
二
三
日
付
け
京
都
新
聞
（「
仏
教
学
部
、
四
五
年
ぶ
り
復
活

佛
教
大
、「
看
板
」
前
面
に
人
材
育
成
」）

http://w
w
w
.kyoto-np.co.jp/article.php?m

id=P2007102300159&
genre=G1&

area=K
1A

五

拙
稿
「
教
学
研
究
を
め
ぐ
る
批
判
的
覚
え
書
き
」（『
行
道
第
五
号
』
日
蓮
宗
霊
断
師
会
・
平
成
一
九
年
）
に
少
し
詳
し
く
ふ
れ
た

こ
と
が
あ
る
の
で
往
見
さ
れ
た
い
。

六

批
判
さ
れ
た
如
来
蔵
思
想
の
研
究
者
・
高
崎
直
道
は
「（
た
だ
し
、〝
あ
れ
か
こ
れ
か
〟
に
対
し
、〝
何
で
も
か
で
も
〟
は
論
外
と
し

て
も
、〝
あ
れ
も
こ
れ
も
〟
と
い
う
会
通
の
立
場
が
全
く
認
め
ら
れ
な
い
と
は
い
え
ま
い
。
研
究
発
表
の
度
に
信
仰
告
白
を
強
い
ら
れ

て
は
た
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。）」
と
括
弧
付
き
で
困
惑
を
表
現
し
て
い
る
。
高
崎
直
道
「
最
近
十
年
の
仏
教
学
─
仏
教
思
想
学
会

十
年
に
ち
な
ん
で
─
」（『
仏
教
学
第
三
六
号
』
仏
教
思
想
学
会
・
平
成
六
年
）
九
頁

criticalbud

七

松
本
史
郎
「
批
判
と
し
て
の
学
問
」（『
批
判
仏
教

dhism

』
大
蔵
出
版
・
平
成
二
年
）
九
四
頁

八

Ｊ
・
ハ
バ
ー
ド
「
批
判
仏
教
の
背
景
の
批
判
的
考
察
」（『
南
山
宗
教
文
化
研
究
所

研
究
所
報

第
九
号
』
南
山
宗
教
文
化
研
究

所
・
平
成
一
一
年
）
二
一
〜
二
二
頁

九

近
年
で
は
そ
の
所
謂
「
学
問
の
タ
コ
壺
的
状
況
」
を
憂
慮
し
て
、
積
極
的
に
分
野
の
枠
を
超
え
た
学
際
的
研
究
を
推
進
し
よ
う
と

す
る
動
き
が
あ
る
。
例
え
ば
平
成
一
四
年
に
「
日
本
仏
教
研
究
会
」
の
後
を
承
け
て
設
立
さ
れ
た
「
日
本
仏
教
綜
合
研
究
学
会
」
な
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ど
は
そ
の
例
で
あ
ろ
う
。

A
m
erican

A
cadem

y
of

一
〇

平
成
五
年
、
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
（

Religion

）
で
も
批
判
仏
教
は
主
要
な
テ
ー
マ
と
位
置
づ
け
ら
れ
、

そ
れ
は
「
今
日
の
学
問
に
お
け
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
傾
向
、
傍
観
者
的
な
研
究
者
と
熱
心
な
宗
教
実
践
者
と
の
分
離
、
そ
し
て
学
問

に
お
け
る
社
会
的
行
動
主
義
の
立
場
」
と
評
さ
れ
た
。

一
一

例
え
ば
法
事
が
少
な
く
な
っ
た
と
い
う
実
感
は
多
く
の
教
師
が
共
有
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
葬
儀
も
既
存
の
宗
教
行
為
を
成
さ

ず
、
直
接
火
葬
場
で
火
葬
し
て
公
営
墓
地
に
埋
葬
、
あ
る
い
は
散
骨
な
ど
す
る
所
謂
「
直
葬
」
が
増
え
て
い
る
こ
と
は
御
承
知
の
通

り
で
あ
る
。

上
田
紀
行
『
が
ん
ば
れ
仏
教
！

お
寺
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
・
平
成
一
六
年
）
の
「
は
し
が
き
」
に
登
場

す
る
一
般
大
学
に
通
う
寺
院
子
弟
の
言
葉
は
、
端
的
に
葬
式
仏
教
崩
壊
の
不
安
を
指
摘
し
て
い
る
し
、
我
々
、
特
に
若
い
世
代
は
そ

の
不
安
は
共
有
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
二

簡
単
に
言
え
ば
教
相
判
釈
は
現
代
の
社
会
で
は
説
得
力
を
持
っ
て
い
な
い
し
、
同
様
に
（
我
々
専
門
家
は
と
も
か
く
一
般
大
衆
に

は
）
経
典
そ
の
も
の
が
説
得
力
を
持
っ
て
い
な
い
。
教
学
は
直
接
宗
教
的
情
操
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。

一
三

勝
呂
信
静
『
日
蓮
思
想
の
根
本
問
題
』（
教
育
新
潮
社
・
昭
和
四
〇
年
一
二
月
）
四
〜
五
頁

一
四

前
田
惠
學
、
玉
城
康
四
郎
、
平
川
彰
、
吉
津
宜
英
な
ど
が
文
献
学
偏
重
の
弊
害
を
指
摘
し
、
現
在
の
葬
式
仏
教
の
中
で
ど
の
よ
う

に
仏
教
に
生
命
力
を
吹
き
込
む
か
、
と
い
う
様
々
な
提
案
を
な
し
て
い
る
。
前
出
拙
稿
往
見
。

も
う
一
点
、
現
代
の
よ
う
な
教
学
が
成
立
す
る
以
前
、
僧
侶
は
宗
教
実
践
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
を
考
え
る
必

要
が
あ
る
。
宗
教
の
本
質
が
教
学
そ
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
本
稿
中
に
指
示
し
て
い
る
が
、
影
山
教
俊
師
の
社
会
制
度
上
か
ら
の

検
討
は
傾
聴
に
値
す
る
。
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