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こ
の
度
の
大
会
テ
ー
マ
「
信
仰
と
は
何
か
」
は
、
私
た
ち
が
自
明
な
こ
と
と
し
て
い
る
仏
陀
釈
尊
も
し
く
は
仏
教
を
信
じ
る
と
い
う
事

態
を
あ
ら
た
め
て
主
体
的
に
問
い
直
す
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
さ
ら
に
そ
の
テ
ー
マ
を
「
仏
弟
子
と
い
う
こ
と
」

の
サ
ブ
テ
ー
マ
で
限
定
す
る
こ
と
は
、
仏
教
の
歴
史
が
、
釈
尊
の
教
説
を
信
受
（
信
楽
受
持
）
し
伝
承
し
よ
う
と
し
て
き
た
仏
弟
子
の
歩

み
を
本
質
と
す
る
と
い
う
理
解
に
も
と
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

親
鸞
は
浄
土
真
宗
と
し
て
仏
教
を
顕
ら
か
に
す
る
課
題
を
生
き
た
。
い
さ
さ
か
図
式
的
に
す
ぎ
る
が
、
源
空
を
行
の
念
仏
者
、
一
遍
を

証
の
念
仏
者
と
呼
ぶ
な
ら
ば
親
鸞
は
信
の
念
仏
者
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
親
鸞
は
み
ず
か
ら
の
信
を
教
学
の
問
題
と
し
て
徹
底
的
に
問

い
直
し
た
。
親
鸞
の
『
顕
浄
土
真
実
信
文
類
三
』（『
教
行
信
証
』
信
巻
）
に
は
、
真
実
信
心
の
具
体
的
な
あ
り
方
と
し
て
「
真
仏
弟
子
」

が
取
り
上
げ
て
ら
れ
て
い
る
。
親
鸞
は
、
仏
教
を
信
じ
る
具
体
的
な
事
実
と
し
て
「
わ
れ
ら
」
に
実
現
す
る
、
つ
ま
り
真
実
の
信
に
よ
っ

て
実
現
す
る
仏
弟
子
と
は
ど
の
よ
う
な
生
き
方
を
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
、
真
摯
に
問
う
た
仏
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。

　

仏
弟
子
と
い
う
概
念
が
僧
伽
と
い
う
共
同
体
を
前
提
と
し
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
、
仏
弟
子
の
要
件
は
、
た
ん
に
教
理

的
理
解
や
主
観
的
心
境
に
終
わ
っ
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
終
わ
せ
て
は
な
ら
ず
、
み
ず
か
ら
と
他
者
と
の
関
わ
り
方
、
つ
ま
り
世
に
処
し
て
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い
く
主
体
の
あ
り
方
に
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
視
点
を
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
親
鸞
の
仏
弟
子
観
を
問
う
こ
と
は
そ

の
ま
ま
親
鸞
の
僧
伽
観
（
も
し
く
は
三
宝
観
）
を
問
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
浄
土
真
宗
が
在
家
仏
教
と
し
て
、「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」
さ
ら
に
は
五
逆
・
謗
法
・
一
闡
提
と
い
う
罪
悪
を
生
き
る
存
在
を

仏
弟
子
と
い
う
課
題
の
な
か
で
包
も
う
と
す
る
と
き
、
大
き
な
問
い
が
立
ち
ふ
さ
が
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
は
釈
尊
の
「
お
前
た
ち

の
た
め
に
わ
た
し
が
説
い
た
教
え
と
わ
た
し
の
制
し
た
戒
律
と
が
、
わ
た
し
の
死
後
に
お
前
た
ち
の
師
と
な
る
の
で
あ
る
」（『
ブ
ッ
ダ
最

後
の
旅
』
岩
波
文
庫
、
一
五
五
頁
）
と
い
う
遺
教
を
継
承
す
る
も
の
に
と
っ
て
、
戒
律
を
た
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
も
ま
た
仏
弟
子

で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
破
戒
、
も
し
く
は
無
戒
で
あ
っ
て
、
な
お
仏
弟
子
で
あ
り
う
る
の
か
、
当
時
の
顕
密

仏
教
か
ら
の
厳
し
い
問
い
か
け
の
な
か
に
親
鸞
は
生
き
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
親
鸞
に
お
け
る
「
戒
」
と
「
信
」
と
の
理
解
を
問
う
こ

と
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

　

確
か
に
親
鸞
は
源
空
の
継
承
者
と
し
て
戒
律
を
ま
も
る
か
、
ま
も
ら
な
い
か
を
往
生
の
条
件
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
明
確
に
否
定
し

て
い
る
。
し
か
し
戒
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
仏
弟
子
と
し
て
の
要
素
ま
で
も
否
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
問
題
が
あ
る
。
親
鸞

は
仏
弟
子
の
要
件
と
し
て
仏
教
の
歴
史
が
保
持
し
て
き
た
す
べ
て
の
戒
と
い
う
意
義
を
否
定
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
親
鸞
は
、
従
来
の
仏
弟

子
と
い
う
概
念
を
信
と
い
う
視
点
か
ら
再
考
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。
真
の
仏
弟
子
で
あ
る
こ
と
を
決
定
す
る
の
は
、
戒
で
あ
る
の

か
、
信
で
あ
る
の
か
。

　

セ
ッ
シ
ョ
ン
７
で
は
、
二
人
の
浄
土
真
宗
の
研
究
者
が
、
親
鸞
、
も
し
く
は
そ
の
継
承
者
に
お
け
る
仏
弟
子
理
解
を
明
ら
か
に
す
る
と

い
う
課
題
の
も
と
に
発
表
し
た
。
短
い
発
表
時
間
と
い
う
限
定
の
な
か
で
、
な
い
も
の
ね
だ
り
で
あ
る
こ
と
は
十
分
承
知
し
て
、
以
下
、

私
自
身
が
両
氏
か
ら
教
示
を
受
け
た
い
こ
と
を
示
し
て
発
表
へ
の
コ
メ
ン
ト
と
す
る
。
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新
光
晴
氏
（
高
田
短
期
大
学
）
の
「
親
鸞
と
そ
の
門
弟
に
お
け
る
大
乗
戒
」
は
、
親
鸞
と
そ
の
門
弟
、
と
く
に
親
鸞
面
授
の
弟
子
で
あ

り
高
田
門
徒
を
指
導
し
た
顕
智
と
の
大
乗
戒
理
解
に
つ
い
て
の
異
同
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

氏
の
発
表
は
、
高
田
専
修
寺
に
保
存
さ
れ
る
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
資
料
『
見
聞
』（『
影
印　

高
田
古
典
〔
第
三
巻
〕
顕
智

上
人
集 

中
』
で
氏
自
身
が
解
説
を
担
当
さ
れ
て
い
る
）
を
取
り
上
げ
て
、
ま
た
善
鸞
事
件
と
高
田
門
徒
と
の
関
係
な
ど
に
注
目
し
て
、
高

田
門
徒
に
お
け
る
大
乗
戒
理
解
に
つ
い
て
新
し
い
視
点
を
提
供
す
る
発
表
で
あ
っ
た
。

　

氏
は
、「
親
鸞
晩
年
の
義
絶
事
件
以
後
、
高
田
門
徒
に
お
い
て
は
戒
律
に
つ
い
て
言
及
し
た
本
が
伝
え
ら
れ
て
い
く
」（
発
表
レ
ジ
ュ
メ
）

相
伝
本
の
一
つ
と
し
て
の
『
見
聞
』
を
取
り
上
げ
て
考
察
す
る
。
そ
の
結
論
と
し
て
、
氏
は
発
表
の
な
か
で
親
鸞
は
、「
弟
子
一
人
も
も
た

ず
」
と
い
う
立
場
を
堅
持
し
た
が
、
真
仏
と
と
も
に
高
田
門
徒
を
形
成
し
た
顕
智
は
そ
れ
と
異
な
り
、
教
団
の
統
率
と
維
持
と
い
う
課
題

を
担
っ
た
と
し
て
、「
親
鸞
遺
弟
達
の
質
的
変
化
に
、
そ
の
後
の
教
団
が
託
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
注
意
を
向
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
」（
発
表

レ
ジ
ュ
メ
）
と
主
張
し
て
い
る
。
た
だ
顕
智
が
「
ひ
じ
り
」
的
性
格
を
強
く
有
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、『
見
聞
』
な
ど
の
相

伝
本
の
な
か
に
示
さ
れ
る
戒
律
の
文
書
の
み
で
、
上
述
し
た
よ
う
な
結
論
を
導
き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、『
見
聞
』

の
冒
頭
は
、
筆
者
が
発
表
で
紹
介
し
た
「
セ
ウ
カ
チ
」
に
関
わ
る
文
で
あ
る
が
、
そ
の
直
後
に
は
源
空
の
法
語
に
よ
っ
て
齋
戒
に
対
し
て

批
判
的
に
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
『
見
聞
』
な
ど
の
引
用
の
実
際
が
、
概
ね
「
食
」
と
「
薬
種
」
に
関
連
す
る
も
の
が
多
い
こ
と
が
た
だ

ち
に
「
教
団
の
統
率
と
そ
の
維
持
に
重
点
が
置
か
れ
て
く
る
こ
と
を
示
し
て
い
」（
レ
ジ
ュ
メ
）
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
ま
た
律
と
い
う
生

活
の
問
題
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
教
団
の
統
率
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
も
っ
た
の
か
、
も
し
く
は
教
団
の
統
率
の
た
め
に
こ

れ
ら
の
文
が
用
い
ら
れ
た
の
か
、「
親
鸞
遺
弟
た
ち
の
質
的
変
化
に
、
そ
の
後
の
教
団
が
託
さ
れ
て
い
く
」（
レ
ジ
ュ
メ
）
と
す
る
質
的
変

化
は
ど
の
よ
う
な
具
体
的
な
状
況
を
い
う
の
か
。
こ
れ
ら
の
点
は
発
表
だ
け
で
は
明
確
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
論
文
を
楽
し
み
に
し
た
い
。
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さ
て
氏
は
、
親
鸞
の
弟
子
観
を
検
討
す
る
た
め
に
、『
歎
異
抄
』
第
六
章
の
「
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
さ
ふ
ら
う
…
…
」、『
唯
信
鈔

文
意
』
な
ど
の
末
尾
の
文
「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
の
、
文
字
の
こ
ゝ
ろ
も
し
ら
ず
…
…
」、
ま
た
親
鸞
が
晩
年
に
写
し
た
『
西
方
指
南
抄
』

下
末
に
あ
る
「
ひ
ろ
く
、
有
智
無
智
、
有
罪
無
罪
、
善
人
悪
人
、
持
戒
破
戒
、
と
う
と
き
も
い
や
し
き
も
、
男
も
女
も
、
…
…
」
と
い
う

源
空
の
法
語
な
ど
を
引
用
し
て
、
親
鸞
が
源
空
の
教
示
し
た
往
生
に
持
戒
破
戒
を
え
ら
ば
な
い
立
場
を
遵
守
し
た
と
主
張
す
る
。
ま
た
氏

は
、「
親
鸞
自
筆
の
「
浄
肉
文
」
に
は
肉
食
の
可
否
を
記
し
て
、
関
東
門
弟
の
現
状
を
諭
し
、
珍
し
く
和
合
僧
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
」

と
指
摘
す
る
。
確
か
に
こ
れ
ら
は
親
鸞
の
師
弟
観
を
示
す
有
力
な
証
文
で
あ
る
が
、
親
鸞
は
「
自
身
を
師
と
す
る
教
団
を
組
織
さ
せ
な
か

っ
た
」（
発
表
レ
ジ
ュ
メ
）
と
ま
で
断
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
つ
ま
り
親
鸞
が
考
え
て
い
た
「
門
徒
」
と
、
私
た
ち
が
イ
メ
ー
ジ
す

る
「
教
団
」
と
の
隔
た
り
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

氏
の
発
表
の
中
心
課
題
が
門
弟
・
顕
智
の
大
乗
戒
へ
の
注
目
で
あ
っ
た
こ
と
を
差
し
引
い
て
も
、
親
鸞
自
身
の
仏
弟
子
観
や
戒
律
へ
の

検
証
は
不
十
分
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
で
き
れ
ば
『
教
行
信
証
』
な
ど
の
親
鸞
自
身
の
思
索
に
見
え
る
戒
律
観
を
尋
ね
る
必
要
が
あ
る
。

親
鸞
自
身
の
引
用
で
い
え
ば
、
信
巻
の
「
真
仏
弟
子
釈
」
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、「
唯
清
浄
有
戒
者
」（『
平
等
覚
経
』）
と
い
う
語
や
、
化

身
土
巻
の
『
末
法
灯
明
記
』
の
理
解
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
し
、
と
く
に
大
乗
戒
に
つ
い
て
は
源
空
を
「
一
心
金
剛
の
戒

師
と
す
」（『
高
僧
和
讃
』
源
空
第
六
首
）
す
る
こ
と
な
ど
に
目
配
り
を
し
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
親
鸞
の
戒
律
観

を
顕
智
を
中
心
と
す
る
高
田
門
徒
は
ど
の
よ
う
に
受
容
し
た
の
か
も
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
か
ら
の
戒
と
信
と
の
緊
張
関
係
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
す
る
新
氏
か
ら
の
答
え
は
、
親
鸞
は
戒
の
こ
と
に
つ
い
て
は

言
及
し
て
い
な
い
と
い
う
答
え
で
あ
っ
た
が
、
上
述
し
た
よ
う
に
親
鸞
の
引
用
文
に
は
戒
に
関
わ
る
も
の
も
多
数
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
か

ら
、
検
証
は
必
要
で
は
な
い
か
と
思
う
。　

さ
ら
に
氏
の
手
法
か
ら
す
れ
ば
、
親
鸞
や
顕
智
の
生
き
た
時
代
に
お
け
る
顕
密
仏
教
や
他
流
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に
お
け
る
大
乗
戒
の
受
容
の
様
子
に
つ
い
て
は
簡
単
に
で
も
言
及
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

発
表
レ
ジ
ュ
メ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
も
紹
介
さ
れ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
論
文
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
も
の
と
期
待
し
た

い
。

　

嵩
満
也
氏
（
龍
谷
大
学
）
の
「
親
鸞
に
お
け
る
真
仏
弟
子
釈
の
現
代
的
意
義
」
は
、
親
鸞
の
「
真
仏
弟
子
」
と
い
う
教
学
的
主
題
が
も

つ
現
代
に
お
け
る
意
義
を
問
い
直
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

嵩
氏
の
発
表
は
、
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
信
巻
の
主
題
群
の
な
か
で
も
他
の
主
題
が
教
理
問
題
と
直
接
結
び
つ
く
の
に
対
し
て
、「
真
仏

弟
子
」
と
い
う
主
題
は
「
教
え
を
実
践
す
る
仏
弟
子
と
い
う
歴
史
的
な
存
在
を
問
題
と
し
て
い
る
」「
仏
教
の
歴
史
の
本
質
は
、
仏
弟
子
に

よ
る
教
法
の
実
践
に
あ
る
。
教
法
を
現
実
の
中
で
問
い
続
け
る
営
み
の
中
に
仏
教
は
伝
統
さ
れ
て
き
た
」（
レ
ジ
ュ
メ
）
と
位
置
づ
け
、

「
親
鸞
の
真
仏
弟
子
釈
の
理
解
を
手
が
か
り
に
、
現
代
に
お
い
て
仏
弟
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
」
を
考
え
た

い
と
し
て
い
る
。
と
く
に
真
実
証
の
実
現
と
い
う
一
点
、
つ
ま
り
「
超
証
大
涅
槃
」
を
も
っ
て
真
仏
弟
子
と
し
た
親
鸞
の
意
図
を
く
み
取

り
、
そ
こ
に
親
鸞
の
仏
弟
子
観
の
現
代
的
意
義
を
見
出
そ
う
と
す
る
視
点
は
、
基
本
的
で
あ
り
、
か
つ
重
要
で
あ
る
と
思
う
。

　

嵩
氏
は
、
発
表
の
趣
旨
を
、
ま
ず
親
鸞
の
信
文
類
に
展
開
さ
れ
る
真
仏
弟
子
釈
を
信
巻
全
体
の
脈
絡
の
な
か
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、

次
に
、
思
想
的
な
特
色
を
教
理
的
背
景
、
歴
史
的
社
会
的
状
況
と
の
関
係
に
留
意
し
て
検
討
し
た
い
と
し
、
そ
の
具
体
的
課
題
と
し
て
、

親
鸞
が
「
真
仏
弟
子
」
の
「
真
」
を
「
仮
」
と
「
偽
」
に
対
す
る
あ
り
方
と
し
て
捉
え
る
意
図
、
ま
た
「
仏
弟
子
」
を
「
釈
迦
」
の
み
な

ら
ず
「
諸
仏
」
と
い
う
言
葉
を
併
せ
て
い
る
意
図
に
つ
い
て
検
討
し
、
最
後
に
「
現
代
に
お
い
て
仏
弟
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ど
の
よ

う
な
こ
と
な
の
か
」（
発
表
レ
ジ
ュ
メ
）
を
論
じ
た
い
と
す
る
。
上
記
の
課
題
に
し
た
が
っ
て
、
氏
の
発
表
は
、『
教
行
信
証
』
の
信
巻
に
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二
六
二

お
け
る
真
仏
弟
子
釈
の
次
第
に
そ
っ
て
展
開
さ
れ
た
。

　

発
表
の
な
か
で
教
理
的
背
景
、
歴
史
的
社
会
的
状
況
の
一
つ
と
し
て
「『
興
福
寺
奏
状
』
へ
の
批
判
」
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た
。
歴
史
的

に
み
れ
ば
、
親
鸞
の
真
仏
弟
子
釈
は
、
源
空
に
対
す
る
顕
密
仏
教
か
ら
の
批
難
に
応
答
す
る
と
い
う
視
点
も
あ
る
。
例
え
ば
、
親
鸞
が
専

修
念
仏
停
止
の
縁
と
な
っ
た
と
理
解
し
た
解
脱
房
貞
慶
草
『
興
福
寺
奏
状
』
は
、
そ
の
第
三
失
に
お
い
て
「
専
修
専
修
、
汝
は
誰
が
弟
子

ぞ
、
誰
か
か
の
弥
陀
の
名
号
を
教
へ
た
る
、
誰
か
そ
の
安
養
浄
土
を
示
し
た
る
。
憐
む
べ
し
、
末
生
に
し
て
本
師
の
名
を
忘
れ
た
る
こ

と
。」
と
源
空
を
弾
劾
し
、
明
恵
房
高
弁
が
源
空
の
没
後
に
出
し
た
『
於
一
向
専
修
宗
選
択
集
中
摧
邪
輪
』
下
に
は
源
空
が
犯
戒
を
す
す
め

て
い
る
と
し
て
「
是
れ
豈
に
所
化
を
し
て
犯
戒
を
勧
め
し
む
る
に
あ
ら
ず
や
。
凡
そ
大
邪
見
の
重
過
、
不
可
思
議
、
不
可
思
議
な
り
。
汝

ハ
唯
、
念
仏
者
の
導
師
と
為
る
に
足
ら
ざ
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
剰
え
念
仏
者
の
悪
知
識
た
り
」
と
批
判
し
、
親
鸞
が
真
仏
弟
子
の
根
拠
と

し
た
同
じ
善
導
の
真
仏
弟
子
釈
を
批
判
の
証
文
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
対
偽
」「
対
仮
」
と
い
う
課
題
は
こ
の
よ
う
な
仏
教
内
の
聖
道

門
、
ま
た
仏
教
外
の
思
想
か
ら
の
批
判
も
視
野
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
親
鸞
が
化
身
土
巻
に
お
い
て
引
用
す
る
『
弁
正
論
』

で
は
、
老
子
、
周
公
、
孔
子
の
名
前
を
あ
げ
て
、「
こ
れ
如
来
の
弟
子
と
し
て
化
を
な
す
と
い
え
ど
も
、
す
で
に
邪
な
り
。
た
だ
こ
れ
世
間

の
善
な
り
」（
化
身
土
文
類
）
と
真
・
正
と
偽
・
邪
を
対
応
さ
せ
て
い
る
。

　

親
鸞
は
、
信
仰
の
な
か
に
、
信
仰
の
病
を
見
出
し
、
自
他
と
も
に
そ
の
こ
と
に
対
決
し
て
い
く
こ
と
を
探
求
し
た
。
ま
た
親
鸞
は
、
仏

弟
子
で
あ
る
こ
と
を
自
明
の
こ
と
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
の
問
題
意
識
が
親
鸞
に
、
善
導
が
深
心
の
問
題
と
し
て
提
起
し
た
「
真
の
」「
仏

弟
子
」
と
は
何
か
と
い
う
主
題
に
注
目
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
真
で
あ
る
た
め
に
は
「
偽
に
対
し
」「
仮
に
対
す
る
」
こ
と
が
不
可
避

の
課
題
な
の
で
あ
る
。
私
自
身
は
、
こ
の
「
対
偽
対
仮
」
と
い
う
あ
り
方
を
歴
史
的
社
会
的
状
況
の
な
か
で
具
現
化
し
た
の
が
「
已
に
僧

に
非
ず
俗
に
非
ず
」
の
表
明
で
あ
っ
た
と
理
解
し
て
い
る
（
拙
論
「
已
に
僧
に
非
ず
俗
に
非
ず
」）。
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
か
ら
の
親
鸞
が
も
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二
六
三

っ
た
仏
弟
子
の
要
件
と
し
て
の
戒
と
信
と
の
緊
張
関
係
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
し
て
は
、「
従
来
の
仏
弟
子
の
条
件
で
あ
っ
た
戒
に
含
ま

れ
る
関
係
存
在
で
あ
る
人
間
と
し
て
の
責
任
を
、
親
鸞
の
信
心
理
解
は
内
実
と
し
て
含
ん
で
い
る
」
と
い
う
理
解
で
あ
っ
た
よ
う
に
受
け

と
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　

発
表
題
目
で
も
あ
る
「
親
鸞
に
お
け
る
真
仏
弟
子
釈
の
現
代
的
意
義
」
に
つ
い
て
は
時
間
の
都
合
で
割
愛
さ
れ
た
の
で
、
論
文
に
お
い

て
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
か
に
期
待
し
た
い
。
お
そ
ら
く
親
鸞
の
「
仏
弟
子
」
と
し
て
の
自
覚
に
つ
い
て
「
浄
土
の
大
菩
提
心
に
生
き

る
存
在
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
信
が
単
に
主
観
的
な
心
境
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
自
利
利
他
と
い
う
課
題
を
能
動
的
に
生

き
る
具
体
性
と
し
て
展
開
し
て
い
か
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
た
だ
「
現
代
的
意
義
を
問
う
」
と
い
う
こ
と
は
、
宗
祖
親
鸞
の

教
学
的
立
場
を
踏
襲
し
た
り
敷
衍
し
た
り
す
る
の
み
で
は
宗
派
的
関
心
を
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
氏
の
「
親
鸞
の
仏
弟
子
と
し
て
の
自

覚
が
現
代
の
私
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
視
座
を
与
え
て
く
れ
る
の
か
」
と
い
う
課
題
が
ど
の
よ
う
な
方
法
論
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る
の
か
、

論
文
を
楽
し
み
に
し
た
い
。




