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大

谷

大

学

ア
メ
リ
カ
の
宗
教
学
者
で
あ
る
Ｓ
・
ギ
ル
（S

a
m
 
G
ill

）
教
授
は

祈
り

を

人
間
と
神
聖
な
存
在
や
精
神
的
存
在
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン

（h
u
m
a
n co

m
m
u
n
ica
tio
n w

ith d
iv
in
e a
n
d sp

iritu
a
l en

tities

）
と
説
明
し
て

１
い
る
。
日
本
の
各
種
辞
典
を
み
て
も
、
祈

り
は

神
仏
に
請
い
願
う

２
こ
と

、

広
義
に
お
い
て
人
間
と
神
と
の
内
面
的
交
通
、
生
け
る
人
格
的
接
触
、

３
対
話

、
あ
る
い
は

神
と

信
仰
者
と
の

４
対
話

な
ど
と
、
同
様
の
定
義
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
言
で
祈
り
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
様
々
な
宗
教
的
行
為
を
含

ん
で
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

キ
リ
ス
ト
教
大
事
典

に
よ
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
祈
り
の
概
念
の
な
か
に
は
賛
美

（p
ra
ise

）・
感
謝
（th

a
n
k
sg
iv
in
g
s

）・
悔
い
改
め
（p

en
iten

ce

）・
祈
願
（p

etitio
n

）・
執
成
（in

tercessio
n

）
な
ど
が
含

５
ま
れ
、
ギ
ル

に
よ
る
と
仏
教
の
祈
り
の
な
か
に
は
瞑
想
的
称
名
（m

ed
ita
tio
n
a
l
 
recita

tio
n

）・
経
典
の
読
誦
（scrip

tu
ra
l
 
recita

tio
n

）・
真
言

（m
a
n
tra

）・
菩
薩
の
誓
願
（b

o
d
h
isa
ttv
a
 
v
o
w
s

）
な
ど
を
も
含
め
る
こ
と
が
で

６
き
る
。
ま
た

祈
り

を
よ
り
広
い
意
味
で

人
間
の

不
安
や
期
待
に
対
す
る
宗
教
的
解
決
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
願
い
や

７
行
為

と
了
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に

祈
り

の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
本
論
で
は

祈
り

を
広
義
に
捉
え
、
平
安
時
代
に
生
き
た
天
台
宗
の
千
観

（
九
一
八
｜
九
八
三
）
が
著
し
た

十
願
発
心
記

に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
な
か
に
見
ら
れ
る

十
願

を
取
り
上
げ
、
千
観
の

え
た

千
観
の
祈
り
（
ロ
バ
ー
ト
・
Ｆ
・
ロ
ー
ズ
）
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祈
り

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を

察

８
す
る
。

一

十
世
紀
の
半
ば
ご
ろ
か
ら
、
比
叡
山
で
は
天
台
宗
の
教
学
体
系
に
基
づ
い
た
独
自
の
浄
土
教
の
言
説
（d

isco
u
rse

）
が
形
成
さ
れ
た
。

こ
れ
が
い
わ
ゆ
る

叡
山
浄
土
教

で
あ
る
が
、
そ
の
形
成
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
千
観
で
あ
る
。

阿
弥
陀
新
十
疑

の
著

者
で
あ
る
禅

（
九
〇
九
｜
九
九
〇
）
や

極
楽
浄
土
九
品
往
生
義

の
作
者
と
さ
れ
る
良
源
（
九
一
二
｜
九
八
五
）
な
ど
の
同
時
代
の
僧

侶
と
と
も
に
、
千
観
は
天
台
教
学
の
立
場
か
ら
浄
土
教
の
言
説
や
儀
礼
を
構
築
し
、
そ
の
普
及
に
努
め
た
。
そ
し
て
叡
山
浄
土
教
は
良
源

の
弟
子
で
あ
る
源
信
（
九
四
二
｜
一
〇
一
七
）
が
寛
和
元
年
（
九
八
五
年
）
に
完
成
し
た

往
生
要
集

に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
た
こ
と
は
周

知
の
通
り
で
あ
る
。

佐
藤
哲
英
博
士
の
研
究
に
よ
る
と
、
千
観
に
つ
い
て
の
別
伝
は
一
つ
も
な
い
が
、
そ
の
生
涯
に
つ
い
て
の
簡
単
な
記
述
は
平
安
時
代
に

日
本
往
生
極
楽
記

（
以
下

極
楽
記

と
略
す
）
か
ら
江
戸
時
代
の

本
朝
高
僧
伝

に
至
る
十
四
種
の
伝
記
集
や
説
話
集
に
見
ら

９
れ
る
。
そ
れ
ら
の
な
か
で
、
慶
滋
保
胤
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た

極
楽
記

が
最
古
の
伝
記
で
あ
る
。

極
楽
記

は
永
観
元
年
（
九
八
三

年
）
か
ら
寛
和
元
年
（
九
八
五
）
の
あ
い
だ
に
著
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い

10
る
が
、
そ
れ
は
千
観
入
滅
の
直
後
な
い
し
数
年
内
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
た
め

極
楽
記

の
千
観
伝
は
、
か
な
り
信
頼
の
お
け
る
伝
記
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
伝
記
は
極
め
て
簡
略

で
あ
り
、
ま
た
そ
の
多
く
の
部
分
は
千
観
誕
生
に
ま
つ
わ
る
奇
瑞
や
入
滅
に
関
す
る
霊
瑞
譚
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。

極
楽
記

に
は
千
観
の
俗
姓
は
橘
氏
で
あ
っ
た
と
簡
略
に
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ

11
る
が
、

尊
卑
分
脈

に
は
千
観
の
父
を
相
模
守

の
橘
敏
貞
と
し
て

12
い
る
。

極
楽
記

に
は
、
そ
の
母
が
子
供
を
授
か
る
よ
う
に
観
音
菩
薩
に
祈
り
、
蓮
華
一
茎
を
得
る
夢
を
見
て
懐
妊

千
観
の
祈
り
（
ロ
バ
ー
ト
・
Ｆ
・
ロ
ー
ズ
）
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し
、
千
観
を
生
ん
だ
と
い
う
霊
瑞
譚
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
千
観
は
若
く
し
て
園
城
寺
に
入
り
、
運
昭
に
つ
い
て
天
台
僧
と
な
り
、
さ
ら

に
行
誉
か
ら
密
教
を
学
ん
だ
。
や
が
て
内
供
奉
十
禅
師
に
補
任
さ
れ
、
そ
の
た
め

千
観
内
奉

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、

少
な
く
と
も
応
和
二
年
（
九
六
二
）
に
は
箕
面
の
観
音
院
に
隠
遁
し
た
。
鴨
長
明
の

発
心
集

な
ど
に
は
千
観
が
空
也
に
後
世
か
助
か

る
道
を
問
う
た
と
こ
ろ
、

い
か
に
も
身
を
す
て
て
こ
そ

と
教
え
ら
れ
、
遁
世
籠
居
し
た
と
い
う
有
名
な
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
史
実
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
の
が
、
今
日
の
一
般
的
見
解
で
あ
る
。
箕
面
へ
隠
遁
し
た
数
年
後
に
は
摂
津
の
金
龍
寺
に
移

り
住
み
、
そ
こ
で
入
滅
し
た
。

極
楽
記

に
は
、
千
観
の
入
寂
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
逸
話
が
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
権
中
納
言
敦
忠
の

第
一
の
女
子
は
久
し
く
千
観
に
師
事
し
て
い
た
が
、
千
観
は
、
命
終
後
必
ず
夢
に
現
わ
れ
て
、
生
ま
れ
る
と
こ
ろ
を
彼
女
に
告
げ
る
と
約

束
し
て
い
た
。
そ
し
て
入
滅
し
て
い
く
ば
く
も
経
た
な
い
と
き
、
千
観
が
蓮
華
に
乗
り
生
前
に
著
し
た

阿
弥
陀
和
讃

を
唱
え
な
が
ら

西
に
旅
立
つ
夢
を
見
た
。
こ
れ
は
千
観
が
浄
土
に
往
生
し
た
こ
と
の
証
と
し
て
、
こ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

二

さ
て
、

極
楽
記

に
は
、
千
観
が

十
願
を
発
し
て
群
生
を
導

13
け
り

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
千
観
が
浄
土
往
生
を
求
め
て
十
箇
条
か

ら
な
る
誓
願
を
発
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
衆
生
を
教
化
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
十
願
を
書
き
と
ど
め
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
自
ら

注
釈
を
施
し
た
の
が
、
先
に
挙
げ
た

十
願
発

14
心
記

で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
千
観
は
天
台
宗
の
立
場
か
ら
、
一
切
衆
生
に
は
仏
性
が
具

わ
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
最
終
的
に
は
皆
成
仏
す
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
仏
果
を
得
る
た
め
に
は
菩
薩
行
を
修
す
る
こ
と
が

不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
大
乗
仏
教
の
基
本
的
姿
勢
を
継
承
し
、
在
家
者
で
あ
っ
て
も
速
や
か
に
菩
提
心
を
起
こ
す
必
要
が
あ
る
こ
と
を
繰

り
返
し
強
調
し
て
い
る
。

千
観
の
祈
り
（
ロ
バ
ー
ト
・
Ｆ
・
ロ
ー
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）
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し
か
し
千
観
に
よ
る
と
、
菩
薩
行
を
修
す
る
こ
と
は
末
世
の
凡
夫
に
は
甚
だ
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
で
は
末
世
に
生
き
る
凡
夫
は
、
仏

果
を
得
る
た
め
に
如
何
な
る
行
を
修
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
千
観
は
、
先
ず
阿
弥
陀
仏
の
願
力
に
乗

15
じ
て
浄

土
に
往
生
し
、
そ
こ
で
無
生
法
忍
を

16
得
て
、
そ
の
う
え
で
十
方
衆
生
を
済
度
す
る
菩
薩
行
を
自
在
に
行
う
べ
き
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
千
観
は
天
台
僧
と
し
て
菩
薩
の
修
行
を
重
視
し
な
が
ら
も
、
末
世
の
凡
夫
が
菩
薩
行
を
効
果
的
に
行
う
た
め
に
は
、
浄
土
に

往
生
し
た
う
え
で
そ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
千
観
も
自
ら
菩
提
心
を
発
し
、
そ
の
具
体
的
内
容
と
し
て
十
願
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
十
願
を
説

明
す
る
に
当
た
り
、
千
観
は

我
れ
今
こ
の
身
に
菩
提
心
を
発
し
て
、
仏
法
を
興
隆
し
、
生
界
を
利
益
せ
ん
と

17
欲
す

と
述
べ
、
こ
れ
ら

の
願
は
仏
法
を
興
隆
し
、
衆
生
を
利
益
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
願
で
、
千
観
は
臨
終
の
時
に
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
を
蒙
っ
て
、
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
誓
っ
て
い
る
。

第
一
の
願
に
い
わ
く
、
今
生
に
普
ね
く
一
代
の
教
を
捜
り
て
具
さ
に
如
来
権
実
の
道
を
知
り
、
念
々
に
漸
く
六
根
の
罪
垢
を
浄
め
、

現
身
に
必
ず
障
外
の
境
を
縁
じ
、
臨
終
の
時
身
心
安
楽
に
し
て
、
か
の
弥
陀
の
来
迎
を
蒙
っ
て
、
上
品
の
蓮
台
に
往
生
せ
ん
。
あ
に

た
だ
我
れ
一
人
こ
の
事
あ
ら
ん
や
。
普
ね
く
法
界
の
一
切
衆
生
の
命
終
の
時
に
臨
み
、
七
日
以
前
に
預
め
時
至
る
こ
と
を
知
り
て
、

心
に
顚
倒
を
離
れ
、
心
は
正
念
に
住
し
て
善
知
識
の
教
に
遇
い
、
十
念
を
称
し
て
身
心
に
諸
の
苦
痛
な
く
、
同
じ
く
弥
陀
の
浄
土
に

生
ぜ
し

18
め
ん
。

こ
こ
で
ま
ず
千
観
は
、
釈
尊
一
代
の
教
え
を
学
び
、
権
実
の
教
え
を
見
極
め
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
千
観
が
自
ら
述
べ
て
い
る

よ
う
に
、

行
は
教
よ
り
起
こ
り
、
証
は
行
よ
り
成
ず
。
ゆ
え
に
菩
薩
の
大
行
を
起
こ
さ
ん
と
欲
さ
ば
、
須
ら
く
先
ず
仏
教
の
旨
を

19
知
る

必
要
が
あ
る
が
、
釈
尊
は
衆
生
の
機
根
に
応
じ
て
権
実
の
教
え
を
説
い
た
た
め
、
ま
ず
そ
れ
ら
を
見
極
め
な
け
れ
ば
一
切
智
地
に
到
る
こ

千
観
の
祈
り
（
ロ
バ
ー
ト
・
Ｆ
・
ロ
ー
ズ
）
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と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
千
観
は

十
願
発
心
記

で
天
台
の
四
教
・
五
時
の
教
判
を
詳
細
に
紹
介
し
、
天
台
宗
の

立
場
か
ら
如
来
権
実
の
教
え
の
特
徴
を
究
明
し
て
い
る
。
さ
ら
に
千
観
は

念
々
に
漸
く
六
根
の
罪
垢
を
浄
め
、
現
身
に
必
ず
障
外
の
境

を
縁
じ

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
六
根
の
清
浄
を
得
て
、
浄
土
（＝

障
外
の
境
）
を
観
ず
る
こ
と
を
往
生
の
行
と
す
る
こ
と
を
語
っ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
第
一
願
の
後
半
で
は

あ
に
た
だ
我
れ
一
人
こ
の
事
あ
ら
ん
や

と
続
け
て
、
一
切
衆
生
も
同
様
に
浄
土
に
往
生
す
る
よ
う
努
め

る
こ
と
が
誓
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
千
観
が
浄
土
往
生
を
単
に
自
利
の
行
で
は
な
く
利
他
行
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の

で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
臨
終
を
迎
え
る
一
切
衆
生
に
、
そ
の
死
の
至
る
時
を
七
日
前
に
あ
ら
か
じ
め
伝
え
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
死
に
臨
む
衆
生
が
必
ず
善
知
識
の
教
に
遇
い
、
十
念
を
称
し
て
浄
土
に
往
生
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま

で
も
な
い
。

三

第
二
願
か
ら
第
十
願
は
す
べ
て
浄
土
の
往
生
を
遂
げ
た
後
に
、
衆
生
済
度
の
た
め
に
行
わ
れ
る
菩
薩
行
に
つ
い
て
詳
し
く
説
い
た
も
の

で
あ
る
。
ま
ず
第
二
願
で
は
、
浄
土
に
往
生
し
た
後
、
速
や
か
に
娑
婆
世
界
に
還
り
有
縁
の
衆
生
を
済
度
し
、
弥

菩
薩
が
出
現
す
る
ま

で
釈
尊
の
遺
法
を
広
め
る
こ
と
が
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
第
三
願
で
は
、
十
方
世
界
に
諸
仏
が
出
現
す
る
と
き
、
そ
の
仏
前
に
行
っ
て

供
養
し
、
仏
法
に
つ
い
て
質
問
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
法
の
機
縁
と
な
り
（
つ
ま
り
発
起
衆
と
な
り
）
衆
生
を
利
益
す
る
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

次
の
第
四
と
弟
五
の
願
は
、
千
観
自
身
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
無
仏
の
世
界
で
仏
法
を
興
隆
す
る
こ
と
を
誓
っ
た
も
の
で

20
あ
る
。

千
観
の
祈
り
（
ロ
バ
ー
ト
・
Ｆ
・
ロ
ー
ズ
）
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弟
四
願
は

十
方
世
界
の
諸
仏
の
滅
後
に
、
我
が
身
み
な
そ
の
国
に
あ
っ
て
、
か
の
正
法
を
弘
め
て
、
仏
の
在
世
に
等
し
か
ら
し
め
、
そ

の
像
法
を
弘
め
て
、
正
法
に
等
し
か
ら
し
め
、
末
法
を
弘
め
て
、
像
法
に
等
し
か
ら
し
め
、
遂
に
教
法
を
し
て
滅
せ
し
め
ず
、
ま
さ
に
後

仏
の
出
世
に
継

21
が
ん

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
第
五
願
で
は
十
方
恒
沙
の
無
仏
世
界
に
行
き
、
仏
教
の
灯
明
を
か
か
げ
て
衆
生
を
教

化
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

次
の
弟
六
と
弟
七
の
二
願
は
抜
苦
の
願
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
第
六
願
で
は
十
方
世
界
の
三
災
劫
の
な
か
に
行
き
衆
生
の
苦
を

救
う
こ
と
が
誓
わ
れ
て
い
る
。
三
災
劫
と
は
刀
・
疫
・
飢
（
戦
争
・
疫
病
・
飢
饉
）
の
災
害
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
願
で
千
観
は
飢
渇

に
苦
し
む
世
界
で
は
長
者
と
な
っ
て
衆
生
を
救
い
、
疫
疾
に
悩
む
世
界
で
は
大
医
王
と
な
っ
て
衆
生
を
救
い
、
戦
争
に
苦
し
む
世
界
で
は

慈
悲
の
力
を
も
っ
て
刀
兵
の
瞋
を
除
き
衆
生
を
救
う
と
誓
っ
て
い
る
。
ま
た
第
七
願
で
は
十
方
世
界
の
三
悪
道
の
な
か
に
行
き
、
衆
生
の

代
り
に
苦
を
受
け
る
と
述
べ
、
同
様
に
人
天
お
よ
び
三
乗
の
苦
も
救
う
と
説
か
れ
て
い
る
。

千
観
は
次
の
両
願
（
第
八
・
九
願
）
を
結
縁
の
願
と
理
解
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
第
八
願
で
は
父
母
・
六
親
・
朋
友
・
知
識
・
奴

婢
・
僕
従
を
初
め
と
す
る
、
無
始
生
死
よ
り
菩
提
道
場
に
至
る
ま
で
の
あ
い
だ
縁
を
も
っ
た
す
べ
て
の
衆
生
の
苦
を
抜
き
、
将
来
自
分

（
千
観
）
が
建
立
す
る
浄
土
に
往
生
さ
せ
る
こ
と
を
誓
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
第
九
願
で
は
大
乗
の
心
を
発
す
る
者
、
大
乗
の
行
を
修
す
る

者
、
大
乗
の
菩
提
を
証
す
る
者
、
乃
至
世
間
・
出
世
間
の
一
切
の
善
事
を
行
う
者
の
た
め
に
不
請
の
友
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
標
を
達

成
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
千
観
は
す
べ
て
の
衆
生
を
浄
土
に
導
き
、
涅
槃
に
至
ら
し
め
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
第
十
願
で
は
一
切
の
衆
生
の
身
を
離
れ
ず
、
常
に
如
来
の
教
を
も
っ
て
引
導
し
、
一
乗
の
道
を
究
竟

せ
し
め
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

以
上
、
十
願
の
内
容
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
て
き
た
が
、
千
観
は

十
願
発
心
記

の
最
後
に
、
こ
れ
ら
の
十
願
の
具
体
的
は
た
ら

千
観
の
祈
り
（
ロ
バ
ー
ト
・
Ｆ
・
ロ
ー
ズ
）
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八



き
に
つ
い
て
興
味
深
い
説
明
を
施
し
て
い
る
。
そ
れ
は
十
願
を
書
き
付
け
た
願
文
自
体
が
菩
薩
行
を
実
践
す
る
と
い
う
、
極
め
て
神
秘
的

な
説
明
で
あ
る
。
こ
の
一
節
で
千
観
は
命
終
に
臨
む
と
き
、
右
手
に
こ
の
願
文
を
握
っ
て
命
を
終
え
る
こ
と
を
誓
い
、
さ
ら
に
命
終
の
後
、

こ
の
願
文
が
如
意
珠
と
な
り
、
常
に
千
観
の
右
の
掌
中
に
あ
り
、
一
切
衆
生
の
た
め
に
仏
事
を
作
す
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
貧
困
に
悩
む
者
の
た
め
に
は
宝
を
雨
の
よ
う
に
ふ
ら
し
、
種
々
の
病
気
や
身
心
の
苦
痛
に
悩
む
人
々
に
は
、
そ
れ
ら
か
ら
の
解
放

を
も
た
ら
す
妙
薬
を
与
え
る
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
先
ず
こ
の
よ
う
な
世
間
の
苦
を
除
い
た
後
、
出
世
間
の
心
を
発
さ
せ

て
、
根
機
に
応
じ
て
三
乗
の
道
を
修
し
、
一
切
智
地
に
至
ら
し
め
る
こ
と
が
願
わ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
こ
こ
で
は
十
願
そ
の
も
の
が
如

意
珠
に
変
身
し
、
一
切
衆
生
の
た
め
に
自
在
に
仏
事
を
作
す
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
十
願
を
通
じ
て
み
ら
れ
る
千
観
の

祈
り

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
一
言
で
い
う
と
、
十
方
世
界
か

ら
苦
を
取
り
除
き
、
仏
法
を
興
隆
さ
せ
、
一
切
衆
生
を
仏
果
に
導
こ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
従
来
、
菩
薩
行
の
性
格
は
多
く

上
求
菩

提
、
下
化
衆
生

と
表
現
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の

下
化
衆
生

の
内
容
と
し
て
、
千
観
は

衆
生
を
苦
か
ら
救
う
こ
と
と
、

仏
法
を

広
め
る
こ
と
に
よ
り
衆
生
を
解
脱
に
導
く
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
こ
の
二
点
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

興
法
は
利
生

を
本
と
な
し
、
利
生
は
抜
苦
を
先
と

22
な
す

と
い
う
言
葉
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
仏
法
を
広
め
、
衆
生
を
解
脱
に
導
く
た
め

に
は
、
ま
ず
衆
生
の
苦
悩
を
取
り
除
き
安
楽
を
与
え
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の

祈
り

を
実
現
す
る
た
め

に
は
、
先
ず
浄
土
に
往
生
し
、
そ
こ
で
無
生
法
忍
を
得
て
、
そ
の
後
に
十
方
世
界
に
遊
戯
し
、
自
在
に
菩
薩
行
に
勤
め
る
こ
と
を
誓
っ
て

い
る
点
に
千
観
の
十
願
の
特
徴
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
こ
で
千
観
が
衆
生
の

苦

を
極
め
て
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
弟
六
願

で
は
衆
生
の
苦
を
戦
争
・
疫
病
・
飢
餓
と
い
う
具
体
的
な
か
た
ち
で
表
現
し
、
ま
た
最
後
に
十
願
が
如
意
珠
と
な
り
仏
事
を
行
う
と
説
く

千
観
の
祈
り
（
ロ
バ
ー
ト
・
Ｆ
・
ロ
ー
ズ
）

一
一
九



な
か
で
も
、
人
間
が
経
験
す
る
苦
悩
が
具
体
的
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
具
体
的
な
人
間
の
苦
の
姿
に
千
観
は
心
を
痛
ま
せ
、

そ
れ
を
救
う
道
と
し
て
浄
土
往
生
の
教
え
に
引
か
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

四

次
に
ギ
ル
が
Ｍ
・
エ
リ
ア
ー
デ
編
集
の

E
n
cy
clo
p
ed
ia
 
o
f R

elig
io
n

（
一
九
八
六
年
出
版
）
に
寄
稿
し
た

P
ra
y
er

の
項
目
を
参

照
し
な
が
ら
、
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
十
願
の
宗
教
的
行
為
と
し
て
の
一
面
を
簡
単
に

え
て
み
た
い
。

P
ra
y
er

の

始
め
に
ギ
ル
は
祈
り
の
研
究
は
残
念
な
が
ら
未
発
達
で
ナ
イ
ー
ブ
（
つ
ま
り
方
法
論
的
に
未
熟
）
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
最
近
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
（co

m
m
u
n
ica
tio
n
s th

eo
ry

）
や
記
号
論
（sem

io
tics

）
の
成
果
を
踏
ま
え
た
祈
り
の
比
較
研
究
が
必
要
で
あ
る

こ
と
を
訴
え
て

23
い
る
。
さ
ら
に
従
来
の
祈
り
の
研
究
は
西
洋
の
諸
宗
教
（
特
に
キ
リ
ス
ト
教
）
に
強
く
影
響
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、

よ
り
普
遍
的
な
立
場
か
ら
の

察
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
。

こ
の
項
目
の
な
か
で
ギ
ル
は
、
⑴
テ
キ
ス
ト
（tex

t
）
と
し
て
の
祈
り
、
⑵
行
為
（a

ct

）
と
し
て
の
祈
り
、
⑶
主
題
（su

b
ject

）
と
し

て
の
祈
り
、
と
い
う
三
つ
の
視
点
か
ら
祈
り
に
つ
い
て
総
括
的
に
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
特
に
注
目
に
値
す
る
の
は

行
為
と
し

て
の
祈
り

で

24
あ
る
。
ギ
ル
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
般
に
祈
り
は
言
語
的
行
為
と
理
解
さ
れ
て

25
い
る
。
声
を
発
し
て
祈
る
場
合
と
、

心
の
な
か
で
祈
る
場
合
の
違
い
は
あ
る
が
、
基
本
的
に
両
者
と
も
言
葉
を
用
い
て
神
々
や
聖
な
る
も
の
（th

e sa
cred

）
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
を
計
る
行
為
と
し
て

え
ら
れ
て
い
る
。
従
来
の
研
究
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
を
継
承
し
て
、
祈
り
の
表
現
形
式
の
分
類
や
そ

の
内
容
の
分
析
に
終
始
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
ギ
ル
に
よ
る
と
、
祈
り
に
は

行
為
遂
行
的

（p
erfo

rm
a
tiv
e

）
側
面
が

あ
り
、
そ
れ
が
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

千
観
の
祈
り
（
ロ
バ
ー
ト
・
Ｆ
・
ロ
ー
ズ
）

一
二
〇



周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
用
語
は
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
Ｊ
・
Ｌ
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
（
一
九
一
一
〜
一
九
六
〇
）
の
言
語
行
為
論
（sp

eech
 

a
ct th

eo
ry

）
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は

言
葉
と
行
為

（H
ow
 
to
 
D
o
 
T
h
in
gs w

ith
 
W
ord

s,
1960

）
の
な
か
で

行
為
遂
行
的
（p

erfo
rm
a
tiv
e

）
発
言

に
注
目
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う

行
為
遂
行
的
発
言

と
は
、
例
え
ば

こ
こ
に
、
こ
の

船
を
ク
イ
ー
ン
・
エ
リ
ザ
ベ
ス
号
と
命
名
い
た
し
ま
す

の
よ
う
な
発
言
の
こ
と
で
、
当
の
行
為
を
遂
行
す
る
た
め
に
発
せ
ら
れ
る
言
葉

の
こ
と
で

26
あ
る
。
要
す
る
に
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
に
よ
る
と
、
人
は
言
葉
を
単
に
情
報
を
伝
達
す
る
だ
け
で
な
く
、
船
を
命
名
し
た
り
、
約
束

を
し
た
り
、
誓
い
を
立
て
た
り
、
様
々
な
行
為
を
遂
行
す
る
た
め
に
も
用
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
言
葉
の
持
つ
重
要
な
機
能
で
あ
る
。

ギ
ル
に
よ
る
と
、
従
来
の
祈
り
に
関
す
る
研
究
で
は
、
主
と
し
て
祈
り
の
情
報
伝
達
的
側
面
が
強
調
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に

祈
り
の
持
つ
行
為
遂
行
的
発
言
と
し
て
の
側
面
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
祈
り
は
人
間
の
願
い
や
要
求

を
神
々
に
伝
え
る
情
報
伝
達
的
側
面
だ
け
で
な
く
、
祈
り
を
発
し
た
り
、
そ
れ
を
聞
く
人
々
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
働
き
も
持
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
ギ
ル
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
人
々
は
祈
り
を
通
じ
て
何
か
を

言
う

だ
け
で
は
な
く
、
何
か
を

す
る

の
で

あ
る
（n

o
t o
n
ly sa

y th
in
g
s...

b
u
t th

ey a
lso d

o
27

th
in
g
s

）。
例
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
儀
式
（
ミ
サ
）
の
一
環
と
し
て
神
の
臨
在
を
求
め

る
祈
り
が
発
せ
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
祈
り
に
よ
っ
て
神
が
実
際
に
臨
在
し
て
い
る
状
況
を
作
り
出
し
（
少
な
く
と
も
そ
の
ミ
サ
に
参
列
し

て
い
る
人
々
の
心
情
を
変
化
さ
せ
、
神
が
臨
在
し
て
い
る
と
感
覚
を
持
た
せ
）、
そ
の
場
を
儀
式
を
行
う
た
め
に
ふ
さ
わ
し
い
聖
な
る
場

へ
と
変
革
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
祈
る
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
、
神
の
臨
在
を
実
現
し
、
そ
の
場
を
聖
な
る
空
間
へ
と
変
化
さ
せ
る

の
で
あ
る
。
ま
た
懺
悔
の
祈
り
は
、
犯
し
た
罪
の
内
容
を
神
に
告
白
す
る
情
報
伝
達
的
側
面
と
と
も
に
、
罪
を
告
白
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

自
分
の
罪
を
悔
い
て
神
の
許
し
を
請
う
人
間
へ
と
変
革
し
て
ゆ
く
行
為
遂
行
的
側
面
も
持
っ
て

28
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ギ
ル
は
祈
り
の
行
為
遂
行
的
側
面
を
特
に
取
り
上
げ
て
論
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
千
観
の
十
願
を

え
る
う
え
で
大
き

千
観
の
祈
り
（
ロ
バ
ー
ト
・
Ｆ
・
ロ
ー
ズ
）

一
二
一



な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
主
と
し
て
千
観
の
往
生
観
や
浄
土
思
想
を
解
明
す
る
た
め
の
素
材
と
し
て
十

願
を
取
り
上
げ
て
き
た
た
め
、
十
願
の
持
つ
行
為
遂
行
的
発
言
と
し
て
の
側
面
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
千
観
に

と
っ
て
十
願
の
持
つ
宗
教
的
意
義
を

え
る
う
え
で
、
こ
の
側
面
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
資
料
が
不
十
分
な
た
め
具
体
的
な
こ
と

は
分
か
ら
な
い
が
、
十
願
は
な
ん
ら
か
の
仏
教
儀
礼
の
一
環
と
し
て
、
千
観
に
よ
っ
て
仏
前
に
声
を
発
し
て
読
み
上
げ
ら
れ
た
と
推
測
さ

れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
千
観
の
十
願
は
彼
の
発
心
の
内
容
を
具
体
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
は
発
心
後
に
ど
の
よ
う

な
菩
薩
行
を
行
い
、
ど
の
よ
う
な
理
想
の
世
界
を
作
り
上
げ
て
行
く
か
を
宣
言
す
る
と
い
う
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
十
願

を
読
み
上
げ
る
と
い
う
行
為
は
、
千
観
を
十
願
に
沿
っ
て
理
想
の
世
界
を
実
現
し
よ
う
と
努
力
す
る
菩
薩
へ
と
転
換
す
る
行
為
で
も
あ
る

の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
十
願
は
千
観
の
菩
薩
行
の
内
容
を
明
示
す
る
言
葉
で
あ
る
と
と
も
に
、
彼
の
宗
教
的
主
体
に
変
革
を
も
た
ら

す
言
葉
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
千
観
の

十
願

を
ギ
ル
の
論
旨
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
あ
ま
り
強
調
さ
れ
な
か
っ
た
十
願
の

行
為
遂
行
的
側
面
に
つ
い
て

え
て
み
た
。
こ
の
よ
う
な
比
較
研
究
を
通
じ
て
仏
教
を
よ
り
広
い
視
野
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
は
、
今
後
ま

す
ま
す
重
要
な
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
比
較
を
通
じ
て
類
似
点
を
拾
い
だ
す
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
す
で
に
ギ
ル
が
指
摘

し
た
よ
う
に
、
仏
教
に
は
瞑
想
的
称
名
や
菩
薩
の
誓
願
な
ど
、
そ
の
機
能
か
ら
す
る
と
祈
り
と
極
め
て
類
似
し
た
宗
教
的
行
為
が
多
々
見

ら
れ
る
。
し
か
し
、
も
し
祈
り
を
人
間
と
聖
な
る
も
の
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
規
定
す
る
な
ら
ば
、
神
を
立
て
な
い
仏
教
（
特
に

上
座
部
仏
教
な
ど
）
で
は
、
果
た
し
て

祈
り

が
成
立
す
る
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
こ
で
仏
教
の

祈
り
的

宗
教
行
為
と
有

神
的
宗
教
の
祈
り
と
を
、
詳
細
に
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
諸
宗
教
に
み
ら
れ
る
祈
り
の
本
質
と
仏
教
の
独
自
性
と
の
両
面
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
重
要
で

29
あ
る
。

千
観
の
祈
り
（
ロ
バ
ー
ト
・
Ｆ
・
ロ
ー
ズ
）

一
二
二
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Y
o
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M
a
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illa

n
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1986

v
o
l.
11,
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.
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２

日
本
国
語
大
辞
典

小
学
館
、
一
九
七
三
、
第
二
巻
、
三
一
九
頁
。

３

小
口
・
堀
監
修

宗
教
学
辞
典

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三
、
三
一
頁
。

４

キ
リ
ス
ト
教
大
事
典

教
文
館
、
一
九
六
三
、
八
七
頁
。

５

キ
リ
ス
ト
教
大
事
典

、
八
七
頁
。

６

E
lia
d
e ed

.,
E
n
cycloped

ia of R
eligion

,
v
o
l.
11,

p
.
489.

ち
な
み
に

岩
波
仏
教
辞
典

で
は
仏
教
の
祈
り
の
内
容
と
し
て
懺
悔
・

感
謝
・
救
済
・
神
仏
と
の
合
一
（
神
秘
体
験
）・
願
望
の
達
成
（
祈
願
）・
呪
術
的
行
為
（
祈
禱
）
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
中
村
元
他
編

岩

波
仏
教
辞
典

岩
波
書
店
、
一
九
八
九
、
四
三
〜
四
。

７

こ
れ
は

日
本
仏
教
学
会
二
〇
〇
四
年
度
学
術
大
会
共
同
研
究
テ
ー
マ
趣
旨

に
見
ら
れ
る
一
文
に
よ
り
、
私
な
り
に
要
約
し
た
も
の
で

あ
る
。

８

千
観
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
決
し
て
多
く
な
い
。
そ
の
な
か
で
主
な
も
の
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

佐
藤
哲
英

千
観
内
供
の
研
究

、

宗
学
院
論
輯

第
十
巻
、
一
九
三
九
、
一
〜
六
五
頁
。

戸
松
憲
千
代

十
願
発
心
記

に
み
ら
る
る
千
観
内
供
の
浄
土
教

、

大
谷
学
報

二
十
巻
二
号
、
一
九
三
九
、
一
0
二
〜
一
四
二
頁
。

梅
林
久
高

千
観
の

十
願
発
心
記

に
お
け
る
浄
土
思
想

、

真
宗
学
研
究

二
一
号
、
一
九
七
五
、
五
二
〜
六
二
頁
。

波
多
恵
美
子

千
観
の
浄
土
教
思
想

上
・
下

、

仏
教
史
研
究

、
上
は
七
号
、
一
九
七
三
、
二
〜
一
八
頁
、
下
は
八
号
、
一
九
七
五
、

四
五
〜
六
二
頁
。

佐
藤
哲
英

叡
山
浄
土
教
の
研
究

（
百
華
苑
、
一
九
七
九
）、
研
究
編
、
六
六
〜
七
八
。

奈
良
弘
元

千
観
の
往
生
思
想

、
壬
生
台
舜
博
士
頌
寿
記
念

仏
教
の
歴
史
と
思
想

大
蔵
出
版
、
一
九
八
五
（
後
に
奈
良
弘
元
著

初
期
叡
山
浄
土
教
の
研
究

春
秋
社
、
二
〇
〇
二
に
再
録
）。

ロ
バ
ー
ト
・
Ｆ
・
ロ
ー
ズ
、

千
観
の
浄
土
思
想
｜

十
願
発
心
記

に
お
け
る
菩
薩
行
の
構
造
を
中
心
に
｜

、

仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー

七
九
号
、
二
〇
〇
四
、
一
〜
一
八
頁
。

９

千
観
の
生
涯
と
著
作
に
つ
い
て
は
佐
藤
哲
英

千
観
内
供
の
研
究

に
よ
っ
た
。

千
観
の
祈
り
（
ロ
バ
ー
ト
・
Ｆ
・
ロ
ー
ズ
）

一
二
三



10

極
楽
記

の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
井
上
光
貞
・
大
曽
根
章
介
編

往
生
伝
・
法
華
験
記

（
日
本
思
想
体
系
七
、
岩
波
書
店
、
一
九
七

四
）、
七
一
二
頁
参
照
。

極
楽
記

千
観
伝
は
井
上
・
大
曽
根
編

往
生
伝
・
法
華
験
記

二
九
〜
三
〇
頁
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

11

井
上
・
大
曽
根
編

往
生
伝
・
法
華
験
記

二
九
頁
。

12

佐
藤

千
観
内
供
の
研
究

一
〇
頁
。

13

井
上
・
大
曽
根
編

往
生
伝
・
法
華
験
記

二
九
頁
。

14

十
願
発
心
記

の
テ
キ
ス
ト
は
、
佐
藤
哲
英

叡
山
浄
土
教
の
研
究

資
料
編
、
一
五
九
〜
二
二
〇
頁
に
あ
る
。

15

佐
藤

叡
山
浄
土
教
の
研
究

資
料
編
、
二
一
九
頁
ａ
。

16

佐
藤

叡
山
浄
土
教
の
研
究

資
料
編
、
二
〇
七
頁
ｂ
。

17

佐
藤

叡
山
浄
土
教
の
研
究

資
料
編
、
二
一
九
頁
ａ
。

18

佐
藤

叡
山
浄
土
教
の
研
究

資
料
編
、
一
九
五
頁
ａ
〜
ｂ
。

19

佐
藤

叡
山
浄
土
教
の
研
究

資
料
編
、
一
九
五
頁
ｂ
。

20

千
観
は
第
四
願
〜
第
九
願
の
性
格
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

第
四
・
第
五
の
願
は
同
じ
く
興
法
に
あ
り
、
第
六
・
第

七
の
願
は
同
じ
く
抜
苦
に
あ
り
、
第
八
・
第
九
の
願
は
同
じ
く
結
縁
に
あ
り
。

佐
藤

叡
山
浄
土
教
の
研
究

資
料
編
、
二
一
八
頁
ｂ

〜
九
頁
ａ
。

21

佐
藤

叡
山
浄
土
教
の
研
究

資
料
編
、
二
〇
九
頁
ｂ
。

22

佐
藤

叡
山
浄
土
教
の
研
究

資
料
編
、
二
一
九
頁
ｂ
。

23

E
lia
d
e ed

.,
E
n
cycloped

ia of R
eligion

,
v
o
l.
11,

p
.
489.

24

ち
な
み
に

テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
祈
り

の
な
か
で
は
、
祈
り
が
多
く
の
場
合
、
定
型
化
し
た

テ
キ
ス
ト

と
し
て
各
宗
教
の
な
か
に

伝
承
さ
れ
て
い
る
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
西
洋
の
宗
教
研
究
の
伝
統
で
は
、
表
現
が
整
え
ら
れ
て
固
定
化
さ
れ
た
形
で
伝
承
さ
れ
る
祈
り

で
は
人
間
の
純
粋
な
宗
教
心
を
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
形
に
囚
わ
れ
な
い
自
発
的
に
発
せ
ら
れ
た
祈
り
こ
そ
が
、
真
の
祈
り
で
あ
る
と

理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
テ
キ
ス
ト
と
し
て
固
定
化
さ
れ
た
祈
り
で
も
、
人
々
の
純
粋
な
宗
教
的
欲
求
を
表
明
す
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら

に
そ
の
よ
う
な
祈
り
は
各
宗
教
の
伝
統
や
世
界
観
を
維
持
し
、
後
世
に
伝
え
る
と
い
う
極
め
て
重
要
な
役
割
も
持
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に

主
題
と
し
て
の
祈
り

の
な
か
で
は
祈
り
が
宗
教
言
説
の
重
要
な

主
題

、
つ
ま
り
宗
教
に
関
わ
る
人
々
の
議
論

千
観
の
祈
り
（
ロ
バ
ー
ト
・
Ｆ
・
ロ
ー
ズ
）

一
二
四



や
思
索
の
対
象
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
ギ
ル
は

メ
タ
祈
り

（m
eta

p
ra
y
er

）
と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
こ
で
は
祈
り

に
つ
い
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
解
釈
や
教
義
を

察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
宗
教
の
原
理
や
性
格
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
論
じ
ら

れ
て
い
る
。

25

最
近
で
は
歌
・
踊
り
・
生
け
に
え
や
食
べ
物
の
供
養
な
ど
の
非
言
語
的
行
為
も
祈
り
に
含
ま
れ
る
と

え
ら
れ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は

言
葉
を
通
じ
て
行
う
行
為
で
あ
る
と
に
は
違
い
な
い
。E

lia
d
e ed

.,
E
n
cycloped

ia of R
eligion

,
v
o
l.
11,

p
.
491.

26

岩
波
比
較
思
想
辞
典

岩
波
書
店
、
一
九
九
八
、
四
五
〇
〜
一
頁
。

27

E
lia
d
e ed

.,
E
n
cycloped

ia of R
eligion

,
v
o
l.
11,

p
.
490.

28

E
lia
d
e ed

.,
E
n
cycloped

ia of R
eligion

,
v
o
l.
11,

p
.
490.

29

E
lia
d
e ed

.,
E
n
cycloped

ia of R
eligion

,
v
o
l.
11,

p
.
491.

千
観
の
祈
り
（
ロ
バ
ー
ト
・
Ｆ
・
ロ
ー
ズ
）

一
二
五
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