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▼
　

世
界
宗
教
と
呼
ば
れ

る
も
の
に
は
、
い
く
つ
か

の
共
通
点
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
ひ
と
つ
は
、
そ
の
宗

教
に
詳
し
く
な
く
て
も
、

あ
る
い
は
そ
の
宗
教
を

信
じ
て
い
な
く

て
も
、
聖
典
・

経
典
を
読
め
ば
、

「
お
お
、
な
る

ほ
ど
な
ぁ
！
」

と
納
得
し
、
と

き
に
は
救
わ
れ

る
こ
と
が
あ
る

と
い
う
も
の
で

す
。

　

た
と
え
ば
キ

リ
ス
ト
教
の

経
典
で
あ
る

『
聖
書
』。
あ
る

い
は
儒じ
ゅ

教
き
ょ
う

の
経
典
で
あ
る

『
論ろ
ん

語ご

』、
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま

な
仏
教
の
経
典
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
ひ
と
つ
に
親し
ん

鸞ら
ん

聖
し
ょ
う

人に
ん

が
残
さ
れ
た
、
さ
ま
ざ
ま

な
お
言
葉
も
あ
り
ま
す
。

　

私
は
能
楽
師
で
、
浄
土
真

宗
の
教
理
に
は
ま
っ
た
く
明

る
く
あ
り
ま
せ
ん
し
、
親
鸞

聖
人
の
お
言
葉
だ
っ
て
す
べ

て
読
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。

た
だ
、
何
か
の
お
り
に
ふ
と

ペ
ー
ジ
を
開
き
、
そ
こ
で
目

に
し
た
お
言
葉
に
い
つ
も
救

わ
れ
る
思
い
が
す
る
の
で
す
。

　

そ
れ
を
紹
介
す
る
の
が
こ

の
連
載
で
す
が
、
こ
こ
で
は

よ
く
ご
和
讃
を
紹
介
し
ま
す
。

　

ご
「
和
讃
」
と
い
う
の
は

「
平
易
な
日
本
語
（
和
語
）

で
書
か
れ
た
お
言
葉
」
で
す
。

親
鸞
聖
人
が
ご
在
世
の
こ
ろ

に
は
文
字
を
読
め
な
い
人
た

ち
も
多
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

　

そ
う
い
う
方
々
は
こ
れ
を

耳
か
ら
聞
い
た
は
ず
で
す
。

お
そ
ら
く
は
ゆ
っ
く
り
、

ゆ
っ
く
り
と
読
ま
れ
た
。

ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く
り
読
ま
れ

る
、
そ
の
ひ
と
こ
と
ご
と
に

聞
い
て
い
る
人
の
頭
の
中
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
が

浮
か
ぶ
。

　

そ
ん
な
風
に
し
て
ご
和
讃

は
聞
か
れ
た
と
思
う
の
で
す
。

今
回
は
そ
れ
を
再
現
す
る
よ

う
に
読
ん
で
い
こ
う
と
思
い

ま
す
。

▼
暗
い
夜
の
と
も
し
び

　

今
回
、
紹
介
し
た
い
ご
和

讃
。
そ
の
最
初
は
「
無む

明
み
ょ
う

長じ
ょ
う

夜や

の
灯と
う

炬こ

な
り
」
と
読

ま
れ
ま
す
。

　

現
代
人
で
あ
る
私
た
ち
は
、

ほ
と
ん
ど
の
人
が
「
ム
ミ
ョ

ウ
ジ
ョ
ウ
ヤ
の
ト
ウ
コ
な

り
」
と
読
ま
れ
て
も
何
が
な

ん
だ
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
と

思
い
ま
す
。
昔
の
人
だ
っ
て

完
全
に
わ
か
っ
た
わ
け
で
は

な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
も

私
た
ち
よ
り
は
理
解
で
き
た

は
ず
で
す
。

　

さ
て
、
最
初
の
「
無
明
長

夜
」。

　

仏
教
の
こ
と
を
あ
ま
り
知

ら
な
い
人
は
「
無
明
」
の
部

分
は
聞
き
落
と
し
て「
長
夜
」

の
長
い
夜
だ
け
を
イ
メ
ー
ジ

し
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
あ

る
い
は
「
無
明
」
か
ら
、
た

だ「
明
か
り
の
無
い
長
い
夜
」

を
イ
メ
ー
ジ
し
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

私
は
そ
れ
で
も
い
い
と
思

い
ま
す
。

　

「
明
か
り
す
ら
無
い
長
い

夜
」
そ
ん
な
長
い
夜
を
過
ご

し
た
経
験
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

実
際
の
長
い
夜
の
こ
と
か

も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
人
生
の

長
い
夜
の
こ
と
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
そ
の
両
方
を
言
っ
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

周
り
が
す
べ
て
敵
に
見
え

る
。
八
方
ふ
さ
が
り
で
、
何

を
や
っ
て
も
う
ま
く
い
か
な

い
。
そ
ん
な
日
が
ず
っ
と
続

く
。
何
日
も
、
何
カ
月
も
、

何
年
も
続
く
。
む
ろ
ん
上
を

見
て
歩
く
こ
と
な
ん
て
こ
と

は
で
き
な
い
。
下
ば
か
り
向

い
て
と
ぼ
と
ぼ
歩
く
。
だ
か

ら
世
界
は
暗
い
。
人
生
の
長

い
夜
で
す
。

　

そ
ん
な
日
々
に
迎
え
る
夜

は
本
当
に
つ
ら
い
も
の
で
す
。

そ
ん
な
と
き
、
ひ
と
つ
の
光

が
と
も
り
ま
す
。
そ
れ
が

「
無
明
長
夜
の
灯
炬
」
で
す
。

「
灯
炬
」
と
い
う
言
葉
は
「
灯

火
」
と
聞
い
た
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
と
も
し
び
で
す
。

　

「
灯
炬
」
の
「
灯
」
は
「
と

も
し
た
火
」を
い
い
、「
炬
」は

「
た
い
ま
つ
」
を
言
い
ま
す
。

　

昔
は
よ
く
停
電
に
な
り
ま

し
た
。
雨
風
の
強
い
夜
や
台

風
の
夜
に
特
に
な
り
ま
し

た
。
台
風
の
風
雨
は
子
ど
も

に
と
っ
て
は
怖
い
も
の
で
す
。

さ
ら
に
停
電
に
な
っ
て
真
っ

暗
に
な
れ
ば
、
よ
り
怖
い
。

　

し
か
し
、
家
々
に
は
そ
の

時
の
た
め
に
ろ
う
そ
く
が
用

意
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
外
は

暴
風
雨
、
中
は
真
っ
暗
。
そ

ん
な
と
き
に
ろ
う
そ
く
が
灯

さ
れ
る
と
ほ
っ
と
安
心
し
た

も
の
で
す
。
揺
れ
る
炎
は
心

も
暖
か
く
し
て
く
れ
ま
し
た
。

そ
れ
が
「
無
明
長
夜
の
灯
炬

な
り
」
で
す
。

▼
智ち

慧え

の
眼

　　

次
に
「
智ち

眼げ
ん

く
ら
し
と
か

な
し
む
な
」
と
読
ま
れ
ま
す
。

　

こ
れ
も
仏
教
の
こ
と
を
知

ら
な
い
人
は
「
智
眼
」
は
聞

き
逃
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。「
く
ら
し
と
か
な

し
む
な
」
し
か
耳
に
入
ら
な

か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。　

　

そ
れ
で
も
い
い
の
で
す
。

灯
が
あ
っ
て
も
暗
い
夜
、
で

も
「
悲
し
ま
な
く
て
も
い
い

よ
」
と
い
う
優
し
い
声
が
聞

こ
え
て
き
ま
す
。

　

少
し
仏
教
の
こ
と
を
知
っ

て
い
る
人
な
ら
ば
「
智
眼
」

と
聞
い
た
と
き
に
、「
あ
あ
、

こ
れ
は
智
慧
の
眼
を
い
う
ん

だ
な
」
と
気
づ
く
と
思
い
ま
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す
。

　

智
慧
の
眼
は
、
ふ
だ
ん
私

た
ち
が
も
の
を
見
る
と
き
に

使
っ
て
い
る
「
肉
眼
」
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
目
を
使

わ
ず
に
真
実
を
見
る
智
慧
の

眼
が
「
智
眼
」
で
す
。

　

「
目
を
使
わ
ず
に
も
の
を

見
る
な
ん
て
、
そ
ん
な
こ
と

で
き
る
わ
け
が
な
い
。
で
き

た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
修
行

を
積
ん
だ
人
だ
け
で
し
ょ
」

　

そ
う
思
う
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
私
た
ち
は

「
目
を
使
わ
ず
に
も
の
を
見

る
」
と
い
う
こ
と
を
普
通
に

し
て
い
ま
す
。

　

「
夢
」
で
す
。

　

夢
を
見
る
と
き
に
私
た
ち

は
「
目
」
を
使
い
ま
せ
ん
。

夢
を
見
る
時
の
よ
う
な
、
目

を
使
わ
ず
に
も
の
を
見
る
能

力
、
そ
れ
を
さ
ら
に
一
歩
進

め
た
の
が
「
心
眼
」
で
あ
り
、

も
う
一
歩
さ
ら
に
進
め
た
の

が
「
智
眼
」
で
す
。

　

「
智
眼
」
や
「
心
眼
」
を

使
う
と
き
に
、
実
際
の「
目
」

は
邪
魔
に
な
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
私
た
ち
が
も
の
を
見

る
と
き
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

先
入
観
や
か
た
よ
り
が
あ
る

か
ら
で
す
。

　

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は

「
ま
ず
自
分
の
目
か
ら
梁は
り

を

取
り
の
け
る
が
よ
い
」
と
言

い
ま
し
た
。

　

目
の
梁
と
は
、
真
実
の
も

の
を
見
る
と
き
に
邪
魔
に
な

る
障
害
物
で
す
。
邪
念
や
偏

見
で
す
。
そ
れ
ら
を
棄
て
て

真
実
の
姿
を
見
な
さ
い
と
い

う
の
が
イ
エ
ス
の
教
え
で
す
。

　

孔こ
う

子し

は
「
視み

る
に
は
明
を

思
へ
」
と
言
い
ま
し
た
。

　

「
明
」
と
い
う
漢
字
の
左

側
の
「
日
」
は
、
昔
の
漢
字

で
は
窓
の
形
で
し
た
。「
明
」

と
は
、
窓
か
ら
月
を
見
る
形

を
あ
ら
わ
し
た
文
字
で
す
。

そ
の
窓
が
き
れ
い
な
窓
な
ら

ば
月
は
そ
の
本
来
の
姿
を
映

し
ま
す
。
し
か
し
、
曇
っ
た

窓
だ
っ
た
な
ら
ば
月
も
曇
り

ま
す
。

　

私
た
ち
は
、
何
か
を
見
る

と
き
に
、
自
分
の
窓
を
通
し

て
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
そ
の
こ
と
を
よ
く
思

い
な
さ
い
と
い
う
の
が
孔
子

の
教
え
で
す
。

　

イ
エ
ス
も
孔
子
も
、
自
分

の
目
の
汚
れ
を
払
っ
て
、
も

の
ご
と
を
正
し
く
見
る
こ
と

を
勧
め
ま
す
。
し
か
し
、
親

鸞
聖
人
は
少
し
違
い
ま
す
。

　

真
実
の
姿
を
正
し
く
見
る

「
智
慧
の
眼
」
な
ん
て
持
っ

て
い
る
人
は
ま
れ
で
す
。
私

た
ち
は
み
な
持
っ
て
い
な
い
。

で
も
、
そ
れ
が
人
間
。
そ
ん

な
こ
と
は
悲
し
ま
な
く
て
も

い
い
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。

▼
優
し
い
阿あ

弥み

陀だ

さ
ま

　

そ
し
て
最
後
に
「

生
し
ょ
う

死じ

大た
い

海か
い

の
船せ
ん

筏ば
つ

な
り　

罪ざ
い

障
し
ょ
う

お
も
し
と
な
げ
か
ざ
れ
」
と

読
ま
れ
ま
す
。

　

阿
弥
陀
さ
ま
が
私
た
ち
は

救
っ
て
く
だ
さ
る
と
い
う

「
本
願
」
は
、
生
死
の
大
海

で
の
救
い
の
船
で
あ
り
、
そ

し
て
救
い
の

筏
い
か
だ

で
す
。
ど

ん
な
に
悪
業
が
重
く
て
も
、

嘆
く
こ
と
は
な
い
よ
と
教
え

ま
す
。

　

私
は
こ
の
ご
和
讃
を
読
む

と
、
い
つ
も
思
い
出
す
の
が

ベ
ッ
ド
・
ミ
ド
ラ
ー
と
い
う

歌
手
が
歌
う
『
ロ
ー
ズ
』
と

い
う
歌
で
す
。
そ
の
歌
の
最

後
は
こ
の
よ
う
な
歌
詞
で
す
。

夜
が
と
て
も
孤
独
で

道
が
と
て
も
長
い
と
き

「
愛
」
な
ん
て

　

幸
運
で

　

強
い
人
だ
け
の
も
の
だ

　

と
思
う
で
し
ょ
う

で
も
ち
ょ
っ
と
思
い
出
し
て

冬
に
厳
し
く
積
る
雪
の

ず
っ
と
深
い
と
こ
ろ
に

横
た
わ
る
種
が

太
陽
の
光
を
浴
び
て

春
に
は
バ
ラ
と
し
て

　

花
を
咲
か
せ
る
こ
と
を

　

『
ロ
ー
ズ
』
で
歌
う
「
太

陽
の
光
」
が
阿
弥
陀
さ
ま
の

本
願
で
す
。

　

む
か
し
の
人
は
太
陽
を

「
お
て
ん
と
う（
天
道
）さ
ま
」

と
言
い
ま
し
た
。

　

「
お
て
ん
と
う
さ
ま
に
恥

ず
か
し
く
な
い
生
き
方
を
し

な
さ
い
」
な
ど
と
言
わ
れ
ま

し
た
。

　

お
て
ん
と
う
さ
ま（
太
陽
）

は
、
い
い
人
の
上
に
は
照
る

け
れ
ど
も
、
心
が
や
ま
し
い

人
の
上
は
照
ら
し
て
く
れ
な

い
と
い
う
よ
う
な
感
じ
が
あ

り
ま
す
。

　

し
か
し
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
、

私
た
ち
が
ど
ん
な
に
罪
深
く

て
も
、
ま
た
私
た
ち
の
目
が

ど
ん
な
に
曇
っ
て
い
て
も
、

救
っ
て
く
だ
さ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
い
い
人
、
悪
い
人

の
区
別
は
な
い
の
で
す
。

　

と
て
も
優
し
い
仏
さ
ま
が

阿
弥
陀
さ
ま
な
の
で
す
。

『
魔
法
の
ほ
ね
』

　

本
紙
で
も
ご
紹
介
い
た
だ

い
て
い
ま
す
が
、
子
ど
も
向

け
の
物
語
を
書
き
ま
し
た
。

『
魔
法
の
ほ
ね
』
と
い
う
タ

イ
ト
ル
で
す
。

　

魔
法
の
骨
と
い
う
の
は
、

三
千
三
百
年
以
上
も
前
の
古

代
中
国
、
殷い
ん

の
時
代
の
甲
骨

文
の
こ
と
で
す
。
漢
字
の
も

と
に
な
る
古
代
文
字
が
刻
ま

れ
た
骨
で
、
占
い
に
使
わ
れ

ま
し
た
。

　

お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
一
緒
に

甲
骨
文
を
読
み
解
い
た
小
学

校
五
年
生
の
た
つ
き
は
、
友

だ
ち
ふ
た
り
と
一
匹
の
犬
と

一
緒
に
、
殷
の
時
代
に
タ
イ

ム
ス
リ
ッ
プ
し
て
し
ま
い
ま

す
。
そ
し
て
「
心
」
が
生
ま

れ
た
時
代
を
体
験
し
、
生い
け

贄に
え

に
さ
れ
そ
う
な
少
年
た
ち
を

助
け
ま
す
。

　

こ
の
本
を
読
ん
だ
子
ど
も

た
ち
か
ら
「
漢
字
が
大
好
き

に
な
っ
た
」
と
い
う
嬉
し
い

お
便
り
が
た
く
さ
ん
届
い
て

い
ま
す
。
そ
う
な
ん
で
す
。

こ
の
本
は
、
子
ど
も
た
ち
に

漢
字
を
好
き
に
な
っ
て
も
ら

い
た
く
て
書
き
ま
し
た
。

　

ま
た
「
甲
骨
文
を
読
み
た

い
！
」
と
思
う
よ
う
に
な
っ

て
も
ら
い
た
く
て
書
き
ま
し

た
。
甲
骨
文
字
は
現
代
の
漢

字
の
も
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

世
界
の
古
代
文
字
に
は

「
甲
骨
文
字
」「
楔
形
文
字
」

「
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
」
の
三
種

が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
中
で

現
代
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
る

の
は
甲
骨
文
字
だ
け
。
せ
っ

か
く
漢
字
を
読
め
る
国
の
子

ど
も
な
の
で
す
か
ら
甲
骨
文

字
を
読
み
、
そ
し
て
「
心
」

に
つ
い
て
考
え
て
も
ら
い
た

い
と
思
い
ま
し
た
。

　

本
書
の
最
初
に
は
、
主
人

公
た
つ
き
が
授
業
中
に
掛
け

算
九
九
が
わ
か
ら
な
く
な
っ

て
し
ま
い
、
同
級
生
か
ら
笑

わ
れ
る
シ
ー
ン
が
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
は
私
の
実
体
験
で

す
。
私
は
小
学
校
時
代
、
掛

け
算
九
九
を
と
う
と
う
最
後

ま
で
覚
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。

　

こ
の
夏
休
み
に
、
読
ん
で

み
て
く
だ
さ
い
！


