
Title 祈り・志・霊性 : 植村正久の理解をめぐって 

Author(s) 松本, 周 

Citation 聖学院大学総合研究所紀要, No.49, 2011.1 : 160-174 

URL 
http://serve.seigakuin-univ.ac.jp/reps/modules/xoonips/de

tail.php?item_id=2958 

Rights  

 

 

 

 

 

 

 

聖学院学術情報発信システム ： SERVE 

SEigakuin Repository for academic archiVE



160

祈
り
・
志
・
霊
性

――
植
村
正
久
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て

松　

本　
　

周

序

「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
日
本
伝
道
一
五
〇
年
」（
二
〇
〇
九
年
）
に
あ
た
り
、
日
本
初
代
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
指
導
者
、
植
村
正
久
の
信

仰
と
思
想
に
改
め
て
学
び
直
し
た
い
。
そ
れ
は
単
に
歴
史
起
源
を
回
顧
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
植
村
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
た
キ
リ
ス

ト
教
的
霊
性
と
は
何
か
と
の
問
い
自
体
が
現
在
に
お
い
て
も
論
ず
べ
き
主
題
で
あ
り
、
ま
た
併
せ
て
提
起
さ
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
と
日
本

精
神
伝
統
と
の
折
衝
と
い
う
問
題
も
、
日
本
伝
道
の
現
在
に
お
け
る
重
要
課
題
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

植
村
「
志
」
と
キ
リ
ス
ト
教
信
仰

植
村
の
信
仰
思
想
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
、
最
初
に
「
志
」
に
注
目
し
た
の
は
石
原
謙
で
あ
り
、「
志
の
宗
教
）
1
（

」
と
植
村
を
評
し
て
い
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161 祈り・志・霊性̶̶ 植村正久の理解をめぐって

る
。
そ
し
て
植
村
が
信
仰
を
志
と
換
言
し
た
点
に
、
日
本
人
初
代
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
日
本
伝
統
に
対
す
る
態
度
を
見
、
石
原
は
次
の
二

点
を
挙
げ
る
。
第
一
に
「
我
々
に
附
与
さ
れ
た
志
、
日
本
的
精
神
、
そ
れ
が
基
督
教
に
よ
り
拒
ま
れ
ず
に
、
却
て
、
そ
の
中
に
信
仰
が
伸
び

育
つ
と
こ
ろ
の
地
盤
を
見
出
す
」
さ
ら
に
は
「
我
々
が
基
督
を
知
る
以
前
に
、
既
に
神
は
日
本
人
を
顧
み
て
其
の
心
に
「
志
」
の
力
を
与
へ

ら
れ
た
）
2
（

」
と
述
べ
る
。
明
ら
か
に
そ
こ
で
は
、
非
キ
リ
ス
ト
教
的
な
日
本
精
神
文
化
の
伝
統
が
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
の
関
係
に
お
い
て
否

定
的
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
肯
定
的
に
受
容
さ
れ
る
筋
道
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
日
本
諸
伝
統
の
中
で
も
、「
志
」
を
強
調
す
る
こ

と
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
武
士
道
が
念
頭
に
置
か
れ
る
。
そ
の
上
で
石
原
は
第
二
点
と
し
て
「
先
生
は
基
督
教
を
単
に
日
本
的
な
も
の
に
局

限
せ
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
指
摘
し
、「
不
完
全
な
未
熟
な
幼
稚
な
日
本
人
の
魂
が
新
し
い
生
命
の
光
に
よ
っ
て
基
督
に
役
立
つ
も
の
と
せ
ら

れ
る
。
か
様
に
高
め
ら
れ
た
基
督
教
を
先
生
は
好
ん
で
、baptis

﹇z

﹈ed B
ushido

と
呼
ば
れ
た
）
3
（

」
と
の
理
解
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
日

本
的
精
神
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
安
易
な
同
一
視
は
避
け
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
日
本
文
化
伝
統
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
は
断
絶
で
あ
る
よ

り
は
連
続
性
へ
の
傾
き
を
も
っ
て
把
捉
さ
れ
て
い
る
。

石
原
の
上
述
し
た
植
村
「
志
」
理
解
は
、
そ
の
後
の
植
村
研
究
に
強
い
影
響
を
与
え
て
い
る
。
例
え
ば
武
田
清
子
は
そ
の
植
村
論
に
お
い

て
や
は
り
「
志
」
に
注
目
す
る
。「
植
村
が
い
う
「
志
」
と
は
…
…
精
神
的
、
宗
教
的
な
ア
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
、「
動
の
心
」
で
あ

り
、
日
本
人
の
精
神
に
伝
統
的
に
育
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
志
」
は
我
々
日
本
人
が
先
人
か
ら
受
け
継
い
だ
精
神
的
宝
な
の
で

あ
る
）
4
（

」
と
し
て
、
植
村
の
「
志
」
概
念
を
日
本
の
精
神
史
的
伝
統
に
発
出
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
、
そ
れ
故
に
「
こ
れ
は
、
内
村
鑑
三
が

『
代
表
的
日
本
人
』
に
お
い
て
、
神
の
選
び
の
業
が
二
千
年
来
、
日
本
文
化
の
中
に
働
い
て
き
た
と
見
、
そ
の
よ
う
に
し
て
用
意
さ
れ
た
も

の
を
、
キ
リ
ス
ト
教
を
接
木
す
る
「
台
木
」
だ
と
し
た
こ
と
、
あ
る
い
は
、
新
渡
戸
稲
造
が
、
彼
が
と
ら
え
た
日
本
思
想
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と

し
て
の
「
武
士
道
」
の
エ
ー
ト
ス
を
日
本
国
民
に
神
が
与
え
給
う
た
「
旧
約
」
と
見
、
そ
れ
を
完
成
す
る
も
の
こ
そ
キ
リ
ス
ト
教
だ
と
考
え

た
こ
と
等
と
共
通
す
る
も
の
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
え
る
）
5
（

」
と
捉
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
「
志
」
理
解
で
は
、
日
本
伝
統
文
化
と
の
連
続

側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
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と
こ
ろ
で
植
村
自
身
は
し
ば
し
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
お
け
る
祈
り
と
の
関
連
で
「
志
」
に
つ
い
て
述
べ
る
。「
キ
リ
ス
ト
者
の
祈
り

に
は
こ
の
志
を
立
つ
る
と
い
う
こ
と
が
最
も
重
要
な
点
で
あ
る
。
讃
美
、
感
謝
、
懺
悔
、
謝
罪
皆
志
を
興
す
ま
で
に
徹
底
し
て
至
ら
ね
ば
役

に
立
た
ぬ
。
要
す
る
に
粛
し
み
て
神
の
志
を
観
、
何
事
も
こ
れ
に
従
わ
ん
と
欲
す
る
が
祈
り
の
本
旨
で
あ
る
）
6
（

」
と
い
っ
た
表
現
に
は
、
そ
の

連
関
が
明
瞭
に
観
察
さ
れ
る
。
そ
こ
で
「
志
」
を
日
本
文
化
伝
統
内
在
的
に
捉
え
た
場
合
に
は
、「
志
」
と
「
祈
り
」
と
の
連
関
が
明
ら
か

と
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
植
村
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
祈
り
と
は
、
従
前
の
生
活
世
界
と
は
異
次
元
の
体
験
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
日
本
精
神
伝
統
と
は
断
絶
さ
れ
た
経
験
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
横
浜
バ
ン
ド
の
源
流
、
宣
教
師
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
バ
ラ

の
指
導
に
よ
る
初
週
祈
祷
会
で
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。「
公
然
祈
り
を
な
せ
し
こ
と
な
く
、
そ
の
間
際
ま
で
は
い
か
な
る
宗
教
思
想
を
抱
き

つ
つ
あ
る
や
を
知
ら
ざ
り
し
数
名
の
少
年
が
、
俄
然
自
ら
希
望
し
て
か
か
る
有
様
に
立
ち
至
り
し
も
の
な
る
を
も
っ
て
、
そ
の
驚
愕
一
方
な

ら
ず
）
7
（

」
と
当
時
を
述
壊
し
た
植
村
に
と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
祈
り
は
、
日
本
従
来
の
精
神
生
活
の
延
長
で
は
な
く
、
幼
少
時
の
清
正
公
へ

の
祈
願
か
ら
の
宗
旨
替
え
で
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
「
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
」、「
リ
バ
イ
バ
ル
」
の
語
を
用
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
心

霊
上
に
関
す
る
革
命
）
8
（

と
し
て
の
聖
霊
経
験
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
お
い
て
人
は
、
神
的
恩
寵
の
主
導
下
に
て
「
生
ま
れ
更
り
」「
悔
改
め
」
を
経
験
す
る
。
植
村
は
「
パ
ウ
ロ
を
し
て
か
か
る
大
志

を
起
こ
さ
し
め
た
る
も
の
は
キ
リ
ス
ト
の
恩
寵
な
り
。
恩
寵
に
感
じ
て
志
を
立
つ
る
こ
と
な
く
ば
真
に
恩
寵
を
知
れ
り
と
言
わ
ん
や
）
9
（

」
と
言

い
、
ま
た
「
悔
改
め
は
立
志
発
心
の
意
味
に
て
…
…
已
往
の
生
活
の
浅
ま
し
く
罪
悪
に
満
ち
た
る
を
思
い
、
こ
こ
に
意
を
決
し
て
神
に
行
か

ん
と
す
る
向
上
心
な
り
。
神
の
子
た
る
の
位
置
を
確
か
に
し
、
こ
れ
を
実
現
せ
ん
と
志
す
）
10
（

」
と
解
説
す
る
。
そ
し
て
こ
の
立
志
が
可
能
と
さ

れ
る
の
は
仲
保
者
キ
リ
ス
ト
の
故
で
あ
る
。「
人
間
の
孝
道
を
、
遺
憾
な
く
、
ま
た
弊
害
に
伴
わ
れ
ざ
る
よ
う
、
実
現
し
た
の
は
独
り
神
に

対
す
る
キ
リ
ス
ト
の
態
度
で
あ
る
。
…
…
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
す
な
わ
ち
完
全
な
る
宗
教
で
、
そ
の
絶
対
権
威
で
あ
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
は
完
全
な
る
宗
教
の
所
有
者
で
あ
る
。
世
界
は
そ
の
も
と
に
往
い
て
こ
れ
を
学
ぶ
外
、
他
に
そ
の
途
が
な
い
の
で
あ
る
）
11
（

」。
こ
の
植
村

の
発
言
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
「
キ
リ
ス
ト
の
み
」
に
立
脚
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
志
」
も
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
の
神
か
ら
の
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賜
物
で
あ
り
、「
わ
が
志
す
と
こ
ろ
神
の
意
志
に
あ
ら
ざ
る
を
覚
ら
ば
、
惜
し
気
も
な
く
断
じ
て
こ
れ
を
捨
つ
。
…
…
祈
り
は
キ
リ
ス
ト
者

が
神
に
よ
り
て
志
を
磨
き
、
そ
の
同
志
と
な
り
て
、
進
退
す
る
の
機
関
で
あ
る
）
12
（

」。
こ
の
よ
う
に
植
村
に
お
け
る
「
志
」
は
、
徹
底
的
に
神

の
意
志
に
根
拠
づ
け
ら
れ
、
祈
り
が
神
と
人
の
意
志
を
架
橋
す
る
。
以
上
の
よ
う
に
、「
志
」
へ
の
注
目
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
と
軌
を
一

に
し
つ
つ
も
、
そ
の
内
容
を
「
祈
り
」
と
の
関
連
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
に
お
い
て
、
植
村
の
「
志
」
に
包
含
さ
れ
て
い
た
他
の
側
面
が
見
出

さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
）
13
（

。

植
村
の
人
間
観
と
祈
り
の
霊
性

以
上
の
観
察
を
通
し
、
祈
り
が
「
志
」
を
起
こ
し
導
く
と
い
う
植
村
の
理
解
が
確
認
さ
れ
る
。
さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
教
的
「
祈
り
」
の
特
質

と
し
て
、「
霊
」
の
語
を
繰
り
返
し
用
い
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。

「
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
祈
り
」
の
文
章
冒
頭
で
は
「
祈
り
と
は
い
か
な
る
も
の
な
り
や
。
こ
れ
を
極
め
て
簡
単
に
言
え
ば
、
人
の
霊
魂
が
現

に
在
す
神
と
談
話
す
る
こ
と
な
り
）
14
（

」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
祈
り
を
「
霊
界
の
交
通
）
15
（

」
と
も
表
現
す
る
植
村
の
根
本
的
理
解
が
存
す

る
。
植
村
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
祈
り
と
は
、
生
け
る
神
と
人
と
の
人
格
的
対
話
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
植
村
が
「
霊
」
を
論
じ
る
際
に

は
、「
神
の
霊
」
を
指
す
場
合
と
「
人
の
霊
」
に
つ
い
て
述
べ
る
と
き
と
の
二
つ
の
用
法
が
あ
り
、
両
者
の
交
流
接
触
の
場
と
し
て
祈
り
が

あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
記
述
に
典
型
的
に
現
れ
て
い
る
。「
神
の
霊
人
間
に
磅
薄
と
し
て
、
そ
の
不
断
の
活
動
す
べ
て
の
真
理
を
明
ら

か
に
し
、
言
い
難
き
嘆
き
を
も
っ
て
す
る
そ
の
祈
り
常
に
人
の
霊
魂
を
刺
激
し
、
神
の
子
た
ち
の
光
栄
の
自
由
に
入
る
べ
き
望
み
の
保
証
を

確
実
な
ら
し
め
つ
つ
あ
る
）
16
（

」。
こ
こ
で
先
に
述
べ
た
「
霊
界
の
交
通
」
と
し
て
の
祈
り
が
確
認
さ
れ
る
と
共
に
、
祈
り
に
お
け
る
神
の
主
導

性
に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
る
。
先
の
引
用
で
「
そ
の
祈
り
常
に
人
の
霊
魂
を
刺
激
し
」
と
あ
る
の
は
、
文
脈
か
ら
し
て
人
間
の
行
為
と
し
て
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の
祈
り
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
「
神
の
霊
」
が
な
す
祈
り
で
あ
る
。
人
が
神
に
祈
る
の
で
は
な
く
、
神
が
人
間
の
霊
魂
を
主
導
す
る
事
態
を

「
祈
り
」
で
あ
る
と
植
村
は
把
捉
す
る
。
し
た
が
っ
て
神
の
志
を
知
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
の
意
志
が
動
か
さ
れ
、
変
化
せ
ら
れ
、
つ
い
に

は
神
の
意
志
と
人
の
意
志
が
合
致
せ
ら
れ
る
こ
と
こ
そ
、
祈
り
の
結
果
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。
つ
ま
り
そ
こ
で
は
、
祈
り
が
人
間
か
ら
神
に

向
か
う
行
為
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
に
先
立
つ
神
か
ら
人
間
へ
の
行
為
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
の
後
に
人
か
ら
神
へ
の
応
答
が
生
じ
、
両

者
の
霊
的
交
流
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

続
い
て
、
植
村
に
お
け
る
人
間
霊
性
の
位
置
づ
け
を
観
察
し
た
い
。「
ユ
ダ
ヤ
人
の
心
理
学
は
人
を
霊
（
ス
ピ
リ
ッ
ト
）
と
魂
（
ソ
ウ
ル
）

と
身
体
（
ボ
デ
ィ
）
の
三
部
よ
り
成
る
と
し
た
。
魂
は
社
会
、
文
明
、
芸
術
、
政
治
、
経
済
な
ど
の
方
面
に
お
け
る
能
力
を
指
す
。
霊
は
神

と
人
間
と
の
関
係
を
司
り
信
仰
や
霊
的
向
上
な
ど
い
う
方
面
に
関
係
す
る
神
々
し
き
も
の
で
あ
る
。
今
日
の
我
々
は
霊
と
魂
と
を
一
つ
に
す

る
方
が
便
利
か
も
知
れ
ぬ
が
、
人
に
は
普
通
の
文
明
や
芸
術
の
方
面
が
あ
る
と
共
に
、
ま
た
そ
れ
よ
り
深
い
も
の
が
あ
る
）
17
（

」。
植
村
は
人
間

を
身
体
・
魂
・
霊
の
三
元
的
存
在
と
し
て
捉
え
る
。
身
体
と
は
議
論
の
余
地
な
く
人
間
の
肉
体
的
活
動
を
指
し
て
お
り
、
注
目
す
べ
き
は

魂
と
霊
と
の
区
別
で
あ
る
。
魂
と
い
う
語
に
は
様
々
な
含
意
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
植
村
は
こ
こ
で
人
間
の
「
社
会
、
文
明
、
芸
術
、
政

治
、
経
済
な
ど
の
方
面
に
お
け
る
能
力
」
を
魂
と
見
る
の
で
、
そ
れ
は
人
間
の
文
化
形
成
力
と
し
て
の
「
理
性
」
と
同
義
で
あ
る
と
看
做
し

得
る
。
そ
の
上
で
、
植
村
は
「
我
々
の
動
物
的
ま
た
芸
術
的
の
生
命
は
上
よ
り
の
刺
激
を
受
け
、
す
べ
て
の
方
面
に
お
い
て
神
の
援
助
を
受

け
そ
の
庇
護
を
蒙
る
）
18
（

」、
す
な
わ
ち
人
間
の
身
体
生
命
と
理
性
的
魂
は
、
霊
性
次
元
に
お
け
る
神
の
導
き
を
通
し
て
健
全
に
営
ま
れ
る
と
の

人
間
観
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
身
体
・
魂
（
理
性
）・
霊
」
か
ら
成
る
植
村
の
三
元
的
人
間
理
解
に
は
、「
ユ
ダ
ヤ
人
の
心
理
学
」
す

な
わ
ち
聖
書
の
人
間
理
解
と
の
呼
応
が
あ
り
、「
平
和
の
神
ご
自
身
が
、
あ
な
た
が
た
を
全
く
き
よ
め
て
下
さ
る
よ
う
に
。
ま
た
、
あ
な
た

が
た
の
霊
と
心
と
か
ら
だ
と
を
完
全
に
守
っ
て
」（
テ
サ
ロ
ニ
ケ
人
へ
の
第
一
の
手
紙
五
章
二
三
節
・
口
語
訳
）
と
の
人
間
理
解
と
重
な
り

合
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
人
間
精
神
の
最
高
峰
が
「
理
性
」
で
あ
る
と
い
っ
た
無
神
論
啓
蒙
主
義
的
人
間
観
は
採
ら
れ
ず
、
理
性
の
上
位
な
い
し
深
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層
に
「
霊
性
」
の
次
元
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
霊
界
の
交
通
」
と
し
て
の
祈
り
、
す
な
わ
ち
神
の
人
間
に
対
す
る
祈
り
と
人
間

の
神
へ
の
祈
り
の
交
流
を
通
じ
て
、
霊
の
導
き
に
お
い
て
人
間
存
在
は
生
命
活
動
を
果
た
し
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
祈
り
の
も
つ
人
格
的

対
話
性
格
、
ま
た
霊
性
に
お
け
る
神
の
先
導
性
を
認
識
す
る
が
故
に
、
植
村
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
祈
り
は
、
日
本
伝
統
宗
教
に
お
け
る

祈
り
と
は
、
本
質
的
に
異
な
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。

植
村
は
日
本
的
祈
り
と
キ
リ
ス
ト
教
的
祈
り
を
次
の
よ
う
に
区
別
す
る
。「
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
祈
り
は
か
の
加
持
祈
祷
な
ど
と
同
一
に
見

る
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
。
…
…
試
み
に
世
の
所
謂
神
仏
に
祈
願
す
る
こ
と
を
聴
け
。
曰
く
、
家
内
安
全
、
息
災
延
命
、
火
難
盗
難
、
水
難
剣

難
、
あ
ら
ゆ
る
病
気
、
貧
乏
、
艱
苦
を
救
い
た
ま
え
と
、
皆
こ
れ
自
家
の
便
益
を
謀
る
の
語
、
利
己
の
念
そ
の
中
に
溢
れ
、
俗
気
鼻
を
衝

く
）
19
（

」
と
指
摘
し
て
い
る
。
先
に
確
認
し
た
キ
リ
ス
ト
教
的
祈
り
を
め
ぐ
る
植
村
の
理
解
を
踏
ま
え
れ
ば
、
両
者
の
相
違
は
明
白
で
あ
る
。
日

本
的
「
加
持
祈
祷
」
は
自
己
の
願
望
の
実
現
追
求
を
そ
の
本
旨
と
し
、
祈
願
内
容
が
利
己
主
義
的
あ
る
い
は
自
己
中
心
的
で
あ
る
こ
と
へ
の

批
判
吟
味
を
構
造
的
に
有
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
自
己
絶
対
化
の
際
限
な
き
拡
大
を
結
果
す
る
。
そ
れ
と
対
比
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
祈
り

は
先
に
も
引
用
し
た
よ
う
に
「
わ
が
志
す
と
こ
ろ
神
の
意
志
に
あ
ら
ざ
る
を
覚
ら
ば
、
惜
し
気
も
な
く
断
じ
て
こ
れ
を
捨
つ
」
と
い
っ
た
性

格
を
保
持
す
る
。
祈
り
に
よ
る
自
己
相
対
化
、
こ
の
点
こ
そ
日
本
的
祈
り
の
伝
統
に
見
出
し
得
な
い
性
格
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
日
本
語
語

彙
上
の
制
約
か
ら
同
じ
「
祈
り
」
の
語
を
用
い
た
と
し
て
も
、
両
者
は
根
本
的
に
異
質
な
行
為
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
植
村
は
霊
性
理
解
の
中
で
、
神
の
霊
、
聖
霊
の
人
間
霊
性
へ
の
内
在
を
語
る
。
第
二
コ
リ
ン
ト
六
章
一
一
節
―
七
章
一
節
を
解
説

し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。「
光
と
暗
、
神
の
殿
と
偶
像
と
は
截
然
た
る
区
別
の
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
者
は
霊
魂
の
中

に
神
の
聖
き
霊
（
み
た
ま
）
を
宿
し
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
己
を
重
ん
じ
て
、
決
し
て
世
俗
の
汚
れ
に
染
ん
で
は
な
ら
ぬ
。
…
…
デ

ニ
ー
は
『
エ
ク
ス
ポ
ジ
タ
ー
ズ
・
バ
イ
バ
ル
』
の
コ
リ
ン
ト
書
に
お
い
て
こ
の
箇
所
を
講
解
し
、「
新
約
聖
書
の
清
教
主
義
（
ニ
ュ
ー
・
テ

ス
タ
メ
ン
ト
・
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
）」
と
言
っ
て
居
る
。
こ
の
言
葉
だ
け
で
も
興
味
深
く
、
暗
示
に
富
ん
で
居
る
と
思
う
）
20
（

」。
こ
れ
は
植
村

の
神
学
思
想
的
淵
源
を
も
示
し
て
関
心
を
惹
起
し
、
ま
た
神
学
史
的
に
言
え
ば
「
恩
寵
と
倫
理
」
の
関
係
理
解
に
お
い
て
、
植
村
は
ピ
ュ
ー
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リ
タ
ニ
ズ
ム
伝
統
に
立
っ
て
、
恩
寵
耽
溺
で
は
な
く
、
人
間
霊
性
に
内
住
す
る
神
の
霊
に
導
か
れ
た
倫
理
形
成
へ
の
道
筋
を
考
え
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
理
解
を
通
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
他
宗
教
は
峻
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
植
村
は
「
従
来
わ
が
国
に
行
わ
れ
て
居
る
宗
教
、
す

な
わ
ち
仏
教
や
神
道
と
キ
リ
ス
ト
教
と
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
べ
き
で
あ
る
か
。
そ
の
真
理
は
伯
仲
の
間
に
在
り
て
、
こ
れ
も
一
理
、
彼

も
一
理
と
い
う
も
の
で
あ
る
か
。
…
…
そ
の
位
の
も
の
な
ら
ば
キ
リ
ス
ト
教
に
限
る
と
い
う
ほ
ど
の
価
値
は
あ
る
ま
い
。
そ
ん
な
も
の
で
は

な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
に
は
絶
対
的
の
所
が
あ
る
の
だ
）
21
（

」
と
断
言
す
る
。
こ
こ
に
も
キ
リ
ス
ト
教
と
の
邂
逅
に
お
け
る
、
宗
教
価
値
転
換
意
識

が
明
確
に
現
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
「
接
木
型
」（
武
田
）
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

植
村
の
武
士
道
論

さ
て
植
村
及
び
同
時
代
の
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
に
お
け
る
日
本
伝
統
と
の
係
わ
り
合
い
を
考
え
る
場
合
、
武
士
道
観
の
考
察
を
欠
く
こ
と
は

で
き
な
い
。
そ
し
て
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、「
志
」
理
解
と
の
関
連
で
先
に
取
り
上
げ
た
石
原
の
見
解
を
は
じ
め
、
キ
リ
ス
ト
教
と
日
本
伝

統
と
の
親
和
性
を
捉
え
る
場
合
が
多
い
。
最
近
で
は
芦
名
定
道
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
植
村
は
新
渡
戸
の
武
士
道
論
を
批
判
的
に

論
じ
つ
つ
も
、「
武
士
道
＝
旧
約
」
と
い
う
そ
の
議
論
に
賛
同
し
て
い
る
。
旧
約
聖
書
の
伝
統
が
新
約
聖
書
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
と
接
続
し
た

よ
う
に
、
日
本
固
有
の
優
れ
た
精
神
的
宗
教
性
で
あ
る
武
士
道
こ
そ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
が
日
本
に
土
着
化
す
る
た
め
の
接
点
を
構
成
す
る
と

い
う
見
解
で
あ
る
）
22
（

」。
芦
名
は
両
者
の
関
係
に
つ
き
「
伝
統
的
な
武
士
道
が
そ
の
ま
ま
、
日
本
に
お
け
る
「
旧
約
」
的
役
割
を
果
た
す
と
考

え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
）
23
（

」
と
一
定
の
留
保
を
有
し
つ
つ
、
結
論
的
に
は
「
植
村
が
近
代
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
土
着
化
を
日

本
的
伝
統
の
キ
リ
ス
ト
教
化
と
し
て
構
想
し
て
い
た
）
24
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

事
柄
は
微
妙
な
関
係
理
解
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
が
、
果
た
し
て
植
村
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
と
武
士
道
の
関
係
は
「
土
着
化
」
あ
る
い
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は
「
日
本
的
伝
統
の
キ
リ
ス
ト
教
化
」
と
い
っ
た
、
両
者
の
融
合
な
い
し
接
合
理
解
で
充
分
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
に
キ
リ
ス
ト

教
を
接
木
す
る
台
木
と
し
て
の
武
士
道
解
釈
で
は
、
植
村
自
身
が
強
調
し
た
「
洗
礼
を
受
け
た
る
武
士
道
）
25
（

」
に
お
け
る
、「
洗
礼
」
の
契
機

す
な
わ
ち
存
在
全
体
の
転
回
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
者
、「
心
霊
上
の
革
命
」
と
の
根
本
的
転
換
理
解
が
不
明
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
植
村
の
諸
文
章
に
は
武
士
道
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
も
散
見
さ
れ
る
。
次
の
文
章
に
は
そ
れ
が
明
瞭
に
現
れ
て
い
る
。「
武
士
道

に
も
演
劇
じ
み
た
所
が
多
い
。
妙
に
え
ら
が
り
、
強
が
り
、
意
地
張
り
て
、
何
で
も
天
晴
れ
や
っ
て
の
け
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
矯
激

に
流
れ
、
果
て
は
偽
善
に
陥
る
場
合
と
も
な
る
、
中
に
は
滑
稽
じ
み
た
芝
居
も
ど
き
や
、
甚
だ
し
き
は
偽
善
に
ま
で
お
ち
る
こ
と
も
あ
る
）
26
（

」。

強
い
調
子
で
述
べ
ら
れ
る
批
判
は
、
武
士
道
の
標
榜
す
る
徳
目
が
人
間
内
在
的
力
で
は
達
成
不
能
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
か
ら
生
じ

る
。
し
た
が
っ
て
植
村
は
「
キ
リ
ス
ト
教
は
武
士
道
の
弁
護
士
に
あ
ら
ず
。
こ
れ
に
対
し
て
規
諫
の
責
任
を
負
え
る
良
友
な
れ
ば
な
り
）
27
（

」
と

両
者
の
関
係
を
把
握
す
る
。
つ
ま
り
両
者
は
並
列
関
係
で
は
な
く
、
啓
示
と
文
化
と
の
秩
序
関
係
に
あ
る
。
し
か
も
武
士
道
に
内
在
す
る
罪

性
が
、
神
的
恩
寵
に
よ
っ
て
打
破
さ
れ
、
新
生
さ
れ
る
と
の
動
的
変
革
を
伴
っ
た
関
係
理
解
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
理
解
に
立
つ
場
合
、「
武
士
道
は
神
が
特
に
日
本
に
賜
り
た
る
旧
約
な
る
べ
き
を
信
ず
）
28
（

」
と
の
植
村
の
発
言
を
如
何
に
解
釈

す
る
か
が
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
点
に
つ
き
論
者
の
結
論
か
ら
先
に
述
べ
れ
ば
、
植
村
は
武
士
道
内
在
的
に
啓
示
志
向
性
格
を

有
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
の
啓
示
が
武
士
道
を
回
心
さ
せ
キ
リ
ス
ト
の
道
へ
と
生
か
す
と
理
解
し
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
よ

う
な
記
述
に
示
さ
れ
る
。「
蓋
し
こ
は
キ
リ
ス
ト
教
と
武
士
道
と
倫
理
の
根
本
的
相
違
よ
り
来
た
る
も
の
な
り
。
す
な
わ
ち
人
ち
ょ
う
思
想

の
相
違
よ
り
来
た
る
。
我
は
日
本
男
子
な
り
、
我
は
武
士
の
家
に
生
ま
る
。
…
…
彼
ら
が
も
っ
て
人
間
の
面
目
と
す
る
と
こ
ろ
は
士
た
る
の

面
目
に
過
ぎ
ず
、
彼
ら
が
維
持
せ
ん
と
す
る
は
そ
の
身
分
を
維
持
せ
ん
と
す
る
な
り
。
さ
れ
ど
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
然
ら
ず
。
人
間
は

神
の
子
な
り
、
ゆ
え
に
今
日
の
人
間
に
普
通
な
る
状
態
を
も
っ
て
論
ず
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
。
人
の
価
値
は
キ
リ
ス
ト
を
標
準
と
し
て
初
め

て
定
ま
る
べ
き
な
り
。
彼
は
人
間
の
代
表
者
な
り
）
29
（

」。
植
村
が
引
用
文
後
半
で
力
説
し
て
い
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
啓
示
の
最
高
規
範
性
と
代

替
不
能
性
で
あ
る
。「
こ
の
人
に
よ
る
以
外
に
救
い
は
な
い
。
わ
た
し
た
ち
を
救
い
う
る
名
は
、
こ
れ
を
別
に
し
て
は
、
天
下
の
だ
れ
に
も
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与
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
」（
使
徒
行
伝
四
章
一
二
節
）
と
伝
え
ら
れ
た
聖
書
使
信
の
確
信
が
植
村
を
貫
い
て
お
り
、
武
士
道
へ
の

態
度
を
も
規
定
し
て
い
る
）
30
（

。

植
村
に
お
け
る
こ
の
見
解
が
、
日
本
武
士
道
の
相
対
化
ま
た
日
本
優
位
意
識
の
打
破
を
可
能
と
す
る
。「
日
本
人
は
漫
然
大
和
魂
な
ど
と

唱
え
て
、
武
士
道
を
独
り
占
有
す
る
も
の
の
ご
と
く
誇
る
の
癖
あ
り
。
さ
れ
ど
こ
れ
は
偏
頗
な
る
思
想
に
外
な
ら
ず
。
武
士
道
は
必
ず
し
も

わ
が
国
の
固
有
な
り
と
言
う
べ
か
ら
ず
。
ト
ル
コ
に
も
こ
れ
あ
り
、
韃
靼
に
も
こ
れ
あ
り
…
…
か
く
の
ご
と
く
武
士
道
は
東
西
古
今
、
到
る

所
に
そ
の
形
姿
を
見
出
し
得
べ
く
、
こ
れ
を
も
っ
て
単
に
わ
が
国
の
特
有
と
自
負
す
る
が
ご
と
き
は
、
む
し
ろ
好
ん
で
己
が
愚
を
暴
露
す
る

も
の
と
言
う
べ
し
）
31
（

」。
し
た
が
っ
て
武
士
道
を
「
台
木
」
と
し
て
、
日
本
的
キ
リ
ス
ト
教
な
い
し
は
キ
リ
ス
ト
教
の
日
本
へ
の
土
着
を
図
る

と
い
う
発
想
は
、
植
村
自
身
に
希
薄
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
併
せ
て
、
植
村
は
武
士
道
が
諸
宗
教
と
の
接
触
に
お
い
て
そ
の
歴
史
的
展
開
を

な
し
、
そ
れ
ら
が
不
可
分
の
関
係
性
に
あ
る
こ
と
に
も
注
意
を
促
し
て
い
る
。「
武
士
道
の
発
達
を
知
れ
る
者
は
、
ま
た
ま
さ
に
仏
教
と
儒

教
と
が
、
こ
れ
に
向
か
っ
て
幾
ば
く
の
力
を
寄
与
せ
し
や
を
忘
れ
ざ
ら
ん
と
す
。
…
…
彼
の
鎌
倉
武
士
が
仏
教
よ
り
得
た
る
と
こ
ろ
を
ば
、

徳
川
武
士
は
こ
れ
を
儒
教
よ
り
得
た
り
き
。
武
士
道
と
儒
教
と
の
関
係
は
、
決
し
て
離
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
）
32
（

」。
こ
う
し
た
植
村
の
認
識
か

ら
は
、
日
本
的
伝
統
の
キ
リ
ス
ト
教
化
と
し
て
単
純
に
武
士
道
を
キ
リ
ス
ト
教
土
着
化
の
接
点
と
解
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

無
論
、
周
知
の
よ
う
に
植
村
は
武
士
道
に
対
し
て
批
判
一
辺
倒
で
は
な
く
「
社
会
を
し
て
武
士
道
の
昔
に
復
ら
し
め
よ
。
否
む
し
ろ
吾
輩

が
欲
す
る
と
こ
ろ
の
者
は
、
洗
礼
を
受
け
た
る
武
士
道
な
り
）
33
（

」
と
述
べ
て
、
武
士
道
の
肯
定
的
受
容
を
も
図
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
先
述

の
石
原
以
来
の
植
村
解
釈
の
根
拠
と
も
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
留
意
す
べ
き
は
、
植
村
は
武
士
道
に
対
し
て
無
条
件
に
積
極
的
評
価
を
下
す

の
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
啓
示
の
究
極
性
と
規
範
性
を
前
提
に
し
た
上
で
、
そ
の
啓
示
に
よ
り
「
回
心
」
さ
せ
ら
れ
「
贖
罪
」
の
恩

寵
に
よ
り
「
洗
礼
」
を
授
け
ら
れ
る
こ
と
を
経
て
、
武
士
道
精
神
が
そ
れ
自
体
で
達
成
不
可
能
で
あ
っ
た
理
想
を
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て

完
成
へ
と
導
き
得
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
植
村
が
「
洗
礼
を
受
け
た
る
」
武
士
道
に
期
す
る
も
の
で
あ
り
、
武
士
道
に

対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
「
規
諫
の
責
任
を
負
え
る
良
友
」
と
評
し
て
い
る
理
由
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
植
村
の
武
士
道
論
は
、
日
本
に
お
け
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る
キ
リ
ス
ト
教
弁
証
の
一
契
機
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
が
妥
当
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

結

全
体
の
議
論
を
振
り
返
り
つ
つ
、
結
論
を
述
べ
た
い
。
小
論
で
は
、
ま
ず
植
村
の
思
想
に
お
け
る
「
志
」
の
重
要
性
に
つ
い
て
先
行
研
究

を
踏
襲
し
つ
つ
、
そ
の
内
容
理
解
に
つ
い
て
は
批
判
的
検
討
を
試
み
た
。
す
な
わ
ち
植
村
の
言
う
「
志
」
は
日
本
的
精
神
伝
統
の
延
長
線
上

で
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
教
的
祈
り
に
よ
る
人
格
的
対
話
を
通
し
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
、
神
の
意
志
と
人
間

の
意
志
と
の
同
期
・
同
調
の
事
態
を
指
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
祈
り
を
通
し
て
の
霊
性
次
元
の
発
見
、
そ
れ
が
植
村
の
思
想
の
中
に
、

日
本
の
精
神
伝
統
と
根
本
的
に
異
な
る
要
素
を
存
在
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
植
村
は
、
人
間
を
「
霊
と
魂
と
身

体
」
の
三
部
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
存
在
と
し
て
捉
え
る
。
そ
こ
で
「
魂
」
と
区
別
さ
れ
た
「
霊
」
領
域
の
具
体
的
行
為
が
祈
り
で
あ
り
、

「
人
の
霊
魂
が
現
に
在
す
神
と
談
話
す
る
こ
と
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
人
間
存
在
全
体
を
統
御
す
る
霊
性
の
次
元
は
、
キ
リ

ス
ト
教
的
祈
り
の
他
は
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
領
域
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
祈
り
を
通
し
て
、
神
の
意
志
が
人
間
の
意
志
へ
と
働
き
か

け
る
と
き
、
そ
の
志
が
「
社
会
、
文
明
、
芸
術
、
政
治
、
経
済
な
ど
の
方
面
に
お
け
る
能
力
」
す
な
わ
ち
「
魂
」
の
活
動
と
方
向
を
統
御
す

る
と
解
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
植
村
の
人
間
観
か
ら
解
釈
さ
れ
る
な
ら
ば
、
日
本
伝
統
精
神
と
し
て
の
志
あ
る
い
は
武
士
道
精
神
は
「
魂
」
の
領
域
に
そ
の
位

置
を
有
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
洗
礼
を
受
け
た
る
武
士
道
」
と
は
、「
祈
り
常
に
人
の
霊
魂
を
刺
激
し
」
と
表
現
さ
れ
る
神
の
霊
の
下

に
置
か
れ
た
も
の
と
し
て
の
武
士
道
を
指
す
。
そ
し
て
「
魂
」
次
元
で
の
徳
性
に
お
い
て
、
武
士
道
を
積
極
的
に
評
価
す
る
こ
と
を
植
村
は

い
と
わ
な
い
。「
士
道
は
責
任
、
義
務
、
忠
勇
、
義
烈
の
精
神
を
も
っ
て
滔
々
た
る
唯
物
的
精
神
に
打
ち
勝
つ
こ
と
を
専
要
と
す
。
ゆ
え
に
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士
道
大
い
に
興
ら
ざ
れ
ば
、
国
家
の
前
途
思
い
遣
ら
る
る
な
り
。
…
…
わ
れ
ら
は
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
が
こ
の
問
題
を
解
釈
す
る
大
任
を
負

う
の
外
方
法
な
し
と
信
ず
る
も
の
な
り
）
34
（

」。
こ
の
よ
う
に
社
会
の
物
質
主
義
的
風
潮
に
抗
し
、
国
民
道
徳
形
成
を
推
進
す
る
上
で
、
キ
リ
ス

ト
教
の
教
導
の
も
と
に
武
士
道
精
神
を
活
か
す
方
途
の
有
用
性
に
つ
い
て
、
植
村
は
認
識
し
主
張
し
て
い
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
文
章
表

現
を
表
面
的
に
辿
る
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、
日
本
精
神
伝
統
を
め
ぐ
り
肯
定
否
定
が
交
錯
し
、
両
義
性
を
孕
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
観
察
さ

れ
る
植
村
の
思
想
態
度
は
、
祈
り
の
霊
性
そ
し
て
人
間
観
と
の
係
わ
り
か
ら
考
察
さ
れ
る
こ
と
を
通
し
、
一
貫
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
捉

え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
植
村
の
武
士
道
論
に
対
す
る
疑
問
点
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
植
村
の
考
え
る
「
武
士
道
」
が
せ
い
ぜ
い
道
徳
的
規
範
の
領

域
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
内
包
し
根
底
的
基
盤
と
す
る
世
界
観
や
歴
史
観
の
考
察
に
ま
で
深
ま
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

点
で
あ
る
。
そ
れ
が
な
さ
れ
た
な
ら
ば
、
日
本
精
神
伝
統
と
の
折
衝
は
道
徳
倫
理
的
側
面
に
と
ど
ま
ら
ず
、
宗
教
哲
学
的
性
格
を
帯
び
た
議

論
へ
と
深
ま
り
得
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
）
35
（

。
植
村
は
武
士
道
の
歴
史
的
宗
教
的
背
景
を
認
識
し
て
い
た
が
、
そ
れ
と

キ
リ
ス
ト
教
と
の
超
越
理
解
や
世
界
把
握
の
相
違
に
つ
い
て
の
議
論
が
欠
如
し
た
点
に
、
思
想
折
衝
と
し
て
の
不
足
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
点
と
関
連
し
て
、
同
時
代
の
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
の
武
士
道
論
と
の
比
較
考
察
）
36
（

、
並
び
に
植
村
が
親
し
ん
だ
P
・
T
・
フ
ォ
ー

サ
イ
ス
は
じ
め
「
祈
り
の
神
学
」
の
教
会
史
諸
伝
統
と
の
対
論
的
考
察
は
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

最
後
に
、
植
村
の
今
日
的
意
義
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
伝
道
地
日
本
に
お
い
て
初
代
の
キ
リ
ス
ト
者
と
な
る
こ
と
、
そ
れ
は
他
宗
教
と
の

日
常
的
・
多
面
的
折
衝
の
中
に
存
在
し
続
け
る
こ
と
、
並
び
に
絶
え
ざ
る
キ
リ
ス
ト
教
弁
証
の
必
要
の
中
に
身
を
置
く
こ
と
を
意
味
し
た
。

そ
う
し
た
状
況
下
で
展
開
さ
れ
た
、
上
述
の
よ
う
な
植
村
の
思
想
は
、
現
代
の
宗
教
間
対
話
や
宗
教
多
元
主
義
の
諸
議
論
へ
時
代
的
に
先
駆

け
、
し
か
も
現
実
の
生
が
「
宗
教
多
元
状
況
」
で
あ
る
中
で
な
さ
れ
た
神
学
的
思
索
と
し
て
、
日
本
の
今
日
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
も
重
大
な
示

唆
を
与
え
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
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注

（
1
） 

石
原
謙
「
志
の
宗
教
」『
石
原
謙
著
作
集
第
十
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
、
四
四
一
―
四
四
九
頁
。
尚
、
文
章
末
に
「
文
責
在
記
者
」
と
記

さ
れ
、
一
九
三
二
年
の
『
植
村
全
集
』
出
版
記
念
会
に
お
け
る
講
演
と
さ
れ
る
。

（
2
） 

石
原
、
同
上
書
四
四
五
頁
。

（
3
） 

石
原
、
同
上
書
四
四
六
頁
。
ま
た
石
原
は
「
古
き
武
士
の
君
主
に
対
す
る
献
身
的
な
誓
、
社
会
的
に
生
活
す
る
個
人
と
し
て
公
事
に
奉
ず
る
犠

牲
的
精
神
、
此
武
士
道
的
国
民
精
神
的
徳
が
基
督
教
信
仰
に
高
め
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
、
又
重
要
な
要
素
と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
此

所
謂 baptized B

ushido 

が
日
本
人
の
基
督
者
と
し
て
失
ひ
得
ざ
る
徳
な
の
で
あ
る
」（「
思
想
史
上
の
植
村
先
生
」『
石
原
謙
著
作
集
第
十
巻
』

四
二
二
頁
）
と
も
述
べ
て
い
る
。

（
4
） 

武
田
清
子
『
植
村
正
久　

そ
の
思
想
史
的
考
察
』
教
文
館
、
二
〇
〇
一
年
、
一
〇
六
頁
。

（
5
） 

武
田
、
同
上
書
一
〇
七
頁
。

（
6
） 

植
村
正
久
「
志
と
信
仰
」（
大
正
八
）『
植
村
正
久
著
作
集
1
』
新
教
出
版
社
、
一
九
六
六
年
、
一
九
四
頁
。

（
7
） 

植
村
正
久
「
日
本
帝
国
最
首
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
」（
明
治
二
五
）『
著
作
集
6
』
七
四
頁
。

（
8
） 

植
村
は
幕
末
か
ら
明
治
へ
の
時
代
状
況
を
評
し
て
「
日
本
国
を
改
築
す
る
の
端
、
こ
こ
に
開
け
、
一
転
し
て
国
家
の
組
織
を
改
め
、
再
編
し
て

廃
藩
置
県
ち
ょ
う
政
治
上
の
改
革
と
な
り
た
り
。
時
勢
は
更
に
方
向
を
転
じ
て
、
制
度
の
変
革
、
工
業
上
の
進
歩
を
見
る
に
至
れ
り
。
論
理
上

の
順
序
と
し
て
こ
の
次
に
起
こ
る
べ
き
革
命
は
、
心
霊
上
に
関
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
何
ぞ
や
」
と
述
べ
て
い
る
（
植
村
、
同
上
書
七
三
頁
）。

（
9
） 

植
村
正
久
「
恩
寵
と
立
志
」（
明
治
四
一
）『
著
作
集
5
』
二
八
四
頁
。

（
10
） 

植
村
正
久
「
求
道
者
の
決
心
を
促
す
」（
明
治
四
一
）『
著
作
集
6
』
二
七
二
頁
。

（
11
） 

植
村
正
久
「
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
」（
大
正
一
二
）『
著
作
集
5
』
一
三
九
頁
。

（
12
） 

植
村
正
久
「
志
と
信
仰
」『
著
作
集
1
』
一
九
四
頁
。
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（
13
） 

植
村
の
「
志
」
に
つ
い
て
、
最
近
で
は
雨
宮
栄
一
が
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。「
若
き
日
に
清
正
公
信
仰
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
懐
い
た
「
青

雲
の
志
」
は
、
バ
ラ
の
説
い
た
聖
書
の
「
神
の
現
臨
」
に
よ
り
激
し
く
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
。「
志
」
の
内
実
で
あ
っ
た
「
家
名
の
再
興
」
は
捨
て
去

ら
れ
、
官
途
に
就
か
ず
野
に
あ
っ
て
伝
道
者
と
し
て
立
つ
こ
と
へ
と
変
化
し
た
。
こ
れ
が
正
久
に
と
っ
て
入
信
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
彼
に
と
っ
て
「
志
」
は
そ
の
ま
ま
「
信
仰
」
を
意
味
し
、
更
に
そ
れ
を
可
能
に
し
た
「
神
の
御
心
」
に
従
う
こ
と
も
「
志
」
と

な
り
、
神
の
意
志
そ
れ
自
体
も
、
人
の
「
志
」
を
呼
び
起
こ
す
「
志
」
そ
の
も
の
と
見
ら
れ
る
に
至
っ
た
」（
雨
宮
栄
一
『
若
き
植
村
正
久
』
新

教
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、
一
一
六
―
一
一
七
頁
）。
雨
宮
の
見
方
は
入
信
を
機
に
植
村
の
「
志
」
内
実
の
変
化
を
捉
え
る
点
で
、
論
者
の
見
解

と
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
但
し
本
論
考
で
は
、
自
ら
の
「
志
」
の
実
現
を
清
正
公
に
仮
託
し
て
い
た
植
村
が
、
キ
リ
ス
ト
教
的
祈
り
の
経
験
以

後
に
は
神
の
意
志
を
自
ら
の
「
志
」
と
受
け
止
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
の
変
化
を
重
視
す
る
。
ま
た
、
人
間
願
望
の
実
現
を
神
に
期
待

す
る
祈
り
か
ら
、
神
的
意
志
を
自
ら
へ
と
受
容
し
自
覚
す
る
た
め
の
祈
り
へ
と
い
う
、
宗
教
性
の
変
化
を
重
要
視
す
る
。
こ
の
点
で
思
想
内
容

の
変
遷
を
取
り
上
げ
る
雨
宮
の
見
解
と
は
相
違
す
る
。

（
14
） 

植
村
正
久
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
祈
り
」（
明
治
二
六
）『
著
作
集
5
』
二
四
三
頁
。

（
15
） 

植
村
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
祈
り
」『
著
作
集
5
』
二
四
八
頁
。

（
16
） 

植
村
正
久
「
キ
リ
ス
ト
教
通
論
」（
大
正
一
三
）『
著
作
集
5
』
一
五
四
頁
。

（
17
） 

植
村
正
久
「
キ
リ
ス
ト
の
救
い
」（
大
正
五
）『
著
作
集
5
』
二
一
四
頁
、
ル
ビ
を
括
弧
内
に
変
換
。

（
18
） 

植
村
、
同
上
書
二
一
四
頁
。
尚
、
こ
れ
に
続
け
て
「
文
明
の
進
歩
は
神
の
力
を
用
ゆ
る
こ
と
の
上
手
な
る
に
在
り
。
こ
れ
を
用
ゆ
る
こ
と
の
下

手
な
る
が
野
蛮
人
で
あ
る
。
人
の
力
だ
け
で
こ
つ
こ
つ
や
っ
て
行
く
ア
イ
ヌ
に
は
ク
ル
ッ
プ
会
社
や
、
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
会
社
で
す
る
よ
う

な
仕
事
は
出
来
な
い
」（
同
書
同
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
当
時
の
通
俗
的
見
解
の
無
批
判
な
受
容
で
あ
り
、
植
村
自
身
に
は
積
極

的
差
別
意
図
は
無
か
っ
た
に
せ
よ
、
今
日
的
視
点
か
ら
は
疑
問
を
呈
さ
ざ
る
を
得
な
い
記
述
で
あ
る
。

（
19
） 

植
村
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
祈
り
」『
著
作
集
5
』
二
四
三
―
二
四
四
頁
。

（
20
） 

植
村
正
久
「
妥
協
せ
ざ
る
キ
リ
ス
ト
教
」（
大
正
一
二
）『
著
作
集
5
』
一
二
五
―
一
二
六
頁
（
ル
ビ
を
括
弧
内
に
変
換
）。

 

引
用
に
あ
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
デ
ニ
ー
は
一
八
五
六
年
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
生
、
グ
ラ
ス
ゴ
ー
大
学
で
西
洋
古
典
と
哲
学
を
研
究
、
後
に
は
グ
ラ
ス

ゴ
ー
の
自
由
教
会
神
学
校
に
学
び
、
一
八
八
三
年
卒
業
。
一
八
八
六
年
按
手
礼
受
領
、
ブ
ロ
ー
テ
ィ
ー
・
フ
ェ
リ
ー
と
い
う
町
の
自
由
教
会
の

牧
師
と
な
っ
た
。
こ
の
牧
師
時
代
に
著
さ
れ
た
の
が
こ
こ
で
植
村
が
触
れ
て
い
る
、『
エ
ク
ス
ポ
ジ
タ
ー
ズ
・
バ
イ
ブ
ル
』
シ
リ
ー
ズ
の
中
の
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『
テ
サ
ロ
ニ
ケ
前
後
書
』
と
『
コ
リ
ン
ト
後
書
』
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
書
に
よ
り
名
が
知
ら
れ
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
み
な
ら
ず
ア
メ
リ
カ
に
も

招
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
以
上
は
、
松
浦
義
夫
「
訳
者
あ
と
が
き
」
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
デ
ニ
ー
『
イ
エ
ス
と
福
音
』
一
麦
出
版
社
、
二
〇
〇
七

年
、
五
一
一
―
五
一
二
頁
に
依
る
）。

（
21
） 

植
村
「
妥
協
せ
ざ
る
キ
リ
ス
ト
教
」『
著
作
集
6
』
一
二
九
頁
。

（
22
） 

芦
名
定
道
「
植
村
正
久
の
日
本
論（
2
）
――
日
本
的
伝
統
と
キ
リ
ス
ト
教
――
」
七
頁
。http://w

w
w

.bun.kyoto-u.ac.jp/christ/asia/

journals/asia7ashina2.pdf　

2010.9.27 

最
終
確
認
。

（
23
） 

芦
名
、
同
上
七
頁
。

（
24
） 

芦
名
、
同
上
八
頁
。

（
25
） 

植
村
正
久
「
キ
リ
ス
ト
教
と
武
士
道
」（
明
治
二
七
）『
著
作
集
1
』
三
九
五
―
三
九
六
頁
。

（
26
） 

植
村
正
久
「
演
劇
的
な
る
武
士
道
」（
大
正
一
）『
著
作
集
1
』
四
二
七
頁
。

（
27
） 

植
村
正
久
「
キ
リ
ス
ト
教
の
武
士
道
」（
明
治
三
一
）『
著
作
集
1
』
三
九
八
頁
。

（
28
） 

植
村
正
久
「
武
士
気
質
」（
明
治
三
三
）『
著
作
集
1
』
四
一
三
頁
。

（
29
） 

植
村
「
キ
リ
ス
ト
教
の
武
士
道
」『
著
作
集
1
』
四
〇
七
頁
。

（
30
） 

植
村
は
先
の
引
用
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。「
人
間
は
そ
の
徒
た
ら
ん
が
た
め
に
、
血
を
も
っ
て
贖
わ
れ
た
る
者
と
す
。
こ
は
人

を
し
て
大
い
に
自
重
自
任
の
心
を
深
う
し
、
そ
の
厚
き
恩
義
に
奮
激
し
、
遠
大
な
る
希
望
を
懐
い
て
進
み
、
品
性
ま
す
ま
す
高
尚
純
潔
な
る
に

至
ら
し
む
る
教
え
に
あ
ら
ず
や
。
神
の
子
た
る
人
間
の
体
面
を
重
ん
じ
、
そ
の
廉
恥
を
知
る
、
人
に
お
い
て
大
い
な
り
と
言
う
べ
し
。
道
徳
に

お
い
て
ま
た
高
尚
な
ら
ず
と
せ
ん
や
。
こ
れ
を
要
す
る
に
人
と
は
何
ぞ
や
。
自
然
界
に
お
け
る
そ
の
地
位
は
い
か
な
る
も
の
ぞ
。
こ
の
問
に
対

し
て
、
日
本
の
武
士
道
は
、
い
か
な
る
答
を
な
す
や
。
武
士
の
廉
恥
は
結
局
こ
の
答
よ
り
も
高
き
こ
と
を
得
ざ
る
べ
し
。
し
こ
う
し
て
キ
リ
ス

ト
と
そ
の
十
字
架
は
人
の
地
位
を
那
辺
に
置
く
か
。
こ
の
点
に
就
き
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
日
本
固
有
の
武
士
道
と
の
間
に
浅
深
精
疎
の
差
別
あ

る
は
、
分
明
な
る
事
実
な
る
べ
し
。
か
つ
両
者
が
養
成
す
る
と
こ
ろ
の
体
面
を
重
ん
じ
、
廉
恥
を
尊
ぶ
の
精
神
に
至
り
て
も
、
そ
の
差
違
甚
だ

し
き
も
の
あ
る
や
、
論
を
俟
た
ず
と
言
う
べ
し
」（
植
村
「
キ
リ
ス
ト
教
の
武
士
道
」『
著
作
集
1
』
四
〇
七
―
四
〇
八
頁
）。
こ
こ
で
植
村
は
キ

リ
ス
ト
教
と
武
士
道
精
神
と
の
相
違
優
劣
を
論
じ
、
十
字
架
の
至
高
性
を
論
証
す
る
の
で
あ
る
。

（
31
） 

植
村
「
キ
リ
ス
ト
教
の
武
士
道
」『
著
作
集
1
』
三
九
九
頁
。

ky4932祈り志霊性cB偶.indd   173 11.5.12   5:58:38 AM



174

（
32
） 

植
村
、
同
上
書
三
九
四
頁
。

（
33
） 
植
村
、
同
上
書
三
九
五
―
三
九
六
頁
。

（
34
） 
植
村
「
何
を
も
っ
て
武
士
道
の
粋
を
保
存
せ
ん
と
す
る
か
」（
明
治
二
七
）『
著
作
集
1
』
三
九
四
頁
。

（
35
） 

こ
の
点
で
論
者
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、
武
士
道
を
も
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
決
姿
勢
に
お
け
る
哲
学
的
思
索
を
展
開
し
た
九
鬼
周
造
で
あ
る
。

九
鬼
は
自
己
の
哲
学
体
系
を
構
想
す
る
に
あ
た
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
直
線
的
歴
史
観
と
原
理
的
に
対
立
す
る
東
洋
的
時
間
論
と
し
て
の
「
回
帰

的
時
間
」
に
着
目
し
、
そ
の
ひ
と
つ
の
典
型
例
を
武
士
道
に
見
出
し
て
「
時
間
の
中
に
自
ら
進
ん
で
身
を
投
じ
、
い
か
な
る
挫
折
や
幻
滅
に
も

め
げ
ず
、
自
己
自
身
の
完
成
を
無
限
に
追
い
求
め
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
九
鬼
は
こ
れ
を
「
主
知
主
義
的
超
越
的
解
脱
」
と
呼
」（
田

中
久
文
「
九
鬼
周
造
の
宗
教
観
と
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
加
藤
信
朗
監
修
『
キ
リ
ス
ト
教
を
め
ぐ
る
近
代
日
本
の
諸
相
』
オ
リ
エ
ン
ス
宗
教
研
究
所
、

二
〇
〇
八
年
、
一
四
三
頁
）
ん
だ
、
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
原
理
的
相
克
に
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
と
武
士
道
両
者
の
相
違
把
握
を
徹
底
し
た

上
で
、
果
た
し
て
植
村
の
考
え
る
よ
う
な
啓
示
上
位
に
お
け
る
綜
合
が
な
し
得
る
か
ど
う
か
に
は
疑
問
も
呈
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
36
） 

関
連
の
先
行
研
究
と
し
て
、
古
屋
安
雄
「
武
士
道
と
キ
リ
ス
ト
教
」（『
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
』
教
文
館
、
二
〇
〇
三
年
、
六
二
―
七
九
頁
）
及

び
「
新
渡
戸
稲
造
――
武
士
道
か
ら
平
民
道
へ
」（『
キ
リ
ス
ト
教
と
日
本
人
』
教
文
館
、
二
〇
〇
五
年
、
一
〇
二
―
一
二
九
頁
）
が
あ
る
。
但
し

内
容
的
に
は
新
渡
戸
稲
造
と
内
村
鑑
三
の
比
較
考
察
が
扱
わ
れ
、
植
村
は
主
題
と
な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
に
断
片
的
な
植
村
へ
の
言
及
が

あ
る
が
、
前
者
で
は
片
山
潜
の
回
想
と
い
う
間
接
的
証
言
を
基
に
し
た
植
村
の
武
士
意
識
へ
の
論
評
、
後
者
で
は
植
村
に
よ
る
新
渡
戸
『
武
士

道
』
書
評
の
紹
介
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
植
村
武
士
道
論
の
全
体
的
分
析
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

付
記 

本
稿
は
日
本
基
督
教
学
会
第
五
七
回
学
術
大
会
（
二
〇
〇
九
年
八
月
二
九
日
、
於 

北
海
学
園
大
学
）
で
の
発
表
原
稿
に
大
幅
な
加
筆
・

修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
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