
現
代
社
会
に
お
け
る
宗
教
自
体
と
献
金

石

井

研

士

〈
隅
棚
祭
院
大
学
〉

は
じ
め
に
・
宗
教
学
の
立
場

宗
教
を
宗
教
た
ら
し
め
る
普
遍
的
本
質
は
何
か
、
宗
教
は
ど
の
よ
う
に
生
成
・
幾
関
し
て
き
た
の
か
、
あ
る
い
は
宗
教
の
構
造
や
社

会
的
機
能
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
ど
の
よ
う
な
関
い
を
立
て
る
か
は
別
と
し
て
、
宗
教
学
は
基
本
的
に
、
宗
教
現
象
そ
の
も
の
へ

の
関
心
か
ら
生
と
、
宗
教
現
象
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
学
問
で
あ
る
。

現代社会における宗教関体と産主食{石井)

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
研
究
対
象
が
宗
教
出
体
で
あ
る
場
合
に
、
対
象
の
兇
解
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
わ
け
で
は
な
い

G

教
盟
外
の

資
料
の
検
討
は
当
然
必
要
な
手
続
き
で
あ
る

G

そ
れ
で
も
一
般
的
に
は
、
ま
ず
最
初
に
相
手
の
言
、
つ
こ
と
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
態
度

が
前
提
と
な
る
。

ニ
う
し
た
研
究
環
境
の
も
と
で
、
中
心
テ
i
マ
と
な
っ
て
き
た
の
は
、
教
義
を
は
じ
め
と
し
た
宗
教
思
想
や
宗
教
の
駿
史
に
関
す
る

研
究
で
あ
っ
た
。
宗
教
患
想
、
宗
教
史
、
教
団
組
織
の
研
究
は
重
要
な
研
究
テ

i
マ
で
あ
る
。
献
金
の
問
題
は
、
教
関
山
側
か
ら
の
資
料

入
手
の
罰
難
さ
と
、
学
的
関
心
の
や
心
か
ら
外
れ
て
い
た
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
現

在
生
じ
て
い
る
宗
教
語
体
と
献
金
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
の
管
援
に
存
夜
す
る
社
会
的
状
、
況
と
宗
教
援
体
の
額
関
係
の
変
化
に
つ
い
て
述
べ
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た
い
と
思
う
む

白
本
人
の
宗
教
語
体
に
対
す
る
評
価
の
変
化

昭
和
二

G
年
北
に
行
わ
れ
た
世
論
調
査
の
結
果
に
よ
る
と
、
戦
後
の
髄
組
制
離
の
動
乱
期
に
お
け
る
宗
教
団
体
へ
の
批
判
は
あ
っ
て
も
、

宗
教
者
や
宗
教
盟
体
に
対
す
る
本
格
的
な
批
判
は
見
ら
れ
な
い
。
昭
和
一
一
七
年
に
読
売
新
隠
社
が
行
っ
た
宗
教
に
関
す
る
世
論
調
査
に

は
、
「
あ
な
た
は
従
来
の
宗
教
に
対
し
て
何
か
望
む
こ
と
や
改
め
て
ほ
し
い
点
が
あ
り
ま
す
か
い
と
い
う
質
問
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

て
い
る
。

こ
の
質
問
は
、
漠
然
と
し
た
三
一
誌
と
で
は
な
く
、
宗
教
担
体
を
イ
メ

i
ジ
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
。
自
答
結
果
は
次
の
よ
う
に
な
っ

表

読
売
新
聞
社
、
閥
的
和
二
七
年

-
あ
な
た
は
従
来
の
宗
教
に
対
し
て
何
か
望
む
こ
と
や
改
め
て
ほ
し
い
点
が
あ
り
ま
す
か

1
6
・
9
%

宗
教
家
は
も
う
け
す
ぎ
る
(
寄
付
を
要
求
し
す
ぎ
る
〉

現
代
人
に
向
く
よ
う
な
教
理
の
説
き
方
を
せ
よ

社
会
生
活
と
結
び
つ
け

宗
教
家
自
身
の
修
養
を
計
れ

偶
像
崇
拝
を
改
め
よ

宗
教
家
の
職
業
家
を
や
め
よ

宗
教
家
は
自
分
を
捨
て
て
世
の
中
の
た
め
に
つ
く
せ

一
宗
…
派
に
と
ら
わ
れ
る
な
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1
5
・
8
%

1
5
・
1
%

1
1
・

2
%

9
・
1
%

5
・
6
%

4・

7
%

3
・
5
%



現
世
利
読
を
尊
重
せ
よ

3・

0
%

宗
派
の
仲
間
け
ん
か
令
や
め
よ

1
・
7
%

そ
の
他

1
5
・
3
%

紫
問
問
内
容
は
否
定
的
な
形
態
を
と
っ
て
い
る
。
問
問
答
割
合
の
高
い
鑑
に
並
ん
で
い
る
が
、
最
も
回
答
割
合
の
鴎
い
紫
問
で
一
六
・
九

パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
約
六
人
に

人
が
「
宗
教
家
は
も
う
け
す
ぎ
る
(
寄
付
会
婆
求
し
す
ぎ
る
と
と
邸
零
し
た
こ
と
に
な
る
。
眠

。
パ
ー
セ
ン
ト
を
越
え
た
費
問
は
鶴
間
だ
け
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
器
本
人
の
宗
教
団
体
に
対
す
る
態
度
は
批
判
的
傾
向
を
強
め
て
い
く
。
同
じ
読
売
新
縄
社
が
平
成
六
年
に

代
っ
た
世
議
調
査
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
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表

読
売
新
賠
社
、
平
成
六
年

淡代社会における宗教関体と費支受注{石井)

&
V
あ
な
た
は
、

い
ま
の
指
数
や
宗
教
自
体
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
こ
と
そ
感
じ
て
い
ま
す
か
。
感
じ
て
い
る
も
の
が
あ
れ
ば
、

しミ

く

つ
で
も
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。

会
も
う
け
に
熱
心
だ

4
7
・
4
%

人
の
不
安
を
あ
お
る
な
ど
強
引
な
布
教
を
す
る

3

7
・
9
%

政
治
と
の
つ
な
が
り
が
強
す
ぎ
る

2
5
・
8
%

尊
敬
で
き
る
宗
教
家
が
少
な
い

2
2
・
8
%

宗
教
活
動
が
形
式
的
で
心
が
こ
も
っ
て
い
な
い

-
Q
.
7
8
%
 



宗教法第16号(1号事7)

宗
派
間
な
ど
で
の
対
立
が
多
い

1
8
・
8
%

人
選
や
福
祉
な
ど
で
の
社
会
費
献
が
足
り
な
い

-
5
-
7
%
 

と
く
に
な
い

2
3
・
2
%

答
え
な
い

2

・
9
%

昭
和
二
七
年
の
髄
査
と
比
較
し
て
、
ま
ず
数
僚
が
全
体
的
に
高
い
こ
と
に
気
づ
か
れ
る
。
昭
和
二
七
年
に
一
六
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
で

あ
っ
た
「
金
も
う
け
に
熱
心
だ
」
は
、

m
m
七
・
開
パ
ー
セ
ン
ト
へ
と
上
昇
し
て
い
る
。
二
人
に
…
人
が
「
金
も
う
け
に
熱
心
だ
」
と
宵

定
し
た
こ
と
に
な
る
。

日
本
人
の
宗
教
団
体
へ
の
批
判
的
な
晃
解
は
、
他
の
調
査
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
門
口
本
人
の
宗
教
性
を
理
解
す
る
場
合

に
自
安
と
な
る
こ
と
の
ひ
と
つ
に
、
教
団
へ
の
帰
属
の
問
題
が
あ
る
。
我
々
日
本
人
は
、
諸
外
展
と
異
な
り
特
定
の
教
関
や
教
会
に
熔

印
刷
し
、
そ
こ
で
一
不
さ
れ
る
教
義
や
儀
礼
を
遵
守
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
考
え
て
い
る
o
n
u
本
人
の
宗
教
意
識
や
宗
教
行
動
に
関
す
る
調

査
結
果
を
み
る
と
、
問
答
率
は
「
教
毘
へ
の
帰
属
」
「
信
仰
を
持
っ
て
い
る
」
「
宗
教
は
大
切
」

の
臓
で
高
く
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、

「
器
保
を
持
っ
て
い
る
」
人
で
も
「
教
関
に
帰
罵
」
し
て
い
な
い
人
が
か
な
り
の
割
合
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
個
人
の
一
信
仰
を
持
っ
て

い
な
い
入
で
も
、

2
不
教
は
大
切
」
と
連
べ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
を
、
遠
際
比
較
の
上
一
か
ら
日
本
人
の
宗
教
毘
体
に
対
す
る
婦
問
織
や
意
見
を
抽
出
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
教
団
へ
の

婦
腐
に
関
す
る
デ
!
タ
を
示
す
と
関
i
の
よ
う
に
な
る
。
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現代社会における主義教図体と議文金q吉井}

宗教思体への所高図1
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帰
属
に
関
し
て
み
る
と
、
日
本
は
開
明
ら
か
に
滞
属
割
合
の
母
い
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
い
る
。
掛
合
も

割
に
満
た
な
い

0
5本
人
の

教
団
へ
の
帰
属
に
関
し
て
は
、
き
わ
め
て
消
極
的
な
態
度
を
指
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
人
の
宗
教
団
体
へ
の
態
度
は
、
宗
教
邸

体
へ
の
僚
頼
会
問
、
つ
質
問
に
た
ん
で
き
に
表
れ
て
い
る
(
騒

2
1
日
本
人
の
宗
教
自
体
に
対
す
る
信
頼
は
、
他
留
と
詑
較
し
て
つ
も
つ

と
も
低
い
。
日
本
人
は
宗
教
に
対
し
て
「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
礎
味
な
態
度
を
と
る
場
合
が
多
い
が
、
宗
教
盟
体
へ
の
信
頼
に
関
す



2宗教法第16号(l的7)

る
費
問
で
は
、
唆
味
に
「
わ
か
ら
な
い
」
と
す
る
の
で
は
な
く
「
信
頼
し
な
い
」
と
問
答
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
議
教
団
体
に
関
し
て
「
あ
な
た
は
、
わ
が
罷
の
宗
教
関
体
は
次
の
よ
う
な
問
題
や
婆
求
に
十
分
応
え
て
い
る
と
患
い
ま
す
か
〕

と
い
う
嚢
閉
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
質
的
の
選
択
肢
は
…
二
つ
で
あ
る
が
、
日
本
人
の
回
答
率
は
表
3
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

表
3

「
「
日
米
低
価
値
観
調
交
」

7
4カ
岡
田
デ

i
タ
ブ
ッ
ク
い
(
財
団
法
人
余
制
限
開
発
セ
ン
タ
i
、
昭
和
六
む
年
)

-
あ
な
た
は
、
わ
が
国
の
宗
教
国
体
は
次
の
よ
う
な
問
題
や
要
求
に
十
分
応
え
て
い
る
と
思
い
ま
ナ
か

a
一
道
徳
の
問
諮
/
個
人
の
要
求

1
4
%
 

b
一
家
庭
生
活
の
問
題

1
1
%
 

C
H
人
間
の
精
神
的
欲
求

2
3
%
 

こ
れ
ら
の
選
択
肢
の
関
答
率
は
、
問
答
田
中
最
低
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
ど
の
選
択
肢
も
「
わ
か
ら
な
い
」
の
回
答
率
が
最
高

に
な
っ
て
お
り
、
具
体
的
な
不
満
で
あ
る
よ
り
は
、
全
般
的
な
印
象
に
よ
る
も
の
で
、
宗
教
間
体
に
対
す
る
全
般
的
な
拒
絶
感
が
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。

こ
う
し
た
宗
教
関
体
へ
の
不
満
が
、
特
定
の
教
団
や
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
だ
け
持
た
れ
て
い
る
も
の
か
、
宗
教
団
体
全
般
に
対
す
る

も
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

私
が
こ
こ
で
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
宗
教
団
体
は
態
度
を
た
だ
せ
、
と
い
っ
た
主
張
で
は
な
く
、
な
ぜ
詰
本
人
は
戦
後
、
宗
教
毘

体
へ
の
批
判
を
強
め
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
問
題
を
構
造
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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2 

自
本
人
の
宗
教
性
と
献
金

特
定
の
教
岡
山
に
会
員
と
し
て
所
属
す
る
日
本
人
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
る
。
多
く
の

B
本
人
の
宗
教
性
は
、
自
覚
的
意
識
的
な
居
間
仰

と
い
、
つ
形
態
で
は
な
く
、
日
常
生
活
の
ゆ
で
、
通
議
儀
礼
や
年
中
一
行
事
と
い
っ
た
儀
礼
を
通
し
て
営
ま
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
日
本
人

と
宗
教
団
体
と
の
関
わ
り
方
を
考
蟻
す
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
な
ど
で
見
ら
れ
る
「
献
金
」
と
寺
境
や
神
社
な
ど
の
宗
教
施
設
に

お
い
て
行
わ
れ
る
祈
祷
や
祈
願
、
あ
る
い
は
お
守
り
や
お
札
の
授
受
の
際
の
「
献
金
」
と
は
本
賞
的
に
奥
な
る
一
関
が
存
在
す
る
こ
と
が

わ
か
る
。
自
覚
的
な
儒
仰
を
持
ち
、
教
聞
に
所
属
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
「
献
金
」
と
、

日
常
生
活
の
延
長
線
上
に
あ
る

「
献
金
」
と
は
意
識
も
意
味
も
異
な
っ
て
く
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

尽
本
人
の
「
献
金
」
を
考
え
る
場
合
に
重
要
な
い
ま
ひ
と
つ
の
点
は
、
日
本
人
の
現
世
利
益
的
態
度
で
あ
る
。

一
般
的
に
現
世
利
援
と
は
「
現
世
中
心
主
義
の
世
界
践
に
も
と
づ
き
、
伯
仲
仏
の
悲
み
が
現
殺
で
与
え
ら
れ
る
と
い
う
信
仰
」
(

-209-

東
京
大
学
出
版
会
)
を
意
味
す
る
。

宗
教
学
者
の
緩
井
正
雄
に
よ
る
と
、
現
世
利
授
と
は
法
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ

」
の
ん
身
に
得
ら
れ
る
利
益
を
さ
す
。
別
利
益
は
修

現代社会における宗教関体と自主念(石井)

行
に
付
隠
し
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
吋
現
世
安
穂
、
後
生
務
処
」
は
ひ
と
つ
の
も
の
で
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
現
般
利

授
は
、
来
世
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
利
益
と
と
も
に
、
仏
遂
を
行
っ
て
い
る
う
ち
に
求
め
ず
し
て
お
の
ず
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
時
本
に
仏
教
が
受
容
さ
れ
て
い
く
と
き
に
、
こ
う
し
た
仏
教
本
来
の
利
義
観
は
変
容
し
、

5
本
的
嵐
土
の

な
か
で
呪
術
と
し
て
受
容
さ
れ
た
と
、
藤
弁
は
指
摘
し
て
い
る
。
著
名
な
守
院
が
、

般
の
人
々
に
ど
の
よ
う
な
ご
利
益
が
あ
る
か
ら

と
い
う
形
で
認
識
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
い
尽
に
理
由
が
あ
る
。

自
覚
的
な
信
揮
を
認
識
す
る
こ
と
な
く
、

E
常
生
活
の
延
長
と
し
て
宗
教
行
動
が
抜
じ
る
と
き
に
、
「
献
金
」
は
し
ば
し
ば
通
常
の

究
奨
行
為
と
認
識
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
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消
費
行
動
と
献
金
・
喜
捨
一
本
来
の
宗
教
的
意
味

3 そ
う
し
た
結
果
、
仏
教
や
神
道
、
あ
る
い
は
他
の
系
統
の
教
自
で
説
明
す
る
献
金
・
惑
捨
の
本
来
の
意
味
と
、
献
金
す
る
側
で
あ
る

般
大
衆
と
の
間
に
意
味
上
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

仏
教
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
「
喜
捨
」
を
辞
典
で
引
用
す
る
と
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
吋
浄
捨
し
て
喜
ぶ
の
意
。
主
と
し

て
…
二
支
供
獲
の
た
め
、
金
銭
物
品
を
僧
に
施
す
こ
と
。
日
本
で
は
布
議
・
韓
与
・
寄
進
と
阿
義
認
と
し
て
用
い
、
寺
校
や
貧
し
い
人
に

寄
付
す
る
こ
と

U

Q
仏
教
辞
典
』
岩
波
書
信
、
一
平
成
倍
年
)
神
社
に
泰
納
す
る
物
・
お
金
に
認
す
る
も
っ
と
も
包
括
的
な
用
語
は

「
初
穂
料
」
で
あ
る
。
「
初
穂
」
と
は
、
そ
の
年
初
め
て
取
れ
た
穀
物
を
神
様
に
捧
げ
る
こ

k
で
、
「
初
穂
料
」
と
は
初
穏
を
奉
る
代
わ

り
に
初
穂
の
料
〈
社
お
金
)
を
供
え
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
実
際
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
意
味
で
、
個
々
の
日
本
人
が
寺
銭
や
神
社
と
の
や
り
と
り
を
考
え
て
い
る
と
は
思
え
な

A
H
V
 

ぃ
。
と
う
し
た
点
は
、
宗
教
団
体
側
か
ら
も
、
反
省
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
神
奈
川
川
県
の
神
社
の
窓
苛
で
、
神
社
本
庁
の

教
学
研
究
室
長
を
務
め
た
こ
と
の
あ
る
人
物
は
、
「
授
与
品
待
選
と
そ
の
行
方
」
と
題
し
て
神
社
新
報
誌
上
に
間
内
閣
を
提
起
し
て
い
る

〈
9
6
・
1
・
2
9
)
。
そ
の
中
で
、
神
社
の
日
常
で
の
行
動
を
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
今
年
に
絞
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
毎
年
感
じ
る
こ
と
で
は
あ
る
の
だ
が
、
授
与
所
の
前
ま
で
や
っ
て
き
た
家
族
や
友
人

河
土
の
、
「
ね
え
、
お
守
り
質
っ
て
い
く
?
」
「
今
年
も
交
通
安
全
を
買
っ
て
い
こ
う
よ
」
「
ね
え
、
ね
え
、
何
か
買
っ
て
行
か
な
い
?
」

と
い
う
よ
う
な
会
話
が
し
き
り
に
耳
に
入
っ
て
来
る
こ
と
で
あ
る
。
一
環
関
者
、
だ
っ
た
狙
父
で
あ
れ
ば
、
吋
お
神
札
は
売
り
物
で
は
な

い
!
」
と
一
喝
し
て
、
ぴ
し
ゃ
り
と
社
務
所
の
一

ρ
を
閉
め
て
後
を
向
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
な
と
患
い
な
が
ら
も
、
次
々

k

お
出
に
な
る
参
拝
者
の

人
一
人
に
「
お
神
札
や
お
守
り
と
い
う
の
は
、
神
様
の
お
御
識
を
い
た
だ
く
も
の
で
す
か
ら
・
・
・
」
な



ど
と
説
明
し
て
い
る
暇
も
な
く
、
こ
ち
ら
と
し
て
は
、

い
滋
女
さ
ん
た
ち
に
「
綴
段
」
と
は
替
わ
ず
に
「
お
初
穂
料
」
と
い
う

よ
う
に
と
か

い
の
徹
底
を
指
導
す
る
の
が
最
後
の
抵
抗
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

私
が
大
学
生
に
対
し
て
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
譲
受
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
傾
向
は
露
著
に
見
ら
れ
た
。
大
学
生
に
と
っ
て
、
お
札

iま

の
で
あ
っ
て
「
い
た
だ
く
」
の
で
は
な
い
。
「
授
与
品
神
道
と
そ
の
行
方
」
は
そ
う
し
た
現
状
を
現
場
か
ら
描
い
て
晃
せ

た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
当
然
な
が
ら
、
こ
れ
は
特
定
の
神
社
の
問
題
で
は
な
い
。
飽
の
神
社
に
も
悶
様
に
当
て
は
ま
る
議
案
で
あ
り
、

間
じ
く
仏
教
の
各
寺
院
に
も
適
応
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

4 

高
震
消
費
情
報
社
会
と
宗
教

い
て
は
、
宗
教
語
体
と
受
け
手
側
の
双
方
に
お
い
て
、
宗
教
行
為
や
宗
教
的
用
具
が
通
常
の
財

や
サ
ー
ビ
ス
の
交
換
と
な
る
可
能
性
が
高
い
。

現代社会における宗教団体と献金(お井)

藤
井
正
雄
は
、
デ
パ
ー
ト
で
の
墓
石
の
扱
い
、
葬
祭
仏
事
コ
ー
ナ
ー
の
設
営
、
霊
間
墓
地
プ
i
ム
な
ど
に
よ
る
葬
儀
・
法
要
の
畏
間

企
業
化
が
当
然
労
働
報
酬
と
し
て
の
葬
儀
・
法
要
の
料
金
定
額
化
を
捉
す
こ
と
に
な
っ
た
と
指
織
し
て
い
る
。

檀
信
徒
の
布
施
が
法
施
に
対
す
る
財
施
で
あ
る
と
い
う
宗
教
的
意
味
を
払
拭
し
て
、
「
お
経
料
い
「
塔
婆
料
」
「
戒
名
料
」
な
ど
、

働
報
酬
と
し
て
揺
か
な
対
舗
が
定
め
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
寺
棋
の
輯
済
的
安
定
に
寄
与
し
た
い
民
謡
、
住
職
安
葬
儀
・

者
と
し
て
職
業
模
す
る
傾
向
と
な
り
、
信
仰
的
意
識
が
し
だ
い
に
希
薄
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
新
た
な
側
問
題
を
つ
き
つ
け
る
に
叢
っ
て

い
る
。こ

う
し
た
事
慨
は
仏
教
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
神
社
本
庁
の
湾
問
の
機
関
誌
で
あ
る
「
月
刊
若
木
い

(
9
8
・
1
1
)
に
「
神
社
の
信



宗教法第1惑を予行事告の

郊
と
神
符
守
札
」
と
し
て
、
近
年
神
符
守
札
や
授
与
品
の
不
見
識
な
取
り
扱
い
が
目
立
つ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
す
で
に
昭
和
五
毘
年
、

部
の
染
者
の
問
に
滋
口
加
の
宣
伝
に
神
符
や
守
札
を
百
賞
若
や
蕗
屈
の
高
頭
で
、

つ
ま
り
神
社
以
外
の
場
所
で
大
援
に
頒
布
さ
れ
る
嵐

潮
が
生
じ
、
神
社
界
で
照
題
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
今
密
は
「
袴
載
の
認
識
低
下
に
起
菌
す
る
と
思
わ
れ
る
事
例
が
後
を
断
た
ず
、

ま
た
、
通
信
販
売
等
を
利
利
用
し
た
新
た
な
事
例
も
見
受
け
ら
れ

よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
事
例
は
、
た
ん
に
神
殺
の
モ
ラ
ル
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
そ
揃
品
化
し
よ
う
と
す
る
現
准
の
潟
設
大
衆
議

費
社
会
に
お
い

に
、
門
口
本
人
は
、
そ
の
お
礼
が
神
社
や
寺
院
に
よ
っ
て
も
た
ら

で
あ
る
。

さ
れ
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
宗
教
関
体
と
は
限
ら
な
い
…
般
の
業
者
が
作
成
し
た
も
の
か
を
区
践
す
る
こ
と
に
は
熱
心
で
は
な
い
。
他

の
業
者
と
税
合
せ
ざ
る
を
得
な
い
社
会
的
状
況
が
存
在
す
る
。

高
度
情
報
化
社
会
の
中
で
、
他
の
業
種
と
同
様
に
教
団
の
情
報
を
流
す
こ
と
が
そ
の
ま
ま
消
費
行
動
と
な
り
か
ね
な
い
事
例
が
生
じ
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る
土
曜
や
日
曜
の
新
聞
の
折
り
込
み
誌
告
の
中
に
、
頻
繁
に
笠
間
闘
の
広
告
が
入
る
こ
と
に
気
づ
か
れ
る
。

て
は
、

情
報
」
な
ど
情
報
誌
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
情
報
誌
に
は
駅
か
ら

ロ
ー
ン
の
ふ
符

無
ま
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
の

マ
ン
シ
渓
ン

の
情
報
誌
と
阿
ピ
様
相
似
を
議
し
て
い
る
。

そ
し
て
教
関
の
中
に
は
、
布
教
を
法
告
会
社
へ
依
頼
し
て
、
大
規
模
な
宣
伝
活
動
を
展
開
す
る
教
団
も
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

お

わ

り

商
品
と
し
て
の
宗
教
の
市
場
化
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
分
析
の
延
長
線
上
に
予
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
リ
チ
ャ
!
ド
・
ブ
エ



ン
や
ト
l
マ
ス
・
ル
ッ
ク
マ
ン
が
宗
教
の
個
人
化
を
述
べ
た
の
は
向
じ
文
採
で
あ
り
、

カ
ル
ト
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
ブ
ラ

イ
ア
ン
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
、
カ
ル
ト
が
児
戯
や
詩
や
ポ
ッ
プ
コ
!
ン
を
選
択
す
る
と
悶
様
に
「
綿
入
の
選
択
す
る
宗
教
」
に
な
っ
た
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
の
も
同
様
で
あ
る
。

九
七
O
年
特
に
ア
メ
リ
カ
で
生
じ
た
ネ
分
・
オ
リ
エ
ン
タ
ル
宗
教
運
動
を
体
験
調
査
し
た
ハ

1
ヴ
ィ

i
-
コ
ッ
ク
ス
は
、
消
費
社

会
が
す
べ
て
を
流
通
と
販
売
の
素
材
に
変
え
て
し
ま
う
力
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
宗
教
的
な
教
え
や
修
行
も
日
間
用
品
に
な
り
さ
が

り
、
定
額
を
つ
け
ら
れ
、
き
れ
い
に
包
装
さ
れ
て
客
の
手
に
渡
り
や
す
い
も
の
に
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
の
ビ
ジ
ネ
ス
は
文
字
通
り
ビ
ジ
ネ
ス
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
宗
教
ビ
ジ
ネ
ス
も
合
ま
れ
る
。
ネ
オ
・
オ
リ
エ
ン
タ
ル
宗
教

運
動
で
い
ち
ば
ん
皮
肉
な
こ
と
は
、
頭
洋
的
生
活
様
式
に
代
わ
る
べ
き
も
の
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
彼
ら
の
努
力
が
、
結
局
、
ア
メ

-213 

ワ
カ
の
宗
教
市
場
に
も
う
ひ
と
つ
の
製
品
ラ
イ
ン
を
つ
け
加
え
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
製
品
そ
の
も
の
が
、

考晃代社会における淡教団体と議式会(石斧〉

鍛
等
の
間
態
に
し
て
い
る
「
諸
費
文
化
」
の

部
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
(
ハ
!
ヴ
ィ

1
・
コ
ッ
ク
ス
(

一
訳
〉
吋
東
洋
へ
い

平
山
川
出
緩
社
、
抑
制
和
五
題
年
、

一
九
四
貰
)

宗
教
者
と
宗
教
団
体
は
、
宗
教
者
と
宗
教
語
体
が
存
夜
す
る
高
度
に
消
費
化
・
情
報
北
し
た
社
会
の
中
で
、
行
為
の
京
教
的
意
味
を

ひ
た
す
ら
説
き
続
け
る
作
業
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。


