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道
教
と
は
何
か
�
つ
ま
り
道
教
の
定
義
を
求
め
よ
う
と
す
る
問
い

か
け
が
起
�
た
の
は
�
い
ま
か
ら
三
十
数
年
前
に
溯
ぼ
る
�
そ
れ
は
�

日
本
で
初
め
て
開
催
さ
れ
た
道
教
の
国
際
会
議�
第
二
回
国
際
道
教

研
究
会
議
・
一
九
七
二
年
九
月
�
の
席
上
で
あ
�
た
�

　

日
本
人
研
究
者
の
用
い
る�
道
教
�
と
い
う
言
葉
と
�
欧
米
人
研

究
者
の
用
い
る�
タ
オ
イ
ズ
ム T

a
o
ism

�
と
い
う
言
葉
の
間
に
�

か
な
り
の
乖
離
が
あ
�
て
�
し
ば
し
ば
議
論
が
混
乱
し
た
�
そ
こ
か

ら
道
教
を
定
義
し
よ
う
と
す
る
提
案
が
な
さ
れ
た
と
聞
い
て
い
る
�

以
来
�
い
く
つ
か
の
試
案
が
示
さ
れ
た
が
�
定
説
化
さ
れ
た
も
の
は

な
い
�
た
だ
し
�
欧
米
の
研
究
者
の
多
く
は
�
そ
の
後
フ
ラ
ン
ス
高

等
研
究
院�
Ｅ.

Ｐ.

Ｈ.

Ｅ.

�
の
教
授
と
な
り
数
年
前
に
退
官
し

た
ク
リ
ス
ト
フ
�
�
・
シ
ペ
�
ル
氏K

.S
c
h

ip
p
e
r

の
い
う
�
�
道

蔵
�
�
道
教
の
一
切
経
�
の
中
に
記
さ
れ
た
信
仰
・
儀
礼
・
思
想
こ

そ
が
道
教
で
あ
り
�
そ
れ
以
外
の
信
仰
は
他
の
民
間
信
仰
と
す
る
説

を
支
持
し
て
い
る
�
最
近
の
日
本
の
研
究
者
の
間
で
も
�
こ
の
説
は

比
較
的
広
く
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
�
十
五
世
紀
中
期

に
編
纂
さ
れ
た
現
行
道
教
に
よ
る
限
り
�
そ
れ
以
後
の
信
仰
や
儀
礼

は
無
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
�
た
だ
�
こ
の
考
え
方
は
き
わ
め
て
合

理
的
で
あ
り
�
説
得
力
も
あ
る
�

　

本
書
の
内
容

道
教
を
め
ぐ
る
Ｑ
＆
Ａ

第
一
章　

さ
ま
ざ
ま
な
神
々
を
祀
る
宮
廟

第
二
章　

仙
人
た
ち
の
姿
と
伝
記　

第
三
章　

房
中
術
・
導
引
・
禹
歩―

―

道
教
に
取
り
込
ま
れ
る
古    

代
の
方
術�
一
�

第
四
章　

呪
言―

―

道
教
に
取
り
込
ま
れ
る
古
代
の
方
術�
二
�

第
五
章　

呪
符―

―

道
教
に
取
り
込
ま
れ
る
古
代
の
方
術�
三
�

第
六
章　

煉
丹
術
の
成
立
と
展
開―

―

外
丹
の
場
合

第
七
章　

道
教
と
医
薬

第
八
章　

道
教
の
歴
史

第
九
章　

日
本
文
化
と
道
教

第
十
章　

現
代
の
道
教
と
気
功
事
情

  　

本
書
の
著
者
坂
出
祥
伸
氏
は
�
周
知
の
よ
う
に
道
教
の
得
仙
法

�
仙
人
に
な
る
方
法
�
を
主
要
な
研
究
テ
�
マ
と
し
�
錬
金
術
や
気

功
�
仙
薬
法
に
つ
い
て
優
れ
た
業
績
を
残
さ
れ
て
き
た
研
究
者
で
あ

る
�
以
前
�
評
者
は
本
欄
に
お
い
て
同
氏
の
著
書
を
評
し
て
�
�
中

国
思
想
の
形
而
下
的
展
開
���
東
方
�
一
三
六
号
�
一
九
九
二
年
七
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月
�
と
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
�
そ
れ
は
氏
が
専
ら
身
体
論
を
中
心
に

し
て
中
国
思
想
の
研
究
を
展
開
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
�
そ
の
視

点
は
本
書
の
底
流
に
も
あ
る
�
た
だ
�
目
次
を
一
覧
す
れ
ば
わ
か
る

よ
う
に
�
本
書
に
は
�
呪ま

じ
な
い言

や
符
�
あ
る
い
は
神
格
と
い
う
身
体
論

以
外
の
領
域
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
著
者
の
研
究
が
収
め
ら
れ
て
い
る
�

と
こ
ろ
が
�
一
読
す
れ
ば
�
こ
う
し
た
一
見
身
体
論
と
は
関
係
の
な

い
領
域
の
研
究
が
�
実
は�
気
�
と
い
う
中
国
思
想
上
の
独
特
の
概

念
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
�

　

本
書
冒
頭
に
�
�
道
教
を
め
ぐ
る
Ｑ
＆
Ａ
�
と
い
う
導
入
部
を
設

け
て
�
問
答
形
式
に
よ
�
て
道
教
の
輪
郭
を
示
そ
う
と
す
る
の
だ
が
�

そ
の
中
で��
道
教
は
�
目
に
見
え
な
い�
気
�
と
い
う
存
在
に
根
拠

を
置
き
�
こ
こ
か
ら
天
地
万
物
が
生
成
展
開
す
る
と
考
え
ま
す
�
�
�

一
言
で
い
う
と
道
教
は�
気
の
宗
教
�
と
い
�
て
よ
い
で
し
�
う
�

と
い
う
�
著
者
の
も
つ
道
教
理
解
の
基
盤
は
こ
こ
に
あ
る
�
確
か
に
�

道
教
に
は
そ
の
儀
礼
に
お
い
て
も
�
方
術�
不
老
不
死
の
技
術
や
呪

術
的
技
術
�
に
お
い
て
も
�
気
を
思
念
し
た
り
�
そ
の
作
用
を
用
い

た
り
す
る
こ
と
が
多
い
�
道
教
文
献
の
表
現
で
は
�
し
ば
し
ば
神
あ

る
い
は
精
神
な
ど
と
記
さ
れ
る
が
�
実
態
は
気
と
し
て
理
解
す
べ
き

こ
と
が
少
な
く
な
い
�
特
に
身
体
論
に
至
�
て
は
�
ほ
と
ん
ど
が
気

に
よ
る
解
釈
と
い
�
て
も
過
言
で
は
な
い
�

　

本
書
中
に
解
説
さ
れ
る
方
術
の
多
く
も
�
こ
の
観
点
か
ら
説
明
さ

れ
て
い
る
�
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
�
房
中
術
は
男
性
の
陽
気
と
女

性
の
陰
気
を
テ
�
マ
と
す
る
技
法
で
あ
る
し
�
導
引
は
気
そ
の
も
の

の
呼
吸
法
と
循
環
を
説
き
�
禹
歩
と
い
う
特
殊
な
ス
テ
�
プ
も
�
宇

宙
の
気
と
の
結
合
を
目
的
と
す
る
と
い
え
る
�
著
名
な
ア
メ
リ
カ
の

道
教
研
究
者
で
あ
�
た
エ
ド
ワ
�
ド
・
シ
�
フ
�
�
博
士

E
.S

c
h

a
fe

r

は
�
禹
歩
を‘P

a
c
in

g
 th

e
 V

o
id

’
す
な
わ
ち�
宇

宙
の
歩
行
�
と
称
し
た
�
呪
文
や
符
も
ま
た
神
気
を
用
い
る
一
方
法

で
あ
る
�
そ
し
て
そ
の
気
は
�
宇
宙
を
構
成
し
�
万
物
を
作
り
あ
げ

る
元
素
で
あ
り
�
身
体
内
を
巡
る
生
命
の
源
流
で
も
あ
る
�

　

し
た
が
�
て
�
漢
方
医
学
が
こ
と
の
外
こ
の
気
を
重
視
す
る
の
は

当
然
と
い
え
る
が
�
漢
方
薬
学
に
お
い
て
も
�
そ
の
薬
の
も
つ�
薬

気
�
の
効
能
が
全
て
と
さ
れ
る
�
こ
の
よ
う
に
見
る
と
�
著
者
の
い

う�
気
の
宗
教
�
と
い
う
表
現
は
�
ま
こ
と
に
当
を
得
た
も
の
と
い

え
る
�
し
か
し
な
が
ら
�
本
書
で
記
さ
れ
る
範
囲
は
�
信
仰
の
実
態

と
し
て
の
儀
礼
や
方
術
で
あ
�
て
�
教
理
そ
の
も
の
か
ら
の
解
明
で

は
な
い
�
お
そ
ら
く
著
者
は
�
道
教
信
仰
の
実
態
を
通
し
て
�
そ
こ

に
道
教
の
本
質
を
投
映
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
�

　

実
は
�
著
者
の
こ
の
観
点
は
�
評
者
の
観
点
と
い
さ
さ
か
異
る
�

著
者
の
道
教
に
対
す
る
理
解
は
�
�
道
教
は
本
来
�
遠
く
古
い
時
代

か
ら
伝
わ
る
呪
術
を
基
礎
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
す
�
で
す
か
ら

道
教
の
初
期
に
は
�
主
と
し
て
呪
符
�
呪
言
�
攘�
禳
�
災
術
な
ど

に
よ
る
呪
術
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
す
が
�
�
�
道
教
を
権
威
づ
け

る
必
要
か
ら
�
仏
教
に
対
抗
し
て
尊
像
や
経
典
が
作
ら
れ
�
�
老
子

や
荘
子
な
ど
が
道
教
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
の
は
�
こ
う
い
う
背
景
が

あ
�
た
と
思
わ
れ
ま
す
�
と
い
う
と
こ
ろ
に
如
実
に
あ
ら
わ
れ
て
い

る
よ
う
に
�
道
教
は
老
子
や
荘
子
と
は
関
わ
り
な
く
発
生
し
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る
�

　

確
か
に
仏
教
に
対
抗
し
て
多
く
の
経
典
が
作
ら
れ
た
の
は
事
実
で

あ
る
が
�
後
漢
の
時
に
は
す
で
に
老
子
は
神
仙
と
し
て
黄
帝
と
と
も

に
祭
祀
さ
れ
て
い
た
�
初
期
の
道
教
が
�
老
子
と
全
く
関
わ
り
な
く

成
立
し
た
と
判
断
さ
れ
る
に
は
�
五
斗
米
道
で�
老
子
�
が
唱
誦
さ

れ
た
と
い
う
記
録
や
�
太
平
道
で
信
仰
さ
れ
た
と
さ
れ
る
中
黄
太
乙

神
の
記
録
を
否
定
す
る
必
要
が
あ
る
�
と
思
わ
れ
る
が
ど
う
で
あ
ろ

う
�
太
乙�
太
一
�
神
は
漢
代
の
道
家
の
中
か
ら
生
れ
た
と
い
う
説

も
あ
る
�
も
�
と
も
�
こ
れ
ら
の
記
録
は
後
代
の
も
の
で
あ
�
て
�

ま
さ
し
く
道
教
の
確
立
期
に
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
�
そ

の
一
方
で
は
�
四
世
紀
初
の�
抱
朴
子
�
に
は
�
老
子
に
対
す
る
強
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い
尊
崇
の
念
を
示
す
も
の
も
あ
る
�
ま
た
�
漢
代
の
道
家�
黄
老
家
�

が
多
く
の
方
術
的
要
素
を
備
え
た
も
の
で
あ
�
た
こ
と
も
�
今
日
で

は
普
通
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
�
例
え
五
斗
米
道
や
太
平
道
が
当
面
の

目
的
を
病
気
の
治
癒
や
災
厄
の
消
除
に
お
い
た
と
し
て
も
�
病
気
や

災
厄
を
そ
の
都
度
の
り
越
え
ら
れ
れ
ば
�
必
然
的
に
不
老
不
死
に
結

び
つ
く
�

　

い
う
ま
で
も
な
く
�
五
斗
米
道
や
太
平
道
の
文
献
資
料
は
き
わ
め

て
少
な
く
�
そ
れ
ら
を
見
る
限
り
�
老
子
や
荘
子
と
の
関
係
は
稀
薄

で
あ
る
�
特
に
荘
子
は
そ
の
名
さ
え
現
わ
れ
な
い
�
ま
た
�
現
存
の

�
太
平
経
�
に
し
て
も
�
後
人
の
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明

瞭
で
あ
�
て
�
後
漢
代
の�
太
平
清
領
書
�
そ
の
も
の
で
は
な
い
�

し
か
し
��
老
子
�
の
説
く�
道
�
の
効
用
に
あ
ず
か
ろ
う
と
す
る
考

え
方
は
�
漢
代
の
道
家
そ
の
も
の
の
あ
り
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
�

　

と
こ
ろ
で
�
気
は
万
物
を
作
り
�
宇
宙
を
形
成
す
る
大お

お
も
と本

と
考
え

る
な
ら
�
道
と
気
は
相
い
等
し
い
�
道
と
の
一
体
化
は
仙
人
に
な
る

た
め
の
方
法
で
あ
る
�
道
�
神
�
気
と
い
う
図
式
が
な
り
立
つ
所
以

で
あ
る
が
�
そ
の
基
盤
に
は
��
老
子
�
の�
道
の
道
と
す
べ
き
は
常

の
道
に
あ
ら
ず
�
名
の
名
づ
く
べ
き
は
常
の
名
に
あ
ら
ず
�
無
名
こ

そ
天
地
の
始
に
し
て
�
有
名
は
万
物
の
母
�
と
い
う
認
識
が
あ
る
�

こ
の
一
句
は
�
�
道
と
い
う
言
葉
で
認
識
さ
れ
て
し
ま
え
ば
�
も
う

そ
れ
は
道
で
は
な
く
な
る
�
言
葉
と
し
て
認
識
し
得
る
以
前
の
�
混

沌
と
し
た
有
と
も
無
と
も
つ
か
な
い
世
界
か
ら
�
天
地
が
生
じ
て
そ

こ
か
ら
全
て
の
も
の
が
生
れ
た
�
と
い
う
元
始
の
世
界
観
を
述
べ
た

も
の
と
考
え
て
よ
い
�
つ
ま
り
�
そ
の
混
沌
と
し
て
判
別
で
き
な
い

も
の
�
そ
れ
こ
そ
が
道
と
い
う
の
で
あ
る
�
見
よ
う
と
し
て
見
え
な

い
�
明
る
い
の
か
暗
い
の
か
�
ぼ
ん
や
り
と
し
て
霧
の
ご
と
く
漂
う

気
�
天
地
が
作
ら
れ
る
前
の
ガ
ス
状
の
宇
宙
で
あ
る
�
全
て
は
こ
こ

か
ら
始
ま
る
�

　

そ
の
意
味
で
��
道
教
と
は
何
か
�
と
い
う
問
い
に
対
し
て
��
気
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の
宗
教
�
と
答
え
る
の
は
�
そ
の
本
質
を
衝
く
も
の
と
い
え
る
�
し

か
し
�
こ
れ
だ
け
で
は
道
教
を
定
義
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
�
で

は
�
本
書
の
内
容
全
体
か
ら�
道
教
と
は
何
か
�
と
い
う
解
答
が
得

ら
れ
る
か
と
い
え
ば
�
そ
れ
も
少
し
問
題
が
残
る
�
や
は
り
錬
金
術

や
気
功
な
ど
の
方
術
に
重
点
が
か
か
る
�
お
そ
ら
く
読
者
は
�
道
教

と
は
？
の
解
答
を
求
め
る
で
あ
ろ
う
�
そ
れ
に
対
し
て�
道
教
の
歴

史
�
を
一
章
と
し
た
の
は
頷
け
る
�
複
雑
な
歴
史
的
解
説
を
避
け
�

簡
明
に
時
代
の
特
徴
の
み
を
記
述
し
た
方
法
は
肯
定
で
き
る
が
�

�
歴
史
�
の
と
ら
え
方
�
あ
る
い
は�
発
展
�
と
い
う
視
点
を
ど
う
説

明
す
る
の
か
�

　

日
本
の
な
か
の
道
教
文
化
に
つ
い
て
は
�
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
た

も
の
が
少
な
く
な
い
��
日
本
文
化
と
道
教
�
で
は
�
そ
う
し
た
従

来
の
指
摘
に
さ
ら
に
著
者
の
研
究
と
見
聞
を
加
え
た
解
説
が
新
し
い
�

著
者
が
文
献
研
究
だ
け
で
は
な
く
�
実
地
調
査
を
も
行
�
た
成
果
が

示
さ
れ
て
い
て
�
研
究
の
新
展
開
を
示
唆
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
�

　

本
書
の
内
容
に
と
り
た
て
て
異
論
を
呈
す
る
も
の
で
は
な
い
�
む

し
ろ
�
簡
明
に
�
正
確
に
�
そ
し
て
多
く
の
研
究
に
も
と
づ
き
な
が

ら
の
論
説
に
は
�
い
つ
も
な
が
ら
感
嘆
さ
せ
ら
れ
る
�
た
だ
し
��
道

教
と
は
な
に
か
�
と
い
う
書
名
は
�
冒
頭
に
記
し
た
よ
う
な
経
緯
が

あ
る
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