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〈
論
文
要
旨
〉

本
稿
は
、
清
沢
満
之
の
「
精
神
主
義
運
動
」
に
焦
点
を
当
て
、
彼
の
浄
土
教
的
信
を
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
た
宗
教
哲
学
の
可
能
性
に
つ
い
て
探
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。
清
沢
の
宗
教
哲
学
に
は
日
本
・
近
代
と
言
う
特
殊
な
状
況
下
で
掘
り
下
げ
ら
れ
た
新
た
な
仏
教
理
解
の
可
能
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
の

宗
教
哲
学
に
は
宗
学
の
枠
に
囚
わ
れ
な
い
宗
教
理
解
の
道
、
ま
た
単
な
る
概
念
置
換
に
終
わ
ら
な
い
普
遍
的
宗
教
理
解
へ
の
道
が
拓
か
れ
て
い
る
。

こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
、
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
も
の
は
、
川
『
宗
教
哲
学
骸
骨
」
に
代
表
さ
れ
る
「
論
理
的
な
も
の
」
と
凶
彼
の
禁
欲
的
修

行
的
生
活
に
お
い
て
見
ら
れ
る
「
主
体
的
・
実
践
的
な
も
の
」
で
あ
る
。
こ
の
山
の
論
理
性
お
よ
び
聞
の
実
践
性
〈
主
体
性
〉
の
徹
底
と
い
う
こ
と
が
、
ま

ず
清
沢
の
宗
教
哲
学
を
理
解
す
る
手
掛
か
り
と
な
る
。
川
の
論
理
性
の
徹
底
は
、
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
の
「
有
限
無
限
」
論
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
二
項
が
「
同
体
」

で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
試
み
ら
れ
て
い
る
宗
教
に
つ
い
て
の
論
理
的
体
系
的
思
索
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
か
ら
、
凶
の
実
践
性
〈
主
体
性
〉
の
徹
底
と
い
う

こ
と
は
、
個
人
的
・
主
体
的
事
情
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
単
な
る
「
論
理
以
上
の
も
の
」
を
求
め
て
苦
闘
す
る
彼
の
真
撃
な
修
行
的
生
活
に
見
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
清
沢
の
場
合
、
こ
の
川
お
よ
び
山
の
徹
底
は
、
そ
の
徹
底
即
否
定
と
し
て
、
新
た
な
根
源
的
宗
教
理
解
へ
の
道
を
開
い
て
い
る
。
そ
も
そ
も
根

源
的
宗
教
理
解
は
極
め
て
個
人
的
に
し
て
主
体
的
な
問
題
を
通
し
て
開
か
れ
る
と
言
え
る
が
、
彼
の
場
合
、
そ
れ
は
論
理
性
お
よ
び
実
践
性
の
徹
底
と
い
う

側
面
と
同
時
に
そ
の
否
定
即
克
服
と
し
て
の
「
宗
教
の
実
際
」
に
触
れ
た
宗
教
的
決
断
の
事
柄
を
背
景
に
も
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
根
本
的
転
換
の

経
験
を
踏
ま
え
た
新
た
な
宗
教
理
解
を
「
根
本
撞
着
」
を
基
軸
に
し
た
『
他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
』
の
展
開
に
見
る
。
「
他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
」
に
お
け
る

「
有
限
無
限
」
論
は
、
単
な
る
論
理
的
連
続
性
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
「
実
際
の
事
実
」
と
い
う
非
連
続
的
事
態
を
踏
ま
え
て
構
想
さ
れ

て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
「
精
神
主
義
運
動
」
は
、
こ
の
よ
う
な
転
換
そ
の
も
の
で
あ
る
「
心
霊
的
経
験
の
事
実
」
を
出
発
点
に
も
つ
宗
教
運
動
で
あ
る
。
「
精
神
主
義
」

に
お
い
て
は
「
吾
人
の
根
本
的
成
立
に
有
限
無
限
の
両
面
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
『
他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
』
の
「
有
限
無
限
同
体
表
裏
」
と

同
じ
で
あ
る
が
、
た
だ
し
、
そ
れ
は
そ
こ
で
は
論
理
必
然
的
に
は
「
根
本
撞
着
」
と
し
て
押
さ
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
柄
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
「
精

神
主
義
」
に
お
い
て
は
、
「
心
霊
的
経
験
の
事
実
」
と
し
て
ま
ず
受
け
入
れ
、
「
自
覚
」
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
精
神
主
義
」

は
「
実
際
主
義
」
で
あ
り
、
た
と
え
論
理
的
に
は
「
根
本
撞
着
」
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
は
結
局
「
絶
対
無
限
の
賦
与
す
る
所
」
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
落

着
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
「
有
限
無
限
接
触
の
実
際
」
へ
と
清
沢
を
到
ら
せ
た
宗
教
は
飽
く
ま
で
浄
土
教
的
信
で
あ
り
、
「
他
力
」
で
あ
る
。
「
精

神
主
義
運
動
」
は
こ
の
よ
う
な
具
体
的
か
つ
主
体
的
な
「
宗
教
的
覚
悟
」
を
出
発
点
と
し
た
宗
教
運
動
で
あ
る
。



清
沢
満
之
の
精
神
主
義
運
動
に
つ
い
て

序
清
沢
満
之
(
文
久
三
年
1
明
治
三
十
六
年
、
一
八
六
三

1
一
九

O
三
)
の
「
精
神
主
義
運
動
」
の
提
唱
は
明
治
三
十
四
年
一
月
発

行
の
「
精
神
界
』

l

に
始
ま
る
2
0

た
だ
し
、
そ
れ
は
前
年
の
明
治

三
十
三
年
に
清
沢
を
中
心
に
多
国
鼎
、
佐
々
木
月
樵
、
暁
烏
敏
な

ど
が
集
っ
て
聞
か
れ
た
私
塾
・
浩
々
洞
3

に
お
け
る
彼
ら
の
共
同

生
活
か
ら
生
ま
れ
出
た
も
の
で
あ
る
。
清
沢
の
生
涯
を
顧
み
る
時
、

彼
自
身
が
実
際
こ
の
運
動
に
携
わ
っ
た
の
は
最
晩
年
の
僅
か
三
年

に
満
た
な
い
期
間
で
は
あ
っ
た
が
、
彼
の
真
骨
頂
は
こ
の
「
精
神

主
義
運
動
」
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

勿
論
、
そ
れ
以
前
の
彼
の
生
活
も
こ
の
運
動
へ
と
到
る
伏
線
で
あ

り
、
彼
ら
し
い
情
熱
を
傾
け
た
日
々
で
あ
っ
た
と
言
え
る
が
、
彼

の
真
の
宗
教
者
と
し
て
の
面
目
は
ま
さ
に
こ
の
運
動
に
お
い
て
躍

知
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
清
沢
の
「
精

神
主
義
運
動
」
へ
と
到
る
経
過
を
ま
ず
そ
の
論
理
お
よ
び
実
践
の

岡
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徹
底
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
、
最
終
的
に
は
そ
の
宗
教
運
動
の

意
味
を
『
精
神
界
』
に
残
さ
れ
た
清
沢
の
文
章
を
中
心
に
取
り
出

し
た
い
4
0

さ
て
、
清
沢
満
之
の
生
涯
を
「
精
神
主
義
運
動
」
に
焦
点
を
当

て
て
再
構
築
す
る
と
、
そ
の
運
動
へ
と
結
実
し
て
い
っ
た
も
の
と

し
て
、
川
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
5

に
代
表
さ
れ
る
「
論
理
的
な
も
の
」

と、

ω自
力
修
行
的
生
活
6

に
代
表
さ
れ
る
「
主
体
的
・
実
践
的

な
も
の
」
と
に
大
別
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
こ
の
論
理

性
と
実
践
性
〈
主
体
性
〉
と
が
清
沢
を
し
て
日
本
近
代
の
仏
教
者

た
ら
し
め
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
両
者
が
絡
み
合
い
、
徹

底
さ
れ
る
こ
と
よ
っ
て
「
精
神
主
義
運
動
」
は
生
じ
た
と
言
っ
て

も
よ
い
7
0

た
だ
し
、
そ
の
徹
底
の
内
容
は
そ
の
両
者
の
否
定
性

の
契
機
の
徹
底
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
「
精
神
主
義
運
動
」
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な
っ
て
い
る
も
の

は
親
鷺
に
よ
っ
て
関
か
れ
た
浄
土
教
的
信
心
の
立
場
で
あ
り
、
清

沢
は
そ
れ
を
日
本
近
代
と
い
う
特
殊
な
精
神
的
状
況
下
に
お
い
て



捉
え
直
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
再
把
捉
は
こ
の
論
理
性

と
主
体
性
と
を
探
り
場
と
し
、
そ
の
徹
底
即
否
定
に
お
い
て
可
能

と
な
っ
た
と
言
v

え
る
の
で
あ
る
。
「
精
神
主
義
」
そ
の
も
の
は
、

清
沢
自
身
も
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
最
終
的
に
は
そ

の
否
定
か
ら
の
再
生
と
し
て
極
め
て
肯
定
的
な
立
場
で
あ
る
が
、

そ
の
よ
う
な
肯
定
へ
の
翻
り
と
し
て
先
ず
徹
底
し
た
否
定
の
立
場

が
貫
か
れ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
「
精
神
主
義
運
動
」
へ
と

至
る
清
沢
の
論
理
的
お
よ
び
実
践
的
足
跡
を
顧
み
る
時
、
こ
の
否

定
性
の
契
機
の
徹
底
と
い
う
こ
と
は
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
重

要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
思
う
。

第
一
章

論
理
・
実
践
の
徹
底
と
そ
の
破
綻

さ
て
、
清
沢
の
前
半
生
を
振
り
返
る
時
、
ま
ず
注
目
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
学
究
の
徒
と
し
て
の
出
発
で
あ
ろ
う
。

そ
の
経
歴
お
よ
び
能
力
か
ら
し
て
、
彼
は
学
者
と
し
て
大
成
す
る

可
能
性
を
充
分
に
も
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
彼
の
学
問
へ
の
道
は

私
塾
に
始
ま
り
、
義
校
(
後
に
小
学
校
と
改
称
)
を
経
て
、
愛
知

外
国
語
学
校
(
後
に
愛
知
英
語
学
校
と
改
称
、
そ
の
後
廃
校
)
、

そ
れ
か
ら
愛
知
医
学
校
へ
と
進
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
当
初
彼

が
受
け
た
教
育
は
、
維
新
後
の
日
本
の
教
育
制
度
の
混
乱
を
そ
の

ま
ま
反
映
し
た
よ
う
な
経
過
を
辿
っ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
も

彼
は
ひ
た
す
ら
向
学
心
を
燃
や
し
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
後
々
彼
の
生
涯
に
と
っ
て
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
た
の
は
そ

の
愛
知
医
学
校
を
退
校
し
て
、
東
本
願
寺
育
英
教
校
ヘ
入
学
し
た

こ
と
で
あ
っ
た
。
後
に
彼
は
「
一
生
学
問
を
さ
し
て
く
れ
る
と
云

う
の
が
嬉
し
さ
に
、
坊
主
に
な
っ
た
の
で
、
決
し
て
親
驚
聖
人
や

法
然
上
人
の
知
く
、
立
派
な
精
神
で
坊
主
に
な
っ
た
の
で
は
な

い」
8

と
一
一
一
口
っ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彼

は
東
本
願
寺
育
英
教
校
か
ら
さ
ら
に
東
京
大
学
へ
と
留
学
を
さ
せ

て
も
ら
い
、
そ
こ
で
哲
学
お
よ
び
宗
教
哲
学
を
専
攻
す
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
方
向
へ
と
清
沢
を
導
い
て
い
っ
た

も
の
は
、
ま
ず
は
彼
の
家
計
の
事
情
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
ま
た
彼

の
止
む
こ
と
の
な
い
向
学
心
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
そ

う
い
う
形
で
勉
強
を
さ
せ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
ま
た
彼

が
学
者
と
し
て
の
栄
達
の
道
を
諦
め
、
東
本
願
寺
の
教
学
の
刷
新

の
た
め
に
京
都
へ
と
呼
び
戻
さ
れ
る
こ
と
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
そ
の
宗
教
哲
学
の
論
理
に
つ
い
て
、

そ
の
論
理
の
徹
底
と
い
う
視
点
か
ら
、
彼
の
最
初
の
体
系
的
著
作

で
あ
る
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
を
手
が
か
り
に
考
察
し
た
い
0
9

第
一
節
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
の
立
場
j
論
理
性
の
徹
底
j

さ
て
、
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
を
貫
く
基
本
概
念
は
「
有
限
無
限
」

で
あ
り
、
こ
の
著
作
で
清
沢
は
そ
の
「
有
限
無
限
」
の
二
項
が
「
同



体
」
で
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら
宗
教
に
つ
い
て
の
論
理
的
体
系
的

思
索
を
試
み
て
い
る
。
凡
そ
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
有
限
無
限
」
は
「
思
想
の
二
大
項
」
で
あ
り
、
相
離
れ
る
こ

と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
無
限
」
は
「
独
立
」
、
「
絶

対
」
で
あ
り
、
「
有
限
」
は
「
依
立
」
、
「
相
対
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ま
ず
「
有
限
」
は
「
其
の
外
」
に
他
の
「
有
限
」
が
あ
り
、
互
い

に
「
相
限
界
」
し
「
依
立
」
す
る
。
「
有
限
」
の
そ
れ
ぞ
れ
が
「
依

存
的
」
で
あ
り
、
他
の
「
有
限
」
に
よ
っ
て
あ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
「
無
限
」
は
そ
の
「
有
限
の
全
体
」
で
あ
り
、
「
全

体
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
「
其
の
外
に
は
一
物
」
も
な
く
、
「
唯
こ
、

「
絶
対
」
、
「
独
立
し
た
も
の
」
で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
「
有
限
無
限
」

が
「
異
体
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
無
限
の
体
の
外
に
、
有
限
の

体
」
が
あ
る
こ
と
に
な
り
、
「
無
限
の
義
に
背
反
す
る
」
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
無
限
」
と
「
有
限
」
と
は
「
同
体
」
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
個
の
「
有
限
」
が
「
無
限
」
と
「
同

体
」
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
「
無
数
の
有
限
」
が
相
寄
っ
て
「
無
限
」

と
「
同
一
体
」
と
な
る
。
こ
の
状
態
は
ま
た
「
有
機
組
織
」
と
呼

ば
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
有
機
体
の
各
機
関
は
相
寄
り
相
待
っ
て
全

体
を
構
成
し
、
ま
た
そ
の
「
相
依
相
待
」
に
よ
っ
て
初
め
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
特
殊
の
機
能
を
果
た
し
う
る
。
ま
た
、
こ
の
「
有
限
無

限
」
の
関
係
は
「
主
伴
互
具
」
と
言
わ
れ
る
。
有
機
組
織
的
関
係

四

の
な
か
で
、
各
々
の
「
有
限
」
が
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
を
全
う
す
る

た
め
に
は
、
他
の
一
切
の
「
有
限
」
は
そ
の
機
械
と
な
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
各
々
の
「
有
限
」
が
「
主
」
と
な
る

と
き
は
、
他
の
一
切
の
「
有
限
」
は
そ
の
「
伴
属
」
と
な
っ
て
「
互

い
に
相
具
足
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
「
主
伴

互
具
」
の
関
係
の
覚
了
こ
そ
宗
教
の
要
で
あ
る
と
、
以
上
の
よ
う

に
清
沢
は
述
べ
て
い
る
o
m

こ
の
よ
う
な
「
有
限
無
限
」
の
理
解
を
基
盤
に
清
沢
は
、
さ
ら

に
①
「
霊
魂
論
」
、
す
な
わ
ち
「
有
限
な
霊
魂
」
が
「
開
発
進
化
」

し
て
「
無
限
」
に
達
す
る
と
い
う
こ
と
、
②
「
転
化
論
」
、
す
な

わ
ち
「
寓
有
の
転
化
」
と
は
「
有
限
」
か
ら
「
無
限
」
ヘ
向
か
う
か
、

あ
る
い
は
「
無
限
」
か
ら
「
有
限
」
へ
と
向
か
う
か
の
い
ず
れ
か

で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
③
「
善
悪
論
」
、
す
な
わ
ち
「
無
限
」
へ

と
向
か
う
こ
と
が
「
善
」
で
あ
り
、
「
有
限
」
へ
と
向
か
う
こ
と

が
「
悪
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
④
「
安
心
修
徳
論
」
、
す
な
わ

ち
「
有
限
」
が
「
無
限
の
境
界
」
ヘ
達
す
る
こ
と
が
「
安
心
」
で

あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
へ
と
向
か
う
べ
く
努
力
H

「
修
徳
」
す

べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
等
を
展
開
し
て
い
る
な

以
上
の
よ
う
な
首
尾
一
貫
し
た
論
理
展
開
は
当
時
の
日
本
の
学

的
状
況
か
ら
言
っ
て
も
勝
れ
た
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
し
、



清
沢
は
こ
の
よ
う
な
「
有
限
無
限
」
概
念
を
中
軸
と
し
た
論
理
的

展
開
を
通
じ
て
、
最
終
的
に
は
仏
教
、
殊
に
親
驚
の
浄
土
教
的
信

心
の
立
場
の
哲
学
的
理
解
を
試
み
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
特
に
そ
の
浄
土
教
的
仏
教
の
立
場
か
ら
な

さ
れ
る
区
別
で
あ
る
自
力
と
他
力
に
つ
い
て
は
凡
そ
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

宗
教
は
「
有
限
」
が
「
無
限
」
へ
と
向
か
う
「
実
際
」
で
あ
る

が
、
そ
の
「
有
限
」
が
「
無
限
」
へ
と
向
か
う
仕
方
に
二
種
類
あ

る
。
そ
れ
は
「
無
限
」
を
「
因
」
と
す
る
か
「
果
」
と
す
る
か
の

二
種
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
有
限
」
が
そ
の
「
内
部
の
因
性
を

開
発
」
し
て
「
無
限
」
ヘ
達
す
る
の
が
「
自
力
門
」
で
あ
り
、
「
有

限
の
外
部
に
あ
る
果
体
」
が
「
有
限
を
摂
引
」
し
、
「
無
限
」
へ

と
達
せ
し
め
る
の
が
「
他
力
門
」
で
あ
る
。
「
宗
教
の
実
際
」
に

入
る
た
め
に
は
、
こ
の
二
門
に
よ
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
「
其
の

要
と
す
る
所
は
、
共
に
一
無
限
力
の
活
動
に
よ
り
て
、
有
限
が
転

じ
て
無
限
に
進
化
す
る
に
あ
る
な
り
」
。
以
上
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
o
u

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
の
展
開
の
基
軸
は
「
二
項
同
体
」
で

あ
り
、
そ
こ
か
ら
す
べ
て
が
論
理
的
体
系
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
に
お
け
る
清
沢
の
基
本
姿
勢
は

こ
の
よ
う
な
徹
底
し
た
論
理
性
の
追
究
に
あ
る
と
言
え
る
が
、
本

来
「
論
理
以
上
の
も
の
」
で
あ
る
宗
教
を
清
沢
は
い
か
に
論
理
的

に
究
め
よ
う
と
す
る
の
か
、
そ
の
点
を
再
度
こ
こ
で
は
彼
の
「
宗

教
心
」
と
「
道
理
心
」
と
に
関
す
る
叙
述
か
ら
確
認
し
て
お
き
た

い
。
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
宗
教
起
源
」
は
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
あ
る
「
宗
教
心
」
に
あ

り
、
そ
の
「
発
達
進
化
」
に
よ
っ
て
様
々
な
「
宗
教
」
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
「
宗
教
心
」
と
は
「
無
限
」
へ
と
向
う
心
の
働
き
で
あ

る
。
た
だ
、
そ
の
他
の
人
間
の
心
の
働
き
が
み
な
「
有
限
」
へ
と

向
か
う
の
に
対
し
て
、
「
道
理
心
」
の
み
は
「
有
限
」
に
関
係
す

る
と
同
時
に
「
無
限
」
へ
も
関
係
す
る
働
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
哲
学
」
は
そ
の
「
道
理
心
の
無
限
に
関
係
す
る
区
域
」
を
表
す

も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
道
理
心
」
と
「
宗
教
心
」
と
の
相
違

は
次
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
「
道
理
心
」
の
「
無
限
」
に
対

す
る
関
係
が
「
追
求
」
で
あ
り
、
「
宗
教
心
」
の
そ
れ
が
「
受
容
」

で
あ
る
と
こ
ろ
に
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
道
理
心
」
が
「
疑
ひ
」
、

「
研
究
し
」
、
「
追
尋
し
」
、
「
窮
尽
」
す
る
の
に
対
し
て
、
「
宗
教
心
」

は
そ
の
「
第
一
着
歩
に
無
限
の
実
存
を
確
信
」
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
哲
学
の
終
わ
る
所
に
、
宗
教
の
事
業
始
ま
る
」

の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
o
u

五



こ
こ
で
は
、
一
方
で
は
「
道
理
心
」
の
「
無
限
」
に
対
す
る
徹

底
し
た
関
係
の
あ
り
方
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
他
方
で

は
宗
教
が
そ
の
「
道
理
心
」
で
は
究
め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
、
す
な
わ
ち
「
宗
教
心
」
の
み
が
関
わ
り
う
る
独
自
の
領
域
で

あ
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』

の
基
本
姿
勢
は
次
の
言
葉
に
明
瞭
に
言
い
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
「
道
理
と
信
仰
と
違
背
す
る
こ
と
あ
ら
ば
、
寧
ろ
信
仰
を
捨
て

て
、
道
理
を
取
る
べ
き
な
り
ヲ
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
清
沢
に

よ
る
と
、
確
か
に
宗
教
の
根
本
は
「
信
仰
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

決
し
て
「
道
理
」
に
よ
る
研
究
を
拒
む
も
の
で
は
な
い
。
特
に
、
「
宗

教
に
達
す
る
行
程
」
に
お
い
て
は
最
も
「
道
理
」
が
必
要
な
こ
と

が
あ
る
。
「
虞
の
道
理
」
と
「
畳
一
の
信
仰
」
と
は
一
致
す
る
。
「
道

理
」
は
不
完
全
で
あ
り
、
「
理
由
を
求
め
て
止
ま
ざ
る
」
性
質
の

も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
「
休
止
立
脚
の
点
」
を
与
え
る
の

が
「
信
仰
」
で
あ
る
。
「
道
理
と
信
仰
と
は
互
い
に
相
依
り
相
助

く
べ
き
も
の
」
で
あ
り
、
「
相
害
し
相
容
れ
ざ
る
も
の
」
で
は
な
い
。

す
べ
て
の
衝
突
は
「
信
仰
」
と
「
信
仰
」
と
の
間
に
あ
り
、
「
信
仰
」

は
「
道
理
」
に
よ
っ
て
「
矯
正
」
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
以

上
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
o
m

こ
の
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
の
展
開
の
基
軸
と
な
っ
て
い
る
「
二

項
同
体
」
、
「
有
機
組
織
」
あ
る
い
は
「
主
伴
互
具
」
等
の
着
想
に

は
、
仏
教
、
殊
に
親
驚
の
浄
土
教
的
信
心
の
立
場
に
接
し
た
清
沢

の
固
有
の
立
場
が
出
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
と
思
う
が
、
そ
れ
は

あ
く
ま
で
徹
底
し
た
「
道
理
」
〈
論
理
〉
立
場
か
ら
構
築
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
だ
反
面
、

清
沢
の
宗
教
哲
学
の
立
場
は
単
な
る
論
理
の
立
場
で
は
な
い
と
こ

ろ
に
、
す
な
わ
ち
常
に
「
宗
教
の
実
際
」
凶
に
触
れ
て
い
る
と
い

う
と
こ
ろ
に
、
こ
の
論
理
の
立
場
を
徹
底
し
つ
つ
、
そ
の
論
理
を

超
え
た
境
域
へ
の
転
換
の
必
然
性
を
秘
め
て
い
た
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
。
そ
の
点
が
明
ら
か
に
な
る
の
が
『
他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
』

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
と
は
微
妙
に
異
な
る
論

理
展
開
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』

の
論
理
の
徹
底
と
受
け
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
側
面
と
、
単
な

る
論
理
の
徹
底
と
い
う
こ
と
の
み
で
は
追
い
切
れ
な
い
事
態
、
す

な
わ
ち
彼
が
常
に
「
宗
教
の
実
際
」
に
触
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

か
ら
出
て
く
る
側
面
と
が
あ
る
。
次
に
、
こ
の
後
者
の
側
面
を
先

ず
考
察
し
、
そ
こ
か
ら
改
め
て
「
他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
』
に
お

け
る
論
理
展
開
の
問
題
を
考
察
し
た
い
。

第
二
節

禁
欲
的
行
者
的
生
活

i
実
践
性
の
徹
底
と
そ
の
破
綻
j

さ
て
、
論
理
の
徹
底
が
、
そ
の
否
定
に
直
面
し
、
さ
ら
に
そ
の

否
定
か
ら
蘇
る
と
い
う
こ
と
は
単
な
る
論
理
の
延
長
線
上
で
は
生



じ
な
い
。
そ
こ
に
は
そ
の
「
論
理
を
超
え
た
も
の
」
と
の
出
会
い

が
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
清
沢
は
西
洋
の
論
理
と
比
較
し
て
仏
教

の
論
理
の
暖
昧
さ
を
問
わ
れ
た
と
き
、
「
も
の
に
は
論
理
以
上
の

こ
と
が
あ
る
」
げ
と
言
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
こ

の
「
論
理
以
上
の
も
の
」
へ
の
転
機
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の

は
、
彼
の
禁
欲
的
行
者
的
生
活
と
そ
の
破
綻
と
も
な
っ
た
結
核
と

い
う
不
治
の
病
へ
の
擢
患
と
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
前
者
は

ま
さ
に
清
沢
が
単
に
論
理
的
抽
象
的
に
で
は
な
く
、
主
体
的
実
践

的
に
宗
教
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
し
、
後
者
は
そ
の

破
綻
と
し
て
、
清
沢
に
さ
ら
に
論
理
と
も
実
践
と
も
異
な
る
境
界

へ
の
参
入
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
ま
た
、
後
者
は
清
沢
の
極
め
て
個
人
的
な
事
柄
で
は
あ
る
が
、

「
宗
教
の
実
際
」
と
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
個
人
的
な
覚
悟
の
問

題
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
離
れ
て
「
宗
教
の
実
際
」
は

あ
り
え
な
い
と
も
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
清
沢
が
こ
の
よ
う
な
禁
欲
的
行
者
的
生
活
を
突
然

始
め
た
の
は
、
京
都
ヘ
帰
り
、
新
法
主
や
宗
門
の
子
弟
の
教
育
に

具
体
的
に
携
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
仏

教
、
殊
に
親
鷺
の
教
え
の
核
心
を
理
解
す
る
の
は
単
な
る
「
道
理
」

〈
論
理
〉
の
立
場
で
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
痛

切
に
感
じ
始
め
た
こ
と
と
に
起
因
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

点
に
つ
い
て
、
暁
烏
敏
は
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

そ
の

明
治
廿
三
年
九
月
先
生
大
い
に
感
ず
る
所
あ
り
、
今
迄
着
せ
し

洋
服
を
す
っ
か
り
人
に
輿
え
ら
れ
た

0

・
・
・
(
中
略
)
・
・
・
先

生
は
之
れ
迄
は
理
論
の
上
に
て
悌
教
を
研
究
せ
ん
と
し
て
居
ら
れ

ま
し
た
が
、
当
時
京
都
中
学
に
加
藤
法
城
と
云
ふ
人
が
居
ら
れ
て
、

大
変
有
難
い
人
で
あ
り
ま
し
た
が
、
先
生
大
い
に
此
の
人
に
感
ぜ

ら
れ
、
一
方
悌
教
は
理
屈
に
あ
ら
ず
、
学
問
的
に
求
む
べ
き
も
の

に
非
ず
し
て
、
実
際
的
実
践
窮
行
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
知
ら

れ
た
と
見
え
ま
し
て
、
今
迄
知
識
の
方
面
に
求
め
ら
れ
た
の
を
、

今
や
一
変
し
て
実
行
に
求
め
ら
る
冶
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
o
u

ま
た
、
清
沢
の
親
驚
の
教
え
へ
の
傾
倒
は
幼
児
の
頃
か
ら
の
母

親
タ
キ
の
感
化
が
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
母
親
の
死
が
実
践
的
契
機
を
徹
底
す
る
切
っ
掛
け
と
な
っ
た
こ

と
も
否
定
で
き
な
い
。
明
治
二
十
四
年
に
母
タ
キ
が
亡
く
な
っ
た

後
の
彼
の
徹
底
し
た
生
活
振
り
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
伝
え
ら

れ
て
い
る
。

-
・
・
殊
に
一
一
十
四
年
十
月
、
母
君
を
喪
ひ
て
よ
り
は
、
自
服

に
麻
衣
を
纏
ひ
、
一
切
の
肉
類
を
断
ち
、
禁
酒
禁
煙
、
全
く
所
謂

行
者
の
振
舞
を
為
せ
り

0

・
・
・
ω

七



さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
徹
底
し
た
禁
欲
的
行
者
的
生
活
が
破
綻

す
る
経
過
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
玄

5
5
z
B
E∞巴
E
o
m
と
も
言
わ
れ
る
厳
し
い
生
活
で
あ
っ
た

が
、
そ
う
い
う
生
活
の
な
か
で
清
沢
は
明
治
二
十
七
年
冬
の
前
法

主
厳
如
の
葬
儀
の
際
に
感
冒
に
躍
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
も
彼

は
禁
欲
生
活
を
緩
め
ず
、
そ
の
無
理
が
崇
っ
た
せ
い
か
、
春
に
な
っ

て
も
そ
の
病
状
は
回
復
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
彼
も
漸
く
友
人
達

の
懇
願
を
入
れ
て
医
者
の
診
察
を
受
け
た
。
そ
の
結
果
、
彼
は
結

核
と
い
う
診
断
が
下
さ
れ
、
や
む
な
く
垂
水
ヘ
転
地
療
養
す
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
o
幻

清
沢
の
こ
の
よ
う
な
行
者
的
生
活
の
徹
底
と
そ
の
破
綻
と
は
、

先
に
見
た
「
宗
教
哲
学
骸
骨
』
に
お
け
る
論
理
の
徹
底
以
上
に
、

彼
の
宗
教
理
解
に
、
延
い
て
は
そ
の
生
活
そ
の
も
の
に
と
っ
て
も

重
大
な
意
義
を
も
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
一
見
、
そ
の
厳
し
い
生

活
態
度
は
親
鷺
の
教
え
る
浄
土
教
的
救
い
の
道
に
反
す
る
よ
う
に

思
え
る
が
、
そ
れ
は
単
な
る
「
道
理
」
や
論
理
に
お
い
て
で
は
な

く
、
主
体
的
実
践
的
に
に
そ
の
教
え
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
清
沢

の
決
然
と
し
た
態
度
の
現
れ
と
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際

に
清
沢
が
親
驚
の
教
え
を
領
解
す
る
に
到
る
の
は
、
こ
れ
よ
り
も

後
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
主
体
的
実
践
的
生

活
お
よ
び
そ
の
破
綻
が
彼
の
宗
教
理
解
に
も
た
ら
し
た
意
義
は
大

き
い
。
ま
た
、
そ
れ
は
彼
の
生
活
そ
の
も
の
に
と
っ
て
も
一
大
転

寸

k，，，， 

機
と
な
る
出
来
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に

伝
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
後
諸
友
は
謀
り
て
医
薬
治
療
を
勧
告
し
た
処
、
今
ま
で
の

徳
永
は
こ
れ
で
死
亡
し
た
。
こ
の
上
は
こ
の
死
骸
は
諸
君
の
自
由

に
任
せ
ま
せ
う
と
言
は
れ
て
、
こ
れ
よ
り
医
師
の
弓
一
一
口
を
固
く
守
り
、

厳
整
周
到
医
薬
を
事
と
せ
ら
れ
た
。
(
傍
点
筆
者
)
n

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
今
ま
で
の
徳
永
は
こ
れ
で
死
亡
し

た
」
と
い
う
言
葉
と
、
「
こ
の
死
骸
は
諸
君
の
自
由
に
任
せ
ま
せ
う
」

と
い
う
言
葉
の
意
義
は
、
こ
れ
ま
で
の
清
沢
の
生
き
方
す
べ
て
か

ら
省
み
て
実
に
重
い
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う

の
は
、
擢
病
後
の
彼
の
行
者
的
生
活
は
お
そ
ら
く
そ
の
強
情
我
慢

の
極
点
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
遂
に
、
こ
う
い
う
形

で
脱
落
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
「
宗
教
の
実
際
」
へ
の
関
わ

り
に
決
定
的
意
味
を
も
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
は
や
、

清
沢
に
と
っ
て
「
宗
教
の
実
際
」
へ
の
手
が
か
り
は
論
理
で
も
実

践
で
も
な
い
。
そ
う
い
う
ぎ
り
ぎ
り
の
限
界
状
況
の
な
か
で
、
清

沢
は
ま
さ
に
文
字
通
り
血
を
吐
き
な
が
ら
自
己
の
最
終
的
覚
悟
の

問
題
に
対
峠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
事
態
が
彼
の
宗
教
に
つ
い
て
の
論
理
展
開
に
少
な
か
ら
ず
影
響

を
及
ぼ
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か



ら
、
以
下
「
他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
』

の
内
容
を
吟
味
し
た
い
。

『
他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
』
の
立
場

j
根
本
撞
着
・
論
理
性
の
徹
底
と
そ
の
否
定
j

ま
ず
、
『
他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
』
に
お
け
る
宗
教
の
定
義
は
『
宗

教
哲
学
骸
骨
』
の
時
期
に
お
け
る
「
有
限
無
限
」
概
念
に
よ
る
宗

教
の
定
義
と
は
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
。
勿
論
、
清
沢
は
そ
の
宗

教
に
つ
い
て
の
基
本
的
発
想
を
ま
だ
変
更
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ

な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
清
沢
の
主
体
的
内
面
的
問
題
へ
と
、
よ

り
一
層
シ
フ
ト
す
る
形
で
定
義
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
で
あ

ろ
う
。
例
え
ば
、
『
宗
教
哲
学
骸
骨
講
義
』
と
し
て
残
さ
れ
て
い

る
も
の
は
宗
教
の
定
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

第
三
節

一
、
宗
教
は
有
限
無
限
の
調
和
也
。

二
、
宗
教
は
有
限
の
無
限
に
対
す
る
実
際
也
。

眺
め
て
云
ふ
也
)

三
、
宗
教
は
無
限
の
自
覚
還
元
也
。

ふ
也
)
ぉ

(
有
限
の
方
よ
り

(
無
限
の
方
よ
り
眺
め
て
云

こ
れ
に
対
し
て
、
『
他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
』
で
は
『
宗
教
哲

学
骸
骨
』
の
英
訳
の
定
義
を
指
示
し
た
後
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

之
を
要
す
る
に
、
区
々
の
定
義
其
の
言
説
甚
だ
多
様
な
り
と
雌

も
、
其
の
目
的
と
す
る
所
に
至
り
て
は
、
彼
此
一
様
に
、
皆
な
安

心
立
命
を
求
む
る
を
以
て
極
致
と
す
る
に
あ
る
が
如
し
。
是
れ
即

ち
宗
教
の
本
相
を
示
す
も
の
に
し
て
、
亦
た
其
の
必
須
不
可
欠
の

要
事
た
る
を
説
く
も
の
な
り
。
(
傍
点
筆
者
)
M

「
安
心
立
命
」
あ
る
い
は
同
じ
文
脈
の
中
で
述
べ
て
い
る
「
抜

苦
輿
楽
」
ぉ
等
の
言
葉
は
、
清
沢
が
不
治
の
病
の
床
に
伏
し
な
が

ら
切
望
し
た
当
の
も
の
を
言
い
表
し
て
い
る
。
こ
こ
で
清
沢
が
求

め
た
も
の
は
単
な
る
「
有
限
無
限
」
と
い
う
よ
う
な
抽
象
的
概
念

の
み
で
は
癒
さ
れ
な
い
魂
の
渇
き
を
癒
す
も
の
で
あ
っ
た
言
え
る

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
安
心
立
命
」
の
議
論
の
後
に
、

す
な
わ
ち
「
安
心
立
命
は
無
限
の
境
遇
に
対
し
て
精
神
を
適
合
す

る
に
あ
る
こ
と
、
略
々
明
ら
か
な
り
」
ぉ
と
述
べ
た
後
に
、
清
沢

は
改
め
て
「
有
限
無
限
」
の
理
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
下
、
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
と
は
微
妙
に
異
な
る
論
理
展
開
に
着

目
し
つ
つ
、
『
他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
」
に
お
け
る
清
沢
の
「
有

限
無
限
」
の
理
解
を
取
り
出
し
た
い
。

ま
ず
、
「
無
限
」
に
つ
い
て
清
沢
は
こ
れ
を
「
無
限
の
境
遇
」

と
言
い
換
え
、
そ
れ
を
そ
こ
へ
と
わ
れ
わ
れ
の
「
精
神
」
が
向
か

九



い
う
る
「
対
境
」
と
し
て
具
体
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
一
つ
の
具
体
化
さ
れ
た
「
無
限
」
の
一
つ
と
し
て
「
阿
弥
陀

仏
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
』
と
い

う
タ
イ
ト
ル
か
ら
し
て
当
然
の
論
理
展
開
と
も
言
え
る
が
、
注
目

す
べ
き
は
こ
れ
に
続
く
「
有
限
無
限
」
の
理
論
も
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』

の
理
論
の
ま
ま
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
有

限
無
限
」
は
「
甲
あ
れ
ば
非
甲
な
か
る
可
か
ら
ず
、
非
甲
あ
れ
ば

甲
な
か
る
べ
か
ら
ざ
る
理
論
に
由
っ
て
成
立
す
」
と
一
一
一
口
い
な
が
ら
、

通
常
の
甲
非
甲
と
違
っ
て
両
者
は
「
同
格
」
で
は
な
く
、
「
異
格
」

で
あ
る
こ
と
が
ま
ず
強
調
さ
れ
て
い
る
を

そ
し
て
、
さ
ら
に
「
宗
教
哲
学
骸
骨
」
と
決
定
的
に
異
な
る
と

こ
ろ
は
、
「
有
限
無
限
」
は
「
体
同
こ
で
あ
り
、
「
有
限
無
数
」

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
そ
の
こ
と
自
体
が
「
根
本
の

撞
着
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
「
根

本
撞
着
」
と
は
「
一
は
多
に
あ
ら
ず
、
多
は
一
に
あ
ら
ず
。
而
し

て
一
は
多
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
多
は
一
な
ら
ざ
る
を
得
ず
」
と
い

う
事
態
で
あ
る
。
こ
れ
は
可
分
不
可
分
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ

り
、
そ
れ
は
結
局
こ
こ
で
は
「
有
限
無
限
は
同
一
体
な
り
と
云
う

が
、
抑
々
根
本
撞
着
な
り
」
と
い
う
言
葉
に
帰
着
し
て
い
る
の
で

あ
る
お
。
こ
の
「
根
本
撞
着
」
と
い
う
こ
と
が
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』

の
理
論
を
前
提
し
、
そ
れ
を
あ
る
意
昧
で
突
き
詰
め
な
が
ら
取
り

出
さ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
点
が
先
ず
注
目
さ
れ
な
け
れ

一O

ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
清
沢
自
身
こ
の
理

論
展
開
の
相
違
を
自
覚
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

先
に
は
無
限
の
外
に
有
限
有
る
能
は
ず
し
て
、
有
限
無
限
は
其

の
体
同
一
な
り
と
論
定
せ
り
。
然
る
に
、
根
本
の
撞
着
あ
る
が
為

に
、
有
限
の
外
に
無
限
あ
り
の
新
論
定
を
生
ず
る
を
見
る
べ
し
。

即
ち
有
限
無
限
其
の
体
別
異
な
り
と
の
背
説
を
成
立
す
る
に
至
る

な
り
。
(
傍
点
筆
者
)
m

上
述
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
に
お
い
て

立
て
ら
れ
た
「
二
項
同
体
」
論
は
単
に
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
。
あ
る
意
昧
で
、
そ
の
こ
と
を
徹
底
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
で

出
会
わ
れ
る
矛
盾
を
突
き
詰
め
る
と
い
う
形
で
「
体
別
異
な
り
」

と
い
う
こ
と
が
引
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ

は
単
な
る
論
理
の
徹
底
と
い
う
こ
と
に
留
ま
ら
な
い
清
沢
の
具
体

的
宗
教
的
決
断
に
関
わ
る
も
の
を
背
景
に
も
っ
て
い
る
と
言
え

る
。
と
い
う
の
は
、
そ
こ
で
は
一
応
、
同
体
論
は
「
無
限
を
基
想
」

と
し
て
立
論
す
る
場
合
で
あ
り
、
別
異
論
は
「
有
限
を
基
想
」
と

し
て
立
論
す
る
場
合
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
は
い
る
が
、
結
局
そ

の
立
論
の
相
違
は
哲
学
上
は
決
着
で
き
な
い
「
自
力
他
力
二
門
」

の
違
い
と
い
う
宗
教
上
の
違
い
に
帰
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。



前
段
論
じ
来
る
が
如
く
、
有
限
無
限
の
二
者
に
就
い
て
、
其
の

体
同
一
な
る
と
、
其
の
体
別
異
な
る
と
の
反
説
存
す
る
が
故
に
、

落
に
宗
教
に
於
い
て
、
自
力
他
力
門
の
二
者
を
生
起
す
る
に
至
る

な
り
。
是
に
於
い
て
、
亦
た
哲
学
と
宗
教
と
の
区
別
を
弁
知
す
べ

き
な
り
。
哲
学
は
此
の
知
き
反
説
の
両
立
を
許
さ
ざ
る
な
り
。
(
傍

点
筆
者
)
初

以
上
、
『
他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
』
に
お
い
て
現
れ
て
い
る
「
根

本
撞
着
」
へ
と
到
る
清
沢
の
「
有
限
無
限
」
論
を
実
践
的
契
機
の

破
綻
と
い
う
こ
と
を
背
景
に
読
み
解
い
て
み
た
。
そ
こ
に
は
先
に

述
べ
た
よ
う
に
論
理
の
徹
底
と
い
う
側
面
と
同
時
に
「
宗
教
の
実

際
」
に
触
れ
た
清
沢
の
宗
教
的
決
断
の
事
柄
が
背
景
に
あ
る
と
言

わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
、
注
目
す
べ
き
は
さ
ら
に
こ
こ
か
ら

清
沢
の
「
有
限
無
限
」
論
は
新
た
な
展
開
の
局
面
を
迎
え
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
概
念
的
に
は
例
え
ば
「
有
限
無
限

一
体
表
裏
」
と
い
う
表
現
に
見
ら
れ
る
し
、
ま
た
そ
の
論
理
的
展

開
の
過
程
に
導
入
さ
れ
る
「
実
際
の
事
実
」
と
い
う
言
葉
に
現
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
「
根
本
撞
着
」
と
い
う
論
理
的
破
綻
を
、
「
実

際
の
事
実
」
と
い
う
こ
と
を
介
し
て
、
「
有
限
無
限
一
体
表
裏
」

の
関
係
と
し
て
、
さ
ら
に
論
理
的
に
展
開
し
よ
う
と
す
る
試
み
と

言
え
る
。
清
沢
は
ま
ず
そ
の
両
者
の
相
即
関
係
を
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

然
る
に
此
の
知
き
活
動
寓
化
は
、
抑
々
知
何
の
も
の
た
る
や
。

今
其
の
本
源
に
就
い
て
之
を
論
ず
れ
ば
、
蓋
し
是
れ
有
限
無
限
一

体
表
裏
の
関
係
を
明
示
す
る
も
の
に
外
な
ら
ざ
る
な
り
。
夫
れ
有

限
無
限
は
一
体
表
裏
の
も
の
な
り
と
難
も
、
若
し
開
発
活
動
の
事

実
の
之
を
表
明
す
る
な
か
り
せ
ば
、
其
の
関
係
容
易
に
領
解
す
可

か
ら
ざ
る
な
り
。
又
若
し
有
限
無
限
の
一
体
表
裏
の
関
係
存
在
せ

ず
ば
、
高
有
開
発
の
事
実
其
の
論
拠
を
得
る
所
な
き
な
り
。
蓋
し

二
者
は
、
相
寄
り
て
宇
内
の
実
相
を
吾
人
に
覚
知
せ
し
む
る
者
た

る
な
り
。
(
傍
点
筆
者
)
出

こ
の
よ
う
に
両
者
の
相
即
関
係
を
示
し
た
後
に
、
さ
ら
に
清
沢

は
「
論
理
必
然
」
に
よ
っ
て
は
「
有
限
無
限
同
体
表
裏
の
根
本
的

撞
着
」
へ
と
到
る
事
態
を
、
「
実
際
の
事
実
」
と
い
う
こ
と
を
介

し
て
超
え
て
い
く
道
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

唯
だ
彼
の
論
理
の
必
然
に
よ
り
て
、
有
限
無
限
同
体
表
裏
の
根

本
的
撞
着
を
認
む
る
に
至
る
の
み
。
然
る
に
、
滋
に
実
際
の
事
実

な
る
者
あ
り
、
鶏
の
卵
を
産
し
、
卵
の
鶏
を
生
ず
る
を
示
す

0

・・・

〈
中
略
〉
・
・
・
有
限
果
し
て
無
限
に
進
み
得
る
か
、
其
の
体
純
乎

一一



た
る
有
限
に
あ
ら
ず
し
て
、
亦
た
無
限
た
る
な
り
。
(
卵
の
隠
然

と
し
て
鶏
た
る
が
如
し
。
)
無
限
果
し
て
有
限
に
化
し
得
る
か
、

其
の
体
純
乎
た
る
無
限
に
あ
ら
ず
し
て
、
亦
た
有
限
た
る
な
り
。

(
鶏
の
卵
を
懐
く
が
知
し
。
)
是
に
於
い
て
か
、
単
に
理
論
上
の
事

項
、
惑
に
実
際
の
証
象
を
得
て
、
其
の
成
説
寒
に
明
確
な
る
を
得

る
な
り
o

n

(
傍
点
筆
者
)

以
上
の
よ
う
に
『
他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
』
に
お
け
る
「
有
限

無
限
」
論
は
、
単
な
る
論
理
的
連
続
性
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い

る
で
は
な
く
、
「
実
際
の
事
実
」
と
い
う
非
連
続
的
事
態
を
踏
ま

え
て
構
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

単
な
る
論
理
の
上
に
お
い
て
は
矛
盾
す
る
事
態
を
、
「
実
際
の
事

実
」
に
お
い
て
飛
躍
的
に
把
捉
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
立
場
を
確
認
し
た
上
で

展
開
さ
れ
る
の
が
「
有
限
無
限
同
体
表
裏
の
関
係
」
で
あ
る
と
言

え
る
。
す
な
わ
ち
、
「
有
限
無
限
」
が
表
裏
の
関
係
に
あ
る
と
い

う
事
柄
自
体
は
論
証
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
「
事
実
」

と
し
て
確
認
し
た
上
で
展
開
さ
れ
る
の
が
こ
こ
で
の
「
有
限
無
限

同
体
表
裏
の
関
係
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
関

係
の
展
開
に
つ
い
て
、
清
沢
は
ま
た
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

即
ち
有
限
は
無
限
と
同
一
体
な
り
。
而
し
て
今
や
有
限
を
表
と

一二

し
、
無
限
を
裏
と
す
、
必
ず
転
じ
て
無
限
を
表
と
し
、
有
限
を
裏

と
す
る
こ
と
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
又
若
し
今
無
限
を
表
と
し
、
有

限
を
裏
と
す
る
も
の
は
、
転
じ
て
有
限
を
表
と
し
、
無
限
を
裏
と

す
る
こ
と
な
か
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
果
し
て
然
ら
ば
、
有
限
無

限
真
に
同
一
体
た
ら
ん
か
、
転
化
は
其
の
必
然
的
発
動
な
り
と
云

は
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
を
知
る
べ
し
。
(
傍
点
筆
者
)
ぉ

こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
な
か
る
べ
か
ら
ず
」
あ
る
い
は
「
云
は
ざ

る
べ
か
ら
ざ
る
」
等
の
表
現
は
ま
さ
に
こ
の
「
有
限
無
限
」
論
が

飛
躍
的
事
実
把
捉
の
事
態
を
踏
ま
え
た
論
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
『
他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
』
に
お
け

る
論
理
展
開
に
は
以
上
の
よ
う
に
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
と
は
根
本

的
に
異
な
る
姿
勢
が
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
次
に
考
察
す
る
彼

の
「
精
神
主
義
運
動
」
に
お
い
て
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
く

も
の
で
あ
る
。

第
二
章

宗
教
運
動
と
し
て
の
精
神
主
義
運
動

前
章
で
は
、
清
沢
が
そ
の
宗
教
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
論
理

的
に
も
実
践
的
に
も
破
綻
し
な
が
ら
、
な
お
も
そ
こ
か
ら
新
た
な

宗
教
理
解
へ
の
道
を
切
り
開
い
て
い
く
過
程
を
考
察
し
た
。
そ
の

新
た
な
宗
教
理
解
へ
の
子
掛
か
り
と
な
っ
て
い
た
の
は
繰
り
返
し



述
べ
た
よ
う
に
「
実
際
の
事
実
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の

「
実
際
の
事
実
」
と
い
う
こ
と
は
、
突
き
詰
め
て
言
え
ば
、
そ
れ

が
た
と
え
論
理
的
に
は
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
、
さ
ら

に
は
実
践
的
に
も
超
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
顕
き
で
あ
ろ
う

と
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
で
あ

る
と
言
え
る
。
「
精
神
主
義
運
動
」
は
そ
う
い
う
「
事
実
」
で
も
、

以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
究
極
処
に
あ
る
「
心
霊
的
経
験
の

事
実
」
“
を
発
端
と
す
る
宗
教
運
動
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
清
沢
の
提
唱
し
た
「
精
神
主
義
運
動
」
の
意
義
を

考
察
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
勿
論
彼
が
置
か
れ
て
い
た
時
代
、
社

会
あ
る
い
は
思
想
状
況
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う

の
は
、
そ
う
い
う
様
々
な
状
況
の
複
合
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
の

一
活
路
と
し
て
「
精
神
主
義
運
動
」
は
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え

な
い
か
ら
で
あ
る
。
今
回
は
そ
う
い
う
点
は
充
分
に
検
討
で
き
な

い
が
、
そ
う
い
う
点
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
飽
く
ま
で
清
沢
自

身
の
書
き
残
し
た
も
の
を
中
心
に
し
て
、
彼
の
展
開
し
た
「
精
神

主
義
運
動
」
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

第
一
節
処
世
の
完
全
な
立
脚
地
と
し
て
の
精
神
主
義

上
述
し
た
よ
う
に
、
清
沢
の
「
精
神
主
義
運
動
」
の
提
唱
は
明

治
三
十
四
年
一
月
発
行
の
『
精
神
界
』
に
始
ま
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
は
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
た
彼
の
「
精
神
主
義
」
と
い
う
論
文
に

そ
の
端
を
発
す
る
。
勿
論
、
こ
れ
も
上
述
し
た
よ
う
に
浩
々
洞
に

お
け
る
彼
の
弟
子
達
と
の
共
同
生
活
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で

あ
り
、
そ
の
生
活
の
只
中
で
そ
う
い
う
主
張
の
萌
芽
は
既
に
論
じ

ら
れ
準
備
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
そ
れ
が
具
体

的
な
形
で
世
に
問
わ
れ
た
の
は
こ
の
論
文
が
初
め
て
で
あ
る
。
そ

の
冒
頭
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

吾
人
の
世
に
在
る
や
、
必
ず
一
つ
の
完
全
な
る
立
脚
地
な
か
る

べ
か
ら
ず
。
若
し
之
な
く
し
て
、
世
に
処
し
、
事
を
為
さ
む
と
す

る
は
、
恰
も
浮
雲
の
上
に
立
ち
て
技
芸
を
演
ぜ
ん
と
す
る
も
の
々

知
く
、
其
の
転
覆
を
免
る
々
事
能
は
ざ
る
こ
と
言
を
待
た
ざ
る
な

り
。
然
ら
ば
吾
人
は
如
何
に
し
て
処
世
の
完
全
な
る
立
脚
地
を
獲

得
す
べ
き
や
、
蓋
し
絶
対
無
限
者
に
よ
る
の
外
あ
る
能
は
ざ
る
べ

し
。
此
の
知
き
無
限
者
の
吾
人
の
精
神
内
に
あ
る
か
、
精
神
外
に

あ
る
か
は
、
五
口
一
偏
に
之
を
断
言
す
る
の
要
を
見
ず
。
何
と
な
れ

ば
彼
の
絶
対
無
限
者
は
、
之
を
求
む
る
人
の
之
に
接
す
る
所
に
あ

り
。
内
と
も
限
る
べ
か
ら
ず
、
外
と
も
限
る
べ
か
ら
*
さ
れ
ば
な
り
。

吾
人
は
只
だ
此
の
知
き
無
限
者
に
接
せ
ざ
れ
ば
、
処
世
に
於
け
る

完
全
な
る
立
脚
地
あ
る
能
は
ざ
る
こ
と
を
一
五
ふ
の
み
。
而
し
て
此

の
如
き
立
脚
地
を
得
た
る
精
神
の
発
達
す
る
候
路
、
之
を
名
づ
け

て
精
神
主
義
と
い
ふ
。
(
傍
点
筆
者
)
ぉ



こ
の
冒
頭
の
箇
所
に
「
精
神
主
義
」
の
基
本
的
方
向
は
既
に
現

れ
て
い
る
。
先
ず
、
そ
の
最
初
の
部
分
は
当
時
の
日
本
人
の
、
特

に
そ
の
知
識
階
層
の
置
か
れ
た
精
神
状
況
を
よ
く
反
映
し
た
内
容

で
あ
る
お
。
た
だ
、
そ
の
精
神
状
況
は
そ
の
当
時
の
知
識
階
層
の

み
の
問
題
と
し
て
限
定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
後
に

(
大
正
三
年
十
一
月
)
激
石
が
学
習
院
で
講
演
し
た
「
私
の
個
人

主
義
」
に
も
近
似
し
た
精
神
状
況
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
激
石
も

若
い
頃
か
ら
「
根
の
な
い
浮
草
」
の
よ
う
な
生
活
に
苦
し
み
、
そ

こ
か
ら
の
脱
出
を
「
他
人
本
位
」
か
ら
「
自
己
本
位
」
へ
の
転
換

に
お
い
て
成
し
遂
げ
た
と
言
っ
て
い
る
ぜ
こ
の
よ
う
に
清
沢
や

激
石
は
、
当
時
の
日
本
人
一
般
の
置
か
れ
た
精
神
的
状
況
を
、
そ

れ
ぞ
れ
宗
教
や
文
学
の
立
場
か
ら
自
覚
的
に
取
り
出
し
て
い
る
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
こ
で
清
沢
が
述
べ
て
い
る
「
完
全
な
立
脚
地
」
と
い

う
こ
と
は
、
い
つ
、
い
か
な
る
時
代
に
生
き
て
い
よ
う
と
も
問
わ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
人
間
の
根
本
的
な
覚
悟
の
問
題
へ
と
繋
が
っ
て

い
る
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
そ
の
覚
悟
が
清
沢
に
お
い
て
は
、
例

え
ば
今
述
べ
た
激
石
の
場
合
と
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
の
は
、

そ
れ
が
「
宗
教
的
覚
悟
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
他

力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
』
の
「
安
心
立
命
」
論
に
お
い
て
述
べ
ら
れ

て
い
た
こ
と
と
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
り
、
「
安
心
」
あ
る
い
は

こ
こ
で
号
弓
つ
「
完
全
な
立
脚
地
」
は
「
絶
対
無
限
者
」
に
よ
っ
て

一四

の
み
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
そ
の
次
の
「
絶

対
無
限
者
」
が
「
精
神
」
の
内
か
外
か
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
清

沢
の
議
論
は
ま
さ
に
、
そ
れ
が
主
体
的
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
尽
き
て
い
る
。
「
宗
教
的
覚
悟
」
の
問
題
が
極
め
て
主
体
的
問

題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
後
も
清
沢
が
繰
り
返
し
強
調
す

る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
「
精
神
主
義
運
動
」
が
主
体
的

な
「
宗
教
的
覚
悟
」
を
出
発
点
と
し
た
宗
教
運
動
で
あ
る
と
い
う

こ
と
、
こ
の
点
が
ま
ず
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節
心
霊
的
経
験
の
事
実

そ
れ
で
は
、
「
精
神
主
義
」
が
出
発
点
と
す
る
そ
の
主
体
的
な
「
宗

教
的
覚
悟
」
と
は
い
か
に
し
て
得
ら
れ
る
も
の
か
。
そ
れ
は
第
一

章
で
述
べ
た
よ
う
に
論
理
的
に
も
実
践
的
に
も
獲
得
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
・
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
徹
底
即
否
定
と
し
て
、

最
終
的
に
は
「
心
霊
的
経
験
の
事
実
」
と
し
て
受
け
入
れ
ざ
る
を

え
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

他
力
と
云
ひ
、
本
願
と
云
ひ
、
名
号
と
云
ひ
、
摂
取
と
云
ひ
、

極
楽
と
云
ひ
、
地
獄
と
云
ひ
、
児
戯
に
あ
ら
ず
ん
ば
荒
唐
不
稽
の

説
と
な
さ
ん
。
さ
れ
ど
親
し
く
生
死
の
大
問
題
に
逢
ひ
、
心
霊
的

苦
闘
を
経
、
一
道
の
光
明
に
接
し
た
る
後
、
回
光
返
照
し
て
先
に



怪
諾
し
た
る
も
の
を
見
れ
ば
、
他
力
と
い
ふ
に
甚
深
の
意
義
あ

り
、
・
・
・
(
中
略
)
・
・
・
先
に
怪
疑
せ
し
所
の
も
の
、
皆
こ
れ

心
霊
的
経
験
の
事
実
に
し
て
、
暗
夜
明
月
を
仰
ぐ
知
く
、
一
点
疑

ふ
の
余
地
な
き
を
知
る
に
至
ら
む
。

世
に
砂
糖
を
疑
ふ
人
あ
り
。
問
う
て
臼
く
、
或
る
砂
糖
は
黒
色

に
し
て
岩
の
知
く
、
或
る
砂
糖
は
白
色
に
し
て
監
の
如
く
、
或
る

砂
糖
は
黄
色
に
し
て
土
の
如
し
、
之
を
口
に
上
し
て
、
い
ふ
べ
か

ら
ざ
る
甘
味
あ
り
と
は
、
信
ず
る
能
は
ざ
る
所
な
り
と
。
吾
人
は

之
に
対
し
て
、
徒
ら
に
喋
々
の
弁
を
施
す
を
好
ま
ず
。
唯
だ
言
は

む
、
卿
、
そ
れ
炭
の
如
き
、
監
の
如
き
、
土
の
如
き
砂
糖
を
試
に

口
に
入
れ
よ
、
甘
き
か
甘
か
ざ
る
か
、
瞭
然
た
ら
ん
の
み
と
。
彼

の
宗
教
は
常
識
に
合
せ
ず
、
粗
末
千
万
、
採
る
に
足
ら
ず
と
い
ふ

論
者
に
対
し
て
、
五
日
人
ま
た
多
く
言
ふ
を
欲
せ
ず
。
唯
い
は
む
、

卿
そ
れ
常
識
に
よ
り
、
学
理
に
よ
り
、
不
動
の
安
慰
を
得
る
や
否

や
。
若
し
煩
悶
苦
悩
や
ま
ざ
る
と
き
あ
ら
ば
、
試
み
に
宗
教
を
昧

へ
、
然
ら
ば
即
ち
、
宗
教
の
甘
き
か
甘
か
ざ
る
を
知
ら
む
と
。
ぉ
(
傍

点
筆
者
)

こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
心
霊
的
経
験
の
事
実
」
と
い
う
言

葉
は
、
ま
さ
に
論
理
的
に
も
実
践
的
に
も
接
近
不
可
能
な
事
柄
を
、

「
直
接
経
験
の
事
実
」
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に

迫
る
も
の
で
あ
る
。
宗
教
に
対
す
る
関
係
は
こ
れ
以
外
に
あ
り
え

な
い
と
い
う
の
が
清
沢
の
基
本
的
態
度
で
あ
る
。
ま
た
さ
ら
に
、

そ
れ
を
「
口
に
入
れ
よ
」
と
い
う
言
葉
に
は
わ
れ
わ
れ
に
「
主
体

的
決
断
」
を
迫
る
も
の
が
あ
る
。
「
主
体
的
」
と
い
う
こ
と
に
は

当
然
「
生
死
の
大
問
題
に
逢
い
、
心
霊
的
苦
悩
を
経
」
る
と
い
う

こ
と
が
含
ま
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
次
の
箇
所
に
良
く

表
現
さ
れ
て
い
る
。

宗
教
の
信
仰
と
云
ふ
も
の
は
、
鰻
頭
の
昧
の
様
な
も
の
で
、
喫

し
た
人
に
は
、
其
の
昧
は
分
る
が
、
喫
せ
ぬ
人
に
は
、
其
の
昧
は

分
ら
ぬ
と
云
ふ
様
な
も
の
で
す
。
然
る
に
、
知
力
で
以
て
宗
教
上

の
信
仰
の
こ
と
を
論
議
し
た
り
、
研
究
し
た
り
す
る
の
は
、
鰻
頭

を
喫
す
る
前
に
、
其
の
色
や
ら
形
や
ら
を
批
評
し
て
居
る
様
な
も

の
で
あ
る
の
で
す

0

・
・
・
(
中
略
)
・
・
・
そ
こ
で
、
何
で
も
先

づ
口
に
入
れ
る
と
云
ふ
決
着
が
第
一
の
要
件
で
あ
り
ま
す
。
本
統

に
腹
が
す
い
て
く
る
と
、
石
で
も
砂
で
も
、
口
に
入
れ
て
見
る
気

に
な
る
も
の
で
す
。
も
一
つ
其
処
に
聡
を
加
え
て
申
し
て
見
れ
ば
、

我
々
の
腹
の
中
に
色
々
の
害
物
や
ら
毒
物
や
ら
が
充
ち
て
居
て
、

非
常
に
悩
ま
さ
れ
て
居
る
の
で
す
が
、
何
か
外
界
の
見
聞
に
浮
か

さ
れ
て
居
て
、
煩
悶
を
感
ぜ
ず
に
居
る
様
な
有
様
で
あ
る
。
其
処

ヘ
、
一
寸
気
が
附
い
て
来
て
、
口
が
渇
く
や
ら
、
腹
が
痛
む
や
ら

し
て
来
た
の
で
、
良
き
薬
が
あ
ら
ば
飲
ん
で
見
ょ
う
と
云
う
様
な

の
が
、
信
仰
を
求
む
る
手
初
め
で
あ
る
の
で
す
な
。
然
る
に
、
ま

一五



だ
気
も
充
分
落
ち
付
か
ず
、
苦
痛
も
充
分
に
は
感
ぜ
ら
れ
ぬ
故
、

薬
を
授
け
ら
れ
で
も
、
此
は
本
統
に
薬
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
ま
い

か
、
薬
と
一
五
ふ
も
の
は
一
体
ど
ん
な
者
で
あ
ろ
う
か
、
杯
と
詮
議

し
て
居
る
の
は
、
ま
だ
ま
だ
余
裕
の
あ
る
の
で
、
実
際
に
服
薬
と

云
ふ
所
へ
進
ま
な
い
所
で
す
。
そ
こ
で
尚
ほ
益
々
気
が
落
ち
付
い

て
来
て
、
苦
痛
が
盛
に
感
ぜ
ら
る
々
様
に
な
る
と
、
段
々
服
薬
の

方
ヘ
運
ん
で
来
て
、
終
に
は
ど
ん
な
も
の
で
も
、
薬
と
聞
け
ば
、

直
ち
に
口
に
投
ず
る
と
云
ふ
所
に
至
る
で
す
な
。
ぉ
(
傍
点
筆
者
)

「
本
統
に
腹
が
す
い
て
く
る
」
、
「
口
が
渇
く
」
あ
る
い
は
「
腹

が
痛
む
」
等
の
言
葉
は
、
ま
さ
に
宗
教
へ
の
関
係
が
徹
底
し
て
「
主

体
的
決
断
の
事
柄
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
立

場
か
ら
清
沢
は
敢
え
て
宗
教
は
「
主
観
的
事
実
」
あ
る
い
は
「
主

観
的
真
理
」
で
あ
る
と
言
い
切
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
い

う
「
宗
教
の
必
要
性
」
あ
る
い
は
「
必
然
性
」
を
自
分
の
う
ち
に

感
じ
、
そ
れ
を
「
主
体
的
に
選
び
取
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
鰻
頭

を
「
口
に
入
れ
る
」
と
い
う
こ
と
あ
り
、
「
心
霊
的
経
験
の
事
実
」

と
は
そ
う
い
う
「
主
体
的
決
断
」
を
通
し
て
の
み
確
認
さ
れ
る
も

の
な
の
で
あ
る
。

第
三
節
寓
物
一
体
の
真
理

そ
れ
で
は
、
そ
の
宗
教
的
覚
悟
の
内
容
は
い
か
な
る
も
の
と
し

一
六

て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
そ
う

い
う
内
容
の
も
の
で
あ
る
と
納
得
で
き
る
の
は
、
ま
さ
に
清
沢
が

一
百
っ
て
い
る
よ
う
に
鰻
頭
を
食
べ
た
者
だ
け
で
あ
る
が
、
彼
自
身

が
そ
の
「
心
霊
的
経
験
」
か
ら
取
り
出
し
て
い
る
も
の
を
次
に
確

認
し
た
い
。
そ
れ
は
先
ず
次
の
よ
う
な
「
高
物
一
体
の
真
理
」
あ

る
い
は
「
相
依
相
待
の
真
理
」
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

高
物
一
体
の
真
理
は
、
或
は
唯
心
論
と
説
か
れ
、
或
は
汎
神
論

と
説
か
れ
、
或
は
事
々
無
擬
法
界
と
説
か
れ
、
或
は
一
色
一
香
無

非
中
道
と
説
か
れ
、
或
は
心
外
無
別
法
と
説
か
れ
、
或
は
光
明
遍

照
十
方
世
界
と
説
か
る
々
等
、
其
の
説
明
頗
る
多
様
な
り
と
雛
も
、

要
す
る
に
、
宇
宙
開
に
存
在
す
る
千
高
無
量
の
物
体
が
、
決
し
て

各
個
別
々
に
独
立
自
存
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
、
互
い
に
相
依

り
相
待
ち
て
、
一
組
織
体
を
成
す
も
の
な
る
こ
と
を
表
示
す
る
も

の
な
り
。
ω

こ
の
「
寓
物
一
体
の
真
理
」
あ
る
い
は
「
相
依
相
待
の
真
理
」

は
上
述
の
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
に
お
い
て
も
「
有
機
組
織
」
あ
る

い
は
「
主
伴
互
具
」
の
関
係
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
が
こ
こ
で
は
さ
ら
に
「
実
践
上
に
関
す
る
も
の
」
へ

と
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
単
な
る
理
論
上
の
事
柄
と
し
て
で
は
な
く
、



い
か
に
そ
れ
が
実
践
さ
れ
う
る
か
が
「
精
神
主
義
」
で
は
問
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
具
体
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の

は
、
悌
陀
の
言
葉
、
「
三
界
は
皆
な
是
れ
我
が
有
な
り
」
あ
る
い

は
「
其
の
中
の
衆
生
は
悉
く
是
れ
吾
が
子
な
り
」
と
い
う
言
葉
で

あ
る
。
そ
し
て
、
た
と
え
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
及
ぶ
こ
と
が
で
き

な
い
「
悌
陀
の
見
地
」
あ
る
い
は
「
悌
陀
の
実
行
」
と
し
て
拒
否

さ
れ
よ
う
と
も
、
結
局
「
寓
物
一
体
の
真
理
」
は
決
し
て
わ
れ
わ

れ
を
離
れ
ず
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
覚
知
し
な
い
聞
も
常
に
わ
れ

わ
れ
の
上
に
活
動
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
、
清
沢
の
考
え
は
決

着
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
「
高
物
一
体
」
の

自
覚
に
到
れ
ば
、
自
他
は
一
体
の
両
面
に
過
ぎ
ず
、
彼
我
の
利
害

は
一
致
し
、
天
下
と
と
も
に
楽
し
み
天
下
と
と
も
に
憂
う
る
こ
と

と
な
り
、
自
由
と
服
従
と
は
両
立
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い

る
の
で
あ
る
o
u

第
四
節
根
本
的
成
立
の
自
覚

さ
て
、
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
に
お
い
て
「
有
機
組
織
」
あ
る
い

は
「
主
伴
互
具
」
の
関
係
の
自
覚
が
「
二
項
同
体
」
の
自
覚
と
一

体
あ
る
い
は
裏
表
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
「
寓
物
一
体
」
あ
る
い
は
「
相

依
相
待
」
の
真
理
の
自
覚
は
、
こ
こ
で
は
「
根
本
的
成
立
」
の
自

覚
と
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
点
を
最
後
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。
と

い
う
の
は
、
「
精
神
主
義
」
で
は
こ
の
「
根
本
的
成
立
」
の
自
覚

が
宗
教
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
次
の
よ
う
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

宗
教
は
吾
人
を
し
て
、
吾
人
の
根
本
的
成
立
に
有
限
無
限
の
両

面
あ
る
こ
と
を
信
知
せ
し
む
る
も
の
な
り
。
而
し
て
之
が
対
象
は
、

吾
人
が
目
前
に
経
験
す
る
所
に
あ
り

0

・
・
・
〈
中
略
〉
・
・
信
仰

は
吾
人
の
自
覚
な
り
。
五
口
人
が
吾
人
の
根
本
的
成
立
を
自
覚
す
る

も
の
、
之
を
是
れ
宗
教
の
信
仰
と
云
ふ
o

u

(

傍
点
筆
者
)

「
吾
人
の
根
本
的
成
立
に
有
限
無
限
の
両
面
あ
る
」
と
い
う
こ

と
は
、
先
の
『
他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
』
に
お
い
て
既
に
述
べ
ら

れ
て
い
た
「
有
限
無
限
同
体
表
裏
」
と
い
う
こ
と
と
同
じ
で
あ
る

と
言
え
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
そ
こ
で
は
論
理
必
然
的
に
は
「
根

本
撞
着
」
と
し
て
押
さ
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
柄
で

あ
っ
た
。
そ
れ
が
「
精
神
主
義
」
に
お
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
よ

う
に
「
心
霊
的
経
験
の
事
実
」
と
し
て
受
け
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、

あ
る
い
は
こ
こ
で
の
表
現
を
使
え
ば
、
「
信
知
」
あ
る
い
は
「
自

覚
」
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
精
神
主
義
」

に
お
い
て
は
繰
り
返
し
「
実
際
」
あ
る
い
は
「
経
験
」
と
い
う
こ

と
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

七



而
し
て
有
限
の
無
限
に
接
触
す
る
の
実
際
、
是
れ
則
ち
宗
教
な

る
が
故
に
、
五
口
人
有
限
の
も
の
に
し
て
、
其
の
安
立
の
位
に
到
達

せ
ん
に
は
是
非
と
も
宗
教
に
入
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
(
傍

点
筆
者
)
幻

ま
た
、
そ
の
「
有
限
無
限
接
触
の
実
際
」
へ
と
清
沢
を
到
ら
せ

た
宗
教
は
浄
土
教
的
信
心
で
あ
り
、
「
他
力
」
“
で
あ
る
。
次
の
よ

う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

抑
々
、
精
神
主
義
は
、
相
対
が
絶
対
に
入
り
、
有
限
が
無
限
に

合
す
る
所
に
発
展
す
る
所
の
実
際
主
義
に
外
な
ら
ざ
る
な
り
。
其

の
所
謂
入
と
云
ひ
合
と
云
へ
る
こ
と
を
説
明
せ
ん
と
す
る
は
、
不

可
能
の
こ
と
な
り
と
離
も
、
而
も
吾
人
が
今
此
の
事
に
関
し
て
自

力
他
力
を
説
か
ん
と
す
る
以
上
は
、
五
口
人
は
精
神
主
義
の
他
力
的

な
る
こ
と
を
宣
言
せ
ざ
る
能
は
ざ
る
な
り
。
何
と
な
れ
ば
、
相
対

が
絶
対
に
入
り
、
有
限
が
無
限
に
合
す
と
云
ふ
所
に
於
い
て
、
五
口

人
は
相
対
の
外
に
絶
対
を
説
き
、
有
限
の
外
に
無
限
を
説
き
、
而

し
て
吾
人
が
所
謂
自
己
心
中
の
満
足
な
る
も
の
は
、
即
ち
此
の
絶

対
無
限
の
賦
与
す
る
所
に
外
な
ら
ざ
れ
ば
な
り
0

6

(

傍
点
筆
者
)

「
精
神
主
義
」
は
「
実
際
主
義
」
で
あ
り
、
た
と
え
論
理
的
に
は
「
根

本
撞
着
」
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
は
結
局
「
絶
対
無
限
の
賦
与
す
る

一
八

所
」
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
落
着
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

j
み
ん
な
砕
け
た
年
j

清
沢
の
一
生
は
決
し
て
恵
ま
れ
た
幸
福
な
一
生
で
あ
っ
た
と
は

二
一
一
口
え
な
い
。
そ
れ
は
人
間
的
意
味
で
の
、
あ
ら
ゆ
る
破
綻
を
経
験

し
た
一
生
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
特
に
、
そ
の

死
の
前
年
は
ま
さ
に
そ
う
い
う
清
沢
の
一
生
に
追
い
討
ち
を
か
け

る
よ
う
な
年
で
あ
っ
た
。
彼
は
妻
子
に
死
に
別
れ
、
大
学
は
辞
職

し
、
「
顔
色
沈
欝
」
と
し
て
三
河
大
浜
へ
と
引
き
上
げ
て
い
っ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
近
角
常
観
に
は
次
の
よ
う
に
語
っ
た

〉}い・つ。

今
年
は
み
ん
な
砕
け
た
年
で
あ
っ
た
。
学
校
は
砕
け
る
、

は
砕
け
る
、
今
度
は
私
が
砕
け
る
の
で
あ
ろ
う
。
“

妻
子

こ
の
言
葉
通
り
、
翌
年
さ
ら
に
五
歳
の
三
男
の
死
を
見
送
っ
た

後
で
、
明
治
三
十
六
年
〈
一
九

O
三
年
〉
六
月
六
日
に
四
十
一
歳

の
生
涯
を
終
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
清
沢
が
「
精
神
主
義
」
に
お

い
て
提
唱
し
た
こ
と
は
決
し
て
こ
の
よ
う
な
外
か
ら
見
え
る
一
生

の
み
か
ら
は
判
断
で
き
な
い
。
彼
は
「
如
何
な
る
所
に
も
無
限
の



妙
致
を
発
見
し
て
、
到
る
所
に
充
分
な
る
満
足
を
獲
得
す
べ
き
な

り」
U

と
言
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
最
終
的
に
は
い
か
な
る
境
遇
を

も
「
楽
し
む
」
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
良
い
。
そ
う
い
う
彼
の

最
後
の
境
涯
を
表
す
言
葉
と
し
て
次
の
も
の
を
引
用
し
て
お
き
た

自
己
と
は
他
な
し
、
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
託
し
て
任
運
に
法

爾
に
、
此
の
現
前
の
境
遇
に
落
在
せ
る
も
の
、
即
ち
是
な
り
。

只
だ
夫
れ
絶
対
無
限
に
乗
託
す
。
故
に
死
生
の
事
、
亦
た
憂
ふ

る
に
足
ら
ず
。
死
生
尚
ほ
且
つ
憂
ふ
る
に
足
ら
ず
、
知
何
に
況
ん

や
之
よ
り
而
下
な
る
事
項
に
於
い
て
を
や
。
追
放
可
な
り
。
獄
牢

甘
ん
ず
べ
し
。
誹
誘
損
斥
許
多
の
凌
辱
宣
に
意
に
介
す
べ
き
も
の

に
あ
ら
ん
や
。
我
等
は
寧
ろ
、
只
管
絶
対
無
限
の
我
等
に
賦
興
せ

る
も
の
を
楽
し
ま
ん
か
な
。
“
(
傍
点
筆
者
)
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鈴
木
大
拙
』
橋
本
峰
雄
責
任

編
集
、
中
央
公
論
社
、
昭
和
四
十
五
年
、

gH頁
、
年
譜
参
照
。

3

同
上
、
ミ
頁
参
照

0

4

『
清
沢
満
之
全
集
』
第
六
巻
を
参
照
。

5

同
上
、
第
二
巻
、
同
頁
1
主
頁
。

6

同
上
、
第
三
巻
、
∞
∞
吋
頁

1
吋C
A
山頁。

7

『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
第
十
八
巻
、

M
M
h
p
頁
l
N∞
∞
頁
参
照
。

8

同
上
、
第
一
巻
、
臼
也
頁
。

8

『
日
本
の
名
著
必
清
沢
満
之

編
集
、
吋
頁

1
怠
頁
参
照
。

日
同
上
、
第
二
巻
、
∞

1
5頁

o

u

同
上
、
ロ
ー
主
頁
o

u

同
上
、
ロ
ー
ロ
頁
o

n

同
上
、

ω
1
h
p
頁
o

u

向
上
、
日
頁
。

日
向
上
、
印
頁

1
∞
頁
o

M

向
上
、
ロ
頁
。

口
向
上
、
第
三
一
巻
、

2ω
頁。

一
九
九

O
年
、
創
文
社
、

鈴
木
大
拙
』
橋
本
峰
雄
責
任

九



日
同
上
、
窓
∞
頁
。

ω

同
上
、

S
頁
o

m

向
上
、
三
日
頁
。

幻
向
上
、

a
H
1
3
N頁

0

2

同
上
、
ヨ
印
頁
o

n

「
宗
教
哲
学
講
義
」
、
『
清
沢
満
之
全
集
」
第
二
巻
、
足
。
頁
o

M

「
他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
」
、
向
上
、
第
四
巻
、

S
N頁。

ぉ
向
上
、
包
ω
頁。

ぉ
向
上
、

ω
句。頁。

幻
同
上
、
ω
ミ
頁
1
ω
也
∞
頁
o

n

同
上
、

ω
匂
∞
頁
ー
さ
c
頁
o

n

向
上
、
き
O
頁。

ω

向
上
、
品
C
H
頁。

白
向
上
、
さ
∞
頁
o

n

向
上
、
ち
∞
頁
1
ち
也
頁

ぉ
向
上
、

2
H頁

o

u

向
上
、
第
六
巻
、

hp
吋頁

ぉ
向
上
、

N

頁

ぉ
二
葉
亭
四
迷
『
浮
雲
』
参
照
。
岩
波
文
庫
。

幻
「
私
の
個
人
主
義
」
。
『
夏
目
激
石
全
集
』
第
二
十
一
巻
、

ロ
叩
頁
、
岩
波
書
屈
。

ぉ
「
親
驚
聖
人
の
誕
生
曾
に
」
、
「
清
沢
満
之
全
集
』
第
六
巻
、

。

会
頁
1
お
頁

o

m

「
信
仰
問
答
」
。
同
上
、

5
h
p
頁
以
下
参
照
。

ω

「
寓
物
一
体
」
。
向
上
、
日
頁
以
下
参
照

0

4

向
上
。

必
「
宗
教
は
目
前
に
あ
り
」
。
向
上
、

NH頁
以
下
参
照
。

り
「
迷
悶
者
の
安
慰
」
。
向
上
、

ω
∞頁。

“
「
絶
対
他
力
の
大
道
」
。
向
上
、
色
頁
。

“
「
精
神
主
義
と
他
力
主
義
」
。
向
上
、

ω
∞頁。

“
「
清
沢
満
之
全
集
』
第
八
巻
、
印
。
印
頁
o

u

「
精
神
主
義
と
物
質
文
明
」
。
同
上
、
第
六
巻
、

N
C
頁。

“
「
絶
対
他
力
の
大
道
」
向
上
、
怠
頁
。


