
It looks as if An Inquiry into the Good had a gap between its 3rd book “the Good” and 4th 

book “Religion.” At the end of the 3rd book, the writer says that the perfect good deed 

can be done and we have to do it. This is the ultimate of “Ethics” and at the same that of 

“Religion” and “Art.” Thus we donʼt have to change over from “Ethics” to “Religion.” 
On the other hand, at the beginning of the 4th book, the writer says that the great life 

demands to know that we are limited and relative beings and that the end of “Ethics” is 

“Religion.” This essay makes it clear that this construction of “An Inquiry into the Good” 
is the inevitable conclusion of The 1st Draft on Ethics （1904-1905）, The 2nd Draft on 

Ethics （1905-1906） and Fragments on Pure Experience.  That is, human beings aim at 

the perfect good deed but fail. Through this failure, demands for religion suddenly occur 

inside us. The summit of these demands is nothing but the ultimate of “Ethics”, “Religion” 
and “Art.”

The Reason Why Nishida Did Not Tell about the Transition 
from Ethics to Religion in “An Inquiry into the Good”

 Yukihito Sano　　
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は
じ
め
に

　
﹃
善
の
研
究
﹄
第
三
編
﹁
善
﹂
と
第
四
編
﹁
宗
教
﹂
と
の
間
に

は
断
絶
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
飛
躍
が
あ
る
１

︵
こ
の
テ
ー
ゼ
に

疑
念
・
違
和
感
を
覚
え
る
向
き
は
先
に
注
１
を
参
照
さ
れ
た
い
︶︒

第
三
編
の
末
尾
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒

　

善
を
学
問
的
に
説
明
す
れ
ば
色
々
の
説
明
は
で
き
る
が
︑
実

地
上
真
の
善
と
は
唯
一
つ
あ
る
の
み
で
あ
る
︑
即
ち
真
の
自
己

を
知
る
と
い
う
に
尽
き
て
居
る
︒
我
々
の
真
の
自
己
は
宇
宙
の

本
体
で
あ
る
︑
真
の
自
己
を
知
れ
ば
啻
に
人
類
一
般
の
善
と
合

す
る
ば
か
り
で
な
く
︑
宇
宙
の
本
体
と
融
合
し
神
意
と
冥
合
す

る
の
で
あ
る
︒
宗
教
も
道
徳
も
実
に
此
処
に
尽
き
て
居
る
︒
而

し
て
真
の
自
己
を
知
り
神
と
合
す
る
法
は
︑
唯
主
客
合
一
の
力

を
自
得
す
る
に
あ
る
の
み
で
あ
る
︒
而
し
て
此
力
を
得
る
の
は

我
々
の
此
偽
我
を
殺
し
尽
し
て
一
た
び
此
世
の
慾
よ
り
死
し
て

後
蘇
る
の
で
あ
る
︵
マ
ホ
メ
ッ
ト
が
い
っ
た
様
に
天
国
は
剣
の

影
に
あ
る
︶︒
此
の
如
く
に
し
て
始
め
て
真
に
主
客
合
一
の
境

に
到
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
れ
が
宗
教
道
徳
美
術
の
極
意
で
あ

る
︒
基
督
教
で
は
之
を
再
生
と
い
い
仏
教
で
は
之
を
見
性
と
い

う
︒
昔
ロ
ー
マ
法
皇
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
十
一
世
が
ジ
ョ
ッ
ト
ー
に

画
家
と
し
て
腕
を
示
す
べ
き
作
を
見
せ
よ
と
い
っ
て
や
っ
た

ら
︑
ジ
ョ
ッ
ト
ー
は
唯
一
円
形
を
描
い
て
与
え
た
と
い
う
話
が

あ
る
︒
我
々
は
道
徳
上
に
於
て
こ
の
ジ
ョ
ッ
ト
ー
の
一
円
形
を

得
ね
ば
な
ら
ぬ
︒︵
西
田
幾
多
郎
全
集
第
一
巻
︑
一
九
八
七
年
︑

一
六
七⊖

一
六
八
頁
︒
以
下1 ,167

⊖168

と
記
す
︒︶

　

こ
れ
に
直
接
続
く
第
四
編
﹁
宗
教
﹂
の
冒
頭
は
以
下
の
通
り
で

何
故
西
田
は
﹃
善
の
研
究
﹄
に
お
い
て

　
　
　
　

道
徳
か
ら
宗
教
へ
の
移
行
を
語
ら
な
か
っ
た
の
か
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あ
る
︒

　

宗
教
的
要
求
は
自
己
に
対
す
る
要
求
で
あ
る
︑
自
己
の
生
命

に
就
い
て
の
要
求
で
あ
る
︒
我
々
の
自
己
が
そ
の
相
対
的
に
し

て
有
限
な
る
こ
と
を
覚
知
す
る
と
共
に
︑
絶
対
無
限
の
力
に
合

一
し
て
之
に
由
り
て
永
遠
の
真
生
命
を
得
ん
と
欲
す
る
の
要
求

で
あ
る
︒
パ
ウ
ロ
が
既
に
わ
れ
生
け
る
に
あ
ら
ず
基
督
我
に
あ

り
て
生
け
る
な
り
と
い
っ
た
様
に
︑
肉
的
生
命
の
凡
て
を
十
字

架
に
釘
付
け
了
り
て
独
り
神
に
由
り
て
生
き
ん
と
す
る
の
情
で

あ
る
︒
真
正
の
宗
教
は
自
己
の
変
換
︑
生
命
の
革
新
を
求
め
る

の
で
あ
る
︒
基
督
が
十
字
架
を
取
り
て
我
に
従
は
ざ
る
者
は
我

に
協
は
ざ
る
者
な
り
と
い
っ
た
様
に
︑
一
点
尚
自
己
を
信
ず
る

の
念
あ
る
間
は
未
だ
真
正
の
宗
教
心
と
は
い
わ
れ
な
い
の
で
あ

る
︒︵1 ,169

︶

　

第
三
編
末
尾
で
は
﹁
真
の
自
己
を
知
る
﹂
こ
と
は
で
き
る
︑
や

れ
と
命
じ
て
い
る
の
に
対
し
︑
第
四
編
冒
頭
で
は
自
己
の
相
対
性

と
有
限
性
を
覚
知
せ
よ
︑
と
言
っ
て
い
る
︒
我
々
は
こ
の
ギ
ャ
ッ

プ
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
た
第
三
編
の

最
終
章
が
﹁
完
全
な
る
善
行
﹂
と
題
さ
れ
た
章
で
終
っ
て
い
る
の

に
対
し
︑
第
四
編
が
﹁
宗
教
的
要
求
﹂
と
題
さ
れ
た
章
か
ら
い
き

な
り
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒﹁
完
全

な
る
善
行
﹂
が
可
能
な
と
こ
ろ
に
﹁
宗
教
的
要
求
﹂
の
起
り
よ
う

は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

　

さ
ら
に
こ
の
二
つ
の
部
分
を
比
較
す
る
な
ら
ば
︑
第
三
編
末
尾

は
宗
教
的
に
は
﹁
見
性
﹂
と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も

禅
的
な
い
し
自
力
宗
的
で
あ
る
︒
キ
リ
ス
ト
教
の
﹁
再
生
﹂
も
自

力
宗
的
に
解
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
２

︒
事
実
第
三
編
第
一

一
章
末
尾
で
は
﹁
も
は
や
余
生
け
る
に
あ
ら
ず
基
督
余
に
在
り
て

生
け
る
な
り
﹂
と
い
う
パ
ウ
ロ
の
言
葉
を
︑﹁
主
客
相
没
し
物
我

相
忘
れ
天
地
唯
一
実
在
の
活
動
あ
る
の
み
﹂
と
い
っ
た
﹁
善
行
の

極
致
﹂
を
表
す
も
の
と
し
て
引
用
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
対
し
第
四

編
冒
頭
で
引
か
れ
て
い
る
パ
ウ
ロ
や
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
は
自
己
の

相
対
性
︑
有
限
性
に
基
づ
い
て
お
り
︑
他
力
宗
的
で
あ
る
︒
ま
た

第
三
編
末
尾
が
宗
教
道
徳
美
術
の
究
極
︵
極
意
︶
を
同
一
の
も
の

と
見
て
い
る
の
に
対
し
︑
第
四
編
で
は
そ
れ
に
関
す
る
叙
述
は
全

く
な
い
︒
我
々
は
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い

で
あ
ろ
う
か
︒
こ
こ
に
は
道
徳
か
ら
宗
教
の
移
行
は
語
ら
れ
て
い

な
い
し
︑
そ
も
そ
も
移
行
の
必
然
性
す
ら
見
出
せ
な
い
︒
宗
教
道

徳
の
極
意
が
同
一
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
第
三
編

の
後
に
書
か
れ
た
第
一
編
︑
第
四
編
︑
序
で
は
︑
宗
教
は
明
ら
か

に
学
問
道
徳
な
い
し
哲
学
の
極
致
︑
本
な
い
し
終
結
と
い
う
位
置

づ
け
が
与
え
ら
れ
て
い
る
︒
叙
述
の
齟
齬
は
覆
う
べ
く
も
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
︒

一
九



　

と
こ
ろ
が
こ
こ
に
さ
ら
に
我
々
を
訝
し
く
思
わ
せ
る
事
実
が
あ

る
︒そ
れ
は﹃
倫
理
学
草
案
第
一
﹄﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄お
よ
び﹃
純

粋
経
験
に
関
す
る
断
章
﹄
の
存
在
で
あ
る
︒﹃
倫
理
学
草
案
第
一
﹄

で
は
理
性
の
無
限
進
行
が
語
ら
れ
て
い
る
︒﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄

で
は
こ
う
し
た
無
限
進
行
が
﹁
道
徳
の
矛
盾
﹂
と
し
て
明
確
に
述

べ
ら
れ
な
が
ら
︑
そ
れ
を
解
決
す
べ
き
﹁
道
徳
の
極
致
﹂
は
暗
礁

に
乗
り
上
げ
る
形
で
中
断
し
て
い
る
︒
即
ち
﹁
道
徳
の
極
致
は
道

徳
が
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
﹂︵16 ,255

︶
と
さ
れ
︑か
か
る
﹁
道

徳
の
極
致
﹂
は
同
時
に
﹁
美
術
の
極
致
宗
教
の
極
致
﹂︵
同
︶
と

さ
れ
な
が
ら
︑
こ
の
部
分
は
﹁
或
人
は
至
誠
に
て
悪
事
を
な
す
こ

と
な
き
や
と
い
う
﹂︵16 ,257

︶
と
い
う
問
い
で
中
断
し
て
い
る
︒

﹃
善
の
研
究
﹄
第
三
編
は
同
じ
テ
ー
マ
を
扱
い
な
が
ら
︑﹁
道
徳
の

矛
盾
﹂
の
み
な
ら
ず
︑
理
性
の
無
限
進
行
を
す
ら
語
ら
ず
に
完
結

し
て
い
る
︒あ
た
か
も
道
徳
に
矛
盾
な
ど
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
︒

西
田
は
道
徳
の
矛
盾
を
知
り
つ
つ
︑
そ
れ
を
解
決
で
き
な
か
っ
た

が
故
に
敢
え
て
こ
れ
を
語
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
そ
の
よ

う
な
疑
念
す
ら
生
じ
て
く
る
︒

　
﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄
に
は
も
う
一
つ
の
謎
が
あ
る
︒
即
ち
﹃
倫

理
学
草
案
第
二
﹄
が
﹁
宗
教
論
﹂
を
末
尾
に
含
ん
で
お
り
︑
こ
れ

ま
た
暗
礁
に
乗
り
上
げ
る
形
で
中
断
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の

宗
教
は
道
徳
の
矛
盾
が
そ
の
解
決
を
求
め
て
必
然
的
に
至
ら
ざ
る

を
得
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
道
徳
美
術
宗
教
の
極
致
を
同
一
と

す
る
立
場
と
は
異
な
っ
て
い
る
︒
し
か
も
こ
の﹁
宗
教
論
﹂は﹃
善

の
研
究
﹄
第
四
編
冒
頭
同
様
他
力
宗
的
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
こ
の

﹁
宗
教
論
﹂
も
﹁Erbsünde

﹂︵16 ,266

︶
の
一
語
を
残
し
て
中
断

し
て
い
る
︒﹁
道
徳
の
極
致
﹂
末
尾
同
様
︑﹁
元
来
神
性
的
な
る
人

間
は
何
故
に
自
ら
欺
く
か
﹂︵
同
︶︑
即
ち
何
故
悪
を
な
す
か
に
関

す
る
問
い
で
あ
る
︒

　

我
々
は
か
か
る
事
態
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う

か
︒
第
一
に
﹁
道
徳
の
極
致
﹂
と
﹁
宗
教
論
﹂
は
何
故
中
断
し
た

の
か
︒
中
断
の
理
由
は
﹃
善
の
研
究
﹄
で
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ

て
い
る
の
か
︑
そ
れ
と
も
さ
れ
て
い
な
い
の
か
︒
第
二
に
﹃
善
の

研
究
﹄
第
三
編
は
何
故
道
徳
の
矛
盾
の
み
な
ら
ず
理
性
の
無
限
進

行
す
ら
語
ら
な
か
っ
た
の
か
︒第
三
に﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄の﹁
宗

教
論
﹂
以
前
の
部
分
を
仮
に
︿
倫
理
学
な
い
し
道
徳
論
﹀
と
呼
ぶ

な
ら
ば
︑︿
倫
理
学
な
い
し
道
徳
論
﹀は﹃
善
の
研
究
﹄第
三
編
に
︑

﹁
宗
教
論
﹂は
第
四
編
に
ほ
ぼ
相
当
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒﹃
善

の
研
究
﹄
第
三
編
と
第
四
編
の
間
に
は
確
か
に
執
筆
時
期
の
差
が

あ
る
︒
し
た
が
っ
て
第
三
編
と
第
四
編
の
差
異
は
︑
例
え
ば
自
力

か
ら
他
力
へ
︑
と
い
う
よ
う
な
西
田
の
思
想
的
変
遷
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
︑
事
柄
は
そ
ん
な
に
簡
単
で
は

な
い
︒
第
三
編
と
第
四
編
の
関
係
は
す
で
に﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄

の
内
に
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
故﹁
何
故
西
田
は﹃
善

の
研
究
﹄
に
お
い
て
道
徳
か
ら
宗
教
へ
の
移
行
を
語
ら
な
か
っ
た

二
〇



の
か
﹂
の
問
い
に
は
執
筆
時
期
を
理
由
と
す
る
の
で
は
な
い
仕
方

で
答
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
小
論
で
は
ま
ず
﹃
倫
理
学
草

案
第
一
﹄
か
ら
﹃
善
の
研
究
﹄
ま
で
の
変
遷
を
︑
道
徳
と
宗
教
の

関
係
に
焦
点
を
当
て
て
辿
る
︵
第
一
章
︶︒
つ
い
で
上
記
三
つ
の

問
い
に
答
え
る
こ
と
を
通
じ
て
﹁
何
故
西
田
は
﹃
善
の
研
究
﹄
に

お
い
て
道
徳
か
ら
宗
教
へ
の
移
行
を
語
ら
な
か
っ
た
の
か
﹂
に
答

え
る
︒

　

な
お
﹃
善
の
研
究
﹄
第
三
編
と
第
四
編
の
関
係
を
﹃
倫
理
学
草

案
第
一
﹄﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄﹃
純
粋
経
験
に
関
す
る
断
章
﹄
の

延
長
線
上
に
位
置
づ
け
て
発
展
史
的
に
考
察
し
た
先
行
研
究
は
見

当
た
ら
な
い
︒﹃
倫
理
学
草
案
第
一
﹄
は
明
治
三
七
︵
一
九
〇
四
︶

年
九
月
か
ら
明
治
三
八
︵
一
九
〇
五
︶
年
六
月
ま
で
の
年
度
の
講

義
用
︑﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄
は
明
治
三
八
年
九
月
か
ら
明
治
三

九
︵
一
九
〇
六
︶
年
六
月
ま
で
の
年
度
の
講
義
用
︑﹃
善
の
研
究
﹄

の
﹁
実
在
﹂
編
と
﹁
善
﹂
編
は
明
治
三
九
年
九
月
か
ら
明
治
四
〇

︵
一
九
〇
七
︶年
六
月
の
年
度
の
講
義
用
が
本
に
な
っ
て
い
る
︒﹃
純

粋
経
験
に
関
す
る
断
章
﹄
は
若
干
京
都
時
代
の
も
の
と
思
わ
れ
る

も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
が
︑
多
く
は
﹃
善
の
研
究
﹄
を
書
く
た
め

の
膨
大
な
断
章
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
﹃
善
の
研
究
﹄
の
成
立
を
考

え
る
上
で
必
須
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
︑
こ
れ
等
と
の
連
関
の
中

で
﹃
善
の
研
究
﹄
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
か
が
問
わ
れ
て
来
な

か
っ
た
の
は
大
変
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
︒
茅
野
良
男
氏
の
研
究

成
果
を
踏
ま
え
た
新
し
い
ク
ロ
ノ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く﹃
善
の
研
究
﹄

の
成
立
史
に
関
す
る
上
述
の
ご
と
き
研
究
は
不
可
欠
で
あ
る
︒

第
一
章　

�『
倫
理
学
草
案
第
一
』
か
ら
『
善
の
研
究
』
ま
で
の
変

遷
─
道
徳
と
宗
教
の
関
係
を
巡
っ
て
─

第
一
節　
『
倫
理
学
草
案
第
一
』

　
﹃
倫
理
学
草
案
第
一
﹄
で
は
道
徳
と
宗
教
の
関
係
は
﹁
完
全
な

る
善
行
為
﹂
を
巡
る
問
題
か
ら
生
じ
て
い
る
︒
そ
れ
は
我
々
が
動

機
︵
善
意
︶
と
目
的
実
現
の
﹁
二
様
の
標
準
﹂︵16 ,200

︶
を
持

つ
こ
と
か
ら
︑﹁
吾
人
は
或
行
為
を
評
し
て
往
々
其
動
機
は
善
な

れ
ど
も
其
行
為
は
悪
な
り
と
い
う
如
き
こ
と
な
き
か
﹂︵
同
︶
と

い
う
問
題
で
あ
る
︒
こ
れ
は
﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄
の
﹁
或
人
は

至
誠
に
て
悪
事
を
な
す
こ
と
な
き
や
﹂
と
同
一
の
問
題
で
あ
る
︒

こ
れ
に
対
し
﹃
倫
理
学
草
案
第
一
﹄
は
﹃
善
の
研
究
﹄
同
様
﹁
な

い
﹂
と
答
え
る
︒
即
ち
﹁
真
正
の
善
意
は
必
ず
客
観
的
善
理
想

と
一
致
す
べ
き
者
で
あ
る
﹂︵
同
︶
と
さ
れ
る
︒
そ
う
し
て
﹁
若

し
此
の
両
者
が
相
背
馳
す
る
場
合
に
於
て
は
吾
人
が
善
意
と
し
て

自
己
の
中
に
感
ず
る
所
の
者
が
真
正
な
る
人
性
の
内
面
的
要
求
で

な
い
の
で
あ
る
か
︑
さ
な
く
ば
所
謂
客
観
的
理
想
と
な
す
所
の
者

が
吾
人
の
空
想
で
あ
っ
て
真
の
客
観
的
理
想
で
な
い
の
で
あ
る
﹂

︵
同
︶
と
述
べ
た
上
で
︑﹁
吾
人
は
務
め
て
個
人
的
私
欲
を
去
り
社

二
一



会
的
迷
信
を
排
し
吾
人
が
意
志
の
根
本
な
る
理
性
的
活
動
に
達
す

れ
ば
自
ら
自
己
の
要
求
と
社
会
︑
宇
宙
の
客
観
的
目
的
と
一
致
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
﹂︵
同
︶
と
述
べ
る
︒

　

何
故
一
致
す
る
と
言
え
る
の
か
︒
こ
れ
に
対
し
西
田
は
次
の
よ

う
に
答
え
て
い
る
︒﹁
吾
人
の
精
神
の
根
底
に
活
動
す
る
理
性
は

嘗
て
論
じ
た
如
く
直
に
宇
宙
の
根
本
た
る
神
性
的
又
は
客
観
的
大

理
性
の
一
部
﹂︵16 ,200

⊖201

︶で
あ
る
︒こ
れ
は
理
由
で
は
な
い
︒

断
言
で
あ
る
か
信
仰
で
あ
る
︒
で
は
何
故
か
か
る
断
言
を
な
し
得

た
か
︑
あ
る
い
は
信
仰
を
持
ち
得
た
か
︒

　

次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
︒﹁
善
は
之
を
主
観
的
に
云
え
ば
理
性

の
発
展
で
あ
っ
て
此
の
理
性
は
宇
宙
を
統
一
す
る
大
理
性
の
一
部

で
あ
る
か
ら
︑
客
観
的
に
云
え
ば
宇
宙
進
歩
の
大
法
則
に
従
う
こ

と
即
ち
神
人
一
致
﹂︵16 ,201

︶に
あ
り
︑そ
う
し
て
宗
教
に
は
種
々

の
形
態
が
あ
る
が
︑
こ
の
神
人
一
致
即
ち
﹁
宇
宙
の
大
原
理
と
自

己
と
の
合
一
を
求
む
る
が
宗
教
の
本
質
で
あ
る
﹂︵
同
︶︒
か
く

て
宗
教
の
目
的
は
﹁
神
人
合
一
﹂
で
あ
り
︑﹁
宗
教
の
生
命
は
之

を
実
地
に
経
験
す
る
こ
と
即
ち
宗
教
的
経
験
に
あ
る
﹂︵16 ,202
︶

と
さ
れ
る
︒
神
人
合
一
の
経
験
に
よ
っ
て﹁
内
面
的
要
求
﹂︵
善
意
︶

と
﹁
宇
宙
の
目
的
﹂
の
一
致
も
︑自
ら
の
﹁
善
意
﹂
が
私
欲
を
去
っ

た
真
正
の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
︑
自
ら
の
﹁
宇
宙
の
目
的
﹂
が
空

想
や
迷
信
で
な
い
こ
と
も
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
︒

　

か
く
し
て
﹁
道
徳
の
究
極
す
る
所
は
宗
教
に
帰
す
﹂︵16 ,201

︶

こ
と
に
な
る
が
︑
翻
っ
て
宗
教
的
経
験
か
ら
見
る
な
ら
ば
﹁
宗
教

と
道
徳
と
は
其
根
本
に
於
て
は
同
一
﹂︵16 ,202

︶
と
い
う
こ
と

に
な
る
︒﹁
完
全
な
る
善
行
為
﹂
を
主
観
的
に
見
れ
ば
無
窮
の
理

性
の
発
展
と
し
て
の
道
徳
と
な
り
︑
客
観
的
に
見
れ
ば
大
理
性
の

一
部
と
し
て
神
人
合
一
と
な
る
か
ら
で
あ
る
︒

　

と
こ
ろ
で
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
︒﹁
道
徳
は
吾
人
の
理
性
が

大
な
る
理
想
の
統
一
を
求
め
て
働
く
よ
り
起
る
者
で
あ
る
と
す
れ

ば
︑
こ
の
極
点
に
達
し
た
る
者
が
即
宗
教
で
あ
る
﹂︵
同
︶︒
し
か

し
﹁
如
何
な
る
人
も
理
想
の
極
点
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
︒
否

無
限
に
進
む
の
み
︒
理
想
の
本
質
で
あ
っ
て
若
し
極
限
を
有
す
る

も
の
な
ら
ば
理
想
で
な
い
﹂︵16 ,191

︶
の
で
は
な
か
っ
た
か
︒

　

こ
れ
に
対
し
て
は
﹁
極
点
﹂
の
意
味
が
違
う
と
答
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
︒
理
性
は
無
限
の
活
動
と
し
て
そ
れ
自
身
極
点
と
い
う

も
の
を
持
た
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
我
々
が
理
性
そ
の
も
の
に
成

り
切
る
こ
と
︑
神
人
合
一
す
る
こ
と
に
は
極
点
が
あ
る
︒
そ
の
極

点
が
道
徳
の
極
致
に
し
て
宗
教
的
経
験
に
他
な
ら
な
い
︒

　

と
こ
ろ
で
か
か
る
宗
教
的
経
験
の
第
一
の
特
徴
は
﹁
自
己
の
絶

対
的
否
認
﹂
で
あ
る
と
さ
れ
る
︒
即
ち
﹁
凡
て
人
我
の
見
を
打
破

し
て
一
た
び
此
の
欲
望
の
世
界
よ
り
死
す
る
こ
と
﹂
で
あ
る
︒
そ

の
結
果
と
し
て
第
二
に
﹁
無
限
の
活
動
永
久
の
生
命
﹂
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
︒
そ
う
し
て
﹁
無
限
の
生
命
と
死
と
は
同
一
経
験
の
両

方
面
﹂
と
さ
れ
る
︵
以
上16 ,202

︶︒
こ
の
﹁
宗
教
的
経
験
﹂
の

二
二



二
つ
の
特
徴
は
﹃
善
の
研
究
﹄
第
四
編
冒
頭
の
﹁
宗
教
的
要
求
﹂

の
内
容
︑
即
ち
﹁
我
々
の
自
己
が
そ
の
相
対
的
に
し
て
有
限
な
る

こ
と
を
覚
知
す
る
と
共
に
︑
絶
対
無
限
の
力
に
合
一
し
て
之
に
由

り
て
永
遠
の
真
生
命
を
得
ん
と
欲
す
る
の
要
求
﹂
に
対
応
し
て
い

る
︒
し
か
し
﹃
倫
理
学
草
案
第
一
﹄
で
は
自
力
的
な
自
己
滅
却
に

終
始
し
︑﹁
道
徳
の
矛
盾
﹂
に
関
す
る
記
述
も
な
け
れ
ば
︑
自
己

の
有
限
性
︑
相
対
性
︑
無
力
に
関
す
る
記
述
も
な
い
︒

　

か
く
し
て
﹃
倫
理
学
草
案
第
一
﹄
に
お
け
る
道
徳
と
宗
教
の
関

係
は
︑
一
方
に
お
い
て
宗
教
は
道
徳
の
極
点
︑
終
極
で
あ
り
︑
道

徳
は
宗
教
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
︑
他

方
で
道
徳
と
宗
教
︵
さ
ら
に
は
美
術
も
︶
は
そ
の
極
点
に
お
い
て

同
一
で
あ
る
と
さ
れ
る
︒
前
者
が
﹃
善
の
研
究
﹄
第
四
編
に
対
応

し
︑後
者
が
第
三
編
に
対
応
す
る
︒﹃
倫
理
学
草
案
第
一
﹄で
は﹃
善

の
研
究
﹄第
三
編
と
第
四
編
が
一
つ
に
な
っ
た
形
に
な
っ
て
い
る
︒

た
だ
し
第
四
編
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
自
己
に
つ
い
て
の
否
定
的
な

契
機
︵
有
限
性
︶
は
顕
在
化
し
て
い
な
い
︒

第
二
節　
『
倫
理
学
草
案
第
二
』

　
﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄
で
は
道
徳
と
宗
教
の
関
係
は
﹁
道
徳
の

矛
盾
﹂
を
介
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒﹃
倫
理
学
草
案
第
一
﹄

で
も
理
性
の
活
動
は
無
限
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
︑﹃
倫
理
学
草
案

第
二
﹄
で
は
こ
の
無
限
の
活
動
の
内
に
否
定
的
な
契
機
が
見
て
取

ら
れ
る
︒
そ
れ
が﹁
道
徳
の
矛
盾
﹂で
あ
る
︒
こ
の﹁
道
徳
の
矛
盾
﹂

は︿
倫
理
学
な
い
し
道
徳
論
﹀と﹁
宗
教
論
﹂と
の
両
方
に
現
わ
れ
︑

そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
矛
盾
の
解
決
が
示
さ
れ
な
が
ら
︑
叙
述
は
共

に
暗
礁
に
乗
り
上
げ
る
形
で
中
断
し
て
い
る
︒
前
者
の
解
決
の
方

向
が
﹁
道
徳
宗
教
美
術
の
極
致
﹂
で
あ
り
︑
後
者
の
解
決
の
方
向

が
﹁
見
神
の
事
実
﹂
で
あ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
﹃
善
の
研
究
﹄
の
第

三
編
と
第
四
編
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
︒
詳
し
く
確
認
し
て
お
こ

う
︒

　
﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄
で
も
理
性
な
い
し
精
神
の
活
動
は
無
限

で
あ
る
と
さ
れ
る
︒﹁
精
神
の
活
動
﹂は﹁
活
動
の
為
に
活
動
す
る
﹂

の
で
あ
り
︑
そ
の
意
味
で
﹁
無
限
の
活
動
﹂
な
の
で
あ
る
︒
そ
れ

故
﹁
一
た
び
自
発
的
活
動
を
失
え
ば
爰
に
死
物
と
な
る
﹂︒﹁
そ
れ

で
善
行
と
は
不
息
な
る
人
格
の
発
展
で
あ
る
︑
強
大
な
る
意
思
の

活
動
で
あ
る
︑
何
處
ま
で
も
自
己
の
理
想
を
把
持
し
︑
且
つ
進
ん

で
已
ま
ざ
る
行
為
で
あ
る
﹂
と
さ
れ
る
︒︵
以
上16 ,231

︶

　

と
こ
ろ
が
﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄
で
は
こ
の
﹁
無
限
の
活
動
﹂

の
内
に
﹁
道
徳
の
矛
盾
﹂
が
看
取
さ
れ
る
︒
即
ち
精
神
の
活
動
が

無
限
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
︑絶
対
的
理
想
︵
善
︶
に
何
時
に
な
っ

た
ら
到
達
で
き
る
か
︑到
達
で
き
な
い
内
は
常
に
悪
で
は
な
い
か
︑

そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
に
理
想
を
追
う
こ
と
が
理
想
に
達
す
る
こ
と

を
不
可
能
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︑
ま
た
人
間
の
一
生
は
百

年
に
も
満
た
ず
︑
人
類
生
存
の
時
期
も
無
限
で
は
な
い
の
に
︑
何

二
三



故
に
進
歩
の
た
め
に
勤
労
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
︑
と
い
う

人
生
に
対
す
る
大
疑
惑
で
あ
る
︒︵16 ,253

︶

　

か
か
る
﹁
道
徳
の
矛
盾
﹂
に
対
す
る
一
つ
の
解
決
が
﹁
理
想
を

没
す
る
﹂
と
い
う
や
り
方
で
あ
る
︒
こ
れ
が
﹁
道
徳
の
極
致
﹂
に

し
て
﹁
美
術
の
極
致
宗
教
の
極
致
﹂
で
あ
る
︒
し
か
し
﹃
倫
理
学

草
案
第
二
﹄
で
も
︑
例
え
ば
﹁
理
想
と
い
う
の
は
外
よ
り
説
明
の

で
き
ぬ
内
面
的
統
一
の
活
力
で
あ
る
︒
プ
ラ
ト
ー
は
之
を
神
来
と

い
う
︒
理
想
は
何
處
よ
り
出
で
来
る
か
︒
宇
宙
の
本
体
よ
り
直
に

現
わ
れ
来
る
の
で
あ
る
﹂︵16 ,229
︶
と
あ
る
よ
う
に
我
々
の
最

も
深
い
根
底
に
理
性
な
い
し
理
想
を
認
め
る
と
い
う
立
場
を
捨
て

て
い
な
い
︒
こ
れ
は
﹃
善
の
研
究
﹄
で
も
同
様
で
あ
る
︒
こ
れ
は

ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
︒

　

こ
こ
で
は
理
想
に
二
義
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
即
ち
一

つ
は
衝
動
と
し
て
の
理
想
そ
の
も
の
︑
も
う
一
つ
は
目
的
観
念
と

な
っ
た
理
想
で
あ
り
︑没
す
べ
き
は
後
者
で
あ
る
︒﹁
道
徳
の
矛
盾
﹂

は
理
想
を
目
的
観
念
に
す
る
所
︑
活
動
そ
の
も
の
を
対
象
化
す
る

所
に
生
ず
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
我
々
は
理
想
を
目
的
観
念
と
せ

ざ
る
を
得
な
い
︒
そ
れ
故
に
煩
悶
疑
惑
は
不
可
避
で
あ
る
︒
そ
の

こ
と
の
洞
察
が
﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄
に
は
あ
る
︒
こ
こ
で
は
そ

の
矛
盾
を
﹁
理
想
を
没
す
る
﹂
と
い
う
仕
方
で
解
決
せ
ん
と
す
る

の
で
あ
る
︒
そ
の
結
果
と
し
て
の﹁
物
我
一
致
の
境
界
﹂︵16 ,255

︶

が
﹁
道
徳
の
極
致
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
又
美
術
の
極
致
宗
教
の

極
致
で
あ
る
﹂︵
同
︶
と
さ
れ
る
︒
そ
う
し
て
我
々
は
﹁
唯
私
欲

を
去
り
て
本
来
の
至
誠
に
合
す
る
﹂︵
同
︶
こ
と
に
よ
っ
て
か
か

る
﹁
無
我
の
真
境
﹂︵16 ,256

︶
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ

れ
る
が
︑﹁
或
人
は
至
誠
に
て
悪
事
を
な
す
こ
と
な
き
や
﹂
と
い

う
一
文
を
以
て
中
断
し
て
い
る
︒

　

何
故
こ
こ
で
中
断
し
て
し
ま
っ
た
の
か
︒﹃
倫
理
学
草
案
第
一
﹄

同
様
︑
我
々
の
最
も
深
い
根
底
に
理
性
を
認
め
る
と
い
う
前
提
に

立
ち
な
が
ら
︑
ど
う
し
て
真
の
至
誠
で
あ
れ
ば
決
し
て
悪
事
を
な

す
こ
と
は
あ
り
得
な
い
︑
悪
事
を
な
す
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑

至
誠
が
真
の
至
誠
で
な
い
か
︑
客
観
的
な
善
と
思
わ
れ
て
い
た
も

の
が
迷
信
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
︑
と
断
言
で
き
な
か
っ

た
の
か
︒
宗
教
家
に
お
い
て
神
の
御
心
と
自
己
の
心
の
間
に
﹁
毫

厘
の
差
の
な
い
の
が
宗
教
の
極
致
﹂︵
以
上16 ,255

︶
で
あ
る
よ

う
に
︑
真
の
道
徳
家
に
お
い
て
も
至
誠
と
客
観
的
な
善
と
が
一
つ

と
な
る
境
界
が
あ
る
︑と
言
い
切
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
︒

か
か
る
実
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
の
で
は
な
い
か
︒

　
﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄﹁
宗
教
論
﹂
に
よ
れ
ば
︑
そ
れ
は
人
間

に
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
︒
何
故
な
ら
﹁
主
観
客
観
の
衝
突
と

い
う
の
は
吾
人
の
精
神
の
性
質
上
到
底
免
る
能
わ
ざ
る
運
命
﹂

︵16 ,258
︶
だ
か
ら
で
あ
る
︒
主
観
客
観
の
衝
突
と
は
﹁
主
観
的

活
動
と
客
観
的
実
在
と
︵
の
︶
衝
突
﹂︵
同
︶︑
即
ち
動
機
と
客
観

的
目
的
が
一
致
し
な
い
と
い
う
こ
と
︑
即
ち
﹁
罪
悪
﹂
で
あ
る
︒

二
四



か
く
し
て
﹁
そ
れ
で
い
か
に
人
心
が
進
む
も
人
間
が
生
き
居
る

間
は
到
底
罪
悪
の
要
素
を
除
去
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
﹂︵16 ,265

︶

と
言
わ
れ
る
︒
だ
と
す
れ
ば
﹁
或
人
は
至
誠
に
て
悪
事
を
な
す
こ

と
な
き
や
と
い
う
﹂
な
る
問
い
に
﹁
な
い
﹂
と
答
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
︒
し
か
し
他
方
で
西
田
は
美
術
家
や
宗
教
家
に
お
け
る
極

致
を
実
例
を
通
し
て
確
信
し
て
い
た
︒
こ
の
葛
藤
が
中
断
の
理
由

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　

こ
の
﹁
道
徳
の
矛
盾
﹂
と
そ
れ
に
よ
る
煩
悶
は
﹁
宗
教
的
煩
悶
﹂

と
し
て
﹁
宗
教
論
﹂
に
も
現
わ
れ
る
︒
そ
こ
で
は
﹁
自
分
の
知
識

や
意
思
で
は
到
底
之
の
解
決
が
で
き
ぬ
か
ら
自
己
以
上
の
或
物
に

頼
﹂
る
︒
そ
こ
に
﹁
宗
教
の
起
源
﹂
が
あ
る
と
さ
れ
る
︵
以
上

16 ,258

︶︒
こ
れ
が
﹁
道
徳
の
矛
盾
﹂
に
対
す
る
も
う
一
つ
の
解

決
の
方
向
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
﹁
吾
人
が
無
限
な
る
実
在
の
大
勢

力
に
対
し
自
己
の
無
力
を
感
ず
る
時
︑
自
己
は
此
の
絶
対
無
限
の

中
に
包
容
せ
ら
れ
直
に
神
の
存
在
を
確
信
す
る
﹂
と
い
う
﹁
見
神

の
事
実
﹂
に
到
る
︵
以
上16 ,261

︶︒
こ
れ
が
﹃
善
の
研
究
﹄
第

四
編
冒
頭
の
﹁
宗
教
的
要
求
﹂
即
ち
﹁
我
々
の
自
己
が
そ
の
相
対

的
に
し
て
有
限
な
る
こ
と
を
覚
知
す
る
と
共
に
︑
絶
対
無
限
の
力

に
合
一
し
て
之
に
由
り
て
永
遠
の
真
生
命
を
得
ん
と
欲
す
る
の
要

求
﹂
か
ら
﹁
見
神
の
事
実
﹂
に
到
る
流
れ
に
対
応
し
て
い
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
が
︑﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄﹁
宗
教
論
﹂
の
方
は

中
断
し
て
い
る
︒
何
故
か
︒

　
﹃
善
の
研
究
﹄
に
お
け
る
﹁
悪
は
実
在
体
系
の
矛
盾
衝
突
よ
り

起
る
の
で
あ
る
﹂︵1 ,194

︶と
い
う
記
述
と
比
較
す
る
な
ら
ば
︑﹃
倫

理
学
草
案
第
二
﹄
に
は
﹁
動
的
な
純
粋
経
験
﹂
と
い
う
概
念
が
未

成
熟
で
あ
る
と
い
う
の
が
そ
の
中
断
の
理
由
で
あ
る
︒そ
の
際﹁
動

的
な
純
粋
経
験
﹂
と
は
神
に
し
て
真
の
自
己
で
あ
る
唯
一
の
実
在

の
運
動
の
両
方
面
に
神
と
自
己
︵
個
人
︶
を
見
る
見
方
で
あ
る
が
︑

そ
う
し
た
見
方
が
﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄
に
な
い
た
め
︑
人
間
の

悪
と
神
の
悪
が
並
立
し
た
ま
ま
﹁Erbsünde

﹂
の
一
語
を
以
て
中

断
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

第
三
節　
『
純
粋
経
験
に
関
す
る
断
章
』

　
﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄
は
﹃
倫
理
学
草
案
第
一
﹄
に
お
け
る
理

性
の
無
限
進
行
を
﹁
道
徳
の
矛
盾
﹂
と
し
て
否
定
的
に
捉
え
る
こ

と
に
よ
り
︑﹃
倫
理
学
草
案
第
一
﹄
に
お
い
て
即
自
的
に
一
つ
に

な
っ
て
い
た
も
の
が
︿
倫
理
学
な
い
し
道
徳
論
﹀
と
﹁
宗
教
論
﹂

と
に
分
か
れ
た
︒
そ
の
際
﹃
倫
理
学
草
案
第
一
﹄
に
お
い
て
道
徳

宗
教
美
術
の
極
致
を
同
一
と
見
る
見
方
が
︿
倫
理
学
な
い
し
道
徳

論
﹀
に
︑
宗
教
を
﹁
道
徳
の
極
致
﹂
と
見
る
見
方
が
﹁
宗
教
論
﹂

に
引
き
継
が
れ
る
︒
し
か
し
両
者
共
に
中
断
し
て
い
る
︒﹃
純
粋

経
験
に
関
す
る
断
章
﹄
で
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
︒
宗
教
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る
断
片
一
三
︑
二
一
︑
二
二
︑
二
六
に
つ
い
て
そ
の

変
遷
を
追
っ
て
み
よ
う
︒

二
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﹇
断
片
一
三
﹈は﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄に
お
い
て
分
か
れ
た︿
倫

理
学
な
い
し
道
徳
論
﹀
と
﹁
宗
教
論
﹂
を
再
び
統
一
し
よ
う
と
し

て
い
る
︒
こ
こ
で
は
修
養
が
二
段
階
に
分
け
て
述
べ
ら
れ
る
︒
ま

ず
﹁
道
徳
的
修
養
﹂︵16 ,434

︶
の
段
階
が
来
る
︒﹁
自
己
の
理
想

に
向
っ
て
奮
闘
﹂
す
る
︒﹁
死
力
を
尽
し
て
奮
闘
﹂
す
る
︒﹁
奮
闘

又
奮
闘
﹂︵
以
上16 ,436

︶︒
こ
れ
は﹃
倫
理
学
草
案
第
一
﹄の﹁
完

全
な
る
善
行
﹂
を
求
め
る
奮
闘
で
あ
る
︒
し
か
し
﹁
自
己
の
勢
力

を
竭
く
し
︑技
量
を
尽
し
て
遂
に
思
う
所
に
達
す
る
能
わ
ざ
る
時
︑

深
く
自
己
の
無
力
な
る
こ
と
を
感
じ
﹂︵16 ,433

︶
る
︒﹁
欲
﹂
や

﹁
誘
惑
﹂
に
打
ち
克
た
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︵16 ,432

︶︒

こ
れ
は
﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄
で
は
﹁
道
徳
の
矛
盾
﹂
と
呼
ば
れ

た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
窮
處
に
お
い
て
﹁
窮
し
て
転
ず
る
﹂
と
い

う
こ
と
が
起
こ
る
︒﹁
深
く
自
己
の
無
力
な
る
こ
と
を
感
じ
︑
之

ま
で
の
按
排
較
計
の
念
を
一
掃
す
る
と
共
に
︑
自
己
の
心
底
に
偉

大
な
る
不
可
思
議
の
力
が
堂
々
と
し
て
働
い
て
居
る
こ
と
を
感
得

す
る
﹂︵
以
上16 ,433

︶︒
こ
れ
は﹃
善
の
研
究
﹄の﹁
宗
教
的
要
求
﹂

か
ら
﹁
見
神
の
事
実
﹂
ま
で
の
経
過
に
対
応
し
て
い
る
︒
そ
う
し

て
﹁
我
々
が
此
の
力
に
帰
依
し
得
た
時
信
仰
を
得
た
︵16 ,433

⊖

434

︶
こ
と
に
な
り
︑
こ
れ
に
基
づ
く
修
養
が
修
養
の
第
二
段
階

と
し
て
の
﹁
宗
教
的
修
養
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
修
養
は
﹁
没
理
想
﹂

で
あ
り
︑﹁
自
然
の
運
行
﹂
が
中
心
と
な
る
︵
以
上16 ,434

︶︒
か

か
る
修
養
の
目
指
す
所
が
﹁
達
人
﹂︵16 ,433

︶
で
あ
る
︒﹁
画
家

が
千
辛
万
苦
の
後
始
め
て
一
妙
處
に
達
す
る
﹂︵16 ,436

︶
が
如

く
で
あ
る
︒
こ
れ
は
﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄
の
道
徳
宗
教
美
術
の

極
致
︑
し
た
が
っ
て
﹃
善
の
研
究
﹄
第
三
編
末
尾
に
対
応
し
て
い

る
︒
な
お
﹇
断
片
一
三
﹈
で
は
﹁
自
己
及
び
宇
宙
を
支
配
す
る
大

威
神
力
﹂
を
﹁
神
﹂
と
も
﹁
弥
陀
﹂
と
も
﹁
真
の
自
己
﹂
と
も
呼

ん
で
よ
い
と
し
て
︵16 ,433

︶
お
り
︑
諸
宗
教
に
共
通
す
る
本
質

を
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
︒

　
﹇
断
片
二
一
﹈
で
は
﹁
宗
教
心
の
起
源
﹇
そ
の
一
﹈﹂
と
﹁
宗
教

心
の
起
源﹇
そ
の
二
﹈﹂で
二
つ
の
異
な
る
宗
教
が
示
さ
れ
て
い
る
︒

﹇
断
片
一
三
﹈
で
一
つ
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
統
一
さ
れ
た
二
つ
の

宗
教
が
別
々
に
扱
わ
れ
た
形
で
あ
る
︒
そ
の
際
﹁
宗
教
心
の
起
源

﹇
そ
の
一
﹈﹂
で
は
︑﹁
宗
教
心
の
起
源
﹂
を
﹁
理
想
と
現
実
と
の

衝
突
﹂
と
い
う
﹁
人
心
の
本
性
﹂
た
る
﹁
矛
盾
﹂
に
求
め
︑
そ
の

﹁
決
着
﹂
と
﹁
安
慰
﹂
を
﹁
知
識
や
意
志
﹂
の
﹁
未
だ
起
ら
ざ
る

前
﹂︑
即
ち
両
者
を
﹁
結
合
統
一
す
る
総
合
的
一
活
力
を
自
得
す

る
﹂
所
に
求
め
て
い
る
︒
こ
れ
に
対
し
﹁
宗
教
心
の
起
源
﹇
そ
の

二
﹈﹂
で
は
﹁
宗
教
心
の
起
る
因
縁
﹂
を
三
つ
挙
げ
た
後
︑﹁
自
己

に
対
す
る
不
安
の
念
﹂
が
本
で
あ
る
と
し
て
い
る
︒
そ
う
し
て
宗

教
心
が
﹁
神
の causa cognoscendi 

で
あ
る
﹂
と
し
て
い
る
︒
異

な
る
宗
教
が
扱
わ
れ
る
順
序
は﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄お
よ
び﹃
善

の
研
究
﹄
第
三
編
︑
第
四
編
に
等
し
い
︒

　
﹇
断
片
二
二
﹈
は
﹁
宗
教
心
の
起
源
﹂
と
﹁
仏
教
の
大
綱
﹂
の

二
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二
つ
の
部
分
か
ら
成
る
︒﹁
宗
教
心
の
起
源
﹂
で
は
二
つ
の
異
な

る
宗
教
が
再
び
両
者
に
共
通
の
本
質
的
な
部
分
に
お
い
て
統
一
的

に
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
即
ち
﹁
宗
教
心
と
は
知
識
欲
と
か
道
徳
欲

と
か
未
だ
分
化
せ
ざ
る
以
前
に
存
す
る
精
神
の
根
本
的
欲
望
﹂
で

あ
る
︒
こ
の
宗
教
心
即
ち
﹁
宗
教
的
要
求
を
充
す
も
の
﹂
が
﹁
宗

教
﹂
で
あ
り
︑そ
の
本
質
が
﹁
内
面
的
経
験
︑神
秘
的
直
観
に
あ
る
﹂

と
さ
れ
る
︒
こ
の
根
本
に
お
い
て
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
を
区
別
し

て
い
な
い
︒
そ
う
し
て
か
か
る
﹁
宗
教
的
直
覚
に
本
づ
い
て
天
地

人
生
に
対
す
る
意
見
の
確
定
﹂
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
﹁
信
仰
﹂

で
あ
る
︒
そ
れ
は
﹁
人
が
全
力
を
尽
し
て
疑
う
能
わ
ざ
る
﹂
者
で

あ
る
︒
こ
こ
に
は
二
つ
の
宗
教
の
孰
れ
が
極
致
で
あ
る
︑
と
い
う

考
え
は
な
い
︒
そ
の
上
で
﹁
仏
教
の
大
綱
﹂
で
︑仏
教
︵
浄
土
宗
︑

真
言
宗
を
除
く
︶の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
優
位
を
説
い
て
い
る
︒

　
﹇
断
片
二
六
﹈
で
は
ま
ず
﹁
道
徳
の
不
完
全
﹂︵
矛
盾
︶
が
述
べ

ら
れ
る
︒
そ
れ
は
﹁
自
己
を
主
観
的
に
立
し
て
﹂﹁
絶
対
の
自
由

意
志
に
達
せ
ん
と
す
る
は
不
可
能
の
事
な
り
﹂
と
言
わ
れ
る
よ
う

な
﹁
自
家
撞
着
﹂
で
あ
る
︒
そ
こ
か
ら
﹁
道
徳
が
完
全
と
な
り
自

由
意
志
が
真
に
自
由
意
志
た
ら
ん
と
せ
ば
︑
主
観
的
意
志
は
客
観

的
意
志
と
な
り
自
己
は
宇
宙
と
冥
合
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒
意
志
の

滅
却
︑
主
観
的
道
徳
の
滅
却
︑
義
務
道
徳
の
滅
却
︑
こ
れ
が
即
道

徳
の
完
成
な
り
︒
而
し
て
之
は
道
徳
の
範
囲
を
越
え
て
宗
教
に

入
る
︒
此
に
於
て
道
徳
の
終
極
は
宗
教
と
な
る
﹂︵
以
上16 ,516

︶

と
い
う
よ
う
に
︑﹁
意
志
の
滅
却
﹂
即
ち
没
理
想
の
極
致
と
し
て

の
宗
教
が
述
べ
ら
れ
る
︒

　

次
い
で
﹁
宗
教
心
﹂
か
ら
﹁
信
仰
﹂
へ
の
過
程
が
述
べ
ら
れ
る
︒

即
ち
﹁
宗
教
心
﹂
と
は
﹁
相
対
的
有
限
の
も
の
が
絶
対
的
無
限
の

者
を
慕
い
之
に
由
り
て
安
心
せ
ん
と
す
る
希
望
﹂︵
同
︶
で
あ
り
︑

そ
れ
が﹁
人
心
の
根
本
的
欲
望
﹂で
あ
る
の
は﹁
吾
人
の
心
は
相
対
︑

有
限
の
状
態
に
於
て
働
い
て
居
る
が
其
根
本
的
性
質
は
絶
対
で
あ

り
無
限
で
あ
る
﹂と
い
う
よ
う
に﹁
人
心
は
自
家
撞
着
﹂︵16 ,517

︶

だ
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
故
﹁
宗
教
心
﹂
は
﹁
凡
て
の
知
を
尽
し
情

を
尽
し
力
の
及
ば
ぬ
處
に
於
て
信
じ
る
﹂﹁
信
仰
﹂
に
お
い
て
満

足
せ
ら
れ
る
と
さ
れ
る
︒︵
以
上16 ,518

︶

　

し
た
が
っ
て
﹇
断
片
二
六
﹈
は
﹇
断
片
二
一
﹈
同
様
二
つ
の
異

な
る
宗
教
が
並
べ
て
述
べ
ら
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
前

半
の
﹁
道
徳
の
完
成
﹂
が
﹁
道
徳
の
範
囲
を
越
え
て
宗
教
に
入
る
﹂

と
い
う
仕
方
で
一
般
的
な
宗
教
に
移
行
し
て
い
る
た
め
︑
こ
こ
で

も
﹇
断
片
二
二
﹈
同
様
︑
二
つ
の
宗
教
を
そ
の
本
質
に
お
い
て
論

ず
る
試
み
と
し
て
も
理
解
で
き
る
︒そ
の
上
で﹇
断
片
二
二
﹈同
様
︑

最
後
︵﹁
仏
教
と
基
督
教
﹂︶
に
仏
教
と
基
督
教
の
比
較
が
な
さ
れ
︑

仏
教
の
優
位
が
説
か
れ
て
い
る
︒﹇
断
片
二
六
﹈
は
最
初
に
﹁
道

徳
の
完
成
﹂と
し
て
の
宗
教
を
述
べ
︑次
い
で﹁
宗
教
心
﹂か
ら﹁
信

仰
﹂
を
述
べ
る
と
い
う
順
序
に
な
っ
て
い
る
と
同
時
に
︑
両
者
を

そ
の
本
質
に
お
い
て
統
一
的
に
論
じ
て
い
る
と
い
う
点
で
﹇
断
片

二
七



二
一
﹈
と
﹇
断
片
二
二
﹈
の
統
一
で
あ
る
と
同
時
に
︑
叙
述
の
順

序
に
関
し
て
﹃
善
の
研
究
﹄
第
三
編
︑第
四
編
に
近
い
も
の
と
な
っ

て
い
る
︒

　

こ
こ
で
採
り
上
げ
た
﹃
純
粋
経
験
に
関
す
る
断
章
﹄
の
諸
断
片

は
み
な
﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄
に
お
い
て
残
さ
れ
た
問
題
の
解
決

の
試
み
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄
で
残
さ

れ
た
問
題
と
は
︑中
断
し
て
い
る﹁
道
徳︵
宗
教
︶の
極
致
﹂と﹁
宗

教
論
﹂
を
ど
う
す
る
か
︑
両
者
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
二
つ
の
宗

教
︵
極
致
と
し
て
の
宗
教
と
宗
教
一
般
︶
を
ど
う
関
係
づ
け
る
か
︑

と
い
う
問
題
で
あ
る
︒

　
﹇
断
片
二
一
﹈
を
除
き
上
に
取
り
上
げ
た
全
て
の
断
片
に
お
い

て
︑
人
間
精
神
に
お
け
る
神
性
と
罪
悪
の
矛
盾
は
﹁
力
を
尽
す
こ

と
﹂と
そ
の
結
果
と
し
て
の﹁
自
己
の
無
力
﹂を
媒
介
と
し
て
︑﹁
転

じ
る
﹂
と
い
う
仕
方
で
そ
の
解
決
が
試
み
ら
れ
て
い
る
︒
罪
悪
を

抱
え
る
人
間
精
神
が
力
を
尽
す
こ
と
を
通
じ
て
自
己
の
無
力
を
悟

り
︑
そ
の
こ
と
で
逆
に
神
性
の
働
き
に
目
覚
め
る
と
い
う
論
理
で

あ
る
︒
こ
う
し
た
論
理
は
﹃
倫
理
学
草
案
第
一
﹄
に
も
﹃
倫
理
学

草
案
第
二
﹄
に
も
見
当
た
ら
な
い
︒

　

道
徳
・
宗
教
の
極
致
と
宗
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑﹇
断
片

一
三
﹈で
は﹁
道
徳
的
修
養
﹂︵
理
想
の
追
求
︶が
転
じ
ら
れ
て﹁
見

神
の
事
実
﹂
に
到
り
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
﹁
信
仰
﹂
に
基

づ
い
て﹁
宗
教
的
修
養
﹂︵
没
理
想
︶が
始
ま
る
︒
そ
の
極
致
が﹁
達

人
﹂
の
境
地
で
あ
る
︒
そ
れ
が
諸
宗
教
の
別
を
超
え
た
普
遍
的
な

も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒

　
﹇
断
片
二
一
﹈で
は
︑ま
ず
人
心
の
矛
盾
と
そ
の
解
決
の
方
向︵
極

致
︶
が
示
さ
れ
︑
次
い
で
宗
教
の
起
源
が
一
般
的
に
述
べ
ら
れ
る

形
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
際
矛
盾
の
﹁
決
着
﹂
と
し
て
は
﹁
自
得
﹂

の
宗
教
が
︑
一
般
的
宗
教
と
し
て
は
神
と
個
人
の
関
係
と
し
て
の

宗
教
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
︒﹇
断
片
二
一
﹈
で
は
二
つ
の
宗

教
が
並
列
し
た
仕
方
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

　
﹇
断
片
二
二
﹈
は
宗
教
に
こ
う
し
た
極
致
と
一
般
の
区
別
を
設

け
ず
に
︑
ま
ず
宗
教
を
そ
の
本
質
的
な
と
こ
ろ
で
論
じ
︑
そ
の
後

に
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
︵
二
つ
の
宗
教
の
典
型
︶
の
優
劣
を
論
じ

よ
う
と
し
て
い
る
︒

　
﹇
断
片
二
六
﹈
に
お
け
る
﹁
道
徳
の
不
完
全
﹂
と
は
人
心
の
矛

盾
に
他
な
ら
な
い
︒
そ
こ
か
ら
一
方
で
﹁
道
徳
の
完
成
﹂
と
し
て

の
極
致
の
宗
教
が
︑
他
方
で
﹁
末
が
本
を
慕
い
子
が
親
を
思
う
如

き
情
﹂︵
以
上16 ,516

－517

︶
で
あ
る
﹁
宗
教
心
﹂
か
ら
出
発
し
︑

そ
の
満
足
を
﹁
信
仰
﹂
に
求
め
る
宗
教
が
︑
連
続
的
に
述
べ
ら
れ

な
が
ら
︑
両
者
を
本
質
的
な
部
分
で
統
一
的
に
論
じ
よ
う
と
し
て

い
る
︒
そ
の
後
仏
教
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
優
位
を
論
じ
て
い

る
︒

第
四
節　
『
善
の
研
究
』
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﹃
純
粋
経
験
に
関
す
る
断
章
﹄
の
上
掲
諸
断
片
を
読
む
と
︑
西

田
が
懸
命
に
﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄
の
残
し
た
問
題
を
解
決
し
よ

う
と
し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
︒
そ
の
延
長
線
上
に﹃
善
の
研
究
﹄

を
置
く
時
︑
我
々
は
少
な
か
ら
ず
衝
撃
を
覚
え
る
︒
少
な
く
と
も

不
審
の
念
を
禁
じ
得
な
い
︒
第
三
編
に
は
理
性
の
無
限
進
行
も
な

け
れ
ば
︑
道
徳
の
矛
盾
も
な
い
︒
理
想
の
追
求
と
没
理
想
の
区
別

も
な
い
︒
人
心
の
矛
盾
を
形
成
し
て
い
た
神
性
と
罪
悪
の
内
︑
第

三
編
は
神
性
の
み
を
主
張
し
て
い
る
︒
そ
の
可
能
性
を
証
明
す
る

の
が
純
粋
経
験
説
で
あ
る
︒
即
ち
実
在
を
意
識
現
象
と
し
︑
そ
の

統
一
力
と
し
て
我
々
の
自
己
が
宇
宙
の
理
や
神
と
同
一
で
あ
る
︑

と
す
る
理
論
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
可
能
性
を
示
し
つ
つ
︑
内
な

る
事
実
に
基
づ
く
断
言
に
よ
っ
て
第
三
編
は
我
々
に
﹁
真
の
自
己

を
知
れ
﹂
と
命
ず
る
︒
こ
れ
に
対
し
人
心
の
矛
盾
を
形
成
し
て
い

た
も
う
一
方
の
罪
悪
は
︑
第
四
編
が
請
け
負
っ
て
い
る
︒
道
徳
宗

教
美
術
の
極
致
と
し
て
の
宗
教
は
第
三
編
の
み
に
現
わ
れ
︑
一
般

的
な
宗
教
は
第
四
編
で
扱
わ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
﹃
倫
理
学
草
案

第
二
﹄
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
か
︒
否
︑
道
徳
の
矛
盾
を
語
ら
な
い

と
い
う
点
で
は
﹃
倫
理
学
草
案
第
一
﹄
へ
の
逆
戻
り
で
あ
り
︑
理

性
の
無
限
進
行
も
ま
る
で
な
い
か
の
よ
う
な
叙
述
と
い
う
点
で
は

そ
れ
以
前
で
す
ら
あ
る
︒
人
心
の
矛
盾
に
何
ら
か
の
解
決
を
与
え

よ
う
と
し
て
い
た
努
力
︑
宗
教
の
極
致
と
一
般
的
な
宗
教
を
何
と

か
一
つ
に
し
つ
つ
︑
そ
の
上
で
仏
教
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
優

位
を
主
張
せ
ん
と
し
て
い
た
努
力
は
一
体
ど
こ
へ
消
え
去
っ
て
し

ま
っ
た
の
か
︒

　

し
か
し
次
の
よ
う
に
解
釈
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
我
々
は

第
三
編
で
は
人
格
の
要
求
に
従
い
︑
純
粋
経
験
説
に
よ
る
可
能
性

と
事
実
に
励
ま
さ
れ
て
︑
ど
こ
ま
で
も
﹁
真
の
自
己
を
知
れ
﹂
と

の
命
令
に
只
管
従
う
他
な
い
︒
し
か
し
ま
さ
に
そ
の
点
に
お
い
て

我
々
は
自
力
の
無
効
を
悟
る
︒
自
己
︵
偽
我
︶
を
立
て
て
真
の
自

己
を
追
求
す
る
こ
と
の
︑
あ
る
い
は
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と

の
不
可
能
を
悟
る
︒
こ
れ
が
第
三
編
と
第
四
編
の
間
の
文
字
の
書

か
れ
て
い
な
い
所
で
な
さ
れ
る
経
験
で
あ
る
︒
か
く
し
て
第
四
編

の
冒
頭
で
﹁
宗
教
的
要
求
﹂
が
突
如
と
し
て
我
々
に
起
こ
る
こ
と

に
な
る
︒
そ
れ
は
﹁
も
う
ど
う
に
も
な
り
ま
せ
ん
︒
助
け
て
く
だ

さ
い
﹂
と
い
う
我
々
の
側
か
ら
の
要
求
が
︑
大
な
る
生
命
の
側
か

ら
の
要
求
︑
即
ち
﹁
我
々
の
自
己
が
そ
の
相
対
的
に
し
て
有
限
な

る
こ
と
を
覚
知
﹂
せ
よ
︑﹁
絶
対
無
限
の
力
に
合
一
し
て
之
に
由

り
て
永
遠
の
真
生
命
を
得
ん
と
欲
﹂
せ
よ
と
の
要
求
に
転
ず
る
時

で
あ
る
︒
そ
の
時
疑
わ
ん
と
し
て
疑
う
能
わ
ざ
る
も
の
を
見
︵
見

神
の
事
実
︶︑こ
れ
を
信
ず
る
︵
信
仰
︶︒
さ
ら
に
そ
の
徹
底
が
﹁
宗

教
の
極
意
﹂
で
あ
り
︑
第
三
編
の
宗
教
道
徳
美
術
の
極
致
に
接
続

す
る
︒
そ
れ
が
第
一
編
冒
頭
あ
る
い
は
第
二
編
の
﹁
考
究
の
出
立

点
﹂
と
し
て
の
純
粋
経
験
に
接
続
す
る
︒
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
た

ら
ど
う
か
︒

二
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し
か
し
そ
う
だ
と
し
て
一
体
何
故
西
田
は
そ
の
よ
う
な
書
き
方

を
選
ん
だ
の
か
︒
換
言
す
れ
ば
﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄
で
残
さ
れ

た
問
題
を
ハ
ッ
キ
リ
と
言
葉
に
出
し
て
解
決
を
与
え
る
よ
う
な
仕

方
で
書
か
な
か
っ
た
の
か
︒﹃
純
粋
経
験
に
関
す
る
断
章
﹄
の
路

線
を
完
成
さ
せ
る
道
を
選
ば
な
か
っ
た
の
か
︒

　

そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
上
掲
断
片
の
内
最
も
進
ん
だ
形
を

取
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
﹇
断
片
二
六
﹈
に
お
け
る
一
文
で
あ

る
︒
こ
の
一
文
で
一
段
落
で
あ
り
︑
読
み
方
に
よ
っ
て
は
中
断
し

て
い
る
と
も
と
れ
る
︒

真
の
信
仰
と
迷
信
と
は
其
力
を
尽
し
純
一
な
る
程
度
に
由
る
︒

︵16 ,519

︶

真
に
力
を
尽
し
純
一
な
れ
ば
真
の
信
仰
を
得
る
︒
こ
れ
は
至
誠
な

れ
ば
悪
事
を
な
さ
ず
と
い
う
断
言
な
い
し
信
仰
に
等
し
い
︒
か
か

る
断
言
な
い
し
信
仰
は
直
に
問
い
に
転
じ
る
︒
一
体
何
時
に
な
っ

た
ら
我
々
は
真
に
力
を
尽
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ

の
よ
う
な
一
文
を
発
す
る
根
本
に
は
自
己
を
滅
し
た
境
地
を
自
己

が
狙
う
︑
と
い
う
こ
と
が
あ
る
︒
力
を
尽
し
︑
窮
し
て
転
ず
る
所

を
狙
っ
て
い
る
︒
翻
っ
て
考
え
て
見
れ
ば
︑
理
想
を
没
す
る
︑
自

己
を
滅
す
る
と
い
う
の
も
︑
自
己
を
滅
し
た
境
地
︑
無
我
の
境
地

を
狙
っ
て
い
る
︒
そ
の
点
に
お
い
て
理
想
を
追
求
す
る
の
と
選
ぶ

所
は
な
い
︒
狙
う
こ
と
で
逆
に
偽
我
︵
狙
う
我
︶
を
立
て
て
し

ま
っ
て
い
る
︒﹃
善
の
研
究
﹄
第
三
編
が
︑
理
性
に
従
い
人
格
の

要
求
に
従
う
こ
と
と
︑
希
望
を
没
し
偽
我
を
殺
す
こ
と
を
区
別
し

な
か
っ
た
こ
と
に
は
か
か
る
考
察
が
背
後
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
︒﹃
純
粋
経
験
に
関
す
る
断
章
﹄
に
お
い
て
中
心
概
念
で
あ
っ

た
﹁
力
を
尽
し
﹂
た
所
に
生
起
す
る
﹁
窮
し
て
転
ず
る
﹂
の
論
理

を
一
掃
し
た
の
も
同
様
の
考
察
が
背
後
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
︒

　
﹁
窮
し
て
転
ず
る
﹂
の
論
理
を
排
除
し
た
後
の
叙
述
は
ど
う
な

る
で
あ
ろ
う
か
︒
我
々
は
そ
れ
が
如
何
に
矛
盾
し
た
営
み
で
あ
ろ

う
と
人
格
の
要
求
に
ど
こ
ま
で
も
従
う
よ
り
他
は
な
い
︒
そ
れ
は

理
想
︵
理
に
成
り
切
る
︶
の
追
求
で
あ
れ
︑
没
理
想
で
あ
れ
︑
窮

し
て
転
ず
る
で
あ
れ
︑
偽
我
を
立
て
な
が
ら
偽
我
を
滅
す
る
と
い

う
矛
盾
し
た
営
み
で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
﹁
真
の
自
己
を
知
れ
﹂
と

い
う
命
令︵
人
格
の
要
求
︶し
か
な
い
︒そ
う
し
て
突
如
と
し
て﹁
宗

教
的
要
求
﹂
が
自
己
に
対
し
て
起
こ
る
︒
そ
れ
が
第
四
編
の
始
ま

り
で
あ
る
︒

　

西
田
は
ど
こ
に
も
書
い
て
い
な
い
が
こ
う
し
た
叙
述
構
成
を
明

確
に
意
識
し
て
い
た
︒
そ
れ
は
﹃
倫
理
学
草
案
第
一
﹄﹃
倫
理
学

草
案
第
二
﹄﹃
純
粋
経
験
に
関
す
る
断
章
﹄と
い
う
流
れ
の
中
で﹃
善

の
研
究
﹄
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
確
に
言
え
る
︒
そ
こ

で
は
最
早
理
想
を
没
す
れ
ば
何
と
か
な
る
︑
力
を
尽
す
な
ら
ば
窮

三
〇



し
て
転
ず
る
だ
ろ
う
と
い
う
仕
方
で
ね
ら
い
を
定
め
る
こ
と
も
︑

そ
れ
ど
こ
ろ
か
理
性
の
無
限
進
行
や
そ
れ
に
起
因
す
る
道
徳
の
矛

盾
を
解
決
せ
ん
と
す
る
試
み
も
無
用
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

第
二
章　

�
何
故
西
田
は
『
善
の
研
究
』
に
お
い
て
道
徳
か
ら
宗
教

へ
の
移
行
を
語
ら
な
か
っ
た
の
か

　

最
後
に
冒
頭
で
提
起
し
た
問
い
に
答
え
る
こ
と
を
通
じ
て
こ
れ

ま
で
の
考
察
を
纏
め
て
見
た
い
︒
第
一
の
問
い
は
﹃
倫
理
学
草
案

第
二
﹄﹁
道
徳
の
極
致
﹂
と
﹁
宗
教
論
﹂
中
断
の
理
由
︑
お
よ
び

そ
れ
が
﹃
善
の
研
究
﹄
で
如
何
に
解
決
さ
れ
て
い
る
か
︑
あ
る
い

は
さ
れ
て
い
な
い
の
か
︑
で
あ
っ
た
︒﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄
中

断
の
理
由
は
い
ず
れ
も
人
間
精
神
の
神
性
と
悪
の
矛
盾
に
あ
っ

た
︒
こ
れ
に
対
し
﹃
善
の
研
究
﹄
は
こ
の
矛
盾
を
動
的
に
理
解
さ

れ
た
純
粋
経
験
説
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
︒
即
ち
人

間
は
人
格
の
要
求
に
基
づ
き
︑
道
徳
で
あ
れ
︑
宗
教
で
あ
れ
︑
美

術
で
あ
れ
ど
こ
ま
で
も
そ
の
極
致
で
あ
る
無
限
の
理
性
︵
神
的
理

性
︑
真
の
自
己
︶
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
と
こ
ろ
が
人

心
の
抱
え
る
不
可
避
の
矛
盾
故
に
︑
即
ち
自
己
の
無
力
の
故
に
人

間
は
罪
悪
を
免
れ
な
い
︒
し
か
し
こ
の
罪
悪
こ
そ
が
宇
宙
を
構
成

す
る
一
要
素
で
あ
り
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
人
間
精
神
は
深
遠
な
も
の

と
な
り
︑
ま
た
神
は
無
限
の
愛
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
︒

　

し
か
し
罪
悪
こ
そ
が
宇
宙
を
構
成
す
る
一
要
素
で
あ
る
︑
と
は

気
づ
き
︑
あ
る
い
は
目
覚
め
の
言
葉
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
動
的
に

理
解
さ
れ
た
純
粋
経
験
説
は
こ
の
目
覚
め
︵
宗
教
的
覚
悟
︶
の
立

場
に
立
っ
て
自
ら
を
開
い
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
︒
そ
れ
故
﹃
倫

理
学
草
案
第
二
﹄
中
断
を
解
決
し
た
も
の
は
﹃
善
の
研
究
﹄
を
導

い
た
西
田
の
根
本
経
験
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
が
第
三
編

と
第
四
編
の
間
の
文
字
の
書
か
れ
て
い
な
い
所
で
な
さ
れ
た
経
験

で
あ
る
︒

　

第
二
の
問
い
は
﹃
善
の
研
究
﹄
第
三
編
は
何
故
理
性
の
無
限
進

行
お
よ
び
道
徳
の
矛
盾
を
語
ら
な
か
っ
た
の
か
︑
で
あ
っ
た
︒
西

田
は
理
性
が
無
限
進
行
に
到
る
こ
と
を
十
分
に
承
知
し
て
い
た
︒

そ
の
こ
と
は﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄や﹃
純
粋
経
験
に
関
す
る
断
章
﹄

の
内
容
が
証
明
し
て
い
る
︒
西
田
は
理
性
の
無
限
進
行
お
よ
び
道

徳
の
矛
盾
を
分
っ
て
い
て
語
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
何
故
か
︒

　

必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
我
々
が
真
の
自
己
を
見
失
い
︑
人

格
の
要
求
に
従
わ
ん
と
し
て
い
る
間
︑
そ
こ
に
あ
る
の
は
命
令
の

み
で
あ
る
︒﹁
真
の
自
己
を
知
れ
﹂︒
そ
れ
し
か
な
い
︒
そ
の
営
み

が
無
限
に
続
こ
う
が
︑
不
合
理
な
矛
盾
を
含
ん
で
い
よ
う
が
我
々

は
こ
の
命
令
に
従
う
以
外
に
生
き
よ
う
が
な
い
︒
我
々
が
﹁
人
格

の
要
求
﹂
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
︑
そ
れ
が
我
々
の
意
識
的

な
要
求
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
我
々
に
は
説
明
の
つ
か
な
い
最

三
一



大
最
深
の
要
求
で
あ
り
︑
大
な
る
生
命
の
要
求
だ
か
ら
で
あ
る
︒

　

最
後
の
問
い
︑
何
故
西
田
は
﹃
善
の
研
究
﹄
に
お
い
て
道
徳
か

ら
宗
教
へ
の
移
行
を
語
ら
な
か
っ
た
の
か
︑
に
は
ど
の
よ
う
に
答

え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
︒

　

語
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
西
田
が
道
徳
の
矛
盾
か

ら
宗
教
的
煩
悶
を
経
て
宗
教
的
要
求
が
起
る
︑
と
い
う
道
行
き
を

知
ら
ぬ
は
ず
が
な
い
︒﹃
純
粋
経
験
に
関
す
る
断
章
﹄
は
そ
う
し

た
道
行
き
の
必
然
性
を
懸
命
に
ま
さ
ぐ
っ
た
痕
跡
で
あ
る
︒
そ
の

よ
う
な
︿
必
然
的
な
﹀
過
程
を
く
ど
く
ど
語
ら
ず
に
︑
第
三
編
末

尾
の
﹁
真
の
自
己
を
知
れ
﹂
と
い
う
命
令
か
ら
︑
無
媒
介
に
第
四

編
冒
頭
の
﹁
宗
教
的
要
求
﹂
を
語
り
だ
し
た
の
に
は
訳
が
あ
る
︒

そ
れ
は
道
徳
か
ら
宗
教
へ
の
︿
必
然
的
な
﹀
移
行
を
断
つ
た
め
で

あ
る
︒
理
想
を
求
め
る
こ
と
が
い
け
な
か
っ
た
︑
な
ら
ば
理
想
を

没
し
自
己
を
滅
す
れ
ば
よ
い
の
だ
︑
い
や
い
や
理
想
を
没
し
自
己

を
滅
す
れ
ば
よ
い
︑
と
い
う
の
も
自
己
を
恃
ん
で
い
る
︑
力
を
尽

し
て
自
己
の
無
力
を
知
る
こ
と
で
無
心
の
境
界
に
達
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
だ
︑
窮
し
て
転
ず
れ
ば
よ
い
の
だ
等
々
︑
こ
う
し
た
発

想
は
全
て
自
己
を
立
て
な
が
ら
︑
そ
の
自
己
が
目
的
で
あ
る
無
我

な
い
し
神
人
合
一
を
︑
そ
の
必
然
的
な
道
行
き
に
お
い
て
︿
こ
う

す
れ
ば
よ
い
の
だ
な
﹀
と
狙
っ
て
い
る
︒
無
我
を
狙
い
つ
つ
自
己

を
立
て
て
い
る
︒
そ
れ
故
に
こ
の
企
て
は
そ
の
構
造
か
ら
し
て
不

合
理
で
あ
り
︑
こ
の
企
て
を
堅
持
し
て
い
る
限
り
こ
の
企
て
が
功

を
奏
す
る
こ
と
は
な
い
︒
な
ら
ば
こ
う
し
た
︿
必
然
的
な
﹀
道
行

き
を
断
て
ば
よ
い
の
だ
な
︑
と
我
々
の
自
己
は
ど
こ
ま
で
も
し
つ

こ
く
つ
き
ま
と
う
︒

　

ど
う
に
も
な
ら
な
い
︒
こ
れ
が
第
三
編
と
第
四
編
の
︿
間
﹀
で

あ
る
︒
そ
う
し
て
︿
突
如
と
し
て
﹀
第
四
編
﹁
宗
教
的
要
求
﹂
が

我
々
の
自
己
に
起
こ
っ
て
来
る
︒
こ
の
突
如
性
こ
そ
西
田
が
道
徳

か
ら
宗
教
へ
の
移
行
を
語
ら
な
か
っ
た
理
由
で
あ
る
３

︒

注１ 

．﹃
善
の
研
究
﹄
第
三
編
と
第
四
編
が
独
立
に
成
立
し
た
と
す

る
説
が
有
力
の
よ
う
で
あ
る
が
︑
そ
の
場
合
︑
第
四
編
を
京
大

時
代
の
宗
教
講
義
の
よ
う
に
何
故
﹁
宗
教
の
概
念
﹂
か
ら
始
め

な
か
っ
た
か
の
説
明
が
必
要
と
な
る
︒
以
下
で
は
西
田
が
道

徳
か
ら
宗
教
へ
の
移
行
に
苦
心
し
な
が
ら
︑﹃
善
の
研
究
﹄
で

は
あ
え
て
そ
れ
を
語
ら
ず
︑
第
三
編
と
第
四
編
の
間
に
非
連
続

の
連
続
と
も
い
う
べ
き
連
関
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
こ
と
を
示

す
︒
西
田
が
第
二
編
に
相
当
す
る
部
分
を
書
き
始
め
ら
れ
た
の

は
︑
宗
教
問
題
に
解
決
を
得
た
か
ら
で
あ
り
︑
そ
れ
故
そ
の
時

点
で
西
田
は
﹁
宗
教
﹂
編
を
含
め
た
全
体
系
を
念
頭
に
置
い
て

い
た
筈
で
あ
る
︒︵
拙
論
﹁﹃
善
の
研
究
﹄
の
体
系
性
﹂
関
西
哲

学
会
年
報
︑
ア
ル
ケ
ー
二
〇
一
八
︑
六
九⊖

八
〇
頁
参
照
︶

三
二



　
 　

ま
た
道
徳
と
宗
教
は
連
続
す
る
と
い
う
説
が
主
流
の
よ
う
で

あ
る
︒
小
坂
国
継
は
﹁
宗
教
と
道
徳
と
の
区
別
が
明
確
に
さ
れ

て
い
な
い
﹂
の
が
﹃
善
の
研
究
﹄
の
一
特
徴
で
あ
る
と
し
︑
こ

こ
に
は
﹁
彼
の
中
期
以
後
の
著
作
に
見
ら
れ
る
宗
教
の
立
場
と

道
徳
の
立
場
と
の
明
確
な
区
別
︑
す
な
わ
ち
宗
教
的
意
識
は
道

徳
的
立
場
の
自
己
矛
盾
に
端
を
発
し
︑
道
徳
的
立
場
の
自
己
放

棄
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
す
る
思
想
は
見
ら
れ
な
い
︵﹃
善
の
研

究
﹄
小
坂
国
継
全
注
釈
︑
講
談
社
学
術
文
庫
︑
二
〇
〇
六
年
︑

四
八
五
頁
︶﹂
と
し
て
い
る
︒
藤
田
正
勝
は
﹁
道
徳
と
宗
教
を

め
ぐ
っ
て
は
︑
た
と
え
ば
︑
完
全
な
義
務
の
実
現
と
い
っ
た
課

題
を
前
に
し
て
挫
折
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
宗
教
の
立
場
が
開
か

れ
て
く
る
と
い
う
よ
う
に
︑
道
徳
の
立
場
か
ら
の
飛
躍
的
な
転

換
に
よ
っ
て
宗
教
の
立
場
が
成
立
す
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ

る
︒
し
か
し
西
田
は
︑
こ
の
よ
う
な
形
で
の
道
徳
か
ら
宗
教
へ

の
移
行
と
い
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
︒
む
し
ろ
同
じ
基
盤
の

上
に
成
立
す
る
も
の
と
し
て
両
者
を
捉
え
て
い
る
︵
岩
波
文
庫

版
﹃
善
の
研
究
﹄
改
版
︑
二
〇
一
二
年
︒
三
四
二
頁
︶﹂
と
述

べ
て
い
る
︒
上
田
閑
照
も
﹁
道
徳
と
宗
教
と
は
︑
純
粋
経
験
の

立
場
で
は
連
続
し
ま
す
︒
道
徳
の
挫
折
を
通
じ
て
宗
教
へ
の
飛

躍
転
入
と
い
う
よ
う
な
見
方
に
は
な
り
ま
せ
ん
︵﹃
西
田
幾
多

郎
を
読
む
﹄
岩
波
セ
ミ
ナ
ー
ブ
ッ
ク
ス
38
︑
一
九
九
一
年
︑
一

六
三
頁
︶﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
確
か
に
﹁
純
粋
経
験
の
立
場
﹂

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で
は
連
続
す
る
︒
し
か
し
﹁
初
め
て
読
む
人
﹂︵﹁
序
﹂︶
は
道

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

徳
か
ら
宗
教
へ
の
飛
躍
転
入
を
自
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

︒

﹃
善
の
研
究
﹄
は
す
で
に
﹁
純
粋
経
験
の
立
場
﹂
に
立
ち
得
た

西
田
が
︑﹁
初
め
て
読
む
人
﹂
を
自
得
に
導
く
こ
と
を
通
じ
て

そ
の
立
場
の
基
礎
づ
け
を
行
わ
ん
と
し
た
書
で
あ
る
︒
そ
う
し

て
純
粋
経
験
の
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
︑
如
何
な
る
場
合
も
我
々

は
純
粋
経
験
の
統
一
の
外
に
超
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ

と
︑
し
た
が
っ
て
道
徳
も
美
術
も
哲
学
も
宗
教
も
日
常
も
純
粋

経
験
の
上
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
︑
を
読
者
は
理
解
す
る
の
で

あ
る
︒
西
田
が
﹁
初
め
て
読
む
人
﹂
に
第
一
編
を
略
す
る
よ
う

に
指
示
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
︒
そ
の
点
に
つ
い
て
は
平

成
三
〇
年
度
日
本
倫
理
学
会
発
表
﹁
純
粋
経
験
の
立
場
と
論
理

│
﹃
善
の
研
究
﹄
の
構
成
に
即
し
て
﹂︶
を
参
照
の
こ
と
︒

２ 

．﹃
善
の
研
究
﹄第
三
編
と
第
四
編
は﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄の︿
倫

理
学
な
い
し
道
徳
論
﹀
と
﹁
宗
教
論
﹂
を
引
き
継
い
だ
も
の
で

あ
る
︒
前
者
の
末
尾
に
は
道
徳
・
美
術
の
極
致
と
同
一
の
︿
宗

教
の
極
致
﹀
が
述
べ
ら
れ
る
の
に
対
し
︑
後
者
で
は
︿
宗
教
一

般
﹀
が
述
べ
ら
れ
る
︒﹃
純
粋
経
験
に
関
す
る
断
章
﹄
で
は
一

方
で
二
つ
に
分
か
れ
た
宗
教
を
本
質
的
な
部
分
で
統
一
的
に
論

じ
よ
う
と
し
な
が
ら
︑
他
方
で
自
力
的
な
仏
教
の
︑
キ
リ
ス
ト

教
を
含
む
他
力
宗
に
対
す
る
優
位
を
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
︒

こ
の
頃
の
西
田
が
︿
宗
教
の
極
致
﹀
と
︿
宗
教
一
般
﹀
で
念
頭

三
三



に
置
い
て
い
た
の
は
︑
自
力
的
な
仏
教
と
︑
キ
リ
ス
ト
教
を
含

む
他
力
宗
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
が
な
い
︒︵16 , 498 ; 

16 , 522

︶︒
そ
れ
故
﹃
善
の
研
究
﹄
第
三
編
第
四
編
の
そ
れ
ぞ

れ
に
禅
宗
的
キ
リ
ス
ト
教
的
表
現
が
見
ら
れ
る
に
し
て
も
︑
第

三
編
に
自
力
的
な
仏
教
︑
第
四
編
に
他
力
宗
を
念
頭
に
置
い
て

い
た
こ
と
は
︑
そ
の
由
来
か
ら
し
て
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
が
な
い
︒

３ 

．
道
徳
か
ら
宗
教
に
至
る
道
は
な
い
︒
し
た
が
っ
て
そ
れ
に
つ

い
て
は
語
れ
な
い
︒
し
か
し
宗
教
的
覚
悟
か
ら
道
徳
を
語
る
こ

と
は
可
能
で
あ
る
︒
そ
れ
が
動
的
に
理
解
さ
れ
た
純
粋
経
験
説

に
他
な
ら
な
い
︒

三
四


