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本
巻
は
、
主
と
し
て
宗
教
学
関
係
の
著
作
お
よ
び
講
義
録
を
中
心
と
し
て
編
集
さ
れ
て
い
る
。
刊
行
の
年
は
、
明
治
二
一
年
か
ら

明
治
三
五
年
に
至
る
五
編
を
収
録
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
内
容
は
、
す
べ
て
ほ
ぼ
明
治
二
〇
年
代
に
は
成
立
し
て
い
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
井
上
円
了
（
以
下
、
円
了
と
称
す
る
）
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
本
選
集
の
各
巻
末
に
お
け
る
解
説
に
お
い
て
詳
述
さ
れ
て

い
る
の
で
、
そ
れ
ら
と
の
重
複
を
さ
け
、
本
論
で
は
宗
教
学
に
関
連
し
て
な
お
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
二
、
三
の
重
要
な
点
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一

説解

　
ま
ず
第
一
に
は
円
了
の
思
想
の
内
容
の
多
様
性
、
多
面
性
と
い
う
点
で
あ
り
、
更
に
そ
れ
ら
が
円
了
と
い
う
一
人
格
に
お
い
て
統

合
せ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
彼
の
宗
教
に
関
す
る
思
惟
も
そ
の
点
を
無
視
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ご
く
簡
潔
に
彼
の
思
想
を
通

観
す
る
時
、
そ
こ
に
は
大
乗
仏
教
（
浄
土
真
宗
を
含
む
）
、
哲
学
（
東
西
両
洋
に
わ
た
る
）
、
宗
教
学
、
倫
理
学
、
教
育
学
、
心
理
学

等
の
多
種
多
様
に
わ
た
っ
て
の
展
開
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
が
相
互
に
限
り
な
く
交
渉
し
、
交
徹
せ
ら
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
5

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
中
の
い
ず
れ
か
の
一
つ
を
取
り
上
げ
て
見
て
も
、
そ
の
一
つ
の
中
に
全
体
が
不
可
分
に
連
な
り
あ
っ
て
い
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る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
宗
教
学
に
お
い
て
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
本
巻
は
こ
の
選
集
刊
行
の
な
お
過
程
に
あ
る
が
、
す
で
に
そ

の
第
一
巻
よ
り
第
三
巻
ま
で
が
哲
学
部
門
に
、
第
四
巻
よ
り
第
七
巻
ま
で
が
仏
教
部
門
に
あ
て
ら
れ
、
更
に
本
第
八
巻
の
宗
教
学
に

関
す
る
部
門
に
続
い
て
心
理
等
、
倫
理
学
、
教
育
学
等
の
分
野
に
つ
い
て
の
編
集
も
進
行
中
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
全
体
が
一
つ
の
連

関
の
中
で
と
ら
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
え
っ
て
ま
た
、
そ
し
て
そ
れ
ら
相
互
の
多
様
性
の
連
関
の
中
か
ら
、
ま
た
円
了
に
お
け

る
広
大
な
視
野
が
開
か
れ
て
も
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
彼
は
新
潟
県
の
一
浄
土
真
宗
寺
院
に
生
ま
れ
、
そ
の
経
歴
の
必
然
性
か
ら
い
っ
て
宗
乗
（
浄
土
真
宗
を
中
心
と
し
た
伝

統
的
な
真
宗
教
学
）
を
学
ぶ
べ
き
義
務
を
負
い
な
が
ら
、
そ
れ
か
ら
脱
却
し
（
し
か
し
そ
の
こ
と
は
真
宗
の
信
仰
そ
の
も
の
の
放
棄

を
意
味
し
な
い
）
更
に
東
京
大
学
で
哲
学
を
学
び
、
広
く
東
西
の
学
を
渉
猟
す
る
に
い
た
っ
た
、
と
い
っ
た
点
、
ま
た
三
度
に
わ
た

る
外
遊
等
も
、
彼
の
視
野
を
拡
大
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
点
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
そ
も
そ
も
円
了
の
活
躍
し
は
じ
め
た
時
代
は
、
ま
さ
に
東
洋
が
西
洋
と
全
面
的
に
出
会
い
は
じ
め
た
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
徳

川
三
百
年
の
鎖
国
が
破
ら
れ
、
全
世
界
に
向
か
っ
て
開
か
れ
た
普
遍
的
思
考
の
目
覚
め
の
端
初
と
も
な
る
時
代
で
も
あ
っ
た
。
す
で

に
東
京
芝
・
増
上
寺
の
管
長
福
田
行
誠
（
一
〇
◎
O
Φ
～
一
〇
〇
〇
〇
〇
〇
）
は
、
八
宗
兼
学
を
唱
え
、
従
来
の
宗
派
仏
教
の
狭
い
枠
組
み
か
ら
脱
却
し

て
、
大
乗
仏
教
の
も
つ
本
来
の
精
神
た
る
普
遍
主
義
を
標
榜
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
更
に
進
ん
で
西
欧
思
想
と
の
出
会
い
は
、
単
な

る
仏
教
の
枠
組
み
さ
え
突
破
し
て
、
普
遍
的
思
惟
が
不
可
避
的
に
要
請
せ
ら
れ
る
に
い
た
る
。
そ
の
要
請
に
本
質
的
に
対
応
し
う
る

学
問
が
、
円
了
に
と
っ
て
は
ほ
か
な
ら
ぬ
哲
学
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
に
お
い
て
は
真
宗
学
も
大
乗
仏
教
も

哲
学
も
、
実
に
同
一
線
上
に
お
け
る
課
題
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
大
乗
仏
教
は
哲
学
に
お
い
て
改
め
て
そ
の
普
遍
性
に
目
覚
め
る

こ
と
に
な
る
。
彼
に
お
い
て
は
仏
教
学
と
い
う
分
野
と
哲
学
と
い
う
分
野
が
相
互
に
独
立
に
存
在
す
る
と
い
っ
た
性
格
の
も
の
で
は

576



説解

な
く
、
ど
こ
ま
で
も
一
つ
に
連
な
り
あ
う
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
更
に
大
乗
仏
教
に
せ
よ
、
ま
た
哲
学
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
は
単
な
る
理
論
に
と
ど
ま
ら
ず
、
広
く
文
化
全
体
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ

り
、
必
然
的
に
心
理
学
、
倫
理
学
、
教
育
学
等
に
ま
で
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
円
了
に
お
け
る
そ
の
思

想
の
多
様
性
は
、
ど
こ
ま
で
も
人
間
の
文
化
と
し
て
の
精
神
の
か
か
る
健
全
な
い
と
な
み
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
へ
の
展

開
の
な
い
場
合
は
、
か
え
っ
て
そ
の
こ
と
こ
そ
が
怠
慢
と
い
え
よ
う
。
円
了
の
か
か
る
精
神
の
中
に
は
、
む
し
ろ
現
代
の
大
学
に
お

け
る
極
度
の
専
門
化
に
よ
る
全
体
的
視
野
の
欠
落
と
い
う
ー
そ
れ
は
実
に
現
代
に
お
け
る
文
化
そ
の
も
の
の
危
機
と
も
関
連
し
て

い
る
ー
1
・
病
因
を
根
底
か
ら
救
済
す
る
契
機
が
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
い
ま
、
本
巻
の
中
心
テ
ー
マ
と
な
る
宗
教
学
に
関
し
て
も
、
以
上
の
よ
う
な
論
述
の
反
省
の
上
か
ら
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
彼
の
宗
教
論
も
多
様
な
関
連
の
中
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
単
な
る
真
宗
学
や
神
学
の
枠
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な

い
。
ま
た
仏
教
が
そ
れ
自
体
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
場
合
に
も
、
広
い
東
西
両
洋
に
立
っ
た
上
で
の
哲
学
的
思
惟
の
展
開
が
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
彼
が
仏
教
を
単
に
宗
教
と
し
て
の
み
で
な
く
、
哲
学
と
し
て
の
側
面
か
ら
見
よ
う
と
試
み
る
点
な
ど
そ
の
一
例
で

あ
る
。

　
た
と
え
ば
本
巻
の
第
三
部
を
構
成
す
る
『
比
較
宗
教
学
』
は
、
当
時
と
し
て
は
圧
巻
と
も
い
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
す
で
に
マ

ッ
ク
ス
こ
・
＼
ユ
ラ
ー
（
忌
①
×
ζ
邑
6
二
。
。
N
ω
ー
声
O
O
O
）
等
に
よ
る
西
洋
の
宗
教
学
の
多
く
の
業
績
等
を
す
で
に
前
提
と
し
た
と
は
い

え
、
そ
こ
で
は
古
代
エ
ジ
プ
ト
や
ヘ
ブ
ラ
イ
の
宗
教
か
ら
始
ま
り
広
く
全
世
界
の
宗
教
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
比
較
宗
教
学
、
い
わ

ゆ
る
宗
教
の
比
較
研
究
は
現
在
に
お
い
て
も
宗
教
学
の
分
野
の
主
流
を
占
め
る
部
門
で
あ
る
が
、
円
了
に
お
い
て
方
法
論
的
に
な
お

不
十
分
の
点
を
残
し
て
い
る
と
は
い
え
、
す
で
に
日
本
に
お
け
る
か
か
る
研
究
の
先
駆
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
中
村
元
の
著
作
『
日

577



本
に
お
け
る
比
較
思
想
の
先
駆
者
た
ち
』
（
昭
和
五
七
年
、
広
池
学
園
出
版
部
）
の
中
に
十
数
名
の
比
較
思
想
研
究
に
か
か
わ
っ
た
人

た
ち
が
挙
げ
ら
れ
な
が
ら
、
井
上
円
了
の
名
が
欠
け
て
い
る
の
は
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
ま
た
彼
の
宗
教
学
は
ど
こ
ま
で
も
哲
学
的
精
神
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
か
か
る
円
了
の
宗
教
に
は
宗
教
哲

へ学
的
な
契
機
と
も
不
可
分
で
あ
る
。
宗
教
学
に
お
い
て
も
彼
に
お
け
る
多
様
性
と
い
う
特
色
が
、
哲
学
と
い
う
も
の
を
排
除
し
て
単

な
る
科
学
と
し
て
の
限
定
さ
れ
た
宗
教
学
の
一
面
性
へ
の
陥
落
（
そ
れ
は
現
代
の
東
京
大
学
を
主
流
と
す
る
日
本
宗
教
学
の
伝
統
と

な
っ
て
い
る
）
か
ら
免
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
現
在
の
い
わ
ゆ
る
宗
教
学
は
明
治
三
八
年
、
東
京
大
学
に
お
け
る
姉
崎
正
治
に
よ
っ

て
創
設
せ
ら
れ
た
宗
教
学
の
伝
統
の
流
れ
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
視
点
に
立
て
ば
、
た
と
え
ば
高
木
き
よ
子
氏
の
い
う
よ
う

に
、
「
…
…
（
姉
崎
）
以
後
の
日
本
の
宗
教
学
の
流
れ
の
中
で
、
井
上
（
円
了
）
宗
教
学
が
埋
没
し
て
し
ま
っ
た
…
…
。
明
治
以
来
の

日
本
の
宗
教
学
の
流
れ
の
中
で
は
狭
い
意
味
で
の
宗
教
学
の
体
系
作
り
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
主
流
は
一
宗
一
派
に
属
さ
な
い
官
学
の

中
で
の
研
究
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
趨
勢
の
中
で
、
日
本
で
も
っ
と
も
古
く
「
宗
教
学
」
と
い
う
題
名
の
著
作
の
も
の
に
し
た

井
上
円
了
の
名
は
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
」
）
（
高
木
き
よ
子
「
井
上
円
了
の
宗
教
学
」
『
井
上
円
了
の
学
理
思
想
』
東
洋
大

学
、
二
二
八
頁
）
。

　
し
か
し
な
が
ら
一
つ
の
限
定
さ
れ
た
科
学
と
し
て
の
宗
教
学
（
い
わ
ゆ
る
狭
義
の
宗
教
学
）
に
対
し
て
、
よ
り
広
い
視
野
に
立
っ

て
の
宗
教
学
が
ま
た
不
可
欠
で
あ
る
（
狭
義
の
宗
教
学
が
日
本
に
お
い
て
一
応
主
流
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
の
背
景
に
は
、
い
く
つ

か
の
文
化
的
要
因
も
考
え
ら
れ
よ
う
）
。

　
哲
学
的
精
神
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
円
了
の
宗
教
は
、
そ
れ
が
宗
教
学
と
よ
ば
れ
て
も
、
そ
れ
は
狭
義
の
宗
教
学
を
そ
の
う
ち

に
包
み
な
が
ら
も
、
む
し
ろ
円
了
自
身
の
立
場
か
ら
い
っ
て
、
ど
こ
ま
で
も
宗
教
哲
学
に
近
い
宗
教
学
と
も
い
う
べ
き
性
格
の
も
の
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説解

で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
姉
崎
正
治
か
ら
い
え
ば
、

　
　
コ
体
宗
教
学
と
い
う
名
は
、
そ
の
前
に
は
井
上
円
了
氏
が
哲
学
館
講
義
録
で
理
論
的
並
び
に
実
際
的
宗
教
学
と
い
う
講
義
を

　
　
し
て
い
た
が
、
そ
の
内
容
は
吾
々
の
所
謂
宗
教
学
と
は
ま
っ
た
く
別
で
あ
っ
た
。
」
（
上
掲
高
木
論
文
、
二
二
八
頁
）

と
も
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
広
義
に
考
え
れ
ば
、
人
間
の
文
化
的
い
と
な
み
と
し
て
宗
教
の
学
問
的
研
究
を
考
え
る
場
合
、
哲
学
を
排
除
し
た

科
学
的
宗
教
学
と
と
も
に
、
他
方
、
哲
学
、
更
に
は
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
等
の
個
々
の
宗
教
を
も
単
に
客
観
的
に
考
察
す
る
の
み
な

ら
ず
、
そ
れ
ら
を
そ
の
内
面
か
ら
考
察
す
る
宗
教
哲
学
的
な
宗
教
学
も
ま
た
不
可
欠
で
あ
る
。
円
了
の
場
合
、
彼
の
宗
教
学
と
は
限

り
な
く
狭
義
の
宗
教
学
を
も
内
包
し
な
が
ら
、
し
か
も
宗
教
哲
学
に
近
い
宗
教
学
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
巻
所
収
の
第
五

部
は
『
宗
教
哲
学
』
で
あ
り
、
原
文
で
三
七
七
頁
に
も
わ
た
る
相
当
量
の
ペ
ー
ジ
数
を
占
め
る
そ
の
内
容
は
、
円
了
宗
教
学
の
一
つ

の
特
色
を
示
し
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
宗
教
学
の
展
開
も
ま
た
多
様
の
展
開
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
学
と
い
っ
て
も
そ
の
内
実
は
宗
教
社
会

学
で
あ
っ
た
り
、
宗
教
民
俗
学
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
宗
教
心
理
学
で
あ
っ
た
り
、
宗
教
哲
学
で
あ
っ
た
り
、
そ
し
て
狭
義
の
宗
教
学

で
あ
っ
た
り
も
す
る
。
と
く
に
現
在
に
お
い
て
は
、
宗
教
現
象
学
、
宗
教
史
、
比
較
宗
教
学
等
が
そ
の
中
で
も
広
大
な
領
域
を
占
め

て
い
る
（
日
本
宗
教
学
会
の
部
会
の
構
成
は
ま
さ
に
そ
の
ま
ま
日
本
宗
教
学
の
全
容
を
物
語
っ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
）
。
そ
う
し
た

中
で
円
了
宗
教
学
を
考
え
る
場
合
、
そ
の
限
り
な
く
宗
教
哲
学
に
近
い
宗
教
学
と
は
、
た
と
え
ば
近
代
西
洋
に
お
け
る
宗
教
学
派
の

中
の
一
つ
の
大
き
な
主
流
を
な
す
ド
イ
ツ
・
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
（
ル
ド
ル
フ
・
オ
ッ
ト
ー
、
フ
リ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
・
ハ
イ
ラ
ー
、
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
訊

る
い
は
エ
ル
ン
ス
ト
・
ベ
ン
ツ
等
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
宗
教
学
派
）
と
極
め
て
近
似
し
相
応
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ



は
ど
こ
ま
で
も
キ
リ
ス
ト
教
的
、
ド
イ
ツ
的
な
宗
教
的
伝
統
に
立
ち
な
が
ら
、
し
か
も
ま
た
限
り
な
く
東
洋
へ
の
展
望
を
開
い
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
0

る
学
派
で
あ
る
が
、
か
か
る
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
と
、
他
方
、
ど
こ
ま
で
も
東
洋
的
、
仏
教
的
な
基
盤
に
立
ち
つ
つ
、
し
か
も
ま
た
　
5

限
り
な
く
西
洋
の
宗
教
文
化
の
世
界
に
も
開
か
れ
て
い
た
円
了
の
宗
教
学
と
の
間
に
は
、
相
互
に
対
応
し
、
共
通
の
世
界
宗
教
学
的

な
展
望
へ
の
開
け
が
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
に
お
け
る
場
合
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
的
な
精
神
的
基
盤
の
上
に
立
っ
て
、
そ
こ
に
一
連
の
学
問
的

伝
統
の
連
続
性
が
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
円
了
の
場
合
、
一
見
す
る
と
こ
ろ
、
確
か
に
東
京
大
学
宗
教
学
の
伝
統
と
い
っ
た
視
点

の
上
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
伝
統
の
う
ち
に
埋
没
し
て
い
っ
た
と
い
う
見
方
も
一
応
は
成
り
立
つ
。
し
か
し
な
が
ら
広
義
の
宗
教
学
（
た

と
え
ば
宗
教
哲
学
的
な
宗
教
学
）
と
い
う
視
点
に
立
て
ば
、
円
了
宗
教
学
は
新
た
な
脚
光
を
浴
び
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち

具
体
的
に
た
と
え
ば
西
田
哲
学
（
そ
の
全
体
は
宗
教
哲
学
を
根
幹
と
し
て
成
立
し
て
い
る
）
、
更
に
は
そ
れ
に
続
く
京
都
学
派
（
か
か

る
宗
教
哲
学
的
宗
教
学
の
主
流
は
京
都
大
学
宗
教
学
科
へ
と
流
入
し
て
い
る
）
と
の
関
連
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
で
に
西
田
幾
多
郎

は
そ
の
思
想
形
成
期
に
お
い
て
円
了
の
哲
学
的
洗
礼
を
受
け
て
お
り
（
円
了
の
最
初
期
の
哲
学
著
書
『
哲
学
一
夕
話
』
を
西
田
は
読

ん
で
い
る
。
『
選
集
』
第
一
巻
、
針
生
清
人
の
解
説
に
よ
る
。
同
書
四
二
七
頁
参
照
）
、
円
了
の
果
た
し
得
な
か
っ
た
宗
教
哲
学
大
成

の
意
図
を
西
田
が
完
遂
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
側
面
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
観
点
か
ら
い
え
ば
、
円
了
は
西
田
以
前
の

西
田
と
も
い
え
、
西
田
は
円
了
以
後
の
円
了
と
も
い
え
る
一
面
を
も
つ
も
の
と
も
い
え
よ
う
。
な
お
、
梅
原
猛
は
、
「
円
了
の
道
を
受

け
継
ぎ
、
そ
の
道
を
歩
ん
だ
の
が
西
田
幾
多
郎
で
あ
っ
た
」
と
、
円
了
と
西
田
と
の
関
係
に
言
及
し
て
い
る
（
平
成
二
年
六
月
一
八

日
東
京
・
朝
日
ホ
ー
ル
に
お
け
る
公
開
講
演
）
。
ま
た
、
円
了
ー
西
田
の
展
開
を
一
連
の
日
本
宗
教
哲
学
の
一
つ
の
伝
統
と
し
て
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
日
本
に
お
け
る
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
的
宗
教
学
の
展
開
と
も
い
え
、
ま
た
ひ
る
が
え
っ
て
マ



説解

ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
と
は
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
に
お
け
る
日
本
宗
教
哲
学
の
一
連
の
展
開
に
も
類
比
せ
ら
れ
る
契
機
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
こ
で
は
東
西
両
洋
の
出
会
い
の
中
で
従
来
の
限
定
さ
れ
た
思
惟
（
そ
れ
は
仏
教
に
つ
い
て
と
同
様
キ
リ
ス
ト

教
に
つ
い
て
も
言
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
）
で
な
く
、
開
か
れ
た
多
様
の
思
惟
が
不
可
避
的
と
な
る
が
、
そ
う
し
た
中
で
円
了
の
思
惟

も
ま
た
多
様
に
展
開
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
円
了
宗
教
学
に
お
い
て
も
か
か
る
思
惟
が
十
全
に
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
円
了

と
西
田
哲
学
な
い
し
京
都
学
派
と
の
関
係
は
更
な
る
論
究
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
そ
れ
ら
を
単
な
る
日
本
的
観
念
論
の
形
成
と

し
て
と
ら
え
る
の
は
不
適
当
で
あ
る
。
観
念
論
と
は
唯
物
論
の
対
概
念
と
し
て
唯
物
論
の
立
場
か
ら
構
想
さ
れ
た
一
観
念
の
所
産
で

あ
り
、
も
し
日
本
的
観
念
論
と
い
う
こ
と
ば
が
用
い
ら
れ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
は
観
念
論
そ
の
も
の
の
成
立
す
る
次
元
を
ど
こ
ま
で

も
超
え
た
と
こ
ろ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
点
も
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
唯
物
論
の
人
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
人
た
ち
を
観
念
論
と
定

義
し
た
そ
の
時
か
ら
、
そ
れ
ら
へ
の
真
の
理
解
を
自
ら
閉
ざ
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
っ
た
点
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
点
も
含
め
て
、
日
本
近
代
思
想
史
上
の
円
了
の
意
義
は
更
に
深
く
検
討
し
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
）
。

二

　
円
了
は
哲
学
的
な
理
論
と
と
も
に
、
そ
れ
に
お
と
ら
ず
実
践
面
に
対
す
る
関
心
も
極
め
て
高
か
っ
た
。
宗
教
学
自
身
に
お
い
て
も

同
様
で
あ
る
。
彼
の
宗
教
学
に
関
す
る
著
述
と
し
て
『
比
較
宗
教
学
』
『
宗
教
哲
学
』
等
の
講
述
あ
る
い
は
『
理
論
的
宗
教
学
』
（
明

治
二
四
年
）
、
ま
た
そ
れ
に
対
す
る
『
実
際
的
宗
教
学
』
（
明
治
二
四
年
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
前
者
の
『
理
論
的
宗
教
学
』
は
、

後
年
『
宗
教
哲
学
』
（
明
治
三
五
年
刊
、
本
巻
所
収
）
に
ま
と
め
ら
れ
、
後
者
の
『
実
践
的
宗
教
学
』
は
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
保
持
し

581



つ
つ
『
宗
教
学
講
義
宗
教
制
度
』
（
明
治
二
八
年
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
特
色
は
、
単
に
理
論
面
に
と
ど
ま
ら

ず
、
ど
こ
ま
で
も
実
践
的
関
心
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。

　
そ
も
そ
も
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
伝
統
的
学
で
あ
る
9
管
ω
8
巨
①
と
し
て
の
哲
学
に
し
て
も
、
ま
た
戒
定
慧
の
三
学
と
し
て
説
か
れ

る
仏
教
の
「
学
」
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
単
な
る
知
や
理
論
の
領
域
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ど
こ
ま
で
も
不
可
分
的
に
実
践
の
問
題
と
結

び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
理
論
理
性
に
対
す
る
「
実
践
理
性
の
優
位
」
勺
ユ
ヨ
巴
ユ
雪
官
畏
募
6
庁
o
o
＜
o
∋
c
口
津

（『

ﾀ
践
理
性
批
判
』
）
が
説
か
れ
、
ま
た
ヤ
ス
パ
ー
ス
も
「
哲
学
す
る
こ
と
と
は
、
存
在
意
識
の
変
革
庄
o
　
＜
⑳
品
邑
o
「
已
ロ
ぴ
q
　
△
o
。
。

oD

ｳ
宣
。
。
げ
o
乞
已
ロ
叶
ω
Φ
日
ω
で
あ
る
と
さ
え
断
言
し
て
い
る
（
『
理
性
と
実
存
』
）
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
も
す
れ
ば
理

論
と
実
践
と
の
両
者
は
分
離
し
が
ち
で
あ
り
、
と
り
わ
け
日
本
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
お
い
て
そ
の
傾
向
が
著
し
い
。
そ
う
し
た
中
に
あ

っ
て
円
了
は
宗
教
研
究
に
お
い
て
も
単
に
理
論
面
に
と
ど
ま
ら
ず
、
実
践
面
も
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
場
合
、
円

了
は
い
わ
ゆ
る
理
論
的
宗
教
学
の
範
疇
の
う
ち
に
宗
教
哲
学
、
比
較
宗
教
学
等
を
入
れ
、
更
に
純
正
哲
学
、
倫
理
学
、
心
理
学
等
を

も
関
連
さ
せ
て
考
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
実
践
的
宗
教
学
の
う
ち
に
、
政
治
、
道
徳
、
教
育
、
風
俗
等
を
入
れ

て
考
え
て
い
る
。
彼
が
「
宗
教
制
度
」
と
称
す
る
場
合
も
、
そ
れ
は
実
践
的
宗
教
学
の
範
疇
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
『
宗
教
学
講

義
宗
教
制
度
』
序
論
参
照
）
。

　
本
解
説
で
は
円
了
の
実
践
的
宗
教
学
の
中
で
も
と
く
に
、
政
治
と
教
育
の
面
に
関
連
し
て
、
彼
の
宗
教
思
想
の
内
容
に
立
ち
入
っ

て
考
え
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
ω
　
政
治
面
に
関
し
て

　
『
日
本
政
教
論
』
（
明
治
二
二
年
刊
、
本
巻
所
収
）
は
、
第
一
回
の
欧
米
視
察
の
結
果
生
ま
れ
た
実
践
的
比
較
宗
教
学
と
も
い
え
る

582



説解

も
の
で
あ
る
。
政
教
と
は
も
ち
ろ
ん
政
治
と
宗
教
の
意
味
で
、
こ
の
「
論
」
は
ま
さ
に
か
か
る
両
者
の
関
係
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

全
体
で
わ
ず
か
二
九
頁
の
分
量
に
過
ぎ
ぬ
が
、
と
く
に
外
国
視
察
に
も
と
づ
き
、
欧
米
と
対
比
し
な
が
ら
日
本
に
お
け
る
宗
教
と
政

治
の
問
題
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
。
一
言
で
い
え
ば
、
宗
教
が
国
家
自
体
に
大
い
な
る
影
響
を
与
え
、
宗
教
が
国
家
成
立
の
基
盤
と

な
っ
て
い
る
点
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
彼
は
、

　
　
「
…
…
日
本
人
心
を
維
持
し
、
日
本
独
立
を
保
存
し
、
日
本
人
の
日
本
人
た
る
ゆ
え
ん
、
日
本
国
の
日
本
国
た
る
ゆ
え
ん
の
も

　
　
の
を
養
成
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
こ
の
旧
来
の
宗
教
を
永
続
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
」
（
同
書
第
五
段
。
五
五
頁
参
照
）

と
述
べ
て
い
る
が
、
日
本
国
の
独
立
の
た
め
に
、
そ
の
日
本
国
民
の
根
底
に
あ
る
旧
来
の
伝
統
的
宗
教
の
維
持
の
必
要
で
あ
る
こ
と

を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
国
を
日
本
国
た
ら
し
め
る
と
は
、
日
本
国
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
認
で
あ
り
、
そ
れ
が
伝

統
的
宗
教
に
お
い
て
確
保
せ
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
旧
来
の
宗
教
と
は
い
わ
ゆ
る
神
道
で
あ
り
、
と
り
わ
け
円
了

に
と
っ
て
は
仏
教
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
な
お
国
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
契
機
の
一
つ
と
し
て
言
語
も
考
え
ら
れ
る
べ
き
か
も
知

れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
現
代
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
語
、
オ
ラ
ン
ダ
語
、
ド
イ
ツ
語
の
三
力
国
語
が
公
用
語
と
な
っ

て
い
る
ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
を
包
括
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
が
そ
れ
ら
を
根
底
か
ら
支
え
、
ベ
ル
ギ
ー
の
一
国
家
と
し
て
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
構
成
し
て
い
る
点
で
考
慮
さ
る
べ
き
一
例
で
あ
る
。
ま
た
共
産
主
義
国
家
と
し
て
の
ソ
連
に
お
い
て
、
な
お
そ

の
未
来
に
お
い
て
ロ
シ
ア
国
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
証
す
る
不
可
欠
の
契
機
と
し
て
ロ
シ
ア
正
教
が
改
め
て
大
き
く
ク
ロ
ー

ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
つ
つ
あ
る
昨
今
、
宗
教
の
国
家
に
対
す
る
影
響
に
は
、
あ
る
い
は
両
者
の
内
面
的
関
係
に
は
無
視
し
難
い
も
の
が

あ
る
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

　
円
了
が
活
躍
し
て
い
た
時
代
、
日
本
は
欧
米
列
強
の
圧
倒
的
な
影
響
下
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
植
民
地
化
を
免
れ
、
日
本
が
日
本
と



し
て
独
立
す
る
こ
と
は
死
命
を
制
す
る
最
優
先
の
課
題
で
も
あ
っ
た
。
富
国
強
兵
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
円
了

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
4

に
と
っ
て
、
そ
の
日
本
国
家
を
内
面
か
ら
支
え
る
精
神
的
な
契
機
が
重
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
外
遊
を
通
じ
て
キ
リ
ス
　
5

ト
教
的
宗
教
圏
に
あ
る
欧
米
諸
国
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
と
国
家
と
の
関
係
は
彼
に
と
っ
て
最
大
の
関
心
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
紹

介
は
詳
細
に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
観
察
を
通
じ
て
日
本
国
家
と
そ
の
宗
教
と
の
関
係
を
改
め
て
考
察
し
、
そ
の
必
要

性
を
痛
感
し
た
の
で
あ
る
。

　
国
家
と
は
単
に
政
治
的
次
元
の
問
題
の
み
に
終
始
す
る
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
根
底
に
お
い
て
宗
教
と
深
く
か
か

わ
っ
て
お
り
、
各
国
民
が
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
宗
教
へ
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
内
か
ら
確
保
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
円
了
に
お
い
て
も
ま
さ
に
そ
の
点
で
護
法
↓
愛
国
（
い
わ
ゆ
る
護
国
愛
理
）
の
精
神
が
考
え
ら
れ
る
に
い
た
る
の
で
あ

る
。　

た
だ
、
か
か
る
円
了
の
国
家
主
義
は
、
単
な
る
偏
狭
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
異
な
る
。
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
愛
理
（
普
遍
的
な

真
理
へ
の
愛
）
の
精
神
を
前
提
し
た
上
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
愛
理
（
真
理
へ
の
情
念
的
志
向
）
が
忘
却
さ
れ
て
、
愛

国
の
み
と
な
る
と
き
、
国
家
は
自
己
目
的
化
し
、
悪
し
き
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
陥
る
。
円
了
の
護
国
思
想
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
は
か
か
る
次
元
の
み
で
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
二
〇
世
紀
の
最
大
の
課
題
の
一
つ
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
イ
ン
タ
ー
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
相
剋
と
い
う
点
に
も
あ
っ
た
、
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
多
く
の
場
合
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
立
場
か
ら

の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
断
罪
と
い
う
こ
と
が
主
た
る
一
つ
の
傾
向
と
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
傾
向
か
ら
円

了
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
な
思
想
に
対
す
る
一
つ
の
批
判
も
世
間
に
流
布
し
て
い
た
点
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
む
し
ろ
護
国
愛
理
に
お
け
る
愛
理
と
は
、
ど
こ
ま
で
も
民
族
国
家
の
対
立
を
超
え
た
脱
国
家
主
義
的
契
機
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
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か
か
る
普
遍
主
義
的
（
哲
学
的
）
地
平
で
な
お
不
可
避
的
な
課
題
と
し
て
国
家
の
問
題
を
考
え
た
円
了
の
立
場
は
改
め
て
評
価
し
直

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
仮
面
を
か
ぶ
っ
た
、
し
か
し
そ
の
内
実
は
ど
こ
ま
で
も
ロ
シ
ア

の
国
家
主
義
で
し
か
な
か
っ
た
共
産
主
義
（
N
・
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
の
定
義
1
そ
れ
は
現
実
に
実
証
さ
れ
つ
つ
あ
る
ー
）
に
惑

乱
さ
れ
続
け
て
き
た
日
本
知
識
人
た
ち
の
呪
縛
か
ら
円
了
の
思
想
を
解
放
す
る
こ
と
が
、
さ
し
あ
た
り
現
今
の
極
め
て
重
要
な
課
題

の
一
つ
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
観
点
か
ら
い
え
ば
円
了
の
愛
理
の
立
場
こ
そ
が
、
い
わ
ゆ
る
二

〇
世
紀
を
風
靡
し
た
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
は
る
か
に
超
え
て
普
遍
的
で
あ
り
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。　

　
　
　
　
②
　
教
育
面
に
関
し
て

　
円
了
は
『
教
育
宗
教
関
係
論
』
（
明
治
二
六
年
四
月
）
に
お
い
て
、
哲
学
館
（
現
東
洋
大
学
）
設
置
の
目
的
に
関
し
て
、
教
育
家
と

宗
教
家
の
養
成
を
主
張
し
て
い
る
（
高
木
宏
夫
「
井
上
円
了
の
宗
教
観
」
『
井
上
円
了
研
究
』
五
、
三
頁
参
照
）
。
そ
し
て
教
育
と
宗

教
と
の
目
的
は
、
「
知
識
の
開
発
」
と
「
心
霊
の
安
定
」
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
そ
の
実
際
上
の
応
用
と
し
て
、
学
校
と
寺
院
の

組
織
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
同
書
一
三
頁
）
。

　
右
の
ご
と
き
意
見
は
、
円
了
自
身
、
日
本
近
代
国
家
形
成
期
に
あ
っ
て
、
宗
教
と
教
育
に
よ
る
、
あ
る
い
は
宗
教
精
神
に
も
と
つ

い
た
教
育
に
よ
る
人
間
形
成
と
い
う
目
下
の
急
務
と
も
い
う
べ
き
要
請
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
円
了
の
哲
学
館

大
学
の
創
設
の
根
底
に
は
、
右
の
よ
う
な
哲
学
的
、
あ
る
い
は
宗
教
的
精
神
に
根
ざ
し
た
人
間
形
成
と
い
う
実
践
的
理
念
が
根
底
に

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
哲
学
的
な
い
し
宗
教
的
精
神
と
は
、
西
洋
精
神
を
も
展
望
し
な
が
ら
も
主
と
し
て
東
洋
的
、
仏
教

的
精
神
の
こ
と
で
あ
り
、
か
か
る
精
神
的
基
盤
に
立
っ
た
上
で
の
教
養
、
陶
冶
（
人
間
形
成
　
　
パ
イ
デ
ィ
ア
O
巴
号
［
①
）
の
理
念
が

585



貫
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
6

　
そ
れ
は
た
と
え
ば
近
代
国
家
形
成
の
要
請
か
ら
主
と
し
て
西
欧
の
技
芸
学
術
の
輸
入
紹
介
を
主
た
る
役
割
を
も
つ
も
の
と
し
て
い
　
5

た
東
京
大
学
、
あ
る
い
は
ま
た
政
経
を
中
心
と
し
て
実
学
の
立
場
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
た
早
稲
田
大
学
等
に
対
し
て
、
哲
学
館
は
ま
さ

に
日
本
に
お
け
る
東
洋
思
想
に
根
ざ
し
た
パ
イ
デ
ィ
ア
を
理
念
と
す
る
最
初
の
本
格
的
な
大
学
（
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
シ
テ
ィ
）
と
し
て
の

意
義
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
綱
｛
旨
o
一
日
く
o
コ
出
已
日
σ
o
一
合
（
一
『
Φ
ベ

ー
」
°
。
ω
O
）
の
え
が
い
た
西
欧
の
大
学
の
理
念
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
フ
ン
ボ
ル
ト
の
目
指
し
た
一
般
陶
冶
（
ビ

ル
ド
ウ
ン
グ
b
O
ま
巨
ぬ
）
を
目
指
す
人
文
主
義
的
思
想
は
、
新
興
ド
イ
ツ
観
念
論
哲
学
と
融
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
「
学

問
に
よ
る
ビ
ル
ド
ウ
ン
グ
」
の
理
念
と
な
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
が
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
創
設
（
一
八
〇
九
年
）
へ
と
結
実
せ
ら
れ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
ベ
ル
リ
ン
大
学
こ
そ
は
、
近
代
大
学
の
模
範
と
し
て
そ
の
名
声
が
内
外
に
う
た
わ
れ
る
に
い
た
る

の
で
あ
る
。
フ
ン
ボ
ル
ト
は
職
業
教
育
の
意
味
に
お
け
る
専
門
学
校
と
い
う
思
想
を
強
く
排
除
し
、
彼
に
お
い
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
伝

統
精
神
に
も
と
つ
く
哲
学
を
基
盤
と
す
る
人
間
形
成
が
そ
の
大
学
の
理
念
の
上
に
貫
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
西
村
貞
二
『
フ
ン
ボ

ル
ト
』
清
水
書
院
、
一
〇
三
－
一
一
一
頁
参
照
）
。
「
諸
学
の
基
礎
は
哲
学
に
あ
り
」
と
す
る
哲
学
館
大
学
の
創
立
の
理
念
は
、
ど
こ

ま
で
も
か
か
る
フ
ン
ボ
ル
ト
の
理
念
の
東
洋
的
基
盤
の
上
で
改
め
て
自
覚
的
に
展
開
さ
れ
た
点
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
た
だ
し

フ
ン
ボ
ル
ト
の
構
想
に
よ
る
大
学
の
理
念
は
、
突
如
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
更
に
そ
の
背
景
に
は
深
い
哲
学
的
反
省
を

伴
っ
た
前
史
が
あ
り
、
円
了
の
大
学
理
念
を
考
え
る
上
に
考
慮
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
カ
ン
ト
の
「
諸

学
部
の
争
い
」
］
）
o
「
o
力
☆
⑦
詳
ユ
Φ
「
づ
呉
巳
⇔
障
（
一
七
九
二
年
刊
）
に
お
け
る
、
哲
学
部
を
大
学
の
中
核
と
し
、
神
、
法
、
医
の
三
学

部
は
従
属
的
性
格
た
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
立
場
、
あ
る
い
は
更
に
徹
底
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
そ
れ
ら
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三
学
部
の
存
在
を
解
体
し
去
り
、
哲
学
中
心
の
、
学
部
な
き
大
学
の
構
想
、
と
い
っ
た
考
え
方
に
お
い
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
（
『
世
界
教
育
学
選
集
・
大
学
の
理
念
と
構
想
ー
フ
ィ
ヒ
テ
他
1
』
明
治
図
書
出
版
、
梅
根
悟
、
巻
末
解
説
、
二
五
五
頁
）
。

　
そ
し
て
右
に
お
け
る
よ
う
な
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
お
い
て
結
実
せ
ら
れ
て
い
っ
た
近
代
西
欧
に
見
ら
れ
る
哲
学
的
精
神
が
、
大
学
に

お
け
る
自
己
完
成
の
意
味
に
お
け
る
人
間
の
陶
冶
ロ
ま
§
ひ
q
と
一
つ
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
理
念
は
ま
た

哲
学
館
の
、
そ
し
て
ま
た
日
本
の
大
学
自
体
に
と
っ
て
の
必
須
の
今
日
的
な
課
題
と
も
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
円
了
の
宗
教
的
、
哲
学
的
立
場
は
、
単
に
科
学
的
、
理
論
的
次
元
の
み
の
内
へ
閉
じ
こ
も
ろ
う
と
す
る
（
た

と
え
ば
そ
の
典
型
の
一
つ
が
東
京
大
学
宗
教
学
で
あ
る
）
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
限
界
を
突
破
し
て
、
東
西
両
洋
に
開
か
れ
た
人
間
の
文

化
そ
の
も
の
の
い
と
な
み
と
し
て
の
実
践
に
即
し
た
パ
イ
デ
ィ
ア
の
原
点
に
立
と
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

三

本
巻
は
左
の
よ
う
な
構
成
よ
り
成
る
。
す
な
わ
ち
、

　
一
、
宗
教
新
論
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
明
治
一
＝
年
三
月

　
二
、
日
本
政
教
論
…
…
…
…
…
…
：
・
…
明
治
二
二
年
九
月

　
三
、
比
較
宗
教
学
…
…
…
…
…
・
…
・
…
・
明
治
二
六
年
＝
月

　
四
、
宗
教
学
講
義
宗
教
制
度
…
…
…
明
治
二
八
年
一
一
月

　
五
、
宗
教
哲
学
：
…
：
…
…
…
…
・
・
…
…
明
治
三
五
年
一
〇
月

以
下
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て
略
述
し
て
み
よ
う
。

推推推
定定定
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宗
教
新
論

　
こ
の
著
書
は
、
円
了
が
病
身
の
た
め
、
口
述
筆
記
を
も
と
に
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
著
作
は
、
『
仏
教
活
論
』
出

版
後
の
も
の
で
、
『
活
論
』
の
付
言
の
意
味
を
も
有
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
題
目
は
『
宗
教
新
論
』
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
主
と
し
て
仏
教
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
仏
教
を
改
め
て
宗
教
と
い

う
地
平
か
ら
見
直
し
た
、
と
い
う
点
で
、
や
は
り
宗
教
論
で
あ
る
。

　
最
初
に
仏
教
は
宗
教
か
哲
学
か
を
論
じ
、
キ
リ
ス
ト
教
が
情
感
に
も
と
つ
く
宗
教
で
あ
る
の
に
対
し
、
仏
教
が
智
的
な
要
素
を
も

ち
、
宗
教
で
あ
る
と
同
時
に
哲
学
的
原
理
を
そ
な
え
、
キ
リ
ス
ト
教
的
宗
教
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
点
を
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
当

時
、
キ
リ
ス
ト
教
が
高
級
で
あ
り
、
仏
教
が
低
級
で
あ
る
と
す
る
一
般
に
流
布
し
て
い
た
当
時
の
偏
見
を
打
破
し
、
仏
教
の
本
来
の

意
義
に
目
覚
め
さ
せ
よ
う
と
の
円
了
の
意
志
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
著
に
お
い
て
も
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
比
較
論
的
考
察
と
い
う
点
で
、
比
較
宗
教
学
の
先
駆
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
た
と

え
ば
神
観
を
め
ぐ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
神
観
念
と
し
て
の
「
個
体
神
」
と
仏
教
的
な
神
体
と
し
て
「
理
体
神
」
と
い
っ
た
対
比
に

お
け
る
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
曇
鴛
教
学
（
竜
樹
の
空
思
想
に
連
な
る
）
の
系
譜
に
あ
る
真
宗
教
学
の
立
場
か
ら
の
キ

リ
ス
ト
教
的
人
格
神
へ
の
批
判
と
い
っ
た
意
味
も
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
お
け
る
非
神
話
化

bウ

雌
咜
ﾓ
庁
o
一
〇
ひ
q
芭
o
日
轟
の
問
題
と
も
か
か
わ
る
点
で
興
味
深
い
も
の
が
あ
ろ
う
。
か
か
る
円
了
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
な
り
に

非
神
話
化
論
は
乗
り
越
え
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
た
点
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
哲
学
を
自
ら
の
う
ち
に
含
む
仏
教
は
、
智
力
的
宗

教
で
あ
り
、
彼
に
と
っ
て
は
、
「
純
正
哲
学
の
実
用
」
そ
の
も
の
が
宗
教
（
仏
教
）
で
あ
る
の
で
あ
る
（
第
三
〇
節
）
。
明
治
初
期
か
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ら
中
期
に
か
け
て
、
外
来
宗
教
（
キ
リ
ス
ト
教
）
を
冷
静
に
受
け
と
め
、
そ
れ
を
学
習
し
な
が
ら
も
単
に
そ
れ
に
追
随
す
る
こ
と
な

く
、
そ
れ
ら
を
比
較
、
反
照
せ
し
め
つ
つ
自
ら
の
伝
統
の
う
ち
に
そ
の
本
来
の
価
値
を
認
め
、
そ
の
立
場
に
立
っ
て
そ
の
哲
学
を
積

極
的
に
展
開
し
て
い
っ
た
円
了
の
立
場
は
高
く
評
価
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
日
本
政
教
論

　
　
　
本
書
は
実
際
的
宗
教
学
の
日
本
的
応
用
編
と
も
い
う
べ
き
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
著
は
円
了
が
欧
米
各
国
を
視

　
　
察
し
、
と
く
に
宗
教
事
情
に
関
し
て
の
考
察
に
も
と
つ
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
政
治
と
宗
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
り
、

　
　
こ
の
両
者
の
関
係
が
重
要
で
あ
る
旨
を
述
べ
よ
う
と
す
る
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
　
「
そ
も
そ
も
宗
教
の
政
治
上
に
与
う
る
と
こ
ろ
の
勢
力
お
よ
び
こ
れ
に
よ
り
て
生
ず
る
と
こ
ろ
の
運
動
は
、
国
家
安
危
の
関
す

　
　
　
　
る
と
こ
ろ
に
し
て
、
そ
の
力
よ
く
国
を
興
し
、
そ
の
力
よ
く
家
を
ほ
ろ
ぼ
す
は
、
古
今
東
西
そ
の
例
は
な
は
だ
多
し
。
故
に
、

　
　
　
　
政
教
の
関
係
は
実
に
国
家
の
一
大
事
な
り
」
（
第
一
段
）

　
　
と
述
べ
、
更
に
、

　
　
　
　
「
政
教
混
同
す
る
は
政
治
上
の
妨
害
を
な
す
の
恐
れ
あ
る
も
、
政
教
分
離
す
る
は
必
ず
し
も
政
治
上
に
便
益
あ
る
を
保
し
難
し
。

　
　
　
　
…
…
（
旧
）
憲
法
第
二
八
条
に
信
教
自
由
の
布
達
あ
る
も
、
政
教
の
関
係
、
い
ま
だ
判
然
た
ら
ず
」
（
同
上
）

　
　
と
、
政
治
と
宗
教
と
の
関
係
の
問
題
点
を
提
示
し
て
い
る
。

説　
　
　
彼
に
よ
れ
ば
、
欧
米
各
国
の
宗
教
は
ロ
シ
ア
（
革
命
以
前
）
や
イ
ギ
リ
ス
等
に
見
ら
れ
る
国
教
と
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア

解
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等
に
見
ら
れ
る
公
認
教
の
両
範
疇
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
。
こ
の
場
合
、
公
認
教
と
は
、
彼
に
よ
れ
ば
、



　
　
「
…
…
特
認
、
も
し
く
は
特
待
教
の
義
に
し
て
、
政
府
に
て
そ
の
国
多
数
人
民
の
奉
信
す
る
宗
教
は
、
少
数
人
民
の
奉
信
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
0

　
　
宗
教
に
区
別
し
て
、
特
別
の
待
遇
法
を
設
く
る
も
の
を
い
う
。
」
（
第
二
段
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5

　
そ
し
て
、

　
　
「
政
治
の
目
的
は
国
家
の
安
寧
、
社
会
の
幸
福
を
増
進
す
る
に
あ
り
と
し
て
こ
れ
を
考
う
る
に
、
政
治
上
公
認
教
を
設
く
る
こ

　
　
と
必
要
な
り
と
信
ず
る
な
り
。
」

と
述
べ
、
日
本
に
お
い
て
、
国
教
で
な
く
公
認
教
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
宗
教
が
伝
統
的
な
神
仏
二
教
で
あ
る
べ

き
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
か
か
る
伝
統
的
宗
教
が
否
定
さ
れ
れ
ば
、
国
家
安
泰
の
否
定
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
ゆ
え

伝
統
的
宗
教
保
持
の
重
要
性
が
強
調
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
歴
史
の
変
動
期
に
あ
る
時
、
宗
教
ま
で
も
キ
リ
ス
ト
教
等
の

外
来
宗
教
に
変
え
ら
れ
た
場
合
、
そ
れ
は
重
大
事
を
招
く
こ
と
に
な
り
、
む
し
ろ
伝
統
的
宗
教
の
不
動
性
の
保
持
こ
そ
が
日
本
の
文

化
、
精
神
を
安
泰
な
ら
し
め
、
そ
の
こ
と
が
日
本
文
化
を
根
底
か
ら
支
え
る
力
に
な
り
う
る
（
第
一
五
段
）
と
い
っ
た
指
摘
は
、
注

目
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
大
嘗
祭
等
に
関
し
て
政
教
の
一
致
か
分
離
か
と
い
っ
た
今
日
的
な
論
争
を
め
ぐ
っ
て
、
な
お
そ
の
問
題
は
未

解
決
で
あ
る
が
、
単
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
争
に
と
ど
ま
ら
ず
、
よ
り
広
大
な
文
化
史
的
、
哲
学
的
立
場
か
ら
の
考
察
も
必
要
で
あ

ろ
う
。
円
了
が
こ
の
著
作
に
お
い
て
投
げ
か
け
た
問
題
は
、
今
日
、
な
お
重
要
で
あ
る
。

　
　
　
比
較
宗
教
学

　
本
書
は
一
九
世
紀
後
半
に
展
開
さ
れ
た
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
や
ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
論
、
あ
る
い
は
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
の
比
較
宗

教
学
、
比
較
言
語
学
等
の
学
問
的
業
績
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
広
く
世
界
の
諸
宗
教
に
関
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
仏
教
お



説解

よ
び
キ
リ
ス
ト
教
に
関
し
て
は
、
他
の
著
作
等
で
詳
述
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
著
書
で
は
、
そ
れ
ら
両
宗
教
を
除
く
諸
宗

教
、
な
い
し
宗
教
一
般
に
つ
い
て
の
論
述
が
主
た
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　
本
書
は
大
き
く
二
編
に
分
け
ら
れ
、
更
に
そ
の
上
で
各
論
が
展
開
さ
れ
る
。
そ
の
大
体
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
（
原
文
の
見
出

し
に
、
編
と
講
を
付
し
た
）
。
す
な
わ
ち
、

　
第
一
編
　
宗
教
思
想
の
起
源
お
よ
び
宗
教
学
の
起
源

　
第
二
編
宗
教
の
分
類

第
一
講

第
二
講

第
三
講

第
四
講

第
五
講

第
六
講

第
七
講

第
八
講

第
九
講

第
一
〇
講

第
一
一
講

エ
ジ
プ
ト
の
宗
教

バ
ビ
ロ
ン
の
宗
教

ア
ッ
シ
リ
ア
の
宗
教

婆
羅
門
教

拝
火
教
（
ゾ
ロ
ア
ス
タ
i
教
）

ギ
リ
シ
ア
古
教

ロ
ー
マ
古
教

ユ
ダ
ヤ
教

ア
メ
リ
カ
古
教

欧
州
古
代
宗
教

ド
イ
ツ
（
ゲ
ル
マ
ン
）
古
教
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第
一
二
講
マ
ホ
メ
ッ
ト
教

　
一
九
世
紀
後
半
、
西
欧
に
お
い
て
、
と
く
に
宗
教
の
起
源
論
、
宗
教
の
定
義
（
両
者
は
密
接
に
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る
）
等
に
つ

い
て
種
々
の
論
究
が
な
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
宗
教
と
い
う
こ
と
ば
に
相
当
す
る
ラ
テ
ン
語
の
「
6
后
合
が
8
一
蒔
曽
o
ま
た
は
8

「
o
σ
q
o
苫
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
点
（
前
者
は
再
び
集
め
る
、
熟
慮
す
る
の
意
、
後
者
は
再
結
の
意
で
あ
る
）
等
の
言
語
的
分
析
は
周

知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
神
を
立
て
る
か
立
て
な
い
か
等
の
問
題
も
宗
教
の
定
義
上
大
い
に
論
議
の
的
と
な
る
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
マ
ッ
ク
ス
：
ミ
ュ
ラ
ー
、
テ
ィ
ー
レ
（
ρ
国
↓
一
Φ
一
〇
）
等
の
説
を
紹
介
し
な
が
ら
種
々
の
考
え
方
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
。　

ま
た
宗
教
の
起
源
お
よ
び
そ
の
発
達
を
め
ぐ
っ
て
も
、
進
化
論
的
な
考
え
方
を
依
用
し
な
が
ら
当
時
の
学
界
の
内
実
が
詳
論
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

　
第
二
編
に
相
当
す
る
宗
教
の
分
類
に
つ
い
て
も
、
種
々
の
考
え
方
が
示
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ω
教
義
に
よ
る
場
合
と
②
人
種
に

よ
る
場
合
の
区
分
、
あ
る
い
は
ω
自
然
教
と
②
天
啓
教
に
よ
る
分
類
、
あ
る
い
は
ま
た
ω
情
感
教
と
②
智
力
教
と
の
分
別
等
で
あ
る
。

そ
し
て
一
応
か
か
る
分
類
の
方
法
が
提
示
さ
れ
て
、
そ
の
上
で
世
界
の
諸
宗
教
の
紹
介
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
講
述
は
往

時
に
お
い
て
世
界
的
な
視
野
に
立
っ
て
諸
宗
教
に
対
す
る
知
識
を
得
さ
せ
る
意
味
に
お
い
て
、
大
い
に
啓
蒙
的
な
役
割
を
果
た
し
た

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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宗
教
学
講
義
宗
教
制
度

本
講
義
の
副
題
、
宗
教
制
度
と
は
、

円
了
に
よ
れ
ば
実
際
的
宗
教
学
の
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
円
了
は
『
実
際
的
宗
教
学
』
の
題



説解

名
で
の
講
義
録
を
す
で
に
明
治
二
四
年
＝
月
に
刊
行
し
て
お
り
、
本
テ
キ
ス
ト
『
宗
教
学
講
義
宗
教
制
度
』
の
中
に
は
、
『
実
際
的

宗
教
学
』
の
内
容
の
ほ
と
ん
ど
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
更
に
「
宗
教
制
度
」
に
は
多
く
の
事
項
が
増
補
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
故
、
従

来
の
実
際
的
宗
教
学
を
も
集
大
成
し
て
で
き
た
も
の
が
本
「
宗
教
制
度
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
彼
は
宗
教
研
究
に
つ
い
て
、
学
科
的
研
究
法
と
教
説
的
研
究
法
の
両
者
に
大
分
す
る
が
、
後
者
は
伝
統
仏
教
に
お
け
る
宗
乗
や
キ

リ
ス
ト
教
に
お
け
る
神
学
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
、
一
応
、
宗
教
学
の
立
場
か
ら
除
き
、
前
者
の
学
科
的
研
究
法
を
も
っ
て
円
了

自
ら
の
宗
教
研
究
の
立
場
と
す
る
。
更
に
そ
の
上
で
、
こ
の
学
科
的
研
究
法
を
理
論
的
宗
教
学
と
実
際
的
宗
教
学
と
に
分
類
し
、
前

者
に
は
宗
教
哲
学
、
比
較
宗
教
学
、
そ
し
て
更
に
は
純
正
哲
学
、
倫
理
学
、
心
理
学
等
を
関
連
せ
し
め
、
後
者
の
領
域
と
し
て
政
治
、

道
徳
、
教
育
、
風
俗
（
民
俗
学
）
等
を
か
か
わ
ら
し
め
る
の
で
あ
る
（
ま
さ
に
学
際
的
で
あ
る
）
。

　
更
に
ま
た
宗
教
研
究
の
方
法
と
し
て
、
ω
外
部
よ
り
比
較
的
に
研
究
す
る
方
法
（
歴
史
的
研
究
）
と
②
内
部
よ
り
組
織
的
に
研
究

す
る
方
法
（
宗
教
哲
学
、
比
較
宗
教
学
等
）
を
挙
げ
て
い
る
が
（
序
論
）
、
か
か
る
研
究
方
法
に
対
す
る
見
解
は
、
す
で
に
現
代
宗
教

学
へ
の
展
望
を
十
全
に
内
包
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
点
で
円
了
宗
教
学
で
は
ど
こ
ま
で
も
広
義
の
宗
教
学
の
健
全
な
展
開
が

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
現
代
宗
教
学
の
立
場
か
ら
見
て
も
十
分
に
そ
の
意
義
は
積
極
的
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
本
講
義
録
は
つ
ぎ
の
ご
と
き
構
成
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
第
一
段
　
宗
教
の
種
類

　
　
第
二
段
　
宗
教
の
制
度

　
　
第
三
段
宗
教
の
儀
式

　
　
第
四
段
　
宗
教
の
効
用
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第
五
段
　
宗
教
の
歴
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
4

　
こ
れ
ら
の
詳
細
は
本
文
に
ゆ
ず
る
ほ
か
は
な
い
が
、
第
一
段
と
し
て
の
宗
教
の
種
類
と
し
て
顕
示
教
（
啓
示
宗
教
）
と
自
然
教
の
　
5

分
類
に
も
と
つ
く
論
述
が
な
さ
れ
、
第
二
段
は
政
治
と
宗
教
の
関
係
が
主
た
る
テ
ー
マ
と
さ
れ
、
国
教
、
公
認
教
（
そ
の
他
に
平
民

教
が
加
え
ら
れ
て
い
る
）
へ
の
論
究
が
な
さ
れ
て
い
る
点
は
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
教
会
制
度
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
、
管

長
制
度
、
会
議
制
度
、
独
立
制
度
等
、
宗
教
制
度
の
あ
り
方
が
述
べ
ら
れ
、
更
に
第
三
段
、
宗
教
儀
式
で
は
ω
社
交
的
儀
式
、
ω
宗

教
的
儀
式
、
③
国
家
的
儀
式
、
ω
国
際
的
儀
式
等
と
詳
細
に
わ
た
る
宗
教
儀
礼
へ
の
論
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
第
四
段
で
は
宗

教
の
効
用
が
論
じ
ら
れ
、

留
霧
‥
蟻
戴

の
ご
と
き
構
図
に
お
け
る
展
開
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
第
五
段
、
宗
教
の
歴
史
は
現
在
の
宗
教
学
の
一
主
流
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
円
了
も
こ
の
項
に
関
し
て
は
別
に
一
科
の
学
と
し
て

独
立
に
講
ず
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
本
段
で
は
世
界
宗
教
史
の
概
観
を
試
み
、
各
宗
教
の
大
意
を
述
べ
て
、
そ
の
一
応
の
役

割
を
果
た
し
て
い
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
円
了
は
日
本
宗
教
学
の
先
駆
と
し
て
の
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
先
駆
性
の
故
に
十
分
に
そ
の
展
開
が
な
さ
れ

え
な
か
っ
た
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
り
、
そ
れ
の
更
な
る
展
開
こ
そ
が
後
継
者
の
責
務
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
よ
り
広
い
視
野
か
ら
展

望
す
る
時
、
日
本
宗
教
学
の
展
開
は
、
な
お
円
了
自
身
が
提
起
し
た
種
々
の
問
題
の
未
解
決
の
面
を
残
し
な
が
ら
も
、
現
在
に
お
い



て
実
り
豊
か
な
展
開
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
未
解
決
の
問
題
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
宗
教
と
国
家
、
政
治
等
と
の
関
係
等
に
つ
い

て
で
あ
る
。
一
方
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
断
定
に
よ
る
論
議
の
強
圧
的
な
判
断
停
止
等
も
、
そ
れ
ら
の
課
題
を
本
質
的
に
取
り
上
げ

る
こ
と
な
く
未
発
の
ま
ま
に
終
わ
ら
せ
て
い
る
一
要
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
）
。

説解

　
　
　
宗
教
哲
学

　
本
著
書
は
、
明
治
二
四
年
一
一
月
か
ら
翌
年
一
〇
月
に
い
た
る
一
年
間
の
講
述
『
理
論
的
宗
教
学
』
を
受
け
構
想
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
『
理
論
的
宗
教
学
』
が
そ
の
「
序
論
」
に
お
け
る
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
か
ら
レ
ッ
シ
ン
グ
に
い
た
る
ま
で

の
講
義
内
容
で
、
時
間
的
な
制
約
の
た
め
か
、
カ
ン
ト
以
前
ま
で
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
『
宗
教
哲
学
』
で
は
、
本
格
的
な

宗
教
哲
学
の
登
場
を
意
味
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
か
ら
開
始
せ
ら
れ
、
カ
ン
ト
に
い
た
っ
て
は
五
一
頁
に
も
わ
た
る
詳
論
が
な
さ
れ
、
フ
ィ

ヒ
テ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
等
の
ド
イ
ツ
観
念
論
者
た
ち
、
ま
た
ノ
バ
ー
リ
ス
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
等
の
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
者

た
ち
に
対
す
る
本
格
的
な
論
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
本
書
は
、
最
初
に
宗
教
哲
学
を
論
じ
る
上
に
お
い
て
、
宗
教
と
哲
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
深
い
考
察
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
反
省
の

上
で
宗
教
哲
学
が
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
自
身
は
「
…
…
哲
学
上
、
宗
教
を
論
究
す
る
時
に
お
い
て
は
、
信
と
不
信
と
を
問
わ

ず
、
自
由
に
研
究
し
て
可
な
り
。
」
と
、
自
ら
の
哲
学
的
立
場
を
明
確
に
表
明
し
て
い
る
。

　
本
書
は
日
本
に
お
け
る
最
初
の
本
格
的
な
宗
教
哲
学
に
関
す
る
著
書
の
部
類
に
属
す
る
。
そ
の
内
容
の
詳
細
は
本
文
に
ゆ
ず
る
と

し
て
、
特
に
注
目
す
べ
き
二
、
三
の
特
色
を
述
べ
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
第
一
に
、
中
世
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
、
と
く
に
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
へ
の
詳
細
な
言
及
が
な
さ
れ
、
更
に
そ
の
思
想
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的
系
譜
が
ル
タ
ー
か
ら
べ
ー
メ
等
を
通
じ
て
ド
イ
ツ
近
代
思
想
（
と
く
に
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
、
更
に
は
ド
イ
ツ
観
念
論
哲
学

等
）
に
い
た
る
展
望
が
見
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
と
り
わ
け
『
理
論
的
宗
教
学
』
で
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
か
ら
開
始
せ
ら
れ
て
い
る
点
で

興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
等
、
い
わ
ゆ
る
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
（
円
了
に
お
い
て
は
こ
の
神
秘
主
義
ζ
ぺ
ω
江
大
は
神
秘
教

の
名
称
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
）
と
近
代
ド
イ
ツ
哲
学
等
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
西
田
幾
多
郎
を
は
じ
め
京
都
学
派
の
最
大
関
心
事
と

な
る
と
こ
ろ
の
も
の
（
そ
の
学
問
的
業
績
は
上
田
閑
照
編
『
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
研
究
』
昭
和
五
七
年
刊
等
の
著
作
に
集
約
さ
れ
て
い

る
）
で
あ
り
、
ま
た
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
の
宗
教
哲
学
者
エ
ル
ン
ス
ト
・
ベ
ン
ツ
教
授
等
の
研
究
の
中
心
的
な
内
容
と
も
重
な
る
と

こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
異
な
る
両
者
が
な
お
一
つ
の
共
通
の
問
題
点
に
大
い
な
る
関
心
が
示
さ
れ
る
と
い

う
現
象
が
生
ず
る
場
合
、
そ
の
異
な
る
両
者
に
も
一
つ
の
共
通
の
精
神
の
流
れ
を
推
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
円
了
と
京
都
学
派
と
の
間
の
内
面
的
な
連
関
性
を
考
え
る
上
で
も
一
つ
の
重
要
な
契
機
と
な
る
で
あ
ろ
う
（
両
者
が
と
も
に
伝
統

的
な
東
洋
的
、
仏
教
的
な
共
通
の
基
盤
に
立
っ
て
、
そ
こ
か
ら
哲
学
的
思
惟
を
展
開
し
た
べ
と
い
う
点
で
そ
の
内
的
近
親
性
は
否
定

す
べ
く
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
）
。
円
了
の
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
と
の
関
係
等
を
論
じ
て
い
る
点
な
ど
に
も

そ
の
内
容
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
二
に
、
そ
の
著
作
の
各
所
に
お
い
て
比
較
哲
学
的
立
場
か
ら
の
論
考
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
例
と

し
て
カ
ン
ト
や
ド
イ
ツ
観
念
哲
学
と
大
乗
仏
教
と
を
対
比
し
つ
つ
、

　
　
「
カ
ン
ト
は
…
…
そ
の
実
、
唯
心
論
に
し
て
、
分
析
上
に
心
を
説
明
し
、
も
っ
て
心
の
本
体
あ
る
を
発
見
せ
し
も
な
お
心
の
本

　
　
体
よ
り
こ
の
世
界
を
開
発
せ
る
を
説
か
ず
、
故
に
こ
れ
ま
た
権
大
乗
の
位
置
な
り
。
し
か
る
に
ヘ
ル
ダ
ー
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
ヘ

　
　
ー
ゲ
ル
等
に
至
り
て
は
、
活
動
力
を
有
せ
る
神
よ
り
こ
の
世
界
を
開
発
す
る
を
説
く
を
も
っ
て
、
仏
教
の
真
如
縁
起
説
に
近
し
。
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説解

　
　
…
…
故
に
ヘ
ル
ダ
ー
以
下
の
哲
学
を
も
っ
て
実
大
乗
と
み
な
す
も
ま
た
可
な
ら
ん
か
。
」

と
述
べ
て
い
る
。
心
の
分
析
に
終
始
し
た
い
わ
ゆ
る
権
大
乗
の
法
相
唯
識
と
実
大
乗
で
あ
る
『
起
信
論
』
の
真
如
縁
起
と
の
対
比
を

そ
の
ま
ま
カ
ン
ト
と
ヘ
ル
ダ
ー
以
後
の
哲
学
の
展
開
の
上
に
比
較
論
究
し
て
い
る
点
で
、
単
な
る
西
洋
哲
学
を
解
釈
し
追
随
す
る
だ

け
の
立
場
か
ら
す
で
に
一
歩
踏
み
出
す
と
こ
ろ
の
積
極
性
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
今
後
、
西
洋
哲
学
の
研
究
の
よ
り
い
っ
そ
う
の
展
開
と
呼
応
し
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
か
え
っ
て
円
了
哲
学
へ
の
反
照
が
な
さ

れ
、
円
了
哲
学
自
身
の
意
義
の
発
見
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
た
と
え
ば
そ
の
一
具
体
例
と
し
て
円
了
の
「
相
含
説
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
「
相
含
説
」
に
関
し
て
針
生
清
人
氏
は
、
「
一
元
素

は
宇
宙
世
界
の
内
に
包
含
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
宇
宙
世
界
は
一
元
素
の
内
に
包
括
さ
れ
て
い
る
」
関
係
と
し
て
述
べ
て
い
る
が

（
本
選
集
第
一
巻
、
四
六
八
頁
参
照
。
か
か
る
円
了
の
哲
学
の
展
開
の
背
景
に
は
、
宇
宙
の
中
の
極
小
部
分
で
あ
る
一
微
塵
の
中
に

三
千
大
千
世
界
が
包
含
さ
れ
て
い
る
、
と
説
く
『
華
厳
経
』
（
性
起
品
）
の
思
想
等
が
予
想
せ
ら
れ
る
）
、
ま
た
近
年
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・

ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
テ
キ
ス
ト
の
刊
行
お
よ
び
そ
の
研
究
の
発
展
に
よ
っ
て
円
了
の
相
含
説
に
は
『
知
あ
る
無
知
』
］
）
①
巳
o
∩
9
一
讐
o
〔

①
葺
日
忘
さ
に
お
け
る
内
包
8
目
o
一
一
8
江
o
と
展
開
o
×
℃
一
一
∩
①
ゴ
○
と
相
応
す
る
新
し
い
視
点
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
の
「
単
子
（
モ
ナ
ド
）
」
の
思
想
も
ク
ザ
ー
ヌ
ス
的
な
哲
学
的
思
惟
の
系
譜
の
上
で
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
）
。
以
上
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
円
了
の
宗
教
哲
学
に
は
豊
か
な
比
較
思
想
的
展
望
が
存
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
方
面
に
お
け
る
よ
り
い
っ
そ
う
の
研
究

の
発
展
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
『
宗
教
哲
学
』
は
、
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5

明
治
三
五
年
一
〇
月
に
合
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
用
い
た
。
合
本
さ
れ
る
以
前
の



更
に
古
い
原
テ
キ
ス
ト
の
存
在
が
予
想
さ
れ
、
し
か
も
『
理
論
的
宗
教
学
』
と
の
関
係
か
ら
そ
れ
は
明
治
二
〇
年
代
の
中
頃
と
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
8

ら
れ
る
。
『
比
較
宗
教
学
』
『
宗
教
学
講
義
宗
教
制
度
』
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
過
程
に
つ
い
　
5

て
は
、
今
後
さ
ら
に
研
究
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
『
宗
教
改
革
案
　
付
宗
教
改
良
案
』
（
哲
学
書
院
、
明
治
三
五
年
六
月
）
に
つ
い
て
は
、
同
書
が
本
選
集
の
第
四
巻
（
五
＝
二

ー
五
三
六
頁
）
に
す
で
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
割
愛
し
た
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。


