
一
．

井
上
円
了
と
﹁
哲
学
上
に
於
け
る
余
の
使
命
﹂

大
正
八
年
︵
一
九
一
九
︶︑
中
国
︑
満
州
の
巡
講
に
赴
い
た
井
上
円
了
は
︑
大
連
で
の
公
演
中
に
脳
溢
血
で
倒
れ
て
逝
去
し
た
︒
し

か
し
︑
同
年
の
二
月
に
﹃
東
洋
哲
学
﹄︵
第
二
六
編
第
二
号
︶
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
哲
学
上
に
於
け
る
余
の
使
命
﹂
の
な
か
で
︑
円

了
は
近
い
将
来
に
︑
哲
学
堂
︵
道
徳
山
哲
学
寺
︶
を
本
山
と
す
る
﹁
哲
学
宗
﹂
を
組
織
し
︑
哲
学
宗
の
﹁
バ
イ
ブ
ル
﹂
を
編
纂
し
て

﹁
哲
学
﹂
を
一
般
に
普
及
す
る
と
い
う
壮
大
な
計
画
を
披
瀝
し
て
い
る
︒

こ
の
小
論
の
な
か
で
︑
円
了
が
哲
学
上
に
於
け
る
自
分
の
使
命
と
し
て
強
調
し
て
い
る
の
は
︑
次
の
二
ヵ
条
で
あ
る
︒

一
︑
哲
学
を
通
俗
化
す
る
こ
と

二
︑
哲
学
を
実
行
化
す
る
こ
と
(

)

１

第
一
の
使
命
と
さ
れ
る
哲
学
の
通
俗
化
の
た
め
に
︑
最
初
に
円
了
が
取
り
組
ん
だ
の
は
教
育
事
業
と
著
作
活
動
で
あ
っ
た
︒
本
人
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の
回
想
を
辿
っ
て
み
よ
う
︒

先
づ
第
一
の
使
命
た
る
哲
学
を
通
俗
化
す
る
こ
と
は
︑
余
が
前
半
生
の
事
業
に
し
て
︑
其
間
の
著
書
と
教
育
が
正
し
く
之
に

當
つ
て
居
る
︑
而
し
て
其
中
心
は
哲
学
館
で
あ
る
︑
其
創
設
の
主
旨
は
哲
学
を
世
間
に
普
及
す
る
に
あ
り
て
︑
最
初
は
飽
ま
で

通
俗
本
位
な
り
し
も
︑
時
の
勢
に
誘
は
れ
風
潮
に
動
か
さ
れ
︑
自
然
に
高
尚
に
傾
く
や
う
に
な
り
て
︑
遂
に
大
学
専
門
科
ま
で

を
開
設
す
る
や
う
に
な
つ
て
来
た
︑
然
し
実
際
に
於
て
は
哲
学
を
通
俗
一
般
に
普
及
す
る
目
的
だ
け
は
達
し
た
と
思
ふ
︑
其
上

に
哲
学
館
よ
り
発
行
し
た
る
講
義
録
や
著
書
が
此
普
及
の
旨
趣
を
助
け
た
に
相
違
な
い
︑
然
の
み
な
ら
ず
︑
余
は
明
治
二
十
三

年
よ
り
十
年
以
上
哲
学
館
拡
張
の
名
義
の
下
に
全
国
各
県
各
郡
を
歴
遊
し
て
︑
哲
学
の
通
俗
講
話
を
な
し
た
る
は
︑
確
か
に
此

目
的
を
達
し
得
た
と
信
じ
て
居
る
(

)

︒

２

哲
学
館
︵
現
在
の
東
洋
大
学
︶
の
設
立
や
多
く
の
講
義
録
・
著
書
の
出
版
︑
全
国
各
地
で
の
啓
蒙
的
な
講
演
活
動
な
ど
が
︑
哲
学

を
一
般
の
人
々
に
知
ら
し
め
る
﹁
通
俗
化
﹂
の
活
動
で
あ
っ
た
︒

一
方
で
︑
第
二
の
使
命
と
さ
れ
る
哲
学
の
﹁
実
行
化
﹂
は
︑
哲
学
堂
の
建
設
・
拡
張
・
運
営
や
修
身
教
会
運
動
と
い
っ
た
︑
後
半

生
の
ユ
ニ
ー
ク
な
啓
蒙
活
動
に
反
映
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
も
円
了
自
身
の
回
想
を
紹
介
し
よ
う
︒

次
に
第
二
の
使
命
た
る
哲
学
を
実
行
化
す
る
こ
と
は
︑
老
後
半
生
の
事
業
に
し
て
︑
明
治
三
十
九
年
退
隠
以
後
之
に
取
掛
り
︑

其
中
心
は
和
田
山
哲
学
堂
と
定
め
て
居
る
︑
西
洋
の
哲
学
は
理
論
一
方
に
偏
し
て
実
行
方
面
を
疎
外
せ
る
有
様
で
あ
る
が
︑
是

れ
哲
学
の
目
あ
り
て
足
な
き
不
具
者
︵
マ
マ
︶
に
し
て
イ
ザ
リ
哲
学
︵
マ
マ
︶
た
る
を
免
れ
ぬ
︑
然
る
に
余
は
哲
学
の
極
致
は
実
行
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に
あ
り
と
信
じ
︑
向
上
門
内
に
向
下
の
一
道
を
開
達
す
る
を
己
れ
の
理
想
と
し
︑
哲
学
の
定
義
を
下
し
て
奮
闘
哲
学
の
学
と
し
︑

之
を
実
行
上
に
実
現
せ
ん
こ
と
に
専
ら
工
夫
を
凝
ら
し
て
居
る
︑
而
し
て
此
点
は
西
洋
哲
学
の
唱
道
せ
ざ
る
所
な
れ
ば
︑
余
は

教
外
別
伝
の
哲
学
︑
西
哲
未
発
の
新
案
と
名
け
て
置
く
(

)

︒

３

こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
﹁
奮
闘
哲
学
﹂︑﹁
西
哲
未
発
の
新
案
﹂︑﹁
教
外
別
伝
の
哲
学
﹂
と
い
っ
た
表
現
や
﹁
向
上
門
・
向
下
門

の
哲
学
﹂
と
い
っ
た
概
念
は
︑
と
く
に
晩
年
の
著
作
に
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
る
︒
前
半
生
に
お
い
て
一
般
社
会
に
普
及
し
て
き
た
﹁
哲

学
﹂
を
実
行
化
す
る
こ
と
が
︑
円
了
の
後
半
生
の
事
業
で
あ
っ
た
︒

第
一
の
使
命
で
あ
る
哲
学
の
通
俗
化
と
︑
第
二
の
使
命
で
あ
る
哲
学
の
実
行
化
を
明
確
に
区
分
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
を
自
身
の
前
半
生

と
後
半
生
の
事
業
の
特
色
と
す
る
説
明
の
仕
方
は
︑晩
年
の
境
地
か
ら
自
ら
の
生
涯
の
活
動
を
図
式
化
し
た
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑

円
了
の
前
半
生
の
事
業
と
後
半
生
の
事
業
の
分
断
に
は
︑
哲
学
館
事
件
や
そ
の
後
の
神
経
衰
弱
と
い
っ
た
偶
発
的
な
出
来
事
も
大
き

な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
︑
円
了
が
若
年
の
頃
か
ら
後
半
生
の
事
業
の
展
開
を
想
定
し
て
︑
前
半
生
の
事
業
を
進
め
て
い
た
か
ど
う

か
は
明
確
で
は
な
い
︒

と
は
い
え
︑
少
な
く
と
も
晩
年
の
円
了
に
と
っ
て
︑
前
半
生
の
哲
学
の
通
俗
化
と
後
半
生
の
哲
学
の
実
行
化
は
︑
決
し
て
分
断
さ

れ
た
事
業
で
は
な
く
む
し
ろ
段
階
的
な
事
業
で
あ
っ
た
︒
前
半
生
の
事
業
と
後
半
生
の
事
業
の
関
係
に
つ
い
て
︑
円
了
自
身
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

若
し
此
二
大
使
命
中
の
軽
重
を
較
す
れ
ば
︑
余
は
第
二
に
重
き
を
置
い
て
い
る
︑
即
ち
第
一
は
方
便
に
し
て
第
二
は
真
実
で
あ

る
︒
第
一
は
準
備
に
し
て
︑
第
二
は
目
的
で
あ
る
と
信
じ
て
居
る
︑
余
の
如
き
小
人
格
の
も
の
を
釈
迦
や
日
蓮
の
大
人
格
に
対
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照
す
る
は
︑
僭
越
の
極
で
あ
る
け
れ
ど
も
仮
り
に
比
較
を
取
れ
ば
︑
老
前
半
生
の
第
一
使
命
は
爾
前
の
法
門
︑
又
は
佐
前
の
法

門
に
比
す
べ
く
︑
老
後
半
生
の
第
二
使
命
は
爾
後
の
法
門
︑
又
は
佐
後
の
法
門
に
比
す
べ
き
も
の
で
あ
る
(

)

︒

４

円
了
に
と
っ
て
︑
第
一
の
使
命
と
第
二
の
使
命
は
連
続
し
て
い
る
と
同
時
に
︑
佐
渡
へ
の
流
罪
を
分
岐
点
と
す
る
日
蓮
の
思
想
の

よ
う
に
︑
大
き
な
転
換
を
経
て
段
階
的
に
深
化
さ
れ
た
思
想
の
分
類
で
あ
っ
た
︒
晩
年
の
円
了
が
過
去
の
人
生
を
振
り
返
っ
た
と
き

に
︑
は
じ
め
て
こ
れ
ら
の
﹁
二
大
使
命
﹂
の
違
い
を
意
識
し
た
の
か
︑
そ
れ
と
も
彼
は
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
後
半
生
の
事
業
を
意

識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒

筆
者
は
︑
こ
れ
ま
で
晩
年
に
披
瀝
さ
れ
た
﹁
哲
学
宗
﹂
の
構
想
を
中
心
に
︑
円
了
の
後
半
生
の
事
業
の
意
味
を
前
半
生
の
事
業
と

関
連
づ
け
な
が
ら
考
察
し
︑
円
了
の
一
貫
し
た
近
代
的
価
値
観
へ
の
憧
憬
が
︑
世
界
旅
行
の
経
験
や
憲
法
の
制
定
︑
哲
学
館
事
件

と
い
っ
た
社
会
変
動
や
偶
発
的
事
件
と
連
動
し
て
︑
独
特
な
後
半
生
の
事
業
に
結
実
し
て
い
っ
た
︑
と
い
う
見
取
り
図
を
示
し
て
き

た
(

)

︒

５ま
た
︑
哲
学
堂
の
建
設
や
修
身
教
会
運
動
と
い
っ
た
後
半
生
の
円
了
の
活
動
は
︑﹁
哲
学
宗
﹂
と
い
う
枠
組
み
を
通
し
て
捉
え
る
と
︑

か
な
り
理
解
し
易
く
な
る
の
も
確
か
で
あ
る
︒
近
代
合
理
主
義
的
な
価
値
観
は
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
人
々
の
生
活
習
慣
や
日
常
的
な
意

識
が
変
革
さ
れ
た
と
き
︑
は
じ
め
て
実
効
性
が
生
じ
る
︒
新
し
い
知
識
が
一
般
に
広
が
る
だ
け
で
は
︑
現
実
は
何
も
変
わ
ら
な
い
︒

﹁
哲
学
﹂
が
あ
る
種
の
宗
教
と
し
て
普
及
し
︑
人
々
の
生
活
規
範
と
し
て
定
着
し
た
と
き
︑
は
じ
め
て
近
代
的
な
価
値
観
と
し
て
の
哲

学
は
︑
新
し
い
社
会
を
支
え
る
力
に
な
り
え
る
の
で
あ
る
︒

晩
年
の
円
了
は
︑
次
の
よ
う
な
力
強
い
言
葉
で
自
ら
の
決
意
を
表
明
す
る
︒
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今
日
は
第
二
の
使
命
を
実
現
す
る
土
台
を
築
く
最
中
で
あ
っ
て
︑
全
国
一
巡
の
半
途
に
な
つ
て
居
る
︑
此
巡
遊
の
目
的
に
は
二

様
の
意
味
が
あ
る
︑
其
一
は
地
方
の
民
情
人
心
を
視
察
し
て
哲
学
実
行
化
の
参
考
と
す
る
こ
と
︑
其
二
は
哲
学
堂
の
経
営
を
完

成
し
︑
其
維
持
法
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
︑
今
や
明
治
三
十
九
年
よ
り
十
三
年
間
に
於
て
全
国
七
分
通
り
を
巡
了
し
た
れ
ど

も
︑
残
り
の
三
分
を
巡
了
す
る
に
猶
ほ
五
六
年
を
要
す
る
割
合
で
あ
る
︒
愈
々
他
日
巡
了
の
後
に
は
︑
哲
学
堂
に
立
籠
り
︑
毎

日
来
集
す
る
人
々
に
対
し
︑
哲
学
宗
の
宗
意
を
説
法
す
る
と
同
時
に
︑
哲
学
宗
の
バ
イ
ブ
ル
に
当
る
べ
き
教
書
を
編
纂
す
る
つ

も
り
で
あ
る
︑
其
編
纂
を
終
り
た
ら
ば
︑
全
国
の
同
志
を
集
め
て
教
団
を
組
織
し
て
見
た
い
と
思
ふ
︑
其
前
に
哲
学
堂
庭
園
前

に
不
読
学
舎
を
建
て
ゝ
︑
同
志
を
集
め
︑
哲
学
の
実
行
化
を
練
習
せ
し
む
る
こ
と
を
予
定
し
て
居
る
︑
是
等
は
余
が
今
後
の
課

程
で
あ
る
(

)

︒

６

こ
こ
で
披
瀝
さ
れ
た
﹁
哲
学
宗
﹂
の
構
想
は
︑
円
了
が
大
連
へ
の
講
演
旅
行
中
に
逝
去
し
た
た
め
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

し
か
し
︑﹁
哲
学
宗
﹂
の
普
及
活
動
は
︑
井
上
円
了
の
生
涯
の
活
動
の
集
大
成
と
し
て
構
想
さ
れ
た
事
業
で
あ
り
︑
第
二
の
使
命
の
重

要
性
を
強
調
す
る
円
了
の
決
意
を
見
れ
ば
︑
決
し
て
一
時
の
思
い
つ
き
と
し
て
一
笑
に
付
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
︒

本
稿
で
は
︑
こ
れ
ら
の
構
想
の
な
か
で
も
︑
と
く
に
﹁
哲
学
宗
の
バ
イ
ブ
ル
﹂
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒

二
．

哲
学
祭
と
四
聖
の
テ
キ
ス
ト
︱
向
上
門
の
バ
イ
ブ
ル
︱

﹁
哲
学
宗
﹂
の
構
想
自
体
は
︑
最
晩
年
の
論
考
で
披
瀝
さ
れ
て
い
る
が
︑
円
了
は
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
哲
学
を
祭
る
﹁
哲
学
祭
﹂

を
挙
行
し
て
い
る
︒
現
在
も
哲
学
堂
で
毎
年
挙
行
さ
れ
て
い
る
哲
学
祭
を
円
了
が
最
初
に
行
っ
た
の
は
︑
東
京
帝
国
大
学
を
卒
業
し

た
明
治
十
八
年
︵
二
七
才
︶
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
こ
の
あ
と
︑
円
了
は
前
半
生
の
事
業
と
す
る
著
述
活
動
や
教
育
活
動
を
積
極
的
に
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展
開
し
始
め
る
︒

第
一
回
の
哲
学
祭
挙
行
に
際
し
て
︑
円
了
は
画
工
に
依
頼
し
て
作
成
し
た
四
聖
の
画
を
掲
げ
︑
祭
文
を
奏
上
し
た
︒
こ
の
後
も
︑

継
続
的
に
﹁
哲
学
祭
﹂
を
挙
行
し
て
い
る
︒
少
し
長
く
な
る
が
︑
哲
学
館
の
講
義
録
の
一
部
と
し
て
出
版
さ
れ
た
﹁
哲
学
祭
記
﹂︵
明

治
二
十
七
年
︶
か
ら
︑
あ
る
年
の
﹁
祭
文
﹂
を
見
て
み
よ
う
︒

後
学
円
了
謹
テ
四
聖
ノ
尊
像
ヲ
講
堂
ニ
掲
ケ
大
学
中
庸
論
語
易
経
法
華
浄
土
三
部
経
瑣
克
刺
底
伝
記
純
理
批
判
哲
学
各
一
部
ヲ

其
前
ニ
供
シ
仰
テ
尊
容
ヲ
拝
シ
俯
シ
テ
遺
教
ヲ
思
ヒ
以
テ
先
聖
釈
迦
孔
子
瑣
克
刺
底
韓
圖
ノ
四
大
家
ヲ
祭
ル
釈
迦
ハ
印
度
哲
学

ヲ
代
表
シ
孔
子
ハ
支
那
哲
学
ヲ
代
表
シ
瑣
克
刺
底
ハ
希
臘
哲
学
ヲ
代
表
シ
韓
圖
ハ
近
世
哲
学
ヲ
代
表
ス
故
ニ
四
聖
其
人
ヲ
祭
ル

ノ
意
ハ
哲
学
其
物
ヲ
祭
ル
ニ
ア
ル
ヲ
知
ル
ヘ
シ
夫
哲
学
ハ
一
種
ノ
別
世
界
ニ
シ
テ
其
中
ニ
天
地
ア
り
日
月
ア
り
風
雨
ア
り
山
海

ア
り
釈
迦
ノ
智
ハ
其
所
謂
日
月
ナ
リ
孔
子
ノ
徳
ハ
其
所
謂
雨
露
ナ
リ
瑣
克
刺
底
ノ
識
ハ
其
所
謂
山
岳
ナ
リ
韓
圖
ノ
学
ハ
其
所
謂

海
洋
ナ
リ
其
智
ハ
我
ヲ
照
シ
其
徳
ハ
我
ヲ
潤
シ
其
識
ハ
我
ヲ
護
シ
其
学
ハ
我
ヲ
擁
シ
我
父
ト
ナ
リ
我
母
ト
ナ
リ
日
夜
我
ヲ
愛
育

撫
養
セ
リ
是
ヲ
以
テ
不
肖
円
了
等
幸
ニ
哲
学
界
ノ
一
人
ト
ナ
ル
ヲ
得
タ
リ
我
輩
豈
報
謝
セ
サ
ル
ベ
ケ
ン
ヤ
︵
中
略
︶
是
レ
不
肖

円
了
等
カ
先
年
ヨ
リ
年
々
哲
学
祭
ヲ
設
ケ
テ
其
学
ノ
将
来
益
振
起
発
達
セ
ン
コ
ト
ヲ
祈
ル
ノ
微
志
ニ
シ
テ
即
チ
四
聖
其
人
ヲ
祭

ル
ハ
哲
学
其
物
ヲ
祭
ル
所
以
ナ
リ
(

)

︒

７

哲
学
祭
の
目
的
は
︑
四
聖
の
霊
や
人
を
祭
る
の
で
は
な
く
﹁
哲
学
其
物
ヲ
祭
ル
﹂
こ
と
に
あ
る
︒

四
聖
と
さ
れ
る
釈
迦
・
孔
子
・
ソ
ク
ラ
テ
ス
・
カ
ン
ト
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
イ
ン
ド
哲
学
︑
中
国
哲
学
︑
ギ
リ
シ
ア
哲
学
︑
近
代
哲
学

と
い
う
思
想
潮
流
を
代
表
す
る
人
々
で
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
の
人
々
が
崇
拝
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
彼
ら
の
営
み
に
よ
っ
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て
探
求
さ
れ
た
真
理
︱
︱
乃
至
は
真
理
の
探
求
の
営
み
︱
︱
こ
そ
が
︑
祭
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
︒
後
に
建
設
さ
れ
た
哲
学

堂
に
は
︑
天
井
の
中
央
か
ら
広
が
る
真
理
の
光
を
媒
介
す
る
よ
う
に
︑
四
聖
の
名
を
記
し
た
額
が
四
方
に
掲
げ
ら
れ
︑
こ
こ
で
今
日

に
至
る
ま
で
哲
学
祭
︵
哲
学
堂
祭
︶
が
挙
行
さ
れ
て
い
る
(

)

︒

８

祭
文
に
よ
れ
ば
︑
四
聖
の
像
︵
画
︶
の
前
に
は
﹁
大
學
中
庸
論
語
易
経
﹂
や
﹁
法
華
浄
土
三
部
経
﹂︑﹁
瑣
克
刺
底
傳
記
﹂︑﹁
純
理

批
判
哲
学
﹂
と
い
っ
た
四
聖
に
関
わ
る
書
物
を
﹁
各
一
部
﹂
供
す
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
は
︑
円
了
が
構
想
し
て

い
た
哲
学
宗
の
バ
イ
ブ
ル
に
深
く
関
わ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
︒

ま
た
︑
こ
こ
で
引
用
し
た
哲
学
祭
の
﹁
祭
文
﹂
が
朗
読
さ
れ
る
少
し
前
︑
明
治
二
二
年
︵
一
八
八
九
︶
の
年
末
に
伊
豆
修
善
寺
の

温
泉
宿
に
宿
泊
し
て
い
た
井
上
円
了
は
︑
夜
更
け
に
思
索
を
め
ぐ
ら
す
う
ち
に
星
界
を
旅
行
し
︑
異
世
界
を
巡
る
と
い
う
奇
妙
な
体

験
を
す
る
︒
翌
年
︑
円
了
は
こ
の
想
像
上
の
旅
の
記
録
を
一
冊
に
ま
と
め
︑﹃
星
界
想
遊
記
﹄
と
題
し
て
刊
行
し
た
︒
最
初
の
世
界
旅

行
か
ら
帰
国
し
た
円
了
が
︑
憲
法
の
制
定
と
議
会
開
設
の
機
運
が
高
ま
る
情
勢
の
な
か
で
著
述
し
た
本
書
の
意
義
に
つ
い
て
は
︑
す

で
に
小
論
を
発
表
し
て
い
る
(

)

︒

９

こ
の
興
味
深
い
テ
キ
ス
ト
の
な
か
で
︑
異
世
界
へ
の
夢
中
の
旅
路
の
果
て
に
円
了
は
﹁
哲
学
界
﹂
を
訪
れ
︑
そ
こ
で
四
聖
に
出
会

う
︒
こ
の
と
き
︑
四
人
の
聖
者
は
そ
れ
ぞ
れ
に
︑
円
了
に
対
し
て
﹁
本
土
﹂︵
円
了
の
生
き
る
現
実
世
界
︶
に
お
い
て
果
た
す
べ
き
使

命
を
与
え
る
︒

ま
ず
釈
迦
は
︑
円
了
に
次
の
よ
う
な
使
命
を
託
し
た
︒

﹁
わ
れ
︑
汝
に
依
嘱
す
る
こ
と
あ
り
︒
わ
れ
︑
か
つ
て
汝
の
本
土
に
あ
り
て
法
を
説
き
︑
不
生
不
滅
の
涅
槃
界
あ
る
こ
と
を
示
し

た
る
に
︑
そ
の
後
の
衆
生
︑
生
死
の
義
務
を
尽
く
さ
ず
し
て
︑
た
だ
ち
に
涅
槃
界
に
至
ら
ん
と
願
う
も
の
あ
り
︒
こ
れ
︑
因
な
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く
し
て
果
を
求
む
る
も
の
︒
い
ず
く
ん
ぞ
そ
の
目
的
を
達
す
る
を
得
ん
や
︒
実
に
汝
の
世
界
は
苦
界
な
り
︑
し
か
れ
ど
も
︑
そ

の
苦
は
す
な
わ
ち
楽
界
に
達
す
る
道
な
り
︒
請
う
︑
汝
記
せ
よ
︑
苦
は
楽
岸
に
達
す
る
舟
な
る
こ
と
を
︒
い
や
し
く
も
涅
槃
界

に
生
ぜ
ん
と
す
る
志
あ
る
も
の
は
︑
勇
猛
精
進
を
守
り
︑
決
し
て
懈
怠
す
べ
か
ら
ず
︒
汝
も
し
本
土
に
帰
ら
ば
︑
請
う
︑
わ
れ

に
代
わ
り
て
衆
に
告
げ
よ
︒﹂

さ
ら
に
孔
子
︵
孔
夫
子
︶
は
︑
円
了
に
次
の
よ
う
な
使
命
を
与
え
る
︒

﹁
わ
れ
︑
汝
の
本
土
に
あ
り
し
と
き
︑
世
道
人
心
の
治
ま
ら
ざ
る
を
見
て
︑
修
身
斉
家
の
道
を
講
じ
︑
仁
義
道
徳
の
大
本
を
説
き

し
が
︑
そ
の
後
︑
人
民
私
利
に
走
り
小
欲
に
汲
々
と
し
て
︑
大
道
を
忘
れ
る
に
至
れ
り
︑
こ
れ
︑
実
に
道
徳
の
罪
人
な
り
︒
汝
︑

わ
が
た
め
に
記
憶
せ
よ
︒
道
徳
の
家
に
は
幸
福
の
園
池
あ
る
こ
と
を
︒
人
︑
若
し
幸
福
の
園
池
に
遊
ば
ん
と
欲
せ
ば
︑
必
ず
道

徳
の
家
に
入
る
べ
し
︒
汝
︑
も
し
そ
の
土
に
帰
ら
ば
︑
必
ず
わ
れ
に
代
わ
り
て
︑
こ
の
言
を
衆
人
に
伝
え
よ
︒
﹂

ソ
ク
ラ
テ
ス
︵
琑
夫
子
︶
が
託
し
た
使
命
は
︑
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
︒

﹁
わ
れ
︑
汝
の
世
界
に
あ
り
し
と
き
︑
時
弊
を
矯
正
せ
ん
と
欲
し
︑
知
徳
の
本
体
を
明
ら
か
に
し
て
︑
こ
れ
を
研
脩
す
る
の
必
要

を
説
け
り
︒
汝
︑
よ
ろ
し
く
わ
が
た
め
に
そ
の
道
を
広
む
べ
し
︒﹂

最
後
に
カ
ン
ト
︵
韓
夫
子
︶
は
︑
次
の
よ
う
な
使
命
を
円
了
に
託
す
る
︒
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﹁
わ
れ
︑
世
の
学
者
の
論
み
な
一
方
に
偏
す
る
弊
あ
る
を
見
て
︑
こ
れ
を
総
合
対
照
し
︑
中
正
完
全
の
哲
学
を
起
こ
せ
り
︒
汝
︑

よ
ろ
し
く
わ
が
志
を
継
ぎ
て
︑
今
日
の
学
弊
を
矯
正
す
べ
し
︒﹂
(

)

︒

10

も
ち
ろ
ん
︑
こ
の
奇
妙
な
体
験
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
哲
学
の
通
俗
化
か
ら
実
行
化
へ
と
移
行
す
る
円
了
の
後

半
生
の
活
動
を
考
え
れ
ば
︑
内
的
体
験
と
し
て
の
こ
の
四
聖
と
の
出
会
い
は
︑
か
な
り
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
︒
こ
こ
で
披
瀝
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
円
了
に
よ
る
四
聖
の
思
想
の
理
解
で
あ
り
︑
彼
ら
の
思
想
の
エ
ッ
セ
ン
ス
の
要
約
で
あ
る
︒

円
了
は
︑
自
ら
が
体
得
し
た
四
聖
の
哲
学
を
も
と
に
生
き
︑
彼
ら
に
与
え
ら
れ
た
使
命
︱
︱
あ
る
い
は
︑
円
了
が
四
聖
の
テ
キ
ス
ト

か
ら
感
得
し
た
哲
学
︱
︱
を
実
践
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒

先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
円
了
は
哲
学
宗
の
バ
イ
ブ
ル
の
編
纂
と
並
行
し
て
︑
哲
学
堂
に
﹁
不
読
学
舎
﹂
を
建
て
て
哲
学
の
実
行
化

を
推
進
す
る
構
想
を
持
っ
て
い
た
︒
四
聖
関
連
の
書
物
を
哲
学
宗
の
バ
イ
ブ
ル
に
取
り
入
れ
る
に
し
て
も
︑
こ
れ
は
各
思
想
の
エ
ッ

セ
ン
ス
を
抽
出
し
た
よ
う
な
内
容
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

少
な
く
と
も
︑
各
テ
キ
ス
ト
が
原
書
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
円
了
は
︑
し
ば
し
ば
一
般
の
哲
学
を
﹁
死

学
﹂
と
し
て
批
判
し
︑﹁
死
学
革
新
﹂
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
テ
キ
ス
ト
を
和
訳
す
る
こ
と
を
奨
励
し
た
︒

と
く
に
︑
ヘ
ブ
ラ
イ
語
か
ら
ギ
リ
シ
ア
語
や
ラ
テ
ン
語
に
翻
訳
さ
れ
︑
さ
ら
に
各
国
の
﹁
普
通
語
﹂
に
翻
訳
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
︑
世
界
中
で
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
書
と
仏
典
の
事
例
を
比
較
し
︑﹁
こ
れ
︵
キ
リ
ス
ト
教
の
バ
イ
ブ
ル
︶
に

仏
教
を
比
較
す
れ
ば
か
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
当
た
り
︑
ラ
テ
ン
語
は
漢
文
に
当
た
り
︑
近
世
語
は
日
本
現
在
の

普
通
文
に
当
た
る
わ
け
で
あ
る
︒
た
だ
い
ま
に
て
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
原
本
は
和
漢
共
に
用
い
ざ
る
も
︑
漢
文
の
経
典
は
各
宗
こ
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と
ご
と
く
用
い
て
い
る
︒
こ
れ
だ
け
は
全
廃
し
た
い
も
の
で
あ
る
﹂
(

)

と
明
言
し
︑
さ
ら
に
は
︑
次
の
よ
う
な
極
論
を
展
開
し
て
い

11

る
︒

む
か
し
シ
ナ
に
イ
ン
ド
よ
り
仏
教
の
伝
来
せ
し
と
き
は
盛
ん
に
訳
経
が
行
わ
れ
︑
す
で
に
訳
し
終
わ
れ
ば
︑
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語
の
原
本
は
焼
き
尽
く
し
た
と
い
う
こ
と
だ
︒
こ
れ
は
実
に
そ
の
当
時
の
活
眼
で
あ
っ
て
︑
原
本
を
残
し
て
お
け
ば
︑
い
た
ず

ら
に
こ
れ
を
学
ぶ
も
の
が
で
き
て
く
る
︒
も
し
焼
き
捨
て
て
し
ま
え
ば
︑
か
か
る
死
学
を
す
る
も
の
は
な
か
ろ
う
︒
わ
が
国
に

て
も
各
宗
合
議
の
上
︑
委
員
を
設
け
て
仏
書
の
和
訳
に
着
手
し
︑
す
で
に
訳
し
終
わ
ら
ば
︑
原
本
を
没
収
す
る
よ
う
に
し
て
も

ら
い
た
い
(

)

︒

12

円
了
に
と
っ
て
は
︑
難
解
な
原
書
を
判
読
す
る
こ
と
よ
り
も
︑
各
思
想
の
本
質
的
な
内
容
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ

る
︒
四
聖
の
テ
キ
ス
ト
自
体
は
︑
哲
学
祭
の
祭
儀
に
供
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
︑
そ
の
ま
ま
人
々
が
日
常
的
に
手
に
取
る
バ
イ
ブ

ル
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
こ
の
た
め
︑
四
聖
関
連
の
書
物
に
代
表
さ
れ
る
﹁
向
上
門
の
哲
学
﹂
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
身
に
つ
け
る
と

同
時
に
︑
哲
学
を
実
行
化
す
る
た
め
の
﹁
向
下
門
の
哲
学
﹂
の
実
践
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

三
．

哲
学
宗
の
実
践
と
唱
導
テ
キ
ス
ト
︱
向
下
門
の
バ
イ
ブ
ル
︱

円
了
の
提
唱
す
る
﹁
向
上
門
の
哲
学
﹂
と
﹁
向
下
門
の
哲
学
﹂
の
表
裏
一
体
の
関
係
を
具
現
化
し
た
場
所
が
︑
哲
学
堂
︵
四
聖
堂
︶

を
中
心
と
す
る
哲
学
堂
公
園
で
あ
っ
た
︒
こ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
テ
ー
マ
パ
ー
ク
を
円
了
の
思
想
を
表
象
し
た
︑
一
つ
の
テ
ク
ス
ト
で
あ

る
と
見
な
せ
ば
︑
こ
の
公
園
自
体
が
﹁
不
読
学
舎
﹂
で
拝
読
さ
れ
る
バ
イ
ブ
ル
の
一
つ
で
あ
る
︑
と
考
え
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
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い
だ
ろ
う
(

)

︒

13

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
哲
学
堂
公
園
内
に
建
て
ら
れ
た
﹁
哲
学
堂
︵
四
聖
堂
︶﹂
の
天
井
中
央
に
は
︑
真
理
の
源
を
象
徴
す
る
天

蓋
を
囲
ん
で
四
聖
の
名
を
記
し
た
額
が
四
方
に
掲
げ
ら
れ
︵
向
上
的
本
尊
／
理
想
的
本
尊
︶︑
そ
の
直
下
に
﹁
向
下
的
本
尊
︵
実
際
的

本
尊
︶﹂
と
し
て
︑﹁
南
無
絶
対
無
限
尊
﹂
と
刻
し
た
石
柱
が
置
か
れ
て
い
る
︒

こ
の
石
柱
は
︑﹁
南
無
絶
對
無
限
尊
﹂
と
反
復
唱
念
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
︑
そ
の
唱
念
法
に
は
つ
ぎ
の
三
様
が
あ
る
︒

誦
昌
＝
声
を
発
し
て
南
無
絶
対
無
限
尊
を
唱
ふ
︒

黙
昌
＝
口
を
塞
ぎ
て
南
無
絶
対
無
限
尊
を
唱
ふ
︒

黙
念
＝
目
を
閉
ぢ
て
南
無
絶
対
無
限
尊
を
念
ず
︒
(

)

14

円
了
に
よ
れ
ば
︑﹁
哲
学
の
極
意
は
︑
理
論
上
宇
宙
真
源
の
実
在
を
究
明
し
︑
実
際
上
其
本
体
に
我
心
を
結
託
し
て
︑
人
生
に
楽
天

の
一
道
を
開
か
し
む
る
こ
と
﹂
に
あ
る
︒
こ
の
実
在
あ
る
い
は
本
体
を
名
づ
け
た
も
の
が
﹁
南
無
絶
対
無
限
尊
﹂
な
の
で
あ
る
︒

こ
の
唱
念
法
に
付
帯
し
て
︑
円
了
は
二
十
五
首
の
唱
念
法
和
讃
を
考
案
し
た
︒

世
の
哲
学
を
な
が
む
る
に
︑
議
論
の
花
は
開
け
ど
も
︑
未
だ
一
つ
の
応
用
の
︑
実
を
結
ば
ぬ
は
遺
憾
な
り
︒

高
嶺
の
月
を
知
ら
ず
し
て
︑
麓
の
道
に
迷
ひ
つ
ゝ
︑
有
無
の
詮
議
に
日
を
送
る
︑
こ
は
哲
学
の
時
幣
な
り
︒

人
の
心
の
渡
る
べ
き
︑
道
を
示
さ
ぬ
哲
学
は
︑
向
上
あ
り
て
向
下
な
き
︑
不
具
の
学
と
名
く
べ
し
︒

向
下
門
の
哲
学
は
︑
向
上
門
の
究
竟
理
を
︑
実
践
躬
行
す
る
道
を
︑
教
ゆ
る
こ
と
に
外
な
ら
ず
︒
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斯
る
真
理
を
世
の
人
に
︑
示
し
て
実
行
せ
し
む
る
は
︑
多
く
の
道
の
あ
る
中
に
︑
唱
念
法
こ
そ
至
要
な
れ
︒

唱
念
法
は
口
に
只
︑
南
無
絶
対
無
限
尊
︑
唱
ふ
る
外
に
何
事
も
︑
勤
め
行
ふ
用
は
な
し
︒

賢
愚
利
鈍
の
隔
て
な
く
︑
唱
ふ
る
の
み
で
安
心
の
︑
岸
に
達
す
る
道
な
れ
ば
︑
捷
径
中
の
易
行
な
り
︒

南
無
絶
対
を
唱
ふ
れ
ば
︑
迷
い
の
雲
は
晴
れ
わ
た
り
︑
暗
き
心
も
忽
ち
に
︑
光
の
み
つ
る
心
地
す
る
︒

南
無
絶
対
を
唱
ふ
れ
ば
︑・
・
・

以
下
︑﹁
南
無
絶
対
﹂
と
唱
え
る
こ
と
の
功
徳
を
列
挙
し
て
︑
最
後
は
﹁
斯
る
理
屈
を
離
れ
た
る
︑
唱
念
法
の
立
て
方
は
︑
教
外
別

伝
西
哲
の
︑
唱
道
せ
ざ
る
教
え
な
り
﹂
と
結
ん
で
い
る
(

)

︒

15

さ
ら
に
円
了
は
︑
こ
の
唱
念
法
和
讃
と
は
別
に
︑
哲
学
宗
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
平
易
に
述
べ
た
﹁
哲
学
和
讃
﹂
を
つ
く
っ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
な
和
讃
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
に
散
見
す
る
が
︑
晩
年
の
著
作
の
ひ
と
つ
で
あ
る
﹃
奮
闘
哲
学
﹄︵
一
九
一
七
︶
の
な
か
で
︑

﹁
自
ら
案
出
せ
る
哲
学
的
宗
教
を
述
ぶ
る
に
当
た
り
﹂︑﹁
余
の
哲
学
的
宗
教
の
大
体
を
う
か
が
う
﹂こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
︑

第
一
首
か
ら
第
五
十
首
ま
で
の
哲
学
和
讃
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
︒

第
一
首

人
類
あ
り
し
始
め
よ
り
︑

知
恵
の
林
に
お
も
む
ろ
に
︑

栄
え
て
こ
こ
に
哲
学
の
︑

花
の
開
く
る
世
と
な
り
ぬ
︒

第
二
首

広
き
世
界
に
哲
学
の
︑

起
こ
り
し
源
を
尋
ぬ
る
に
︑

月
日
は
定
か
な
ら
ざ
れ
ど
︑

四
千
年
余
も
前
な
ら
ん
︒

第
三
首

四
千
余
年
の
そ
の
む
か
し
︑

東
西
洋
の
区
別
な
く
︑
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人
の
心
の
泉
よ
り

哲
理
の
水
は
湧
き
だ
せ
り
︒

第
四
首

太
古
時
代
の
原
人
が
︑

天
を
仰
ぎ
て
不
可
思
議
の
︑

感
に
う
た
れ
し
そ
の
と
き
は
︑

哲
学
界
の
曙
光
な
り
︒

第
五
首

人
と
獣
と
を
区
別
す
る
︑

道
に
い
ろ
い
ろ
あ
る
な
れ
ど
︑

哲
学
思
想
の
あ
る
な
し
を
︑

そ
の
一
点
に
数
う
べ
し
︒

第
六
首

広
大
無
辺
の
哲
学
は
︑

大
は
宇
宙
の
極
度
よ
り
︑

小
は
微
塵
の
末
ま
で
も
︑

論
じ
尽
く
し
て
漏
ら
す
な
し
︒

中

略

第
四
十
五
首

南
無
絶
対
と
南
無
阿
弥
と
︑

唱
う
る
声
は
異
な
れ
ど
︑

悟
り
上
げ
た
る
境
界
は
︑

同
じ
高
嶺
の
月
を
見
る
︒

第
四
十
六
首

か
か
る
信
念
持
つ
人
は
︑

普
通
の
宗
と
異
な
れ
ば
︑

哲
学
流
の
宗
教
を
︑

信
ず
る
人
と
名
付
く
べ
し
︒

第
四
十
七
首

信
じ
て
仰
げ
ば
絶
対
の
︑

体
よ
り
放
つ
真
善
美
︑

そ
の
光
明
に
照
ら
さ
れ
て
︑

人
の
心
は
神
と
な
る
︒

第
四
十
八
首

神
と
仏
の
実
在
を
︑

信
の
眼
に
よ
ら
ず
し
て
︑

知
恵
に
照
ら
し
て
探
ら
ん
と
︑

思
う
人
こ
そ
愚
か
な
れ
︒
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第
四
十
九
首

人
文
進
め
る
今
の
世
に
︑

知
恵
の
み
あ
り
て
信
の
な
き
︑

不
具
の
人
の
で
き
た
る
は
︑

哀
れ
む
べ
き
の
至
り
な
り
︒

第
五
十
首

か
か
る
道
理
を
明
示
し
て
︑

人
の
ま
こ
と
の
信
仰
を
︑

与
う
る
も
の
は
哲
学
の
︑

賜
物
な
り
と
感
謝
せ
よ
︒
(

)

16

こ
こ
に
五
十
首
す
べ
て
を
記
載
す
る
紙
幅
は
な
い
が
︑
前
後
の
各
数
首
を
見
る
だ
け
で
も
︑
こ
こ
に
円
了
の
哲
学
宗
の
エ
ッ
セ
ン

ス
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
の
を
感
じ
る
︒
向
上
門
の
多
彩
な
テ
キ
ス
ト
に
表
明
さ
れ
た
︑
人
類
の
叡
智
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
こ
う
し
た
平

易
な
和
讃
に
凝
縮
す
る
こ
と
で
︑
円
了
は
哲
学
の
理
想
を
広
く
世
界
に
発
信
す
る
ば
か
り
で
な
く
︑
人
々
の
生
活
に
根
付
か
せ
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
︒

円
了
と
と
も
に
﹁
不
読
学
舎
﹂
に
学
ぶ
人
々
が
︑
哲
学
堂
公
園
を
散
策
し
な
が
ら
口
々
に
こ
れ
ら
の
和
讃
を
暗
唱
し
︑
し
ば
し
ば

演
繹
観
︵
哲
学
堂
公
園
内
に
設
け
ら
れ
た
休
憩
所
の
一
つ
︶
な
ど
で
小
休
止
し
て
︑
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
に
花
を
咲
か
せ
て
い
る
姿
を

想
像
す
る
と
︑
何
だ
か
楽
し
く
な
っ
て
く
る
︒

こ
の
ほ
か
に
︑
円
了
は
法
然
の
﹁
一
枚
起
請
文
﹂
に
模
し
た
哲
学
の
起
請
文
や
蓮
如
の
﹁
白
骨
の
御
文
﹂
や
﹁
改
悔
文
﹂
に
擬
え

た
文
章
を
つ
く
っ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
も
︑
不
読
学
舎
で
暗
唱
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト
の
候
補
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
︒
円
了

の
哲
学
起
請
文
は
︑
次
の
よ
う
な
も
の
だ
︒

和
漢
西
洋
の
も
ろ
〳
〵
の
学
者
た
ち
の
沙
汰
し
申
さ
る
ゝ
哲
学
の
学
に
も
あ
ら
ず
︑
又
学
問
に
よ
り
諸
家
の
書
を
読
み
尽
く
し

て
唱
ふ
る
哲
学
に
も
あ
ら
ず
︑
只
忠
君
愛
国
の
為
に
奮
闘
努
力
す
れ
ば
︑
疑
ひ
な
く
人
生
の
本
務
を
尽
く
し
得
る
と
心
得
て
活
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動
す
る
外
に
は
︑
別
に
子
細
候
は
ず
︑
た
ゞ
し
宇
宙
観
人
生
観
な
ど
ゝ
申
す
事
の
候
は
︑
皆
決
定
し
て
奮
闘
努
力
す
れ
ば
人
生

の
本
務
を
尽
く
し
得
る
内
に
こ
も
り
候
な
り
︑
此
外
に
お
く
ふ
か
き
事
を
存
ぜ
ば
︑
却
て
哲
学
の
本
旨
に
は
ず
れ
︑
人
生
の
目

的
に
も
違
ふ
べ
し
︑
哲
学
を
行
は
ん
人
は
た
と
ひ
古
今
の
哲
学
を
悉
く
学
ば
ず
と
も
︑
一
文
不
知
の
愚
鈍
の
身
に
な
り
︑
田
夫

野
人
の
無
知
の
と
も
が
ら
に
交
は
り
︑
学
者
の
振
舞
を
せ
ず
し
て
︑
唯
一
向
に
活
動
す
べ
し
(

)

︒

17

一
見
す
る
と
悪
ふ
ざ
け
の
よ
う
に
感
じ
る
こ
の
文
章
も
︑
暗
唱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
円
了
の
哲
学
を
生
活
に
生
か
す
テ
キ
ス
ト
だ

と
考
え
れ
ば
︑
決
し
て
一
笑
に
付
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
︒
円
了
は
︑
向
上
門
の
哲
学
と
向
下
門
の
哲
学
の
関
係
に
つ
い
て
︑

次
の
よ
う
に
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
︒

哲
学
の
向
上
的
方
面
は
︑
帰
す
る
と
こ
ろ
宇
宙
の
本
体
た
る
絶
対
に
至
り
て
と
ど
ま
る
︒
こ
の
絶
対
を
向
下
門
に
開
き
き
た
ら

ば
︑
直
ち
に
宗
教
と
な
っ
て
現
れ
て
く
る
︒
た
だ
し
こ
れ
を
宗
教
と
す
る
に
は
︑
そ
の
絶
対
が
大
活
物
と
な
り
︑
真
善
美
の
光

を
放
ち
て
︑
吾
人
の
精
神
界
に
現
前
す
る
よ
う
に
な
る
を
要
す
︒
こ
れ
は
到
底
知
識
の
眼
で
見
る
こ
と
が
で
き
ぬ
︒
必
ず
信
仰

の
眼
に
て
う
か
が
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
す
な
わ
ち
知
識
の
眼
に
て
採
り
得
た
る
絶
対
の
本
体
が
︑
信
仰
の
眼
の
前
に
慈
知
の
光
明

を
放
ち
て
現
見
す
る
の
で
あ
る
︒
余
は
そ
の
体
を
名
付
け
て
絶
対
無
限
と
名
付
け
て
お
く
︵
中
略
︶
こ
の
絶
対
無
限
尊
が
実
に

哲
学
的
宗
教
の
本
尊
で
あ
る
(

)

︒

18

こ
の
哲
学
的
宗
教
は
︑
人
々
の
生
活
に
根
付
く
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
社
会
を
支
え
る
力
に
な
る
︒
こ
の
た
め
︑
円
了
は
さ
ま
ざ

ま
な
社
会
改
良
に
つ
い
て
の
提
言
も
行
な
っ
た
︒
た
と
え
ば
︑
仏
式
結
婚
式
の
普
及
に
よ
る
婚
礼
の
改
良
案
な
ど
は
代
表
的
な
事
例
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の
一
つ
だ
ろ
う
︒

円
了
は
︑﹁
仏
は
決
し
て
死
人
の
看
護
者
で
は
な
い
﹂
し
︑﹁
仏
教
は
決
し
て
死
後
に
限
る
教
え
で
は
な
い
﹂
と
し
て
︑
旧
来
の
神

仏
分
業
の
考
え
方
に
よ
っ
て
定
着
し
て
き
た
風
習
を
改
良
し
よ
う
と
し
︑
婚
礼
を
寺
院
で
行
う
こ
と
を
提
案
す
る
︒
寺
院
の
鐘
を
合

図
に
式
次
第
が
進
行
し
︑
仏
前
で
の
読
経
や
念
珠
の
交
換
︑
焼
香
な
ど
を
中
心
に
行
わ
れ
る
婚
礼
の
儀
式
や
多
彩
な
井
上
円
了
の
社

会
改
良
の
営
み
に
つ
い
て
は
︑
ま
た
稿
を
改
め
て
議
論
を
し
た
い
︒

た
だ
︑
哲
学
宗
の
バ
イ
ブ
ル
に
関
連
す
る
部
分
で
興
味
深
い
の
は
︑
円
了
が
仏
式
結
婚
式
と
並
行
し
て
提
案
し
て
い
る
﹁
教
育
式

結
婚
式
﹂
に
お
い
て
︑
仏
前
で
の
読
経
の
か
わ
り
に
︑﹁
御
真
影
﹂
を
前
に
し
た
﹁
教
育
勅
語
﹂
の
奉
読
を
提
唱
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
(

)

︒

19円
了
に
よ
る
哲
学
の
実
行
化
や
社
会
改
良
の
活
動
に
は
︑
当
時
の
国
家
の
体
制
が
つ
ね
に
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
︒
も
し
︑
円

了
が
大
連
で
逝
去
し
て
い
な
け
れ
ば
︑
哲
学
宗
の
バ
イ
ブ
ル
と
﹁
教
育
勅
語
﹂
や
﹁
戊
申
詔
書
﹂
の
よ
う
な
文
書
と
の
関
係
は
ど
の

よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
円
了
の
逝
去
に
よ
っ
て
頓
挫
し
た
哲
学
宗
の
可
能
性
を
考
え
る
場
合
に
は
︑
や
は
り
こ

う
し
た
課
題
も
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
︒

四
．

哲
学
宗
の
バ
イ
ブ
ル
と
近
代
人
の
神

哲
学
堂
︵
道
徳
山
哲
学
寺
︶
を
本
山
と
す
る
哲
学
宗
の
教
団
を
組
織
し
︑
哲
学
宗
の
バ
イ
ブ
ル
を
編
纂
し
て
哲
学
宗
を
人
々
に
普

及
す
る
と
い
う
円
了
の
構
想
は
︑
結
局
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
は
じ
め
に
紹
介
し
た
﹁
哲
学
上
に
於
け
る
余
の
使
命
﹂
の

末
尾
で
︑
哲
学
宗
の
構
想
を
披
瀝
し
た
円
了
が
︑﹁
但
し
天
が
果
し
て
之
を
遂
行
し
得
る
年
寿
を
余
に
与
ふ
る
や
否
や
は
計
り
知
る
こ

と
が
出
来
ぬ
︑
只
人
事
を
尽
く
し
て
天
命
を
待
つ
の
覚
悟
で
あ
る
﹂
(

)

と
述
べ
て
い
る
の
は
︑
自
ら
の
運
命
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ

20
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ろ
う
か
︒

た
だ
し
︑
こ
れ
ら
の
構
想
は
ま
っ
た
く
荒
唐
無
稽
な
夢
想
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
円
了
の
生
涯
の
活
動
の
集
大
成
と
し
て
計
画
さ
れ

た
事
業
で
あ
っ
た
︒
哲
学
堂
の
建
設
や
拡
張
︑
修
身
教
会
の
組
織
化
︑
多
彩
な
社
会
改
良
活
動
な
ど
︑
哲
学
宗
の
基
盤
と
な
る
事
業

は
す
で
に
着
々
と
進
め
ら
れ
て
い
た
︒
本
稿
で
は
︑哲
学
宗
の
バ
イ
ブ
ル
に
焦
点
を
当
て
て
哲
学
宗
の
構
想
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
︑

﹁
不
読
学
舎
﹂
で
日
常
的
に
暗
唱
す
る
哲
学
宗
の
バ
イ
ブ
ル
に
つ
い
て
は
︑
か
な
り
具
体
的
な
準
備
が
な
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ

う
︒こ

れ
は
推
測
の
域
を
出
な
い
が
︑
哲
学
堂
︵
四
聖
堂
︶
の
構
造
が
︑
向
上
門
と
向
下
門
の
哲
学
を
表
裏
一
体
と
し
て
い
る
よ
う
に
︑

も
し
円
了
の
構
想
が
実
現
さ
れ
て
い
れ
ば
︑
哲
学
宗
の
バ
イ
ブ
ル
も
緻
密
な
研
究
用
の
﹁
向
上
門
の
バ
イ
ブ
ル
﹂
と
︑
日
常
的
に
暗

唱
す
る
﹁
向
下
門
の
バ
イ
ブ
ル
﹂
を
表
裏
一
体
に
し
た
教
書
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

円
了
は
︑
自
ら
の
真
宗
信
仰
と
哲
学
宗
の
関
係
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
告
白
し
て
い
る
︒

余
の
信
仰
に
就
て
一
言
し
て
置
き
た
い
︑
其
信
仰
を
自
白
す
れ
ば
︑
表
面
に
は
哲
学
宗
を
信
じ
︑
裏
面
に
は
真
宗
を
信
ず
る
も

の
で
あ
る
︵
中
略
︶
哲
学
宗
の
立
て
方
を
裏
面
よ
り
眺
む
れ
ば
忽
ち
真
宗
と
な
り
て
現
わ
れ
て
来
る
︑
も
と
よ
り
真
宗
に
限
る

と
い
ふ
訳
で
は
な
い
︑
一
つ
の
哲
学
宗
が
裏
面
の
眺
め
方
に
よ
り
て
︑
禅
宗
と
も
な
れ
ば
浄
土
宗
と
も
な
り
︑
真
宗
と
も
な
れ

ば
日
蓮
宗
と
も
な
る
︑
其
中
余
は
生
来
の
因
縁
に
よ
り
︑
幼
時
に
信
仰
の
根
底
を
真
宗
の
地
盤
に
植
付
け
て
あ
る
か
ら
︑
我
心

眼
の
前
に
は
真
宗
と
な
つ
て
現
は
る
ゝ
の
で
あ
る
(

)

︒

21

近
代
世
界
の
新
し
い
価
値
観
＝
真
理
の
絶
対
性
を
前
提
と
し
て
︑あ
ら
ゆ
る
個
人
の
信
仰
の
主
体
的
選
択
を
許
容
す
る
円
了
の﹁
哲
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学
宗
﹂
は
︑
ほ
ぼ
一
〇
〇
年
前
の
宗
教
論
と
い
う
よ
り
は
︑
む
し
ろ
個
人
の
主
体
的
な
選
択
を
基
盤
と
し
て
多
元
的
な
価
値
観
を
尊

重
す
る
︑
現
代
世
界
に
生
き
る
人
々
の
信
仰
の
あ
り
方
を
予
見
し
た
議
論
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
︒
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ

ラ
ー
が
︑﹃
今
日
の
宗
教
の
諸
相
﹄︵
二
〇
〇
二
年
︶
の
な
か
で
︑
一
〇
〇
年
前
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
講
義
を
過
去
一
〇

〇
年
間
の
近
代
宗
教
史
の
言
説
を
踏
ま
え
て
再
評
価
し
た
よ
う
に
︑
円
了
の
哲
学
宗
を
同
時
代
人
と
し
て
批
判
的
に
検
証
す
る
姿
勢

も
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
(

)

︒

22

﹁
哲
学
宗
﹂
の
構
想
は
夢
に
終
わ
っ
た
が
︑
井
上
円
了
の
生
涯
に
わ
た
る
思
想
的
営
為
を
理
解
す
る
た
め
に
は
︑
こ
う
し
た
晩
年
の

構
想
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

近
代
仏
教
思
想
の
歴
史
的
展
開
を
ま
と
め
た
﹃
明
治
の
新
仏
教
運
動
﹄︵
昭
和
五
一
年
︶
の
な
か
で
︑
池
田
英
俊
は
︑
井
上
円
了
を

﹁
国
粋
主
義
の
勃
興
期
に
仏
教
の
哲
学
的
形
成
を
目
ざ
し
て
活
躍
し
た
︵
明
治
︶
二
十
年
代
の
代
表
的
な
仏
教
啓
蒙
家
の
一
人
﹂
と
位

置
づ
け
︑
さ
ら
に
﹁
円
了
の
思
想
活
動
の
高
く
評
価
さ
れ
る
時
期
は
︑
明
治
十
八
年
の
東
京
大
学
卒
業
前
後
か
ら
︑
日
清
戦
争
の
勃

発
す
る
同
二
十
七
年
の
﹃
仏
教
哲
学
系
統
論
﹄
が
出
版
さ
れ
る
ま
で
の
十
年
間
で
あ
っ
た
﹂
と
限
定
し
た
う
え
で
︑
円
了
の
言
論
活

動
や
著
述
活
動
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
︒
そ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
︑﹁
宗
教
の
価
値
を
哲
学
・
理
学
の
真
理
と
の
一
致
に
求
め
︑

近
代
合
理
主
義
に
合
致
す
る
﹂
新
時
代
の
宗
教
と
し
て
︑﹁
仏
教
﹂
を
改
良
す
る
円
了
の
姿
勢
で
あ
る
(

)

︒

23

た
し
か
に
︑
円
了
の
初
期
の
代
表
作
で
あ
る
﹃
仏
教
活
論
序
論
﹄︵
明
治
二
〇
年
︶
な
ど
に
は
︑
新
時
代
の
宗
教
と
し
て
︑
仏
教
を

改
良
す
る
意
識
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
場
合
に
も
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
近
代
的
﹁
哲
理
﹂
で
あ
っ
て
︑
仏
教
は
こ

の
近
代
的
﹁
哲
理
﹂
と
合
致
す
る
限
り
に
お
い
て
︑
新
時
代
の
宗
教
と
し
て
の
価
値
を
有
す
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
明
治
三
十
六
年

の
修
身
教
会
設
立
の
趣
意
書
な
ど
の
論
調
を
見
れ
ば
︑
後
の
時
期
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
︑
円
了
は
仏
教
を
改
良
す
る
こ
と
よ
り
も
︑

国
民
の
啓
蒙
と
新
し
い
国
家
の
枠
組
み
の
実
現
︱
︱
社
会
と
人
々
の
意
識
の
近
代
化
︱
︱
を
優
先
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
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﹁
宗
教
の
価
値
を
哲
学
・
理
学
の
真
理
と
の
一
致
﹂
に
求
め
る
円
了
の
宗
教
論
は
︑
こ
れ
ま
で
仏
教
思
想
の
合
理
的
側
面
を
強
調
し
︑

宗
教
の
価
値
を
相
対
化
す
る
﹁
哲
学
仏
教
﹂
の
営
み
と
し
て
︑
個
人
の
内
的
信
仰
の
確
立
を
重
視
す
る
﹁
近
代
的
信
仰
﹂
の
前
段
階

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
後
半
生
の
円
了
の
思
想
に
も
新
た
な
光
が
当
て
ら
れ
て
行
く
べ
き
だ
ろ
う
︒

円
了
に
と
っ
て
﹁
哲
学
﹂
の
価
値
は
相
対
的
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
絶
対
的
で
あ
っ
た
︒
少
な
く
と
も
後
半
生
の
円
了
の
活
動
を
見

る
か
ぎ
り
︑
円
了
の
本
来
の
目
的
は
︑
宗
教
的
価
値
を
合
理
的
に
再
解
釈
す
る
こ
と
で
は
な
く
︑
近
代
的
な
自
然
観
や
合
理
的
思
考

法
を
究
極
の
価
値
基
準
と
し
て
︑
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
思
想
を
再
評
価
す
る
こ
と
に
あ
る
︒

さ
ら
に
は
︑
至
上
の
価
値
と
し
て
の
近
代
的
思
惟
が
︑
理
想
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
近
代
社
会
の
実
現
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
と

き
︑
啓
蒙
思
想
は
新
時
代
の
新
た
な
宗
教
と
し
て
︑
人
々
の
生
活
様
式
を
規
定
す
る
規
範
に
な
る
︒
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
思
想
は
︑
こ

の
新
た
な
規
範
と
矛
盾
し
な
い
限
り
に
お
い
て
︑
近
代
社
会
に
お
い
て
も
存
在
す
る
価
値
を
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
円
了
の
宗
教
論
は
︑
国
家
神
道
体
制
の
も
と
で
信
教
の
自
由
を
認
め
た
︑
戦
前
の
日
本
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
位
置
づ

け
と
も
重
な
る
部
分
が
あ
る
︒
円
了
の
啓
蒙
活
動
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
︑
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
近
代
国
家
を
理
想
化
す
る
愛
国
主

義
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
︑
資
本
主
義
の
行
き
詰
ま
り
や
近
代
社
会
の
矛
盾
が
露
呈
し
は
じ
め
る
と
︑
次
第
に
超
国
家
主
義
の
方
向
へ
捻

じ
曲
げ
ら
れ
て
い
く
︒
天
皇
を
中
心
と
し
た
近
代
国
家
の
体
制
を
神
聖
化
す
る
︑
戦
前
の
日
本
の
社
会
シ
ス
テ
ム
の
成
立
過
程
を
考

察
す
る
う
え
で
も
︑
円
了
の
哲
学
宗
の
構
想
は
興
味
深
い
題
材
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

本
稿
で
は
︑
哲
学
宗
の
バ
イ
ブ
ル
を
推
定
す
る
作
業
し
か
で
き
な
か
っ
た
が
︑
円
了
の
生
涯
の
活
動
の
な
か
に
︑
哲
学
宗
の
教
団

組
織
や
活
動
内
容
を
類
推
す
る
材
料
は
多
く
残
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
か
ら
も
少
し
ず
つ
︑
落
穂
拾
い
を
続
け
て
い
き
た
い
︒
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【註
︼

(
１
)

井
上
円
了
﹁
哲
学
上
に
於
け
る
余
の
使
命
﹂﹃
東
洋
哲
学
﹄
第
二
十
六
編
第
二
号
︑
大
正
八
年
二
月
︑
八
四
頁
︒

(
２
)

同
右
書
︑
八
四
頁
︒

(
３
)

同
右
書
︑
八
五
頁
︒
現
在
で
は
不
適
切
な
表
現
も
見
ら
れ
る
が
︑
原
文
を
尊
重
し
た
︒
︵
マ
マ
︶
は
︑
筆
者
に
よ
る
︒

(
４
)

同
右
書
︑
九
二
頁
︒
ま
た
︑
円
了
は
次
の
よ
う
な
図
式
に
よ
っ
て
︑
自
ら
の
生
涯
の
事
業
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
︵
同
書
︑
九
一
～
九

二
頁
︶︒

○
第
一
の
使
命
た
る
哲
學
の
通
俗
化

(一
)

哲
學
館
を
中
心
と
す
︑

(二
)

學
校
敎
育
を
方
法
と
す
︑

(三
)

老
前
半
生
の
事
業
と
す
︑

(四
)

敎
育
の
恩
に
報
謝
す
る
經
營
と
す
︑

○
第
二
の
使
命
た
る
哲
學
の
実
行
化

(一
)

哲
學
堂
を
中
心
と
す
︑

(二
)

社
會
敎
育
を
中
心
と
す
︑

(三
)

老
後
半
生
の
事
業
と
す
︑

(四
)

社
会
の
恩
に
報
謝
す
る
經
營
と
す
︒

(
５
)

こ
れ
ま
で
に
︑
筆
者
は
こ
の
課
題
に
関
連
し
て
以
下
の
よ
う
な
論
文
を
発
表
し
て
き
た
︒

岡
田
正
彦
﹁
自
己
同
一
性
の
た
め
の
他
者
︱
井
上
円
了
の
﹁
妖
怪
学
﹂
と
近
代
的
宗
教
意
識
﹂﹃
近
代
仏
教
﹄
第
一
一
号
︑
日
本
近
代
仏

教
史
研
究
会
︑
二
〇
〇
四
年
︒

岡
田
正
彦
﹁
哲
学
堂
散
歩
︱
近
代
日
本
の
科
学
・
哲
学
・
宗
教
﹂﹃
佛
教
史
学
研
究
﹄
第
四
八
巻
第
二
号
︑
佛
教
史
学
会
︑
二
〇
〇
六
年
︒

岡
田
正
彦
﹁
井
上
円
了
と
哲
学
宗
︱
近
代
日
本
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
愛
国
主
義
﹂
京
都
仏
教
会
監
修
﹃
国
家
と
仏
教

上
巻
﹄
法
蔵
館
︑
二

〇
〇
八
年
︒

岡
田
正
彦
﹁
近
代
日
本
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
と
愛
国
主
義
︱
井
上
円
了
﹃
星
界
想
遊
記
﹄
を
読
む
︱
﹂﹃
井
上
円
了
セ
ン
タ
ー
年
報
﹄
第

二
〇
号
︑
二
〇
一
一
年
︒
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と
く
に
﹃
井
上
円
了
セ
ン
タ
ー
年
報
﹄
第
二
〇
号
に
掲
載
し
た
論
文
で
は
︑
最
初
の
世
界
旅
行
か
ら
帰
国
し
た
円
了
が
抱
い
て
い
た
︑
憲

法
制
定
や
議
会
開
設
期
に
お
け
る
新
し
い
社
会
へ
の
期
待
感
と
︑
円
了
の
思
想
的
転
回
の
関
連
性
を
強
調
し
て
い
る
︒

(
６
)

前
掲
︑
井
上
円
了
﹁
哲
学
上
に
於
け
る
余
の
使
命
﹂
九
三
頁
︒

(
７
)

井
上
円
了
﹁
哲
学
祭
記
﹂﹃
哲
学
館
第
六
学
年
度
講
義
録
﹄
哲
学
館
︑
明
治
二
十
七
年
︑
五
～
七
頁
︒
円
了
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
祭
文
は
一

八
九
七
年
度
の
哲
学
祭
に
お
い
て
朗
読
し
た
も
の
で
あ
る
︒

(
８
)

哲
学
堂
内
の
形
状
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
︑
岡
田
正
彦
﹁
哲
学
堂
散
歩
︱
近
代
日
本
の
科
学
・
哲
学
・
宗
教
﹂
六
九
～
七
〇
頁
を
参
照
の
こ

と
︒
哲
学
堂
公
園
に
つ
い
て
は
︑
三
浦
節
夫
﹁
井
上
円
了
と
哲
学
堂
公
園
一
〇
〇
年
﹂﹃
井
上
円
了
セ
ン
タ
ー
年
報
﹄
一
一
号
︑
東
洋
大

学
井
上
円
了
記
念
学
術
セ
ン
タ
ー
︑
二
〇
〇
二
年
が
詳
し
い
︒
ま
た
︑
哲
学
堂
公
園
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
と
し
て
は
︑
東
京
都
公
園
協
会

監
修
の
前
島
康
彦
﹃
哲
学
堂
公
園
﹄︵
郷
学
舎
︑
一
九
八
一
年
︶
が
あ
る
︒

(
９
)

前
掲
︑
岡
田
正
彦
﹁
近
代
日
本
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
と
愛
国
主
義
︱
井
上
円
了
﹃
星
界
想
遊
記
﹄
を
読
む
︱
﹂
を
参
照
の
こ
と
︒

(

)

井
上
円
了
﹃
井
上
円
了
選
集

第
二
四
巻
︵
星
界
想
遊
記
︶﹄
学
校
法
人

東
洋
大
学
︑
二
〇
〇
四
年
︑
六
二
～
六
三
頁
︒

10
(

)

井
上
円
了
﹃
井
上
円
了
選
集

第
二
巻
︵
奮
闘
哲
学
︶﹄
学
校
法
人

東
洋
大
学
︑
一
九
八
七
年
︑

四
二
八
頁
︒

11
(

)

同
右
書
︑
四
二
八
～
四
二
九
頁
︒

12
(

)

テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
哲
学
堂
公
園
の
解
読
に
つ
い
て
は
︑
二
〇
一
四
年
に
ド
イ
ツ
の
マ
ー
ル
ブ
ル
グ
大
学
で
﹁
T
h
e
R
o
le
o
f

13

A
rch
itectu
re
in
th
e
S
tu
d
y
o
f
M
o
d
ern
Jap
an
ese
R
eligio
n
s﹂
と
題
す
る
発
表
を
行
な
っ
た
︒
本
発
表
の
内
容
は
︑
近
日
中
に
天
理

大
学
と
マ
ー
ル
ブ
ル
グ
大
学
の
共
同
出
版
本
に
掲
載
予
定
で
あ
る
︒

(

)

石
川
義
昌
編
﹃
哲
学
堂
﹄
財
団
法
人
哲
学
堂
事
務
所
︑
昭
和
十
六
年
︑
一
七
～
一
八
頁
︒

14
(

)

前
掲
︑
井
上
円
了
﹁
哲
学
上
に
於
け
る
余
の
使
命
﹂
八
七
～
八
九
頁
︒

15
(

)

前
掲
︑
井
上
円
了
﹃
井
上
円
了
選
集

第
二
巻
︵
奮
闘
哲
学
︶﹄
四
三
三
～
四
三
九
頁
︒

16
(

)

前
掲
︑
井
上
円
了
﹁
哲
学
上
に
於
け
る
余
の
使
命
﹂
八
五
～
八
六
頁
︒

17
(

)

前
掲
︑
井
上
円
了
﹃
井
上
円
了
選
集

第
二
巻
︵
奮
闘
哲
学
︶﹄
四
三
九
～
四
四
〇
頁
︒

18
(

)

同
右
書
︑
三
七
〇
～
三
七
一
頁
︒

19
(

)

前
掲
︑
井
上
円
了
﹁
哲
学
上
に
於
け
る
余
の
使
命
﹂
九
三
頁
︒

20
(

)

同
右
書
︑
九
〇
～
九
一
頁
︒

21
(

)

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
﹃
今
日
の
宗
教
の
諸
相
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
九
年
︒

22
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(

)

池
田
英
俊
﹃
明
治
の
新
仏
教
運
動
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
昭
和
五
十
一
年
︑
二
二
七
頁
︑
及
び
二
四
六
頁
︒

23
＊
哲
学
祭
︑
哲
学
堂
︑
哲
学
和
讃
な
ど
に
つ
い
て
は
︑
円
了
は
同
じ
よ
う
な
文
章
を
多
方
面
に
重
ね
て
書
き
遺
し
て
い
る
︒
煩
雑
さ
を
避
け
る

た
め
に
︑
本
稿
で
は
引
用
を
な
る
べ
く
﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
所
収
の
文
献
及
び
﹁
哲
学
上
に
於
け
る
余
の
使
命
﹂
か
ら
に
限
定
し
︑
表
記
も
こ

れ
ら
に
依
拠
し
た
︒
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