
は
じ
め
に

真
宗
大
谷
派
の
留
学
生
と
し
て
東
京
大
学
哲
学
科
で
学
ん
だ
井
上
円
了
は
︑
哲
学
を
軸
と
し
た
仏
教
の
復
興
を
行
っ
た
︒
円
了
自

身
の
見
立
て
に
よ
れ
ば
︑
維
新
期
・
明
治
初
頭
の
廃
仏
毀
釈
の
中
に
あ
っ
て
︑
仏
教
界
は
な
お
も
﹁
依
然
旧
習
を
株
守
し
︑
更
に
進

み
て
力
を
仏
教
の
拡
張
に
尽
く
す
者
な
し
｣(
)
と
い
っ
た
状
況
に
あ
っ
た
︒
西
洋
か
ら
は
理
化
学
等
の
﹁
実
験
に
基
づ
き
て
組
織
し

１

た
﹂﹁
実
験
的
学
術
﹂
が
輸
入
さ
れ
︑
仏
教
の
教
理
は
そ
れ
と
矛
盾
乖
離
し
た
﹁
妄
談
空
言
﹂
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
た
︒
ま
た
文
明
開

化
を
進
め
よ
う
と
す
る
日
本
社
会
に
は
西
洋
的
な
﹁
開
明
の
宗
教
﹂
こ
そ
が
相
応
し
い
と
︑
キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
す
る
者
も
日
増
し

に
増
加
し
て
い
た
︒
仏
教
復
興
を
自
ら
の
使
命
と
感
じ
て
い
た
円
了
は
︑﹁
理
化
学
に
対
し
て
宗
教
の
真
理
を
開
示
す
る
に
は
必
ず

哲
学
に
よ
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
︑
ま
た
一
方
に
は
ヤ
ソ
教
の
侵
入
そ
の
一
原
因
た
る
を
も
っ
て
︑
ヤ
ソ
教
を
排
し
て
仏
教
を
振
起
す
る

に
は
必
ず
哲
学
に
よ
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
｣(
)
と
考
え
︑
大
学
で
哲
学
を
学
ぶ
こ
と
を
決
め
た
と
い
う
(

)
︒
そ
し
て
実
際
︑
大
学
卒
業

２

３

後
︑﹃
仏
教
活
論
序
論
﹄
等
の
著
作
を
通
じ
て
︑
哲
学
に
よ
っ
て
仏
教
を
﹁
理
論
上
よ
り
改
良
﹂
し
︑
ま
た
そ
れ
に
基
づ
い
た
﹁
実
際

上
の
﹂
仏
教
改
良
案
を
世
に
問
う
た
の
で
あ
る
︒
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こ
う
し
た
円
了
の
試
み
は
︑
一
方
で
仏
教
的
な
伝
統
を
近
代
社
会
に
適
し
た
か
た
ち
に
革
新
す
る
と
い
っ
た
︑﹁
伝
統
と
革
新
﹂
の

モ
デ
ル
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
(

)
︒
つ
ま
り
︑
日
本
な
い
し
東
ア
ジ
ア
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
仏
教
の
資
源
を

４

近
代
的
な
形
態
へ
と
革
新
す
る
と
い
う
モ
デ
ル
で
あ
る
︒
し
か
し
他
方
で
︑
円
了
の
試
み
は
単
に
日
本
な
い
し
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
を

ア
ッ
プ
デ
ー
ト
す
る
と
い
う
以
上
の
も
の
を
含
ん
で
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
円
了
が
西
洋
哲
学
の
用
語
を
参
照
し
な
が

ら
提
示
し
た
の
は
︑
近
代
以
前
に
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
﹁
仏
教
︵
B
uddhism
︶﹂
と
い
う
新
し
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
(

)
︑
あ

５

る
い
は
ま
た
そ
れ
と
密
接
に
関
わ
る
﹁
宗
教
︵
religion
︶﹂
な
い
し
﹁
哲
学
︵
philosophy
︶﹂
と
い
う
新
し
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
も
あ
る

と
い
う
こ
と
だ
︒
近
年
︑
宗
教
学
や
近
代
仏
教
研
究
の
分
野
で
︑
こ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
再
考
が
盛
ん
に
な
さ
れ
て
い
る
が
(

)
︑

６

西
洋
哲
学
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
用
い
て
仏
教
諸
宗
を
統
合
し
︑﹁
知
力
情
感
両
全
の
宗
教
｣(
)
あ
る
い
は
﹁
哲
学
的
宗
教
｣(
)
と
し
て
﹁
仏

７

８

教
﹂
を
再
構
築
し
て
み
せ
た
円
了
は
︑
ま
さ
し
く
﹁
仏
教
﹂・﹁
宗
教
﹂・﹁
哲
学
﹂
等
の
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
再
編
の
最
前
線
に
い
た
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
つ
ま
り
︑
東
大
哲
学
科
で
学
び
︑
最
先
端
の
学
問
に
触
れ
た
円
了
は
︑
近
代
西
洋
の
視
点
を
通
し
て
仏
教
的
・

東
洋
的
な
諸
伝
統
を
︵
時
に
批
判
的
に
︶
検
討
し
︑
近
代
社
会
に
お
い
て
有
効
に
機
能
し
う
る
﹁
宗
教
︵
religion
︶﹂
へ
と
仕
立
て
直

し
た
の
で
あ
る
︒
円
了
が
言
う
と
こ
ろ
の
﹁
仏
教
﹂
の
﹁
改
良
﹂
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
は
同
時
代
の
西
洋
の
科
学
・

哲
学
・
宗
教
等
に
つ
い
て
の
ア
イ
デ
ア
や
枠
組
み
と
密
に
結
び
つ
い
た
新
た
な
る
﹁
構
築
︵
construction
︶﹂
で
あ
っ
た
︒
あ
る
い
は

こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
︑
円
了
に
お
け
る
﹁
仏
教
﹂
と
は
︑
近
代
的
な
も
の
と
︑﹁
東
洋
的
﹂
な
諸
伝
統
と
の
﹁
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
﹂
で

も
あ
っ
た
(

)
︒

９

本
稿
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
井
上
円
了
を
と
ら
え
︑
円
了
に
お
け
る
﹁
仏
教
﹂
や
﹁
宗
教
﹂
と
い
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
構

築
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
︒
た
だ
し
︑
こ
こ
で
の
議
論
を
よ
り
精
密
な
も
の
に
す
る
た
め
に
︑
以
下
で
検

討
す
る
場
面
を
よ
り
限
定
し
て
お
き
た
い
︒
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
注
目
す
る
の
が
︑
明
治
中
期
に
お
け
る
道
徳
教
育
を
め
ぐ
る
論
争
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で
あ
る
︒

円
了
自
身
が
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
彼
が
言
論
活
動
を
始
め
た
明
治
中
期
の
日
本
社
会
は
︑﹁
物
質
的
﹂
な
面
で
の
近
代

化
は
進
み
つ
つ
あ
っ
た
が
︑﹁
精
神
的
﹂
な
面
で
の
近
代
化
に
つ
い
て
は
模
索
の
途
上
に
あ
っ
た
(

)
︒
と
り
わ
け
こ
の
時
期
盛
ん
に

10

議
論
さ
れ
て
い
た
の
が
道
徳
教
育
で
あ
る
︒
新
た
な
体
制
の
整
備
に
努
め
て
い
た
明
治
政
府
は
︑
早
く
か
ら
﹁
学
制
﹂︵
明
治
五
年
︶

を
制
定
し
︑
学
校
教
育
に
お
け
る
﹁
知
育
﹂
を
推
進
し
て
い
た
︒
し
か
し
他
方
で
︑
﹁
徳
育
﹂︑
す
な
わ
ち
道
徳
教
育
の
不
足
が
徐
々

に
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
近
代
日
本
に
相
応
し
い
﹁
道
徳
の
標
準
﹂
を
ど
こ
に
定
め
る
べ
き
な
の
か
︒
あ
る
論
者
は
近
世
の

武
士
階
級
で
守
ら
れ
て
い
た
儒
教
を
推
奨
し
︑
別
の
論
者
は
民
衆
生
活
に
根
づ
い
て
い
た
仏
教
を
推
奨
し
た
︒
ま
た
あ
る
論
者
は
欧

米
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
を
導
入
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
︑
別
の
論
者
は
︑
そ
も
そ
も
﹁
宗
教
﹂
は
教
育
か
ら
排
除
す
べ
き
で
あ

り
︑
学
術
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
道
徳
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
た
︒
こ
う
し
て
﹁
道
徳
の
標
準
﹂
を
め
ぐ
っ
て
︑
学
者
︑
教
育
者
︑

宗
教
者
等
多
く
の
論
者
が
議
論
を
戦
わ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒﹁
徳
育
論
争
﹂
と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
論
争
は
︑
明
治
二
三
年
に
﹃
教
育

勅
語
﹄
が
発
布
さ
れ
る
ま
で
の
間
白
熱
し
た
が
(

)
︑
さ
し
あ
た
り
﹃
教
育
勅
語
﹄
を
も
っ
て
公
式
な
﹁
道
徳
の
標
準
﹂
は
定
め
ら
れ

11

た
︒
と
は
い
え
︑
明
治
二
六
年
に
始
ま
る
﹁
教
育
と
宗
教
の
衝
突
﹂
論
争
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
(

)
︑
道
徳
教
育
を
め
ぐ
る
議
論
そ
れ

12

自
体
は
そ
の
後
も
止
む
こ
と
な
く
︑
明
治
・
大
正
期
を
通
じ
て
絶
え
ず
問
わ
れ
続
け
る
こ
と
と
な
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
生
涯
に
わ
た
っ
て
﹁
教
育
﹂
に
た
ず
さ
わ
り
︑﹁
仏
教
﹂
な
い
し
﹁
宗
教
﹂
の
復
興
を
自
ら
の
使
命
と
し
た
井
上
円
了

に
と
っ
て
︑
明
治
中
期
の
道
徳
教
育
を
め
ぐ
る
論
争
は
決
し
て
小
さ
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
こ
の
論
争

で
は
︑﹁
仏
教
﹂
な
い
し
﹁
宗
教
﹂
が
︑﹁
教
育
﹂
あ
る
い
は
﹁
道
徳
﹂
と
い
か
な
る
関
係
を
切
り
結
び
︑
社
会
に
お
い
て
い
か
な
る

位
置
を
も
つ
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
︑
直
接
的
に
問
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
道
徳
教
育
を
め
ぐ
る
論
争
は
︑

こ
の
時
期
に
思
想
・
実
践
活
動
を
開
始
し
た
井
上
円
了
に
と
っ
て
︑
基
本
的
な
枠
組
み
の
ひ
と
つ
と
も
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
つ
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ま
り
円
了
は
時
に
他
の
論
者
た
ち
に
抗
し
て
﹁
仏
教
﹂
な
い
し
﹁
宗
教
﹂
を
新
た
な
か
た
ち
で
定
義
し
︑
そ
れ
が
﹁
教
育
﹂
に
お
い

て
一
定
の
役
割
を
有
す
る
こ
と
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
︑
そ﹅

の﹅

枠﹅

内﹅

に﹅

お﹅

い﹅

て﹅

有﹅

効﹅

な﹅

言﹅

説﹅

を
形
成
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒﹁
知
力
情
感
両
全
の
宗
教
﹂
や
﹁
哲
学
的
宗
教
﹂
と
し
て
の
﹁
仏
教
﹂
を
提
示
す
る
と
い
う

井
上
円
了
の
言
説
は
︑
こ
う
し
た
文
脈
の
中
で
形
成
さ
れ
︑
機
能
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
ま
ず
は
﹁
宗
教
﹂
と
道
徳
教
育
と
の
関
わ
り
を
軸
に
し
て
明
治
中
期
の
道
徳
教
育
を
め
ぐ
る
論
争
の
争
点
を

整
理
し
︑
そ
の
上
で
井
上
円
了
の
﹁
仏
教
﹂・﹁
宗
教
﹂・﹁
道
徳
﹂・﹁
哲
学
﹂
と
い
っ
た
言
説
を
輪
郭
づ
け
て
み
た
い
︒
そ
し
て
こ
の

論
争
を
背
景
に
浮
か
び
上
が
る
他
の
論
者
た
ち
と
の
異
同
を
通
し
て
︑
井
上
円
了
の
思
想
と
実
践
が
近
代
社
会
に
お
い
て
も
つ
意
味

を
考
え
て
み
た
い
︒

一
．
徳
育
論
争
と
﹁
宗
教
﹂

ま
ず
は
明
治
中
期
の
道
徳
教
育
を
め
ぐ
る
論
争
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う
︒
こ
の
時
期
に
道
徳
教
育
な
い
し
﹁
徳
育
﹂
が
あ
ら

た
め
て
問
題
と
さ
れ
る
発
端
と
な
っ
た
の
は
︑
明
治
一
二
年
︑
明
治
天
皇
が
内
務
・
文
部
両
卿
に
教
育
の
基
本
方
針
を
内
示
し
た
﹃
教

学
聖
旨
﹄
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
は
︑﹁
文
明
開
化
﹂
の
名
の
下
に
西
洋
の
知
識
や
技
術
の
導
入
を
急
ぐ
あ
ま
り
道
徳
や
風
俗
が
乱
れ
て

い
る
と
の
現
状
が
問
題
視
さ
れ
︑
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
︑
伝
統
的
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
儒
教
を
﹁
教
学
の
要
﹂
と
す
る
よ
う
指
示
が

な
さ
れ
た
︒
侍
講
元
田
永
孚
の
手
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
こ
の
文
書
は
︑
明
治
五
年
の
﹁
学
制
﹂
以
来
︑
実
学
主
義
的
・
主
知
主
義

的
な
知
育
に
偏
っ
て
い
た
学
校
教
育
の
あ
り
方
を
改
め
︑
仁
義
忠
孝
を
軸
に
し
た
徳
育
の
必
要
性
を
訴
え
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
た
だ

し
︑
内
務
卿
伊
藤
博
文
の
批
判
も
あ
り
︑
直
ち
に
儒
教
が
学
校
教
育
に
お
け
る
﹁
道
徳
の
標
準
﹂
と
さ
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
︒

と
は
い
え
こ
れ
を
機
に
︑
道
徳
教
育
の
必
要
性
自
体
は
広
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
様
々
な
論
者
が
様
々
な
立
場
か
ら
の
提
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言
を
行
う
こ
と
に
な
る
︒
論
争
の
基
本
的
な
枠
組
み
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
︑
ま
ず
は
と
り
わ
け
大
き
な
反
響
を
呼
び
起
こ
し
た
加

藤
弘
之
の
論
考
を
見
て
お
き
た
い
︒
東
大
総
理
で
あ
っ
た
加
藤
弘
之
は
︑
明
治
二
〇
年
一
一
月
︑
大
日
本
教
育
会
に
お
い
て
﹁
徳
育

に
付
て
の
一
案
﹂
と
題
し
た
発
表
を
行
っ
た
︒
こ
の
発
表
は
同
年
一
二
月
﹃
徳
育
方
法
案
』(
)
と
し
て
哲
学
書
院
か
ら
刊
行
さ
れ
︑

13

そ
の
大
胆
な
提
言
で
物
議
を
か
も
し
た
︒

﹃
徳
育
方
法
案
﹄
に
お
い
て
加
藤
は
︑
ま
ず
は
当
時
の
日
本
社
会
の
道
徳
的
混
乱
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
︒
維
新
前
の
日
本
に
お
い

て
は
︑﹁
上
等
社
会
﹂
す
な
わ
ち
武
士
階
級
で
は
﹁
孟
孔
の
儒
教
﹂
に
よ
っ
て
︑﹁
下
等
社
会
﹂
す
な
わ
ち
一
般
民
衆
に
お
い
て
は
﹁
釈

氏
の
仏
教
﹂
に
よ
っ
て
︑
道
徳
は
維
持
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
維
新
以
後
︑
西
洋
の
学
問
が
流
入
し
﹁
西
洋
主
義
﹂
が
流
行
す
る
に

あ
た
っ
て
︑
そ
れ
ま
で
﹁
空
前
絶
後
の
大
聖
と
考
へ
儒
教
を
し
て
万
世
不
易
の
大
教
﹂
と
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
儒
教
は

﹁
開
化
主
義
﹂
に
反
す
る
も
の
と
し
て
退
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
日
本
社
会
に
お
い
て
は
︑﹁
依
頼
す
べ
き
道
徳
の
本
体
﹂

が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒
し
か
し
道
徳
教
育
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
事
実
で
あ
り
︑
そ
こ
で
﹁
徳

育
の
方
法
﹂
が
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
加
藤
は
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
︒﹁
或
は
孔
孟
主
義
を
復

せ
ん
と
云
ひ
︑
或
は
西
洋
道
徳
哲
学
の
主
義
に
依
ら
ん
と
云
ひ
︑
或
は
耶
蘇
の
道
徳
を
用
ひ
ん
と
云
ひ
︑
種
々
雑
多
の
説
も
あ
り
ま

し
た
｣(
)
︒
し
か
し
実
際
に
な
さ
れ
て
い
た
修
身
教
育
は
︑
加
藤
か
ら
す
れ
ば
一
貫
性
の
な
い
﹁
ゴ
タ
マ
ゼ
﹂
主
義
に
す
ぎ
な
か
っ

14

た
︒
西
洋
の
翻
訳
書
を
用
い
た
り
︑﹃
論
語
﹄
や
﹃
孟
子
﹄
を
読
ま
せ
た
り
と
︑
明
確
な
基
準
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
単
に
古
典
的
テ
キ
ス
ト
の
﹁
字
義
文
意
﹂
を
教
え
る
だ
け
で
︑
は
た
し
て
有
効
な
道
徳
教
育
と
な
り
う
る
の
か
ど
う
か
も
疑

問
視
さ
れ
た
︒

い
ず
れ
に
せ
よ
︑
道
徳
教
育
は
現
在
深
刻
な
危
機
に
あ
る
と
い
う
の
が
︑
加
藤
の
見
立
て
で
あ
る
︒﹁
文
明
開
化
﹂
の
下
に
西
洋
の

学
問
や
文
化
が
押
し
寄
せ
て
き
た
こ
と
で
︑
そ
れ
ま
で
人
々
の
精
神
生
活
を
支
え
て
き
た
儒
教
や
仏
教
と
い
う
伝
統
は
否
定
さ
れ
︑
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混
乱
が
生
じ
て
い
た
︒
道
徳
教
育
の
資
源
と
な
る
は
ず
の
諸
伝
統
が
権
威
を
失
い
つ
つ
あ
る
中
で
︑﹁
文
明
の
宗
教
﹂
た
る
キ
リ
ス
ト

教
を
新
た
に
導
入
す
る
べ
き
な
の
か
︑
あ
る
い
は
﹁
西
洋
道
徳
哲
学
﹂
を
用
い
る
べ
き
な
の
か
︑
様
々
な
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て
い

た
︒
先
に
見
た
﹃
教
学
聖
旨
﹄
は
︑
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
混
乱
状
況
を
憂
い
︑
あ
ら
た
め
て
儒
教
を
道
徳
教
育
の
中
心
に
据
え
る
こ

と
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒

そ
れ
で
は
︑
こ
う
し
た
現
状
認
識
に
あ
っ
て
︑
加
藤
弘
之
は
ど
の
よ
う
な
﹁
徳
育
の
方
法
﹂
を
提
示
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で

の
加
藤
の
意
見
は
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ツ
で
あ
る
︒
ま
ず
加
藤
は
﹁
徳
育
は
元
来
知
識
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
︑
重お

も
に
感
情
に
依
る
も

の
﹂
で
あ
る
と
の
考
え
を
示
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
知
識
を
発
達
さ
せ
る
﹁
知
育
﹂
は
道
徳
を
養
う
こ
と
に
は
な
ら
ず
︑
感
情
に
訴
え

か
け
て
は
じ
め
て
道
徳
教
育
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
だ
︒
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
︑
﹁
宗
教
主
義
の
徳
育
よ
り
外
に
効
力
の
あ
る

も
の
は
決
し
て
な
か
ら
ふ
｣(
)
と
言
う
の
で
あ
る
︒
宗
教
が
立
て
る
﹁
不
可
思
議
な
る
本
尊
﹂
が
な
け
れ
ば
︑﹁
感
情
と
い
ふ
も
の
は

15

起
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
﹂
と
い
う
の
が
加
藤
の
主
張
で
あ
る
︒
つ
ま
り
人
知
を
超
え
た
何
も
の
か
に
対
す
る
崇
敬
の
念
が
道
徳

的
感
情
を
呼
び
起
こ
し
︑
そ
う
し
た
感
情
を
養
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
︑
効
果
的
な
道
徳
教
育
は
可
能
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

そ
の
意
味
で
加
藤
は
︑
知
識
を
開
く
た
め
の
﹁
道
徳
哲
学
﹂
と
︑
実
際
の
行
為
を
促
す
﹁
道
徳
教
育
﹂
を
厳
密
に
区
別
す
る
︒
加
藤

自
身
は
﹁
愛
他
心
﹂
を
基
礎
と
し
た
独
自
の
進
化
論
的
道
徳
哲
学
を
主
唱
し
て
い
た
が
(

)
︑
し
か
し
理
論
的
に
確
か
め
ら
れ
た
愛
他

16

心
を
実
際
に
養
う
た
め
に
は
︑
宗
教
の
力
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

し
か
し
な
が
ら
他
方
で
︑
加
藤
は
根
本
的
に
は
宗
教
を
認
め
て
は
い
な
か
っ
た
︒
﹃
徳
育
方
法
案
﹄
に
も
あ
る
よ
う
に
︑
﹁
小
生
は

今
日
も
矢
張
理
学
哲
学
が
大
贔
屓
で
あ
り
て
︑
実
は
宗
教
は
何
の
宗
教
に
拘
は
ら
ず
嫌
で
あ
り
ま
す
︒
其
嫌
ひ
と
申
す
は
︑
理
学
哲

学
の
眼
よ
り
見
て
取
る
に
も
足
ら
ぬ
理
を
説
く
も
の
で
あ
る
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
｣(
)
と
述
べ
て
い
る
︒
い
わ
ゆ
る
﹁
転
向
﹂

17

を
と
げ
た
﹃
人
権
新
説
﹄
以
来
︑
加
藤
は
実
験
科
学
・
進
化
論
思
想
を
日
本
へ
と
導
入
す
る
代
表
的
知
識
人
と
な
り
︑
そ
う
し
た
観
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点
か
ら
﹁
実
験
﹂︵
経
験
︶
に
基
づ
か
な
い
宗
教
の
言
説
を
﹁
空
理
空
論
﹂
と
し
て
厳
し
く
退
け
て
い
た
(

)
︒
そ
の
よ
う
な
﹁
宗
教
嫌

18

い
﹂
の
加
藤
で
は
あ
る
が
︑
し
か
し
徳
育
の
た
め
に
は
宗
教
を
利
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
加
藤
の
宗

教
観
は
き
わ
め
て
功
利
主
義
的
な
も
の
で
あ
り
︑
当
時
の
﹁
愚
民
観
﹂
に
基
づ
い
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
上
級
の
﹂
国
民
は
﹁
空
理

空
論
﹂
に
す
ぎ
な
い
宗
教
に
頼
ら
ず
︑﹁
理
学
哲
学
﹂
に
よ
っ
て
身
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
が
︑
教
育
が
行
き
渡
っ
て
い
な
い
﹁
下

級
の
﹂
国
民
︑
す
な
わ
ち
﹁
愚
民
﹂
は
︑
宗
教
に
よ
っ
て
感
情
的
に
教
化
す
る
以
外
に
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
宗
教
そ
の
も
の
に
は
学
問

的
な
価
値
は
な
い
が
︑
民
衆
教
化
に
際
し
て
は
積
極
的
に
利
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
︑
と
い
う
の
が
加
藤
の
考
え
で
あ
る
︒

そ
し
て
﹃
徳
育
方
法
案
﹄
の
ユ
ニ
ー
ク
な
点
は
︑
宗
教
の
利
用
の
仕
方
に
あ
る
︒
﹁
宗
教
道
徳
で
な
け
れ
ば
徳
育
に
何
の
効
果
も
な

い
﹂
と
考
え
た
加
藤
は
︑
伝
統
的
な
神
儒
仏
に
キ
リ
ス
ト
教
を
加
え
︑﹁
公
立
の
中
小
学
校
に
は
毎
校
に
右
の
四
教
の
修
身
科
を
置
て

各
其
志
す
所
其
信
ず
る
所
の
教
派
に
就
か
せ
た
が
宜
し
い
｣(
)
と
提
言
す
る
︒
つ
ま
り
各
学
校
に
︑
神
儒
仏
キ
リ
ス
ト
教
そ
れ
ぞ
れ

19

の
修
身
科
を
設
置
し
て
自
由
に
競
争
さ
せ
︑
学
生
に
自
由
に
選
択
さ
せ
れ
ば
よ
い
︑
と
い
う
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
道
徳
の
教
授
者
は

神
官
や
僧
侶
︑
宣
教
師
ら
が
あ
た
り
︑
そ
の
給
与
等
の
す
べ
て
は
各
宗
教
団
体
が
負
担
す
る
こ
と
と
し
た
︒
つ
ま
り
︑
各
宗
教
団
体

は
学
校
教
育
を
布
教
の
場
と
し
て
利
用
で
き
る
代
わ
り
に
︑
必
要
な
経
費
は
そ
れ
ぞ
れ
が
負
担
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
加
藤
の
主
張
は
き
わ
め
て
功
利
主
義
的
な
宗
教
観
に
支
え
ら
れ
た
も
の
だ
が
︑
個
別
的
な
諸
宗
教
︵
こ
こ
に
は

儒
教
も
含
ま
れ
て
い
る
︶
が
︑
道
徳
教
育
に
関
わ
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
︒
と
は
い
え
︑
こ
う
し
た
加
藤
の
主
張
に
対
し
て

は
多
く
の
反
論
が
寄
せ
ら
れ
た
︒
加
藤
の
﹁
徳
育
に
付
て
の
一
案
﹂
を
き
っ
か
に
し
た
論
争
は
通
常
﹁
徳
育
論
争
﹂
と
呼
ば
れ
て
い

る
が
︑
そ
こ
で
の
﹁
宗
教
﹂
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
研
究
し
た
齋
藤
知
明
の
整
理
を
借
り
る
な
ら
ば
(

)
︑
一
方
で
加
藤
に
反
し
て
宗

20

教
を
教
育
に
用
い
る
こ
と
に
明
確
に
反
対
し
た
論
者
た
ち
が
い
た
︒
た
と
え
ば
杉
浦
重
剛
︑
菊
池
熊
太
郎
は
﹁
理
学
宗
﹂
と
い
う
立

場
か
ら
︑
能
勢
栄
は
﹁
普
通
心
＝
常
識
﹂
と
い
う
立
場
か
ら
そ
れ
に
反
対
し
た
︒
他
方
で
︑
加
藤
と
は
別
の
か
た
ち
で
教
育
に
お
け
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る
宗
教
の
必
要
性
を
主
張
す
る
論
者
も
い
た
︒
井
口
丑
二
は
︑
人
心
を
統
治
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
新
宗
教
を
つ
く
る
べ
き
で
あ
る

と
し
︑
仏
教
者
の
本
多
澄
雲
は
︑
日
本
で
最
も
信
者
の
多
い
仏
教
こ
そ
学
校
で
教
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
︒
い
ず
れ
か
の
既

存
の
宗
教
が
﹁
道
徳
の
標
準
﹂
と
な
り
う
る
の
か
︑
そ
れ
と
も
国
民
統
治
の
た
め
の
﹁
新
宗
教
﹂
を
作
る
べ
き
な
の
か
︒
あ
る
い
は

そ
も
そ
も
宗
教
は
﹁
道
徳
の
標
準
﹂
に
は
な
り
え
ず
︑
有
効
な
道
徳
教
育
を
行
う
た
め
に
は
︑
宗
教
と
は
別
の
何
か
が
必
要
な
の
か
︒

少
な
く
と
も
︑﹃
教
育
勅
語
﹄
が
発
布
さ
れ
る
明
治
二
三
年
ま
で
の
間
に
︑
様
々
な
意
見
が
交
わ
さ
れ
た
︒
本
稿
で
は
こ
う
し
た
文
脈

の
中
に
円
了
を
位
置
づ
け
る
こ
と
を
試
み
る
が
︑そ
の
前
に
ひ
と
つ
の
興
味
深
い
事
例
を
参
照
し
て
お
き
た
い
︒
そ
れ
は
杉
浦
重
剛
︑

菊
池
熊
太
郎
が
主
張
し
た
﹁
理
学
宗
﹂
で
あ
る
︒

二
．
宗
教
の
代
替
物
と
し
て
の
﹁
理
学
宗
﹂

文
部
省
に
派
遣
さ
れ
て
イ
ギ
リ
ス
で
化
学
を
学
び
︑
東
大
予
備
門
の
学
長
な
ど
も
つ
と
め
た
杉
浦
重
剛
︵
一
八
五
五
～
一
九
二
四
︶

と
︑
札
幌
農
学
校
で
学
び
東
京
英
語
学
校
︑
私
立
東
京
文
学
院
な
ど
で
教
鞭
を
と
っ
た
菊
池
熊
太
郎
︵
一
八
六
四
～
一
九
〇
八
︶
は
︑

い
ず
れ
も
政
教
社
に
深
く
関
わ
っ
た
人
物
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
同
じ
く
政
教
社
の
立
ち
上
げ
に
加
わ
っ
た
井
上
円
了
と
両
者
は
︑
決

し
て
遠
く
な
い
と
こ
ろ
で
言
論
活
動
を
行
っ
て
い
た
(

)
︒
そ
の
二
人
が
︑
明
治
中
期
の
道
徳
教
育
論
を
め
ぐ
る
論
争
の
中
で
︑﹁
理

21

学
宗
﹂
と
い
う
も
の
を
唱
え
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
一
九
世
紀
の
﹁
理
学
﹂︵
科
学
︶
の
発
達
に
よ
っ
て
︑
従
来
道
徳
を
支
え

て
き
た
伝
統
的
諸
宗
教
の
権
威
が
失
墜
し
た
こ
と
を
受
け
︑
理
学
に
基
づ
い
た
道
徳
を
起
こ
そ
う
と
い
う
主
張
で
あ
る
︒
そ
の
内
実

を
理
解
す
る
た
め
に
︑
ま
ず
は
菊
池
熊
太
郎
に
よ
る
加
藤
弘
之
の
徳
育
案
に
つ
い
て
の
批
判
を
見
て
お
き
た
い
︒

加
藤
の
徳
育
案
が
発
表
さ
れ
た
翌
月
の
明
治
二
〇
年
一
二
月
︑﹃
大
日
本
教
育
会
雑
誌
﹄
に
お
い
て
菊
池
は
﹁
加
藤
君
の
道
徳
教
育

方
法
案
を
読
む
｣(
)
と
い
う
論
考
を
発
表
す
る
︒
ま
ず
菊
池
は
︑
加
藤
が
﹁
宗
教
道
徳
の
効
能
を
説
か
れ
な
が
ら
︑
自
ら
宗
教
嫌
ひ

22
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な
り
と
公
言
せ
ら
る
る
は
余
の
解
す
る
能
は
さ
る
所
な
り
｣(
)
と
︑
そ
の
一
貫
性
の
な
さ
を
批
判
す
る
︒
そ
し
て
︑
宗
教
が
理
学
哲

23

学
上
取
る
に
足
り
な
い
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
れ
を
教
化
の
た
め
に
用
い
て
し
ま
う
な
ら
ば
︑﹁
君
の
大
嫌
い
な
人
物
﹂

が
増
産
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
い
か
と
い
う
︒
そ
れ
ゆ
え
宗
教
な
ど
に
頼
ら
ず
︑﹁
学
理
的
の
修
身
法
﹂︑﹁
学
理
的
の
道
徳
新
系
統
﹂
を

作
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
︑
と
い
う
の
が
菊
池
の
主
張
で
あ
る
︒
菊
池
の
見
立
て
で
は
︑
欧
米
で
は
宗
教
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
制

限
の
た
め
︑
学
者
が
﹁
偏
見
の
思
想
﹂
に
陥
り
や
す
い
︒
そ
れ
に
対
し
て
日
本
で
は
︑﹁
古
来
宗
教
勢
力
至
て
薄
く
﹂︑
学
理
的
道
徳

を
構
築
す
る
に
﹁
最
も
適
し
た
国
﹂
で
あ
る
と
い
う
︒
こ
う
し
て
菊
池
は
理
学
の
原
理
に
基
づ
い
た
修
身
法
︑
す
な
わ
ち
﹁
理
学
宗
﹂

を
起
こ
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑﹁
理
学
宗
﹂
と
い
う
言
葉
と
ア
イ
デ
ア
は
︑
杉
浦
重
剛
が
先
年
よ
り
唱
え
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
杉
浦
は
こ
れ
を
ロ

ン
ド
ン
留
学
中
よ
り
温
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
杉
浦
自
身
が
自
ら
の
歩
み
を
語
っ
た
﹁
立
志
苦
学
談
﹂
に
︑
そ
の
事
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
︒理

学
宗
と
い
ふ
の
は
︑
も
う
御
存
知
か
も
知
れ
ん
が
︑
こ
れ
は
自
分
が
ロ
ン
ド
ン
に
居
る
時
︑
も
う
十
九
世
紀
で
は
宗
教
の

力
も
衰
へ
︑
不
可
思
議
と
い
ふ
も
の
の
力
も
無
く
な
つ
た
か
ら
︑
理
学
を
以
て
萬
事
や
つ
て
行
く
や
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

と
い
ふ
主
旨
で
︑
自
分
は
帰
朝
の
後
も
︑
熱
心
に
こ
れ
を
唱
導
し
た
が
︑
か
の
東
洋
学
芸
雑
誌
の
世
に
出
る
や
う
に
な
つ
た
の

も
︑
実
は
自
分
の
説
が
動
機
と
な
つ
た
の
で
す
(

)
︒

24

こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
︑
杉
浦
は
一
九
世
紀
の
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
﹁
宗
教
の
力
﹂
︑﹁
不
可
思
議
と
い
う
も
の
の
力
﹂
が
衰
え
て
い

る
様
子
を
目
の
当
た
り
に
し
︑﹁
理
学
を
以
て
萬
事
や
っ
て
い
く
﹂
と
い
う
主
旨
の
﹁
理
学
宗
﹂
と
い
う
も
の
を
構
想
し
た
︒
杉
浦
が
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留
学
し
た
一
九
世
紀
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
ロ
ン
ド
ン
で
は
︑
進
化
論
に
代
表
さ
れ
る
実
証
的
科
学
の
発
展
と
と
も
に
︑
伝
統
的

な
キ
リ
ス
ト
教
は
様
々
な
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
︒
ド
レ
イ
パ
ー
が
描
い
た
﹃
宗
教
と
科
学
の
闘
争
史
﹄
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
(

)
︑
当
時
は
人
間
の
知
的
発
展
が
宗
教
と
次
第
に
対
立
す
る
よ
う
に
な
る
と
の
進
歩
史
観
が
一
定
の
影
響
力
を
も
っ
て
お

25

り
︑
進
化
論
等
の
新
し
い
科
学
は
従
来
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
観
の
権
威
を
失
墜
さ
せ
︑
遂
に
は
追
い
や
っ
て
し
ま
う
と
考
え
ら
て
い

た
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
知
識
人
の
中
に
は
︑
そ
れ
ま
で
生
活
を
支
え
て
き
た
信
仰
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
︑﹁
ヴ
ィ
ク
ト
リ

ア
人
の
信
仰
危
機
｣(
)
と
も
呼
ば
れ
る
精
神
的
な
危
機
を
生
じ
る
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
︒
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
権
威
の
失
墜

26

は
︑
同
時
に
︑
そ
れ
に
支
え
ら
れ
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
の
危
機
も
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
︒
宗
教
な
し
で
済
ま
す
こ
と
は
で

き
た
と
し
て
も
︑
道
徳
の
崩
壊
は
社
会
秩
序
の
崩
壊
へ
と
直
結
し
か
ね
な
い
︒
こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
︑
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の

先
端
的
な
知
識
人
た
ち
は
︑
一
方
で
は
進
化
論
に
代
表
さ
れ
る
新
し
い
科
学
に
よ
っ
て
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
を
批
判
し
つ
つ
︑
他

方
で
は
︑キ
リ
ス
ト
教
に
代
わ
り
︑新
た
な
か
た
ち
で
道
徳
を
基
礎
づ
け
る
必
要
を
感
じ
て
い
た
︒﹁
理
学
を
以
て
萬
事
や
っ
て
い
く
﹂

と
い
う
杉
浦
の
考
え
は
︑
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
一
九
世
紀
ロ
ン
ド
ン
の
精
神
的
状
況
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
(

)
︒

27

杉
浦
も
ま
た
加
藤
弘
之
の
徳
育
案
に
応
答
し
て
い
る
︒
明
治
二
〇
年
一
一
月
の
﹃
大
日
本
教
育
会
雑
誌
﹄
第
六
八
号
に
お
い
て
︑

加
藤
の
提
案
を
受
け
た
上
で
︑
杉
浦
は
︑
科
学
が
キ
リ
ス
ト
教
を
排
斥
し
︑
儒
教
も
仏
教
も
信
を
失
っ
た
現
在
で
は
︑﹁
宗
教
を
奨
励

す
る
﹂
こ
と
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
(

)
︒
そ
し
て
﹁
理
学
の
趣
旨
と
相
背
馳
せ
さ
る
の
教
旨
に
よ
る
に
あ
ら

28

ざ
れ
ば
︑
自
今
以
後
の
徳
育
は
迚と
て

も
覚
束
な
く
思
わ
る
る
﹂
と
述
べ
︑
そ
れ
を
﹁
理
学
宗
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
︒
日
本

は
宗
教
の
勢
力
が
欧
米
に
比
べ
て
弱
い
た
め
︑
こ
れ
を
推
進
し
︑﹁
理
学
宗
こ
そ
我
東
洋
よ
り
西
洋
に
向
て
説
法
す
べ
き
こ
と
﹂
で
あ

る
と
杉
浦
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
︒

杉
浦
の
こ
の
提
言
を
受
け
︑
菊
池
熊
太
郎
も
こ
の
﹁
理
学
宗
﹂
と
い
う
ア
イ
デ
ア
を
採
用
す
る
に
至
っ
た
︒
両
者
は
い
ず
れ
も
人
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間
の
知
的
発
展
・
科
学
の
進
歩
が
諸
宗
教
の
権
威
を
失
墜
さ
せ
︑
道
徳
的
混
乱
を
生
じ
さ
せ
る
と
い
う
歴
史
観
察
を
共
有
し
て
い
た
︒

菊
池
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

祖
先
伝
来
の
儘
な
る
宗
教
に
少
し
も
改
良
を
加
え
ず
し
て
︑
人
智
大
に
開
け
︑
社
会
の
状
態
一
変
し
た
る
今
日
の
境
遇
に
応

用
せ
ん
と
す
る
も
不
可
な
る
こ
と
は
又
考
へ
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒
さ
れ
ば
宗
教
の
改
革
は
古
来
其
例
あ
る
こ
と
に
て
︑
社
会
の
秩

序
を
保
存
し
︑
社
会
の
開
進
と
共
に
道
徳
法
を
維
持
せ
ん
と
す
る
に
は
実
に
必
然
の
事
な
り
と
信
ず
︒
近
代
に
於
て
最
も
勢
力

あ
る
宗
教
の
新
派
は
︑
如
何
に
も
其
古
派
な
る
も
の
よ
り
は
最
も
今
日
の
情
勢
に
適
切
な
る
べ
し
と
雖
も
︑
其
名
こ
そ
新
派
な

れ
︑
皆
数
百
年
の
昔
に
出
で
た
る
も
の
な
れ
ば
︑
陳
腐
の
談
義
多
き
は
前
に
も
述
ぶ
る
が
如
し
︒
乃
ち
余
は
理
学
宗
な
る
詞
を

仮
用
し
て
︑
一
種
の
道
徳
法
を
持
出
さ
ん
と
欲
す
る
所
な
り
(

)
︒

29

つ
ま
り
︑
人
間
の
知
的
発
展
は
社
会
を
大
き
く
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
の
よ
う
な
﹁
今
日
の
境
遇
﹂
に
伝
統
的
宗
教
を

応
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒﹁
社
会
の
秩
序
を
保
持
し
﹂︑﹁
道
徳
法
を
維
持
﹂
す
る
に
は
少
な
く
と
も
宗
教
を
改
革
す
る
必
要
が
あ

る
︒
し
か
し
︑
現
在
改
革
さ
れ
た
宗
教
も
す
で
に
相
当
程
度
古
く
な
っ
て
い
る
た
め
︑
む
し
ろ
﹁
理
学
宗
﹂
と
い
う
新
し
い
﹁
道
徳

法
﹂
を
作
り
出
す
べ
き
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
︒

そ
れ
で
は
﹁
理
学
宗
﹂
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
︒
菊
池
が
提
示
す
る
理
学
宗
は
︑
現
代
の
尺
度
か
ら
み
る
と
︑
い
わ
ゆ

る
倫
理
学
と
は
趣
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
基
本
的
な
考
え
は
﹁
物
理
学
上
の
法
則
に
依
て
以
て
修
身
の
法
を
教
え
る
﹂
と

い
う
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
中
心
に
は
﹁
因
果
応
報
の
理
﹂
が
据
え
ら
れ
て
い
る
︒
簡
単
に
言
え
ば
︑
菊
池
は
︑
物
理
学
の
﹁
勢
力
保

存
説
﹂
に
よ
っ
て
道
徳
的
な
善
悪
因
果
を
基
礎
づ
け
︑
偽
似
物
理
的
に
﹁
道
徳
の
規
矩
﹂
を
定
め
よ
う
と
し
て
い
る
︒﹁
理
学
宗
﹂
と
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は
︑
こ
の
よ
う
に
科
学
を
宗
教
の
代
替
物
と
し
て
用
い
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
︒

三
．﹃
倫
理
通
論
﹄
と
学
的
精
神

さ
て
そ
れ
で
は
︑
以
上
見
て
き
た
よ
う
な
明
治
中
期
の
道
徳
教
育
を
め
ぐ
る
論
争
の
中
に
︑
井
上
円
了
の
思
想
と
実
践
は
ど
の
よ

う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
︒

ま
ず
注
目
す
べ
き
は
︑﹁
徳
育
論
争
﹂
が
盛
ん
に
な
さ
れ
て
い
た
明
治
二
〇
年
に
︑
円
了
は
﹃
倫
理
通
論
﹄
を
出
版
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
︑
円
了
の
倫
理
学
に
お
い
て
一
種
独
特
の
位
置
を
占
め
て
い

る
(

)
︒
つ
ま
り
こ
こ
で
は
主
に
進
化
論
に
依
り
な
が
ら
︑﹁
孔
孟
﹂︑
キ
リ
ス
ト
教
︑
さ
ら
に
は
仏
教
と
い
っ
た
伝
統
的
宗
教
の
不
十

30

分
さ
を
指
摘
し
︑
あ
く
ま
で
も
学
術
的
に
倫
理
学
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
円
了
は
本
書
の
冒
頭
︑
倫
理
学
を
﹁
善

悪
の
標
準
︑
道
徳
の
規
則
を
論
定
し
て
︑
人
の
行
為
挙
動
を
命
令
す
る
学
問
｣(
)
と
し
て
定
義
す
る
︒
そ
し
て
﹁
論
定
﹂
と
い
う
言
葉

31

を
﹁
論
理
上
考
定
究
明
﹂
す
る
こ
と
と
し
︑﹁
仮
定
憶
想
﹂
と
対
比
さ
せ
て
い
る
︒
そ
の
上
で
円
了
は
︑﹁
孔
孟
﹂
に
基
づ
く
修
身
学

等
は
仁
義
礼
譲
を
も
っ
て
人
の
道
と
し
て
い
る
が
︑
そ
の
根
拠
が
定
か
で
は
な
い
と
い
う
︒
ま
た
︑
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
は
天
帝
す
な

わ
ち
神
を
善
悪
の
基
準
と
し
て
い
る
が
︑
や
は
り
考
証
を
欠
い
て
お
り
︑
す
べ
て
は
﹁
仮
想
憶
談
﹂
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
︒
そ
れ
ゆ

え
円
了
は
︑﹁
種
々
の
事
実
を
考
究
し
て
一
定
の
規
則
を
論
立
す
る
﹂
一
種
の
﹁
理
学
﹂
と
し
て
︑
﹁
倫
理
学
﹂
を
打
ち
立
て
よ
う
と

試
み
る
の
で
あ
る
︒
な
お
︑
こ
こ
で
は
﹁
倫
理
学
﹂
と
い
う
用
語
を
円
了
が
用
い
て
い
る
意
味
に
限
定
し
︑
よ
り
一
般
的
な
﹁
道
徳
﹂

と
区
別
し
て
お
き
た
い
︒

さ
て
こ
う
し
た
円
了
の
試
み
は
︑
わ
れ
わ
れ
の
こ
れ
ま
で
の
観
点
か
ら
見
る
と
︑
従
来
道
徳
の
支
え
と
な
っ
て
き
た
諸
宗
教
が
近

代
的
学
知
に
よ
っ
て
批
判
的
に
検
証
さ
れ
︑
そ
の
権
威
を
失
墜
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
背
景
と
し
た
も
の
だ
と
言
え
る
だ
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ろ
う
︒
繰
り
返
す
な
ら
ば
︑
こ
の
よ
う
な
状
況
は
︑
明
治
期
の
日
本
に
固
有
の
問
題
で
あ
る
の
で
は
な
く
︑
ま
ず
は
一
九
世
紀
の
欧

米
社
会
が
直
面
し
た
問
題
で
あ
っ
た
︒
円
了
は
︑
こ
う
し
た
あ
る
種
グ
ロ
ー
バ
ル
な
枠
組
み
の
中
で
︑
最
新
の
進
化
論
や
心
理
学
と

い
っ
た
新
た
な
学
知
を
用
い
て
伝
統
的
諸
宗
教
を
問
い
直
し
︑
改
め
て
﹁
倫
理
学
﹂
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
こ
う
し
た
伝
統
的
な
も
の
に
対
す
る
円
了
の
批
判
的
ま
な
ざ
し
は
︑
加
藤
弘
之
が
総
長
を
つ
と
め
て
い
た
東
京
大
学

に
お
い
て
培
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
実
際
︑
円
了
の
在
学
時
代
に
書
か
れ
た
﹁
排
孟
論
﹂
や
﹁
読
荀
子
﹂
と
い
っ
た
論
考
は
︑
す

べ
て
進
化
論
等
の
新
た
な
実
証
的
学
問
を
尺
度
と
し
て
︑
孟
子
や
荀
子
の
テ
キ
ス
ト
を
批
判
的
に
検
証
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
主
眼
が

あ
る
︒
た
と
え
ば
﹁
排
孟
論
﹂
で
は
︑
孟
子
の
言
う
﹁
惻
隠
の
心
﹂
す
な
わ
ち
他
者
へ
の
共
感
は
︑
自
愛
の
心
が
進
化
し
て
成
立
し

た
も
の
で
あ
り
︑
先
天
的
な
も
の
で
は
な
い
と
の
主
張
を
円
了
は
行
っ
て
い
る
(

)
︒
円
了
は
﹁
性
善
説
﹂
か
﹁
性
悪
説
﹂
か
と
い
っ

32

た
い
わ
ゆ
る
﹁
人
性
論
﹂
を
め
ぐ
る
古
代
の
論
争
に
対
し
て
︑
近
代
的
な
進
化
論
の
立
場
か
ら
再
考
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
(

)
︒

33

ち
な
み
に
﹁
排
孟
論
﹂
が
掲
載
さ
れ
た
﹃
東
洋
学
芸
雑
誌
﹄
は
︑
先
に
見
た
よ
う
に
杉
浦
重
剛
が
創
刊
に
関
わ
っ
て
お
り
︑
日
本
に

科
学
的
思
考
法
を
普
及
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
︒

さ
て
円
了
の
大
学
卒
業
後
に
書
か
れ
た
﹃
倫
理
通
論
﹄
は
︑
そ
う
し
た
学
生
時
代
の
批
判
的
な
学
的
精
神
を
発
展
さ
せ
た
も
の
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒﹁
東
洋
の
修
身
学
﹂
は
仮
定
憶
想
に
す
ぎ
ず
︑
老
荘
の
道
徳
は
実
際
に
適
さ
な
い
と
主
張
す
る
こ
の
テ
キ
ス

ト
に
お
い
て
は
︑
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
仏
教
に
対
し
て
も
批
判
的
な
視
点
を
有
し
て
い
る
︒

そ
の
論
︹
仏
教
︺
あ
る
い
は
高
妙
に
過
ぎ
て
実
際
に
適
せ
ざ
る
と
こ
ろ
あ
り
︒
か
つ
そ
の
道
徳
を
論
ず
る
が
ご
と
き
は
世
間

の
外
に
真
理
を
求
む
る
の
傾
向
あ
り
て
︑
こ
れ
を
実
行
す
る
は
は
な
は
だ
難
し
と
す
る
と
こ
ろ
あ
り
︒
こ
れ
を
実
行
せ
ん
と
欲

せ
ば
︑
ま
ず
こ
れ
を
今
日
の
事
情
に
応
合
し
て
改
良
を
施
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒
こ
れ
他
な
し
︑
仏
教
は
そ
の
実
︑
一
個
人
と
万

79 井上円了における｢仏教｣・｢宗教｣・｢道徳｣・｢哲学｣



物
万
境
の
本
体
な
る
真
如
の
理
性
と
の
関
係
を
示
す
と
こ
ろ
の
一
種
の
純
正
哲
学
に
し
て
︑
実
用
の
倫
理
学
に
あ
ら
ざ
る
に
よ

る
︒
故
に
︑
そ
の
万
心
万
境
の
本
体
を
説
く
に
至
り
て
は
実
に
そ
の
妙
を
究
む
る
も
︑
道
徳
修
身
の
実
用
を
説
く
に
至
り
て
は

大
い
に
迂
遠
な
る
の
評
を
免
れ
ず
︒
し
か
し
て
そ
の
教
え
の
下
等
社
会
に
行
わ
れ
て
世
間
の
道
徳
を
維
持
す
る
が
ご
と
き
は
︑

純
全
た
る
想
像
上
の
宗
教
に
し
て
︑
も
と
よ
り
論
理
を
も
っ
て
組
成
し
た
る
も
の
に
あ
ら
ず
︒
故
に
仏
教
を
も
っ
て
今
日
の
倫

理
学
を
構
定
す
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
な
り
︒
し
か
れ
ど
も
そ
の
教
え
純
正
哲
学
の
原
理
よ
り
成
る
を
も
っ
て
︑
他
日
こ
れ
を
改

良
し
て
︑
よ
く
そ
の
理
を
実
際
に
応
用
す
る
に
至
ら
ば
︑
あ
る
い
は
か
え
っ
て
論
理
の
貫
徹
し
た
る
倫
理
の
一
学
を
構
成
す
る

に
至
る
も
計
る
べ
か
ら
ず
と
い
え
ど
も
︑
そ
の
初
め
て
起
こ
る
や
三
千
年
前
の
古
代
に
あ
り
て
︑
理
学
実
験
の
考
証
を
欠
く
を

も
っ
て
︑
高
妙
の
論
理
も
つ
い
に
空
論
と
な
る
に
至
る
(

)
︒

34

つ
ま
り
仏
教
は
﹁
一
個
人
と
万
物
万
境
の
本
体
な
る
真
如
の
理
性
と
の
関
係
を
示
す
﹂
よ
う
な
﹁
純
正
哲
学
﹂
で
あ
る
が
︑﹁
世
間

の
外
﹂
に
真
理
を
求
め
る
傾
向
が
あ
り
︑
ま
た
﹁
理
学
実
験
の
考
証
を
欠
く
﹂
た
め
に
空
論
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
し
か
し
そ

れ
が
純
正
哲
学
の
原
理
か
ら
成
っ
て
い
る
以
上
︑
儒
教
や
キ
リ
ス
ト
教
に
比
べ
て
仏
教
に
は
可
能
性
が
あ
る
と
円
了
は
考
え
る
の
で

あ
る
︒
た
だ
し
︑﹃
倫
理
通
論
﹄
に
お
い
て
は
︑﹁
今
日
の
倫
理
学
は
︑
従
来
の
諸
教
諸
説
を
離
れ
て
一
種
の
新
基
礎
の
上
に
開
立
せ

ざ
る
べ
か
ら
ず
︒
す
な
わ
ち
理
学
の
原
理
に
基
づ
き
︑
論
理
の
規
則
に
照
ら
し
て
︑
道
徳
修
身
の
道
を
論
定
す
る
を
要
す
る
な
り
｣(
)
35

と
さ
れ
︑
仏
教
の
改
良
の
方
向
を
実
際
に
は
進
め
て
い
な
い
︒

こ
う
し
て
﹃
倫
理
通
論
﹄
で
は
︑
あ
く
ま
で
も
実
証
科
学
と
論
理
の
視
点
に
立
っ
て
︑
倫
理
の
問
題
に
取
り
組
む
と
い
う
ア
プ
ロ
ー

チ
が
採
用
さ
れ
︑﹁
人
生
の
目
的
﹂︑﹁
善
悪
の
標
準
﹂︑﹁
道
徳
本
心
﹂︑﹁
行
為
進
化
﹂︑﹁
心
理
進
化
﹂
と
い
っ
た
ト
ピ
ッ
ク
が
進
化
論

的
・
心
理
学
的
な
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
明
治
二
〇
年
の
﹃
倫
理
通
論
﹄
に
お
い
て
は
︑
批
判
的
な
学
的
精
神
を
も
っ
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て
伝
統
的
な
諸
教
は
判
断
さ
れ
︑
む
し
ろ
倫
理
の
問
題
に
際
し
て
は
︑
実
証
性
お
よ
び
論
理
性
が
重
視
さ
れ
て
い
る
︒
伝
統
的
な
諸

宗
教
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
倫
理
が
自
律
的
に
成
立
し
う
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
︑
こ
こ
で
の
円
了
の
取
り
組
み
は
部
分

的
に
杉
浦
ら
の
﹁
理
学
宗
﹂
の
そ
れ
と
共
通
す
る
部
分
を
有
し
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
︒
実
際
こ
の
書
の
最
後
に
は
﹁
仏
教
も

儒
教
も
道
教
も
ヤ
ソ
教
も
︑
た
だ
ち
に
こ
れ
を
用
い
て
今
日
の
倫
理
学
と
な
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
｣(
)
と
明
言
さ
れ
て
い
る
︒

36

し
か
し
な
が
ら
︑
先
の
引
用
に
も
見
て
取
れ
る
よ
う
に
︑
円
了
は
仏
教
の
改
良
の
可
能
性
を
探
っ
て
い
た
︒
す
で
に
仏
教
は
他
の

宗
教
と
は
異
な
り
﹁
純
正
哲
学
の
原
理
﹂
か
ら
成
る
宗
教
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
︒
実
際
円
了
は
︑﹃
倫
理
通
論
﹄
が
出
版
さ
れ
た
同

年
同
月
の
明
治
二
〇
年
二
月
︑﹃
仏
教
活
論
序
論
﹄
を
出
版
し
(

)
︑﹁
純
正
哲
学
﹂
と
し
て
の
仏
教
を
世
に
問
う
て
い
る
(

)
︒
そ
う
で

37

38

あ
る
以
上
︑
道
徳
の
場
面
に
お
い
て
も
仏
教
を
﹁
実
際
に
応
用
﹂
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
︑﹁
論
理
の
貫
徹
し
た
る
倫
理
﹂
と
な
り
う

る
だ
ろ
う
︒
そ
れ
ゆ
え
円
了
に
と
っ
て
は
︑
道
徳
に
お
け
る
仏
教
と
の
断
絶
は
暫
定
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
︒
﹃
倫
理
通
論
﹄
に
お
い

て
も
︑
一
般
的
な
言
い
方
で
は
あ
る
が
︑﹁
宗
教
は
未
来
の
幸
福
を
目
的
と
す
る
も
︑
そ
の
目
的
に
達
す
る
に
は
現
世
の
勧
善
懲
悪
を

も
っ
て
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒
他
語
を
も
っ
て
こ
れ
を
い
え
ば
︑
道
徳
修
身
は
宗
教
の
目
的
を
達
す
る
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な

り
﹂(
)
と
︑﹁
道
徳
修
身
﹂
と
﹁
宗
教
﹂
の
相
補
性
が
語
ら
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
円
了
が
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑﹁
道
徳
﹂
に

39

と
っ
て
﹁
宗
教
﹂
は
不
可
欠
で
あ
り
︑
か
つ
﹁
宗
教
﹂
に
と
っ
て
﹁
道
徳
﹂
も
ま
た
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
事
態
を
︑﹁
仏
教
﹂
を
中

心
に
示
す
こ
と
な
の
で
あ
る
︒

四
．﹃
教
育
宗
教
関
係
論
﹄

円
了
が
宗
教
と
道
徳
と
の
関
わ
り
を
理
論
的
な
面
だ
け
で
は
な
く
︑
実
際
的
な
面
か
ら
も
考
え
直
し
た
著
作
が
︑
明
治
二
六
年
の

﹃
教
育
宗
教
関
係
論
﹄
で
あ
る
︒
本
書
は
︑
明
治
二
三
年
に
﹃
教
育
勅
語
﹄
が
発
布
さ
れ
︑
そ
の
後
明
治
二
六
年
に
生
じ
た
﹁
内
村
鑑
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三
不
敬
事
件
﹂
を
き
っ
か
け
に
生
じ
た
﹁
教
育
と
宗
教
の
衝
突
﹂
論
争
を
経
た
後
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
徳
育
論
争
以
後
の

円
了
に
お
い
て
は
︑
宗
教
と
道
徳
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒

ま
ず
︑
明
治
二
〇
年
前
後
の
徳
育
論
争
期
に
お
い
て
は
︑
一
般
的
に
﹁
道
徳
教
育
﹂
と
﹁
宗
教
﹂︵
円
了
に
お
い
て
は
﹁
倫
理
﹂
と

﹁
宗
教
﹂︶
と
の
関
わ
り
と
い
う
か
た
ち
で
主
題
化
さ
れ
て
い
た
問
題
が
︑
こ
こ
で
は
﹁
教
育
﹂
と
﹁
宗
教
﹂
と
の
関
係
と
し
て
と
ら

え
直
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
背
景
に
は
も
ち
ろ
ん
︑﹃
教
育
勅
語
﹄
が
﹁
道
徳
の
標
準
﹂
と
し
て
公
式
に
設
定
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
︒
つ

ま
り
﹃
教
育
勅
語
﹄
に
よ
っ
て
﹁
忠
孝
﹂
と
い
っ
た
儒
教
的
徳
目
が
学
校
教
育
の
場
面
で
公
的
に
教
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け

だ
が
︑
そ
の
上
で
︑
あ
ら
た
め
て
道
徳
教
育
と
﹁
宗
教
﹂
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
︑ま
ず
は
こ
の
問
題
に
対
す
る
円
了
の
結
論
か
ら
引
い
て
お
き
た
い
︒
本
書
の
最
後
に
円
了
が
示
す
立
場
は
こ
う
で
あ
る
︒

﹁
余
は
断
言
し
て
教
育
は
勅
語
に
基
づ
き
︑
宗
教
は
仏
教
を
と
る
の
意
見
な
り
﹂(
)
︒
つ
ま
り
﹃
教
育
宗
教
関
係
論
﹄
で
は
︑
ま
ず
は

40

﹁
教
育
﹂︵﹁
道
徳
教
育
﹂︶
と
︑﹁
宗
教
﹂
が
区
別
さ
れ
︑
次
い
で
教
育
に
お
い
て
は
﹁
教
育
勅
語
﹂
を
︑
宗
教
に
お
い
て
は
﹁
仏
教
﹂

を
選
択
す
る
と
い
う
立
場
が
表
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
こ
の
﹁
宗
教
﹂
と
﹁
教
育
﹂
と
の
区
別
な
い
し
分
離
に
つ
い
て
︑
円
了
は
社
会
進
化
論
的
観
点
か
ら
説
明
し
て
い
る
︒

修
身
科
︹
道
徳
教
育
︺
は
従
来
宗
教
の
支
配
を
受
け
て
き
た
り
し
も
の
に
し
て
︑
西
洋
諸
国
は
現
今
と
い
え
ど
も
な
お
宗
教

の
支
配
す
る
と
こ
ろ
と
な
れ
り
︒
こ
れ
西
洋
諸
国
は
政
教
混
同
の
遺
風
今
に
存
す
る
と
︑
宗
教
の
勢
力
な
お
古
来
の
習
慣
に
よ

り
て
盛
ん
な
る
と
に
よ
り
て
な
り
︒
け
だ
し
古
代
に
あ
り
て
は
政
治
︑
法
律
︑
学
問
等
す
べ
て
混
同
し
た
れ
ど
も
︑
社
会
の
進

歩
す
る
に
従
い
そ
の
組
織
複
雑
と
な
り
︑
各
部
分
よ
う
や
く
分
業
す
る
に
至
れ
り
︒
故
に
今
日
に
お
い
て
は
倫
理
修
身
も
宗
教

と
分
離
し
て
こ
れ
を
道
理
上
に
成
り
立
た
し
め
︑
学
術
的
に
講
究
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒
し
か
れ
ど
も
い
か
な
る
宗
教
も
修
身
道
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徳
を
離
れ
た
る
も
の
な
け
れ
ば
︑
今
後
は
修
身
道
徳
を
分
か
ち
て
学
術
的
と
宗
教
的
と
の
二
と
せ
ば
可
な
ら
ん
︒
す
な
わ
ち
学

校
の
修
身
は
学
術
的
に
よ
り
寺
院
の
道
徳
は
宗
教
的
に
よ
る
と
せ
ば
︑
こ
の
間
に
混
雑
を
生
ず
る
憂
い
な
か
る
べ
し
(

)
︒

41

道
徳
は
こ
れ
ま
で
宗
教
の
支
配
を
受
け
て
き
た
︒
キ
リ
ス
ト
教
の
力
が
い
ま
だ
に
強
い
西
洋
諸
国
で
は
︑
な
お
も
宗
教
が
道
徳
を

支
え
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
古
く
か
ら
の
影
響
力
が
残
存
し
て
い
る
か
ら
に
す
ぎ
な
い
︒
円
了
が
こ
こ
で
依
拠
し
て
い
る
ス
ペ
ン
サ
ー

の
﹃
社
会
学
原
理
﹄
な
ど
に
あ
る
考
え
で
は
︑
進
化
し
た
近
代
社
会
に
お
い
て
は
︑
政
治
︑
法
律
︑
学
問
︑
道
徳
と
い
っ
た
諸
領
域

は
互
い
に
区
別
さ
れ
て
い
き
︑
か
つ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
は
互
い
に
連
関
を
強
め
て
い
く
と
さ
れ
る
︒
つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
﹁
未
開
社

会
﹂
で
は
政
治
や
宗
教
︑
学
問
は
す
べ
て
混
然
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
︑﹁
進
化
し
た
社
会
﹂
で
は
諸
領
域
の
分
化
が
進
み
︑
そ
れ

ぞ
れ
が
有
機
的
に
結
び
つ
く
と
考
え
ら
れ
て
い
る
(

)
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
宗
教
﹂
と
﹁
教
育
﹂︵
な
い
し
道
徳
教
育
︶
と
い
う
二
つ
の

42

領
域
も
︑
ま
ず
は
︑
明
確
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒

﹁
宗
教
﹂
と
﹁
道
徳
﹂
の
分
離
の
プ
ロ
セ
ス
は
︑
一
般
に
﹁
世
俗
化
﹂
と
も
呼
ば
れ
る
︒
先
に
も
見
た
よ
う
に
︑
そ
れ
は
一
九
世
紀

の
西
洋
社
会
お
よ
び
日
本
社
会
に
お
い
て
︑
混
乱
を
引
き
起
こ
す
原
因
と
も
な
っ
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑
か
つ
て
道
徳
は
伝
統
的
な
宗

教
に
支
え
ら
れ
て
い
た
が
︑
そ
の
結
び
つ
き
が
自
明
で
は
な
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
道
徳
は
そ
の
基
礎
を
失
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ

う
し
て
︑
宗
教
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
道
徳
を
改
め
て
立
て
直
す
試
み
と
し
て
︑
た
と
え
ば
﹁
学
術
上
に
講
究
﹂
す
る
と
い
う
方
向
が

模
索
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
︒
こ
れ
が
ま
さ
し
く
﹁
理
学
宗
﹂
の
試
み
で
あ
り
︑﹃
倫
理
通
論
﹄
に
お
け
る
円
了
の
試
み
で
も
あ
っ

た
︒
明
治
二
六
年
の
﹃
教
育
宗
教
関
係
論
﹄
に
お
い
て
も
︑
円
了
は
や
は
り
そ
う
し
た
模
索
の
必
要
性
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
︒

し
か
し
他
方
で
︑
宗
教
と
道
徳
は
そ
の
領
域
を
明
確
に
分
け
な
が
ら
も
︑﹁
分
業
﹂
と
い
う
か
た
ち
で
互
い
に
連
関
を
強
め
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
円
了
は
考
え
て
い
る
︒﹃
倫
理
通
論
﹄
と
﹃
教
育
宗
教
関
係
論
﹄
が
明
確
に
異
な
る
の
は
こ
の
点
で
あ
る
︒
そ

83 井上円了における｢仏教｣・｢宗教｣・｢道徳｣・｢哲学｣



こ
で
提
案
さ
れ
る
の
が
︑﹁
修
身
道
徳
﹂
を
﹁
学
術
的
﹂
と
﹁
宗
教
的
﹂
の
二
つ
に
分
け
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
で
あ
る
︒
﹁
学
術
的
﹂

道
徳
は
学
校
に
お
い
て
︑﹁
宗
教
的
道
徳
﹂は
寺
院
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
教
授
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
円
了
の
主
張
と
な
る
︒﹁
す

べ
て
学
校
に
て
教
ゆ
る
も
の
は
智
力
に
訴
え
︑
寺
院
に
て
説
く
と
こ
ろ
は
情
感
に
う
っ
た
う
る
も
の
な
れ
ば
︑
学
校
の
倫
理
は
智
力

的
倫
理
と
し
︑
寺
院
の
道
徳
は
信
仰
的
道
徳
と
す
る
は
そ
の
当
を
得
た
る
も
の
と
い
う
べ
し
﹂(
)
︒
つ
ま
り
先
の
学
術
的
／
宗
教
的

43

と
い
う
区
分
は
︑
学
校
に
お
け
る
﹁
智
力
的
倫
理
﹂︵﹃
倫
理
通
論
﹄
に
お
け
る
﹁
倫
理
﹂
の
用
法
を
引
き
継
い
だ
も
の
︶
と
︑
寺
院

に
お
け
る
﹁
信
仰
的
道
徳
﹂
の
区
分
へ
と
振
り
分
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
前
者
は
あ
る
程
度
学
的
方
向
で
︑
後
者
は
あ
る
程
度
感
情

的
な
方
向
で
進
め
ら
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
学
校
﹂
と
﹁
寺
院
﹂
と
い
う
制
度
的
な
領
域
区
分
に
も
支
え
ら
れ
る
︒
円
了
は
こ
れ
を
﹁
教

育
宗
教
の
二
者
相
た
す
け
相
待
つ
べ
き
主
義
﹂
と
呼
び
︑
こ
の
観
点
か
ら
﹁
学
校
以
外
の
教
育
を
振
起
す
べ
き
必
要
｣(
)
を
唱
え
て

44

様
々
な
実
践
活
動
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
に
し
て
︑﹁
道
徳
教
育
﹂
と
﹁
宗
教
﹂
は
関
係
を
結
ぶ
の
だ
ろ
う
か
︒
あ
る
い
は
言
い
換
え

れ
ば
︑
な
ぜ
﹁
教
育
﹂
は
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
︑﹁
宗
教
﹂
が
必
要
と
さ
れ
る
の
か
︒
そ
し
て
な
ぜ
︑
そ
の
場
合
の
﹁
宗
教
﹂

が
﹁
仏
教
﹂
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
ら
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
︑
円
了
の
実
践
活
動
を
下
支
え
す
る
理
論

的
説
明
か
ら
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒

ま
ず
円
了
に
よ
れ
ば
︑
教
育
は
﹁
心
﹂
の
発
達
︑
つ
ま
り
﹁
心
育
﹂
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
︑
心

の
働
き
で
あ
る
︑﹁
智
情
意
﹂
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
や
規
則
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
(

)
︒
そ
れ
は
﹁
理
学
﹂
の
一
つ
と
し
て
の
心

45

理
学
︵﹁
メ
ン
タ
ル
・
サ
イ
エ
ン
ス
﹂︶
の
仕
事
で
あ
り
︑
そ
の
理
論
を
﹁
実
際
に
適
用
﹂
す
る
こ
と
が
教
育
に
他
な
ら
な
い
︒
そ
れ

に
対
し
て
︑
宗
教
も
ま
た
﹁
心
﹂
を
問
題
と
す
る
の
で
あ
る
が
︑
円
了
に
よ
れ
ば
︑
そ
れ
は
﹁
生
滅
あ
る
心
﹂︵
心
の
﹁
現
象
﹂︶
で

は
な
く
︑
む
し
ろ
﹁
心
体
の
実
在
﹂
あ
る
い
は
﹁
霊
魂
﹂
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
超
経
験
的
な
事
柄
を
明
ら
か
に
す
る
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の
は
﹁
哲
学
﹂
な
い
し
﹁
純
正
哲
学
﹂︵
形
而
上
学
︶
の
仕
事
で
あ
り
︑
そ
れ
を
実
際
に
応
用
し
た
も
の
が
﹁
宗
教
﹂
と
な
る
︒﹁
理

学
﹂
と
﹁
哲
学
﹂
の
区
別
︒
こ
れ
が
﹁
教
育
﹂
と
﹁
宗
教
﹂
の
区
別
に
重
ね
ら
れ
︑
ま
た
円
了
の
思
想
全
体
を
輪
郭
づ
け
る
基
本
的

な
枠
組
み
と
な
る
︒
こ
の
こ
と
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
︑
円
了
の
次
の
文
章
を
引
い
て
お
こ
う
︒

も
し
そ
れ
心
理
学
を
理
学
と
し
純
正
哲
学
を
哲
学
と
す
る
説
に
従
い
︑
教
育
は
理
学
に
属
し
宗
教
は
哲
学
に
基
づ
く
も
の
と

せ
ば
︑
こ
こ
に
理
学
と
哲
学
と
の
関
係
を
一
言
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒
お
よ
そ
世
界
に
は
可
知
的
と
不
可
知
的
と
の
二
種
の
部
分

あ
り
︒
な
か
ん
ず
き
て
理
学
の
研
究
す
る
場
所
は
可
知
的
の
範
囲
に
限
る
も
の
な
り
︒
哲
学
も
ま
た
理
学
的
に
研
究
す
る
学
派

に
あ
り
て
は
可
知
的
の
み
に
と
ど
む
る
も
の
と
す
︒︵
中
略
︶
理
学
は
単
に
相
対
の
上
に
論
じ
哲
学
は
相
対
絶
対
の
上
に
論
ず

る
も
の
な
る
が
故
に
︑
理
学
は
哲
学
に
比
す
れ
ば
そ
の
区
域
狭
隘
な
り
︒
し
か
し
て
哲
学
よ
り
理
学
の
説
く
と
こ
ろ
を
見
れ
ば

は
な
は
だ
浅
薄
な
る
が
ご
と
く
︑
理
学
よ
り
哲
学
の
論
ず
る
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
は
な
は
だ
不
確
実
な
る
が
ご
と
く
思
わ
る
る
な

り
(

)
︒

46

理
学
と
し
て
の
教
育
は
﹁
可
知
的
﹂
な
領
域
を
対
象
と
す
る
一
方
で
︑
純
正
哲
学
と
し
て
の
宗
教
は
﹁
不
可
知
的
﹂
な
領
域
を
対

象
と
す
る
︒
す
で
に
見
た
よ
う
に
︑
前
者
は
﹁
智
情
意
﹂
と
し
て
実
際
に
働
く
心
の
﹁
現
象
﹂
に
︑
後
者
は
そ
れ
を
超
え
た
﹁
心
の

実
体
﹂
な
い
し
﹁
魂
﹂
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
る
︒
円
了
が
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
の
は
︑
可
知
的
と
不
可
知
的
の
二
つ
の
領

域
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
確
か
に
科
学
は
一
方
で
﹁
実
証
性
﹂
や
﹁
論
理
性
﹂
に
よ
っ
て

確
か
な
﹁
可
知
性
﹂
を
獲
得
す
る
︒
つ
ま
り
﹁
理
学
実
験
の
考
証
﹂
に
よ
っ
て
︑
実
証
的
な
倫
理
学
と
い
う
も
の
が
可
能
と
な
る
︒

加
藤
弘
之
や
﹁
理
学
宗
﹂
を
唱
え
た
杉
浦
や
菊
池
は
少
な
く
と
も
学
的
な
レ
ベ
ル
で
は
こ
こ
に
留
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
円
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了
か
ら
す
れ
ば
︑
そ
う
し
た
可
知
的
﹁
現
象
﹂
の
領
域
は
︑
そ
れ
だ
け
で
自
律
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
も
の
で
も
あ
る
︒
た
と
え
ば

実
証
科
学
の
支
え
と
な
っ
て
い
る
﹁
物
体
﹂
に
つ
い
て
︑
そ
の
最
小
単
位
を
考
え
て
み
る
だ
け
で
︑
た
ち
ま
ち
人
智
は
そ
の
答
え
に

窮
し
て
し
ま
う
︒
可
知
的
な
﹁
物
体
﹂
に
つ
い
て
の
探
求
は
︑
つ
ね
に
そ
の
裏
面
に
不
可
知
的
な
も
の
へ
の
通
路
を
開
く
の
で
あ

る
(

)
︒﹁
現
象
﹂
と
し
て
は
現
れ
る
こ
と
は
な
い
が
︑
論
理
の
必
然
か
ら
導
か
れ
る
﹁
実
体
﹂
や
﹁
実
在
﹂
を
扱
う
の
が
円
了
の
言
う

47

﹁
純
正
哲
学
﹂
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑﹁
理
学
﹂
は
﹁
純
正
哲
学
﹂
を
支
え
と
す
る
と
い
う
こ
と
だ
︒
他
方
で
︑﹁
純
正
哲
学
﹂
は
思
弁

に
よ
っ
て
現
象
を
超
え
た
も
の
へ
と
向
か
う
が
︑
そ
れ
は
抽
象
的
な
も
の
へ
と
流
れ
て
い
く
危
険
性
を
有
し
て
い
る
︒
﹁
理
学
は
哲

学
に
比
す
れ
ば
そ
の
区
域
狭
隘
﹂で
あ
り
︑﹁
理
学
よ
り
哲
学
の
論
ず
る
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
は
な
は
だ
不
確
実
な
る
が
ご
と
く
思
わ
る
﹂

の
で
あ
っ
て
︑
だ
か
ら
こ
そ
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
自
律
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
ず
︑
相
補
的
な
関
係
を
結
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
︒

そ
し
て
﹁
教
育
﹂
と
﹁
宗
教
﹂
の
相
補
性
も
ま
さ
し
く
こ
こ
に
存
し
て
い
る
︒
一
方
で
教
育
は
宗
教
か
ら
分
離
さ
れ
た
か
た
ち
で
︑

現
実
的
・
学
術
的
な
レ
ベ
ル
で
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
教
育
は
︑
た
と
え
ば
︵
過
去
世
・
未
来
世
を
除
く
︶﹁
現
在
一
世
﹂

の
道
徳
の
み
を
説
き
︑﹁
社
会
の
制
裁
﹂
を
も
っ
て
不
義
非
道
を
抑
制
す
る
︒
し
か
し
そ
う
し
た
﹁
可
知
的
﹂
領
域
は
そ
れ
自
体
限
界

を
有
し
て
い
る
︒
人
間
の
生
死
の
問
題
は
﹁
現
在
一
世
﹂
を
超
え
た
過
去
や
未
来
の
次
元
を
開
く
も
の
で
あ
る
し
︑
ま
た
人
間
の
善

悪
は
︑
は
た
し
て
﹁
社
会
の
制
裁
﹂
の
み
に
限
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
善
悪
は
個
別
的
な
社
会
を
超
え
た
︑
超
越
的
な
基
礎
を
必
要

と
す
る
の
で
は
な
い
か
︒
少
な
く
と
も
こ
う
し
た
問
い
が
不
可
避
的
に
生
じ
る
以
上
︑
教
育
の
問
題
は
絶
え
ず
宗
教
の
領
域
と
の
接

続
点
を
切
り
開
く
の
で
あ
る
︒﹁
教
育
は
こ
の
世
界
に
対
し
て
道
徳
を
守
ら
し
め
︑
も
っ
て
完
全
な
る
人
物
を
つ
く
ら
ん
と
し
︑
宗
教

は
人
間
以
上
︑
世
界
以
外
の
も
の
に
対
し
て
純
善
な
る
心
性
を
開
か
ん
と
す
る
が
故
な
り
﹂(
)
︒

48

こ
う
し
て
円
了
に
お
い
て
は
︑
諸
宗
教
の
権
威
が
失
わ
れ
た
近
代
に
お
い
て
も
︑﹁
宗
教
﹂
な
し
で
﹁
道
徳
﹂
を
進
め
る
と
い
う
方
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向
は
完
全
に
否
定
さ
れ
る
︒
そ
し
て
こ
の
点
で
円
了
は
︑
加
藤
弘
之
お
よ
び
杉
浦
や
菊
池
の
﹁
理
学
宗
﹂
に
抗
し
つ
つ
︑
な
お
も
﹁
理

学
﹂
と
の
関
わ
り
を
失
わ
ず
に
︑
近
代
社
会
に
お
け
る
﹁
宗
教
﹂
の
領
域
を
定
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
︒﹁
教
育
宗
教
の
二
者
相
た

す
け
相
待
つ
べ
き
主
義
﹂
と
い
う
円
了
の
立
場
は
︑
こ
の
よ
う
な
明
治
中
期
の
道
徳
教
育
を
め
ぐ
る
論
争
に
お
い
て
︑
一
定
の
説
得

力
を
も
っ
て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
一
方
で
は
﹃
倫
理
通
論
﹄
で
示
し
た
近
代
的
な
学
的
精
神
と

矛
盾
せ
ず
︑
ま
た
同
時
に
そ
れ
を
超
越
し
た
宗
教
性
を
切
り
開
く
試
み
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
円
了
は
そ
の
よ
う
な
近
代
に
お
け
る
﹁
宗
教
﹂
と
し
て
︑
他
の
諸
伝
統
で
は
な
く
﹁
仏
教
﹂
を
選
ん
だ
︒
た
だ
し
そ
れ
は

﹁
改
良
﹂
さ
れ
た
﹁
仏
教
﹂
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
す
で
に
見
た
よ
う
に
︑
円
了
が
仏
教
に
可
能
性
を
見
出
し
た
の
は
︑
そ
れ
が
﹁
一

個
人
と
万
物
万
境
の
本
体
な
る
真
如
の
理
性
と
の
関
係
を
示
す
﹂
よ
う
な
﹁
純
正
哲
学
﹂
だ
か
ら
で
あ
る
︒
円
了
の
仏
教
哲
学
に
お

い
て
は
︑
こ
こ
で
言
わ
れ
る
﹁
一
個
人
﹂
な
い
し
﹁
万
物
万
境
﹂
と
︑
そ
の
﹁
本
体
な
る
真
如
﹂
と
の
関
係
は
︑
先
の
﹁
可
知
的
﹂︑

﹁
不
可
知
的
﹂
の
区
別
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
︒
円
了
は
︑
ま
ず
は
科
学
的
諸
法
則
に
よ
っ
て
説
明
可
能
な
﹁
現
象
﹂
と
し
て
の
﹁
万

物
万
境
﹂
と
︑
そ
の
裏
面
に
存
す
る
全
て
の
現
象
の
本
体
と
し
て
の
﹁
真
如
﹂
に
つ
い
て
の
思
弁
的
体
系
と
し
て
︑
仏
教
を
理
論
的

に
﹁
改
良
﹂
し
た
︒
そ
う
し
た
体
系
に
は
先
に
見
た
通
り
科
学
の
領
域
と
宗
教
の
領
域
が
共
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
(

)
︒
し
か
し
仏
教

49

の
教
説
は
﹁
高
妙
﹂
で
あ
り
︑﹁
出
世
間
﹂
へ
と
向
か
う
傾
向
を
依
然
と
し
て
有
し
て
い
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
む
し
ろ
大
乗
仏
教
に
お
け

る
﹁
万
法
是
真
如
︑
真
如
是
万
法
︑
色
即
是
空
︑
空
即
是
色
﹂
と
い
う
真
如
と
万
法
と
の
相
即
的
関
係
を
積
極
的
に
活
か
し
︑
ど
こ

ま
で
も
真
如
を
﹁
世
間
﹂
の
方
へ
と
﹁
応
用
﹂
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
円
了
は
考
え
た
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
て
円
了
は
﹁
宗
教
﹂
す
な
わ
ち
﹁
仏
教
﹂
と
﹁
道
徳
﹂
と
の
分
業
を
︑
現
実
生
活
の
場
面
に
お
い
て
模
索
す
る
︒
そ
れ
が

﹃
教
育
宗
教
関
係
論
﹄
に
お
け
る
具
体
的
な
提
言
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
道
徳
教
育
に
お
け
る
可
知
的
な
領
域
は
﹁
教
育
﹂
＝
﹁
学
校
﹂

が
担
当
し
︑
不
可
知
的
な
領
域
は
﹁
仏
教
﹂
＝
﹁
寺
院
﹂
が
担
当
す
る
と
い
う
円
了
ア
イ
デ
ア
は
︑
こ
の
よ
う
な
背
景
を
も
つ
も
の
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だ
っ
た
︒寺

院
は
一
方
に
は
宗
教
上
衆
人
を
し
て
安
心
せ
し
む
る
講
習
所
に
し
て
︑
一
方
に
は
道
徳
を
練
習
す
る
集
会
所
た
り
︒
こ
れ

を
も
っ
て
︑
寺
院
教
会
は
こ
れ
を
組
織
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
一
物
と
し
て
道
徳
上
の
元
素
を
包
含
せ
ざ
る
な
し
︒
な
に
び
と
と

い
え
ど
も
ひ
と
た
び
こ
の
浄
境
に
入
ら
ば
︑
お
の
ず
か
ら
俗
塵
に
汚
瀆
せ
ら
れ
た
る
邪
念
を
洗
滌
し
︑
清
涼
な
る
道
徳
の
本
心

を
喚
起
す
る
に
至
る
べ
し
(

)
︒

50

円
了
の
提
案
で
は
︑
仏
教
の
寺
院
は
︑
人
間
の
不
可
知
的
な
領
域
に
関
わ
る
実
践
の
練
習
場
と
な
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
︒
そ
れ

は
現
実
的
な
場
所
か
ら
離
れ
て
自
身
の
﹁
心
﹂
を
見
つ
め
︑﹁
心
の
本
体
﹂
に
あ
る
﹁
道
徳
の
本
心
﹂
を
喚
起
す
る
道
場
と
し
て
の
役

割
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
仏
教
の
方
も
学
校
教
育
に
よ
っ
て
改
良
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
仏
教
に
な
お
も
含
ま
れ

る
よ
う
な
﹁
迷
信
﹂
は
教
育
に
よ
っ
て
振
り
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
ま
た
仏
教
者
・
宗
教
者
自
身
に
も
知
識
の
進
歩
が
必
要
で

あ
り
︑
そ
の
た
め
に
は
学
校
教
育
が
必
要
な
の
で
あ
る
︒

む
す
び
に

以
上
わ
れ
わ
れ
は
︑
明
治
中
期
の
道
徳
教
育
を
め
ぐ
る
論
争
を
背
景
に
︑
井
上
円
了
の
﹁
仏
教
﹂・
﹁
宗
教
﹂
・﹁
道
徳
﹂・
﹁
哲
学
﹂

と
い
っ
た
諸
領
域
の
輪
郭
づ
け
を
見
て
き
た
︒
こ
れ
に
よ
り
円
了
が
︑﹁
宗
教
﹂
と
し
て
の
﹁
仏
教
﹂
を
伝
統
的
諸
宗
教
の
権
威
が
失

わ
れ
た
近
代
社
会
に
お
い
て
︑
ど
の
よ
う
な
方
向
へ
と
﹁
改
良
﹂
し
た
の
か
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒
そ
れ
は
近
代
科
学
に
よ
っ
て
生

じ
た
道
徳
的
な
空
隙
を
埋
め
る
べ
く
︑
科
学
と
矛
盾
せ
ず
︑
か
つ
科
学
を
超
越
し
た
領
域
を
開
く
﹁
宗
教
﹂
と
し
て
﹁
仏
教
﹂
を
再
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構
築
す
る
試
み
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
﹁
仏
教
﹂
を
︑
円
了
は
﹁
智
力
情
感
両
全
の
宗
教
﹂
や
﹁
哲
学
的
宗
教
﹂
と
呼
ん
だ
わ
け

で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
こ
の
よ
う
な
文
脈
か
ら
円
了
の
議
論
を
辿
っ
て
み
る
と
︑
そ
れ
が
伝
統
と
ど
の
程
度
接
続
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
に

つ
い
て
︑
あ
ら
た
め
て
問
い
直
す
必
要
が
生
じ
る
と
思
わ
れ
る
︒
円
了
に
と
っ
て
は
︑
ま
ず
は
﹁
近
代
﹂
と
い
う
時
代
が
有
す
る
一

般
的
な
危
機
が
問
題
で
あ
っ
た
︒
そ
の
問
題
に
取
り
組
む
た
め
に
円
了
は
仏
教
的
諸
伝
統
へ
と
目
を
向
け
る
わ
け
で
あ
る
が
︑
そ
こ

に
お
い
て
は
あ
く
ま
で
も
危
機
に
対
す
る
こ
と
が
主
眼
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
近
代
に
お
け
る
﹁
宗
教
﹂・﹁
道
徳
﹂・﹁
哲
学
﹂
と
い
っ

た
諸
領
域
の
区
分
と
と
も
に
︑﹁
仏
教
﹂
を
再
構
築
す
る
必
要
が
あ
っ
た
︒
そ
の
よ
う
な
方
向
を
突
き
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
お
そ

ら
く
は
円
了
が
提
示
す
る
﹁
哲
学
的
仏
教
﹂
は
︑
伝
統
的
な
仏
教
諸
宗
か
ら
離
れ
︑
ま
っ
た
く
独
自
の
形
体
を
と
る
可
能
性
が
あ
る
︒

実
際
︑
円
了
が
晩
年
構
想
し
た
の
は
︑
よ
り
抽
象
的
な
﹁
哲
学
宗
﹂
で
あ
っ
た
︒
円
了
は
生
涯
を
通
じ
て
あ
く
ま
で
も
﹁
仏
教
﹂

こ
そ
が
﹁
将
来
の
宗
教
﹂
に
相
応
し
い
と
考
え
て
い
た
が
︑﹁
仏
教
も
信
ぜ
ず
︑
ヤ
ソ
教
も
信
ぜ
ざ
る
も
の
が
多
い
﹂
と
い
う
日
本
社

会
の
現
状
を
鑑
み
る
と
︑
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
に
対
し
て
は
む
し
ろ
﹁
新
宗
教
を
作
り
て
︑
授
く
る
必
要
が
あ
る
﹂(
)
と
も
考
え
た
︒

51

そ
し
て
﹁
今
新
た
に
哲
学
の
道
理
に
基
づ
き
て
︑
新
宗
教
を
設
置
し
て
も
︑
仏
教
は
必
ず
こ
れ
を
容
認
し
て
︑
そ
の
一
部
と
見
な
す

に
相
異
な
い
﹂(
)
と
し
て
︑﹁
哲
学
上
新
宗
教
の
考
案
﹂
を
示
し
て
い
る
︒

52

﹁
哲
学
宗
﹂
の
詳
し
い
内
実
に
つ
い
て
は
︑
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
︒
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
︑
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま

で
確
認
し
て
き
た
文
脈
か
ら
︑
ひ
と
つ
の
問
い
を
示
し
て
お
き
た
い
︒
円
了
が
考
案
す
る
﹁
哲
学
宗
﹂
は
︑﹁
南
無
阿
弥
陀
仏
﹂
の
代

わ
り
に
﹁
南
無
絶
対
無
限
尊
﹂
を
本
尊
に
立
て
︑
そ
れ
に
対
す
る
﹁
信
仰
心
を
呼
び
起
こ
し
︑
雑
念
を
払
い
去
る
﹂
こ
と
を
教
え
る

一
種
の
﹁
宗
教
﹂
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
﹁
宗
教
﹂
を
円
了
は
﹁
道
徳
山
哲
学
寺
﹂
と
も
呼
ん
で
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
試
み
は
︑
諸

宗
教
の
権
威
が
失
わ
れ
た
近
代
に
お
い
て
︑﹁
理
学
宗
﹂
が
﹁
理
学
﹂
に
訴
え
て
ま
っ
た
く
新
し
い
道
徳
を
構
築
し
た
の
と
同
じ
よ
う
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に
︑﹁
哲
学
﹂と
い
う
学
問
に
訴
え
て
構
築
さ
れ
た
ま
っ
た
く
新
し
い
新
宗
教
な
い
し
代
替
宗
教
で
あ
っ
た
︒
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑

円
了
の
言
う
﹁
哲
学
﹂
の
意
味
は
根
本
か
ら
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒
そ
し
て
︑﹁
哲
学
﹂
と
﹁
仏
教
﹂
等
の
﹁
東
洋

的
﹂
な
伝
統
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
︑
や
は
り
あ
ら
た
め
て
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒

【
註
︼

(
１
)
井
上
円
了
﹃
教
育
宗
教
関
係
論
﹄﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
一
一
巻
︑
東
洋
大
学
︑
一
九
九
二
年
︹
一
八
九
三
年
︺︑
四
三
五
頁
︒

(
２
)
同
上
︑
四
四
一
頁
︒

(
３
)
た
だ
し
︑
留
学
生
に
哲
学
を
学
ば
せ
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
は
︑
円
了
の
他
︑
多
く
の
留
学
生
を
東
大
に
送
っ
た
︑
当
時
の
真
宗
大
谷
派
の

宗
務
総
長
石
川
瞬
台
が
構
想
し
た
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
多
屋
頼
俊
﹁
石
川
俊
台
と
東
本
願
寺
﹂﹃
講
座
近
代
仏
教
﹄

第
二
巻
︑
法
蔵
館
︑
一
九
六
一
年
︒

(
４
)
新
田
義
弘
﹁
井
上
円
了
の
現
象
即
実
在
論
︱
︱
﹃
仏
教
活
論
﹄
か
ら
﹃
哲
学
新
案
﹄
へ
﹂﹃
井
上
円
了
と
西
洋
思
想
﹄︑
東
洋
大
学
井
上
円

了
研
究
会
第
二
部
会
︑
一
九
八
八
年
︒

(
５
)
オ
リ
オ
ン
・
ク
ラ
ウ
タ
ウ
は
︑
近
年
の
近
代
仏
教
研
究
の
成
果
を
整
理
し
つ
つ
︑﹁
仏
教
B
uddhism
﹂
と
い
う
概
念
が
︑
ま
ず
は
一
九
世

紀
の
欧
米
の
東
洋
学
者
た
ち
に
よ
る
想
像
的
な
構
築
物
と
し
て
形
成
さ
れ
︑
そ
れ
が
一
八
九
三
年
の
シ
カ
ゴ
万
国
宗
教
会
議
な
ど
を
通

し
て
広
く
ア
ジ
ア
各
国
へ
と
︵
必
ず
し
も
一
方
的
で
な
い
か
た
ち
で
︶
共
有
さ
れ
て
行
く
プ
ロ
セ
ス
を
描
き
出
し
て
い
る
︒
オ
リ
オ
ン
・

ク
ラ
ウ
タ
ウ
﹃
近
代
思
想
史
と
し
て
の
仏
教
﹄︑
法
蔵
館
︑
二
〇
一
二
年
︒

(
６
)
磯
前
順
一
﹃
近
代
日
本
の
宗
教
言
説
と
そ
の
系
譜
︱
︱
宗
教
・
国
家
・
神
道
﹄︑
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
三
年
︒
深
澤
英
隆
﹃
啓
蒙
と
霊
性

︱
︱
近
代
宗
教
言
説
の
生
成
と
変
容
﹄︑
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
六
年
︒
星
野
靖
二
﹃
近
代
日
本
の
宗
教
概
念
﹄︑
有
志
社
︑
二
〇
一
二
年
︒

(
７
)
井
上
円
了
﹃
仏
教
活
論
序
論
﹄﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
三
巻
︑
東
洋
大
学
︑
一
九
八
七
年
︹
一
八
八
七
年
︺︑
三
五
八
頁
︒

(
８
)
井
上
円
了
﹃
奮
闘
哲
学
﹄﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
二
巻
︑
東
洋
大
学
︑
一
九
八
七
年
︹
一
九
一
七
年
︺︑
四
三
一
頁
︒

(
９
)
近
代
仏
教
思
想
を
様
々
な
源
泉
か
ら
﹁
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
﹂
と
し
て
理
解
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
は
︑
ト
マ
ス
・
ツ
イ
ー
ド
ら
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が
示
し
て
い
る
︒
T
hom
as
A
.T
w
eed,the
A
m
erican
E
ncounter
w
ith
B
uddhism
1844-1912,N
orth
C
arolina:the
U
niversity

of
N
orth
C
arolina
Press,2000.

(
)
円
了
自
身
は
こ
の
対
比
を
﹁
有
形
﹂・﹁
無
形
﹂
と
い
う
表
現
を
用
い
て
述
べ
て
い
る
︒﹁
わ
が
国
は
維
新
以
来
有
形
の
文
明
大
い
に
進
歩

10

し
た
り
と
い
え
ど
も
︑
無
形
の
文
明
は
い
ま
だ
さ
ほ
ど
に
発
達
せ
ざ
る
な
り
﹂︒
井
上
円
了
﹃
教
育
宗
教
関
係
論
﹄︑
前
掲
書
︑
四
四
六

頁
︒

(
)
通
常
﹁
徳
育
論
争
﹂
と
呼
ば
れ
る
の
は
︑
明
治
二
〇
年
一
一
月
に
発
表
さ
れ
た
加
藤
弘
之
の
﹁
徳
育
に
付
て
の
一
案
﹂
に
始
ま
り
︑
明
治

11

二
三
年
の
﹃
教
育
勅
語
﹄
発
布
ま
で
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
論
争
を
指
す
︒
た
だ
し
本
論
で
は
︑
そ
の
前
後
を
含
め
た
時
期
に
お
け
る
道

徳
教
育
を
め
ぐ
る
論
争
全
体
を
取
り
扱
う
︒

(
)
﹁
教
育
と
宗
教
の
衝
突
﹂
論
争
に
つ
い
て
は
︑
拙
論
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
長
谷
川
琢
哉
﹁
円
了
と
哲
次
郎
︱
︱
第
二
次
﹁
教
育
と
宗
教
の

12

衝
突
﹂
論
争
を
中
心
と
し
て
﹂﹃
井
上
円
了
セ
ン
タ
ー
年
報
﹄
第
二
二
号
︑
二
〇
一
三
年
︒

(
)
加
藤
弘
之
﹃
徳
育
方
法
案
﹄︑
哲
学
書
院
︑
一
八
八
七
年
︒

13
(
)
同
上
︑
二
～
三
頁
︒

14
(
)
同
上
︑
一
二
頁
︒

15
(
)
加
藤
弘
之
﹃
道
徳
法
律
進
化
の
理
﹄︑
博
文
館
︑
一
九
〇
三
年
な
ど
︒
加
藤
の
進
化
論
的
道
徳
論
に
つ
い
て
は
以
下
に
詳
し
い
︒
松
本
三

16

之
助
﹃﹁
利
己
﹂
と
他
者
の
は
ざ
ま
で
︱
︱
近
代
日
本
に
お
け
る
社
会
進
化
思
想
﹄︑
以
文
社
︑
二
〇
一
七
年
︒
お
よ
び
田
中
友
香
理
﹁
日

露
戦
後
に
お
け
る
社
会
進
化
論
の
行
方
︱
加
藤
弘
之
の
﹃
自
然
と
倫
理
﹄・﹃
国
家
の
統
治
権
﹄
を
め
ぐ
っ
て
︱
﹂﹃
社
会
文
化
史
学
会
﹄

第
六
〇
号
︑
二
〇
一
七
年
︒

(
)
加
藤
弘
之
﹃
徳
育
方
法
案
﹄︑
前
掲
書
︑
一
三
頁
︒

17
(
)
加
藤
の
反
宗
教
的
傾
向
に
つ
い
て
は
︑
拙
論
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
長
谷
川
琢
哉
﹁
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
英
国
に
お
け
る
不
可
知
論
と
井

18

上
円
了
﹂﹃
井
上
円
了
セ
ン
タ
ー
年
報
﹄
第
二
五
巻
︑
東
洋
大
学
︑
二
〇
一
六
年
︒
ま
た
︑
加
藤
弘
之
の
進
化
論
と
そ
の
反
宗
教
性
に
つ

い
て
は
以
下
に
詳
し
い
︒
G
.C
linton
G
odart,D
arw
in,D
harm
a,and
the
D
ivinity:E
volution
T
heory
and
R
eligion
in
Japan,

H
onolulu:
U
niversity
of
H
aw
ai’iPress,2017.

(
)
加
藤
弘
之
﹃
徳
育
方
法
案
﹄︑
前
掲
書
︑
四
〇
頁
︒

19
(
)
齋
藤
知
明
﹃
近
代
日
本
の
宗
教
教
育
論
の
諸
相
︱
︱
明
治
中
期
を
中
心
に
﹄︑
学
位
請
求
論
文
︑
大
正
大
学
︑
二
〇
一
四
年
︒

20
(
)
中
野
目
徹
は
政
教
社
周
辺
の
グ
ル
ー
プ
を
︑
東
京
大
学
や
札
幌
農
学
校
で
学
び
︑
さ
ら
に
は
卒
業
後
東
京
英
語
学
校
や
哲
学
館
で
教
員

21
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と
な
っ
た
﹁
明
治
の
青
年
﹂
た
ち
と
し
て
特
徴
づ
け
て
い
る
︒
彼
ら
は
一
様
に
進
化
論
な
ど
の
新
し
い
教
養
を
身
に
着
け
︑﹁
天
保
の
老

人
﹂
に
抗
し
て
日
本
の
﹁
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
﹂
す
な
わ
ち
﹁
国
粋
﹂
を
擁
護
す
る
と
い
う
言
論
活
動
を
行
っ
た
︒
そ
の
限
り
に
お
い
て
︑

井
上
円
了
と
杉
浦
重
剛
︑
菊
池
熊
太
郎
は
︑
あ
る
程
度
共
通
し
た
教
養
と
問
題
意
識
を
有
し
た
﹁
明
治
の
青
年
﹂
で
も
あ
っ
た
の
で
あ

る
︒
中
野
目
徹
﹃
政
教
社
の
研
究
﹄︑
思
文
閣
︑
一
九
九
三
年
︒
お
よ
び
同
﹃
明
治
の
青
年
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹄︑
吉
川
弘
文
堂
︑
二
〇

一
四
年
︒

(
)
菊
池
熊
太
郎
﹁
加
藤
君
の
道
徳
教
育
方
法
案
を
読
む
﹂﹃
大
日
本
教
育
会
雑
誌
﹄
第
七
〇
号
︑
一
八
八
七
年
︒

22
(
)
同
上
︑
八
八
二
頁
︒

23
(
)
杉
浦
重
剛
﹁
立
志
苦
学
談
﹂﹃
日
本
の
精
神
﹄︑
広
文
堂
︑
一
九
一
六
年
︑
一
六
～
一
七
頁
︒

24
(
)
ジ
ョ
ン
・
Ｗ
・
ド
レ
イ
パ
ー
︵
平
田
寛
訳
︶﹃
科
学
と
宗
教
の
闘
争
史
﹄︑
社
会
思
想
社
︑
一
九
六
八
年
︒

25
(
)
A
nthony
Sym
ondson
(ed.),T
he
V
ictorian
C
risis
of
Faith,L
ondon:
SPC
K
,1970.

26
(
)
中
里
良
男
に
よ
れ
ば
︑
杉
浦
が
そ
う
し
た
試
み
を
具
体
的
に
学
ん
だ
の
は
︑
一
九
世
紀
の
ロ
ン
ド
ン
で
活
躍
し
た
科
学
者
︑
ウ
ィ
リ
ア

27

ム
・
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
︵
W
illiam
K
ingdon
C
liford:
1845～
1875︶
を
通
し
て
で
あ
る
と
い
う
︒
中
里
良
男
﹁
教
育
者
の
宗
教
観
﹂﹃
明

治
思
想
家
の
宗
教
観
﹄︑
大
倉
出
版
︑
一
九
七
五
年
︒

(
)
杉
浦
重
剛
﹁
徳
育
の
前
途
﹂﹃
大
日
本
教
育
会
雑
誌
﹄
第
六
八
号
︑
一
八
八
七
年
︒

28
(
)
菊
池
熊
太
郎
﹁
理
学
宗
﹂﹃
大
日
本
教
育
会
雑
誌
﹄
第
七
四
号
︑
一
八
八
八
年
︑
一
八
〇
頁
︒

29
(
)
田
島
孝
﹁
解
説
︱
︱
井
上
円
了
の
倫
理
学
﹂﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
一
一
巻
︑
東
洋
大
学
︑
一
九
九
二
年
︒
お
よ
び
柴
田
隆
行
﹁
井
上
円

30

了
の
倫
理
学
﹂﹃
井
上
円
了
セ
ン
タ
ー
年
報
﹄
第
二
五
号
︑
東
洋
大
学
︑
二
〇
一
六
年
︒

(
)
井
上
円
了
﹃
倫
理
通
論
﹄﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
一
一
巻
︑
前
掲
書
︑
一
八
頁
︒

31
(
)
井
上
円
了
﹁
排
孟
論
﹂﹃
東
洋
学
芸
雑
誌
﹄
第
二
八
号
︑
一
八
八
四
年
︒

32
(
)
た
だ
し
︑
こ
う
し
た
表
面
的
な
論
述
の
背
景
に
︑
少
年
時
代
か
ら
円
了
が
儒
教
を
深
く
学
ん
で
い
た
こ
と
は
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ

33

ろ
う
︒
円
了
の
言
説
の
内
に
明
確
に
現
れ
て
く
る
レ
ベ
ル
で
は
な
く
と
も
︑
思
想
の
根
底
に
は
中
国
思
想
の
伝
統
が
透
か
し
見
え
る
可

能
性
が
あ
る
︒
佐
藤
将
之
﹁
井
上
円
了
思
想
に
お
け
る
中
国
哲
学
の
位
置
﹂﹃
井
上
円
了
セ
ン
タ
ー
年
報
﹄
第
二
一
号
︑
東
洋
大
学
︑
二

〇
一
二
年
︒

(
)
井
上
円
了
﹃
倫
理
通
論
﹄︑
前
掲
書
︑
三
一
頁
︒

34
(
)
同
上
︑
三
二
頁
︒

35
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(
)
同
上
︑
一
三
四
～
一
三
五
頁
︒

36
(
)
﹃
仏
教
活
論
﹄
お
よ
び
そ
の
他
の
哲
学
的
著
作
の
初
出
・
発
行
年
月
日
に
つ
い
て
は
以
下
に
詳
し
い
︒
三
浦
節
夫
﹃
井
上
円
了
︱
︱
日
本

37

近
代
の
先
駆
者
の
生
涯
と
思
想
﹄︑
教
育
評
論
社
︑
二
〇
一
六
年
︒

(
)
井
上
円
了
﹃
仏
教
活
論
序
論
﹄
前
掲
書
︒
な
お
︑
円
了
の
仏
教
的
純
正
哲
学
に
つ
い
て
は
拙
論
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
長
谷
川
琢
哉
﹁
ラ
フ

38

カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
︿
高
等
仏
教
﹀
と
井
上
円
了
﹂﹃
井
上
円
了
セ
ン
タ
ー
年
報
﹄
第
二
三
号
︑
東
洋
大
学
︑
二
〇
一
四
年
︒

(
)
井
上
円
了
﹃
倫
理
通
論
﹄︑
前
掲
書
︑
二
三
頁
︒

39
(
)
井
上
円
了
﹃
教
育
宗
教
関
係
論
﹄︑
前
掲
書
︑
四
八
二
頁
︒

40
(
)
同
上
︑
四
七
三
頁
︒

41
(
)
ス
ペ
ン
サ
ー
の
社
会
進
化
論
で
は
︑
未
開
の
社
会
で
は
あ
ら
ゆ
る
領
域
が
混
然
一
体
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
進
化
し
た
社
会
は
分

42

業
が
進
み
︑
よ
り
有
機
的
な
連
関
が
強
ま
る
と
さ
れ
る
︒
H
erbert
Spencer,
Principles
of
Sociology,
T
he
W
orks
of
H
erbert

Spencer,O
snabrük:
O
tto
Z
eller,1966.

(
)
井
上
円
了
﹃
教
育
宗
教
関
係
論
﹄︑
前
掲
書
︑
四
七
三
頁
︒

43
(
)
井
上
円
了
﹃
奮
闘
哲
学
﹄﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
二
巻
︑
東
洋
大
学
︑
一
九
八
七
年
︹
一
九
一
七
︺︑
四
一
一
頁
︒

44
(
)
心
を
﹁
智
情
意
﹂
の
三
区
分
で
論
じ
る
と
い
う
方
法
は
︑
円
了
の
著
作
の
中
に
散
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
︑
こ
う
し
た
考
え
方
が
明
治

45

の
日
本
に
広
ま
っ
た
の
は
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
ベ
イ
ン
の
著
作
が
き
っ
か
け
と
な
っ
た
︒
山
下
恒
男
﹃
日
本
人
の
﹁
心
﹂
と
心
理
学
の
問

題
﹄︑
現
代
書
館
︑
二
〇
〇
四
年
︒

(
)
井
上
円
了
﹃
教
育
宗
教
関
係
論
﹄︑
前
掲
書
︑
四
五
六
～
四
五
八
頁
︒

46
(
)
円
了
の
こ
う
し
た
議
論
は
︑
ス
ペ
ン
サ
ー
の
﹃
第
一
原
理
﹄
か
ら
大
き
な
示
唆
を
得
た
も
の
で
あ
る
︒
詳
し
く
は
拙
論
を
参
照
さ
れ
た

47

い
︒
長
谷
川
琢
哉
﹁
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
︿
高
等
仏
教
﹀
と
井
上
円
了
﹂︑
前
掲
書
︒

(
)
井
上
円
了
﹃
教
育
宗
教
関
係
論
﹄︑
前
掲
書
︑
四
五
九
頁
︒

48
(
)
円
了
の
仏
教
的
純
正
哲
学
の
基
本
構
造
は
︑
大
乗
仏
教
に
お
け
る
﹁
不
可
称
不
可
説
﹂
な
る
﹁
真
如
﹂
を
︑
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー

49

の
﹁
不
可
知
的
実
在
︵
U
nknow
n
R
eality
︶﹂
と
重
ね
合
わ
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
ス
ペ
ン
サ
ー
は
﹃
第
一
原
理
﹄
に
お
い

て
︑
宇
宙
の
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
﹁
進
化
の
法
則
︵
単
純
な
も
の
か
ら
複
雑
な
も
の
へ
の
移
行
︶﹂
に
よ
っ
て
説
明
す
る
と
い
う
進
化
論
哲

学
を
形
成
し
た
︒
進
化
の
法
則
等
の
科
学
的
諸
法
則
︵﹁
質
量
保
存
則
﹂︑﹁
エ
ネ
ル
ギ
ー
保
存
則
﹂
等
︶
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
と
い
う

意
味
で
︑
あ
ら
ゆ
る
現
象
は
﹁
可
知
的
な
も
の
︵
the
K
now
able︶﹂
と
し
て
規
定
さ
れ
る
︒
し
か
し
ス
ペ
ン
サ
ー
は
宇
宙
の
進
化
現
象
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︵
お
よ
び
退
化
現
象
︶
の
背
後
に
︑
そ
れ
ら
を
生
ぜ
し
め
︑
あ
ら
ゆ
る
活
動
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
﹁
第
一
原
因
︵
FirstC
ause︶﹂
を

見
出
し
て
い
る
︒
そ
れ
が
﹁
不
可
知
的
実
在
﹂
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
人
間
の
有
限
な
認
識
を
超
越
し
た
﹁
絶
対
﹂
な
い
し
﹁
無
限
﹂

と
さ
れ
る
︒
こ
う
し
て
ス
ペ
ン
サ
ー
の
﹃
第
一
原
理
﹄
で
は
︑
科
学
的
・
経
験
的
な
も
の
の
背
後
に
︑
そ
れ
ら
を
生
み
出
す
﹁
力
﹂
と
な

る
よ
う
な
超
越
的
か
つ
神
秘
的
な
﹁
実
在
﹂
を
肯
定
す
る
も
の
と
な
る
︒
円
了
は
こ
う
し
た
ス
ペ
ン
サ
ー
の
議
論
を
受
容
し
︑﹁
不
可
知

的
実
在
﹂
と
﹁
可
知
的
現
象
﹂
と
の
関
係
を
︑﹃
大
乗
起
信
論
﹄
に
あ
る
よ
う
な
﹁
不
可
称
︑
不
可
説
﹂
な
る
﹁
真
如
﹂
と
﹁
万
法
﹂
と

の
関
係
に
重
ね
合
わ
せ
︑
仏
教
的
な
純
正
哲
学
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
︒
詳
し
く
は
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
長
谷
川
琢
哉
﹁
井
上
円

了
の
仏
教
改
良
︱
︱
そ
の
思
想
史
的
・
哲
学
的
背
景
の
解
明
︱
︱
﹂﹃
国
際
井
上
円
了
研
究
﹄
第
五
号
︑
東
洋
大
学
︑
二
〇
一
七
年
︒

(
)
井
上
円
了
﹃
教
育
宗
教
関
係
論
﹄︑
前
掲
書
︑
四
七
四
頁
︒

50
(
)
井
上
円
了
﹃
奮
闘
哲
学
﹄︑
前
掲
書
︒

51
(
)
同
上
︒

52
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