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で
定
義
し
な
い
、
争
い
を
欠
い
た
討
論
を
す
る
彼
の
人
柄
が
あ

っ
た
。
他
人
を
批
判
す
る
場
合
も
、
そ
れ
は
自
分
の
立
場
を
強

化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
の
目
的
は
も
つ
れ

た
問
題
を
解
き
、
凝
結
し
た
、
自
己
満
足
な
考
え
を
溶
か
す
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
ブ
ラ
フ
ト
の
研
究
発
表
や
書
物
の
み

な
ら
ず
、
長
年
の
話
し
合
い
を
踏
ま
え
て
彼
の
宗
教
哲
学
を
紹

介
し
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
の
意
味
で
、
本
論
は
客
観
的
な
記

述
よ
り
も
私
的
な
同
化
作
用
に
近
い
紹
介
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
。
と
同
時
に
、
私
は
論
証
の
詳
細
を
省
略
し
て
結
論
に
焦
点

を
集
中
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
師
が
言
う
﹁
宗
教
的
現
実
﹂
に

師
が
ど
の
よ
う
に
近
づ
い
た
の
か
を
、
読
者
が
把
握
で
き
る
こ

と
を
希
望
し
て
い
る
。

ブ
ラ
フ
ト
の
思
想
を
一
言
で
言
え
ば
、pontifical 

と
呼
べ
る

こ
の
夏
休
み
の
数
週
間
に
わ
た
っ
て
も
う
一
度
ヤ
ン･

ヴ
ァ

ン･

ブ
ラ
フ
ト
︵
一
九
二
八
年
～
二
〇
〇
七
年
）
の
諸
論
文
を

読
む
こ
と
は
、
私
に
特
別
な
快
楽
を
刻
ん
だ
。
ブ
ラ
フ
ト
先
生

に
つ
い
て
の
お
よ
そ
三
十
年
間
の
思
い
出
を
、
た
と
え
文
書
の

上
の
み
で
あ
っ
て
も
、
た
だ
単
に
味
わ
う
機
会
を
与
え
ら
れ
た

だ
け
で
は
な
く
、
先
生
の
思
想
の
全
貌
や
方
向
性
を
よ
り
よ
く

理
解
す
る
の
に
役
立
っ
た
。
哲
学
者
と
し
て
ブ
ラ
フ
ト
は
極
め

て
組
織
的
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
自
分
自
身
の
思
想
を
包
括
に

ま
と
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
彼
の
関
心
は
自
分
の

足
を
し
っ
か
り
と
大
地
に
つ
け
な
が
ら
、
人
生
の
物
事
を
見
つ

め
、
そ
し
て
そ
こ
で
見
た
こ
と
を
整
理
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

ブ
ラ
フ
ト
の
著
作
お
よ
び
人
格
が
相
手
に
も
た
ら
す
特
別
な
バ

ラ
ン
ス
感
覚
の
背
景
に
は
、
自
分
の
考
え
を
人
に
反
対
し
て
ま

講
演
Ⅰ   

ヤ
ン
・
ヴ
ァ
ン･

ブ
ラ
フ
ト
の
著
作
に
お
け
る
宗
教
思
想

Ｊ
・
Ｗ
・
ハ
イ
ジ
ッ
ク
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だ
ろ
う
。
ロ
ー
マ
の
教
皇
権
か
ら
連
想
で
き
る
独
断
的
、
温
情

主
義
的
な
の
意
味
の
含
蓄
は
さ
て
お
き
、
そ
の
言
葉
の
語
源
で

あ
る
﹁
橋
作
り
﹂
の
意
味
で
。
私
は
こ
こ
で
で
き
る
限
り
ブ
ラ

フ
ト
の
言
葉
を
使
い
な
が
ら
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
﹁
宗
教
思
想
﹂

の
こ
の
側
面
を
強
調
し
て
論
述
を
試
み
る
。

宗
教
と
宗
教
と
の
間
の
橋

南
山
宗
教
文
化
研
究
所
の
創
立
所
長
と
し
て
、
ブ
ラ
フ
ト
は

自
分
の
役
割
を
他
宗
教
と
の
対
話
を
進
め
る
キ
リ
ス
ト
教
系
研

究
所
と
同
じ
く
、種
々
の
宗
教
的
伝
統
の
相
違
点
に
つ
い
て
﹁
話

し
尽
く
す
﹂
と
と
も
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
西
洋
に
お
け
る
精
神

史
と
そ
れ
と
大
い
に
異
な
る
東
洋
に
お
け
る
精
神
史
と
の
﹁
両

方
通
行
の
橋
﹂
を
架
け
る
こ
と
と
み
な
し
た
。
し
か
も
戦
後
日

本
の
場
合
は
、
諸
宗
教
の
関
係
を
調
整
す
る
責
任
を
国
家
や
政

治
経
済
の
範
囲
か
ら
宗
教
者
自
体
に
移
し
て
、
宗
教
伝
統
そ
の

も
の
の
根
本
的
な
精
神
に
従
っ
て
宗
教
間
の
対
話
を
再
定
義
す

る
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
た1

。

ブ
ラ
フ
ト
が
考
え
た
対
話
は
ま
ず
何
よ
り
も
思
想
の
対
話
で

あ
り
、
特
定
の
組
織
宗
教
の
代
表
者
の
間
の
形
式
的
な
こ
と
で

な
く
、
む
し
ろ
特
定
の
宗
教
的
伝
統
を
以
っ
て
徹
底
的
に
形
成

さ
れ
て
き
た
世
界
観
を
も
つ
個
人
と
個
人
と
の
間
の
話
し
合
い

で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
、
師
は
﹁
対
話
﹂
を
聖
典
や
教
理
や

行
の
特
殊
な
貯
蔵
を
制
度
的
に
執
着
す
る
よ
う
な
、
そ
れ
を
守

ろ
う
と
す
る
よ
う
な
営
み
と
は
っ
き
り
区
別
し
た
。﹁
諸
宗
教
間

対
話
と
哲
学
﹂
と
い
う
論
文
の
中
で
、
ブ
ラ
フ
ト
は
強
い
印
象

を
与
え
る
次
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
説
明
す
る
。

同
じ
川
の
反
対
側
に
た
つ
二
つ
の
攻
め
落
と
し
に
く
い
城
の

住
居
者
は
連
絡
し
た
い
と
き
、
少
な
く
と
も
は
ね
橋
あ
る
い

は
梯
子
を
下
さ
な
い
と
い
け
な
い
。
あ
る
い
は
さ
ら
に
望
ま

し
い
こ
と
と
し
て
、
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
砦
を
出
て
大
声
で

叫
べ
ば
聞
こ
え
る
川
端
に
立
つ
こ
と
は
で
き
る2

。

こ
の
﹁
制
度
離
れ
﹂
の
態
度
は
、
各
自
が
自
分
の
属
し
て
い

る
伝
統
の
利
益
を
優
先
し
な
い
で
人
間
の
宗
教
的
側
面
に
た
い

す
る
有
効
性
に
焦
点
を
移
そ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る3

。
こ
れ
に

関
し
て
、
一
九
七
一
年
に
ブ
ラ
フ
ト
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
京
都
の

仏
教
者
と
の
対
話
に
参
加
す
る
西
田
啓
治
が
﹁
第
三
者
﹂
と
し

て
参
列
し
た
と
い
う
言
葉
に
言
及
し
て
深
く
同
感
し
た4

。
同
じ

理
由
で
、
宗
教
現
象
に
つ
い
て
の
抽
象
的
で
超
然
と
し
た
比
較
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は
真
の
対
話
へ
の
妨
げ
で
あ
る
と
、
師
は
考
え
た
。
宗
教
心
を

も
つ
人
と
人
と
の
出
会
い
が
単
純
な
学
問
の
営
み
や
そ
れ
を
支

配
す
る
規
制
に
吸
収
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
秩
序
の
な
い
、

ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
個
人
の
発
達
や
最
新
の
流
行
を
追
求
す
る
こ

と
と
違
わ
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
に
適
し
た
場
所
が
あ
る
が
、
そ
れ

は
宗
教
間
対
話
の
中
心
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
自
ら
の
出
身
で

あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら
、
師
は
次
の
よ

う
に
告
白
す
る
。

対
話
を
と
り
あ
え
ず
最
も
広
い
文
化
的
立
場
か
ら
見
て
、
東

洋
の
文
化
に
つ
い
て
の
西
洋
の
関
心
が
自
覚
的
で
実
存
的
な

動
機
か
ら
生
じ
て
、
は
じ
め
て
将
来
有
望
な
展
望
を
も
つ
こ

と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
で
十
分
に
深
く
、
普
遍
的
に
な
る

と
私
は
率
直
に
信
じ
る
。
…
…
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
、
エ

キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
も
の
、
ス
リ
ル
が
あ
る
も
の
、
ま
た
は
高
度

に
隔
離
さ
れ
た
も
の
、
客
観
的
な
真
理
へ
の
善
意
の
追
求
に

止
ま
る
限
り
、
対
話
は
非
常
に
限
定
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う5

。

こ
の
言
葉
の
背
後
に
は
ブ
ラ
フ
ト
師
の
根
本
的
確
信
が
あ
る

と
思
う
。
つ
ま
り
、
あ
る
宗
教
が
特
定
の
文
化
と
交
錯
し
徹
底

的
に
込
み
入
っ
て
い
る
場
合
は
、﹁
偏
執6

﹂
に
服
従
す
る
が
、
宗

教
が
文
化
か
ら
解
放
さ
れ
、
文
化
に
対
し
て
も
っ
と
深
い
、
も

っ
と
多
様
な
関
連
に
至
ら
な
け
れ
ば
、
結
局
何
の
意
味
も
も
た

な
い
で
あ
ろ
う
。
同
じ
く
対
話
へ
の
﹁
実
存
的
な
動
機
﹂
を
強

調
す
る
た
め
、
ブ
ラ
フ
ト
は
﹁
聖
な
る
冒
険
﹂
と
し
て
の
対
話

に
具
体
的
な
目
的
を
付
け
た
り
、
参
加
者
の
成
果
に
よ
っ
て
測

っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
そ
の
本
質
を
損
な
う
こ
と
だ
と
考
え
た
。

師
が
言
う
に
は
、
対
話
の
目
的
は
﹁
無
目
的7

﹂
に
あ
る
の
で
あ

る
。
さ
さ
や
か
な
皮
肉
で
あ
る
が
、
対
話
へ
の
道
を
妨
害
す
る

学
者
の
超
然
さ
は
実
際
に
は
学
問
社
会
の
適
応
へ
の
執
念
を
示

す
。
対
話
の
無
目
的
さ
を
守
る
の
は
、
特
定
な
法
則
や
一
般
的

な
通
念
へ
の
忠
実
さ
で
は
な
い
。
対
話
が
も
た
ら
す
貢
献
は
従

来
の
伝
統
ま
た
は
諸
々
の
伝
統
か
ら
新
し
い
混
合
を
作
る
よ
り

は
、
特
殊
な
教
理
や
実
践
が
そ
の
﹁
他
者
﹂
を
認
め
る
こ
と
を

義
務
付
け
る
場
を
作
る
こ
と
に
あ
る
。
師
の
言
葉
で
言
え
ば
、

﹁︽
一
宗
教
内
の
問
題
︾
―
―
た
だ
一
つ
の
宗
教
の
み
に
関
わ
る

問
い
―
―
は
、
も
は
や
存
在
し
な
く
な
っ
た8

﹂。
対
話
の
冒
険

は
対
話
の
場
を
出
て
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
的
伝
統
が
そ
れ

ぞ
れ
の
歴
史
的
状
況
の
中
で
人
類
全
体
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
を
形
成
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
宗
教
の
自
由
な
選



7 ――― 東西宗教研究　第 7 号・2008 年

択
で
は
な
く
、non possum

us non

︵
＝
や
ら
ざ
る
を
え
な
い
）

こ
と
に
他
な
ら
な
い0

。

こ
の
冒
険
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、﹁
我
々
の
宗
教
的
所
属
自

体
が
同
時
に
宗
教
的
欠
如
、
欠
乏
で
あ
る
か
ら
、
特
殊
な
宗
教

へ
の
忠
実
の
み
で
は
我
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
成
立
で
き

な
いa

﹂
と
覚
悟
を
定
め
、﹁
新
し
い
霊
性
、
諸
宗
教
間
的
な
霊
性

が
誕
生
す
る
時
期
で
すb

﹂
と
、
一
九
八
三
年
に
早
く
も
ブ
ラ
フ

ト
は
書
い
て
い
た
。
と
は
言
え
、
諸
宗
教
の
神
学
を
打
ち
出
す

こ
と
は
決
し
て
必
要
で
は
な
い
。
対
話
に
神
学
的
な
根
拠
を
与

え
る
こ
と
に
努
め
る
神
学
者
を
晩
年
の
講
演
で
強
く
非
難
し
て

い
る
。

︵
対
話
に
神
学
的
な
根
拠
を
与
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
）
車
を

馬
の
前
に
置
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
…
…
す
な
わ
ち
、
他
宗

教
に
対
す
る
積
極
的
態
度
や
誠
実
な
対
話
を
可
能
に
さ
せ
る

た
め
に
は
、
至
急
に
神
学
的
問
題
を
解
決
す
べ
き
だ
と
い
う

こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
す
。
対
話
の
実
践
か
ら

そ
の
説
を
否
定
で
き
る
と
思
い
ま
すc

。

ブ
ラ
フ
ト
は
諸
宗
教
の
神
学
の
必
要
性
を
認
め
な
が
ら
も
、

狭
義
の
意
味
で
基
礎
神
学
の
一
部
と
し
て
で
は
な
く
、﹁
神
学
全

体
を
貫
い
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
言
う
。
そ
う
し
な
い
と

第
二
ヴ
ァ
チ
カ
ン
公
会
議
の
諸
宗
教
に
対
す
る
態
度
、
す
な
わ

ち
あ
ら
ゆ
る
宗
教
が
﹁
教
育
的
な
方
便
﹂
と
し
て
完
全
な
真
理

を
も
つ
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
準
備
段
階
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
態
度

か
ら
解
放
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と
の
べ
るd

h

。
こ
の
理
由
か
ら
、

神
学
的
問
題
を
対
話
の
基
盤
に
挿
入
す
る
こ
と
を
す
ら
拒
む
こ

と
で
、
ブ
ラ
フ
ト
が
ど
れ
ほ
ど
対
話
の
﹁
無
目
的
﹂
的
な
本
質

を
徹
底
的
に
考
え
た
か
は
明
瞭
で
あ
る
。
ブ
ラ
フ
ト
が
言
う
に

は
―
―
こ
れ
は
西
谷
か
ら
学
ん
だ
こ
と
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
が

―
―
﹁
諸
宗
教
間
対
話
は
宗
教
界
の
内
に
立
て
篭
も
ら
な
い
で
、

む
し
ろ
た
え
ず
人
間
社
会
の
具
体
的
諸
問
題
を
踏
ま
え
て
行
わ

れ
ね
ば
な
ら
な
いe

﹂。

神
学
と
哲
学
と
の
間
の
橋

一
つ
の
宗
教
か
ら
他
の
宗
教
の
間
に
架
か
る
﹁
橋
﹂
を
説
明

し
よ
う
と
す
る
ブ
ラ
フ
ト
は
、
対
話
の
場
を tertium

 quid 

︵
＝

第
三
の
も
の
）、
す
な
わ
ち
両
側
の
参
加
者
の
伝
統
を
越
え
な
が

ら
そ
れ
ら
を
十
全
に
包
む
も
の
と
す
る
。
理
性
や
組
織
的
思
考

か
ら
撤
退
す
る
ど
こ
ろ
か
、
対
話
の
場
が
特
定
の
宗
教
の
自
己
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理
解
の
明
白
な
観
念
的
表
現
を
要
求
し
、
そ
の
宗
教
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
必
須
要
素
と
す
る
の
で
あ
る
。
よ
う
す
る
に
、

対
話
の
場
は
神
学
的
で
あ
る
と
と
も
に
哲
学
的
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
一
九
七
九
年
か
ら
ブ
ラ
フ
ト
は
、
京
都
学
派
の
宗
教

哲
学
が
こ
う
い
っ
た
場
で
あ
り
、
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
に
見
え

な
い
一
つ
の
﹁
ア
ル
キ
メ
デ
ス
的
な
観
点f

﹂
で
あ
る
と
主
張
し

て
い
た
。

西
洋
の
宗
教
思
想
は
な
ぜ
東
洋
の
宗
教
思
想
に
橋
を
架
け
な

い
か
と
い
う
と
、
ブ
ラ
フ
ト
に
と
っ
て
何
よ
り
も
キ
リ
ス
ト
教

の
精
神
史
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
ひ
と
つ
の
問
題
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
信
仰
と
理
性
、
神
学
と
哲
学
は
互
い
が
歴

史
的
に
宗
教
的
真
理
を
語
る
。
し
か
し
、
互
い
が
互
い
を
相
殺

す
る
の
が
中
心
で
あ
っ
た
。
言
い
か
え
れ
ば
、
一
方
で
哲
学
は

神
学
を
何
も
残
さ
ず
自
分
の
範
囲
内
へ
引
っ
張
り
込
も
う
と
し
、

他
方
で
神
学
は
中
心
を
治
め
て
哲
学
を
包
括
し
よ
う
と
す
る
。

た
だ
し
両
者
が
同
じ
中
心
の
場
に
立
つ
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

自
分
を
中
心
と
し
な
い
輪
に
囲
ま
れ
る
こ
と
に
抵
抗
す
る
。
ブ

ラ
フ
ト
は
こ
の
両
立
の
設
定
は
と
り
わ
け
西
洋
的
な
問
題
で
あ

っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
が
こ
れ
ま
で
の
歴
史
に
お
い
て
同
一
視
し

て
き
た
哲
学
か
ら
生
ま
れ
る
と
論
じ
る
。
師
は
次
の
よ
う
に
手

短
に
言
う
。

キ
リ
ス
ト
教
は
自
分
の
哲
学
を
大
成
し
た
こ
と
が
な
く
、
ギ

リ
シ
ャ
哲
学
を
譲
り
受
け
た
こ
と
で
満
足
し
た
。
だ
か
ら
ギ

リ
シ
ャ
の
文
化
に
根
を
深
く
下
ろ
し
た
。
西
洋
に
お
け
る
哲

学
は
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
体
験
を
説
明
す
る
よ
う
整
え
ら
れ

て
い
な
く
て
、
む
し
ろ
日
常
の
意
識
の
﹁
自
然
的
現
象
﹂
を

基
盤
と
す
るg

。

し
た
が
っ
て
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
は
あ
た
か
も
節
操
の
堅
い
友
で

あ
る
か
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
を
説
明
し
た
り
、
支
え

た
り
す
る
た
め
に
奉
仕
し
て
き
た
が
、﹁
多
く
の
場
合
は
キ
リ
ス

ト
教
の
考
え
を
通
訳
す
る
よ
り
も
そ
れ
を
裏
切
る
こ
と
に
終
わ

っ
て
し
ま
っ
た
﹂、
し
か
も
﹁
そ
の
結
果
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学

に
は
深
い
欠
陥
が
、
間
違
い
が
あ
る
﹂
と
い
うh

 

。
そ
の
理
由
で

師
は
、
い
く
ら
西
谷
啓
治
の
思
想
を
尊
敬
し
て
も
、﹁
キ
リ
ス
ト

教
を
近
代
西
洋
の
哲
学
の
書
物
に
よ
っ
て
判
断
す
る
傾
向
﹂
の

た
め
、
西
谷
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
﹁
不
完
全
な
視
野
﹂
を

か
な
り
早
く
か
ら
認
識
し
て
い
たi

。
そ
の
背
後
に
は
、
宗
教
を

あ
ま
り
に
も
形
式
的
な
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
具
体
的
側
面
を
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忘
れ
が
ち
と
い
う
西
田
幾
多
郎
か
ら
継
承
し
た
傾
向
が
あ
る
。

西
田
は
確
か
に
、
ほ
と
ん
ど
の
同
時
代
の
思
想
家
よ
り
も
、

キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
深
い
理
解
を
見
せ
て
い
る
。
…
…
し

か
し
、
そ
の
理
解
は
、
西
田
の
思
想
が
し
だ
い
に
論
理
化･

体
系
化
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
…
…
キ
リ
ス
ト
教
理
解
は
そ
れ

に
よ
っ
て
深
化
し
た
と
同
時
に
、
な
ん
と
な
く
形
式
化
さ
れ
、

狭
め
ら
れ
た
と
い
う
感
じ
が
し
ま
すj

。

言
う
ま
で
も
な
く
ブ
ラ
フ
ト
は
西
洋
哲
学
そ
の
も
の
を
咎
め

て
い
な
い
し
、
理
性
に
対
す
る
信
頼
を
放
棄
す
る
こ
と
も
必
要

と
し
な
い
。
逆
に
、
田
辺
元
の
宗
教
哲
学
に
つ
い
て
の
講
演
の

中
で
師
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

田
辺
の
中
で
一
番
感
心
で
き
る
点
と
し
て
、
最
後
に
、
博
士

の
﹁
人
間
の
尊
厳
﹂
を
信
じ
る
勇
気
と
も
言
え
る
も
の
を
挙

げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
信
は
根
本
的
に
言
っ
て
宗
教
的

感
情
と
言
い
得
る
と
思
い
ま
す
が
、
田
辺
の
場
合
、
そ
れ
は

主
と
し
て
謹
厳
の
理
性
の
無
限
の
可
能
性
に
対
す
る
絶
対
的

信
頼
の
形
を
と
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
信
頼
が
直
接

的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
…
…
他
力
に
媒
介
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
相
変
わ
ら
ず
﹁
絶
対
知
﹂
が
め
ざ
さ

れ
ま
し
た
…
…k

。

ブ
ラ
フ
ト
に
と
っ
て
対
話
に
お
け
る
真
の
哲
学
的
側
面
は
理

論
上
の
比
較
に
止
ま
ら
ず
、
宗
教
的
側
面
も
含
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

対
話
の
場
で
哲
学
は
絶
え
ず
宗
教
的
教
理
、
そ
し
て
最
終
的

に
は
宗
教
意
識
と
実
践
に
耳
を
傾
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
か
ら
…
…
比
較
哲
学
は
有
の
思
想
に
対
す
る
無
の
思
想
の

論
理
的
可
能
性
に
つ
い
て
の
研
究
で
満
足
す
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
し
か
し
対
話
は
あ
く
ま
で
も
東
洋
の
霊
性
伝
統
に
お

け
る
﹁
無
我
﹂
の
宗
教･

倫
理
的
要
素
を
忘
れ
て
い
け
な
いl

。

と
こ
ろ
で
ブ
ラ
フ
ト
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
と
ス
コ
ラ
哲
学
の

結
婚
を
問
題
に
し
て
、
現
代
で
は
そ
れ
が
筋
違
い
と
論
じ
る
者

を
味
方
す
る
こ
と
に
躊
躇
し
な
か
っ
た
。
師
は
中
世
思
想
を
高

く
尊
重
し
て
も
︵
実
際
は
、
日
本
思
想
の
あ
り
方
に
多
く
の
類

似
を
も
つ
と
書
い
た
がm

）、キ
リ
ス
ト
教
全
体
の
思
想
の
﹁
基
礎
﹂

と
し
て
多
く
の
限
界
を
認
め
た
。
し
か
も
師
は
﹁
宗
教
と
い
う

も
の
が
、
現
代
人
の
生
活
の
中
に
入
ら
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
存

在
理
由
が
な
く
な
る
﹂
と
強
調
し
たn

。
一
九
六
九
年
の
論
文
の

中
で
ブ
ラ
フ
ト
は
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
日
本
人
の
立
場
を
と
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り
あ
げ
、
彼
の
ペ
ン
か
ら
は
滅
多
に
飛
び
出
さ
な
い
よ
う
な
こ

と
を
述
べ
て
い
る
。

私
の
本
音
は
、
我
々
の
聞
き
手
で
あ
る
日
本
人
に
た
い
す
る

正
義
の
厳
し
い
要
求
だ
が
、
…
…
我
々
は
伝
統
的
な
教
理
を

賢
明
に
再
検
討
し
、
そ
の
一
部
を
投
げ
捨
て
る
べ
き
で
は
な

い
か
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
あ
る
教

義
、
た
と
え
そ
れ
が
い
く
ら
﹁
伝
統
的
﹂
で
あ
っ
て
も
、
キ

リ
ス
ト
の
福
音
を
日
本
人
に
伝
え
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
を
隠

し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
教
義
を
捨
て
て
し
ま
う
の
は
我
々

の
厳
か
な
義
務
で
あ
るo

。

師
の
著
作
の
中
で
は
こ
の
発
想
の
具
体
的
応
用
と
し
て
、
三

つ
の
例
が
浮
か
び
上
が
る
。
第
一
に
、
仏
教
の
無
我
思
想
を
導

入
す
る
た
め
、﹁
人
体
的
な
三
位
一
体
説
﹂
を
考
え
直
す
べ
き
だ

と
い
う
示
唆
が
あ
るp

。
第
二
は
、
仏
教
の
﹁
空
﹂
の
概
念
に
見

え
る
徹
底
的
な
脱
構
築
︵
あ
る
い
は
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
の
否
定

神
学
）
を
死
後
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
化

︵
＝reification

）
―
―
地
獄
に
た
い
す
る
恐
怖
、
功
徳
に
よ
る

報
い
と
し
て
の
来
世
、
個
人
と
し
て
の
生
存
、
お
よ
び
世
俗
的

欲
求
の
投
影
と
し
て
の
永
遠
の
生
命
の
四
つ
―
―
に
適
用
す
る

示
唆
が
あ
るq

。
そ
し
て
第
三
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
を
そ
の

暴
力
的
側
面
か
ら
純
化
し
て
強
調
す
る
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

初
期
の
聖
書
文
章
に
見
え
る
妬
み
深
く
復
讐
的
で
、
対
抗
者

や
敵
を
滅
ぼ
し
て
自
分
の
力
を
振
り
ま
く
神
の
あ
ら
ゆ
る
証

跡
を
す
っ
か
り
消
す
よ
う
に
、
我
々
の
こ
こ
ろ
を
イ
エ
ス
の

全
愛
神
概
念
に
譲
ら
な
い
と
い
け
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ

の
初
期
の
文
章
を
…
…
瞑
想
と
典
礼
か
ら
解
除
す
べ
き
…
…

で
すr

。

教
理
の
﹁
投
げ
捨
て
る
﹂
と
い
う
言
葉
を
、
次
第
に
も
っ
と

や
さ
し
い
言
葉
に
と
り
か
え
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
十
年
後
に

師
は
、
西
洋
の
神
学
と
違
っ
て
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
の
中
心
に

も
た
ら
す
こ
と
の
で
き
る
信
仰
の
説
明
を
キ
リ
ス
ト
教
の
長
い
、

多
様
多
彩
な
伝
統
の
中
に
捜
し
求
め
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
るs

。

キ
リ
ス
ト
教
が
﹁
日
本
人
の
感
受
性
を
必
要
と
す
る
﹂
の
と
同

じ
程
度
に
日
本
は
キ
リ
ス
ト
教
を
必
要
と
す
る
が
、そ
れ
は
﹁
仏

教
と
対
立
す
る
日
本
的
キ
リ
ス
ト
教
に
か
わ
っ
て
…
…
、
互
い

に
変
容
す
る
よ
う
な
共
生
﹂
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
うt

。

　

と
は
言
え
、
ブ
ラ
フ
ト
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
自
分
の
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信
仰
が
西
洋
の
哲
学
と
の
お
見
合
い
結
婚
か
ら
解
放
さ
れ
る
べ

き
だ
と
い
う
主
張
か
ら
一
歩
も
退
か
な
か
っ
た
。
天
台
仏
教
と

キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
話
を
め
ぐ
る
第
六
回
南
山
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

の
﹁
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
﹂
の
中
で
、
師
は
次
の
命
題
を
提

示
し
た
。

一
、 

宗
教
の
要
求
は
純
粋
理
性
の
要
求
と
違
い
ま
す
。
宗
教

的
真
理
と
い
う
も
の
は
、
理
論
の
過
程
が
た
え
ず
人
生

の
体
験
一
般
や
宗
教
的
行
に
よ
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る

こ
と
を
要
求
し
ま
す
。

二
、 

宗
教
的
教
理
体
系
と
い
う
も
の
は
無
前
提
の
も
の
で
は

あ
り
得
ま
せ
ん
。
あ
る
宗
教
が
合
理
的
に
大
系
づ
け
ら

れ
得
る
の
は
、
あ
ら
か
じ
め
受
容
さ
れ
た
一
定
の
枠
組

み･

問
題
提
起
の
中
で
だ
け
可
能
で
すu

。

上
述
の
二
つ
の
命
題
の
重
要
性
は
、
ブ
ラ
フ
ト
に
と
っ
て
対

話
が
そ
れ
ら
を
実
現
す
る
機
能
を
は
た
し
て
、
そ
れ
ら
が
実
際

に
果
実
と
し
て
実
る
こ
と
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
あ
る
。
認
識
論
を
語
る
こ
と
と
、
そ
れ
を
教
理
の
伝
統
に
適

用
す
る
こ
と
は
別
も
の
で
あ
る
。

教
理
と
宗
教
的
現
実
と
の
間
の
橋

と
こ
ろ
で
、
ブ
ラ
フ
ト
が
﹁
宗
教
意
識
と
実
践
﹂
│
│
あ
る

い
は
師
が
好
む
言
葉
で
言
え
ば
﹁
宗
教
的
現
実
﹂
│
│
に
た
い

し
て
、
宗
教
的
教
理
を
第
二
次
的
な
も
の
と
み
な
し
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
教
理
は
宗
教
体
験
の
母
体
と
な
り
、
そ
れ

を
表
現
で
き
る
言
語
を
与
え
、
よ
り
広
い
歴
史
的
環
境
の
中
で

位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
あ
く
ま
で
も
自
己
反
省
的
で
、

第
二
段
階
の
現
実
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
の
後
半
以
後
の
神
学
者

に
と
っ
て
こ
れ
は
当
然
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、

師
も
こ
の
点
に
つ
い
て
頭
を
悩
ま
さ
ず
同
意
し
た
そ
う
で
あ
る
。

彼
の
関
心
は
、
む
し
ろ
仏
教･

キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
の
中
で
浮

か
び
上
が
る
具
体
的
な
問
題
に
応
用
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

教
理
を
宗
教
体
験
に
優
先
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
傾
向
を
非
難
し

や
す
い
多
く
の
学
者
と
異
な
っ
て
、
ブ
ラ
フ
ト
は
も
っ
と
冒
険

的
課
題
を
担
っ
た
。
す
な
わ
ち
日
本
仏
教
の
伝
統
的
な
教
義
が

生
き
た
現
在
の
宗
教
的
現
実
に
た
い
し
て
、
大
き
な
顔
を
す
る

傾
向
に
焦
点
を
当
て
る
。

こ
れ
は
と
り
わ
け
後
述
す
る
師
の
二
つ
の
批
判
に
見
ら
れ
る
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が
、
特
定
の
思
想
や
聖
典
へ
の
執
着
の
あ
ま
り
、
仏
教
を
﹁
生

き
が
い
の
あ
る
も
の
に
す
る
﹂
一
般
の
宗
教
心
へ
の
視
線
を
さ

え
ぎ
る
宗
教
的
組
織
―
―
学
者
を
含
め
て
―
―
を
責
め
るv

。
二

つ
の
批
判
の
背
景
に
は
同
じ
確
信
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ

は
す
べ
て
の
世
界
宗
教
と
同
じ
よ
う
に
、
仏
教
が
﹁
第
二
次
的

存
在
﹂で
あ
り
、そ
の
第
一
の
義
務
を
生
じ
さ
せ
た
宗
教
心
の﹁
根

本
的
で
原
始
的
必
要
性
﹂
に
た
い
す
る
確
信
で
あ
るw

。

一
九
九
四
年
に
ブ
ラ
フ
ト
は
﹁
欲
望
﹂
に
つ
い
て
長
い
論
文

を
作
成
し
た
。
そ
の
目
的
は
仏
教
に
お
け
る
生
の
逆
説
を
明
白

に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
方
で
は
、
欲
望
は
す
べ
て
の
苦
の

源
で
あ
り
、
他
方
で
は
、
す
べ
て
の
求
道
に
必
要
な
欲
望
な
し

に
欲
望
を
根
こ
ぎ
に
取
り
去
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
師
の

論
を
一
点
一
点
繰
り
返
さ
な
い
で
、
結
論
だ
け
を
師
の
言
葉
で

ま
と
め
て
み
た
い
と
思
う
。

仏
教
は
、
欲
望
を
ひ
ど
く
禁
忌
と
す
る
空
の
理
論
と
欲
望
を

な
に
よ
り
も
要
請
す
る
実
践
と
の
あ
い
だ
で
欲
望
の
逆
説
を

措
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
よ
う
す
る
に
、

仏
教
の
欲
望
論
は
そ
れ
自
身
で
は
自
ら
の
宗
教
的
実
在
を
説

き
表
せ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
空
の
論
理
が
指
し

示
す
の
は
、
人
を
そ
こ
︵
道
）
へ
と
導
く
よ
う
な
梯
子
も
梯

子
を
さ
さ
え
る
よ
う
な
地
面
︵
元
来
の
世
俗
的
状
況
）
も
と

も
に
説
き
得
な
い
ま
ま
で
の
頂
上
観
な
の
で
あ
る
。
…
…
仏

教
自
身
お
よ
び
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
話
と
い
う
観
点

に
と
っ
て
重
視
す
べ
き
、
仏
教
に
お
い
て
認
識
が
優
越
す
る

こ
と
が
も
た
ら
す
最
も
重
要
な
﹁
結
果
﹂
は
、
仏
教
理
論
が

慈
悲
と
愛
に
適
切
な
位
地
を
与
え
に
く
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
…
…
自
ら
の
内
で
対
立
す
る
二
つ
の
も
の
を
結
び
つ
け

る
方
法
を
知
る
者
と
し
て
、
菩
薩
は
定
義
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

一
方
で
知
恵
は
他
者
を
真
の
存
在
だ
と
は
認
め
ず
、
他
方
で

慈
悲
は
他
者
を
現
実
と
し
て
認
め
、
事
実
、
他
者
に
仕
え
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
空
の
論
理
に
お
い
て
は
、
自

他
不
二
へ
の
洞
察
と
し
て
慈
悲
は
知
恵
に
還
元
さ
れ
が
ち
で

あ
り
、
ゆ
え
に
ふ
た
た
び
情
動
性
は
み
と
め
ら
れ
な
い
の
で

あ
るx

。

こ
の
問
題
は
確
か
に
単
な
る
概
念
の
多
義
性
を
め
ぐ
る
学
問

的
問
題
で
は
な
い
。
し
か
も
十
分
に
養
成
さ
れ
て
い
な
い
良
心

や
倫
理
意
識
に
関
す
る
批
判
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
。
師
の

批
判
が
﹁
宗
教
的
現
実
﹂
を
一
部
無
視
す
る
と
い
う
欠
点
に
触
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れ
る
限
り
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
組
織
特
有
の
問
題
を
指
し
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
教
的
に
言
え
ば
、﹁
正
し
い
行
動
﹂︵
＝orthopraxis

）

の
欠
如
を
示
す
。
そ
れ
は
た
だ
理
念
や
道
徳
の
﹁
正
し
い
実
践
﹂

と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
教
理
そ
の
も
の
を
実
践
側
か
ら
評
価

す
る
こ
と
を
含
め
る
。
認
め
ら
れ
た
聖
典
ま
た
は
教
理
を
監
督

す
る
権
力
者
の
使
命
だ
け
で
、
教
え
の
正
し
さ
は
決
ま
ら
な
い
。

教
理
の
実
践
的
成
果
も
そ
の
真
理
の
正
し
さ
の
批
判
的
尺
度
で

あ
る
。
抽
象
的
に
言
え
ば
、
教
理
が
い
く
ら
古
く
て
、
尊
敬
さ

れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
も
、
も
し
そ
の
内
容
が
伝
統
の
根
本
的
理

念
か
ら
の
脱
線
を
促
し
た
り
、
あ
る
い
は
実
際
の
脱
線
を
偽
装

す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
だ
け
で
異
端
と
な
る
、
と
い
う
考
え
方
で

あ
る
。
こ
う
し
て
宗
教
の
教
え
が
信
者
の
生
き
た
宗
教
心
か
ら

隔
離
し
て
、
あ
る
限
界
を
超
え
る
と
そ
の
﹁
正
し
さ
﹂
を
な
く

し
て
し
ま
う
。
ブ
ラ
フ
ト
が
言
う
に
は
、
こ
の
こ
と
は
日
本
の

禅
や
浄
土
真
宗
に
お
い
て
慈
悲
が
知
恵
に
吸
収
さ
れ
が
ち
な
と

こ
ろ
で
発
見
で
き
るy

。

社
会
活
動
の
向
上
の
み
で
ブ
ラ
フ
ト
が
指
摘
し
て
い
る
問
題

は
解
決
さ
れ
な
い
。ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、問
題
を
悪
化
さ
せ
る
。

師
の
批
判
は
信
じ
る
こ
と
を
実
行
す
る
勇
気
や
努
力
が
足
り
な

い
も
の
に
対
す
る
も
の
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
信
仰
の
内
容
そ

の
も
の
に
は
、
信
仰
の
実
現
を
妨
げ
る
根
本
的
な
欠
如
が
あ
る

と
い
う
こ
と
に
対
す
る
恐
れ
な
の
で
あ
る
。
師
が
要
求
す
る
の

は
、
た
と
え
理
論
上
の
矛
盾
の
も
と
に
な
っ
て
も
、
宗
教
的
理

念
の
意
味
内
容
を
、
そ
れ
を
生
か
そ
う
と
し
て
い
る
信
者
の
現

実
に
合
わ
せ
る
よ
う
再
考
慮
す
る
こ
と
で
あ
る
。
教
理
の
解
釈

方
法
自
体
の
変
容
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
ブ
ラ
フ
ト
の
こ
の
論

文
の
最
後
の
言
葉
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対

話
は
そ
の
変
容
へ
の
刺
激
に
過
ぎ
な
い
。

欲
望
を
評
価
す
る
際
に
見
出
さ
れ
る
相
違
の
最
も
奥
に
あ
る

背
景
は
、
明
ら
か
に
絶
対
者
の
観
念
に
お
け
る
違
い
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
一
方
に
お
い
て
行
為
と
し
て
存
在
し
、
欲
望
を
も

ち
、
愛
す
る
人
格
。
そ
れ
は
人
の
心
の
中
で
働
く
欲
望
を
通

じ
て
人
を
引
き
付
け
る
。ま
た
他
方
で
は
、空
と
し
て
の
存
在
。

そ
こ
で
は
ま
っ
た
く
澄
み
き
っ
た
知
恵
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る

欲
望
も
、
行
為
も
、
愛
も
が
中
性
化
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
は
、

い
か
な
る
目
的
や
投
影
や
目
標
に
よ
っ
て
も
限
定
さ
れ
な
い

純
粋
な
意
識
。
そ
れ
は
人
を
引
き
つ
け
る
こ
と
は
か
な
わ
ず
、

む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
行
為
や
欲
望
か
ら
ま
っ
た
く
﹁
隔
絶
﹂
す



14 

る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
悟
ら
れ
﹂
う
る
も
の
で
あ
るz

。

Ｒ
・
オ
ッ
ト
ー
は
そ
の
恩
師
Ｆ
・
ハ
イ
ラ
ー
の
言
葉
に
し
ば

し
ば
言
及
し
た
よ
う
に
、
異
な
る
宗
教
伝
統
を
比
較
す
る
と
き
、

も
っ
と
も
大
き
な
間
違
い
は
一
つ
の
宗
教
の
理
論
と
も
う
一
つ

の
宗
教
の
実
践
を
対
比
す
る
こ
と
で
あ
るA

。ブ
ラ
フ
ト
は﹁
欲
望
﹂

の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
を
仏
教
と
の
対
立
を
利
用
し
て
そ
の
陥
穽

に
陥
ら
ず
に
、
両
方
の
理
論
と
実
践
と
の
関
係
を
問
題
に
す
る
。

多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
の
学
者
と
違
っ
て
、
師
は
既
成
宗
教
の
短

所
や
弱
点
を
思
い
出
し
て
く
よ
く
よ
す
る
こ
と
に
あ
ま
り
身
を

ゆ
だ
ね
な
か
っ
たB

。
文
書
に
せ
よ
会
話
に
せ
よ
、
自
分
の
知
恵

に
顧
慮
し
な
い
、
自
分
の
説
教
を
き
か
な
い
た
め
と
い
う
理
由

で
、
組
織
宗
教
の
面
目
を
つ
ぶ
そ
う
と
は
師
は
滅
多
に
し
な
か

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
き
わ
め
て
抽
象
的
で
、
高
度
な
概
念
を

比
較
し
た
と
き
も
、
ブ
ラ
フ
ト
の
立
場
は
日
常
生
活
に
見
え
る

そ
れ
ら
の
概
念
の
種
や
そ
こ
で
結
ぶ
実
か
ら
決
し
て
遠
く
は
な

か
っ
たC

。
彼
自
身
の
イ
メ
ー
ジ
を
借
り
る
と
、
我
々
の
宗
教
的

現
実
か
ら
宗
教
的
理
念
へ
の
梯
子
を
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
、

い
か
な
る
理
論
、
い
か
な
る
教
理
も
真
の
も
の
に
な
り
え
な
い
。

仏
教
に
対
す
る
も
う
一
つ
の
ブ
ラ
フ
ト
の
批
判
の
例
を
挙
げ

た
い
と
思
う
。
Ｗ
・
Ｃ
・
ス
ミ
ス
を
言
及
し
て
、
宗
教
は
究
境

一
種
の
い
の
ち
で
あ
る
と
し
ば
し
ば
主
張
す
る
。
そ
れ
は
流
れ

た
り
、
溢
れ
た
り
、
盛
ん
に
な
っ
た
り
、
痛
ん
だ
り
す
る
よ
う

な
も
の
で
、
す
べ
て
の
生
き
た
も
の
と
同
様
に
逆
説
や
矛
盾
が

い
っ
ぱ
い
で
あ
る
。
あ
る
特
定
の
宗
教
の
論
理
が
そ
れ
ら
の
逆

説
を
解
説
し
、
矛
盾
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

宗
教
の
い
の
ち
の
一
部
で
も
あ
る
理
性
の
要
求
に
応
じ
て
い
る
。

論
理
が
た
だ
単
に
宗
教
的
現
実
を
記
述
す
れ
ば
無
効
で
あ
る
が
、

規
範
的
で
批
判
的
に
な
れ
ば
、
そ
の
根
拠
か
ら
切
り
放
し
て
宗

教
的
現
実
の
成
長
を
阻
止
す
る
恐
れ
が
あ
る
。

具
体
的
な
例
と
し
て
、
ブ
ラ
フ
ト
は
浄
土
真
宗
の
﹁
迷
信
﹂

の
扱
い
方
を
あ
げ
る
。
仏
教
の
論
理
に
お
い
て
は
キ
リ
ス
ト
教

に
目
立
つ
信
仰･

理
性
の
分
裂
が
欠
け
て
い
る
と
は
い
え
、
形

式
的
な
教
理
と
実
際
の
行
と
の
関
係
の
点
で
真
宗
と
キ
リ
ス
ト

教
は
非
常
に
類
似
し
て
い
る
と
し
て
、
師
は
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。真

宗
に
お
い
て
は
大
乗
界
で
認
め
ら
れ
て
い
る
理
性
の
原
理

と
の
論
理
上
の
整
合
性
へ
の
要
求
︵
な
ら
び
に
﹁
阿
弥
陀
カ

ル
ト
﹂
の
あ
ら
ゆ
る
迷
信
を
排
除
す
る
た
め
の
努
力
）
と
、
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教
理
に
も
見
ら
れ
る
が
﹁
小
さ
な
人
々
﹂
で
も
っ
と
も
生
な

形
で
見
え
る
、
こ
こ
ろ
の
宗
教
的
衝
動
の
自
分
な
り
の
権
利

と
正
当
さ
を
認
め
る
衝
動
と
の
緊
張
は
ひ
と
つ
の
縄
引
き
と

い
え
る
だ
ろ
うD
。

ブ
ラ
フ
ト
が
は
っ
き
り
と
説
明
す
る
よ
う
に
、
こ
の
判
断
は

軽
侮
的
な
意
味
を
も
た
ず
、
逆
に
生
き
た
宗
教
の
必
須
条
件
で

あ
る
の
で
、
真
宗
が
自
分
の
い
の
ち
と
論
理
と
の
葛
藤
に
取
り

組
む
ほ
ど
、﹁
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
間
の
橋
と
な
り
う
る
﹂

と
主
張
す
る
。
人
生
の
終
わ
り
ま
で
英
訳
し
て
い
た
曽
我
量
深

の
著
作
に
導
か
れ
て
、
ブ
ラ
フ
ト
は
仏
教
の
﹁
空
﹂
の
思
想
が

前
提
と
す
る
不
二
説
と
、﹁
阿
弥
陀
と
の
合
一
が
含
む
二
元
性
と

の
深
淵
を
実
際
に
︵
阿
弥
陀
の
慈
悲
に
よ
っ
て
）
打
ち
勝
つ
﹂

真
宗
の
敬
虔
さ
が
要
求
す
る
﹁
二
元
説
﹂
と
の
対
立
を
示
す
。

換
言
す
れ
ば
、
二
元
説
が
な
け
れ
ば
宗
教
的
現
実
は
な
い
が
、

二
元
説
が
あ
れ
ば
宗
教
の
い
の
ち
が
宗
教
の
論
理
と
両
立
す
る
。

た
だ
し
こ
の
不
二
説
が
信
者
の
敬
虔
さ
と
一
致
し
な
い
か
ら
の

み
否
認
す
る
の
で
は
な
く
、﹁
新
し
い
、
積
極
的
で
補
充
的
な
側

面
を
も
つ
概
念
と
し
て
受
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
いE

﹂
と
、
ブ

ラ
フ
ト
は
主
張
す
るF

。

さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
師
は
慎
み
深
い
質
問
を
す
る
。
す
な
わ

ち
、
阿
弥
陀
は
存
在
す
る
の
か
、
と
。
神
と
人
間
の
我
―
汝
の

関
係
と
い
う
聖
書
の
概
念
は
真
宗
の
敬
虔
的
な
書
物
に
も
出
て

く
る
と
い
う
。
し
か
し
仏
教
の
論
理
と
一
致
す
れ
ば
阿
弥
陀
が

迷
信
と
し
て
脱
構
築
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
結
果
、

敬
虔
さ
が
つ
ぶ
れ
る
。
曽
我
は
同
じ
問
題
を
提
起
し
て
、﹁
如
来

の
実
際
の
現
実
は
、
理
性
の
批
判
に
対
立
す
る
我
々
の
感
情
状

態
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
て
い
る
﹂
と
書
い
た
。
ブ
ラ
フ
ト
は
賛

成
し
て
、
こ
の
よ
う
に
続
け
る
。

仏
教
の
空
の
論
理
を
﹁
通
す
﹂
こ
と
は
―
―
そ
れ
を
決
定
的

な
言
葉
と
し
て
愛
着
を
示
す
こ
と
と
違
う
が
―
―
阿
弥
陀
に

せ
よ
神
に
せ
よ
﹁
超
越
者
﹂
を
考
え
る
に
せ
よ
、
大
変
健
全

で
よ
い
こ
と
で
あ
り
、
必
要
で
も
あ
るG

。

こ
こ
で
は
詳
細
な
論
証
に
入
ら
ず
、
た
だ
疑
問
を
残
さ
な
い

た
め
一
つ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、

ブ
ラ
フ
ト
に
と
っ
て
は
、空
の
論
理
が
宗
教
を
信
じ
行
ず
る
人
々

の
生
き
血
で
あ
る
宗
教
的
現
実
に
優
先
す
る
考
え
を
一
切
否
定

す
る
。﹁
空
の
思
想
単
独
で
仏
教
と
い
う
宗
教
の
十
分
な
土
台
に

な
り
え
な
い
﹂
し
、﹁
社
会
的
活
動
の
原
動
力
・
動
機
に
な
り
え
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な
い
﹂
と
論
じ
るH

。
し
か
も
こ
の
批
判
は
西
谷
啓
治I

や
京
都
学

派
一
般J

に
出
て
く
る
絶
対
無
の
思
想
も
含
ま
れ
て
い
る
。
同
じ

疑
問
は
京
都
学
派
の
哲
学
者
の
戦
争
責
任
に
つ
い
て
の
ブ
ラ
フ

ト
の
判
断
を
裏
付
け
る
。
師
の
結
論
は
空
と
か
絶
対
無
が
す
べ

て
の
多
数
性
や
他
性
を
不
真
実
で
結
局
疑
わ
し
い
と
す
る
限
り
、

﹁
存
在
論
的
一
元
論
あ
る
い
は
全
体
主
義
に
終
わ
り
、
そ
の
結
果

国
家
絶
対
主
義
を
支
え
る
こ
と
に
身
を
さ
ら
す
﹂。

同
じ
線
に
沿
っ
て
ブ
ラ
フ
ト
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
は
じ
め
、

い
か
な
る
存
在
物
に
﹁
絶
対
性
﹂
の
属
性
を
与
え
る
こ
と
は
―

―
ヘ
ー
ゲ
ル
時
代
よ
り
古
い
考
え
方
で
は
な
い
が
―
―
生
き
た

宗
教
の
現
実
か
ら
み
て
理
に
合
わ
な
い
た
め
き
っ
ぱ
り
と
決
別

す
べ
き
だ
と
、
別
の
文
章
で
論
じ
るL

。

こ
う
い
っ
た
思
想
に
基
づ
い
た
次
の
文
章
が
あ
る
。
一
見
す

る
と
、
非
常
に
広
い
概
括
論
に
過
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
実
際
に
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
が
そ
れ
ぞ

れ
の
宗
教
的
現
実
を
お
ぼ
え
て
心
に
か
け
る
と
き
の
み
、
対
話

の
場
に
忠
実
で
あ
る
と
い
う
ブ
ラ
フ
ト
の
確
信
を
把
握
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
仏
教
が
﹁
宗
教
﹂
で
な
く
、﹁
霊
性
哲
学
﹂
で
あ

る
と
い
う
意
見
に
反
論
し
て
師
は
書
く
。

西
洋
に
お
け
る
仏
教
の
イ
メ
ー
ジ
に
関
し
て
二
つ
の
こ
と
が

言
え
る
。
第
一
に
、
こ
の
考
え
方
は
仏
教
元
来
の
理
念
の
重

要
な
側
面
に
相
当
す
る
が
、
歴
史
の
な
か
で
生
き
た
仏
教
の

現
実
を
見
て
い
な
い
。
第
二
に
、
仏
教
を
﹁
輸
出
物
﹂
と
し

て
表
す
。
つ
ま
り
、
き
れ
い
に
包
ま
れ
た
が
も
は
や
死
ん
だ

も
の
、
し
か
も
本
来
く
っ
つ
い
て
い
て
、
生
命
を
与
え
た
土

を
欠
い
た
切
花
と
し
て
。
あ
る
意
味
で
、
仏
教
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
旅
し
た
途
中
に
形
状
を
損
じ
た
こ
と
は
避
け
ら
な
い
運

命
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
も
東
洋
に
旅
し
た
途
中
に
同
じ

よ
う
な
目
に
あ
っ
た
。
一
般
の
日
本
人
が
も
っ
て
い
る
キ
リ

ス
ト
教
の
イ
メ
ー
ジ
は
非
常
に
理
屈
っ
ぽ
く
て
知
性
に
訴
え
、

道
徳
っ
ぽ
く
て
禁
欲
的
な
宗
教
で
あ
り
、
自
分
自
身
の
宗
教

に
お
い
て
鑑
賞
し
て
い
る
民
俗
っ
ぽ
く
て
気
ど
ら
な
い
長
・

短
所
や
、
心
の
温
か
い
人
物
、
喜
ば
し
い
ま
つ
り
等
々
が
な

い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
巡
礼
の
旅
、
聖
人
に
た
い
す
る
民
間

の
敬
虔
さ
、
村
を
保
護
す
る
聖
人
の
行
列
や
祭
り
等
々
の
生

け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
に
見
え
る
民
俗
っ
ぽ
い
物
事
を
聞
く
と
ま

ず
信
じ
ら
れ
な
い
抵
抗
感
を
示
すM

。
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神
秘
思
想
か
ら
平
常
心
ま
で
の
橋

通
知
の
よ
う
に
ブ
ラ
フ
ト
は
、
日
本
の
僧
侶
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
修
道
女
を
中
心
と
し
て
一
九
七
九
年
に
行
わ
れ
た
東
西
霊
性

交
流
で
の
重
要
な
人
物
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
経
験
に
つ
い
て
長

い
レ
ポ
ー
ト
を
出
版
し
た
。
確
か
に
ブ
ラ
フ
ト
は
西
洋
の
修
道

女
が
対
に
な
る
日
本
側
の
参
加
者
に
関
し
て
深
く
積
極
的
な
印

象
を
受
け
た
こ
と
で
安
心
し
た
が
、
禅
の
お
坊
さ
ん
や
尼
さ
ん

の
反
応
に
―
―
例
え
ば
禅
関
係
者
か
ら
、﹁
こ
こ
で
の
十
日
余
り

の
生
活
は
私
に
摂
心
と
同
種
の
精
神
の
集
中
と
平
静
を
も
た
ら

し
たN

﹂
と
い
う
ほ
ぼ
同
一
内
容
を
二
度
聞
い
た
―
―
よ
り
強
い

印
象
を
受
け
た
と
思
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
修
道
士
女
が
日
本
の

お
寺
生
活
に
参
加
し
た
四
年
後
に
行
わ
れ
た
交
流
の
第
二
回
の

経
験
で
、
師
の
感
激
は
た
ち
ま
ち
冷
却
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ

の
経
験
を
反
省
し
て
、
日
本
の
禅
僧
侶
の
中
心
的
関
心
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
の
世
話
へ
の
恩
返
し
で
あ
っ
た
と
結
論
す
る
。﹁
も
っ

と
も
深
い
意
味
で
の
期
待
―
―
す
な
わ
ち
何
か
を
う
け
る
、
何

か
を
学
ぶ
―
―
と
は
少
な
い
個
人
以
外
に
皆
無
の
よ
う
で
あ
っ

たO

。﹂こ
の
意
見
は
同
じ
時
期
に
作
成
し
た
論
文
の
中
の
つ
ぎ
の
、

案
外
に
厳
し
い
判
断
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

私
の
印
象
で
は
、
禅
が
キ
リ
ス
ト
教
に
向
か
う
と
き
は
、
そ

れ
は
自
分
の
価
値
を
再
確
認
す
る
た
め
、ま
た
は
現
代
の
︵
西

洋
に
お
け
る
）
ト
レ
ン
ド
に
順
応
す
る
た
め
で
あ
り
、
自
分

の
宗
教
的
制
度
が
囲
う
区
域
を
乗
り
越
え
る
こ
と
を
探
し
求

め
て
い
な
い
。
一
言
で
言
え
ば
、
禅
は
そ
の
代
表
的
人
物
の

範
囲
に
お
い
て
で
き
上
が
っ
た
、
静
止
的
な
制
度
―
―
完
全

な
円
形
で
あ
る
と
思
うP

。

師
自
身
が
時
と
し
て
坐
禅
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
聞
く
と

こ
ろ
に
よ
る
と
た
し
か
老
師
の
も
と
で
修
行
し
た
り
、
摂
心
に

参
加
し
た
り
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
上
述
の
経
験
が
こ
の
こ

と
に
関
係
し
た
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
禅
の
老

師
の
弟
子
に
な
る
刺
激
に
な
ら
な
か
っ
た
。
私
た
ち
が
一
緒
に

住
ん
だ
パ
ウ
ル
ス･

ハ
イ
ム
の
小
さ
い
瞑
想
の
部
屋
で
、
ブ
ラ

フ
ト
は
坐
禅
を
す
る
様
に
座
ぶ
と
ん
を
置
い
た
が
、
私
は
そ
こ

で
し
ば
し
ば
彼
の
沈
黙
に
坐
る
姿
を
見
た
。
個
人
と
し
て
の
霊

性
修
行
に
つ
い
て
私
は
彼
と
話
し
た
こ
と
が
な
い
け
れ
ど
も
、

ミ
サ
を
と
も
に
し
た
時
、
ブ
ラ
フ
ト
は
な
る
べ
く
質
素
な
典
礼

を
好
ん
だ
し
、
自
分
の
言
葉
と
し
ぐ
さ
を
導
入
し
な
い
よ
う
に
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努
力
し
た
。
先
ほ
ど
紹
介
し
た
禅
の
僧
侶
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
修

道
院
で
直
感
し
た
こ
と
は
ブ
ラ
フ
ト
も
信
じ
た
に
違
い
な
い
。

私
の
経
験
か
ら
す
れ
ば
、
彼
は
自
分
の
人
生
や
思
想
に
お
い
て

流
行
的
な
も
の
と
贅
沢
な
も
の
を
一
切
避
け
よ
う
と
し
た
。
私

は
ブ
ラ
フ
ト
が
心
の
中
で
霊
性
的
な
も
の
と
平
常
心
と
の
間
の

橋
を
自
分
な
り
に
架
け
た
と
信
じ
る
。

ブ
ラ
フ
ト
の
葬
儀
で
、
私
た
ち
の
研
究
所
で
長
年
い
っ
し
ょ

に
勤
め
、
ブ
ラ
フ
ト
と
同
じ
修
道
会
員
で
あ
る
ヤ
ン
・
ス
ィ
ン

ゲ
ド
ー
は
師
の
神
秘
思
想
関
係
の
図
書
に
書
い
て
あ
っ
た
傍
注

を
見
て
、﹁
神
秘
思
想
は
、
や
は
り
単
な
る
学
問
的
研
究
対
象
で

あ
る
こ
と
を
は
る
か
に
越
え
て
、
自
分
の
人
生
を
支
え
る
大
き

な
力
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
ま
す
ま
す
分
か
っ
たQ

﹂
と

説
教
の
中
で
述
べ
た
。
仏
教
と
の
対
話
に
お
い
て
の
師
の
立
場

を
理
解
す
る
た
め
に
、
こ
の
こ
と
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
神
秘
思
想
に
は
既
成
教
理
か
ら
の
﹁
隔
絶
﹂
と
教
理
の
背

後
に
あ
る
こ
と
を
求
め
る
た
め
に
論
理
言
語
の
境
界
を
必
要
に

応
じ
て
快
く
踏
み
越
え
る
心
構
え
が
あ
り
、
洞
察
を
知
的
作
用

に
限
定
し
よ
う
と
す
る
傾
向
に
抵
抗
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ブ
ラ

フ
ト
に
は
庶
民
の
、
い
や
彼
の
お
父
さ
ん
の
よ
う
な
田
舎
の
医

者
の
こ
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
普
通
の
人
々
の
知
恵
を
知
り
、
真
の

知
恵
の
平
常
底
が
わ
か
っ
た
。
と
は
言
う
も
の
の
、
師
が
論
文

の
中
で
神
秘
主
義
の
言
葉
や
考
え
に
言
及
し
た
こ
と
は
き
わ
め

て
少
な
い
。

唯
一
の
例
外
は
、
一
九
九
五
年
に
出
版
し
た
本
﹃
仏
教
・
キ

リ
ス
ト
教
の
神
秘
主
義
﹄
で
あ
る
。
こ
れ
は
ベ
ル
ギ
ー
の
同
邦

人
Ｐ
・
モ
マ
ー
ス
と
共
同
し
て
執
筆
し
た
も
の
で
あ
り
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
中
世
期
に
生
き
た
、
著
者
た
ち
の
故
郷
で
あ
る
フ
ラ

ン
ダ
ー
ス
出
身
の
神
秘
家
ヤ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
ル
ー
ス
ブ
ル
ッ
ク

と
、
日
本
の
仏
教
に
お
け
る
神
秘
思
想
と
の
比
較
研
究
で
あ
っ

た
。﹁
例
外
﹂と
は
正
当
な
言
い
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
実
際
に
、

ル
ー
ス
ブ
ル
ッ
ク
の
神
秘
道
を
仏
教
の
思
想
や
実
践
の
中
で
の

位
置
で
発
見
す
る
た
め
、
こ
の
本
は
ブ
ラ
フ
ト
の
著
作
全
体
と

比
べ
て
自
分
の
宗
教
思
想
を
よ
り
明
白
に
、
よ
り
組
織
的
な
形

で
表
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
今
ま
で
述
べ
た
師
の
思
想
は

す
べ
て
が
こ
の
本
に
引
き
つ
け
て
理
解
で
き
る
。
他
の
論
文
の

す
べ
て
の
発
想
は
、
こ
の
一
冊
の
コ
メ
ン
タ
ー
ル
と
し
て
読
ま

れ
る
ほ
ど
、
彼
の
﹁
神
秘
宗
教
﹂
の
母
体
に
置
か
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
比
較
神
秘
思
想
に
焦
点
を
集
中
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す
る
こ
と
よ
っ
て
、
ブ
ラ
フ
ト
は
自
分
の
宗
教
的
世
界
観
を
言

い
表
す
機
会
を
得
た
。
単
に
キ
リ
ス
ト
教
的
で
も
な
く
、
単
に

仏
教
的
で
も
な
い
こ
の
世
界
観
は
両
伝
統
の
根
源
ま
で
掘
り
下

げ
る
よ
う
な
疑
問
の
キ
ヤ
ロ
ス
ク
ー
ロ
で
描
か
れ
、
同
時
に
両

者
の
教
理
や
実
践
の
隙
間
か
ら
光
を
照
ら
す
世
界
観
で
も
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
を
仏
教
の
レ
ン
ズ
で
、
仏
教
を
キ
リ
ス
ト
教
の
レ

ン
ズ
で
も
っ
て
批
判
的
な
目
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
師
は
日

本
で
の
滞
在
の
初
期
か
ら
自
分
の
公
案
と
し
た
質
問
に
答
え
て

み
る
。
つ
ま
り
、﹁
こ
れ
ほ
ど
の
宗
教
心
の
類
縁
は
ど
う
し
て
教

理
上
そ
れ
ほ
ど
の
直
す
こ
と
の
で
き
な
い
分
裂
に
終
わ
る
の
かR

﹂

と
。
文
章
の
行
間
を
読
ま
せ
て
も
ら
え
れ
ば
、﹁
分
裂
﹂
は
仏
教

と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
間
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
般
に
宗
教
心
と

教
理
と
の
間
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教

の
対
話
は
、
内
的
教
理
の
発
展
や
組
織
的
争
い
の
た
め
に
特
定

の
伝
統
に
お
い
て
普
通
に
暗
闇
に
あ
る
も
の
を
表
に
運
ぶ
。
す

な
わ
ち
、
終
わ
り
に
、
体
験
と
表
現
と
の
二
元
性
を
認
め
ざ
る

を
え
な
い
し
、
そ
の
分
裂
を
超
越
し
た
み
せ
か
け
に
つ
い
て
疑

惑
を
も
つS

。

そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
ブ
ラ
フ
ト
に
と
っ
て
エ
ク
ハ
ル
ト
の

思
想
の
検
討
を
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
比
較
に
よ
っ
て
進
め

る
努
力
は
、
対
話
の
最
大
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
へ
の
一
歩
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。
平
凡
な
信
者
か
ら
見
る
余
り
に
も
高
度
な
抽
象

段
階
ま
で
逃
げ
な
い
か
ら
こ
そ
、
最
大
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
は
、
宗

教
心
の
類
縁
が
教
理
の
レ
ベ
ル
で
衝
突
さ
せ
る
ル
ー
ス
ブ
ル
ッ

ク
の
よ
う
な
神
秘
思
想
に
見
え
るT

。
ブ
ラ
フ
ト
は
こ
の
衝
突
に

直
面
し
て
あ
る
時
は
キ
リ
ス
ト
教
側
に
、
あ
る
時
に
は
仏
教
側

に
傾
く
自
分
自
身
の
選
択
を
表
す
。
彼
の
目
的
は
両
伝
統
の
よ

い
も
の
を
あ
わ
せ
て
新
し
い
混
交
を
創
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
ぞ

れ
の
伝
統
の
核
心
に
お
い
て
不
可
避
の
逆
説
を
正
直
に
容
認
す

る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
で
両
者
が
混
ざ
っ
た
成
果
を
生
み

だ
し
て
き
た
こ
と
を
例
証
と
し
て
あ
げ
る
。
例
え
ば
、
キ
リ
ス

ト
教
が
神
を
﹁
有
﹂、﹁
愛
﹂、﹁
聖
﹂
と
連
想
さ
せ
る
こ
と
に
関

し
て
、真
の
超
越
に
値
し
な
い
、仏
教
が
批
判
す
る
諸
分
裂︵
有
／

無
、
愛
／
憎
、
聖
／
俗
）
は
そ
の
神
概
念
の
背
後
に
あ
る
考
え

方
を
あ
げ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
ブ
ラ
フ
ト
自
身
の
反
省
の
言
葉

を
引
用
し
て
、
師
の
宗
教
思
想
の
紹
介
を
終
わ
り
た
い
と
思
う
。

こ
の
点
で
は
、
形
而
上
学
的
に
云
え
ば
仏
教
の
立
場
が
よ
り

強
い
と
私
は
思
う
。
し
か
し
ち
ょ
う
ど
こ
の
と
こ
ろ
で
は
、
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ど
れ
ほ
ど
宗
教
と
理
性
が
と
も
に
歩
ん
で
も
、
終
わ
り
に
宗

教
が
形
而
上
学
と
理
性
の
領
域
︵
論
理
等
々
）
を
超
越
す
る

と
私
は
い
つ
も
以
上
に
確
信
し
て
い
る
。
実
に
神
々
し
い
無

関
心
を
も
っ
て
争
い
の
上
に
立
た
な
い
で
、
悪
と
戦
う
善
の

味
方
と
し
て
身
を
入
れ
る
神
の
概
念
は
、
形
而
上
学
的
な
眉

を
ひ
そ
め
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
人
間
的
に
も
宗
教
的

に
も
と
て
も
有
益
で
あ
るU

。

以
上
、
ブ
ラ
フ
ト
の
著
作
の
﹁
橋
作
り
﹂
の
側
面
を
紹
介
し

た
こ
と
で
明
白
に
な
っ
た
と
思
う
が
、
師
は
﹁
自
分
が
キ
リ
ス

ト
者
と
し
て
そ
れ
に
囲
ま
れ
て
生
き
て
い
る
仏
教
へ
の
橋
渡
し

を
作
ろ
う
と
い
う
願
望V

﹂
を
深
く
感
じ
て
も
、
自
分
が
そ
の
建

築
家
で
な
く
単
な
る
石
屋
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
信
じ
た
。
二
〇

世
紀
の
後
半
の
思
想
家
と
し
て
、
二
〇
世
紀
前
半
の
硬
い
ス
コ

ラ
主
義
か
ら
の
解
放
を
経
験
し
、
そ
の
先
頭
に
た
っ
た
解
放
者

イ
ヴ
・
コ
ン
ガ
ー
ル
、
Ｍ
＝
Ｄ
・
シ
ュ
ニ
ュ
、
Ｅ
・
ス
キ
レ
ベ

ー
ク
ス
、
特
に
し
ば
し
ば
師
の
論
文
に
言
及
さ
れ
て
い
る
ロ
マ

ー
ノ
・
グ
ア
ル
デ
ィ
ー
ニ
と
オ
ン
リ
・
ド
・
リ
ュ
バ
ッ
ク
に
は
、

師
は
深
い
同
感
の
意
を
も
っ
たW

。
趙
州
の
石
橋
の
よ
う
に
、
遠

く
か
ら
独
創
的
だ
と
賞
賛
す
る
す
ば
ら
し
い
記
念
物
で
は
な
く

て
、
そ
れ
は
﹁
驢
馬
も
渡
れ
ば
、
馬
も
渡
るX

﹂
こ
と
の
で
き
る

素
朴
な
踏
み
石
で
あ
っ
た
。
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
渡
る
こ
と

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
真
の
橋
に
な
る
。

世
界
中
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
ま
じ
め
で
、
知
的
な
対
話

が
話
題
に
な
る
と
こ
ろ
で
ヤ
ン･

ヴ
ァ
ン･

ブ
ラ
フ
ト
の
名
前

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
師
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
の
中
で

行
っ
た
宗
教
間
対
話
に
関
す
る
重
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社
、

一
九
九
六
年
、
一
六
三
―
一
七
一
頁
）。
一
般
の
表
現
で
正
教
に
対

す
る
態
度
を
緩
め
、﹁
絶
え
ず
改
革
さ
る
べ
き
教
会
﹂
の
概
念
を
強

化
す
る
。
例
え
ば
、﹁
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
教
会
論
﹂﹃
真
宗
教

学
研
究
﹄
一
四
号
、
一
九
九
〇
年
、
三
一
―
三
二
頁
、﹁
既
成
宗

教
は
現
代
人
に
貢
献
で
き
る
の
か
﹂﹃
壊
乱
―
―
現
代
宗
教
の
危

機
﹄
す
ず
わ
書
房
、
一
九
九
六
年
、
二
五
―
二
六
頁
、﹁
ロ
ー
マ･

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
﹂、
武
藤
一
雄
・
平
石
善
司
編
﹃
キ
リ
ス
ト
教

を
学
ぶ
人
の
た
め
に
﹄
世
界
思
想
社
、
一
九
八
五
年
、
一
五
四
頁

を
参
考
に
さ
れ
た
い
。

C
 

こ
の
点
は
ブ
ラ
フ
ト
が
京
都
大
学
の
恩
師
で
あ
っ
た
武
内
義
範

で
一
番
評
価
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。“In M

em
oriam

 Takeuchi 

Yoshinori (1913–2002), Bulletin of the N
anzan Institute for 

Religion and Culture 26 (2002): 62

参
照
。
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D
 

”Buddhism
us, Jōdo Shinshū, C

hristentum
: Schlägt Jōdo Shin-

shū eine Brüche zw
ischen Buddhism

us und C
hrist en tum

?” 

E. G
rössm

an, G
. Z

obel, eds. D
as G

old im
 W

achs (M
ünchen: 

Iudicium
 1988), 460.

﹁
真
宗
は
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
橋
わ

た
し
と
な
り
う
る
か
﹂﹃
親
鸞
教
学
﹄
第
五
二
号
、
一
九
八
八
年
、

四
九
―
五
二
頁
参
照
。
組
織
宗
教
が
信
者
の
大
衆
に
た
い
す
る
エ

リ
ー
ト
主
義
へ
の
傾
向
を
超
克
す
る
関
心
の
一
例
と
し
て
、
第
二

回
南
山
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
と
し
て
、﹁
宗
教
に
お
け
る
大

衆
と
エ
リ
ー
ト
﹂
を
選
ん
だ
。
師
の
レ
ジ
ュ
メ
が
示
す
よ
う
に
、

そ
の
時
に
は
背
景
に
あ
る
教
理
的
な
諸
問
題
は
ま
だ
十
分
に
自
覚

し
て
い
な
か
っ
た
︵“M

ass and Elite in Religion,” Bulletin of the 

N
anzan Institute for Religion and Culture 2 (1978): 4–14

参
照
）。

﹁
歴
史
的
宗
教
と
文
献
宗
教
﹂
お
よ
び
﹁
理
と
行
﹂
を
テ
ー
マ
に

し
た
そ
の
後
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
刺
激
を
受
け
て
、
こ
の
問
題
に

つ
い
て
師
の
思
想
は
次
第
に
明
瞭
に
な
っ
た
。

E
 

こ
の
立
場
か
ら
法
然
に
つ
い
て
の
随
筆
が
あ
る
。﹁
現
代
世
界
に

お
け
る
法
然
の
意
義
﹂﹃
法
然
の
原
風
景
―
そ
の
歴
史
と
思
想
を

考
え
る
﹄
四
恩
社
、
一
九
九
三
年
、
一
三
八
―
一
四
九
頁
。

F
 

“T
he W

ay of D
evotion: Pure Land Buddhism

,” T
he Japan 

M
ission Journal 47 (1993): 283. 

師
は
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
か
ら
継
承
し

た
二
元
論
と
旧
約
聖
書
に
お
け
る
逆
説
的
な
二
元
論
を
区
別
し
て

ほ
ぼ
同
じ
結
論
に
至
る
。
国
分
敬
治
と
の
対
話
﹁
こ
の
時
代
に
我

わ
れ
は
如
何
に
生
く
べ
き
か
﹂﹃
願
海
﹄
第
六
巻
一
号
、
一
九
七
九

年
、
二
二
―
二
四
頁
を
参
考
。
同
じ
時
期
に
後
者
の
二
元
論
の
背

景
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
禅
仏
教
と
違
っ
て
単
な
る
﹁
神
秘
的
﹂

宗
教
で
は
な
く
、﹁
予
言
的
﹂
で
も
あ
る
こ
と
に
見
え
る
と
師
は

書
い
て
い
る
︵﹁
禅
と
キ
リ
ス
ト
教
﹂﹃
禅
文
化
﹄、
一
九
七
〇
年
、

一
〇
八
号
、
二
六
―
二
七
頁
）。

G
 

“Buddhism
–Jōdo Shinshū–C

hristianity,” 63, 69.

H
 

﹁
空
の
思
想
と
浄
土
教
﹂﹃
大
乗
禅
﹄
八
一
五
号
、
一
九
九
二
年
、

八
―
一
二
頁
。
詳
し
く
は
﹁
私
の
見
た
仏
教
と
京
都
学
派
﹂、
八

―
十
一
頁
参
照
。

I
 

﹁
予
言
者
た
る
西
谷
啓
治
﹂、
一
七
〇
―
一
七
一
頁
。
な
お
、
西
谷

思
想
を
徹
底
的
に
評
価
し
な
が
た
、
大
乗
仏
教
に
対
す
る
ブ
ラ

フ
ト
の
諸
々
の
批
判
を
繰
り
返
し
て
述
べ
る
ブ
ラ
フ
ト
の
論
文 

“N
ishitani Revisited.” Zen Buddhism

 Today 15 (1998): 77–95

も

参
照
。

J
 

例
え
ば
、
京
都
学
派
の
よ
う
な
無
の
哲
学
に
お
い
て
﹁
宗
教
生

活
の
実
存
的
生
々
し
さ
が
消
散
さ
れ
な
い
か
﹂
と
い
う
武
内
義

範
の
疑
問
に
つ
づ
け
て
、
空
の
思
想
が
﹁
キ
リ
ス
ト
教
の
愛
と

社
会
的
献
身
の
理
念
の
全
体
を
把
握
で
き
る
か
ど
う
か
﹂
と
問

う
︵“A

bsolute N
othingness and G

od: T
he N

ishida-Tanabe 

Tradition and C
hristianity,” Bulletin of the N

anzan Institute for 
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Religion and Culture 5 (1981), 40–4.

）。

K
 

“Kyoto Philosophy—
Intrinsically N

ationalistic?” Jam
es W

. 

H
eisig and John C

. M
araldo, Rude Aw

akenings: Zen, the Kyoto 

School, and the Q
uestion of N

ationalism
 (H

onolulu: U
niversity 

of H
aw

ai‘i Press,1994), 252. 

と
こ
ろ
で
仏
教
の
宗
派
一
般
の
戦
争

責
任
に
つ
い
て
、
ブ
ラ
フ
ト
の
批
評
は
は
る
か
に
厳
し
い
︵﹁
戦

中
経
験
―
―
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
﹂﹃
社
会
問
題
と
し
て
の
宗
教
﹄

南
山
大
学
社
会
倫
理
研
究
所
、
一
九
九
七
年
、
二
八
―
二
九
頁
参

照
）。 

L
 

Tow
ard a Theology of Religions, 34–5. 

一
九
九
一
年
ま
で
ブ
ラ
フ

ト
自
身
は
﹁
絶
対
者
﹂
の
文
句
を
自
由
に
利
用
し
た
が
︵
例
え

ば
、“The C

hallenge to C
hristian Theology from

 Kyoto-School 

Buddhist Philosophy,” 49–50

）、そ
の
後
、﹁
超
越
者
﹂に
変
わ
っ
た
。

M
 

“W
hat Jizō is Trying to Tell U

s,” in C
lem

ens Schlüter, ed., Volks-

buddhistische Im
pressionen aus Japan (Sankt A

ugustin, 1995), 8; 

“D
ialogue w

ith Buddhism
 in Japan,” Concilium

 161 (1983): 69
参

照
。 

キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
の
中
の
庶
民
的
宗
教
の
重
要
性
は
﹁
歴

史
宗
教
と
民
俗
宗
教
﹂
を
め
ぐ
る
密
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
の

冒
頭
の
話
の
な
か
で
も
強
調
さ
れ
、
も
っ
と
形
式
的
に
論
じ
ら
れ

て
い
る
︵﹁
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
﹂﹃
密
教
と
キ
リ
ス
ト
教
―
―

歴
史
宗
教
と
民
俗
宗
教
﹄
春
秋
社
、
一
九
八
六
年
、
一
一
、一
六

―
二
一
頁
）。
日
本
で
の
キ
リ
ス
ト
教
的
倫
理
に
つ
い
て
の
詳
し

い
説
明
は
、“C

hristian Ethics in Japan,” The Japan M
issionary 

Bulletin 36 (1982): 360–72

を
参
照
。

N
 

﹁
東
西
霊
性
の
交
流
―
―
諸
宗
教
間
の
対
話
の
経
験
と
思
想
﹂﹃
禅

文
化
﹄ 

第
九
九
号
、
一
九
八
〇
年
、 

八
四
頁
。
い
さ
さ
か
自
己
軽
視

の
ヒ
ュ
ー
モ
ア
で
、
仏
教
徒
が
﹁
仏
教
や
日
本
を
も
っ
と
詳
し
く

知
る
は
ず
﹂
の
彼
の
よ
う
な
専
門
家
よ
り
も
西
洋
の
修
道
女
に
耳

を
貸
し
た
と
書
く
︵“Inter-Faith D

ialogue in Japan,” The Japan 

M
issionary Bulletin 30 (1976): 591.

）
安
西
伸
共
編
﹃
東
西
霊
性
交

流
の
成
果
―
―
西
欧
修
道
院
の
反
響
﹄
平
和
研
究
所
、
一
九
八
五

年
も
参
照
。

O
 

“East-W
est Spiritual Exchange II,” Bulletin of the N

anzan 

Institute for Religion and Culture 8 (1984): 16.

P
 

“Tangenten an einen vollkom
m

enen K
reis?” G

ünther Stachel, 

M
unen m

usō: U
ngegenständliche M

editation (M
ainz: G

rüne-

w
ald, 1978), 379.

Q
 

﹁
ヤ
ン
・
ヴ
ァ
ン･

ブ
ラ
フ
ト
元
所
長
を
偲
ん
で
―
一
九
二
八
年

―
二
〇
〇
七
年
﹂﹃
南
山
宗
教
文
化
研
究
所
研
究
所
報
﹄
第
一
七
号
、

二
〇
〇
七
年
、
六
四
～
六
五
頁
。

R
 

M
ysticism

 Buddhist and C
hristian: Encounters w

ith Jan van 

Ruusbroec (N
ew

 York: C
rossroad, 1995), 3.

S
 

ル
ー
ス
ブ
ル
ッ
ク
の
偽
神
秘
主
義
へ
の
批
判
を
仏
教
に
適
用
す
る

ブ
ラ
フ
ト
の
試
み
は
こ
の
点
で
た
め
に
な
る
。
特
に
、
静
寂
主
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義
︵
＝quietism

）
自
己
中
心
性
、
倫
理
的
麻
痺
を
取
り
上
げ
て

い
る
︵M

ysticism
 Buddhist and C

hristian, 268–86. 

）。
ま
さ
に

こ
の
批
判
は
浄
土
真
宗
の
敬
虔
さ
に
お
け
る
﹁
社
会
的
側
面
﹂
の

場
合
は
依
然
と
し
て
応
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
師
は
論
じ
た

︵“Liberative Elem
ents in Pure Land Buddhism

,” Inter-Religio 18 

(Fall 1990): 61–2.

）。

T
 

M
ysticism

 Buddhist and Christian, 30.

U
 

M
ysticism

 Buddhist and Christian, 79.

V
 

﹁
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
﹂﹃
キ
リ
ス
ト
教
は
仏
教
か
ら
何
を
学
べ

る
か
﹄、
七
頁
。

W
 

ブ
ラ
フ
ト
の
生
涯
と
重
複
す
る
こ
の
歴
史
に
つ
い
て
優
れ
た
本

が
最
近
出
版
さ
れ
た
。Fergus K

err, Tw
entieth-C

entury C
atholic 

Theologians: from
 Chenu to Ratzinger (O

xford U
niversity Press, 

2006).

X
 

﹃
碧
岩
録
﹄
第
五
二
則
。

ベ
ッ
カ
ー　

大
変
よ
く
整
理
さ
れ
ま
し
た
ブ
ラ
フ
ト
先
生
の
思

想
と
い
ろ
い
ろ
な
架
け
橋
を
き
れ
い
に
描
か
れ
た
と
思

う
の
で
す
が
、
ご
く
素
朴
な
質
問
と
し
て
、
わ
た
し
は

ハ
イ
ジ
ッ
ク
先
生
ほ
ど
ブ
ラ
フ
ト
先
生
と
知
り
合
う
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
お
聞
き
し
ま
す
が
、
こ
の
中

で
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
座
禅
を
く
ま
れ
た
と
か
修
道
院
に
参

加
さ
れ
た
と
言
う
こ
と
も
仰
ら
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

ブ
ラ
フ
ト
先
生
ご
自
身
の
宗
教
的
体
験
や
宗
教
的
実
践

に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
教
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸

い
で
す
。

ハ
イ
ジ
ッ
ク　

そ
れ
は
簡
単
に
答
え
ま
す
。
ブ
ラ
フ
ト
先
生
は

そ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
一
切
お
話
に
な
ら
な
か
っ

た
。特

別
な
宗
教
的
な
体
験
に
つ
い
て
お
話
し
下
さ
り
は

討
議
Ⅰ 

司 

会　

上
田
閑
照
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し
な
か
っ
た
の
で
す
。
た
だ
し
一
つ
あ
り
ま
す
。﹃
死

生
観
﹄
と
い
う
本
の
中
で
、
彼
は
自
分
の
父
親
の
死
に

つ
い
て
話
を
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
面
白
い
と
思
い

ま
し
た
。
そ
し
て
自
分
は
ど
の
よ
う
に
死
に
た
い
か
と

言
う
文
章
も
あ
り
ま
す
。
彼
は
そ
れ
以
外
、
文
章
の
中

で
も
雑
談
の
中
で
も
自
分
の
宗
教
的
体
験
に
つ
い
て
話

す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

彼
が
座
布
団
を
使
っ
て
座
禅
を
く
ん
だ
と
言
う
話
を

い
た
し
ま
し
た
が
、
西
洋
の
瞑
想
の
よ
う
に
聖
書
を
読

ん
で
そ
れ
に
つ
い
て
黙
想
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く

て
、
無
言
の
禅
的
な
瞑
想
を
自
分
な
り
に
し
て
い
ま
し

た
。
そ
し
て
、
人
の
宗
教
的
体
験
に
つ
い
て
も
質
問
す

る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

上
田 

お
そ
ら
く
宗
教
的
体
験
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
関
心
が

直
接
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
は
ブ
ラ
フ
ト
さ
ん
に
と
っ

て
宗
教
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
宗
教
的
現
実
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
宗
教
的
現
実
と

は
も
っ
と
大
き
な
現
実
と
結
び
つ
い
て
お
り
ま
す
し
、

ブ
ラ
フ
ト
さ
ん
が
お
か
れ
た
現
実
と
言
う
も
の
は
ブ
ラ

フ
ト
さ
ん
が
結
局
宗
教
間
対
話
と
い
う
こ
と
で
遂
行
さ

れ
た
そ
の
こ
と
自
身
が
ブ
ラ
フ
ト
さ
ん
の
宗
教
を
形
成

し
宗
教
を
示
す
あ
り
方
だ
っ
た
と
考
え
て
い
い
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
特
別
な
宗
教
的
な
体
験
を
ピ
ッ

ク
ア
ッ
プ
す
る
と
い
う
気
持
ち
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た

と
思
い
ま
す
。

ハ
イ
ジ
ッ
ク　

そ
し
て
お
そ
ら
く
わ
た
し
が
最
後
に
し
た
説
明

は
不
十
分
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
、
ブ
ラ
フ
ト
先
生
の

神
秘
主
義
に
対
す
る
関
心
で
す
が
、
そ
れ
は
神
秘
思
想

で
す
。
神
秘
体
験
で
は
な
く
神
秘
思
想
に
関
心
が
あ
っ

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

花
岡 

別
の
質
問
に
な
り
ま
す
が
、
仏
教
そ
の
も
の
と
か
京
都

学
派
と
か
、
西
田
と
関
わ
り
の
あ
る
ご
質
問
に
な
る
か

と
思
い
ま
す
が
、
絶
対
と
い
う
こ
と
は
絶
対
の
否
定
性

で
あ
り
ま
す
の
で
、
ど
ん
な
個
々
の
立
場
で
あ
れ
世
界

の
側
で
あ
れ
場
所
で
あ
れ
、
絶
対
の
否
定
と
い
う
と
き
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に
は
、
そ
こ
か
ら
否
定
し
た
と
こ
ろ
に
ほ
と
ば
し
り
出

る
も
の
は
愛
と
か
無
だ
と
思
う
の
で
す
。
そ
の
愛
と
か

無
と
い
う
と
こ
ろ
に
お
い
て
本
当
の
行
と
か
請
願
と
い

う
働
き
が
出
て
く
る
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
。
戦
争

批
判
も
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
一
九
四
五
年
く
ら
い

ま
で
西
田
先
生
が
出
し
た
絶
対
無
や
絶
対
の
否
定
性
、

自
ら
の
立
場
を
す
べ
て
否
定
し
て
す
べ
て
の
個
々
の
立

場
を
活
か
す
と
い
う
そ
う
い
う
絶
対
無
の
立
場
が
受
け

入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
歴
史
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
や
は

り
そ
れ
は
時
間
を
要
す
る
と
申
し
ま
す
か
、
時
熟
を
要

す
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
愛
と
慈
悲
が
湧
き
出
て

く
る
と
こ
ろ
の
絶
対
無
は
す
べ
て
の
立
場
を
包
摂
す
る

も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
包
摂
す
る
立
場
と
は
、
自

ら
立
場
の
絶
対
化
で
は
な
く
、
絶
対
の
個
と
し
て
す
べ

て
の
中
心
で
あ
る
と
同
時
に
周
辺
上
の
一
点
と
な
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
絶
対
無
の
場
所
で
し
か
な

り
立
た
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ブ
ラ
フ
ト

先
生
は
誤
解
を
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
私
は
仏
教
徒
で
あ
り
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
り
、
仏

教
徒
で
は
な
く
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
も
な
い
の
で
す
が
、

ど
ち
ら
か
を
擁
護
す
る
と
い
う
気
持
ち
は
あ
り
ま
せ

ん
。
で
す
か
ら
、
対
話
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
点

で
考
え
て
お
り
ま
し
て
、
仏
教
に
も
パ
ル
ー
シ
ア
と
い

う
も
の
が
あ
り
、
田
辺
先
生
が
最
後
に
﹁
絶
対
無
は
愛

で
あ
る
﹂
と
い
う
境
地
に
到
達
さ
れ
ま
し
た
が
、
仏
教

は
愛
と
か
慈
悲
と
言
う
も
の
に
対
し
て
時
熟
し
て
い
な

か
っ
た
の
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が

出
て
く
る
は
ず
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
仏

教
に
も
京
都
学
派
に
も
愛
と
か
慈
悲
が
本
来
的
な
問
題

と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
コ
メ
ン
ト
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ハ
イ
ジ
ッ
ク　

ブ
ラ
フ
ト
先
生
に
代
わ
っ
て
判
断
は
で
き
ま
せ

ん
が
、
し
か
し
一
つ
だ
け
。
こ
こ
に
一
つ
の
文
章
で
触

れ
ま
し
た
が
、
ブ
ラ
フ
ト
先
生
は
次
第
に
﹁
絶
対
﹂
と

い
う
言
葉
を
嫌
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
絶
対
と
い
う

概
念
の
歴
史
は
極
め
て
短
い
と
思
い
ま
す
。
錬
金
術
か

ら
ヘ
ー
ゲ
ル
・
フ
ィ
ヒ
テ
・
シ
ェ
リ
ン
グ
の
時
代
に
始
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ま
り
ま
す
が
、
ブ
ラ
フ
ト
先
生
は
だ
ん
だ
ん
と
超
越
者

と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
形
而
上
学
的
な
側
面
の
絶
対
者

を
否
定
す
る
だ
け
で
は
な
く
絶
対
的
と
か
、
絶
対
否
定

と
い
う
言
葉
遣
い
を
嫌
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ

は
晩
年
の
西
谷
先
生
と
の
討
論
の
中
で
も
﹁
な
ん
で
絶

対
な
ん
で
す
か
、
無
で
い
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
、
あ

る
い
は
超
越
的
な
無
で
も
﹂
と
い
う
よ
う
に
。
そ
れ
は

ヘ
ー
ゲ
ル
へ
の
愛
着
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
実
際
に
は

西
田
の
最
後
の
論
文
の
中
で
も
絶
対
と
い
う
こ
と
を
説

明
す
る
と
き
に
は
そ
れ
は
す
べ
て
の
対
を
絶
す
る
と
い

う
意
味
で
は
用
い
て
い
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
絶
対
を

使
う
意
味
が
な
く
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
わ
た
し

は
西
田
も
同
じ
と
こ
ろ
に
立
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
た
だ
し
ブ
ラ
フ
ト
先
生
が
ど
の
よ
う
に
お
答

え
に
な
る
か
は
、
わ
た
し
に
は
分
り
ま
せ
ん
。

菅
原 

皆
さ
ん
に
ご
報
告
し
た
い
の
で
す
け
れ
ど
、
わ
た
し
は

新
聞
記
者
と
し
て
ブ
ラ
フ
ト
先
生
と
一
二
年
く
ら
い
関

わ
り
が
あ
り
ま
し
た
。
一
九
九
七
年
頃
に
朝
日
新
聞
の

新
年
の
特
集
を
や
っ
た
と
き
に
、
わ
た
く
し
は
長
ら
く

宗
教
間
対
話
の
シ
リ
ー
ズ
な
ど
を
や
っ
て
い
た
の
で
す

け
れ
ど
、﹁
無
神
論
と
有
神
論
の
人
と
の
対
話
﹂
と
い

う
企
画
を
立
て
、
そ
の
際
に
唯
物
論
研
究
協
会
の
委
員

長
を
や
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
古
田
光
さ
ん
を
お
招
き

し
、
有
神
論
の
人
と
し
て
は
ブ
ラ
フ
ト
さ
ん
を
お
招
き

し
ま
し
た
。
築
地
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
そ
の
会
を
開
い
た

の
で
す
が
、
非
常
に
面
白
い
会
に
な
り
ま
し
た
。
仏
教

徒
の
対
話
だ
け
で
は
な
く
、
無
神
論
の
方
と
も
積
極
的

に
対
話
を
さ
れ
て
い
た
の
が
ブ
ラ
フ
ト
さ
ん
で
し
た
。

そ
し
て
阿
部
正
雄
先
生
が
去
年
の
秋
に
亡
く
な
ら
れ
そ

の
お
葬
式
の
と
き
に
、
ブ
ラ
フ
ト
さ
ん
と
最
後
に
お
目

に
か
か
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
ご
報
告
と
し
ま
し
て
、
次
に
ハ
イ
ジ
ッ
ク
先

生
に
お
聞
き
し
た
い
の
で
す
が
、
九
ー
一
〇
頁
に
か
け

て
﹁
智
恵
と
慈
悲
﹂
と
い
う
問
題
を
扱
わ
れ
ま
し
た
が
、

非
常
に
不
思
議
な
感
じ
が
す
る
の
は
、
ブ
ラ
フ
ト
さ
ん

は
竹
内
先
生
に
お
習
い
し
た
こ
と
を
よ
く
仰
っ
て
い
ま

し
た
が
、
実
際
に
仏
教
つ
い
て
語
る
際
に
は
だ
い
た
い
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禅
の
ほ
う
か
ら
お
話
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
た
と
え
ば

先
ほ
ど
の
九
頁
の
引
用
の
と
こ
ろ
で
も
﹁
智
恵
と
慈
悲
﹂

と
い
う
問
題
で
、
一
〇
頁
の
方
に
な
る
と
、
仏
教
の
禅

や
浄
土
真
宗
に
お
い
て
慈
悲
が
智
恵
に
吸
収
さ
れ
が
ち

だ
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

も
う
一
つ
智
恵
と
慈
悲
と
い
う
こ
と
で
申
し
ま
す

と
、
道
元
の
言
葉
で
三
種
菩
提
門
と
い
う
も
の
が
あ
り

ま
し
て
、﹁
智
恵
﹂﹁
慈
悲
﹂﹁
方
便
﹂
と
い
う
の
、
方

便
門
と
い
う
も
の
が
も
う
一
つ
あ
り
ま
す
。
ブ
ラ
フ
ト

さ
ん
が
座
禅
を
く
ま
れ
て
い
た
と
い
う
お
話
は
伺
い
ま

し
た
が
、
念
仏
と
か
そ
う
い
う
浄
土
真
宗
の
行
、
実
践

に
つ
い
て
は
ブ
ラ
フ
ト
さ
ん
が
ど
の
よ
う
に
お
考
え
に

な
っ
て
い
た
の
か
お
伺
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
方
便

で
す
ね
、
方
法
論
と
い
い
ま
す
か
、
そ
の
よ
う
な
こ
と

に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
お
考
え
に
な
っ
て
い
た
か
を
お

伺
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ハ
イ
ジ
ッ
ク　

自
信
を
も
っ
て
お
答
え
し
ま
す
が
、
そ
の
自
信

は
こ
の
三
週
間
の
間
に
ブ
ラ
フ
ト
先
生
の
著
作
を
す
べ

て
読
ん
だ
か
ら
で
す
が
、
方
便
と
か
方
法
論
に
つ
い
て

の
論
文
は
な
い
で
す
。

た
だ
し
そ
れ
は
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、

や
は
り
わ
た
し
は
ブ
ラ
フ
ト
先
生
の
こ
の
﹁
欲
望
﹂
に

つ
い
て
の
論
文
は
彼
の
中
で
一
番
優
れ
た
論
文
だ
と
思

い
ま
す
。
晩
年
は
そ
れ
に
つ
い
て
も
う
一
つ
付
け
加
え

る
よ
う
な
﹁
願
生
﹂
を
問
題
に
し
た
講
演
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
れ
は
親
鸞
教
学
で
出
版
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、

そ
れ
は
長
谷
先
生
の
﹁
欲
望
﹂
の
哲
学
と
打
ち
合
わ
せ

が
で
き
た
ら
よ
か
っ
た
の
で
す
が
、
両
者
は
非
常
に
似

た
問
題
を
取
り
組
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
。

長
谷 

欲
望
の
問
題
に
つ
い
て
直
接
具
体
的
に
こ
う
だ
と
話
し

合
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
ど
う
い
う
こ
と

に
お
互
い
が
関
心
を
寄
せ
て
い
る
か
は
、
お
互
い
に
う

す
う
す
感
じ
て
い
ま
し
た
。
浄
土
真
宗
に
対
す
る
ブ
ラ

フ
ト
神
父
さ
ん
の
関
心
は
、
浄
土
真
宗
は
ま
だ
そ
こ
に

含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
を
十
分
追
求
し
て
い
な
い
の
で

は
な
い
か
と
言
う
批
判
に
あ
り
ま
し
た
。
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空
に
対
し
て
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
浄
土
真

宗
に
対
し
て
も
同
じ
よ
う
な
批
判
の
目
を
も
っ
て
お
ら

れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
浄
土
真
宗
も
教
学
の
立
場
に
立
つ

人
は
教
学
的
な
関
心
が
非
常
に
強
く
て
、
そ
の
可
能
性

を
十
分
に
自
覚
す
る
言
葉
で
︵
語
っ
て
い
な
い
）、
教

学
自
身
の
中
に
縛
ら
れ
て
い
て
身
動
き
が
つ
か
な
い
と

こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
批
判
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
に
関

し
て
は
僕
も
な
る
ほ
ど
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。
今
度

は
ど
う
い
う
こ
と
は
ど
う
だ
と
い
う
話
は
先
に
言
い
ま

し
た
よ
ね
。
曽
我
量
深
と
い
う
浄
土
真
宗
の
教
学
者
が

お
り
ま
す
が
、
曽
我
さ
ん
の
考
え
に
ブ
ラ
フ
ト
さ
ん
は

深
い
関
心
を
寄
せ
た
。
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
に
関
心
を

も
た
れ
た
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
人
の
読
書

会
に
誘
わ
れ
た
り
し
ま
し
た
。

先
ほ
ど
花
岡
さ
ん
が
仰
い
ま
し
た
が
、﹁
愛
﹂
の
問

題
が
ブ
ラ
フ
ト
さ
ん
に
と
っ
て
の
非
常
に
大
事
な
問
題

で
し
た
。
無
か
ら
ど
う
し
た
ら﹁
愛
﹂が
出
て
く
る
の
か
、

否
定
を
徹
底
す
れ
ば
自
ず
か
ら
肯
定
が
出
て
く
る
と
花

岡
さ
ん
は
仰
っ
て
い
ま
し
た
が
、
ブ
ラ
フ
ト
さ
ん
に
は

そ
れ
が
理
解
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
否
定
か
ら
絶
対
愛

は
出
て
こ
な
い
と
い
う
の
が
、
ブ
ラ
フ
ト
さ
ん
の
核
心

で
し
た
。
そ
う
い
う
点
で
、
浄
土
真
宗
に
共
感
す
る
と

こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

花
岡 

否
定
だ
け
で
は
な
く
て
、
否
定
の
否
定
。
自
我
が
潰
さ

れ
本
当
の
自
己
に
、
無
に
な
り
き
っ
て
、
そ
の
立
場
に

ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
に
立
ち
止
ま
れ
な
い
、
そ
こ
で
ま
た
そ

の
自
己
を
否
定
し
て
。
で
す
か
ら
否
定
の
否
定
で
本
当

に
そ
こ
に
蘇
っ
て
く
る
と
い
う
二
番
目
の
否
定
の
こ
と

を
申
し
て
お
り
ま
し
て
、
否
定
の
否
定
が
肯
定
に
な
っ

て
く
る
、
そ
こ
を
申
し
て
お
り
ま
す
。

長
谷 

花
岡
さ
ん
が
仰
っ
て
い
る
こ
と
は
分
る
の
で
す
が
、
ブ

ラ
フ
ト
さ
ん
自
身
は
そ
の
よ
う
な
説
明
は
承
知
の
上

で
、
そ
の
よ
う
な
説
明
に
は
納
得
が
い
か
な
い
と
い
う

こ
と
な
の
で
す
。

花
岡 

時
熟
し
て
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

長
谷 
そ
こ
は
ど
ち
ら
が
時
熟
し
て
い
な
い
の
か
は
わ
か
り
ま

せ
ん
が
。
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花
岡 
世
界
そ
の
も
の
が
時
熟
し
て
い
な
く
て
、
ま
だ
時
代
そ

の
も
の
が
そ
こ
に
ま
で
至
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。

長
谷 

ど
ち
ら
が
一
方
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
す
よ

ね
。

花
岡 

両
方
そ
ろ
っ
て
は
じ
め
て
で
す
よ
ね
。

長
谷 

た
だ
西
田
の
場
合
に
は
、
マ
ル
ク
ス
も
言
っ
て
い
た
よ

う
に
、
当
為
と
い
う
の
が
行
為
と
し
て
出
て
く
る
そ
の

も
と
に
は
絶
対
に
愛
と
い
う
こ
と
が
な
い
と
駄
目
だ
と

言
っ
て
い
ま
す
ね
。
愛
と
い
う
こ
と
を
人
は
あ
ま
り
考

え
て
な
い
よ
う
だ
と
、
西
田
は
最
後
に
言
っ
て
い
ま
す

ね
。
だ
か
ら
、
絶
対
無
と
い
う
ふ
う
に
西
田
が
言
う
と

き
、
絶
対
無
と
い
う
も
の
の
根
幹
に
無
だ
け
で
は
な
く

愛
と
い
う
も
の
を
捉
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

い
う
こ
と
を
西
田
も
自
覚
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
そ

う
い
う
点
を
ブ
ラ
フ
ト
さ
ん
は
追
及
し
た
か
っ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
が
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
に

は
違
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
…
。
も
ち
ろ
ん
ニ
ュ
ア

ン
ス
の
違
い
で
す
け
れ
ど
も
。

欲
望
と
い
う
問
題
を
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
そ
う
い
う
点
で
フ
ラ
ン
ス
哲
学
を
や
っ
て
い

て
わ
た
し
は
欲
望
と
い
う
問
題
を
扱
う
よ
う
に
な
っ
た

の
で
す
が
、
欲
望
と
い
う
問
題
か
ら
は
ど
う
い
う
問
題

が
出
て
く
る
か
と
申
し
ま
す
と
、
や
は
り
肯
定
と
い
う

問
題
が
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
点
で
、
欲

望
を
中
心
に
考
え
て
い
く
と
い
う
の
は
、
納
得
で
き
る

も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

ハ
イ
ジ
ッ
ク　

形
式
的
な
答
え
で
は
、
ど
う
し
て
曽
我
量
深
に

関
心
が
あ
る
の
か
と
い
う
質
問
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す

が
、
私
が
覚
え
て
い
る
限
り
で
す
と
、
ブ
ラ
フ
ト
先
生

は
一
九
八
一
年
にThe Buddha Eye

と
い
う
本
を
出
し

た
と
き
に
、
是
非
曽
我
量
深
を
そ
れ
に
入
れ
て
く
だ
さ

い
と
頼
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
わ
た
し
は
﹁
曽
我
っ
て
誰

で
す
か
﹂
と
質
問
し
た
く
ら
い
な
の
で
す
が
。

彼
が
面
白
い
の
は
、
菩
薩
と
救
い
主
イ
エ
ス
の
比
較

を
そ
こ
で
し
て
い
た
の
で
す
が
、
深
く
入
る
と
曽
我
は
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キ
リ
ス
ト
教
の
非
神
話
化
を
よ
く
理
解
し
ま
し
た
が
、

そ
れ
を
乗
り
越
え
て
再
神
話
化
の
必
要
性
を
認
め
ま
し

た
と
、
言
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
よ
く
覚
え
て
い
ま

す
。
彼
は
論
文
の
中
で
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、
彼
は
晩

年
に
曽
我
量
深
の
資
料
集
・
彼
の
翻
訳
を
ま
と
め
て
一

冊
の
本
を
出
し
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
体
調
の
問
題
で

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
。

長
谷 

ブ
ラ
フ
ト
さ
ん
は
曽
我
量
深
の
著
作
を
読
ん
で
浄
土
真

宗
を
理
解
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
、

キ
リ
ス
ト
教
自
身
を
曽
我
量
深
の
う
ち
に
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
直
観
が
あ
っ
た
よ
う

で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
曽
我
は
天
才
だ
と
仰
っ
て
い
ま

し
た
よ
ね
。

ハ
イ
ジ
ッ
ク　

今
、
西
村
先
生
が
ま
ん
前
に
座
っ
て
ら
っ
し
ゃ

る
の
で
何
か
お
詫
び
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の

で
す
が
、
わ
た
し
が
研
究
し
た
部
分
は
禅
の
批
判
が
非

常
に
強
い
で
す
よ
ね
。
し
か
し
、
そ
の
反
論
は
ブ
ラ
フ

ト
先
生
の
著
作
に
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん

禅
思
想
と
よ
く
取
り
組
み
ま
し
た
し
、
た
だ
し
組
織
と

し
て
、
既
成
宗
教
と
し
て
、
お
寺
の
生
活
に
つ
い
て
こ

れ
以
上
の
発
言
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
彼
が
二

度
、
霊
性
交
流
に
つ
い
て
の
長
い
論
文
を
後
で
二
人
で

本
に
ま
と
め
ま
し
た
が
、
そ
の
中
で
い
ろ
い
ろ
な
人
の

経
験
を
ま
と
め
ま
す
が
、
ご
自
分
の
意
見
は
出
さ
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
の
論
文
で
強
い
批
判
を
さ
れ
ま

し
た
が
、
正
直
わ
た
し
は
一
部
だ
け
を
選
択
し
た
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
が
読
ん
だ
限
り
、
ブ
ラ
フ

ト
の
著
作
の
中
に
そ
れ
に
反
論
す
る
文
章
が
な
か
っ
た

の
で
す
。
す
み
ま
せ
ん
で
し
た
。

西
村 

後
で
ゆ
っ
く
り
時
間
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
黙
っ
て

い
よ
う
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
ハ
イ
ジ
ッ
ク
先
生
は
ブ

ラ
フ
ト
先
生
の
ど
う
い
っ
た
こ
と
こ
ろ
を
一
番
尊
敬
し

て
お
ら
れ
ま
す
か
。

ハ
イ
ジ
ッ
ク　

難
し
い
で
す
ね
。
お
そ
ら
く
否
定
神
学
に
近
い

理
論
・
論
理
を
一
番
尊
敬
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
社

会
的
実
践
で
も
、
瞑
想
の
仕
方
で
も
な
か
っ
た
で
す
が
、
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応
え
に
く
い
質
問
で
す
ね
。

西
村 
ハ
イ
ジ
ッ
ク
先
生
は
ブ
ラ
フ
ト
先
生
の
路
線
を
継
承
し

よ
う
と
思
っ
て
お
ら
れ
ま
す
か
。

ハ
イ
ジ
ッ
ク　

そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
で
す
。
わ
た
し
と
は
方

向
付
け
や
関
心
が
少
し
違
い
ま
す
の
で
。

西
村 

そ
れ
を
知
り
た
か
っ
た
の
で
す
。
気
に
な
る
で
し
ょ
う
。

禅
宗
で
し
た
ら
も
し
弟
子
な
ら
ば
、
先
生
の
形
式
を
超

え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
、
批
判
的
に
超
え
ら
れ
る

と
し
た
ら
ど
う
い
う
批
判
が
あ
る
だ
ろ
う
な
、
と
。
そ

れ
が
本
音
の
質
問
で
し
た
。

上
田 

今
の
質
問
が
い
い
質
問
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
時
間

が
来
ま
し
た
。

た
だ
わ
た
し
は
ハ
イ
ジ
ッ
ク
先
生
が
論
述
さ
れ
た
そ

の
内
容
に
は
、
仏
教
に
対
す
る
批
判
も
含
め
て
賛
成
と

い
う
か
共
鳴
し
て
お
り
ま
す
。
ブ
ラ
フ
ト
さ
ん
が
さ
れ

た
こ
と
は
、
キ
ー
ワ
ー
ド
で
言
え
ば
﹁
対
話
﹂
と
い
う

こ
と
で
す
が
、
実
際
の
遂
行
そ
の
こ
と
に
お
い
て
こ
こ

で
や
は
り
な
か
な
か
稀
有
な
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。

そ
れ
で
宗
教
間
対
話
と
い
う
テ
ー
マ
か
ら
し
て
も
宗
教

と
宗
教
の
間
の
架
け
橋
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
、
一

つ
の
宗
教
に
お
け
る
教
理
と
宗
教
心
・
宗
教
的
現
実
の

間
の
架
け
橋
で
す
ね
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
も
っ
と

ブ
ラ
フ
ト
さ
ん
に
即
し
て
言
え
ば
、
最
後
に
ハ
イ
ジ
ッ

ク
さ
ん
が
お
挙
げ
に
な
っ
た
、
神
秘
思
想
か
ら
平
常
心

へ
と
い
う
そ
の
間
の
架
け
橋
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
で
す
か
ら
、
仏
教
に
対
す
る
批
判
だ
け
で
は
な
く

非
常
に
深
い
理
解
が
同
時
に
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う

い
う
批
判
な
い
し
、
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
理
解
は
、
そ

れ
は
単
に
思
想
の
面
で
テ
ク
ス
ト
に
現
わ
れ
て
く
る
問

題
で
は
な
く
、
思
想
と
そ
れ
を
生
き
て
い
る
仏
教
者
で

す
よ
ね
。
そ
れ
か
ら
仏
教
者
と
い
う
限
定
を
外
し
て
そ

の
人
が
生
き
て
い
る
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
触
れ
て
い

る
重
層
的
な
関
わ
り
か
ら
出
て
く
る
も
の
で
す
よ
ね
。

そ
れ
は
相
互
批
判
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
絶
え
ず

キ
リ
ス
ト
教
側
に
対
し
て
も
、
仏
教
に
当
て
る
光
は
同

時
に
自
分
自
身
本
人
を
光
に
当
て
て
い
る
わ
け
で
、
全

体
的
に
わ
た
し
は
非
常
に
説
得
的
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
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す
。最

後
に
神
秘
思
想
と
平
常
心
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
が
、
神
秘
思
想
と
い
う
こ
と
は
体
験
が
問
題
に
な

っ
た
か
ら
神
秘
思
想
と
い
う
こ
と
を
仰
っ
た
わ
け
で
す

が
、
そ
れ
は
た
だ
思
想
と
し
て
の
神
秘
主
義
・
神
秘
思

想
だ
け
を
問
題
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
思
い

ま
す
。
神
秘
思
想
と
平
常
心
は
と
も
に
両
方
と
も
﹁
生

き
る
﹂
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
に
関
わ
っ
て
出
て
く
る

も
の
だ
か
ら
。
で
す
か
ら
最
後
に
は
や
は
り
生
き
る
と

い
う
こ
と
で
、
ど
う
い
う
も
の
が
出
て
く
る
か
を
、
そ

こ
ま
で
見
て
い
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

た
と
え
ば
一
人
の
仏
教
者
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言

う
か
、
一
人
の
仏
教
者
と
し
て
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い

る
か
、
そ
の
人
に
パ
ッ
と
出
会
っ
た
と
き
に
そ
の
人
が

ど
う
い
う
人
間
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
か
、
そ
う
い
う

非
常
に
多
層
的
な
深
い
も
の
に
懸
か
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
そ
の
よ
う
に
見
ま
す
と
わ
た
し
は
非
常
に
感
銘

を
受
け
る
と
い
い
ま
す
か
、
大
変
な
教
え
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。


