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戦
争
中
の
沈
黙

田
辺
が｢

懺
悔
道
」
な
い
し
「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
に

つ
い
て
語
る
と
き
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、「
懺
悔
」
が
前
提
に

な
っ
て
い
る
。
彼
は
何
を
「
懺
悔
」
し
た
の
か
、
ま
ず
そ
の
点

か
ら
考
え
て
み
た
い
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る

敗
北
を
機
に
、
多
く
の
人
々
が
「
懺
悔
」
と
い
う
言
葉
を
口
に

し
た
。
田
辺
の
「
懺
悔
道
」
も
そ
の
流
れ
に
属
す
る
も
の
と
言

わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
田
辺
は｢

懺
悔
道｣

と
い

う
こ
と
を
戦
後
に
な
っ
て
は
じ
め
て
言
い
出
し
た
の
で
は
な
い
。

戦
争
中
の
講
演
や
講
義
の
な
か
で
、
す
で
に
「
懺
悔
」
と
い
う

言
葉
を
口
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
戦
争
と
深
く
関
わ
っ
た
も
の

田
辺
元
の
﹁
懺
悔
﹂
と｢
懺
悔
道
﹂

田
辺
元
は
、
一
九
四
五
年
三
月
に
京
都
大
学
を
定
年
で
退
職

し
、
群
馬
県
長
野
原
町
北
軽
井
沢
の
山
荘
に
移
り
住
み
、
そ
れ

以
後
、
一
九
六
二
年
に
死
去
す
る
ま
で
、
そ
こ
で
も
っ
ぱ
ら
研

究
と
執
筆
に
携
わ
っ
た
。
田
辺
が
戦
後
最
初
に
発
表
し
た
著
作

は
『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』（
一
九
四
六
年
）
と
題
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
タ
イ
ト
ル
に
使
わ
れ
て
い
る｢

懺
悔
道
」

と
い
う
表
現
が
す
で
に
戦
後
の
田
辺
の
思
想
的
な
立
場
を
象
徴

的
に
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
立
場
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た

の
か
を
、
本
稿
で
は
こ
の｢

懺
悔
道
」、
あ
る
い
は
「
懺
悔
道
と

し
て
の
哲
学
」
と
い
う
言
葉
を
手
が
か
り
に
し
て
、
明
ら
か
に

し
て
み
た
い
。

懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学

戦
後
の
田
辺
哲
学
の
展
開

藤
田
正
勝
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で
あ
っ
た
。

田
辺
は
戦
前
も
戦
後
も
数
多
く
の
論
文
や
著
作
を
発
表
し
た

が
、戦
争
中
は
ま
っ
た
く
論
文
を
発
表
し
な
か
っ
た
。
彼
の
「
懺

悔
」
は
、
こ
の
こ
と
と
も
関
わ
っ
て
い
る
。

田
辺
は
一
九
三
四
年
か
ら
「
種
の
論
理
」
に
関
す
る
諸
論
文

を
発
表
し
始
め
る
が
、
一
九
三
九
年
に
「
国
家
的
存
在
の
論
理
」

を
公
に
す
る
。
そ
の
あ
と
、
一
九
四
一
年
に
は
な
お｢

国
家
の

道
義
性｣

、｢

思
想
報
国
の
道
」、「
実
存
概
念
の
発
展
」
な
ど
の

論
文
を
発
表
し
て
い
る
が
、
太
平
洋
戦
争
開
戦
の
の
ち
は
敗
戦

ま
で
、
何
回
か
の
講
演
を
除
い
て
い
っ
さ
い
論
文
を
発
表
せ
ず
、

沈
黙
を
貫
い
た
。
当
時
田
辺
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
を
わ
れ
わ

れ
は
、
戦
後
一
九
四
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
懺
悔
道
と
し
て
の

哲
学
』
の
「
序
」
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
田
辺
は
、

一
方
で
「
国
家
の
思
想
学
問
に
関
す
る
政
策
に
対
し
て
は
直
言

以
て
政
府
を
反
省
せ
し
む
べ
き
で
は
な
い
か
」
と
い
う
思
い
を

も
ち
つ
つ
、
他
方
、「
戦
時
敵
前
に
国
内
思
想
の
分
裂
を
暴
露
す

る
恐
あ
る
以
上
は
、
許
さ
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
自
制
」
と
の

あ
い
だ
で
、「
何
れ
に
も
決
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
苦
し
み
」（
九
・

三
、ii: 35–36 1

）1

を
味
わ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の

ジ
レ
ン
マ
が
沈
黙
を
強
い
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
時
代
を
強
く
意
識
し
て
の
沈
黙
で
あ
っ
た
。

懺
悔

そ
の
間
の
田
辺
の
思
想
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
残
さ
れ
て

い
る
の
は
、
い
く
つ
か
の
講
演
の
記
録
で
あ
る
。
た
と
え
ば

一
九
四
三
年
五
月
に
京
都
大
学
の
学
生
課
が
主
催
し
た
公
開
講

座
（
月
曜
講
義
）
で
な
さ
れ
た
講
演
「
死
生
」
で
は
、
田
辺
は

次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
我
々
は
国
と
隔
り
を
お
く
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
。
直
ち
に
国
に
身
を
捧
げ
る
の
で
あ
る
」（
八
・

二
六
〇
）。
学
生
を
前
に
田
辺
は
、
こ
の
よ
う
に
国
家
へ
の
献
身

が
そ
の
義
務
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
ま
た
一
九
四
三
年

一
〇
月
に
は
『
京
都
帝
国
大
学
新
聞
』
に｢

征
く
学
生
に
お
く

る
贐
の
言
葉｣

と
題
し
た
文
章
を
発
表
し
、「
諸
君
は
…
…
死
す

る
も
生
く
る
も
唯
大
君
の
御
為
と
い
ふ
皇
軍
の
精
神
を
実
践
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
一
四
・
四
一
六
）
と
記
し
て
い
る
。
こ
の

文
章
は
、
お
そ
ら
く
は
同
年
一
〇
月
に
文
科
系
の
学
生
に
対
す

る
徴
兵
延
期
が
撤
廃
さ
れ
、
一
二
月
か
ら
入
隊
す
る
こ
と
が
決

ま
っ
た
学
生
た
ち
の
壮
行
会
で
話
を
す
る
つ
も
り
の
も
の
で
あ
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っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
学
生
た
ち
を
鼓
舞
す
る
よ
う
な
言
葉
が

そ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
一
九
四
四
年
二
月
に
第
一
高
等
学
校
第
二
回

文
化
祭
で｢
文
化
の
限
界｣

と
い
う
題
で
講
演
し
た
折
に
は
、

田
辺
は
「
懺
悔
」
と
い
う
言
葉
を
口
に
し
て
い
る
。「
私
の
懺
悔

…
…
こ
の
国
の
中
に
於
け
る
い
ろ
い
ろ
の
不
都
合
、
無
い
こ
と

の
願
は
し
い
や
う
な
こ
と
に
就
い
て
、
自
分
に
責
任
が
あ
る
、

自
分
が
微
力
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
自
分
が
怠
慢
で
為
す
べ
き

こ
と
を
為
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
、「
懺
悔
と
い
ふ
こ
と

が
思
想
で
な
く
、
文
化
で
な
く
、
教
へ
で
な
く
、
私
の
生
活
の

全
内
容
な
ん
で
あ
る
」（
八
・
三
〇
二
～
三
〇
三
）と
語
っ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
一
九
四
三
年
一
二
月
か
ら
始
ま
っ
た
学
徒
出
陣
が

田
辺
の
考
え
を
大
き
く
変
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
戦
後
に
な
っ

て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
が
、
一
九
五
六
年
に
執
筆
さ
れ
た
「
京

大
の
憶
出
」
と
題
し
た
エ
ッ
セ
ー
の
な
か
で
、
田
辺
は
そ
の
点

に
触
れ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
第
二
次
大
戦
の
緊
迫

愈
々
激
し
き
に
伴
ひ
思
想
統
制
益
々
厳
し
く
、
そ
れ
に
対
し
心

弱
き
私
が
な
ん
ら
積
極
的
に
抵
抗
す
る
こ
と
能
は
ず
、
多
か
れ

少
か
れ
時
勢
の
風
潮
に
支
配
せ
ら
れ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
の
は
、

い
か
に
深
く
自
ら
慚
づ
る
も
な
ほ
足
ら
ざ
る
所
で
あ
る
。
遂
に

盲
目
な
る
軍
国
主
義
が
幾
多
の
卒
業
生
在
学
生
諸
君
を
戦
場
に

駆
り
立
て
、
そ
の
中
犠
牲
と
な
つ
て
仆
れ
た
人
が
哲
学
〔
専
修
〕

だ
け
で
も
十
数
名
に
上
る
の
は
、
私
に
と
つ
て
自
責
痛
恨
の
極

み
で
あ
る
。
私
は
頭
を
垂
れ
て
ひ
た
す
ら
自
己
の
罪
を
悔
ゆ
る

外
な
い
」（
一
四
・
四
三
九
）。
戦
後
一
一
年
経
っ
て
か
ら
書
か
れ

た
文
章
で
あ
る
が
、
学
生
を
死
に
追
い
や
っ
た
こ
と
が
、
い
か

に
大
き
な
重
荷
と
し
て
田
辺
に
の
し
か
か
っ
て
い
た
か
が
、
こ

の
言
葉
か
ら
見
て
と
れ
る
。

い
ま
見
た
一
九
四
三
年
か
ら
四
四
年
に
か
け
て
の
田
辺
の
変

化
は
、
心
境
の
変
化
、
あ
る
い
は
内
的
な
体
験
と
い
う
も
の
に

と
ど
ま
ら
ず
、
田
辺
の
哲
学
に
対
す
る
考
え
方
そ
の
も
の
を
大

き
く
変
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
「
懺
悔
道
」
と
い
う

こ
と
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
四
四
年
の

一
〇
月
か
ら
開
始
さ
れ
た
田
辺
の
京
都
大
学
で
の
最
後
の
特
殊

講
義
は
、文
字
通
り
「
懺
悔
道
」
と
い
う
題
目
の
講
義
で
あ
っ
た
。

ま
た
同
年
一
〇
月
二
一
日
に
行
わ
れ
た
京
都
哲
学
会
の
公
開
講

演
も
「
懺
悔
道
―M

etanoetik

―
」
と
い
う
演
題
の
も
と
で
行

わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
戦
時
中
に
な
さ
れ
た
「
懺
悔
道
」
を
め
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ぐ
る
思
索
を
も
と
に
、『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
は
執
筆
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

無
力
の
自
覚

「
懺
悔
道
」、
な
い
し
「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
に
触
れ
る

前
に
、
田
辺
が
何
を
「
懺
悔
」
し
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て

さ
ら
に
見
て
お
き
た
い
。「
懺
悔
道
―M

etanoetik

―
」
と
題
さ

れ
た
京
都
哲
学
会
の
講
演
に
お
い
て
も
田
辺
は
、
一
方
で
「
私

人
と
し
て
国
内
の
不
合
理
な
事
に
関
し
て
憤
を
感
ず
る
」
と
語

り
つ
つ
、
他
方
、
戦
争
の
た
だ
中
に
あ
っ
て
具
体
的
に
対
処
す

る
方
策
を
見
い
だ
し
え
ず
、「
実
践
的
に
無
力
で
あ
る
と
言
ふ
の

み
な
ら
ず
、
知
識
に
於
て
も
深
く
無
力
を
感
ず
る
」（ii: 16
）
状

態
に
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
学
問
や
言
論
の
自
由
が
制

限
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
積
極
的
に
抵
抗
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

結
局
は
時
代
の
流
れ
に
流
さ
れ
る
ま
ま
に
な
っ
た
こ
と
、
自
ら

の
哲
学
が
そ
れ
に
抵
抗
す
る
支
え
に
な
り
え
な
か
っ
た
こ
と
が

そ
の
根
底
に
あ
る
。
そ
の
無
力
さ
に
対
す
る
慚
愧
の
念
、
加
え

て
自
ら
も
学
生
を
戦
場
に
駆
り
立
て
る
役
割
を
果
た
さ
ざ
る
を

え
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
罪
責
感
が
、
田
辺
に
「
懺
悔
」
を

強
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
懺
悔
は
、
田
辺
に
と
っ
て
、
た
だ
自
ら
の
過
誤
を
悔
い
、

自
ら
の
無
力
を
恥
じ
る
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
絶
望
的
に
自

ら
を
抛
ち
棄
て
る
」（
九
・
四
、ii: 37

）
こ
と
を
意
味
し
た
。
こ

の
自
己
の
抛
棄
が
田
辺
の
懺
悔
の
重
要
な
要
素
を
な
し
て
い
る
。

転
換
の
経
験

そ
れ
と
同
時
に
田
辺
は
そ
こ
で
あ
る
転
換
を
経
験
し
た
。
そ

の
転
換
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。「
全
く
自
己
に
は
何
も

出
来
ぬ
と
言
つ
て
頭
を
下
げ
た
時
私
に
は
不
思
議
な
事
が
起
つ

た
。
全
く
無
力
だ
と
言
ふ
所
に
立
つ
事
に
依
つ
て
、
今
ま
で
焦

り
続
け
て
居
た
不
安
・
焦
慮
か
ら
救
ひ
出
さ
れ
て
、
非
常
に
開

か
れ
た
所
に
出
た
」（「
懺
悔
道
―M

etanoetik

―
」、ii: 18–19

）。

普
通
に
は
、「
懺
悔
」
と
言
え
ば
、
―
田
辺
自
身
が
そ
の
よ
う

に
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
―
「
過
去
の
所
行
に
対
す
る
後

悔
と
そ
れ
に
伴
う
無
力
感
、
つ
ま
り
無
力
の
意
識
か
ら
来
る
感

情
の
消
極
的
な
萎
縮
・
沈
滞
を
意
味
す
る
」（ii: 11

）。
実
際
、「
懺

悔
」
は
、
意
識
や
感
情
の
「
萎
縮
・
沈
滞
」
に
つ
な
が
っ
て
い

く
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
田
辺
の
場
合
に
は
、
い
ま
見
た
よ
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し
か
し
田
辺
は
そ
こ
に
、
実
際
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
や
、

仏
を
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
を
「
絶
対
無
」

と
表
現
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、「
絶
対
は
斯
様
に
相
対
の
否

定
で
あ
り
転
換
で
あ
る
か
ら
絶
対
無
と
規
定
せ
ら
れ
る
。
そ
の

無
が
私
を
復
活
せ
し
め
る
に
よ
り
、
私
に
は
無
即
愛
と
し
て
体

験
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
或
は
絶
対
否
定
の
大
非
即
大
悲
と
し

て
証
せ
ら
れ
る
と
い
つ
て
も
よ
い
」（
九
・
五
、ii: 38

）。

田
辺
は
「
種
の
論
理
」
の
時
期
に
お
い
て
も
す
で
に
「
絶
対

無
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、
田
辺
が
こ
の
「
絶
対
無
」
を
、

そ
の
思
想
展
開
の
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て

い
た
か
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
も
、
ま
た
田
辺
が
き
び
し
く
批

判
し
た
西
田
哲
学
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
も
、
た
い
へ
ん
興
味

深
い
問
題
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
論

じ
る
こ
と
は
で
き
な
い2

。

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
田
辺
の
言
う
「
懺
悔
」
は
、
こ
の
自

己
の
抛
棄
、
自
己
を
超
え
た
他
者
の
力
と
の
出
会
い
、
そ
し
て

再
生
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
転
換
全
体
を
田
辺
は
「
死

復
活
」
と
も
、「
死
に
つ
ゝ
生
き
、
生
か
さ
れ
つ
ゝ
生
き
る
転
換
」

（
九
・
四
〇
、ii: 91

）
と
も
言
い
表
し
て
い
る
。

う
な
「
転
換
」
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
田
辺
は
、

「
懺
悔
と
言
う
行
に
依
り
新
し
く
生
れ
変
」
っ
た
（ii: 12

）
と
い

う
よ
う
に
も
言
い
表
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、何
が
田
辺
を
「
新
し
く
生
れ
変
」
わ
ら
せ
た
の
か
、

そ
の
点
に
つ
い
て
田
辺
は
、「
そ
れ
〔
懺
悔
〕
は
…
…
私
の
行
に

し
て
同
時
に
私
の
行
で
は
な
い
。
私
な
ら
ぬ
他
者
が
之
を
催
起

す
る
の
で
あ
る
。
併
し
そ
の
他
者
が
却
て
私
を
転
換
的
に
向
け

変
え
、
従
来
と
異
な
る
新
し
き
道
に
再
出
発
せ
し
め
る
の
で
あ

る
。
従
つ
て
懺
悔
は
他
力
の
行
に
外
な
ら
ぬ
」（
九
・
四
、II: 37

）

と
い
う
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
私
な
ら
ぬ
他
者
」
が
、
私
を
し

て
懺
悔
へ
と
促
し
た
こ
と
、懺
悔
さ
せ
た
だ
け
で
な
く
私
を
「
転

換
的
に
向
け
変
え
」
た
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
意

味
で
、懺
悔
と
は
「
他
力
の
行
」
で
あ
る
と
さ
え
言
わ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
田
辺
の
「
懺
悔
」
は
、
無
力
の
極
限
に
お
い
て
、

自
己
の
生
や
行
為
を
可
能
に
し
て
い
る
、
自
己
を
超
え
た
他
者

の
力
に
出
会
う
と
い
う
経
験
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
の
力
は
、

キ
リ
ス
ト
教
的
に
言
え
ば
「
愛
」
で
あ
り
、
仏
教
的
に
言
え
ば

「
慈
悲
」
な
い
し
「
大
悲
」
で
あ
る
と
田
辺
は
述
べ
て
い
る
（ii: 

20

）。
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辺
は
、
無
力
の
自
覚
の
極
限
に
お
い
て
絶
対
的
な
他
者
の
力
に

出
会
い
、
ふ
た
た
び
生
か
さ
れ
た
よ
う
に
、
理
性
に
支
え
ら
れ

た
哲
学
―
「
自
力
の
哲
学
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
―
が
掃
蕩
さ

れ
た
そ
の
廃
墟
に
（
九
・
八
、ii: 43

）、
ふ
た
た
び
哲
学
が
「
復

興
」
さ
れ
る
の
を
経
験
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
「
自

ら
を
抛
ち
棄
て
た
私
の
、
自
力
を
以
て
す
る
哲
学
」
で
は
な
い
。

む
し
ろ
「
他
力
が
、
私
を
し
て
…
…
行
ぜ
し
め
る
」
哲
学
で
あ

る
こ
と
を
田
辺
は
語
っ
て
い
る
（
九
・
四
、ii: 37

）。
そ
れ
が
「
懺

悔
道
」
で
あ
り
、「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
で
あ
る
。

そ
れ
は
も
は
や
通
常
の
意
味
の
哲
学
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と

を
言
い
表
す
た
め
に
田
辺
は
「
哲
学
な
ら
ぬ
哲
学
」
と
い
う
表

現
を
用
い
て
い
る
。「
哲
学
な
ら
ぬ
」
と
言
わ
れ
る
の
は
、
哲
学

が
ひ
と
た
び
抛
棄
さ
れ
た
あ
と
に
現
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が「
哲
学
な
ら
ぬ
哲
学
」と
言
わ
れ
る
の
は
、

そ
れ
が
哲
学
の
否
定
を
経
た
も
の
で
あ
れ
、
や
は
り
「
哲
学
の

目
的
と
し
た
窮
極
の
思
索
、
徹
底
的
自
覚
と
い
ふ
要
求
を
満
た

さ
ん
と
す
る
も
の
」（
九
・
四
、ii: 37

）
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
経
験
を
通
し
て
生
ま
れ
て
き
た
一
つ
の
決
意
に

つ
い
て
田
辺
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。｢

私
は
先
づ
飽
く

ま
で
懺
悔
し
て
素
直
に
私
自
身
を
直
視
し
、
外
一
切
に
向
ふ
眼

を
内
に
転
じ
て
、
自
己
の
無
力
不
自
由
を
徹
底
的
に
見
極
め
よ

う
、
こ
れ
こ
そ
今
ま
で
の
哲
学
に
代
る
私
の
仕
事
で
は
な
い
か
、

と
い
ふ
新
し
き
決
意
に
達
せ
し
め
た
の
で
あ
る
」（
九
・
四
、ii: 

6–37

）。
こ
の
懺
悔
の
自
覚
と
い
う
営
み
が
、
田
辺
に
と
っ
て
の

「
懺
悔
道
」
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

｢

懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学｣

と
は
何
か

哲
学
︵
理
性
︶
の
無
力

い
ま
見
た
よ
う
に
田
辺
の
懺
悔
の
中
心
に
あ
っ
た
の
は
、
自

己
の
無
力
の
自
覚
で
あ
っ
た
が
、
田
辺
は
そ
れ
を
同
時
に
哲
学

な
い
し
理
性
の
無
力
と
し
て
も
理
解
し
た
。「
苛
烈
な
る
現
実
に

処
し
て
迷
ふ
所
な
く
、
そ
の
指
導
に
従
つ
て
歴
史
を
超
貫
す
る

力
を
、
不
断
に
そ
れ
か
ら
汲
み
取
る
こ
と
が
可
能
な
る
如
き
理

性
的
哲
学
」（
九
・
三
六
、ii: 85

）
が
す
べ
て
そ
の
根
底
か
ら
崩

れ
去
っ
た
、
と
い
う
よ
う
に
田
辺
は
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
田
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M
eta-noetik

、
つ
ま
り
「
超
理
観
」
な
い
し
「
超
理
性
学
」
を

意
味
し
た
。
つ
ま
り
田
辺
は
こ
の M

etanoetik 

と
い
う
言
葉
で

後
悔
、
な
い
し
懺
悔
と
い
う
意
味
と
と
も
に
、
理
性
の
哲
学
を

超
え
る
も
の
と
い
う
意
味
を
も
言
い
表
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

「
懺
悔
道
」
と
い
う
言
葉
で
は
十
分
に
言
い
表
し
え
な
い
も
の
を

補
う
た
め
に
、
こ
の M

etanoetik 

と
い
う
言
葉
を
併
用
し
た
と

言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

理
性
︵
哲
学
︶
に
対
す
る
批
判

さ
て
、
そ
の
「
懺
悔
道
」
と
し
て
の
哲
学
の
主
要
な
部
分
を

な
す
の
は
、
い
ま
引
用
し
た
「
超
理
観
」
な
い
し
「
超
理
性
学
」

と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
理
性
な
い
し
理
性
的
哲
学
に
対

す
る
批
判
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
哲
学
は
も
と
も
と
理
性
に

対
す
る
批
判
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
そ

の
典
型
が
カ
ン
ト
の
理
性
批
判
で
あ
る
。
田
辺
も
ま
た
そ
の
こ

と
を
認
め
る
。
し
か
し
彼
に
よ
れ
ば
カ
ン
ト
は
そ
の
批
判
す
る

理
性
そ
の
も
の
を
批
判
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ

の
意
味
で
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
は
理
性
全
体
を
批
判
す
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
批
判
の
主
体
で
あ
る
理
性
を
批

M
etanoetik

こ
の
「
哲
学
な
ら
ぬ
哲
学
」
と
し
て
の
「
懺
悔
道
」
を
田
辺

は M
etanoetik 

と
い
う
言
葉
で
も
言
い
表
し
て
い
る
。
マ
タ

イ
福
音
書
に
見
え
る
バ
プ
テ
ス
マ
の
ヨ
ハ
ネ
の
「
悔
い
改
め
」

（µετάνοια

）
と
い
う
言
葉
を
手
が
か
り
に
造
ら
れ
た
言
葉
で
あ

る
。µετάνοια

と
い
う
言
葉
は
、µετα

（
後
か
ら
）
と νοεῖν

（
見

る
、
思
う
、
考
え
る
）
と
か
ら
造
ら
れ
た
言
葉
で
あ
り
、
自
ら

の
行
為
を
後
か
ら
振
り
返
っ
て
思
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、

後
悔
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
田
辺
は
自
ら
の
懺
悔
を
こ
の
言

葉
に
重
ね
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、M

etanoetik 

に
は 

N
oetik 

を
超
え
る
も
の
と
い
う
意
味
を
込
め
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
も
、
田
辺
が
こ
の
言
葉
を
用
い
た
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。

N
oetik 

と
い
う
ド
イ
ツ
語
は
現
在
で
も
ま
れ
に
使
わ
れ
る
こ
と

が
あ
る
が
、νοεῖν 

に
由
来
す
る
言
葉
で
あ
り
、
認
識
な
い
し
思

惟
に
関
す
る
学
を
意
味
す
る
。
そ
の
な
か
に
田
辺
は νοῦς

（
知

（
理
））
の νοεῖν 

す
る
働
き
、
言
い
か
え
れ
ば
、
西
洋
の
哲
学

全
体
を
特
徴
づ
け
る
「
理
性
の
哲
学
」（
田
辺
の
表
現
に
従
え
ば

「
理
観
」）
を
見
て
い
た
。 M

etanoetik 

は
そ
れ
を
超
え
る
も
の
、
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判
の
外
に
置
く
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
も
批
判
の
対
象
と
す
る

徹
底
的
な
理
性
批
判
を
田
辺
は
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
自
力
的
な
る
理
性
の
哲
学
が
、
現
実
と
の
対
決
に
於
て
避
け

難
き
二
律
背
反
に
陥
り
、
カ
ン
ト
の
理
性
批
判
が
示
し
た
、
知

識
を
制
限
し
て
信
仰
の
立
場
に
立
つ
、
と
い
ふ
如
き
自
力
の
処

理
を
容
さ
な
い
や
う
な
絶
体
絶
命
の
窮
地
に
於
て
、
支
離
滅
裂
、

七
花
八
裂
の
絶
対
の
分
裂
に
、
進
ん
で
身
を
任
す
」（
九
・
八
―

九
、ii: 44

）
こ
と
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理

性
の
徹
底
し
た
批
判
を
田
辺
は
「
絶
対
批
判
」
と
い
う
言
葉
で

呼
ん
で
い
る
。
田
辺
の
理
解
で
は
、
理
性
批
判
は
こ
の
よ
う
な

絶
対
批
判
に
ま
で
徹
底
さ
れ
て
は
じ
め
て
理
性
批
判
で
あ
り
う

る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
絶
対
批
判
」
が
懺
悔
道
の
中
心

的
な
課
題
を
な
す
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

実
際
、
田
辺
は
そ
の
よ
う
な
理
解
に
基
づ
い
て
、
こ
の
書
に

お
い
て
カ
ン
ト
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
ニ
ー
チ
ェ
、
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
な
ど
の
思
想
に
対
す
る
批
判
を

行
い
、
そ
の
「
解
体
」
を
試
み
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
た
だ

そ
れ
ら
を
「
七
花
八
裂
」
の
分
裂
へ
と
導
こ
う
と
し
た
も
の
で

は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
「
懺
悔
道
的
に
再
興
発
展
せ
し
め
」

（
九
・
一
〇
、ii: 47

）
る
こ
と
が
そ
の
意
図
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

そ
の
「
批
判
解
体
」
を
通
し
て
―
―
言
わ
ば
、
そ
れ
を
裏
返
し

に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
反
転
さ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
―
―
懺
悔
道
に
具
体
的
な
内
容
を
付
与
す
る
こ
と
を

田
辺
は
意
図
し
た
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、

田
辺
は
「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
、

「
理
性
批
判
」
あ
る
い
は
「
絶
対
批
判
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
し

た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
田
辺
は
、
自
ら
の
「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
に
対

し
て
お
そ
ら
く
向
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
批
判
を
意
識
し
て
い
た
。

「
懺
悔
」
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
体
験
の
領
域
に
属
す
る
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
に
立
脚
し
た
「
懺
悔
道
」
な
り
、「
懺
悔
道
と
し
て

の
哲
学
」
は
、確
実
な
基
礎
の
上
に
構
築
さ
れ
る
哲
学
で
は
な
い
、

つ
ま
り
単
な
る
主
観
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
批
判
で
あ

る
。
そ
う
い
う
批
判
に
予
め
答
え
る
た
め
に
田
辺
は「
絶
対
批
判
」

を
問
題
に
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
の
第
二
章
で
田
辺
は
、「
絶
対
批

判
は
懺
悔
道
の
理
論
的
側
面
を
形
造
る
の
で
あ
つ
て
、
之
を
懺

悔
道
の
論
理
と
い
つ
て
よ
い
」（
九
・
四
六
、ii: 99

）
と
述
べ
て
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情
を
吐
露
し
た
文
章
が
あ
る
。
自
分
こ
そ
む
さ
ぼ
り
の
心
や
愛

憎
に
突
き
動
か
さ
れ
、
名
誉
や
利
に
惑
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う

深
い
自
覚
が
そ
こ
に
見
て
と
れ
る
。
こ
の
徹
底
し
た
悪
の
自
覚

は
、
親
鸞
に
お
い
て
絶
望
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。『
歎
異
抄
』
第

三
で
は
「
煩
悩
具
足
の
わ
れ
ら
は
、
い
づ
れ
の
行
に
て
も
生
死

を
は
な
る
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
」
と
い
う
よ
う
に
言
わ
れ

て
い
る
。
親
鸞
は
こ
の
徹
底
し
た
悪
と
絶
望
と
を
も
っ
と
も
深

く
自
覚
し
た
人
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

田
辺
は
『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
に
お
い
て
は
じ
め
て
親

鸞
の
思
想
に
触
れ
た
の
で
は
な
い
。「
種
の
論
理
」
の
時
期
に
も

す
で
に
大
乗
仏
教
の
思
想
、
と
り
わ
け
親
鸞
の
思
想
に
関
心
を

示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
田
辺
は
、
他
力
の
信
仰
に
よ
り
個
の
我

性
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
普
遍
的
な
類
の
立
場
が
開
か
れ

う
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
で
は
彼
の
他
力
信
仰

に
つ
い
て
の
理
解
は
な
お
一
般
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、懺
悔
道
の
時
期
に
は
、徹
底
し
て
悪
を
自
覚
し
、

自
己
を
抛
棄
す
る
と
い
う
懺
悔
の
道
を
歩
い
た
先
達
と
し
て
親

鸞
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
親
鸞
が
歩
ん
だ
の
と
同
じ
道

を
、
い
ま
自
ら
が
歩
も
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
田
辺
は
次
の
よ

い
る
が
、「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
は
、
こ
の
「
絶
対
批
判
」

と
い
う
「
理
論
的
側
面
」
な
い
し
「
論
理
」
的
側
面
に
支
え
ら

れ
て
、
は
じ
め
て
「
哲
学
」
―
厳
密
に
言
え
ば
「
哲
学
な
ら
ぬ

哲
学
」
―
と
し
て
の
意
味
を
も
ち
う
る
と
田
辺
は
考
え
て
い
た
。

田
辺
元
と
親
鸞

懺
悔
の
道
を
歩
い
た
先
達
と
し
て
親
鸞

さ
て
、「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
の
も
う
一
つ
の
主
要
な
部

分
を
な
す
の
は
、
親
鸞
の
思
想
の
解
釈
で
あ
る
。
上
に
見
た
よ

う
な
意
味
で
の
「
懺
悔
」
を
そ
の
思
想
の
中
核
に
据
え
た
田
辺

が
親
鸞
の
思
想
に
強
い
共
感
を
抱
い
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
。

親
鸞
が
し
ば
し
ば
用
い
る
表
現
に
「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」
と

い
う
も
の
が
あ
る
。
人
間
は
か
ぎ
り
な
い
煩
悩
を
身
に
具
え
た

愚
か
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
透
徹
し
た
眼
が
親
鸞
に
は
あ
っ
た
。

愚
か
な
存
在
で
あ
る
の
は
、
親
鸞
も
変
わ
り
が
な
い
。『
教
行
信

証
』
の
「
信
巻
」
に
「
悲
し
き
か
な
愚
禿
鸞
、
愛
欲
の
広
海
に

沈
没
し
、
名
利
の
太
山
に
迷
惑
し
て
」
と
い
う
親
鸞
自
身
の
心
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教
を
哲
学
的
に
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、
哲
学
を
懺
悔
道
と
し

て
親
鸞
的
に
考
へ
直
し
、
彼
の
宗
教
に
於
て
歩
ん
だ
途
に
従
つ

て
哲
学
を
踏
み
直
さ
う
と
欲
す
る
の
が
、
現
在
の
私
の
念
願
で

あ
る
。
こ
れ
こ
そ
真
に
親
鸞
に
学
ぶ
所
以
で
あ
っ
て
、
彼
を
師

と
す
る
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
」（
九
・
三
二
、ii: 78

）。

こ
こ
か
ら
読
み
と
れ
る
よ
う
に
、
田
辺
は
浄
土
真
宗
の
教
理

を
哲
学
的
に
解
釈
す
る
こ
と
を
目
ざ
し
た
の
で
は
な
く
、
親
鸞

が
「
宗
教
に
於
て
歩
ん
だ
途
」
を
一
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
あ

る
い
は
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
自
ら
は
、
哲
学
の
領
域
に
お
い

て
懺
悔
の
道
を
歩
む
こ
と
、
言
い
か
え
れ
ば
、
哲
学
そ
れ
自
体

を
懺
悔
道
と
し
て
立
て
直
す
こ
と
を
目
ざ
し
て
い
た
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
。

そ
の
た
め
に
ま
ず
親
鸞
の
信
仰
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
の
か
を
田
辺
は
『
教
行
信
証
』
か
ら
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い

る
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。「
此
書
〔『
教
行

信
証
』〕
の
全
体
が
懺
悔
に
裏
付
け
ら
れ
懺
悔
に
支
持
推
進
せ
ら

れ
る
も
の
な
る
こ
と
は
些
の
疑
を
容
れ
な
い
。
教
行
信
証
の
領

解
の
鍵
は
一
に
懺
悔
に
あ
る
。
自
ら
懺
悔
し
て
悲
歎
述
懐
を
親

鸞
と
共
に
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
此
書
を
味
読
す
る
こ
と
は

う
に
言
い
表
し
て
い
る
。「
懺
悔
は
親
鸞
更
に
法
然
・
善
導
の
踏

ん
だ
道
で
あ
り
、
真
宗
は
懺
悔
の
上
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

私
は
親
鸞
が
真
宗
の
道
の
上
に
仏
教
の
苦
闘
者
と
し
て
歩
ん
だ

道
を
哲
学
の
道
に
於
て
踏
む
事
を
課
せ
ら
れ
た
」（ii: 21

）。

哲
学
を
懺
悔
道
と
し
て
踏
み
直
す

こ
の
よ
う
な
関
心
か
ら
田
辺
は
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
に
目

を
向
け
た
。『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
の
「
序
」
で
田
辺
は
、

こ
の
書
に
お
い
て
『
教
行
信
証
』
を
「
懺
悔
道
と
し
て
読
解
す

る
こ
と
に
力
を
注
い
だ
」（
九
・
五
、ii: 39
）
と
記
し
て
い
る
。

し
か
し
、『
教
行
信
証
』
を
「
懺
悔
道
と
し
て
読
解
す
る
」
と
い

う
の
は
、
そ
れ
を
哲
学
の
立
場
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

親
鸞
の
他
力
の
信
仰
を
哲
学
的
に
解
釈
し
て
「
浄
土
真
宗
の
哲

学
」
を
説
く
こ
と
が
田
辺
の
意
図
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
自

ら
が
目
ざ
し
た
も
の
を
田
辺
は
次
の
よ
う
に
言
い
表
し
て
い
る
。

「
私
は
今
親
鸞
の
展
開
し
た
他
力
念
仏
の
教
理
を
哲
学
的
に
解

釈
し
て
浄
土
真
宗
の
哲
学
を
説
く
つ
も
り
で
は
な
い
。
然
ら
ず

し
て
そ
の
代
に
、
哲
学
そ
の
も
の
を
、
懺
悔
の
行
を
通
じ
て
他

力
信
仰
的
に
立
直
さ
う
と
欲
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
親
鸞
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懺
悔
道
と
﹁
行
﹂

も
う
一
点
、
こ
の
『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
に
お
い
て
注

目
し
た
い
の
は
、「
行
」
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
点
で

あ
る
。

先
に
、
田
辺
が
、「
哲
学
な
ら
ぬ
哲
学
」
と
し
て
の
「
懺
悔
道

と
し
て
の
哲
学
」
は
、「
他
力
が
、
私
を
し
て
…
…
行
ぜ
し
め
る
」

哲
学
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
を
見
た
。
ま
た
先
ほ
ど
の
引
用

で
も
、「
哲
学
そ
の
も
の
を
、
懺
悔
の
行
を
通
じ
て
他
力
信
仰
的

に
立
直
さ
う
と
欲
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
た
。
そ

の
よ
う
に
言
わ
れ
る
の
は
、懺
悔
道
、つ
ま
り M

etanoetik 

が
、

N
oetik 

を
超
え
た
も
の
、
理
観
を
超
え
た
も
の
と
し
て
考
え
ら

れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
と
関
わ
っ
て
い
る
。

『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
の
第
一
章
で
、「
そ
れ
〔「
哲
学
な

ら
ぬ
哲
学
」
と
し
て
の
「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」〕
は
懺
悔
に

就
い
て
語
る｢

懺
悔
の
哲
学
」
で
は
な
く
し
て
、
懺
悔
を
行
ず

る
他
力
哲
学
の
謂
で
あ
る
」（
九
・
三
三
、ii: 80

）
と
言
わ
れ
て

い
る
。懺
悔
道
は
、「
懺
悔
」を
一
つ
の
分
析
の
対
象
と
し
て
捉
え
、

そ
れ
に
つ
い
て
語
る
哲
学
で
は
な
く
、
懺
悔
を
自
ら
「
行
ず
る
」

出
来
な
い
筈
で
あ
る
」（
九
・
三
三
、ii: 80

）。
親
鸞
の
信
仰
の

根
底
に
あ
る
の
は
懺
悔
で
あ
り
、
そ
の
猛
火
に
よ
っ
て
『
教
行

信
証
』
が
「
支
持
推
進
」
さ
れ
て
い
る
の
を
田
辺
は
見
た
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
懺
悔
の
道
を
歩
い
た
親
鸞
か
ら
田
辺
は
「
指
導

教
化
」
を
受
け
よ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
、
親
鸞
の
教
え
は
、「
哲

学
そ
の
も
の
の
他
力
的
転
換
を
推
進
し
、
そ
の
行
く
べ
き
方
向

を
自
ら
の
業
に
よ
つ
て
指
導
す
る
」
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、「
親
鸞
は
私
の
哲
学
に

於
て
学
ぶ
べ
き
師
で
あ
り
指
導
者
で
あ
る
」（
九
・
二
三
六
―

二
三
七
、ii: 389

）
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か

ら
『
教
行
信
証
』
は
読
ま
れ
た
。「
哲
学
を
懺
悔
道
と
し
て
…
…

踏
み
直
す
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
に
懺
悔
の
道
を
歩
ん
だ

親
鸞
の
信
仰
か
ら
「
誘
発
的
指
導
」
を
受
け
な
が
ら
、
一
方
で

は
理
性
的
哲
学
を
「
批
判
解
体
」
し
、
そ
こ
に
哲
学
を
懺
悔
道

と
し
て
新
た
に
打
ち
立
て
る
こ
と
を
意
味
し
た
と
言
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
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為
と
い
ふ
よ
り
も
行
と
い
ふ
べ
き
も
の
に
外
な
ら
な
い
」（
九
・

一
三
六
、ii: 236

）。

懺
悔
は
、
他
力
に
促
さ
れ
て
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
い
く
行

為
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
他
力
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
「
行

為
」
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
「
行
」
と
呼
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

「
行
」
を
通
し
て
、
哲
学
を
建
て
直
す
、
再
建
す
る
と
い
う
こ
と

を
田
辺
は
、
こ
の
『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
に
お
い
て
目
ざ

し
た
の
で
あ
る
。

三
願
転
入

さ
て
田
辺
が
『
教
行
信
証
』
の
読
解
に
お
い
て
と
く
に
問
題

に
し
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
三
願
転
入
」
と
「
三
心
釈
」
の
問

題
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
道
し
る
べ
に
な
っ
た
の
は
、
田
辺
が

『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
の
「
序
」
の
な
か
で
触
れ
て
い
る
武

内
義
範
の
『
教
行
信
証
の
哲
学
』（
一
九
四
一
年
）
で
あ
る
。
そ

こ
で
武
内
は
、「
三
願
転
入
」
の
問
題
を
軸
に
『
教
行
信
証
』
全

体
を
貫
く
論
理
の
解
明
を
試
み
る
と
と
も
に
、
そ
れ
と
の
連
関

で
「
三
心
釈
」
の
問
題
に
も
論
及
し
て
い
る
。

こ
と
の
上
に
成
り
立
っ
た
哲
学
な
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
京
都
哲
学
会
で
行
っ
た
講
演
「
懺

悔
道
―M

etanoetik

―
」
で
は
、
懺
悔
道
は
「
行
道
」
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。「
こ
の
超
理
観
の
学
を
行
道
と

申
し
た
い
。
…
…
懺
悔
道
が M

etanoetik 

と
し
て
表
さ
れ
る
と

き
、
そ
れ
が
行
道
、
す
な
わ
ち
懺
悔
を
行
ず
る
行
道
と
言
う
真

の
意
味
を
示
す
の
で
あ
る
。
私
は
理
観
に
対
す
る
行
道
が
哲
学

の
道
で
あ
り
、
そ
れ
は
懺
悔
の
働
き
で
あ
る
と
申
し
た
い
」（ii: 

14

）。こ
の
よ
う
に
理
観
を
超
え
た
も
の
と
し
て
、懺
悔
道
は「
行
道
」

と
呼
ば
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、『
懺
悔
道
と
し

て
の
哲
学
』
に
お
い
て
「
行
」
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
背

景
に
は
、
や
は
り
「
他
力
」
の
問
題
が
あ
っ
た
。

『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
の
第
四
章
で
次
の
よ
う
に
言
わ
れ

て
い
る
。「
懺
悔
の
行
は
自
己
に
属
し
な
が
ら
、
却
て
自
己
の

存
在
資
格
無
き
こ
と
を
承
認
せ
し
め
ら
れ
る
行
為
で
あ
る
。
そ

れ
は
自
己
に
出
づ
る
と
は
い
へ
他
力
に
促
さ
れ
て
こ
れ
に
随
順

す
る
行
為
で
あ
る
。
其
故
行
為
を
自
力
に
属
す
る
も
の
と
し
、

行
を
他
力
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
区
別
す
れ
ば
、
懺
悔
は
行
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「
三
願
転
入
」
は
、『
無
量
寿
経
』
で
説
か
れ
て
い
る
法
蔵
菩

薩
の
衆
生
救
済
の
た
め
の
願
、
つ
ま
り
四
十
八
の
誓
願
の
う
ち

の
第
十
九
願
、
第
二
十
願
、
第
十
八
願
で
語
ら
れ
る
宗
教
的
な

境
地
を
、
自
力
に
執
着
し
た
抽
象
的
な
段
階
か
ら
本
来
の
他
力

的
な
宗
教
的
意
識
へ
の
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
捉
え
る
立
場

か
ら
、
こ
の
信
仰
の
深
ま
り
を
言
い
表
し
た
概
念
で
あ
る
。

こ
の
「
三
願
転
入
」
を
田
辺
は
、
ま
さ
に
懺
悔
の
道
と
し
て
、

つ
ま
り
、「
自
力
修
行
の
衆
生
自
ら
に
於
け
る
、
極
重
悪
人
な
り

と
の
懺
悔
、従
つ
て
自
力
の
無
力
に
対
す
る
随
順
的
絶
望
」（
九
・

一
九
三
、ii: 323

）、
そ
し
て
そ
こ
に
お
い
て
生
じ
る
根
本
的
な

転
換
の
歩
み
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
田
辺
の
「
三
願
転
入
」

の
解
釈
の
特
徴
は
、
こ
の
よ
う
に
そ
れ
を
懺
悔
の
道
と
し
て
解

釈
し
た
点
に
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
こ
の
歩
み
を
固
定
し

た
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
で
は
な
く
、
交
互
媒
介
的
に
捉
え
た
点
に

も
そ
の
特
徴
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
第
二
十

願
か
ら
第
十
八
願
へ
の
転
入
が
、
一
方
向
的
な
転
換
で
は
な
く
、

そ
こ
に
つ
ね
に
懺
悔
の
悲
痛
を
回
避
し
、
自
力
的
な
念
仏
に
安

住
し
よ
う
と
す
る
転
落
の
可
能
性
が
存
在
す
る
こ
と
、
し
た
が

っ
て
第
二
十
願
に
は
第
十
八
願
へ
の
ス
テ
ッ
プ
と
い
う
意
味
だ

け
で
な
く
、
同
時
に
そ
の
「
疎
外
態
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
こ

と
を
田
辺
は
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
ま
た
、
懺
悔
が
決
し
て

一
回
的
な
も
の
で
な
く
、
不
断
に
繰
り
返
さ
れ
る
必
要
が
あ
る

こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
も
田
辺
の
「
三
願
転
入
」
の

解
釈
の
特
徴
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
心
釈

「
三
心
釈
」
と
は
、『
観
無
量
寿
経
』
の
「
も
し
衆
生
あ
り
て
、

か
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
も
の
、
三
種
の
心
を
お
こ
し
て
す

な
は
ち
往
生
す
。
な
ん
ら
か
を
三
と
す
る
。
一
に
は
至
誠
心
、

二
に
は
深
心
、
三
に
は
廻
向
発
願
心
な
り
。
三
心
を
具
す
る
も

の
必
ず
か
の
国
に
生
ず
」
と
い
う
文
に
つ
い
て
善
導
（
六
一
三

～
六
八
一
年
）
が
『
観
無
量
寿
仏
経
疏
』
に
お
い
て
示
し
た
解

釈
を
指
す
。
善
導
で
は
そ
の
三
つ
が
一
体
の
も
の
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
い
る
が
、
田
辺
は
三
心
の
あ
い
だ
に
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ

の
内
部
に
矛
盾
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
矛
盾
は
、

清
浄
の
信
を
も
ち
え
な
い
自
己
の
罪
悪
を
見
つ
め
、
自
己
の
存

在
を
破
壊
放
棄
す
る
と
こ
ろ
ま
で
追
い
つ
め
て
い
く
懺
悔
に
よ

っ
て
の
み
打
開
さ
れ
う
る
と
い
う
の
が
田
辺
の
考
え
で
あ
っ
た
。
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済
の
働
き
を
媒
介
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
そ
の
こ
と
を
田
辺
は

次
の
よ
う
に
言
い
表
し
て
い
る
。「
自
己
の
す
く
ひ
は
他
人
の

す
く
ひ
に
転
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
証
し
せ
ら

れ
る
。
こ
の
や
う
に
絶
対
無
即
愛
の
媒
介
と
な
り
、
み
づ
か
ら

愛
の
教
化
を
実
践
す
る
の
が
哲
学
で
あ
る
。
悟
道
即
伝
道
と
い

は
れ
る
わ
け
で
あ
る
」（「『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
梗
概
」、

一
四
・
四
二
三
、ii: 442

）。
田
辺
は
懺
悔
道
の
立
場
を
説
明
す
る

た
め
に
、
し
ば
し
ば
浄
土
教
で
言
わ
れ
る
往
相
と
還
相
と
い
う

概
念
を
用
い
て
い
る
が
、
自
ら
の
再
生
が
往
相
と
す
れ
ば
、
こ

の
「
愛
の
教
化
」
は
還
相
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

懺
悔
道
と
キ
リ
ス
ト
教

そ
し
て
こ
の
「
愛
の
教
化
」
を
基
礎
と
し
た
社
会
の
実
現
と

い
う
課
題
に
ま
で
田
辺
の
目
は
向
け
ら
れ
て
い
る
。「
相
共
存
協

力
し
て
相
互
教
化
的
に
秩
序
的
平
等
の
社
会
」（
九
・
二
六
五
、

ii: 433
）
を
建
設
す
る
こ
と
が
、「
歴
史
の
要
求
」
で
あ
る
こ
と

が
言
わ
れ
て
い
る
。
一
九
四
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
実
存
と
愛

と
実
践
』
の
「
序
」
か
ら
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
田

辺
が
キ
リ
ス
ト
教
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
っ
た
こ
と
が
見

田
辺
に
と
っ
て
親
鸞
と
は
ま
さ
に
こ
の
懺
悔
の
道
を
歩
い
た
人

で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

懺
悔
道
の
社
会
性
、
あ
る
い
は
懺
悔
道
と
キ
リ
ス
ト
教

社
会
に
開
か
れ
た
懺
悔
道

田
辺
は
『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
に
お
い
て
親
鸞
の
思
想

を
取
り
あ
げ
た
あ
と
、
最
後
の
章
で
「
懺
悔
道
の
展
望
と
し
て

の
宗
教
的
社
会
観
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
の
章
の
題
自

体
が
、
懺
悔
道
の
一
つ
の
特
徴
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

懺
悔
道
は
決
し
て
個
の
自
覚
と
し
て
、
自
己
の
う
ち
に
閉
じ
た

も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
他
者
に
、
あ
る
い
は
社
会
に
開
か
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
―
―
田
辺
の
表
現
で
言
え
ば
―
―
「
社
会
的

共
同
の
立
場
」（
九
・
一
〇
、ii: 46

）
に
お
い
て
真
に
具
体
的
な

も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
田
辺
は
、
懺
悔
の
極
限
に
お
い
て
転

換
を
可
能
に
す
る
他
者
の
力
を
「
愛
」
と
も
、
ま
た
「
大
悲
」

と
も
表
現
し
て
い
る
が
、
そ
の
働
き
は
自
己
の
「
死
復
活
」
で

完
結
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
再
生
を
果
た
し
た
も
の
に
、

い
ま
だ
そ
れ
を
経
験
し
な
い
も
の
へ
と
働
き
か
け
、
絶
対
の
救
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注

1
  

田
辺
の
著
作
に
つ
い
て
は
、『
田
邊
元
全
集
』（
筑
摩
書
房
、

一
九
六
三
～
一
九
六
四
年
）
か
ら
引
用
し
、
引
用
文
の
あ
と
に

巻
数
と
頁
数
と
を
記
し
た
。『
田
辺
元
哲
学
選
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
一
〇
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
著
作
に
つ
い
て
は
、
全
集
版

の
巻
数
・
頁
数
の
あ
と
に
、
こ
の
『
田
辺
元
哲
学
選
』
の
巻
数
・

頁
数
を
ロ
ー
マ
数
字
・
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
記
し
た
。

2
  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。「
田
辺
元

の
思
索
―
「
絶
対
無
」
の
概
念
を
中
心
に
」『
思
想
』
一
〇
五
三

号
（
二
〇
一
二
年
）。

て
と
れ
る
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
こ
の
よ
う
な
社
会
の
実

現
に
向
け
た
指
針
を
仏
教
よ
り
も
い
っ
そ
う
明
確
に
、
ま
た
具

体
的
に
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。『
実
存
と
愛

と
実
践
』
に
引
き
続
い
て
、
そ
の
翌
年
に
著
さ
れ
た
『
キ
リ
ス

ト
教
の
弁
証
』
か
ら
も
そ
の
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
田
辺
の
目
が
宗
教
に
の
み
向
け
ら
れ
て
い
っ

た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。『
実
存
と
愛
と
実
践
』
の
な
か
で
田
辺

は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
て
い
る
が
、

そ
の
実
存
主
義
の
思
想
を
高
く
評
価
す
る
と
と
も
に
、他
方
、「
社

会
解
放
の
実
践
」
へ
の
意
識
が
希
薄
で
あ
り
、
そ
の
点
で
キ
ェ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
が
覆
い
が
た
い
欠
陥
を
有
す
る
こ
と
を
も

指
摘
し
て
い
る
。
社
会
解
放
の
た
め
に
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の

科
学
的
社
会
理
論
も
ま
た
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
が
田
辺
の
考

え
で
あ
っ
た
。『
実
存
と
愛
と
実
践
』
に
収
録
さ
れ
た
論
文
に
引

き
続
い
て
、
雑
誌
『
展
望
』
に
発
表
さ
れ
た
論
考
「
キ
リ
ス
ト

教
と
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
と
日
本
仏
教
」（
一
九
四
七
年
九
月
）
が
執

筆
さ
れ
た
の
も
、
そ
の
よ
う
な
関
心
に
基
づ
い
て
の
こ
と
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。
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り
方
に
つ
い
て
、
私
な
り
に
考
え
た
こ
と
を
述
べ
た
い
と
思
い

ま
す
。

ま
ず
宗
教
の
立
場
か
ら
見
る
な
ら
ば
、「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲

学
」
の
宗
教
な
ら
ざ
る
性
格
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。
田
邊
の
「
懺
悔
道
」
の
核
と
な
る
の
は
、
言
う

ま
で
も
な
く
「
懺
悔
」
で
あ
り
、
こ
の
懺
悔
と
い
う
概
念
を
彼

は
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
の
読
解
を
通
し
て
獲
得
し
て
い
っ
た

わ
け
で
す
。
そ
の
読
解
は
、
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
を
忠
実
に

読
み
解
く
の
で
は
な
く
、
田
邊
の
や
り
方
で
読
み
替
え
る
と
い

う
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
次
の
一
節
に
明
白

に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

「
‥
‥
浄
土
教
に
と
っ
て
懺
悔
が
念
仏
と
外
延
を
等
し
く
す
る

普
遍
の
概
念
で
あ
り
、
内
包
上
そ
れ
が
念
仏
と
消
極
的
積
極
的

の
方
向
の
相
違
は
あ
り
な
が
ら
本
質
上
必
然
に
連
関
し
終
に
帰

一
す
る
も
の
な
る
こ
と
‥
‥
。
懺
悔
は
念
仏
の
発
端
で
あ
り
通

路
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
決
し
て
過
言
で
は
あ
る
ま
い
」（
全
集

第
九
巻
三
三
頁
）。

即
ち
、
田
邊
は
、
親
鸞
の
浄
土
仏
教
に
お
け
る
「
念
仏
」
が

「
懺
悔
」
と
本
質
的
に
同
じ
事
柄
を
指
し
、
最
終
的
に
一
つ
に
な

藤
田
先
生
の
ご
発
表
は
会
場
で
初
め
て
聞
か
せ
て
い
た
だ
い

た
た
め
、
そ
の
場
で
の
コ
メ
ン
ト
と
な
り
ま
す
。
事
前
に
準
備

す
る
と
い
う
形
の
レ
ス
ポ
ン
ス
で
は
な
い
こ
と
を
ご
了
解
く
だ

さ
い
。

藤
田
先
生
の
ご
発
表
で
、田
邊
元
の『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』

に
つ
い
て
の
基
本
的
な
事
柄
が
非
常
に
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
た

よ
う
に
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
が
ど

の
よ
う
な
思
想
的
状
況
及
び
ど
の
よ
う
な
時
代
背
景
に
お
い
て

成
立
し
た
か
、「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
と
は
ど
の
よ
う
な
哲

学
で
あ
る
か
、「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
は
何
を
め
ざ
し
て
提

唱
さ
れ
る
の
か
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
明
ら
か
に
提
示
さ
れ
ま
し

た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
が
、
宗
教
と

哲
学
の
間
の
微
妙
な
位
置
に
立
つ
哲
学
で
あ
る
こ
と
が
浮
き
彫

り
に
な
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
あ

レ
ス
ポ
ン
ス

氣
多
雅
子
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へ
の
信
は
欠
落
し
た
ま
ま
に
な
り
ま
す
。
浄
土
仏
教
の
立
場
か

ら
こ
れ
が
受
け
入
れ
難
い
の
は
明
ら
か
で
す
が
、
こ
の
こ
と
は

浄
土
仏
教
に
限
ら
ず
、
宗
教
的
な
事
象
と
し
て
の
懺
悔
一
般
に

共
通
し
て
言
え
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
宗
教
哲
学
的
な
言

い
方
を
す
る
と
、
懺
悔
は
“
無
限
に
面
し
て
の
有
限
性
の
自
覚
”

で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
田
邊
の
懺
悔
は
“
有
限
性
の
自
覚
”
で

は
あ
り
ま
す
が
、“
無
限
に
面
し
て
”
と
い
う
部
分
は
欠
落
し
て

い
ま
す
。
有
限
性
は
無
限
性
と
の
関
係
の
な
か
で
成
立
す
る
概

念
で
す
か
ら
、
田
邊
は
概
念
と
し
て
は
無
限
を
視
界
に
入
れ
て

い
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
単
な
る
概
念
と
し

て
の
無
限
は
、
懺
悔
に
お
け
る
“
無
限
に
面
し
て
”
と
い
う
こ

と
を
現
成
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
す
。
そ
し
て
、“
無

限
に
面
す
る
”
と
い
う
こ
と
の
リ
ア
ル
な
生
起
こ
そ
、
懺
悔
を

宗
教
的
な
も
の
に
す
る
は
ず
で
す
。

し
か
し
、
以
上
の
こ
と
は
『
教
行
信
証
』
の
読
解
と
し
て
は

確
か
に
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、
逆
に
言
う
と
、
懺
悔
が
宗
教
的

な
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
懺
悔
道
と
い
う
哲
学
が
成
立

し
得
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
宗
教
的

な
意
味
で
の
懺
悔
か
ら
は
、
懺
悔
道
と
い
う
哲
学
は
生
じ
な
い

る
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
、そ
れ
に
基
づ
い
て
、「
念
仏
（
の
信
）」

を
「
懺
悔
」
と
置
き
換
え
て
よ
い
と
考
え
ま
す
。

同
時
に
、こ
こ
で
田
邊
は
も
と
も
と「
懺
悔
」も「
念
仏
」も「
普

遍
の
概
念
」
で
あ
る
と
捉
え
て
い
ま
す
が
、
そ
の
普
遍
性
を

「
而
し
て
こ
の
告
白
懺
悔
は
啻
に
私
一
人
の
告
白
懺
悔
た
る
に

止
ま
ら
ず
、
愚
者
凡
夫
た
る
私
の
哲
学
に
於
て
は
、
そ
れ
が
一

般
的
に
私
と
同
様
の
愚
者
た
り
凡
夫
た
る
何
人
に
も
あ
て
は
ま

る
も
の
と
思
惟
せ
ら
れ
る
」（
同
書
三
七
頁
）

と
い
う
仕
方
で
、
類
、
種
、
個
と
い
う
枠
の
中
で
捉
え
直
し

て
ゆ
き
ま
す
。
こ
う
し
て
、「
懺
悔
」
を
「
理
性
の
懺
悔
」
と
し

て
仕
上
げ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」

が
作
ら
れ
て
ゆ
く
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

こ
の
考
え
方
に
対
し
て
、
浄
土
仏
教
の
立
場
か
ら
、
田
邊
に

は
「
機
の
深
信
」
は
あ
っ
て
も
「
法
の
深
信
」
は
な
い
と
い
う

批
判
が
で
て
く
る
の
は
当
然
で
す
。『
教
行
信
証
』
に
即
し
て
言

え
ば
、
念
仏
を
決
し
て
懺
悔
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
懺
悔
は
念
仏
の
信
の
一
面
を
掬
い
取
っ

て
い
る
だ
け
だ
か
ら
で
す
。
も
し
念
仏
を
懺
悔
に
置
き
換
え
る

な
ら
ば
、
念
仏
の
も
う
一
つ
の
面
、
つ
ま
り
阿
弥
陀
仏
の
本
願
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力
」
と
い
う
自
覚
が
、
懺
悔
道
の
哲
学
を
要
求
す
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
し
か
し
、
田
邊
の
言
う
「
哲
学
の
無
力
」
と
は
ど
う

い
う
こ
と
を
指
す
の
で
し
ょ
う
か
。

歴
史
的
現
実
に
直
面
し
て
、
カ
ン
ト
を
典
型
と
す
る
よ
う
な

理
性
的
哲
学
、
ま
た
田
邊
自
身
の
「
種
の
論
理
」
の
哲
学
が
、

無
力
で
あ
る
こ
と
に
絶
望
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
現
代
の
我
々

に
も
十
分
に
理
解
で
き
ま
す
。
し
か
し
理
性
的
哲
学
を
絶
対
批

判
す
る
懺
悔
道
を
掲
げ
る
『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
と
い
う

著
作
が
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
観
念
的
な
言
葉
に
満
ち
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
観
念
性
こ
そ
哲
学
の
無
力
を
示
す
も

の
で
あ
っ
て
、
絶
対
批
判
に
よ
っ
て
七
花
八
裂
す
べ
き
も
の
で

は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
田
邊
は
、
懺
悔
道
の
哲
学
が
「
絶
対

媒
介
」
と
し
て
、
歴
史
的
現
実
に
媒
介
さ
れ
続
け
る
こ
と
を
述

べ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
田
邊
の
思
索
は
歴
史
的
現
実
に
根
を

下
ろ
す
の
で
は
な
く
、
歴
史
的
現
実
の
上
方
を
浮
遊
し
て
い
る

よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
ま
す
。
田
邊
の
言
う
哲
学
の
無
力
と
い

う
こ
と
を
、
私
た
ち
は
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
藤
田
先
生
の
お
考
え
を
お
聞
か
せ
い
た
だ

け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。

か
ら
で
す
。
田
邊
は
ど
こ
ま
で
も
哲
学
の
地
平
に
お
い
て
『
教

行
信
証
』
か
ら
受
け
取
れ
る
限
り
の
も
の
を
受
け
取
っ
た
と
言

う
べ
き
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
成

立
す
る
「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
と
は
ど
う
い
う
哲
学
な
の

で
し
ょ
う
か
。
懺
悔
道
で
な
い
哲
学
と
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学

と
は
、
哲
学
と
し
て
ど
の
よ
う
に
違
う
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の

こ
と
は
、
藤
田
先
生
の
ご
発
表
を
う
か
が
っ
て
も
、
も
う
一
つ

は
っ
き
り
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
は
一
見
、
懺
悔
道
の
哲
学
の
意
義
と
い
う
仕
方
で
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
そ
の
意
義
と
は
、
藤
田

先
生
も
指
摘
さ
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
社
会
性
の
展
開
で
あ
る
と

し
て
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
、
哲
学
の
あ
り
方
の

変
容
で
は
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
別
に
、
懺
悔
道
な
ど
と
い

う
こ
と
を
持
ち
出
さ
な
く
と
も
、
社
会
性
と
い
う
こ
と
は
哲
学

の
主
題
と
し
て
多
く
の
哲
学
者
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら

れ
て
き
ま
し
た
。
社
会
性
の
問
題
を
扱
う
の
に
懺
悔
が
必
要
で

あ
る
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
思
い
当
た
る
の
が
、
藤
田

先
生
が
的
確
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
田
邊
が
繰
り
返
し
力
説

す
る
、
哲
学
（
理
性
）
の
無
力
と
い
う
こ
と
で
す
。「
哲
学
の
無
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そ
れ
と
連
関
し
て
も
う
一
つ
、
社
会
性
の
展
開
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
質
問
が
あ
り
ま
す
。
社
会
性
を
ど
こ
に
見
出
す
か
と

い
う
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
、
田
邊
の
立
場
は
変
化
し
て
い
き
ま
す
。

『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
で
は
、

「
懺
悔
道
は
親
鸞
の
全
面
的
懺
悔
の
立
場
を
指
導
と
し
先
達

と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
洋
哲
学
の
指
導
の
み
か
ら
は

得
る
こ
と
の
出
来
ぬ
社
会
性
を
展
開
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
る
」（
同
書
二
四
六
頁
）

と
語
っ
て
、
浄
土
仏
教
の
中
に
社
会
性
の
展
開
を
期
待
し
て

い
ま
す
。
そ
れ
が
や
が
て
、
仏
教
よ
り
キ
リ
ス
ト
教
の
方
が
社

会
性
に
富
ん
で
い
る
と
田
邊
は
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
き
ま

す
。
こ
の
移
行
は
、
田
邊
の
関
心
が
「
兄
弟
性
の
社
会
建
設
に

進
む
こ
と
」
に
据
え
ら
れ
て
お
り
、
宗
教
へ
の
関
心
は
そ
れ
に

よ
っ
て
動
く
二
次
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言

え
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、「
兄
弟
性
の
社
会
建
設
に
進
む
」
た
め

の
「
指
導
」
が
な
ぜ
宗
教
に
求
め
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
社

会
性
と
宗
教
性
と
の
関
係
の
曖
昧
さ
が
、
懺
悔
道
と
い
う
概
念

の
曖
昧
さ
と
繋
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
点
に

つ
い
て
、
藤
田
先
生
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。
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で
は
「
ざ
ん
げ
」
で
は
な
く
て
「
さ
ん
げ
」
だ
と
思
う

の
で
す
よ
ね
。
ち
ょ
っ
と
気
に
な
っ
た
の
は
、
田
辺
さ

ん
は
「
し
ゅ
ぎ
ょ
う
」
の
「
ぎ
ょ
う
」
を
「
行
く
」
と

い
う
字
で
は
な
く
て
、
必
ず
「
業
」
を
使
う
ん
で
す
。

で
す
か
ら
、「
三
願
転
入
」
の
藤
田
さ
ん
の
（
レ
ジ
ュ

メ
の
）
引
用
は
ち
ょ
っ
と
違
う
と
思
う
ん
で
す
ね
。「
自

力
修
行
」
の
「
行
く
」
で
は
な
く
て
「
自
力
修
業
」
で

す
。
必
ず
卒
業
の
「
業
」
を
使
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
し

か
し
、
そ
の
後
で
、「
救
い
」
は
平
仮
名
「
す
く
い
」

を
使
わ
れ
ま
す
よ
ね
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
独
特
で
、

特
に
修
業
の
「
業
」
に
な
ぜ
こ
だ
わ
る
の
か
と
い
う

と
、
た
と
え
ば
「
懺
悔
道
と
『
行
』」
の
と
こ
ろ
の
引

用
で
、
田
辺
さ
ん
は
「
行
道
」
と
い
う
言
葉
も
使
わ
れ

ま
す
よ
ね
。
だ
け
ど
「
行
道
」
と
い
う
の
は
、
た
と
え

ば
禅
門
の
伝
統
で
は
、
臘
八
が
終
わ
る
と
お
経
を
本
堂

で
読
み
上
げ
な
が
ら
回
る
、
あ
れ
を
「
行
道
」
と
い
う

の
で
す
よ
。
と
い
う
こ
と
は
、
仏
教
伝
統
で
決
め
た
言

葉
遣
い
を
、
田
辺
さ
ん
は
自
分
の
哲
学
の
言
葉
に
直
し

て
、
ど
ん
ど
ん
変
え
て
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、「
愛

森	

お
二
人
の
質
疑
の
中
で
も
非
常
に
根
本
的
な
問
い
が

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
わ
た
し
は
ま
ず
本
当
に

Inform
ationsfrage

な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
田
辺
さ
ん

の
言
葉
遣
い
と
い
う
の
は
独
特
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。

た
と
え
ば
、
藤
田
先
生
が
編
ま
れ
た
『
懺
悔
道
と
し
て

の
哲
学
』
の
文
庫
本
で
は
、
冒
頭
の
一
行
目
に
「
私
の

講
演
の
題
は
『
懺
悔
道
』
と
申
し
ま
す
」
と
あ
っ
て
、

懺
悔
道
と
い
う
の
に
ル
ビ
を
振
っ
て
「
ざ
ん
げ
ど
う
」

と
し
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。
ま
ず
こ
れ
は
藤
田
さ
ん
が
打

た
れ
た
の
か
、
も
と
も
と
で
あ
る
の
か
を
、
お
聞
き
し

た
い
の
で
す
け
れ
ど
も
。

藤
田 

そ
れ
は
私
で
す
。

森 

そ
う
で
す
か
。
そ
う
し
ま
す
と
ね
、
こ
の
言
葉
は
仏
教

討
議
Ⅰ

司
会
氣
多
雅
子
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遣
い
と
、
そ
れ
か
ら
概
念
で
は
な
く
て
田
辺
さ
ん
ご
自

身
の
経
験
で
す
よ
ね
。
道
徳
や
哲
学
で
は
な
く
て
、
あ

る
種
の
も
っ
と
端
的
な
宗
教
性
と
し
て
の
経
験
み
た
い

な
も
の
、
そ
こ
を
ど
う
し
て
も
聞
き
た
く
な
る
の
で
す

ね
。

藤
田 

今
の
「
さ
ん
げ
」「
ざ
ん
げ
」
の
こ
と
で
言
え
ば
、
や

は
り
最
初
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
田
辺
さ
ん
が
懺
悔

と
い
う
こ
と
を
言
う
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
と
い
う

の
は
、
や
は
り
戦
争
の
問
題
、
学
徒
出
陣
の
問
題
で
す

ね
。
自
分
自
身
が
幾
多
の
有
能
な
人
材
を
死
に
追
い
や

っ
た
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
罪
責
感
が
非
常
に
強
く
あ

っ
て
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
懺
悔
を
考
え
て
い
っ
た

わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
最
初
か
ら
親
鸞
の
言
う
、
あ

る
い
は
仏
教
で
一
般
に
言
わ
れ
る
「
さ
ん
げ
」
か
ら
出

発
し
て
考
え
て
い
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
よ
り
広
い
観
点
で
懺
悔
の

問
題
を
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う

こ
と
を
踏
ま
え
た
形
で
の
新
た
な
哲
学
の
再
構
築
と
い

即
無
」
で
も
い
い
し
、「
懺
悔
道
」
で
も
い
い
で
す
が
、

「
懺
悔
」
と
い
う
の
は
読
み
癖
か
ら
す
れ
ば
、「
ざ
ん
げ
」

と
言
っ
た
ら
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
で
す
よ
、「
さ
ん
げ
」

と
言
う
と
や
は
り
仏
教
で
す
よ
。
そ
れ
を
「
ざ
ん
げ
ど

う
」
と
言
う
の
だ
か
ら
、
基
督
道
み
た
い
な
も
の
で
す

よ
。
田
辺
さ
ん
は
西
田
さ
ん
と
比
較
す
れ
ば
専
門
研
究

を
う
ん
と
踏
ま
え
た
方
で
あ
り
な
が
ら
、
言
葉
遣
い
と

す
れ
ば
二
つ
を
自
由
に
使
う
と
い
う
か
ね
。
だ
け
れ
ど
、

そ
れ
は
下
手
す
る
と
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ス
ム
ス
と
い
う

か
、
も
の
凄
く
混
乱
の
中
に
落
と
さ
れ
る
よ
う
な
感
じ

が
ち
ょ
っ
と
す
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
う
す
る
と
、
せ
っ

か
く
凄
い
問
い
か
け
を
し
な
が
ら
、
何
か
そ
ぐ
わ
な
い

感
じ
が
す
る
ん
で
す
よ
。
さ
っ
き
の
根
本
の
問
い
で
も

ね
、「
さ
ん
げ
」
に
し
ろ
「
ざ
ん
げ
」
に
し
ろ
、
何
か

自
分
を
超
え
た
も
の
に
直
面
し
て
自
分
の
有
限
性
に
気

づ
く
と
い
う
自
覚
の
構
造
が
あ
る
と
し
て
、
そ
の
無
限

に
面
し
て
と
い
う
の
が
単
な
る
概
念
で
は
な
く
て
、
経

験
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
が
決
め
手
だ
と
思
う
の
で

す
よ
。
そ
こ
ら
へ
ん
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
言
葉
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か
、
拠
り
所
と
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
そ
こ
で

親
鸞
や
仏
教
の
中
で
「
さ
ん
げ
」
と
い
う
こ
と
が
ど
の

よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
が
、
田
辺

の
中
に
浮
か
び
上
が
っ
て
来
て
、
親
鸞
の
言
う
「
悲
嘆

述
懐
」
と
い
う
事
柄
に
大
き
な
共
感
を
覚
え
た
と
い
う

こ
と
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
親
鸞
の
信
仰
の

道
に
自
分
自
身
の
懺
悔
の
気
持
ち
を
重
ね
合
わ
せ
て
い

っ
て
、
そ
こ
に
大
き
な
共
感
を
覚
え
る
と
い
う
、
そ
う

い
う
仕
方
で
の
体
験
だ
っ
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

長
町 

藤
田
先
生
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今

問
題
に
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
の
前
の
「M

etanoetik

」

と
そ
れ
に
関
連
す
る
「
絶
対
批
判
」
の
と
こ
ろ
な
の
で

す
が
、
そ
こ
で
大
き
く
捉
え
て
の
理
性
批
判
が
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
哲
学
で
解
体
的
批
判
と
い
う
も
の
か
ら
現
代
の

用
語
で
言
う
な
ら
超
克
的
否
定
性
と
言
い
ま
す
か
、
否

定
性
が
解
体
的
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
マ
リ
オ
ン

な
ん
か
が
言
う
よ
う
な
慈
愛
的
な
も
の
に
突
き
抜
け
る

と
い
う
意
味
で
の
超
克
的
、
彫
塑
的
と
言
い
ま
す
か
、

う
こ
と
で
、
懺
悔
道
を
考
え
て
い
る
の
で
す
。
田
辺
さ

ん
が
見
て
い
る
領
域
と
い
う
の
は
、
必
ず
し
も
親
鸞
の

信
仰
な
り
、
あ
る
い
は
浄
土
真
宗
の
信
仰
に
限
ら
れ
て

い
な
い
、
そ
の
た
め
に
田
辺
さ
ん
は
伝
統
仏
教
の
中
で

使
わ
れ
て
き
た
言
い
方
な
り
表
現
を
必
ず
し
も
忠
実
に

取
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
全
然
否
定
さ
れ
る
べ

き
こ
と
で
は
な
い
と
、
わ
た
し
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

森 

経
験
の
方
は
ど
う
で
す
か
。

藤
田 

田
辺
の
懺
悔
が
具
体
的
な
経
験
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
の
か
は
、
文
章
の
形
で
語
ら
れ
て
い
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
明
確
に
語
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
ま
ず
最
初
に
、
今
申
し
上
げ
た

学
生
を
死
に
追
い
や
っ
た
と
い
う
こ
と
が
一
番
の
根

底
に
あ
っ
て
、
自
分
自
身
の
哲
学
が
そ
れ
に
関
し
て
全

く
無
力
で
あ
っ
た
と
い
う
後
悔
の
念
が
あ
っ
た
と
思
う

の
で
す
ね
。
そ
う
い
う
経
験
を
踏
ま
え
て
「
懺
悔
道
と

し
て
の
哲
学
」
を
作
り
上
げ
て
ゆ
く
時
に
、
親
鸞
の
歩

ん
だ
道
と
い
う
も
の
が
一
つ
の
手
が
か
り
と
言
い
ま
す
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藤
田 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
ず
「
絶
対
批
判
」
と
い

う
こ
と
を
田
辺
が
言
う
と
き
に
、
特
に
考
え
て
い
た
の

は
カ
ン
ト
の
理
性
批
判
の
不
十
分
性
と
い
う
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。
カ
ン
ト
の
理
性
批
判
が
理
性
を
批
判
す
る

理
性
を
批
判
の
外
に
置
い
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
限

界
を
見
て
、
一
切
の
も
の
を
批
判
の
対
象
の
外
に
置
か

な
い
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
批
判
を
考
え
て
ゆ
く
必
要

が
あ
る
と
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
「
絶
対
批
判
」
と

い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、

そ
れ
自
体
を
懺
悔
と
結
び
つ
け
て
解
釈
し
な
く
て
も
良

い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
、
今
も

ご
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、「
絶
対
無
」
と
い
う

こ
と
が
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
す
。
先
ほ
ど
少
し
触
れ
な
が
ら
そ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
論
じ
ま
せ
ん
で
し
た
け
れ
ど
も
、「
種
の

論
理
」
の
時
期
に
す
で
に
絶
対
無
に
つ
い
て
田
辺
が
論

じ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
で
は
や
は
り
「
絶
対
無
」

を
ど
こ
ま
で
も
働
き
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
観
点
が

非
常
に
強
く
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
ヘ
ー
ゲ

こ
う
い
う
問
題
を
含
ん
で
「
絶
対
的
」
と
言
わ
れ
て
い

る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
の
で
す
。
田
辺
はM

etanoetik

と
そ
れ
が
絶
対
批
判
に
通
じ
る
と
い
う
と
こ
ろ
の
絶
対

性
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て

い
る
の
か
が
気
に
な
り
ま
す
。
絶
対
無
と
い
う
と
こ
ろ

で
の
絶
対
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
も
う
少
し
分
か

り
た
い
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
も
う
一
点
は
、
最

後
の
方
の
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
わ
り
な
の
で
す
が
、
藤

田
先
生
が
書
い
て
く
だ
さ
っ
た
も
の
で
は
絶
対
媒
介
と

し
て
の
そ
れ
が
歴
史
的
現
実
に
常
に
媒
介
さ
れ
て
ゆ
く

と
い
う
の
は
、
ぼ
く
は
や
は
り
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
背
景
が

あ
る
か
な
と
。
キ
リ
ス
ト
教
と
言
い
ま
し
て
も
、
す
で

に
後
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
だ
け
で
は
な
く
て
ベ
ル
ン
時
代
や

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
が
考
え
て
い
た
よ

う
な
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
秩
序
的
平
等
社
会
と
い
う
よ

う
な
響
き
が
す
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
点
に
つ
い

て
先
生
か
ら
も
っ
と
お
教
え
願
い
た
い
と
思
い
ま
し

た
。



27 ――― 東西宗教研究　第 13 号・2014 年

言
わ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
む
し
ろ
『
懺
悔
道
と
し

て
の
哲
学
』
の
中
で
理
解
さ
れ
て
い
る
絶
対
無
、
あ
る

い
は
そ
の
働
き
と
い
う
の
は
、
初
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
方

に
近
い
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

花
岡 

大
変
す
ば
ら
し
い
『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
の
ご
発

表
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
一
点
、
わ
た
く

し
確
認
し
て
く
る
の
を
忘
れ
た
の
で
す
が
、『
教
行
信

証
』
で
も
色
々
な
本
で
親
鸞
さ
ん
は
罪
と
い
う
言
葉
を

使
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
キ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
も
理
性
哲
学
、
つ
ま
り
悟
性
の
哲
学
を
第

一
哲
学
と
し
て
、
そ
し
て
田
辺
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
よ

う
な
「
懺
悔
道
の
哲
学
」
は
、
す
で
に
同
じ
こ
と
を
第

二
哲
学
と
し
て
探
求
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
心
は
罪

の
問
題
で
す
ね
、
つ
ま
り
無
限
者
に
対
し
て
の
関
係
と

い
う
中
で
罪
が
現
実
的
に
ど
の
よ
う
に
、
と
い
う
こ
と

を
一
生
を
か
け
て
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
。
田
辺
先

生
の
中
心
的
問
題
は
、
さ
っ
き
お
答
え
に
な
っ
て
い
た

よ
う
に
、
社
会
性
と
か
聖
徒
の
交
わ
り
と
か
、
あ
る
い

ル
の
弁
証
法
の
影
響
が
非
常
に
強
く
表
れ
て
い
ま
す
。

実
体
的
な
も
の
と
し
て
絶
対
無
は
決
し
て
捉
え
ら
れ
な

い
も
の
で
あ
っ
て
、
否
定
の
働
き
と
し
て
絶
対
無
を
理

解
し
よ
う
と
い
う
観
点
が
、
非
常
に
強
く
あ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
同
じ
よ
う
な
仕
方
で
、
絶
対
無
を
『
懺
悔
道

と
し
て
の
哲
学
』
の
中
で
も
考
え
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

た
だ
、『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
の
中
で
は
、
単

に
否
定
の
働
き
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
愛

の
働
き
と
言
い
ま
す
か
、
慈
悲
の
働
き
と
い
う
そ
の
よ

う
な
意
味
合
い
を
「
絶
対
無
」
の
中
に
込
め
て
考
え
て

い
ま
す
。
そ
こ
に
田
辺
の
絶
対
無
理
解
の
発
展
と
い
う

も
の
が
見
て
と
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
あ

る
意
味
で
、
最
初
の
「
種
の
論
理
」
の
時
期
の
絶
対
無

の
理
解
の
方
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
で
言
え
ば
後
期
の
、
つ

ま
り
彼
自
身
の
哲
学
体
系
を
構
築
し
た
段
階
で
の
否
定

性
の
理
解
と
か
、
媒
介
の
理
解
と
か
そ
う
い
う
も
の
に

近
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
愛
の
働
き
と
い
う

よ
う
な
、
あ
る
い
は
和
解
と
い
う
こ
と
を
初
期
の
ヘ
ー

ゲ
ル
は
強
く
言
う
わ
け
で
、
そ
の
こ
と
を
今
、
最
後
に
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長
谷 

「
極
重
悪
人
」
だ
け
ど
も
、「
罪
悪
甚
重
」
と
罪
悪
と
あ

り
ま
す
か
ら
、
罪
の
自
覚
が
な
い
と
は
言
え
な
い
と
思

い
ま
す
け
れ
ど
。

花
岡 

と
思
い
ま
す
が
…
…
。
や
は
り
田
辺
先
生
は
歴
史
的
現

実
と
も
の
凄
い
対
決
を
な
さ
い
ま
す
か
ら
、
わ
た
く
し

は
そ
の
故
に
、
歴
史
的
現
実
と
い
う
こ
と
は
ど
う
し
て

も
こ
れ
か
ら
必
要
だ
と
思
う
の
で
す
、
た
と
え
ば
放
射

性
物
質
と
の
対
決
と
か
、
核
実
験
と
の
対
決
と
か
で
す

ね
。
社
会
的
現
実
を
媒
介
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
必
要

だ
と
思
う
の
で
す
が
、
根
底
に
絶
対
者
と
か
仏
と
か
神

と
か
、
そ
う
い
う
も
の
が
そ
こ
に
が
っ
ち
り
と
支
え
ら

れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

長
谷 

誰
に
で
す
か
。

花
岡 

田
辺
先
生
に
で
す
。

長
谷 

田
辺
先
生
に
罪
の
自
覚
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す

か
、
親
鸞
で
は
な
し
に
。

花
岡 
根
本
に
動
か
な
い
も
の
が
田
辺
先
生
に
は
あ
る
の
だ
ろ

う
か
、
と
思
う
の
で
す
。
何
か
向
こ
う
に
、
狙
っ
て
い

は
実
存
共
同
と
か
、
そ
ち
ら
に
あ
る
こ
と
は
確
か
で
ご

ざ
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
も
「
極
重
悪
人
」
と

か「
罪
悪
甚
重
」と
田
辺
は
言
っ
て
お
り
ま
す
。「
善
悪
」

と
言
う
と
非
常
に
歴
史
的
現
実
の
レ
ベ
ル
が
強
く
て
、

「
罪
」
と
い
う
と
絶
対
的
な
も
の
へ
の
関
係
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
の
辺
の
探
求
は
田
辺
先
生
で

は
ど
う
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ち
ょ

っ
と
お
教
え
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

藤
田 

罪
と
い
う
こ
と
は
、
親
鸞
自
身
の
中
で
大
き
な
問
題
と

し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
と
、
わ
た
く
し
は
考
え
て
お
り

ま
す
け
れ
ど
も
、
長
谷
先
生
そ
れ
で
い
い
で
す
か
。

長
谷 

え
え
、
わ
た
し
も
そ
う
思
い
ま
す
。「
罪
悪
甚
重
」、
罪

悪
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。

花
岡 

「
悪
」
と
言
っ
て
「
罪
」
と
言
っ
て
い
る
。
罪
と
い
う

こ
と
も
絶
対
者
の
関
係
と
し
て
入
っ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。

長
谷 

わ
た
し
は
そ
う
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
。

花
岡 

こ
こ
に
「
極
重
悪
人
」
と
出
て
き
ま
す
が
…
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容
に
つ
い
て
は
言
え
る
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
。

花
岡 

「
懺
悔
」
の
と
こ
ろ
の
三
番
目
、「
実
践
的
に
無
力
」「
知

識
に
於
て
も
深
く
無
力
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
懺

悔
の
中
の
根
本
と
し
て
挙
が
っ
て
い
ま
す
。
実
践
と
い

う
の
は
称
名
や
座
禅
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
生
活
そ

の
も
の
が
実
践
だ
と
わ
た
く
し
は
思
い
ま
す
し
、
知
識

と
い
う
も
の
も
懺
悔
道
の
後
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
は
悟

性
的
な
知
で
は
な
く
て
知
情
意
が
一
つ
で
あ
る
よ
う
な

心
身
一
如
の
知
と
い
う
ふ
う
に
理
解
し
ま
す
の
で
、
こ

れ
も
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
や
は

り
生
活
の
仕
方
と
い
う
の
は
、
わ
た
く
し
ど
も
は
完
全

な
ん
て
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
。「
完
成
は
未
完
で
、

未
完
は
完
成
」
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
う

い
う
も
の
も
入
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

長
谷 
知
識
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
や
は
り
自
分
自
身
の
哲

学
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
時
局
の

中
で
発
言
す
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
常
に
迷
い
な
が

る
と
い
い
ま
す
か
、
そ
の
よ
う
な
目
標
が
あ
る
よ
う
に

見
え
て
し
ま
う
の
で
す
が
。
根
本
に
動
か
な
い
も
の
が

お
あ
り
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
そ
こ
が
知
り
た
い
と

こ
ろ
で
す
。

長
谷 

ま
ず
親
鸞
の
方
で
言
え
ば
、
有
名
な
言
葉
が
あ
り
ま
す

よ
ね
。「
悲
し
き
か
な
、
愚
禿
鸞
、
愛
欲
の
広
海
に
沈

没
し
、
名
利
の
太
山
に
迷
惑
し
て
」
と
。
文
字
通
り
、

罪
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
親
鸞
の
罪
と
絶
望
と
い
う
も
の
に
、
ご
自
身

の
罪
と
絶
望
と
い
う
も
の
を
、
田
辺
先
生
は
重
ね
て
理

解
さ
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

花
岡 

そ
れ
は
死
ぬ
ま
で
で
あ
り
ま
し
た
よ
ね
。

長
谷 

た
だ
、
そ
れ
は
こ
こ
で
言
う
「
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
し
、

名
利
の
太
山
に
迷
惑
し
て
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
合
い

の
罪
と
絶
望
と
い
う
よ
り
も
、
田
辺
先
生
の
場
合
は
、

戦
争
の
問
題
と
深
く
関
わ
っ
て
罪
と
絶
望
の
問
題
が
意

識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
罪
の
具
体
的
な
内
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お
そ
ら
く
言
え
な
い
と
思
う
の
で
す
が
ね
。
こ
う
い
う

と
こ
ろ
が
田
辺
の
立
場
な
の
だ
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど

も
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
懺
悔
道
を
位
置
づ
け
る
と
い
う

の
は
、
親
鸞
の
立
場
、
あ
る
い
は
そ
の
立
場
で
考
え
よ

う
と
す
る
人
と
は
か
な
り
異
質
の
も
の
が
あ
る
と
ち
ょ

っ
と
感
じ
ま
し
た
。

藤
田 

た
だ
わ
た
し
自
身
の
理
解
で
は
、「
還
相
」
と
い
う
こ

と
を
田
辺
先
生
が
言
わ
れ
る
時
、
親
鸞
と
同
様
、
他
者

へ
の
働
き
か
け
、
つ
ま
り
自
己
の
救
い
を
他
者
の
救
い

に
転
じ
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
そ
の
こ
と
を
田
辺
先
生
は
「
悟
道
即
伝
道
」
と
い

う
言
葉
で
も
表
現
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
社
会
性

の
問
題
も
出
て
く
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
「
悟
道

即
伝
道
」
と
い
う
言
葉
が
、
田
辺
先
生
の
還
相
理
解
を

よ
く
示
し
て
い
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

青
木 

一
つ
お
伺
い
し
た
い
の
で
す
け
れ
ど
、
絶
対
無
と
い
う

の
が
否
定
の
働
き
で
あ
り
愛
の
働
き
、
大
悲
の
働
き
で

あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
働

ら
、
何
も
発
言
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、

自
分
自
身
の
哲
学
が
一
つ
の
方
向
も
示
す
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
深
い
反
省
が
、
そ
こ

に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
け

れ
ど
も
ね
。

氣
多 

あ
の
、
す
み
ま
せ
ん
。
親
鸞
の
場
合
は
、
罪
と
い
う
の

は
罪
業
の
問
題
で
、
キ
リ
ス
ト
教
で
罪
と
悪
と
を
区
別

す
る
考
え
方
と
は
違
う
と
思
い
ま
す
。
罪
と
い
う
こ
と

は
業
の
問
題
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
今

の
連
関
な
の
で
す
が
、『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
の

中
に
、「
神
秘
主
義
が
往
相
的
観
想
で
あ
る
」
の
に
対

し
て
、「
懺
悔
道
は
還
相
的
行
道
で
あ
る
」
と
言
わ
れ

て
い
て
、
懺
悔
道
が
還
相
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
繰
り

返
し
言
わ
れ
、
そ
れ
は
行
道
で
あ
る
と
。
こ
の
還
相
的

行
道
と
い
う
の
が
、
お
そ
ら
く
浄
土
仏
教
の
立
場
か
ら

す
る
と
還
相
の
菩
薩
、
つ
ま
り
還
相
と
い
う
の
は
浄
土

に
行
っ
て
還
っ
て
来
る
と
い
う
そ
う
い
う
こ
と
で
す
か

ら
、
自
分
の
や
る
こ
と
を
還
相
的
行
道
と
言
う
こ
と
は
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の
働
き
」
と
か
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

そ
う
い
う
も
の
が
予
め
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
促

さ
れ
た
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
は
田
辺
先
生
は
考
え
て
い

な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
自
分
自
身
の
経
験
を
自
覚
し
、

そ
れ
を
言
葉
で
語
る
と
き
に
、「
絶
対
無
の
働
き
」
と

い
う
こ
と
が
言
わ
れ
た
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
わ
た
し

は
解
釈
し
て
お
り
ま
す
。

青
木 

そ
れ
で
は
、
も
と
も
と
の
世
界
構
造
の
中
に
組
み
込
ま

れ
て
い
た
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。

藤
田 

た
と
え
ば
阿
弥
陀
仏
と
い
う
も
の
が
予
め
存
在
し
て
い

て
、
そ
の
本
願
の
働
き
で
そ
う
い
う
こ
と
を
促
さ
れ
た

と
い
う
考
え
で
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。、
田
辺
先

生
が
「
絶
対
無
」
と
い
う
こ
と
を
持
ち
出
す
と
き
に
は

そ
う
い
う
考
え
方
と
は
違
っ
た
仕
方
で
理
解
し
て
い
た

と
思
い
ま
す
。

氣
多 

ま
だ
ご
質
問
な
ど
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
時
間

も
超
過
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
れ
で
終
わ
り
に
さ
せ

き
と
い
う
の
は
自
覚
に
よ
っ
て
働
く
よ
う
に
な
る
の

か
、
そ
れ
と
も
元
々
あ
る
も
の
を
自
覚
に
よ
っ
て
築
く

の
か
、
そ
の
ど
ち
ら
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
お
伺
い
し

た
い
の
で
す
け
れ
ど
も
。

藤
田 

た
と
え
ば
、こ
の
『
懺
悔
道
と
し
て
哲
学
』
の
中
で
「
絶

対
無
の
働
き
」
を
ど
う
い
う
風
に
理
解
し
て
お
ら
れ
た

の
か
と
い
う
こ
と
で
言
う
と
、
最
初
の
方
で
申
し
上
げ

た
こ
と
と
関
わ
っ
て
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
自
分
自
身
が

徹
底
し
た
懺
悔
を
行
う
と
い
う
こ
と
を
し
た
時
に
、
予

期
し
て
い
な
か
っ
た
仕
方
で
、
開
か
れ
た
場
所
へ
と
導

き
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
経
験
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
や
っ
て
き

た
哲
学
を
全
く
否
定
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
て
、
も

う
一
度
新
た
な
形
で
作
り
上
げ
て
ゆ
く
と
い
う
決
意
を

持
た
せ
ら
れ
た
と
言
い
ま
す
か
。
大
悲
に
よ
っ
て
そ
う

い
う
方
に
促
さ
れ
た
と
い
う
経
験
を
し
た
と
い
う
こ
と

が
一
番
の
基
礎
に
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な

促
し
を
し
た
も
の
が
「
絶
対
無
」
と
か
、あ
る
い
は
「
愛
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て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。


