
報
告
キ
リ
ス
ト
教
と
覚
者
の
宗
教
と
の

神
学
的
出
会
い

——

苦悩観をめぐる公開討論会報告

—

 

常

盤

^

申

一
九
八
四
年
一
月
八—

十
日
、-

米
国
ハ
ワ
イ
州
オ
ア
フ
島
山
間
の
閑 

静
な
緑
の
丘
陵
地
に
あ
る
ハ
ワ
イ

.

ロ
ア
•
カ
レ

ッ
ジ
で
、prof. John 

c
o
b
b
o
l
a
r
e
m
o
m

 

Graduate 
g

o

一
 

と
阿
部
正
雄
氏
、
！

P
r
o
f
., 

Ha
wa

ii

 

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

の
主
宰
に
な
る
表
題
の
会
議
が
十
数
名
の
メ 

ン
バ
I
に
ょ
っ
て
行
わ
れ
た
。
参
加
者
の
大
部
分
は
カ
ナ
ダ
、
米
国
の 

キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
と
覚
の
宗
教
研
究
者
で
、
そ
れ
に
日
本
か
ら
八
木
诚 

1

氏(

東
京H

菜
大
学)

、
武
田
龍
精
氏(

龍
谷
大
学)

、
筆
者(
花
阂
大
学) 

の
三
名
が
加
わ
っ
た
。
こ
の
会
議
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
覚
者
の
宗
教 

と
か
ら
ニ
名
づ
つ
提
出
し
た
各
宗
教
の
苦
悩
観
に
、
各
々
二
人
が
日
を 

別
に
し
て
、
三
十
分
前
後
の
応
答
が
な
さ
れ
、
そ
の
あ
と
参
加
者
の
白 

由
討
論
に
移
る
と
い
ぅ
形
が
と
ら
れ
た
。
こ
れ
は
公
開
さ
れ
た
の
で
、
 

四
丨
十
日
の
間
並
行
し
た
第
一一

回
東
西
諸
宗
教
の
出
会
い
分
科
諸
会
議 

の
参
加
者
で
傍
聴
さ
れ
る
方
が
多
く
見
ら
れ
た
。
提
出
さ
れ
た
苦
悯
観 

は
次
の
四
点
で
あ
る
。Prof. John H

i
c
k
o
l
a
r
e
m
o
n
t
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of 

s
u
f
f
e
r
i
n
g
、

筆
者
は
、
こ
の
会
議
の
報
告
を
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
時
点
で
右
四 

点
の
ほ
か
筆
者
の
ベ
ー
パ
ー
に
応
答
を
さ
れ
た一

|

名
の
キ
リ
ス
ト
教
神 

学
者
の
原
稿
を
入
手
し
て
い
た
以
外
は
文
字
に
し
た

も
の
を
持
合
わ
せ 

ず
、
他
の
方
々
の
ご
発
言
は
簡
単
な
メ
モ
に
よ
る
ほ
か
な
く
、
さ
ら
に 

こ
の
報
告
は
日
本
語
で
な
さ
れ
る
点
と
紙
数
と
を
考
慮
し
、
右
四
点
の 

ベ
ー
パ
ー
の
う
ち
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
の
一
一
点
、
そ
し
て
筆
者
の
ベ
ー 

パ
ー

へ
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
に
よ
る
応
答
一
一
点
の
計
四
点
の
紹
介
を 

主
と
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
し
た
o 

註
B

u
d

d
h

a
i

h
a

r
m

a

 

(

め
ざ
め
た
、
も
の
の
本
当
の
あ
り
方)

の
言
語
表
現 

がB
u
d
d
h
a
-4

&>l
s

a
n

a

 

(

覚
者
の
教
説)

と
言
わ
れ
、
そ
れ
の
歴
史
的
展
開
が 

ふ
つ
う「
仏
教」

と
言
わ
れ
る
が
、
第
者
は
そ
の
原
義
を
示
す
た
め「

党
者 

の
宗
教」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
。
信
の
宗
教
、
タ
ン
ト
ラ
の
宗
教(

密
教)



も
、
そ
の
歴
史
的
展
開
の
上
に
現
わ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
そ
の
ま
ま
で
は 

「
外
教J

に
す
ぎ
な
い
。
自
ら
の
方
便
性
を
明
ら
か
に
し
て
覚
者
の
宗
教 

に
転
人
す
る
こ
と
が
、
そ
れ
ら
の
歷
史
的
.

超
歴
史
的
荩
義
で
あ
る
。

1
、

ジ
ョ
ン.

匕
ッ
ク
氏「

苦
悩
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
卜
者
の
諸 

理
解」

無
限
の
能
力
と
善
そ
の
も
の
で
あ
る
神
に
よ
っ
て
削
造
さ
れ
た
こ
の 

宇
宙
に
、
究
極
的
に
は
神
に
背
く
、
人
間
の
道
徳
的
な
悪
と
、
人
間
に 

苦
悩
を
惹
き
起
す
世
界
溝
造
と
し
て
の
自
然
の
悪
之
か
現
実
に
；：

i

在
t
 

こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
起
源
と
目
的
を
問
い
神
に
一
切
の
責
任
は
な
い 

と
す
る
立
場
の
矛
盾
を
救
お
う
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
弁
神
淪 

(
t
h
e
o
d
i
c
y
)

の
試
み
に一

一
棟
あ
る
。
空
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス(

0

5

ムI 

5
0
A
O.)

の
考
え
方
と
聖
イ
レ
二
ウ
ス(

c
*
3
0
-
r
2
G
2

 

A
b
.) 

の
そ

れ

と
で
あ
る
。
前
者
は
西
欧
ラ
テ
ィ
ン
世
界
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会 

の
伝
統
で
あ
り
、
後
者
は
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
よ
り
遥
か
以
MB'
J
、
初
期
の 

ギ
リ
シ
ャ
語
を
話
す
東
方
正
教
会
の
神
父
た
ち
の
思
想
を
代
表
す
る
も 

の
で
、
十
九
世
紀
の
シ
ユ
ラ
イ
-

ル
マ
ッ
ヒ
X
ル
に
始
ま
る
現
代
の
相 

当
数
の
神
学
者
が
肢
開
し
て
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ 

ス
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
こ
の
宇
宙
に
悪
が
存
在
す
る
こ
と
の
貴
任
は 

外
に
は
な
く
、
悪
と
は
本
来
善
で
あ
る
べ
き
も
の
が
あ
る
べ
き
よ
う
に 

機
能
し
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
貴
任
は
一
切
、
被
造
物
に
あ
る
。
 

と
く
に
天
使
と
人
間
は
自
由
意
志
を
働
か
す
よ
う
に
造
ら
れ
た
、
そ
の 

自
由
を
人
間
の
歴
史
が
始
ま
る
以
前
に
間
違
っ
て
行
使
し
た
、
そ
の
罪

と
罪
に
対
す
る
罰
と
が
、
こ
の
世
の
悪
と
言
わ
れ
る
も
の
の
本
質
で
あ 

る
。
し
か
し
神
に
責
任
が
な
く
被
造
物
の
側
で
自
ず
と
罪
を
犯
す
こ
と 

が
起
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
は
創
造
主
で
あ
る
神
に
そ
の
責
任
が 

あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
ア
ウ
ダ
ス
チ
ヌ
ス
の
考
え
に
対
す
る
基
本 

的
な
批
判
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
過
去
に
お
い
て
道
徳
的
に
も
精 

神
的
に
玉
兀
全
で
あ
っ
た
人
間
が
癒
や
し
が
た
い
自
我
中
心
の
状
況
に
喷 

落
し
て
き

た

と
す
る
見
方
は
、
事
実
と
合
致
し
な
い
。
人
間
は
道
徳
的 

宗
教
的
に
も
低
次
の
生
活
形
態
か
ら
次
第
に
発
達
し
て
き
た
と
見
な
け 

れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
人
類
の一

部
が
永
遠
の
罰
を
受
け
る
と
い
う
考 

え
は
、
问
ら
積
極
的
な
役
割
を
果
さ
な
い
。
ア
ウ
ダ
ス
チ

ヌ

ス
の
考
え 

方
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
批
判
を
下
す
思
想
内
容
は
、
き
わ
め
て
よ
く 

現
代
的
な
知
性
に
訴
え
る
が
、
そ
れ
が
ィ
レ
ニ
ウ
ス
に
代
表
さ
れ
る
考 

え
方
で
あ
る
。

ィ
レ
ニ
ウ
ス
は
、
人
間
が
造
ら
れ
る
過
程
で
ニ
段
階
を
認
め
る
。

一
 

は
、
人
間
が
道
徳
的
宗
教
的
に
ど
こ
ま
で
も
発
達
す
る
能
力
を
そ
な
え 

た
未
熟
な
知
的
動
物
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
第
二
は 

今
起
っ
て
い
る
段
階
だ
が
、
自
ら
の
自
由
な
応
答
を
通
し
て
人
間
と
い 

う
動
物
か
ら「

神
の
子J

へ
と
次
第
に
変
質
さ
せ
ら
れ
て
行
く
こ
と
で 

あ
る
。
ィ
レ
二
ウ
ス
の
考
え
は
、
さ
ら
に
超
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

す
な
わ
ち
人
間
が
未
熟
な
存
在
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
道
徳
的
な
苦
闘
を 

通
し
て
人
間
性
を
完
成
さ
せ
る
人
間
の
自
由
と
い
う
も
の
の
積
極
的
な 

価
他
が
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
。
人
間
は
、

一
人
ひ
と
り
が
充
実
し
て
适 

徳
的
に
自
由
な
存
在
で
あ
る
よ
う
に
と
、
神
か
ら
あ
る
距
離
を
お
い
て



造
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
単
な
る
空
間
的
な
距
り
と
い
う
こ
と 

で
打
な
く
、
認
識
す
る
距
離(an 

epismetic 

distance)

、
知
の 

面
で
の
距
離
で
あ
る
。
人
間
は
自
律
的
な
宇
宙
の
内
に
そ
の

一
部
と
し 

て
形
作
g

て
お
り
、
こ
の
宇
宙
で
は
神
の
存
在
は
圧
倒
的
な
明
白
さ 

を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
神
は
、
そ
め
意
味
と
意
図
と
を
明
ら
か
に
し 

て
行
く
信
仰
の
自
由
な
応
答
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ 

れ
で
人
間
の
状
況
と
い
う
も
の
は
、
生
存
本
能
か
ら
起
る
自
然
の
利
己 

主
義
と
、
道
徳
と
宗
教
と
か
ら
我
々
の
自
己
本
位
の
あ
り
方
を
超
出
せ 

よ
と
呼
び
か
け
る
声
と
の
間
の
緊
張
状
態
で
あ
る
。
道
徳
的
悪
の
起
源 

と
い
う
問
題
に
対
し
て
ィ
レ
ニ
ゥ
ス
の
考
え
方
に
基
づ
く
弁
神
論
は
、
 

そ
れ
で
こ
う
考
え
る
。
悪
は
、
神
か
ら
距
離
の
あ
る
自
分
を
認
識
す
る 

人
間
が
造
ら
れ
る
上
で
必
要
な
条
件
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
威
圧
と
は
全 

く
関
わ
り
の
な
い
神
の
現
前
に
応
答
す
る
純
粋
に
自
由
な
判
断
に
よ
る
、
 

神
の
子
と
し
て
の
自
己
の
本
当
の
充
実
に
向
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ 

る
0

そ
れ
で
、
こ
の
世
界
を
神
が
創
造
さ
れ
た
目
的
は
最
大
限
の
快
楽
と 

最
少
限
の
苦
悩
と
を
住
民
が
味
わ
う
楽
園
の
建
設
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
 

こ

の
世
界
は
、
自
由
な
存
在
が
共
通
の
環
境
の
中
で
生
き
る
こ

と

の
さ 

ま
ざ
ま
な
課
題
と
挑
戦
に
必
死
に
取
組
み
な
が
ら「

神
の
子」

「

永
遠 

の
生
命
の
継
承
者」

と
な
る
、

一
人
ひ
と
り
の
人
格
を
形
成
す
る
場
所
、
 

「

魂
を
形
成
す
る」

と

こ

ろ

で

あ

る

。人
間
と
動
物
と
は
、
一
つ
の
生 

体
系
の
中
に
あ
っ
て
お
互
い
に
つ
な
が
っ
て
い
る

一
全
体
で
あ
り
、
進 

化
の
過
程
に
あ
っ
て
そ
の
中
か
ら
出
現
し
て
き
、
自
由
に
そ
し
て
責
任

の
あ
る
主
体
と
し
て
有
限
な
人
格
が
有
限
性
を
超
え
た
創
造
主
に
応
答 

す
る
と
い
う
一
つ
の
状
況
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。
自
然
の
体
系
は
、
 

そ
れ
自
体
一
全
体
と
し
て
そ
れ
自
身
の
法
則
に
従
っ
て
機
能
す
る
自
由 

な
領
域
と
し
て
、
人
間
と
い
う
被
造
物
と
神
と
の
間
に
一
つ
の「

自
己 

を
認
識
す
る
距
離」

を
設
け
て
い
る
。
ィ

レ

ニ
ゥ
ス
の
考
え
方
で
は
、
 

人
間
の
生
命
だ
け
で
は
な
く

一
 

全
体
と
し
て
の
こ
の
生
命
の
体
系
が
、
 

人
格
形
成
の
手
段
と
し
て
正
当
な
位
置
を
も
つ
こ
と
が
示
さ
れ
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
。

さ
い
ご
に
、
覚
の
宗
教
者
た
ち
に
問
い
た
い
。
⑴
キ
リ
ス
ト
教
で
は 

悪
の
問
題
は
実
践
的
の
み
な
ら
ず
、
以
上
の
よ
う
に
理
論
的
に
扱
わ
れ 

る
が
、
覚
者
の
宗
教
で
は
苦
悩
か
ら
の
解
脱
が
理
論
的
に
扱
わ
れ
る
こ 

と
は
な
い
の
か
。
し
か
し
大
乗
の
ば
あ
い
は
本
来
め
ざ
め
て
い
る
も
の 

が
無
明
に
よ
っ
て
昧
ま

さ

れ

て
い
る
と
言
う
の
で
は
な
い
か
。
⑵
キ
リ 

ス
ト
教
で
は
悪
の
起
源
や
目
的
は
人
間
の
理
解
を
超
え
る
の
で
我
々
が 

理
論
的
に
そ
れ
ら
を
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
人
間
は 

神
の
恩
寵
に
包
ま
れ
て
深
い
信
頼
の
中
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
。
し 

か
し
他
の
宗
教
の
人
々
と
の
対
話
の
中
で
、
キ
リ
ス
ト
者
が
抱
い
て
き 

た
宇
宙
観
が
本
当
に
信
頼
で
き
る
も
の
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
て
き
て
い 

る
さ
い
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の「

神」

の
観
念
と
悪
の
事
実
と
が
い
か
に 

も
両
立
し
な
い
か
に
見
え
る
こ

と

を
直
視
し
な
い
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
 

そ
れ
を
直
視
で
き
な
い
よ
う
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
は
否
応
な 

し
に
弱
ま
る
こ
と
に
な
る
。
覚
者
の
宗
教
に
お
い
て
同
じ
問
題
は
な
い 

の
か
ど
う
か
。
ダ
ル
マ〔

も
の
の

本
当
の
あ
り
方
、
無
相
の
自
己〕

に



悪
の
貴
任
は
な
い
と
す
る
議
論(

d
h
a
r
m
a

丨di
c
y
)

を
覚
の
宗
教
者 

た
ち
は
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
*>

{け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

(

以
上
、
ヒ 

ッ
ク
氏
。〔

〕
内
は
、
筆
者
の
説
明)

。

ジ
ョ
ン
•ヒ
ッ
ク

氏
へ
の
応
答
は
、
でrof.Francis 
0

0

0
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の
お
二
人
が
な
さ
っ
た
。
そ
の
あ
と
阿
部
正
雄
氏
は
、
海
野
氏
の 

ご
意
見
と
同
じ
方
向
に
お
考
え
を
展
開
さ
れ
、
無
際
限
に
起
る
苦
悩 

の
否
定
性
を「

誓
願」

の
能
動
的
無
限
性
へ
と
転
ず
る
主
旨
の
発
言
を 

さ
れ
た
。
筆
者
もr

維
摩
経j

卷
ー
の
シ
ャ
！
リ
ブ
ト
ラ
の
疑
問
に
由 

来
す
る
中
国
宋
代
禅
者
の
問
答
に
言
及
し
た
。
こ
の
問
答(『

禅
門
拈
頌 

集』

巻
二
十
九)

で
は
、
単
に
否
定
的
な
問
い
が
自
己
の
根
源
か
ら
受
留 

め
ら
れ
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
そ
の
否
定
性
を
払
拭
さ
れ
、
人
類
の
誓
願 

と
し
て
打
出
さ
れ
て
く
る
。

長
水
座
主(

子
璿
1
1o

三
八)

問
ぅ◊

清
浄
本
然
、
云
何
が
忽
ち
に 

山
河
大
地
を
生
ず
る
。
師(

瑯
琊
山
慈
覚)

抗(

卩
高)

声
に
15
ぅ
、
清 

浄
本
然
云
何
忽
生
山
河
大
地
。
主
、
15
下
に
大
悟
す
。

こ
れ
も
一
つ
の
弁
神
論
と
言

え

ょ

ぅ(

久
松
真|

著
作
集
6『

轾
録
抄J 

三「

臨
済
録
抄
搆」

ニo

九
べ
ー
ジ
参
照)

二
、
ラ
ン
ド
ン
•

ギ
ル
キ
ィ
氏「

キ
リ
ス
卜
者
の
苦
悩
理
解」

す
べ
て
の
宗
教
は
、
そ
れ
が
見
る
人
間
存
在
の
も
っ
と
も
深
い
問
題 

と
、
そ
の
問
題
を
受
留
め
解
明
し
て
到
達
す
る
解
答
と
に
集
中
さ
れ
る 

独
自
の
現
実
理
解
を
呈
示
す
る
。
そ
の
解
答
は
、
真
理
と
恩
寵
と
の
両

方
を
含
み
、
さ

ま

ざ

ま

の象
徴
概
念
を
通
し
て
表
現
さ
れ
て
そ
の
教
説 

と
な
る
。
そ
れ
ら
の
象
徴
は
、
孤
立
す
る
も
の
で
は
な
く
相
互
に
連
関 

し
て一

全
体
を
形
作
り
な
が
ら
も
と
の
体
験
を
指
し
示
す
。
キ
リ
ス
ト 

教
で
罪
と
い
う
と
き
、
そ
れ
を
創
造
と
救
済
の
概
念
か
ら
切
離
し
て
理 

解
す
る
こ

と

は
で
き
な
い
0
苦
悩
の
問
題
も
冋
じ

で
あ
る
。
こ

の
点
は 

覚
者
の
宗
教
に
お
い
て
も
、
全
く
同
様
で
あ
る
。

象
徴
概
念
の
全
体
系
は
、
そ
の
な
か
に
ブ

ラ

ス

と

マ

ィ

ナ

ス

と

の
評 

価
を
受
け
る
も
の
が
ど
の
宗
教
に
も
必
ず
あ
る
。
有
神
論
は
哲
学
的
に 

矛
盾
す
る
と
か
、
覚
者
の
宗
教
は
現
実
厭
離
的
で
あ
る
と
か
言
わ
れ
る 

が
、
そ
れ
だ
け
で
は
そ
の
宗
教
を
ょ
く
見
て
い
る
と
は
1
え
な
い
。
苦 

悩
を
理
解
す
る
上
で
も
、
幾
つ
か
の
相
関
連
す
る
問
い
が
立
て
ら
れ
る
。 

キ
リ
ス
ト
教
で
は
苦
悩
に
つ
い
て
四
つ
の
問
い
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き 

る
。
⑴
苦
悩
の
原
因
は
何
か
、
⑵
苦
悩
の
構
造
、
す
な
わ
ち
、
ど
こ
が 

ど
う
い
け
な
く
て
苦
し
む
の
か
、
⑶
苦
悩
の
克
服
ま
た
は
そ
れ
か
ら
の 

敉
済
の
道
は
何
か
、
⑷
苦
悩
は
他
の
象
徴
、
例
え
ば
神
と
は
矛
盾
、
衝 

突
な
い
し
そ
れ
を
脅
か
す
の
か
ど
う
か
、
で
あ
る
。
ア

ゥ

ダ

ス

チ

ヌ

ス 

で
は
、
具
体
的
な
宗
教
体
験
と
し
て
の
罪
と
恩
寵
と(

2
と
3)

へ
の
省 

察
は
原
罪
の
教
義(

1)

へ
と
進
ん
だ
。
そ
の
ょ
う
に
苦
悩
に
関
す
る
問 

い
は
単
純
で
は
な
く
、
例
え
ば
弁
神
論
の
問
い
が
す
べ
て
で
は
な
い
の 

で
あ
っ
て
、
多
く
の
問
い
と
関
連
し
て
い
る
。
し
か
も
キ

リ

ス

ト

教

の 

ば
あ
い
⑷
の
問
い
に
余
り
に
も
首
尾
一
貫
し
た
答
え
を
提
出
す
る
こ
と 

が
却
っ
て
他
の
、
苦
悩
の
解
明
と
か
苦
悩
か
ら
の
救
済
に
関
わ
る
問
い 

に
対
す
る
重
要
な
解
答
を
台
な
し
に
す
る
恐
れ
が
あ
る
。



苦
悩
は
#
定
、
否
定
、
そ
し
て
そ
の
あ
と
に
く
る
再
肯
定
と
い
う一 

連
の
弁
証
法
で
捉
え
ら
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
、
神
の
天
地
創
造
と
い 

う
理
解
に
基
づ
い
て
、
世
界
を
本
質
的
に
善
し
と
し
て
肯
定
す
る
こ
と 

か
ら
出
発
す
る
。
科
学
の
発
達
に
よ
っ
て
、
神
の
天
地
創
造
に
よ
る
時 

間
的
な
意
味
で
の
元
初
の
善
性
と
い
う
説
が
維
持
で
き
な
く
な
る
と
、
 

神
学
者
た
ち
は
そ

れ

を
世
界
と
人
間
に
潜
在
す
る
可
能
性
と
し
て
の
完 

成
と
か
、
被
造
物
の
本
質
的
な
善
性
と
し
て
解
釈
し
直
し
た
。
救
済
は
、
 

神
の
下
で
人
間
と
自
然
の
存
在
が
有
限
な
状
況
の
ま
ま
で
本
性
と
し
て 

の
善
性
が
再
確
認
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
苦 

悩
は
、
こ
の
被
造
物
の
本
質
的
善
性
と
い
う
舞
台
へ
の
闖
入
者
、
よ
そ 

も

の

と

し

て登
場
す
る

。
逆
に
言
え
ば
こ

の
被
造
物
の
善
性
と
い

う
背 

景
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
、
苦
悩
の
克
服
と
か
そ
れ
か
ら
の
救 

済
と
か
が
成
立
つ
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
が
被
造
物
の
善
性
を
始
め
に
肯
定
す
る
た 

め
、
悪
と
苦
悩
と
は
そ
の
中
で
一
つ
の
矛
盾
に
な
っ
て
く
る
。
悪
と
苦 

悩
が
強
ま
れ
ば
、
救
済
の
希
望
を
呼
び
起
す
は
ず
の
神
の
無
力
、
無
関 

心
、
さ

ら

に
有
限
性
が
際
立
つ
こ

と

に

な

る

。

そ

こ

に

は
厭
世
主
義
と 

諦
め
し
か

な

く

な

る

。そ
れ
で
こ
の
、
当
初
の
被
造
物
の
善
性
を
》

定 

す
る
こ

と

は
キ
リ
ス
ト
教
教
義
の
一
つ
の
欠
陥
と
も
な
っ
て
く
る
。
し 

か

し

ま

た逆
に
言
え
ば
、
苦
悩
が
被
造
物
の
善
性
と
創
造
主
と
し
て
の 

神
の
本
性
へ
の
反
定
立
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
キ
リ
ス
ト
教 

の
本
質
的
に
楽
天
的
、
痒
定
的
な
苦
悩
観
が
あ

る

と
い
う
こ

と

に

な

る

。 

し
か
も
こ
れ
は
、
そ
の
苦
悩
観
が
救
済
論
と
深
く
関
わ
る
こ
と
の
必
然

的
結
果
で
あ
る
。

創
造
の
善
性
の
中
の
苦
悩
と
悪
と
い
う
矛
盾
の
様
相
を
説
明
す
る
も 

の
が
、
楽
園
か
ら
の
追
放
、
堕
罪
の
物
語
り
で
あ
る
。
悪
と
苦
悩
の
現 

実
か
ら
堕
罪
と
い
う
説
明
を
受
容
れ
た
人
々
は
、
自
ら
の
不
服
従
に
よ 

っ
て
破
ら
れ
た
神
と
人
間
と
の
間
の
関
係
の
修
復
が
救
済
に
よ
っ
て
成 

就
す
る
の
だ
と
い
う
確
信
と
希
望
と
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。
啓
蒙
運
動 

以
後
、

エ
デ
ン
の
出
来
事
と
い
う
説
明
と
は
別
の
新
し
い
理
解
を
人
 々

が
必
要
と
し

た

と
き
、
悪
は
自
然
の
悪
と
人
間
の
恶
と
に
分
け
ら
れ
、
 

pf
i
罪
は
人
間
の
宗
教
的
、
道
徳
的
悪
の
説
明
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
。
さ 

ら
に
lg
罪
は
、
人
間
の
精
神
的
道
徳
的
成
長
の
第
一
段
階
と
解
さ
れ
た
。 

し
か
し11

十
世
紀
に
な
っ
て
人
々
は
罪
を
正
当
化
す
る
説
明
を
捨
て
、

喷
罪
を
人
間
の
精
神
的
危
機
状
況
を
描
写
す
る
も
の
と
解
釈
し
直
し
た
。

2

 

そ
し
て
人
間
の
精
神
的
再
生
が
自
然
の
悪
に
よ
っ
て
惹
き
起
さ
れ
る
苦
一 

悩
を
も
、
克
服
は
で
き
ず
と
も
、
変
質
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
強
調
し 

て
き
て
い
る
。

今
日
、
創
造
と
堕
罪
と
は
時
間
的
な
意
味
合
い
を
失
い
、

一
は
本
来 

の
構
造
、
他
は
竦
外
さ
れ
た
現
実
と
し
て
、
と
も
に
被
造
物
の
現
実
を 

表
わ
す
象
徴
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
堕
罪
は
、
自
由
の
所
産
で
あ
る
か 

ら
に
は
免
れ
が
た
く
と
も
除
き
得
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ち
ょ
う 

ど
大
乗
の
覚
者
の
宗
教
で
輪
廻
と
輪
廻
の
苦
の
狨
と
が
、
全
く
別
で
あ 

り
な
が
ら
相
互
に
浸
透
し
あ
っ
て
、
覚
者
の
眼
に
は
、
と
も
に
現
実
を 

特
徴
づ
け
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
と
似
て
い
る
。

第
•ニ
の
契
機
、
救
済
に
お
い
て
、
被
造
物
の
本
性
と
疎
外
さ
れ
た
現



実
と
の
ニ
面
は
、
失
わ
れ
る
の
で
は
な
く
全
く
違
っ
た
形
と
役
割
を
得 

て
く
る
。
す
な
わ
ち
⑴
苦
悩
の
価
値
転
換
と
⑵
苦
悩
の
起
克
で
あ
る
。 

先
ず
苦
悩
は
、
神
の
救
済
の
働
き
と
い
う
新
し
い
役
割
を
も
っ
て
く
る
。 

ィ

レ

ニ

ゥ

ス

は

言

う

、

「

不
死
の
も
の
は
可
死
の
姿
を
と
り
、
そ
の
中 

で
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
/
現
代
の
神
学
は
、
こ
の
点
を
重
視
す 

る
。
そ
し
て
人
問
の
経
験
す
る
苦
悩
の
う
ち
内
的
な
形
を
強
調
す
る
も 

の
が
実
存
的
神
学
で
あ
り
、
人
間
の
罪
に
由
来
す
る
外
的
歴
史
的
な
苦 

悩
の
原
因
を
創
造
的
政
治
的
行
動
に
よ
っ
て
克
服
な
い
し
緩
和
す
る
こ 

と

を
重
視
す
る
も
の
が
、
政
治
的
神
学
で
あ
る
。J

.
B
.
M
e
t
z

が
指 

摘
す
る
よ
う
に
、
苦
悩
の
思
い
出
、
苦
悩
す
る
人
々
の
歷
史
を
自
分
の 

こ

と

と
す
る
こ

と

が

、
歴
史
に
お
い
て
根
源
の
力

と

し

て働
き
、
不
正 

な
機
構
を
除

き

、

よ

り適
切
な
機
構
を
新
し
く
始
め
る
よ
う
求
め
る
こ 

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

覚
者
の
宗
教
と
同
じ
く
、
キ
リ
ス
ト
教
は
舌
悩
を
究
極
に
は
超
克
す 

る
こ
と
を
確
信
す
る
。
そ
の
こ
と
が
個
人
の
復
活
と
永
生
、
歷
3 1

的
共 

同
体
の
ば
あ
い
神
の
国
の
象
徴
、
i
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る(
ギ
ル
キ 

ィ
氏
、
以
上)

。

ラ
ン
ド
ン
\
ギ
ル
キ
ィ
氏
へ
の
応
答
は
、
阿
部
正
雄
氏
とp

r
o
f
.

 

D
a
v
i
d

 

穴 al
u
p
a
h
a
n
a

 , 

L.
o
f H

a
w
a
i
i

 

が
な
さ
つ
た
。
阿
部
氏 

は「

神
が
十
字
架
を
通
し
て
人
間
の
苦
悩
の
克
服
に
参
加
し
た
と
言
う 

よ
り
は
、
神
が
自
ら
を
空
じ
て
苦
悩
そ
の
も
の
と
な
っ
た(

t
o
t
a
l

 

i
d
e
n
t
i
f
i
s
t
i
o
n
)

と
言
い
た
い」

と
発
言
さ
れ
た
こ
と
を
含
む
応 

答
に
ギ
ル
キ
イ
氏
は
、

「

あ
な
た
の
方
が
私
よ
り
正
統
派
で
私
は
異
端

だ」

と
評
さ
れ
た
。
阿
部
氏
の
ご
発
1-
の
右
の
箇
所
に
つ
い
て
て
3

フ 

H
a
n
s

スilngcniversit

如t T
l
i
b
i
n
g
e
n

が
、「

神
が
自
ら
を
空
じ
た 

と
い
ぅ
言
い
方
は
余
り
に
も
覚
者
の
宗
教
的
だ」

と
評
さ
れ
、
ま
た
、
 

「

キ
リ
ス
ト
教
で
は
本
来
の
善
は
思
議
を
超
え
る
、
悪
の
起
源
も
思
議 

を
こ
え
る
。
覚
者
の
宗
教
と
同
じ
か」

と
い
ぅ
深
い
発
言
を
さ
れ
た
。

三
、
武
田
龍
精
氏「

浄
土
を
説
く
覚
の
宗
教
者
の
苦
悩
観J

は
、
親
*

の
救
済
論
を
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
、
武
田
氏
は『

大
無
fi
寿
経J

の
苦 

悩
観
、
S
他
と
も

に
覚
め
る
こ

と

を
求
め
る
人
の
兹|

悲
行
、
代
受
苦
、

浄
土
を
説
く
覚
の
宗
教
者
の
苦
悩
か
ら
の
解
脱
観
を
論
じ
ら
れ
た
あ
と
、
 

『

高
僧
和
讚J 

(

晏
鷺)

第
四
十
、
他

ニ

を
引
い
て
結
び
と
さ

れ

て

い 

る
。
応
答
を
さ
れ
た
方
は p

r
o
r
G
o
r
d
o
n

 K
a
u
f
m
a
n
, Harvard Univ. 

_ 

と
八
木
誠一

氏
の
お一

1

人
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン
•
ヒ
ッ
ク
氏
が
ア
ミ
ダ

と
u
 

キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
の
違
い
を
尋
ね
ら
れ
た
の
に
対
し
て
武
田
氏
は
、

一
 

「

両
者
と
も
救
い
主
•た」

と
答
え
ら
れ
、
次
に
紹
介
す
る
ロ

ッ

ク

へッ 

ド
氏
が
、

r

二
つ
の
宗
教
の
伝
統
を
区
別
す
る
判
断
の
基
準
に
つ
い
て 

我
々
が
議
論
す
る
必
要
が
あ
るj

と
発
言
さ
れ
た
の
が
注
目
さ
れ
た
。

武
田
氏
は
、
広
島
の
原
爆
の
被
害
を
受
け
て
s
d
w
:
r~
~B
ごI 
ニ！

j

ヨロ，
 

t

そ
の
こ

と

と
真
宗
の
信
に
帰
す
る

こ

と

の深
い
関
わ
り
を

!̂
白
さ
れ
、
 

キ

リ

ス

ト

教神
学
者
た
ち
か
ら
感
動
と
激
励
の
拍
手
を
受
け
ら
れ
た
。

四
' 

筆
者
の「

禅
者
の
苦
悩
観」

に
つ
い
て
は
、
次
の
ニ
氏
が
応
答
を 

さ
れ
た
。P

r
o
f

 b
a
v
i
d

 

L
o
c
h
h
e
a
d
-
V
a
n
c
o
u
v
e
r

 

S
c
h
.
o
f

 

T
h
e
o
l
o
g
y

 

ハ
 

P
r
o
f

 
•
 S

c
h
u
b
e
r
t

 

O
g
d
e
n

 , 

S
o
u
t
h
e
r
n

 

M
e
t
h
o
d
i
s
t

 

U
n
i
v
.

お
二
方
か
ら
筆
者
は
、
応
答
の
原
稿
を
頂
戴



す
る
こ
と
が
で
き
た
。
以
下
に
そ
れ
ら
を
順
次
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
 

筆
者
の
ぺ
ー
パ
ー
は
、

一
、
覚
者
の
宗
教
の
苦
悩
観
と
し
て
、
シ
ャ
ー 

ク
ャ
ム
ニ
の
四
諦
説
、
後
世
の「

如
来
の
母
胎」

思
想
、
そ
し
て
久
松 

真
一
博
士
の
F
A
S
禅
紹
介
を
含
み
、
ニ
、
中
国
唐
代
禅
者
の
苦
悩
観 

と
し
て
はr

祖
堂
集j
の
釈
迦
伝
の
出
生
の
筒
所
、
菩
提
達
摩
の「

ニ 

入
四
行J

、

趙
州
従
誇
、
洞
山
良
价
、
臨
済
義
玄
の
語
録
か
ら
の
引
用 

を
含
む
も
の
で
あ
る
。
四
諦
と
如
来
の
母
胎
に
つ
い
て
は
、r

理
想』

I

九
八
五
年
一一

月
号
所
収
の
拙
稿
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で 

あ
る
。
苦
悩
観
に
つ
い
て
の
筆
者
の
結
論
は
、
去
来
を
離
れ
て
来
る
、
 

と
い
う
表
現
に
集
約
で
き
よ
う
。

五
、
デ
ィ
ヴ
ィ
ド
•
ロ
ッ
ク
ヘ
ッ
ド
氏
の
筆
者
へ
の
応
答

⑴
ロ
ッ
ク
ヘ
ッ
ド
氏
は
、Dr.lpaul 

T
i
l
l
i
c
h

の
お
考
え
を
踏 

ま
え
て
筆
者
に
問
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
で
は
、
有
限
な
存 

在
は
主
客
の
構
造
を
示
す
が
神
の
存
在
は
こ
の
構
造
を
超
え
て
い
る
。 

神
は
存
在
の
根
拠
で
あ
り
そ
こ
か
ら
主
客
の
構
造
が
生
起
す
る
も
と
で 

あ
る
。
找
々
は
有
限
な
存
在
と
し
て
主
客
の
区
別
に
よ
っ
て
出
来
上
っ 

て
い
る
。
苦
悩
は
、
西
欧
の
思
想
で
は
何
よ
り
も
先
ず
主
客
の
構
造
内 

で
理
解
さ
れ
、
苦
悩
の
も
と
は
、
憂
®
と
か
ノ
イQ

丨
ゼ
の
よ
う
な
心 

理
状
態
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
自
己
に
あ
る
か
、
あ
る
い
は
暴
力
、
弾
圧 

な
ど
の
よ
う
に
世
界
に
あ
る
か
の
、
ど
ち
ら
か
と
考
え
ら
れ
る
。
覚
の 

宗
教
者
は
、
苦
悩
の
源
を
自
己
と
世
界
と
い
う
構
造
の
う
ち
自
己
の
側 

に
も
つ
と
考
え
る
の
か
、
そ
れ
と
も
主
客
の
別
を
超
え
た
あ
る
地
点
に

あ

る

と
見
る
の
か
。
キ
リ
ス
ト
教
に
も
、
苦
悩
の
源
を
自
己
に
見
る
見 

方
は
あ
る
が
、
し
か
し
ユ
ダ
ャ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
の
強
み
は
、

世
界
を
無
罪
放
免
に
は
し
な
い
と
い
う
事
実
に
あ
る
。
弾
圧
の
苦
悩
に 

つ
い
て
は
弾
圧
さ
れ
た
も
の
を
非
難
し
て
は
い
け
な
い
。
悔
い
改
め
を 

求
め
ら
れ
る
の
は
弾
圧
者
の
方
で
あ
る
。
要
す
る
に
キ
リ
ス
ト
教
に
と 

尸
て
苦
悩
の
原
因
を
自
己
と
世
界
と
の
ど
ち
ら
か一

方
に
だ
け
あ
る
と

単
純
化
す
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
な
い
。 

J-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-
a

i

j

j

f

⑵
常
盤
の
分
析
す
る「

無
知」

(

無
明)

の
概
念
と
キ
リ
ス
ト
教
の
罪 

の
理
解
と
は
、
少
く
と
も
そ
の
果
す
役
割
の
点
で
非
常
に
よ
く
似
て
い 

る
。
罪
は
、
人
間
が
人
間
で
あ
る
こ
と
の
諸
条
件
の
な
か
で
も
っ
と
も 

説
明
の
つ
け
よ
う
の
な
い
原
因
で
あ
り
、
神
に
よ
る
救
済
だ
け
が
そ
れ 

の
解
答
に
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
罪
を
苦
悩
の
十
12 

分
な
原
因
と
考
え
る
が
、
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
原
因
と
は
見
な
い
。

一
 

苦
悩
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
人
が
罪
深
い
と
い
う
こ
と
を
含
ま
な
い
場
合 

が
あ
る
。
そ
れ
で
キ
リ
ス
ト
教
神
学
で
は
、
弁
神
論
の
問
題
を
避
け
る 

こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
救
済
は
、
罪
か
ら
の
解
放
が
主
で
あ
っ
て 

苦
悩
か
ら
の
解
放
は
主
で
は
な
い
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
始
め
て
、
罪 

と
無
知
と
が
平
行
す
る
跡
を
迎
る
こ
と
が
で
き
る
。

g
キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
は
罪
理
解
に
関
し
て
現
代
、
少
く
と
も
西
欧 

世
界
で
は
正
反
対
の
二
方
向
に
分
裂
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
罪
を
自
己 

と
世
界
と
の
分
れ
た
構
造
の
内
部
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て一

方
は
罪 

を
自
己
の
不
調
と
解
し
、
そ
の
解
決
は
個
人
的
な
回
心
と
清
め
に
よ
り 

生
れ
変
り
、
罪
か
ら
と
同
時
に
世
界
か
ら
も
解
放
さ
れ
た
と
す
る
。
他



方
で
罪
を
世
界
の
不
調
と
解
す
る
人
々
は
、
救
済
を
政
治
的
解
決
と
密 

接
に
結
び
つ
け
、
罪
を
除
く
戦
い
は
こ
の
世
の
支
配
的
権
力
と
の
戦
い 

だ
と
し
、
救
済
は
、
解
放
さ
れ
た
人
間
共
同
体
を
終
末
論
的
に
予
見
す 

る
と
い
う
仕
方
で
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
二
方
向
へ
の
分
裂
は
、
福
音
を 

歪
め
る
も
の
で
あ
る
。
罪
は
主
客
対
立
の
構
造
の
中
に
で
は
な
く
、
そ 

の
全
体
に
行

き
-
曰
一
っ
て
い
る
と
考
え
る
ベ
き
で
あ
る
。

⑷
覚
者
の
宗
教
が
取
上
げ
る
無
知
と
苦
悩
、
キ
リ
ス
ト
教
の
罪
と
有 

限
性
な
ど
、
人
間
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
分
析
の
上
で
そ
れ
ら
の
概
念 

の
間
に
類
似
点
と
相
違
点
と
が
見
ら
れ
る
が
、
し
か
し
一
方
か
ら
他
方 

へ
翻
訳
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
基
準
、
つ
ま
りr

同
じ
も
の，1

を
話 

題
に
し
て
い
る
の
だ
と
！ー
吕
う
こ
と
の
«1
能
性
は
全
く
な
い(

例
ぇ
ば「

如 

来
の
母
胎」

と

「

神
の
母」

i
r

ラ
ン
力
I

に
入
る』
の
サ
I

ン
ク
ャ
批
判
と
終 

末
論
、
そ
れ
に
天
地
削
造
の
教
ぇ
の
い
く
っ
か
の
テ
I

マ)
。

類
似
点
を
強
調 

す
る
こ
と
は
、
相
辽
理
解
よ
り
も
誤
解
を
生
む
可
能
性
を
強
く
も
つ
の 

で
は
な
い
か
。
無
理
を
す
れ
ば
折
衷
主
義
に
陥
る
の
で
は
な
い
か
。

{5
}
キ
リ
ス
ト
教
の
統
一
教
会
運
動
は
、
違
っ
た
立
場
の
間
の
矛
盾
を 

確
認
し
共
通
の
根
拠
と
綜
合
を
求
め
て
矛
盾
の
解
決
を
計

る
も
の
で
あ 

る
が
、
こ
れ
は
歴
史
的
に
密
接
な
関
係
に
あ
る
伝
統
同
志
の
間
で
の
み 

可
能
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
と
覚
者
の
宗
教
と
い
う
違
っ
た
伝
統
の
間 

で
は
、
ど
う
な
る
の
か
。
例
え
ば
一
方
は
罪
の
普
遍
性
を
主
張
す
る
こ 

と
が
お
互
い
を
排
除
し
あ

う
も
の
で
は
な
い
と

い

うこ
と
、
あ
る
い
は 

神
の
問
題
を
か
っ
こ
に
入
れ
て
キ
リ
ス
卜
教
が
覚
の
宗
教
者
と
と

も

に
 

精
神
的
探
求
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
考
え
も
見
ら
れ
る(

以

上
、
卩
ッ
ク
へ
ク
ド

氏)

o

筆
者
は
、
応
答
の
原
稿
を
送
っ
て
い
た
だ
い
た
お
礼
の
手
紙
で
、
神 

の
問
題
を
か
っ
こ
に
入
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
こ
れ
を
正
面
に
据
え
て
、
神 

が
有
で
も
無
で
も
い
け
な
い
と
す
れ
ば
ど
う
す
る
か
を
問
う
こ

と

を
踏 

ま

え

る
こ
と
が
両
者
の
対
話
の
第

；
歩
と
考

え

る

、
ま
た
、
今
日
は
キ 

リ
ス
ト
教
と
覚
者
の
宗
教
と
の
伝
統
が
問
題
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
人 

間
性
の
究
殛
の
矛
盾
を
問
う
こ
と
が
後
近
代
世
界
の
人
間
共
通
の
課
題 

で

あ

る

とす
る
意
味
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
運
動
を
評 

価
す
る
、
と
改
め
て
お
答
え
し
た
。
後
日
ロ
ッ
ク
へ
ッ
ド
氏
は
、
神
の 

問
題
が
重
要
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
質
成
さ
れ
、
ま
た「

神
の
母」

の 

概
念
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
余
り
重
要
視
し
て
い
な
い
の
で
考
え
直
し 

て
い
る
、
と
の
お
返
事
を
い
た
だ
い
た
。

六
、
シ
ュ
ー
バ
ー
卜
•
オ
ヴ
デ
ン
氏
の
筆
者
へ
の
応
答

⑴
覚
者
の
宗
教
も
キ
リ
ス
ト
教
も
、
と

も

に
我
々
人
間
が
我
々
の
究 

•後
の
あ
り
方
に
つ
い
て
問
わ
ず
に
お
れ
な
い
実
存
的
な
問
い
へ
の
解
答 

と

し

て
出
て
き
て
い
る
。
そ
の
実
存
的
な
問
い
は
ニ
つ
、
⑷
究
極
の
あ 

り
方
を
問
う
こ
と
、
M
究
極
の
あ
り
方
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
は
ず 

の
私
の
理
解
の
確
か
さ
を
問
う
こ
と
、
で
あ
る
。
二
つ
の
宗
教
は
、
こ 

の
一
一
通
り
の
実
存
的
な
問
い
に
対
す
る
そ
れ
自
身
形
而
上
的
と
道
徳
的 

と
の
意
味
あ
い
を
も
っ
た
解
答
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
ど
ん
な
も
の 

で
あ
れ
解
答
が
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
究
極
的
な
あ
り
方
の 

構
造
が
た
だ
一
つ
で
あ
る
こ

と

を
意
味
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
こ
の
種

- 13-



の
神
学
的
出
会
い
に
関
わ
る
も
の
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ 

の
宗
教
の「

実
存
主
義
的
解
釈」

(
R
u
d
o
l
f

 

B
u
l
t
m
a
n
n
)

で
あ
る
。
 

そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
が
我
々
の
究
極
の
あ
り
方
を
問
う
人
間
の 

普
遍
的
な
問
い
に
対
す
る
答
え
だ
と
す
る
主
張
に
照
ら
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の 

宗
教
を
解
釈
す
る
こ

と

で
あ
る
。
歴
史
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
神
話
的
な
表 

現
を
用
い
て
そ
う
い
う
問
い
に
答
え
て
き
た
の
で
、
そ
れ
は
当
然
非
神 

話
化
を
含
む
が
、
そ
れ
は
神
話
を
排
除
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
人 

類
学
的
観
点
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
を
人
間
の
自
己
理
解
に
還
元
し
単 

純
化
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

⑵
中
国
の
禅
者
た
ち
の
苦
悩
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
常
盤
に
よ
る 

と「

こ
う
し
て
や

つ

て
来
る
こ
と
に
捉
わ
れ
る
こ
と
な
し
に
こ
う
し
て 

や
っ
て
来
る」

こ
と
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
す
ぐ
れ
て
実
存
主
義
的
な
解 

釈
で
あ
る
。
次
に
常
盤
が
私
を
触
発
す
る
特
別
な
箇
所
を
指
摘
す
る
。 

四
諦
に
対
す
る
補
充
説
明
で
常
盤
は
、
苦
の
代
り
に
無
知(
無
明)

を
も 

っ
て
く
る

。「

こ
れ
が
無
知
で
あ
る
、
こ
れ
が
無
知
の
原
因
で
あ
る
、
 

こ
れ
が
無
知
の
滅
で
あ
る
、
こ
れ
が
無
知
の
滅
に
至
る
道
で
あ

る

。
」

執 

着
の
根
で
あ
る
無
知
は
、
そ
れ
自
体
も
っ
と
も
根
源
的
な
段
階
の
苦
悩 

で

あ

る

、
と
い
う
の
が
、
上
の
表
現
に
つ
い
て
の
私
の
理
解
で
あ

る

。

禅
そ
し
て

一
般
に
覚
者
の
宗
教
の
苦
悩
観
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
に
は
、
 

苦
悩
に
様
々
な
形
態
が
あ
る
こ
と(

類
型
的
段
階)

だ
け
で
な
く
質
的
に 

違
っ
た
段
階
が
あ
る
こ
と(

超
越
的
段
階)

を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

後
者
こ
そ
は
、
こ
こ
で
無
知
と
呼
ば
れ
る
苦
悩
で
あ
る
。

「

無
明
は
何 

か
で
あ
ろ
う
と
す
る
傾
向
性
に
先
行
す
る
。
し
か
る
に
無
明
の
原
因
と

し
て
無
明
以
外
に
は
如
何
な
る
も
の
も
あ
り
え
な
い
、
無
明
は
原
因
を 

も
た
な
い
、
無
明
は
、
い
わ
ば
突
如
と
し
て
起
る
、
無
明
は
本
来
の
あ 

り
方
に
基
盤
を
も
た
な
い」

「

苦
悩
の
究
極
の
原
因
は
、
私
自
身
の
あ 

り
方
と
私
の
あ
り
方
を
構
成
す
る
世
界
の
あ
り
方
と
で
あ
り
、
そ
れ
こ 

そ
は
無
明
で
あ
る
。
無
明
は
究
極
の
意
味
で
そ
れ
以
上
の
原
因
を
も
た 

ず
遇
然
的
で
あ
る」

—

こ
れ
ら
の
言
葉
はS

E
r
r
s

 

K
i
e
r
k
e
g
a
a
r
d

 

の
有
名
な
こ
と
ば「

罪
が
罪
自
身
を
打
出
し
て
く
る」

と
ほ
と
ん
ど
全 

く
一
致
す
る
の
で
、
印
象
深
い
。
：

R
e
i
n
h
o
l
d

 

M
e
b
u
h
r

は
、
キ
エ 

ル
ヶ
ゴ
ー
ル
の
言
葉
を
、
そ
れ
が
罪
の
説
明
を
す
る
唯
一
の
仕
方
、
罪 

を
罪
以
外
の
も
の
に
還
元
す
る
仕
方
の
説
明
で
罪
を
解
消
す
る
こ
と
の 

な
い
唯
一
の
仕
方
だ
と
言
っ
た
が
、
妥
当
な
見
方
で
あ
る
。

罪
の
理
解
に
つ
い
て
も
、
単
な
る
類
型
的
段
階
で
の
道
徳
的
逸
脱
と 

い
う
理
解
を
超
え
て
超
越
的
段
階
で
、
自
己
を
他
者
と
神
と
の
関
係
に 

お
い
て
根
本
的
に
誤
っ
て
理
解
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
非
本
来
的
な
理
解 

と
し
て
罪
を
捉
え
る
な
ら
ば
、
覚
者
の
宗
教
の
理
解
す
る
無
知
と
キ
リ 

ス
ト
者
の
理
解
す
る
罪
と
の
間
に
は
、
重
要
な「

機
能
上
の
類
似
性」 

(
D
.
L
O
C
h
h
s
d
)

が
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
'は
、
キ
リ
ス
ト
教 

の
伝
統
で
は
、
罪
は
人
間
が
苦
し
む
苦
悩
の
す
べ
て
で
は
な
い
が
大
部 

分
の
苦
悩
の
根
本
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
苦
悩
の
も
っ
と
も
基
本
的
な 

段
階
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
パ
ゥ
ロ
は
罪
に
言
及 

し
て「
死
の
身
体」

(

ロ
ー
マ
書
七
、
ニ
四)

と
言
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
超
越
的
段
階
の
苦
悩
で
あ
る
無
知
の
ば
あ
い
も
超 

越
的
な
仕
方
で
解
さ
れ
る
罪
の
ば
あ
い
も
ど
ち
ら
に
も
、
根
本
的
な
人
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間
の
不
調
が
我
々
の
人
間
性
そ
の
も
の
と
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
却 

0

て
!-
]
じ
人
間
性
そ
の
も
の
が
苦
悩
の
源
で
あ
る
と
と
も
に
苦
悩
か
ら 

の
脱
却
の
源
で
も
あ
る
。
常
盤
が
言
ぅ
ょ
ぅ
に
、
我
々
一
人
ひ
と
り
が 

我
々
自

身

と
他
者
と
に
お
け
る
苦
悩
の
原
因
で
あ
り
、
ま
た
少
く
と
も 

潜
在
的
に
、
自
己
解
放
と
他
者
解
放
と
の
源
で
も
あ
る
。
私
の
理
解
す 

る
限

り
常
盤
は
こ
の
こ
と
を
、
初
期
イ
ン
ド
覚
者
の
宗
教
の「

如
来
の 

母
胎」

思
想
の
実
存
主
義
的
意
味
と
解
す
る
。
し
か
も
、
ど
ち
ら
の
場 

合
に
も
、
す
べ
て
の
類
型
的
な
選
択
の
自
由
の
根
底
に
あ
る
こ

の
人
間 

性
の
事
実
上
の
状
況
は
、
無
知
ま
た
は
罪
と
呼
ば
れ
る
超
越
的
苦
悩
で 

あ
る
。

苦
悩
克
服
の
弁
証
法
的
理
解
と
で
も
言
ぅ
べ
き
も
の
と
し
て
、
常
盤 

の
引
用
す
る
久
松
真
ー
博
士
の
表
現
は
重
要
で
あ
る
。
先
ず
四
つ
の
耆 

い
の
第
二「

吾
ら
謹
み
て
、
世
尊
，コ
ー
タ
マ
•
シ
ャ

力
の
芳
躅
を
攀
じ
、
 

同
胞
衆
生
の
た
め
に
真
俗
ニ
,#
の
法
門
を
確
立
し
、
そ
の
行
わ
れ
る
世 

界
を
建
設
し
ょ
ぅJ

、

F

A

S協
会
の
理
念
と
久
松
博
士
に
ょ
る
説
明
、
 

「

無
相
の
自
己
に
め
ざ
め
全
人
類
の
立
場
に
立
ち
歴
史
を
超
え
て
歴
史 

を
創
る」

、
す
な
わ
ち「

一
切
の
繁
縛
を
脱
し
て
無
礙
自
在
に
は
た
ら 

く
無
相
の
自
己
に
党
め
る
こ
と
、
国
家
、
民
族
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
工 

ゴ
イ
ズ
ム
を
棄
揚
し
て
全
人
類
の
立
場
で
世
界
を
形
成
す
る
こ
と
、
白 

ら
創
造
し
た
歴
史
に
自
縛
さ
れ
る
こ
と
な
く
歴
史
を
超
え
た
歴
史
を
创 

造
す
る
こ
と」

、
と
く
に
最
後
の
表
現
は
、
自
分
の
師
ブ
ル
ト
マ
ン
が 

パ
ゥ
ロ
の
コ
リ
ン
ト
書
一
の
言
葉
を
本
当
に
先
生
ら
し
く
解
釈
さ
れ
た 

の
を
思
い
出
さ
ず
に
は
お
れ
な
い
。
両
者
は
殆
ど
全
く
同
じ
方
向
へ
の

呼
び
か
け
を
我
々
に
し
て
い
る
。
パ
ゥ
ロ
は
言
う
、

与
え
ら
れ
た
時
間
は
残
り
短
い
。
今
か
ら
は
、
S
を
も
つ
も
の
は 

持
た
な
い
か
の
よ
う
に
生
き
よ
う
、
人
の
死
を
悼
む
も
の
は
悼
ま
な 

い
か
の
よ
う
に
、
喜
ぶ
も
の
は
喜
ば
な
い
か
の
よ
う
に
、
物
を
買
う 

も
の
は
物
持
ち
で
は
な
い
か
の
よ
う
に
、
世
間
に
関
わ
る
も
の
は
関 

わ
り
が
な
い
か
の
よ
う
に
、
そ
う
し
よ
う
o(

c
o
r.
r
7,

2
9
-
3
1
)

久
松
博
士
と
ブ
ル
ト
マ
ノ
と

の

両
者
の
理
解
が
必
然
的
に
前
提
に
す 

る
こ
と
が
ら
は
、
驚
く
ほ
ど
似
て
い
る
。
私
は
、
人
間
存
在
に
つ
い
て 

の
同
一
の
理
解
が
覚
者
の
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
伝
統
で
遠
っ
た
仕 

方
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
断
言
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
し
か
し 

こ
の
二
つ
の
宗
教
の
間
の
違
い
は
、
そ
れ
ほ
ど
自
明
な
も
の
で
は
な
く
、

一
 

微
妙
で
見
分
け
が
た
い
も
の
だ
と
言
い
た
い
。一

方
を
深
く
理
解
す
れ
15 

ば
必
然
的
に
他
方
を
も
、
そ
れ
に
応
じ
て
深
く
理
解
せ
ざ
る
を
え
な
い 

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

私
は今

：！：

の
苦
悩
に
関
す
る
神
学
的
出
会
い
の
あ
と
、
覚
者
の
7;
*
教 

と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
伝
統
の
外
見
上
の
用
語
や
概
念
の
逆
し
だ
け
で
な 

く
他
の
一
切
の
機
能
上
の
類
似
点
を
探
っ
て
行
き
た
い
。
こ
れ
は
⑷
者 

の
自
己
埋
解
に
秘
め
ら
れ
た
形
而
上
的
な
深
い
意
味
を
見
出
す
上
で
特 

に
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
形
而
上
的
な
葸
味
あ
い
が
解
叨
さ
れ
な 

い
限
り
、
ど
ち
ら
の
宗
教
も
自
己
理
解
は
十
分
に
さ
れ
な
い
し
、
相
手 

と
正

し

く
比̂

す

る

こ

と

も

で

き

な
IV O

⑶
久
松
博
土
は
、
今
日
人
間
存
在
に
適
切
な
理
解
は「

後
近
代
人 

(
p
o
s
t
-
m
o
d
e
r
n
i
s
t
)

の
理
解」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
る



と
の
こ
と
。
私
も
ま
た
全
く
同
じ
こ
と
を
a

い
た
い
。
後
近
代
性
の
本 

質
的
な
一
つ
の
側
面
は
、
政
治
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
上
に 

引
用
し
た
久
松
博
士
の
§
葉

「

国
家
、
氏
族
、
ィ
デ
ォ
ロ
ギ
ー
の
工
ゴ 

ィ
ズ
ム
を
棄
揚
し
て
全
人
類
の
立
場
に
立
っ
て
世
界
を
形
成
す
る」

こ 

と
こ
そ
、
私
が
政
治
の
次
元
と
し
て
理
解
す
る
も
の
を
考
慮
に
入
れ
よ 

と
い
う
呼
び
か
け
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
質
者
の
宗
教
、
キ
リ
ス
ト
教
の 

宗
教
経
験
を
近
代
的
な
い
し
後
近
代
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
、
串
に
突 

存
的
な
解
釈
に
限
ら
れ
る
に
は
及
ば
な
い
。
そ
れ
は
政
治
的
解
釈
と
な 

っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
代
世
界
の
真
剣
な
人
々
は
、
そ
う
い 

う
宗
教
経
験
の
内
に
秘
む
深
い
意
義
、
す
な
わ
ち
そ
れ
か
ら
の
宗
教
経 

験
が
個
人
の
救
い
の
た
め♦
た
け
で
な
く
、
人
間
生
活
を
宿
命
的
に
形
成 

す
る
社
会
と
文
化
の
諸
機
構
に
対
す
る
人
間
の
罪
と
悪
の
様
々
な
結
果 

を
緩
和
し
て
行
く
こ
と
の
た
め
に
、
本
当
に
信
頼
に
足
る
か
ど
う
か
を 

問
う
て
い

る

。

そ

の点
で
私
は
、
罪
も
有
限
性
も
そ
れ
だ
け
で
は
世
界 

に
現
わ
れ
る
悪
の
十
分
な
説
明
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
0.

1.

0
<
:
1
^
6
3

0- 

の
主
張
に
全
く
同
意
す
る
。
両
宗
教
の
対
話
の
な
か
で
私
た
ち
は
、
何 

か
の
誓
い
を
立
て
る
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
我
々
の
討
議
を
厳
粛
に 

進
め
る
に
は
、
私
た
ち
が
宗
教
的
な
い
し
実
存
的
な
問
い
は
つ
ね
に
ま 

た
道
徳
的
、
政
治
的
な
問
い
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
認
め
て
行
く
こ 

と
が
適
切
で
は
な
か
ろ
う
か
。
我
々
が
真
剣
に
お
互
い
の
出
会
い
を
進 

め
る
な
ら
ば
、
我
々
の
主
張
が
も
つ
政
治
的
な
意
味
あ
い
を
直
視
せ
ず 

に
は
お
れ
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
、
我
々
の
隣
人
の
た
め
、
同
胞
の
た 

め
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ(

以
上
、
オ
グ
デ
ン

氏)O

滝
沢
克
已•

八
木
誠I

編

神
は
ど
こ
で
見
出
さ
れ
る
か

四一

〇
頁 

一一、

Q
Q

Q

円

淹
沢
i

と
八
木
博
士
の
十
数
年
に
及
ぶ
宗
教
哲
学
論
孕
に
、
秋 

月
老
師
と
中
村
牧
師
•か
加
わ
っ
た
ユ
二
！
ク
な
宗
教
害
。

八
木
誠I 

•
阿
部
正
雄
編

仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教

-
-
-

淹
沢
克
巳
と
の
対
話
を
求
め
て-
-
-

ニ
六
五
頁11、

三
〇
〇
円

滝
沢
教
授
の「

不
可
説」

の
説
を
め
ぐ
っ
て
の
、
八
木
•
阿
部• 

秋

月

霞
•
本
田
正
昭
の
四
人
の
宗
教
学
者
の
論
集
。
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