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判
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裕

1

「

宗
教」

の
否
定
と
し
て
の
基
督
教
と
仏
教

基
督
教
と
仏
教
と
の
対
話
と
い
ぅ
場
合
、
我
々
は
両
者
を
と
も
に
宗 

教
の
名
をも
っ

て呼
び
、「

二
つ
の
世
界
宗
教
の
間
の
対
話

」

と

し

て
 

特
徴
づ
け
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
宗
教
は
類
的
普
遍
と
し 

て
了
解
さ
れ
、
両
者
の
違
い
は
こ
の
共
通
概
念
を
さ
ら
に
詳
し
く
規
定 

す
る
種
差
に
も
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
基
督
教 

が
宗
教
で
あ
り
、
仏
教
が
宗
教
で
あ
る
こ
と
は
、
果
た
し
て
自
明
な
こ 

と

で

あ

ろ

ぅか
。
我
々
が
、
両
者
を
宗
教
と
呼
ん
で
な
に
ひ
と
つ
不
自 

然
な
も
の
を
感
じ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
自
体
が
我
々
が
事
柄
の 

核
心
に
踏
み
込
ん
で
い
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
確 

か
に
、
基
督
教
に
も
仏
教
に
も
共
通
す
る
も
の
、
な
い
し
対
応
す
る
も 

の
を
概
念
的
に
枚
挙
す
る
こ
と
は
常
に
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ど

ち
ら
に
も
教
団
が
あ
り
教
義
が
あ
り
教
典
が
あ
り
礼
拝
が
あ
り
戒
律
が 

あ
る
と
言
う
よ
う
に
。
そ
し
て
、
様
々
な
祭
礼
、
結
婚
式
や
葬
式
、
死 

者
の
供
養
な
ど
に
お
い
て
我
々
の
出
会
う
社
会
的
な
制
度
と
し
て
、
す 

な
わ
ち
民
間
の
習
俗
と
土
着
融
合
し
た
既
成
の
形
態
に
お
い
て
見
る
か 

ぎ
り
、「

仏
教
も
基
督
教
も
似
た
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ど
ち
ら
も
同 

じ
意
味
で
宗
教
で
あ
る

」

と
言
っ
て
も
構
わ
ぬ
よ
う
に
見
え
る
。
し
か 

し
な
が
ら
、
世
間
的
な
習
慣
に
し
た
が

っ

て
両
者
を宗
教

と

呼
ぶ
と
き 

に
我
々
が
意
味
し
て
い
る
概
念
を
基
準
に
す
る
か
ぎ
り
、
仏
教
も
基
督 

教
も
と
も
に
、
真
実
の
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
よ
う
な

「

宗

#

」

を

否
定 

す
る
も
の
を
そ
れ
自
身
の
中
に
含
ん
で
い
る
で
は
な
い
か
。

基
督
教
が
宗
教
の
否
定
で
あ
る
こ
と
を
最
も
鮮
明
な
形
で
述
べ
た
の 

は
K 

•パ
ル
ト
で
あ
る
。
彼
は
、

r

ロ
マ
書」

の
な
か
で
次
の
よ
う
に 

言
う
。
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宗
教
は
そ
れ
が
満
開
し
き
っ
た
と
こ
ろ
で
た
だ
無

1

を
暴
露 

す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
宗
教
は
そ
れ
が
人 

間
の
特
定
の
属
性
で
あ
り
所
有
で
あ
り
行
為
で
あ
る
と
い
う
意
味 

で
、
肉
な
る
も
の
で
あ
る
。
宗
教
は
全
て
人
間
的
な
も
の
の
も
つ 

混
乱
と
本
質
的
な
世
i

と
を
分
有
し
て
い
る
。
宗
教
は
人
間
的 

な
事
物
の
絶
頂
で
あ
り
完
成
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
克 

服
や
更
新
で
は
な
い
。
た
と
い
原
始
基

i

の
宗
教
と
い
え
ど
も

そ
う
で
あ
る
。
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

{1ホ
教
は
解
放
し
な
い
。
士
不
教
は
囚
縛
す
る
。

し
か
り
、
他
の
い
か
な
る
も
の
が
囚
縛
し
得
る
よ
り
も
、
も
っ
と 

は
な
は
だ
し
く
囚
縛
す
る
。
肉
は
肉
で
あ
る
。
肉
の
中
で
為
さ
れ 

る
こ
と
、
す
な
わ
ち
人
間
の
側
か
ら
神
を
め
ざ
し
て
為
さ
れ
る
企 

て
は
、
元
来
無
力
で
あ
る
。
宗
教
史
や
教
会
史
は
絶
対
的
な
意
味 

で
無
力
であ
る

。
そ
れ
が
無
力
で
あ
る
の
は
神
と
人
間
と
の
間
の 

無
限
の
質
的
差
別
の
た
め
で
あ
る
。

こ
の
パ
ル
ト
の
言
葉
は
、

「基
®
!
*

の
み
が
真
実
の
宗
教
で
あ
っ
て
、 

他
の
諸
宗
教
は
偽
り
の
宗
教
で
あ
る

」

と
い
う
意
味
で
の
基
督
教
絶
対 

主
義
の
主
張
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
基
督
教
は
宗
教
で
は
な 

い
こ
と
、
た
と
え
原
始
基
督
教
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
宗
教
で
あ
る
か 

ぎ
り
は
否
定
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
言
葉 

は
額
面
通
り
受
け
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

「

真
実
の
宗
教

」

な
ど
と
い 

う
も
の
は
、
ち
ょ
う
ど
悔
い
改
め
た
罪
人
が
神
の
前
に
義
と
さ
れ
る
の 

と
同
じ
く
、
自
己
自
身
が
徹
底
的
に
宗
教
な
ら
ざ
る
も
の
に
根
差
し
て 

い
る
こ

と

を正
し
く
自
覚
し
た
と
き
に
の
み
許
さ
れ
る
呼
名
で
あ
る
に

過
ぎ
な
い
。
な
ぜ
、
宗
教
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
そ
れ 

は「

肉
な
る
も
の

」

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
と
は
人 

間
の
姿
の

——

悲
惨
な
現
実
に
喘
ぐ
人
間
の

i

と
理
想
の

——

自

己
 

_

に
す
ぎ
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
宗
教
は
人
間
的
事
物
の
絶
頂
で

あ
り
、
 

完
成
で
は
あ
る
。
た
し
か
に
宗
教
は
、
壮
麗
な
神
殿
や

#

^
を
建
立
し
、 

藝
な
儀
式
を
施
行
し
、
そ
こ
に
お
い
て
美
し
き
典
礼
音
楽
と
美
術
に 

よ
っ
て
人
を
感
激
さ
せ
陶
酔
さ
せ
る

こ

と

はで
き
る
。
し
か
し
、
基
督 

者
は
こ
れ
ら
の

「

完
成
し
た

」

形
姿
が
彼
等
の
信
仰
の
核
心
に
あ
る
も 

の
に
触
れ
ぬ
限
り
ま
っ
た
く
価
値
な
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
信
す
る 

で
あ
ろ
う
。
彼
は
、

H

ル
ザ
レ
ム
の
大
神
殿
に
驚
嘆
す
る
弟
子
達
に 

「

汝
こ
れ
ら
の
大
い
な
る
建
造
物
を
み
る
か
、

一
つ
の
石
も
崩
さ
れ
ず 

し
て
は
石
の
う
え
に
残
ら
じ

」
(

マ
ル
コ

13-1)

と
い
わ
れ
た
ィ

H

ス
の 

言
葉
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
宗
教
的
な
も
の
の
与
え 

る
倨
傲
か
ら
の
覚
醒
を
促
し
、
人
間
的
な
事
物
の
絶
頂
を
さ
ら
に
更
新 

す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

「

更
新」

は

、

基
督
者
が 

既
成
の
現
実
の
中
に
安
住
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、
地
上
に
お
い
て
は
遍 

歴
者
と
し
て
歩
み
つ
づ
け
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は

「

枕
す 

る
と
こ
ろ
な
く

」
(

マ
タ
ィ

8-20)

神
の
国
の
到
来
を
告
知
し
た
ィ

H

ス 

の
$

架
を
忘
れ
ぬ
こ
と
で
あ
り
、

「

天
の
父
の
全
き
が
ご
と
く
、
汝 

ら
も
全

か
れ」

(

マ

タ

ィ

5-48)

と
い
う
絶
対
的
完
全
性
の
事
実
そ
の
も 

の
か
ら
く
る
要
請
に
従
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

ユ
ダ
ヤ
教
の
宗
教 

的
儀
軌
に
し
た
が
っ
て
父
親
の
埋
葬
を
す
ま
せ
る
こ
と
を
懇
願
し
た
弟 

子
の
一
人
に
対
し
て
、

「

死
に
た
る
も
の
に
そ
の
死
に
た
る
も
の
を
葬



ら
せ
よ」(

マ
タ
イ

8-22)

と
言
っ
た
イ
エ
ス
の
言
葉
の
前
で
は
、

い
か 

な
る
宗
教
に
と
っ
て
も
必
要
不
可
欠
な
葬
礼
の
施
行
も
ま
た
、
色
褪
せ 

た一
I

次
的
な
も
の
と
な
っ
て

い

る

。「

ま
ず
神
の
国
と
そ
の
義
を
求
め

」 

(

マ
タ
イ

6-33)「

神
の
国
の
到
来
を
伝
え
る

」
(

ル
ヵ9-60)

第|

義
的
な 

る
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
葬
る
の
も
葬
ら
れ
る
も
の
も
共
に

「

死
者」

に 

す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
宗
教
と
化
し
た
ユ
ダ
ヤ
教
に
対
す
る
徹
底 

し
た
批
判
の
言
葉
と
受
け
取
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。

宗
教
の
世
界
は
基
督
教
の
M

か
ら
す
れ
ば
、

「

肉
な
る
も
の

」

の 

世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
い
か
に
坦
苦
间
に
見
え
る
要
素
を
含
ん 

で
い
て
も
基
督
者
に
と
っ
て
は
価
値
な
き
も
の
で
あ
る
。

し

か

し

、 

「

肉
な
る
も
の

」

と
は
聖
書
に
固
有
の
用
語
で
あ
り
、
そ
の
本
来
の
意 

味
は
聖
書
自
身
か
ら
読
み
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、

「

肉
な
る
も
の

」

と
は
魂
か
ら
区
別
さ
れ
る
肉
体
を
指
す
言
葉
で
は
な 

く
人
間
の
全
体
を
指
す
も
の
で
あ
る

こ

と

に注
意
し
な
け
れ
ば
な
る
ま 

い
。
ト
レ
モ
ン
タ
ン
の

「

へ
ブ
ル
思
想
の
特
質

」

に
よ
れ
ば
、

へ
ブ
ル 

語
で
は「

全
て
の
肉(kol-basar )」

と
い
う
表
現
と

「
全
て
の
魂 

(
k
o
l
-
h
a
n
n
e
p
h
s
)

と
い
う
表
現
は
同
じ
こ

と

を意
味
し
て
い
る
。
そ 

れ
ゆ
え
に「

肉
な
る
も
の
は

」

人
間
の
存
在
の
す
べ
て
、
す
な
わ
ち
そ 

の
思
想
、
発
言
、
行
為
、
怠
り
の
全
体
を
特
徴
づ
け
る
言
葉
で
あ
っ
て
、 

「

肉
に
よ
っ
て
歩
む

」
(

ロ
マ8-4)

と

は「

普
通
の
人
間
の
よ
う
に
歩
む 

こ
と」
(

1
コ
リ3,

3
)

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
聖

書

で

は

「

肉」

に
対
立 

す
る
も
の
は

「

霊

(
r
u
a
h
=

 ?r 
=
o>
y
T:
a )」

で
あ
る
。
予
言
者
は 

「

霊
の
人」(

ホ
セ
ア9-7)

と
呼
ば
れ
、

「

活
か
す
も
の
は
霊
な
り
、
肉

は
益
す
る
と
こ
ろ
な
し
、
我
が
汝
ら
に
語
り
し
言
葉
は
霊
な
り
、
命
な 

り」
(

ョ
ハ
ネ

6-62)

と
い
う
よ
う
に
ィ
エ
ス
の
言
葉
そ
の
も
の
が
霊
で 

あ
り
、
ま

た

「

水
と
霊
に
よ
り
生
ま
れ
ず
ば
神
の
国
に
入
る
こ
と
能
は 

ず

(

ョ
ハ
ネ

3.5)」

と
あ

る

よ

うに
、
基
督
者
は
霊
に
よ
っ
て
生
ま
れ 

る
も
の
で
あ
る
。
ま

た

「

御
霊
み
づ
か
ら
,

の
霊
と
と
も
に,

が 

神
の
子
たる
こ
と
を
証
す

」
(

ロ
マ8-16)

と
パ
ゥ
n
が
述
べ
た
よ
う
に 

基
督
者
の
信
仰
の
証
は
聖
霊
の
働
き
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
基

-1
教
て 

お
け
る
霊
と
肉
と
の
対
立
は
、
ギ
リ
シ
ャ
的
な
魂
と
肉
体
と
の
ニ
元
的 

対
立
と
は
峻
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
霊
と
肉
と
の
対
立
は
、
魂
と 

肉
体
と
の
実
体
的
二
元
論
が
そ
う
で

あ

る

よ

うに
、

一
つ
の
自
然
の
内 

部
で
の
一

一

元
論
で
は
な
く
て
、
自
然
の
秩
序
と
啓
示
さ
れ
た
超
自
然
的 

な
秩
序
の
間
の
対
立
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
基
督
教
に
お
い
て

「

肉

6 - 

な
る
も
の

」

に
属
す
る
宗
教
の
世
界
を
克
服
す
る
も
の
は
、
こ

の

自

然

一
 

の
秩
序
に
内
在
す
る
原
理
で
は
な
く
、
絶
対
に
他
な
る
も
の
が
自
己
自 

身
を
啓
示
する
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
パ
ル
ト
が
言
う
ご
と
く
、

「

啓
示 

す
る
者
と
啓
示
の
出
来
事
と
我
々
の
内
に
お
け
る
啓
示
の
働
き

」

が
一 

体
不
可
分
で
あ
る
よ
う
な
替
不
の
現
成
を
お
い
て
は
ほ
か
に
有
り
得
な 

い
。
こ
の
啓
示
の
現
成
が
あ
る
が
ゆ
え
に
、
聖
書
は

「

哲
f

の
神
で 

は
な
く
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
•
ィ
サ
ク
•
ヤ
コ
ブ
の
神

(

パ

ス

ヵ

ル

)
」

を 

力
強
く
証
言
し
、

「

ユ
ダ
ヤ
人
に
は
躓
き
で
あ
り
、
異
邦
人
に
は
愚
か 

な
(

コ

リ

ン

ト

前
#
1,

2
2
ご

十
字
架
の
真
理
を
宣
教
で
き
る
。

|

切
の 

宗
教
を
止
揚
す
る
も
の
は
、
基
督
教
に
あ
っ
て
は
、
絶
対
に
我
で
は
な 

い
も
の
の
、
自
由
な
自
己
譲
渡
と
し
て
の
替
不
で
あ
る
。



基
®
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お

け

る

の

と
同
じ
く
仏
教
に
お
い
て
も
、
我
々
が
今
日
出 

会
ぅ
も
の
は
何
等
か
の
意
味
で
、

「

形
あ

る
も
の」

と

し

て

の宗
教
で 

あ
る
。
渡
辺
照
宏
の

「

仏
教」

に
よ
れ
ば
、
先
祖
崇
拝
や
鎮
魂
思
想
の 

摂
取
、
現
世
利
益
の
た
め
の
呪
術
の
使
用
な
ど
民
族
的
な
宗
教
と
混
合 

し
土
着
化
し
た
形
態
に
お
い
て
は
原
始
仏
教
の
基
本

3?
#

は
見
失
わ
れ 

て
い
る
。

「

自
己
を
依
処
と
し
法
を
：

^

と
す
べ
き

」

原
始
仏
教
の
教 

え
の
核
心
は
四
法
印
、

.
四
聖
諦
、
八
正
道
、
縁
起
説
に
要
約
さ
れ
る
が
、 

そ
こ
に
お
い
て
は
神
に
対
す
る
信
仰
や
帰
依
は
問
題
に
な
ら
ず
、
霊
魂 

の
不
滅
性
の
問
題
に
対
し
て
も
無
記
の
立
場
が
貫
徹
さ
れ
て
い
る
。
そ 

れ
ゆ
え
に
、
原
始
仏
教
が
無
神
論
的
宗
教
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
の 

も
理
由
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
無
神
論
を
神 

の
存
在
を
否
定
す
る
教
説

」

と
定
義
す
る
な
ら
ば
、
仏
教
を
無
神
論
と 

呼
ぶ
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。
中
村
元
に
よ
る
原
始
仏
教
の
教
典
の
翻 

訳
と
解
説
を
読
め
ば
、
ィ
ン
ド
の
民
族
宗
教
に
由
来
す
る
神
々
は
仏
教 

に
お
い
て
も
引
き
継
が
れ
、
そ
の
存
在
が
否
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が 

わ
か
る
。し
か

し

こ

れ

ら

の
神
々
は
、
人
間
以
上
の
能
力
と
寿
命
を
持 

つ
と
は
い
え
人
間
と
そ
の
他
の

$

と
連
続
し
た
存
在
で
あ
っ
て
、
生 

死
輪
廻(g

m
s
a
r
a
)

の
世
界
を
解
脱
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、 

愛
執
と
憎
悪
、
自
己
主
張
と
闘
争
に
明
け
暮
れ
る
神
々
も
ま
た
人
間
と 

同
じ
く
無
知
無
明

(
a
v
i
d
y
a
)

の

内
に
あ
り
、
か
か
る
神
々
に
帰
依 

し

た

とこ
ろ
で
人
間
は
根
本
的
に
は
救
済
さ
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、 

無
明
を
克
服
し
涅
槃
を
証
し
た

-

で
あ
る
：̂
は
、
他
の
-

と
ま
っ 

た
く
変
わ
ら
ぬ
有
限
な
存
在
で

あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
々
を
す
ら

無
限
に
越
え
る
真
理

(

法)

に
目
覚
め
た
人

(

覚
者)

で
あ
る
。
多
く 

の
教
典
に
お
い
て
繰
り
返
し
語
ら
れ
た
所
に
従
う
と
、
神
々
の
ほ
う
が 

む
し
ろ
仏
陀
の
説
法
を
聞
く
た
め
に
集
ま
り
、
そ
の
説
法
に
啓
蒙
さ
れ 

た
こ
と
を
喜
び
仏
陀
を
礼
拝
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
仏
教
は
、
不
滅 

の
霊
魂
の
存
在
を
信
ず
る
こ
と
を
救
済
の
た
め
の
必
要
不
可
欠
の
条
件 

と
は
考
え
な
い
点
で
、
そ
の
よ
う
な
信
念
に
：̂

す
る
い
か
な
る
宗
教 

よ
り
も
徹
底
し
た
解
脱
を
説
い
た
。
生
死
の
苦
し
み
か
ら
の
解
脱
は
、 

「

こ
の
世」

を
逃
れ
て「

あ
の
世」

の
至
福
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て 

与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
我
々
が
想
像
の
な
か
で
描
く

「

あ
の
世」 

は
所
詮
は「

こ
の
世」

と
連
続
し
て
お
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
一
切
皆
苦 

の
世
界
で
あ
るこ
と

に変
わ
り
は
な
い
か
ら
、
中
村
元
に
よ
れ
ば
、
仏 

教
的
な
意
味
に
お
け
る
解
脱
と
は

「

こ
の
世」

と
同
時
に「

あ
の
世」 

を

も
超
越
する
こ

と

を意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、
解
脱
と
い
つ
て
も
、 

仏
教
は
純
粋
な
霊
魂
を
身
体
の
牢
獄
か
ら
救
済
す
る
と
い
う
意
味
で
の 

ギ

リ

シ

ャ的
な
解
脱
知

(

グ

ノ

ー

シ

ス

)

を
説
い
た
わ
け
で
は
な
い
。 

そ
の
よ
う
な
解
脱
知
は
、
身
体
と
は
別
個
の
実
体
と
し
て
の
霊
魂
の
存 

在
を
前
提
し
て
初
め
て
成
立
す
る
以
上
、
仏
教
の
根
本
に
あ
る
無
我
説 

と
は
無
縁
の
も
の
で
あ
る
。
周
知
の
ご
と
く
、
原
始
仏
教
は
絶
対
者 

(
b
r
a
h
m
a
n
)

と

自
我(a

t
m
a
n
)

と
の
同
一
性
の
自
覚
に
立
脚
す
る 

パ
ラ
モ
ン
教
の
思
想
を
批
判
し
、
諸
法
無
我
と
相
対
性
に
徹
す
る
縁
起 

(
p
r
a
t
i
t
y
s
a
m
u
t
p
a
d
a
)

の
理
法
を
説
く
が
ゆ
え
に
、
そ
の
修
道
論 

に
お
い
て
は
、
肉
体
を
1

に
し
て
！

を
高
揚
さ
せ
る
苦
行
を
退
け 

る

「

中
道」

を

挙
げ
た
。
そ
れ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
学
や
儒



教
が
世
俗
の
道
徳
の
内
部
で

「

中
庸
の
美
徳

」

を
説
い
た
の
と
は
本
質 

的
に
異
な
る
原
理
に
基
づ
い
て
い
る
。
中
道
と
は
徹
底
し
た
相
対
性
の 

自
覚
に
よ
っ
て
、
両
極
端
を
根
底
に
お
い
て
同
一
な
い
し
同
一
次
元
に 

属
す
る
物
と
し
て
と
も
に
排
除
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
梵
我
ー 

如
す
なわ
ち
絶
対
者
へ
の
帰
入
を
目
指
す
と
い
う
努
力
そ
の
も
の
は
、 

「

神
々
の
ご
と
く
な
ろ
う
と
す
る

」

人
間
の
深
層
意
識
に
秘
め
ら
れ
た 

願
望
に
根
差
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
醫
か
ら
離
脱
し
な
い 

か
ぎ
り
、
そ
れ
は
肉
体
的
快
楽
を
追
求
す
る
物
質
主
義
と
い
う
他
の
極 

端
と
、
ま
さ
に
同
じ
種
類
の
顛
倒
と
夢
想
に
根
差
す
も
の
と
言
っ
て
よ 

か
ろ
う
。
仏
教
に
あ
っ
て
生
死
輪
廻
の
世
界
を
越
え
る
も
の
、
神
々
へ 

の
信
仰
と
帰
依
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
宗
教
界
を
も
越
え
る 

も
の
は
、
縁
起
の
理
法
を
明
か
に
し

一
切
法
と
自
我
の
空
性

(sunya

t
a
)

を
徹
底
的
に
自
覚
す
る
と
い
う
意
味
で
の

「
覚J

に
ほ
か
な
ら
な

、
0
 

I
V

宗
教
的
世
界
観
を
止
揚
す
る
原
体
験
と
し
て
の
啓
示
と
覚
を
機
軸
と 

し
て
基
督
教
と
仏
教
の
対
話
を
試
み
た
先
駆
者
と
し
て
我
々
は
他
の
誰 

よ
り
も
淹
沢
克
己
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
の
神
学

\
人
■

 

の
核
心
は
、

「

神
我
等
とと
も

に
い
ま
す(

イ
ン
マ
ニ
ュ
ヱ
ル

)」
と
い 

う
言
葉
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。

「

イ
ン
マ
ニ
ュ
エ
ル

」

と
は
福
音
書
に 

よ
れ
ば
イ
エ
ス•
キ
リ
ス
ト
の
別
名
で
あ
る
。
そ
れ
は
バ
ル
ト
の
教
ム
其 

教
義
学
の「

和
解
論」

の
主
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
か
な
よ
う 

に
、
本
来
は
神
の
契
約
の
成
就
を
示
す
歴
史
的
な
唯

一

無
比
の
啓
示
の 

出
来
事
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
滝
沢
が
こ
の
言
葉
に
よ
つ

て
指
示
し
た
も
の
は
、
聖
書
原
理
と
教
会
の
内
部
に
お
け
る
啓
示
の
解 

釈
の
伝
統
に
立
脚
し
て
教
会
教
義
学
を
書
い
た
パ
ル
ト
の
そ
れ
と
は
決 

し
て
同
一で
あ
っ
た

と

言

う

と

はで
き
な
い
。

「

第
一
義
のイ
ン
マ
ニ
ュ 

エ
ル」

と「

第
一
一
義
の
イ
ン
マ
ニ
ユ
エ
ル

」

と
の
区
別
と
関
係
を
論
じ 

る
と
い
う
議
論
の
構
図
は
淹
沢
独
自
の

も
の
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
は
従 

来
の
基
督
教
神
学
の
概
念
と
は
異
質
の

も
の
で
あ
っ
た

が
ゆ
え
に
、
パ 

ル
ト
自
身
を
含
む
ド

イ

ッ

の
神
^
^
たち

に
は
容
易
に
は
理
解
さ
れ
な 

か
っ
た
。

こ
の
構
図
は
、
大
乗
仏
教
の
伝
統
に
深
く
根
差
す

西
田

哲
学 

に
学
ん
だ
淹
沢
が
バ
ル
ト
の
基
督
教
神
学
と
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
初 

め
て
生
ま
れ
たも
の
で
あ
っ
た
。

淹
沢

は「

イ
ン

マ
ニ
ュ
エ
ル

」

を
単 

に
ナ
ザ
レ
人
イ
エ
ス
に

お
い
て
のみ
起
き
た
歴
史
的
な
啓
示
の
出
来
事
一 

と
い
う
排
他
的
な
意
味
で
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
宗
教
と
し
て
の
基

8 

督
教
の
外
部
に
お
い
て
も
原
理
的
に
生
起
し
う
る
出
来
事
と
し
て
、
そ
一 

し
て
例
え
ば
浄
土
真
宗
の
よ
う
な
仏
教
の
内
部
で
は
事
実
生
起
し
た
出 

来
事
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、

「

浄
土
と
穢
土
、
真
実
の
人
と 

虚
仮
の
世
間
と
が
、
た
だ
そ
こ
か
ら
の
み
絶
対
に
区
別
さ
れ
る
そ
の

一
 

点
の
発
見

」

を
意
味
す
る
が
ゆ
え
に

「

穢
れ
が
絶
対
に
こ
こ
で
断
た
れ 

る
と
同
時
に
、
同
じ
こ
こ
か
ら
清
浄
な
生
命
が
甦
っ
て
来
る

」

事
実
を 

指
す
言
葉
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
は
す
べ
て
の
人
が
人
と
し
て
成
り
立 

つ
根
源
で
あ
り
、
我
々
の
個
人
的
な

^w
、

i

、
業
績
、
お
よ
び
我
 々

の
属
す
る
人
種
、
社
会
、
文
化
、
宗
教
的
伝
統
の
差
異
等
を

一

切
問
わ 

な
い
と
い
う
点
で
、
平
等
無
差
別
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
第

1 

義
的
な
意
味
で
言
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し

か

し他
方
に
お
い
て
、
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す
べ
て
の
人
が
そ
の
根
源
的
な
事
実
に
目
覚
め
る
訳
で
は
な
く
、
ま
た 

目
覚
め
た
と
し
て
も
、

「

偶
像
崇
拝
的
な
人
間
が
そ
こ
で
絶
滅
さ
れ
て 

い
る
そ
の
一
点

」

か
ら
ま
っ
た
く
新
し
く
甦
っ
た
人
間
が
こ
の
根
源
に 

対
し
て
あ
く
ま
で
も
忠
実
に
生
き
る

と

は
限
ら
ず
、「

我
々
自
身
が
生 

来
そ
うで
あ

る反
逆
的
人
間

」

と

徹
底
的
に
闘
う
も
の
は
寧
ろ
稀
で
あ 

る

こ

とも
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
啓
示
と
い
う
基
督 

教
に
と
っ
て
中
心
的
な
出
来
事
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
淹
沢
は
大
乗 

仏
教
に
お
け
る

r

覚」

の
成
立
を
論
じ
る
の
に
必
要
不
可
欠
な
用
語
、 

す
な
わ
ち「

本
覚」

とr

始
覚」
の
区
別
と
関
係
に
対
応
す
る
も
の
を 

適
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
が

「

第
一
義
の
ィ
ン
マ
ニ
ュ
エ
ル

」

と「

第一

一
義
の
ィ
ン
マ
ニ
ュ
エ
ル

」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
淹

沢
が

「

神 

我
等
と
と
も
に
い
ま
す

」

の
啓
示
の
出
来
事
を
仏
教
に
お
け
る

「

覚」

と
通
底
す
る
§

実
と
し
て
促
え

た

こ

と

に

よ

っ
て
、
基1

と

仏
教 

と
核
心
部
分
に
お
け
る
対
話
が
開
始
さ
れ
、
既
成
宗
教
の
枠
組
を
越
え 

た
議
論
の
地
平
が
拓
か
れ
た
の
で
あ
る
。

従
来
の
基i

の
教
義
学
に
お
い
て
は
•
聖
書
と
教
会
の
内
部
に
お 

い
て
証
言
さ
れ
た
も
の
と
根
底
に
お
い
て
同
一
の
真
理
が
基
督
教
の
外 

部
に
お
い
て
啓
示
さ
れ
る
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
は
有
り
得
な
か
っ
た
。 

そ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
宗
教
と
し
て
の
基
震
が
他
の
堕
不
教
に
優
越 

す
る
特
権
的
基
盤
を
持
つ
と
い
う
ド
グ
マ
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
か 

ら
で
あ
る
。し
か

し

、

も

し
我
々
が
基
督
教
はそ
も

そ

も宗
教
で
は
な 

い
と
い
う
パ
ル
ト
自
身
の
洞
察
に
従
っ
て
徹
底
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、 

彼

の「

教
会
教
義
学

」

の
立
場
を
も
乗
り
越
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
例
え
ば
、
パ
ル
ト
は
、

「

教
会
教
義
学

」

の
啓
示
論
に
お
い
て
、 

JSH-I

首K

宗
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
基
督
教
と
通
底
す
る
平
行
現
象
で
あ 

る

こ

と

を

1

方
に
お
い
て
認
め
な
が
ら
、
他
方
に
お
い
て

「

宗
教
の
真 

理
と
虚
偽
に
関
し
て
は
、
た

だ

1

つ
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
イ

エ

ス

•
キ 

リ
ス
ト
の
名
を
呼
ぶ
か
呼
ば
ぬ
か
と
い
う
こ
と
が
決
定
的
で
あ
る

」

と 

述
べ
た
が
、
果
た
し
て
そ
の
よ
う
に
断
定
す

る

こ
と
が許
さ

れ

るだ
ろ 

う
か
。
ョ

ハ

ネ福
音
書
にあ

る「

我
は
こ
れ
が
た
め
に
生
ま
れ
、
こ
れ 

が
た
め
に
世
に
き
た
れ
り
、
す
な
わ
ち
真
理
に
つ
き
て
証
せ
ん
た
め
な 

り(

ョ
ハ
ネ18-37)

」

と

い

う

イ

エ

ス
自
身
の
言
葉
にあ

る「

真
理」 

は
果
た
し
て
異
教
徒
に
は
決
定
的
に
閉
ざ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
ど 

う
か
、「

我
に
對
ひ
て
主
よ
主
よ
と
い
ふ
も
の
、

こ
と
ご
と
く
は
天
国 

に
入
ら
ず
、
た
だ
天
に
い
ま
す
我
が
父
の
御
意
を
行
ふ
も
の
の
み
、
こ 

れ
に
入
る
べ
し

(

マ
タ

イ7-21)」

と

あ

るご
と
く
、イ

エ
ス
の
名
を
呼 

び
主
と
し
て
崇
め
る
こ

と

に

よっ
て「

首K

実
の
宗
教

」

に
自
己
が
所
属 

す
る
こ
と
を
表
明
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
自
体
は
宗
教
の
否
定
と 

し
て
基
督
教
的
な
意
味
に
お
け
る
救
済
と
は
そ
も
そ
も
無
関
係
な
の
で 

は
な
い
か
。

啓
示
が
宗
教
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、

「

啓
示
宗
教

」

な
る 

も
の
は
括
弧
つ
き
で
し
か
語
れ
な
い
。
イ
エ
ス
を
十
字
架
に
つ
け
た
の 

は
ヱ
ル
サ
レ
ム
神
殿
の
祭
儀
と
律
法
の
遵
守
を
信
仰
生
活
の
聖
域
と
信 

じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
同
時
代
の
最
も

「

宗
教
的
な

」

人
々
で
あ
っ
た
。 

彼
等
は
、
確
か
に
モ
ー
ゼ
以
来
の
唯

一

神
教
の
伝
統
の
ゆ
え
に
多
神
論 

的
宗
教
の
偶
像
崇
拝
か
ら
は
免
れ
て
い
た
が
、

|

神
論
的「

宗
教」

に



固
有
の
偶
像
崇
拝
、
す
な
わ
ち
神
を
絶
対
権
を
有
す
る

「

地
上
の
君
圭 

に
な
ぞ
ら
え
て
表
象
す
るこ
と

か

ら自
由
で
は
な
か
っ
た
。

「

我
と
父 

と
は1
つ
な
り」

と

言

うィH

ス
を
石

に
よ
っ
て
撃

と

う

とし
た
彼

等
 

は

r

汝
を
石
に
て
撃
つ
は
善
き
わ
ざ
の
故
な
ら
ず
、
浣
言
の
故
に
し
て
、 

汝
人
な
る
に
己
を
神
と
す
る
故
な
り

(
ョ
ハ
ネ
10-33)」

と
非
難
し
た 

が
、
ィ
ヱ
ス
に
と
っ
て
は

「

神
の
言
葉
を
賜
り
し
人
々
を
神
と
言
ふ 

(

ョ
ハ
ネ10-35)」

こ
と
は
律
法
の
精
神
に
合
致
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。 

こ
の「

我
と
父
は1

つ
に
な
り
と
い
う
ィ
エ
ス
の
言
葉
こ
そ
基
督
者
の 

福
音
の
核
心
に
あ
た
る
も
の
で
あ
り
、

「

神
我
等
と
と
も
に
い
ま
す

」 

と
い
う
原
事
実
を
指
し
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
福
立
日 

と
は
、
こ
の「

父
と1

つ
で
あ
っ
た」
人
の
言
葉
と
十
字
架
に
至
る
ま 

で
の
そ
の
生
と
死
と
復
活
と
い
う
啓
示
の
出
来
事
に
対
す
る
証
言
に
ほ 

か
な
ら
な
い
。

基
督
教
に
お
け
る
啓

1

不
が
宗
教
的
世
界
を
否
定
す
る
と
言
う
時
、
そ 

こ
で
否
定
さ
れ
る
も
の
は

|

神
論
的「

宗
教」

と
多
#
^
的

「

宗
教」

の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
態
に
お
け
る
偶
像
崇
拝
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
基
督 

教
神
学
に
固
有
の
三
位

一

体
論
と
は
、
こ
の
よ
う
な
偶
^
{
示
拝
を
否
定 

す

る「

主
な
る
神」

の
自
己
啓
示
の
人
間
に
よ
る
再
解
釈
に
ほ
か
な
ら 

な
か

っ

た

。

そ
れ
は
単
な
る一
神
論
で
も
な
け
れ
ば
三I
I

で
も
な
く

、 

「

唯
一
絶
対
の
神」

の
中
に
、
相
互
内
在
性

(
c
i
r
c
c
u
m
i
s
e
s
s
i
o)

と 

と
も
に
対
他
性(r

e
l
a
t
i
o
)

を
持
つ
三
つ
の
位
格

—

父
と
子
と
聖
霊— 

を
認
め
た
。
我
々
を
無
限
に
超
越
す
る
創
造
主
な
る
神
と
、
嘗
て
我
 々

と
共
に
あ
っ
て
人
間
の
罪
を
負
っ
て
十
字
架
に
つ
き
和
解
の
わ
ざ
を
成 し

遂
げ
た
子
な
る神

ィ

ヱ

ス•
キ

リ

ス

ト

と

、
現
在
我
々
の
内
に
あ
っ 

て
聖
化
の
働
き
を
な
す
聖
霊
な
る
神
と
が
、
本
質
に
お
い
て
同
一
の
神 

で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
が
三
位
一
体
論
の
定
式
で
あ
る
。
そ
れ
は 

基
督
教
の
信
仰
共
同
体
の
外
部
に
い
る
も
の
に
と
っ
て
は
理
解
不
可
能 

な
神
学
的
ド
グ
マ
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
実
際
、
宗
教
と 

し
て
の
ユ
ダ
ヤ
教
と
基
督
教
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
こ
の
教
義
が
常 

に
対
話
を
妨

げ

る障
壁
と
見
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、 

I

神
論
的「

宗
教」

の
信
奉
者
に
と
っ
て
は
、
な

ぜ

r

一
 

が
三
で
な
け 

れ
ば
な
ら
な
い
か

」

は
了
解
す
る

こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
ろ
う
。そ
し
 

て
人
間
を
絶
対
神
に
よ
る
創
造
と
契
約
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
る
伝
統 

を
持
た
な
い
多
神
論
的
な
自
然
宗
教
の
信
奉
者
に
は
、
な

ぜ

「

三
が
一 

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

」

も
ま
た
了
解
不
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ 

の
よ
う
な

一
神
論
と
多
神
論
の
両
方
を
否
定
す
る

こ

と

に

よっ
て
中
道 

を
指
示
す
る
三
位
一
体
論
は
、
聖
書
の
啓
示
証
書
に
根
查
す
る
こ
と
に 

よ
っ

て

ギ

リ

シ

ャ
哲
学
の
抽
象
的
な
範
疇
を
越
え
る
具
体
的
か
つ
現
実 

的
な
思
索
の
道
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
基
督
教
信
仰
を
支
え 

か
つ
生
命
を
与
え
て
き
た
教
義
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ 

し
て
聖
書
の
啓
示
に
よっ
て
開
か
れ
た
眼
に
と
っ
て
、
自
然
的
世
界
も 

ま
た
三
位
一
体
の
痕
胁

(vestigia 

trinitatis)

と
し
て
そ
の
真
理 

を
証
言
す
る

こ
と
は
、
ア
ゥ
グ
スチ
ヌ

ス以
来
多
く
の
基
督
教
徒
の
創 

造
的
な
思
索
の
源
泉
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
三
位

一

体
論
と
は
、 

決
し
て
宗
教
的
な
ド
グ
マ
な
ど
で
な
く
、
本
来
は
全
て
の
人
に
か
か
わ 

る
普
遍
的
な
真
理
で
あ
っ
て
、
そ
の
真
理
に
対
し
て
啓
蒙
さ
れ
る
こ
と
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は
、
基®

と
い
う
名
の

「

宗
教」

に
属
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題 

す
ら
越
え
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
事
柄
な
の
で
は 

な
か
ろ
う
か
。

三
位一
体
論
は
、

的
な
自
覚
の
論
理
と
確
か
に
触
れ
合
う

も

の
 

を
も

っ

て

い

る

。

し

か

し

な

が

ら

、

伝
統
的
な
基
督
教
神
学
の
用
語
に 

よ

っ

て表
現
さ
れ
た
三
位
 
一
®

sm
は

、
そ
れ
に
固
有
の
歴
史
的
文
化
的 

制
約
を
持
つ
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
諸
表
現
に
依
拠
す
る
限
り
、
そ
の
ま
ま 

で
は
：̂

徒
の
了
解
す
る

と

こ

ろ

と

は

な

ら

な

い

で

あ

ろ

う

。

し

か

し

、 

三
位
一
体
論
が
そ
こ
に
根
差
す
聖
書
に

よ

っ

て証
言
さ
れ
た
啓
示体
験
 

に
立
脚
す
る
限
り
、
我
々
は
基
®

に
固
有
の
も
の
を
形
而
上
学
的
一 

般
原
理
の
な
か
に
見
失
う
こ
と
な
く
、_

徒
と
の
創
造
的
対
話
に
入 

る
こ

と

が

で

き

る

の

で

は

な

い

か

。

「

仏
教
が
宗
教
の
否
定
で
あ
る

」

こ
と
は
、
汎
神
論
的
な
自
然
宗
教 

とSIM 

ロし
た
日
本
i

の
諸
形
態
を
前
に
す
る
と
了
解
し
が
た
い
主
張 

の
よ
う
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
こ
に
は
、
様
々
な
か
た
ち
で
の 

偶
像
崇
拝
と
前
近
代
的
な
呪
術
的
自
然
観
の
残
滓
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は 

日
本
の
伝
統
的
社
会
に
固
有
の
宗
教
的

「

寛
容」

の
神
経
に
よ
っ
て
否 

定
さ
れ
ず
に

「

そ

の

ま

ま

受
容」

さ
れ
て
；̂

の
内
部
で
存
続
し
た
も 

の
で
あ
っ
て
勝
義に
お

け

る

：
^

と

は

無
縁
の
も
の
で
あ
っ
た
こ

と

に
 

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
偶
像
崇
拝
も
况
術
的
自
然
観
も
近
代
科 

学
の
成
立
以
前
の
宗
教
意
識
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
呪
術
か
ら
の 

解
放—

そ
れ
は
基
督
教
文
化
圏
に
お
い
て
の
み
生
じ
た

ー

を
根
本
特
徴 

と
す
る
近@

会
に
お
い
て
は
元
来
存
続
し
得
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

宗
教
が
科
学
に
よ
っ
て
啓
蒙
さ
れ
た
近
代
社
会
に
お
い
て
影
響
力
を
失 

い
つ
つ
あ
る
こ
と
に
は
必
然
的
な

理

由

が

あ

る

と
言
わ
な
け
れ
ばな
ら
 

な
い
。
ま
た
前
近
代
的
社
会
の
も
う

1

つ
の
特
徴
は
、
§

的
な
世
界 

観
を
共
有
す
る

「

仲
間
う
ち

」

の
間
で
は
自
然
な
寛
容
の
精
神
が
、
そ 

れ
を
共
有
し
な
い
異
分
子
を
徹
底
的
に
排
除
す
る
^
^
容
の
精
神
と
共 

存
す

る

と

こ

ろ

に
あ
る
。
こ
の
不
寛
容
の
精
神
は
、

「

一
神
論
的

」

な 

世
界
宗
教
に
だ
け
固
有
の
も
の
で
は
な
く

「

多
神
論
的

」

な
民
族
宗
教 

も
ま
た
、
異
宗
教
の
も
つ
異
質
な
世
界
観
と
遭
遇
し
た
と
き
に
は
免
れ 

得
な
い
悪
徳
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
江
戸
時
代
の
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
、
明 

治
政
府
の
廃
仏
毀
釈
、
第

I

一
次
大
戦
中
の
国
家
神
道
の
強
要
な
ど
多
く 

の
歴
史
事
例
が
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。
特
に
日
本
に
お
い
て
は
、
異 

民
族
と
の
相
互
交
流
の
経
験
に
乏
し
か

っ
た

歴
史
的
な
事
情
に由
来

す
 

る
特
殊
な
制
約
の
た
め
に
、
自
己
の
内
に
あ
る
宗
教
的
不
寛
容
が
そ
れ 

と
し
て
§

さ
れ
な
い
状
況
が

あ

る

こ

と

に注
意
し
な
け
れ
は
な
ら
な 

い
。
自
己
の
世
界
観
の
枠
組
に
は
お
さ
ま
ら
な
い
他
者
を
排
除
せ
ず
に
、 

ま
さ
に
自
己
と
非
連
続
な
他
者
を
非
連
続
な
存
在
の
ま
ま
に
自
己
に
対 

し
て
相
補
的
な
か
け
が
え
の
な
い
他
者
と
し
て
受
け
い
れ
る

と

い

う視 

点
が
そ
こ
に
は
ま
っ
た
く
欠
落
し
て
い
る
。
自
由
と
民
主
主
義
の
基
礎 

に
あ
る
対
話
的
思
考
は
、
こ
の
よ
う
な
他
者
と
の
対
話
に
お
い
て
初
め 

て
成
立
す
るも
で

あ

る

が

、そ
の
意
味
が
日
本
社
会
で
一
般
に
認
識さ 

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
第
一
一
次
大
戦
に

よ

る
敗
北
によ
っ
て
至
元
全 

な
が
らも
漸
く
実
現
し
た
近
代
民
主
主
義
の
政
治
体
制
の
も
と
で

あ

っ 

た
と
い
うこ
と

を我
々
は
冷
厳
な
歴
史
的
事
実
と

し

て
認
め
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
第
一

I

次
大
戦
以
前
日
本
の
論
壇
を
脤
わ
し
た

「

近 

代
の
超
克

」

の
思
想
家
達
に
決
定
的
に
欠
け
て
い
た
の
は
、
こ
の
よ
う 

な
近
代
化
の
も
つ
積
極
的
な
意
味
を
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。 

「

近
代
の
超
克

」

は
本
質
的
に
前
近
代
に
属
す
る
宗
教
的
世
界
観
の
復 

興
に
よ
っ
て
は
到
達
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
近
代
を
真
の
意
味 

で
克
服
す
る
思
想
を
求
め
る
仏
教
者
の
み
が
、
見
せ
か
け
の
宗
教
的
寛 

容
の
精
神
に
惑
わ
さ
れ
ず
に
、

「

仏
教
が
宗
教
の
否
定
で
あ
る

」

と
い 

う
厳
然
た
る
事
実
を
一
点
の
暖
味
な
点

も

容
赦
する
こ

と

な

く

主
張
し 

得
る
だ
ろ
う
。
滝
沢
克
己
が

K 
.
パ
ル
ト
と
と
も
に
対
話
の
«
手
と
し 

て
選
ん
だ
久
松
真

1

は
、
ま
さ
し
く
、
そ
の
よ
う
な
仏
教
者
に
ほ
か
な 

ら
な
か
つ
た
。

臨
済
禅
の
根
本
精
神
を
現
代
に
甦
ら
せ
た
こ
の
希
有
の
禅
者
の
思
想 

を「

宗
教
を
否
定
す
る
仏
教

」

と

し

て捉
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
を

「

覚 

の
宗
教」

と
し
て
、
あ
る
い
は

「

無
神
論
的
宗
教

」
と
規
定
す
る
見
解 

へ
の
批
判
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
啓
示
と
覚 

は
共
に
宗
教
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

「

啓
示
宗
教

」
な
る
も
の 

が
有
り
得
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に

「

覚
の
宗
教

」

な

る
も
の
も

有
り
得 

な
い
。
久
松
真

一

が
そ
の
晩
年
に

「

三
宝
を
礼
拝
せ
ず

」
「

仏
魔
と
も 

に
打
す
べ
き
こ
と

」

を
強
調
し
、
自
己
の
葬
儀
に
さ
い
し
て
引
導
と
拾 

骨
の
ご
と
き
宗
教
僅
礼
を
禁
じ
、
門
弟
に
対
し
て

「

大
死」

す
れ
ば
葬 

儀
に
列
席
す
る
必
要
は
な
い
と
言
い
切
っ
た
こ
と
は
、

「

宗
教
を
否
定 

す

る

：
^」

を
身
を
も
っ
て
示
し
た
と

い

うこ
と
以
外
の
何
で
あ
ろ
う

i

〇

ド
ィ
ッ
に
留
学
し
た
滝
沢
克
己
が
三
位

一

体
の
神
の
自
己
啓
示
に
立 

脚
す
る
バ
ル
ト
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
な
か
に
、
彼
が
西
田
幾
多
郎
か 

ら
学
ん
だ
も
の
と
同

1

の
真
理
が
証
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
直
覚
し
た 

こ
と
、
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
両
者
に
お
い
て
通
約
不
可
能
性
に
も
見 

え
る
対
立
の
存
す
る
こ
と
を
も
認
め
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
淹
沢
の 

そ
の
後
の
仕
事
は
、
こ
の
通
訳
不
可
能
性
を
を
放
置
せ
ず
に
両
者
が
と 

も
に
根
指
す

「

根
源
的
な
事
実

」

そ
の
も
の
を
見
据
え
る
こ
と
に
よ
つ 

て
生
ま
れ
た
労
作
と
し
て
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
が
、

K
.
 

バ
ル

ト

に

続
い
て
久
ね
貞
一
を
対
話
の
相
手
と
し
て
選
ん
だ
理
由
は
、 

ま
さ
に「

従
来
の
基
督
教
の
真
の
対
極
と

い

う

べ

き

仏
教」

の
な
か
に 

「

手
に
て
造
れ
る
宮
に
住
み
給
は
ぬ

」

ま
こ
と
の
神
の
摂
理
を
見
い
だ 

し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

基
督
教
と
仏
教
は
と
も
に
偶
像
崇
拝
と
呪
術
に
基
づ
く
宗
教
的
世
界 

観
の
否
定
と
言
う
点
で
は
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
肯
定
す 

る
部
分
に
お
い
て
対
立
し
て
お
り
、
そ
の
対
立
に
於
て
通
約
不
可
能
で 

あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
事
は
何
に
由
来
す
る
の
か
。

こ

の

通
 

約
不
可
能
性
は
；

IH-1

真
宗
の
よ
う
な
絶
対
他
力
を
宗
旨
と
す
る
：̂

に 

於
い
て
は
明
確
で
は
な
い
が
、
久
松
真

一

の
よ
う
に
、

「

無
相
の
自
己

」 

の
自
覚
に
立
脚
す
る
仏
教
で
は
、
顕
著
な
形
と
な
る
。

一
方
に
於
て
は 

r
我
々
を
無
限
に
超
越
す
る
絶
対
他
者
と
し
て
の
神
の
自
由
な
自
己
啓 

示」
が
あ
り
、
他
方
に
於
て
は

「

我
々
が
、
本
来
そ
れ
で
あ

る

と

こ

ろ
 

の
も
の
の
自
覚

」

が
あ
る
。
言
葉
の
上
で
は
、
啓
示
の
主
体
と
覚
の
主 

体
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ

「

他
者」

お
よ
び「

自
己」

と

し

て
_

化
さ
れ



て
お
り
、
そ
の
主
体
が
同
一
で
あ
る
事
は
有
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

基
督
者
か
ら
す
れ
ば
、
究
極
の
場
面
で
、

「

自
己」

と

「

無」

の
登
場 

す
る
仏
教
は
、
真
実
の
神
の
啓
示
を
知
ら
ぬ
宗
教
的
無
神
論
と
し
て
否 

定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
仏
教
者
か
ら
す
れ
ば
、
究
極
の
場
面 

で
、「

絶
対
他
者
と
し
て
の
神

」

と「

有」

の
登
場
す
る
基
督
教
は
、 

「_

の
自
己」
に
未
だ
目
覚
め
て
い
な
い
宗
教
的
有
神
論
と
し
て
否 

定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の

「

通
約
不
可
能
性

」

を
鮮
明
な 

も
の
と
す
る
た
め
に
、
敢
え
て
、
我
々
は
四
つ
の
論
理
的
に
可
能
な
立 

場
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

究
極
の
意
味
に
於
て
、

(

I) 

I

が
真
理
で
あ
り
、
基
督
教
は
虚 

偽
で
あ
る
の
か
、

(

n)

基
督
教
が
真
理
で
あ
り
、
仏
教
が
虚
偽
で
あ 

る
の
か
。

(

m)

基
督
教
も
仏
教
も
共
に
虚
偽
で
あ
る
の
か

、(

IV)

基 

督
教
も
仏
教
も
共
に
真
理
で
あ
る
の
か
。

(

I)

の
立
場
を
と
る
仏
教
者
で
あ
っ
て
も
、

「

基
督
教
は
究
極
の
意 

味
で
は
虚
偽
で
あ
る
が
、
暫
定
的
な
意
味
で
の
真
理
を
教
え
る
も
の
で 

あ
る」

こ

と

を肯
定
す
る
事
は
で
き
る
。
虚
偽
の
仮
説
と
い
え
ど
も
、 

真
な
る
帰
結
を
持
つ
事
は
可
能
で
あ
り
、
基
督
教
は
真
理
に
至
る
方
便 

と
し
て
条
件
付
で
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し

か

し

な

が

ら

、
そ
の
よ 

う

な
最
も
寛
容
な
場
合
を
含
め

て
も
、

こ

の
立
場
か
らな
さ

れ

る仏
教 

者
の
基
督
者
と
の

「

対
話」

は
、
結
局
は
真
実
の
意
味
で
は
対
話
で
は 

な
く
、
彼
が
自
分
の
依
拠
し
て
い
る
教
義
に
中
美
で
あ
る
か
ぎ
り

「

折 

伏」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

n)

の
立
場
を
と
る
基
督
者
も
同
様
に
、
仏
教
者
に

「

匿
名
の
基
督

者」

を
認
め
る
事
は
で
き
る
。
即
ち
、
天
地
の
創
造
主
で

あ

る
神
は
被 

造
物
で
あ
る
人
間
の
な
か
に
不
完
全
で
は
あ
る
が
真
理
を
認
識
す
る
可 

能
性
を
あ
た
え
て
お
り
、
基
督
教
の
宣
教
に
接
し
た
と
き
に
、
そ
の
真 

理
を
見
分
け
る
能
力
を
与
え
て
い
る
。
他
宗
教
が
基
督
教
と
矛
盾
し
な 

い
真
理
を
説
く
こ
と
は
、
こ
の
自
然
の
能
力
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
り
、

基
督
者も
ま

た暫
定
的
に
仏
教
の
価
値
を
認
め
る
こ
と
は

で

き

る

。し 

か
し
、
究
極
的
な
意
味
に
お
い
て
は
、
自
然
は
恩
寵
に
よ
っ
て
完
成
さ 

れ
ね
ば
な
ら
ず2

兀
全
な
自
然
宗
教
は
完
全
な
替
歪
不
教
に
よ
っ
て
置 

き
換
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
以
上
、
こ
の
よ
ぅ
な
最
も
寛
容
な
基
督
者
の 

場
合
を
ふ
く
め
て
も
、
こ

の
立
場
を
と
る
基
督
者
が
仏
教
者
と
な
す 

「

対
話」

も
、
真
実
の
意
味
で
は
対
話
で
は
な
く
、
自

己

の

教

義

に

忠

一
 

実
で
あ
る
か
ぎ
り
、
基
督
教
に
改
宗
す

る

こ

と

を求
め
る「

宣
教」

で

S

 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一
 

(

m)

の
立
場
は
、
基
督
教
で
も
仏
教
で
も
な
い
宗
教
の
信
奉
者
か
、 

唯
物
論
の
信
奉
者
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
第
三
の
絶
対
的
立
場
か
ら 

両
者
を
批
判
す
る
も
の
の
で
あ
り
、
当
然
の
事
な
が
ら
両
者
の
対
話
な 

ど
に
価
値
を
見
い
だ
さ
な
い
で
あ
ろ
ぅ
。

(

IV)

の
立
場
は
、
仏
教
と
基
督
教
の
対
立
を
ニ
つ
の
異
な
る
範
型 

(
パ
ラ
ダ
ィ
ム

)

の
違
い
とし
て
捉
え
る
も
の
で
あ
る
。
仏
教
的
世
界 

は
そ
れ
だ
け
で
完
結
し
た
世
界

.
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
部
で
の
み
仏
教
は 

真
理
性
を
主
張
し
得
る
。
同
様
に
、
基
督
教
的
世
界
も
ま
た
そ
れ
だ
け 

で
完
結
し
た
世
界
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
部
で
の
み
基

i

は
真
理
性
を 

主
張
し
得
る
。
両
者
は
決
し
て
同
一
の
世
界
を
語
っ
て
は
い
な
い
。
仏



教
の
概
念
で
基
督
教
を
語
る
事
も
、
基
督
教
の
概
念
で
仏
教
を
語
る
事 

も
、
共
に
真
偽
を
云
々
す
る
以
前
に
無
意
味
で
あ
る
。
こ
の
立
場
を
と 

る
人
も
ま
た
仏
教
と
基
督
教
と
の
対
話
に
さ
ほ
ど
重

1

を
認
め
な
い 

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
せ
い
ぜ
い
両
者
が
語
る
世
界
が
通
約
不
可
能
な
ほ 

ど
異
な
っ
て
い
るこ
と

を確
認
す
る
た
め
に
の
み

行
な
わ
れ
る
で
あ
ろ 

う
か
ら
。

こ
の
よ
う
に
、
上
に
要
約
さ
れ
た
四
つ
の
可
能
な
立
場
は
、
ど
れ
一 

つ
を
と
っ
て
見
て
も
仏
教
と
基
督
教
と
の
対
話
を
可
能
に
す
る
も
の
で 

は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
真
の
意
味
で
の
対
話
が
可
能
に
な
る
た
め
に 

は
、
我

は々

こ

の四
つ
の
立
場
を
全
て
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

し

か

しそ
の
よ
う
な
事
があ
り
得
る
だ
ろ
う
か
。
論
理
的
に

は

こ

の四 

つ
の
選
択
肢
し
か
な
く
、
そ
れ
を
全
て
否
定
す
る
事
は
、
立
場
の
な
い 

立
場
で
対
話
す
る
と
い
う
自
己
矛
盾
を
侵
す
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う

i O

こ
の
四
つ
の
選
択
肢
を
全
て
否
定
す
る
事
は
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ば 

か
り
か
、
我
々
が
仏
教
と
基
督
教
と
が
共
に
い
か
な
る
場
所
で
成
立
す 

る
も
の
で
あ
る
か
を
反
省
す
れ
ば
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
四
つ
の
立
場
は
基
督
教
と

：
^
を

共

に「
宗
教」 

と
し
て
主
誤
的
に
実
体
化
す
る
と
い
う
誤
謬
を
侵
し
て
お
り
、
両
者
が 

宗
教
の
否
定
に
よ
っ
て
の
み

成
立
する
こ

と

を忘
却
し
て
い
る
か
ら
で 

あ
る
。
我
々
は
、
す
で
に
仏
教
も
基
督
教
も
と
も
に
、
宗
教
で
は
な
い 

と
考
え
る
べ
き
理
由
を
あ
げ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

(

I) 

(

n)
(

皿) 

は
、
両
者
を
宗
教
的
イ
デ
才
ロ
ギ

ー

と
取
り
違
え
る
虚
偽
を
侵
す
も
の

と
し
て
退
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で

(

IV)

の
立
場
、
即
ち
宗
教 

的
真
理
に
関
す
る
相
対
主
義
の
立
場
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
立
場 

に
は
、一

面
に
於
て
正
当
な
指
摘
が
含
ま
れ
て
い
る
事
は
認
め
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
。
今
日
に
お
い
て
は
、
我
々
は
、
我
々
の
思
想
が
い
か
に 

特
定
の
歴
史
、
言
語
、
文
化
の
伝
統
に
拘
束
さ
れ
型
に
嵌
め
ら
れ
て
い 

る
か
を
、
過
去
の
ど
の
時
代
よ
り
も
よ
く
認
識
し
て
い
る
。

近
代
国
家
に
於
て
、
宗
教
と
政
治
を
分
離
し
た
の
も
、
宗
教
が
人
間 

を
拘
束
する
最
も
強
力
なイ
デ

才

ロギ
ー
で
あ
る
がゆ
え

に生
じ
た弊
 

害
を
自
覚
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
 々

は
基i

と
仏
教
を
共
に
宗
教
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
た
。
さ 

ら
に
、

一
般
に
真
理
認
識
に
関
す
る
相
対
主
義
そ
の
も
の
は
テ
ー
ゼ
と
一 

し
て
は
自
己
矛
盾
を
招
く
が
ゆ
え
に
成
立
し
な
い
事
に
注
意
し
な
け
れ

14 

ば
な
る
ま
い
。

一
つ
の
宗
教
的
世
界
の
内
部
で
の
み
通
用
し
他
の
宗
教
一 

的
世
界
で
は
通
用
し
な
い
原
理
に
よ
っ
て
、
自
己
の
閉
ざ
さ
れ
た
世
界 

の
一
切
の
出
来
事
を
説
明
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
そ
の 

原
理
の
真
理
性
を
証
明
す
る

も
の
で
は
な
く
、
単
な
る
イ
デ

才

ロ
ギ
ー 

と
し
て
の
空
虚
さ
を
証
明
す
る
の
み
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
真
理
と
呼 

ぶ
こ
と
は
、

「

真
理」

と
い
う
語
の
誤
用
で
あ
り
、

こ
の
語
が
一
切
の 

範

型(

パ
ラ
ダ
イ
ム

)

の
対
立
を
超
越
す
る
も
の
を
指
示
し
て
い
る
事 

を
忘
却
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
宗
教
的
相
対
主
義
に
立
脚 

す

る(

汉)

の
立
場
も
退
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、

(

IV)

の
立
場
を
、
宗
教
的
相
対
主
義
に
立
脚
す
る
こ
と 

な

く

し

て主
張
する
可
能
性
が
残
っ
てい
る

と反
論
があ
る

か

も

し

れ



な
い
。
即
ち
、
仏
教
と
基
督
教
を

「

同1

の
真
理
の
異
な
る
表
現

」

と 

み
な
す
可
能
性
で
あ
る
。

I

つ
の
山
の
頂
に
登
る
道
は
多
数
あ
っ
て
は 

頂
上
は一
つ
で
あ
り
、
同

一

の
山
が
そ
れ
を
見
る
視
点
の
相
違
に
よ
っ 

て
異
な
る
ご
と
く
、
仏
教
と
基
督
教
は
そ
の
成
立
し
た
歴
史
的

i

の 

相
違
に
由
来
す
る
視
点
の
相
違
は
あ
っ
て
も
、
結
局
は

同

I

の
真
理
を 

見
て
お
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
両
者
は
対
話
に
よ
っ
て
、
同
一
の
真
理
の 

今
ま
で
見
え
な
かった
側
面
を
よ
り
良
く
認
識
で
き
る
と
い
ぅ
立
場
で 

あ
る
。し
か

し

な

が

ら

、

こ

の

立
場
は
宗
教
的
相
対
主
義
と
は
正
反
対 

の
意
味
で
、

一
種
の
ド
グ
マ
の
上
に
成
立
し
て
い
る
。
そ
れ
は

「

同
一 

の
真
理」

な
る
も
の
の
異
な
る
諸
表
現
を
統
合
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ 

と
を
初
め
か
ら
独
断
的
に
前
提
し
て
い
る
。
我
々

の
問
題
は
、
む
し
ろ 

そ
の
可
能
性
が
は
た
し
て
あ
る
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
は
い
か
に
し
て
可 

能
か
を
問
ぅこ
と

にほ
か
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
最
後
の
立
場
も
、 

結
論
とし
て
示
さ
れ
る
べ
き
事
を
最
初
か
ら
仮
定
し
て
い
る
点
に
於
て
、 

論
点
先
取
の
虚
偽
を
侵
し
て
お
り
、
退
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

2

「

東
洋
的
無」

か
ら
絶
対
無
へ

久
松
真一

は「

東
洋
的
無
の
性
格

」

の
な
か
で
、

「

東
洋
独
特
の
無 

で
あ
り
、
西
洋
の
文
化
と
比
べ
て
特
に
東
洋
ら
し
き
文
化
の
根
本
契
機 

で
あ
り
、
か
つ
禅
の
本
質
で
あ
る

」

も
の
を
遮
詮
表
詮
両
様
の
仕
方
で 

特
徴
づ
け
て
い
る
。
こ
こ
で
遮
詮
と
は
、

「

東
洋
的
無
は
何
で
な
い
か

」 

を

明
示
する
も

の

で

、

そ

こ

で

は

⑴
存
在
の
否
定
とし
て

の無
⑵
賓
辞 

的
否
定
とし
て

の無
⑶
理
念
と
して
の
無
⑷
想
像
さ
れた
無
®
無
意
識

の
無
と
い
う
五
通
り
の
無
の
理
解
が
退
け
ら
れ
る
。
そ
の
限
り
で
は
、 

「

東
洋
的
無

」

は一

切
の
言
説
を
遮
断
す
る
超
越
概
念
、
あ
る
い
は
寧 

ろ
概
念
の
超
越
と
し
て
否
定
的
に
し
か
語
れ
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
久 

松

真|

は
、
こ
の
§

否
定
の
後
で
の
み
許
さ
れ
る
肯
定
の
道
を
表
詮 

と
し
て
語
る
。
そ
れ
は
、
曰
常
的
な
概
念
と
範
疇
を
越
え
る
も
の
を
象 

徴
と
類
比
に
よ
つ
て
指
示
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
東
洋
的
無
は
、
⑴
無 

1

物
性
⑵
虚
空
性
⑶
即
心
性
⑷
自
己
性
⑶
自
在
性
⑶
能
造
性
、
の
六
通 

り
の
仕
方
で
肯
定
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。

F
 
•
ブー

リ

は
京
都
学
派
の
哲
学
の
紹
介
を
意
図
し
た
著
作

「

真
の 

自
己
の
主
体
と
し
て
の
仏
陀
丨
基
督

(Der 

Buddha-christcs 

als 

der Herr des 

wahren selbst)」

の
中
で
、
久

松

真

一

の

こ

の

独_ 

創
的
な
議
論
で
示
さ
れ
た

「

無
の
多
義
性

」

を
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
15 

的
な
存
在
論
の
な
か
で
な
さ
れ
た

「

有
の
多
義
性

」

の
分
析
と
比
較
し

一
 

て
い
る
。
彼
は
、
こ
の
問
題
を
単
に
示
唆
し
た
だ
け
で
、
体
系
的
に
は 

論
じ
な
かつ
た
が
、こ
れ

は

「

東
洋
的
無
の
哲
学

」

を
更
に
普
遍
的
な 

場
所
で
論
じ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

「

東
洋
的
無

」

の
特
徴
は
、 

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

の

存
在
論
に
立
脚
す
る
申
せ
の
基
督
教
的
形
而
上
学 

の
伝
統
に
お
け
る

「

有
の
多
義
性

」

と「

ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
統

|
」

を
巡 

る
議
論
と
対
比
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
更
に
よ
く
把
捉
さ
れ
る
の
で
は
な 

ぃ
か
。

久
松
真1

の「

東
洋
的
無
の
性
格

」

は
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
か
れ
た 

中
村
元
の「
東
洋
人
の
思
惟
方
法

」

の
よ
う
な
比
較
思
想
の
立
場
か
ら

' 

の
ィ
デ
才
ロ
ギ
ー
批
判
の
圭
曰
と
あ
わ
せ
て
読
ま
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
我
々



は
、
こ
の
よ
う
な
比
較
思
想
の
学
問
的
著
作
を
通
じ
て
、
中
国
や
日
本 

の
仏
教
受
容
の
様
式
が
い

か

に土
着
の
思
想
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で 

あ
っ
た
か
を
知
っ
て
い
る
。
第
二
次
大
戦
以
前
に
日
本
の
一
部
の
哲
学 

者
に
よ
っ
て
前
提
さ
れ
て
い
た

「

西
洋
思
想
対
東
洋
思
想

」

と
い
う
よ 

う
な
単
純
な
一

一
元
対
立
が
い
か
に
根
拠
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
は
明 

ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
客
観
的
な
学
問
的
成
果
を
媒
介 

と
し
て
、
久
松
真

1
が
嘗
て
な
し
た
よ
う
な
主
体
的
な
哲
学
的
思
索
を 

批
判
的
に
継
承
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

「

西
洋
の
有
の
哲
学

」

に 

「

東
洋
の
無
の
哲
学

」

を
対
立
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
固
定
し
た
図
式 

に
お
い
て「

東
洋
的
無

」

を
と
ら
え
る
限
り
、
そ
れ
は
歴
史
的
か
つ
文 

化
的
な
制
約
を
持
つ

「

対
立
的
な
無

」
に
す
ぎ
ず
、一

切
の
ィ
デ
才
口 

ギ
ー
か
ら
自
由
で
あ
る
べ
き

「_

無」
と
は
言
い
難
い
で
あ
ろ
う
。 

人
間
と
文
化
に
東
西
の
区
別
は
あ
っ
て
も
、
「
絶
対
無」

に
東
西
の
区 

別
は
本
来
無
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
の
課
題
は
、

「

東 

a
s

無」

の
立
場
を
越
え
る
普
遍
性
を
探
究
す
る
事
で
あ
る
。

H

•
ヴ
ァ
ル
デ
ンフ
ヱ
ル
ス
やJ
,
 

V •
ブ
ラ

フ

ト

のよ
う
な〗
»
都
学
 

派
を
西
欧
に
紹
介
し
た
ヵ

ト

リ

ッ

ク

の
神
i

達
が
適
確
に
指
摘
し
た 

よ
う
に
、
京
都
学
派
の
宗
教
哲
学
の
基
督
教
論
に
お
い
て
は
、
近
代
以 

後
で
はも
っ

ぱ

ら

プ

ロ

テ

ス

タ

ン

ト

の

^

/
宗
教
肇
这
則
で
は
も
っ 

ぱ
ら
ヱッ
ク

ハ

ル

ト

に
^
貞
さ
れ
る
よ
う
な
神
秘
主
義
の
砠

㈱
に
過
度 

の
強
調
点
が
お
か
れ
、
ヵ

ト

リ

ッ

ク

の
神
学
に
特
徴
的
な

「

罾
g
性」 

を
重
ん
じ
る
基i

の
伝
統
が
軽
視
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

1»
都
学 

派
の
名
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
全
て
の
思
想
家
の
原
点
を
な
す
西
田
幾
多

郎
の
晚
年
の
思
索
の
根
本
に
あ
る

「

絶
対
無」

の
場
所
の
哲
学
の
主
題 

が
何
で
あ
っ
た
か
を
反
省
す
る
時
、
こ
の
よ
う
な
普
遍
性
の
軽
視
は
決 

し
て
正
当
化
さ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
絶
対
無
の
場
所
に
お
い
て
思
索 

す
る
と
は
、
西
田
幾
多
郎
に
あ
っ
て
は
、
単
な
る

IIIIM

の
否
定
に
留
ま 

る
神
秘
主
義
の

「

否
定
神
学

」

と
、
単
な
る
教
条
主
義
に
は
ほ
か
な
ら 

な

い「

肯
定
神
学

」

を

共
に
独
断
論
とし
て
否
定
す
る
よ
う
な
最
も
深 

い
意
味
に
お
け
る
普
遍
を
主
題
と
し
て
い
た
事
、
し
か
も
そ
の
普
遍
を 

い
か
な
る
抽
象
的
概
念
規
定
も
越
え
る
真
の
胄
味
で
の
個
物
が 

し
て
存
在
す
る
場
所
的
普
遍
と
し
て
捉
え
て
い
た
事
を
忘
れ
て
は
な
る 

ま
い
。
こ
の
哲
学
が
真
の
意
味
で
対
話
す
べ
き
も
の
は
、
主
観
主
義
的 

な
近
代
の
基
督
教
で
も
な
け
れ
ば
、
普
遍
の
場
か
ら
自
己
を
遮
断
す
る

一 

単
な
る
神
秘
的
基
督
教
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
寧
ろ
基
督
教
神
学
に
お

16 

け
る
普
遍(

カ

ト

リ

ッ

ク

)

的
な
！̂;
で̂
あ
る
。こ
こ

に言
う
カ

ト

リ

ッ一
 

ク

と

は

、

決

し

て

ロ

ー

マ
.

カ

ト

リ

ツ

ク

と

か

英

国

聖

公

会

と

か

い

う
 

よ
う
に
特
定
の
歴
史
的
文
化
的
規
約
を
も
っ
た
宗

§

ィ
デ
才
ロ
ギ

~

と

同1

視
さ
れ
ては
な

ら

な

い

。
そ
れ
は
寧
ろ
、
宗

_

ィ

デ

才口
ギ1 

A
o'
r
o
s臆
見)

の
根
底
的
批
判
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ 

き
で
あ
つ
て
、
大
乗
：

^

の
伝
統
に
お
け
る
中
道
の
原
理
、
す
な
わ
ち 

偏
っ
た一

面
的
見
解
の
批
判
の
立
場
に
通
底
す
る
も
の
と
捉
え
な
け
れ 

ば

な

ら

な

い

。

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

に

と

っ

て

「

有」

は「

様
々
な®

で
語
ら
れ
る

」

が
、
そ
れ
ら
のi

な
語
り
方
は
、
決
し
て
偶
然
的
な
同
名
異
義
性
に 

よ

る
も
の
で
は
な
く
て
、
あ

る
中
心
的
な
意
味
と
の
関
係
に
基
づ
く
統



1
性
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
統

1

性
を
与
え
る
も
の
は
、
特
殊 

な
も
の
を
包
摂
す
る
類
概
念
的
普
遍
者
の
持
っ
一
義
性
で
は
な
い
。 

「

有」
と
は
類
で
は
な
い
が
、
最
高
類
概
念
と
し
て
の
範
疇

(

力

テ
ゴ 

リ
ー)

を

越
え
る
普
遍
性
を
持
っ
一
般
者
で
あ
る
。

ス

コ

ラ哲
^
?

に 

よ
っ
て
、
そ
れ
は
、
類
概
念
的
一

§

を

無
限
に
越
え
る
と
い
う
意
味 

で
、transcendentia 

(

超
越
範
疇

)

と
呼
ば
れ
た
。
西
田
幾
多
郎
の 

言

う「

場
所」

の
哲
学
的
考
察
は
、
ヵ
ン
ト
語
哲
学
で
言
う

「

超
越
論 

的」
(transzendentale)

論
理
学
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
範
疇 

(

述
語)

の
超
越
を
論
じ
る
点
に
お
い
て
、
世
俗
化
さ
れ
た
ョ
ー
ロ
ッ 

パ
の
近
代
哲
学
よ
り
も
、
寧
ろ
中
世
の
基
督
教
的
形
而
上
学
に
お
け
る 

「

超
越
論
的

」

考
察
と
通
底
す
る
も
の
と
言
わ
な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

に

お
い
て
は
形
而
上
学
と
は
、

「

有
へ
の
問」

で
あ 

り
、
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
は
様
々
に
語
ら
れ
る

「
有」

を

統1

す
る 

焦
点
的
意
味
を
与
え
る

「

実
体
へ
の
問

」

に
ほ

か

な

ら

な

か

っ

た

。

類 

概
念
的
一
般
者
を
実
体
化
す
る
プ
ラ
ト
ン

の
中
期
対
話
篇
に
典
型
的
に 

見
ら
れ
る
ィ
デ
ア説
の

批

判

によ
っ

て

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

の

形
而
上
学 

は
始
ま
る
。
形
而
上
学
と
は
従
っ
て
、
本
来
は
教
智
的
世
界
の
実
在
性 

を
独
断
的
に
主
張
す
る
プ
ラ
ト
ン
的
な
理
想
主
義
の
批
判
で
あ
り
、
プ 

ラ
ト
ン
が
ィ
デ
ア
説
を
も
っ
て

「

説
明
し
た

」

存
在
論
の
基
本
問
題
を
、 

あ
く
ま
で
も
経
験
の
堅
固
な
地
盤
を
離
れ
ず
に
思
索
す
る
道
を
指
示
す 

る
ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

の

探

究

の

軌

秘

に

ほ

か

な

ら

な

か

っ

た

。
「

い

か
 

な

る
も
の
に
つ
い
て
も
語
ら
れ
ず
、
い
か
な
る
も
の
の
中
に
も
存

し

な
 

い」

第
一
の
実
体
と
し
て
の
個
物
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る

「

こ
の
感
性

的
世
界」

の
現
実
か
ら
離
れ
た
場
所
に
イ
デ
ア
の
世
界
た
る

「

教
智
的 

世
界」

を
求
め
ず
、
イ
デ
ア
そ
の
も
の
を
も

「

可
能
態」

と

す

るよ
う 

な
純
枠
な
現
実
態
と
し
て
の

「

神」

を
問
う
こ
と
こ
そ
第

1

の
哲
学
の 

哲
学
とし
て

の神
学
の
課
題
であ
つ

た

。中
世
の
基
督
教
的
形
而
上
学 

の
伝
統
に
お
い
て
は
、
こ
の
意
味
で
の
第

一

の
哲
学
の
依
拠
す
る
超
越 

論
的
概
念
は
、
有

(ens)、
一

(

i

m)

と
い
う
狭
義
の
存
在
論
的
超 

越
範
疇
と
と
も
に
、
真
、
善
、美
の
ご
と
き
靈
を
も
っ 

て
い
る
。
そ
し
て
、
有
に
せ
よ
一
に
せ
よ
釜
口
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
は
範
鳙 

の
内
部
で
罾
的
に
区
別
さ
れ
る
有
と
無
、

一

と
多
、
善
と
悪
と
の
対 

立
を
絶
対
的
に
越
え
る
有
と
し
て
、

1

と
し
て
、
善
と
し
て
理
解
さ
れ 

て
い
たこ
と

に留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
の
超
越
範
疇
は

一
 

第一

義
的
に
は
絶
対
者
と
し
て
の
神
の
述
語
で
あ
り
、
第
一
一
義
的
に
相

17 

対
者
とし
て

の世
界
に
適
用
さ
れる
超
越
的
述
語
な
の
で
あ
る
。

一
 

善
悪
の
彼
岸
に
あ
る
権
力
意
思
に
裏
づ
け
ら
れ
た

ニ

ー

チ

ヱ

の̂

®

的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
や
、
存

连

I
S
#
#

の
^

^

め
ざ
す
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー 

の
哲
学
は
、
こ
の
よ
う
な
基
督
教
的
形
而
上
学
の
伝
統
に
対
す
る
ア
ン 

テ
ィ•

テ
ー
ゼ
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
ア
ン
テ
ィ

•

テ
ー
セ
を
そ
れ
に 

先
行
す
る
テ

ー

ゼ
、
す
な
わ
ち
仏
教
と
は
異
質
の
基
督
教
的
形
而
上
学 

の
伝
統
の
正
し
い
理
解
を
ぬ
き
に
し
て
、
基

i

と
は
異
質
の
大
乗
仏 

教
の
諸
思
想
に
由
来
す
る
範
疇
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な 

い
。
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
な
伝
統
を
無
視
し
て

「

ポ
ス
ト$

の
質
子」

を
云
々
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
哲
学
者
の
思
想
を
す
ら
批 

判
的
に
受
容
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
西
田
幾
多
郎



が
な
ぜ
ハ
ィ
デ
ッ
ガ
ー
の

「

存
在
と
時
間

」

よ
り
もK
.

パ
ル
ト
の
神 

学
の
ほ
う
に
関
心
を
持
ち
、
淹
沢
克
己
に
対
し
て

r

ハ
ィ
デ
ッ
ヵ
ー
に 

は
、
死
に
向
け
ら
れ
た
不
安
の
み
が
あ
っ
て
、
死
ん
で
甦
る
と
い
う
こ 

と
が
な
い

」
と
述
べ
、

「

彼
の
思
索
に
は
、
決
定
的
な
も
の
即
ち
神
が 

欠
け
て
い
る

」
と
評
し
た
理
由
を
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
西
田 

が
曰
本
の
哲
学
者
の
多
く
と
は
違
っ
て
、
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
最
新
の
思
想 

を
輸
入
す
るこ
と

の無
意
味
さ
を
痛
感
し
、
自
己
自
身
の
思
索
の
根
差 

す
伝
統
を
見
つ
め
、
そ
れ
と
は
異
質
な
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
の
伝
統
の 

根
本
的
な
前
提
が
何
で
あ
る
か
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
方
の
伝
統 

を
相
対
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
覚
さ
れ
る
場
所
に
お
い
て
初
め
て
語 

ら

れ
る
普
遍
性
を
求
め
た
か
ら
に
ほ
か
ら
な
い
。

こ

の
普
遍
性こ
そ
、 

西
田
が「

場
所
の
論
理

」

に
よ
っ
て
求
め
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「

場
所
の
論
理

」

が
、
大
乗
仏
教
の
思
想
的
背
景
を
知
ら
ず
し
て
は 

理
解
で
き
な
い
事
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
例
え
ば
、

「
あ
る
も
の
働
く 

も
の
の
全
て
を
、
自
ら
無
に
し
て
自
己
の
な
か
に
自
己
を
映
す
も
の
の 

影
と
見
る

」
「

見
る
も
の
な
く
し
て
見
る
も
の

」

は
、
無
著
の
摂
大
乗 

論
の
用
語
を
使
う
な
ら
ば
、
根
本
無
分
別
智
に
対
応
す
る
で
あ
ろ
う
。 

「

矛
盾
的
自
己
同
ー

」

が
金
剛i

経

の「

®

」

の
論
理
によ
る
こ 

と
は
、
西
田
自
身
が
鈴
^<

拙
宛
の
書
簡
で
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、 

同
時
に「

場
所
の
論
理

」

は
、
大
乗
仏
教
の
伝
統
だ
け
で
は
理
解
で
き 

な
い
こ
と
を
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
西
田
が
哲
学
的
著 

作
の
中
で
対
話
の
相
手
と
し
て
選
ん
だ
の
は
、
大
乗
仏
教
と
は
異
質
の 

伝
統
に
根
差
す
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲

i

で
あ
っ
た
。
例
え
ば
西
田
哲
学

の
誕
生
を
告
げ
る
論
文

「

場
所」

は

、

ョ

ー

ロッ
パ
の
存
在
論
的
神
学 

の
源
流
に
あ
る
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
と
の
対
話
を
一 

つ
の
契
機
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
西
田
の
言
う

「

無
の
®

^
 

と

は

、

「

ギ

リ
シ
ャ
の

終
期
にお
け

る

新
プ

ラ

ト

ン

学
派
の
流
出
説
か 

ら
オ
リ
ゲ
ネ
ス
な
ど
の
教
父
の
創
造
説
に
転
じ
た
と
こ
ろ
に
深
い
意
味 

を
見
い
だ
す

」

基
督
教
形
而
上
学
の
核
心
部
分
を
も
正
当
に
評
価
し
う 

る
場
所
で
も
あ
っ
て
、
仏
教
と
は
異
な
る
伝
統
に
根
差
す
様
々
な
思
想 

と
対
話
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の

「

対
立
的
な
無

」

の
立
場
を
無 

限
に
超
越
し
て
い
く
開
か
れ
た
地
平
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
無
限
な
る 

も
の
へ
拓
か
れ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
は
我
々
が
永
遠
に
到
達
で 

き
な
い
理
念
な
ど
で
は
な
く
、
我

々

が

「

既
に
そ
こ
に
い
る

」

と

い

う- 

意
味
で
最
も
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我

々

自

身

は

18 

そ
れ
を「

逆
対
応」

に
よ
っ
て
し
か
自
覚
で
き
な
い
場
所
こ
そ

「

絶

対
一
 

無
の
場
所

」

と
呼
ば
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

「

絶
対
無
の
場
所

」

に
お
い
て
神
を
論
じ
る
西
田
の
議
論
の

一
つ
の 

典
型
的
な
例
と
し
て
、

r

一
 

般
者
の
自
覚
的
体
系

」

に
収
録
さ
れ
た
論 

文「

教
智
的
世
界

」

を
と
り
あ
げ
よ
う
。
そ
こ
で
は
カ
ン
ト
哲
学
の
超 

越
論
理
的
主
観
性

(

自
覚
的一

i

)」

が
そ
こ
に
お
い
て
成
り
立
つ 

場
所
と
し
て
、

「

智
的
直
観
の
 
一
^

#

」

が
自
覚
さ
れる
。

し
か
し
、

こ
の 

一f

に
お
い
て
成
り
立
つ
超
越
論
的
な
価
値
、
即
ち
、
真
、
善
、 

美
の
ィ
デ
ア
を
見
る
數
智
的
自
己
は
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
反
価
値
を
克 

服
で
き
ぬ
と
い
う
意
味
で
、

「

ノ
エー

シ
ス
の
方
向
に

」

更
に
超
越
さ 

れ
、
我
々
の
真
の
自
己
が
そ
れ
に
お
い
て
あ
る

「

§

無
の
U

が



自
覚
さ
れ
る
。
西
田
の
こ
の
論
文
に
お
い
て
、
お
そ
ら
く
日
本
の
哲
学 

者
の
な
か
で
は
初
め
て
の
試
み
で
あ
ろ
う
が
、

r

數
智
的
世
界

」

と
い 

う
基
督
教
的
形
而
上
学
の
地
平
と
、
真
の
自
己
の
自
覚
と
い
う
大
乗
仏 

教
の
地
平
と
交
差
す
る
議
論
が
展
開
さ
れ
た
、
西
田
が
絶
対
無
の
場
所 

に
お
い
て
、
神
と
自
己
と
數
知
的
世
界
の
成
立
を
論
じ
た
部
分
を
引
用 

し

よ

う

。
心
理
的
自
己
を
超
越
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意

識

一
般
の
超
越 

的
主
観
が
考
へ
ら
れ
る
ご
と
く
、
神
は
教
智
的
自
己
の
ノ
エ

シ

ス 

的
超
越
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
超
越
的
主
観
な
る
が
故
に
、
神
は 

絶
対
的
真
、
善
、
美
の
統
一
と
し
て
、
教
智
的
自
己
と
い
え
ど
も 

神
の
前
に
は
平
伏
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
絶
対
帰
依
の
感
情
が
宗
教 

的
感
情
と
考
え
ら
れ
る
所
以
で

あ

る

。

唯

、自
己
を
亡
ぼ
す
こ
と 

に
よ
っ
て
の
み
神
に
お
い
て
生
き
る

と

い

う

こ

と

が

で

き

る
の
で 

あ

る

。

し
か
し
、
私
は
か
か
る
宗
教
観
は
尚
、
甚
深
な
る

も

の

と

は考
え 

な
い
。
意
識
一
般
が
叙
智
的
自
己
と
し
て
は
尚
自
己
自
身
の
内
容 

を
有
せ
な
い
ご
と
く
、
末
だ
真
の
宗
教
的
直
観
に
達
せ
な
い
、
唯
、 

數
智
的
世
界
に
即
し
て
考
え
ら
れ

た

る
宗
教
観
に
す
ぎ
な
い
。
真 

に
絶
対
無
の
意
識
に
透
徹
し
た
時
、
そ
こ
に
我
も
な
け
れ
ば
神
も 

な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
絶
対
無
な
る
が
ゆ
え
に
、
山
は
是
山
、
水 

は
是
水
、
有
る
物
は
有
る
が
ま
ま
に
有
る
の
で
あ
る
。
萬
«
崖
頭 

撒
手
時
、
鋤
頭
出
火
焼
宇
宙
、
身
成
灰
燼
再
蘇
生
、
阡
陌
依
然
禾 

穂
秀
と

言

う

べ

きで
あ
る
。

西
田
は
こ
の
箇
所
で

「

真
に
絶
対
無
の
意
識
に
透
徹
し
た
時
、
そ
こ 

に
は
我
も
な
け
れ
ば
神
も
な
い

」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
西
田
の
議 

論
の
組
み
立
て
か
ら
す
れ
ば
当
然
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
結
論
で 

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
心
理
的
自
己
と
超
越
的
主
観
と
の
関
係
と
の
類
比 

に
基
づ
い
て
、

r

教
智
的
自
己
の
ノ
エ
シ
ス
的
超
越
に
よ
っ
て
考
え
ら 

れ
た
超
越
的
主
観

」

と
し
て
の
神
と
は
、
ど
れ
ほ
ど
超
越
を
重
ね
た
と 

こ
ろ
で
、
所
詮
は
、
私
に
よ

っ
て
考
え
ら
れ
た
神
に
す
ぎ
す
、
拡
大
さ 

れ
た
自
我
を
越
え
る
事
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ

の

よ

う

な神
が
真
に 

§

無
の
意
識
に
透
徹
し
た
と
き
に
、
我
と
と
も
に
消
え
失
せ
る
の
は 

当
然
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

「

数
智
的
世 

界」

の
時
点
で
の
西
田
哲
学
の
問
題
点
は
そ
の
次
の
個
所
で
あ
る
。

一
 

我
も
神
も
な
い
場
所
で

「

あ
る
が
ま
ま
に

」

回

復

さ
れ
る
も

の
が19 

「

山
は
是
山
、
水
は
是
水

」

と
い
う
が
如
き
、
我

々

の

感

性

に

直

接

訴

一
 

え
る
自
然
の
み
で
あ
る
の
は
な
ぜ
か
。

こ

の
教
智
的
世
界

(mcndusi 

ntalligibilis)

か
ら
感
覚
的
世
界

(
m
u
n
d
u
s

 

sensibilis)

へ
の 

転
落
は
正
当
化
し
得
る
か
。
西
田
が
引
用
し
た
白
隠
門
下
の
古
郡
兼
通 

居
士
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
開
悟
の
偈
に
示
さ
れ
る
。

r

大

死1

番
絶
後 

に
甦
る」

見
性
体
験
は
、
基
督
者
に
対
し
て
も
決
し
て
無
縁
の
物
で
は 

な
い
。
ダマ
ス

コ

にお
け
る
パロ
ウ

の回
心
も
ま
た
同
様
に
、
キ

リ

ス
 

ト
の
十
字
架
と
と
も
に
死
ん
で
甦
る
、
命
賭
け
の
体
験
で
あ
っ
た
。
し 

か
し
、
基
督
者
は
回
心
後
に
現
実
の
世
界
を
あ
る
が
ま
ま
に
肯
定
し
は 

し
な
い
。
そ
れ
は
、
甦
っ
た
眼
で
見
る
世
界
が
、
山
水
に
よ
っ
て
象
徴 

さ
れ
る
自
然
的
世
界
で
は
な
く
て
、
歴
史
的
世
界
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に



お
い
て
彼
は
自
己
と
同
じ
く
自
由
な
人
格
的
主
体
と
し
て
の
他
者
と
の 

遭
遇
に
お
い
て
本
質
的
に
他
者
と
関
係
つ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
自
己 

を
回
復
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

「

絶
対
無
の
場
所

」

に
お
い 

て
回
復
さ
れ
る
も
の
が
、
感
性
的
な
自
然
的
世
界
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
、 

そ
の
場
所
は
、
自
然
宗
教
と
し
て
の
道
教
の

「

無
為
自
然

」

に
代
表
さ 

れ
る
よ
う
な
東
洋
的
無
の
場
所
に
す
ぎ
ず
、
東
洋
を
越
え
る
真
実
の
意 

味

の「

普
遍」

と
し
て
の
絶
対
無
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

お

そ

ら

く西
田
自
身
も

「

Is
智
的
世
界

」

に
お
け
る
基
督
教
と
の
対 

話
に
満
足
し
て
は
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
想
定
す
べ
き
理
由
が
あ
る
。 

彼
が
、「

無
の
自
覚
的
限
定

」
に
収
録
し
た

「

我
と
汝」

は
同
時
代
の 

所
謂
弁
証
法
神
学
者
と
の
対
話
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
我

—

汝
関
係
と
い 

う
人
格
相
互
の
関
係
が
場
所
の
論
理
に
よ
っ
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
が
、 

こ
れ
以
後
の
彼
の
著
作
は
、
絶
対
無
の
場
所
に
お
い
て
歴
史
的
世
界
の 

成
立
を
論
じ
る
事
を
主
題
と
す
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は 

こ
の
主
題
を
西
田
の
到
達
し
え
た
場
所
を
越
え
て
更
に
先
に
進
ま
な
け 

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
彼
の
言
う

「

絶
対
無」
の
場
所
の 

論
理
を
ィ
デ
才
ロ
ギ
ー
批
判
の
原
理
と
し
て
徹
底
さ
せ
る
こ
と
が
必
要 

で

あ

ろ

う

。そ
れ
は
既
成
の
社
会
的
実
現
を
決
し
て
あ
る
が
ま
ま
に
肯 

定
す

る
よ
う
な
も
の
で
な
い
。
西
田
の
最
晚
年
の
論
文

「

場
所
の
論
理 

と
宗
教
的
世
界
観

」

の
内
容
は
、
神
道
や
道
教
な
ど
の
自
然
宗
教
を
も 

含
め
た
一
般
的
な
意
味
に
お
け
る
宗
教
的
世
界
観
に
関
す
る
も
の
で
は 

な
か
っ
た
。
そ
の
主
題
は
基
督
教
と
仏
教
が
ど
こ
に
お
い
て
成
立
つ
か 

を
明
ら
か
に
す
る
事
で
あ
っ
た
。
筆
者
が
こ
の
；

ilfK

で
主
張
し
た
事
は
、 仏

教
と
基
督
教
が
成
り
立
つ
所
と
は
、
実
際
は
宗
教
的
世
界
そ
の
も
の 

が
否
定
さ
れる
場
所
であ
る

こ

と

であ
つ
た
。こ
こ

で否
定
さ
れ
る
宗 

教
が
、
伝
铳
的
な
意
味
に
お
け
る
宗
教
だ
け
で
は
な
く
、
世
俗
化
さ
れ 

た

近
代
人
の
陥
り
や
す
い
一
切
の
ィ
デ
才
ロ
ギ
ー
を
も
指
す

こ

と

は言 

う

ま

でも
な
い
。
_

花
本
貫
瑞
老
師
著

金剛経に学ぶ

頒

価一

、
一
一
〇
〇
円

花
本
貫
瑞
老
師
著

金剛経に生きる

定

価一

六
〇
円
送
料
一
一
〇
〇
円

発

行

所
中
央
仏
教
社

秋
田
県
河
辺
郡
河
辺
町
和
田

- 20 -



1
1
1
3

論

1

質問者本

 

司会者坂

東 多  

性 正  

純 昭

質

問

者(

本
多)

た
だ
い
ま
の
田
中
先
生
の
発
表
は
、
非
常
に
根
源 

的
な
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
視
点
か
ら
、
多
く
の
問
い
か
け
が
行
わ
れ
た
と 

思
い
ま
す
。
そ
の
主
題
は
、

「

場
所
の
論
理
と
宗
教
の
批
判

」

、

一
切 

の
イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー
的
宗
教
の
否
定
の
原
理
と
し
て
の
場
所
的
論
理
、
と 

い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

私
が
田
中
先
生
に
つ
い
て
評
価
し
た
い
の
は
、
東
洋
の
宗
教
と
の
対

話
へ
の
ア
フ
ロI
チ
と
し
て
、
シ
ユ
^
ニ
ャ
ト

ロ
ジ
f
と
オ
ント
ロ
ジ
<

—
 

と
の
統
合
と
し
て
の
ハ
ヤ
ト
ロ
ジ

ー

と
い
う
新
し
い
視
点
を
打
ち
出
し 

て
い
る
点
、
及
び
ス
コ
ラ
哲
学
の
ト
ラ
ン
デ
ン
ッ
ィ
ァ
と
場
所
の
論
理 

と
の
通
底
す
る
と
こ
ろ
を
追
求
し

よ

う

と

して
い
る
点
、
こ
の
ニ
点
で 

す
。質

問
で
す
が
、
第
一
に
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
、
通
底
す
る
側 

面
と
通
約
不
可
能
な
側
面
と
を
、
ど
う
考
え
ら
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と

で
す
。
発
表
に
、

「

仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
は
同
一
の
真
現
の
異
な
る
表 

現
と
見
る
立
場
は
、
す
で
に
統
合
の
可
能
性
を
独
断
的
に
前
提
と
す
る 

も
の
で
、
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い

」

と
あ
り
ま
し
た
。
で
は
、
通
底 

性
と
通
約
不
可
能
性
と
の
関
係
は
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

現
在
の
物
理
学
で
、
光
は
、
波
動
で
あ
る
と
同
時
に
粒
子
で
あ
る
と 

い
い
ま
す
。
そ
こ
に
連
続
で

あ

る

と同
時
に
非
連
続
が
成
り
立
っ
て
い 

る
。
ア

ナ

ロ

ジ
t

に
お
い
てこ
れ

を考
え
るこ
と

はで
き
な
い
だ
ろ
う 

か
。
そ
し
て
、
粒
子
神
学
と
波
動
神
学
の
二
つ
が
同
時
に
成
立
す
る
の 

が
、
西
田
の
絶
対
無
の
神
学
で
は
な
い
か
。
絶
対
無
に
、
神
の
自
己
啓 

示
と
人
間
の
覚
が
同
時
に
成
立
す

る
第一

義
的
な
場
所
、
ィ
ニ
マ
ヌ

エ 

ル
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
私
の
考
え
で
す
。

第
二
に
、
バ
ル
ト
理
解
に
つ
い
て
で
す
。
バ
ル
ト
は
キ
リ
ス
ト
教
絶 

対
主
義
を
主
張
せ
ず
、
ま
た
浄
土
真
宗
に
は
キ
リ
ス
ト
教
と
平
行
現



象
が
あ

る

とし
た
。し
か

しバ
ル
ト
は
、

「

宗
教
の
真
偽
に
関
し
て
は
、 

イH

ス
•
キ
リ
ス
ト
の
名
を
呼
ぶ
か
い
な
か
が
決
で
あ
る

」

と
言
っ 

て
い
る
。
こ
れ
を
田
中
さ
ん
は
ど
う
解
釈
さ
れ
る
の
か
。
淹
沢
先
生
に 

お
い
て
は
、
イ
エ
ス•キ
リ
ス
卜
と
い
う
の
は
、
神

•
人
の
根
源
的
な 

関
係
、
イ
ン
マ
ヌ

H

ル
の
現
実
で
、
固
有
名
詞
で
は
な
い
。
イ
エ
ス
の 

御
名
を
呼
ぶ
の
と
、
南
無
阿
；̂

仏
と
唱
え
る
の
と
は

ち

つ

とも
変
ら 

な
い
。
淹
沢
先
生
は
、
そ
の
点
、
バ
ル
ト
を
批
判
さ
れ
た
の
で
し
た
。

第
三
に
、
三
位

一
体
論
に
つ
い
て
で
す
。
私
は
、
三
位
ー
技
，

1
の
神 

学
は
、
新
約
聖
書
に
あ
る
と
思
わ
な
い
し
、
そ
れ
は
歴
史
的
産
物
で
、

訂
正
可
能
で
、
現
代
に
は
現
代
に
ふ
さ
わ
し
い
教
義
の
再
編
成
は
可
能 

だ
と
思
う
の
で
す
。
大
体
、
従
来
の
三
位
一
体
論
は
、
置
的
要
素
の 

み
で
女
性
要
素
が
排
除
さ
れ
て
い
る
。

し

か

し十

五

這
の

ス

イ

ス

の

ニ

コ

ラ

ウ

ス

と

い

う

人
は
、
幻
で
神 

を
見
た
が
、父
と

母

と子
の
イ

メ ー

ジ
で
あ
つた
と

い

う

。十
九
1

 

の

メ

ー

ト

ラ

ン

ド

と

い

う

人

は

、

自
分
の#
:
:

&

験
か
ら
、
神
は
両
性
具 

有
的
だ

と

い

っ

て

い
ま
す
。
従
来
の
三
位
一
諸
は
、
墨

原

理

的

社 

会
構
造
を
反
映
し
て
お
り
、
歴
史
的
産
物
以
外
で
は

な

い
わ
け
で
す
。

な
お
、
聖
書
に
よ
っ
て
証
言
さ
れ
た
啓
示
：！

^

も
、
私
自
身
の
啓
示 

体
験
が
な
け
れ
ば
、
覚
の
宗
教
と
通
底
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で 

は
な
い
か
、
そ
の
点
ど
う
考
え
ら
れ
る
の
か
も
お
聞
き
し
た
い
点
で
す
。

発
表
者
ま
ず
二
番
目
の
パ
ル
ト
理
解
に
つ
い
て
で
す
が
、
私
は
、

パ
ル
ト
が「

キ
リ
ス
ト
教
が
真
実
の
宗
教
で
あ
っ
て
、
他
の
宗
教
は
偽 

り
£

不
教
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
の
キ
リ
ス
卜
靈
対
主
義
の
主
張
で

は
な
い
。
そ
も
そ
も
キ
リ
ス
ト
教
は
宗
教
で
は
な
い

」

と
し
、「

原
始 

キ
リ
ス
ト
教
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
宗
教
で
あ
る
か
ぎ
り
は
否
定
せ
ら 

る

べ

き

」

と
い
っ
て
い
る
言
葉
に
最
も
感
銘
を
う
け
ま
し
た
。
し
か
し
、 

パ
ル
ト
自
身
に
も
思
想
の
展
開
が
あ
っ
て
、

「

協
会
教
義
学

」

に
至
る 

と
、「&

-
H

真
宗
は
真
の
宗
教
で
は
な
い
、
ィ
エ
ス
の
名
を
呼
ば
な
い

」 

と
い
っ
た
立
場
に
な
り
ま
す
。
私
は
、
そ
れ
は
バ
ル
ト
の
原
点
か
ら
ず 

れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ま
す
。
バ
ル
ト
自
身
の
思
想
の
展
開
を 

ど

え

る

か

が

問

題

で

す

。

第
三
の
：

3
!

の
三
位一

2

S
は

原

理

に

貫

れ

て

い

る

と

い

う 

こ
と
で
す
が
、
我
々
が
生
き
て
い
る
自
然
の
現
象
を

#S

領
域 

に
連
続
的
に
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
適
用
し
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
キ
リ
一 

ス

ト
教
信
仰
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
い
っ
た
ん
切
断

22 

す
る
、
比
類
を
絶
す
る
と
こ
ろ
で
、
た
と
え
ば
父
が

f

産
む
と
い
う
一 

i

自
然
的
貨
で
は
あ
り
得
な
い
i

を
使
っ
て
、
そ
の
超
自
然
的 

な
恩
寵
、
恵
み
と
い
う
も
の
を
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は 

思
い
ま
す
。

さ
て
、
第1

の
問
題
で
す
が
、
通
約
不
可
能
性
は
、
通
底
性
に
向
け 

て
の
り
超
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
申
し
上
げ
た
い
。
粒
子
と
波
動
と 

の
例
で
す
が
、
別
に
相
®

の
概
念
な
ど
も
、
カ
ブ
で
先
生
に
よ
っ
て 

用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
た
と
え
ば
西
田
は
、

矛
盾
的
自
己 

同1
を
根
本
に
お
い
て
、
§

に
つ
い
て
も
宗
教
に
つ
い
て
も
語
る
。 

し
か
し
、
絶
対
に
矛
盾
す
る
も
の
を
原
理
と
す
れ
ば
、.
矛
盾
は
た
し
か 

に
消
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
原
理
の
証
明
は
な
さ
れ
な
い
し
、
も
う
そ



の
背
後
は
問
わ
れ
な
い
。
私
は
こ
れ
に
は
不
満
を
感
じ
て
い
ま
す
。
だ 

か
ら
、
矛
盾
は
消
え
て
い
る
よ
う
で
消
え
て
い
な
い
の
で
す
。

i

 

と
絶
対
無
の
立
場
と
は
同

一

視
で
き
ま
す
か
。
私
は
、 

ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
い
っ
た
の
で
、
同

1

と
は
い
わ
な
い
。

発

表

者
@

は
覚
、
キ
リ
ス
ト
教
は
啓
示
と
し
て
相
反
す
る
け
れ 

ど
も
根
底
は

I

つ
だ
と
い
え
ば
、
そ
こ
で
議
論
は
終
わ
っ
て
し
ま
う
。 

単
純
に
同
一
だ
と
い
っ
て
は
い
け
な
い
だ
ろ
う
。
同
一
と
い
う
と
き
、 

悪
い
意
味
で
の
超
越
が
た
て
ら
れ
て
し
ま
う
。

0

そ
れ
は
分
か
り
ま
す
。
結
局
、
ど
う
い
う
方
向
に
考
え
て
い 

く
こ
と
に
な
り
ま
す
か
。

発

表

者
こ
れ
か
ら
の
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。

八

木

誠
田
^

^
生
の
発
表
は
非
常
に
面
白
か
っ
た
し
、
評
価
も
し 

ま
す
が
、一

一
点
だ
け
。
第

一

に
、
パ
ル
ト
の
宗
教
否
定
は
、
当
時
の
時 

£

の
中
で
、
か
な
り
無
理
を
し
て
い
る
と
思
う
。
パ
ル
ト
で
は
、
啓 

示
が
宗
教
を
否
定
す
る
わ
け
で
す
が
、
し
か
し
宗
教
と
は
啓
示
に
対
す 

る
応
答
形
態
で
す
。
そ
し
て
淹
沢
先
生
に
賛
成
す
る
と
し
て
、
ナ
ザ
レ 

の
ィ
エ
ス
自
身
が
、
応
答
形
態
で
あ
り
、
宗
教
な
の
で
す
よ
。

そ
し
て
私
は
、
宗
教
を
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
肯
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

と
思
う
。
啓
示
に
し
て
も
ダ
ン
マ
に
し
て
も
、
そ
れ
に
対
す
る
応
答
形 

態

(

ダ
ン
マ
に
対
し
て
は
覚

)

な
し
に
あ
り
え
な
い
。
宗
教
な
し
に
受 

肉
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
だ
か
ら
、
初
期
パ
ル
ト
に
の
っ
て
、 

宗
教
を
否
定
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

第
二
に
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
真
偽
に
つ
い
て
、
両
真
•
キ
真
仏

偽
•
キ
偽
仏
真•
両
偽
の
四
つ
の
選
択
肢
し
か
な
い
と
い
わ
れ
、
こ
の 

四
つ
と
も
成
立
し
な
い
か
ら
、
宗
教
間
の
対
話
も
成
立
ち
得
な
い
の
だ 

と
い
わ
れ
た
と
思
う
。
し
か
し
、
全
称
的
な
肯
定
•
否
定
だ
け
だ
ろ
う 

か
、

に
キ
リ
ス
ト
教
が
真
で
あ
っ
た
り
、
部
分
的
に
仏
教
が
偽 

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も

あ

り得
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら

こ

そ
対 

話
に
意
味
があ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
と
宗
教
と
い
う

|ー5
葉
の
体
系 

に
、
論
理
学
的
用
語
の
真
•
偽
は
な
じ
む
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
対
話
は
、

ロ
ゴ
ス
と
か
ダ
ン
マ
と
の
間
に
直
接
な
さ
れ
る
の 

で
は
な
く
、
宗
教
者
同
士
に
よ
る
。

つ
ま
り
応
答
形
態
を
も
つ
人
間 

同
士
し
か
対
話
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
こ
で
宗
教
を
否
定
す
る
の
は
、 

ど
う
い
う
意
味
が
あ
ろ
う
か
。

 

一

発

表

者
パ
ル
ト
は
、
私
の
考
え
の
傍
証
と
し
て
引
用
し
た
ま
で
で

23 

す
。
イH

ス
は
、
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
最
も
神
聖
な
る
神
殿
や
律
法
を

| 

否
定
し
た
。
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
最
も
宗
教
的
な
人
た
ち
が
神
聖
不
可 

侵
と
し
て
い
た
聖
城
を
イ
エ
ス
は
越
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
が
容
赦
で 

き
な
か
っ
た
の
で
、
イ
エ
ス
を
十
字
架
に
つ
け
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
の
意
味
で
イ
エ
ス
が
宗
教
を
否
定
し
た
と
い
う
こ
と
を
、
私

は

『

新 

約
聖
書』

に
読
む
の
で
あ
り
、
パ
ル
卜
は

一

一
次
的
と
お
考
え
い
た
だ
き 

た
い
。

」
八

木

誠
田
中
先
生
は
、

「

宗
教
の
世
界
は
キ
リ
ス
ト
教
の
観
点
か 

ら
す
れ
ば
、
肉
な
る
も
の
の
世
界
に
他
な
ら
な
い

」

と
い
わ
れ
て
い
る 

け
れ
ど
、

『
ガ
ラ
テ
ヤ®

に
、「

私
が
肉
に
あ
っ
て
生
き
て
い
る
の
は

…
…

」

と
あ
っ
て
、人
間
の
必
沐
的
な
あ
^
^
は
全
然
、
批
判
の
対

f

な
っ



て
い
な
い
。
宗
教
の
言
葉
の
使
い
方
が
ち
が
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
私 

は
、
宗
教
は
啓
示
に
対
す
る
応
答
形
態
だ
と
思
う
の
で
、
ダ
ン
マ
に
対 

す
る
覚
の
形
だ
と
い
え
ば
、
イ
エ
ス
の
存
在

•
歩
み
方
•
言
葉
の
す
べ 

て

教

で
あ
る
。
こ
れ
を
否
定
し
て

し

ま
つ
た

ら

ど

う

し

よ

う
も
な
く 

な
り
ま
す
。
イ
エ
ス
は
神
殿
批
判
や
律
法
批
判
を
し
て
い
ま
す
が
、
律 

法
批
判
は
、
そ
れ
を
客
観
的
な
根
拠
と
し
て
生
き
よ
う

と

す

るこ
と
を 

批
判
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
神
か
ら
生
か
さ
れ
る
人
間
の
あ 

り
方
を
指
示
し
て
い
る
限
り
で
は
全
然
、
イ
ヱ
ス
は
否
定
し
て
い
な
い
。

そ
う
い
う
非
常
に_

な
ニ
ユ
ア
ン
ス
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

i 
o発

表
者
あ
ま
り
く
り
か
え
し
た
く
な
い
の
で
す
す
が
、

一
つ
だ
け
。 

父
親
のM

は
、

ユ
ダ
ヤ
教
な
ら
極
め
て
重
要
な
儀
式
で
す
が
、
そ
れ 

に
対
し
、イ
ヱ

スは
、「

死
に
た
る
者
に
死
に
た
る
者
を
葬
ら
せ
よ

」 

と
い
う
。
こ
う
い
う
点
に
私
は
宗
教
の
否
定
を
見
る
の
で
す
。

八
木

誠
え

え

、

そ

れ

で

し

た

ら

、

宗
教
の
語
の
意
味
を
規
定
し
て 

お
っ
し
ゃ
っ
て
下
さ
ら
な
い

と

や

は

り非
常
に
誤
解
を
招
き
ま
す
。
啓 

示
に
対
す
る
応
答
形
態
の
一
切
が
否
定
さ
れ
る
と
啓
示
自
体
が
成
り
立 

た
な
い
の
で
す
か
ら
。

発

表

者
啓
示
に
対
す
る
応
答
形
態
は
否
定
し
ま
せ
ん
。

上

田

宗
教
の
否
定
に
つ
い
て
、
ニ
、
三
、
別
の
仕
方
で
お
尋
ね
し 

て
み
た
い
の
で
す
。
宗
教
の
否
定
と
い
っ
た
ら
、
今
ま
で
い
っ
て
き
て 

い

る

キ

リ

スト
教
や
仏
，
い

う

よ

うなこ
と

.，̂
;

；
!

し

な
い
の
で
しょ 

う

か

。
パ
ル
ト
の
い
い
方
を
つ
き
つ
め
る
と
、
神
学
が
人
間
の
再
解
釈

だ
と
す
る
と
、
神
学
の
立
場
も
不
可
能
な
ら
し
め
な
い
と
い
け
な
い
こ 

と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
辺
、
お
き
き
し
た
い
。

そ
れ
と
、
通
約
不
可
能
性
と
通
底
性
の
こ
と
で
、
イ
エ
ス
が

「

我
と 

父
と
は
一
な
り

」

と
い
う
と
き
、

一
震
心
に
な
る
の
は
、
我
と
父
の 

I

つ
で
あ
る
と
こ
ろ
そ
の
こ
と
な
の
か
、
ど
う
か
問
題
だ
。

エ

ッ

クハ 

ル
ト
は
、
そ
の
こ
と
自
体
が

1

番
大
事
だ
と
み
る
。
イ
エ
ス
が
言
う
限 

り
真
で
あ
る
と
、
イ
エ
ス
の
言
葉
に
重
点
を
お
く
か
、
そ
れ
よ
り
も
、

我
と
父
と
が一
つ
で
あ

る
自

を

と

し

て重
視
する
の
か
。
後 

者
な
ら
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
が
通
底
し
あ
う
方
向
に
す
す
め
る
だ
ろ 

う
。
も
し
、
イ
エ
ス
の
言
葉
が
真
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
逆
に
イ 

エ
ス
•
キ
リ
ス
ト
の
御
名
を
呼
ぶ
か
、

と

い

う

とこ
ろ
ま
で
、ラ
ジ

力

一
 

ル
に
行
く
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
ど
う
理
解
す
る
か

、
24 

興
味
深
い
問
題
で
す
。

 

一

田
^

^
生
の
発
表
原
稿
で
、
ひ
と
つ
だ
け
そ
う
か
な
と
思
っ
た
の
は
、 

仏
教
も
単
に
寛
容
で
は
な
か
っ
た
と
、
江
戸
時
代
の
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧 

の
例
な
ど
あ
が
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
が
直
ち
に
宗
教
的

f
f
W

容 

と
い
え
る
の
か
、
や
は
り
政
治
的
な
出
^
*.

で
あ
っ
て
宗
教
以
外
の
理 

由
に
よ
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
辺
、
ど
う
か
な
と
い
う
感 

じ
が
し
な
く
は
な
い
の
で
す
。

発

表

者
今
の
問
題
は
、
最
近
、

一

i

は
不
寛
容
で
、
多
神
教
と 

か
自
然
宗
教
と
か
は
寛
容
で
あ
る
と
い
う
議
論
が
あ
る
け
ど
、
そ
れ
は 

間
違
い
だ
と
思
う
の
で
、
そ
の
ニ
、
三
の
例
を
あ
げ
た
の
で
す

。
&

がb
f
W

容
だ
と
は
思
い
ま
せ
ん
し
、
原
始
仏
教
ほ
ど
寛
容
な
も
の
は
な



い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
仏
教
は
、
原
始
：̂

と
異
な
り
ま
す 

し
、
多
神
教
が
寛
容
だ
と
い
っ
て
も
、
日
本
で
は
異
質
の
人
々
を
排
除 

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
逆
に
ョ
ー
ロ
ッ
パ

に

お

け

る

異
教
徒
弾
圧も
、 

宗
教
以
外
の
政
治
的
な
様
々
の
要
因
に
よ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
れ
か
ら
、
啓
示
に
対
す
る
応
答
形
態
を

一

切
否
定
す
る
と
い
っ
た 

そ
ん
な
パ力
な

こ

と

を主
張
す
る
つ
も
り
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
私
が 

宗
教
を
否
定
す
る
と
い
う
と
き
の
宗
教
は
、
そ
れ
が
ひ
と
つ
の
社
会
的 

な
制

度

とし
て
機
能
し
て
い
る
も
の
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
が

我

々
を
強
 

力
に
規
制
す
る
コ
ー
ド
と
な
り
、
そ
し
て
宗
教
的
不
寛
容
と
い
う
の
か
、 

強
い
形
、
残
酷
な
形
で
出
て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
我
々

を

徹
底
的
に 

縛
り
つ
け
て
い
る
宗
教
を
ま
ず
離
脱
し
な
け
れ
ば
、
本
当
の
宗
教
が
根 

ざ
し
て
い
る
根
底
が
見
え
て
こ
な
い
、
と
い
う

こ

と

を強
調
し
た
か
っ 

た
だ
け
で
す
。
そ
の
根
源
を
ま
た
宗
教
を
呼
ぶ
こ
と
は
、
私
は
、
反
対 

し
な
い
、
そ
の
点
、
誤
解
な
さ
ら
な
い
で
下
さ
い
。

本

多

そ
れ
を
最
初
に
ひ
と
こ
と
書
い
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
の
で
す
。

八

木

洋
田
中
先
生
の
い
う
宗
教
否
定
は
、
ィ
デ
才
ロ
ギ
ー
批
判
な 

の

で

し

よ

う

。

発

表

者
そ
う
で
す
。

八

木

誠
そ
れ
だ
っ
た
ら
、
私
、
反
対
し
ま
せ
ん
。

八

木

洋
む
し
ろ
啓
示
に
対
す
る
応
答
形
態
を
ク
リ
ア
ー
に
し
た
い 

た
め
に
、
そ
れ
と
の
関
連
で
ィ
デ
才
ロ
ギ
！
の
根
拠
は
何
か
、
と
い
う 

こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
の
だ
と
私
は
聞
き
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
ィ 

デ
才
ロ
ギ
ー
と
言
語
性
、
啓
不
と
そ
れ
に
対
す
る
応
答
と
し
て
の
言
語

と
い
っ
た
問
題
に
興
味
が
あ
り
ま
す
。

秋

月

田
*

^
生
は
西
田
の
場
所
的
論
理
を
と
り
あ
げ
、
絶
対
矛
盾 

的
自
己
同
一
に
も
ふ
れ
た
の
で
す
が
、
絶
対
矛
盾
自
己
同
一
と
い
う
と 

皆
さ
ん
は
何
か
絶
対
に
矛
盾
す
る
も
の
を
ま
ず
考
え
て
、
そ
れ
を
結
び 

つ
け
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
で
は
困
る
の
で
す
ね
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
イ
マ
ヌ
エ
ル
と
い
う
と
、

「

我
と
と
も
に

」

で 

な

く「

我
ら
と
と
も
に

」

な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
大
変
重
要
な
こ
と
で 

す
。
こ

の「

我
ら
と」

と
い
う
の
は
、
ど
こ
か
ら
出
て
き
て
、
ど
う
い 

う
背
景
で
い
わ
れ
て
い
る
の
で
す
か
。

八

木

誠
旧
約
以
来
、
神
と
民
の
関
係
で
す
か
ら
、
ど
う
し
て
も
、

「

我
々
と
と
も
に

」

な
の
で
す
ね
。

 

一

発

表

者
仏
教
は
不
一
丕
一
等
と
よ
く
一
と
ニ
の
関
係
で
議
論
し
ま

25 

す
が
、
三
位
一
体
の
三
は
社
会
性
を
含
む
と
思
う
。

つ
ま
り
三
個
関
係

一
 

は
三
で
尽
さ
れ
ず
四
個
以
上
も
説
明
で
き
る
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
キ 

リ
ス
ト
教
の
社
会
性
が
認
め
ら
れ
る
と
思
う
。

秋
月
仏
教
で
サ
ン
ガ
は
四
人
以
上
で
成
立
す
る
と
い
う
、.

そ
れ
は 

ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。

S

教
団
に
新
し
い
人
が
入
る
場
合
、
な
る
べ
く
多
く
の
人
に
保 

証
さ
せ
た
う
え
で
サ
ン
ガ
の
安
定
性
を
求
め
て
い
く
、
と
い
う
よ
う
な 

こ

と

か

ら来
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
今
、
は
っ
き
り
は 

し
な
い
の
で
す
が
。

常

盤

田
*

^
生
は
、r

大
死
一
番
、
絶
後
蘇
息

」

に
関
し
ま
し
て
、

「<

絶
対
無
の
場
所

>

に
お
い
て
回
復
さ
れ
る
も
の
が
、
感
性
的
な
自



• 仏典aist会

• 坐 褲 会

• 邐 釋 会

• 念 仏 会

•写《 会

•仏撇k 則会

•全鬌とn 法■ 
蘆硒X の至

•齣場硒究会
• 仏騷M 9 實会

• 古代ftd iX会

3 日(水）• 17日(水) 午*  5畤罕 
指 導 エ 雇 smt
I3m i).24| !(水）ケ後i時 
抱 c  m
6U (土）20flrt) A f t2 l§ ^  
DOGEN S ANGHAd^Siによる)

丄 導 _ 扣人M.

内 

:

午
S

竹 

(0

.

出
 <Ĥ
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然
的
世
界
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
、
そ
の

®6

は
自
然
宗
教
と
し
て
の
道 

教
の <

無
為
自̂>

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
東

S
t
S

無
の
埸
所
に
す
ぎ 

ず
、
東
洋
を
越
え
る
真
実
の
意
味
の

<

普
遍>

と
し
て
の
絶
対
無
と
は 

い
え
な
い
の
で
は
な
い
か

」

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
も
確
か
に
そ 

う
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
西
田
先
生
も
、

|萬
«
崖
頭
撒
手
時
、
勘 

頭
出
火
焼{
f
、
身
成
灰
燼
再
蘇
生
、
阡
陌
依
然
禾
穂
秀

」

と
い
う
偽 

を
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
そ
れ
は
、

「

白
陰
和
尚
全
集

」

に
よ 

る
と
、
若
干
字
句
が
異
な
る
の
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
偈
を
ど
う
理
解 

す
る
か
問
題
で
す
。
い
わ
ゆ
る
自
然
宗
教
の
無
為
自
然
と
は
異
な
る
、 

覚
の
宗
教
と
い
う
仏
教
の
、
目
覚
め
の
表
現
、
根
源
的
な
目
觉
め
の
こ 

と
と
見
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
私
は
思
い
ま
す
。

川

村
§

矛
盾
的
自
己
同

一

原
理
と
す
れ
ば
、
ど
ん
な
矛
盾
も
消 

え
て
し
ま
う
と
い
わ
れ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
も
ち
ろ
ん
西
田
は
、
異 

な
る
も
の
を
結
び
つ
け
た
の
で
は
な
く
、
直
接
体
験
と
し
て
の

1

か 

ら
出
発
し
て
、
そ
こ
に
露
わ
に
な
っ
て
、
こ
と
が
ら
か
ら
世
界
を
说
明 

し

よ

う

と

し

た

と
き
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

1

と
い
わ
れ
た
の
で
は
な 

い
か
、
と
思
う
の
で
す
が
。

発
表
者
方
向
と
し
て
は
、
全
く
同
感
で
す
。
絶
対
矛
盾
自
己
同

一 

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
を
見
るよ
う

に

と

い

う

こ

と

は

非
常 

に
大
切
だ
と
思
う
。
た
だ
虚
心
に
読
む
と
、
か
な
り
無
理
し
て
そ
れ
を 

ブ
リ
ン
シ
ブ
ル
に
し
て
い
る
崮
所
が
確
か
に

あ

る

と思
う
の
で
す
。
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