
講演
I

西
谷
宗
教
哲
学
概
観

石田慶和

は
じ
め
に

プ

ロ

グ

ラ

ム

に

は「

西
谷
哲
学
の
体
系」

と

い

う

テ

一

マ

が

あ
げ
ら 

れ
て
い
ま
す

が
、
私
の
報
告
は
、「

西
谷
宗
教
哲
学
概
観」

と

い

う

こ 

と

で

い

た

し

た

い

と

お

も

い

ま

す

。

と

い

い

ま
す
の
は
、
西
谷
哲
学
の 

体
系
と
い
う
こ

と

に

な

り

ま

す

と
、
西
谷
啓
治
先
生
の
思
想
に
お
け
る 

存
在
論
.

認
識
論
.

実
践
哲
学
.

宗
教
哲
学
.
芸
術
哲
学
等
の
全
体
的 

な

展
望
と
い
う
も

の

を

立
て
て
論

じ

な

け

れ

ば

な

り

ま

せ

ん

が
、
現
在 

の
私
は
先
生
の
思
想
に
つ
い
て
、

な

お

そ

こ

ま

で

の

十
分
な
理
解
を
確 

立

し

て

い

る

わ

け

で

は

あ

り

ま

せ

ん

の

で

、

と

り

あ

え

ず

、

先
生
の
思 

想
の
核
心
と
も

言
う
ベ
き

宗
教
哲
学
に
つ
い
て

紹
介
を
し

、

そ
れ
を
と 

お

し
て

大
き
な
広
が
り
と
深
さ
を
も

っ

た

西
谷
哲
学
へ
の
接
近
の
た
め 

の
一
つ

の

視

点

を

定

め

た

い

と

思

い

ま

す

。

一
ヽ『

根
源
的
主
体
性
の
哲
学』

(

一
九
四
o

)

「

近
代
意
識
と
宗
教」

⑴
文
化
人
と
宗
教
.
宗
教
と
原
自
然
性 

⑵
近
代
の
人
間
中
心
主
義 

⑶
宗
教
的
人
格
性 

一一、「

宗
教
哲
学—

序
論」

(

一
九
四一

)

⑴
信
仰

•

認
識
•
体
験 

(2

宗
教
と
哲
学 

⑶
悪
の
問
題

三
、「

宗
教
と
哲
学
丨
哲
学
お
よ
び
宗
教
と
科
学
の
立
場」

U

九
四
九)

 

⑴
宗
教
と
哲
学
と
科
学

⑵
宗
教
と
科
学
の
相
克 

⑶
科
学
的
客
観
性
の
意
味

四
、「

悪
の
問
題」

(

一
九
五
ニ)

⑴
悪
の
本
質

⑵
悪
の
原
理 

⑶
自
愛
の
構
造 

⑷
自
愛
の
克
服



五
、『

宗
教
と
は
何
か』

(
一

九
六
一)

け
宗
教
と
は
何
か

⑵
宗
教
に
お
け
る
人
格
性
と
非
人
格
性 

⑶
虚
無
と
空

六
、『

禅
と
立
場』

(

一
九
八
六)

⑴
禅
の
立
場

⑵
禅
を
め
ぐ
る
諸
問
題

一
、『

根
源
的
主
体
性
の
哲
学

』
!

「

近
代
意
識
と
宗
教

」

宗
教
の
哲
学
的
理
解
を
主
題
と
す
る
西
谷
先
生
の
最
初
の
著
作
は
、
 

昭
和
十
六
年(

一
九
四
一)

、

岩
波
講
座『
倫
理
学』

第
十
五
冊
に
発
表 

さ
れ
た
学
位
論
文「

宗
教
哲
学—

序
論」

で
ぁ
り
ま
す
。
そ
の
論
文
に 

お
い
て
、
先
生
は
宗
教
に
つ
い
て
の
基
本
的
理
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
る 

と

と

も

に

、

そ
の
後
の
宗
教
を
め
ぐ
る
思
索
の
基
礎
と
な
る
立
場
を
示 

さ
れ
て
い
ま
す
。
し

か

し

そ
れ
に
先
立
っ
て
、
先
生
は
最
初
の
論
文
集 

で
ぁ
る『

根
源
的
主
体
性
の
哲
学』

を
刊
行
さ
れ
、
そ
の
第
一
部「
宗 

教

と

文
化」

の
中
の
と
く
に「

近
代
意
識
と
宗
教」

と

い

ぅ

テ

ー

マ
で 

ま

と

め

ら

れ

た

い

く
つ
か
の
短
い
文
章
に
お
い
て
、
近
代
の
人
間
の
宗 

教
と

の

関
わ
り
に
つ
い
て
鋭
い
指
摘
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
文 

章
は
、
こ
の

著
書
が
刊
行
さ
れ
た

時
よ
り
か
な
り
以
前(

昭
和
三
年
と 

十
年)

に
書
か
れ
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
後
の
思
索
の
展
開
に
深
く
結 

び
つ
く
も
の
を
も
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
は
じ
め
に
取
り
上
げ
た 

い
と

思
い
ま
す
。

⑴

「

文
化
人
と
宗
教」

.「

宗
教
と
原
自
然
性」

「

近
代
意
識
と
宗
教」

は
五
つ
の
文
章
か
ら
成
立
し
て
い
ま
す
。

そ 

の
中
の
⑴

「

文
化
人
と
宗
教」

•「

宗
教
と
原
自
然
性」

(

い
ず
れ
も
昭
和 

三
年
執
筆)

と
い
う
二
つ
の
文
章
で
、
先
生
は
近
代
人
の
宗
教
意
識
を 

分
析
し
て
こ
の
よ
う
に
言

わ

れ

ま

す

。

近
代
人
、
す
な
わ
ち「

学
問
を
神
学
へ
の
、

一
般
に
文
化
を
宗
教
へ 

の
隸
属
か
ら
解
放
し
た」

近
世
の
文
化
人
が「

文
化
を
享
受
し
生
活
し 

乍
ら
同
時
に
新
た
な
信
仰
を
求
め
る
時」

、
彼
に
は「

生
き
た
信
仰
で 

も
な
く
無
信
仰
で
も
な
い
、
い
は
ば
信
仰
に
し
て
信
仰
で
な
い
も
の」

に
陥
る
と
い
う
運
命
が
待
ち
受
け
て
い
る
。
そ
れ
は
い
か
な
る
理
由
に 

よ
っ
て
で
あ
る
か
。
近
代
人
が
、
自
己
の
有
限
性
•
罪
悪
性
の
意
識
等

一
 

の
純
粋
な
宗
教
的
動
機
か
ら
信
仰
に
到
達
し
た
と
し
て
、
彼
の

そ

の

後
-6 

の
生
活
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
。
も
と
よ
り
世
俗
的
名
利
は
そ
の
目
的 

と
は
な
.

り
得
な
い
。
と
い
っ
て
文
化
を
肯
定
す
る
以
上
、
非
社
会
的
な 

隠
遁
生
活
を
す
る
の
は
彼
に
は
不
満
足
で
あ
り
、
ま
た
非
歴
史
的
な
文 

化
否
定
も
採
り
得
な
い
。
残
さ
れ
た
道
は「

文
化
価
値
の
実
現」

の
み 

で
あ
る
。
か
く
し
て
彼
は
、
そ
れ
が
彼
の
信
仰
に
内
容
を
与
え
具
体
的 

に
す
る
と
信
じ
て
、
様
々
な
領
域
で
努
力
し
そ
こ
で
の
専
門
家
と
な
る
。
 

し
か
し「

信
仰
そ
の
も
の
は
意
識
の
背
後
に
没
し
て
、
影
の
薄
い
空
疎 

な
幻
像」

と
な
っ
て
し
ま
う
。
か
く
し
て
外
的
生
活
へ
の
関
心
や
、
名 

利
の
念
す
ら
が
回
復
し
、
そ
の「

生
の
肯
定」

は
最
下
層
に
ま
で
波
及 

し
、
そ
れ
と
同
時
に「

信
仰
は
次
第
に
彼
の
奥
に
退
い
て
行
く」

。
そ 

し
て
つ
い
に
は「
吾
信
ず
、
吾
が
信
な
き
を
捨
て
お
か
れ
ん
こ
と
を」



と
要
求
す
る
よ
う
な「

敬
遠
的
信
仰」

に
至
る
。
な
に
ゆ
え
に
こ
の
よ 

う
な
信
仰
の
冷
却
に
至
る
の
か
。
そ
れ
は「

人
性
そ
の
も
の
に
根
差
す 

惰
性」
、
す
な
わ
ち「

ひ
と
た
び
達
せ
ら
れ
た
安
定
に
休
息
せ
ん
と
す 

る
人
性
の
傾
向」

に
由
来
す
る
。
か
く
し
て
彼
は
文
化
生
活
.
専
門
生 

活
へ
関
心
を
転
ず
る
。
し
か
し
専
門
家
と
し
て
の
生
活
は
そ
の
内
面
的 

生
を
麻
痺
さ
せ
、
そ
の
中
心
に
は
自
愛
の
欲
動
が
座
を
し
め
る
。
も
し 

彼

が「

最
後
の
誠
実
を
残
し
て
自
己
の
顏
落
に
気
づ
く
な
ら
ば」

、
そ 

の
魂
は「

す
べ
て
の
も
の
に
興
味
を
失
っ
た
全
く
の
倦
怠」

に
陥
る
で 

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、「

文
化
価
値
実
現」

を
め
ざ
す
近
代
文
化
人 

の
宗
教
は
、
敬
遠
的
信
仰
に
導
き
、
虚
無
に
導
く
。
し
か
も
そ
の
な
か 

に
は

r

宗
教
的
生
と
文
化
的
生
と
の
デ
ィ
レ
ン
マ」

、r

文
化
的
生
と
自 

然
的
生
と
の
矛
盾」

が
あ
る
。
す
な
わ
ち「
深
い
文
化
人
的
分
裂
意
識 

及
び
そ
れ
よ
り
生
ず
る
救
済
の
要
求」

と

「

強
い
自
然
人
的
原
始
性」 

と

の

葛
藤
が
あ
る
。
そ
の
最
大
の
例
が
ト
ル
ス
ト
イ
に
見
ら
れ
る
の
で 

あ

る

。

⑵

「

近
代
の
人
間
中
心
主
義」

こ
の
よ
う
に
近
代
人
の
宗
教
意
識
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
た
の
ち
、
 

次

に「

近
代
の
人
間
中
心
主
義」

(

以
下
昭
和
十
念
執
筆)

と

い

う

テ
ー 

マ
で
、
そ
の
問
題
点
が
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
ま
す
。

こ

う

し

た「

敬
遠
的
信
仰」

の
根
源
に
あ
る
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は 

「

近
代
意
識
の
最
も
根
本
的
な
又
最
も一

般
的
な
特
徴」

と
し
て
の 

「

人
間
中
心
主
義
、
更
に
は
自
我
中
心
主
義」

で
あ
る
。「

人
間
は
自
己 

目
的
で
あ
る
、
人
間
は
人
間
自
身
の
た
め
に
あ
る」

と
い
う
の
が
近
代

人
の
根
本
的
信
念
で
あ
る
。
こ
の
人
間
中
心
主
義
は
、
す
べ
て
を
自
我 

を
中
心
と
し
て
見
る
自
我
中
心
主
義
を
根
に
も
ち
、
絶
え
ず
こ

れ

へ
帰 

着
す
る
必
然
性
を
含
む
。
さ
ら
に
は
そ
の
こ
と
は
、
自
我
が
自
我
か
ら 

の
み
見
ら
れ
る
と

い

う

こ

と

を

意
味
す
る
。

こ
の
よ
う
な
近
代
意
識
は
、
 

ま
た「

自
然
の
機
械
観
と
倫
理
上
の
幸
福
主
義」

と
に
離
れ
が
た
く
結 

び
つ
い
て
い
る
。
し
か
し
機
械
観
に
お
い
て
は
自
然
は
使
役
さ
れ
る

も 

の
と
し
て

自
我
の
中
心
か
ら
の
み
見
ら
れ
る
ゆ
え
に
、
生
き
た
自
然
と 

の

親
和
は
失
わ
れ
、
ま
た
幸
福
主
義
に
あ
っ
て
は
、
幸
福
を
追
求
す
る 

自
我
の
自
由
の
た
め
に
、
人
間
関
係
の
親
和
•

共
同
も
失
わ
れ
る
。
こ 

れ
が「

近
代
の
個
人
と
社
会
の
病
弊
一
切
の
宿
根」

で
あ
る
。
こ
う
し 

た
近
代
人
の
自
我
の
根
柢
に
は
本
質
的
虚
無
が
あ
る
。
人
間
中
心
•
自 

我
中
心
の
立
場
は
、

一
切
が
人
間
の
た
め
に
と
考
え
一
切
を
自
己
に
従 

属
せ
し
め
た
た
め
に
、
人
間
自
身
が
何
の
た
め
に
か
の
問
い
に
答
え
る 

道
を
失
い
、
ま
た
自
ら
の
生
の
根
本
的
意
義
を
見
失
っ
た
の
で
あ
る
。
 

近
代
人
は
自
己
の
人
間
を
解
放
し
た
が
、
そ
の
こ
と
に
.

よ
っ
て

1

層
深 

い
繫
縛
に
陥
っ
た
。
こ
の
繫
縛
か
ら
解
放
さ
れ
る
道
は
、
人
間
中
心
主 

義
を
捨
て
切
る
、
即
ち「

人
間
自
身
を
通
し
て
の
人
間
性
の
否
定
、
自 

我
自
身
を
通
し
て
の
自
我
の
否
定」

以
外
に
は
な
い
。
こ
う
し
た
絶
対 

的
否
定
こ
そ
宗
教
的
生
の
本
質
を
な
す
の
で
あ
る
。

⑶

「

ま
»

的
人
砠
|4」

か
く
し
て「

宗
教
的
人
格
性」

に
お
い
て
は
、
人
間
性
の
絶
対
的
否 

定
が
問
題
に
な
り
ま
す
。

自
我
の
絶
対
的
否
定
と
は「

自
我
自
身
を
繫
縛
と
す
る
自
我
が
断
ち



切
ら
れ
る
こ
と」

で

あ

り

、「

生
が
人
間
中
心
か
ら
神
中
心
へ
回
転
す 

る
こ
と」

で
あ
る
。
そ
れ
は「

人
の
い
の
ち
が
神
へ
流
れ
、
神
の
い
の 

ち
が
人
へ
な
が
れ
る
こ
と」

で
あ
る
。「

自
己
否
定
と
神
の
啓
示
と
は 

同
一
行
の
両
面
で
あ
り
、
両
面
に
於
い
て
同I

行」

で
あ
る
。
こ
こ
で 

は
神
を
知
っ
て
信
ず
る
の
で
は
な
く
、
自
己
否
定
の
行
に
お
い
て「

神 

の
知
と
信
と
が
同
時
に
現
成」

す
る
。
そ
れ
が
死
し
て
生
き
る
宗
教
的 

生
で
あ
る
。
こ

の

よ

ぅ

な

宗
教
の
世
界
に
お
い
て
は
、
神
的
存
在
の
有 

無
、
人
格
非
人
格
等
の
概
念
弁
別
は
第
一
一
義
に
属
す
る
。
か
か
る
絶
対 

的
否
定
は
、
死
よ
り
生
へ
の
転
回
で
あ
り
、「

直
ち
に
絶
対
的
肯
定」 

で
あ
る
。

そ

こ

に「

絶
対
的
否
定
即
肯
定
の
働
き」

が
あ

り

、

自
我
は 

「

生
を
放
下
し
、
把
捉
を
放
下
し
、
自
我
自
身
を
：

る

こ
と
に
よ
っ 

て
、
死
か
ら
生
き
る」

。
こ
の「

絶
対
的
否
定
即
絶
対
的
肯
定
の
全
行 

に
於
い
て
身
心
が
身
心
を
、
自
然
界
と
意
識
界
を
、
脱
ぎ
捨
て
て
、
全 

身
全
心
と
し

て

露
身
露
心
す
る」

。
こ

ぅ

し

た

絶
対
否
定
即
肯
定
を
現 

成
す
る
真
実
の
宗
教
の
み
が
、
近
代
の
個
人
や
社
会
の
病
根
た
る
人
間 

中
心
主
義
を
克
服
し
得
る
の
で
あ
る
。

以
上
が「

近
代
意
識
と
宗
教」

の
要
旨
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
に
は 

後
に
展
開
す
る
西
谷
宗
教
哲
学
の
基
本
的
な
問
題
、
す
な
わ
ち
信
仰
と 

知
性
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の

克
服
、
自
我
の
否
定
、
宗
教
に
お
け
る
人
格
性 

と
非
人
格
性
、
宗
教
的
生
の
向
上(

仏
向
上)

と
い
っ
た
問
題
の
ほ
と 

ん
ど
す
べ
て
が
提
起
さ
れ
て
い
ま
す
。
西
田
幾
多
郎
や
波
多
野
精一

と 

い
っ
た
優
れ
た
先
輩
た
ち
の
宗
教
理
解
と
、
西
谷
先
生
の
そ
れ
と
の
決 

定
的
な
相
違
は
、
何
よ
り
も
現
代
と
い
う
時
代
の
精
神
的
状
況
と
そ
の

問
題
性
に
つ
い
て
の
深
い
洞
察
に
あ
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
と
く
に
近 

代
人
の
意
識
に
お
け
る
ニ
ヒ

リ

ズ

ム

の

^

^̂

そ
れ
は
同
時
に
ラ
デ
ィ 

ヵ
ル
な
宗
教
否
定
に
つ
な
が
り
ま
す
が—

と
そ
の
克
服
の
問
題
が
西 

谷
先
生
の
宗
教
論
の
核
心
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
上
に 

見
た
よ
う
に
、
宗
教
に
つ
い
て
の
考
察
の
当
初
か
ら
先
生
の
関
心
の
中 

心
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
す
で
に
波
多
野
精一

先
生
の『

時 

と
永
遠』

に
お
い
て
明
確
な
理
繁
示
さ
れ
た
晨
的
生
.

文
®

生
.

宗
教
的
生
と
い
う
人
間
の
生
の
三
つ
の
在
り
方
が
、
現
実
の
我
々
の
生 

そ
の
も
の
に
あ
っ
て
大
き
な
矛
盾
に
直
面
し
、
現
代
の
精
神
的
危
機
を 

形
成
し
て
い
る
と
い
う

指
摘
は
、
宗
教
の
問
題
を
あ

く

ま

で

現
代
と
い 

う
時
代
の
問
題
と
し
て
考
え
抜
こ
う
と
し
た
西
谷
宗
教
哲
学
の
問
題
意

一
 

識
の
特

色

を

、

あ

ま

す

と

こ

ろ

な

く

示
す
も

の

と

言
え
ま
し
ょ
う
。
そ

8

 

れ
は
と
も
か
く
、
次
に「

宗
教
哲
学
I

序
論」

に
お
け
る
西
谷
先
生
の 

{

示
教
理
解
を
み
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

ニ
、「

宗
教
哲
学—

序
論」

「

宗
教
哲
学
1

序
論」

の
テ
ー
マ
は
、
⑴

「

信
仰
•

認
識

•

体
験」

、

⑵

「

宗
教
と
哲
学」

、
⑶

「

悪
の
問
題」

の
三
つ
に
分
か
た
れ
ま
す
。
 

こ
れ
ら
の
三
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
宗
教
の
本
質
を
哲
学
的
に
解
明
し
よ
う 

と
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
ず
そ
の
初
め
に
、
宗
教
の
定
義
が
試
み 

ら
れ
ま
す
。

宗
教
は 

一

に

い

っ

て
、
通
常
の
意
味
で
の
吾
々
の
有
り
方
、
つ 

ま
り
広
い
意
味
で
の
自
然
的
な
有
り
方
、
に
対
し
て「

絶
対
に
他
な
る



も
の」

、
彼
岸
的
な
る
も
の
、
そ
の
意
味
で「

超
自
然
的」

と
も
い
ひ 

得
べ
き
も
の
が
、(

そ
れ
が
人
格
的
と

考
へ
ら
れ
や
う
と

非
人
格
的
と

考
へ
ら 

れ
や
う
と)

、

何
等
か
の
仕
方
で
吾
々
に
顕
は
に
な
る
こ
と
、
然
も
そ
れ 

へ
の
関
係
が
吾
々
に
と
つ
て
吾
々
の
存
在
そ
の
も
の
の
最
後
の
拠
り
所 

と
な
る
と
い
ふ
仕
方
で
顕
は
に
な
る
と
い
ふ
こ
と
に
成
り
立
つ
。

宗
教
を
こ
の
よ
う
に
定
義
し
た
の
ち
、
こ

の

•

に
他
な
る
も
の」 

へ
の
関
係
の
仕
方
に
三
つ
の
態
度
が
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち 

「

信
仰」

•「

認
識」

•「

体
験」
の
三
者
で
あ
り
ま
す
。

⑴

「

信
仰

•

認
識

•

体験
」

1
「

信
仰

」

「

信
仰」

の
態
度
と
は「

彼
岸
か
ら
の
救
済
意
志
、
彼
方
か
ら
差
し 

の
べ
ら
れ
た
恩
寵
の
手
を
信
じ
、
こ
の
信
仰
そ
の
も
の
に
よ
つ
て
そ
の 

手
か
ら
拯
ひ
上
げ
ら
れ
、
救
済
•
摂
取
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
の
確
信
を 

得
る
態
度」

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
態
度
の
特
色
は
、「
絶
対
に
他
な
る 

も
の」

が
人
格
的
な
る
も
の
と
し
て
現
わ
れ
、
そ
の
人
格
的
関
係
は
異 

質
的
な
非
連
続
性
に
基
づ
く
絶
対
的
な
従
属
あ
る
い
は
依
存
の
関
係
で 

あ
り
、
ま
た
そ
の
関
係
の
封
鎖
性
の
ゆ
え
に
排
他
的
で
あ
り
ィ
ン
ト
レ 

ラ
ン
ト
な
態
度
と
な
り
、
自
ら
の
属
す
る
特
殊
宗
教
の
絶
対
性
を
強
調 

し
、
さ
ら
に
そ
の
人
格
的
関
係
の
封
鎖
性
と
排
他
性
の
ゆ
え
に
歴
史
的 

伝
統
と
な
る
本
質
的
傾
向
を
含
む
、
と
い
う
四
点
に
あ
り
ま
す
。

ニ 

r

認

識」

こ
れ
に
対
し
て
、「

認
識」

の
態
度
と
は「

信
仰
か
ら
始
め
な
が
ら 

然
も
信
仰
の
内
容
を
何
等
か
普
通
的
な
真
理
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す

る
態
度」

で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
点
で「

信
仰」

の

態
度
と
対
跪
的
で 

あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
そ
こ
で
は
、
①

「

絶
対
に
他
な
る
も
の」

は
認 

識
す
る
主
体
に
と
っ
て
客
体
で
あ
っ
て
、
人
格
的
な
も

の

を

も
非
人
格 

的
な
意
味
内
容
に
還
元
す
る
傾
向
を
含
み
、
②
従
っ
て
そ
こ
に
は
非
人 

格
的
な
同
質
性
と
し
て
の
連
続
が
成
立
し
、
③
ま
た
そ
の
態
度
は
信
仰 

内
容
か
ら
普
遍
的
な
も

の

を

抽
出
す
る
抽
象
的
な
普
遍
性
の

立
場
で
あ 

り
、
本
質
的
に
通
約
的
で
あ
り
ト
レ
ラ
ン
ト
で
あ
り
、
④
そ
し
て
そ
れ 

故
に
そ
こ
で
捉
え
ら
れ
る
宗
教
的
内
容
は
非
歴
史
的
と
な
ら
ざ
る
を
え 

な
い
と
さ
れ
ま
す
。

こ
う
し
た「

認
識」

の
態
度
は
、
そ

も

そ

も「

信
仰」

の
態
度
そ
の 

も
の
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
信
仰
に
一 

お
い
て
、
神
は
汝
と
し
て
最
初
に
主
体
で
あ
り
ま
す
が
、
人
間
も
神
に
9

 

対
し
て
人
格
的
関
係
に
立
つ
も
の
と
し
て
主
体
で
あ
ろ
う
と
し
ま
す
。

一
 

そ
こ
に
人
間
が
最
初
に
主
体
で
あ
ろ
う
と
す
る
立
場
が
含
ま
れ
、
神
が 

最
初
に
主
体
で
あ
る
こ
と
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
信
仰
の
立 

場
は
こ
の
矛
盾
を
中
心
に
展
開
す
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
神
か
ら
の
背 

反
、
堕
罪
と
い
う
こ
と
が
生
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。
神
か
ら
の
背
反
は 

同
時
に
人
間
が
自
ら
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、
知
る
も
の
と
し
て
主
体
と 

な

る

こ

と

で
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
人
間
の
知
性
の
根
柢
に
は
深
い 

罪

が

あ

る

と

言

え

ま

し

ょ

う
。

「
信
仰」

の
態
度
は
こ
の
罪
性
の
意
識
を
含
ん
で
い
ま
す
。
し
か
し 

人
間
の
主
体
性
の
成
立
を
通
し
て
発
展
し
て
く
る
も
う
一
つ
の
態
度
で 

あ
る「

認
識」
の
態
度
は
、
罪
性
の
意
識
を
含
ま
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
自



身
の
必
然
性
の
意
識
を
含
ん
で
い

ま
す
。

人
間
は
知
性
に
よ
っ
て
内
に 

明
る
み
を
得
、
同
時
に
自
ら
を
彼
岸
に
対
し
て
遮
断
し
、
普
遍
的
人
間 

性
の
地
平
を
開
き
ま
す
。
そ
こ
に
倫
理
や
学
が
成
立
す
る
の
で
あ

り
ま 

す
。
こ
う
し
た
理
性
の
自
覚
に
基
づ
い
て
、
人
間
は
実
践
的
に
形
成
す 

べ
き
歴
史
の
方
向
を
知
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
進
歩
の
観
念
が
本
質 

的
で
あ
り
ま
す
。

か
く
し
て
歴
史
に
お

け

る

進
歩
の
観
念
を
本
質
と
す
る「

認
識」

の 

態
度
と
、
歴
史
に
お

け

る

進
歩
の
観
念
の
な
い「

信
仰」

の
f

と
の 

対
立
が
必
然
的
に
生
ま
れ
ま
す
。
近
代
の
精
神
状
況
は
、
前
者
に
つ
な 

が
る
自
覚
的
に
人
間
中
心
的
な
人
間
学
の
立
場
と
、
後
者
に
つ
な
が
る 

I

的
に
神
中
心
的
な
神
学
の
立
場
と
の
対
立
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
媒 

介
す
る
立
場
と
し
て
の
哲
学
の
立
場
が
三
竦
み
の
i

に
あ
り
、
さ
ら 

に
そ
れ
ぞ
れ
が
自
己
矛
盾
に
陥
っ
て
い
る
、
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
そ
う 

し

た

状
況
を
打
開
す
る
道
は
ど

こ

に

あ

る

の

か
。
そ
こ
で
、「

神
中
心 

即
人
間
中
心
、
人
間
中
心
即
神
中
心
と
も
い
ふ
べ
き
宗
教
の
立
場
、
そ 

し

て

1

切
を
自

ら

に

媒
介
す
る

こ

と

に

よ

つ
て1

切
の
間
を
媒
介
す
る 

と

こ

ろ

の

理
性
を
そ
の
霞
子
に
対
し
て
、
之
を
上
か
ら
包
む
こ
と
に
よ 

つ
て
同
時
に
限
界
を
指
示
す
る
如
き
宗
教
の
立
場」

が
求
め
ら
れ
ま
す
。 

そ
れ
が
次
に
神
秘
主
義
者
達
に
代
表
さ
れ
る「

体
験」

の
態
度
と
し
て 

問
題
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

三

「

体

験

」

「

体
験」

と
い
う
も
の
は
、

一
般
的
に
主
観
的
•

内
在
的
、
な
い
し 

は
自
己
中
心
的
•

人
間
中
心
的
で
あ
る
と
誤
解
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
そ

れ
は
体
験
に
お
い
て
体
験
す
る「

自
己」

を
考
え
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。 

体
験
が
体
験
で
あ
る
の
は
、
む
し
ろ
そ
れ
が「

自
己」

を
破
る
よ
う
な 

仕
方
で
起
こ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。「

信
仰」

や

「

認
識」

の
態
度
は
、
 

あ
く
ま
で
こ
の
よ
う
な「

自
己」

の
立
場
に
即
し
て
成
立
し
い
ず
れ
も 

「

自
己」

と
そ
の
対
象(

神
あ
る
い
は

真
理)

と
の
間
の
係
わ
り
に
立
脚 

す
る
態
度
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
体
験
の
態
度
は
、
そ
う
い
う 

r
〈

自
己〉

と
そ
の
対
象
と
の
係
り
そ
の
も
の
を
撥
転
せ
し
め
る」

。
す 

な
わ
ち
そ
れ
は「

〈

自
己〉

の
底
か
ら〈

自
己〉

の
殼
を
脱
し
、
自
己 

を
脚
下
に
於
て
絶
対
に
他
な
る
も
の
へ
超
入
す
る
態
度」

で
あ
り
ま
す
。
 

こ
う
し
た「

体
験」

の
態
度
の
特
色
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
。

「

体
験」

の
態
度
は「

信
仰」

の
f

の
よ
う
に
全
く
人
格
的
な
立
一 

場
に
と

ど

ま

る

も
の
で
も
な
く
、
ま
た「

認
識」

の
®

の
よ
う
に
非

10 

人
格
的
な
概
念
を
抽
象
す
る
立
場
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は「

あ
く
一 

ま
で
人
格
に
即
し
て
こ
れ
を
超
え
る」

立
場
で
あ
り
、
そ
こ
で
は「

人 

格
を
背
後
か
ら
生
か
し
て
ゐ
る
如
き
非
人
格
的
な
も
の
、
人
格
を
自
ら 

の
現
象
と
す
る
如
き
非
人
格
的
な
る
も
の」

に
触
れ
ら
れ
る
の
で
あ
り 

ま
す
。
そ
の
意
味
で「

体
験」

の
態
度
は
、

人
格
的
な
人
格
性
、
 

あ
る
い
は
人
格
的
な
非
人
格
性
に
立
脚
し
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
、「

信 

仰」

の
立
場
が「

自
ら
の
宗
教
の
特
殊
性
絶
対
性
を
主
張
す
る
f

を 

も
ち」
、「

認
識」

の
立
場
が「

あ
ら
ゆ
る
特
殊
宗
教
に
共
通
な
抽
象
的 

普
遍
を
理
性
的
内
容
と
し
て
掲
げ
る」

の
に
対
し
て
、
そ
れ
は
、
② 

「

特
殊
的
な
も
の
の
う
ち
に
、
特
殊
的
限
定
に
包
み
切
れ
ぬ
普
遍
的
な 

る
も
の
を
捉
へ
る」

、
逆
に
い
う
と「

普
遍
的
な
る
も
の
を
単
に
抽
象



的
普
遍
と
し
て
で
は
な
し
に
、
特
殊
的
限
定
の
う
ち
に
生
き
て
ゐ
る
普 

遍
と
し
て
捉
へ
る」

立
場
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
こ
に
⑶
キ
リ
ス
卜 

教
神
秘
主
義
の
よ
う
に「

普
遍
的
な
る
も
の
を

特
殊
の
普
遍
と
し
て
の 

み
見
る」
ィ
ン
ト
レ
ラ
ン
ト
な
態
度
と
、
(b

)
学
的
認
識
の
立
場
か
ら
神 

秘
主
義
の
体
験
の「

普
遍
性
を
普
遍
性
と
し
て
取
り
出
す」

ト
レ
ラ
ン 

卜
な
態
度
、
さ
ら
に2

仏
教
の
禅
宗
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
体
験
そ
の 

も
の
の
立
場
に
お
い
て
普
遍
性
に
立
脚
し「

特
殊
性
を
撥
無
し
て
普
遍 

性
に
立
脚
す
る
唯
一
の
宗
教
と
し
て
自
ら
の
特
殊
性
と
絶
対
性
と
を
主 

張
す
る」

態
度——

そ
れ
は

r

一
 

切
に
対
し
て
ト
レ
ラ
ン
ト
で
あ
り
得 

る
唯

1

の
立
場
と
し
て
自
ら
を
守
る
こ
と
に
於
て
ィ
ン
ト
レ
ラ
ン
ト」 

で
あ
る
態
度
で
あ
り
ま
す
が——
の
三
つ
の
態
度
が
現
わ
れ
ま
す
。
さ 

ら
に

こ

う

し

た「

体
験」

の
立
_

は
、「
信
仰」

の
立
場
が
本
質
的
に 

歴
史
的
で
あ
り
、「

認
識」

の
立
場
が
本
質
的
に
非
歴
史
的
で
あ
る
の 

に
対
し
て
、
$

質
的
に
超
歴
史
的
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
そ
の
超
歴 

史
性
は
、
単
に
歴
史
を
超
え
た
永
遠
の
今
で
は
な
く 

r
永
遠
の
今
即
歴 

史
的
今
、
歴
史
的
今
即
永
遠
の
今」

で
あ
り
、
歴
史
的
時
間
の
形
成
が 

深
く
一 

つ
に
結
び
つ
い
て
い
る
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
特
色
を
も

つ

「

体
験」

の

立
場
が
、
先
に
指
摘
さ
れ
た 

「

信
仰」

と

「

認
識」

の
立
場
の
分
裂
を
統
一
す
る
も

の

と

考
え
ら
れ 

る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し「

体
験」

の
立
場
が
い
か
に
し
てr

,
i

 

の
立
場
、「

信
仰」

の
立
場
の
そ
れ
ぞ
れ
を
超
え
て
包
み
得
る
の
か
、
 

そ
れ
が
次
に「

宗
教
と
哲
学」

、「

悪
の
問
題」

と
い
う
二

つ

の

テ

ー

マ
 

の
も

と

で

論

じ

ら

れ

ま

す

。

£
3
「

宗
教
と
哲
学」

「

体
験」

の
立
場
が
い
か
に
し
て「

認
識」

の
立
場
を
超
え
て
包
み 

得
る
か
と
い
う
問
題
は
、「

科
学
と
倫
理
と
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
人 

間
生
活
の
理
論
的
側
面
と
実
践
的
側
面
と
の
最
高
の
統
一
で
あ
る
哲
学 

と
、
宗
教
的
な
体
験
と
の
関
係
と
い
ふ
問
題
に
集
約」

さ
れ
ま
す
。
そ 

れ
は
、
哲
学
が
従
来
い
か
に
宗
教
に
か
か
わ
っ
て
き
た
か
と
い
う
問
題
、
 

ま
た
哲
学
の
宗
教
に
対
す
る
役
*1

と
限
界
と
い
う
宗
^

^0

学
そ
の
も
の 

の
本
質
の
問
題
の
検
討
を
と
お
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
ま
す
。

哲
学
と
宗
教
と
の
か
か
わ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
宗
教
哲
学
の
発
生
と 

発
達
の
歴
史
に
は
三
つ
の
態
度
が
順
次
に
展
開
し
て
い
る
と
さ
れ
ま
す
。

第
一
は
特
定
の
宗
教
の
哲
学
的
な
自
己
省
察
の
態
度
で
あ
り
、
英
国
の
一 

理
神
論
に
そ
れ
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
で
は
な
お
哲
学
の
立
場
が
ま
だ
11 

十
分
に
自
覚
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
第
二
に
理
性
を
基
準
と
し
て
宗
教

一
 

的
内
容
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
態
度
が
成
立
し
ま
す
。
こ
の
段
階
で
宗 

教
哲
学
は
初
め
て
本
来
の
意
味
で
成
立
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
カ
ン
ト 

よ

り

へ

ー

ゲ
ル
に
至
る
宗
教
哲
学
が
そ
の
典
型
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で 

は
本
来
の
宗
教
に
か
わ
っ
て「

合
理
的
に
再
構
成
さ
れ
た
信
仰
内
容
の 

体
系」

が
宗
教
的
要
求
を
満
た
す
べ
き
も
の
と
し
て
提
出
さ
れ
ま
す
。
 

こ
れ
に
対
し
て
、
そ

う

し

た

哲
学
の
行
き
す
ぎ

を

是
正
し
て
、
第
三
に 

宗
教
の
固
有
の
根
源
を
み
と
め
そ
の
内
容
を
単
に
哲
学
的
に
反
省
す
る 

に

と

ど

ま

る

態
度
が
成
立
し
ま
す
。
そ
れ
は
新
力

ン
卜
派
な
ど
へー

ゲ 

ル
以
後
の
正
統
哲
学
一
般
に
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
宗
教
哲
学
は
、
第 

1

一
の
態
度
の
よ
う
に
自
ら
宗
教
の
位
置
を
僭
す
る
か
、
あ
る
い
は
第
三



の
態
度
の
よ

う
に

宗
教
の
単
な
る
形
式
的
反
省
に
と
ど
ま
る
か
、
そ
れ 

以
外
に
は
成
立
し
得
な
い
の
か
。
そ
の
問
題
が
現
在
の
宗
教
哲
学
の
根 

本
問
題
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
宗
教
哲
学
の
任
務
と
い
う
問
題
に
本
質 

的
に
結
び
つ
い
て
い
る
と

先
生
は
言
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

宗
教
哲
学
の
現
在
に
お
け
る
任
務
と
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
、
と 

く
に
現
代
に
お
い
て
顕
著
に
な
っ
た「

人
間」

と

「

世
界」

と

「

神」 

と
い
う
基
本
概
念
の
間
の
分
裂
、
す
な
わ
ち
従
来
の
宗
教
の
諸
観
念
と 

自
然
や
歴
史
の
新
し
い
世
界
観
と
の
間
に
生
じ
た
亀
裂
に
由
来
す
る 

「

世
界」

へ
の「

人
間」

の
関
係
と
、「
神」

へ
の「

人
間」

の
関
係
と 

の
間
の
分
裂
を
克
服
し
、
そ
れ
ら
の
関
連
を
新
た
に
建
設
す
る
こ
と
に 

よ
っ
て
精
神
的
破
綻
を
脱
す
る
道
を
開
く
こ

と

に

あ

る

と

さ
れ
ま
す
。
 

今
な
お
未
解
決
の
そ
の
課
題
を
果
た
す
の
が
、

一
方
で
自
然
や
歴
史
の 

科
学
に
、
他
方
で
宗
教
に
自
ら
を
媒
介
し
得
る
哲
学
、
と
く
に
宗
教
哲 

学
の
任
務
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
任
務
を
果
た
す
た
め
に
哲
学
は
い
か
な 

る
機
能
を
要
求
さ
れ
る
の
か
。

哲
学
の
本
質
的
な
機
能
は「

媒
介」

と

「

批
判」

で

あ

り

ま

す

。

哲 

学
は
普
遍
性
の
立
場
に
立
ち
一
切
の
領
域
に
結
び
つ
き
そ
れ
を
包
み
得 

る
が
、
そ
れ
は

哲
学
が
理
性
の
立
場
を
代
表
す
る
か
ら
で
あ

り

ま

す

。 

し

か

し

特
殊
の
領
域
は
そ

れ

ぞ

れ

固
有
の
根
源
を
も
ち
、
理
性
が
そ
の 

領
域
の
内
容
を
演
繹
的
に
構
成
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
理
性
は 

そ
の
特
殊
の
領
域
の
真
な
る
も
の
が
真
な
る
も
の
と
な
る(

自
覚
す
る〕 

た

め

の「

媒
介」

で

あ

り

ま

す

。

し

か

し

同
時
に
理
性
は
そ
の

内
容
を 

単
に
所
与
と
し
て
受
け
取
る
反
省
の
立
場
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
ぁ
り

ま
せ
ん
。
そ
こ
に
理
性
の「

批
判」

と
い
う
機
能
が
あ
る
の
で
あ
り
ま 

す
。一

般
に「

媒
介」

と
は
、「

媒
介
す
る
も
の
が
媒
介
さ
れ
る
も
の
の 

外
か
ら
出
発
し
乍
ら
そ
れ
と
自
ら
と
を
内
面
的
に
関
連
さ
せ
る
立
場
を 

見
出
す
こ
と」

で
あ
る
に
対
し
て
、「

批
判」

と
は
、「

或
る
も
の
の
内 

面
か
ら
出
発
し
乍
ら
そ
れ
を
そ
の
外
か
ら
観
る
立
場
を
見
出
す
こ

と

」

 

で

あ

り

ま

す

。

し
た
が
っ
て「

批
判」

に
は
ま
ず
批
判
さ
れ
る
も
の
が 

そ
の
内
面
か
ら「

理
解」

さ
れ
る
こ
と
が
前
提
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
と 

同
時
に
、
外
か
ら
観
る
立
場
が
要
求
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
場
合
批
判
さ 

れ
る
も
の
に
即
く
面
と
離
れ
る
面
と
が
含
ま
れ
ま
す
。
即
く
面
で
は 

「

反
省」

の
働
き
を
、
離
れ
る
面
で
は「

解
体」

の
働
き
を
し
ま
す
。
 

こ

う
し
た

矛
盾
し
た
態
度
を
ひ
と
つ
に
し
て
、「

批
判」

は
成
立
す
る 

の

で

あ

り

ま

す

。

こ

の

よ

う

に「

批
和」

が
内
か
ら
の「

理
解」

に

基 

づ
き
つ
つ
外
に
立
っ
て
の「

反
省」

に
お
い
て
成
立
す
る
な
ら
ば
、
理 

性
に
お
け
る「

批
判」

と

「

媒
介」

の

機
能
と
が「

一

つ
の

働
き
に
合 

す
べ
き
は
明
か」

で
あ
り

ま

す

。「

媒
介」

は
外
か
ら
内
へ
、「

批
半」 

は
内
か
ら
外
へ
働
く
と
す
る
な
ら
、
理
性
の
働
き
は
こ
の
両
方
向
の
綜 

合

な

の

で

あ

り

ま

す

。

こ
の
こ
と
を
宗
教
哲
学
に
つ
い
て
言
え
ば
、
宗
教
哲
学
は
宗
教(

神 

学〕
と
文
化

(

自
然
•

歴
史
の
科
学〕

の
両
領
域
へ
自
ら
を
媒
介
す
る
こ 

と
に
よ
っ
て
両
者
を
媒
介
す
る
こ
と
を
役
割
と
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
宗 

教
に
対
し
て
は
文
化
の
立
場
を
、
文
化
に
対
し
て
は
宗
教
の
立
場
を
代 

表
し
、
同
時
に
こ
の
両
者
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
両

一 12 —



者
を
媒
介
し
得
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ

う

し

た「

内
と
外
と
の
断
絶
即 

透
入
と
も
い
ふ
べ
き
関
連」

を
離
れ
る
と
き「

批
判」

は
逸
脱
し
ま
す
。
 

断
絶
が
完
全
な
断
絶
で
な
い
場
合
は「

批
判」

は
単
な
る
自
己
省
察 

(

理
神
論)
に
な
り
、
透
入
が
欠
け
る
場
合
は
批
判
は
単
な
る
破
壊(

反 

宗
教)

か
単
な
る
反
省(

新
ヵ
ン
ト
派)

と
な
り
ま
す
。
そ
の
い
ず
れ 

も
が
現
在
の
宗
教
哲
学
の
課
題
を
解
決
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
 

重
ね
て
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

そ
れ
で
は
こ
う
し
た「
批
判
的
と
同
時
に
媒
介
的
、
媒
介
的
と
同
時 

に
批
判
的」

な
機
能
を
も
つ
哲
学
的
思
惟
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
、
 

「

そ
れ
に
よ
る
自
ら
の
構
造
解
体
の
底
か
ら
真
に
哲
学
的
思
惟
を
も
超 

え
た
揺
ぎ
な
き
基
礎
を
自
覚」

す
る
よ
う
な
宗
教
の
立
場
は
い
か
に
し 

て
見
い
だ
さ
れ
得
る
か
。
そ
れ
は「

信
仰」
の
立
場
が
単
な
る
神
学
的 

な
信
仰
に
と
ど
ま
ら
ず
に
、
先
に
言
っ
た
意
味
で
の「

体
験」

を
根
柢 

に
も
つ
と
き
は
じ
め
て
可
能
と
な
り
ま
す
。「

信
仰」
は

「

人
間
的
実 

存
の
限
界
に
立
ち
神
に
向
ひ
神
の
言
葉
を
聞
く」

と
い
う
こ
と
で
あ
り 

ま
す
が
、
そ
の「

信
仰」

が
、
さ
ら
に「

そ
の
根
柢
に
、〈
聖
霊〉

の 

力
が
自
己
を
貫
き
自
己
の
霊
の
う
ち
に
生
き
る
と
い
ふ〈

合
一〉
の
立 

場
を
含
む
時」

、
霊
性
の
立
場
が
開
か
れ
ま
す
。r

一
 

切
の
も
の
を
内
か 

ら
分
析
し
、
そ
の
構
造
を
解
体
し
、
そ

の〈

本
質〉

を
解
明
し
、

一
切 

を
本
質
的
に
統
一
す
る
の
は
哲
学
的
理
性
の
役
割」

で
あ
り
ま
す
が
、
 

脱
自
に
お
け
る
霊
性
は
こ
う
し
た「

本
質
的
存
在
を
超
え
て
再
び
一
切 

の
も
の
の
現
実
存
在
に
帰
る」

の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
霊
性
の 

立
場——

そ
れ
は「

体
験」

の
立
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
す
が——

の
み
が「

哲

学

(

認
識)

の
立
場
を
も
超
え
て
之
を
包
み
得
る」

の
で 

あ

り

ま

す

。
⑶

「

悪
の
問
題」

次
に
、「

体
験」

の
立
場
が
い
か
に
し
て「

信
仰」

の
立
場
を
超
え 

て
包
み
得
る
か
と
い
う
問
題
は
、
宗
教
的
実
存
に
と
っ
て
最
も
根
本
的 

な
問
題
で
あ
る「

悪
の
問
題」

を
め
ぐ
っ
て
論

じ

ら

れ

ま

す

。

し
か
し 

そ
れ
に
先
立
っ
て
、
我
々
が「

自
己」

と
呼
ん
で
い
る
も
の
が
何
で
あ 

る
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は「

自
己」

の
根
は 

「

自
愛」

で
あ
り
、
そ
の「

自
愛」

が

「

根
元
的
な
悪
の
核
心」

で
あ 

る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

我
々
が
ふ
つ
う「

自
己」

と
呼
ぶ
も
の
は「

意
識」

の
面
で
成
立
す

一
 

る

自
己
で
あ
り
、
そ
れ
は
差
別
を
本
質
と
し
ま
す
。
も

と

よ

り

意

識

す

5
2

 

る

自
己
と
し
て
そ
れ
は
同
一
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
意
識
す
る

自

己
一
 

と
意
識
さ
れ
る
自
己
が
あ
る
限
り
差
別
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
自
己
を 

意
識
す
る

こ
と
が
他
面
に
お
い
て
他
物
と
自
己
と
を
差
別
す
る
こ
と
を 

意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
内
の
差
別
と
外
の
差
別
と
は
意
識
の
成
立
と
同 

時
に
成
立
し
ま
す
。
道
徳
や
倫
理
も
こ
の
段
階
で
考
え
ら
れ
る
の
で
あ 

り
ま
す
。

道
徳
や
倫
理
は
、
根
本
に
お
い
て
利
己
主
義
の
克
服
を
目
標
と
し
ま 

す
。
利
己
主
義
は
意
識
さ
れ
た
自
己
を
本
来
の
自
己
と
見
做
し
、
そ
の 

自
己
を
捉
え
て
離
す
ま
い
と
す
る
ゆ
え
に
、
自
己
を
捉
え
る
こ
と
が
直 

ち
に
自
己
に
捉
わ
れ
る
と
い
う
意
味
を
も
ち
、
さ

ら
に

具
体
的
に
は
他 

物

(

財
物
•

地
位
.

名
誉
•

人
間
等)

を
わ
が
も
の
に
す
る(

自
己
拡
大)



こ
と
に
よ
っ
て
他
物
に
捉
え
ら
れ
る(

自
己
収
斂)

と
い
う
態
度
と
な 

り
ま
す
。
か
く
し
て「

自
己
を
捉
へ
る
こ
と
が
他
物
を
捉
へ
る
と
い
ふ 

仕
方
で
な
さ
れ
、
他
物
を
捉
へ
る
こ
と
は
他
物
に
捉
へ
ら
れ
る
こ
と
で 

あ
り
、
他
物
に
捉
へ
ら
れ
る
こ
と
は
自
己
に
捉
へ
ら
れ
る
こ
と」

と
い 

う
構
造
が
そ
こ
に
み
ら
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
自
執
、
あ
る
い
は
自
縛
が 

「

自
愛」

の
本

質

で

あ

り

ま

す

。

法
律
•

倫
理
•

道
徳
は
、
こ
う
し
た 

「

自
愛」

の
克
服
、
す
な
わ
ち
物
へ
の
関
係

(

法
律)

と
他
の
人
格
へ 

の
関
係

(

倫
理)

、
及
び
そ
の
関
係
の
う
ち
で
自
己
自
身
へ
関
係
す
る 

関
係

(

道
徳)

と
い
う
す
ベ
て
の「
関
係
を
正
す」

と
い
う
意
味
の
も 

の

で

あ

り

ま

す

。「

関
係
を
正
す」

と
は
、「
自
愛」

に
お
け
る
自
執
の 

閉
合
性
を
破
り
、
内
面
か
ら
普
遍
的
な
も
の
の
立
場
が
現
わ
れ
て
く
る 

こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
法
的
自
己
の
立
場
、
す
な
わ
ち
本
来
の
人
格 

的
自
己
の
立
場
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
の
で
あ

り

ま

す

。

し

か

し

こ

う

し

た

法
的
自
己
の
立
場
は
、「

自
己
へ
の
関
係」

に
つ 

い
て
言
え
ば
、
な
お
自
己
が
自
己
を
捉
え
る
と
い
う
自
意
識
の
自
己
と 

そ
の
差
別
の
立
場
に
立
っ
て
い
ま
す
。
法
的
自
己
は
本
来
的
自
己
で
あ 

る
か
、
そ
れ
が「

客
観
的
に
措
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
法
に
切
る
と 

い
ふ
こ
と
に
於
て
成
立
す
る
限
り」

、
そ
こ
に
法
と
の
合
致
に
成
り
立 

つ
血
曰
遍
的
自
己
と
、
法
に
切
る
主
体
と
し
て
の
個
的
自
己
と
の
差 

が
あ
り
ま
す
。
し
か
も
法
的
自
己
は
自
愛
の
自
己
の
否
定
で
あ
る
か
ら
、
 

全
体
と
し
て
の
自
己
に
分
裂
が
あ
り
、
ま
た
自

ら

則
る
べ
き
法
を
対
象 

化

し

、

こ

れ

に

執

す

る

こ

と

に

お
い
て
自
己
に
執

す
る
と
い
う
意
味
を 

含
む
の
で
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
そ
こ
で
は
な
お
固
執
と
分
裂
を
残
し
、

自
己
が
ま
だ
全
き
意
味
で
の
自
己
自
身
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
 

「

他
の
人
格
へ
の
関
係」

に
つ
い
て
言
え
ば
、
法
的
自
己
の
立
場
に
お 

い
て
は
、
自
己
と
他
者
と
の
間
に
高
い
合一

と
深
い
差
別
が
あ
り
ま
す
。
 

す
な
わ
ち
法
に
則
る
こ
と
に
お
い
て
自
己
と
他
者
は
結
ば
れ
る
が
、
同 

時
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
と
他
者
は
対
自
的
と
な
り
差
別
の
う
ち 

に
立
つ
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
人
格
と
人
格
的
関
係
の
意
味
で
あ
り 

ま
す
。「

物
へ
の
関
係」

に
お
い
て
は
、
法
的
自
己
の
立
場
で
は
、
物 

は
人
格
の
表
現
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
そ
の
こ
と
は
、
人
格
が
物
を
超 

え
な
が
ら
そ
れ
に
繫
が
る
こ
と
を

意
味
し
ま
す
。「

自
己
は
物
を
人
格 

の
表
現
に
化
し
つ
つ
物
に
於
て
自
己
を
捉
へ
る」

の
で
あ
り
、
そ
れ
が 

自
意
識
と
そ
の
自
執
と
い
う
こ
と
と
根
本
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と 

は
言
う
ま
で
も
な
い
の
で
あ
り
ま

し

ょ
う
。

か

く

し

て

法
的
自
己
の
立
場
は
、
物
へ
の
関
係
•
他
の
人
格
へ
の
関 

係
•

自
己
自
身
へ
の
関
係
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
な
お「

相
対
的
な 

否
定
即
肯
定
の
立
場」

、「

生
の
展
開
の
可
能
性
の
上
か
ら
は
未
だ
中
途 

の
段
階」

に
止
ま
り
ま
す
。
そ
れ
は「

自
愛
の
否
定
で
は
あ
る
が
、
単 

に

相
対
的
な
否
定」

で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ

の

よ

う

に「

自
己
の
う 

ち
に
人
格
と
法
と
の
自
覚
が
現
れ
る
と
共
に
、
自
愛
の
底
に
も
深
い
悪 

の
根
が
自
覚
さ
れ
て
来
る」

の
で
あ
り
、
人
間
は
そ
こ
で「

自
己
の
う 

ち
に
深
い
悪
を
自
覚
す
る」

の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
そ
う
し
た 

「

自
愛
の
根」

と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ

り

ま

し

ょ
う
か
。

さ
き
に「
自
愛」

の
本
質
は
限
り
な
き「

自
己
拡
大
即
自
己
収
斂」 

と
し
て
の
自
執
に
あ
る
と
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の「

自
愛」

の
根
は
こ



う
し
た「

拡
大
即
閉
合
の
源
と
な
る
も
の」

で
あ
り
、
そ
れ
は
自
意
識 

の
根
源
で
あ
る
暗
い
閉
合
性

で

あ

り

ま

す

。

自
意
識
は
一
方
で
は
生
の 

自
己
内
屈
折
と
し
て
開
放
性
を
意
味
し
ま
す
が
、
同
時
に
自
己
の
う
ち 

に
自
己
を
閉
じ
る
閉
合
性
を
も
意
味
し
ま
す
。
そ
れ
は「

開
か
れ
る
途 

中
で
再
び
閉
ざ
さ
れ
た
生
、
開
い
た
ま
ま
閉
じ
た
生
を
表
示
す
る」

も 

の
と
言
え
ま
す
。「
自
愛
の
根」

と
し
て
の
暗
い
閉
合
性
は
、
そ

う

し 

た
自
意
識
の
以
前
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
自
意
識
を
成
り
立
た
せ
る 

も

の

で

あ

り

ま

す

。

そ
れ
が
悪
の
根
源
と
し
て
我
意
と
か
無
明
と
か
呼 

ば
れ
る
も

の

で

す

。

そ
の
暗
い
閉
合
性
は「

自
己
が
自
己
の
う
ち
に
閉 

じ
こ
め
ら
れ
て
い
る」

と
い
う
繫
縛
の
自
覚
に
お
い
て
現
わ
れ
、
そ
れ 

が
有
限
性
あ
る
い
は
罪
性
の
自
覚
と
し
て
解
脱
の
要
求
や
救
済
の
希
願 

を

呼
び
起
こ
す

の

で

あ

り

ま

す

。

法
的
自
己
の
立
場
は「

自
愛」

の
根
本
的
否
定
を
意
味
し
得
ま
せ
ん
。
 

そ
れ
は「

自
愛」

を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て「
自
愛」

を
対
自
的
に 

し

「

自
愛
の
根」

を
自
覚
さ
せ
ま
す
が
、
そ
の
立
場
は
な
お「

自
愛」 

に
対
す
る
相
対
的
な
否
定
に
止
ま
り
、

の
根
柢
で
あ

る

暗
い 

閉
合
性
、
我
意
、
無
明
の
支
配
を
脱
し
得
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
法
的
自
己 

の
立
場
、
人
格
性
の
立
場
の
限
界
が
あ

り

ま

す

。

そ
れ
を
脱
す
る
に
は 

宗
教
の
立
場
に
上
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

宗
教
に
は
種
々
の
立
場
や
段
階
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
道
徳
の 

媒
介
を
通
し
て
そ
れ
を
超
え
る
よ
う
な
最
も
高
い
段
階
の
宗
教
、
す
な 

わ
ち
上
述
の
よ
う
な「

自
意
識
の
自
己
に
対
し
て
、
絶
対
的
な
否
定
を 

意
味
す
る
や
う
な
も
の
の
う
ち
に
、
何
等
か
の
仕
方
で
自
ら
の
実
存
の

根
拠
を
見
出
す」

こ
と
に
お
い
て
成
立
す
る
宗
教
が
問
題
に
な
り
ま
す
。 

そ

う

し

た

宗
教
と
し

て

、

ま
ず
自
己
の
立
場
を
残
し
自
己
を
絶
対
に
否 

定
す

る

も

の

(

神)

と

自

己

(

人
間)

と

の

間
に
本
質
的
な
対
立
を
残 

す

態
度
、
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の

場
合
、
さ

ら

に「

神
と
人

と

の

対 

立
を
減
少
し
て
ゆ
く
態
度」

、
す
な
わ
ち「

神
と
人

と

の

一
一
元
性
に
立 

脚
し
乍
ら
、
然
も
人
間
の
側
か
ら
の
文
化
的
な
向
上
に
よ
つ
て

両
者
の 

距
離
を
縮
め
て
行
か
う
と
す
る」

文
化
主
義
の
宗
教
の
立
場
と
、「

一

一
 

元
性
を
徹
底
し
、
神
と
人

と

の

間
に
断
絶
を
認
め
る」

立
場
と
が
区
別 

さ
れ
ま

し

よ

う

。

真
に
宗
教
的
な
立
場
は
、
人
間
の
側
か
ら
の
向
上
に
よ
っ
て
神
に
結 

び
つ
こ
う
と
す
る
前
者
の
態
度
に
お
い
て
で
は
な
く
、
人
間
に
は
神
と
一 

の
間
の
断
絶
を
超
え
る
い
か
な
る
力
も
な
い
と
す
る
後
者
の
態
度
に
お
15 

い
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
、「

一
個
の
全
体
と
し
て

一
 

の
自
己
が
神
に
背
く
方
向
を
根
と
し
て
自
己
自
身
で
あ
る
こ
と
の

良

 ̂

に
お
い
て
、「

自
己
は
初
め
て
一
個
の
全
き
自
己
と
し
て」

立
ち
、
そ 

の

「

自
己
の
根
本
な
る
無
明
の
自
覚
に
於
て
初
め
て
、
絶
対
に
他
な
る 

も
の
は
真
の
実
在
性
を
も
っ
て
迫
っ
て
来
る」

の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の 

と
き
自
己
も「

真
に
自
ら
に
実
在
的」

と

な

り

そ

こ

に「

実
在
と
実
在 

と
の
対
向」

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
先
に
言
っ
た「

信
仰」

の
立
場
で 

あ
り
、
ニ
元
性
の
方
向
の
徹
底
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
実
在
的
な
断
絶
は
、
 

彼
方
の
側
か
ら
神
的
な
霊
の
賜
物
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
超
え 

ら

れ

ま

し

よ

う

。

す
な
わ
ち「

絶
対
に
他
な
る
も
の
の
愛」

は
信
仰
の 

う
ち
に
受
け
取
ら
れ
、
ま
た
逆
に「

信
仰
は
根
柢
に
そ
の
愛
の
体
験
を



含
ん
で
の
み
成
り
立
つ」

の
で
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
こ
う
し
た「

信
仰」

の
立
_
が
、
道
徳
や
倫
理
の
立
場
を
た 

だ
超
え
る
だ
け
で
な
く
、
超
え
て
包
み
得
る
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
り 

ま
す
。
道
徳
や
倫
理
は
人
間
の
自
律
性
に
基
づ
く
が
、
信
仰
は
神
へ
の 

絶
対
の
服
従
を
基
礎
と
し
ま
す
。
そ
こ
に
信
仰
は
、
神
に
向
う
こ
と
に 

よ
っ
て
世
界
と
人
間
に
背
く
と
い
う
立
場
を
潜
め
ま
す
。
そ
し
て
そ
う 

し
た「

信
仰」

の
立
場
に
は
、
な
お「

自
己」

の
救
済
を
わ
が
も
の
と 

す
る
と
い
う「

自
愛」

の「
自
己」

の
最
後
の
影
が
残
る
の
で
あ
り
ま 

す
。
そ
れ
が
除
か
れ
る
の
は
そ
の「
自
己」

と
い
う
も
の
が
脱
落
し
、
 

再
び
人
間
の
世
界
に
帰
り
来
た
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て
最
も 

深
く
神
と
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
う
立
場
、
す
な
わ
ち「

神
を
主
体
と
し 

て
神
に
服
従
す
る
と
い
ふ
こ
と
か
ら
一
歩
を
進
め
て
、
神
の
内
に
入
り 

之
と
一
つ
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
の
主
体
性
と
主
体
的
に
一
つ
と 

な
り
、
神
の
意
志
を
そ
の
源
そ
の
も
の
に
於
て
承
け
嗣
ぎ
、
神
の
根
柢 

そ
の
も
の
か
ら
生
れ
出
た
一
人〈

神
の
子〉

と
し
て
人
間
の
間
に
入
る 

と
い
ふ」

立
場
に
お
い
て
で
あ
り
ま
す
。
こ
の「

体
験」

の
立
場
に
お 

い
て
初
め
て「

自
己」

が
無
に
さ
れ
た
後
に
も
な
お
潜
み
得
る 

が
除
か
れ
、
ま
た「

自
己」

と
悪
と
の
最
後
の
根
も
断
ち
切
ら
れ
得
る 

の
で
あ
り
、
ま
た「

道
徳
や
倫
理
に
於
け
る
実
践
理
性
の
自
律
を
、
そ 

の
自
由
の
ま
ま
に
深
く
底
か
ら
包
み
得
る」

の
で
あ
り
ま
す
。

道
徳
や
倫
理
の
基
礎
は
、
世
界
の
秩
序
と
し
て
の
法
が
自
己
の
内
を 

も
貫
き
、
自
己
は
実
践
理
性
に
お
い
て
一
切
を
超
え
て
包
む
と
い
う
自 

覚
で
あ
り
ま
す
が
、
世
界
に
背
い
て
神
に
向
う「

信
仰」

の
立
場
は
こ

の

道
徳
の
立
場
を
超
え
る
と
し
て
も
、
な
お
そ
れ
を
包
む
と
い
う
絶
対 

の
*
さ
を
開
き
得
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
開
き
得
る
の
は
、
上
に
述
べ
た
よ 

う
に
、「

神
と
人
と
の
間
を
一
っ
に
結
ぶ
力
に
よ
っ
て
神
の
内
に
於
て 

〈

自
己〉

を
脱
し
、
然
も
神
の
◊
っ
ち〉

に
止
ま
る
こ
と
な
し
に
、
人 

間
へ
の
愛
か
ら
人
間
と
し
て
現
れ
た
神
の
意
志
を
そ
の
源
か
ら
再
び
自 

ら
の
意
志
と
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
世
界
と
人
間
と
を
主
に
し
た
受
肉 

の

実
践
の
立
場
に
出
る
こ
と
に
於
て」

の
み

で

あ

り

ま

す

。

そ
の
立
場 

が

「

体
験」

の
立
場
で
あ

る

こ

と

は

重
ね
て
言
う
ま
で
も

あ

り

ま

せ

ん

。 

そ
の「

体
験」

の
立
場
に
お
い
て
、
宗
教
の
立
場
は「

全
き
積
極
的
な 

意
味
に
於
て
倫
理
の
立
場
を
包
み
得
る」

の

で

あ
り
ま
す
。

そ
の
こ
と 

は
、
道
徳
や
倫
理
の
立
場
を
超
え
は
し
て
も
な
お
包
み
得
な
い「

ff
ff
l]」

一
 

の
立
場
を
、「

体
験」

の
立
場
が
超
え
て
包
み
得
る
こ
と
を
意
味
す
る
16 

で

あ
り

ま
し
ょ
う
。 

一

以
上
、「

宗
教
哲
学—

序
論」

に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
西
谷
先
生
の 

宗
教
理
解
の
大
綱
を
述
べ
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
は「

絶
対
に
他
な
る
も 

の」

と
人
間
と
の
か
か
わ
り
を
め
ぐ
っ
て「

信
仰」

.「 S

譲

」

.「

簾

」

の
三
っ
の
立
場
が
区
別
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
特
色
が
明
ら
か
に 

さ
れ
る
と
と
も
に
、
現
代
の
精
神
的
状
況
を
ふ
ま
え
て
、
そ
こ
に
い
か 

な
る
問
題
が
あ
る
か
が
指
摘
さ
れ
、
と
く
に「

体
験」

の
立
場
の
有
す 

る
積
極
的
意
義
が
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

キ

リ

ス

ト

教

神
秘
主
義
や
仏
教(

明
確
に
言
わ
れ
て
は
い
な
い
が)

の 

立
場
を
基
礎
と
し
た
こ
う
し
た
宗
教
の
本
質
理
解
は
、
西
谷
宗
教
哲
学 

の
根
幹
と
し
て
、
こ
の
論
文
に
っ
づ
く
諸
著
作
や
|#
文
に
お
い
て
展
開



し
、
そ
し
て
昭
和
三
十
六
年(

一
九
六一

)

、『

宗
教
と
は
何
か』

(『

著 

作
集』

第
十
巻)

に
お
い
て
、
あ
ら
た
め
て
根
本
的
に
論
じ
ら
れ
る
の 

で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
た 

「

宗
教
と
哲
学」

と

「

悪
の
問
題」

と
い
う
一
一
つ
の
テ
ー
マ
を
め
ぐ
っ 

て
、
さ
ら
に
思
索
が
深
め
ら
れ
た一

一
つ
の
論
文
に
つ
い
て
ふ
れ
な
け
れ 

ば
な
り
ま
せ
ん
。

三
' 

r

宗
教
と
哲
学I

I

お
よ
び
宗
教
と
科
学
の
立
場

」

⑴

「

宗
教
と
哲
学
と
科
学」

昭

和

一

一

十

四

年

(

一
九
四
九)
に
刊
行
さ
れ
た『

宗
教
体
系』

第

| 

巻

(

大
東
出
版
社
刊)

に
納
め
ら
れ
た
論
文
、「

宗
教
と
哲
学
1

哲
学
及 

び
宗
教
と
科
学
の
立
場」

(『

著
作
集』

第
六
卷
所
収)

は
、
先

の「

宗
教 

哲
学
I

序
論」

に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
た
宗
教
と
哲
学
と
の
関
係
と
い 

う
問
題
を
、
新
た
な
観
点
か
ら
論
じ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
 

こ
の
問
題
に
か
か
わ
る
科
学
の
立
場
と
い
う
も
の
が
根
本
的
に
検
討
さ 

れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
西
欧
近
世
に
お
け
る「

神
学
か
ら
開
放
さ
れ
た 

哲
学
の
自
立
的
な
立
場」

を
支
え
た
の
は「

哲
学
の
成
立
の
う
ち
に
孕 

ま
れ
て
ゐ
た
科
学
の
成
立」

で
あ
り
、「

こ
の
事
態
を
無
視
し
て
は
、
 

宗
教
と
哲
学
と
の
関
係
は
正
当
に
は
考
へ
ら
れ
な
い」

、
言
い
換
え
れ 

ば
、
宗
教
と
哲
学
と
の
関
係
に
、
さ
ら
に
科
学
の
立
場
を
加
え
な
け
れ 

ば
、
こ
の
問
題
の「

現
代
的
な
境
位」

に
立
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
、
 

と

さ

れ

る

の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

科
学
の
立
場
の
成
立
と
い
う
こ
と
は
、
 

「

理
性
の
自
立
の
う
ち
に
悟
性
の
自
立
と
い
ふ
こ
と
が
含
ま
れ
て
ゐ
た」

こ
と
か
ら

帰
結
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は「

純
粋
悟
性」

の
立
場
の
成 

立
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
ど
う
い
う
意
味
を 

も
つ
の
か
、
そ
れ
が
問
題
と
な
り
ま
す
。

悟
性
と
は「

対
象
的
思
惟
の
働
き」

で
あ
り
、
そ
の
思
惟
は「

対
象 

的
に
見
ら
れ
た
如
き」

、
ま
た「

客
観
的
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
如
き」 

事
物
に
直
接
に
即
し
て
働
き
ま
す
。
悟
性
の
作
用
は「

事
物
と
そ
の
連 

関
自
体
が
開
明
さ
れ
て

行
く
と
い
ふ
過
程」

を

離
れ
て
は
作
用
自
身
と 

し
て

現
わ
れ
ま
せ
ん
。
そ

う

し

た

悟
性
が
科
学
的
思
惟
と
し
て

現
わ
れ 

ま
す
が
、
そ
の
立
場
で
は
自
然
も
社
会
も
機
械
論
的
に
見
ら
れ
ま
す
。
 

こ
れ
に
対
し
て
、
理
性
の
立
場
は「

見
ら
れ
る
対
象
と
見
る
作
用
と
を 

共
に
包
む
や
う
な」

立
場
で
あ
り
、「

対
象
の
世
界
と
、
そ
の
う
ち
に
一 

あ
つ
て

そ
れ
を
貫
い
て
働
く
主
体
と
併
せ
て
統
一
的
に
見
る」

立

場

で
17 

あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
は「

客
観
の
世
界
が
主
体
化
さ
れ
る
と
同
時
に
、

一
 

主
体
は
客
観
の
世
界
と
内
面
的
にI

つ
と
な
る
こ
と
に
よ
つ
て
反
つ
て 

主
体
と
し

て

の

自
覚
に
達
す
る」

の
で
あ
り
ま
す
。
悟
性
は
こ
う
し
た 

高
次
の
認
識
の
立
場
で
は
な
く
、
言
わ
ば「

対
象
と
の
直
接
の
接
触
面 

に
於
て
自

ら

を

忘
れ
た」

思
惟
の
立
場
で
あ
り
ま
す
。
近
世
に
お
け
る 

神
学
か
ら
の
哲
学
の
解
放
、
す
な
わ
ち
信
仰
か
ら
の
理
性
の
解
放
は
、
 

同
時
に
こ
う
し
た「

純
粋
悟
性」

の
立
場
に
立
つ
科
学
の
解
放
を
も
意 

味
し
、
そ
こ
に「

や
が
て
哲
学
を
挾
ん
で
宗
教
と
科
学
と
の
間
の
相
克 

関
係
が
現
は
れ
る
理
由
が
伏
在」

し
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

⑵
「

€

教
と
科
¥

の
相
克」

宗
教
と
科
学
と
の
関
係
は
、
科
学
が
科
学
の
立
場
に
止
ま
る
限
り
、



原
理
的
に
矛
盾
す
る
に
は
至
り
ま
せ
ん
。
宗
教
と
科
学
と
を「

媒
介
し 

得
る
如
き
新
し
い
哲
学
の
立
場
が
理
性
の
う
ち
に
打
開
さ
れ
る
こ
と
に 

よ
っ
て
、
再
び
統
一
の
地
盤
の
成
立
す
る
可
能
性」

が
あ
る
か
ら
で
あ 

り
ま
す
。「
近
世
哲
学
の
代
表
者
達
の
努
力」

も
そ

の

こ

と

に

向
け
ら 

れ
て
い
た
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
両
者
の
相
克
は「

科
学
の
立
場
が
直
ち 

に
哲
学
の
立
場
に
化
せ
ら
れ
る
時」

、
す
な
わ
ち「

機
械
観
を
根
柢
に 

し
た
唯
物
論
の
哲
学
と
い
ふ
立
場
を
と
る
場
合」

に
起
こ
る
の
で
あ
り 

ま
す
。
そ
の
立
場
で
は「
哲
学
は
対
象
の
み
な
ら
ず
そ
れ
に
係
る
主
体 

を
も
対
象
と
し
て
見
て
両
方
を
包
む
機
械
観
的
な
世
界
観
を
形
成」

し 

ま
す
。
近
世
に
お
け
る
自
然
科
学
は
、
そ
う
い
う
哲
学
の
立
場
を
成
立 

さ
せ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

科
学
は
純
粋
悟
性
の
立
場
で
あ
り
、
純
粋
悟
性
と
は
、
悟
性
が
主
体 

の
意
欲
か
ら
離
れ
て
無
限
に
開
い
た
も
の
と
な
り
、
純
粋
に
対
象
的
思 

惟
と
な

る

こ

と

で

あ

り

ま

す

。

そ
こ
で
は「

主
体
は
対
象
の
う
ち
に
自 

ら

を

没
し
、
没
す
る

こ

と

に

よ

っ

て

対
象
を
荷
っ
て
働
く」
の
で
あ
り
、
 

そ
し
て
主
体
は「

対
象
自
身
の
な
し
得
な
い
対
象
の
開
明
を
、
対
象
に 

代
っ
て
、
併
し
あ
く
ま
で
対
象
自
身
の
う
ち
か
ら
、
対
象
的
に
惹
き
起 

す」

の

で

あ

り

ま

す

。「

対
象
の
開
明」

は
、
そ
の
対
象
が
そ
の
う
ち 

に
あ
る「

世
界」

の
開
明
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
そ
の「

世
界」

の 

建
立
、
す
な
わ
ち
法
則
を
立
て
る
こ

と

で

あ

り

ま

す

。

こ
う
し
た

対
象 

が
従
う
法
則
の
発
見
は
、「

対
象
自
身
の
う
ち
を
通
し
て
で
は
あ
る
が
、
 

然
も
対
象
自
身
の
帰
り
得
な
い
超
越
の
立
場
か
ら」

な
さ
れ
ま
す
。
こ 

の
超
越
と
は
、「

主
体
の
超
越
性
、
然
も
自
ら
を
空
じ

て

自
ら
の
外
に

出
で
世
界
に
出
た
、
そ
の
限
り
そ
れ
自
身
と
し
て
無
で
あ
る
主
体
の
超 

越
性」

で
あ
り
、
そ
の
超
越
性
は「

無
と
し
て
の
自
由」

で
あ
っ
て
、
 

そ
の
自
由
は「

そ
れ
自
身
に
何
等
の
有
的
な
内
容
を
も
た
ず
、
対
象
の 

う

ち

か

ら

対
象
の
う
ち
へ
必
然
的
法
則
を
定
立
す
る」

の
で

あ

り

ま

す

。
 

こ
う
し
た
超
越
性
は「

主
体
の
内
に
於
け
る
飽
く
ま
で
対
象
化
さ
れ
得 

ざ
る
も
の
、
主
体
の
主
体
性
そ
の
も
の」

で
あ
り
、「

そ
れ
な
く
し
て 

は
自
由
も
認
識
も
成
り
立
ち
得
な
い」

の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
唯
物 

論
の
立
場
で
は「

自
由
と
か
認
識
と
か
の
根
拠
を
対
象
の
側
へ
投
げ
や 

り
、
主
体
を
根
柢
か
ら
対
象
化
し
て
見
て
、
そ
れ
の
根
拠
を
対
象
の
究 

極
的
な
根
拠
と
見
な
さ
れ
る
®

に」

求
め
ま
す
。
そ
れ
は
主
体
性
の 

原
理
的
な
否
定
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
唯
物
論
の
哲
学
は
、
 

「

科
学
的
な
世
界
開
明
に
於
け
る
無
限
に
開
か
れ
た
悟
性
と
そ
の
客
観 

的
な
分
析
力
を
信
ず
る
余
り
そ
の
立
場
に
含
ま
れ
る
原
理
的
な
限
界
を 

自
覚
す
る
に
至
ら
ず
、
そ
の
立
場
を
そ
の
ま
ま
哲
学
の
立
場
に
持
ち
込 

も

う

と

し

た

結
果」

で
あ
る
、
と
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

⑶

「

科
学
的
客
観
性
の
意
味」

こ

の

こ

と

を

具
体
的
に
言
え
ば
こ

う

い

う

こ

と

で

あ

り

ま

す

。「

科 

学
は
意
識
と
か
精
神
と
か
の
全
領
域
を
ど

こ

ま

で

も
物
質
的
過
程
と
し 

て
研
究」

し

ま

す

。

そ
れ
は
其
等
が
物
質
的
過
程
と
し
て
見
ら
れ
得
る 

か

ら

で

あ

り

ま

す

。「

併
し
そ
の
際
、
其
等
が
そ
れ
自
体
と
し
て
物
質 

的
過
程
で
あ
る
か
否
か
は
、
科
学
に
と
っ
て
は
、
問
題
と
し
て
開
か
れ 

た

ま

ま

で

残
さ
れ」

ま

す

。

そ
し
て
、「

其
等
が
科
学
に
於
て
物
質
的 

過
程
と
し
て
見
ら
れ
る
故
に
其
等
は
®

®

的
過
程
で
あ
る
、
と
考
え
る
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の
は
、
既
に
科
学
の
立
場
で
は
な
く
し
て
一
つ
の
哲
学
の
立
場」

で
あ 

り

ま

す

。

そ
の
哲
学
の
立
場(

唯
物
論)

は
、
哲
学
で
あ
る
限
り
理
性 

の
立
場
に
立
脚
す
る
は
ず
で
あ
り
ま
す
が
、
か
え
っ
て
理
性
の
立
場
を 

観
念
論
と
し

て

否
定
し
、
純
粋
悟
性
の
立
場
を
絶
対
化
し
ま
す
。
そ
れ 

は
、「

理
性
に
そ
の
根
源
性
を
拒
み
、
之
を
物
質
に
帰
せ
し
め
、
か
く 

て
結
局
理
性
を
否
定
す
る
、
と
い
ふ
思
想
の
樹
立
を
理
性
が
行
な
ふ」 

と

い

ぅ

矛
盾
に
陥
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ

ぅ

し

た「

唯
物
論
の
哲
学 

は
、
科
学
に
於
け
る
純
粋
悟
性
を
絶
対
化
し
、
い
は
ば
そ
れ
を
し
て
理 

性
の
立
場
を
僭
せ
し
め
ん
と
し
た
結
果
、
純
粋
悟
性
を
も
理
性
を
も
自 

己
逆
説
に
陥
れ
る
如
き
立
場」

に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

本
来
の
科
学
は
対
象
的
思
惟
の
内
に
動
く
こ
と
か
ら
、
そ

こ

で

は

主 

体

性
の
こ
と
は
問
題
に
な

り

ま

せ

ん

。「
科
学
は
主
体
性
の
方
向
に
自 

ら
と
は
別
な
秩
序
を
認
め
、
そ
こ
に
哲
学
と
等
し
く
宗
教
を
も
問
題
と 

し
て
開
い
た
ま

ま

に

残
す」

の

で

あ

り

ま

す

。

こ
れ
に
対
し
て
本
来
の 

哲
学
は
、
唯
物
論
の
哲
学
と
は
違
っ
て
、
理
性
の
立
場
と
し
て
自
覚
的 

か
つ
主
体
的
に「

物
と
な
つ
て
考
へ
る
と
い
は
れ
る
如
き
自
己
逆
説
を 

遂
行
す
る」

と

こ

ろ

に

成
立
す
る

こ

と

に

よ

っ
て
、「

科
学
に
於
け
る 

無
限
に
開
か
れ
た
純
粋
悟
性
の
立
場
を
包
む
も
の」

で
な
け
れ
ば
な
り 

ま

せ

ん

。

そ

こ

で「

初
め
て
哲
学
と
宗
教
と
の
関
係
も
考
へ
ら
れ
る」 

の

で

あ

り

ま

す

。

以
上

r

宗
教
と
哲
学—

哲
学
及
び
宗
教
と
科
学
の
立
場」

の
内
容
を 

要
約
し
ま

し

た

が

、

そ

こ

で

は

哲
学
と
科
学
の
立
場
、
あ

る

い

は

理
性 

と

純
粋
悟
性
の
立
場
が
根
本
的
に
問
題
と
さ

れ

、

そ
れ
が
現
代
に
お
い

て
宗
教
の
問
題
を
考
え
る
場
合
の
前
提
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

そ
こ
か
ら
さ
ら
に「

科
学
と
宗
教
と
を
真
に
媒
介
し
得
る
哲
学」

、
ま 

た
か
く「

哲
学
に
よ
っ
て
科
学
と
媒
介
さ
れ
る
べ
き
宗
教」

が
い
か
な 

る
も
の
で
あ
る
べ
き
か
が
論
じ
ら
れ
る
は
ず
で
し
た
が
、
引
き
続
い
て 

そ
れ
が
書
か
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
問 

題
意
識
が
、
そ
の
後
の
西
谷
先
生
の
宗
教
に
つ
い
て
の
思
索
を
貫
き
、
 

『

宗
教
と
は
何
か』

に
お
い
て
あ
ら
た
め
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る 

の
で
あ
り
ま
す
。

四
、「

悪
の
問
題」

U

「

悪
の
本
質」

 

I 

次
に
取
り
上
げ
る
論
文
、「

悪
の
問
題」

(『

新
倫
理
講
座』

第
二
卷
所
19 

収
、
昭
和1

一
十
七
年
創
文
社
刊
、『

著
作
集』

第
六
卷
所
収)

は
、
や

は

り

先
一
 

述

の

r

宗
教
哲
学—

序
論」

で
取
り
上
げ
ら
れ
た
同
じ
テ
ー
マ
を
さ
ら 

に
深
め
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

悪
の
本
質
の
問
題
は
、
古
来
哲
学
や
宗
教
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
、
 

例
え
ば
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
そ
れ
を
善
な
る
存
在
の「

欠
如」

、
あ
る
い 

は

「

非
存
在」

と
し
、
ア
ゥ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
善
な
る
神
へ
向
う
人
間 

の
意
志
の「

逆
倒」

と
み
て
い
ま
す
。
し
か
し
近
世
に
な
る
と
、
理
性 

の
立
場
の
自
立
に
基
づ
い
て
ヵ
ン
ト
に
お
け
る
よ
う
に
、
悪
は
実
践
理 

性
の
自
律
に
反
す
る
我
意
を
意
味
す
る「

自
愛」

の
原
理
と
さ
れ
ま
す
。
 

け
れ
ど
も
理
性
の
立
場
は
、
我
意
の
否
定
を
含
み
な
が
ら
そ
の
根
に
ま 

で

達
せ
ず
、
我
意
と
二
元
的
に
対
立
し
ま
す
。
そ

こ

に

理
性
の
深
い
矛



盾
が
あ
り
、
そ
の
矛
盾
は「

良
心」

と
い
わ
れ
る
も
の
に
あ
ら
わ
れ
て 

い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

「

良
心
的」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が「

感
性
や
傾
向
性
に 

従
ふ
こ
と
を
拒
否
し
て
、
心
術
を
あ
く
ま
で
清
潔
に
操
守
す
る
こ
と」 

で
あ
り
ま
す
。
実
践
理
性
の
力
に
よ
っ
て
人
間
は
自
ら
の
う
ち
な
る
自 

然
的
な
も
の
を
克
服
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
を
義
し
と
認
め
ま
す
。
 

そ
れ
が「

良
心」

の
立
場
で
あ

り

ま

し

ょ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に 

自
己
が
自
己
を
義
と
す
る
こ
と
は
、
そ
の
内
面
に
深
い「

高
ぶ
り」

を 

含
ん
で
い
ま
す
。
そ
の「

高
ぶ
り」
に
お
い
て
道
徳
性
は
そ
の
ま
ま
反 

道
徳
性
に
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
高
次
の
我
執
で
あ 

り
ま
す
。「

良
心」

の
こ
う
し
た
自
己
矛
盾
を
脱
す
る
に
は
、
そ
の
偽 

善
性
を「

良
心」

自
身
が
反
省
し
、
自
ら
の
う
ち
に
あ
る
我
意
の
深
い 

根
を
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
我
意
が
こ
の
よ
う
に
i

に
と
つ 

て
根
源
的
な
も
の
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
く
る
と
、
感
性
や
傾
向
性
の
根 

柢
に
も
我
意
が
自
覚
さ
れ
て
き
ま
す
。
か
く
し
て「

道
徳
性
と
傾
向
性 

と
を
含
め
た
自
己
の
全
体」

が
根
元
的
な
悪
を
中
心
に
し
て
統
一
さ
れ 

て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
自
己
が
あ

ら

ゆ

る

面
で
悪
で
あ
る
こ
と
を
認 

め
る
こ
と
、
い
か
な
る
意
味
で
も
自
ら
義
し
と
認
め
得
な
い
こ
と
を
認 

め

る

こ

と

、

そ
れ
が
真
の「

良
心」

の
清
さ
と
い
う

こ

と

に
な
る
で
あ 

り
ま

し

ょ

う

。

要
す
る
に
、
理
性
の
立
場
は
、
道
徳
的
で
あ

る

と

い
う 

そ

の

こ

と

に
お
い
て
、
か
え
っ
て
自
己
矛
盾
に
陥
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 

そ
れ
で
は
そ
う
し
た
理
性
の
立
場
を
超
え
て
、
悪
の
問
題
は
ど
の
よ
う 

に
考
え
ら
れ
る
の
か
。

⑵

「

悪
の
原
理」

自
然
的
な
生
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
善
で
も

悪
で
も

あ

り

ま

せ

ん

。 

し
か
し
自
然
的
な
衝
動
や
欲
望
が「

自
我
の
活
動」

と
い
う
意
味
の
も 

の
に
な
る
時
、
そ
れ
は
我
意
と
な
り
、
そ
の「

我
意
に
支
配
さ
れ
た
自 

我
の
立
場」

は

「

自
愛」

と

な

り

ま

す

。「

自
愛」

に
は
二
つ
の
契
機 

の
相
入
が
あ

り

ま

す

。

一

つ
は「

自
己
意
識
に
お
い
て
定
立
さ
れ
た 

〈

自
我〉

」

で
あ
り
、
他
は「

原
自
然
的
な
衝
動
や
欲
望」

で
あ
り
ま 

す
。
い
ず
れ
も
自
然
的
本
性
に
属
し
、
道
徳
的
に
無
記
で
あ
り
ま
す
。
 

し
か
し
そ
の
両
者
が「

自
愛」

に
お
い
て
一
体
と
な
る
時
、
互
い
に
質 

的
に
変
化
し
て「

我
意
に
動
か
さ
れ
る
自
我」

、「

自
愛
的
な
自
我
：

J

が 

成
立
し
ま
す
。
そ
こ
に
は
両
者
を
媒
介
す
る「

構
想
力」

の
活
動
が
あ
一 

る
の
で
あ

り

ま

す

。「

構
想
力」

は
自
己
を
実
体
的
な
有
と
し
て
表
象
沈 

し
ま
す
。
し

か

し

そ
の
表
象
は
単
に
客
観
的
な
表
象
で
は
な
く
て
、

一
 

「

自
己
が
自
己
を
愛
す
る
、
自
己
に
執
す
る
と
い
う
対
自
性
に
含
ま
れ 

る
表
象」

で
あ
り
、
そ
こ
で
は「

表
象
さ
れ
た
自
己
の
う
ち
へ
、
表
彰 

す
る
自
己
の
主
体
性
が
そ

の

ま

ま

入
り
込
ん
で
い
る」

の
で
あ
り
ま
す
。
 

「

自
愛
的
自
己」

は
こ
の
よ
う
な
自
己
を
閉
じ
る
闇
い
構
想
力
を
根
本 

に
潜
め
て
い
ま
す
。

し

か

し

こ

う

し

た

闇
い
構
想
力
は
、「

自
愛」

の
立
場
の
成
立
に
お 

い
て
媒
介
的
な
活
動
を
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
実
体
と
し
て
の「

自
我」

の
表
象
と
自
然
的
生
と
の
力
動
的
な
統
一
が
成
立
す
る
に
は
、

一
層
奥 

に
そ
う
い
う
統
一
の
根
拠
と
な
る「

根
元
的
意
欲」

が
考
え
ら
れ
ね
ば 

な
り
ま
せ
ん
。
構
想
力
の
活
動
は
こ
の「

根
元
的
意
欲」

の
現
わ
れ
で



あ
り
ま
す
。「

根
元
的
意
欲」

は
い
か
な
る
形
式
の
う
ち
に
も
限
定
さ 

れ
得
ま
せ
ん
。
し
か
し
単
に
直
接
的
無
形
式
に
止
ま
る
な
ら
、
意
欲
は 

元
初
の
闇
い
意
欲
に
と
ど
ま
り
ま
す
。
意
欲
は
形
式
に
よ
っ
て
限
定
を 

受
け
、
そ
の
形
式
を
通
し
て
形
式
を
離
れ
、
否
定
を
通
し
て
否
定
の
否 

定
と

し

て

の

肯
定
に
入
る
こ

と

が

そ
の
究
極
目
標
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ 

が

「

根
元
的
意
欲」
に
対
す
る
絶
対
否
定
で
あ
り
、
否
定
の
方
向
の
徹 

底
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
絶
対
肯
定
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が

「

»

^

 

無」

の
立
場
で
あ
り
ま
す
。

⑶

「

自
愛
の
構
造」

「

自
我」

は
こ
う
し
た「

根
元
的
意
欲」

が
究
極
目
標
に
達
し
た
段 

階
で
は
な
く
、
な
お
中
途
の
段
階
で
あ
り
、
そ
の
意
欲
を
否
定
し
限
定 

す
る
形
式
で
あ
り
ま
す
。
意
欲
は「

自
我」
と
い
う
形
式
に
お
い
て
意 

識
的
な
意
志
作
用
と
し
て
は
た
ら
き
ま

す

。

そ
こ
で
は
意
欲
は「

意
識 

の
世
界
の
根
柢
に
潜
み
つ
つ
残
る」

の
で
あ
り
ま
す
。
か
く
し
て

r

自 

我」

の
世
界
は「

意
識
的
と
無
意
識
的
、
光
と
闇
と
の
一
一
元
的
対
立
の 

世
界
で
あ
り
、
然
も
闇
い
ヵ
オ
ス
が
明
る
い
秩
序
を
そ
の
底
か
ら
包
む 

世
界」

で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
闇
い
意
欲
は「

自
我」

に
対
し
て 

反
作
用
を
起
こ
し
、「

自
我
の
枠
の
う
ち
へ
意
欲
自
身
を
挿
入
し
、
自 

我
の
意
志
に
支
配
さ
れ
て
ゐ
た
自
然
的
生
を
我
意
に
化
し
、
そ
れ
を
自 

バ
ら
の
支
配
下
に
置
く」

の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に「

自
愛
的
自
己」

が 

成
立
し
ま

す

。

そ
の「

自
愛
的
自
己」

は

「
〈

自
我〉

の
立
場
に
於
け 

る
一
一
元
性
が
、
一
一
元
性
以
前
の
直
接
的
意
欲
か
ら
統
一
さ
れ
た
も
の」 

で
あ
り
ま
す
。
し

か

し

そ
の
統
一
は
虚
構
の
統|

で
あ
り
、
そ
の
自
己

は
虚
妄
の
自
己
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
こ

う

し

た「

自
愛」

を

克
服
し
、
 

真
実
の
自
己
を
回
復
す
る
こ
と
は
、r

〈

自
我〉

の
立
場
へ
の
絶
対
否 

定
的
な
超
越
で
あ

る

如
き
立
場
が
、
自
己
の
根
柢
に
主
体
的
に
自
覚
さ 

れ
て
来
る
と

い

ふ

こ

と

に
よ
る
外
は
な
い」

の
で
あ
り
、
そ
こ
で
初
め 

て

「

自
愛」

の
立
場
は
破
壊
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

⑷

「

自
愛
の
克
服」

「

自
愛
の
立
場
の
破
壊」

と
は
、
先
に
言
わ
れ
た「

自
愛
を
構
成
し 

て
ゐ
る
ー
一
つ
の
契
機」

す
な
わ
ち
実
体
と
し
て
表
象
さ
れ
た
自
我
と
、

自
然
的
な
傾
向
性
と
を
結
ぶ「

解
き
難
き
紐
帯
の
裁
断」

で
あ
り
ま
す
。
 

そ
れ
は「

自
愛
的
自
己
の
死」

で
あ
り
、
そ
こ
で
は「

自
我
の
内
面
か 

ら
自
我
を
駆
り
立
て
る」

根
元
的
意
欲
は
絶
対
的
に
否
定
さ
れ
ま
す
。

一
 

そ
う
し
た「

自
我
の
絶
対
的
否
定
と
し
て
の
大
死」

は

「

生
死
的
存
在
^
 

の
根
源
を
裁
断
す
る
こ
と」

で
あ
り
、
そ
れ
が
全
面
的
.
根

本

的

な

意
一
 

味
で
の「

欲
を
は
な
れ
る」

、「

執
着
を
は
な
れ
る」

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
 

そ
う
し
た
立
場
が「

絶
対
無」

の
立
場
と
さ
れ
ま
す
。
も
と
よ
り
根
元 

的
意
欲
の
否
定
は
、
単
に
消
極
的
な
虚
無
に
帰
す
る
こ
と
で
は
あ
り
ま 

せ
ん
。
根
元
的
意
欲
は
我
意
の
原
理
と
し
て
は
否
定
さ
れ
る
が
、「

絶 

対
無
の
う
ち
よ
り
そ
れ
の
現
成
と
し
て
絶
対
肯
定
に
帰
す
る」

の
で
あ 

り
ま
す
。r

一
 

切
の
繁
縛
の
根
源」

で
あ
る
根
元
的
意
欲
が
、r

絶
対
無 

に
於
て
は
執
着
の
立
場
を
絶
し
た
根
元
的
自
由
と
し
て
、
そ
の
真
の
根 

元
性
に
於
て
現
は
れ
る」

の
で
あ
り
ま
す
。
自
然
的
生
は
こ
う
し
た
立 

場
か
ら
の
み
肯
定
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は「

い
は
ば
非
i

な
る
i

(

性」 

で
あ
っ
て
、
こ
の「

非」

に
お
い
て
自
然
性
は
最
も
本
来
的
に
最
も
自



然
的
に
自
然
性
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
か
く
し
て「

絶
対
無
の
主
体 

性
に
於
て
、
自
然
性
が〈

非〉

な
る
も
の
と
し
て
現
は
れ
る
所
は
、
自 

然
的
生
が
最
も
本
来
的
に
現
前
す
る
所
で
あ
り
、
そ
れ
が
真
に
自
然
的 

に
そ
れ
自
身
を
生
き
て
ゐ
る
端
的
な
姿
に
於
て
現
前
す
る
所
で
あ
る」 

と
言
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
が「

悪
の
問
題」
の
要
約
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
と
く
に 

ヵ
ン
ト
の
実
践
理
性
の
立
的
に
に
さ
れ
、それをめぐっ
 

て

「

自
愛」

の
構
造
が
徹
底
的
に
追
求
さ
れ
て
い
ま
す
。
ヵ
ン
ト
が 

『

宗
教
論』

で
、「

格
率
に
於
け
る
秩
序
の
逆
倒」

と
し
て
問
題
に
せ
ざ 

る
を
得
な
か
っ
た
事
柄
の
成
立
の
根
拠
を
さ
ぐ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実 

践
理
性
の
立
場
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
さ

ら

に

そ
の
限 

界
を
も
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
か
ら「

絶
対
無」
の
立
場
と
し
て
の
宗
教 

の
立
場
が
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
道
徳
性
を
否
定
す
る
も
の
で 

は
な
く
、
道
徳
の
立
場
に
基
づ
い
て
道
徳
の
立
場
を
超
え
よ
う
と
す
る 

も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
同
時
に
人
間
の
宗
教
的
生
の
成
立
根
拠
を
根
本 

的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
意
味
を
も
つ
も
の
で
も
あ
り
ま 

し
た
。
先
に「

体
験」

の
立
場
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
立
場
が
、
こ
の
論 

文
で
は
一
層
深
め
ら
れ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
こ
の 

「

絶
対
無」

の
立
場
と
言
わ
れ
る
も
の
が
、
後
に
は「

空」

の
立
場
と 

し
て
展
開
し
て
ゆ

く

こ

と

に

な

る

の

で

あ
り
ま
す
。

「

宗
教
と
哲
学
丨
哲
学
及
び
宗
教
と
科
学
の
立
場」

と

「

悪

の

麗
 

と
の
一
一
論
文
は
、
宗
教
と
学
問
、
宗
教
と
道
徳
と
い
う
人
間
の
精
神
生

活
に
お
け
る
三
領
域
の
関
係
を
、
現
代
の
精
神
的
状
況
を
踏
ま
え
て
深 

く
考
え
抜
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
宗
教
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め 

に
は
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
を
、
根
本
的
に
追
求
す
る
も 

の
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
問
題
の
考
察
を
通
し
て
、
西 

谷
先
生
は
宗
教
に
つ
い
て
自
ら
の
理
解
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
西 

谷
宗
教
哲
学
と
言
い
得
る
独
自
な
立
場
を
開
こ
う
と
さ
れ
た
の

で

あ

り
 

ま
す
。
そ
の
立
場
は
、
人
間
の
知
的
活
動
の
領
域
と
道
徳
的
活
動
の
領 

域
と
を
超
え
て
包
み
得
る
領
域
と
し
て
の
宗
教
の
立
場
で
あ
り
、
し
か 

も
現
代
に
お
い
て
す
ベ
て
の
宗
教
が
直
面
し
て
い
る
困
難
な
事
態
を
真 

に
克
服
し
得
る
よ
う
な
新
た
な
展
望
を
開
く
意
味
を
も
っ
た
宗
教
の
立 

場
で
あ

り

ま

し

た

。

科
学
や
道
徳
の
成
立
す
る
根
拠
を
根
本
的
に
検
討I 

し
つ
つ
開
示
さ
れ
た
こ
の
宗
教
の
立
場
に
つ
い
て
の
さ
ら
に
明
確
な
把
M
 

握
は
、
あ
ら
た
め
て『

宗
教
と
は
何
か』

に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
一 

に
な
り
ま
す
。

五
、『

宗
教
と
は
何
か』

『

神
と
絶
対
無』

『

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論
放』

(

昭
和
二
十
三
年)

『

ニ 

ヒ
リ
ズ
ム』

(

二
十
四
年)

等
の
優
れ
た
業
績
を
次
々
に
発
表
さ
れ
た
西 

谷
先
生
は
、
そ
う
し
た
西
欧
思
想
の
徹
底
し
た
理
解
と
仏
教
に
つ
い
て 

の
深
い
理
解
と
体
得
を
ふ
ま
え
て
、
宗
教
の
本
質
を
め
ぐ
る
思
素
を
深 

め
、
昭
和
三
十
六
年(

一
九
六I y

『

宗
教
と
は
何
か』

を
公
に
さ
れ 

ま
し
た
。
こ
の
書
は
、
元
来『

現
代
宗
教
講
座』

(

昭
和
二
十
九
年〜

三 

〇
年
、
創
文
社)
に
収
め
ら
れ
た
四
論
文
を
基
と
し
、
そ
れ
に
さ
ら
に



一一

論
文
を
加
え
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
本
書
は
㈠

「

宗
教 

と
は
何
か」

、
㈡

「

宗
教
に
お

け

る

人
格
性
と
非
人
格
性」

、
㈢

「

虚
無 

と
空」
、
㈣

「

空
の
立
場」

、
㈤

「

空
と
時」

、
㈥

「

空
と
歴
史」

と
い 

う
六
つ
の
テ
ー
マ
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
か
、
そ
れ
ら
の
テ
ー
マ
を
通
し 

て
現
代
に
お

け

る

宗
教
の
根
本
的
な
意
義
を
解
明
し
よ

う

と

さ

れ

る
の 

で
あ
り
ま
す
。

「

緒

言

」

本
書
の「

緒
言」

に
先
生
は
こ
う
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

「

宗
教
と
は
何
か」

と
い
う
表
題
か
ら
、
人
は

r

宗
教
学
者
が
従
来 

の
諸
宗
教
に
現
れ
だ
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
に
基
い
て
、
宗
教
と
い
ふ
も
の 

の
一
般
的
特
質
を
解
明
し
た
論
述」

を
期
待
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
本
書 

の
内
容
も
考
え
方
も
そ
れ
と
は
違
っ
た
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
、
 

「

人
間
の
う
ち
か
ら
宗
教
と
い
ふ
も
の
が
起
こ
つ
て
く
る〈

も
と〉

を
、
 

現
在
に
お
け
る
自
己
の
身
上
に
、
主
体
的
に
探
究
す
る」

と
い
う
立
場 

を
と
る
。
そ
の
場
合
、
過
去
の
事
実
に
立
脚
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と 

は
勿
論
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
こ
に「

現
代
の
人
間
と
し
て
自
己
に
納 

得
の
ゆ
く
や
う
な
も
の
、
そ
の
意
味
で
は〈

あ
つ
た
も
の〉

よ

り

も

寧 

ろ

〈

あ

る

べ

き

も
の〉

を
、
志
向
す
る」

と

い

う

態
度
か
加
わ
る
。
こ 

こ
で
は「

現
在
か
ら
過
去
へ
眼
を
向
け
る
態
度
と
現
在
か
ら
将
来
へ
眼 

を
向
け
る
態
度
と
が
、

一
つ
に
結
び
つ
い
て
く

る」

。

と

い

う

こ
と
は
、
 

「

宗
教
が
も
と
も
と
何
で〈

あ
る〉

か
と
い
ふ
こ
と
を
、

〈

あ
つ
た
も 

の〉

の
理
解
か
ら
考
へ
る
ば
か
り
で
な
く
、

〈

あ
つ
た
も
の〉

の
理
解 

が
絶
え
ず〈

あ

る

べ

き

も
の〉

の
探
究
に
転
じ
、
逆

に

〈

あ

る

べ

き

も

の〉

の

思
量
が〈

あ
つ
た
も

の〉

の
解
明
に
転
ず
る
、
そ
の

境
ひ
目
に 

立
つ
て
省
察
す
る」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
省
察
は
、「

近 

代
と
い
ふ
歴
史
的
境
位
の
根
柢
に
潜
ん
で
ゐ
る
と

思
は
れ
る

問
題
を
通 

し
て
、
人
間
存
在
の
根
柢
を
掘
り
返
し
、
同
時
に〈

実
在〉

(

リ
ァ
リ 

テ
ィ)

の
源
泉
を
探
り
直
す
と
い
ふ
、
さ
う
い
ふ
意
図」

の
も
と
で
宗 

教
を
問
題
に
し
、
ま
た「

宗
教
と
反
宗
教
乃
至
は
非
宗
教
と
の
両
方
に 

跨
っ
た
、
不
確
定
に
動
く
折
衝
地
帯」

に

身
を
置
い
て
の
省
察
で
あ
る
。

か

く

し

て

本
書
は
、
宗
教
現
象
の
事
実
を
ふ
ま
え
な
が
ら
単
に
そ
の 

客
観
的
記
述
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
あ
く
ま
で
宗
教
哲
学
の
立
場
に 

立
っ
て
宗
教
の
本
質
を
探
究
し
よ
う
と
し
、
し
か
も
特
定
の
宗
教
の
教 

義
や
信
条
に
立
脚
せ
ず
、
総
じ
て
宗
教
と
い
う
も
の
、
さ
ら
に
は
反
宗

一
 

教
の
立
場
を
も
視
野
に
い
れ
て
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
烈 

知
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

一
 

⑴

「

宗
教
と
は
何
か」

第
一
論
文「

宗
教
と
は
何
か」

に
お
い
て
は
、
何
が
真
に
実
在
的
で 

あ
る
か
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
意
識
の
場
を
踏
み
越
え
た
と
こ
ろ
に 

現
前
す
る
虚
無
や
死
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
虚
無
が
自
己
意 

識
的
な
自
我
の
根
柢
に
自
覚
的
な
形
で
現
れ
る
場
合
と
し
て「

懐
疑」

と
「

悪
や
罪」

の
問
題
が
考
え
ら
れ
、
そ
こ
で

r

大
疑」

や

「

大
悟」

、

ま

た
「

信
仰」

と
い
っ
た
こ

と

が

「

リ

ア

リ

テ

ィ

の

現
前」

と
し
て
論 

じ

ら

れ

ま

し

た

。

そ
れ
は
、
従

来「

宗
教
的
体
験」

と
し
て
取
り
上
げ 

ら
れ
た「
悟
り」

や

「

信
仰
の
確
立」

と
い
う
よ
う
な
宗
教
的
生
の
核 

心
と
な
る
事
柄
を
、
実
在
の
体
認
、
あ
る
い
は
実
在
の
実
現
と
い
う
角



度
か
ら
と
ら
え
な
お
そ
う
と
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
言
う
こ
と 

が
で
き
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
で
は「

宗
教
的
要
求」

を

「

何
が
真
の
実
在 

で
あ
る
か」
と
い
う
問
い
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
実
在
の
リ
ア
リ
ゼ
ー 

シ
ョ
ン
と
し
て

宗
教
的
体
験
と
い
う

も
の
が
理
解
さ
れ
、
さ

ら

に

そ
の 

こ
と
に
基
づ
い
て
、
神
と
人
間
と
の
関
係
が
根
本
的
に
検
討
さ
れ
て
い 

ま
す
。
そ
う
し
た
宗
教
の
理
解
を
基
礎
と
し
て
、
次
に
現
代
の
宗
教
の 

中
心
的
な
問
題
で
あ
る「
宗
教
と
科
学」

に
つ
い
て
の
考
察
が
進
め
ら 

れ
て
ゆ
く
の
で
あ
り
ま
す
。

⑵

「

宗
教
に
お
け
る
人
格
性
と
非
人
格
性」

第
一一

論
文「

宗
教
に
お
け
る
人
格
性
と
非
人
格
性」

で
は
、「

現
代 

の
人
間
に
於
け
る
最
も
根
柢
的」

と
見
ら
れ
る「

宗
教
と
科
学」

の
問 

題
を
考
え
る
た
め
に
、
上
に
言
わ
れ
た
神
と
人
間
と
の「

非
人
格
的
な 

人
格
関
係」

、「

あ
る
い
は「

人
格
的
な
非
人
格
関
係」
と
い
う
も
の
が
、
 

あ
ら
た
め
て
問
題
に
さ
れ
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
科
学
的
な
も
の
の
見 

方
の
成
立
に
よ
っ
て
、
神
と
人
と
の
人
格
的
関
係
に
立
脚
し
て
き
た
従 

来
の
宗
教
の
立
場
が
、
根
本
的
な
難
問
に
'逢
着
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ 

る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
近
代
自
然
科
学
に
お
け
る
自
然
観
の
変
化
と
、
そ
れ
と
一 

つ
に
結
び
つ
い
て
い
る
人
間
の
主
体
的
自
覚
の
問
題
を
背
景
と
し
て
、
 

従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
神
と
人
間
と
の
人
格
的
関
係
が
検
討
さ
れ
、
キ 

リ
ス
ト
教
、
と
く
に
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
に
見
ら
れ
る
徹
底
し
た
立 

場
を
顧
み
る
こ
と
を

通
し
て
、「

人
格」

と
い
う
こ

と

の

根
源
的
な
意 

味
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、「

絶
対
的
な
無
即
有」

と
い
う
立
場
に
お
い
て
こ
そ「

人
格
が
真
に
リ
ア
リ
テ
ィ
と
し
て
成
甚 

す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が「

人
格
的
な
非
人 

格
性」

乃
至
は「

非
人
格
的
な
人
格
性」

の
立
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
の 

で
す
が
、
そ
う
し
た
立
場
か
ら
初
め
て
現
代
の
宗
教
に
と
っ
て
最
も
困 

難
な
科
学
と
の
関
係
と
い
う
問
題
も
考
え
ら
れ
る
、
と
さ
れ
る
の
で
あ 

り
ま
す
。⑶

「

虚
無
と
空」

第
三
論
文「

虚
無
と
空」

で
は
、「

宗
教
と
科
学」

の
問
題
を
さ
ら 

に
追
求
す
る
た
め
に
、「

絶
対
的
な
無
即
有」

の
立
場
が「

空」

の
立 

場
と
し
て

I

層
深
く
考
え
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
こ
こ
で
は
先
ず
科
学
の 

立
場
を
め
ぐ
っ
て
自
然
法
則
の
段
階
的
な
受
け
取
ら
れ
方
が
取
り
上
げ 

ら
れ
、
そ
こ
か
ら
人
間
の
機
械
化
と
欲
求
的
存
在
へ
の
転
落
と
い
う
現 

代
の
文
化
の
危
機
の
根
本
相
が
指
摘
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
克
服
す
る 

立
場
と
し
て「

空」

の
立
場
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ 

の
立
場
と
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
虚
無
の
立
場
と
の
相
違
を
論
じ
つ 

つ
、「

実
体」

•「

主
体」

の
概
念
の
検
討
を
通
し
て
、「

自
己」

と

「

も 

の」

と
の「

自
体」

と
し
て
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
 

そ
れ
ら
の
問
題
を
ふ
ま
え
て
、
さ
ら
に
第
四
•

第
五
.
第
六
論
文
に
お 

い
て「

空」

の
立
場
と
い
う
も
の
が
追
求
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
、
西
谷
宗
教
哲
学
の
中
心
的
位
置
を
占
め
る
著
作
で
あ
る『

宗 

教
と
は
何
か』
の
第
一
•

第
二
•

第
三
論
文
を
概
観
し
ま
し
た
が
、
こ 

こ
で
は
、
先
に
も
言
っ
た
よ
う
に
、
長
き
に
亘
る
西
欧
思
想
の
研
究
と
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深
い
仏
教
理
解
を
ふ
ま
え
て
現
代
に
お
け
る
宗
教
の
根
本
問
題
の
追
求 

が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
眼
目
は
、
と
く
に「

実
在」

の
体
認
即
実 

現
と
い
う
観
点
か
ら
人
間
の
宗
教
的
な
在
り
方
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ 

に
基
づ
い
て
、
仏
教
に
お
い
て「

空」

と
言
わ
れ
る
立
場
の
意
味
を
、
 

い
く
つ
か
の
観
点
か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と 

言
っ
て
よ
い
で
あ

り

ま

し

ょ
う
。

六
、『

禅
の
立
場』

『

宗
教
と
は
何
か』

の
刊
行
後
一
一
十
五
年
を
経
て
、
昭
和
六
十
一
年
、
 

『

禅
の
立
場』

(『

著
作
集』

第
十
一
.

第
十
二
卷
所
収)

が
刊
行
さ
れ
ま
し 

た
。
こ
の
書
に
収
め
ら
れ
た
論
文
の
中
、
主
な
も
の
は
す
で
に『

講 

座

禅

』
(

昭
和
四
十
ニ
年〜

四
十
四
年
、
筑
摩
書
房)

に
発
表
さ
れ
た
も 

の
で
あ
り
ま
す
が
そ
れ
に
な
お

い

く

つ
か
の
論
文
と
禅
の
偈
頌
の
解
説 

を
加
え
て
、
あ
ら
た
に『

宗
教
論
集』

第
一
一
巻
と
し
て
上
梓
さ
れ
た
の 

で
あ
り
ま
す
。

ま
ず
第
一
部
で
は
、
禅
と
い
う
も
の
の
根
本
的
な
特
色
が
論
じ
ら
れ 

ま
す
。
即
ち
、
第

一

論
文
に
お
い
て
は
、
禅
の
立
場
を
端
的
に
表
す
も 

の
と
し
て「

己
事
究
明」

と
い
う
言
葉
が
示
さ
れ
、
そ
れ
が
単
な
る
主 

観
主
義
や
客
観
主
義
と
は
異
な
る
自
己
自
身
を
徹
底
的
に
究
明
す
る
立 

場
で
あ
り
、
自
己
が
真
に
自
己
と
し
て
の
自
覚
に
達
す
る
道
で
あ
る
こ 

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
次
に
、
第
二
論
文 

に
お
い
て
、
そ
う
し
た「

己
事
究
明」

の
道
に
お
い
て
人
間
が
い
か
に 

し
て
自
ら
の
存
在
の
不
安
を
克
服
す
る
か
が
問
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
自

己
と
世
界
と
を

疑
い
に

化
し
さ

ら

に

そ

こ

か

ら

超
出
す
る
こ
と
に
よ
る 

の

で

あ

り

ま

す

。

そ
こ
で
は
神
仏
や
師
な
ど
、
い
か
な
る
も
の
に
も
依 

拠
せ
ず
、
あ
く
ま
で
自
己
自
身
に
よ
っ
て
自
ら
が
確
か
め
な
け
れ
ば
な 

り

ま

せ

ん

。

そ
れ
が「

向
上
の
立
場」

で
あ

り

ま

す

。

そ
う
い
う
禅
の 

立
場
は
、
仏
教一

般
、
宗
教
一
般
の
立
場
を
超
え
る
と

こ

ろ

が

あ
る
、
 

と
言
わ
れ
ま
す
。
第
三
論
文
で
は
、
こ
う
し
た
禅
の
立
場
の
特
色
が
さ 

ら
に
明
ら
か
に
さ
れ
ま
す
。
禅
は
仏
教
が
本
来
も
っ
て
い
た
独
自
な
性 

格
、
即
ち
、
宗
教
的
と
哲
学
的
と
い
う
相
対
立
す
る
立
場
の
根
源
へ
遡 

り
、
両
者
を

r

覚」

に
お
い
て
止
揚
す
る
よ
う
な
方
向
を
徹
底
し
た
立 

場
と
言
え
ま
す
。
そ
の
立
場
は
、
自
己
の
う
ち
に
霊
知
を
認
め
る
よ
う 

な
立
場
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
己
が
自
己
自
身
を
否
定
し
つ
く
し
た
極
一 

限
に
お
け
る
脱
自
の
場
と
し
て
の「

絶
対
無」

の
場
で
あ

り

、

さ

ら

に
25 

そ
れ
を
も
超
え
て「

本
来
人」

の
立
場
と
し
て
開
か
れ
て
ゆ
く
の
で
あ

一
 

り
ま
す
。
そ
れ
は
宗
教
的
•

非
宗
教
的
、
哲
学
的
•
非
哲
学
的
と
い
っ 

た
こ
と
を
超
え
た
本
源
的
な
立
場
で
あ
り
、
自
己
と
世
界
が
現
前
し
現 

成
す
る
絶
対
自
由
と
自
在
の
立
場
な
の
で
あ
り
ま
す
。

第
二
部
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
禅
の
立
場
が
現
代
に
お
い
て
も
つ 

意
味
が
論
じ
ら
れ
ま
す
。
第

一

論
文
で
は
、
現
代
文
明
の
根
本
問
題
と 

し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と

禅
と
の
関
係
が
取
り
上
げ
ら
れ
ま
す
。
現
代
の 

ニ

ヒ

リ
ズ
ム
は
、

近
世
以
来
の
科
学
の
発
展
に
よ
っ
て
自
然
的
世
界
の 

見
方
が

I

変
し
た
こ
と
に

起
因
し
ま
す
が
、
そ
こ
で
は
人
間
の
存
在
自 

身
が
問
題
化
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
、
人
間
と
は
何
で 

あ
る
か
が
根
本
か
ら
疑

わ

し

く

な

っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し

か

し

そ
の



こ
と
は
、
本
来
人
間
自
身
に
潜
ん
で
い
る
問
題
性
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
現 

れ
で
あ
り
、
そ
こ
に
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
禅
と
が
切
れ
合
う
と
こ
ろ
が
あ
る 

と
言
わ
れ
ま
す
。
禅
の
立
場
は
徹
底
し
て
自
己
の
究
明
を
遂
行
す
る
立 

場
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
自
己
は
自
己
自
身
に
と
っ
て
一
個
の
問
い
と
化 

し
て
現
前
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
現
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の 

根
底
に
生
起
し
て
い
る
事
態
で
も
あ
り
ま
す
。
し
か
も
そ
こ
で
の
自
己 

の
究
明
は
、
そ
の
問
い
そ
の
も
の
の
解
決
と
い
う
方
向
を
含
む
の
で
あ 

り
、
そ
こ
に「

自
己
存
在
の
確
か
さ
の
覚
得」

と
ひ
と
つ
に「

真
の
ニ 

ヒ
リ
ズ
ム
の
覚
得」

と

い

う

こ
と
も
成
立
す
る
、
と
言
わ
れ
る
の
で
あ 

り
ま
す
◦

第

1
1

論
文
で
は
、
他
の
宗
教
、
と
く
に
キ
リ
ス
ト
教
と
禅
と
の
関
係 

が
問
題
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
即
ち
禅
の
立
場
は
、
絶
対
的
な
も
の
を
他 

者
と
し
て
立
て
そ
れ
に
依
存
す
る
と
い
う
こ
と
を
自
ら
に
拒
み
ま
す
が
、
 

そ
れ
は
、
そ
こ
で
は
自
己
の
真
の
生
が
他
者
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
と 

し
て
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
己
事
究
明
の
道
に
お
い
て
は
、
真 

の
生
は
本
来
の
自
己
に
固
有
の
も
の
な
る
こ
と
が
自
証
さ
れ
ま
す
。
し 

か
も
そ
れ
は
我
々
の
生
活
や
経
験
の
も
つ
直
接
性
を
離
れ
ず
、
日
常
の 

生
活
の
直
下
に
開
か
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
特
質
を
も
つ
禅 

は
、
あ

ら

ゆ

る

宗
教
形
態
の
中
で
独
自
な
、
例
外
的
な
立
場
と
言
え
る 

の
で
あ
り
、
仏
教
の
歴
史
的
展
開
の
上
に
現
れ
て
き
ま
し
た
が
、
単
に 

仏
教
の一

形
態
と
言
い
切
れ
ぬ
と
こ
ろ
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 

禅
の
立
場
の
そ
う
い
う
特
異
性
を
ふ
ま
え
て
こ
そ
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏 

教
と
の
出
会
い
と
い
う
現
代
に
お
け
る
問
題
も
根
本
的
に
考
え
ら
れ
る
、

と
先
生
は
言
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

第
三
論
文
で
は
、
近
代
科
学
と
禅
と
の
関
係
が
問
わ
れ
ま
す
。
こ
こ 

で
は
先
ず
近
代
科
学
が
自
然
的
世
界
の
目
的
論
的
見
方
を
排
除
し
た
こ 

と
に
よ
っ
て
生
じ
る
問
題
が
指
摘
さ
れ
ま
す
。
即
ち
科
学
は
、
自
然
界 

を
普
遍
的
な
自
然
法
則
に
支
配
さ
れ
た
物
質
的
世
界
と
見
、
人
間
の
意 

識
活
動
も
機
械
的
な
法
則
性
に
支
配
さ
れ
た
過
程
と
見
ま
す
。
そ
の
こ 

と
は
、
従
来
の
宗
教
や
哲
学
の
目
的
論
的
な
体
系
か
ら
そ
の
礎
石
が
奪 

わ
れ
た
こ
と
を

意
味
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
科
学
的
な
見
方 

は
、
人
間
が
自
ら
の
生
き
る
意
味
を
問
う
と
い
う
よ
う
な
実
存
的
な
問 

い
に
対
す
る
答
え
を
含
ん
で
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
現
代
文
明
の
大
き
な 

問
題
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
か
く
し
て
現
在
、
科
学
的
な
宇
宙
観
と

I 

人
間
の
究
明
と
い
う
矛
盾
し
た
も
の
が1

つ
に
融
合
す
る
こ
と
が
要
求
26 

さ
れ
ま
す
。
即
ち
、「

科
学
的
な
宇
宙
観
が
人
間
の
究
明
に
お
け
る
契
一 

機
に
な
る」

と

い

う

こ
と
と
、「

人
間
の
究
明
を
通
し
て
初
め
て
科
学 

的
な
宇
宙
観
が
そ
の
真
理
性
へ
齎
ら
さ
れ
る」

と
い
う
こ
と
と
が
同
時 

に
成
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
問
題
解
決
方
法 

は
、
例
え
ば
禅
に
お
い
て「

万
象
之
中
独
露
身」

と
表
現
さ
れ
る
よ
う 

な

と

こ

ろ

に

現
れ
て
い
る
、
と
先
生
は
言
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
、『

禅
の
立
場』

に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
禅
の
立 

場
を
基
礎
と
し
て
そ
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
努
力
が
傾
け
ら 

れ
て
い
ま
す
が
、
し
か
も
同
時
に
、
そ
の
論
述
は
、
単
に
禅
の
立
場
の 

説
明
や
分
析
に
お
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
現
代
の
精
神
状
況
の
根
底
に 

横
た
わ
る
問
題
に
目
を
向
け
、
そ
の
根
本
的
な
解
決
の
方
向
を
探
る
と



い
う
意
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
た
だ
禅
の
立
場
の
現 

代
に
お
け
る
弁
証
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
今
日
深
刻
な
事
態 

に
直
面
し
て
い
る「

宗
教」

と
い
う
も
の
が
、
現
代
に
お
い
て
も
な
お 

何
等
か
の
役
割
を
果
た
し
得
る
か
、
果
た
し
得
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
い 

か
な
る
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
を
考
え
よ
う
と
す
る 

も
の
で
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
、
本
書
が
と
く
に
現
代
の
宗 

教
哲
学
書
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も

つ

所
以
が
見
い
だ
さ

れ

ま

し

ょ

う

。

西
谷
先
生
の
思
想
を
理
解
す
る
手
が
か
り
を
得
る
た
め
に
、
先
ず
先 

生
の
宗
教
哲
学
に
つ
い
て
、
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
が

問
題
に
な
っ 

て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
い
く
つ
か
の
論
文
を
め
ぐ
っ
て
紹
介
い
た 

し
ま
し
た
。
宗
教
の
問
題
は
、
先
生
が
そ
の
思
想
的
営
為
を
展
開
さ
れ 

る
当
初
か
ら
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
問
題
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
、
 

先
に
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
つ
ね
に
現
代
の
人
間
の
根
本
問
題
と
し 

て
考
え
ら
れ
、
そ
の
問
題
意
識
を
基
礎
と
し
て
、
東
西
に
わ
た
る
思
想 

の
徹
底
的
な
究
明
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
先
生
の
広
く
深
い 

思
想
の
理
解
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
現
代
の 

人
間
が
直
面
し
て
い
る
精
神
的
危
機
を
打
開
す
る
可
能
性
を
も
つ
も
の 

と
し
て
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
を
学
び
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思 

う
の
で
あ
り
ま
す
。

〇

新

刊

案

内

〔

徹
底
討
議〕

八
木
誠
一
+

秋
月
龍
珉

『

無
心
と
神
の
国

宗
教
に
お
け
る〈

自
然〉

』

イ
エ
ス
の
ア
ウ
ト
マ
テ
ー
、
親
鸞
の
自
然
、
禅
の
無
心
な
ど
を 

手
が
か
り
に
、
宗
教
に
お
け
る「

あ
る
が
ま
ま」

の
概
念
を
あ 

と
づ
け
、「

絶
対
受
容」

が
示
す
信
仰
の
深
み
を
た
ど
り
、
宗 

教
に
お
け
る
根
源
的
な
も
の
の
境
位
を
さ
ぐ
る
、
仏
教
と
キ
リ 

ス
ト
教
の
宗
教
哲
学
的
対
話
。

青
土
社
刊
ニ
、
四
〇
〇
円

〇
好
評
既
刊 

『

ダ
ン
マ
が
露
わ
に
な
る
と
き

』

『

禅
と
イ
エ
ス

•

キ
リ
ス
ト

』

『
親
鸞
と
パ
ウ
ロ

』
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