
現
在
の
信
念
に
お
け
る
無
限
大
悲
の
実
現

——

清

沢

満

之

に

お

け

る

「現
在
安
住
」

の
時
間
的
側
面
に
関
す
る
考
察
・

は

じ

め

に 

清

沢

満

之(

一
八
六
三
——

一
九
〇
三
、
以
下
満
之
と
略)

の
浩
々
洞 

時

代
(

明
治
三
三
年
十
月
一
日
〜
三
五
年
十
一
月
五
日)

の
二
年 

間
は
、
著
作
活
動
に
お
い
て
最
も
多
産
な
時
期
で
あ
る
。
満
之
が 

亡
く
な
る
明
治
三
六
年
六
月
ま
で
を
含
め
る
と
、

『精
神
界
』

に 

発
表
さ
れ
た
論
文
、
講
話
録
等
は
四
三
篇
、

『無
尽
灯
』

に
掲
載 

さ
れ
た
論
文
四
ハ
篇
、
各
種
機
関
誌
へ
の
寄
稿
二
六
篇
が
残
さ
れ 

て
い
る
。

『精
神
界
』
誌

上

を

中

心

と

す

る

こ

れ

ら

の

論

稿

・
講 

話
等
に
お
い
て
満
之
が
表
明
し
、
世
に
問
う
て
い
っ
た
浄
土
真
宗 

の
宗
教
的
伝
統
に
根
ざ
す
信
仰
の
主
張
を
精
神
主
義
と
い
う
。
満 

之

は

「精
神
主
義
と
三
世
」

に
お
い
て
、
精

神

主

義

の

過

去

・
現 

在

・
未
来
に
対
す
る
視
座
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

精
神
主
義
は
過
去
の
事
に
対
す
る
ア
キ
ラ
メ
主
義
な
り
。
精

西 

本 

祐 

攝 

神
主
義
は
現
在
の
事
に
対
す
る
安
住
主
義
な
り
。
精
神
主
義 

は

未
来

の

事

に

対
す

る

奮

励

主
義

な

り

。(

中
略)

精
神
主 

義
は
寧
ろ
現
在
の
安
住
を
主
要
と
す
る
も
の
な
り
。 

(

『清
沢
満
之
全
集
』
六

巻

・
九
一
頁
、
岩
波
書
店
二
〇
〇
二
、

以

下

『全
集
』
と
略) 

私
は
以
前
の
論
文
に
お
い
て
、
満

之

が

精

神

主

義

の

「主
要
」 

と

語

る

「
現
在
安
住
」
が
、

い
か
な
る
思
想
的
背
景
を
持
ち
、
ま 

た
満
之
自
身
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
す
る
も
の
と
し
て 

自
覚
的
に
語
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
し
て
満
之
の 

「
現
在
安
住
」
が
、

「在
床
懺
悔
録
」

「他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
」 

に
お
け
る
親
鸞
思
想
へ
の
考
究
を
背
景
と
し
た
、
親
鸞
の
現
生
正 

定
聚
に
淵
源
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
宗
教
的
信
念
の
獲
得 

に
お
け
る
救
済
の
事
実
を
語
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
独
立
を
内 

実
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
言
及
し
た
。
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ま
た
、
満
之
が
精
神
主
義
へ
の
種
々
の
批
判
に
対
し
、
精
神
主 

義

の

「主
要
」
と

語

る

の

が

「
現
在
安
住
」

で
あ
る
。
数
あ
る
精 

神
主
義
批
判
の
中
で
、
特

に

曾

我

量

深(

一
八
七
五
——

一
九
七
一
、
 

以
下
曾
我
と
略)

の
批
判
は
満
之
の
現
在
安
住
を
明
ら
か
に
す
る 

上
で
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

こ
こ
に
引
用 

し

た

「精
神
主
義
と
三
世
」
は
、
曾
我
の
批
判
に
対
し
応
え
ら
れ 

た
論
稿
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
も
曾
我
の
精
神
主
義
批 

判
と
そ
れ
に
対
す
る
満
之
の
応
答
は
、
近
代
真
宗
教
学
の
課
題
と 

系
譜
を
尋
ね
る
意
図
を
も
っ
て
し
ば
し
ば
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
。 

本
稿
で
は
先
行
研
究
に
啓
発
を
受
け
つ
つ
も
、
筆
者
自
身
の
課
題 

で

あ

る

「清
沢
満
之
に
お
け
る
現
在
安
住
」

に
焦
点
を
絞
っ
て
考 

察
し
て
い
き
た
い
。
具
体
的
に
は
、
曾
我
の
精
神
主
義
批
判
の
核 

心
を
尋
ね
、
批

判

に

対

す

る

満

之

の

応

答

「
精
神
主
義
と
三
世
」 

を
中
心
に
考
察
し
て
い
く
。
そ
れ
は
満
之
の
現
在
安
住
の
時
間
的

③

側
面
に
お
け
る
内
実
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

ー
 

無
限
の
人
格
化
と
信
仰
不
変
論 

曾
我
の
教
学
姿
勢
と
思
想
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は 

満
之
の
精
神
主
義
で
あ
り
、
曾
我
自
身
が
回
想
す
る
よ
う
に
、

そ砂 

の
教
学
営
為
は
満
之
と
の
邂
逅
に
新
た
な
出
発
点
を
与
え
ら
れ
た
。 

し
か
し
、
曾
我
は
浩
々
洞
に
入
洞
前
に
は
満
之
と
そ
の
門
弟
た
ち

に
よ
る
精
神
主
義
に
対
し
疑
念
を
懐
き
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。 

そ

の

批

判

は

満

之

の

思

想

が

『精
神
界
』

に
唱
導
さ
れ
る
以
前
に 

遡
る
も
の
で
あ
り
、
論

稿

「弥
陀
及
び
名
号
の
観
念
」

に
批
判
の 

萌
し
が
見
ら
れ
る
。

曾
我
は
こ
の
論
稿
で
ま
ず
釈
尊
滅
後
の
仏
教
流
伝
の
歴
史
に
お 

い
て
、
釈
尊
観
の
変
遷
に
と
も
な
う
信
仰
の
変
遷
が
あ
る
こ
と
を 

述
べ
て
い
く
。
し
か
し
、
論
稿
の
主
題
は
釈
尊
観
と
信
仰
の
変
遷 

を
論
じ
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、

「
弥
陀
及
び
名
号
の
観 

念
」
と
い
う
論
題
に
明
確
に
顕
わ
さ
れ
る
よ
う
に
無
限
・
実
在
と 

表
現
さ
れ
る
如
来
と
は
何
か
と
い
う
問
題
、
そ
し
て
そ
の
無
限
と 

有
限
者
の
信
仰
を
め
ぐ
る
関
係
に
論
及
す
る
に
い
た
る
。 

曾
我
は
信
仰
に
関
わ
っ
て
、

「古
来
仏
教
史
上
の
幾
多
の
宗
派
」 

を

「
形
式
と
内
容
と
の
二
方
面
」

か
ら①

教
権
派
と
信
仰
派
、
そ 

の
信
仰
派
を②

直
覚
派
、③

合
理
的
信
仰
派
と
し
、
さ
ら
に
こ
れ 

ら
三
つ
を
融
合
す
る
立
場
を
と
る④

円
融
論
に
分
類
す
る
。
そ
し 

て
こ
の
分
類
に
則
し
つ
つ
当
時
の
仏
教
界
の
趨
勢
を
護
教
的
関
心 

に
立
つ
教
権
派
す
な
わ
ち
旧
仏
教
、
そ
れ
を
否
定
し
て
理
性
と
経 

験
に
よ
っ
て
信
仰
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
合
理
的
信
仰
派
す
な
わ 

ち
新
仏
教
、

そ
し
て
合
理
的
信
仰
派
と
も
対
極
的
な
方
向
を
と
り 

『無
尽
灯
』
誌
上
を
中
心
に
活
動
し
て
い
る
清
沢
満
之
、
暁
烏
敏
、
 

伊

藤

証

信

に

よ

る

「
絶
対
無
限
の
直
覚
」
を
眼
目
と
す
る
直
覚
派
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に
分
類
す
る
。
そ
し
て
自
ら
は
円
融
論
の
立
場
に
立
っ
て
、
そ
れ 

ぞ
れ
の
信
仰
の
特
徴
と
問
題
点
を
鋭
く
指
摘
し
て
い
く
。
曾
我
は 

満
之
ら
の
信
仰
の
特
徴
と
問
題
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

直
覚
論
者
は
信
仰
は
唯
一
度
得
べ
き
も
の
と
信
じ
、
信
仰
を 

以
て
有
限
無
限
の
永
久
の
調
和
と
信
ず
る
が
故
に
決
し
て
信 

仰
の
変
遷
は
永
久
あ
る
こ
と
な
し
と
な
す
。
元
よ
り
真
の
信 

仰
は
自
己
内
容
の
無
限
の
直
観
を
主
と
す
る
を
以
て
此
意
義 

に
於
て
信
仰
の
不
変
唯
一
不
壊
を
主
張
す
る
は
当
然
の
理
な 

り
。(

中
略)

無
限
の
観
念
よ
り

見
れ

ば

唯

物

論
も

唯

心

論 

も
進
化
論
も
目
的
論
も
器
械
論
も
皆
無
限
の
一
方
面
に
過
ぎ 

ず
。
理
性
の
解
釈
は
云
何
に
変
化
す
る
も
、
無
限
に
対
す
る 

信
仰
は
何
等
の
影
響
を
も
受
く
る
こ
と
な
し
と
、
是
を
信
仰 

不
変
論
の
主

張
と

す

。(

中
略)

無
限
に
は
無
限
の
智
慧
を 

有
し
、
無
限
の
慈
悲
を
有
し
、
無
限
の
力
を
有
す
る
と
云
ふ 

が
如
き
は
無
意
義
の
言
の
み
。
此
れ
無
限
を
人
格
化
し
、
無 

限
を
万
有
の
第
一
原
因
と
な
す
の
僻
見
に
過
ぎ
ず
。
彼
等
は 

無
限
の
観
念
其
者
を
捕
捉
す
る
こ
と
な
く
、
唯
無
限
の
言
語 

を
弄
す
る
も
の
な
れ
ば
な
り
。
(

『選
集
』

一
巻
一
六
〇
頁) 

満
之
ら
直
覚
派
の
信
仰
は
、
当
時
の
学
問
の
主
流
で
あ
る
唯
物
論
、
 

唯
心
論
、
進
化
論
等
の
科
学
哲
学
上
の
論
理
を
す
べ
て
有
限
な
人 

間
理
性
に
基
づ
く
無
限
の
一
解
釈
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
ら
が
変
遷
し
よ
う
と
も
有
限
者
の
無
限
に
対
す
る
信
仰 

は

「有
限
無
限
の
永
久
の
調
和
」

に
基
づ
く
た
め
、
決
し
て
変
遷 

す

る

こ

と

の

な

い

「信
仰
不
変
論
」
と
い
う
特
徴
を
有
す
る
も
の 

で
あ
る
と
い
う
。
曾

我

は

「信
仰
不
変
論
」
を
教
権
派
、
直
覚
派 

に
共
通
し
た
特
徴
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
そ
の
共
通
性
に 

お
い
て
、
直
覚
派
の
信
仰
は
教
権
主
義
へ
と
堕
し
て
い
く
と
い
う 

問
題
を

孕

ん
で

お

り

、
護
教
的
関
心
に
立
つ
教
権
派
に
よ
っ
て 

「
社
会
の
暗
黒
を
持
続
せ
ん
と
す
る
」
た

め

の

「外
援
」
と
さ
れ

⑧

て
し
ま
う
こ
と
を
危
惧
し
て
い
る
。
曾
我
は
こ
の
よ
う
な
問
題
に 

陥
る
理
由
を
直
覚
派
の
無
限
観
に
あ
る
と
見
抜
き
、
満
之
の
い
う 

「無
限
の
慈
悲
、
智
慧
、
力
」
は
無
限
を
人
格
化
し
、
信
仰
に
先 

立
つ
万
有
の
第
一
原
因
と
す
る
偏
見
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
よ
う
な
無 

限

観

は

「
唯
無
限
の
言
語
を
弄
す
る
も
の
」

に
過
ぎ
な
い
と
批
判 

し
て
い
く
の
で
あ
る
。

-
-

精
神
主
義
の
陥
穽(
将
来
へ
の
提
言
の
欠
如) 

さ
ら
に
曾
我
の
批
判
が
全
面
展
開
す
る
の
は
明
治
三
五
年
一
月 

発

行

『無
尽
灯
』
誌
上
に
お
い
て
で
あ
る
。
曾
我
は
同
誌
上
に
お 

い
て
、
十
編
に
及
ぶ
論
稿
を
掲
載
し
て
い
る
。
そ

の

中

で

「
明
治 

三
十
四
年
に
感
謝
す
」

「
精
神
主
義
」

「精
神
主
義
と
本
能
満
足
主 

義
と
の
酷
似
」

「希
望
あ
る
第
三
十
五
年
」

の
四
篇
が
精
神
主
義
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批
判
に
あ
た
る
。

こ
こ
で
は
こ
の
四
編
を
中
心
に
曾
我
の
批
判
の 

内
実
を
尋
ね
、
そ
の
核
心
に
迫
っ
て
み
た
い
。
当
然
、
先

の

「弥 

陀
及
び
名
号
の
観
念
」

に
共
通
す
る
批
判
と
さ
ら
な
る
問
題
の
深 

ま
り
が
予
想
さ
れ
る
が
、
本

論

で

後

に

と

り

あ

げ

る

「精
神
主
義 

と
三
世
」

が
こ
の
四
編
の
論
稿
に
対
す
る
応
答
で
あ
る
こ
と
を
考 

え
る
な
ら
ば
、

こ
の
四
編
に
展
開
す
る
批
判
は
満
之
の
現
在
安
住 

の
内
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
上
で
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で 

あ
る
と
い
え
る
〇

曾
我
は
、
浩
々
洞
を
拠
点
と
し
明
治
三
四
年
一
月
に
創
刊
さ
れ 

た

『精
神
界
』
誌

上

を

中

心

に

唱

導

さ

れ

る

「
精
神
主
義
」

に
対 

し
て
、精

神
主
義
は
恩
師
清
沢
先
生
を
初
と
し
、
浩
々
洞
一
派
の
諸 

君
の
唱
道
す
る
所
、
其
思
想
必
し
も
斬
新
な
る
者
あ
る
に
非 

ず
、
唯
科
学
万
能
の
時
代
に
現
出
し
た
る
を
奇
と
す
。

(

『選
集
』

一
巻
・
二
九
一
頁) 

と
評
し
て
い
る
。
曾
我
は
精
神
主
義
に
信
頼
を
お
き
つ
つ
、
そ
の 

主
張
に
つ
い
て
浩
々
洞
の
洞
人
と
議
論
を
重
ね
て
い
た
。
し
か
し
、
 

「
此
主
義
に
関
す
る
疑
団
は
容
易
に
解
け
」
な
い
こ
と
を
述
べ
、
 

「
吾
人
は
そ
が
偶
々
吾
同
胞
に
よ
り
て
唱
へ
ら
れ
た
る
が
為
に
、
 

其
鼓
吹
を
抑
止
す
る
に
忍
び
ざ
る
な
り
」
と
苦
衷
の
胸
の
裡
を
表 

し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
批
判
を
加
え
て
い
く
。

吾
人
が
精
神
主
義
に
対
し
て
特
に
尊
敬
の
念
を
捧
げ
た
る
は
、
 

其
消
極
主
義
な
る
の
点
に
あ
り
き
、
則
ち
其
ア
キ
ラ
メ
主
義 

の
点
に
あ
り
き
、
精
神
主
義
は
寧
ろ
未
来
の
希
望
に
対
し
て 

何
等
を
も
教
へ
ざ
る
な
り
。
精
神
主
義
は
過
去
の
行
為
に
よ 

り
て
得
た
る
道
徳
的
苦
悶
を
癒
す
る
の
主
義
な
り
。
少
く
も 

人
生
の
動
力
を
無
闇
に
過
去
恢
復
の
為
に
徒
費
す
る
こ
と
よ 

り
解
脱
し
て
、
其
全
力
を
将
来
の
活
動
に
向
は
し
む
る
の
主 

義
な
り
。
彼
は
其
反
面
に
於
て
、
将
来
に
於
て
大
に
な
す
べ 

き
を
命
ず
。
而
も
彼
は
何
を
な
す
べ
き
ゃ
を
教
へ
ず
、
彼
は 

何
等
差
別
な
る
積
極
的
な
る
標
準
と
形
式
と
を
与
へ
ざ
る
な 

り
。
唯
彼
は
純
一
平
等
な
る
動
力
を
与
へ
た
り
、
実
質
を
与 

へ
た
り
。 

(

『選
集
』

一
巻
一
九
二
頁) 

曾
我
は
精
神
主
義
に
尊
敬
を
捧
げ
る
理
由
を
、
そ

の

消

極

主

義

・
 

ア
キ
ラ
メ
主
義
の
点
に
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
精
神
主
義
が 

過
去
の
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
道
徳
的
苦
悶
を
安
慰
し
、
苦
悩
か 

ら
の
脱
却
を
語
る
点
は
傾
聴
す
べ
き
で
あ
る
と
い
、つ
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、

一
方
で
精
神
主
義
は
将
来
に
対
し
て
は
「
平
等
な
る
動 

力
」
を
与
え
る
の
み
で
あ
り
、
何

を

な

す

べ

き

か

と

い

う

「
積
極 

的
な
る
標
準
と
形
式
」
を
与
え
な
い
。

こ
の
点
に
は
無
視
で
き
な 

い
問
題
が
存
し
て
い
る
こ
と
示
唆
し
、

こ
の
問
題
に
よ
っ
て
人
生 

生
活
に
ど
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
る
の
か
を
具
体
的
に
述
べ
て
い
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く
。

彼
は
小
児
に
向
て
秋
水
し
た
ゝ
る
所
の
劎
を
与
へ
た
り
。
五
口 

人
は
精
神
主
義
が
人
生
々
活
の
主
義
と
し
て
如
何
に
危
険
な 

る
乎
を
観
る
な
り
。
精
神
主
義
は
非
理
性
主
義
な
れ
ば
な
り
。 

盲

動

主
義

な

れ

ば

な

り

。(

中
略)

此
を
将
来
の
行
為
の
指 

導
者
と
し
て
は
、
其
価
値
殆
ど
零
な
り
と
云
は
ざ
る
べ
か
ら 

ず
。
彼
は
将
来
に
対
し
て
唯
盲
目
的
活
動
力
を
与
ふ
る
に
過 

ぎ
ざ
る
な
り
。 

(

『選
集
』

一
巻
一
九
二
——
三
頁) 

曾
我
は
、
精
神
主
義
が
将
来
に
徒
ら
な
活
動
力
を
与
え
る
の
み
で 

あ
り
、
将
来
の
行
為
の
指
導
者
と
し
て
は
全
く
価
値
が
な
い
と
い 

う
。
そ
し
て
精
神
主
義
の
語
る
宗
教
的
信
念
は
人
間
の
す
べ
て
の 

行
為
を
無
条
件
に
肯
定
し
て
い
く
非
理
性
主
義
、
盲
動
主
義
に
陥 

る
と
、

そ

の

陥

穽
を

指

摘

し
て

い

く

。

さ
ら
に
、
曾
我
は
続
く 

「
精
神
主
義
と
本
能
満
足
主
義
と
の
酷
似
」

に
お
い
て
、
同
内
容 

の
批
判
を
高
山
樗
牛
の
本
能
満
足
主
義
と
の
類
似
性
を
通
し
述
べ 

て
い
く
。

両

者

〔
精
神
主
義
と

本
能
満
足
主
義-

引
用
者
注
〕
共
に
単 

に
主
観
的
感
情
を
基
礎
と
せ
り
。
共
に
社
会
的
感
情
を
軽
視 

せ
り
。
智
識
道
徳
の
価
値
を
賤
め
た
り
。
社
会
進
化
を
否
定 

し
た
り
。
専
ら
主
観
の
満
足
安
心
を
求
め
た
り
。

(

『選
集
』

一

巻

一

九

七

—
ハ
頁)

曾
我
の
論
点
を
ま
と
め
る
と
、
精
神
主
義
は
主
観
的
感
情
を
基
礎 

と
し
て
い
て
、
社
会
的
感
情
を
軽
視
し
、
智
識
道
徳
の
価
値
を
い 

や
し
い
も
の
と
さ
げ
す
み
、
社
会
進
化
を
否
定
し
て
い
る
。
ま
さ 

に
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
精
神
主
義
は
前
途
の
指
導
と
な
り
え
な
い 

こ
と
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
貪
愛
、
瞋

憎

を

も

あ

え

て

行

う

「
盲 

動

的

行

為

」
、

何

事

も

馬

鹿

ら

し

い

と

感

じ

て

何

も

な

さ

な

い 

「端
坐
主
義
」
と
な
る
と
い
う
問
題
を
引
き
起
こ
す
、
と
指
摘
し 

て
い
く
。
そ
し
て
精
神
主
義
の
主
張
は
斬
新
で
鋭
利
の
よ
う
で
あ 

る
が
、
実
際
に
は
倫
理
道
徳
の
事
実
に
対
し
て
観
察
が
不
足
し
て 

お
り
、
読

む

ほ

ど

に

厭

世

・
倦
怠
の
感
情
を
惹
起
す
る
と
い
う
問 

題
を
有
し
、
将
来
の
倫
理
道
徳
に
関
す
る
提
言
が
欠
落
し
て
い
る

⑭

と
述
べ
て
い
く
の
で
あ
る
。

曾
我
が
精
神
主
義
の
諸
問
題
を
指
摘
す
る
際
、
そ
の
直
接
の
批 

判

対

象

と

な

っ

た

論

稿

と

し

て

は

暁

烏

敏

の

「
精
神
主
義
と
性 

情
」
を
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
当
時
、

こ
の
論
稿
を
め
ぐ
っ
て
精 

神
主
義
に
対
す
る
批
判
は
噴
出
し
て
い
た
。

精
神
主
義
の
問
題
が
、
主
観
的
感
情
を
基
礎
と
し
過
去
の
道
徳 

的
苦
悶
に
限
定
し
た
安
慰
を
語
る
点
に
あ
る
と
い
う
批
判
は
境
野

⑯

黄

洋

「羸
弱
思
想
の
流
行
」

に
指
摘
さ
れ
、
ま
た
精
神
主
義
が
非 

理

性

主

義

で

あ

る

と

い

う

批

判

は

花

田

衆

甫

「
排

精

神

主

義 

(

『精
神
主
義
』
を
難
じ
て
浩
々
洞
諸
氏
の
答
を
望
む)

」

の
批
判
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に
共
通
し
て
指
摘
さ
れ
る
問
題
点
で
あ
っ
た
。 

こ
の
よ
う
な
問
題
は
な
ぜ
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

曾
我
は
上
記
の
諸
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
要
因
と
も
い
う
べ 

き
精
神
主
義
の
形
而
上
的
根
拠
に
論
及
し
、
鋭
く
批
判
を
展
開
し 

て
い
く
の
で
あ
る
。

三 

無
限
の
慈
悲(
形
而
上
的
根
拠
へ
の
疑
い) 

此
主
義
に
対
す
る
第
二
の
疑
点
は
其
形
而
上
的
根
拠
に
在
り
。 

諸
君
は
精
神
主
義
を
以
て
唯
心
論
と
区
別
し
、
そ
は
単
に
実 

践
上
の
主
義
に
し
て
、
其
第
一
原
理
の
物
乎
心
乎
を
預
定
す 

る
も
の
に
非
ず
と
云
へ
り
。 

(

『選
集
』

一
巻
一
九
三
頁) 

こ

の

曾

我

の

「第
二
の
疑
点
」
は
、
満
之
が
精
神
主
義
の
立
場
を 

述

べ

た

「精
神
主
義
と
唯
心
論
」

に
対
す
る
疑
義
と
し
て
提
出
さ 

れ
た
も
の
と
考
、え
ら
れ
よ
う
。

満

之

は

「
精
神
主
義
と
唯
心
論
」

に
お
い
て
、
精
神
主
義
が
理 

論
上
の
学
説
で
は
な
く
実
際
上
の
問
題
に
お
い
て
こ
そ
意
義
を
有 

す
る
主
義
で
あ
り
、
理
論
上
の
一
系
統
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い 

こ
と
を
主
張
す
る
。
し
か
し
同
時
に
満
之
は
、
精

神

主

義

が

「心 

機
の
開
展
」
を

説

い

て

「
満
足
と
自
由
」
を
主
張
す
る
た
め
に
、

㉑
 

唯

心

一

元

論

が

説

く

「
絶
対
的
自
由
の
万
有
開
展
」
と
混
同
さ
れ 

る
こ
と
に
言
及
し
た
上
で
、
精
神
主
義
と
唯
心
論
の
明
確
な
違
い

を
次
の
三
点
に
集
約
し
、
結
び
と
し
て
い
た
。 

精
神
主
義
は
、
万
有
の
成
立
の
説
明
に
対
し
て
其
唯
心
論
た 

る
と
唯
物
論
た
る
と
物
心
二
元
論
等
た
る
と
に
関
せ
ず
主
客 

両
観
相
対
立
せ
る
実
際
上
に
於
て
、
心
機
の
開
展
を
唱
導
す 

る

こ

と
(

第
一)

。
其
相
対
立
せ
る
主
客
両
観
上
に
就
て
も
、
 

善
悪
正
邪
有
害
無
害
等
の
相
対
的
性
質
は
、
之
を
客
観
的
実 

在
の
上
に
存
ず
る
も
の
と
見
ず
し
て
、
全
く
主
観
的
精
神
の 

開

展

如

何

に

よ

る

も

の

な

り

と

定

む

る

こ

と(

第
二)

。
及 

び
、
此
主
観
的
精
神
其
物
の
成
立
に
対
し
て
も
、
決
し
て
此 

が
哲
学
的
説
明
を
要
求
せ
ず
、
只
実
際
的
発
動
の
上
に
於
て
、
 

満
足
と
自
由
を
享
有
し
得
べ
き
こ
と
を
宣
揚
す
る
こ
と(

第 

三)

。

に
よ
り
て
、
充
分
に
唯
心
論
や
其
他
哲
学
的
諸
論
と 

甄
別
し
得
べ
き
な
り
。 

(

『全
集
』
六

巻

・
六
九
頁) 

満

之
は

、
精

神

主

義

が

唯

心

論

・
唯

物

論

・
物
心
二
元
論
等
の 

種
々
の
立
場
に
関
係
な
く
、
主
観
と
客
観
と
が
対
立
す
る
実
際
の 

場

面

に

お

い

て

「
心
機
の
開
展
」
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
 

そ

し

て

善

悪

正

邪

・
有
害
無
害
な
ど

の
相
対
的
性
質
の
問
題
は 

「
主
観
的
精
神
の
開
展
」

に
依
存
す
る
と
見
定
め
る
も
の
で
あ
る 

こ
と
、
さ

ら

に

「
主
観
的
精
神
の
成
立
」

に
つ
い
て
も
哲
学
的
説 

明
を
必
要
と
せ
ず
、
人
生
の
実
際
上
の
問
題
に
満
足
と
自
由
を
享 

受
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
言
す
る
。

し
た
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が
っ
て
精
神
主
義
は
唯
心
論
や
其
他
哲
学
的
諸
論
を
主
張
す
る
も 

の
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
た
。
し

か

し

曾

我

は

「
精
神
主
義
と
唯 

心
論
」

に
お
け

る
満
之
の
主
張
も

、
精

神

主

義

が

「心
機
の
開 

展
」

「主
観
的
精
神
の
開
展
」

に
依
存
す
る
こ
と
を
語
る
も
の
で 

あ
り
、
な
お
も
唯
心
論
的
性
格
を
帯
び
る
こ
と
を
指
摘
し
、
精
神 

主
義
の
信
仰
構
造
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
く
。 

果
し
て
然
る
乎
。
諸
君
が
初
て
精
神
主
義
を
唱
道
す
る
に
当 

り
て
や
、
全
然
主
観
主
義
を
取
れ
り
。
而
し
て
頓
て
万
物
ー 

体
を
論
ず
る
に
及
ん
で
、
吾
人
は
已
に
諸
君
が
宇
宙
の
第
一 

原
理
に
対
し
て
、
何
等
か
を
云
は
む
と
す
る
も
の
に
非
ざ
る 

乎
を
疑
へ
り
。
果
然
諸
君
は
此
を
仏
陀
と
云
へ
り
。
如
来
と 

呼
べ
り
。
光
明
と
呼
べ
り
。
無
限
の
智
慧
と
呼
べ
り
。
無
限 

の
慈
悲
と
呼
べ
り
。
吾
人
は
唯
物
論
の
根
拠
に
立
て
、
斯
く 

の
如
き
意
見
を
発
表
し
得
る
も
の
と
思
ふ
能
は
ず
。

勿
論
、
 

諸
君
の
是
等
の
観
念
は
決
し
て
冷
静
な
る
論
理
的
眼
光
よ
り 

得
来
り
た
る
も
の
に
非
ず
し
て
、
実
際
上
の
感
じ
な
ら
む
。 

諸
君
の
精
神
全
体
は
斯
く
の
如
く
感
じ
来
り
て
初
て
満
足
せ 

む
な
り
。
空
虚
な
る
万
物
一
体
論
も
、
是
を
得
て
初
て
諸
君 

の
苦
悶
を
除
却
し
得
た
る
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
諸
君
の
哲
学 

は
慈
悲
を
以
て
宇
宙
の
根
本
原
理
と
な
す
も
の
な
り
。
是
れ 

明
に
精
神
的
原
理
に
非
ず
や
。
宇
宙
最
良
論
に
非
ず
や
。
汎

神
教
に
非
ず
や
。 

(

『選
集
』

一
巻
一
九
三
頁) 

曾
我
は
、
精
神
主
義
が
万
物
一
体
論
に
お
い
て
宇
宙
の
第
一
原
理 

を

仏

陀

・
如

来

・
光

明

・
無

限

の

智

慧

・
無
限
の
慈
悲
と
規
定
す 

る
も
の
で
あ
り
、

一
切
の
万
物
が
慈
悲
の
顕
現
で
あ
る
と
主
張
す 

る
宇
宙
最
良
論
、
汎
神
教
で
あ
る
と
述
べ
、
特
に
精
神
主
義
の
形 

而

上

的

根

拠

が

「
無
限
の
慈
悲
」

に
あ
る
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
し 

て
い
く
。

曾
我
の
了
解
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
精
神
主
義
の
信
仰
構
造
は
、
 

信

仰

の

前

提

と

し
て

規

定

し

た

「無
限
の
慈
悲
」
を
観
ず
る
こ
と 

に
よ
っ
て
、
過
去
の
道
徳
的
苦
悶
か
ら
の
解
脱
を
期
す
る
と
い
う 

「
心
機
の
開
展
」
を
語
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
苦
悶
の
除
却
を 

実
現
す
る
慈
悲
を
根
本
原
理
と
し
た
精
神
的
原
理
に
帰
結
す
る
も 

の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
内
実
は
過
去
の
こ
と
に
執
わ
れ
、
現
在 

に
な
す
べ
き
こ
と
を
忘
却
す
る
在
り
方
か
ら
解
放
さ
れ
、
未
来
に 

人
生
の
活
動
力
の
全
て
を
傾
け
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
こ 

と
を
主
張
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
曾
我
は
こ
の
視
座
に
基
づ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

諸
君
は
宇
宙
を
慈
悲
観
す
る
こ
と
に
よ
り
て
精
神
的
苦
悶
解 

脱
の
契
機
と
し
、
遂
に
歩
を
進
め
て
精
神
主
義
の
他
力
教
を 

唱

道

し

た

り

。(

中
略)

吾

人

は

唯

一

言

せ

む

と

す

、
他
力 

な
る
語
は
寧
ろ
自
力
と
す
る
の
適
当
な
る
に
如
か
ざ
る
乎
と
〇
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其
所
謂
慈
悲
観
念
は
依
然
と
し
て
主
観
の
産
物
に
過
ぎ
ざ
れ 

ば
な

り
。(

中
略)

吾
人
は
諸
君
の
慈
悲
観
に
就
て

了
解
に 

苦
し
む
も
の
多
し
。
諸
君
は
云
ふ
、

「慈
悲
の
人
は
一
切
に 

顕
現
し
、

一
切
を
摂
取
し
、

一
切
を
哀
憐
す
。
彼
は
悪
を
見 

て
悪
を
責
め
ず
。
彼
は
善
悪
を
超
絶
し
、
其
一
如
を
観
ず
。 

是
故
に
彼
は
単
に
吾
人
心
中
の
苦
悶
の
救
済
を
希
望
す
る
の 

み
。
彼
は
正
義
の
神
に
非
ず
、
彼
は
寧
ろ
良
心
の
苛
責
に
反 

対
し
て
此
に
苦
め
ら
る
ゝ
所
の
罪
人
に
左
袒
す
」
と
。
吾
人 

は
斯
く
の
如
き
巧
妙
な
る
論
理
に
服
す
る
能
は
ざ
る
を
深
く 

愧
づ
。 

(

『選
集
』

一
巻
一
九
四
頁) 

曾

我

は

精

神

主

義

の

語

る

他

力(

無
限
の
慈
悲)

は
む
し
ろ
自
力 

と
い
う
方
が
適
切
で
あ
る
と
断
じ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

そ
れ
は
依 

然

と

し

て

「主
観
的
精
神
」

の
投
影
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
と 

い
う
。
ま
た
、
精

神

主

義

に

お

け

る

「無
限
の
慈
悲
」
と

は

「慈 

悲
の
人
」(

人
格
化
し
た
無
限
の
慈
悲)

を
第
一
要
因
と
す
る
も 

の
で
あ
り
、
そ

の

「慈
悲
の
人
」
が
一
切
の
事
物
に
顕
現
し
、

ー
 

切
の
事
物
を
包
み
、

一
切
衆
生
を
矜
哀
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。 

そ
し
て
精
神
主
義
の
信
仰
内
容
は
一
切
の
善
悪
を
超
絶
す
る
一
如 

の
慈
悲
を
信
仰
の
前
提
と
し
、
そ
の
慈
悲
を
観
ず
る
こ
と
に
よ
っ 

て
実
現
す
る
心
中
の
苦
悶
か
ら
の
救
済
を
「
心
機
の
開
展
」
と
語 

る
巧
み
な
論
理
構
造
を
も
つ
が
、
曾
我
は
こ
の
よ
う
な
巧
妙
な
論

理
に
屈
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
。
そ
れ
は
精
神
主
義
が 

あ

く

ま
で

も

、
苦

惱

を

と

り

除

き

安

慰

を

与

え

る

「
無
限
の
慈 

悲
」
を
信
仰
の
前
提
と
し
て
概
念
規
定
す
る
か
ら
で
あ
り
、
結
局 

は
過
去
の
行
為
に
対
す
る
罪
悪
の
念
に
苦
し
む
迷
悶
者
の
安
慰
を 

語
る
こ
と
に
留
ま
る
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

こ

の

指

摘

は

曾

我

が

「弥
陀
及
び
名
号
の
観
念
」

に
述
べ
て
い 

た

「無
限
の
人
格
化
」
と
い
う
批
判
に
通
底
す
る
問
題
で
あ
る
。 

曾
我
は
、
境

野

・
花
田
等
も
指
摘
す
る
諸
問
題
が
、
精
神
主
義
の 

「無
限
の
人
格
化
」

に
基
づ
く
信
仰
を
根
本
的
要
因
と
し
て
引
き 

起
こ
さ
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
曾

我

は

「
弥
陀
及
び
名
号 

の
観
念
」

で

危

惧

し

て

い

た

「無
限
の
人
格
化
」

に

基

づ

く

「
信 

仰
不
変
論
」

に
内
在
す
る
問
題
の
顕
在
化
を
、
暁

烏

敏

「精
神
主 

義
と
性
情
」

に
見
た
。

こ

れ

が

曾

我

の

本

論

稿

「
精
神
主
義
」
起 

筆
の
一
因
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
精
神
主
義
の
恩
寵
主
義 

的
傾
向
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
曾
我
は
こ
の 

顕
在
化
し
た
問
題
を
通
し
、
本

論

稿

「精
神
主
義
」

に
至
り
批
判 

の
焦
点
を
、
特

に

精

神

主

義

の

「無
限
の
慈
悲
」

に
集
約
す
る
の 

で
あ
り
、
精

神

主

義

の

形

而

上

的

根

拠

と

し

て

の

「
無
限
の
慈 

悲
」

に
問
題
の
核
心
が
あ
る
こ
と
を
抉
り
出
す
の
で
あ
る
。
そ
し 

て
精
神
主
義
の
慈
悲
観
に
対
し
て
、
自
ら
の
慈
悲
に
対
す
る
所
見 

を
慈
悲
主
義
の
道
徳
と
述
べ
、
未
来
に
対
す
る
理
想
主
義
と
し
て
、
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慈
悲
の
実
践
の
必
要
性
を
主
張
し
て
い
く
。

吾

人
は

思
ふ

、
慈

悲

は

最

高

の

道

徳

な

り

。(

中
略)

理
想 

主
義
の
道
徳
は
徳
に
対
す
る
見
地
を
転
じ
て
、
却
て
悪
を
消 

極
的
存
在
と
し
、
善
を
以
て
積
極
的
存
在
と
し
た
り
。
此
主 

義
の
実
行
者
は
社
会
改
革
者
た
り
。
宗
教
の
開
祖
た
り
。
彼 

等
は
独
善
を
以
て
善
の
小
な
る
も
の
と
し
、
積
極
的
善
を
以 

て

社
会
救
済
に
あ
り
と
せ
り
。(

中
略)

宏
大
な
る
理
想
の 

顕
現
を
以
て
唯
一
の
使
命
と
す
る
彼
、
過
去
習
慣
の
積
聚
た 

る
良
心
の
証
権
を
疑
ふ
の
彼
は
、
断
じ
て
直
覚
を
捨
て
ゝ
理 

想
を

取

れ

り

。(

中
略)

慈

悲

的

改

革
を

以
て

断
じ
て

至
高 

の
徳
と
為
し
た
り
。(

中
略)

慈

悲
主
義

の
道
徳
が

已
造
業 

に
対
し
て
賠
償
的
態
度
を
取
ら
ざ
る
は
前
述
の
如
し
。
さ
れ 

ど
此
が
為
に
感
化
改
善
を
其
対
象
に
向
て
求
め
ざ
る
者
と
誤 

断
す
べ
か
ら
ず
。
彼

〔
慈
悲
主
義
の
道
徳-

引
用
者
注
〕
は
未 

造
業
に
対
し
て
は
常
に
抑
止
門
的
態
度
を
取
る
な
り
。
過
去 

の
罪
過
に
対
し
て
万
斛
の
涙
を
以
て
せ
る
彼
は
、
将
来
の
行 

為
に
対
し
て
は
軍
隊
的
規
律
を
取
る
な
り
。

(

『選
集
』

一
巻
一
九
四
—
五
頁) 

曾

我
は

自
ら

が

提

唱
す

る

慈

悲

主
義(

理
想
主
義)

の
道
徳
を 

実

践
す

る
こ

と
で

、
個

人

的

善

に
と

ど

ま
ら

ず

、
必
ず
社
会
改 

革

・
社
会
救
済
と
い
う
宗
教
に
基
づ
く
最
高
の
道
徳
、
理
想
的
活

動
が
実
現
す
る
と
い
う
。
ま
た
、
慈
悲
主
義
の
道
徳
は
過
去
の
罪 

過
、
即
ち

已
造
業

に

対

し
て

賠

償

的

態

度(

過
失
を
責
め
咎
め
る 

態
度)

を
と
ら
な
い
が
、

一
方
で
将
来
の
行
為
、
即
ち
未
造
業
に 

対
し
て
は
徒
な
活
動
力
を
与
え
る
の
で
は
な
く
、
常
に
抑
止
門
的 

態
度
、
軍

隊

的

規

律(

慈
悲
の
実
践)

と
い
う
行
動
規
範
を
提
起 

す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
真
に
如
来
の
心
に
叶
う
理
想㉒ 

的
活
動
の
実
現
は
唯
一
、
慈
悲
の
実
践
に
あ
る
と
結
論
し
て
い
く
ー 

曾
我
は
、
自
ら
の
語
る
慈
悲
の
実
践
こ

そ
精
神
主
義

の
「盲
動
主 

義
」
、

「非
理
性
主
義
」

に
基
づ
く
道
徳
破
壊
と
い
う
陥
穽
を
克
服 

す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
確
か
め
て
く
る
と
曾
我
の
批
判
は
、
花
田
衆
甫
が 

人
間
の
常
識
に
依
拠
し
策
定
す
る
道
徳
に
基
づ
い
て
、
精
神
主
義 

を

非

理

性

主

義

・
道
徳
破
壊
論
と
排
し
て
い
く
こ
と
や
、
ま
た
境 

野

黄

洋

が

精

神

主

義

を

「羸
弱
思
想
」
と
批
判
す
る
論
難
と
は
明 

確
に
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
る
。

曾
我
が
一
連
の
批
判
に
お
い
て
問
題
と
す
る
事
柄
は
、
有
限
と 

無
限
、
信
仰
の
固
定
化
、
倫

理

・
社
会
問
題
の
軽
視
、
主
観
主
義 

と
客
観
主
義
、

三

世

観
(

特
に
将
来
に
つ
い
て)

、
形
而
上
的
根 

拠
と
し
て
の
無
限
の
慈
悲
と
一
見
多
岐
に
及
ぶ
が
、
批
判
の
中
心 

は

精

神

主

義

の

主

張

す

る

「無
限
の
慈
悲
」
観
に
あ
る
と
い
わ
ね 

ば
な
ら
な
い
。
曾
我
の
批
判
の
独
自
性
は
精
神
主
義
の
形
而
上
的
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根

拠

と

し

て

の

「無
限
の
慈
悲
」

に
ま
で
掘
り
下
げ
て
批
判
す
る 

点
に
あ
る
。
曾
我
は
、

「無
限
の
慈
悲
」

に
基
づ
く
信
仰
に
よ
っ 

て
、

「無
限
の
慈
悲
」

が

過

去

・
未
来
に
い
か
な
る
意
義
を
有
す 

る
か
と
い
う
点
に
問
題
を
敷
衍
し
て
精
神
主
義
の
種
々
の
問
題
点 

を
指
摘
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
曾
我
は
早
く
か
ら
仏
教
を
論
じ
る 

際
に
三
世
観
を
軸
と
し
て
論
じ
る
方
法
を
採
っ
て
い
た
。
精
神
主 

義
批
判
に
お
い
て
も
三
世
観
を
め
ぐ
っ
て
、
特
に
精
神
主
義
の
主 

張

す

る

「無
限
の
慈
悲
」

が
過
去
の
道
徳
的
苦
悶
を
安
慰
す
る
に 

と
ど
ま
る
点
、
そ
し
て
将
来
に
対
す
る
具
体
的
行
動
規
範
と
し
て 

の
慈
悲
の
実
践
が
欠
落
し
て
い
る
点
を
挙
げ
て
、
精
神
主
義
の
形 

而

上

的

根

拠

で

あ

る

「無
限
の
慈
悲
」

に
問
題
を
集
約
し
、
批
判 

を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
無
限
大
悲
の
実
現

曾
我
の
批
判
に
対
す
る
浩
々
洞
か
ら
の
応
答
と
し
て
は
「精
神 

主
義
と

三

世

」

「客

観

主

義

の

弊

習

を

脱

却

す

べ

し

」

「身

証

」 

「
一
念
の
問
題
、
永
劫
の
問
題
」

「
蝸
牛
」

「
我
等
は
何
を
な
す
べ 

き
乎
」

「我
友
、
我
等
に
諭
す
ら
く
」(

以
上
、
明
治
三
五
年
二
月
十 

五
日
発
行
『精
神
界
』)

「
中
心
論
」

「
精
神
主
義
と
共
同
作
用
」

「精 

神

主

義

に

対

す

る

批

評

を

読

む

〔
楠
龍
造
〕
」(

以
上
、
同
年
三
月
十 

五

日

発

行

『精
神
界
』)

：
^

を

挙

げ

ね

ば

な

ら

な

い

。

こ
の
中
で

「
精
神
主
義
と
三
世
」

「客
観
主
義
の
弊
習
を
脱
却
す
べ
し
」

「
精 

神
主
義
と
共
同
作
用
」 

の
三
篇
が
満
之
自
身
に
よ
る
論
稿
で
あ
る
。 

満

之

は

曾

我

の

批

判

に

対

し

「
精
神
主
義
と
三
世
」

に
お
い
て
三 

世
観
を
中
心
と
し
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

精
神
主
義
は
過
去
の
事
に
対
す
る
ア
キ
ラ
メ
主
義
な
り
。
精 

神
主
義
は
現
在
の
事
に
対
す
る
安
住
主
義
な
り
。
精
神
主
義 

は

未
来

の

事

に

対
す

る

奮

励

主
義

な

り

。(

中
略)

精
神
主 

義
は
寧
ろ
現
在
の
安
住
を
主
要
と
す
る
も
の
な
り
。
彼
の
無 

限
大
悲
の
善
巧
方
便
を
諒
知
す
る
こ
と
の
如
き
も
、
先
つ
現 

在
の
信
念
を
確
立
し
た
る
上
に
あ
ら
で
は
、
明
瞭
な
る
能
は 

ざ
る
な
り
現
在
に
於
け
る
無
限
大
悲
の
実
現
を
感
知
す
る
も 

の
に
し
て
、
始
め
て
こ
の
無
限
大
悲
の
過
去
に
於
け
る
善
巧 

施
設
を
信
す
る
を
得
る
な
り
。
現
前
信
仰
の
一
念
が
救
済
の 

大
事
を
完
了
し
、
吾
人
永
劫
の
未
来
が
、
信
仰
の
一
念
に
決 

定
せ
ら
る
ゝ
の
妙
旨
を
会
得
し
た
る
も
の
に
あ
ら
ず
ば
、
過 

去
未
来
に
関
す
る
大
義
を
領
解
す
る
位
地
を
得
た
る
も
の
に 

あ
ら
ざ
る
な
り
。
精
神
主
義
は
常
に
此
信
念
を
発
揮
せ
ん
が 

為
に
此
無
限
大
悲
を
感
知
せ
ん
が
為
に
、
敢
て
客
観
主
義
を 

排
し
て
主
観
主
義
を
唱
ふ
る
な
り
。

(

『全
集
』
六

巻

・
九
一
頁) 

こ
の
満
之
の
主
張
が
、
曾
我
の
指
摘
す
る
よ
う
な
無
限
を
信
仰
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に
先
立
つ
第
一
要
因
と
し
て
概
念
規
定
し
、
そ
の
平
等
力
に
よ
り 

万
人
に
信
仰
が
発
得
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と 

は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、

「主
観
的
精
神
の
開
展
」

に
依
存
す 

る
主
観
主
義
も
、
唯
心
論
で
は
な
く
、
現
前
信
仰
の
一
念
に
無
限 

大
悲
の
実
現
を
感
知
す
る
た
め
に
客
観
主
義
を
廃
し
て
主
観
主
義 

を
と
る
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
現
在
の
主
観
的
事
実
に
実
現
す
る 

現
前
信
仰
の
一
念
に
、
過

去

・
未
来
に
関
す
る
見
地
の
転
換
が
実 

現
す
る
と
主
張
す
る
。

満
之
の
応
答
は
明
快
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
一
つ
注
意
し
て
お
き 

た
い
こ
と
が
あ
る
。
満
之
は
、
曾
我
が
批
判
の
核
心
と
し
て
指
摘 

し
、
満

之

自

身

も

曾

て

用

い

た

「無
限
の
慈
悲
」
と
い
う
言
葉
で 

は
な
く
、

一

貫

し
て

「無
限
大
悲
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
応
答
す 

る
。

こ
れ
に
は
い
か
な
る
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と 

を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
満
之
が
、
精
神
主
義
は
過
去
の
事
に
対
す 

る
あ
き
ら
め
主
義
、
現
在
の
事
に
対
す
る
安
住
主
義
、
未
来
の
事 

に
対
す
る
奮
励
主
義
と
語
る
こ
と
の
内
実
を
確
か
め
て
い
き
た
い
ー 

満

之

が

「
過
去
の
事
に
対
す
る
」
と
限
定
し
て
語
る
よ
う
に
、
 

精

神

主

義

の

「
ア
キ
ラ
メ
主
義
」
と
は
現
在
や
未
来
の
行
為
の
放 

棄
を
意
味
す
る
消
極
的
な
あ
き
ら
め
で
は
な
い
。
満
之
は
そ
の
内 

実
を
具
体
的
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

吾
人
が
過
去
の
事
に
対
す
る
や
、
固
よ
り
苦
痛
と
快
楽
と
の

場
合
あ
る
べ
き
な
り
。
而
し
て
此
快
楽
に
放
心
し
、
其
苦
痛 

に
傷
悩
す
る
は
、
蓋

し

通

常

の

事

な

る

べ

し

。(

中
略)

精 

神
主
義
は
此
の
如
き
場
合
に
あ
た
り
て
、

一
方
に
は
快
楽
苦 

痛
の
主
観
的
現
象
な
る
こ
と
を
覚
り
て
、
其
転
換
の
自
由
あ 

る
こ
と
を
知
ら
し
め
、

一
方
に
は
事
の
成
蹟
に
就
て
は
、
無 

限
大
悲
の
善
巧
方
便
あ
る
こ
と
を
諒
と
し
其
良
否
の
共
に
意 

味

あ

る
こ

と

を

領

せ

し

む

。(

中
略)

精
神
主
義
が
過
去
の 

事
に
対
す
る
ア
キ
ラ
メ
主
義
な
り
と
す
べ
き
は
、
蓋
し
其
吾 

人
を
し
て
放
心
と
傷
悩
と
を
脱
却
せ
し
む
る
を
云
ふ
な
り
。

(

『全
集
』
六

巻

・
九
一
頁) 

満

之

は

「
ア
キ
ラ
メ
主
義
」

の
内
実
を
変
更
不
能
な
過
去
の
事
蹟 

に

執

わ

れ

る

「
放

心

・
傷
悩
」

か

ら

の

脱

却(

曾
我
の
指
摘
し
た 

精
神
主
義
の
慈
悲
理
解)

の
み
な
ら
ず
、
獲
信
の
一
念
に
過
去
の 

事
蹟
を
無
限
大
悲
の
善
巧
方
便
、
則
ち
獲
信
の
縁
と
し
て
諦
認
す 

る
(

諦

ら

か

に

認

め

る

，
知
る)

こ
と
で
あ
る
と
い
う
。 

ま
た
満
之
は
、
曾
我
の
批
判
の
焦
点
で
あ
る
未
来
に
つ
い
て
、
 

「
現
前
信
仰
の
一
念
」

に

「吾
人
永
劫
の
未
来
」
が
決
定
す
る
と 

語
る
。
そ
し
て
そ
の
具
体
相
と
し
て
、
現
在
の
信
念
に
お
け
る
満 

足
と
平
安
と
が
活
動
を
策
励
し
、
未
来
に
対
す
る
奮
励
主
義
と
な 

る
と
応
答
す
る
の
で
あ
る
。

吾
人
は
、
吾
人
の
精
神
が
無
限
大
悲
の
光
明
懐
裡
に
摂
取
せ
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ら
る
ゝ
に
あ
ら
ず
ば
、
此
満
足
と
自
由
と
を
得
る
能
は
ざ
る 

こ

と

を

断

言
せ

ん
と
す

る
も

の
な

り
。(

中
略)

抑
安
住
と 

不
安
と
何
れ
か
事
を
為
す
に
力
あ
る
か
、
吾
人
は
安
住
せ
る 

も
の
に
し
て
始
め
て
事
を
作
す
に
足
る
を
見
る
。
彼
の
戦

 々

栗
々
と
し
て
常
に
不
安
に
駆
ら
る
ゝ
も
の
は
、
決
し
て
事
を 

作
す

能

は

ざ

る

な

り

。(

中
略)

吾
人
が

事
を
為

さ
ん
と
す 

る
に
当
り
て
、
心
中
に
不
足
を
思
ひ
、
不
平
を
懐
く
時
に
は
、
 

吾
人
は
殆
ん
ど
其
事
に
着
手
す
る
能
は
ざ
る
に
あ
ら
ず
や
。 

不
足
不
平
の
思
念
が
活
動
を
麻
痺
せ
し
む
る
に
反
し
て
、
満 

足
と
平
安
と
が
活
動
を
策
励
せ
し
む
る
こ
と
、
吾
人
の
常
に 

実

験

す

る

所

に

あ

ら

ず

や

。(

中
略)

精

神

主

義

は

、
未
来 

の
事
に
対
し
て
は
、
実
に
奮
励
の
主
義
た
る
な
り
。

(

『全
集
』
六

巻

・
九
二
頁) 

こ
の
応
答
は
曾
我
の
要
求
し
た
未
来
に
お
け
る
行
動
規
範
を
具
体 

的
に
語
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
逆
に 

注
目
す
べ
き
こ
と
は
満
之
が
応
答
の
力
点
を
未
来
の
行
動
規
範
に 

置
く
の
で
は
な
く
、
獲

信

の

一

念

に

「無
限
大
悲
の
光
明
懐
裡
に 

摂
取
」

さ
れ
る
こ
と
を
基
点
と
し
て
未
来
に
対
す
る
奮
励
主
義
を 

語
る
ス
タ
ン
ス
を
と
る
こ
と
で
あ
る
。
満
之
は
人
間
の
欲
望
に
基 

づ
く
現
状
へ
の
不
足
不
平
の
思
念
が
未
来
に
対
す
る
活
動
を
麻
痺 

さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、

い
か
に
崇
高
な
社
会

批
判
も
し
く
は
理
想
的
社
会
活
動
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
人
間
の 

不
足
不
平
の
思
念
と
い
う
自
我
関
心
に
依
拠
す
る
な
ら
ば
、
活
動 

は
虚
偽
な
る
結
果
を
必
然
す
る
の
で
あ
る
。
対
し
て
満
之
は
現
在 

に
安
住
と
満
足
を
得
る
こ
と
に
よ
り
、
初
め
て
未
来
に
対
し
活
潑 

潑

地

に

行

動

し
う

る
と

述
べ

る

。
我
々
は
満
之
の
こ
の
主
張
が 

「
処
世
の
完
全
な
る
立
脚
地
」
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
精
神
主 

義
の
根
幹
に
関
わ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら 

な
い
。

吾
人
の
世
に
在
る
や
、
必
ず
一
の
完
全
な
る
立
脚
地
な
か 

る
へ
か
ら
す
。
若
し
之
な
く
し
て
、
世
に
処
し
、
事
を
為
さ 

む
と
す
る
は
、
恰
も
浮
雲
の
上
に
立
ち
て
技
芸
を
演
せ
む
と 

す

る

も

の

、
如
く
、
其
転
覆
を
免
る
ゝ
能
は
さ
る
こ
と
言
を 

待
た
さ
る
な
り
。
然
ら
は
、
吾
人
は
如
何
に
し
て
処
世
の
完 

全
な
る
立
脚
地
を
獲
得
す
べ
き
や
、
蓋
し
絶
対
無
限
者
に
よ 

る

の
外
あ
る
能
は

さ
る
べ

し
。(

中
略)

吾
人
は
只
此
の
如 

き
無
限
者
に
接
せ
さ
れ
は
、
処
世
に
於
け
る
完
全
な
る
立
脚 

地
あ
る
能
は
さ
る
こ
と
を
云
ふ
の
み
。
而
し
て
此
の
如
き
立 

脚
地
を
得
た
る
精
神
の
発
達
す
る
条
路
、
之
を
名
け
て
精
神 

主
義
と
云
ふ
。 

(

「精
神
主
義
」
『全
集
』
六

巻

二

頁) 

満
之
は
現
在
の
宗
教
的
信
念
に
感
知
さ
れ
る
無
限
大
悲
の
実
現
が 

未
来
に
対
し
自
ら
を

能
動
的
に
歩
ま
し
め
る
「
処
世
の
完
全
な
る
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立
脚
地
」

で
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
満
之
は
、
曾
我
の
要
求
す 

る
未
来
に
お
け
る
具
体
的
行
動
規
範
を
提
示
す
る
の
で
は
な
く
、
 

自
己
の
立
脚
地
を
明
確
に
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
応
答
の
力
点
を 

置
く
。
そ
れ
は
仏
教
の
伝
統
的
な
言
葉
に
返
せ
ば
畢
竟
依
の
問
題 

で
あ
る
。
満
之
は
、
曾

我

の

批

判

に

対

し

「無
限
の
慈
悲
」
が
過 

去
の
道
徳
的
苦
悶
の
安
慰
、
あ
る
い
は
未
来
の
行
動
規
範
に
関
わ 

っ
て
意
味
を
有
す
る
の
で
は
な
く
、
獲

信

の

一

念

に

お

け

る

「無 

限
大
悲
の
実
現
」

の
感
知
と
い
う
現
在
の
自
己
の
生
存
の
事
実
に 

お
け
る
畢
竟
依
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ 

と
を
説
示
す
る
。
満
之
は
曾
我
が
批
判
の
前
提
と
し
て
い
る
精
神 

主
義
了
解
の
誤
り
を
指
摘
し
つ
つ
畢
竟
依
の
喪
失
と
獲
得
と
い
う 

一
点
に
問
題
を
集
約
し
、
曾

我

の

批

判

の

全

て

が

「処
世
の
完
全 

な
る
立
脚
地
」
と
し
て
精
神
主
義
に
語
ら
れ
る
畢
竟
依
の
確
認
の 

欠
落
か
ら
派
生
す
る
と
応
答
す
る
の
で
あ
る
。

こ

の

よ
う

な

視

座
は
す
で

に

「
〔
明
治
三
三
年
当
用
日
記
抄
〕
」 

に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
た
。

吾
人
は
過
去
を
回
想
し
未
来
を
追
想
す
る
を
要
せ
ず
、
現
前 

一
念
を
浄
く
す
る
を
要
す
。

(

此
点
よ
り
す
れ
ば
地
獄
極
楽
の
有
無
、
霊
魂
の
滅
否
は
無 

用
の
論
題
也)

。 

(

『全
集
』
ハ
巻
・
四
三
六
頁) 

こ
の
満
之
の
了
解
に
よ
る
な
ら
ば
、
我

々

は

過

去

へ

の

回

想(

放

心

・
傷
悩)

と

未

来

へ

の

追

想(

希

望

・
不
安)

の
中
に
埋
没
し 

っ
つ
生
き
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
我
々
が
法
爾
と
し 

て
現
在
を
喪
失
し
つ
つ
生
き
て
い
る
こ
と
を
反
照
す
る
も
の
で
あ 

る
。
現
在
を
喪
失
し
つ
つ
あ
る
生
、
そ
れ
は
我
々
の
流
転
の
相
で 

あ
ろ
う
。
満
之
は
人
間
の
流
転
の
相
を
過
去
へ
の
回
想
、
未
来
へ 

の
追
想
と
い
う
時
間
軸
に
お
い
て
押
さ
え
、
獲
信
の
一
念
に
感
知 

さ
れ
る
無
限
大
悲
の
実
現
の
事
実
、
す
な
わ
ち
畢
竟
依
の
獲
得
に 

お
い
て
現
在
へ
の
安
住
を
語
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
満
之 

は
獲
信
の
一
念
に
無
限
大
悲
の
実
現
を
感
知
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
 

初
め
て
安
住
し
う
る
現
在
が
賦
与
さ
れ
、
開
示
さ
れ
る
こ
と
を
説 

示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
満
之
が
曾
我
へ
の
応 

答

と

し

て

「
精
神
主
義
と
三
世
」

に

語

る

「
現
前
信
仰
の
一
念
」 

と
は
、
過
去
永
劫
の
流
転
の
歴
史
と
未
来
永
劫
に
流
転
せ
ざ
る
を 

得
な
い
事
実
を
現
在
す
る
自
身
の
流
転
の
事
実
に
集
約
し
自
覚
す 

る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
ま

た

「無
限
大
悲
の
実
現
の
感
知
」
と 

は
、
現
前
信
仰
の
一
念
の
自
覚
と
い
う
自
己
の
主
観
に
「無
限
大 

悲
」
が
実
現
す
る
事
実
を
語
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は 

自

己

ト

ハ

何

ソ

ヤ

是

レ

人

世

ノ

根

本

的

問

題

ナ

リ

(

「臘
扇
記
」
『全
集
』
ハ
巻
ニ
ニ
六
三
頁) 

と
の
問
い
に
、
満
之
が
善
導
の
二
種
深
信
の
文
に
重
ね
て
記
し
た 

自
己
ト
ハ
他
ナ
シ 

絶
対
無
限
ノ
妙
用
二
乗
托
シ
テ
任
運
二
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法
爾
二
此
境
遇
二
落
在
セ
ル
モ
ノ
即
チ
是
ナ
リ 

(

同
右) 

と
の
文
に
お
い
て
、

「他
ナ
シ
」

「
是
ナ
リ
」
と
頷
い
た
、

「乗
托 

絶
対
無
限
妙
用
」

の
自
己
の
自
覚
と
等
質
の
内
実
を
も
つ
宗
教
的 

目
覚
め
で
あ
る
。

満

之

は

曾

我

の

批

判

に

「無
限
の
慈
悲
」

で
は
な
く
、

一
貫
し 

て

「無
限
大
悲
」
と
応
答
す
る
。
曾
我
が
了
解
す
る
精
神
主
義
の 

「無
限
の
慈
悲
」
と
は
過
去
の
行
為
に
よ
る
苦
悶
を
除
却
し
安
慰 

す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
満

之

の

い

う

「無
限
大 

悲
」
は
、
過

去

・
未
来
に
意
義
を
有
す
る
以
前
に
、
人
間
流
転
の 

相
へ
の
限
り
な
き
大
悲
と
い
う
意
味
を
有
す
る
。
即
ち
、
現
在
す 

る

自

身

に

過

去

・
未
来
を
一
貫
す
る
流
転
の
相
を
集
約
し
自
覚
す 

る

「
現
前
信
仰
の
一
念
」

に
、
衆
生
の
流
転
の
相
を
か
ね
て
知
ろ 

し

め

し

過

去

・
現

在

・
未
来
の
三
世
を
貫
い
て
無
限
に
一
切
衆
生 

を

大

悲

招

喚

し
て

倦
む
こ

と

な
き

「無
限
大
悲
」

の
は
た
ら
き
を 

感

知

す

る
こ

と

、

こ
れ
が
満
之
の
語
る
現
在
の
信
念
に
お
け
る 

「無
限
大
悲
の
実
現
の
感
知
」

に
他
な
ら
な
い
。
満
之
は
現
前
信 

仰
の
一
念
の
獲
得
に
お
い
て
、
過
去
永
劫
の
流
転
の
相
を
無
限
大 

悲
の
善
巧
方
便
と
諦
認
す
る
と
述
べ
て
い
た
。
ま
た
、
満
之
は
未 

来
へ
の
視
座
と
し
て
、
我
々
の
未
来
永
劫
流
転
の
相
を
み
そ
な
わ 

し

限

り

な

く

大

悲

す

る

「
無
限
大
悲
」

の
実
現
を
、
現
前
信
仰
の 

一
念
に
感
知
す
る
こ
と
に
お
い
て
、

「無
限
大
悲
」

が
我
が
身
に

念
々

に

実

現
す

る

事

実

の

確

信

を

「永
劫
の
未
来
は
信
仰
の
一
念 

に
決
定
」
す
る
と
語
る
の
で
あ
る
。

こ
の
獲
信
の
一
念
に
決
定
す 

る
未
来
の
具
体
的
内
実
を
ヽ
満
之
の
次
の
言
葉
に
確
か
め
る
こ
と 

が
出
来
る
だ
ろ
う
。

自

家

充

足

ヲ

知

り

テ(

物
ヲ
求
メ
ズ
人
ト
争
ハ
ズ)

天
命
二 

順

シ

天

恩

ヲ

報

ス

ル(

故
二
身
労
心
労
ヲ
厭
ハ
ズ)

ノ
心
是 

レ
自
己
ナ
リ 

自
己
豈
外
物
他
人
二
追
従
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
ラ 

ン
ヤ 

自
己
ヲ
知
ル
モ
ノ
ハ
勇
猛
精
進
、
独
立
自
由
ノ
大
義 

ヲ
発
揚
ス
ベ
キ
ナ
リ

(

「臘
扇
記
」
『全
集
』
ハ
巻
・
四
一 

ー
四
頁) 

い
ま
、
前

後

の

文

脈

に

は

触

れ

な

い

が

、
満

之

が

こ

こ

で

「
天 

命

」
と
い
い
、

「
天
恩
」
と
い
う
、

そ
れ
が
如
来
の
本
願
招
喚
の 

勅
命
で
あ
り
、
如
来
大
悲
の
恩
徳
で
あ
る
こ
と
は
言
を
待
た
な
い
〇 

こ
こ

に
満
之
は
現
在
の
安
住
・
満
足
と
い
う
自
家
充
足
を
知
り
天 

命
に
順
じ
、
天
恩
を
報
ず
る
心
を
生
き
る
、
す
な
わ
ち
、
仏
願
に 

随
順
し
、
仏

恩

を

報

ず

る

一

念

に

お

い
て

「
独
立
自
由
の
大
義
を 

発
揚
す
」

る
独
立
者
と
し
て
有
限
な
る
我
が
身
を
生
き
尽
く
す
存 

在
と
な
る
こ
と
が
実
現
す
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。

こ
れ
が
満 

之

の

い

う

「
未
来
の
事
に
対
す
る
奮
励
主
義
」

の
具
体
相
で
あ
ろ 

う

。
か
く
し
て
満
之
は
現
前
信
仰
の
一
念
の
獲
得
に
お
け
る
現
在 

へ

の

安

住

に

お

い
て

「
地
獄
極
楽
の
有
無
、
霊
魂
の
滅
否
」
と
い
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う
、
人
間
の
想
念
の
投
影
で
あ
る
実
体
的
三
世
観
は
無
用
の
論
題 

と
し
て
破
ら
れ
る
こ
と
を
明
記
す
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に(
論
難
を
縁
と
し
て) 

満
之
が
精
神
主
義
の
主
要
と
述
べ
る
現
在
安
住
に
つ
い
て
、
曾 

我
の
批
判
を
通
し
尋
ね
て
き
た
。
以
下
、
満
之
の
現
在
安
住
に
つ 

い
て
本
考
察
を
通
し
確
認
し
た
点
と
、
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
述 

べ
て
お
き
た
い
。

満

之

が

「他
力
信
仰
の
発
得
」

に

お

い

て

「彼

〔
如

来-

引
用 

㉕

者
註
〕

の
光
明
中
の
同
朋
」
と

明

確

に

語

る

「我
他
彼
此
差
別
の 

妄
念
」
を
超
え
た
他
者
と
の
関
係
性
の
成
就
は
、
親
鸞
が
真
実
証 

の

内

実

を

顕

ら

か

に

す

る

文

と

し

て

『教
行
信
証
』

「
証
巻
」

に 

引

用

す

る

曇

鸞

の

『浄
土
論
註
』
眷
属
功
徳
成
就 

同
一
念
佛 

无
二
別
道
一
故
遠
通
夫
四
海
之
内
皆
為
二
兄
弟
ー 

也 

(

『定
本
教
行
信
証
』
・
一
九
八
頁) 

の
確
信
と
し
て
指
摘
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
従
来
満
之
が
他 

者
と
の
関
係
性
に
お
い
て
顕
ら
か
に
し
て
い
た
救
済
の
意
義
に
加 

え

、
曾
我
の
批
判
を
契
機
と
し
、

「精
神
主
義
と
三
世
」

に
お
い 

て
精
神
主
義
の
時
間
的
側
面
に
お
け
る
救
済
の
意
義
を
明
確
に
し 

た
こ
と
は
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

満
之
の
現
在
安
住
は
未
来
救
済
の
幻
想
と
過
去
へ
の
悔
恨
を
振

り
捨
て
、
自
己
の
現
在
生
を
全
責
任
を
も
っ
て
生
き
切
ろ
う
と
す 

る
態
度
で
あ
る
。
そ
れ
は
絶
対
無
限
を
讃
仰
し
如
来
の
恩
寵
の
中 

に
埋
没
す
る
こ
と
で
苦
悩
の
現
実
か
ら
逃
げ
自
身
の
境
遇
を
無
条 

件
に
肯
定
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
現
前
信
仰
の
一
念
に 

実
現
す
る
無
限
大
悲
を
立
脚
地
と
し
、
有
限
の
身
を
生
き
尽
く
す 

信
念
と
、
そ
の
あ
ゆ
み
の
道
程
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
同
時 

に
、
そ
れ
は
単
な
る
刹
那
主
義
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
満 

之

は

獲

信

の

一

念

に

「
過

去

・
未
来
に
関
す
る
大
義
を
領
解
す
る 

位
地
を
得
」

る
の
だ
と
述
べ
て
い
た
。
そ
の
内
実
は
本
論
に
お
い 

て
確
か
め
た
こ
と
で
あ
る
が
、
再
往
述
べ
る
な
ら
ば
、
過
去
を
回 

想
し
未
来
を
追
想
す
る
あ
り
か
た
を
流
転
の
相
と
自
覚
す
る
獲
信 

の
一
念
に
、

一
切
衆
生
を
大
悲
す
る
「無
限
大
悲
の
実
現
」
を
感 

知
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
過
去
の
事
蹟
を
無
限
大
悲
の
善
巧
方
便 

と

諦

認
(

あ
き
ら
め
主
義)

し
、
未
来
に
対
し
て
は
永
劫
の
未
来 

の
決
定
を
語
り
、
そ
の
具
体
相
を
現
在
に
安
住
・
満
足
を
得
る
こ 

と

に

よ

っ

て

「
勇
猛
精
進
独
立
自
由
ノ
大
義
ヲ
発
揚
」
す
る
奮
励 

主
義
と
い
う
意
義
が
開
示
さ
れ
る
の
だ
と
述
べ
て
い
た
。
し
た
が 

っ
て
、
満

之

が

精

神

主

義

の

「主
要
」
と

述

べ

る

「
現
在
安
住
」 

は
、
来
世
の
救
済
を
語
る
真
宗
了
解
へ
の
徹
底
し
た
批
判
と
い
う 

意
味
に
お
い
て
、
過

去

世

・
現

世

・
未
来
世
と
い
う
実
体
的
三
世 

観
に
基
づ
く
救
済
観
を
破
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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さ
て
、
最
後
に
満
之
の
応
答
に
対
す
る
曾
我
の
再
批
判
に
つ
い 

て
言
及
し
て
お
き
た
い
。
曾
我
は
満
之
の
応
答
に
納
得
し
な
い
ま 

ま
、
明

治

三

五

年

二

月

二

〇

日

発

行

『無
尽
灯
』

に
掲
載
す
る 

「
旧
信
仰
者
の
叫
び
」

で
疑
問
を
撤
回
し
て
い
る
。
し
か
し
、
曾 

我

は

一

方

で

同

号

掲

載

の

「
頑
迷
な
る
信
仰
論
」

に

お

い

て

「
唯 

だ
信
仰
の
本
質
」

に
関
し
て
、
満
之
ら
の
主
張
を
批
評
す
る
に
止 

め
る
と
述
べ
、
再
批
判
を
加
え
、
論
点
を
明
確
に
し
て
い
く
。
曾 

我
の
批
判
点
を
列
挙
す
れ
ば
、①

精
神
主
義
の
信
仰
は
絶
対
無
限 

の
顕
現
で
あ
り
、
信
仰
の
不
変
性
の
主
張
に
特
徴
が
あ
る
。②

信 

仰
の
不
変
性
の
主
張
は
、
精
神
主
義
の
形
而
上
的
根
拠
が
哲
学
者 

の
所
謂
絶
対
無
限
の
観
念
に
基
づ
い
て
、
信
仰
を
説
明
す
る
も
の 

で
あ
り
、
結
局
は
無
限
絶
対
と
い
う
言
語
の
註
解
に
過
ぎ
な
い
。 

③

信
仰
に
先
だ
っ
て
、
仏
陀
の
概
念
規
定
を
行
う
な
ら
ば
、
信
仰

㉖
 

の
固
定
化
と
い
う
問
題
が
起
こ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
信
仰 

の
固
定
化
と
い
う
批
判
は
、
本
論
で
言
及
し
た
よ
う
に
精
神
主
義 

の
恩
寵
主
義
的
傾
向
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

い
ま
、

こ
こ
で
詳
し
く
は
触
れ
な
い
が
、
曾
我
は
満
之
没
後
、
満 

之
の
門
弟
で
あ
る
暁
烏
敏
、
多
田
鼎
等
の
恩
寵
的
信
仰
観
を
浄
土 

真
宗
の
信
心
を
語
る
も
の
の
頹
落
態
と
し
て
批
判
す
る
こ
と
と
な 

㉗
る
。
さ
ら
に
、
曾

我
は

自

ら

の

宗

教

的

信

念

を

「
生
け
る
信
仰
」 

と
呼
ぶ
。
そ
れ
が
い
か
な
る
信
仰
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
は
、
善

導

が

『観
経
疏
』

「散
善
義
」

二
河
白
道
の
譬
喩
に
示 

す
よ
う
に
、
散
乱
し
疑
惑
心
の
興
起
す
る
我
が
身
の
現
実
の
た
だ 

な
か
に
お
い
て
日
々
月
々
に
事
新
し
く
無
上
仏
道
を
成
就
す
る
も 

の
で
あ
り
、
固
定
化
し
た
信
仰
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。 

そ

し

て

親

鸞

の

「
誠
に
知
り
ぬ
悲
か
な
愚
禿
鸞
、
愛
欲
の
広
海
に 

沈
没
し
、
名
利
の
大
山
に
迷
惑
し
て
、
定
聚
の
数
に
入
る
こ
と
を 

喜
ば
ず
、
真
証
の
証
に
近
づ
く
こ
と
を
快
し
と
せ
ず
、
恥
す
可
し
、
 

傷
む
可
し
」(

『教
行
信
証
』
信
巻)

と
い
う
述
懐
に
言
及
し
て
い
く
。 

曾
我
の
再
批
判
に
対
し
て
は
、
す
で
に
西
村
見
暁
が
注
目
す
る 

よ
う
に
、

「倫
理
以
上
の
安
慰
」

「倫
理
以
上
の
根
拠
」

さ
ら
に
は 

「宗

教

的

道

徳(

俗
諦)

と
普
通
道
徳
と
の
交
渉
」
等
を
通
し
た 

考
察
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
満
之
は
こ
の
問
題
を 

「在
床
懺
悔
録
」(

「獲
信
ノ
段
落
ニ
ヨ
リ
テ
如
何
ナ
ル
風
光
カ
ア 

ル
」

『全
集
』

二

巻

・
ニ
ー
頁)

「他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
」(

「
信 

後

行

業

・
信
後
風
光
」

『全
集
』

二

巻

・
九
六
頁)

に
お
い
て
考 

究
し
て
お
り
、
早
く
か
ら
曾
我
の
指
摘
す
る
問
題
に
関
心
を
向
け 

て
い
た
。
ま

た

「
一
念
」
、

「他
力
の
救
済
」
等
に
述
べ
ら
れ
る
散 

乱
麗
動
す
る
有
限
の
身
に
お
け
る
憶
念
心
の
あ
ゆ
み
は
、
常
に
新 

し
い
現
在
の
信
念
に
無
限
大
悲
の
実
現
を
感
知
す
る
こ
と
に
お
い 

て
永
劫
の
未
来
の
決
定
を
語
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。 

今
回
は
、
右
に
記
し
た
問
題
点
の
指
摘
と
方
向
性
の
提
示
に
留
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㉛
め
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、
別
稿
を
期
し
た
い
。

註
① 

拙

稿

「清

沢

満

之

の

「
現
在
安
住
」
」

『大
谷
大
学
大
学
院
研
究
紀 

要
』(

第
二
〇
号
、
二
〇
〇
三)

。

②
 

精
神
主
義
批
判
を
検
証
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
久
木
幸
男
『検
証 

清
沢
満
之
批
判
』(

法
藏
館
、

一
九
九
五)

、
安

冨

信

哉

『清
沢
満
之 

と
個
の
思
想
』(

法
藏
館
、

一
九
九
九)

、
本

多

弘

之

『親
鸞
教
学 

!

曾
我
量
深
か
ら
安
田
理
深
へ
』(

法
藏
館
、

一
九
九
八)

、
福
島 

栄

寿

『思
想
史
と
し
て
の
精
神
主
義
』(

法
藏
館
、
二
〇
〇
三)

等 

を
参
照
。

③
 

こ
の
問
題
に
関
す
る
近
年
の
研
究
に
武
田
未
来
雄
「
近
代
真
宗
教 

学
に
お
け
る
時
間
論
—
清

沢

満

之

の

「
現
在
安
住
」
を
中
心
と
し
て 

——
」(

『真
宗
教
学
研
究
』
第
二
ニ
号
、
二
〇
〇
一)

が
あ
る
が
、
曾 

我
の
批
判
に
つ
い
て
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。

④
 

「明
治
四
十
四
年
ノ
ー
ト
」(

『宗
教
の
死
活
問
題
』

一
ニ
〇
頁
、
 

弥
生
書
房
刊)

。

⑤
 

明
治
三
三
年
一
、
二

月

『無
尽
灯
』
連
載
。

⑥
 

『曾
我
量
深
選
集
』(

弥
生
書
房
、

一
九
七
〇
、
以

下

『選
集
』 

と
略)

一

巻

一

五

六

頁

。

⑦ 

同
右
。

⑧ 

伊

東

慧

明

「曾
我
量
深-
-

真
智
の
自
然
人-
-

」

『浄
土
仏
教 

の
思
想
』(

講
談
社
、

一
九
九
三)

十

五

所

収

・
一
四
ニ
頁
参
照
。 

ま
た
、
加

来

雄

之

は

「社
会
の
暗
黒
を
持
続
せ
ん
と
す
る
」
と
は
具 

体
的
に
ど
の
よ
う
な
内
容
を
指
す
の
か
に
つ
い
て
、
「
同
人
た
ち
に 

対
し
て
あ
れ
ほ
ど
激
し
い
批
判
を
す
る
曾
我
の
底
に
流
れ
て
い
る
切

な
い
ほ
ど
の
感
情
は
、
精
神
主
義
が
標
榜
す
る
無
限
観
に
た
つ
信
念 

で
は
、
本
当
の
意
味
で
、
固
定
し
た
教
義
の
下
に
現
実
を
解
釈
し
人 

間
を
押
し
つ
ぶ
し
て
し
ま
う
よ
う
な
前
近
代
的
封
建
的
な
宗
教
の
あ 

り
方
か
ら
解
放
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
〔
曾

我

が,,
弓
用 

者
注
〕
無
限
と
い
う
概
念
を
問
題
に
す
る
の
は
、
決
し
て
教
理
的
関 

心
か
ら
で
な
く
、
形
而
上
学
的
根
拠
が
宗
教
観
、
さ
ら
に
は
人
間
観
、
 

世
界
観
、
歴
史
観
を
規
定
す
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
」
と
指
摘
し
て 

い

る
(

「
内
観
の
系
譜
」

『親
鸞
教
学
』
第

五

八

号

・
ニ
四
頁
参
照
、
 

ー
九
九
ー)

。

⑨
 

曾
我
は
批
判
に
際
し
満
之
の
論
文
を
具
体
的
に
挙
げ
な
い
が
、
満 

之
は
明
治
三
二
年
六
月
『仏
教
』

に
掲
載
さ
れ
た
「他
力
信
仰
の
発 

得
」

に

「無
限
の
慈
悲
・
智

慧

・
能
力
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い 

る
。

⑩
 

明
治
三
五
年
一
月
発
行
『無
尽
灯
』
掲
載
の
曾
我
論
文
は
「仏
教 

の
世
界
観
と
人
生
観(

解
疑)

」(

「研
究
〕
欄)

、
「
天
文
学
上
よ
り 

見
た
る
西
方
浄
土
」(

「雑
纂
〕
欄)

、
「大
乗
非
仏
説
を
絶
叫
す
る
大 

乗
仏
教
徒
」
「宗
教
的
真
理
と
は
何
ぞ
」
「
旧
悪
追
究
の
風
を
転
ぜ
し 

め
よ
」(

「時
論
〕
欄)

、
「明
治
三
十
四
年
に
感
謝
す
」
「
精
神
主
義
」

「精
神
主
義
と
本
能
満
足
主
義
と
の
酷
似
」
「常
識
主
義
」
「希
望
あ 

る
第
三
十
五
年
」(

「思
潮
〕
欄)

。

⑪

『選
集
』

一
巻
・
二
九
一
頁
。

⑫

同
右
。

⑬
 

曾
我
は
こ
の
内
容
を
後
年
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「清
沢 

先
生
は
自
力
で
も
な
い
他
力
で
も
な
い
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う 

自

力

・
他
力
の
ほ
か
に
も
う
一
つ
別
の
立
場
と
い
う
も
の
が
起
こ
っ 

て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、(

中
略)

先
生
の
信
念
と
い
う
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も
の
は
、
過
去
の
こ
と
な
ど
忘
れ
て
し
も
う
て
、
過
去
の
こ
と
な
ど 

に
く
よ
く
よ
と
し
て
お
ら
な
い
で
そ
う
し
て
た
だ
希
望
を
将
来
に
掲 

げ
る
と
、
そ
う
す
れ
ば
お
の
ず
か
ら
現
在
に
安
住
で
き
る
と
、
そ
う 

い
う
の
が
清
沢
先
生
の
信
念
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
、
そ
ん
な 

よ
う
な
こ
と
を
色
々
空
想
し
て
お
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
」(

「如
来
は 

無
限
の
能
力
な
り
」
昭
和
四
四
年
発
行
『中
道
』
第
ハ
〇
号
清
沢
満 

之
臘
扇
忌
記
念
号
・
一
六
頁)

。

⑭
 

『選
集
』

一
巻
・
二
九
八
—
九
頁
取
意
。 

⑮
 

明
治
三
四
年
一
ニ
月
発
行
『精
神
界
』
掲
載
。

⑯
 

明
治
三
五
年
二
月
『新
仏
教
』
掲
載
。
境
野
は
精
神
主
義
が
「
迷 

悶
者
の
感
情
的
満
足
を
も
っ
て
宗
教
的
信
仰
の
全
体
を
揣
摩
〔
推 

測
〕
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
多
く
の
弊
害
を
有
す
る
」(

取 

意)

と
指
摘
し
て
い
る
。

⑰
 

明
治
三
五
年
二
月
『新
仏
教
』
掲
載
。

⑱
 

こ

の

「
精
神
主
義
と
唯
心
論
」
に
つ
い
て
は
明
治
三
四
年
十
二
月 

発

行

『精
神
界
』
「報
道
」
欄

に

「
中

井

兆

民

氏

の

『続
一
年
有
半
』 

に
対
す
る
我
等
の
意
見
は
如
何
と
問
ふ
友
あ
り
候
に
つ
き
一
寸
述
べ 

置
き
候
。
我
等
は
之
に
対
す
る
態
度
は
唯
物
論
者
に
対
す
る
態
度
と 

同
じ
く
候
。
さ
れ
ば
本
誌
第
十
号
の
「
精
神
主
義
と
唯
心
論
」
と
云 

ふ
文
を
御
熟
読
下
さ
れ
候
は
ヽ
ヽ
、
我

等

が

『続
一
年
有
半
』

に
対
す
る 

見
解
は
分
明
す
べ
く
候
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
同
年
十
月
発
行
の
中 

江

兆

民

『続
一
年
有
半
』

に

お

け

る

「無
仏
、
無
神
、
無
精
魂
、
と 

い
う
物
質
的
学
説
」

の
主
張
に
対
す
る
意
味
を
も
つ
論
稿
で
あ
る
。
 

⑲
 

『全
集
』
六

巻

・
六
九
頁
。

⑳

同
右
。

㉑

同
右
。

㉒
 

『選
集
』

一

巻

'
一
九
五
頁
取
意
。
こ
の
問
題
は
明
治
三
五
年
六 

月

『無
尽
灯
』
「花
田
衆
甫
君
に
与
ふ
」(

「
三
度
精
神
主
義
を
論
ず
」 

『曾
我
量
深
選
集
』
第
一
巻
改
題
再
録)

に
お
け
る
曾
我
の
「
唯
除 

の
文
」
に
つ
い
て
の
了
解
を
踏
ま
え
た
考
察
を
必
要
と
す
る
。
別
稿 

を
期
し
た
い
。

㉓
 

こ
の
こ
と
は
、
曾

我

が

前

掲

「花
田
衆
甫
君
に
与
ふ
」
に
お
い
て
、
 

精
神
主
義
の
宗
教
と
道
徳
は
分
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
基
本 

的
主
張
を
認
め
、
宗

教

が

「唯
仏
与
仏
の
知
見
」
に
も
と
づ
く
も
の 

で
あ
り
、
「
偏
狭
な
る
道
義
的
批
判
を
加
」
え
る
べ
き
で
は
な
い
と 

述
べ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

㉔
 

「修
道
上
の
重
平
常
主
義
と
重
臨
終
主
義
と
を
論
じ
て
親
鸞
聖
人 

の
立
脚
地
を
明
に
す
」(

明

治

三

四

年

『無
尽
灯
』)

「
三
法
印
と
唯 

識
宗
」(

明
治
三
五
年
二
月
『精
神
界
』)

等
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ 

の
点
に
つ
い
て
は
、
安

冨

信

哉

「曾
我
量
深
の
未
来
観
」(

『大
谷
学 

報
』
第
五
九
巻
第
四
号
・
六
二
頁)

参
照
。

㉕

『全
集
』
六

巻

ニ

ニ

頁

。

㉖
 

「
頑
迷
な
る
信
仰
論
」(

明
治
三
五
年
二
月
二
〇
日
発
行
『無
尽 

灯
』
掲

載

『宗
教
の
死
活
問
題
』
再
録
三
一
ー
三
頁)

。

㉗
 

「厳
粛
な
る
二
重
生
活
」(

明

治

四

三

年

一

二

月

発

行

『精
神 

界
』)

。

㉘
 

「
頑
迷
な
る
信
仰
論
」
明

治

三

五

年

二

月

二

〇

日

発

行

『無
尽 

灯
』

『宗
教
の
死
活
問
題
』
再
録
三
四
頁)

。

㉙
 

西

村

見

暁

『清
沢
満
之
先
生
』(

法
藏
館
、

一
九
五
一)

三
一
ニ 

頁
。

㉚
 

『全
集
』
六
巻
・
二
ハ
頁
。

㉛
 

本
論
は
、
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
第
五
六
回
学
術
大
会(

二
〇
〇
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五
年
七
月
二
九
日)

に
お
け
る
発
表
内
容
に
加
筆
し
成
文
化
し
た
も 

の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
指
摘
す
る
曾
我
の
再
批
判
に
つ
い
て
も
、
具 

体
的
に
曾
我
の
文
言
を
通
し
、
言
及
し
た
こ
と
を
明
記
し
て
お
く
。
 

※

本
文
中
に
は
、
人
権
の
視
点
か
ら
見
る
と
問
題
と
感
ぜ
ら
れ
る
表
現 

が
あ
る
が
、
歴
史
資
料
的
意
味
を
鑑
み
、
原
文
の
ま
ま
掲
載
し
た
。
 

ま
た
原
文
に
倣
っ
て
筆
者
の
文
章
中
に
も
こ
れ
ら
の
表
現
を
用
い
た 

箇
所
が
あ
る
。
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