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こ
の
凡
夫
が
仏
陀
の
言
葉
を
正
し
く
聞
く
と
い
う
課
題
は
、
源
空
の
「
凡
夫
が
報
土
に
生
ず
」
と
い
う
問
題
と
呼
応
し
て
い
る
と
思
う
。

天
親
に
よ
る
「
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
」
と
い
う
事
業
が
な
け
れ
ば
、『
無
量
寿
経
』
が
私
た
ち
に
「
願
生
」
に
よ
っ
て
「
我
、
仏
教
と
相
応
せ

り
」
と
い
う
自
覚
を
実
現
す
る
教
え
で
あ
る
こ
と
は
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
曇
鸞
に
よ
る
『
無
量
寿
経
論
』
の
註
解
が
な
け
れ
ば
、〈
無
量
寿
経
〉
が
仏
の
本
願
力
（
他
力
易
行
道
）
を
主
題
と
す
る
と
い
う
理
解
は
成
立
し

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
他
力
の
仏
道
に
お
い
て
は
、
如
来
の
呼
び
か
け
を
表
現
す
る
讃
嘆
門
と
し
て
の
「
称
名
」
こ
そ
が
「
相
応
」
の
本
質

で
あ
る
信
心
を
私
た
ち
に
実
現
す
る
行
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
親
鸞
の
『
無
量
寿
経
論
』『
浄
土
論
註
』
の
第
二
行
に
対
す
る
註
釈
へ
の
注
目
が
な
け
れ
ば
、
凡
夫
が
仏
陀
た
ち
の
言
葉
を
正
し
く
聞
信
し
、
大

乗
の
仏
道
を
歩
む
た
め
の
真
実
教
と
し
て
『
大
無
量
寿
経
』
を
位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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序
　
論

　
　
│
日
記
『
臘
扇
記
』
と
そ
の
倫
理
性
│

　
清
沢
満
之
（
以
下
、
清
沢
）
に
は
『
臘
扇
記
』
と
い
う
日
記
が

あ
る
。
明
治
三
十
一
（
一
八
九
八
）
年
八
月
十
五
日
か
ら
翌
年
一

月
二
十
五
日
ま
で
の
連
続
し
た
思
索
と
、
二
月
二
十
五
日
「
偶
坐

案
定
」
及
び
「
四
月
五
日
記
」
か
ら
な
る
三
十
六
歳
当
時
の
日
記

で
あ
る
。
そ
の
日
記
に
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
人
、
エ
ピ
ク
テ
ト

ス
の
言
葉
が
多
く
書
き
写
さ
れ
、
ま
た
そ
の
言
葉
を
通
し
た
思
索

が
記
さ
れ
て
い
る
。
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
書
を
読
む
こ
と
は
清
沢
に

と
っ
て
大
な
る
「
読
書
の
恵
み
」
で
あ
っ
た
。

　
清
沢
は
結
核
に
よ
る
喀
血
の
な
か
で
、
一
人
の
人
間
と
し
て
、

死
を
恐
れ
、
生
き
て
い
く
こ
と
へ
苦
悩
す
る
。
後
に
『
当
用
日

記
』
の
な
か
で
清
沢
は
当
時
の
周
辺
の
事
情
を
「
人
事
の
興
廃
」、

「
人
情
の
煩
累
」
と
表
し
、
端
的
に
苦
悩
の
内
容
と
し
て
述
べ
て

い
る
。
死
と
は
何
な
の
か
、
生
と
は
何
な
の
か
、
恐
れ
と
は
何
な

の
か
、
そ
し
て
自
分
自
身
は
何
も
の
な
の
か
、
そ
の
思
い
が
切
実

な
ら
ば
切
実
な
ほ
ど
に
、
自
分
自
身
の
な
か
に
問
い
と
、
そ
れ
を

探
ろ
う
と
す
る
欲
い
が
湧
き
上
が
っ
て
く
る
。
か
り
に
そ
れ
を
求

道
心
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
『
臘
扇
記
』

は
、
た
ん
に
毎
日
の
行
事
の
み
記
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、

日
々
懐
に
抱
き
続
け
た
求
道
心
の
思
索
と
一
筋
の
関
心
で
貫
か
れ

た
思
想
書
な
の
で
あ
る
。

　
彼
の
日
記
『
臘
扇
記
』
と
は
い
か
な
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る

の
か
。
そ
こ
で
思
索
さ
れ
た
信
念
の
内
容
は
、
死
生
の
宗
教
的
な

決
着
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
彼
の
「
死
生
観
」
を
う
か
が
う
こ

と
が
で
き
る
資
料
で
あ
る
。

　
そ
の
日
記
で
告
白
さ
れ
た
清
沢
の
信
念
は
、
何
を
問
題
と
し
て

（

）
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い
た
の
か
。

自
己
と
は
何
そ
や
　
是
れ
人
世
の
根
本
的
問
題
な
り
（
※
傍

線
筆
者
）

と
い
う
言
葉
に
明
白
な
よ
う
に
、
自
己
を
探
求
す
る
の
が
問
題
と

な
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
た
ん
な
る
一
個
人
の
「
人
生
」
の
問
題
で

は
な
く
「
人
世
」
の
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
は
注
目
す
べ

き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
の
問
題
関
心
は
、
た
ん
な
る
個
人
と
し
て

の
自
分
自
身
が
何
な
の
か
と
い
う
関
心
で
は
な
く
、
自
己
と
他
者

と
の
関
係
の
な
か
で
問
わ
れ
て
く
る
関
心
事
で
あ
る
こ
と
に
、
牢

乎
と
し
て
自
覚
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
世
に
処

し
て
生
き
て
い
く
、
生
き
方
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
彼
の
「
倫

理
観
」
で
あ
る
。
も
っ
と
正
確
に
言
え
ば
、
彼
の
問
題
関
心
は

「
信
仰
と
倫
理
の
関
係
は
？
」（
※
彼
の
『
臘
扇
記
』
の
言
葉
で

は
「
信
仰
と
修
善
の
関
係
」）
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
清
沢
に
と
っ
て
『
臘
扇
記
』
は
た
ん
な
る
行
事
を
記
し
た
も
の

で
は
い
。
死
と
は
何
か
、
自
己
の
生
と
は
何
か
と
い
う
切
な
る
探

求
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
ど
う
生
き
る
か
、
い
か
に
生
き
る
か
の

探
求
で
あ
る
こ
と
は
一
目
し
て
感
じ
取
れ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
他
者
と
関
係
し
生
き
て
い
る
。
し
か
し
何
に
基
づ

い
て
他
者
と
と
も
に
生
き
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
そ
の
問
い
は
、

様
々
な
こ
と
で
苦
悩
し
憂
慮
す
る
も
の
の
奥
に
必
ず
あ
る
探
求
す

べ
き
時
代
社
会
を
こ
え
た
普
遍
的
な
課
題
で
あ
る
。

　
事
実
、
清
沢
の
『
臘
扇
記
』
は
、「
死
生
へ
の
決
着
」（
信
仰
）

と
「
倫
理
的
な
事
柄
や
善
悪
の
問
題
」（
修
善
）
が
中
心
に
考
察

さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
清
沢
思
想
に
関
す
る
先
行
研
究
で
は
、
近
年
ま
で
は

あ
ま
り
倫
理
的
視
点
が
真
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ

た
。
さ
ら
に
先
行
研
究
に
よ
っ
て
は
、
清
沢
と
い
う
人
物
は
、
し

ば
し
ば
、
社
会
性
や
倫
理
性
の
欠
如
を
批
判
さ
れ
る
。
清
沢
の
思

想
に
は
多
様
な
評
価
が
あ
る
。
そ
の
評
価
の
一
つ
ひ
と
つ
を
詳
細

に
検
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
評
価
の
多
様
性
を
否
定
す
る

必
要
も
な
い
。
し
か
し
そ
の
評
価
の
多
様
性
の
中
で
問
わ
れ
て
い

る
関
心
の
一
つ
に
、
清
沢
の
考
え
る
倫
理
や
善
悪
を
ど
う
見
る
か

と
い
う
事
が
あ
る
。

　
ま
た
『
臘
扇
記
』
解
釈
に
お
い
て
は
清
沢
の
思
想
に
重
点
が
お

か
れ
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
と
の
思
想
的
な
関
係
性
に
未
だ
不
鮮
明
さ
が

残
っ
て
い
る
。
も
と
も
と
『
臘
扇
記
』
と
い
う
日
記
は
、
浩
々
洞

出
版
の
『
清
澤
全
集
』（
大
正
四
年
）
に
掲
載
さ
れ
て
世
に
で
た
と

き
に
は
、
編
集
さ
れ
て
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
引
用
が
か
な
り
省
か
れ

て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
省
略
の
意
図
も
後
の
研
究
者
に
よ
っ
て

は
、
清
沢
の
「
真
宗
の
人
物
で
あ
る
信
用
性
を
護
る
こ
と
」
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
真
意
は
今
と
な

（

）
3

（

）
4
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っ
て
は
わ
か
ら
な
い
が
、
あ
る
立
場
上
の
解
釈
意
図
に
自
覚
的
に

な
る
こ
と
は
難
し
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
私
が
本
論
文
を
執
筆
す
る
上
で
示
唆
を
受
け
た
研

究
は
、
一
つ
だ
け
挙
げ
る
と
す
る
な
ら
、
今
村
仁
司
の
清
沢
研
究

で
あ
る
。
今
村
は
、「
死
の
倫
理
的
性
格
」
と
い
う
節
題
を
設
け

て
、
死
と
い
う
も
の
を
修
練
す
る
こ
と
が
倫
理
的
な
事
柄
で
あ
る

と
述
べ
た
。
彼
は
そ
こ
で
清
沢
の
死
生
観
と
倫
理
を
分
断
し
て
考

察
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
極
め
て
密
接
に
考
察
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
強
力
な
根
拠
は
こ
の

『
臘
扇
記
』
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
本
論
文
で
は
、『
臘
扇
記
』
を
私
な
り
の
視
点
で
考
察

し
て
い
き
た
い
。
そ
の
視
点
と
は
、『
臘
扇
記
』
の
中
に
多
く
引

用
さ
れ
て
い
る
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
思
想
が
清
沢
に
何
を
与
え
た
の

だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
清
沢
が
何
を
学
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
、
と
い

う
問
い
を
通
し
て
、
清
沢
が
た
ん
に
内
面
に
沈
潜
す
る
思
索
に
ふ

け
っ
た
の
で
は
な
く
、
自
己
の
倫
理
性
に
つ
い
て
考
え
た
と
い
う

面
が
強
く
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
き
た
い
。

　
そ
の
論
述
に
入
る
前
に
少
々
前
提
が
長
く
な
る
が
、
次
節
で
は

「
三
つ
の
日
記
」
と
し
て
清
沢
の
書
い
た
日
記
に
つ
い
て
も
う
少

し
ふ
れ
、
そ
の
次
の
節
で
は
、「
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
と
の
出
遇
い
」

と
題
し
て
『
臘
扇
記
』
の
位
置
づ
け
を
考
え
て
い
く
事
に
す
る
。

一
、
三
つ
の
日
記

　
清
沢
に
は
、
明
治
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
十
二
年

一
月
二
十
五
日
ま
で
の
約
一
年
一
ヶ
月
の
あ
い
だ
、
一
日
も
欠
け

る
こ
と
な
く
記
さ
れ
た
『
病
床
雑
誌
』『
徒
然
雑
誌
』『
臘
扇
記
』

と
い
う
三
つ
の
日
記
が
あ
る
。
実
に
こ
の
三
つ
で
清
沢
の
現
存
す

る
自
筆
の
日
記
の
六
割
を
占
め
る
。
そ
れ
ら
の
日
記
は
清
沢
が

「
信
念
の
確
立
」
と
一
貫
し
て
語
る
課
題
の
も
と
で
思
索
さ
れ
た

「
人
生
記
録
（
ヒ
ュ
ー
マ
ン
　
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
）」
で
あ
っ
た
。

　
『
病
床
雑
誌
』
と
『
徒
然
雑
誌
』
は
、
初
期
仏
教
の
聖
典
『
阿

含
経
典
』
や
『
仏
本
行
集
経
』
な
ど
の
釈
尊
伝
と
と
も
に
思
索
さ

れ
、
ま
た
『
臘
扇
記
』
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
人
「
エ
ピ
ク
テ
ト

ス
」
の
言
葉
と
と
も
に
深
め
ら
れ
た
思
索
で
あ
っ
た
。

　
清
沢
は
近
し
い
人
に
、『
阿
含
経
』
と
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
言
葉

と
『
歎
異
抄
』
を
「
予
の
三
部
経
」（「
余
の
三
部
経
」）
と
語
っ

た
と
い
う
証
言
が
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
も
そ
れ
ら
の
書

物
の
思
想
と
清
沢
思
想
の
連
関
を
研
究
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。

ま
た
事
実
そ
う
さ
れ
て
き
た
。

　
『
病
床
雑
誌
』、『
徒
然
雑
誌
』
に
紐
解
か
れ
る
の
が
特
に
『
阿

含
経
典
』
で
あ
る
。
そ
の
経
典
を
読
ん
だ
清
沢
は
、「
生
死
巖
頭

の
観
に
住
す
る
こ
と
尤
も
必
要
た
る
を
知
」
っ
た
と
語
り
、「
生

（
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い
た
の
か
。

自
己
と
は
何
そ
や
　
是
れ
人
世
の
根
本
的
問
題
な
り
（
※
傍

線
筆
者
）

と
い
う
言
葉
に
明
白
な
よ
う
に
、
自
己
を
探
求
す
る
の
が
問
題
と

な
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
た
ん
な
る
一
個
人
の
「
人
生
」
の
問
題
で

は
な
く
「
人
世
」
の
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
は
注
目
す
べ

き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
の
問
題
関
心
は
、
た
ん
な
る
個
人
と
し
て

の
自
分
自
身
が
何
な
の
か
と
い
う
関
心
で
は
な
く
、
自
己
と
他
者

と
の
関
係
の
な
か
で
問
わ
れ
て
く
る
関
心
事
で
あ
る
こ
と
に
、
牢

乎
と
し
て
自
覚
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
世
に
処

し
て
生
き
て
い
く
、
生
き
方
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
彼
の
「
倫

理
観
」
で
あ
る
。
も
っ
と
正
確
に
言
え
ば
、
彼
の
問
題
関
心
は

「
信
仰
と
倫
理
の
関
係
は
？
」（
※
彼
の
『
臘
扇
記
』
の
言
葉
で

は
「
信
仰
と
修
善
の
関
係
」）
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
清
沢
に
と
っ
て
『
臘
扇
記
』
は
た
ん
な
る
行
事
を
記
し
た
も
の

で
は
い
。
死
と
は
何
か
、
自
己
の
生
と
は
何
か
と
い
う
切
な
る
探

求
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
ど
う
生
き
る
か
、
い
か
に
生
き
る
か
の

探
求
で
あ
る
こ
と
は
一
目
し
て
感
じ
取
れ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
他
者
と
関
係
し
生
き
て
い
る
。
し
か
し
何
に
基
づ

い
て
他
者
と
と
も
に
生
き
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
そ
の
問
い
は
、

様
々
な
こ
と
で
苦
悩
し
憂
慮
す
る
も
の
の
奥
に
必
ず
あ
る
探
求
す

べ
き
時
代
社
会
を
こ
え
た
普
遍
的
な
課
題
で
あ
る
。

　
事
実
、
清
沢
の
『
臘
扇
記
』
は
、「
死
生
へ
の
決
着
」（
信
仰
）

と
「
倫
理
的
な
事
柄
や
善
悪
の
問
題
」（
修
善
）
が
中
心
に
考
察

さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
清
沢
思
想
に
関
す
る
先
行
研
究
で
は
、
近
年
ま
で
は

あ
ま
り
倫
理
的
視
点
が
真
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ

た
。
さ
ら
に
先
行
研
究
に
よ
っ
て
は
、
清
沢
と
い
う
人
物
は
、
し

ば
し
ば
、
社
会
性
や
倫
理
性
の
欠
如
を
批
判
さ
れ
る
。
清
沢
の
思

想
に
は
多
様
な
評
価
が
あ
る
。
そ
の
評
価
の
一
つ
ひ
と
つ
を
詳
細

に
検
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
評
価
の
多
様
性
を
否
定
す
る

必
要
も
な
い
。
し
か
し
そ
の
評
価
の
多
様
性
の
中
で
問
わ
れ
て
い

る
関
心
の
一
つ
に
、
清
沢
の
考
え
る
倫
理
や
善
悪
を
ど
う
見
る
か

と
い
う
事
が
あ
る
。

　
ま
た
『
臘
扇
記
』
解
釈
に
お
い
て
は
清
沢
の
思
想
に
重
点
が
お

か
れ
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
と
の
思
想
的
な
関
係
性
に
未
だ
不
鮮
明
さ
が

残
っ
て
い
る
。
も
と
も
と
『
臘
扇
記
』
と
い
う
日
記
は
、
浩
々
洞

出
版
の
『
清
澤
全
集
』（
大
正
四
年
）
に
掲
載
さ
れ
て
世
に
で
た
と

き
に
は
、
編
集
さ
れ
て
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
引
用
が
か
な
り
省
か
れ

て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
省
略
の
意
図
も
後
の
研
究
者
に
よ
っ
て

は
、
清
沢
の
「
真
宗
の
人
物
で
あ
る
信
用
性
を
護
る
こ
と
」
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
真
意
は
今
と
な

（
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っ
て
は
わ
か
ら
な
い
が
、
あ
る
立
場
上
の
解
釈
意
図
に
自
覚
的
に

な
る
こ
と
は
難
し
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
私
が
本
論
文
を
執
筆
す
る
上
で
示
唆
を
受
け
た
研

究
は
、
一
つ
だ
け
挙
げ
る
と
す
る
な
ら
、
今
村
仁
司
の
清
沢
研
究

で
あ
る
。
今
村
は
、「
死
の
倫
理
的
性
格
」
と
い
う
節
題
を
設
け

て
、
死
と
い
う
も
の
を
修
練
す
る
こ
と
が
倫
理
的
な
事
柄
で
あ
る

と
述
べ
た
。
彼
は
そ
こ
で
清
沢
の
死
生
観
と
倫
理
を
分
断
し
て
考

察
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
極
め
て
密
接
に
考
察
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
強
力
な
根
拠
は
こ
の

『
臘
扇
記
』
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
本
論
文
で
は
、『
臘
扇
記
』
を
私
な
り
の
視
点
で
考
察

し
て
い
き
た
い
。
そ
の
視
点
と
は
、『
臘
扇
記
』
の
中
に
多
く
引

用
さ
れ
て
い
る
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
思
想
が
清
沢
に
何
を
与
え
た
の

だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
清
沢
が
何
を
学
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
、
と
い

う
問
い
を
通
し
て
、
清
沢
が
た
ん
に
内
面
に
沈
潜
す
る
思
索
に
ふ

け
っ
た
の
で
は
な
く
、
自
己
の
倫
理
性
に
つ
い
て
考
え
た
と
い
う

面
が
強
く
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
き
た
い
。

　
そ
の
論
述
に
入
る
前
に
少
々
前
提
が
長
く
な
る
が
、
次
節
で
は

「
三
つ
の
日
記
」
と
し
て
清
沢
の
書
い
た
日
記
に
つ
い
て
も
う
少

し
ふ
れ
、
そ
の
次
の
節
で
は
、「
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
と
の
出
遇
い
」

と
題
し
て
『
臘
扇
記
』
の
位
置
づ
け
を
考
え
て
い
く
事
に
す
る
。

一
、
三
つ
の
日
記

　
清
沢
に
は
、
明
治
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
十
二
年

一
月
二
十
五
日
ま
で
の
約
一
年
一
ヶ
月
の
あ
い
だ
、
一
日
も
欠
け

る
こ
と
な
く
記
さ
れ
た
『
病
床
雑
誌
』『
徒
然
雑
誌
』『
臘
扇
記
』

と
い
う
三
つ
の
日
記
が
あ
る
。
実
に
こ
の
三
つ
で
清
沢
の
現
存
す

る
自
筆
の
日
記
の
六
割
を
占
め
る
。
そ
れ
ら
の
日
記
は
清
沢
が

「
信
念
の
確
立
」
と
一
貫
し
て
語
る
課
題
の
も
と
で
思
索
さ
れ
た

「
人
生
記
録
（
ヒ
ュ
ー
マ
ン
　
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
）」
で
あ
っ
た
。

　
『
病
床
雑
誌
』
と
『
徒
然
雑
誌
』
は
、
初
期
仏
教
の
聖
典
『
阿

含
経
典
』
や
『
仏
本
行
集
経
』
な
ど
の
釈
尊
伝
と
と
も
に
思
索
さ

れ
、
ま
た
『
臘
扇
記
』
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
人
「
エ
ピ
ク
テ
ト

ス
」
の
言
葉
と
と
も
に
深
め
ら
れ
た
思
索
で
あ
っ
た
。

　
清
沢
は
近
し
い
人
に
、『
阿
含
経
』
と
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
言
葉

と
『
歎
異
抄
』
を
「
予
の
三
部
経
」（「
余
の
三
部
経
」）
と
語
っ

た
と
い
う
証
言
が
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
も
そ
れ
ら
の
書

物
の
思
想
と
清
沢
思
想
の
連
関
を
研
究
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。

ま
た
事
実
そ
う
さ
れ
て
き
た
。

　
『
病
床
雑
誌
』、『
徒
然
雑
誌
』
に
紐
解
か
れ
る
の
が
特
に
『
阿

含
経
典
』
で
あ
る
。
そ
の
経
典
を
読
ん
だ
清
沢
は
、「
生
死
巖
頭

の
観
に
住
す
る
こ
と
尤
も
必
要
た
る
を
知
」
っ
た
と
語
り
、「
生
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死
巖
頭
」
と
い
う
実
存
的
課
題
の
も
と
で
読
誦
し
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
。
し
か
し
『
病
床
雑
誌
』『
徒
然
雑
誌
』
で
は
、
経
典
の

要
約
さ
れ
た
抜
き
書
き
が
大
半
で
あ
り
、
清
沢
自
身
の
思
索
が
語

ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
そ
れ
が
研
究
の
し
難
さ
の
一
要
因
で
あ

る
の
か
未
だ
に
多
く
の
研
究
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　
一
方
で
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
言
葉
に
つ
い
て
は
、『
臘
扇
記
』
に

引
用
と
彼
自
身
の
思
索
や
訳
出
が
多
く
存
在
す
る
。
も
ち
ろ
ん
そ

の
他
の
文
献
か
ら
の
引
用
も
あ
り
そ
れ
ら
の
こ
と
を
な
い
が
し
ろ

に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
さ
し
あ
た
り
、
清
沢
が
エ
ピ
ク
テ

ト
ス
の
思
想
か
ら
学
ん
だ
こ
と
が
、
彼
の
信
念
に
重
大
な
影
響
を

与
え
て
い
る
こ
と
は
言
を
待
た
な
い
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
清
沢
は
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
思
想
と
ど
の
よ
う
に
出
遇
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
こ
と
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

二
、
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
と
の
出
遇
い

　
清
沢
の
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
書
と
の
出
遇
い
に
つ
い
て
『
臘
扇

記
』
や
書
簡
、『
教
学
報
知
』
な
ど
を
参
照
し
て
描
写
し
て
み
よ

う
。

　
清
沢
が
日
記
『
臘
扇
記
』
を
綴
り
始
め
て
か
ら
し
ば
ら
く
た
っ

た
日
、
宗
門
人
に
と
っ
て
は
一
大
事
件
が
起
こ
る
。
明
治
三
十
一

年
八
月
二
十
三
日
に
起
こ
っ
た
新
法
主
及
び
連
枝
の
失
踪
事
件
で

あ
る
。
こ
と
の
顛
末
は
、
石
川
舜
台
参
務
等
の
計
ら
い
が
発
端
で
、

こ
れ
か
ら
宗
門
を
背
負
っ
て
い
く
新
法
主
た
ち
に
本
山
を
離
れ
て

社
会
の
中
で
青
年
布
教
と
勉
学
を
研
鑽
す
る
よ
う
に
内
密
に
留
学

さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
は
瞬
く
間
に
全
国
を
駆
け
巡
り
、

様
々
な
人
の
賛
否
を
叫
ん
だ
。
石
川
参
務
が
内
密
に
計
画
し
た
の

は
、
順
序
立
て
て
賛
同
を
得
て
留
学
を
決
行
す
る
と
、
反
対
さ
れ

て
余
計
難
し
く
な
り
か
ね
な
い
と
ふ
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
清
沢
に
と
っ
て
新
法
主
は
思
い
入
れ
の
深
い
人
物
で
あ
る
。
彼

は
、
数
年
前
、
新
法
主
の
教
育
係
を
務
め
た
こ
と
も
あ
る
。
し
か

し
当
時
の
新
法
主
は
、
本
山
の
任
務
の
た
め
、
講
義
勉
学
を
欠
席

し
が
ち
に
な
り
な
か
な
か
集
中
的
に
修
学
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
そ
れ
を
嘆
き
、
清
沢
は
、
連
名
で
本
山
に
建
議
し
て
そ
の

現
状
を
訴
え
る
ほ
ど
、
新
法
主
へ
の
教
育
に
熱
心
に
取
り
組
ん
だ

の
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
思
い
入
れ
の
深
い
新
法
主
が
、
留
学
し
て

学
問
研
鑽
さ
れ
る
勇
断
を
喜
び
、
自
坊
で
そ
の
留
学
の
報
告
演
説

会
を
催
し
、
涙
を
流
し
て
新
法
主
の
決
断
に
感
謝
し
た
。
さ
ら
に

西
方
寺
の
満
堂
の
聴
衆
も
涙
で
袖
を
絞
っ
た
と
報
道
さ
れ
る
ほ
ど

で
あ
っ
た
。

　
そ
の
数
日
後
、
京
都
へ
出
発
。
清
沢
の
友
人
で
あ
り
、
白
川
会

員
の
月
見
覚
了
、
清
川
円
誠
、
今
川
覚
神
な
ど
の
メ
ン
バ
ー
に
会

い
、
新
法
主
の
決
断
へ
感
謝
の
意
を
本
人
に
伝
え
る
方
法
を
話
し
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合
い
、
そ
れ
を
東
京
に
い
る
村
上
専
精
に
細
書
し
て
も
ら
い
新
法

主
へ
渡
す
こ
と
、
を
決
し
た
。

　
す
る
と
数
日
後
、
新
法
主
の
側
近
、
葦
原
林
元
よ
り
（
※
清
川

宅
へ
？
）「
ス
グ
ノ
ボ
レ
」
の
電
音
を
受
け
る
（
※
こ
の
数
日
間

に
新
法
主
と
村
上
専
精
が
接
触
し
た
か
は
未
確
認
）。
そ
の
命
に

よ
り
、
京
都
か
ら
三
河
西
方
寺
に
帰
寺
し
、
早
速
次
の
日
に
は
月

見
と
合
流
の
後
、
東
京
に
十
日
間
、
旅
立
っ
て
い
る
。
そ
の
間
に

約
一
年
前
の
宗
門
事
務
革
新
運
動
で
東
京
の
主
導
的
立
場
で
あ
っ

た
、
村
上
専
精
、
南
条
文
雄
、
近
角
常
観
な
ど
に
会
い
、
ま
た
新

法
主
に
拝
謁
。
石
川
舜
台
参
務
や
、
友
人
で
あ
り
改
革
運
動
賛
同

者
で
あ
っ
た
沢
柳
政
太
郎
・
稲
葉
昌
丸
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る

様
々
な
人
と
会
合
す
る
。

　
そ
の
よ
う
な
中
、
清
沢
は
九
月
二
十
七
日
、
沢
柳
政
太
郎
宅
に

お
い
て
開
催
さ
れ
た
「
宗
教
的
経
験
談
話
会
」
に
出
席
す
る
た
め

に
、
同
宅
を
訪
問
し
た
。

　
そ
の
時
、
か
ね
て
よ
り
気
に
か
か
っ
て
い
た
哲
人
、
エ
ピ
ク
テ

ト
ス
の
書
を
、
沢
柳
政
太
郎
の
書
架
の
な
か
に
発
見
す
る
。
清
沢

は
、
沢
柳
政
太
郎
か
ら
借
り
受
け
た
洋
書
を
幾
度
と
な
く
読
み
、

そ
の
思
想
の
中
に
飛
び
込
ん
で
い
っ
た
。
同
日
、
二
十
七
日
か
ら

エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
言
葉
が
日
記
に
綴
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ

る
。

　
清
沢
は
そ
の
洋
書
を
「
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
講
話
」
と
か
、「
エ
ピ

ク
テ
タ
ス
氏
教
訓
書
」
と
呼
ん
だ
。
そ
の
書
は
、T

he D
iscourses 

of E
pictetus: w

ith the E
nchiridion and Fragm

ents. 
T
ranslated by George Long

（1801-1879

）, London, 1877.

と
い
う
名
の
哲
学
書
が
比
定
さ
れ
る
（
そ
れ
を
本
論
で
は
、 

E
pict.

と
略
記
し
て
用
い
る
）。

三
│
1
、
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
思
想
と
そ
の
影
響

　
　
│
如
意
な
る
も
の
と
は
何
か
│

　
『
臘
扇
記
』
は
人
に
見
て
も
ら
う
た
め
に
書
い
た
解
説
書
で
は

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
思
想
を
あ
る
程
度
お
さ

え
な
い
と
『
臘
扇
記
』
は
読
め
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
こ
で
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
考
え
た
こ
と
に
少
し
足
を
踏
み
入
れ
て

み
た
い
。

　
ま
ず
、
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
は
「
心
」
と
い
う
も
の
を
ど
う
と
ら
え

て
い
た
の
か
、
か
ら
見
て
い
こ
う
と
思
う
。
彼
の
基
本
概
念
に
、

「
心
像
（appearances

）」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
わ

れ
わ
れ
の
心
が
さ
ま
ざ
ま
な
像
を
作
り
上
げ
る
こ
と
を
い
う
。
要

す
る
に
、
わ
れ
わ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
心
に
思
い
描
く
。
善

で
は
な
い
の
に
善
で
あ
る
と
見
た
り
、
避
け
ら
れ
な
い
も
の
を
避

け
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
例
え
ば
、
死
の
よ
う
に
避
け
ら
れ
な
い
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死
巖
頭
」
と
い
う
実
存
的
課
題
の
も
と
で
読
誦
し
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
。
し
か
し
『
病
床
雑
誌
』『
徒
然
雑
誌
』
で
は
、
経
典
の

要
約
さ
れ
た
抜
き
書
き
が
大
半
で
あ
り
、
清
沢
自
身
の
思
索
が
語

ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
そ
れ
が
研
究
の
し
難
さ
の
一
要
因
で
あ

る
の
か
未
だ
に
多
く
の
研
究
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　
一
方
で
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
言
葉
に
つ
い
て
は
、『
臘
扇
記
』
に

引
用
と
彼
自
身
の
思
索
や
訳
出
が
多
く
存
在
す
る
。
も
ち
ろ
ん
そ

の
他
の
文
献
か
ら
の
引
用
も
あ
り
そ
れ
ら
の
こ
と
を
な
い
が
し
ろ

に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
さ
し
あ
た
り
、
清
沢
が
エ
ピ
ク
テ

ト
ス
の
思
想
か
ら
学
ん
だ
こ
と
が
、
彼
の
信
念
に
重
大
な
影
響
を

与
え
て
い
る
こ
と
は
言
を
待
た
な
い
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
清
沢
は
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
思
想
と
ど
の
よ
う
に
出
遇
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
こ
と
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

二
、
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
と
の
出
遇
い

　
清
沢
の
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
書
と
の
出
遇
い
に
つ
い
て
『
臘
扇

記
』
や
書
簡
、『
教
学
報
知
』
な
ど
を
参
照
し
て
描
写
し
て
み
よ

う
。

　
清
沢
が
日
記
『
臘
扇
記
』
を
綴
り
始
め
て
か
ら
し
ば
ら
く
た
っ

た
日
、
宗
門
人
に
と
っ
て
は
一
大
事
件
が
起
こ
る
。
明
治
三
十
一

年
八
月
二
十
三
日
に
起
こ
っ
た
新
法
主
及
び
連
枝
の
失
踪
事
件
で

あ
る
。
こ
と
の
顛
末
は
、
石
川
舜
台
参
務
等
の
計
ら
い
が
発
端
で
、

こ
れ
か
ら
宗
門
を
背
負
っ
て
い
く
新
法
主
た
ち
に
本
山
を
離
れ
て

社
会
の
中
で
青
年
布
教
と
勉
学
を
研
鑽
す
る
よ
う
に
内
密
に
留
学

さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
は
瞬
く
間
に
全
国
を
駆
け
巡
り
、

様
々
な
人
の
賛
否
を
叫
ん
だ
。
石
川
参
務
が
内
密
に
計
画
し
た
の

は
、
順
序
立
て
て
賛
同
を
得
て
留
学
を
決
行
す
る
と
、
反
対
さ
れ

て
余
計
難
し
く
な
り
か
ね
な
い
と
ふ
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
清
沢
に
と
っ
て
新
法
主
は
思
い
入
れ
の
深
い
人
物
で
あ
る
。
彼

は
、
数
年
前
、
新
法
主
の
教
育
係
を
務
め
た
こ
と
も
あ
る
。
し
か

し
当
時
の
新
法
主
は
、
本
山
の
任
務
の
た
め
、
講
義
勉
学
を
欠
席

し
が
ち
に
な
り
な
か
な
か
集
中
的
に
修
学
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
そ
れ
を
嘆
き
、
清
沢
は
、
連
名
で
本
山
に
建
議
し
て
そ
の

現
状
を
訴
え
る
ほ
ど
、
新
法
主
へ
の
教
育
に
熱
心
に
取
り
組
ん
だ

の
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
思
い
入
れ
の
深
い
新
法
主
が
、
留
学
し
て

学
問
研
鑽
さ
れ
る
勇
断
を
喜
び
、
自
坊
で
そ
の
留
学
の
報
告
演
説

会
を
催
し
、
涙
を
流
し
て
新
法
主
の
決
断
に
感
謝
し
た
。
さ
ら
に

西
方
寺
の
満
堂
の
聴
衆
も
涙
で
袖
を
絞
っ
た
と
報
道
さ
れ
る
ほ
ど

で
あ
っ
た
。

　
そ
の
数
日
後
、
京
都
へ
出
発
。
清
沢
の
友
人
で
あ
り
、
白
川
会

員
の
月
見
覚
了
、
清
川
円
誠
、
今
川
覚
神
な
ど
の
メ
ン
バ
ー
に
会

い
、
新
法
主
の
決
断
へ
感
謝
の
意
を
本
人
に
伝
え
る
方
法
を
話
し
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合
い
、
そ
れ
を
東
京
に
い
る
村
上
専
精
に
細
書
し
て
も
ら
い
新
法

主
へ
渡
す
こ
と
、
を
決
し
た
。

　
す
る
と
数
日
後
、
新
法
主
の
側
近
、
葦
原
林
元
よ
り
（
※
清
川

宅
へ
？
）「
ス
グ
ノ
ボ
レ
」
の
電
音
を
受
け
る
（
※
こ
の
数
日
間

に
新
法
主
と
村
上
専
精
が
接
触
し
た
か
は
未
確
認
）。
そ
の
命
に

よ
り
、
京
都
か
ら
三
河
西
方
寺
に
帰
寺
し
、
早
速
次
の
日
に
は
月

見
と
合
流
の
後
、
東
京
に
十
日
間
、
旅
立
っ
て
い
る
。
そ
の
間
に

約
一
年
前
の
宗
門
事
務
革
新
運
動
で
東
京
の
主
導
的
立
場
で
あ
っ

た
、
村
上
専
精
、
南
条
文
雄
、
近
角
常
観
な
ど
に
会
い
、
ま
た
新

法
主
に
拝
謁
。
石
川
舜
台
参
務
や
、
友
人
で
あ
り
改
革
運
動
賛
同

者
で
あ
っ
た
沢
柳
政
太
郎
・
稲
葉
昌
丸
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る

様
々
な
人
と
会
合
す
る
。

　
そ
の
よ
う
な
中
、
清
沢
は
九
月
二
十
七
日
、
沢
柳
政
太
郎
宅
に

お
い
て
開
催
さ
れ
た
「
宗
教
的
経
験
談
話
会
」
に
出
席
す
る
た
め

に
、
同
宅
を
訪
問
し
た
。

　
そ
の
時
、
か
ね
て
よ
り
気
に
か
か
っ
て
い
た
哲
人
、
エ
ピ
ク
テ

ト
ス
の
書
を
、
沢
柳
政
太
郎
の
書
架
の
な
か
に
発
見
す
る
。
清
沢

は
、
沢
柳
政
太
郎
か
ら
借
り
受
け
た
洋
書
を
幾
度
と
な
く
読
み
、

そ
の
思
想
の
中
に
飛
び
込
ん
で
い
っ
た
。
同
日
、
二
十
七
日
か
ら

エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
言
葉
が
日
記
に
綴
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ

る
。

　
清
沢
は
そ
の
洋
書
を
「
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
講
話
」
と
か
、「
エ
ピ

ク
テ
タ
ス
氏
教
訓
書
」
と
呼
ん
だ
。
そ
の
書
は
、T

he D
iscourses 

of E
pictetus: w

ith the E
nchiridion and Fragm

ents. 
T
ranslated by George Long

（1801-1879

）, London, 1877.

と
い
う
名
の
哲
学
書
が
比
定
さ
れ
る
（
そ
れ
を
本
論
で
は
、 
E
pict.

と
略
記
し
て
用
い
る
）。

三
│
1
、
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
思
想
と
そ
の
影
響

　
　
│
如
意
な
る
も
の
と
は
何
か
│

　
『
臘
扇
記
』
は
人
に
見
て
も
ら
う
た
め
に
書
い
た
解
説
書
で
は

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
思
想
を
あ
る
程
度
お
さ

え
な
い
と
『
臘
扇
記
』
は
読
め
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
こ
で
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
考
え
た
こ
と
に
少
し
足
を
踏
み
入
れ
て

み
た
い
。

　
ま
ず
、
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
は
「
心
」
と
い
う
も
の
を
ど
う
と
ら
え

て
い
た
の
か
、
か
ら
見
て
い
こ
う
と
思
う
。
彼
の
基
本
概
念
に
、

「
心
像
（appearances

）」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
わ

れ
わ
れ
の
心
が
さ
ま
ざ
ま
な
像
を
作
り
上
げ
る
こ
と
を
い
う
。
要

す
る
に
、
わ
れ
わ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
心
に
思
い
描
く
。
善

で
は
な
い
の
に
善
で
あ
る
と
見
た
り
、
避
け
ら
れ
な
い
も
の
を
避

け
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
例
え
ば
、
死
の
よ
う
に
避
け
ら
れ
な
い
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も
の
を
恐
怖
す
る
。
そ
の
よ
う
に
心
に
様
々
な
感
情
が
あ
ら
わ
れ

て
き
て
、
人
は
そ
の
思
い
に
強
固
に
固
執
し
て
、
も
が
き
苦
し
ん

で
い
る
。

　
そ
の
苦
悩
の
状
態
が
生
じ
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
彼
に
よ
れ

ば
、「
理
性
（
道
理
、
ロ
ゴ
ス
）
に
適
っ
て
い
な
い
こ
と
を
追
い

求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
情
念
（
パ
ト
ス
）
が
起
る
」
と
い
う
。

わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
求
め
て
も
思
い
通
り
に
は
な
ら
な
い
よ

う
な
道
理
に
か
な
っ
て
い
な
い
も
の
を
求
め
る
こ
と
で
怒
り
苦
し

む
の
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
外
物
を
自
分
の
思
い
通
り
に
変
え
た
い
と
思
う
。

そ
れ
が
で
き
な
い
な
ら
、
邪
魔
立
て
す
る
も
の
を
排
除
し
よ
う
と

す
る
。
そ
れ
が
で
き
な
い
な
ら
、
罵
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
す

べ
て
罵
る
。
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
は
「
神
々
で
さ
え
も
罵
る
」
の
が
人

間
で
あ
る
と
い
っ
た
。

　
ち
な
み
に
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
「
神
」
と
は
、
自
然
の
道
理
の
崇

敬
し
た
言
い
方
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。
清
沢
は
、
儒
教
的
な
「
天
」、

仏
教
的
な
「
他
力
」
と
い
う
訳
語
な
ど
を
そ
れ
に
当
て
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。（
神
の
考
察
も
後
で
触
れ
る
。）

　
『
臘
扇
記
』
に
は
、「
天
を
怨
む
に
至
」
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
の

よ
う
な
天
を
も
怨
む
と
か
、
神
々
を
罵
る
と
い
う
こ
と
と
ど
う
対

峙
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
、
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
重
要

な
鍵
概
念
を
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。

　‘in our pow
er, not in our pow

er’

（
わ
れ
わ
れ
の
権
内
に

あ
る
も
の
、
わ
れ
わ
れ
の
権
内
に
な
い
も
の
）「
如
意
な
る
も
の

不
如
意
な
る
も
の
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。

　
「
如
意
な
る
も
の
、
不
如
意
な
る
も
の
」
と
は
、
清
沢
が
『
臘

扇
記
』
に
お
い
て
当
て
た
訳
語
で
あ
る
。「
権
内
に
あ
る
も
の
権

内
に
な
い
も
の
」
と
訳
さ
れ
る
言
葉
で
あ
る
。

　
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
心

に
思
い
描
く
（「
心
像
」）。
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
も
の
を
追
い

求
め
、
魂
を
奪
わ
れ
た
よ
う
に
外
物
へ
隷
属
す
る
。
不
如
意
な
る

も
の
を
追
い
求
め
る
こ
と
か
ら
く
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
心
身

の
苦
悩
が
存
在
し
て
い
る
。

　
反
対
に
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
自
由
な
も
の
が
あ
る
と
す
る
な

ら
こ
れ
だ
。

　
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
何
か
に
対
し
て
、
い
か
な
る
意
見
を
持

つ
の
か
、
何
を
望
み
、
何
を
嫌
う
の
か
、
と
い
っ
た
主
体
的
な
立

場
を
吟
味
し
て
い
く
力
に
お
い
て
自
由
な
の
で
あ
る
。
主
体
的
に

立
場
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
力
が
、
私
た
ち
の
権
内
に
あ
る
。

　
そ
の
立
場
を
吟
味
す
る
力
を
「
理
性
的
能
力
」
と
呼
び
、
選
ぶ

力
を
「
意
志
」
と
呼
ぶ
。
こ
れ
を
如
意
な
る
も
の
と
い
う
。

　
そ
れ
は
、
心
に
映
る
対
象
に
意
欲
し
た
り
拒
否
し
た
り
、
求
め
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た
り
避
け
た
り
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
吟
味
さ
せ
立
場
を
選
択
す

る
こ
と
が
で
き
る
「
神
」
か
ら
人
間
に
与
え
ら
れ
た
能
力
な
の
で

あ
る
。
人
間
は
神
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
に
感
謝
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
見
る
こ
と
や
聞
く
こ
と
な
ど
自
身
に
備

わ
っ
た
能
力
の
こ
と
、
そ
し
て
生
き
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
生
き

る
た
め
に
必
要
な
も
の
た
ち
の
こ
と
を
、
そ
し
て
そ
れ
以
上
に
、

そ
れ
ら
す
べ
て
の
も
の
を
使
用
す
る
能
力
、
吟
味
す
る
能
力
、
価

値
を
考
え
る
能
力
を
与
え
ら
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
理
性
的
能
力
を

与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
最
も
感
謝
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま

た
そ
れ
は
例
え
ば
、「
見
る
こ
と
」
は
眼
に
よ
る
の
で
は
な
く
、

「
意
志
の
能
力
」
に
よ
る
と
い
う
よ
う
に
主
体
的
に
意
志
で
き
る

能
力
な
の
で
あ
る
と
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
は
考
え
る
。

　
神
は
「
心
像
の
正
し
い
使
用
だ
け
は
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
の
権
内

に
置
い
た
が
、
そ
の
他
の
も
の
は
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
の
権
内
に
置

か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。」
と
、
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
は
い
う
。

　
わ
れ
わ
れ
の
権
内
に
あ
る
も
の
（
清
沢
の
い
う
「
如
意
な
る
も

の
」）
と
は
、
心
に
思
い
描
く
様
々
な
も
の
と
向
き
合
い
見
つ
め

ど
う
す
べ
き
か
判
断
す
る
力
、
理
性
的
能
力
と
他
の
す
べ
て
の
能

力
を
使
用
す
る
「
意
志
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
心
像
の
正
し

い
使
用
と
も
言
う
。
こ
れ
は
、
自
然
の
道
理
に
あ
う
よ
う
に
生
き

る
力
で
あ
る
。

　
ま
た
人
間
に
は
様
々
な
妄
念
妄
想
が
湧
き
起
こ
る
。
そ
の
思
い

に
は
、
欲
望
し
て
ね
が
い
求
め
て
も
得
ら
れ
な
い
、
厭
い
避
け
よ

う
と
し
て
も
避
け
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
で
苦
悩

す
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、「
疾
病
死
亡
貧
困
は
不
如
意
な
る

も
の
な
り
／
こ
れ
を
避
け
ん
と
欲
す
る
と
き
は
苦
悶
を
免
る
ヽ
能

は
じ
」
と
清
沢
が
引
い
て
い
る
。
病
や
死
や
貧
困
と
い
う
の
は
苦

悩
の
代
表
格
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
避
け
よ
う
と
し
て
避
け
ら
れ

る
も
の
で
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
が
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
思
想
の
中
で
誤
解
し

や
す
い
の
は
、
彼
が
外
界
の
も
の
は
如
何
と
も
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
が
、
自
分
の
心
の
内
面
の
意
志
に
つ
い
て
は
自
由
に
変
え
ら

れ
る
か
ら
、
外
界
を
断
念
し
て
心
の
中
で
平
安
を
得
る
の
だ
と
い

う
精
神
論
者
で
あ
っ
た
と
す
る
事
で
あ
る
。

　
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
は
、
人
は
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
不
如
意
な

る
も
の
に
直
面
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
人
が
、
そ
れ
に
影
響
を
受

け
て
自
ら
の
態
度
が
乱
れ
他
者
を
恨
む
な
ど
の
問
題
を
で
き
る
だ

け
な
く
す
る
た
め
に
説
い
て
い
る
。
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
重
要
な
用

語
に
「
意
志
」（προαίρεσις, w

ill

）
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
理
性
的

能
力
の
能
動
的
な
側
面
を
表
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
意
志
的
能

力
も
理
性
的
能
力
も
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
能
力
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

意
志
と
は
神
の
意
志
を
想
定
し
て
い
る
べ
き
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
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も
の
を
恐
怖
す
る
。
そ
の
よ
う
に
心
に
様
々
な
感
情
が
あ
ら
わ
れ

て
き
て
、
人
は
そ
の
思
い
に
強
固
に
固
執
し
て
、
も
が
き
苦
し
ん

で
い
る
。

　
そ
の
苦
悩
の
状
態
が
生
じ
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
彼
に
よ
れ

ば
、「
理
性
（
道
理
、
ロ
ゴ
ス
）
に
適
っ
て
い
な
い
こ
と
を
追
い

求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
情
念
（
パ
ト
ス
）
が
起
る
」
と
い
う
。

わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
求
め
て
も
思
い
通
り
に
は
な
ら
な
い
よ

う
な
道
理
に
か
な
っ
て
い
な
い
も
の
を
求
め
る
こ
と
で
怒
り
苦
し

む
の
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
外
物
を
自
分
の
思
い
通
り
に
変
え
た
い
と
思
う
。

そ
れ
が
で
き
な
い
な
ら
、
邪
魔
立
て
す
る
も
の
を
排
除
し
よ
う
と

す
る
。
そ
れ
が
で
き
な
い
な
ら
、
罵
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
す

べ
て
罵
る
。
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
は
「
神
々
で
さ
え
も
罵
る
」
の
が
人

間
で
あ
る
と
い
っ
た
。

　
ち
な
み
に
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
「
神
」
と
は
、
自
然
の
道
理
の
崇

敬
し
た
言
い
方
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。
清
沢
は
、
儒
教
的
な
「
天
」、

仏
教
的
な
「
他
力
」
と
い
う
訳
語
な
ど
を
そ
れ
に
当
て
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。（
神
の
考
察
も
後
で
触
れ
る
。）

　
『
臘
扇
記
』
に
は
、「
天
を
怨
む
に
至
」
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
の

よ
う
な
天
を
も
怨
む
と
か
、
神
々
を
罵
る
と
い
う
こ
と
と
ど
う
対

峙
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
、
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
重
要

な
鍵
概
念
を
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。

　‘in our pow
er, not in our pow

er’

（
わ
れ
わ
れ
の
権
内
に

あ
る
も
の
、
わ
れ
わ
れ
の
権
内
に
な
い
も
の
）「
如
意
な
る
も
の

不
如
意
な
る
も
の
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。

　
「
如
意
な
る
も
の
、
不
如
意
な
る
も
の
」
と
は
、
清
沢
が
『
臘

扇
記
』
に
お
い
て
当
て
た
訳
語
で
あ
る
。「
権
内
に
あ
る
も
の
権

内
に
な
い
も
の
」
と
訳
さ
れ
る
言
葉
で
あ
る
。

　
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
心

に
思
い
描
く
（「
心
像
」）。
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
も
の
を
追
い

求
め
、
魂
を
奪
わ
れ
た
よ
う
に
外
物
へ
隷
属
す
る
。
不
如
意
な
る

も
の
を
追
い
求
め
る
こ
と
か
ら
く
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
心
身

の
苦
悩
が
存
在
し
て
い
る
。

　
反
対
に
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
自
由
な
も
の
が
あ
る
と
す
る
な

ら
こ
れ
だ
。

　
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
何
か
に
対
し
て
、
い
か
な
る
意
見
を
持

つ
の
か
、
何
を
望
み
、
何
を
嫌
う
の
か
、
と
い
っ
た
主
体
的
な
立

場
を
吟
味
し
て
い
く
力
に
お
い
て
自
由
な
の
で
あ
る
。
主
体
的
に

立
場
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
力
が
、
私
た
ち
の
権
内
に
あ
る
。

　
そ
の
立
場
を
吟
味
す
る
力
を
「
理
性
的
能
力
」
と
呼
び
、
選
ぶ

力
を
「
意
志
」
と
呼
ぶ
。
こ
れ
を
如
意
な
る
も
の
と
い
う
。

　
そ
れ
は
、
心
に
映
る
対
象
に
意
欲
し
た
り
拒
否
し
た
り
、
求
め

（

）
19（

）
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（

）
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（

）
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（

）
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（

）
24
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た
り
避
け
た
り
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
吟
味
さ
せ
立
場
を
選
択
す

る
こ
と
が
で
き
る
「
神
」
か
ら
人
間
に
与
え
ら
れ
た
能
力
な
の
で

あ
る
。
人
間
は
神
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
に
感
謝
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
見
る
こ
と
や
聞
く
こ
と
な
ど
自
身
に
備

わ
っ
た
能
力
の
こ
と
、
そ
し
て
生
き
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
生
き

る
た
め
に
必
要
な
も
の
た
ち
の
こ
と
を
、
そ
し
て
そ
れ
以
上
に
、

そ
れ
ら
す
べ
て
の
も
の
を
使
用
す
る
能
力
、
吟
味
す
る
能
力
、
価

値
を
考
え
る
能
力
を
与
え
ら
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
理
性
的
能
力
を

与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
最
も
感
謝
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま

た
そ
れ
は
例
え
ば
、「
見
る
こ
と
」
は
眼
に
よ
る
の
で
は
な
く
、

「
意
志
の
能
力
」
に
よ
る
と
い
う
よ
う
に
主
体
的
に
意
志
で
き
る

能
力
な
の
で
あ
る
と
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
は
考
え
る
。

　
神
は
「
心
像
の
正
し
い
使
用
だ
け
は
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
の
権
内

に
置
い
た
が
、
そ
の
他
の
も
の
は
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
の
権
内
に
置

か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。」
と
、
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
は
い
う
。

　
わ
れ
わ
れ
の
権
内
に
あ
る
も
の
（
清
沢
の
い
う
「
如
意
な
る
も

の
」）
と
は
、
心
に
思
い
描
く
様
々
な
も
の
と
向
き
合
い
見
つ
め

ど
う
す
べ
き
か
判
断
す
る
力
、
理
性
的
能
力
と
他
の
す
べ
て
の
能

力
を
使
用
す
る
「
意
志
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
心
像
の
正
し

い
使
用
と
も
言
う
。
こ
れ
は
、
自
然
の
道
理
に
あ
う
よ
う
に
生
き

る
力
で
あ
る
。

　
ま
た
人
間
に
は
様
々
な
妄
念
妄
想
が
湧
き
起
こ
る
。
そ
の
思
い

に
は
、
欲
望
し
て
ね
が
い
求
め
て
も
得
ら
れ
な
い
、
厭
い
避
け
よ

う
と
し
て
も
避
け
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
で
苦
悩

す
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、「
疾
病
死
亡
貧
困
は
不
如
意
な
る

も
の
な
り
／
こ
れ
を
避
け
ん
と
欲
す
る
と
き
は
苦
悶
を
免
る
ヽ
能

は
じ
」
と
清
沢
が
引
い
て
い
る
。
病
や
死
や
貧
困
と
い
う
の
は
苦

悩
の
代
表
格
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
避
け
よ
う
と
し
て
避
け
ら
れ

る
も
の
で
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
が
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
思
想
の
中
で
誤
解
し

や
す
い
の
は
、
彼
が
外
界
の
も
の
は
如
何
と
も
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
が
、
自
分
の
心
の
内
面
の
意
志
に
つ
い
て
は
自
由
に
変
え
ら

れ
る
か
ら
、
外
界
を
断
念
し
て
心
の
中
で
平
安
を
得
る
の
だ
と
い

う
精
神
論
者
で
あ
っ
た
と
す
る
事
で
あ
る
。

　
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
は
、
人
は
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
不
如
意
な

る
も
の
に
直
面
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
人
が
、
そ
れ
に
影
響
を
受

け
て
自
ら
の
態
度
が
乱
れ
他
者
を
恨
む
な
ど
の
問
題
を
で
き
る
だ

け
な
く
す
る
た
め
に
説
い
て
い
る
。
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
重
要
な
用

語
に
「
意
志
」（προαίρεσις, w

ill

）
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
理
性
的

能
力
の
能
動
的
な
側
面
を
表
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
意
志
的
能

力
も
理
性
的
能
力
も
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
能
力
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

意
志
と
は
神
の
意
志
を
想
定
し
て
い
る
べ
き
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

（

）
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）
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）
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が
神
と
親
類
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
た
自
ら
の
「
意
志
」
で
あ
る
。

そ
れ
は
「
世
界
市
民
」
と
し
て
倫
理
的
主
体
を
志
向
す
る
者
と
な

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
は
、
た
ん
に
自
分
の
心
の
内

部
の
意
志
に
よ
っ
て
、
外
界
を
断
念
し
て
苦
悩
か
ら
脱
却
す
る
よ

う
な
精
神
論
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
エ
ピ
ク
テ

ト
ス
は
ど
ん
な
場
合
で
も
、
外
界
の
も
の
に
よ
っ
て
、
生
き
方
が

妨
げ
ら
れ
た
り
、
曲
げ
ら
れ
た
り
し
な
い
主
体
性
に
つ
い
て
説
こ

う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
意
志
と
は
、
本
当
の
価
値
を
吟
味
す
る

理
性
の
能
動
的
な
面
を
言
い
当
て
た
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
む

し
ろ
神
と
関
係
す
る
「
意
志
」
に
お
い
て
人
間
は
初
め
て
自
由
と

言
え
る
の
だ
と
考
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
が
説
い
た
人
間
の
生
き
方
の
核
心
は
、
死
の
よ

う
に
自
然
の
道
理
か
ら
避
け
ら
れ
な
い
も
の
を
避
け
る
の
で
は
な

い
。
自
然
の
道
理
に
反
し
て
い
る
も
の
を
避
け
る
と
い
う
こ
と
こ

そ
本
当
の
避
け
る
で
あ
る
。

　
自
然
の
道
理
と
の
一
致
（
＝
理
性
的
な
）
し
た
生
き
方
を
語
っ

て
い
る
の
が
以
下
の
文
で
あ
る
。

（
人
間
に
と
っ
て
の
）
進
歩
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
も
し
諸

君
の
中
の
誰
か
が
、
外
物
か
ら
身
を
引
い
て
自
分
の
意
志
に

向
か
い
、
そ
れ
を
形
成
し
完
成
し
て
、
そ
の
結
果
自
然
本
性

と
合
致
し
て
、
気
高
く
、
自
由
で
、
妨
げ
ら
れ
ず
、
邪
魔
さ

れ
ず
、
誠
実
で
、
つ
つ
し
み
が
あ
る
よ
う
に
な
る
…

 

（
鹿
野
治
助
訳
『
人
生
談
義
』
上
、p. 28.

）

　
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
が
「
自
由
」
と
い
っ
た
主
体
的
な
生
き
方
は
、

自
然
の
道
理
と
の
一
致
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
生
き
方
な
の

で
あ
る
。
こ
の
生
き
方
こ
そ
、
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
い
だ
く
「
哲
学

す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
哲
学
は
「
ど
ん
な
場
合
で

も
、
指
導
能
力
を
自
然
本
性
に
か
な
う
よ
う
に
保
持
す
る
だ
ろ

う
」
と
約
束
す
る
。
こ
の
命
題
が
彼
の
哲
学
の
定
義
の
一
つ
で
あ

ろ
う
。

　
「
指
導
能
力
」
と
は
、
心
を
支
配
し
て
い
る
能
力
で
あ
る
。
わ

か
り
や
す
く
い
う
と
、
人
間
の
心
の
は
た
ら
き
を
自
然
の
道
理
に

か
な
う
よ
う
保
っ
て
生
き
る
た
め
に
哲
学
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の

生
き
方
の
重
要
な
鍵
と
な
る
の
が
、
死
の
恐
れ
に
対
し
て
ど
の
よ

う
な
姿
勢
で
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
次
に
考
察
し

て
み
よ
う
。

三
│
2
、
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
思
想
と
そ
の
影
響

　
　
│
死
の
恐
怖
│

　E
pict.

「
第
二
巻
第
一
八
章
　
心
像
に
対
し
て
い
か
に
戦
う
べ

き
か
」
を
短
く
ま
と
め
る
と
こ
ん
な
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
人

は
火
に
薪
を
投
げ
入
れ
炎
が
燃
え
上
が
る
よ
う
に
欲
望
が
大
き
く

（

）
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）
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（
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成
長
し
て
い
く
。
人
は
そ
の
中
に
理
性
と
い
う
火
消
水
の
よ
う
な

も
の
が
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
ど
ん
ど
ん
と
炎
が
増
大
し
て

い
く
の
で
あ
る
。
理
性
と
は
先
に
も
述
べ
た
自
然
の
道
理
に
合
わ

せ
よ
う
と
思
考
し
、
自
己
の
立
場
を
吟
味
し
て
い
く
能
力
で
あ
る
。

人
の
心
が
大
嵐
の
時
の
よ
う
に
大
波
を
立
て
て
い
る
の
は
、
こ
の

理
性
が
追
い
払
わ
れ
て
い
る
と
き
で
あ
る
。
そ
の
嵐
を
沈
め
心
に

穏
や
か
な
凪
と
晴
れ
や
か
な
大
空
が
訪
れ
る
に
は
、「
死
の
恐

怖
」
を
取
り
去
る
の
が
い
い
と
説
か
れ
る
。
以
下
は
そ
の
文
脈
の

中
か
ら
『
臘
扇
記
』
に
書
き
綴
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　T
ake aw

ay the fear of death, &
 suppose as 

m
any thunders &

 lightenings as you please, you 
w
ill know

 w
hat calm

 and serenity there is in the 
ruling faculty. 

E
pict., Bk.II, Ch.X

V
III, p. 162.

 

（『
全
集
』8-p. 354.

）

　
死
の
恐
怖
を
取
り
去
る
が
い
い
、
そ
し
て
君
の
好
き
な
だ

け
の
雷
鳴
と
、
電
光
と
を
持
っ
て
来
る
が
い
い
、
そ
う
す
れ

ば
、
指
導
能
力
の
中
に
、
ど
れ
ほ
ど
大
き
な
凪
と
晴
天
と
が

あ
る
か
が
わ
か
る
だ
ろ
う
か
ら
。

 

（
鹿
野
治
助
訳
『
人
生
談
義
』
上
、p. 202.

）

　
死
の
恐
れ
を
解
決
す
る
の
な
ら
、
雷
鳴
の
ご
と
き
動
乱
に
も
心

を
乱
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
、
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
エ
ピ
ク
テ

ト
ス
の
言
葉
は
清
沢
の
人
生
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
。

彼
が
、
何
人
も
の
友
人
へ
の
書
簡
に
こ
の
言
葉
を
書
き
綴
っ
て
い

る
ほ
ど
記
憶
に
残
っ
た
言
葉
で
あ
る
。

　
「
死
の
恐
怖
を
取
り
去
る
が
い
い
」
と
は
、
す
な
わ
ち
、
死
の

恐
れ
が
苦
悩
の
根
本
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
解
決
こ
そ
が
他
の

苦
悩
の
解
決
に
も
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
清

沢
が
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
か
ら
学
ん
だ
道
な
の
で
あ
る
。

　
清
沢
に
よ
れ
ば
、
恐
れ
と
は
、
自
分
が
何
か
を
損
失
す
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
所
か
ら
く
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
最
大
の
根
本
的
な

恐
怖
は
命
を
失
う
恐
れ
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
心
は
、
所
有
へ
の

欲
望
と
損
失
へ
の
恐
怖
に
纏
縛
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
苦
し
み
、

不
安
、
悩
み
も
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
。

生
死
は
人
界
の
最
大
事
件
　
如
何
な
る
人
事
と
雖
と
も
一
死

此
が
終
り
を
為
さ
ヽ
る
は
な
し
　
故
に
吾
人
若
し
死
に
対
し

て
覚
悟
す
る
所
あ
れ
は
般
百
の
人
事
決
し
て
吾
人
を
苦
む
る

も
の
な
し
　
何
ん
と
な
れ
は
彼
の
般
百
の
人
事
は
皆
一
死

（
人
皆
只
此
一
死
を
恐
怖
す
　
故
に
恐
怖
煩
悶
止
む
こ
と
な

し
）
以
て
之
を
終
ふ
へ
け
れ
は
な
り
　
是
れ
死
に
対
す
る
観

索
の
人
界
に
必
要
な
る
所
以
な
り

 

（『
全
集
』8-p. 393.

※
傍
線
筆
者
）

　
死
に
た
い
す
る
覚
悟
が
あ
る
の
な
ら
ど
ん
な
こ
と
が
起
き
よ
う
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が
神
と
親
類
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
た
自
ら
の
「
意
志
」
で
あ
る
。

そ
れ
は
「
世
界
市
民
」
と
し
て
倫
理
的
主
体
を
志
向
す
る
者
と
な

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
は
、
た
ん
に
自
分
の
心
の
内

部
の
意
志
に
よ
っ
て
、
外
界
を
断
念
し
て
苦
悩
か
ら
脱
却
す
る
よ

う
な
精
神
論
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
エ
ピ
ク
テ

ト
ス
は
ど
ん
な
場
合
で
も
、
外
界
の
も
の
に
よ
っ
て
、
生
き
方
が

妨
げ
ら
れ
た
り
、
曲
げ
ら
れ
た
り
し
な
い
主
体
性
に
つ
い
て
説
こ

う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
意
志
と
は
、
本
当
の
価
値
を
吟
味
す
る

理
性
の
能
動
的
な
面
を
言
い
当
て
た
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
む

し
ろ
神
と
関
係
す
る
「
意
志
」
に
お
い
て
人
間
は
初
め
て
自
由
と

言
え
る
の
だ
と
考
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
が
説
い
た
人
間
の
生
き
方
の
核
心
は
、
死
の
よ

う
に
自
然
の
道
理
か
ら
避
け
ら
れ
な
い
も
の
を
避
け
る
の
で
は
な

い
。
自
然
の
道
理
に
反
し
て
い
る
も
の
を
避
け
る
と
い
う
こ
と
こ

そ
本
当
の
避
け
る
で
あ
る
。

　
自
然
の
道
理
と
の
一
致
（
＝
理
性
的
な
）
し
た
生
き
方
を
語
っ

て
い
る
の
が
以
下
の
文
で
あ
る
。

（
人
間
に
と
っ
て
の
）
進
歩
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
も
し
諸

君
の
中
の
誰
か
が
、
外
物
か
ら
身
を
引
い
て
自
分
の
意
志
に

向
か
い
、
そ
れ
を
形
成
し
完
成
し
て
、
そ
の
結
果
自
然
本
性

と
合
致
し
て
、
気
高
く
、
自
由
で
、
妨
げ
ら
れ
ず
、
邪
魔
さ

れ
ず
、
誠
実
で
、
つ
つ
し
み
が
あ
る
よ
う
に
な
る
…

 

（
鹿
野
治
助
訳
『
人
生
談
義
』
上
、p. 28.

）

　
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
が
「
自
由
」
と
い
っ
た
主
体
的
な
生
き
方
は
、

自
然
の
道
理
と
の
一
致
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
生
き
方
な
の

で
あ
る
。
こ
の
生
き
方
こ
そ
、
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
い
だ
く
「
哲
学

す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
哲
学
は
「
ど
ん
な
場
合
で

も
、
指
導
能
力
を
自
然
本
性
に
か
な
う
よ
う
に
保
持
す
る
だ
ろ

う
」
と
約
束
す
る
。
こ
の
命
題
が
彼
の
哲
学
の
定
義
の
一
つ
で
あ

ろ
う
。

　
「
指
導
能
力
」
と
は
、
心
を
支
配
し
て
い
る
能
力
で
あ
る
。
わ

か
り
や
す
く
い
う
と
、
人
間
の
心
の
は
た
ら
き
を
自
然
の
道
理
に

か
な
う
よ
う
保
っ
て
生
き
る
た
め
に
哲
学
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の

生
き
方
の
重
要
な
鍵
と
な
る
の
が
、
死
の
恐
れ
に
対
し
て
ど
の
よ

う
な
姿
勢
で
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
次
に
考
察
し

て
み
よ
う
。

三
│
2
、
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
思
想
と
そ
の
影
響

　
　
│
死
の
恐
怖
│

　E
pict.

「
第
二
巻
第
一
八
章
　
心
像
に
対
し
て
い
か
に
戦
う
べ

き
か
」
を
短
く
ま
と
め
る
と
こ
ん
な
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
人

は
火
に
薪
を
投
げ
入
れ
炎
が
燃
え
上
が
る
よ
う
に
欲
望
が
大
き
く

（

）
28

（

）
29

（

）
30

（

）
31

（

）
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35

成
長
し
て
い
く
。
人
は
そ
の
中
に
理
性
と
い
う
火
消
水
の
よ
う
な

も
の
が
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
ど
ん
ど
ん
と
炎
が
増
大
し
て

い
く
の
で
あ
る
。
理
性
と
は
先
に
も
述
べ
た
自
然
の
道
理
に
合
わ

せ
よ
う
と
思
考
し
、
自
己
の
立
場
を
吟
味
し
て
い
く
能
力
で
あ
る
。

人
の
心
が
大
嵐
の
時
の
よ
う
に
大
波
を
立
て
て
い
る
の
は
、
こ
の

理
性
が
追
い
払
わ
れ
て
い
る
と
き
で
あ
る
。
そ
の
嵐
を
沈
め
心
に

穏
や
か
な
凪
と
晴
れ
や
か
な
大
空
が
訪
れ
る
に
は
、「
死
の
恐

怖
」
を
取
り
去
る
の
が
い
い
と
説
か
れ
る
。
以
下
は
そ
の
文
脈
の

中
か
ら
『
臘
扇
記
』
に
書
き
綴
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　T
ake aw

ay the fear of death, &
 suppose as 

m
any thunders &

 lightenings as you please, you 
w
ill know

 w
hat calm

 and serenity there is in the 
ruling faculty. 

E
pict., Bk.II, Ch.X

V
III, p. 162.

 

（『
全
集
』8-p. 354.

）

　
死
の
恐
怖
を
取
り
去
る
が
い
い
、
そ
し
て
君
の
好
き
な
だ

け
の
雷
鳴
と
、
電
光
と
を
持
っ
て
来
る
が
い
い
、
そ
う
す
れ

ば
、
指
導
能
力
の
中
に
、
ど
れ
ほ
ど
大
き
な
凪
と
晴
天
と
が

あ
る
か
が
わ
か
る
だ
ろ
う
か
ら
。

 

（
鹿
野
治
助
訳
『
人
生
談
義
』
上
、p. 202.

）

　
死
の
恐
れ
を
解
決
す
る
の
な
ら
、
雷
鳴
の
ご
と
き
動
乱
に
も
心

を
乱
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
、
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
エ
ピ
ク
テ

ト
ス
の
言
葉
は
清
沢
の
人
生
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
。

彼
が
、
何
人
も
の
友
人
へ
の
書
簡
に
こ
の
言
葉
を
書
き
綴
っ
て
い

る
ほ
ど
記
憶
に
残
っ
た
言
葉
で
あ
る
。

　
「
死
の
恐
怖
を
取
り
去
る
が
い
い
」
と
は
、
す
な
わ
ち
、
死
の

恐
れ
が
苦
悩
の
根
本
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
解
決
こ
そ
が
他
の

苦
悩
の
解
決
に
も
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
清

沢
が
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
か
ら
学
ん
だ
道
な
の
で
あ
る
。

　
清
沢
に
よ
れ
ば
、
恐
れ
と
は
、
自
分
が
何
か
を
損
失
す
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
所
か
ら
く
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
最
大
の
根
本
的
な

恐
怖
は
命
を
失
う
恐
れ
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
心
は
、
所
有
へ
の

欲
望
と
損
失
へ
の
恐
怖
に
纏
縛
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
苦
し
み
、

不
安
、
悩
み
も
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
。

生
死
は
人
界
の
最
大
事
件
　
如
何
な
る
人
事
と
雖
と
も
一
死

此
が
終
り
を
為
さ
ヽ
る
は
な
し
　
故
に
吾
人
若
し
死
に
対
し

て
覚
悟
す
る
所
あ
れ
は
般
百
の
人
事
決
し
て
吾
人
を
苦
む
る

も
の
な
し
　
何
ん
と
な
れ
は
彼
の
般
百
の
人
事
は
皆
一
死

（
人
皆
只
此
一
死
を
恐
怖
す
　
故
に
恐
怖
煩
悶
止
む
こ
と
な

し
）
以
て
之
を
終
ふ
へ
け
れ
は
な
り
　
是
れ
死
に
対
す
る
観

索
の
人
界
に
必
要
な
る
所
以
な
り

 

（『
全
集
』8-p. 393.

※
傍
線
筆
者
）

　
死
に
た
い
す
る
覚
悟
が
あ
る
の
な
ら
ど
ん
な
こ
と
が
起
き
よ
う

（

）
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（
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（
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と
わ
れ
わ
れ
を
苦
し
め
る
も
の
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
す
べ
て
の

恐
怖
憂
苦
の
噴
出
し
口
は
、
死
へ
の
恐
れ
、
生
の
損
失
へ
の
恐
れ

な
の
だ
か
ら
。三

│
3
、
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
思
想
と
そ
の
影
響

│ 
死
の
恐
れ
を
棄
て
去
る
こ
と
と
、
信
仰
と 

修
善
の
関
係
に
つ
い
て
│

　
し
か
し
具
体
的
に
、
死
生
の
恐
怖
、
苦
し
み
と
い
う
も
の
に
ど

う
決
着
し
て
い
く
の
か
、
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
は

こ
う
断
言
す
る
。
苦
し
み
や
怒
り
な
ど
そ
れ
ら
を
棄
て
去
る
に
は
、

「
た
だ
神
の
み
を
仰
ぎ
、
そ
れ
の
み
に
従
い
、
彼
の
命
令
に
よ
っ

て
清
め
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
他
の
仕
方
で
は
放
棄
で
き
な

い
」
と
。

　
そ
れ
が
以
下
の
文
で
、
清
沢
は
そ
の
部
分
を
『
臘
扇
記
』
に
三

度
も
引
用
す
る
。
こ
こ
で
は
十
一
月
十
二
日
か
ら
引
用
し
て
み
よ

う
。Clear aw
ay your ow

n. From
 yourself from

 your 
thoughts cast aw

ay sadness, fear, desire, envy, 
m
alevolence, avarice, effem

inacy, intem
perance. 

B
ut it is not possible to eject these things 
otherw

ise than by looking to God only, by fixing 

our affections on him
 only, by being consecrated to 

his com
m
ands. But if you choose anything else, 

you w
ill w

ith sighs and groans be com
pelled to 

follow
 w
hat is stronger than yourself, alw

ays 
seeking tranquility &

 never able to find it; for you 
seek tranquility there w

here it is not, and you 
neglect to seek it w

here it is.  （『
全
集
』8-p. 380. E

pict. 

p. 153.

）

（
※
『
臘
扇
記
』（
明
治
三
十
一
年
十
一
月
十
二
日
）
の
引

用
、
ま
た
下
線
部
は
十
月
三
日
に
も
引
用
し
て
い
る
重
複
部

分
で
あ
る
。）

君
自
身
の
悪
を
清
め
る
が
い
い
。
こ
こ
か
ら
、
つ
ま
り
君
の

心
か
ら
、〔
プ
ロ
ク
ル
ウ
ス
テ
ー
ス
や
ス
キ
ロ
ー
ン
の
代
わ

り
に
、〕
苦
痛
、
恐
怖
、
欲
望
、
嫉
妬
、
毀
損
心
、
貪
欲
、

臆
病
、
ま
た
不
節
制
を
投
げ
棄
て
る
が
い
い
。
だ
が
こ
れ
ら

の
も
の
は
た
だ
神
の
み
を
仰
ぎ
、
そ
れ
の
み
に
従
い
、
彼
の

命
令
に
よ
っ
て
清
め
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
他
の
仕
方
で

は
放
棄
で
き
な
い
。
だ
が
も
し
君
が
何
か
他
の
も
の
を
欲
す

る
な
ら
ば
、
君
は
悲
し
ん
だ
り
、
嘆
い
た
り
し
な
が
ら
、
君

よ
り
も
っ
と
強
い
も
の
に
従
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
、
そ
し

て
い
つ
も
幸
福
を
外
部
に
求
め
、
し
か
も
決
し
て
幸
福
を
得

37

る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
君
は
そ
れ
を

な
い
処
に
さ
が
し
、
あ
る
処
に
さ
が
す
の
を
逸
し
て
い
る
か

ら
だ
。

 

（
鹿
野
治
助
訳
『
人
生
談
義
』
上
、pp. 191-2.

※
傍
線
筆
者
）

　
『
臘
扇
記
』
に
は
、
こ
の
文
言
の
下
線
部
が
重
複
し
て
書
き
写

さ
れ
る
。
加
え
て
、
“It is not possible to eject these things 

otherw
ise than by looking to God only

”の
文
は
、
さ
ら
に

も
う
一
度
、
他
の
箇
所
に
書
き
綴
ら
れ
、
計
三
回
も
引
用
さ
れ
る
。

　
自
力
を
捨
て
ヽ
他
力
に
帰
し
其
信
仰
の
結
果
と
し
て
自オ

ら

避
悪
就
善
の
為
し
得
ら
る
ヽ
を
期
せ
ん
に
は
（
四
日
対
面
の

エ
ピ
ク
テ
タ
ス
氏
語
参
照
す
べ
し
）（It is not possible 

to eject these things otherw
ise than by looking to 

God only

）
さ
て
此
の
如
く
他
力
を
信
せ
は
修
善
は
任
運
に

成
就
さ
れ
得
べ
し
と
放
任
す
べ
き
か
と
云
ふ
に
決
し
て
然
ら

す
　
吾
人
は
他
力
を
信
せ
ば
益
〃
修
善
を
勤
め
さ
る
可
か
ら

ず
（
是
れ
信
者
の
胸
中
に
湧
起
す
る
自
然
の
意
念
た
る
べ

し
）
…
…
以
下
略
。 

（『
全
集
』8-p. 366.

）

　
英
文
は
「
こ
れ
ら
の
も
の
は
た
だ
神
の
み
を
仰
ぐ
の
で
な
け
れ

ば
、
他
の
仕
方
で
は
放
棄
で
き
な
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
が
い
う
「
神
」
と
は
、
ど
う
い
う

も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
、
神
に
つ
い
て
は
、
彼
自
身
の
地
域

の
慣
習
的
民
衆
的
な
信
仰
の
神
、
ゼ
ウ
ス
の
名
を
用
い
て
い
る
。

彼
の
ゼ
ウ
ス
は
、「
神
々
と
わ
れ
わ
れ
人
間
の
父
」
で
あ
る
と
い

う
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
簡
潔
に
三
点
だ
け
特

徴
的
な
言
説
を
私
な
り
に
ま
と
め
た
。

・
一
つ
、
神
と
は
人
間
に
生
き
る
た
め
の
す
べ
て
の
も
の
を

与
え
、
さ
ら
に
吟
味
し
判
断
す
る
理
性
的
能
力
を
与
え
た

存
在
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
動
の
も
と
と
な
る
意
志
能

力
者
を
与
え
た
存
在
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
の
能

力
と
神
に
感
謝
す
る
こ
と
。

 

（cf. E
pict. Bk.1 Ch. 16. / Bk. 2 Ch. 23.

）

・
二
つ
、
神
と
は
わ
れ
わ
れ
人
間
の
父
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

わ
れ
わ
れ
は
神
の
子
で
あ
る
。
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
自
分

に
つ
い
て
も
他
者
に
つ
い
て
も
、
賤
し
く
つ
ま
ら
な
い
よ

う
な
卑
下
し
た
見
方
を
し
な
い
。

 

（cf. E
pict. Bk. 1 Ch. 3.

）

・
三
つ
、
神
と
わ
れ
わ
れ
は
つ
ま
り
親
類
関
係
に
あ
る
の
だ

か
ら
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
世
界
の
人
々
は
み
な
親
類
関
係
に

あ
る
。
だ
か
ら
誰
に
対
し
て
も
、
自
分
の
利
益
の
た
め
に

へ
つ
ら
う
必
要
も
な
く
、
恐
れ
る
必
要
も
な
い
。

 

（cf. E
pict. Bk. 1 Ch. 9.

）

　
こ
の
よ
う
に
神
の
観
念
は
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
に
と
っ
て
、
神
へ
の

（

）
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と
わ
れ
わ
れ
を
苦
し
め
る
も
の
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
す
べ
て
の

恐
怖
憂
苦
の
噴
出
し
口
は
、
死
へ
の
恐
れ
、
生
の
損
失
へ
の
恐
れ

な
の
だ
か
ら
。三

│
3
、
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
思
想
と
そ
の
影
響

│ 

死
の
恐
れ
を
棄
て
去
る
こ
と
と
、
信
仰
と 

修
善
の
関
係
に
つ
い
て
│

　
し
か
し
具
体
的
に
、
死
生
の
恐
怖
、
苦
し
み
と
い
う
も
の
に
ど

う
決
着
し
て
い
く
の
か
、
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
は

こ
う
断
言
す
る
。
苦
し
み
や
怒
り
な
ど
そ
れ
ら
を
棄
て
去
る
に
は
、

「
た
だ
神
の
み
を
仰
ぎ
、
そ
れ
の
み
に
従
い
、
彼
の
命
令
に
よ
っ

て
清
め
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
他
の
仕
方
で
は
放
棄
で
き
な

い
」
と
。

　
そ
れ
が
以
下
の
文
で
、
清
沢
は
そ
の
部
分
を
『
臘
扇
記
』
に
三

度
も
引
用
す
る
。
こ
こ
で
は
十
一
月
十
二
日
か
ら
引
用
し
て
み
よ

う
。Clear aw

ay your ow
n. From

 yourself from
 your 

thoughts cast aw
ay sadness, fear, desire, envy, 

m
alevolence, avarice, effem

inacy, intem
perance. 

B
ut it is not possible to eject these things 
otherw

ise than by looking to God only, by fixing 

our affections on him
 only, by being consecrated to 

his com
m
ands. But if you choose anything else, 

you w
ill w

ith sighs and groans be com
pelled to 

follow
 w
hat is stronger than yourself, alw

ays 
seeking tranquility &

 never able to find it; for you 
seek tranquility there w

here it is not, and you 
neglect to seek it w

here it is.  （『
全
集
』8-p. 380. E

pict. 

p. 153.

）

（
※
『
臘
扇
記
』（
明
治
三
十
一
年
十
一
月
十
二
日
）
の
引

用
、
ま
た
下
線
部
は
十
月
三
日
に
も
引
用
し
て
い
る
重
複
部

分
で
あ
る
。）

君
自
身
の
悪
を
清
め
る
が
い
い
。
こ
こ
か
ら
、
つ
ま
り
君
の

心
か
ら
、〔
プ
ロ
ク
ル
ウ
ス
テ
ー
ス
や
ス
キ
ロ
ー
ン
の
代
わ

り
に
、〕
苦
痛
、
恐
怖
、
欲
望
、
嫉
妬
、
毀
損
心
、
貪
欲
、

臆
病
、
ま
た
不
節
制
を
投
げ
棄
て
る
が
い
い
。
だ
が
こ
れ
ら

の
も
の
は
た
だ
神
の
み
を
仰
ぎ
、
そ
れ
の
み
に
従
い
、
彼
の

命
令
に
よ
っ
て
清
め
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
他
の
仕
方
で

は
放
棄
で
き
な
い
。
だ
が
も
し
君
が
何
か
他
の
も
の
を
欲
す

る
な
ら
ば
、
君
は
悲
し
ん
だ
り
、
嘆
い
た
り
し
な
が
ら
、
君

よ
り
も
っ
と
強
い
も
の
に
従
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
、
そ
し

て
い
つ
も
幸
福
を
外
部
に
求
め
、
し
か
も
決
し
て
幸
福
を
得
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る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
君
は
そ
れ
を

な
い
処
に
さ
が
し
、
あ
る
処
に
さ
が
す
の
を
逸
し
て
い
る
か

ら
だ
。

 
（
鹿
野
治
助
訳
『
人
生
談
義
』
上
、pp. 191-2.

※
傍
線
筆
者
）

　
『
臘
扇
記
』
に
は
、
こ
の
文
言
の
下
線
部
が
重
複
し
て
書
き
写

さ
れ
る
。
加
え
て
、
“It is not possible to eject these things 

otherw
ise than by looking to God only

”の
文
は
、
さ
ら
に

も
う
一
度
、
他
の
箇
所
に
書
き
綴
ら
れ
、
計
三
回
も
引
用
さ
れ
る
。

　
自
力
を
捨
て
ヽ
他
力
に
帰
し
其
信
仰
の
結
果
と
し
て
自オ

ら

避
悪
就
善
の
為
し
得
ら
る
ヽ
を
期
せ
ん
に
は
（
四
日
対
面
の

エ
ピ
ク
テ
タ
ス
氏
語
参
照
す
べ
し
）（It is not possible 

to eject these things otherw
ise than by looking to 

God only

）
さ
て
此
の
如
く
他
力
を
信
せ
は
修
善
は
任
運
に

成
就
さ
れ
得
べ
し
と
放
任
す
べ
き
か
と
云
ふ
に
決
し
て
然
ら

す
　
吾
人
は
他
力
を
信
せ
ば
益
〃
修
善
を
勤
め
さ
る
可
か
ら

ず
（
是
れ
信
者
の
胸
中
に
湧
起
す
る
自
然
の
意
念
た
る
べ

し
）
…
…
以
下
略
。 

（『
全
集
』8-p. 366.

）

　
英
文
は
「
こ
れ
ら
の
も
の
は
た
だ
神
の
み
を
仰
ぐ
の
で
な
け
れ

ば
、
他
の
仕
方
で
は
放
棄
で
き
な
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
が
い
う
「
神
」
と
は
、
ど
う
い
う

も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
、
神
に
つ
い
て
は
、
彼
自
身
の
地
域

の
慣
習
的
民
衆
的
な
信
仰
の
神
、
ゼ
ウ
ス
の
名
を
用
い
て
い
る
。

彼
の
ゼ
ウ
ス
は
、「
神
々
と
わ
れ
わ
れ
人
間
の
父
」
で
あ
る
と
い

う
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
簡
潔
に
三
点
だ
け
特

徴
的
な
言
説
を
私
な
り
に
ま
と
め
た
。

・
一
つ
、
神
と
は
人
間
に
生
き
る
た
め
の
す
べ
て
の
も
の
を

与
え
、
さ
ら
に
吟
味
し
判
断
す
る
理
性
的
能
力
を
与
え
た

存
在
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
動
の
も
と
と
な
る
意
志
能

力
者
を
与
え
た
存
在
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
の
能

力
と
神
に
感
謝
す
る
こ
と
。

 

（cf. E
pict. Bk.1 Ch. 16. / Bk. 2 Ch. 23.

）

・
二
つ
、
神
と
は
わ
れ
わ
れ
人
間
の
父
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

わ
れ
わ
れ
は
神
の
子
で
あ
る
。
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
自
分

に
つ
い
て
も
他
者
に
つ
い
て
も
、
賤
し
く
つ
ま
ら
な
い
よ

う
な
卑
下
し
た
見
方
を
し
な
い
。

 

（cf. E
pict. Bk. 1 Ch. 3.

）

・
三
つ
、
神
と
わ
れ
わ
れ
は
つ
ま
り
親
類
関
係
に
あ
る
の
だ

か
ら
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
世
界
の
人
々
は
み
な
親
類
関
係
に

あ
る
。
だ
か
ら
誰
に
対
し
て
も
、
自
分
の
利
益
の
た
め
に

へ
つ
ら
う
必
要
も
な
く
、
恐
れ
る
必
要
も
な
い
。

 

（cf. E
pict. Bk. 1 Ch. 9.

）

　
こ
の
よ
う
に
神
の
観
念
は
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
に
と
っ
て
、
神
へ
の

（

）
36
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感
謝
と
し
て
の
信
仰
と
同
時
に
、
自
己
と
他
者
の
存
在
そ
の
も
の

に
尊
さ
を
見
る
こ
と
に
よ
り
倫
理
を
生
じ
さ
せ
る
根
拠
に
な
っ
て

い
る
。

　
清
沢
は
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
思
想
に
、
仏
教
の
他
力
門
の
思
想
を

身
体
的
に
消
化
す
る
た
め
の
重
要
な
要
素
を
感
じ
取
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
信
仰
か
ら
倫
理
へ
と
い
う
方
向
性
へ
の
自
覚
化
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
清
沢
の
思
想
的
背
景
を
考
え
る
場
合
、
先
程
ま
で

論
じ
て
き
た
よ
う
な
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
「
意
志
」
や
「
神
」
に
つ

い
て
の
思
想
な
ど
を
消
化
し
た
う
え
で
、『
臘
扇
記
』
に
お
い
て

「
絶
対
が
わ
れ
わ
れ
に
善
悪
の
観
念
を
賦
与
す
る
」
よ
う
に
記
し
、

信
仰
か
ら
倫
理
へ
と
い
う
方
向
性
を
強
く
自
覚
化
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　
ま
た
清
沢
の
日
々
の
信
仰
生
活
の
実
感
か
ら
は
、
信
仰
と
修
善

の
心
へ
の
循
環
的
な
営
み
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
他
力
の
信
仰
の
結

果
と
し
て
自
ず
か
ら
悪
を
避
け
善
に
就
こ
う
と
す
る
。
し
か
し
、

善
を
修
め
る
こ
と
は
、
勝
手
に
放
任
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
わ
れ

わ
れ
は
他
力
の
信
仰
に
基
づ
い
て
修
善
を
勤
め
る
べ
き
な
の
で
あ

る
。
そ
れ
に
修
善
の
意
志
と
は
、
他
力
の
信
仰
に
よ
っ
て
自
然
に

湧
き
起
こ
る
も
の
な
の
だ
、
と
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
修

善
を
勤
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
自
力
の
妄
念
に
攪
乱
」
さ
れ
る
自

分
に
で
あ
い
、
そ
し
て
ま
た
自
分
自
身
に
気
付
か
せ
る
は
た
ら
き

に
で
あ
う
。
そ
し
て
そ
の
は
た
ら
き
を
感
じ
る
た
び
に
、「
自
力

無
功
の
懴
悔
と
共
に
他
力
の
恩
徳
を
感
謝
す
る
の
称
名
」
と
な
る

と
い
う
。
そ
し
て
ま
た
修
善
の
意
志
へ
と
歩
き
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
循
環
的
な
信
仰
（
称
名
念
仏
）
と
修
善
の
関
係
が
あ
る
と
清

沢
は
感
得
し
た
の
で
あ
る
。

四
、
自
己
と
は
何
か

　
　
│
清
沢
満
之
の
自
覚
│

　
『
臘
扇
記
』
第
二
号
の
最
初
に
は
、「
○死
」
と
大
き
く
確
か
な

文
字
で
書
か
れ
た
清
沢
の
思
索
が
あ
る
。
意
味
を
く
み
取
る
の
が

難
し
い
部
分
も
あ
る
が
、
私
自
身
の
解
釈
で
そ
れ
を
考
察
し
て
み

た
い
。

　
ま
ず
「
死
」
と
は
最
も
原
初
的
な
自
然
の
道
理
の
一
つ
で
あ
ろ

う
。
死
と
は
、
避
け
よ
う
と
思
っ
て
も
避
け
ら
れ
な
い
も
の
の
代

表
で
あ
る
。
し
か
し
時
に
、
そ
れ
に
全
力
を
挙
げ
て
も
が
き
反
抗

す
る
の
が
わ
れ
わ
れ
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
に
は
、
生
き
た
い
と
願

う
意
志
が
、（
ど
こ
か
に
眠
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
に
せ
よ
）
あ

る
。
そ
し
て
現
に
生
き
て
い
る
こ
と
も
道
理
で
あ
り
避
け
よ
う
と

思
っ
て
避
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
生
と
死
と
は
実
に
わ
れ
わ

れ
が
併
せ
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
「
死
は
生
に
対
す
る
最
大
怨

敵
」
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
矛
盾
し
た
真
理
を
併
せ
持
っ
て
い
る
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不
可
思
議
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
存
在
で
あ
る
。
自
己
の
な
か

に
矛
盾
し
た
も
の
を
併
せ
持
っ
て
い
る
こ
と
が
強
く
浮
き
彫
り
に

な
っ
て
自
覚
化
し
て
く
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
わ
れ
ら
と
は
根
本
的

に
矛
盾
し
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
の
が
道
理
で
は
な
い
か
。
で
は
、

わ
れ
わ
れ
に
は
到
底
尋
ね
尽
す
こ
と
の
で
き
な
い
不
可
思
議
な
る

意
味
を
、
私
自
身
、
現
に
今
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。「
不

可
思
議
な
る
他
力
の
妙
用
」
に
よ
っ
て
生
き
そ
し
て
死
ん
で
ゆ
く
、

そ
れ
こ
そ
、
自
然
の
道
理
な
の
で
は
な
い
か
。
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の

思
想
で
あ
る
、「
自
然
の
道
理
」
に
合
う
よ
う
に
生
き
る
と
い
う

こ
と
は
、
矛
盾
し
た
自
己
そ
の
も
の
を
受
け
止
め
る
こ
と
以
外
に

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
自
然
の
道
理
に
し
た
が
っ
て
生
き

る
と
い
う
理
性
的
な
生
き
方
は
、
突
き
詰
め
る
と
、
不
可
思
議
な

る
も
の
へ
の
信
仰
と
な
る
。
そ
れ
は
信
仰
と
理
性
の
一
致
で
あ
る
。

よ
っ
て
清
沢
は
真
の
信
仰
と
理
性
は
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
と

考
え
た
の
で
あ
る
。
清
沢
の
求
道
と
は
、
信
仰
と
理
性
の
一
致
で

あ
る
。
そ
し
て
、
実
践
的
に
は
信
仰
と
修
善
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な

関
係
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
読
み
解
く
に
は
以
下
の
清
沢
の
言
葉

を
見
て
み
よ
う
。

　
如
何
に
推
考
を
費
す
と
雖
と
も
如
何
科
学
哲
学
に
尋
求
す

と
雖
と
も
死
後
（
展
転
生
死
の
後
）
の
究
極
は
到
底
不
可
思

議
の
関
門
に
閉
さ
ヽ
る
も
の
な
り

　
啻
に
死
後
の
究
極
然
る
の
み
に
あ
ら
す
　
生
前
の
究
極
も

亦
絶
対
的
不
可
思
議
の
雲
霧
を
望
見
す
べ
き
の
み
　
是
れ
吾8

人
か
進
退
共
に
絶
対
不
可
思
議
の
妙
用
に
托
せ
さ
る
へ
か
ら

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

さ
る
所
以

8

8

8

8

　
只
生
前
死
後
然
る
の
み
な
ら
ん
や

　
現
前
の
事
物
に
就
て

も
其
　
ダ
ス
　
ワ
ス
　D

as W
as

　
デ
ス
　
ワ
ル
ム
　D

es 
W

arum

　
に
至
り
て
は
亦
只
不
可
思
議
と
云
ふ
へ
き
の
み

　
此
の
如
く
四
顧
茫
々
の
中
間
に
於
て
吾
人
に
亦
一
円
の
自

由
境
あ
り
　
自
己
意
念
の
範
囲
乃
ち
是
れ
な
り
　γνῶ

θι 

σεαυτόν

　K
now

 T
hyself is M

otto of H
um

an 
Existence ?

　
自
己
と
は
何
そ
や
　
是
れ
人
世
の
根
本
的

問
題
な
り

（『
全
集
』8- pp. 362~3.

※
清
沢
満
之
の
原
文
で
は
、

ギ
リ
シ
ャ
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
脱
落
）

　
す
な
わ
ち
、
科
学
や
哲
学
は
死
後
を
考
え
る
学
問
で
は
な
い
。

生
前
や
死
後
は
思
い
は
か
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は

な
い
、
現
前
の
事
物
が
、
な
に
で
、
ど
ん
な
理
由
で
存
在
し
て
い

る
の
か
（D

as W
as

・D
es W

arum

）
さ
え
も
思
い
は
か
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
不
可
思
議
の
た
だ
中
に
あ
る
わ
れ
わ

れ
は
、「
自
己
意
念
の
範
囲
」
を
問
う
存
在
と
な
る
と
い
う
。

　
“γνῶ

θι σεαυτόν

”と
は
「
汝
自
身
を
知
れ
」
の
意
で
、
英
文
で
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感
謝
と
し
て
の
信
仰
と
同
時
に
、
自
己
と
他
者
の
存
在
そ
の
も
の

に
尊
さ
を
見
る
こ
と
に
よ
り
倫
理
を
生
じ
さ
せ
る
根
拠
に
な
っ
て

い
る
。

　
清
沢
は
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
思
想
に
、
仏
教
の
他
力
門
の
思
想
を

身
体
的
に
消
化
す
る
た
め
の
重
要
な
要
素
を
感
じ
取
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
信
仰
か
ら
倫
理
へ
と
い
う
方
向
性
へ
の
自
覚
化
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
清
沢
の
思
想
的
背
景
を
考
え
る
場
合
、
先
程
ま
で

論
じ
て
き
た
よ
う
な
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
「
意
志
」
や
「
神
」
に
つ

い
て
の
思
想
な
ど
を
消
化
し
た
う
え
で
、『
臘
扇
記
』
に
お
い
て

「
絶
対
が
わ
れ
わ
れ
に
善
悪
の
観
念
を
賦
与
す
る
」
よ
う
に
記
し
、

信
仰
か
ら
倫
理
へ
と
い
う
方
向
性
を
強
く
自
覚
化
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　
ま
た
清
沢
の
日
々
の
信
仰
生
活
の
実
感
か
ら
は
、
信
仰
と
修
善

の
心
へ
の
循
環
的
な
営
み
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
他
力
の
信
仰
の
結

果
と
し
て
自
ず
か
ら
悪
を
避
け
善
に
就
こ
う
と
す
る
。
し
か
し
、

善
を
修
め
る
こ
と
は
、
勝
手
に
放
任
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
わ
れ

わ
れ
は
他
力
の
信
仰
に
基
づ
い
て
修
善
を
勤
め
る
べ
き
な
の
で
あ

る
。
そ
れ
に
修
善
の
意
志
と
は
、
他
力
の
信
仰
に
よ
っ
て
自
然
に

湧
き
起
こ
る
も
の
な
の
だ
、
と
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
修

善
を
勤
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
自
力
の
妄
念
に
攪
乱
」
さ
れ
る
自

分
に
で
あ
い
、
そ
し
て
ま
た
自
分
自
身
に
気
付
か
せ
る
は
た
ら
き

に
で
あ
う
。
そ
し
て
そ
の
は
た
ら
き
を
感
じ
る
た
び
に
、「
自
力

無
功
の
懴
悔
と
共
に
他
力
の
恩
徳
を
感
謝
す
る
の
称
名
」
と
な
る

と
い
う
。
そ
し
て
ま
た
修
善
の
意
志
へ
と
歩
き
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
循
環
的
な
信
仰
（
称
名
念
仏
）
と
修
善
の
関
係
が
あ
る
と
清

沢
は
感
得
し
た
の
で
あ
る
。

四
、
自
己
と
は
何
か

　
　
│
清
沢
満
之
の
自
覚
│

　
『
臘
扇
記
』
第
二
号
の
最
初
に
は
、「
○死
」
と
大
き
く
確
か
な

文
字
で
書
か
れ
た
清
沢
の
思
索
が
あ
る
。
意
味
を
く
み
取
る
の
が

難
し
い
部
分
も
あ
る
が
、
私
自
身
の
解
釈
で
そ
れ
を
考
察
し
て
み

た
い
。

　
ま
ず
「
死
」
と
は
最
も
原
初
的
な
自
然
の
道
理
の
一
つ
で
あ
ろ

う
。
死
と
は
、
避
け
よ
う
と
思
っ
て
も
避
け
ら
れ
な
い
も
の
の
代

表
で
あ
る
。
し
か
し
時
に
、
そ
れ
に
全
力
を
挙
げ
て
も
が
き
反
抗

す
る
の
が
わ
れ
わ
れ
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
に
は
、
生
き
た
い
と
願

う
意
志
が
、（
ど
こ
か
に
眠
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
に
せ
よ
）
あ

る
。
そ
し
て
現
に
生
き
て
い
る
こ
と
も
道
理
で
あ
り
避
け
よ
う
と

思
っ
て
避
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
生
と
死
と
は
実
に
わ
れ
わ

れ
が
併
せ
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
「
死
は
生
に
対
す
る
最
大
怨

敵
」
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
矛
盾
し
た
真
理
を
併
せ
持
っ
て
い
る

39

不
可
思
議
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
存
在
で
あ
る
。
自
己
の
な
か

に
矛
盾
し
た
も
の
を
併
せ
持
っ
て
い
る
こ
と
が
強
く
浮
き
彫
り
に

な
っ
て
自
覚
化
し
て
く
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
わ
れ
ら
と
は
根
本
的

に
矛
盾
し
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
の
が
道
理
で
は
な
い
か
。
で
は
、

わ
れ
わ
れ
に
は
到
底
尋
ね
尽
す
こ
と
の
で
き
な
い
不
可
思
議
な
る

意
味
を
、
私
自
身
、
現
に
今
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。「
不

可
思
議
な
る
他
力
の
妙
用
」
に
よ
っ
て
生
き
そ
し
て
死
ん
で
ゆ
く
、

そ
れ
こ
そ
、
自
然
の
道
理
な
の
で
は
な
い
か
。
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の

思
想
で
あ
る
、「
自
然
の
道
理
」
に
合
う
よ
う
に
生
き
る
と
い
う

こ
と
は
、
矛
盾
し
た
自
己
そ
の
も
の
を
受
け
止
め
る
こ
と
以
外
に

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
自
然
の
道
理
に
し
た
が
っ
て
生
き

る
と
い
う
理
性
的
な
生
き
方
は
、
突
き
詰
め
る
と
、
不
可
思
議
な

る
も
の
へ
の
信
仰
と
な
る
。
そ
れ
は
信
仰
と
理
性
の
一
致
で
あ
る
。

よ
っ
て
清
沢
は
真
の
信
仰
と
理
性
は
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
と

考
え
た
の
で
あ
る
。
清
沢
の
求
道
と
は
、
信
仰
と
理
性
の
一
致
で

あ
る
。
そ
し
て
、
実
践
的
に
は
信
仰
と
修
善
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な

関
係
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
読
み
解
く
に
は
以
下
の
清
沢
の
言
葉

を
見
て
み
よ
う
。

　
如
何
に
推
考
を
費
す
と
雖
と
も
如
何
科
学
哲
学
に
尋
求
す

と
雖
と
も
死
後
（
展
転
生
死
の
後
）
の
究
極
は
到
底
不
可
思

議
の
関
門
に
閉
さ
ヽ
る
も
の
な
り

　
啻
に
死
後
の
究
極
然
る
の
み
に
あ
ら
す
　
生
前
の
究
極
も

亦
絶
対
的
不
可
思
議
の
雲
霧
を
望
見
す
べ
き
の
み
　
是
れ
吾8

人
か
進
退
共
に
絶
対
不
可
思
議
の
妙
用
に
托
せ
さ
る
へ
か
ら

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

さ
る
所
以

8

8

8

8

　
只
生
前
死
後
然
る
の
み
な
ら
ん
や
　
現
前
の
事
物
に
就
て

も
其
　
ダ
ス
　
ワ
ス
　D

as W
as

　
デ
ス
　
ワ
ル
ム
　D

es 
W

arum

　
に
至
り
て
は
亦
只
不
可
思
議
と
云
ふ
へ
き
の
み

　
此
の
如
く
四
顧
茫
々
の
中
間
に
於
て
吾
人
に
亦
一
円
の
自

由
境
あ
り
　
自
己
意
念
の
範
囲
乃
ち
是
れ
な
り
　γνῶ

θι 

σεαυτόν

　K
now

 T
hyself is M

otto of H
um

an 
Existence ?

　
自
己
と
は
何
そ
や
　
是
れ
人
世
の
根
本
的

問
題
な
り

（『
全
集
』8- pp. 362~3.

※
清
沢
満
之
の
原
文
で
は
、

ギ
リ
シ
ャ
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
脱
落
）

　
す
な
わ
ち
、
科
学
や
哲
学
は
死
後
を
考
え
る
学
問
で
は
な
い
。

生
前
や
死
後
は
思
い
は
か
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は

な
い
、
現
前
の
事
物
が
、
な
に
で
、
ど
ん
な
理
由
で
存
在
し
て
い

る
の
か
（D

as W
as

・D
es W

arum

）
さ
え
も
思
い
は
か
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
不
可
思
議
の
た
だ
中
に
あ
る
わ
れ
わ

れ
は
、「
自
己
意
念
の
範
囲
」
を
問
う
存
在
と
な
る
と
い
う
。

　
“γνῶ

θι σεαυτόν

”と
は
「
汝
自
身
を
知
れ
」
の
意
で
、
英
文
で
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は
、
そ
の
問
い
こ
そ
人
間
存
在
の
モ
ッ
ト
ー
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、

と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
自
己
へ
の
問
い
が
、
人
間
が
世
に
あ
る
な

か
で
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

問
い
の
後
に
こ
う
述
べ
る
。

　
自
己
と
は
他
な
し
　
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
し
て
任
運

に
法
爾
に
此
境
遇
に
落
在
せ
る
も
の
即
ち
是
な
り

　
只
夫
れ
絶
対
無
限
に
乗
托
す
　
故
に
死
生
の
事
亦
憂
ふ
る

に
足
ら
す
　
死
生

5

5

尚
且
つ
憂
ふ
る
に
足
ら
す
　
如
何
に
況
ん

や
此
よ
り
而
下
な
る
事
件
に
於
て
お
や
　
…
中
略
…

　
絶
対
吾
人
に
賦
与
す
る
に
善
悪

5

5

の
観
念
を
以
て
し
避
悪
就

善
の
意
志
を
以
て
す
　
所
謂
悪
な
る
も
の
も
亦
絶
対
の
せ
し

む
る
所
な
ら
ん
　
然
れ
と
も
吾
人
の
自
覚
は
避
悪
就
善
の
天

意
を
感
す
　
是
れ
道
徳
の
源
泉
な
り
　
吾
人
は
喜
ん
て
此
事

に
従
は
ん

　
何
も
の
か
善
な
る
や
　
何
も
の
か
悪
な
る
や
　
他
な
し
　

吾
人
を
し
て
絶
対
を
忘
れ
さ
ら
し
む
る
も
の
是
れ
善
な
り
　

吾
人
を
し
て
絶
対
に
背
か
し
む
る
も
の
是
れ
悪
な
り
（
…
以

下
略
） 

（『
全
集
』8-p. 363.

）

　
絶
対
無
限
の
妙
用
が
与
え
る
も
の
は
、
善
悪
の
観
念
、
避
悪
就

善
の
意
志
で
あ
り
、
そ
れ
は
道
徳
の
源
泉
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

極
め
て
重
要
で
あ
る
。
こ
の
文
を
見
て
、
道
徳
が
生
ま
れ
る
の
だ

と
い
っ
て
い
る
の
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。「
自
己
を
知
る
」
と
い

う
こ
と
は
修
善
の
生
活
へ
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

　
自
己
を
知
る
と
は
「
外
物
と
相
関
係
し
て
離
れ
ざ
る
自
己
を
知

る
」
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
自
己
を
知
る
と
は
、「
自
己
以
外
の
人

物
に
対
し
て
、
如
何
に
交
際
し
如
何
に
応
動
す
べ
き
や
を
自
覚
す

る
こ
と
」
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
倫
理
的
で
あ
る
。
自
己
知
と
は
、

わ
れ
わ
れ
が
他
者
と
と
も
に
あ
る
自
己
の
実
感
で
あ
る
。
清
沢
の

実
感
を
完
璧
に
推
し
測
る
こ
と
な
ど
で
き
は
し
な
い
が
、「
絶
対

無
限
の
妙
用
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
無
限
無
数
の
他
者
と
共
に
あ

る
と
い
う
感
覚
が
、
不
可
思
議
で
、
偉
大
で
、
妙
な
る
は
た
ら
き

と
し
て
感
じ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　
自
己
と
は
不
可
思
議
な
妙
な
る
は
た
ら
き
に
包
ま
れ
、
そ
こ
に

乗
り
、
身
を
あ
ず
け
て
い
る
よ
う
な
も
の
。
清
沢
に
と
っ
て
死
へ

の
恐
れ
憂
う
る
も
の
を
取
り
去
る
一
点
は
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ

る
。

　
誤
解
を
恐
れ
ず
強
い
て
解
釈
す
る
な
ら
、
彼
の
い
う
善
と
は
そ

の
感
覚
を
見
失
わ
な
い
意
志
で
あ
り
行
為
で
あ
る
。
逆
に
悪
と
は

そ
れ
を
忘
れ
逆
行
す
る
意
志
や
行
為
な
の
で
あ
ろ
う
。

五
、
真
の
友
と
は
何
か

　
で
は
そ
れ
は
実
際
に
他
者
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
構
築
し
て
い

（

）
37

（

）
38

41

く
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
清
沢
が
そ
う
し
た
よ
う
に
エ
ピ

ク
テ
ト
ス
の
言
葉
に
注
目
し
て
み
よ
う
。「
第
二
巻
第
二
二
章
　

友
情
に
つ
い
て
」（Bk. II. Ch. X

X
II. 

“ON
 FRIEN

D
SH
IP.

” p. 

176.

）
の
一
部
は
『
臘
扇
記
』
に
引
用
さ
れ
る
。

　
「
友
情
に
つ
い
て
」
の
章
で
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
は
、
自
分
の
利
益
、

利
害
関
心
の
自
己
中
心
性
に
言
及
す
る
。

　
一
般
に
、
…
…
す
べ
て
の
動
物
は
、
何
に
よ
っ
て
も
、
自

分
の
利
益
に
よ
っ
て
ほ
ど
は
支
配
さ
れ
て
い
な
い
…
…
か
く

て
何
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
利
益
に
対
し
て
自
分
に
邪
魔
立
て

を
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
そ
れ
が
兄
弟
で
あ
ろ
う

と
、
父
で
あ
ろ
う
と
、
子
供
で
あ
ろ
う
と
、
自
分
の
愛
し
て

る
者
で
あ
ろ
う
と
、
自
分
を
愛
し
て
く
れ
る
者
で
あ
ろ
う
と
、

こ
れ
を
憎
み
、
こ
れ
を
見
棄
て
、
こ
れ
を
呪
う
の
だ
。
本
来

自
分
の
利
益
を
愛
す
る
ほ
ど
は
、
何
物
を
も
愛
し
な
い
よ
う

に
で
き
て
い
る
か
ら
だ
。

　
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
が
い
う
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
「
自
分
の
利

益
」
に
な
る
か
ど
う
か
の
関
心
に
最
も
支
配
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ

わ
れ
は
、
自
分
の
利
益
を
邪
魔
す
る
も
の
を
何
で
あ
ろ
う
と
呪
い

罵
る
。

　
こ
の
章
で
は
、「
首
飾
り
」
と
い
う
所
有
欲
の
象
徴
が
述
べ
ら

れ
る
。
そ
れ
に
目
が
く
ら
み
家
族
の
関
係
が
破
壊
さ
れ
る
。
こ
れ

は
「
自
身
の
利
益
を
、
自
己
の
権
内
に
置
く
の
で
は
な
く
、
外
界

に
置
く
」
こ
と
か
ら
く
る
悲
劇
を
描
写
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
自
分
の
興
味
や
利
害
関
心
を
、
外
の
も
の
へ
振
り
向
け
て
ま
る

で
所
有
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
う
。
そ
れ
で
は
、
本
当
の

意
味
で
他
者
と
の
関
係
が
成
立
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
清

沢
が
書
写
し
た
所
を
見
て
み
よ
う
。

　
彼
ら
自
身
の
利
益
を
ど
こ
に
置
く
か
、
外
界
に
置
く
か
、

意
志
に
置
く
か
、
ど
っ
ち
か
と
い
う
こ
と
だ
け
を
吟
味
す
る

が
い
い
。
も
し
彼
ら
が
外
界
に
置
く
な
ら
ば
、
彼
ら
を
誠
実

で
あ
る
と
か
、
危
な
げ
が
な
い
と
か
、
勇
敢
で
あ
る
と
か
、

自
由
で
あ
る
と
か
い
う
べ
き
で
は
な
い
と
同
様
、
友
人
と
も

い
う
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
君
に
分
別
が
あ
る
な
ら
ば
、

彼
ら
を
人
間
と
さ
え
い
う
べ
き
で
は
な
い
。
…
中
略
…
だ
が

も
し
君
が
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
本
当
に
善
を
意
志
の
あ
る
処
、

心
像
の
正
し
い
使
用
の
あ
る
処
、
そ
こ
だ
け
に
あ
る
の
だ
と

思
っ
て
る
の
を
聴
く
な
ら
ば
、
君
は
も
は
や
彼
が
息
子
や
父

で
あ
る
か
と
か
、
兄
弟
で
あ
る
か
ど
う
か
と
か
、
長
い
間
学

校
へ
一
緒
に
通
っ
た
者
で
仲
間
で
あ
る
か
ど
う
か
ど
う
か
と

い
う
こ
と
に
、
心
を
煩
わ
す
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ

た
だ
そ
れ
さ
え
わ
か
れ
ば
、
彼
ら
を
誠
実
で
正
し
い
と
公
言

す
る
よ
う
に
、
彼
ら
を
友
人
で
あ
る
と
堂
々
公
言
す
る
が
い

（

）
39

（

）
40
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は
、
そ
の
問
い
こ
そ
人
間
存
在
の
モ
ッ
ト
ー
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、

と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
自
己
へ
の
問
い
が
、
人
間
が
世
に
あ
る
な

か
で
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

問
い
の
後
に
こ
う
述
べ
る
。

　
自
己
と
は
他
な
し
　
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
し
て
任
運

に
法
爾
に
此
境
遇
に
落
在
せ
る
も
の
即
ち
是
な
り

　
只
夫
れ
絶
対
無
限
に
乗
托
す
　
故
に
死
生
の
事
亦
憂
ふ
る

に
足
ら
す
　
死
生

5

5

尚
且
つ
憂
ふ
る
に
足
ら
す
　
如
何
に
況
ん

や
此
よ
り
而
下
な
る
事
件
に
於
て
お
や
　
…
中
略
…

　
絶
対
吾
人
に
賦
与
す
る
に
善
悪

5

5

の
観
念
を
以
て
し
避
悪
就

善
の
意
志
を
以
て
す
　
所
謂
悪
な
る
も
の
も
亦
絶
対
の
せ
し

む
る
所
な
ら
ん
　
然
れ
と
も
吾
人
の
自
覚
は
避
悪
就
善
の
天

意
を
感
す
　
是
れ
道
徳
の
源
泉
な
り
　
吾
人
は
喜
ん
て
此
事

に
従
は
ん

　
何
も
の
か
善
な
る
や
　
何
も
の
か
悪
な
る
や
　
他
な
し
　

吾
人
を
し
て
絶
対
を
忘
れ
さ
ら
し
む
る
も
の
是
れ
善
な
り
　

吾
人
を
し
て
絶
対
に
背
か
し
む
る
も
の
是
れ
悪
な
り
（
…
以

下
略
） 

（『
全
集
』8-p. 363.

）

　
絶
対
無
限
の
妙
用
が
与
え
る
も
の
は
、
善
悪
の
観
念
、
避
悪
就

善
の
意
志
で
あ
り
、
そ
れ
は
道
徳
の
源
泉
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

極
め
て
重
要
で
あ
る
。
こ
の
文
を
見
て
、
道
徳
が
生
ま
れ
る
の
だ

と
い
っ
て
い
る
の
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。「
自
己
を
知
る
」
と
い

う
こ
と
は
修
善
の
生
活
へ
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

　
自
己
を
知
る
と
は
「
外
物
と
相
関
係
し
て
離
れ
ざ
る
自
己
を
知

る
」
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
自
己
を
知
る
と
は
、「
自
己
以
外
の
人

物
に
対
し
て
、
如
何
に
交
際
し
如
何
に
応
動
す
べ
き
や
を
自
覚
す

る
こ
と
」
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
倫
理
的
で
あ
る
。
自
己
知
と
は
、

わ
れ
わ
れ
が
他
者
と
と
も
に
あ
る
自
己
の
実
感
で
あ
る
。
清
沢
の

実
感
を
完
璧
に
推
し
測
る
こ
と
な
ど
で
き
は
し
な
い
が
、「
絶
対

無
限
の
妙
用
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
無
限
無
数
の
他
者
と
共
に
あ

る
と
い
う
感
覚
が
、
不
可
思
議
で
、
偉
大
で
、
妙
な
る
は
た
ら
き

と
し
て
感
じ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　
自
己
と
は
不
可
思
議
な
妙
な
る
は
た
ら
き
に
包
ま
れ
、
そ
こ
に

乗
り
、
身
を
あ
ず
け
て
い
る
よ
う
な
も
の
。
清
沢
に
と
っ
て
死
へ

の
恐
れ
憂
う
る
も
の
を
取
り
去
る
一
点
は
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ

る
。

　
誤
解
を
恐
れ
ず
強
い
て
解
釈
す
る
な
ら
、
彼
の
い
う
善
と
は
そ

の
感
覚
を
見
失
わ
な
い
意
志
で
あ
り
行
為
で
あ
る
。
逆
に
悪
と
は

そ
れ
を
忘
れ
逆
行
す
る
意
志
や
行
為
な
の
で
あ
ろ
う
。

五
、
真
の
友
と
は
何
か

　
で
は
そ
れ
は
実
際
に
他
者
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
構
築
し
て
い

（

）
37

（

）
38

41

く
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
清
沢
が
そ
う
し
た
よ
う
に
エ
ピ

ク
テ
ト
ス
の
言
葉
に
注
目
し
て
み
よ
う
。「
第
二
巻
第
二
二
章
　

友
情
に
つ
い
て
」（Bk. II. Ch. X

X
II. 

“ON
 FRIEN

D
SH
IP.

” p. 

176.

）
の
一
部
は
『
臘
扇
記
』
に
引
用
さ
れ
る
。

　
「
友
情
に
つ
い
て
」
の
章
で
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
は
、
自
分
の
利
益
、

利
害
関
心
の
自
己
中
心
性
に
言
及
す
る
。

　
一
般
に
、
…
…
す
べ
て
の
動
物
は
、
何
に
よ
っ
て
も
、
自

分
の
利
益
に
よ
っ
て
ほ
ど
は
支
配
さ
れ
て
い
な
い
…
…
か
く

て
何
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
利
益
に
対
し
て
自
分
に
邪
魔
立
て

を
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
そ
れ
が
兄
弟
で
あ
ろ
う

と
、
父
で
あ
ろ
う
と
、
子
供
で
あ
ろ
う
と
、
自
分
の
愛
し
て

る
者
で
あ
ろ
う
と
、
自
分
を
愛
し
て
く
れ
る
者
で
あ
ろ
う
と
、

こ
れ
を
憎
み
、
こ
れ
を
見
棄
て
、
こ
れ
を
呪
う
の
だ
。
本
来

自
分
の
利
益
を
愛
す
る
ほ
ど
は
、
何
物
を
も
愛
し
な
い
よ
う

に
で
き
て
い
る
か
ら
だ
。

　
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
が
い
う
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
「
自
分
の
利

益
」
に
な
る
か
ど
う
か
の
関
心
に
最
も
支
配
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ

わ
れ
は
、
自
分
の
利
益
を
邪
魔
す
る
も
の
を
何
で
あ
ろ
う
と
呪
い

罵
る
。

　
こ
の
章
で
は
、「
首
飾
り
」
と
い
う
所
有
欲
の
象
徴
が
述
べ
ら

れ
る
。
そ
れ
に
目
が
く
ら
み
家
族
の
関
係
が
破
壊
さ
れ
る
。
こ
れ

は
「
自
身
の
利
益
を
、
自
己
の
権
内
に
置
く
の
で
は
な
く
、
外
界

に
置
く
」
こ
と
か
ら
く
る
悲
劇
を
描
写
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
自
分
の
興
味
や
利
害
関
心
を
、
外
の
も
の
へ
振
り
向
け
て
ま
る

で
所
有
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
う
。
そ
れ
で
は
、
本
当
の

意
味
で
他
者
と
の
関
係
が
成
立
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
清

沢
が
書
写
し
た
所
を
見
て
み
よ
う
。

　
彼
ら
自
身
の
利
益
を
ど
こ
に
置
く
か
、
外
界
に
置
く
か
、

意
志
に
置
く
か
、
ど
っ
ち
か
と
い
う
こ
と
だ
け
を
吟
味
す
る

が
い
い
。
も
し
彼
ら
が
外
界
に
置
く
な
ら
ば
、
彼
ら
を
誠
実

で
あ
る
と
か
、
危
な
げ
が
な
い
と
か
、
勇
敢
で
あ
る
と
か
、

自
由
で
あ
る
と
か
い
う
べ
き
で
は
な
い
と
同
様
、
友
人
と
も

い
う
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
君
に
分
別
が
あ
る
な
ら
ば
、

彼
ら
を
人
間
と
さ
え
い
う
べ
き
で
は
な
い
。
…
中
略
…
だ
が

も
し
君
が
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
本
当
に
善
を
意
志
の
あ
る
処
、

心
像
の
正
し
い
使
用
の
あ
る
処
、
そ
こ
だ
け
に
あ
る
の
だ
と

思
っ
て
る
の
を
聴
く
な
ら
ば
、
君
は
も
は
や
彼
が
息
子
や
父

で
あ
る
か
と
か
、
兄
弟
で
あ
る
か
ど
う
か
と
か
、
長
い
間
学

校
へ
一
緒
に
通
っ
た
者
で
仲
間
で
あ
る
か
ど
う
か
ど
う
か
と

い
う
こ
と
に
、
心
を
煩
わ
す
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ

た
だ
そ
れ
さ
え
わ
か
れ
ば
、
彼
ら
を
誠
実
で
正
し
い
と
公
言

す
る
よ
う
に
、
彼
ら
を
友
人
で
あ
る
と
堂
々
公
言
す
る
が
い

（

）
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（

）
40
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い
。

 

（
鹿
野
治
助
訳
『
人
生
談
義
』
上
、p. 225.

）

　
こ
の
文
で
は
、
ど
こ
で
「
友
」
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
の
か

を
教
え
て
い
る
。「
友
」
と
は
お
互
い
が
外
界
の
物
事
に
執
着
し

そ
れ
ら
を
利
益
の
対
象
と
し
て
い
る
よ
う
な
関
係
に
は
成
り
立
た

な
い
。
真
の
友
が
成
り
立
つ
こ
と
は
、
す
べ
て
の
も
の
が
互
に
外

界
の
事
物
に
自
己
の
利
益
を
置
き
、
そ
れ
に
執
着
心
を
抱
い
て
い

る
世
界
で
は
あ
り
え
な
い
。
野
獣
的
な
考
え
を
抱
き
、
外
物
を
所

有
物
と
し
て
い
る
限
り
真
の
友
人
と
は
な
ら
な
い
。
外
界
の
も
の

に
追
い
求
め
野
獣
的
に
友
情
を
裂
く
。
そ
の
考
え
を
、
憎
み
断
ち

切
り
、
放
逐
す
る
べ
き
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
外
物
を
自
分
自
身
の
根
拠
に
置
く
の
で
は
な
く
、
意
志

に
置
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
ど
ん
な
関
係

の
人
で
あ
ろ
う
と
「
心
を
煩
わ
す
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
。
ど
ん

な
立
場
の
人
で
も
ど
ん
な
関
係
の
人
で
も
、
真
の
価
値
観
に
お
い

て
、
友
と
い
う
立
場
で
接
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
清
沢
も
同
じ
よ
う
に
、
真
宗
中
学
の
生
徒
へ
向
け
て
語
っ
た
。

い
か
な
る
人
物
に
た
い
し
て
も
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
範
囲
の
人
に

た
い
し
て
も
「
同
胞
（
同
朋
）
主
義
の
観
念
に
よ
り
て
和
合
の
心

を
修
養
す
れ
ば
よ
い
」
と
。

　
清
沢
の
「
真
の
朋
友
」
と
い
う
論
考
を
見
る
と
、

　
世
俗
の
所
謂
朋
友
は
、
相
対
有
限
の
根
拠
に
立
つ
が
ゆ
へ

に
、
常
に
不
足
を
感
じ
て
止
ま
な
い
が
為
に
、
朋
友
を
求
め

て
其
欠
陥
を
補
は
ん
と
す
る
こ
と
で
あ
る
、
然
る
に
、
此
の

如
き
こ
と
は
、
一
寸
成
功
す
る
様
な
場
合
も
あ
れ
ど
も
、
其

根
拠
が
不
完
全
で
あ
る
か
ら
、
何
時
互
に
相
離
反
し
相
侵
害

す
る
様
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
、
真
に
危
険
な
こ
と
で
あ
る

 

（『
全
集
』7-p. 312.

）

自
分
に
宗
教
的
信
念
の
確
立
を
求
む
る
の
で
あ
る
、
自
分
の

精
神
に
於
て
、
絶
対
無
限
に
信
憑
し
て
、
毫
も
外
物
他
人
に

依
頼
せ
ず
し
て
安
心
し
得
る
丈
の
資
格
を
求
む
る 

（
同
前
）

と
述
べ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
相
対
有
限
を
根
拠
と
し
、
外
物
他
人

を
追
い
求
め
て
そ
れ
に
依
頼
す
る
こ
と
で
は
不
完
全
で
あ
り
、
危

険
で
あ
る
。
無
限
へ
の
信
仰
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
、
有
限
な
る
外

物
他
人
に
執
着
し
な
い
こ
と
に
「
真
の
朋
友
」
と
い
う
事
が
成
り

立
つ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
真
の
自
己
が
明
ら
か
に
な
っ

た
も
の
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
思
想

に
清
沢
は
真
の
人
間
関
係
を
創
造
す
る
た
め
の
種
を
見
つ
け
た
の

で
あ
っ
た
。

結
　
論

　
『
臘
扇
記
』
と
い
う
い
と
な
み
に
お
い
て
、
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
か

（

）
41

（

）
42

（

）
43

（

）
44

43

ら
学
ん
だ
も
の
、
そ
れ
は
死
の
恐
怖
と
死
生
の
苦
悩
へ
の
克
服
と
、

そ
の
い
と
な
み
が
他
者
と
と
も
に
あ
る
真
の
関
係
性
を
見
出
す
の

だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
外
界
の
も
の
を
追
い
求
め
執
着
す

る
の
で
は
な
く
、
意
志
に
よ
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
の
他
者
関
係
が

成
り
立
つ
。

　
む
し
ろ
、
清
沢
の
と
っ
た
視
点
は
、
自
己
の
求
め
る
べ
き
も
の

や
自
己
へ
の
関
心
の
持
ち
方
が
は
っ
き
り
し
た
と
こ
ろ
で
な
い
と
、

真
の
人
間
関
係
は
成
り
立
た
な
い
と
い
う
倫
理
的
視
点
で
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
い
。
今
後
は
、
清
沢
が
『
臘
扇
記
』
か

ら
多
用
す
る
よ
う
に
な
る
「
服
従
」
の
用
語
を
考
察
し
て
い
き
た

い
。「
服
従
」
と
い
う
用
語
は
、
清
沢
の
『
臘
扇
記
』
か
ら
最
晩

年
の
思
想
を
読
み
解
く
た
め
の
非
常
に
重
要
な
語
句
で
あ
る
と
考

え
る
か
ら
で
あ
る
。

【
凡
例
】

一
、
テ
キ
ス
ト
の
略
記
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

・
大
谷
大
学
編
『
清
沢
満
之
全
集
』（
岩
波
書
店
）
第
一
巻
、
一
頁

　
　
　
↓
『
全
集
』1-p. 1.

・T
he D

iscourses of E
pictetus : w

ith the E
nchiridion and 

Fragm
ents. T

ranslated, w
ith notes, a life of Epictetus, and 

a view
 of his philosophy by George Long (1801-1879), 

London : George Bell and Sons, 1877.

　
　
　
↓E

pict.

一
、BO

O
K
 I. CH

A
PT
ER I.

　
　
　
↓Bk. I. Ch. I.

と
略
記
し
た
。

一
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
は
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
ひ
ら
が
な
に
変
更
し

た
も
の
が
あ
る
。

註

 

「
○
余
や
昨
今
喀
血
不
停
な
れ
と
も
只
少
し
く
静
黙
を
勤
む
る

の
み
に
し
て
起
居
動
作
毫
も
変
す
る
所
な
く
或
は
却
て
心
意
の
快

然
に
於
て
益
す
所
あ
る
を
感
す
　
蓋
し
エ
ピ
ク
テ
ー
ト
氏
の
所
謂

病
に
在
て
も
喜
ぶ
者
に
達
せ
さ
る
べ
し
と
雖
と
も
幾
分
之
に
接
近

す
る
を
得
た
る
も
の
乎
　
読
書
の
恵
亦
大
な
る
哉
」（
明
治
三
十

一
年
十
一
月
十
六
日
『
臘
扇
記
』『
全
集
』8-p. 385.

）

 『
全
集
』8-p. 441.

『
全
集
』8-p. 363.

W
. S. Y

okoyam
a. 

“Editing E
pictetus K

iyozaw
a 

M
anshi’s Rōsenki and Long’s D

iscourses of Epictetus.

”

『
花
園
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
一
九
九
八
年pp. 61-2.

cf. 

『
清
沢
満
之
語
録
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年 p. 177.

／

『
清
沢
満
之
と
哲
学
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年 pp. 131-5.

自
己
配
慮
は
、
実
質
的
に
は
、
ス
ト
ア
的
な
「
死
の
配

慮
」
で
あ
っ
た
。
死
と
は
い
つ
か
死
ぬ
で
あ
ろ
う
死
で
あ
る

に
は
違
い
な
い
が
、
ス
ト
ア
の
倫
理
で
は
、
可
能
的
な
死
が

現
在
に
あ
り
、
現
在
の
生
が
死
に
押
し
迫
ら
れ
た
死
で
あ
り
、

つ
ま
り
は
臨
終
の
生
で
あ
る
。
死
を
想
起
す
る
と
は
、
死
が

ま
さ
に
生
の
な
か
に
あ
る
こ
と
を
「
慮
る
（cura

）」
の
で

（

）
1

（

）
2

（

）
3

（

）
4

（

）
5



42

い
。

 

（
鹿
野
治
助
訳
『
人
生
談
義
』
上
、p. 225.

）

　
こ
の
文
で
は
、
ど
こ
で
「
友
」
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
の
か

を
教
え
て
い
る
。「
友
」
と
は
お
互
い
が
外
界
の
物
事
に
執
着
し

そ
れ
ら
を
利
益
の
対
象
と
し
て
い
る
よ
う
な
関
係
に
は
成
り
立
た

な
い
。
真
の
友
が
成
り
立
つ
こ
と
は
、
す
べ
て
の
も
の
が
互
に
外

界
の
事
物
に
自
己
の
利
益
を
置
き
、
そ
れ
に
執
着
心
を
抱
い
て
い

る
世
界
で
は
あ
り
え
な
い
。
野
獣
的
な
考
え
を
抱
き
、
外
物
を
所

有
物
と
し
て
い
る
限
り
真
の
友
人
と
は
な
ら
な
い
。
外
界
の
も
の

に
追
い
求
め
野
獣
的
に
友
情
を
裂
く
。
そ
の
考
え
を
、
憎
み
断
ち

切
り
、
放
逐
す
る
べ
き
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
外
物
を
自
分
自
身
の
根
拠
に
置
く
の
で
は
な
く
、
意
志

に
置
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
ど
ん
な
関
係

の
人
で
あ
ろ
う
と
「
心
を
煩
わ
す
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
。
ど
ん

な
立
場
の
人
で
も
ど
ん
な
関
係
の
人
で
も
、
真
の
価
値
観
に
お
い

て
、
友
と
い
う
立
場
で
接
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
清
沢
も
同
じ
よ
う
に
、
真
宗
中
学
の
生
徒
へ
向
け
て
語
っ
た
。

い
か
な
る
人
物
に
た
い
し
て
も
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
範
囲
の
人
に

た
い
し
て
も
「
同
胞
（
同
朋
）
主
義
の
観
念
に
よ
り
て
和
合
の
心

を
修
養
す
れ
ば
よ
い
」
と
。

　
清
沢
の
「
真
の
朋
友
」
と
い
う
論
考
を
見
る
と
、

　
世
俗
の
所
謂
朋
友
は
、
相
対
有
限
の
根
拠
に
立
つ
が
ゆ
へ

に
、
常
に
不
足
を
感
じ
て
止
ま
な
い
が
為
に
、
朋
友
を
求
め

て
其
欠
陥
を
補
は
ん
と
す
る
こ
と
で
あ
る
、
然
る
に
、
此
の

如
き
こ
と
は
、
一
寸
成
功
す
る
様
な
場
合
も
あ
れ
ど
も
、
其

根
拠
が
不
完
全
で
あ
る
か
ら
、
何
時
互
に
相
離
反
し
相
侵
害

す
る
様
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
、
真
に
危
険
な
こ
と
で
あ
る

 

（『
全
集
』7-p. 312.

）

自
分
に
宗
教
的
信
念
の
確
立
を
求
む
る
の
で
あ
る
、
自
分
の

精
神
に
於
て
、
絶
対
無
限
に
信
憑
し
て
、
毫
も
外
物
他
人
に

依
頼
せ
ず
し
て
安
心
し
得
る
丈
の
資
格
を
求
む
る 

（
同
前
）

と
述
べ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
相
対
有
限
を
根
拠
と
し
、
外
物
他
人

を
追
い
求
め
て
そ
れ
に
依
頼
す
る
こ
と
で
は
不
完
全
で
あ
り
、
危

険
で
あ
る
。
無
限
へ
の
信
仰
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
、
有
限
な
る
外

物
他
人
に
執
着
し
な
い
こ
と
に
「
真
の
朋
友
」
と
い
う
事
が
成
り

立
つ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
真
の
自
己
が
明
ら
か
に
な
っ

た
も
の
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
思
想

に
清
沢
は
真
の
人
間
関
係
を
創
造
す
る
た
め
の
種
を
見
つ
け
た
の

で
あ
っ
た
。

結
　
論

　
『
臘
扇
記
』
と
い
う
い
と
な
み
に
お
い
て
、
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
か

（

）
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（
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（
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ら
学
ん
だ
も
の
、
そ
れ
は
死
の
恐
怖
と
死
生
の
苦
悩
へ
の
克
服
と
、

そ
の
い
と
な
み
が
他
者
と
と
も
に
あ
る
真
の
関
係
性
を
見
出
す
の

だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
外
界
の
も
の
を
追
い
求
め
執
着
す

る
の
で
は
な
く
、
意
志
に
よ
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
の
他
者
関
係
が

成
り
立
つ
。

　
む
し
ろ
、
清
沢
の
と
っ
た
視
点
は
、
自
己
の
求
め
る
べ
き
も
の

や
自
己
へ
の
関
心
の
持
ち
方
が
は
っ
き
り
し
た
と
こ
ろ
で
な
い
と
、

真
の
人
間
関
係
は
成
り
立
た
な
い
と
い
う
倫
理
的
視
点
で
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
い
。
今
後
は
、
清
沢
が
『
臘
扇
記
』
か

ら
多
用
す
る
よ
う
に
な
る
「
服
従
」
の
用
語
を
考
察
し
て
い
き
た

い
。「
服
従
」
と
い
う
用
語
は
、
清
沢
の
『
臘
扇
記
』
か
ら
最
晩

年
の
思
想
を
読
み
解
く
た
め
の
非
常
に
重
要
な
語
句
で
あ
る
と
考

え
る
か
ら
で
あ
る
。

【
凡
例
】

一
、
テ
キ
ス
ト
の
略
記
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

・
大
谷
大
学
編
『
清
沢
満
之
全
集
』（
岩
波
書
店
）
第
一
巻
、
一
頁

　
　
　
↓
『
全
集
』1-p. 1.

・T
he D

iscourses of E
pictetus : w

ith the E
nchiridion and 

Fragm
ents. T

ranslated, w
ith notes, a life of Epictetus, and 

a view
 of his philosophy by George Long (1801-1879), 

London : George Bell and Sons, 1877.

　
　
　
↓E
pict.

一
、BO
O
K
 I. CH

A
PT
ER I.

　
　
　
↓Bk. I. Ch. I.

と
略
記
し
た
。

一
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
は
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
ひ
ら
が
な
に
変
更
し

た
も
の
が
あ
る
。

註

 

「
○
余
や
昨
今
喀
血
不
停
な
れ
と
も
只
少
し
く
静
黙
を
勤
む
る

の
み
に
し
て
起
居
動
作
毫
も
変
す
る
所
な
く
或
は
却
て
心
意
の
快

然
に
於
て
益
す
所
あ
る
を
感
す
　
蓋
し
エ
ピ
ク
テ
ー
ト
氏
の
所
謂

病
に
在
て
も
喜
ぶ
者
に
達
せ
さ
る
べ
し
と
雖
と
も
幾
分
之
に
接
近

す
る
を
得
た
る
も
の
乎
　
読
書
の
恵
亦
大
な
る
哉
」（
明
治
三
十

一
年
十
一
月
十
六
日
『
臘
扇
記
』『
全
集
』8-p. 385.

）

 『
全
集
』8-p. 441.

『
全
集
』8-p. 363.

W
. S. Y

okoyam
a. 

“Editing E
pictetus K

iyozaw
a 

M
anshi’s Rōsenki and Long’s D

iscourses of Epictetus.

”

『
花
園
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
一
九
九
八
年pp. 61-2.

cf. 

『
清
沢
満
之
語
録
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年 p. 177.

／

『
清
沢
満
之
と
哲
学
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年 pp. 131-5.

自
己
配
慮
は
、
実
質
的
に
は
、
ス
ト
ア
的
な
「
死
の
配

慮
」
で
あ
っ
た
。
死
と
は
い
つ
か
死
ぬ
で
あ
ろ
う
死
で
あ
る

に
は
違
い
な
い
が
、
ス
ト
ア
の
倫
理
で
は
、
可
能
的
な
死
が

現
在
に
あ
り
、
現
在
の
生
が
死
に
押
し
迫
ら
れ
た
死
で
あ
り
、

つ
ま
り
は
臨
終
の
生
で
あ
る
。
死
を
想
起
す
る
と
は
、
死
が

ま
さ
に
生
の
な
か
に
あ
る
こ
と
を
「
慮
る
（cura

）」
の
で

（

）
1

（

）
2

（

）
3

（

）
4

（

）
5
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あ
る
。
清
沢
が
ス
ト
ア
か
ら
学
ん
だ
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
論

点
で
あ
っ
た
。
死
の
現
前
、
す
な
わ
ち
臨
終
と
は
、
毎
日
の

人
生
の
な
か
に
死
を
先
取
り
的
に
引
込
み
、
自
分
で
自
分
に

対
し
て
表
象
的
に
死
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
、
つ
ま
り
自
分

の
死
の
イ
メ
ー
ジ
を
生
き
生
き
と
し
た
形
で
与
え
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
け
っ
し
て
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
、

修
練
（
修
行
）
と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

 

（『
清
沢
満
之
と
哲
学
』p. 134.

）

今
村
は
、
人
間
（
世
俗
内
的
、
社
会
的
人
間
）
の
定
義
を
、

「
他
人
に
対
し
て
我
の
優
越
を
誇
示
す
る
虚
栄
心
」
を
も
ち
、

「
他
人
の
欲
望
を
欲
望
す
る
」「
自
我
的
欲
望
」
存
在
で
あ
る
と

す
る
。
そ
の
虚
栄
心
は
他
人
へ
の
承
認
欲
望
で
あ
る
が
そ
れ
で
人

間
は
満
足
で
き
な
い
。
そ
こ
で
自
我
的
欲
望
を
除
去
し
よ
う
と
す

る
生
き
方
を
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
に
、
清
沢
は
ス
ト
ア
派
の
「
死

を
覚
悟
す
る
」（
メ
レ
ー
テ
・
タ
ナ
ト
ウ
（m

elete thanatou

死

を
憂
い
つ
つ
思
う
）、
未
来
の
死
を
先
取
り
的
に
現
前
さ
せ
、
あ

た
か
も
い
ま
死
に
つ
つ
あ
る
か
の
よ
う
に
日
々
を
送
る
）
と
い
う

態
度
の
修
練
（
ア
ス
ケ
ー
シ
ス
）
を
学
ぶ
、
と
す
る
。

こ
の
論
理
の
行
き
着
く
先
が
、
死
を
覚
悟
し
て
生
き
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
中
略
…

死
を
覚
悟
し
た
も
の
に
と
っ
て
所
有
（
私
的
所
有
と
し
て

財
産
）
へ
の
執
着
は
な
い
か
ら
、
す
べ
て
を
他
者
に
分
け
与

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
所
有
か
無
一
物
か
と
い
う
の
は
、
自

利
利
他
論
の
ひ
と
つ
の
具
体
的
で
わ
か
り
や
す
い
例
証
で
し

か
な
い
が
、
し
か
し
こ
れ
は
利
他
行
為
に
と
っ
て
決
定
的
で

あ
る
。
そ
れ
は
人
間
的
存
在
の
根
源
に
内
在
す
る
贈
与
論
理

の
具
体
化
で
あ
る
。

 

（『
清
沢
満
之
と
哲
学
』p. 133.

）

な
ど
と
論
じ
て
い
る
。

加
来
雄
之
「
臘
扇
記
と
い
う
い
と
な
み
」『
臘
扇
記
　
注
釈
』

法
蔵
館
、
二
〇
〇
八
年p. 234.

『
同
前
』

住
田
智
見
は
清
沢
の
「
予
の
三
部
経
」
と
し
て
三
者
を
挙
げ
、

赤
沼
智
善
も
「
余
の
三
部
経
」
と
い
っ
て
同
様
の
三
つ
を
挙
げ
る
。

稲
葉
昌
丸
は
「
先
生
在
世
の
日
、
常
に
そ
の
机
上
に
あ
り
し
書
三

あ
り
、『
阿
含
経
』
な
り
、『
歎
異
抄
』
な
り
、『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
』

な
り
。」
と
記
憶
し
て
い
る
。
さ
ら
に
清
沢
が
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
を

『
西
洋
第
一
の
書
』
と
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。（
稲
葉
昌
丸

『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
教
訓
』
浩
々
洞
、
一
九
〇
四
年p. 1

を
参

照
。）〔

転
迷
開
悟
録
〕『
全
集
』2-p. 187.

ち
な
み
に
生
死
と
い
う
仏
教
的
な
言
葉
と
、
死
生
と
い
う
一
般

的
な
儒
教
的
な
言
葉
の
区
別
は
、「
生
死
巌
頭
」
と
い
う
論
考
を

見
る
限
り
で
は
な
い
（『
全
集
』6-p. 206.

を
参
照
。）。

新
法
主
へ
の
御
進
講
の
覚
書
（「
御
進
講
覚
書
」『
全
集
』

7-pp. 188~202.

）
は
そ
れ
ら
の
経
典
を
用
い
て
講
義
を
し
た
こ

と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
そ
の
辺
り
も
含
め
て
研
究
し
て

い
く
こ
と
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

二
十
三
日
の
夜
、
郊
外
散
歩
と
し
て
外
出
後
、
本
山
に
は
帰
ら

ず
、
新
法
主
・
大
谷
光
演
と
浄
暁
院
・
大
谷
瑩
亮
は
東
京
へ
、
能

浄
院
・
大
谷
瑩
誠
は
台
湾
へ
、
慧
日
院
・
大
谷
勝
信
は
清
国
北
京

へ
と
、
新
法
主
及
三
人
の
連
枝
は
そ
れ
ぞ
れ
旅
立
っ
た
。
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明
治
三
十
一
年
九
月
七
日
『
教
学
報
知
』
87
参
照
。
そ
こ
に
は

石
川
舜
台
、
平
野
履
信
の
二
名
が
黒
幕
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

明
治
三
十
一
年
九
月
一
日
『
教
学
報
知
』
84
参
照
。

明
治
二
十
四
年
四
月
に
、
当
時
の
本
山
執
事
、
渥
美
契
縁
に
連

名
で
建
言
書
を
提
出
し
て
い
る
。
そ
の
一
人
に
清
沢
も
「
徳
永
満

之
」
と
し
て
出
て
い
る
。（「
岡
崎
御
学
館
ノ
儀
ニ
付
」『
全
集
』

7-pp. 163~6.

）

明
治
三
十
一
年
九
月
九
日
『
教
学
報
知
』
88
参
照
。
ち
な
み
に
、

清
沢
は
よ
く
話
が
難
し
く
、
話
す
の
が
下
手
だ
っ
た
と
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
が
、
逆
に
聴
衆
が
涙
を
流
す
ほ
ど
の
迫
力
の
あ
る
演
説

を
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
『
臘
扇

記
』
に
は
「
演
説
序
銘
」
と
し
て
自
ら
の
演
説
の
た
め
の
自
戒
を

日
記
丸
々
㆒
ペ
ー
ジ
に
堂
々
と
し
た
大
き
な
文
字
で
記
し
て
い
る
。

演
説
前
に
必
ず
こ
れ
を
読
み
あ
げ
て
か
ら
演
説
に
向
か
う
と
い
う

心
構
え
が
記
さ
れ
て
い
る
（『
全
集
』8-p. 340.

）。

清
沢
が
読
ん
だ
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
少
し
述

べ
て
お
こ
う
。
清
沢
は
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
と
の
出
あ
い
を
こ
う
語
っ

て
い
る
。エ

ピ
ク
テ
タ
ス
氏
は
、
小
生
が
十
数
年
来
追
慕
し
て
居
た

哲
人
で
あ
り
ま
す
が
、
特
に
肺
病
に
か
か
り
て
後
、
専
ら
精

神
の
修
養
を
思
う
こ
と
盛
な
る
に
従
う
て
弥
追
慕
の
念
が
切

に
な
り
ま
し
た
。
し
か
る
に
、
氏
の
伝
記
等
は
極
め
て
乏
し

く
あ
り
ま
し
て
、
近
年
迄
は
一
向
、
其
人
に
就
て
知
る
所
が

な
く
て
苦
ん
で
居
り
ま
し
た
が
、
去
る
三
十
一
年
の
秋
に
東

京
へ
参
り
沢
柳
政
太
郎
氏
を
尋
ね
ま
し
た
節
、
フ
ト
其
書
架

中
に
「
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
講
話
」
と
題
す
る
一
書
を
発
見
し
ま

し
て
、
直
に
借
り
受
け
て
参
り
ま
し
て
、
爾
来
、
幾
回
も
之

を
通
読
し
、
其
の
意
義
に
就
て
知
人
に
も
話
し
抔
し
て
楽
ん

で
居
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
然
る
に
、
本
年
五
月
に
至
り
、

更
に
一
同
人
の
手
を
経
て
「
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
教
旨
」
と
云

う
一
本
を
得
ま
し
て
、
之
を
も
反
復
読
誦
し
て
居
り
ま
す
。

（「
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
氏
」『
清
沢
満
之
集
』pp. 23-4. 

/ 『
全
集
』6-p. 313.

）

こ
の
彼
の
言
葉
か
ら
、
彼
自
身
、
二
つ
の
本
を
手
に
し
て
読
ん

で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
つ
は
清
沢
が
『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
講

話
』
と
呼
ぶ
書
物
で
あ
る
。
こ
れ
は
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
言
葉
を
弟

子
の
ア
リ
ア
ノ
ス
が
筆
録
し
た
も
の
あ
る
。
清
沢
は
、
明
治
三
十

一
年
に
英
訳
本
を
沢
柳
政
太
郎
の
書
架
か
ら
借
り
受
け
て
い
る
。

T
he D

iscourses of E
pictetus : w

ith the E
nchiridion and 

Fragm
ents. T

ranslated by George Long

（1801-1879

）

で
あ
る
。
ジ
ョ
ー
ジ
・
ロ
ン
グ
訳
『
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
語
録
、
提

要
、
断
片
』
で
あ
る
。
こ
の
書
は
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
弟
子
ア
リ
ア

ノ
ス
の
筆
録
（「
語
録
」）
と
、
そ
の
要
点
の
抜
粋
で
あ
る
「
提

要
」
と
、
散
見
す
る
も
の
を
集
め
た
「
断
片
」
か
ら
な
り
、
ジ

ョ
ー
ジ
・
ロ
ン
グ
が
英
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

現
在
、
日
本
語
訳
は
、
ラ
テ
ン
語
版
か
ら
の
訳
出
で
、
鹿
野
治

助
訳
『
人
生
談
義
』
上
・
下
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
）
が
あ

る
の
で
参
照
し
た
。
明
治
三
十
一
年
の
清
沢
の
日
記
『
臘
扇
記
』

に
は
、
こ
の
書
の
引
用
が
多
数
あ
り
、
ま
た
彼
が
亡
く
な
る
一
年

前
に
記
し
た
『
当
用
日
記
』
の
一
節
に
「
三
十
一
年
九
月
東
上
、

沢
柳
氏
に
寄
宿
し
、
同
氏
蔵
書
中
よ
り
、
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
氏
教
訓

書
を
借
来
す
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
清
沢
が
「
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
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あ
る
。
清
沢
が
ス
ト
ア
か
ら
学
ん
だ
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
論

点
で
あ
っ
た
。
死
の
現
前
、
す
な
わ
ち
臨
終
と
は
、
毎
日
の

人
生
の
な
か
に
死
を
先
取
り
的
に
引
込
み
、
自
分
で
自
分
に

対
し
て
表
象
的
に
死
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
、
つ
ま
り
自
分

の
死
の
イ
メ
ー
ジ
を
生
き
生
き
と
し
た
形
で
与
え
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
け
っ
し
て
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
、

修
練
（
修
行
）
と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

 

（『
清
沢
満
之
と
哲
学
』p. 134.

）

今
村
は
、
人
間
（
世
俗
内
的
、
社
会
的
人
間
）
の
定
義
を
、

「
他
人
に
対
し
て
我
の
優
越
を
誇
示
す
る
虚
栄
心
」
を
も
ち
、

「
他
人
の
欲
望
を
欲
望
す
る
」「
自
我
的
欲
望
」
存
在
で
あ
る
と

す
る
。
そ
の
虚
栄
心
は
他
人
へ
の
承
認
欲
望
で
あ
る
が
そ
れ
で
人

間
は
満
足
で
き
な
い
。
そ
こ
で
自
我
的
欲
望
を
除
去
し
よ
う
と
す

る
生
き
方
を
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
に
、
清
沢
は
ス
ト
ア
派
の
「
死

を
覚
悟
す
る
」（
メ
レ
ー
テ
・
タ
ナ
ト
ウ
（m

elete thanatou

死

を
憂
い
つ
つ
思
う
）、
未
来
の
死
を
先
取
り
的
に
現
前
さ
せ
、
あ

た
か
も
い
ま
死
に
つ
つ
あ
る
か
の
よ
う
に
日
々
を
送
る
）
と
い
う

態
度
の
修
練
（
ア
ス
ケ
ー
シ
ス
）
を
学
ぶ
、
と
す
る
。

こ
の
論
理
の
行
き
着
く
先
が
、
死
を
覚
悟
し
て
生
き
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
中
略
…

死
を
覚
悟
し
た
も
の
に
と
っ
て
所
有
（
私
的
所
有
と
し
て

財
産
）
へ
の
執
着
は
な
い
か
ら
、
す
べ
て
を
他
者
に
分
け
与

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
所
有
か
無
一
物
か
と
い
う
の
は
、
自

利
利
他
論
の
ひ
と
つ
の
具
体
的
で
わ
か
り
や
す
い
例
証
で
し

か
な
い
が
、
し
か
し
こ
れ
は
利
他
行
為
に
と
っ
て
決
定
的
で

あ
る
。
そ
れ
は
人
間
的
存
在
の
根
源
に
内
在
す
る
贈
与
論
理

の
具
体
化
で
あ
る
。

 

（『
清
沢
満
之
と
哲
学
』p. 133.

）

な
ど
と
論
じ
て
い
る
。

加
来
雄
之
「
臘
扇
記
と
い
う
い
と
な
み
」『
臘
扇
記
　
注
釈
』

法
蔵
館
、
二
〇
〇
八
年p. 234.

『
同
前
』

住
田
智
見
は
清
沢
の
「
予
の
三
部
経
」
と
し
て
三
者
を
挙
げ
、

赤
沼
智
善
も
「
余
の
三
部
経
」
と
い
っ
て
同
様
の
三
つ
を
挙
げ
る
。

稲
葉
昌
丸
は
「
先
生
在
世
の
日
、
常
に
そ
の
机
上
に
あ
り
し
書
三

あ
り
、『
阿
含
経
』
な
り
、『
歎
異
抄
』
な
り
、『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
』

な
り
。」
と
記
憶
し
て
い
る
。
さ
ら
に
清
沢
が
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
を

『
西
洋
第
一
の
書
』
と
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。（
稲
葉
昌
丸

『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
教
訓
』
浩
々
洞
、
一
九
〇
四
年p. 1

を
参

照
。）〔

転
迷
開
悟
録
〕『
全
集
』2-p. 187.

ち
な
み
に
生
死
と
い
う
仏
教
的
な
言
葉
と
、
死
生
と
い
う
一
般

的
な
儒
教
的
な
言
葉
の
区
別
は
、「
生
死
巌
頭
」
と
い
う
論
考
を

見
る
限
り
で
は
な
い
（『
全
集
』6-p. 206.

を
参
照
。）。

新
法
主
へ
の
御
進
講
の
覚
書
（「
御
進
講
覚
書
」『
全
集
』

7-pp. 188~202.

）
は
そ
れ
ら
の
経
典
を
用
い
て
講
義
を
し
た
こ

と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
そ
の
辺
り
も
含
め
て
研
究
し
て

い
く
こ
と
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

二
十
三
日
の
夜
、
郊
外
散
歩
と
し
て
外
出
後
、
本
山
に
は
帰
ら

ず
、
新
法
主
・
大
谷
光
演
と
浄
暁
院
・
大
谷
瑩
亮
は
東
京
へ
、
能

浄
院
・
大
谷
瑩
誠
は
台
湾
へ
、
慧
日
院
・
大
谷
勝
信
は
清
国
北
京

へ
と
、
新
法
主
及
三
人
の
連
枝
は
そ
れ
ぞ
れ
旅
立
っ
た
。
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明
治
三
十
一
年
九
月
七
日
『
教
学
報
知
』
87
参
照
。
そ
こ
に
は

石
川
舜
台
、
平
野
履
信
の
二
名
が
黒
幕
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

明
治
三
十
一
年
九
月
一
日
『
教
学
報
知
』
84
参
照
。

明
治
二
十
四
年
四
月
に
、
当
時
の
本
山
執
事
、
渥
美
契
縁
に
連

名
で
建
言
書
を
提
出
し
て
い
る
。
そ
の
一
人
に
清
沢
も
「
徳
永
満

之
」
と
し
て
出
て
い
る
。（「
岡
崎
御
学
館
ノ
儀
ニ
付
」『
全
集
』

7-pp. 163~6.
）

明
治
三
十
一
年
九
月
九
日
『
教
学
報
知
』
88
参
照
。
ち
な
み
に
、

清
沢
は
よ
く
話
が
難
し
く
、
話
す
の
が
下
手
だ
っ
た
と
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
が
、
逆
に
聴
衆
が
涙
を
流
す
ほ
ど
の
迫
力
の
あ
る
演
説

を
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
『
臘
扇

記
』
に
は
「
演
説
序
銘
」
と
し
て
自
ら
の
演
説
の
た
め
の
自
戒
を

日
記
丸
々
㆒
ペ
ー
ジ
に
堂
々
と
し
た
大
き
な
文
字
で
記
し
て
い
る
。

演
説
前
に
必
ず
こ
れ
を
読
み
あ
げ
て
か
ら
演
説
に
向
か
う
と
い
う

心
構
え
が
記
さ
れ
て
い
る
（『
全
集
』8-p. 340.
）。

清
沢
が
読
ん
だ
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
少
し
述

べ
て
お
こ
う
。
清
沢
は
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
と
の
出
あ
い
を
こ
う
語
っ

て
い
る
。エ

ピ
ク
テ
タ
ス
氏
は
、
小
生
が
十
数
年
来
追
慕
し
て
居
た

哲
人
で
あ
り
ま
す
が
、
特
に
肺
病
に
か
か
り
て
後
、
専
ら
精

神
の
修
養
を
思
う
こ
と
盛
な
る
に
従
う
て
弥
追
慕
の
念
が
切

に
な
り
ま
し
た
。
し
か
る
に
、
氏
の
伝
記
等
は
極
め
て
乏
し

く
あ
り
ま
し
て
、
近
年
迄
は
一
向
、
其
人
に
就
て
知
る
所
が

な
く
て
苦
ん
で
居
り
ま
し
た
が
、
去
る
三
十
一
年
の
秋
に
東

京
へ
参
り
沢
柳
政
太
郎
氏
を
尋
ね
ま
し
た
節
、
フ
ト
其
書
架

中
に
「
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
講
話
」
と
題
す
る
一
書
を
発
見
し
ま

し
て
、
直
に
借
り
受
け
て
参
り
ま
し
て
、
爾
来
、
幾
回
も
之

を
通
読
し
、
其
の
意
義
に
就
て
知
人
に
も
話
し
抔
し
て
楽
ん

で
居
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
然
る
に
、
本
年
五
月
に
至
り
、

更
に
一
同
人
の
手
を
経
て
「
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
教
旨
」
と
云

う
一
本
を
得
ま
し
て
、
之
を
も
反
復
読
誦
し
て
居
り
ま
す
。

（「
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
氏
」『
清
沢
満
之
集
』pp. 23-4. 

/ 『
全
集
』6-p. 313.

）

こ
の
彼
の
言
葉
か
ら
、
彼
自
身
、
二
つ
の
本
を
手
に
し
て
読
ん

で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
つ
は
清
沢
が
『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
講

話
』
と
呼
ぶ
書
物
で
あ
る
。
こ
れ
は
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
言
葉
を
弟

子
の
ア
リ
ア
ノ
ス
が
筆
録
し
た
も
の
あ
る
。
清
沢
は
、
明
治
三
十

一
年
に
英
訳
本
を
沢
柳
政
太
郎
の
書
架
か
ら
借
り
受
け
て
い
る
。

T
he D

iscourses of E
pictetus : w

ith the E
nchiridion and 

Fragm
ents. T

ranslated by George Long

（1801-1879

）

で
あ
る
。
ジ
ョ
ー
ジ
・
ロ
ン
グ
訳
『
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
語
録
、
提

要
、
断
片
』
で
あ
る
。
こ
の
書
は
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
弟
子
ア
リ
ア

ノ
ス
の
筆
録
（「
語
録
」）
と
、
そ
の
要
点
の
抜
粋
で
あ
る
「
提

要
」
と
、
散
見
す
る
も
の
を
集
め
た
「
断
片
」
か
ら
な
り
、
ジ

ョ
ー
ジ
・
ロ
ン
グ
が
英
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

現
在
、
日
本
語
訳
は
、
ラ
テ
ン
語
版
か
ら
の
訳
出
で
、
鹿
野
治

助
訳
『
人
生
談
義
』
上
・
下
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
）
が
あ

る
の
で
参
照
し
た
。
明
治
三
十
一
年
の
清
沢
の
日
記
『
臘
扇
記
』

に
は
、
こ
の
書
の
引
用
が
多
数
あ
り
、
ま
た
彼
が
亡
く
な
る
一
年

前
に
記
し
た
『
当
用
日
記
』
の
一
節
に
「
三
十
一
年
九
月
東
上
、

沢
柳
氏
に
寄
宿
し
、
同
氏
蔵
書
中
よ
り
、
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
氏
教
訓

書
を
借
来
す
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
清
沢
が
「
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
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講
話
」
と
「
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
氏
教
訓
書
」
と
い
う
呼
び
方
を
し
て

い
る
二
つ
の
名
の
書
は
、
時
期
の
関
係
か
ら
も
同
一
の
も
の
で
あ

る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
書
を
読
ん
で
「
頗
る
得
る
所

あ
る
を
覚
え
」
と
当
時
を
回
想
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
彼
の
思
想
に
大
き
く
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

も
う
一
つ
は
「
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
教
旨
」
と
い
う
書
物
を
得
た

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
はT

he T
eaching of E

pictetus, 
Being the ‘E

nchiridion of E
pictetus’, w

ith Selections 
from

 the ‘D
issertations’ and ‘Fragm

ents’. T
ranslated 

from
 the Greek, w

ith introduction and notes, by T
. W
. 

Rolleston (1857-1920), London: W
alter Scott (T

he Scott 
Library.)

で
あ
り
、
大
谷
大
学
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
本
書
に
は
、

「
明
治
卅
五
年
五
月
十
一
日
本
郷
区
本
郷
大
和
屋
ヨ
リ
購
入
　
清

沢
満
之
所
蔵
」
と
の
書
入
が
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
書
は
清
沢
の

死
後
、
彼
の
親
友
で
あ
っ
た
稲
葉
昌
丸
が
翻
訳
し
て
、『
エ
ピ
ク

テ
タ
ス
の
教
訓
』
と
し
て
浩
々
洞
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
そ
の
本
に

は
清
沢
が
「
西
洋
第
一
の
書
」
と
し
た
こ
と
が
書
か
れ
、
清
沢
が

大
切
に
し
た
書
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

『
臘
扇
記
』
に
引
用
さ
れ
た
書
は
、
前
著
書
のT

he 
D
iscourses of E

pictetus

で
、
後
者
は
当
時
ま
だ
見
て
い
な
か

っ
た
。
ま
た
清
沢
はT

he D
iscourses of E

pictetus

の
ロ
ン
グ

の
解
説
、
“The Philosophy of Epictetus.

”に
も
注
目
し
、
そ

れ
も
『
臘
扇
記
』
に
引
用
し
て
い
る
。

φαντασίας

と
言
わ
れ
る
も
の
（E

pict. p. 439.

『
断
片
』
九
（
一

八
〇
）〔
ゲ
リ
ウ
ス
〕
な
ど
。）。
こ
の
ギ
リ
シ
ャ
語
は
、「
表
象
」
な

ど
と
訳
さ
れ
る
。
ジ
ョ
ー
ジ
・
ロ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、appearances, 

im
pression, phantasy, 

な
ど
の
語
を
使
っ
て
説
明
し
て
い
る
。

そ
し
て
「
こ
の
想
像( φαντασία)

は
、
視
覚
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ

る
も
の
だ
け
で
は
な
い
。
視
覚
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
印
象
や
、
一

般
に
感
覚
機
能
に
よ
っ
て
受
け
た
す
べ
て
の
印
象
を
意
味
す
る
。

ま
た
、
精
神
内
に
現
在
す
る
だ
け
で
本
当
に
は
不
在
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
ま
る
で
現
在
す
る
か
の
よ
う
に
、
物
事
を
表
現
す

る
精
神
的
な
力
で
あ
る
。
想
像
の
こ
の
力
は
、
ま
た
動
物
に
も
、

そ
れ
ぞ
れ
に
備
わ
っ
て
い
る
能
力
に
従
っ
て
様
々
な
程
度
に
、
存

在
す
る
。
動
物
た
ち
は
心
像
を
使
用
す
る
。
し
か
し
人
だ
け
が
心

像
の
使
用
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。」（cf. E

pict. p. xxviii.

）
と

解
説
す
る
。

ま
た
、
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
は
、
基
本
的
に
は
心
像
（
印
象
）
を
支

配
的
に
使
用
し
て
行
動
す
る
能
力
は
、
人
間
に
も
動
物
に
も
備
わ

っ
て
い
る
が
、「
心
像
を
吟
味
し
理
解
す
る
能
力
、
正
し
く
心
像

を
使
用
す
る
能
力
」（
＝
理
性
的
能
力
）
は
人
間
の
み
に
神
か
ら

与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ジ
ョ
ー
ジ
・

ロ
ン
グ
は
注
に
お
い
て
ア
リ
な
ど
、
人
間
以
外
の
動
物
の
行
動
の

中
に
も
そ
の
能
力
が
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
、

と
し
て
お
り
、
こ
の
理
性
的
能
力
と
い
う
点
で
動
物
、
人
間
を
峻

別
す
る
の
は
完
全
に
は
で
き
な
い
と
い
う
立
場
も
認
め
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

鹿
野
治
助
は
、『
人
生
談
義
』
に
お
い
て
、φαντασίας

に
対
し

て
「
心
像
」
と
い
う
訳
語
を
当
て
て
い
る
（
た
だ
し
、
論
文
「
エ

ピ
ク
テ
ー
ト
ス
の
哲
学
」（『
京
都
工
芸
繊
維
大
学
　
工
芸
学
部
研

究
報
告
　
人
文
』
一
九
五
二
年
）
で
は
、「
表
象
」
と
訳
し
て
い

る
。）。
私
は
、
こ
の
論
文
で
は
「
心
像
」
と
い
う
言
葉
に
従
う
こ

（

）
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と
に
す
る
。

ま
た
、Epict. Bk. I Ch. X

X
V
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W

 M
A
N
Y
 W

A
Y
S 

A
PPE

A
E
A
N
C
E
S E

X
IST

, A
N
D
 W

H
A
T
 A

ID
S W

E 
SH

O
U
LD

 PRO
V
ID

E A
GA

IN
ST

 T
H
EM

.

” p. 80. 

に
は
、

以
下
の
よ
う
に
、
心
像
を
規
定
し
て
い
る
。

①
存
在
し
、
ま
た
存
在
し
て
い
る
と
見
え
る
も
の
。
②
存
在
し

な
い
し
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
い
も
の
。
③
存
在
し
て
い

る
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
い
も
の
。
④
存
在
し
な
い
の

に
、
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
も
の
、
の
四
種
で
あ
る
。

（『
人
生
談
義
』
上
、
第
一
巻
第
二
七
章
「
心
像
の
種
類
と
、
そ

れ
ら
に
準
備
す
べ
き
救
助
手
段
」
よ
り
）
こ
の
よ
う
に
、
す
な
わ

ち
、
心
像
と
は
わ
れ
わ
れ
の
心
に
映
し
出
さ
れ
る
様
々
な
も
の
を

言
い
表
し
て
い
る
。

し
か
し
彼
は
快
苦
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
真
の
快
と
は

ロ
ゴ
ス
的
に
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。

「
人
間
の
本
領
は
ロ
ゴ
ス
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
ら
し

く
保
持
す
る
と
い
う
こ
と
は
ロ
ゴ
ス
の
体
面
を
保
つ
こ
と
で
あ
り
、

付
属
物
で
あ
る
物
や
名
や
肉
体
を
保
つ
こ
と
で
は
な
い
。
故
に
肉

体
に
お
い
て
は
苦
痛
で
も
、
快
で
あ
り
得
る
。
俗
に
言
う
痛
快
で

は
な
い
が
、
一
種
の
快
感
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
に
は
そ
う
い
う
快
が

伴
う
。」（『
エ
ピ
ク
テ
ー
ト
ス
│
ス
ト
ア
哲
学
入
門
│
』p. 115.

）

E
pict. p. 178.

『
人
生
談
義
』
上p. 223.

『
全
集
』8-p. 400.

E
pict. Bk.I. Ch.I. 

“OF T
H
E T

H
IN

GS W
H
ICH

 A
RE IN

 
O
U
R PO

W
ER, A

N
D
 N

O
T
 IN

 O
U
R PO

W
ER.

” cf.

『
人
生

談
義
』
上pp. 14~

／cf. E
pict. 

“TH
E EN

CH
EIRID

IO
N
, 

O
R M

A
N
U
A
L.

” p. 379.

（「
提
要
」
よ
り
）

『
全
集
』8-p. 356.

「rational faculty

」
他
に
、
そ
の
能
力
の
事
を
「
自
分
自
身

を
考
察
し
、
ま
た
他
の
一
切
を
考
察
す
る
も
の
」、「
正
し
く
心
像

を
使
用
す
る
能
力
」
と
言
い
換
え
て
い
る
。（
い
ず
れ
もE

pict.
pp.3~4.

『
人
生
談
義
』
上p. 14

参
照
。）

ま
た
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
理
性
的
能
力
に
よ
っ
て
、
自
身
の
心

像
を
判
定
し
、
使
用
す
る
と
い
う
側
面
を
言
い
当
て
て
、
意
志

（προαίρεσις=w
ill, choice

）
と
称
し
て
い
る
。
エ
ピ
ク
テ
ト

ス
に
と
っ
て
は
、
意
志
と
、
理
性
は
同
一
の
二
側
面
で
あ
る
。

第
二
巻
第
二
十
三
章
「
語
る
能
力
に
つ
い
て
」『
人
生
談
義
』

上p. 228

参
照
。cf. E

pict. p. 182.

『
人
生
談
義
』
上p. 15. E

pict. p. 4.

『
全
集
』8-p. 356

参
照
。
“But if you attem

pt to avoid 
disease or death or poverty, you w

ill be unhappy.

” 
(E

pict. p. 380.)

の
意
を
く
ん
だ
清
沢
の
訳
出
。

以
下
の
文
の
趣
意
。 

“Take aw
ay then aversion from

 all 
things w

hich are not in our pow
er, and transfer it to 

the things contrary to nature w
hich are in our pow

er.

” 
(E

pict. p. 380.)

と
い
い
、
死
な
ど
の
自
然
の
道
理
な
る
も
の
を

嫌
う
こ
と
を
去
る
と
説
く
。
反
自
然
的
な
も
の
を
避
け
。
自
然
的

な
も
の
を
避
け
な
い
こ
と
で
あ
る
。

“Where then is progress? If any of you, w
ithdraw

ing 
him

self from
 externals, turns to his ow

n w
ill ( προαίρεσις) 

to exercise it and to im
prove it by labour, so as to m

ake 
it conform

able to nature, elevated, free, unrestrained, 
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講
話
」
と
「
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
氏
教
訓
書
」
と
い
う
呼
び
方
を
し
て

い
る
二
つ
の
名
の
書
は
、
時
期
の
関
係
か
ら
も
同
一
の
も
の
で
あ

る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
書
を
読
ん
で
「
頗
る
得
る
所

あ
る
を
覚
え
」
と
当
時
を
回
想
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
彼
の
思
想
に
大
き
く
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

も
う
一
つ
は
「
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
教
旨
」
と
い
う
書
物
を
得
た

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
はT

he T
eaching of E

pictetus, 
Being the ‘E

nchiridion of E
pictetus’, w

ith Selections 
from

 the ‘D
issertations’ and ‘Fragm

ents’. T
ranslated 

from
 the Greek, w

ith introduction and notes, by T
. W
. 

Rolleston (1857-1920), London: W
alter Scott (T

he Scott 
Library.)

で
あ
り
、
大
谷
大
学
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
本
書
に
は
、

「
明
治
卅
五
年
五
月
十
一
日
本
郷
区
本
郷
大
和
屋
ヨ
リ
購
入
　
清

沢
満
之
所
蔵
」
と
の
書
入
が
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
書
は
清
沢
の

死
後
、
彼
の
親
友
で
あ
っ
た
稲
葉
昌
丸
が
翻
訳
し
て
、『
エ
ピ
ク

テ
タ
ス
の
教
訓
』
と
し
て
浩
々
洞
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
そ
の
本
に

は
清
沢
が
「
西
洋
第
一
の
書
」
と
し
た
こ
と
が
書
か
れ
、
清
沢
が

大
切
に
し
た
書
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

『
臘
扇
記
』
に
引
用
さ
れ
た
書
は
、
前
著
書
のT

he 
D
iscourses of E

pictetus

で
、
後
者
は
当
時
ま
だ
見
て
い
な
か

っ
た
。
ま
た
清
沢
はT

he D
iscourses of E

pictetus

の
ロ
ン
グ

の
解
説
、
“The Philosophy of Epictetus.

”に
も
注
目
し
、
そ

れ
も
『
臘
扇
記
』
に
引
用
し
て
い
る
。

φαντασίας

と
言
わ
れ
る
も
の
（E

pict. p. 439.

『
断
片
』
九
（
一

八
〇
）〔
ゲ
リ
ウ
ス
〕
な
ど
。）。
こ
の
ギ
リ
シ
ャ
語
は
、「
表
象
」
な

ど
と
訳
さ
れ
る
。
ジ
ョ
ー
ジ
・
ロ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、appearances, 

im
pression, phantasy, 

な
ど
の
語
を
使
っ
て
説
明
し
て
い
る
。

そ
し
て
「
こ
の
想
像( φαντασία)

は
、
視
覚
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ

る
も
の
だ
け
で
は
な
い
。
視
覚
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
印
象
や
、
一

般
に
感
覚
機
能
に
よ
っ
て
受
け
た
す
べ
て
の
印
象
を
意
味
す
る
。

ま
た
、
精
神
内
に
現
在
す
る
だ
け
で
本
当
に
は
不
在
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
ま
る
で
現
在
す
る
か
の
よ
う
に
、
物
事
を
表
現
す

る
精
神
的
な
力
で
あ
る
。
想
像
の
こ
の
力
は
、
ま
た
動
物
に
も
、

そ
れ
ぞ
れ
に
備
わ
っ
て
い
る
能
力
に
従
っ
て
様
々
な
程
度
に
、
存

在
す
る
。
動
物
た
ち
は
心
像
を
使
用
す
る
。
し
か
し
人
だ
け
が
心

像
の
使
用
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。」（cf. E

pict. p. xxviii.

）
と

解
説
す
る
。

ま
た
、
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
は
、
基
本
的
に
は
心
像
（
印
象
）
を
支

配
的
に
使
用
し
て
行
動
す
る
能
力
は
、
人
間
に
も
動
物
に
も
備
わ

っ
て
い
る
が
、「
心
像
を
吟
味
し
理
解
す
る
能
力
、
正
し
く
心
像

を
使
用
す
る
能
力
」（
＝
理
性
的
能
力
）
は
人
間
の
み
に
神
か
ら

与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ジ
ョ
ー
ジ
・

ロ
ン
グ
は
注
に
お
い
て
ア
リ
な
ど
、
人
間
以
外
の
動
物
の
行
動
の

中
に
も
そ
の
能
力
が
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
、

と
し
て
お
り
、
こ
の
理
性
的
能
力
と
い
う
点
で
動
物
、
人
間
を
峻

別
す
る
の
は
完
全
に
は
で
き
な
い
と
い
う
立
場
も
認
め
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

鹿
野
治
助
は
、『
人
生
談
義
』
に
お
い
て
、φαντασίας

に
対
し

て
「
心
像
」
と
い
う
訳
語
を
当
て
て
い
る
（
た
だ
し
、
論
文
「
エ

ピ
ク
テ
ー
ト
ス
の
哲
学
」（『
京
都
工
芸
繊
維
大
学
　
工
芸
学
部
研

究
報
告
　
人
文
』
一
九
五
二
年
）
で
は
、「
表
象
」
と
訳
し
て
い

る
。）。
私
は
、
こ
の
論
文
で
は
「
心
像
」
と
い
う
言
葉
に
従
う
こ

（

）
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47

と
に
す
る
。

ま
た
、Epict. Bk. I Ch. X

X
V
II. 

“IN H
O
W

 M
A
N
Y
 W

A
Y
S 

A
PPE

A
E
A
N
C
E
S E

X
IST

, A
N
D
 W

H
A
T
 A

ID
S W

E 
SH

O
U
LD

 PRO
V
ID

E A
GA

IN
ST

 T
H
EM

.

” p. 80. 

に
は
、

以
下
の
よ
う
に
、
心
像
を
規
定
し
て
い
る
。

①
存
在
し
、
ま
た
存
在
し
て
い
る
と
見
え
る
も
の
。
②
存
在
し

な
い
し
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
い
も
の
。
③
存
在
し
て
い

る
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
い
も
の
。
④
存
在
し
な
い
の

に
、
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
も
の
、
の
四
種
で
あ
る
。

（『
人
生
談
義
』
上
、
第
一
巻
第
二
七
章
「
心
像
の
種
類
と
、
そ

れ
ら
に
準
備
す
べ
き
救
助
手
段
」
よ
り
）
こ
の
よ
う
に
、
す
な
わ

ち
、
心
像
と
は
わ
れ
わ
れ
の
心
に
映
し
出
さ
れ
る
様
々
な
も
の
を

言
い
表
し
て
い
る
。

し
か
し
彼
は
快
苦
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
真
の
快
と
は

ロ
ゴ
ス
的
に
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。

「
人
間
の
本
領
は
ロ
ゴ
ス
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
ら
し

く
保
持
す
る
と
い
う
こ
と
は
ロ
ゴ
ス
の
体
面
を
保
つ
こ
と
で
あ
り
、

付
属
物
で
あ
る
物
や
名
や
肉
体
を
保
つ
こ
と
で
は
な
い
。
故
に
肉

体
に
お
い
て
は
苦
痛
で
も
、
快
で
あ
り
得
る
。
俗
に
言
う
痛
快
で

は
な
い
が
、
一
種
の
快
感
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
に
は
そ
う
い
う
快
が

伴
う
。」（『
エ
ピ
ク
テ
ー
ト
ス
│
ス
ト
ア
哲
学
入
門
│
』p. 115.

）

E
pict. p. 178.

『
人
生
談
義
』
上p. 223.

『
全
集
』8-p. 400.

E
pict. Bk.I. Ch.I. 

“OF T
H
E T

H
IN

GS W
H
ICH

 A
RE IN

 
O
U
R PO

W
ER, A

N
D
 N

O
T
 IN

 O
U
R PO

W
ER.

” cf.

『
人
生

談
義
』
上pp. 14~

／cf. E
pict. 

“TH
E EN

CH
EIRID

IO
N
, 

O
R M

A
N
U
A
L.

” p. 379.

（「
提
要
」
よ
り
）

『
全
集
』8-p. 356.

「rational faculty

」
他
に
、
そ
の
能
力
の
事
を
「
自
分
自
身

を
考
察
し
、
ま
た
他
の
一
切
を
考
察
す
る
も
の
」、「
正
し
く
心
像

を
使
用
す
る
能
力
」
と
言
い
換
え
て
い
る
。（
い
ず
れ
もE

pict.
pp.3~4.

『
人
生
談
義
』
上p. 14

参
照
。）

ま
た
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
理
性
的
能
力
に
よ
っ
て
、
自
身
の
心

像
を
判
定
し
、
使
用
す
る
と
い
う
側
面
を
言
い
当
て
て
、
意
志

（προαίρεσις=w
ill, choice

）
と
称
し
て
い
る
。
エ
ピ
ク
テ
ト

ス
に
と
っ
て
は
、
意
志
と
、
理
性
は
同
一
の
二
側
面
で
あ
る
。

第
二
巻
第
二
十
三
章
「
語
る
能
力
に
つ
い
て
」『
人
生
談
義
』

上p. 228

参
照
。cf. E

pict. p. 182.

『
人
生
談
義
』
上p. 15. E

pict. p. 4.

『
全
集
』8-p. 356

参
照
。
“But if you attem

pt to avoid 
disease or death or poverty, you w

ill be unhappy.

” 
(E

pict. p. 380.)

の
意
を
く
ん
だ
清
沢
の
訳
出
。

以
下
の
文
の
趣
意
。 

“Take aw
ay then aversion from

 all 
things w

hich are not in our pow
er, and transfer it to 

the things contrary to nature w
hich are in our pow

er.

” 
(E

pict. p. 380.)

と
い
い
、
死
な
ど
の
自
然
の
道
理
な
る
も
の
を

嫌
う
こ
と
を
去
る
と
説
く
。
反
自
然
的
な
も
の
を
避
け
。
自
然
的

な
も
の
を
避
け
な
い
こ
と
で
あ
る
。

“Where then is progress? If any of you, w
ithdraw

ing 
him

self from
 externals, turns to his ow

n w
ill ( προαίρεσις) 

to exercise it and to im
prove it by labour, so as to m

ake 
it conform

able to nature, elevated, free, unrestrained, 
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unim
peded, faithful, m

odest;

” (E
pict. p. 16.)

“In every circum
stance I w

ill m
aintain, she says, the 

governing part conform
able to nature.

” (E
pict. Bk.I Ch. 

X
V
. 

“WH
A
T
 PH
ILO
SO
PH
Y
 PRO

M
ISES.

” p. 49.)

（『
人

生
談
義
』
上
、p. 68.

）

指
導
能
力
（
支
配
能
力
、τὸ ηγεμονικόν

、 the governing 
part

、 the ruling faculty

）
と
は
、「
人
間
の
魂
の
「
指
導
能

力
」。
知
性
的
、
感
情
的
、
意
志
的
な
も
の
で
、「
良
心
」
の
意
味

で
も
あ
り
、
或
る
場
合
に
は
理
性
と
か
知
性
、
或
る
時
に
は
意
志

の
意
味
で
用
い
る
」
も
の
で
あ
り
、
自
己
自
身
の
知
性
、
感
情
、

意
志
を
指
導
し
支
配
す
る
能
力
を
さ
す
。

E
pict. B

k. II C
h. X

V
III. 

“HO
W
 W
E
 SH
O
U
LD
 

ST
RU
GGLE A

GA
IN
ST
 A
PPEA

RA
N
CES.

”

『
臘
扇
記
』
の
引
用
で
は
、
明
治
三
十
一
年
十
月
三
日
で
あ
る

（cf. 

『
全
集
』8- p. 354.

）。
ま
た
書
簡
に
お
い
て
、
少
な
く
と

も
四
人
の
友
人
に
そ
の
文
を
送
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
月
見
覚

了
・
清
川
円
誠
・
草
間
〔
関
根
〕
仁
応
・
稲
葉
昌
丸
宛
の
四
氏
で

あ
る
（cf.

『
全
集
』9- pp. 172~8.

）。

死
の
課
題
に
つ
い
て
、
次
の
文
も
『
臘
扇
記
』
か
ら
参
照
し
て

お
こ
う
。

①
（
明
治
三
十
一
年
十
一
月
十
一
日
）

“I depart to the place w
here no m

an w
ill hinder m

e 
from

 living, for that dw
elling place is open to all; &

 as 
to the last garm

ent, that is, the poor body, no one has 
any pow

er over m
e beyond this.

”

 

（E
pict. p. 75./

『
全
集
』8-p. 377.

）

「
私
は
、
住
む
の
に
誰
も
邪
魔
し
な
い
処
へ
去
ろ
う
。
と
い
う
の

は
、
そ
の
住
家
（
死
）
は
、
何
人
に
も
開
か
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

そ
う
し
て
最
後
の
下
着
、
す
な
わ
ち
肉
体
（
を
脱
ご
う
）、
こ
れ

以
上
は
誰
も
私
に
対
し
て
何
ら
力
を
持
っ
て
い
な
い
。」

 

（
鹿
野
治
助
訳
『
人
生
談
義
』
上
、p. 99.

）

②
（
明
治
三
十
一
年
十
一
月
十
二
日
）

“True philosophers m
ake it the w

hole business of their 
lifetim

e to learn to die. Phaedo, p. 57.

”

 

（『
全
集
』8-p. 378.

）

「
本
当
に
哲
学
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
限
り
の
人
々
は
、
た
だ
ひ

た
す
ら
に
死
ぬ
こ
と
、
そ
し
て
死
ん
だ
状
態
に
あ
る
こ
と
、
以
外

の
な
に
ご
と
を
も
実
践
し
な
い
〔
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
に
恐
ら
く

は
他
の
人
々
は
気
づ
い
て
い
な
い
の
だ
。〕」

 

（
岩
田
靖
夫
訳
『
パ
イ
ド
ン
』p. 29.

）

『
全
集
』7-pp. 291~2.

Epict. Bk.1 ch.3 p. 12. 

ジ
ョ
ー
ジ
・
ロ
ン
グ
の
「
神
」
に
つ

い
て
の
注
記
1

“Epictetus speaks of God ( ὁ θεός) and the gods. A
lso 

conform
ably to the practice of the people, he speaks of 

God under the nam
e of Zeus. T

he gods of the people 
w
ere m

any, but his God w
as perhaps one. 

‶Father of 
m
en and gods,

” says H
om
er of Zeus;

”（
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
は

神
（ὁ θεός

）
と
神
々
に
つ
い
て
話
を
す
る
。
ま
た
そ
こ
に
住
む

人
び
と
の
慣
習
に
従
っ
て
、
ゼ
ウ
ス
の
名
で
神
に
つ
い
て
語
る
。

そ
の
住
民
た
ち
に
と
っ
て
の
神
々
は
多
数
で
あ
っ
た
が
、
彼
に
と

っ
て
の
神
は
も
し
か
す
る
と
一
つ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

（

）
30

（

）
31

（

）
32

（

）
33

（

）
34

（

）
35

（

）
36

49

「
人
び
と
と
神
々
の
父
」
と
、
ホ
メ
ロ
ス
で
は
ゼ
ウ
ス
に
つ
い
て

い
う
。）

寺
川
俊
昭
「
願
生
の
人
・
清
沢
満
之
│
乗
托
妙
用
の
自
覚
か
ら

避
悪
就
善
の
意
欲
へ
│
」（『
親
鸞
教
学
』
六
三
、
一
九
九
四
年
）

な
ど
多
く
の
先
学
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
こ
の
文
が
『
精
神
界
』
へ
「
絶
対
他
力
の
大
道
」
と
題
し

多
田
鼎
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
た
際
に
は
「
避
悪
就
善
の
意
志
」
が

切
り
捨
て
ら
れ
て
い
る
。

「
本
位
本
分
の
自
覚
」『
真
の
人
』（
大
日
本
仏
教
婦
人
会
、
明

治
三
十
四
（
一
九
〇
一
）
年
四
月
十
八
日
発
行
）『
全
集
』6-p. 

342.『
人
生
談
義
』
上p. 223. cf. E

pict. p. 178.

『
人
生
談
義
』
上p. 226. cf. E

pict. p. 181.

（
明
治
三
十
一
年
十
一
月
十
三
日
『
臘
扇
記
』
引
用
文
該
当
箇

所
本
文
。）

“but exam
ine this only, w

herein they place their 
interest, w

hether in externals or in the w
ill. If in 

externals, do not nam
e them

 friends, no m
ore than 

nam
e them

 trustw
orthy or constant, or brave or free; 

do not nam
e them

 even m
en, if you have any judgm

ent. 
But if you hear that in truth these m

en think the good 
to be only there, w

here w
ill is, &

 w
here there is a right 

use of appearances, no longer trouble yourself w
hether 

they are father or son, or brothers, or have associated 
a long tim

e and are com
panions, but w

hen you have 
ascertained this only, confidently declare that they are 

friends as you declare that they are faithful, that they 
are just.

” 

（『
全
集
』8- p. 382. cf. E

pict. p. 180.

）

“but neither w
ill they be friends nor you, so long as 

you retain these bestial and cursed opinions.

”（E
pict. p. 

181.

）
の
文
を
参
考
に
し
た
。

“cut out these opinions, hate them
, drive them

 from
 

his soul.

” (E
pict. p. 181.)

の
文
を
参
考
に
し
た
。

〔
心
霊
の
諸
徳
〕『
全
集
』7-p. 307.

テ
キ
ス
ト
と
主
要
参
考
文
献

・
大
谷
大
学
編
『
清
沢
満
之
全
集
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
〜
三
年
。

・T
he D

iscourses of E
pictetus : w

ith the E
nchiridion and 

Fragm
ents. T

ranslated, w
ith notes, a life of Epictetus, and 

a view
 of his philosophy by George Long (1801-1879), 

London: George Bell and Sons, 1877.

・
清
沢
満
之
『
影
印
本
　
臘
扇
記
』
第
一
号
・
第
二
号

・T
he T

eaching of E
pictetus, B

eing the ‘E
nchiridion of 

E
pictetus’, w

ith Selections from
 the ‘D

issertations’ and 
‘Fragm

ents’. T
ranslated from

 the Greek, w
ith introduction. 

and notes, by T
. W
. Rolleston (1857-1920), London: W

alter 
Scott.

・
稲
葉
昌
丸
訳
『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
教
訓
』
浩
々
洞
出
版
、
一
九
〇
四

年
。

・
鹿
野
治
助
訳
『
人
生
談
義
』
上
・
下
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
。

・
鹿
野
治
助
『
エ
ピ
ク
テ
ー
ト
ス
│
ス
ト
ア
哲
学
入
門
│
』
岩
波
書
店
、

一
九
七
七
年
。
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unim
peded, faithful, m

odest;

” (E
pict. p. 16.)

“In every circum
stance I w

ill m
aintain, she says, the 

governing part conform
able to nature.

” (E
pict. Bk.I Ch. 

X
V
. 

“WH
A
T
 PH
ILO
SO
PH
Y
 PRO

M
ISES.

” p. 49.)

（『
人

生
談
義
』
上
、p. 68.

）

指
導
能
力
（
支
配
能
力
、τὸ ηγεμονικόν

、 the governing 
part

、 the ruling faculty

）
と
は
、「
人
間
の
魂
の
「
指
導
能

力
」。
知
性
的
、
感
情
的
、
意
志
的
な
も
の
で
、「
良
心
」
の
意
味

で
も
あ
り
、
或
る
場
合
に
は
理
性
と
か
知
性
、
或
る
時
に
は
意
志

の
意
味
で
用
い
る
」
も
の
で
あ
り
、
自
己
自
身
の
知
性
、
感
情
、

意
志
を
指
導
し
支
配
す
る
能
力
を
さ
す
。

E
pict. B

k. II C
h. X

V
III. 

“HO
W
 W
E
 SH
O
U
LD
 

ST
RU
GGLE A

GA
IN
ST
 A
PPEA

RA
N
CES.

”

『
臘
扇
記
』
の
引
用
で
は
、
明
治
三
十
一
年
十
月
三
日
で
あ
る

（cf. 

『
全
集
』8- p. 354.

）。
ま
た
書
簡
に
お
い
て
、
少
な
く
と

も
四
人
の
友
人
に
そ
の
文
を
送
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
月
見
覚

了
・
清
川
円
誠
・
草
間
〔
関
根
〕
仁
応
・
稲
葉
昌
丸
宛
の
四
氏
で

あ
る
（cf.

『
全
集
』9- pp. 172~8.

）。

死
の
課
題
に
つ
い
て
、
次
の
文
も
『
臘
扇
記
』
か
ら
参
照
し
て

お
こ
う
。

①
（
明
治
三
十
一
年
十
一
月
十
一
日
）

“I depart to the place w
here no m

an w
ill hinder m

e 
from

 living, for that dw
elling place is open to all; &

 as 
to the last garm

ent, that is, the poor body, no one has 
any pow

er over m
e beyond this.

”

 

（E
pict. p. 75./

『
全
集
』8-p. 377.

）

「
私
は
、
住
む
の
に
誰
も
邪
魔
し
な
い
処
へ
去
ろ
う
。
と
い
う
の

は
、
そ
の
住
家
（
死
）
は
、
何
人
に
も
開
か
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

そ
う
し
て
最
後
の
下
着
、
す
な
わ
ち
肉
体
（
を
脱
ご
う
）、
こ
れ

以
上
は
誰
も
私
に
対
し
て
何
ら
力
を
持
っ
て
い
な
い
。」

 

（
鹿
野
治
助
訳
『
人
生
談
義
』
上
、p. 99.

）

②
（
明
治
三
十
一
年
十
一
月
十
二
日
）

“True philosophers m
ake it the w

hole business of their 
lifetim

e to learn to die. Phaedo, p. 57.

”

 

（『
全
集
』8-p. 378.

）

「
本
当
に
哲
学
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
限
り
の
人
々
は
、
た
だ
ひ

た
す
ら
に
死
ぬ
こ
と
、
そ
し
て
死
ん
だ
状
態
に
あ
る
こ
と
、
以
外

の
な
に
ご
と
を
も
実
践
し
な
い
〔
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
に
恐
ら
く

は
他
の
人
々
は
気
づ
い
て
い
な
い
の
だ
。〕」

 

（
岩
田
靖
夫
訳
『
パ
イ
ド
ン
』p. 29.

）

『
全
集
』7-pp. 291~2.

Epict. Bk.1 ch.3 p. 12. 

ジ
ョ
ー
ジ
・
ロ
ン
グ
の
「
神
」
に
つ

い
て
の
注
記
1

“Epictetus speaks of God ( ὁ θεός) and the gods. A
lso 

conform
ably to the practice of the people, he speaks of 

God under the nam
e of Zeus. T

he gods of the people 
w
ere m

any, but his God w
as perhaps one. 

‶Father of 
m
en and gods,

” says H
om
er of Zeus;

”（
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
は

神
（ὁ θεός

）
と
神
々
に
つ
い
て
話
を
す
る
。
ま
た
そ
こ
に
住
む

人
び
と
の
慣
習
に
従
っ
て
、
ゼ
ウ
ス
の
名
で
神
に
つ
い
て
語
る
。

そ
の
住
民
た
ち
に
と
っ
て
の
神
々
は
多
数
で
あ
っ
た
が
、
彼
に
と

っ
て
の
神
は
も
し
か
す
る
と
一
つ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

（

）
30

（

）
31

（

）
32

（

）
33

（

）
34

（

）
35

（

）
36

49

「
人
び
と
と
神
々
の
父
」
と
、
ホ
メ
ロ
ス
で
は
ゼ
ウ
ス
に
つ
い
て

い
う
。）

寺
川
俊
昭
「
願
生
の
人
・
清
沢
満
之
│
乗
托
妙
用
の
自
覚
か
ら

避
悪
就
善
の
意
欲
へ
│
」（『
親
鸞
教
学
』
六
三
、
一
九
九
四
年
）

な
ど
多
く
の
先
学
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
こ
の
文
が
『
精
神
界
』
へ
「
絶
対
他
力
の
大
道
」
と
題
し

多
田
鼎
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
た
際
に
は
「
避
悪
就
善
の
意
志
」
が

切
り
捨
て
ら
れ
て
い
る
。

「
本
位
本
分
の
自
覚
」『
真
の
人
』（
大
日
本
仏
教
婦
人
会
、
明

治
三
十
四
（
一
九
〇
一
）
年
四
月
十
八
日
発
行
）『
全
集
』6-p. 

342.『
人
生
談
義
』
上p. 223. cf. E

pict. p. 178.

『
人
生
談
義
』
上p. 226. cf. E

pict. p. 181.

（
明
治
三
十
一
年
十
一
月
十
三
日
『
臘
扇
記
』
引
用
文
該
当
箇

所
本
文
。）

“but exam
ine this only, w

herein they place their 
interest, w

hether in externals or in the w
ill. If in 

externals, do not nam
e them

 friends, no m
ore than 

nam
e them

 trustw
orthy or constant, or brave or free; 

do not nam
e them

 even m
en, if you have any judgm

ent. 
But if you hear that in truth these m

en think the good 
to be only there, w

here w
ill is, &

 w
here there is a right 

use of appearances, no longer trouble yourself w
hether 

they are father or son, or brothers, or have associated 
a long tim

e and are com
panions, but w

hen you have 
ascertained this only, confidently declare that they are 

friends as you declare that they are faithful, that they 
are just.

” 

（『
全
集
』8- p. 382. cf. E

pict. p. 180.

）

“but neither w
ill they be friends nor you, so long as 

you retain these bestial and cursed opinions.

”（E
pict. p. 

181.

）
の
文
を
参
考
に
し
た
。

“cut out these opinions, hate them
, drive them

 from
 

his soul.

” (E
pict. p. 181.)

の
文
を
参
考
に
し
た
。

〔
心
霊
の
諸
徳
〕『
全
集
』7-p. 307.

テ
キ
ス
ト
と
主
要
参
考
文
献

・
大
谷
大
学
編
『
清
沢
満
之
全
集
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
〜
三
年
。

・T
he D

iscourses of E
pictetus : w

ith the E
nchiridion and 

Fragm
ents. T

ranslated, w
ith notes, a life of Epictetus, and 

a view
 of his philosophy by George Long (1801-1879), 

London: George Bell and Sons, 1877.

・
清
沢
満
之
『
影
印
本
　
臘
扇
記
』
第
一
号
・
第
二
号

・T
he T

eaching of E
pictetus, B

eing the ‘E
nchiridion of 

E
pictetus’, w

ith Selections from
 the ‘D

issertations’ and 
‘Fragm

ents’. T
ranslated from

 the Greek, w
ith introduction. 

and notes, by T
. W
. Rolleston (1857-1920), London: W

alter 
Scott.

・
稲
葉
昌
丸
訳
『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
教
訓
』
浩
々
洞
出
版
、
一
九
〇
四

年
。

・
鹿
野
治
助
訳
『
人
生
談
義
』
上
・
下
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
。

・
鹿
野
治
助
『
エ
ピ
ク
テ
ー
ト
ス
│
ス
ト
ア
哲
学
入
門
│
』
岩
波
書
店
、

一
九
七
七
年
。
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・
今
村
仁
司
編
訳
『
現
代
語
訳
　
清
沢
満
之
語
録
』
岩
波
書
店
、
二
〇

〇
一
年
。

・
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
〔
編
集
・
校
注
〕『
臘
扇
記
　
注
釈
』

法
蔵
館
、
二
〇
〇
八
年
。

・
清
沢
満
之
著
、
安
冨
信
哉
編
、
山
本
伸
裕
校
注
『
清
沢
満
之
集
』
岩

波
書
店
、
二
〇
一
二
年
。

・
西
村
見
暁
『
清
澤
満
之
先
生
』
法
蔵
館
、
一
九
六
〇
年
。

・
寺
川
俊
昭
『
清
沢
満
之
論
』
文
栄
堂
、
一
九
七
三
年
。

・
安
冨
信
哉
『
清
沢
満
之
と
個
の
思
想
』
法
蔵
館
、
一
九
九
九
年
。

・
神
戸
和
麿
『
清
沢
満
之
の
生
と
死
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
〇
年
。

・
藤
田
正
勝
・
安
冨
信
哉
編
『
清
沢
満
之
　
そ
の
人
と
思
想
』
法
蔵
館
、

二
〇
〇
二
年
。

・
今
村
仁
司
『
清
沢
満
之
の
思
想
』
人
文
書
院
、
二
〇
〇
三
年
。

・
今
村
仁
司
『
清
沢
満
之
と
哲
学
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
。

・
箕
浦
恵
了
『
清
沢
満
之
と
宗
教
哲
学
│
近
代
日
本
の
学
問
形
成
史
小

景
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
三
年
。

・
鹿
野
治
助
「
エ
ピ
ク
テ
ー
ト
ス
の
哲
学
」『
京
都
工
芸
繊
維
大
学
工

芸
学
部
研
究
報
告
人
文
』
一
、
一
九
五
二
年
。

・W
. S. Y

okoyam
a. 

“Editing Epictetus K
iyozaw

a M
anshi’s 

Rōsenki and Long’s D
iscourses of Epictetus.

”『
花
園
大
学

文
学
部
研
究
紀
要
』
一
九
九
八
年
。

・
奥
　
貞
二
「
エ
ピ
ク
テ
ー
ト
ス
の
哲
学
」『
紀
要
』
40
、
二
〇
〇
七

年
。

・
加
来
雄
之
「
臘
扇
記
と
い
う
い
と
な
み
」『
臘
扇
記
　
注
釈
』
法
蔵

館
、
二
〇
〇
八
年
。

51

　
国
際
真
宗
学
会
の
第
十
七
回
大
会
は
、
二
〇
一
五
年
八
月
七
日

か
ら
九
日
に
か
け
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州

バ
ー
ク
レ
ー
市
の
浄
土
真
宗
セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
世

界
各
地
か
ら
、
一
〇
〇
人
を
超
え
る
研
究
者
、
僧
侶
、
そ
し
て
門

徒
が
集
い
、
そ
の
内
の
四
〇
名
が
「
浄
土
教
に
お
け
る
主
体
性
」

と
い
う
大
会
テ
ー
マ
の
も
と
で
各
自
の
研
究
課
題
に
即
し
た
発
表

を
行
い
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
活
発
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
。
大
会

に
先
立
っ
て
、
八
月
六
日
に
は
、『
大
無
量
寿
経
』
に
つ
い
て
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
開
催
さ
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
晩
、
発
表
の
セ
ッ

シ
ョ
ン
の
終
了
後
に
は
、
会
場
に
て
懇
談
会
が
開
催
さ
れ
、
参
加

者
の
親
睦
を
深
め
る
機
会
が
多
く
設
け
ら
れ
た
。
本
学
の
真
宗
学

科
か
ら
は
、
筆
者
に
加
え
、
加
来
雄
之
教
授
、
井
上
尚
実
准
教
授

（
現
：
教
授
）、
西
本
祐
攝
講
師
が
参
加
し
、
発
表
し
た
と
と
も
に
、

海
外
で
活
躍
し
て
い
る
研
究
者
と
交
流
を
し
た
。

　
本
報
告
に
お
い
て
、
国
際
真
宗
学
会
の
活
動
に
つ
い
て
簡
単
に

紹
介
し
た
上
で
、
本
学
か
ら
の
参
加
者
の
パ
ネ
ル
概
要
に
加
え
、

注
目
す
べ
き
発
表
を
抽
出
し
て
、
そ
の
内
容
と
そ
れ
に
つ
い
て
の

所
感
を
述
べ
て
い
き
た
い
。
最
後
に
、
国
際
真
宗
学
会
の
諸
発
表

か
ら
見
ら
れ
る
英
文
真
宗
研
究
の
動
向
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

国
際
真
宗
学
会
に
つ
い
て

　
国
際
真
宗
学
会
は
、
一
九
八
二
年
に
京
都
で
設
立
さ
れ
た
。
東

西
両
本
願
寺
の
教
学
研
究
機
関
に
携
わ
る
学
者
を
中
心
に
、
海
外

で
活
躍
す
る
真
宗
研
究
者
が
加
わ
り
、
研
究
交
流
と
研
究
成
果
発

表
の
場
を
提
供
す
る
た
め
に
発
足
し
た
。
当
時
の
会
員
総
数
は
、

一
九
〇
名
で
、
日
本
国
外
か
ら
は
、
三
〇
名
ほ
ど
の
研
究
者
と
真

宗
の
僧
侶
が
会
員
と
な
っ
て
い
た
。
発
足
当
時
に
は
、
本
学
の
坂

東
性
純
先
生
が
理
事
を
務
め
て
い
た
。

国
際
真
宗
学
会
参
加
報
告

マ
イ
ケ
ル
・
コ
ン
ウ
ェ
イ


