
「道
理
心
」
と

「宗
教
心
」

田 

村 

晃 

徳

-

『宗
教
哲
学
骸
骨
』
の
第
一
章
は
「宗
教
と
学
問
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
道
理
心
と
宗
教
心
が
重
要
な
思
想
的
用
語
と
し
て 

対
比
さ
れ
つ
つ
論
じ
ら
れ
る
の
だ
が
、
道
理
心
と
い
う
用
語
を
現
在
聞
く
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
「道
理
心
」
と
は
は
拐0

1
1

の
訳
語
、
 

つ
ま
り
理
性
と
同
義
の
言
葉
な
の
で
あ
る
。
現
代
で
は
理
性
の
み
が
訳
語
と
し
て
定
着
し
て
い
る
が
、
『哲
学
字
彙
』
を
参
照
す
れ
ば
わ 

か
る
よ
う
に
、
明
治
時
代
で
は
な
倉
。!!

の
訳
語
と
し
て
は
道
理
心
と
理
性
が
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
だ
。
で
は
清
沢
は
理
性
と
い 

う
訳
語
を
知
ら
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
用
い
な
か
っ
た
の
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
真
宗
大
学
寮
に
お
け
る
「哲
学
史
」
の
講
義 

の
た
め
の
ノ
ー
ト
に
は
「
理
性
」
に

「
リ
ー
ゾ
ン
」
と
ル
ビ
を
振
っ
た
箇
所
が
見
え
る
。
こ
れ
は
明
治
ニ
ー
、
二
年
頃
の
記
述
と
推
測
さ

②

れ
る
の
で
、
早
い
時
期
か
ら
「
リ
ー
ゾ
ン
」
の
訳
語
と
し
て
「
理
性
」
が
あ
る
こ
と
は
認
識
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
 

で
は
そ
の
よ
う
な
認
識
は
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何

故

「道
理
心
」
と
い
う
語
で
記
し
た
の
か
、
こ
の
よ
う
な
問
い
が
提
起
さ
れ 

る
だ
ろ
う
。
そ
の
問
い
に
つ
い
て
は
、
『宗
教
哲
学
骸
骨
』
の
論
旨
の
展
開
を
確
認
す
れ
ば
、

一
つ
の
解
が
推
察
さ
れ
る
。
す
ぐ
後
に
確 

認
し
て
い
く
よ
う
に
、
第
一
章
で
は
道
理
心
と
宗
教
心
の
関
係
の
追
究
が
重
要
な
論
点
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
用
語
と
し
て
は
宗
教
心
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と
対
応
さ
せ
る
た
め
に
、
・
つ
ま
り
人
間
の
持
つ
二
つ
の
能
力
と
し
て
の
「心
」
と
い
う
関
係
を
明
確
に
す
る
た
め
に
道
理
心
を
用
い
た
、
 

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま

た

『宗
教
哲
学
骸
骨
』
執
筆
当
時
に
お
い
て
、
他
の
哲
学
者
に
も
「道
理
心
」
の
使
用
例
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
 

当
時
は
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
当
然
想
起
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

先
述
し
た
よ
う
に
「道
理
心
」
は

「宗
教
心
」
と
の
対
比
に
お
い
て
、
『宗
教
哲
学
骸
骨
』
第
一
章
で
は
語
ら
れ
て
い
る
。
宗
教
心
と 

は
、
人
間
に
内
在
す
る
心
の
一
つ
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
他
の
心
と
は
離
れ
て
別
に
存
在
す
る
「
一
種
独
立
」
し
た
も
の
で 

は
な
い
。
し
か
し
他
の
「心
用
」、

つ
ま
り
心
の
は
た
ら
き
と
は
決
定
的
に
質
を
異
に
す
る
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
心
の
向
か
う
先
で
あ 

る
。
そ

れ

を

「対
境
」
と
清
沢
は
記
す
。
『宗
教
哲
学
骸
骨
』

の
英
訳
で
あ
る̂

不
〇8

！1

〇

 
丁

？"
571

0
5
0
1
0
^

2

刃
^

1
0
3

 
(

以
下 

『英
訳
」
と
略
記)

で
は01

1

〇'X

と
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に'

「対
境
」
と
は
心
の
向
か
う
べ
き
対
象
で
あ
る
。
そ
し
て 

宗
教
心
の
「対
境
」
、
そ
れ
は
「無
限
」
に
他
な
ら
な
い
。

宗
教
心
に
は
其
発
達
に
種
々
の
差
等
あ
り
て
一
準
な
ら
ず
と
雖
ど
も
他
の
心
用
と
別
な
る
所
以
は
其
宗
教
心
た
る
本
性
に
於
て
皆
同 

一
な
る
に
あ
り
即
ち
他
の
心
性
作
用
は
大
抵
皆
有
限
の
境
遇
に
対
向
す
と
雖
ど
も
宗
教
心
は
之
に
異
り
て
無
限
の
境
遇
に
対
向
す

④

る
な
り

『宗
教
哲
学
骸
骨
』
執
筆
時
に
お
い
て
清
沢
は'

「無
限
」
に
い
く
つ
も
の
例
を
あ
げ
て
い
る
。
清
沢
自
身
に
よ
る
「宗
教
哲
学
骸
骨
自 

筆
書
入
」
に

は

「無
限
は
神
仏
真
如 

有
限
は
吾
人
自
心
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
清
沢
の
宗
教
の
定
義
で
あ
る
「宗
教
は
有
限
無
限

⑤

の
調
和(

対
合
、

コ
ル
レ
ス
ポ
ン
デ
ン
ス)

也
」
の
内
容
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
『宗
教
哲
学
骸
骨
』
読
解
に
お
い
て
重
要
視
点
の 

ひ
と
つ
だ
ろ
う
。
だ
が
、
無
限
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
否
、
正
確
に
言
え
ば
、
清

沢

は

「無
限
」
の
内
容
を
開
示
し
て
述
べ
て
い
る
の 

だ
。

本
質
、
実
際
、
無
碍
、
絶
待
、
理
想
、
不
可
知
的
、
無
覚
、
太
極
、
真
如
、
天
、
神
、
理
、

一
、
妙
法
、
真
理
、
本
体
、
仏
性
、
法 

性
、
如
来
、
不
可
思
議
、
阿
弥
陀
。
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之
を
無
限
と
云
ひ
、
真
如
と
云
ひ
、
神
、
仏
、
等
と
云
ふ
。

宗
教
心
と
は
右
に
挙
げ
ら
れ
る
「無
限
」
の
諸
相
に
向
け
ら
れ
る
。

一
瞥
し
て
分
か
る
よ
う
に
、
右

の

「無
限
」
は
神
、
仏
、
真
理
、
な 

ど
あ
ら
ゆ
る
形
而
上
的
概
念
を
包
摂
で
き
る
幅
を
持
つ
定
義
と
な
っ
て
い
る
。
『宗
教
哲
学
骸
骨
』
第
一
章
で
は
世
界
に
異
な
る
宗
教
が 

存
在
す
る
理
由
と
し
て
清
沢
は
「宗
教
心
発
達
の
差
等
」
を
あ
げ
て
い
た
。
こ
の
点
を
想
起
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
「宗
教
心
」
が
向
か
う 

対
象
の
相
異
に
よ
っ
て
、
宗
教
の
諸
相
、
つ
ま
り
は
信
仰
の
諸
相
が
顕
現
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ

に
『宗
教
哲
学
骸
骨
』
の 

性
格
、
つ
ま
り
宗
教
全
般
を
論
じ
る
と
い
う
性
格
が
実
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「無
限
」

へ
向
か
う
と
い
う
、
 

そ
の
点
に
お
い
て
、
宗
教
心
は
他
の
「心
用
」
と
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し

か

し

「無
限
」
に

「対
向
」
す
る
の
は
「宗
教
心
」
だ
け
で
は
な
い
。
哲
学
の
学
徒
で
あ
っ
た
満
之
は
、
思
想
史
に
お
い
て
「無 

限
」
に
向
か
う
も
う
一
つ
の
心
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
そ
れ
こ
そ
が
哲
学
の
根
底
で
あ
る
理
性
、
つ
ま
り
「道
理
心
」
に
他
な
ら 

な
い
。
よ
り
厳
密
に
言
え
ば
、
「道
理
心
」
は
哲
学
に
お
い
て
は
た
ら
く
場
合
に
限
り
、
人
間
の
思
考
は
「無
限
」

へ
と
向
か
う
こ
と
が 

で
き
る
。

無
限
に
対
向
す
る
も
の
は
宗
教
心
の
み
に
限
ら
ず
道
理
心
も
亦
無
限
に
関
係
し
得
る
に
非
ず
や 

日
く
然
り 

道
理
心
も
無
限
に
関 

係
な
き
に
あ
ら
ず
然
れ
ど
も
道
理
心
は
無
限
に
の
み
関
係
す
る
に
あ
ら
ず
有
限
に
も
関
係
す
る
な
り
彼
の
諸
多
の
学
問
は
皆
道 

理
心
が
関
係
す
る
区
域
を
表
す
る
も
の
と
謂
ふ
て
可
な
り
而
し
て
其
中
に
於
て
唯
て
哲
学
は
道
理
心
の
無
限
に
関
係
す
る
区
域
を

⑧

表
す
る
な
り

人
間
の
通
常
の
思
索
は
「道
理
心
」
に
基
づ
き
つ
つ
、
有
限
の
対
象
へ
と
向
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
人
間
が
有
限
的
存
在
で
あ
る
こ
と
が
大 

き
い
だ
ろ
う
。
有
限
と
は
、
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
が
限
定
さ
れ
た
時
空
間
で
生
存
し
て
い
る
以
上
、
思
索
、
そ
し
て
学 

問
が
有
限
的
世
界
の
解
明
へ
と
向
か
う
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
の
内
な
る
要
求
は
、
有
限
だ
け
で
は
な
く
無
限
へ
と
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
古
来
よ
り
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有
限
と
無
限
と
の
関
係
を
論
じ
る
よ
う
な
人
間
の
思
索
は
「道
理
心
」
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
学
と
し
て
の
結
実
が
哲
学
な
の
で 

あ
っ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
こ
そ
哲
学
と
宗
教
、
換
言
す
れ
ば
「道
理
心
」
と

「宗
教
心
」
は
共
通
の
指
向
性
を
有
す
る
心
な
の
だ
。
 

で
は
二
つ
の
心
は
、
同
一
な
の
か
。
そ
の
問
い
が
必
然
的
に
生
じ
る
。
同
一
で
あ
れ
ば
、
哲
学
と
宗
教
の
区
別
は
無
意
味
と
な
る
。
つ
ま 

り
、
宗
教
と
哲
学
の
差
異
へ
の
問
い
で
あ
る
。
そ
の
問
い
に
清
沢
は
ど
う
答
え
る
の
か
。
『宗
教
哲
学
骸
骨
』
で
は
次
の
有
名
な
言
葉
が 

そ
の
区
別
を
示
し
て
い
る
。

然
る
に
道
理
心
が
無
限
に
関
係
す
る
と
宗
教
心
が
無
限
に
関
係
す
る
と
は
大
に
異
な
り
道
理
心
の
関
係
す
る
は
之
を
追
究
す
る
に
あ

⑨
 

り
宗
教
心
の
関
係
す
る
は
之
を
受
用
す
る
に
あ
り

「追
究
」
そ
し
て

「受
用
」
と
は
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
原
文
か
ら
は
明
瞭
で
は
な
い
。
だ

が

『英
訳
』
を
参
照
す
る
と
理
解
は
深
ま
る
。
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今
あ
げ
た
文
章
か
ら
「道
理
心
」
と

「宗
教
心
」
の
差
異
は
明
ら
か
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
如
何
に
無
限
に
関
係
す
る
の
か
、
と 

い
う
点
で
あ
る
。
『宗
教
哲
学
骸
骨
』
本
文
で
は
道
理
心
が
無
限
を
「追
究
」
す
る
の
に
対
し
て
、
宗
教
心
は
「受
用
」
す
る
と
さ
れ
る
。
 

英
文
を
参
照
す
る
と
分
か
る
よ
う
に
「追
究
」
と
は
ぎ
は
件
^-
亠
不
「受
用
」
は̂

一
〇,
く
の
と
さ
れ
て
い
た
。

つ
ま
り
「追
究
」
と
は
探
究
、
 

調
査
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
「受
用
」
と
は
信
じ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
「道
理
心
」
は̂

6

5-̂

ー
ー
も
ヨ
巴̂

。
巳̂

〇

「
不3

5
0
1
1

と
さ 

れ
、
「宗
教
心
」
は

! :
す
ぶ̂

〇-1
1
二
3
0
1
1
1

ミ

〇

二
巴̂

と
訳
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
と
き
、
両
者
の
差
は
よ
り
明
確
と
な
る
だ
ろ
う
。
 

「道
理
心
」
と
は1

1
1
3
1
1

芸2

巴
皆
。
巳
ミ
”

「知
的
能
力
」
、

つ
ま
り
人
間
の
知
に
基
づ
く
は
た
ら
き
な
の
で
あ
る
。
 

今
少
し
く
之
を
弁
明
せ
ば
道
理
心
は
無
限
の
真
否
を
疑
ひ
て
之
を
研
究
し
之
を
討
尋
し
て
終
に
之
を
窮
尽
せ
ん
と
す 

故
に
若
し 

明
々
確
々
之
を
獲
得
す
れ
ば
哲
学
の
無
限
に
関
係
す
る
事
業
は
終
結
す
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然
る
に
宗
教
心
は
第
一
着
歩
に
無
限
の
実
存
を
確
信
し
之
に
対
向
し
て
以
て
其
感
化
を
受
け
ん
と
す
る
な
り 

故
に
之
を
通
言
す
れ 

ば
哲
学
の
終
る
所
に
宗
教
の
事
業
始
ま
る
と
謂
ふ
べ
し

知
的
能
力
の
本
質
が
「追
究
」
に
あ
る
と
い
う
指
摘
は
、
重
要
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
こ

の

「追
究
」
と
い
う
本
質
こ
そ
が
、
「道 

理
心
」
の
特
性
で
あ
る
と
同
時
に
、
後
に
み
る
よ
う
に
実
は
「道
理
心
」
の
問
題
点
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
宗
教
と
の
連
接
点
と
な
る
か 

ら
で
あ
る
。
「道
理
心
」
が

「疑
ひ
」
を
、
そ
の
は
た
ら
き
と
す
る
こ
と
は
、
重
ね
て
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
思
想
史
に
目
を 

向
け
る
と
き
、
我
々
は
、
如
何
に
疑
い
に
疑
い
を
重
ね
て
も
、
疑
い
得
な
い
も
の
と
し
て
「
我
」
を
位
置
づ
け
た
デ
カ
ル
ト
の
思
索
を
想 

起
で
き
よ
う
。
「疑
ひ
」
と
は
問
い
を
発
す
る
こ
と
で
あ
り
、
「研
究
」
と
は
問
い
続
け
る
こ
と
だ
と
説
明
で
き
る
。
「道
理
心
」
は
問
い 

続
け
る
こ
と
に
よ
り
「無
限
」
、

つ
ま
り
先
の
清
沢
の
定
義
で
い
え
ば
「真
理
」
に
到
達
す
る
。
よ
り
厳
密
に
言
え
ば' 

道
理
を
突
き
詰 

め
て
追
究
し
て
い
け
ば
、
人
間
は
真
理
に
到
達
で
き
る
は
ず
だ
、
と
い
う
人
間
の
認
識
能
力
へ
の
自
信
が
「道
理
心
」
を
根
底
と
す
る
近 

代
的
思
考
の
特
質
な
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
宗
教
は
「無
限
の
実
存
を
確
信
」
す
る
こ
と
が
「第
一
着
歩
」
と
な
る
。
そ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
宗
教
は
哲
学
の
終
点 

か
ら
始
発
す
る
こ
と
と
な
る
。
「哲
学
の
終
る
所
に
宗
教
の
事
業
始
ま
る
」
と
は
そ
の
意
味
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
ま
で
の
清
沢
の
記
述 

は
若
干
説
明
不
足
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
哲
学
と
宗
教
に
お
け
る
連
続
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
先
の
引
文
で
も
「道
理
心
」
で
は 

「無
限
」
を

「獲
得
」
す
る
の
に
対
し
て
、
「宗
教
心
」
は

「無
限
」
を

「確
信
」
す
る
と
さ
れ
て
い
た
。
哲
学
に
よ
り
獲
得
さ
れ
た 

「無
限
」
と
は
、
認
識
さ
れ
た
「無
限
」
、

つ
ま
り
理
性
に
よ
り
知
ら
れ
た
「無
限
」
で
あ
る
。
仮
に
人
間
の
「道
理
心
」
が

「無
限
」
 

を

「知
る
」
こ
と
が
出
来
た
と
き
、
そ

れ

は

「確
信
」
と
い
う
信
の
領
域
に
無
媒
介
に
連
続
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
 

「道
理
心
」
が

「宗
教
心
」

へ
と
変
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
哲
学
と
宗
教
の
両
者
は
同
一
線
上
に
並
ぶ
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
 

こ
れ
は
古
典
的
な
表
現
で
言
え
ば
、
信
と
知
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
両
者
の
相
互
関
係
を
如
何
に
捉
え
る
の
か
、
こ

れ

が

『宗
教
哲
学
骸 

骨
』
の
論
占
ハ
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
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信
と
知
の
問
題
に
入
る
前
に
、
付
言
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
清

沢

は

「哲
学
の
終
る
所
に
宗
教
の
事
業
始
ま
る
」
と
い
う
考
え 

を
提
出
す
る
。
こ
れ
は
言
葉
を
加
え
れ
ば
、
哲
学
の
究
極
点
と
し
て
「無
限
」"

真

理

の

「獲
得
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
よ
う 

な
ア
イ
デ
ィ
ア
を
清
沢
は
ど
こ
か
ら
得
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
ヒ
ン
ト
と
な
る
文
章
が
あ
る
。
そ
れ
は
ス
ペ
ン
サ
ー
の
学
説
で 

あ
っ
た
。

爾
レ
ト
モ
何
レ
ノ
哲
学
モ
其
究
達
ス
ル
処
ハ
ー
種
ノ
信
仰
テ
ア
ル
、
即
チ
ー
種
ノ
宗
教
デ
ア
ル
、
哲
学
ノ
究
極
ハ
宗
教
也
、
其
点
力 

ラ
ミ
レ
ハ
、
種
々
ノ
哲
学
ハ
ー
宗
教
二
達
ス
ル
ノ
分
レ
路
、

一
中
心
ニ
達
ス
ル
車
ノ
矢
ノ
ヤ
ウ
ナ
モ
ノ
也
ト
云
フ
、
ス
ペ
ン
サ
ー
ノ 

説
也
、

こ
れ
は
真
宗
大
学
寮
に
お
け
る
宗
教
哲
学
の
講
義
で
あ
る
。
こ
の
講
義
は
明
治
二
四
年
に
行
わ
れ
た
の
で
、
『宗
教
哲
学
骸
骨
』
出
版
の 

直
前
と
な
る
。
ス
ペ
ン
サ
ー
の
ど
の
著
作
に
あ
た
る
の
か
は
未
確
認
で
あ
る
が
、
「哲
学
ノ
究
極
ハ
宗
教
也
、
其
点
カ
ラ
ミ
レ
ハ
、
種
 々

ノ
哲
学
ハ
ー
宗
教
二
達
ス
ル
ノ
分
レ
路
」
と
す
る
内
容
は
、
清
沢
の
理
解
と
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
だ
ろ
う
。
『宗
教
哲
学
骸
骨
』
に
は 

「進
化
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
の
で
、
進
化
論
に
つ
い
て
ス
ペ
ン
サ
ー
の
説
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
清
沢
が 

最
新
の
学
説
を
も
と
に
自
分
の
思
索
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
宗
教
と
哲
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
説 

を
一
つ
の
参
考
と
し
た
面
が
あ
っ
た
こ
と
も
十
分
推
察
で
き
る
だ
ろ
う
。

--

「不
合
理
な
る
が
故
に' 

わ
れ
信
ず
」

〇
お
亠
〇
电
式̂

目&

ー
ー
!
!
!
)

と
は
テ
ル
ト
ウ
リ
ア
ヌ
ス
の
言
葉
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の 

有
名
な
言
葉
に
は
信
と
知
の
関
係
に
つ
い
て
の
、

一
つ
の
典
型
的
例
が
示
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
宗
教
的
領
域
に
知
は
触
れ 

る
こ
と
が
で
き
な
い
、
つ
ま
り
人
間
の
理
性
に
お
い
て
宗
教
的
真
理
は
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
意
味
で
人
間 

の
知
に
よ
り
宗
教
の
本
質
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
宗
教
哲
学
に
は
、
信
と
知
の
関
係
の
考
察
は
不
可
避
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
問
題
の
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捉
え
方
如
何
が
、
そ
の
思
索
者
の
哲
学
思
想
体
系
を
規
定
す
る
こ
と
と
な
る
の
だ
。

で
は
清
沢
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
。
清
沢
に
お
け
る
信
と
知
の
関
係
は
『宗
教
哲
学
骸
骨
』
に
お
い
て
有
名
な
箇
所
で
あ
り
、
 

評
価
さ
れ
て
き
た
箇
所
で
あ
る
。
次
に
そ
の
考
察
を
始
め
る
が
、
そ
れ
は
清
沢
の
「道
理
心
」
評
価
を
め
ぐ
っ
て
の
議
論
に
つ
い
て
主
に 

す
す
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

「道
理
と
信
仰
」
と
題
さ
れ
た
節
は
、
次
の
言
葉
か
ら
始
ま
る
。

⑬
 

果
し
て
然
ら
ば
真
の
宗
教
内
に
は
全
く
道
理
を
許
さ
ざ
る
や 

こ
れ
は
先
程
の
テ
ル
ト
ウ
リ
ア
ヌ
ス
の
言
葉
か
ら
す
れ
ば
、
両
者
は
相
容
れ
な
い
関
係
と
し
て
あ
る
。
「真
の
」
宗
教
は
道
理
を
受
け
付 

け
な
い
の
か
、
と
い
う
問
い
の
背
後
に
は
、
清
沢
に
お
け
る
常
識
的
観
念
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
通
常
の
宗 

教
は
道
理
を
受
け
付
け
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
「真
の
」
宗
教
に
お
い
て
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
の
構
造
に
な
っ
て
い 

る
こ
と
に
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

そ
れ
に
対
し
清
沢
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
た
。

夫
れ
然
り
豈
に
夫
れ
然
ら
ん
や
宗
教
の
宗
教
た
る
所
以
の
本
性
に
於
て
は
信
仰
を
根
本
と
為
す
と
雖
ど
も
若
し
夫
れ
宗
教
内
の
事 

⑭
 

に
疑
あ
る
に
当
り
て
は
豈
に
道
理
の
研
究
を
拒
ま
ん
や 

宗
教
が
宗
教
た
る
所
以
は
、
も
ち
ろ
ん
信
仰
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
宗
教
内
に
お
い
て
理
性
と
衝
突
が
あ
る
場
合
、
右
で
言
わ
れ
る 

「疑
」
が
起
こ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
教
義
に
つ
い
て
の
疑
問
が
主
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
一
宗
教
内
に
お
い
て
に
と
ど
ま
ら
ず
、
明 

治
の
歴
史
を
一
瞥
す
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
対
外
的
衝
突
、
つ
ま
り
宗
教
的
世
界
観
と
現
実
世
界
の
秩
序
の
間
に
衝
突
も
起
こ
り
う
る
。
 

そ
し
て
清
沢
の
言
葉
は
、
信
仰
に
対
す
る
道
理
の
優
位
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
続
け
ら
れ
る
。

是
に
於
て
注
意
す
べ
き
は
宗
教
は
信
仰
を
要
す
と
雖
ど
も
決
し
て
道
理
に
違
背
し
た
る
信
仰
を
要
す
と
言
ふ
に
あ
ら
ず
若
し
道
理 

と
信
仰
と
違
背
す
る
こ
と
あ
ら
ば
寧
ろ
信
仰
を
棄
て
、
道
理
を
取
る
べ
き
な
り 

何
と
な
れ
ば
真
の
道
理
と
真
の
信
仰
と
は
到
底
ー

32



致
に
帰
す
べ
き
も
の
な
れ
ど
も
道
理
は
之
を
正
す
に
方
あ
り
信
仰
は
之
を
改
む
る
に
軌
な
け
れ
ば
な
り 

『宗
教
哲
学
骸
骨
』
の
評
価
点
と
し
て
、
常
に
指
摘
さ
れ
る
の
が
清
沢
の
近
代
的
側
面' 

た
と
え
ば
道
理
、
理
性
の
重
視
で
あ
る
。
そ
れ 

は
清
沢
の
「
し
な
や
か
な
思
想
」(

藤
田
正
勝)

を
確
か
に
よ
く
示
す
も
の
で
あ
り
、
他
の
仏
教
思
想
家
に
は
見
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
吉 

田
久
一
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
明
治
二
十
年
代
の
仏
教
は
「仏
教
が
科
学
や
哲
学
と
撞
着
し
な
い
と
論
じ
つ
つ
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理 

を
非
科
学
的
」
と
し
て
非
難
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
「信
仰
の
問
題
と
は
関
係
な
い
、
表
面
的
な
科
学
と
宗
教
の
関
係
」
を
論
じ
て 

い
た
の
に
過
ぎ
な
い
。
清
沢
の
場
合
は
『宗
教
哲
学
骸
骨
』
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
批
判
が
見
え
な
い
こ
と
に
も
分
か
る
よ
う
に
、
他
宗 

教
の
批
判
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
点
で
も
注
意
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
幾
度
も
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
理
性
が
近
代 

の
特
徴
で
あ
る
以
上
、
先

の

『宗
教
哲
学
骸
骨
』
の
記
述
は
論
旨
の
近
代
的
性
格
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
特

に

「若
し
道
理
と
信
仰
と
違 

背
す
る
こ
と
あ
ら
ば
寧
ろ
信
仰
を
棄
て
、
道
理
を
取
る
べ
き
」
と
の
言
葉
か
ら
も
、
ど
れ
ほ
ど
強
い
信
頼
を
道
理
に
与
え
て
い
た
の
か
が 

わ
か
る
。
そ
れ
で
は' 

道
理
と
信
仰
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
帰
着
す
る
の
か
。
「真
の
道
理
と
真
の
信
仰
と
は
到
底
一
致
に
帰
す
べ
き
も 

の
」
と
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
主
旨
は
次
の
言
葉
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。

道
理
と
信
仰
と
は
互
に
相
依
り
相
助
く
べ
き
も
の
に
し
て
決
し
て
相
害
し
相
容
れ
ざ
る
も
の
に
非
ざ
る
な
り
相
害
し
相
容
れ
ざ
る 

は
彼
の
信
仰
と
此
の
信
仰
と
の
間
に
存
す
る
の
み 

故
に
道
理
に
矛
盾
背
反
な
く
総
て
の
衝
突
争
闘
は
信
仰
と
信
仰
と
の
間
に
存
す 

る
も
の
な
り
と
謂
ふ
を
得
べ
し 

此
点
に
於
て
は
信
仰
は
道
理
に
よ
り
て
矯
正
せ
ら
る
べ
き
も
の
た
り 

故
に
道
理
は
宗
教
内
に
於 

て
甚
だ
須
要
の
も
の
た
る
な
り

道
理
と
信
仰
と
は
、
相
互
扶
助
の
関
係
に
あ
り
、
決

し

て

「相
害
」
す
る
も
の
で
は
な
い
。
全
て
の
衝
突
が
「信
仰
と
信
仰
」
の
間
に
あ 

る
、
と
い
う
指
摘
か
ら
は
、
ま
さ
に
現
代
の
状
況
を
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
。
信
仰
の
名
に
お
い
て
、
衝
突
が
起
こ
り
、
戦
争
が
起
こ
る
現 

代
に
お
い
て
は
「衝
突
争
闘
」
の
調
停
に
道
理
、
つ
ま
り
人
間
の
理
性
に
頼
る
面
が
大
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
 

で
は
道
理
心
、
理
性
は
万
能
な
の
か
。
換
言
す
れ
ば
人
間
は
理
性
を
信
頼
し
、
そ
の
導
く
と
こ
ろ
に
従
事
す
れ
ば
い
い
の
か
。
決
し
て
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そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
道
理
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
求
め
る
「道
理
心
」
に
は
そ
の
性
質
上
、
根
本
的
問
題
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
た
。
 

清
沢
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

然
れ
ど
も
道
理
は
其
性
質
不
完
全
を
免
れ
ざ
る
も
の
な
る
が
故
に
人
若
し
単
に
道
理
の
一
方
に
固
着
す
れ
ば
或
は
終
に
宗
教
の
位
置 

⑱

に
達
す
る
能
は
ざ
る
や
も
保
し
難
し
是
れ
真
理
探
究
者
の
常
に
省
察
す
べ
き
所
の
一
点
な
り 

道
理
と
は
「其
の
性
質
不
完
全
」
で
あ
る
。
な
に
よ
り
も
、
こ
の
言
葉
に
注
目
し
た
い
。
清
沢
は
今
ま
で
の
『宗
教
哲
学
骸
骨
』
に
お
け 

る
文
章
で
は
、
強
い
信
頼
を
道
理
、
つ
ま
り
理
性
に
与
え
て
き
た
。
そ
れ
は
今
ま
で
確
認
し
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
だ
が
、
清
沢
は
理 

性

が

「性
質
不
完
全
」
で
あ
る
こ
と
も
同
時
に
認
知
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
不
完
全
性
に
気
付
か
な
け
れ
ば
、
人

は

「宗
教
の
位
置 

に
達
」
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
で

は

「真
理
探
究
者
の
常
に
省
察
す
べ
き
」
点
で
あ
る
と
ま
で
強
調
さ
れ
る
、
そ

の

「
不 

完
全
」
な

「性
質
」
と
は
如
何
な
る
も
の
か
。

蓋
し
道
理
な
る
も
の
は
事
物
に
当
り
て
常
に
其
の
理
由
を
求
め
て
止
ま
ざ
る
も
の
な
り
故
に
甲
を
認
む
る
に
当
り
て
は
其
理
由
と 

す
る
乙
を
求
め
乙
を
得
る
に
及
で
は
又
其
理
由
丙
を
求
め
丙
を
得
て
は
丁
を
求
め
丁
を
得
て
は
戊
己
を
求
む
る
等
愈
得
れ
ば
愈
進
み 

到
底
休
止
す
る
所
な
き
が
道
理
の
原
性
な
り

言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
す
ぐ
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
事
物
の
本
性
を
知
ろ
う
と
す
る
。
そ
の
と
き
現
象
の
一
根
拠
を
見 

出
せ
ば
、
さ
ら
に
そ
の
根
拠
の
根
拠
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
は
永
遠
に
止
ま
ら
な
い
探
究
で
あ
る
。
こ
こ
で
「道
理
心
」
の
定
義
が
「無 

限
」

へ
の
「追
究
」
に
あ
っ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
道
理
の
性
質
と
は
、
い
わ
ば
「
果
て
し
な
き
追
究
」
で
あ 

る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
は
、
真
理
の
探
究
に
と
っ
て
致
命
的
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
真
理
だ
と
思
え
る
事
実
に
出
会
っ
た
と
し
て
も
、
 

理
性
は
止
ま
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
落
着
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
理
性
が
真
理
に
到
達
し
、
そ 

れ
を
受
容
す
る
途
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
理
性
的
認
識
に
一
つ
の
質
的
転
換
が
迫
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
が
真
理
で
あ
る
と 

「知
る
」
の
で
は
な
い
。
こ
れ
が
真
理
で
あ
る
と
「信
じ
る
」
と
い
う
転
換
で
あ
る
。
そ
れ
は
知
か
ら
信
へ
の
移
相
だ
と
言
え
よ
う
。
こ
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こ
に
お
い
て
、
理
性
は
信
仰
の
領
域
へ
と
入
る
こ
と
と
な
る
。

故
に
若
し
道
理
に
し
て
休
止
立
脚
の
点
を
得
ん
と
欲
せ
ば
其
点
は
当
に
一
信
仰
た
る
べ
き
ゃ
必
せ
り
故
に
道
理
は
到
底
信
仰
に
依
ら 

ざ
る
能
は
ざ
る
な
り
但
夥
多
の
信
仰
あ
る
に
際
し
て
其
間
に
彼
此
相
契
合
す
る
も
の
と
相
矛
盾
す
る
も
の
と
を
甄
別
し
て
信
仰
の 

整
調
を
得
し
む
る
は
即
ち
正
に
道
理
の
本
領
た
る
な
り 

是
れ
只
だ
宗
教
上
の
信
仰
に
関
し
て
の
み
に
あ
ら
ず
一
切
の
信
仰
に
関
し 

て
然
る
な
り

道

理

が

「休
止
立
脚
」
の
点
を
求
め
る
こ
と
は
、
「追
究
」
と
い
う
道
理
の
本
性
か
ら
外
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
先
に
質
的
転
換
と
述
べ 

た
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
道
理
に
は
一
つ
の
新
し
い
性
質
が
付
帯
す
る
。
そ
れ
が
道
理
は
「信
仰
に
依
」
る
と
い
う
も
の
だ
。
道
理
は 

有
限' 

無
限
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
事
象
を
認
識
し
よ
う
と
試
み
る
。
「試
み
る
」
と
書
い
た
の
は' 

こ
れ
は
一
つ
の
認
識
が
正
な
る
も
の 

と
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
正
で
あ
る
と
信
じ
る
こ
と
、

つ
ま
り
「信
仰
」
に
よ
っ
て
決
着
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い 

る

「信
仰
」
が
、
現
代
語
で
使
用
さ
れ
る
場
合
に
比
し
て
、
よ
り
幅
広
い
概
念
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
は
す
ぐ
に
気
付
く
だ
ろ
う
。
清
沢 

が
先
の
引
用
に
続
い
て
「宗
教
上
の
信
仰
に
関
し
て
の
み
に
あ
ら
ず
一
切
の
信
仰
に
関
し
て
然
る
な
り
」
と
述
べ
て
い
た
通
り
で
あ
る
。
 

現
代
語
で
は
、
何
か
を
認
識
す
る
と
き
「
こ
れ
は
一
で
あ
る
」
と
表
現
す
る
。
こ
れ
は
日
常
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
言
葉
を
ほ 

ぐ
せ
ば

「
こ
れ
は
一
で
あ
る
と
信
じ
る
」
と
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
現
代
語
の
「信
仰
」
は
該
当
し
な
い
。
だ
か
ら
こ
こ
で
述
べ
ら
れ 

る

「信
仰
」
と
は
、
宗
教
的
文
脈
に
限
ら
ず
、
認
識
全
般
を
包
摂
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
意
味
を
含
む
「信
仰
」
と
い
う
言
葉
に 

一
致
す
る
表
現
を
現
代
語
に
お
い
て
探
す
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
清

沢

は

「認
信
」
と
表
現
す
る
。
あ
え
て
意
味
を
解
せ
ば
認
識
と
い
う 

理
性
的
は
た
ら
き
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
は
信
に
根
底
付
け
ら
れ
て
い
る
心
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

清
沢
は
道
理
の
不
完
全
性
を
認
め
て
い
た
。
だ
が
、
こ
れ
は
道
理
が
不
必
要
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
の
は' 

今
ま
で
の
論
か
ら
も 

明
ら
か
だ
ろ
う
。
清
沢
は
結
論
と
し
て
道
理
と
信
仰
は
「相
依
り
相
助
く
べ
き
」
で
あ
る
と
繰
り
返
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
「信
仰
は
道
理
に 

よ
っ
て
矯
正
せ
ら
る
べ
き
も
の
」
で
あ
り
、
「道
理
は
宗
教
内
に
於
て
甚
だ
須
用
の
も
の
」
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
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れ
で
も
宗
教
の
教
義
が
「道
理
心
」
を
排
除
す
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
そ
の
宗
教
が
真
実
で
は
な
い
こ
と
を
、
自
ら 

証
明
す
る
こ
と
と
な
る
の
だ
。
清
沢
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

宗
教
は
哲
学
を
排
斥
す
べ
か
ら
ず
。
若
し
之
を
排
斥
せ
ん
と
す
れ
ば
、
道
理
に
訴
へ
ざ
る
を
得
ず
。
既
に
道
理
に
訴
ふ
れ
ば
、
是
れ 

則
ち
哲
学
の
一
部
に
進
入
す
る
も
の
に
し
て' 

宗
教
の
不
完
全
を
証
す
る
も
の
也
。

こ
れ
は
「宗
教
哲
学
骸
骨
書
入
」
か
ら
の
引
文
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
道
理
を
制
す
る
に
は
道
理
を
用
い
る
し
か
な
い. 

と
い
う
循
環
が
示
さ
れ
て
い
る
。
故
に
、
宗
教
は
道
理
を
排
斥
す
る
こ
と
は
理
論
上
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

で
は
清
沢
が
こ
こ
ま
で
道
理
を
強
調
す
る
の
は
何
故
な
の
だ
ろ
う
か
。

一
つ
は
宗
教
哲
学
で
あ
る
以
上
、
信
と
知
の
関
係
に
つ
い
て
理 

論
的
に
理
解
す
る
た
め
だ
と
説
明
で
き
る
。
そ
れ
は
宗
教
哲
学
書
と
し
て
の
『宗
教
哲
学
骸
骨
』
の
面
目
で
あ
る
。
だ
が
一
方
で
、
清
沢 

が
如
何
に
信
と
知
の
関
係
を
把
握
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
『宗
教
哲
学
骸
骨
』
で
は
少
々
説
明
が
不
足
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ

㉒

る
。
そ
れ
故
に
、
「道
理
心
」
と

「宗
教
心
」
の
関
係
に
つ
い
て
、
不
明
瞭
な
点
が
残
る
。
し
か
し
、
他
の
著
述
で
は
信
と
知
の
関
係
に 

つ
い
て
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

即
チ
宗
教
心
ヲ
以
テ
信
ス
ル
所
ノ
モ
ノ
ハ
智
力
道
理
ノ
漸
次
進
達
ス
ル
ニ
従
ヒ
益
其
信
ヲ
強
メ
智
力
道
理
ノ
研
究
ス
ル
所
ト
将
二
研 

究
ス
ヘ
キ
所
八
宗
教
心
ノ
漸
次
開
発
ス
ル
ニ
従
ヒ
益
其
研
究
ヲ
促
ス
ニ
至
ル
故-

一
宗
教
ノ
完
美
ナ
ル
モ
ノ
ハ
哲
学
ノ
基
礎
二
ヨ
ラ 

サ
ル
可
カ
ラ
ス
哲
学
ノ
極-
一
達
ス
ル
モ
ノ
ハ
必
ス
宗
教
二
転
化
ス
ル
ノ
理
甚
タ
知
り
易
キ
ナ
リ 

こ
こ
で
は
『宗
教
哲
学
骸
骨
』
よ
り
も
詳
細
に
信
と
知
の
関
係
が
考
察
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
信
仰
と
理
性
と
は' 

互
い 

に
相
手
の
は
た
ら
き
を
確
固
と
し
た
も
の
に
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
学
理
に
よ
り
人
間
は
自
分
の
宗
教
心
を
吟
味
す
る
こ
と
が
で
き 

る
の
と
同
時
に
、
そ
の
確
立
さ
れ
た
宗
教
心
が
、
ま
た
理
性
の
活
動
を
促
す
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
清
沢
に
と
り
「道
理
心
」
と
は
信 

念
を
よ
り
確
た
る
も
の
に
す
る
た
め
に
必
要
な
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
宗
教
に
不
可
欠
な
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が 

理
解
で
き
る
。
右
は
信
と
知
の
関
係
を
表
す
記
述
と
し
て
、
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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だ
が
、
「道
理
心
」
を
強
調
す
る
も
う
一
つ
の
理
由
—
そ
し
て
論
者
は
こ
ち
ら
が
本
質
的
理
由
で
あ
る
と
思
う
の
だ
が
—
は
、
清
沢
の 

㉔
 

危
機
意
識
と
も
関
係
が
あ
る
に
相
違
な
い
〇
そ
の
危
機
意
識
と
は
仏
教
の
凋
落
に
つ
い
て
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
そ 

れ
は
明
治
維
新
以
降
の
文
明
化
に
よ
る
、
日
本
が
急
激
に
近
代
的
世
界
観
へ
と
、
つ
ま
り
科
学
的
世
界
観
へ
と
国
民
の
意
識
が
変
化
す
る 

中' 

旧
態
と
映
っ
た
仏
教
は
そ
の
信
頼
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
状
況
を
指
す
。
そ
の
よ
う
な
世
界
観
の
変
化
や
、
当
時
お
こ
な
わ
れ
た
廃
仏 

毀
釈
に
よ
っ
て
、
国
民
の
意
識
が
仏
教
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
。
右
の
よ
う
に
『宗
教
哲
学
骸
骨
』
執
筆
ま
で
に
清 

沢
が
目
の
当
た
り
に
し
て
い
た
仏
教
の
歴
史
的
状
況
を
思
う
と
き
、
道
理
と
信
仰
の
関
係
を
問
う
『宗
教
哲
学
骸
骨
』
第
一
章
の
記
述
は
、
 

決
し
て
論
理
的
遊
戯
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
こ
に
は
危
機
意
識
に
裏
付
け
ら
れ
た
実
践
的
要
請
も
清
沢
に
感
じ
ら
れ
て
い
た 

と
思
わ
れ
る
。
後
に
い
た
っ
て
も
「宗
教
と
文
明
」(

明
治
三
三
年)

、
「科
学
と
宗
教
」(

明
治
三
四
年)

な
ど
の
論
考
が
数
多
く
為
さ
れ
て 

い
る
こ
と
か
ら
も
、
宗
教
と
当
時
の
時
代
風
潮
と
を
併
せ
論
じ
る
こ
と
は
清
沢
の
主
要
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
時
代
の
風
潮
を 

前
提
と
し
つ
つ
、
そ
こ
に
潜
む
問
題
性
を
浮
き
彫
り
に
し
な
が
ら
、
宗
教' 

仏
教
の
真
理
性
を
顕
揚
す
る
と
い
う
論
法
で
あ
る
。
『宗
教 

哲
学
骸
骨
』

の
記
述
に
も
、
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
「宗
教
と
文
明
」
「科
学
と
宗 

教
」
の
両
論
文
の
内
容
を
確
認
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
『宗
教
哲
学
骸
骨
』
第
一
章
の
考
察
、

つ
ま
り
「道
理
心
」
と

「宗
教
心
」
の 

関
係
を
論
じ
、
そ
こ
に
お
い
て
「道
理
心
」
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
考
察
は
、
後
に
お
い
て
も
清
沢
の
問
題
関
心
と
し
て
続
い
て
い
た
こ 

と
で
あ
ろ
う
。

今
、
述
べ
た
よ
う
に
『宗
教
哲
学
骸
骨
』
執
筆
時
に
お
け
る
仏
教
界
に
向
け
ら
れ
る
外
か
ら
の
批
判
は
、
科
学
的
世
界
観
、

つ
ま
り
学 

問
に
よ
る
理
論
的
根
拠
を
ふ
ま
え
た
批
判
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
仏
教
的
世
界
観
、
あ
る
い
は
宗
教
的
世
界
観
と
も
い
え
よ
う
が
、
そ
こ
に 

描
か
れ
て
い
る
世
界
観
は
あ
た
か
も
道
理
に
反
し
た
、
非
科
学
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
、
 

真
の
宗
教
は
決
し
て
道
理
を
排
斥
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
信
仰
に
と
り
道
理
は
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ 

ろ
う
。
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し
か
し
右
の
よ
う
な
清
沢
の
姿
勢
は
決
し
て
世
間
に
迎
合
す
る
た
め
に
、
宗
教
側
か
ら
の
弁
明
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
道
理 

の
不
完
全
性
を
指
摘
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
世
間
が
道
理
へ
の
信
頼
へ
と
如
何
に
傾
注
し
よ
う
と
も
、
そ
の
底
に
あ
る
問
題
点 

を
見
逃
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
さ
ら
に
問
い
の
射
程
を
延
長
で
き
る
。
つ
ま
り
道
理
に
問
題
点
が
あ
る
こ
と
を
指 

摘
で
き
る
目
は' 

道
理
が
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
科
学
的
世
界
観
の
問
題
性
を
見
い
だ
せ
る
目
な
の
で
あ
る
。
道
理
、
つ
ま
り
理
性
の
問
題 

点
を
見
抜
く
と
い
う
こ
と
は
、
近
代
と
い
う
時
代
の
根
幹
を
揺
さ
ぶ
る
こ
と
と
な
る
。
科
学
的
な
真
理
に
対
す
る
強
い
信
頼
が
、
近
代
的 

世
界
観
の
特
徴
で
あ
る
。
し
か
し
、
科
学
と
は
そ
も
そ
も
何
で
あ
る
か
。
科
学
と
は
真
理
と
イ
コ
ー
ル
な
の
で
あ
る
か
。
そ
う
で
は
な
い
ー 

科
学
と
は
あ
る
事
象
を
説
明
す
る
た
め
に
、
最
も
合
理
的
に
説
明
が
可
能
と
な
る
体
系
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
完
結
し
た
も
の
で
は
な 

く'

お
そ
ら
く
そ
う
で
あ
ろ
う
と
い
う
、
実
は
蓋
然
的
な
認
識
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
意
味
で
科
学
的
真
理
と
は
、
事
象
を
最
も
合 

理
的
に
理
解
可
能
と
な
る
段
階
に
お
い
て
の
み
の
真
理
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。
さ
き
の
清
沢
の
言
葉
を
用
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
段
階
に 

お
い
て
は
そ
れ
が
真
理
で
あ
る
と
「信
仰
」
、

つ
ま
り
信
じ
る
こ
と
に
よ
り
成
立
し
て
い
る
の
が
科
学
な
の
で
あ
る
。
だ
が
通
常
で
は
、
 

科
学
の
持
つ
根
拠
の
曖
昧
さ
は
不
問
に
さ
れ
、
い
つ
の
間
に
か
そ
れ
が
真
理
と
な
っ
て
し
ま
う
。
清
沢
は
科
学
が
有
す
る
根
拠
の
曖
昧
性 

を
感
知
し
て
い
た
。
後
の
文
章
に
な
る
が
、
清
沢
は
先
に
挙
げ
た
「宗
教
と
文
明
」
「宗
教
と
科
学
」
に
お
い
て
科
学
の
問
題
に
つ
い
て 

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

:
:
:

吾
人
の
智
能
の
根
本
的
に
不
完
全
な
る
を
如
何
せ
ん
、
不
完
全
な
る
智
能
を
以
て
、
完
全
な
る
知
識
を
得
ん
事
は
到
底
望
み
得 

可
か
ら
ざ
る
な
り
、
而
し
て
科
学
的
知
識
は
常
に
実
験
観
察
を
以
て
基
本
と
し
、
実
験
観
察
は
果
し
て
相
対
有
限
を
脱
す
る
能
は
ざ 

る
も
の
、
相
対
有
限
な
る
も
の
は
終
に
不
完
全
を
免
る
ゝ
能
は
ざ
る
も
の
た
る
な
り
、
果
し
て
然
ら
は
科
学
的
知
識
は
到
底
万
有
界

㉕
 

の
真
理
明
を
説
し
尽
す
こ
と
能
は
さ
る
も
の
と
云
は
さ
る
べ 
か
ら
さ
る
な
り 

科
学
は
常
に
与
へ
ら
れ
た
る
材
料
に
よ
り
て
制
限
せ
ら
れ
、
与
へ
ら
れ
た
る
法
則
に
よ
り
て
活
動
す
。
与
へ
ら
れ
た
る
材
料
と
は
、
 

所
謂
実
験
の
事
実
な
り
。
与
へ
ら
れ
た
る
法
則
と
は
所
謂
幾
多
の
原
理
な
り
。
科
学
は
決
し
て
事
実
と
原
理
と
を
左
右
す
る
能
は
す
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し
て
、
却
て
彼
の
為
に
左
右
せ
ら
る
と
、
是
れ
忠
実
な
る
科
学
者
の
常
に
承
認
す
る
所
な
り
。
 

こ
の
文
章
で
清
沢
が
科
学
に
よ
っ
て
は
「
万
有
界
の
真
理
を
説
明
」
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
。
 

何
故
な
ら
ば
科
学
が
そ
の
真
理
を
獲
得
で
き
る
の
は
「実
験
観
察
」
の
結
果
に
よ
る
。
だ

が

「実
験
観
察
」
自
体
が
制
限
さ
れ
た
状
況
、
 

つ
ま
り
「与
へ
ら
れ
た
」
条
件
下
に
お
い
て
為
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
真
理
も
、
ま

た

「相
対
有
限
」 

の
域
を
脱
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「相
対
有
限
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
限
ら
れ
た
状
況
下
に
お
い
て
の
真
理
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る 

相
対
有
限\

ま
し
て

「無
限
」
に
対
し
て
普
遍
的
に
該
当
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
科
学
的
真
理
と
は
実
は
相
対
的
真
理
で
あ
る
—— 

こ
の
事
実
こ
そ
が
科
学
的
世
界
観
へ
の
根
底
的
な
問
い
と
な
る
の
で
あ
る
〇

だ
が
繰
り
返
す
が
、
何
よ
り
も
大
切
な
の
は
我
々
の
知
識
が
「
不
完
全
」
で
あ
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
こ
れ
は
我
々
が
有
限
で
あ
る 

こ
と
、

つ
ま
り
時
代
、
国
、
な
ど
様
々
な
状
況
下
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
限
定
さ
れ
た
存
在
で
あ 

る
人
間
の
知
識
に
真
理
を
把
握
す
る
能
力
は
な
い
の
で
あ
る
、
と
い
う
前
提
か
ら
右
の
文
章
は
記
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
右
の
引
用 

が

『宗
教
哲
学
骸
骨
』
執
筆
か
ら
年
を
経
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
期
に
入
っ
て
い
る
こ
と
は
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
道 

理
の
不
完
全
性
、
人
間
の
有
限
性
を
語
る
『宗
教
哲
学
骸
骨
』
に
お
け
る
記
述
と
線
は
つ
な
が
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
事
実
、
人 

間
の
知
識
の
有
限
性
を
語
る
の
は
「宗
教
哲
学
骸
骨
講
義
」
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
清
沢
の
一
貫
し
た
人
間
観
で
あ
っ
た
。
 

こ
の
目
は
科
学
の
み
に
向
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
人
間
の
知
が
有
限
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
知
を
成
立
基
盤
と
し
て
い
る
宗
教
哲
学 

自
体
の
有
限
性
を
も
同
時
に
示
す
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

又
宗
教
は
信
仰
に
基
く
も
の
な
れ
ば
、
吾
人
の
不
完
全
な
る
道
理
心
を
以
て
は' 

悉
く
宗
教
の
全
体
を
説
明
し
得
る
や
否
や
を
保
し 

難
し
。(

中
略)

宗
教
の
全
体
は
到
底
吾
人
の
知
識
を
以
て
研
究
し
尽
く
す
事
能
は
ず
。
故
に
宗
教
哲
学
は
只
だ
吾
人
の
知
識
の
及

㉗
 

ぶ
だ
け
、
道
理
を
以
て
宗
教
の
原
理
を
研
究
説
明
す
る
所
の
学
問
な
り
。
 

「吾
人
の
不
完
全
な
る
道
理
心
」
と
の
言
葉
に
人
間
の
「道
理
心
」
に
基
づ
く
「知
」
を
清
沢
が
如
何
に
認
識
し
て
い
た
の
か
が
よ
く
表
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れ
て
い
る
。
宗
教
哲
学
の
限
界
へ
の
指
摘
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
現
代
の
宗
教
学
に
も
該
当
す
る
だ
ろ
う
。
清
沢
が
道
理
心
の
不
完 

全
性
か
ら
、
宗
教
研
究
の
困
難
さ
を
提
起
し
て
い
る
の
は
現
代
に
お
い
て
も
未
解
決
の
問
い
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
右
で
言
わ
れ
る
よ
う
な
道
理
心
へ
の
言
及
は
、
道
理
心
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
「宗
教
哲
学
骸
骨
自
筆
書
入
」
で 

は

「
到
底
休
止
す
る
所
な
き
が
、
道
理
の
原
性
な
り
」
の
箇
所
に
「道
理
は
常
に
不
完
不
足
を
も
っ
て
そ
の
特
性
と
な
す
」
と
記
さ
れ
て 

い
た
こ
と
か
ら
も
推
察
で
き
る
よ
う
に
、
道
理
は
そ
れ
自
体
で
は
、
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
そ
れ
故
に
最
後
は
宗
教
に
至
ら 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
の
不
完
全
性
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
道
理
心
が
不
完
全
で
あ
る
こ
と
の
指 

摘
で
は
あ
っ
て
も
、
不
信
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
『宗
教
哲
学
骸
骨
』
の
記
述
か
ら
も
十
分
に
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。
し 

か
し' 

人
間
の
理
性
が
も
て
は
や
さ
れ
て
い
た
近
代
に
於
い
て
、
「道
理
心
」
、
つ
ま
り
理
性
を
冷
静
に
見
つ
め
る
目
が
あ
っ
た
こ
と
は
重 

要
な
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

実
は
こ
の
よ
う
な
「道
理
心
」

へ
の
疑
問
は
、
観
念
の
中
で
誕
生
し
た
の
で
は
な
い
。
清
沢
は
具
体
的
な
相
手' 

つ
ま
り
理
性
の
危
う 

さ
を
体
現
し
て
い
る
人
々
を
念
頭
に
お
き
っ
つ
理
性
の
不
完
全
性
を
示
し
て
い
た
の
だ
。
そ
れ
は
清
沢
の
理
性
批
判
は
原
則
論
だ
け
で
は 

な
く
、
目
の
当
た
り
に
し
て
い
た
現
実
の
状
況
に
も
由
来
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
人
々
と
は
、
世
の
有
識
者
、
こ
と
に
仏 

説
を
否
定
す
る
学
者
で
あ
っ
た
。
清

沢

は

『宗
教
哲
学
骸
骨
』
の

「然
れ
ど
も
、
道
理
は
其
の
性
質
不
完
全
を
免
れ
ざ
る
も
の
な
る
が
故 

に
、
人
若
し
単
に
道
理
の
一
方
に
固
着
す
れ
ば
、
或
は
終
に
宗
教
の
位
置
に
達
す
る
能
は
ざ
る
や
も
保
し
難
し
」
の
箇
所
に
、
次
の
よ
う 

に
書
き
入
れ
て
い
た
。

世
の
学
者
多
く
、
此
の
理
を
了
知
せ
ず
。
特
に
我
が
国
当
時
未
熟
学
者
、
徒
に
地
球
説
、
進
化
論
を
提
し
て' 

以
て
仏
説
を
非
難
せ 

ん
と
す
、
大
早
計
も
亦
た
甚
だ
し
と
い
ふ
可
し
。

道
理
心
が
一
方
的
に
は
た
ら
け
ば
、
そ
れ
は
か
え
っ
て
真
理
を
見
失
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
の
よ
う
な
示
唆
を
感
じ
る
こ
と
が
で 

き
る
。
こ
れ
は
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
相
対
有
限
で
あ
る
人
智
を
も
っ
て
、
「仏
説
」

つ
ま
り
「無
限
」
と
し
て
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の
真
理
を
非
難
す
る
こ
と
は
、
分
限
の
逸
脱
な
の
だ
と
。
で

は

「道
理
心
」
と

「宗
教
心
」
と
の
一
種
あ
る
べ
き
関
係
は
ど
の
よ
う
に
な 

る
の
だ
ろ
う
か
。
道
理
の
重
要
性
を
認
め
つ
つ
、
宗
教
的
真
理
の
顕
揚
は
如
何
に
語
れ
る
の
か
。
そ
の
具
体
的
考
察
を
『宗
教
哲
学
骸 

骨
』
執
筆
以
後
の
文
章
で
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
。

吾
人
は
是
に
於
て
か
例
の
研
究
と
信
仰
と
の
関
係
を
一
言
せ
さ
る
能
は
さ
る
な
り
、
科
学
は
研
究
を
以
て
方
軌
と
し
、
宗
教
は
信
仰 

を
以
て
方
軌
と
す
、
而
し
て
研
究
と
信
仰
と
は
互
に
相
融
和
し
、
決
し
て
互
に
相
衝
突
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ざ
る
な
り
、
研
究
上
の 

知
識
は
如
何
に
進
歩
す
る
も
、
信
仰
上
の
安
慰
は
決
し
て
必
要
を
失
は
ざ
る
な
り 

学
問
と
道
理
心
の
関
係
に
お
い
て
、
清
沢
は
理
性
の
正
の
部
分
と
負
の
部
分
を
み
て
い
た
。
正
の
部
分
に
つ
い
て
は' 

既
に
確
認
し
た
よ 

う
に
信
仰
に
お
い
て
道
理
、
つ
ま
り
理
性
は
必
須
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
た
よ
う
に
、
大
き
な
信
頼
を
お
い
て
い
た
点
に
あ
る
。

一
方 

負
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
人
間
が
そ
の
知
見
を
正
し
く
持
て
ば
い
つ
か
は
真
理
に
到
達
す
る
と
い
う
、
近
代
的
人
間
観
へ
の
根
本
的
疑
問 

を
呈
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
右
の
よ
う
な
人
間
側
の
思
い
が
、
真
理
に
到
達
さ
せ
な
い
第-

要
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気 

付
か
な
い
こ
と
へ
の
警
鐘
で
あ
る
と
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
近
代
の
土
台
と
な
る
人
間
観
、

つ
ま
り
理
性
的
存
在
と
し
て
の
人
間
に 

疑
問
を
抱
く
と
い
う
こ
と
は
、
時
代
に
埋
没
せ
ず
、
同
時
代
的
価
値
観
を
相
対
化
で
き
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
今
回
述
べ
る
こ
と
は
で
き 

な
い
が
、
清
沢
に
は
同
時
代
の
社
会
に
対
す
る
批
判
的
視
点
が
文
章
と
し
て
数
多
く
表
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
批
判
を
可
能
と
さ
せ
た 

も
の
は
何
か
。
そ
こ
で
は
近
代
の
出
発
点
で
あ
る
理
性
へ
の
信
仰
に
対
す
る
冷
静
な
目
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
清
沢
の
近
代
社
会
批
判
と 

密
接
に
連
関
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

私
は
こ
の
よ
う
な
清
沢
の
「道
理
心
」
批
判
を
読
む
と
き
、

一
つ
の
言
葉
を
思
い
出
す
。
そ
れ
は
次
の
言
葉
だ
。
 

理
性
の
最
後
の
歩
み
は
、
理
性
を
超
え
る
も
の
が
無
限
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
を
知
る
と
こ
ろ
ま
で
行 

か
な
け
れ
ば
、
理
性
は
弱
い
も
の
で
し
か
な
い
。

こ
れ
は
パ
ス
カ
ル
の
言
葉
で
あ
る
。
天
才
的
科
学
者
と
し
て
の
一
面
を
有
し
て
い
た
パ
ス
カ
ル
の
発
言
だ
け
に
、
説
得
力
は
大
だ
ろ
う
。
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理
性
は
人
間
に
と
り
、
認
識
作
用
と
関
連
す
る
以
上
、
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
知
的
探
求
心
も
押
さ
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ 

ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
理
性
が
常
に
真
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
理
性
と
い
う
人
間
の
知
的
能
力
の
根
本
に
潜
む
問
題
を
パ
ス
カ 

ル
、
清
沢
共
に
見
抜
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
注
意
さ
れ
る
の
は
共
に
宗
教
者
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
世
俗
的 

価
値
観
を
相
対
化
さ
せ
る
基
準
を
有
し
て
い
た
こ
と
と
、
近
代
の
基
本
的
価
値
観
で
あ
る
理
性
の
問
題
を
看
破
で
き
た
こ
と
に
、
密
接
な 

連
関
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

註
①
 

『清
沢
満
之
全
集
』
岩

波

書

店(

以
下
全
集
と
略
記)

第
四
巻
一
ー
ハ
頁

② 

同
前
三
六
四
頁

③
 

「道
理
心
」
と
い
う
言
葉
は
大
西
祝
に
も
使
用
例
が
見
ら
れ
る(

方
今
思
想
界
の
要
務
。

『大
西
博
士
全
集
』
第

六

巻

一

六

頁

参

照)

。

一
歳
年 

下
で
あ
る
大
西
が
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
同
時
代
に
お
い
て
は
道
理
心
も
哲
学
用
語
と
し
て
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
大
西
は
理
性 

も
用
い
る
。
理
性
の
定
義
と
し
て
「
理
を
見
る
の
性
能
、
是
れ
其
字
面
上
の
意
義
な
り
。
最
も
手
近
く
解
釈
す
れ
ば
、
真
を
観
て
之
を
妄
と
相
判
っ 

所
の
吾
人
の
性
徳
を
理
性
と
云
ふ
」(

「
理
性
の
権
威
」
同
前
第
七
巻
参
照)

と
述
べ
て
い
た
。

④ 

『全
集
』
第
一
巻
六
頁

⑤ 

同
前
三
六
頁

⑥ 

同
前
三
七
頁

⑦ 

同
前
六
頁

⑧ 

同
前
同
頁

⑨ 

同
前
同
頁

⑩ 

同
前
一
四
五
— 

一
四
六
頁

⑪

同
前
六
頁

42



㉔㉓㉒㉑⑳⑲⑱⑰⑯⑮⑭⑬⑫㉚㉙㉘㉗㉖㉕

「宗
教
哲
学
」
同
前
二
〇
四
頁

同
前
七
頁

同
前
同
頁

同
前
同
頁

吉

田

久

一

『清
沢
満
之
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
一
、
六
六
頁
参
照

『全
集
』
第
一
巻
七
頁

同
前
同
頁

同
前
同
頁

同
前
同
頁

「
宗
教
哲
学
骸
骨
書
入
」
同
前
三
ハ
頁

例

え

ば

「道
理
心
」
は
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
り
宗
教
を
正
す
と
き
も
不
完
全
な
も
の
と
な
り
は
し
な
い
の
か
、
等
。 

「宗
教
哲
学
講
義
」
同
前
一
七
一
頁

井

上

円

了

の

「
仏
教
活
論
序
論
」(

一
ハ
ハ
七)

と
い
う
著
作
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
で
さ
え
も
「
死
仏
教
」
と
評
さ
れ
て
い
た
明
治
の
状
況
を
推
知 

‘る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
井
上
の
各
著
作
に
「
仏
教
が
振
る
わ
ざ
る
」

こ
と
が
歎
か
れ
て
い
る
こ
と
も
彼
の
問
題
意
識
の
所
在
を
語
っ
て
い
る
。 

の
よ
う
に
当
時
の
仏
教
界
に
危
機
意
識
を
抱
い
て
い
た
の
は
清
沢
と
同
様
で
あ
る
。
井
上
も
西
洋
か
ら
輸
入
さ
れ
た
学
問
を
学
ん
で
い
た
こ
と
は 


う
ま
で
も
な
い
〇
彼
ら
の
危
機
意
識
の
所
在
と
西
洋
学
問
の
摂
取
と
の
連
関
は
強
調
し
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

「
宗
教
と
文
明
」
『全
集
』
第
二
巻
三
九
〇
頁 

「
科
学
と
宗
教
」
『全
集
』
第
六
卷
二
三
——
三
四
頁 

「
宗
教
哲
学
骸
骨
講
義
」

『全
集
』
第
一
巻
五
一
頁 

『全
集
』
第
-

巻
三
八
頁

「
書
入
」

『全
集
』
第
一
巻
三
七
頁

「宗
教
と
文
明
」

『全
集
』
第
二
巻
三
九
〇
頁
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パ

ス

カ

ル

『
パ
ン
セ
』
前
田
陽
一
、
由
木
康
訳
、
中
央
公
論
社
、

一
九
七
三
、

一
八
三
頁

@
 

こ
の
言
葉
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
清
沢
と
パ
ス
カ
ル
に
は
共
通
項
が
数
多
く
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
無
限
の
な
か
に
お
い
て
、
人
間
と
は 

い
っ
た
い
何
な
の
で
あ
ろ
う
」
と
の
言
葉
も
そ
う
で
あ
る
が
、
『
パ
ン
セ
』

が
私
を
引
き
つ
け
る
の
は
、
そ
こ
に
真
摯
に
生
き
る
人
間
の
姿
が
描
か 

れ
て
い
る
か
ら
だ
。
共
に
希
代
の
秀
才
で
あ
り
な
が
ら
、
宗
教
に
出
会
う
。
そ
し
て
病
の
た
め
に
ほ
ぼ
同
年
齢
で
生
涯
を
閉
じ
て
い
る
。
病
に
冒
さ 

れ
つ
つ
も
、
信
仰
に
生
き
た
が
故
に
二
人
の
宗
教
観
は
胸
を
う
つ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
パ
ス
カ
ル
の
宗
教
観
は
重
要
で
あ
り
、
植
村
正
久
も 

『
パ
ン
セ
』

に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
明
治
の
早
い
う
ち
か
ら
日
本
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
清
沢
は
パ
ス
カ
ル
に
つ
い
て
ほ
と
ん 

ど
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
私
に
と
っ
て
謎
の
一
つ
で
あ
る
。
清
沢
が
パ
ス
カ
ル
を
論
じ
て
い
た
ら
興
味
深
い
思
想
的
邂
逅
が
あ
っ
た
に
相
違
な 

い
だ
け
に
、
残
念
で
あ
る
。
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