
井
上
円
了
の
真
宗
哲
学

樋 

口 

章 

信 

本
日
は
一
九
九
九
年
度
の
真
宗
学
会
大
会
で
お
話
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
が
、
な
ぜ
井
上
円
了
な
の
か
と
い
う
点
を
ま
ず
お
話 

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
今
ま
で
清
沢
満
之
先
生
の
研
究
を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
最
近
井
上
円
了
先
生
に
も
関
心
を
抱
い
て
お
り 

ま
す
。
清
沢
先
生
よ
り
も
先
に
大
谷
派
の
留
学
生
と
し
て
東
京
大
学
に
学
ば
れ
た
井
上
円
了
先
生
は
清
沢
先
生
と
い
つ
も
樹
心
会
と
い
う 

交
流
会
で
話
を
さ
れ
て
い
た
仲
で
し
た
。
清
沢
先
生
の
哲
学
的
ト
ピ
ッ
ク
を
中
心
と
す
る
よ
き
対
話
相
手
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
お 

二
人
は
思
想
的
に
非
常
に
近
い
も
の
が
あ
る
と
思
い
、
そ
の
あ
た
り
を
少
し
勉
強
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
し
て
、
少
し
円
了
先
生
の
も
の 

を
読
み
始
め
て
い
ま
す
。
妖
怪
学
と
か
迷
信
廃
絶
の
運
動
で
有
名
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
井
上
先
生
は
東
洋
大
学
の
前
身
で
あ
る
哲
学
館 

を
築
き
上
げ
た
方
で
あ
り
、
し
っ
か
り
と
し
た
哲
学
的
裏
づ
け
を
も
っ
て
お
ら
れ
た
人
で
、
そ
の
思
想
の
基
本
的
な
部
分
を
了
解
し
な
く 

て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
こ
か
ら
敬
称
を
省
略
し
ま
す
が
、
井
上
円
了
に
は
か
な
り
清
沢
満
之
と
共
通
す
る
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。

一
つ
だ
け
挙
げ
て
み
る
な 

ら
ば
純
正
哲
学
を
非
常
に
大
事
に
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
学
問
用
語
は
最
近
は
あ
ま
り
使
わ
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
メ 

タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
ス
と
い
う
英
語
の
翻
訳
で
形
而
上
学
と
現
在
は
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
純
正
哲
学
と
い
う
学
問
を
非
常
に
大
事
に
さ
れ 

た
。
こ
の
点
で
は
清
沢
も
井
上
も
共
通
し
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
も
つ
意
味
は
大
変
大
き
い
。
清

沢

も

『哲
学
館
講
義
録
』
に
そ
の
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テ
ー
マ
の
講
義
を
納
め
て
い
ま
す
し
、
同
様
に
井
上
も
哲
学
館
の
明
迨
一
十
四
年
度
講
義
録
に
入
れ
て
い
ま
す
。
 

井
上
円
了
に
つ
い
て
は
、
こ
の
間
あ
る
テ
レ
ビ
番
組
で
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
の
取
り
上
げ
方
は
必
ず
し
も
私
の
期
待
し
た 

内
容
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
実
に
多
面
的
な
人
物
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
伝
わ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
民
俗
学' 

宗
教
学
、
哲
学
、
教
育 

学
、
仏
教
学
、
そ
し
て
今
日
問
題
に
し
た
い
真
宗
学
の
側
面
か
ら
も
研
究
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
な
人
物
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
明
治
期 

に
お
け
る
啓
蒙
思
想
家
と
し
て
天
才
的
人
物
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
ま
で
理
解
さ
れ
て
き
た
よ
り
も
内
容
的
に
深
い
思
想
を
も
つ 

た
方
だ
と
思
い
ま
す
。
で
は
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
か
ら
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

井
上
円
了
は
安
政
五
年
、

一
ハ
五
八
年
に
長
岡
藩
の
浦
村
で
お
生
ま
れ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
今
の
新
潟
県
長
岡
市
に
な
り
ま
す
が
、
そ 

こ
で
真
宗
大
谷
派
の
慈
光
寺
と
い
う
寺
の
長
男
と
し
て
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
。
比
較
的
に
申
し
ま
す
と
、
勝
海
舟
は
実
際
に
円
了
と
縁
が 

あ
っ
た
人
で
す
け
れ
ど
も
、
井
上
よ
り
三
十
五
歳
年
上
に
な
り
ま
す
。
福
沢
諭
吉
は
一
八
三
五
年
生
ま
れ
で
す
か
ら
二
十
三
歳
年
上
と
い 

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
清
沢
満
之
は
五
歳
後
輩
で
す
。
父
親
は
円
悟
と
い
い
、
母
親
は
イ
ク
と
い
い
い
ま
し
た
。
母
親
も
大
谷
派
寺
院
で 

あ
る
栄
光
寺
の
出
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
円
了
と
い
う
名
は
得
度
の
後
の
名
前
で
、
本
名
は
岸
丸
と
い
い
ま
す
。
彼
岸
に
ち
な
ん 

で
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
お
も
し
ろ
い
の
は
い
く
つ
も
あ
る
号
名
で
、
出
身
地
の
浦
村
の
浦
を
取
っ
て
「浦
水
」
、
親
鸞
に
ち 

な

ん
で

「非
僧
非
俗
道
人
」
。
迷
信
を
打
破
し
よ
う
廃
絶
し
よ
う
と
い
う
テ
ー
マ
か
ら
「妖
怪
窟
」
。
そ
れ
か
ら
西
洋
哲
学
の
二
聖
人
ソ
ク 

ラ
テ
ス
と
カ
ン
ト
、
そ
れ
か
ら
東
洋
哲
学
の
二
聖
人
釈
迦
と
孔
子
、
こ
れ
ら
の
偉
人
に
よ
っ
て
「
四
聖
堂
」
。
そ
の
ほ
か
「無
芸
庵
」
な 

ど
と
い
う
号
も
あ
り
ま
す
。

円
了
が
、
初
め
て
学
問
を
志
し
た
年
齢
は
十
歳
で
慶
応
三
年
の
こ
と
で
す
。
も
と

も
と

『四
書
』
や

『礼
記
』
『文
選
』
と
い
っ
た
漢 

学
か
ら
入
っ
て
い
ま
す
。
越
後
新
潟
の
蘭
学
者
で
医
学
者
の
石
黒
忠
徳
や
、
慈
光
寺
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
木
村
鈍
叟
に
漢
学
を
学
ん
で 

い
ま
す
。
明
治
六
年
と
い
う
年
が
転
換
期
で
、
こ
の
時
期
に
英
学
に
転
ず
る
わ
け
で
す
。
翌
年
長
岡
洋
学
校(

現
在
の
長
岡
高
校)

に
入 

学
し
て
、
宗
門
の
思
想
的
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
べ
く
学
問
的
訓
練
に
励
み
ま
す
。
明
治
十
年
、
大
谷
派
教
師
教
校
に
入
学
し
た
時
点
で
、
数

37



え
年
二
十
歳
で
し
た
。

か
な
り
晩
学
に
な
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
新
潟
に
お
け
る
英
学
を
含
む
そ
れ
ま
で
の
学
問
が
彼
の
学
問
的
展
開
の
基
礎
に
あ
る
こ
と 

が
注
意
さ
れ
ま
す
。
本
山
は
そ
の
た
ぐ
い
ま
れ
な
才
能
に
驚
き
、
さ
っ
そ
く
明
治
十
一
年
、
東
京
大
学
に
内
地
留
学
を
命
ず
る
。
十
分
な 

予
備
門
に
お
け
る
学
び
の
あ
と
に
、
明
治
十
四
年
九
月
、
二
十
四
歳
に
し
て
東
京
大
学
文
科
大
学(

文
学
部)

哲
学
科
に
入
学
。
明
治
十 

ハ
年
七
月
卒
業
し' 

仏
教
各
宗
派
初
め
て
の
東
京
大
学
を
卒
業
し
た
学
士
と
し
て
明
治
の
思
想
界
に
デ
ビ
ュ
——
し
ま
す
。
卒
業
論
文
は 

『読
荀
子
』
と
い
う
荀
子
の
研
究
で
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
と
き
年
齢
は
す
で
に
二
十
八
歳
。
仏
教
を
基
軸
と
し
て
優
れ
た
哲
学
思
想 

を
発
表
す
る
に
は
十
分
な
経
歴
で
し
た
。
学
位
は
明
治
二
十
九
年
、
『仏
教
哲
学
系
統
論
』
と
い
う
論
文
に
よ
っ
て
授
与
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

井
上
の
著
書
は
実
に
多
数
あ
り
ま
す
。
重
要
な
と
こ
ろ
だ
け
あ
げ
て
も
哲
学
系
統
で
十
九
部
も
あ
り
ま
す
。
宗
教
関
係
で
も
十
七
部
。
 

そ
の
ほ
か
い
ろ
い
ろ
な
角
度
で
勉
強
を
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
全
部
で
百
三
十
部
を
超
え
て
い
ま
す
。

エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
著
作
活
動
に 

加
え
、
講
演
会
活
動
も
大
変
な
数
を
こ
な
し
て
お
り
、
あ
る
調
査
に
よ
れ
ば
全
国
津
々
浦
々
の
講
演
で
総
計
二
八
〇
万
人
に
講
演
を
し
た 

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

円
了
と
い
え
ば
、
『仏
教
活
論
』

『真
理
金
針
』
が
思
い
浮
か
び
ま
す
け
れ
ど
も
、
円
了
を
よ
く
表
現
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「活
」
と
い 

う
一
字
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
「活
動
」
あ
る
い
は
「活
動
せ
し
め
る
こ
と
」
で
す
。
こ
う
い
う
概
念
が
円
了
理
解
の
た
め 

の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
う
一
つ
は
こ
れ
は
彼
の
思
想
哲
学
か
ら
出
て
き
た
も
の
な
の
で
す
が
、
 

キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
否
定
的
姿
勢
で
あ
る
排
耶
思
想
で
す
。
そ
れ
は
た
だ
単
純
に
キ
リ
ス
ト
教
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま 

せ
ん
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
対
し
て
は
非
常
な
る
尊
敬
を
も
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
進
ん
で
き
た
歴
史
と
い
う
も
の
に 

対
し
て
危
惧
を
抱
い
て
い
た
。
こ
れ
は
「愛
理
護
国
」
と
私
は
あ
え
て
言
い
ま
す
が
、
つ
ま
り
真
理
を
愛
し
て
国
家
を
護
持
す
る
と
い
う 

円
了
の
一
大
テ
ー
マ
の
表
現
で
も
あ
る
の
で
す
。

井
上
の
業
績
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
な
か
で
西
洋
哲
学
の
紹
介
は
大
き
な
業
績
で
し
て
、
日
本
に
お
け
る
哲
学
の
奨
励
と
い
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う
点
で
大
変
重
要
な
仕
事
を
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。
す
で
に
哲
学
科
在
学
中
か
ら
研
究
会
を
開
い
て
主
に
ド
イ
ツ
哲
学
の
紹
介
を
行
っ
て 

い
ま
す
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「哲
学
会
」
の
始
ま
り
で' 

こ
こ
に
清
沢
も
参
加
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
出
版
さ
れ
た
『哲
学
会
雑 

誌
』
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
後

に

『哲
学
雑
誌
』
と
改
名
さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
日
本
に
お
け
る
哲
学
研
究
ジ
ャ
ー
ナ
ル
の
疇
矢
と 

な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

井
上
円
了
が
そ
れ
ま
で
に
哲
学
を
重
要
な
も
の
と
考
え
た
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
他
で
も
あ
り
ま
せ
ん
、
哲
学
が
あ
ら
ゆ
る 

学
問
の
認
識
、
論
理
の
基
盤
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
現
実
を
見
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
彼
は
明
治
二
十
一 

年
に
初
め
て
外
遊
し
て
い
ま
す
し
、
そ
の
後
海
外
を
四
、
五
回
見
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
国
際
社
会
を
目
の
当
た
り
に
見
て 

危
機
感
を
も
っ
た
。
も
っ
と
言
え
ば
日
本
国
の
外
部
に
行
っ
て
社
会
や
人
間
を
観
察
す
る
以
前
か
ら
あ
っ
た
危
機
感
が
さ
ら
に
増
幅
さ
れ 

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
当
時
の
日
本
国
や
日
本
の
民
衆
の
実
状
を
思
い
、
円
了
は
当
時
の
宗
教
界
な
ら
び
に
思
想
界
に
重
大
な
欠
落
点
が 

あ
る
と
気
が
付
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
彼
は
自
ら
の
書
物
に
「哲
学
」
と
い
う
言
葉
を
つ
け
て
、
「仏
教
哲
学
」
と
か
、
「何
 々

哲
学
」
と
い
う
ふ
う
に
し
て
い
き
ま
す
。
ギ
リ
シ
ャ
や
ド
イ
ツ
を
中
心
と
し
た
哲
学
的
認
識
方
法
を
媒
介
さ
せ
て
、
東
洋
哲
学
と
い
う
形 

で
東
洋
の
宗
教
は
再
構
築
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
哲
学
を
日
本
で
奮
い
起
た
せ
て
い
く
理
由
は
先 

ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
そ
れ
が
諸
学
の
基
盤
に
な
り
得
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。

井

上

は

『哲
学
会
雑
誌
』
創
刊
号
の
巻
頭
の
言
葉
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

そ
れ
哲
学
は
通
常
理
論
と
実
用
の
二
科
に
分
か
つ
も
、
要
す
る
に
理
論
の
学
に
し
て
、
思
想
の
法
則
事
物
の
原
理
を
究
明
す
る
学
な 

り
。
故
に
思
想
の
及
ぶ
所
、
事
物
の
存
す
る
と
こ
ろ
、

一
と
し
て
哲
学
の
関
せ
ざ
る
は
な
し
。

さ
ら
に
、

故
に
余
ま
さ
に
言
わ
ん
と
す
、
哲
学
よ
う
や
く
明
ら
か
に
し
て
始
め
て
諸
学
の
進
歩
を
見
る
べ
し
と
。
 

そ
し
て
、
西
洋
文
明
に
伍
す
る
日
本
文
化
の
建
設
の
方
法
と
し
て
哲
学
を
奨
励
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は'
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試
し
に
欧
州
文
明
の
由
っ
て
起
こ
る
所
以
を
見
る
べ
し
。
そ
の
文
明
の
国
力
と
共
に
近
世
に
隆
な
り
し
は
、
た
だ
政
治
、
法
律
、
理 

学
、
工
芸
の
進
歩
に
因
る
に
あ
ら
ず
。
そ
の
原
理
原
則
を
論
究
す
る
哲
学
の
振
起
せ
し
に
因
る
や
、
余
が
弁
を
待
た
ず
し
て
明
ら
か 

な
り
。
そ
れ
他
の
学
者
た
が
い
に
相
競
う
て
哲
理
を
考
究
し
、
そ
の
得
る
所
、
こ
れ
を
世
間
に
応
用
し
て
そ
の
文
明
を
進
め
、
そ
の 

社
会
を
益
す
る
、
実
に
計
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
。

と
言
い
、
さ
ら
に
、

殊
に
我
が
東
洋
に
あ
り
て
は
西
洋
人
の
い
ま
だ
研
究
せ
ざ
る
従
来
固
有
の
哲
学
あ
り
て
、
そ
の
中
に
ま
た
お
の
ず
か
ら
一
種
の
所
見 

あ
り
て
存
す
る
を
見
る
。
も
し
今
日
こ
れ
を
我
が
邦
に
研
究
し
て
西
洋
の
哲
学
に
比
較
対
照
し
、
他
日
そ
の
も
の
の
長
ず
る
所
を
取 

り
て
一
派
の
新
哲
学
を
組
織
す
る
に
至
ら
ば
、

一
人
余
輩
の
栄
誉
の
み
な
ら
ず
、
日
本
全
国
の
栄
誉
な
り
。

と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
井
上
は
宗
教
を
考
え
る
場
合
に
も
、
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
「宗
教
哲
学
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
で
考
え
て
い 

く
の
で
す
。

今
日
の
テ
ー
マ
と
し
て
出
し
た
「真
宗
哲
学
」
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
こ

れ

は

『真
宗
哲
学
序
論
』
と
い
う
著
作
に
あ
る
テ
— 

マ
で
す
。
こ

の

『真
宗
哲
学
序
論
』
と
い
う
本
は
『井
上
円
了
全
集
』
の
著
作
目
録
に
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。
龍
谷
大
学
の
図
書
館
で
見
っ 

け
ま
し
て
コ
ピ
ー
し
た
の
で
す
が
、
明
治
二
十
五
年
の
五
月
に
印
刷
さ
れ
た
も
の
で
す
。
井
上
は
真
宗
に
つ
い
て
も
哲
学
と
し
て
考
え
て 

い
く
の
で
す
が
、
そ
こ
に
は
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
純
正
哲
学
が
基
本
に
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
本
で
は
哲
学
か
ら
入
っ
て
仏
教
哲
学
、
 

仏 

教
原
理
論
、
真
宗
原
理
論
と
い
う
形
で
展
開
し
て
い
ま
す
。
哲
学
と
言
い
ま
し
て
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
西
洋
哲
学
、
仏
教
学
、
真
宗 

学
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
展
開
し
て
い
く
わ
け
で
す
。

明
治
二
十
四
年
の
、
『純
正
哲
学
講
義
』
、
つ
ま
り
彼
の
講
義
録
の
「
理
哲
の
区
別
」
と
い
う
一
項
の
中
で
、
井
上
は
次
の
よ
う
に
言
っ 

て
い
ま
す
。

そ
れ
宗
教
は
、
先
に
一
言
す
る
ご
と
く
信
仰
安
住
を
目
的
と
し
、
理
哲
両
学
と
大
い
に
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
を
も
っ
て
、
そ
の
ー
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を
教
と
名
付
け
、
そ
の
二
を
学
と
名
付
く
る
な
り
。
し
か
し
て
も
し
宗
教
の
目
的
と
す
る
体
を
研
究
す
る
に
至
れ
ば
、
こ
れ
哲
学
に 

し
て
宗
教
に
あ
ら
ず
。
す
な
わ
ち
宗
教
学
と
い
う
も
の
こ
れ
な
り
。
し
か
る
に
宗
教
学
に
も
解
釈
的
と
論
究
的
と
の
二
種
あ
り
。
解 

釈
的
と
は
そ
の
宗
教
中
に
用
う
る
経
典
の
字
字
句
句
を
訓
読
説
明
す
る
研
究
法
を
い
う
。
か
く
の
ご
と
き
は
哲
学
の
部
類
に
入
る
べ 

か
ら
ず
。
こ
れ
に
反
し
て
宗
教
に
立
つ
る
と
こ
ろ
の
天
神
の
有
無
、
霊
魂
の
死
生
等
を
理
論
上
考
究
す
る
も
の
は
、
哲
学
上
の
一
科 

と
な
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

さ
ら
に
ま
た
「哲
学
の
種
類
」
と
い
う
部
分
で
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
ま
す
。

以
上
の
諸
学
す
な
わ
ち
心
理
学
、
社
会
学
等
は
み
な
哲
学
な
る
も
、
こ
れ
を
純
正
哲
学
に
比
す
に
、
実
体
の
学
に
あ
ら
ず
し
て
現
象 

の
学
な
り
。
し
か
し
て
純
正
哲
学
は
実
体
の
学
す
な
わ
ち
物
体
、
心
体
、
理
体
の
学
な
り
。
故
に
さ
き
に
一
言
す
る
が
ご
と
く
、
こ 

の
二
者
を
区
別
す
る
た
め
に
現
象
の
諸
学
の
方
を
有
象
哲
学
と
し
、
純
正
哲
学
の
ほ
う
を
無
象
哲
学
と
す
。
し
か
し
て
無
象
哲
学
す 

な
わ
ち
純
正
哲
学
中
に
物
体
哲
学
、
心
体
哲
学
、
理
体
哲
学
の
三
種
あ
り
。

再
度
、
「理
哲
の
関
係
」
第
四
項
で
、

以
上
挙
ぐ
る
と
こ
ろ
の
哲
学
す
な
わ
ち
統
合
の
学
と
は
主
と
し
て
哲
学
中
の
純
正
哲
学
を
意
味
す
る
も
の
に
し
て' 
(

中
略)

こ
れ 

を
例
う
る
に
哲
学
中
純
正
哲
学
は
中
央
政
府
の
内
閣
の
あ
る
が
ご
と
く
、
心
理
論
理
等
は
中
央
政
府
中
の
ハ
省
の
ご
と
し
。
 

と
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
純
正
哲
学
は
「統
合
の
学
」
な
の
で
す
。

そ
こ
で
、
井

上

の

『真
宗
哲
学
』
の
内
容
に
入
っ
て
い
き
た
い
の
で
す
が
、
こ
の
著
作
の
内
容
を
概
観
す
る
と
、
ま

ず

「端
緒
論
」
か 

ら
始
ま
り
、
「哲
学
原
理
論
」
、
「仏
教
原
理
論
」
、
そ

し

て

「真
宗
原
理
論
」
は
第
一
、
第
二
、
第
三
と
あ
り
ま
す
が
、
最

後

に

「帰
結 

論
」
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。
『真
宗
哲
学
』
の
本
論
は
、
主
と
し
て
第
四
段
の
「真
宗
原
理
論
」
か
ら
で
す
が
、
第
三
段
ま
で 

は
円
了
の
思
想
・
哲
学
の
概
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

第

一

段

「端
緒
論
」
で
、
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
な
ぜ
真
宗
を
哲
学
と
し
て
考
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
問
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題
を
提
起
し
て
い
る
点
で
す
。
彼
は
そ
こ
で
、

哲
学
は
道
理
思
想
の
学
に
し
て
諸
学
の
真
理
を
判
定
す
る
学
な
り
。

と
発
言
し
て
い
ま
す
。
「道
理
思
想
」
と
い
う
の
は
、
理
性
的
思
考
と
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
前
提
を
次
の
よ
う
に 

説
明
し
て
い
ま
す
。

も
し
ま
た
真
宗
学
者
に
し
て
真
宗
の
学
は
哲
学
上
論
究
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
と
云
う
と
き
は
、
こ
れ
真
宗
は
道
理
に
よ
り
て
論 

究
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
自
ら
許
す
に
異
な
ら
ず
。
語
を
変
え
て
こ
れ
を
言
え
ば
、
真
宗
は
道
理
智
力
の
宗
教
に
あ
ら
ず
と
自
ら
信 

ず
る
も
の
な
り
。
は
た
し
て
然
ら
ば
世
の
文
明
は
道
理
の
文
明
に
し
て
、
そ
の
進
歩
の
目
的
は
今
日
の
世
界
を
一
変
し
て
、
道
理
の 

世
界
と
す
る
に
あ
れ
ば
、
真
宗
の
教
義
は
文
明
の
進
歩
に
伴
う
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
も
の
と
云
わ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
あ
に
真
宗
信 

者
の
性
質
な
ら
ん
や
。
か
つ
余
が
視
る
と
こ
ろ
に
よ
る
に
、
真
宗
哲
学
上
論
究
す
べ
き
全
然
の
真
理
を
含
有
す
る
を
知
る
。
 

少
し
文
脈
は
違
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
面
白
い
こ
と
に
円
了
は
説
教
と
演
説
を
意
味
分
け
し
ま
す
。
演
説
と
い
う
の
は
明
治
期
日
本
に
お 

け
る
思
想
主
張
の
方
法
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
説
教
は
中
世
日
本
、
近
世
日
本
に
お
け
る
主
に
浄
土
真
宗
に
お
け
る
宗
門
内
部
の
デ
ィ
ス 

コ
ー
ス(

言
説)

の
方
法
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は
す
で
に
同
じ
信
仰
を
も
っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
も
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い 

る
、
あ
る
意
味
で
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
集
団
に
お
け
る
言
説
体
系
だ
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
真
宗
の
語
り
が
い
ま
だ
説
教
で
あ
る
と
い 

う
意
見
を
円
了
は
も
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
公
衆
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
マ
ス
を
対
象
と
し
た
演
説
に
な
ぜ
な
り
え
な
い
の
か
。
こ
れ
が
円
了
の 

問
題
提
起
で
す
。
そ
の
方
法
と
し
て
、
論
理
や
哲
理
を
通
し
た
言
説
の
方
法
と
し
て
の
哲
学
を
勧
め
た
。
円
了
自
身
日
本
国
内
を
頻
繁
に 

歩
き
、
講
演
し
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
演
説
で
あ
っ
て
プ
リ
ー
チ
ン
グ
で
は
な
か
っ
た
。
説
教
し
た
の
で
は
な
い
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は 

こ
と
の
ほ
か
重
要
だ
と
思
う
の
で
す
。
円
了
は
ま
た
こ
う
言
い
ま
す
。

さ
ら
に
学
理
に
関
し
て
そ
の
宗
義
を
論
明
す
る
に
あ
ら
ず
。
説
教
と
演
説
と
は
何
ぞ
か
く
の
ご
と
き
径
庭
あ
る
や
。
説
教
は
愚
者
の 

目
的
と
し
、
演
説
は
智
者
を
目
的
と
す
る
に
よ
る
か
。
然
ら
ば
何
故
に
真
宗
の
教
理
を
演
説
壇
上
に
お
い
て
学
理
に
て
照
ら
し
て
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一
々
論
明
せ
ざ
る
や
。

こ
こ
に
あ
る
「愚
者
」
と
い
う
言
葉
は
、
『末
灯
鈔
』
の
第
六
通
の
「愚
者
に
な
り
て
往
生
す
」
と
い
う
法
然
上
人
の
お
言
葉
で
は
あ
り 

ま
せ
ん
。
井
上
円
了
は
啓
蒙
主
義
的
で
、
か
つ
図
式
主
義
的
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
の
で
す
が
、
は
っ
き
り
と
両
者
を
区
別 

し
て
い
ま
す
。
『真
宗
哲
学
と
名
付
く
る
は
、
浄
土
門
の
智
力
の
骨
髄
と
感
情
の
皮
肉
と
の
組
織
中
に
よ
り
特
に
骨
髄
の
部
分
を
取
り
出 

し
て
真
宗
一
家
の
原
理
を
論
定
せ
ん
こ
と
を
試
み
』
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
試
み
の
目
的
は
従
来
の
真
宗
教
義
の 

破
壊
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
は
破
壊
と
い
う
言
葉
を
使
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
真
宗
本
来
の
教
義
の
「骨
髄
」
、
こ
れ
を
他 

の
伝
統
の
教
義
基
盤
で
解
釈
す
る
こ
と
が
破
壊
で
あ
っ
て
、
円
了
の
意
図
は
そ
の
反
対
で
し
て
、
伝
統
的
教
理
基
盤
に
西
欧
的
主
張
方
法 

の
新
基
軸
を
導
入
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
明
治
に
お
け
る
当
該
学
問
に
お
け
る
解
釈
学
的
再
構
築
の
試
み 

で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

余
は
か
く
真
宗
哲
学
講
究
の
必
要
を
問
う
も
、
あ
え
て
み
だ
り
に
哲
学
上
よ
り
真
宗
を
論
評
し
て
、
そ
の
一
家
所
立
の
教
義
を
破
壊 

せ
ん
と
す
る
に
あ
ら
ず
。
世
の
論
者
は
学
理
上
真
宗
を
論
究
す
る
と
き
は
、
聖
道
門
の
哲
理
を
直
接
に
そ
の
宗
門
の
上
に
応
用
し
、
 

一
宗
の
骨
髄
た
る
原
理
を
破
壊
し
去
り
て
日
わ
く
、
「
こ
れ
真
宗
の
哲
理
な
り
」
。
と
す
な
わ
ち
真
宗
の
阿
弥
陀
仏
の
ご
と
き
、
西
方 

極
楽
の
ご
と
き
、
こ
れ
を
真
如
唯
心
の
理
を
も
っ
て
解
釈
せ
ん
と
す
る
も
の
こ
れ
な
り
。
余
が
真
宗
を
論
ず
る
は
、
た
と
い
哲
学
上 

の
講
究
に
よ
る
も
、
決
し
て
か
く
の
ご
と
き
破
壊
主
義
を
と
る
に
あ
ら
ず
。
真
宗
を
、
そ
の
開
立
以
来
用
い
来
た
れ
る
基
礎
の
上
に 

建
設
せ
ん
と
す
る
に
あ
り
。

と
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
伝
統
的
な
宗
教
言
説
の
創
造
的
再
構
築
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
取
る
方
が
正
し
い 

と
思
わ
れ
ま
す
。
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哲
学
原
理
論

そ
し
て
第
二
段
「哲
学
原
理
論
」
が
問
題
と
な
り
ま
す
。
真
宗
哲
学
の
内
容
に
入
っ
て
い
く
の
で
す
が
、
こ
こ
で
哲
学
上
の
大
難
問
と 

し
て'

「
二
様
並
存
一
体
両
面
の
真
理
」
と
い
う
こ
う
い
う
構
造
的
原
理
を
出
し
て
い
ま
す
ね
。
こ
れ
が
円
了
の
基
本
的
論
理
で
す
。
「
ー一 

様
並
存 

一
体
両
面
」 

と
い
う
論
理
で
円
了
の
思
想
は
成
り
立
っ
て 
い
る
の
で
す
。 

二
様
態
が
同
時
に
存
在
し
て
い
て
、
裏

面

，
表
面
が
同 

時
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
井
上
は
対
立
す
る
二
項
の
相
反
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
ま
す
。
理
論
と
実
際
と
の
相
反
性
、
主
観
と
客 

観
、
理
性
と
感
覚
、
無
形
と
有
形
、
本
体
と
現
象
、
絶
対
と
相
対
、
不
可
知
と
可
知' 

無
限
と
有
限
、
単
一
と
雑
多
、
平
等
と
差
別
。
こ 

う
い
う
対
極
に
あ
る
概
念
の
相
反
性
を
言
う
の
で
す
が
、
こ
れ
を
「
二
様
並
存
一
体
両
面
」
と
い
う
言
葉
で
説
明
し
ま
す
。
こ
こ
で
は
十 

の
範
疇
の
相
反
性
を
例
示
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
が
み
な
同
様
に
相
反
し
た
あ
り
方
を
提
示
す
る
。
客
観
的
な
存
在
、
例
え
ば
無
形
な
る 

山
は
本
体
で
あ
っ
て
絶
対
的
で
あ
り
無
限
的
で
あ
り
、
思
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
観
に
お
い
て
理
論
的
に
認
識
さ
れ
る
と
さ
れ
ま
す
。
 

し
か
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
論
理
的
な
規
定
で
あ
っ
て
、
実
際
我
々
の
感
覚
は
客
観
対
象
的
な
存
在
に
惑
わ
さ
れ
、
雑
多
な
差
別
性
の
中 

で
事
物
の
共
通
性
を
見
抜
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
円
了
は
真
宗
哲
学
を
展
開
す
る
場
合
、
こ
の
事
物
の
相
反
す
る
様
態
を
強
調
し
ま
す
。
 

二
様
が
同
時
に
存
在
し
て
い
る
の
で
す
。
「相
反
」
と
い
う
ふ
う
に
「反
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
事
実
は
順
，
逆
同 

時
存
在
で
、
矛
盾
が
同
時
的
に
存
在
し
て
い
る
。
何
か
西
田
幾
多
郎
の
言
う
「絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
と
似
た
感
じ
も
し
ま
す
け
れ
ど 

も
、
少
し
問
題
の
位
相
が
異
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
西
田
自
身
も
『哲
学
ー
タ
話
』
と
い
う
円
了
の
著
作
を
読
ん
で
感
銘
を
受
け
た
と 

言
い
、
徳
永
満
之
の
『宗
教
哲
学
骸
骨
』
を
読
ん
で
感
動
し
た
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も' 

こ
こ
で
は
う
ま
く
説
明
で
き
ま
せ
ん 

が
問
題
の
設
定
の
枠
組
み
が
何
か
少
し
違
う
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
。

や
は
り
真
理
と
い
う
概
念
を
使
用
す
る
以
上
は
そ
れ
が
二
つ
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で' 

井
上
は
そ
れ
を
表
裏
両
面
の
論
理
と
説
明 

し
ま
す
。
円
了
の
先
輩
に
あ
た
る
井
上
哲
次
郎
の
思
想
に
現
象
即
実
在
論
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
、
円
了
の
思
想
と
似
て
は
い
ま
す
が
、
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立
体
性
と
課
題
的
位
相
に
お
い
て
か
な
り
違
う
と
思
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
平
面
的
な
現
象
即
実
在
論
で
一
括
り
に
は
で
き
な
い
。

一
理
即 

万
象
、
万
象
即
一
理
、
平
等
即
差
別
、
差
別
即
平
等
、

一
即
二
、
二
即
一
と
い
う
言
い
方
で
説
明
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
禅
的
論
理
に
近 

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
裏
と
表
の
論
理
を
用
い
る
ま
で
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
物
事
は
表
現
に
よ
っ
て
意
味
が
微
妙
に
変
わ
っ
て
く
る 

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

の

「人
」
の
使
用
す
る
「比
喩
」
に
よ
っ
て
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
っ
て
き
ま
す
。
私
た
ち
は
円
了
の
微
妙
な
言
い 

方
に
反
応
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

一
見
図
式
的
に
論
理
を
運
ん
で
い
る
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
実
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
事
物
の
本
質 

を
つ
か
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
思
想
の
図
式
性
と
い
う
の
は
明
治
期
の
知
的
啓
蒙
性
と
絡
み
合
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う 

の
で
す
が
、
ど
の
よ
う
な
人
物
で
も
時
代
観
念
の
あ
る
程
度
の
制
約
を
免
れ
な
い
わ
け
で
す
。

井
上
は
ま
た
『こ
の
一
体
両
面
の
関
係
は
実
に
哲
理
の
極
致
に
し
て
、
諸
法
の
至
理
な
り
。』
と
も
言
い
ま
す
。
確
か
に
真
理
は
一
つ 

で
な
け
れ
ば
真
の
意
味
を
な
さ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
も
理
論
上
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
「実
際
」
の
世
界
に
お
い
て
は
実
の
裏
に
虚
や
偽
、
 

そ
し
て
仮
の
性
質
が
同
時
並
存
し
て
い
る
。
言
う
な
ら
ば
こ
の
二
様
並
存
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
真
理
で
あ
る
と
す
る
わ
け
で
す
。
 

井
上
に
よ
れ
ば
学
術
と
は
、
「人
智
を
標
準
起
点
と
定
め
て
研
究
す
る
も
の
」
で
あ
り
、
宗
教
と
は

「人
智
以
外
の
絶
対
無
限
不
可
知
的
の
本
体
も
し
く
は
理
性
を
標
準
と
し
て
絶
対
無
限
的
、
不
可
知
的
標
準
と
し
て
論
定
す
る
も
の
」
 

で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
す
。

「
道
理
的
宗
教
」
・
「
啓
示
的
宗
教
」
・
「感
情
的
宗
教
」 

さ
て
こ
の
あ
た
り
で
提
起
さ
れ
る
の
が
道
理
的
宗
教
、
啓
示
的
宗
教
、
そ
し
て
感
情
的
宗
教
と
い
う
考
え
方
で
す
。
 

宗
教
の
性
質
は
人
智
以
外
よ
り
人
智
内
に
及
ぼ
す
も
の
な
れ
ど
も
、
ま
っ
た
く
人
智
を
も
っ
て
論
究
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
 

た
だ
人
智
は
そ
の
体
の
一
面
を
知
る
の
み
。

道
理
的
研
究
の
支
え
を
ま
ず
確
認
し
て
見
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
の
前
提
の
上
で
、
他
面
は
人
智
以
外
の
論
究
を
ま
た
ざ
る
べ
か
ら
ず
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と
し
て
い
る
の
は
至
当
な
考
え
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
人
智
以
外
の
も
の
と
は
、
す
な
わ
ち
啓
示
的
な
世
界
で
す
。
道
理
と
啓
示
と 

が
対
比
的
に
語
ら
れ
て
い
る
の
は
面
白
い
こ
と
で
す
。
相
対
的
な
る
も
の
と
絶
対
な
る
も
の
と
が
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
し
か
存
在
し
な
い 

わ
け
で
は
な
い
。
相

対

・
絶
対
の
同
時
並
存
と
考
え
る
わ
け
で
す
。
相
対
は
絶
対
を
離
れ
ず
、
絶
対
は
相
対
を
離
れ
な
い
。
 

第
三
段
で
「仏
教
原
理
論
」
に
入
っ
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
井
上
に
よ
り
ま
す
と
仏
教
は
い
わ
ゆ
る
大
乗
と
小
乗
と
分
か
れ
る
。
大
乗 

は
権
大
乗
と
実
大
乗
に
分
か
れ
て
い
き
ま
す
。
現
代
で
は
小
乗
と
い
う
言
葉
は
不
適
切
で
す
が
、
そ
れ

は

「有
門
」
。
代
表
的
な
の
は
俱 

舎
宗
で
あ
る
。
権
大
乗
は
「空
門
」
で
あ
り
、
代
表
的
す
る
の
は
法
相
宗
。
さ
ら
に
実
大
乗
は
「中
道
」
で
あ
り
、
代
表
的
す
る
の
は
天 

台
で
す
。
「有
」
は
相
対
差
別
現
象
を
言
い
、
「空
」
と
は
絶
対
平
等
に
し
て
無
現
象
の
状
態
と
さ
れ
ま
す
。
実
大
乗
を
特
徴
づ
け
る
中
道 

は
、
差
別
の
中
に
平
等
が
存
在
し
、
平
等
の
中
に
差
別
が
存
在
す
る
あ
り
方
に
お
い
て
中
を
得
る
こ
と
で
す
。
先
に
提
示
さ
れ
た
並
存
の 

論
理
に
な
ら
い
ま
し
て
、
差

別

，
平
等
、
相
対
・
絶
対
、
並
立
兼
ね
ら
れ
て
あ
る
。
「
二
様
並
存
一
体
両
面
」
と
な
る
わ
け
で
す
。
中
道 

を
標
榜
す
る
仏
教
は
、
真
如
即
万
法
、
万
法
即
真
如
、
相
即
不
離
、
融
通
無
碍
と
語
ら
れ
ま
す
が
、
井
上
に
よ
れ
ば
真
如
平
等
の
理
体
で 

す
。
理
体
・
万
法
は
差
別
の
現
象
で
す
。
こ
れ
を
彼
は
さ
ら
に
言
い
換
え
て
、
そ
の
理
体
と
言
う
の
は
理
性
で
あ
る
と
す
る
。
理
性
も
相 

対
理
性
と
絶
対
理
性
が
あ
る
の
で
す
が
、
実
際
そ
れ
は
事
相
と
し
て
現
象
す
る
の
で
す
。
こ
の
点
を
事
理
無
碍
と
華
厳
的
表
現
を
用
い
て 

い
ま
す
。
ま
た
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
『大
乗
起
信
論
』
と
い
う
の
は
、
実
大
乗
に
は
い
る
関
門
で
あ
っ
て
、
真
如
開
発
の
理
論
を
展
開 

す
る
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
『大
乗
起
信
論
』

の

「解
釈
門
」
を
参
考
に
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
の
点
法
相
宗
は
阿
頼
耶
識 

の
作
用
を
論
ず
る
こ
と
を
宗
と
す
る
と
し
ま
す
。
俱
舎
宗
は
有
為
無
為
の
七
十
五
法
の
分
析
に
よ
っ
て
存
在
研
究
を
お
こ
な
う
門
、
即
ち 

有
門
と
分
類
さ
れ
て
い
る
。
有
門
も
空
門
も
方
便
で
あ
っ
て
た
だ
中
道
だ
け
が
真
実
で
す
。
井
上
は
こ
こ
で
も
「哲
学
原
理
論
」
の
場
合 

と
同
じ
く'

そ
れ
は
理
論
的
枠
組
み
で
あ
っ
て
、
実
際
は
人
の
性
質
と
機
運
と
に
応
じ
て
、
『有
・
空
の
方
便
、
か
え
っ
て
中
道
の
真
実 

と
な
る
こ
と
あ
り
』
と
考
え
ま
す
。

つ
ま
り
、
俱
舎
宗
も
法
相
宗
も
天
台
宗
も
理
論
的
枠
組
み
に
お
い
て
存
在
し
て
お
り
、
総
括
し
て 

「智
力
的
宗
教
」
す
な
わ
ち
「
理
論
宗
」
な
の
で
す
。
我
々
の
浄
土
宗
や
浄
土
真
宗
、
禅
宗
や
日
蓮
宗
な
ど
は
、
「感
情
的
宗
教
」
と
分
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類
さ
れ
ま
す
。
即

ち

「実
際
宗
」
で
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
あ
た
り
は
清
沢
の
考
え
と
共
通
し
て
い
る
の
で
す
。
こ

れ

は

『仏
教
活
論
』 

の
第
三
章
「顕
象
活
論
」
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
内
容
で
す
。
そ
れ
が
や
は
り
こ
の
『真
宗
哲
学
』
の

「仏
教
原
理
論
」
で
も
触
れ
ら
れ 

て
い
ま
す
。

上
述
の
よ
う
に
、
宗
教
世
界
は
「智
力
的
宗
教
」
と

「道
理
的
宗
教
」
と

「感
情
的
宗
教
」
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
「感
情
的
宗
教
」
と 

い
う
の
は
、
我
々
の
実
際
生
活
に
お
い
て
は
た
ら
い
て
い
る
宗
教
で
す
。
実
際
に
並
存
す
る
の
は
理
論
で
す
が
、
理
論
宗
は
俱
舎
宗
、
小 

乗
、
権
大
乗
、
実
大
乗
と
彼
は
分
類
し
ま
し
た
。
法
相
宗
は
有
的
、
空
的
、
中
道
的
で
し
た
。
実
際
宗
は
聖
道
門
に
も
あ
っ
て
、
彼
は
禅 

宗
と
日
蓮
宗
と
を
そ
こ
に
分
類
す
る
の
で
す
。
こ
こ
で
は
、
感
情
と
実
際
と
い
う
概
念
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
彼
が
言
う
感
情
と
い
う 

の
は
か
な
り
深
い
レ
ベ
ル
の
概
念
で
す
。

清
沢
満
之
も
浄
土
真
宗
を
実
際
宗
と
考
え
、
そ
れ
を
感
情
的
宗
教
と
捉
え
て
い
ま
し
た
。
た
だ
清
沢
の
場
合
は
、
こ
の
感
情
面
を
さ
ら 

に
い
わ
ば
現
代
的
に
展
開
し
て
、
「想
像
力
」
と
い
う
範
疇
で
浄
土
真
宗
の
本
質
を
見
抜
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
 

井
上
の
場
合
も
た
い
が
い
そ
う
な
の
で
す
が
、
清
沢
は
思
考
と
い
う
概
念
を
「思

考

，
想
像
」
の
二
種
類
の
結
合
的
概
念
と
し
て
使
っ
て 

い
る
。
こ
れ
は
以
前
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
近
代
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
ル
ド
ル
フ
・
ヘ
ル
マ
ン
，
ロ
ッ
ツ
ェ
の
『純
正
哲
学
』 

の
翻
訳
講
義
を
彼
が
お
こ
な
っ
た
際
に
よ
く
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。
思
考
と
想
像
と
い
う
も
の
に
大
変
大
き
な
意
味
合
い
を
あ
た
え
て
い 

る
。
こ
れ
は
井
上
に
も
そ
う
い
う
要
素
は
お
お
い
に
あ
る
わ
け
で
す
。
さ
も
な
け
れ
ば
妖
怪
現
象
に
惑
わ
さ
れ
る
人
間
の
解
明
に
尽
力
す 

る
は
ず
が
な
い
の
で
す
。

次
に
井
上
は
次
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。

天
台
宗
は
平
等
の
上
に
理
論
を
立
て
な
が
ら
差
別
の
上
に
実
際
を
説
き
た
る
を
も
っ
て
、
日
蓮
宗
は
こ
れ
に
反
し
て
、
平
等
の
上
に 

実
際
を
説
く
に
至
れ
り
。
次
に
禅
宗
は
天
台
宗
よ
り
出
た
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
も
そ
の
理
論
は
、
や
は
り
中
道
の
真
理
に
本
づ
き
三 

界
唯
一
心
、
心
外
無
別
法
等
の
唯
心
原
理
に
照
ら
し
、
我
が
心
の
本
体
即
ち
真
如
の
理
性
な
れ
ば
、
我
人
そ
の
本
質
を
都
見
し
て
成
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仏
す
べ
き
所
以
を
説
け
り
。
こ
れ
を
見
性
成
仏
の
法
と
言
う
。
こ
の
説
と
浄
土
諸
宗
の
説
と
の
異
同
は
、
禅
宗
は
主
観
界
裏
に
成
仏 

の
道
を
立
て
、
浄
土
諸
宗
は
客
観
界
の
上
に
成
仏
の
法
を
立
つ
る
点
に
あ
り
。
日
蓮
宗
も
主
観
上
の
説
に
あ
ら
ず
し
て
客
観
上
の
説 

な
れ
ど
も
、
そ
の
浄
土
門
に
異
な
る
は
、
客
観
上
に
平
等
論
を
立
て
、
即
身
成
仏
、
此
土
極
楽
の
説
を
取
る
に
あ
り
。
 

天
台
宗
は
差
別
平
等
の
中
道
を
説
き
な
が
ら
平
等
の
上
に
理
論
を
立
て
る
。
浄
土
諸
宗
は
こ
れ
に
反
し
て
、
差
別
の
上
に
理
論
を
立
て 

る
に
至
っ
た
と
言
う
。
こ
の
よ
う
な
思
索
の
後
で
、
第

四

段

「真
宗
原
理
論
」
に
入
っ
て
い
く
の
で
す
。

こ

の

「真
宗
原
理
論
」
は
、
三
段
に
展
開
し
て
い
く
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
第
一
に
、
「真
宗
原
理
の
分
類
」
「
天
台
平
等
論
」
「我
人 

の
知
見
」
「
天
台
浄
土
理
論
の
相
反
」
「
天
台
浄
土
実
際
の
相
反
」
「阿
弥
陀
仏
の
性
質
」
「阿
弥
陀
仏
の
証
明
」
「他
力
成
仏
の
理
」
を
論 

ず
る
。
第
二
に
、
「感
情
的
宗
教
」
「我
人
の
感
情
」
「仏
体
の
感
情
」
「感
情
智
力
の
兼
備
」
を
議
論
し
、
第
三
に
、
「道
理
と
啓
示
と
の 

別
」
「人
智
の
有
限
」
「絶
対
と
啓
示
と
の
関
係
」
「仏
教
と
啓
示
と
の
関
係
」
「真
宗
と
啓
示
と
の
関
係
」
「道
理
と
啓
示
と
の
並
存
」
に 

つ
い
て
考
え
て
い
ま
す
。

「帰
結
論
」
で
は
実
際
的
な
側
面
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
、
「聖
道
浄
土
の
関
係
」
「平
等
差
別
に
前
後
を
生
ず
る
理
由
」
「実
際
上
の 

真
宗
と
他
宗
と
の
関
係
」
「真
宗
と
浄
土
宗
と
の
異
同
」
「真
宗
と
政
治
と
の
関
係
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
ま
す
。
最
後
は
政
治
で
終
わ 

る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
や

は

り
『真
宗
哲
学
』
に
お
い
て
も
最
後
は
実
際
的
問
題
に
収
斂
さ
せ
て
い
く
わ
け
で
す
。
 

今
ま
で
見
て
わ
か
り
ま
す
よ
う
に
、
井
上
に
お
け
る
基
本
ロ
ジ
ッ
ク
は
二
様
並
存
の
論
理
で
す
。
そ
れ
は
主
と
し
て
平
等
論
と
差
別
論 

と
の
並
存
を
基
礎
と
し
た
も
の
で
す
。
「真
宗
原
理
論
第
一
」
で
、
阿
弥
陀
仏
の
本
体
論
的
解
明
を
経
て
、
感
情
的
宗
教
の
実
際
を
述
べ
、
 

そ
れ
が
道
理
と
啓
示
と
の
並
存
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
ま
す
。
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
明
治
期
の
国
家
的
枠
組
み
に
お
い
て
課
題
を
究
明 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
を
そ
の
実
際
性
の
な
か
に
取
り
込
み
、
真
宗
と
政
治
と
の
関
係
に
ま
で
言
及
し
、
そ
れ
を
帰
結
部
分
に
も 

っ
て
き
て
い
る
こ
と
で
す
。
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『真
宗
哲
学
』
の
要

『真
宗
哲
学
』
の
要
点
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
「純
正
哲
学
上
の
要
点
」
「心
理
学
上
の
要
点
」
「宗
教
学
上
の
要
点
」
と
い
う
三
点 

で
確
か
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
「純
正
哲
学
上
の
要
点
」
は
平
等
論
を
取
ら
ず' 

差
別
論
を
取
る
と
い
う
こ
と
。
真
宗
に
お
い
て
人
生
哲
学 

上
の
要
点
は
、
差
別
性
に
つ
い
て
思
索
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
差
別
と
い
う
の
は
差
別(
3

纟
二
目!1
？；
〇,
巳
で
は
な
く'

区
別 

(
2
5
于
・

0
！1
)

と
か
異
差(

亠
5；6

冷!1
8
 )

と
い
う
意
味
で
す
。
「心
理
学
上
の
要
点
」
は
智
力
に
た
よ
ら
ず
、
感
情
に
よ
る
と
い
う
こ
と
。
 

「宗
教
学
上
の
要
点
」
は' 

啓
示
を
基
本
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
真
宗
は
啓
示
的
宗
教
だ
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
の
で
す
。
 

「純
正
哲
学
」
に
つ
い
て
は
少
し
ふ
れ
た
の
で
す
が
、
問
題
は
阿
弥
陀
仏
の
意
味
を
語
っ
て
い
る
部
分
で
す
。
井
上
は
浄
土
門
は
西
方 

浄
土
、
十
劫
の
弥
陀
を
立
て
て
客
観
的
差
別
性
、
相
対
性
の
上
に
成
仏
の
法
を
説
い
た
道
で
あ
る
と
言
い
ま
す
。
す
べ
て
実
際
を
強
調
す 

る
こ
と
か
ら
そ
う
主
張
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
事
実
、
わ
が
身
は
決
し
て
仏
で
は
あ
り
え
ず
、
成
仏
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら 

か
で
す
。
そ
こ
で
最
も
我
ら
か
ら
遠
い
こ
と
を
示
す
た
め
に
西
方
十
万
億
土
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
が
使
用
さ
れ
る
。
感
覚
上
の
現
象
と
し 

て
な
ぜ
本
来
真
如
で
あ
る
は
ず
の
こ
の
世
界
を
な
ぜ
真
如
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
。
不
生
不
滅
で
あ
り
、
安
楽
で
極
楽
で
あ
る
は 

ず
の
現
実
世
界
に
な
ぜ
悟
達
で
き
な
い
の
か
。
そ
れ
は
み
な
我
々
の
側
に
お
け
る
問
題
で
あ
る
と
円
了
は
言
い
ま
す
。
わ
が
知
識
と
感
覚 

は
そ
の
及
ぶ
範
囲
が
狭
い
。
阿
弥
陀
が
こ
の
世
界
を
感
覚
す
れ
ば
阿
弥
陀
の
世
界
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
凡
愚
が
こ
の
世
界
を
見
れ
ば
、
 

そ
れ
は
再
び
凡
愚
の
目
に
映
る
限
り
の
世
界
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
を
井
上
は
三
時
の
仏
教
史
観
を
示
唆
し
な
が
ら
、
 

も
し
今
日
の
知
見
に
よ
り
て
こ
れ
を
見
れ
ば
、
こ
の
世
界
の
極
楽
世
界
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
ま
た
明
ら
か
な
れ
ば
、
我
今
日
の
境
遇
よ 

り
考
う
る
と
き
は
、
極
楽
は
こ
の
土
の
外
に
あ
り
と
言
わ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
浄
土
の
門
に
あ
り
て
西
方
の
極
楽
を
説
く
所
以
な 

り
。

こ
の
時
代
性
と
い
う
コ
ン
テ
キ
ス
ト
、
つ
ま
り
境
遇
と
い
う
井
上
の
文
脈
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
理
論
宗
で
あ
る
天
台
宗
は
時
を
逸
し
て
い
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る
の
で
す
。
自
力
か
他
力
か
の
瀬
戸
際
は
こ
こ
に
あ
る
わ
け
で
す
。

天
台
宗
は
理
論
宗
な
れ
ど
も
、
理
論
の
外
に
実
際
を
説
き
て
、
そ
の
二
者
相
合
せ
ざ
る
を
あ
る
所
見
る
。
そ
の
相
合
わ
せ
ざ
る
は
、
 

平
等
の
上
に
理
論
を
立
て
な
が
ら
差
別
の
上
に
実
際
を
説
き
た
る
に
よ
る
。
浄
土
門
は
こ
れ
に
反
し
て
、
差
別
の
上
に
理
論
を
立
て 

な
が
ら
、
実
際
に
お
い
て
は
却
っ
て
平
等
を
取
る
に
至
る
。

こ
う
言
う
こ
と
も
そ
の
点
で
十
分
理
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

上
述
の
よ
う
に
純
正
哲
学
的
に
阿
弥
陀
仏
の
本
体
理
論
的
説
明
が
な
さ
れ
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
阿
弥
陀
は
無
量
寿
も
し
く
は
無
量
光 

と
訳
さ
れ
、
前
者
は
寿
命
的
に
時
間
を
極
め
、
後
者
は
智
慧
的
に
空
間
を
極
め
た
表
現
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
ま
す
。
「諸
仏
中
の
最 

上
位
に
位
す
る
仏
な
り
」
と
規
定
さ
れ
る
の
も
う
な
ず
け
ま
す
。
要
だ
け
読
み
ま
す
と
、
 

す
な
わ
ち' 

裏
面
に
は
真
如
と
そ
の
性
徳
を
同
じ
う
す
る
も
、
表
面
に
は
差
別
の
成
立
を
有
し
て
、
真
如
と
お
の
ず
か
ら
異
な
る
所 

あ
り
。

と
い
い
、
そ
れ
か
ら

け
だ
し
仏
教
に
て
仏
身
を
論
ず
る
に
、
法
報
応
の
三
身
を
分
か
つ
。
そ
の
法
身
は
真
如
の
理
な
れ
ば
平
等
の
体
な
れ
ど
も
、
報
た
る 

身
は
そ
の
徳
に
報
酬
し
た
る
結
果
の
仏
身
な
れ
ば
、
差
別
の
仏
身
な
り
。
応
身
は
群
類
を
化
益
せ
ん
が
た
め
に
こ
の
世
界
に
現
し
た 

る
仏
身
な
れ
ば
、
ま
た
も
と
よ
り
差
別
の
仏
身
な
り
。
阿
弥
陀
の
体
に
も
こ
の
三
種
の
仏
身
を
具
有
す
る
を
も
っ
て
、
平
等
差
別
の 

二
様
の
理
を
一
身
の
上
に
具
備
す
る
こ
と
明
ら
か
な
り
。

と
こ
う
言
い
ま
す
。
そ
こ
で
二
様
並
存
と
表
裏
の
論
理
が
貫
徹
さ
れ
ま
す
。
あ
く
ま
で
阿
弥
陀
仏
は
群
類
を
度
せ
ん
が
た
め
に
こ
の
世
に 

出
現
し
た
仏
身
で
あ
る
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
目
的
の
確
認
が
大
切
に
な
り
ま
す
。

果
た
し
て
然
ら
ば
、
空
間
の
限
り
な
き
時
間
の
窮
ま
り
な
き
世
界
の
、
無
数
の
生
類
の
無
量
な
る
そ
の
間
に
は
、
如
何
な
る
最
上
の 

善
因
を
修
め
て
最
上
の
善
果
を
得
た
る
も
の
あ
る
や
も
知
る
べ
か
ら
ず
。
例
え
ば-

の
数
あ
り
。
こ
れ
に
百
倍
千
倍
万
倍
す
る
数
あ
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り
と
知
る
と
き
は
、
こ
れ
を
推
し
て
無
数
無
量
倍
す
る
大
数
あ
る
こ
と
を
論
じ
得
る
と
同
一
理
な
り
。
 

こ
こ
に
お
い
て
、
阿
弥
陀
仏
と
は
無
量
の
善
因
を
修
め
、
無
量
の
善
果
を
得
た
る
体
で
あ
る
と
井
上
は
言
う
わ
け
で
す
。
し
か
し
そ
れ
は 

形
相
性
を
も
っ
て
い
ま
す
。
無
量
円
満
の
悲
智
の
光
に
お
い
て
組
織
し
た
も
の
で
す
。
浄
土
門
は
煩
悩
の
堅
氷
を
他
力
に
よ
っ
て
一
時
に 

溶
解
し
、
容
易
に
成
仏
せ
し
め
る
道
理
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
で
信
念
の
も
つ
役
割
は
重
要
と
な
り
ま
す
。
し
か
し' 

容
易
に 

成
仏
せ
し
め
る
と
は
言
っ
て
も
、
そ
の
も
の
を
信
じ
念
ず
る
こ
と
な
け
れ
ば
、

た
と
い
そ
の
体
に
平
等
自
在
の
徳
を
有
す
と
い
え
ど
も
、
我
人
は
そ
の
悲
光
の
余
沢
を
蒙
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
は
、
け
だ
し
そ
の
仏 

の
慈
悲
は
智
恵
に
よ
り
て
発
し
、
道
理
に
よ
り
て
生
じ
た
る
も
の
な
れ
ば
、
道
理
に
反
す
る
救
助
を
な
す
べ
き
理
な
け
れ
ば
な
り
。
 

と
言
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に' 

他
力
教
に
お
け
る
因
果
の
理
法
を
強
調
す
る
。
ま
た
井
上
は
曇
鸞
な
ら
び
に
親
鸞
と
同
様
に
、
暗
室
の
メ 

タ
フ
ァ
ー
を
使
用
し
て
、
そ
の
部
屋
の
窓
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
と
き
は
太
陽
の
光
が
入
り
た
く
て
も
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
窓
を
あ
け 

る
の
は
我
が
信
念
の
役
割
で
あ
る
。
暗
室
の
窓
を
開
け
る
と
き
こ
そ
煩
悩
の
氷
が
一
時
に
溶
け
て
未
来
の
浄
土
往
生
が
即
時
に
決
定
す
る 

の
で
あ
る
と
表
現
し
て
い
る
。
「
こ
の
理
に
よ
り
て
信
心
正
因
他
力
往
生
の
理
を
了
知
す
べ
し
」
と
こ
う
言
う
わ
け
で
す
。

つ
ま
り
、
 

源
泉
の
自
然
に
流
れ
る
物
を
引
き
来
た
り
て
こ
れ
を
用
う
る
は
易
行
な
り
。

と
い
う
こ
と
で
す
。
よ
い
譬
喩
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

で
は
実
際
阿
弥
陀
仏
に
帰
順
す
れ
ば
、
い
か
な
る
結
果
が
招
来
さ
れ
る
の
か
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
道
理
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
 

こ
の
段
の
結
論
部
分
に
入
り
、
感
情
を
抑
え
気
味
に
本
願
招
喚
の
勅
命
に
ふ
れ
て
い
ま
す
。

弥
陀
に
帰
順
す
る
即
時
に
そ
の
仏
所
有
の
諸
善
万
徳
が
我
が
心
中
に
融
入
顕
現
し
来
た
り
て
、
我
人
を
し
て
浄
土
往
生
決
定
の
地
位 

に
至
ら
し
む
る
と
説
き
て
、
そ
の
道
理
は
南
無
阿
弥
陀
仏
の
六
字
中
に
包
含
し
て
存
す
と
云
う
。
こ
の
六
字
中
、
南
無
と
は
帰
命
と 

訳
し
、
帰
命
と
は
本
願
招
喚
の
勅
命
な
る
と
釈
し
て
、
す
な
わ
ち
我
人
が
阿
弥
陀
仏
の
命
令
に
帰
順
す
る
こ
と
な
り
。
し
か
し
て
阿 

弥
陀
仏
は
群
類
衆
生
を
化
益
救
助
せ
ん
が
た
め
、
大
願
望
を
起
こ
し
て
す
で
に
難
苦
を
重
ね
て
そ
の
望
み
を
成
就
し
た
る
体
な
れ
ば
、
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我
人
が
そ
の
体
に
帰
順
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
仏
力
に
よ
っ
て
我
人
を
救
助
し
た
る
も
の
と
な
す
。
こ
の
力
を
阿
弥
陀
仏
の
願
力
と 

名
づ
く
。

以
上
の
よ
う
な
論
理
が
「真
宗
原
理
論
」
の
基
本
な
の
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
他
力
教
の
因
果
を
貫
徹
す
る
た
め
に
、
表
面
に
感
情
を 

配
し
、
裏
面
に
道
理
を
隠
す
必
要
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
感
情
的
宗
教
と
し
て
の
議
論
を
「真
宗
原
理
論
第
二
」
で
推
し
進
め
る 

モ
メ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
感
情
で
あ
る
以
上
は
心
理
学
的
位
相
か
ら
論
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
純
正
哲
学
上
、
心
理
学 

上
、
そ
し
て
宗
教
学
上
の
論
理
展
開
と
な
る
わ
け
で
す
。
心
理
学
上
の
説
明
は
今
回
は
省
き
ま
す
が
、
要
は
感
情
の
も
つ
意
味
を
、
人
間 

と
仏
と
に
配
し
て
考
察
す
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
で
も
二
様
並
存
表
裏
の
論
理
が
徹
底
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
言
葉
が
絶
し
た
感
情
の
裏
面 

に
知
ら
ず
知
ら
ず
滔
々
と
流
れ
る
智
力
、
智
慧
の
念
仏
の
は
た
ら
き
を
想
起
さ
せ
ま
す
。
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。 

浄
土
門
の
意
味
は
む
し
ろ
こ
の
感
情
の
一
方
に
あ
り
て
存
す
る
こ
と
を
忘
る
る
べ
か
ら
ず
。
け
だ
し
絶
対
不
可
知
的
の
妙
は
智
力
に 

よ
り
て
推
測
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
、
情
操
上
に
感
受
す
べ
き
も
の
な
り
。
殊
に
妙
中
の
妙
に
至
り
て
は
、
言
亡
慮
絶
に
し
て
、
 

た
だ
こ
れ
を
無
言
無
視
の
間
に
あ
り
て
直
覚
す
る
よ
り
外
な
し
。
今
真
宗
の
信
心
は
全
く
こ
の
点
に
基
づ
き
、
仏
力
の
不
思
議
我
が 

体
に
融
入
し
来
た
り
て
、
実
に
我
を
し
て
知
ら
ず
識
ら
ず
天
に
舞
地
に
踊
る
の
大
歓
喜
を
得
せ
し
む
。

さ
て
キ
リ
ス
ト
教
批
判
は
『真
理
金
針
』
で
行
わ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は
啓
示
的
方
面
に
よ
り
過
ぎ
た
宗
教
だ
と
彼
は
言
い
ま
す
。
 

け
だ
し
道
理
一
方
に
て
あ
り
て
組
織
し
た
る
も
の
は
こ
れ
哲
学
な
り
。
啓
示
一
方
に
よ
り
て
組
織
し
た
る
も
の
は
単
純
の
想
像
的
す 

な
わ
ち
感
情
的
宗
教
な
り
。
も
し
完
全
の
宗
教
を
見
ん
と
欲
せ
ば
、
こ
の
二
種
の
性
質
を
兼
備
し
た
る
も
の
を
取
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
 

西
洋
に
て
哲
学
上
に
宗
教
組
織
せ
ん
と
欲
す
る
も
の
あ
れ
ど
も
、
道
理
一
方
に
よ
る
を
も
っ
て
、
そ
の
目
的
を
達
し
難
し
。
ま
た
耶 

蘇
教
の
ご
と
き
は
啓
示
一
方
を
も
っ
て
立
て
た
る
も
の
な
れ
ば
、
今
日
学
説
の
抵
触
す
る
と
こ
ろ
多
く
し
て
、
将
来
こ
れ
を
も
っ
て 

学
術
世
界
の
宗
教
と
す
る
こ
と
難
し
、
然
り
し
か
し
て
、
独
り
仏
教
は
道
理
啓
示
二
方
に
よ
り
て
組
織
し
た
る
も
の
な
れ
ば
、
実
に 

将
来
の
世
界
に
適
合
せ
る
宗
教
と
謂
う
べ
し
。
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ご
ら
ん
の
と
お
り
、
か
な
り
き
つ
い
批
判
で
す
。

「啓
示
」
、
あ
る
い
は
「告
知
」
「訓
示
」
と
い
う
言
葉
も
彼
は
使
う
わ
け
で
す
が
、
な
ぜ
こ
れ
ら
が
必
要
と
な
る
の
か
。
結
論
的
に
言 

う
な
ら
ば
、
人
知
の
有
限
性
が
ベ
ー
ス
で
す
。
将
来
い
く
ら
人
知
が
拡
大
し
、
か
つ
て
知
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が 

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
不
可
知
の
世
界
が
必
ず
出
現
し
て
、
無
限
に
人
間
の
知
は
働
き
続
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
仏
教
で
は
人 

知
は
真
如
の
理
性
よ
り
開
発
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
に
せ
よ
、
そ
の
無
限
性
も
有
限
性
と
は
離
れ
て
存
立
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

人
知
と
い
う
も
の
は
浄
土
教
で
は
相
対
性
の
世
界
に
属
す
る
も
の
で
す
。
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
相
対
世
界
の
側
か
ら
、
絶
対
世
界
へ
の 

啓
示
が
発
光
す
る
の
か
。
井
上
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ま
す
。

相
対
の
推
理
の
及
ぶ
限
り
、
絶
対
そ
の
も
の
も
多
少
知
り
得
る
な
り
。
す
な
わ
ち
絶
対
不
可
知
的
の
存
在
の
ご
と
き
こ
れ
な
り
。
す 

で
に
相
対
の
境
遇
あ
れ
ば
、
こ
れ
に
対
し
て
絶
対
の
境
遇
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
可
知
的
の
現
需
す
れ
ば
、
こ
れ
に
対
し
て
不
可
知 

的
の
本
体
存
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
我
人
の
相
対
の
推
理
の
及
ぼ
す
と
こ
ろ
な
れ
ば
、
そ
の
存
在
す
る
や
否
は
知
り
う
る
な
り
。
 

然
れ
ど
も
絶
対
そ
の
も
の
の
性
質
あ
る
い
は
不
可
知
的
そ
の
体
の
作
用
に
至
り
て
は
、
我
人
の
有
す
る
相
対
的
知
識
の
知
る
限
り
に 

あ
ら
ず
。
然
ら
ば
そ
の
性
質
作
用
は
何
に
よ
り
て
知
り
得
た
る
か
。
こ
れ
す
な
わ
ち
啓
示
に
よ
る
も
の
な
り
。
啓
示
と
は
何
ぞ
や
。
 

我
方
よ
り
推
究
し
て
知
る
に
あ
ら
ず
し
て
、
絶
対
不
可
知
的
の
方
に
よ
り
我
が
上
に
告
知
す
る
を
云
う
。

弥
陀
の
言
説
は
「告
知
」
に
当
た
り
、
釈
迦
の
言
説
は
「訓
示
」
に
当
た
る
。
こ
う
い
う
表
現
を
す
る
わ
け
で
す
。
ま

た

『あ
る
い
は
我 

よ
り-

層
優
れ
た
る
知
識
を
有
す
る
も
の
に
よ
り' 

我
に
訓
示
す
る
を
い
う
。』
と
い
う
よ
う
に'

「告
知
」
は
絶
対
界
か
ら
の
直
接
啓
示 

で
あ
っ
て
、
「訓
示
」
は
相
対
界
を
経
由
し
た
間
接
啓
示
な
の
で
す
。
こ
の
二
種
類
の
啓
示
を
我
々
に
準
備
し
た
こ
と
に
井
上
の
優
れ
た 

見
識
が
見
ら
れ
ま
す
。
釈
尊
の
言
及
を
「訓
示
」
と
し
て
の
啓
示
と
す
る
考
え
が
こ
こ
か
ら
出
て
く
る
わ
け
で
す
が' 

そ
の
背
景
に
あ
る 

の
は
、
当
然
阿
弥
陀
仏
の
「告
知
」
と
し
て
の
啓
示
で
す
。
そ
の
こ
と
を
、

直
接
に
証
見
す
る
は
、
釈
迦
弥
陀
の
諸
仏
の
啓
示
、
な
ら
び
に
真
宗
に
お
い
て
は
、
そ
の
開
山
及
び
七
祖
の
垂
訓
に
よ
る
外
な
し
。
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と
言
う
わ
け
で
す
。
近
・
現
代
で
あ
る
な
ら
ば
、
伝
統
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
そ
の
情
況
に
応
じ
て
い
わ
ば
諸
仏
と
し
て
の
訓
示
を
あ
た
え 

る
人
物
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
も
思
わ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
私
は
清
沢
の
言
説
は
、
あ
る
種
の
「啓
示
」
と
し
て
読
む
べ 

き
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
を
も
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
実
際
そ
の
よ
う
に
読
む
べ
き
根
拠
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
現
代
は
科
学
的
理
性
、
 

技
術
的
感
性
の
極
め
て
進
歩
し
た
時
代
で
す
し
、
過
去
に
は
知
り
得
な
か
っ
た
知
識
や
技
術
が
積
み
重
な
っ
て
い
ま
す
。
清
沢
が
出
た
時 

代
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
方
向
へ
進
む
基
礎
的
段
階
で
あ
り
ま
す
。
す
で
に
そ
う
い
う
世
界
を
感
得
し
て
予
言
に
近
い
よ
う
な
発
言
も 

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
想
像
上
、
感
情
上
の
存
在
こ
そ
、
浄
土
教
、
と
り
わ
け
真
宗
の
必
要
と
す
る
世
界
で 

あ
っ
た
と
円
了
も
示
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

ま
た
円
了
は
「横
超
」
と
い
う
言
葉
を
取
り
上
げ
ま
す
。
『愚
禿
鈔
』
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
横
超
の
意
味
は
啓
示
性
に
あ
る
と
い
う 

こ
と
を
述
べ
る
。
い
わ
ば
絶
対
界
か
ら
相
対
界
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
伝
達
で
す
。
因
果
の
理
法
に
二
種
類
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ 

ど
も
、
こ
の
横
超
と
い
う
の
は
、
絶
対
界
の
論
理
範
疇
で
あ
っ
て
人
知
の
及
ぶ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
相
対
界
の
因
果
の
理
法 

は
絶
対
的
理
体
を
離
れ
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
、
 

浄
土
門
の
阿
弥
陀
仏
は
差
別
相
対
の
最
上
に
位
し
、
な
お
差
別
の
成
立
を
有
す
る
も
の
な
れ
ば
、
因
果
の
理
法
は
表
面
の
一
部
分
に 

お
い
て
応
用
す
べ
き
も
、
も
し
そ
の
体
の
性
徳
を
論
ず
る
に
至
り
て
は
、
絶
対
と
一
致
し
た
る
も
の
な
れ
ば
、
因
果
の
沙
汰
に
は
あ 

ら
ざ
る
な
り
。
以
上
の
道
理
に
よ
り
て
余
は
浄
土
門
別
し
て
真
宗
は
実
際
上
に
絶
対
を
説
く
も
の
な
れ
ば
、
道
理
外
の
啓
示
を
待
た 

ざ
る
べ
か
ら
ず
と
云
う
な
り
。

と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
井
上
の
論
旨
で
す
。
こ
の
点
を
『真
宗
哲
学
』
の
重
要
な
原
理
の
一
つ
に
加
え
て
お
く
べ
き
で
あ
る
と
述
べ 

て
い
る
の
で
す
。

そ
ろ
そ
ろ
時
間
も
ま
い
り
ま
し
た
。
先
に
も
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
聖
道
門
は
表
面
に
道
理
を
基
本
と
し
、
裏
面
に
は
啓
示
に
よ
る
。
 

そ
れ
に
比
べ
、
浄
土
門
は
表
面
は
啓
示
に
よ
っ
て
裏
面
は
道
理
に
基
づ
く
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
ま
し
た
。
井
上
は
、
人
知
を
超
え
た
理
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と
い
う
も
の
に
二
種
あ
る
と
言
い
ま
す
。
実
に
面
白
い
の
で
す
が
、

一
つ
は
「物
理
外
の
理
」
。
二
つ
め
に
は
「論
理
外
の
理
」
で
す
。
 

仏
教
と
り
わ
け
真
宗
の
阿
弥
陀
仏
の
理
と
い
う
の
は
、
「物
理
外
の
理
」
で
あ
っ
て
、
「論
理
外
の
理
」
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の 

論
理
は
、
「論
理
外
の
理
」
で
あ
る
と
井
上
は
主
張
す
る
の
で
す
。
あ
く
ま
で
仏
教
の
啓
示
は
論
理
上
の
思
想
の
原
理
に
従
っ
て
、
推
理
、
 

究
明
可
能
な
世
界
を
示
唆
す
る
の
で
す
。
道
理
と
啓
示
と
の
二
様
並
存
に
お
け
る
一
方
の
現
れ
で
す
。

実
際
と
し
て
の
政
治
性

「帰
結
」
で
井
上
は
、
最
終
的
に
政
治
の
問
題
に
ま
で
踏
み
込
み
ま
し
た
。
果
た
し
て
そ
れ
は
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ 

う
か
。
答
え
は
然
り
で
す
。
井
上
の
思
想
は
実
際
と
論
理
と
の
二
様
並
存
で
あ
り
ま
し
た
。
彼
は
政
治
は
実
際
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
と 

考
え
ま
す
。
井
上
が
こ
の
世
界
を
問
題
に
し
な
い
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
。
単
な
る
保
守
的
な
国
家
主
義
者
の
烙
印
を
押
し
て
は
い
け
な
い 

わ
け
で
す
。
円
了
の
政
治
哲
学
に
は
、
宗
教
哲
学
が
並
存
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
道
理
と
事
実
と
い
う
二
様
並
存
が
あ
る
の
で
す
。
宗
教 

的
に
痛
み
、
苦
悩
を
感
ず
る
も
の
は' 

国
家
社
会
を
憂
え
る
も
の
で
も
あ
る
。
真
宗
と
は
平
等
差
別
の
二
様
並
存
の
道
理
に
従
っ
て
、
世 

間
性
と
出
世
間
性
の
ま
っ
た
だ
中
を
い
く
道
で
す
。
真
宗
と
は
日
本
の
宗
教
の
歴
史
に
お
い
て
理
論
上
も
実
際
上
も
比
類
な
き
宗
教
で
あ 

る
。
世
の
中
の
人
に
よ
っ
て
見
ら
れ
て
い
る
実
態
は
本
体
を
映
し
て
は
い
な
い
と
主
張
す
る
わ
け
で
す
。

何
れ
の
国
、
何
れ
の
世
を
問
わ
ず
、
政
治
の
裏
面
に
必
ず
宗
教
存
す
る
あ
り
て
一
国
の
安
寧
を
保
持
す
る
を
見
る
。
政
治
は
車
の
ご 

と
く
宗
教
は
油
の
ご
と
く
。
政
治
を
し
て
円
滑
に
回
転
せ
し
む
る
も
の
は
宗
教
な
り
。
政
治
は
紙
の
ご
と
く
、
宗
教
は
糊
の
ご
と
く
、
 

人
心
は
障
子
の
骨
子
の
ご
と
く
、
政
治
と
人
心
を
し
て
互
い
に
付
着
粘
合
わ
せ
し
む
る
も
の
は
宗
教
な
り
。
宗
教
の
政
道
人
事
に
裨 

益
あ
る
こ
と
か
く
の
ご
と
し
。
し
か
し
て
世
間
い
ま
だ
誰
も
意
を
宗
教
に
注
ぐ
も
の
あ
る
を
見
ず
。

こ
れ
は
ま
す
ま
す
現
代
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ

の

『真
宗
哲
学
序
論
』
の

「端
緒
論
」
に
は
、
「護
国
愛
理
の 

二
大
義
務
」
と
い
う
項
も
あ
り
ま
す
が
、
政
治
的
実
際
性
、
そ
れ
か
ら
道
理
的
宗
教
、
道
理
的
啓
示
の
宗
教
、
こ
う
い
う
も
の
の
重
要
性
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を
言
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
明
治
啓
蒙
期
だ
け
の
課
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
表
裏
の
論
理
、
二
様
並
存
の
道
理
を
徹
底
す
れ
ば
、
こ
の
よ 

う
な
思
想
が
必
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。
危
機
の
意
識
感
覚
が
日
本
国
に
つ
い
て
考
え
る
と
い
う
課
題
を
伴
っ
て
現
れ
て
く
る
わ
け
で
す
。
 

『真
宗
哲
学
』
の
結
論
で
す
が
、

仏
日
地
平
線
に
没
し
た
る
や
疑
い
な
し
。
爾
来
長
夜
漫
々
三
百
年
余
の
久
き
に
及
ぶ
そ
の
間
法
灯
僅
か
に
残
光
を
留
め
て
凄
風
簫
雨 

の
間
に
明
滅
し
て
今
日
に
至
る
や
、
今
や
明
治
の
盛
代
に
会
し
、
天
辺
再
び
仏
日
を
現
ず
る
時
な
り
と
い
え
ど
も
、
四
面
な
お
暗
う 

し
て
人
み
な
夢
中
に
あ
り
。
然
れ
ど
も
何
ぞ
知
ら
ん
、
東
天
遙
に
旭
光
を
漏
ら
し
て
、
半
空
す
で
に
白
き
を
。
遠
く
こ
の
光
を
望
ん 

で
鶏
鳴
一
声
を
も
っ
て
晨
を
報
ず
る
も
の
、
果
た
し
て
誰
ぞ
や
。
こ
れ
余
が
独
り
真
宗
に
向
か
い
て
望
む
の
み
な
ら
ず
、
諸
宗
に
向 

か
い
て
望
む
所
な
り
。
嗚
呼
、
南
無
阿
弥
陀
仏
。

こ
れ
が
全
体
の
終
わ
り
方
な
の
で
す
ね
。
『真
宗
哲
学
』
と
い
う
著
作
を
通
じ
て
近
代
に
お
け
る
真
宗
の
哲
学
と
し
て
の
重
要
性
を
論
証 

し
て
い
っ
た
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
現
在
の
問
題
と
し
て
考
え
る
と
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
も 

の
に
対
す
る
見
方
は
、
ま
た
現
代
は
論
じ
方
が
異
な
っ
て
こ
よ
う
か
と
思
い
ま
す
。
今
日
的
課
題
か
ら
申
し
ま
す
れ
ば' 

日
本
が
今
ま
さ 

に
置
か
れ
て
い
る
情
況
に
対
し
て
、
井
上
が
も
し
今
生
き
て
お
り
ま
し
た
な
ら
ば
、
欧
米
世
界\

殊
に
ア
メ
リ
カ
的
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン 

ダ
ー
ド
と
い
う
も
の
に
対
し
て
、
ど
う
対
決
す
る
の
か
な
ど
と
興
味
深
く
想
像
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

井
上
円
了
は
現
代
に
も
通
ず
る
諸
課
題
の
基
礎
を
よ
く
提
示
し
た
も
の
だ
と
、
こ

の

『真
宗
哲
学
』
か
ら
感
じ
ま
す
。
確
か
に
そ
こ
に 

は
い
ろ
い
ろ
批
判
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
こ
れ
は
東
洋
大
学
の
『井
上
円
了
選
集
』
の
解
説
部
分
で
円
了
は
図
式
的
過
ぎ
る
の
で
は
と
い 

う
批
判
を
針
生
先
生
と
い
う
方
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
井
上
円
了
は
実
体
的
に
も
の
を
見
て
い
る
と
。
は
っ
き
り
言
え
ば
、
丫
“
彳
(

乂) 

の̂

、
関
数
的
理
解
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
点
に
つ
い
て
少
し
考
え
た
の
で
す
が
、
あ
る
程
度
そ
の
批 

判
は
わ
か
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
実
体
的
、
図
式
的
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
が
ど
れ 

だ
け
事
実
を
反
映
し
た
図
式
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
指
摘
は
井
上
に
経
済
哲
学
が
な
い
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
れ
ば
よ
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い
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
世
界
を
分
析
す
る
場
合
の
た
と
え
ば
、
生
産
力
と
か
使
用
価
値
、
交
換
価
値
、
疎
外
と
い
っ
た
理
論
か
ら
な
さ 

れ
る
視
点
で
す
。
井
上
に
は
象
徴
的
貨
幣
交
換
の
文
脈
で
捉
え
る
よ
う
な
視
点
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
経
済
哲
学
が
な
い 

と
。
そ
う
い
う
課
題
か
ら
言
え
ば
い
い
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
明
治
に
お
い
て
極
め
て
現
代
的
課
題
の
「基
礎
」
を
提
起 

し
た
人
物
が
円
了
先
生
で
あ
る
と
、
こ
う
一
言
え
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
。
時
代
が
変
化
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
基
礎
原
理
を
応
用
す
る
の
は 

私
た
ち
自
身
で
あ
り
ま
す
。

煩
雑
な
資
料
を
連
ね
読
む
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
清
沢
先
生
を
考
え
る
上
で
も
、
こ
の
井
上
円
了
と
い 

う
方
は
非
常
に
大
事
な
方
で
あ
り
、
と
り
わ
け
哲
学
面
か
ら
、
要
す
る
に
道
理
的
側
面
か
ら
解
明
し
て
い
く
場
合
、
必
ず
ペ
ア
で
考
え
て 

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
粗
雑
な
お
話
で
ま
こ
と
に
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
 

こ
れ
で
今
日
の
発
表
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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