
〈
報

告

〉

第
六
回
「国
際
真
宗
学
会
」
に
参
加
し
て

は

じ

め

に

「
大
乗
の
至
極
・
浄
土
真
宗
」
と
い
う
基
調
テ
ー
マ
の
下
、
第 

六

回

「
国
際
真
宗
学
会
」
が
こ
こ
大
谷
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ 

た
。

二
年
前
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
立
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
に
お 

け
る
日
程
と
同
様
ハ
月
三
日
よ
り
五
日
ま
で
の
三
日
間
の
期
間
で 

あ
っ
た
が
、
水
準
の
高
い
学
会
で
あ
り
、
連
日
熱
心
な
発
表
、
質 

疑
応
答
が
続
い
た
。

参
加
者
総
数
は
約
四
百
名
、
 

そ
の
な
か
で
正
登
録
参
加
者
百
二 

十
名
を
超
え
、
参
加
国
数
十
四
、
そ
の
う
ち
発
表
者
の
国
を
ひ
ろ 

っ
て
み
た
だ
け
で
も
日
本
、

ア
メ
リ
カ
、

カ
ナ
ダ
、

フ
ラ
ン
ス
、
 

イ
ギ
リ
ス
、
ブ
ラ
ジ
ル' 

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
七
ヶ
国
、 

五
十
三
名
に 

及
び' 

名
実
と
も
に
真
宗
に
関
す
る
唯
一
の
国
際
学
会
と
な
っ
て 

い
る
。

そ
の
構
成
と
し
て
パ
ネ
ル
四
部
、

セ
ッ
シ
ョ
ン
十
部
を
そ

樋 

口 

章 

信

の
骨
組
み
と
し
、
初
日
の
夕
べ

に
お
こ

な
わ

れ

た
ル
イ
ス
・
ゴ
メ 

ス

ミ

シ

ガ

ン

大

学

教

授

〔浄
土
の
イ
メ
ー
ジ-
-

何
が
物
語
り
を 

意
味
深
く
す
る
の
か-
-

〕

と' 

本

学

の

寺

川

俊

昭

学

長

〔信
仰 

の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
——

廻
向
と
願
生
——

〕

の
ふ
た
つ
の
公
開
講 

演
を
も
っ
て
今
学
会
の
基
調
が
提
唱
さ
れ
た
。
講
演
に
は
内
外
の 

多
く
の
参
加
者
が
熱
心
に
聞
き
入
っ
て
い
た
。

そ
れ
ぞ
れ
が
方
法 

論
的
に
大
谷
大
学
の
真
宗
学
を
示
唆
す
る
貴
重
な
内
容
で
あ
っ
た
。
 

因
み
に
前
回
の
大
会
に
は
大
谷
大
学
か
ら
も
真
宗
学
教
員
、
学 

生
の
ッ
ア
ー
十
数
名
が
参
加
し'

「
真

宗

学

研

究

こ

の

十

年
 

の
回
顧
と
展
望
」
と
い
う
基
本
テ
ー
マ
の
下
で
研
鑽
を
績
ん
だ
こ 

と
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
て
今
回
大
谷
大
学
が
国
際
的
視
野
を
念
頭 

に
置
き
つ
つ
、
積
極
的
に
こ
の
第
六
回
大
会
を
迎
え
た
こ
と
は
真 

宗
学
研
究
の
国
際
的
場
に
も
う
ひ
と
つ
の
流
れ
を
加
え
た
こ
と
で 

あ
り
、
大
い
に
意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
本
学
か
ら
も
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多
く
の
発
表
参
加
が
あ
っ
た
。
小

野

蓮

明

教

授

は

〔誓
願
一
仏
乗
〕 

と
い
う
ご
発
表
を
さ
れ
、
神

戸

和

磨

教

授

は

〔
往
生!
!

正
定
聚 

の

機
(

パ
ネ
ル)

〕
を

、
三

明

智

彰

助

教

授

は

〔親
鸞
の
仏
性
論
と 

「
大
乗
の
至
極
」
と
し
て
の
浄
土
真
宗
〕
と
い
う
題
で
発
表
さ
れ 

た
。
安

藤

文

雄

講

師

は

〔親
鸞
に
お
け
る
業
の
問
題
〕
を
考
究
さ 

れ
、

一

楽

真

講

師

は

〔時
機
相
応
の
法
〕

と
題
し
た
論
稿
を
読
ま 

れ
た
。

ま
た
大
乗
仏
教
と
し
て
の
浄
土
教
と
い
う
見
地
か
ら
は
口 

ジ

ャ

ー

・

コ

ー

レ

ス

氏(

デ
ュ
ー
ク
大
学)

の
後
に
小
谷
信
千
代 

助

教

授

が

〔
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
お
け
る
浄
土
信
仰
〕
を
論
じ
ら
れ 

た
し' 

ま

た

『
維
摩
経
』

に
関
連
し
て
は
金
沢
大
学
の
橋
本
芳
契 

名
誉
教
授
と
織
田
顕
祐
講
師
が
発
表
な
さ
れ
た
。

同
朋
大
学
か
ら 

は
終
末
医
療
と
の
関
連
に
基
づ
き

田
代
俊
孝
助
教
授
が

〔真
宗
と 

デ
ス
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
〕

と
い
う
題
で
ご
発
表
を
さ
れ
た
。
 

大
谷
派
教
学
研
究
所
か
ら
西
田
真
因
師
が
〔
『
歎
異
抄
』
に
お
け
る 

罪
の
問
題
〕

を
解
明
さ
れ
、
大
谷
派
の
北
米
開
教
区
か
ら
は
今
井 

亮

徳

師

〔
か
わ
り
め
〕

と

パ

ト

リ

シ

ア

・
ホ

ン

ダ

氏

〔清
沢
の
精 

神
主
義
に
お
け
る
禅
〕

の
お
二
人
が
参
加
さ
れ
た
。

全
体
に
わ
た
り
こ
の
誌
面
を
借
り
て
具
体
的
に
そ
の
意
味
と
課 

題
を
綴
っ
て
み
た
い
が
、
紙
数
の
余
裕
が
な
い
の
で
パ
ネ
ル
中
心 

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
略
述
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
・ 

レ
ジ
ュ
メ
、
論
文
集
が
出
さ
れ
て
い
る
の
で
詳
細
に
つ
い
て
は
特

に
要
旨
集
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

パ
ネ
ル
討
議
の
そ
れ
ぞ
れ

(8.)
パ
ネ
ル1

(

往
生
——

現
代
に
お
け
る
救
い
の
問
題) 

第
一
パ
ネ
ル
は
本
学
の
長
崎
教
授
の
司
会
の
下
、
徳
永
道
雄
氏 

(

京
都
女
子
大
学/

〔
大
乗
の
真
理
と
し
て
の
還
相
〕)

、
ジ

ョ

ン

・
 

ロ

ス

・

カ

ー

タ

ー

氏(

コ

ル

ゲ

ー

ト

大

学

〔
人
間
の
純
粋
な
行
為 

と

し

て

の

「
帰
依
」
も

し

く

は

「
帰
命
」

に
つ
い
て
〕)

、
佐
藤
正 

英

氏
(

東
京
大
学/

〔
往
生
の
背
景
〕)

、
神

戸

和

曆

氏(

大
谷
大
学 

/

〔
往
生!

正
定
聚
の
機
〕)

の
各
氏
が
ベ
ー
パ
ー
を
読
ま
れ
、
 

そ
の
後
熱
心
な
討
論
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ

の

パ

ネ

ル
は

「
往
生
」 

を
臨
終
に
み
る
よ
う
な
二
元
的
平
面
的
往
生
観
の
再
吟
味
を
う
な 

が
す
も
の
で
あ
っ
た
。

そ

れ

は

神

戸

教

授

の

い

わ

れ

る

よ

う

に 

「
即
得
往
生
、
住
不
退
転(

至
心
信
楽
願
成
就
文)

」
を
根
拠
と
し 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
佐
藤
教
授
に
よ
れ
ば
、
こ
の
キ
ー 

ワ
ー
ド
は
現
代
日
本
の
思
想
的
課
題
と
そ
の
ま
ま
す
り
あ
わ
せ
る 

の
で
は
な
く
、
親
鸞
の
生
き
て
い
た
時
代
的
文
脈
の
な
か
で
考
察 

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
私
に
思
う
に
、
現
代
の
人 

間

に

と

っ

て

「
往
生
」
と

い

う

言

葉

は

も

は

や

「
肉
体
的
死
」
と 

同
義
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
来
そ
れ
は
精
神
的 

誕
生
を
意
味
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
言
葉
が
死
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を
連
想
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
け
っ
し
て
外
側
に
む
か
っ
て
批 

判
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
な
く'

自
己
批
判
的
内
容
を
そ
の
ま
ま
で 

要
求
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
商
業
化
し' 

い
の
ち
を 

置
き
忘
れ
る
傾
向
に
あ
る
儀
礼
中
心
主.
義
の
現
況
を
物
語
る
も
の 

で
も
あ
る
、
と
私
は
受
け
取
る
の
で
あ
る
。

私
に
と
っ
て
課
題
は
次
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

つ

ま

り

「
往 

生
」
観
を
問
う
と
い
う
こ
と
は
親
鸞
教
学
と
し
て
内
面
的
に
突
破 

す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
儀
礼
」
の
意
味
を
再
考
し
、
そ 

れ
を
客
観
化
し' 

さ
ら
に
社
会
学
、
民

族
(

俗)

学

、
神
話
学
、
 

文
化
人
類
学
と
い
っ
た
諸
学
の
成
果
を
踏
え
て
再
解
釈
す
る
こ
と 

で
は
な
い
か
と
。

そ
れ
は
け
っ
し
て
い
わ
ゆ
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
衣 

装
を
身
に
着
け
た
現
状
主
義
で
は
な
く'

自
己
内
部
の
伝
統
的' 

文
化
的
、
習
俗
的
な
る
も
の
の
内
容
を
で
き
る
だ
け
正
確
に
把
握 

し
て
そ
の
積
極
面
と
消
極
面
を
理
解
し' 

そ
し
て
そ
れ
と
は
次
元 

が
異
な
る
個
の
信
と
い
う
問
題
も
考
察
し
整
理
し
た
上
で
、
両
者 

の
本
来
あ
る.
へ
き
関
係
に
及
ぶ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

⑹
 

パ
ネ
ル2
 
(

対
話
上
の
諸
問
題!

——

多
元
世
界
と
浄
土
真 

宗)

本
学
の
多
田
稔
教
授
司
会
に
よ
っ
て
熱
の
こ
も
っ
た
パ
ネ
ル
が 

進
行
し
て
い
っ
た
。
デ

ニ

ス

・
ギ

ー

ラ

氏
(

パ

リ

・
カ
ト
リ
ッ
ク

研
究
所/

〔
純
粋
な
対
話
の
た
め
の
基
本
的
姿
勢
〕)

、

ジ

ェ
ー
ム 

ズ

・
ハ
イ
ジ
ッ
ク
氏(

南
山
宗
教
研
究
所/

〔
禁
欲
主
義
に
抗
し
て 

!

対
話
か
ら
行
動
へ
〕)

、
グ

ス

タ

フ

・
ピ

ン

ト

氏
(

カ
ン
デ
ィ 

ド
・
メ
ン
デ
ス
大
学/

〔
真
宗
と
ビ
ジ
ネ
ス
〕)

そ
し
て
最
後
に
ア 

ル

フ

レ

ッ

ド

・
ブ

ル

ー

ム

氏(
1
8
5

バ
ー
ク
レ
ー
仏
教
学
研
究 

所)

が

〔浄
土
真
宗
の
究
極
性!
!

親
鸞
の
天
台
に
対
す
る
応
答
〕
 

と
い
う
論
文
を
読
ま
れ
た
。

ハ
イ
ジ
ッ
ク
氏
に
多
く
の
質
問
が
フ
ロ
ア
ー
か
ら
集
ま
っ
て
い 

た
。

氏

は

ヤ

ン

・

フ

ア

ン

・
ブ
ラ
フ
ト
氏
を
継
ぐ
貴
重
な
仕
事
を 

な
さ
れ
つ
つ
あ
る
方
で'

『
懺
悔
道
の
哲
学
』

を

著

し

「
三

願

転 

入
」
「
三
心
釈
」

「
還
相
廻
向
」

に
哲
学
的
分
析
を
下
し
た
人
、

田 

辺
元
に
つ
い
て
の
氏
の
論
文
並
び
に
翻
訳
が
最
近
話
題
を
呼
ん
で 

い
る
。

む
し
ろ
私
は
パ
ネ
ル3

に
お
い
て
氏
の
翻
訳
論
を
拝
聴
し 

た
か
っ
た
気
も
す
る
。
読
ま
れ
た
論
文
タ
イ
ト
ル
は
、
〔
感
覚
の
回 

復
——

時
代
の
禁
欲
主
義
に
抗
し
て
〕
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

⑤
 

氏
は
い
く
つ
か
の
大
乗
典
籍
に
お
さ
ま
る
一
説
話
を
以
て
始
め 

る
。
あ
る
男
が
二
頭
の
象
に
追
い
か
け
ら
れ
、
井
戸
に
入
っ
て
そ 

の
危
険
か
ら
身
を
守
ろ
う
と
す
る
。
井
戸
に
絡
ま
っ
て
い
る
葡
萄 

の
蔓
に
つ
か
ま
っ
て
い
る
と
、
白
と
黒
の
鼠
二
匹
が
そ
の
蔓
を
か 

じ
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
。

下
を
見
る
と
毒
蛇
が
下
か
ら
這
い
上 

っ
て
く
る
で
は
な
い
か
。
底
に
は
火
を
吐
く
龍
も
い
る
。
絶
体
絶
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命
。
上
を
よ
く
み
る
と
甘
い
蜜
が
数
滴
蔓
を
っ
た
わ
っ
て
落
ち
て 

く
る
の
が
わ
か
っ
た
。

一
呼
吸
お
い
て
そ
の
蜜
の
匂
い
を
味
わ
っ 

て
み
る
。
す
る
と
、
そ
の
瞬
間
彼
は
す
べ
て
の
恐
怖
か
ら
解
放
さ 

れ
た
の
だ
っ
た
。

と
こ
う
い
う
話
で
あ
る
。

こ

れ

以

外

に

も

『
仏 

所
行
讃
』
、

『
本
生
経
』
、
ま

た

ゴ

ッ
ト

フ
リ

ー

ト

・
フ

ォ

ン

・
シ

⑥

ユ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
に
よ
る
中
世
の
『
ト
リ
ス
タ
ン
と
イ
ゾ
ル
デ
』 

を
引
用
さ
れ
、
縦
横
に
東
西
の
宗
教
的
隠
喩
を
渉
猟
さ
れ
る
の
で 

あ
る
。

ま
た
聖
体
拝
領
に
お
け
る
本
来
の
感
覚
の
回
復
を
氏
は
説 

か
れ
る
。
東
西
い
ず
れ
の
伝
統
に
よ
っ
た
と
し
て
も
、
恵
み
と
洞 

察
力
の
自
然
な
流
れ
は
慈
悲
や
愛
を
呼
び
起
こ
し
、
日
常
的
因
習 

の
殻
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
本
来
の
感
覚
を
再
び
呼
び
覚
ま
す
の
で 

あ
る
。

さ
ら
に
氏
は
、
現
代
産
業
社
会
を
痛
烈
に
批
判
し
、
地
球 

環
境
保
護
運
動
の
理
論
的
支
柱
と
も
な
っ
て
い
る
シ
ュ
マ
ッ
ハ
ー 

や

イ

ヴ

ァ

ン

・
イ
リ
イ
チ
を
引
き
合
い
に
出
し
、
隠
喩
に
あ
ら
わ 

れ

た

消

費,

管
理
社
会
的
性
格
を
告
発
さ
れ
る
。
消
費
と
い
う
現 

代
人
の
習
性
は
集
合
的
自
己
抑
制
と
等
し
く'

東
西
の
最
も
過
剰 

な
禁
欲
的
伝
統
と
肩
を
並
べ
る
ほ
ど
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

こ
れ
ら
の
指
摘
は
今
回
の
学
会
で
も
異
色
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

氏 

の
発
表
は
大
い
に
思
想
的
意
義
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ 

ろ
う
か
。

ア

ル

フ
レ

ッ
ド

・
ブ

ル
ー

ム

博

士

の

報

告

は

基

調

主

題

〔大
乗

の

至

極

・
浄
土
真
宗
〕

に
肉
薄
す
る
展
開
で
あ
っ
た
。

氏

は

「
天 

台
に
対
す
る
親
鸞
の
応
答
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
親
鸞
は
浄
土
教 

を

〔
再
解
釈
〕

し
た
の
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
と
は
い
わ
ば
宇
宙
的 

-

普
遍
的
真
理
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
本
来 

天

台

の

本

覚

思

想

に

も

と

づ

く

「
久
遠
実
成
」
と
い
う
考
え
方
が

⑨

「
久
遠
実
成
の
阿
弥
陀
仏
」

と
質
的
変
化
を
遂
げ
て
ゆ
く
こ
と
、
 

「
大
聖
世
尊
世
に
出
興
し
た
ま
ふ
大
事
の
因
縁
」

と
い
う
言
葉
の 

『
妙
法
蓮
華
経
』

と
の
関
連
性
、
新
し
い
菩
提
心
解
釈
と
し
て
の 

「
信
心
仏
性
」

の
思
想
な
ど' 

伝
統
的
顕
密
体
制
の
下
に
あ
る
思 

想
的
信
仰
的
枠
組
が
揚
棄
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
す
る
。

け
っ
し
て 

直
接
的
に
天
台
な
ら
び
に
当
時
の
伝
統
的
流
れ
に
対
抗
し
よ
う
と 

し
た
わ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
を
包
み
込
む
選
び
の
道
を
親
鸞
は 

定
式
化
し
た
と
力
説
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

氏
は
敢
え
て
今
回
は 

近

・
現
代
の
欧
米
思
想
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
の
背
景
を
も
っ
た 

言
葉
を
使
用
す
る
こ
と
な
し
に
、
質
的
に
す
ぐ
れ
て
現
代
的' 

普 

遍
的
思
想
を
展
開
さ
れ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
く 

な
く
と
も
私
に
は
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
曾
我
量
深
師
が
そ
う 

で
あ
っ
た
よ
う
に
、
教
学
の
歴
史
的' 

伝
統
的
遺
産
に
い
っ
た
ん 

帰
入
し
、
 

そ
こ
に
活
き
る
言
葉
の
内
面
的
密
度
を
体
験
的
に
高
め
、
 

そ
の
本
来
的
意
味
を
、
感
覚
的
、
か
つ
正
確
な
言
葉
で
提
示
す
る 

と
い
う
こ
と
は
希
有
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
感
覚
り
意
味
と
し
て
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の̂
03̂
0
は
ハ
イ
ジ
ッ
ク
氏
と
お
な
じ
よ
う
に
ブ
ル
ー
ム
氏
に
と 

っ
て
も
鍵
概
念
で
あ
る
。

デ

ニ

ス

・
ギ
ー
ラ
氏
は
宗
教
的
対
話
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
基 

本

的

姿

勢

を

「尊
敬
」

「
謙
譲
」

「誠
実
」

の
三
徳
目
に
置
か
れ
、
 

こ
れ
ら
い
ず
れ
か
の
要
素
が
欠
落
す
る
な
ら
ば
真
の
対
話
の
成
立 

が
む
ず
か
し
い
こ
と
を
主
張
さ
れ
た
。

ま
こ
と
に
傾
聴
に
あ
た
い 

す
る
指
摘
で
あ
る
。

グ

ス

タ

フ

・
ピ
ン
ト
氏
は
経
済
活
動' 

職
業
倫
理
の
側
面
か
ら 

⑪

ア
プ
ロ
ー
チ
さ
れ
、
激
変
す
る
世
界
の
な
か
で
そ
の
視
点
を
ど
の 

よ
う
に
設
定
す
る
べ
き
か
語
ら
れ
た
。

阿
弥
陀
仏
を
博
物
館
に
飾 

っ
て
あ
る
が
ご
と
き
文
化
財
的
存
在
に
変
質
さ
せ
て
し
ま
わ
な
い 

た
め
に
も
、
私
達
は
い
ま
こ
の
時
代
の
人
間
に
お
け
る
諸
問
題
を 

真
宗
に
て
ら
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
意 

味
で
職
業
の
内
包
す
る
も
の
を
吟
味
し
直
す
こ
と
が
課
題
で
あ
る 

と
い
わ
れ
る
。

そ

れ

は

仕

事

が

「
た
ま
わ
り
も
の
」

で
あ
る
と
い 

う
視
点
で
あ
り
、
自

分

の

選

ん

だ

仕

事

が

実

は

「
天
職
」
す
な
わ 

ち

111

亦20
1
!

で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

具
体
的
に
ビ
ジ
ネ 

ス
と
い
う
言
葉
を
タ
イ
ト
ル
に
ま
で
選
ん
で
発
表
さ
れ
た
こ
と
に 

そ
の
意
義
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
何
事
も
抽
象
的
思
弁
に 

陥
り
が
ち
な
傾
向
を
訓
戒
す
る
も
の
と
聞
い
た
。
も
ち
ろ
ん
学
問 

は
抽
象
的
思
索
が
な
け
れ
ば
全
き
も
の
に
は
な
ら
な
い
。

し
か
し

具
体
的
関
心
を
も
っ
て
出
発
す
る
も
の
で
あ
る
。

い
っ
し
か
そ
の 

具
体
性
も
輝
き
を
う
し
な
い
、
無
軌
道
に
流
転
し
が
ち
な
思
弁
性 

へ
の
危
機
に
氏
は
鋭
角
的
批
判
を
与
え
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う 

フ
ロ
ア
ー
を
含
め
た
質
疑
応
答
の
な
か
で
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト 

教
の
出
会
い
は
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
出
来
事
で
あ
る
が' 

自
己 

の

「真
実
」

の
な
か
に
他
者
を
の
み
こ
ん
で
は
な
ら
な
い
こ
と
、
 

キ
リ
ス
ト
教
の
も
つ
ア
ブ
ラ
ハ
ム
的
伝
統
の
問
題
性
や
イ
ス
ラ
ム 

と
の
関
係
を
も
含
め
て' 

キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
に
も
参
加
し
て
い 

た
だ
い
た
上
で
論
議
を
す
す
め
て
は
ど
う
か
な
ど
と
い
う
重
要
な 

意
見
交
換
が
な
さ
れ' 

興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
今
後
の
課
題 

を
指
し
示
す
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。

⑹
 

パ
ネ
ル3

(
言
葉
と
解
釈-
-

聖
典
の
翻
訳
を
め
ぐ
っ
て) 

パ
ネ
ル3

に
は
と
り
わ
け
関
心
を
も
っ
た
。

司

会

レ

ス

リ

ー

・
 

カ

ワ

ム

ラ

氏(

カ
ル
ガ
リ
ー
大
学)

、

コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
に
ル
イ 

ス

・
ゴ

メ

ス

氏
(

ミ
シ
ガ
ン
大
学)

が
あ
た
ら
れ
た
。

ポ

ー

ル

・
 

ス
ワ
ン
ソ
ン

氏(

南
山
宗
教
文
化
研
究
所/

〔
常

行

三

昧

と

『
般
舟 

三
昧
経
』
——

『
摩
訶
止
観
』

の
英
訳
を
め
ぐ
っ
て
〕
」
、

ノ
ー
マ
ン 

・
ワ
デ
ル
氏(

大
谷
大
学/

〔
翻
訳
に
あ
た
っ
て
の
覚
書
〕)

、
ト
マ 

ス

・
カ
ズ
ー
リ
ス
氏(

オ
ハ
イ
オ
州
立
大
学/

〔
如
是
我
読-
-

親
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鸞
を
翻
訳
す
る
に
あ
た
っ
て
の
哲
学
的
考
察
〕)

、
デ
ー
ー
ス
・
ヒ
ロ 

タ
氏(

本
願
寺
国
際
セ
ン
タ
— /

〔
親
鸞
浄
土
教
に
お
け
る
言
語
観 

——

信
心
と
解
釈
〕)

の
四
氏
が
発
表
さ
れ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
も 

今
回
の
大
会
の
特
色
の
ひ
と
つ
と
し
て
フ
ロ
ア
ー
か
ら
の
応
答
の 

多
さ
に
は
眼
を
見
張
る
も
の
が
あ
っ
た
。

ス
ワ
ン
ソ
ン
氏
は
法
華
三
大
部
の
ひ
と
つ
『
摩
訶
止
観
』

の
な 

か
で
説
か
れ
る
四
種
三
昧
の
ひ
と
つ
常
行
三
昧
に
つ
い
て' 

そ
の 

出

典

『
般
舟
三
昧
経
』

と

『
十
住
毘
婆
沙
論
』

を
引
か
れ
な
が
ら 

翻
訳
に
つ
い
て
の
問
題
点
を
示
さ
れ
た
。
個
々
の
言
葉
の
ニ
ュ
ア 

ン
ス
の
異
な
り
、
そ
の
言
葉
に
も
ち
こ
ま
れ
る
文
化
的
背
景
、
伝 

え
ら
れ
る
べ
き
対
告
衆
に
よ
っ
て
お
こ
る
意
味
の
変
化
な
ど
を
勘 

案
す
る
と' 

厳
密
で
字
義
的
に
忠
実
な
訳
に
よ
っ
て
、
特
に
古
典 

的
聖
典
の
場
合
、
ど
こ
ま
で
原
典
の
内
容
を
再
現
し
う
る
か
と
い 

う
こ
と
を
問
題
提
起
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

出
典
引
用
箇
所
と
そ 

の
内
容
に
通
暁
し
て
い
な
い
と
そ
の
も
の
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う 

こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
と
く
に
比
喩
的
表
現
の
場
合
そ
の
度
合
が 

高
く
な
る
。

ま
た
あ
る
部
分
を
引
用
す
る
場
合
、
そ
れ
は
あ
る
点 

だ
け
を
強
調
す
る
た
め
な
の
か' 

そ
れ
と
も
換
喩
的
な
意
味
で
の 

強
調
な
の
か
。
単
に
暗
示
す
る
た
め
の
引
用
も
あ
り
、

オ
リ
ジ
ナ 

ル
な
文
脈
を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
な
こ
と
が
多
い
。

こ
の
よ
う 

ぬ
こ
と
か
ら
す
る
と
、
 

辞
書
的
な
語
義
に
忠
実
な
翻
訳
と
い
う
も

の
は
、
最
悪
の
場
合
意
味
も
文
脈
も
喪
失
し
た
言
葉
の
羅
列
に
終 

っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
と
語
ら
れ
る
。

氏
は
翻
訳
に
お
け
る
陥 

穽
を
指
摘
さ
れ
、
そ
の
専
門
的
か
つ
具
体
的
例
示
に
よ
り
聴
衆
の 

関
心
を
喚
起
し
た
。

思
う
に
信
仰
を
伝
達
す
る
媒
体
と
な
る
べ
き 

聖
典
を
他
言
語
に
置
換
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
身
が
実
は 

翻
訳
者
本
人
の
信
仰
的
知
恵
と
教
学
的
理
解' 

さ
ら
に
伝
え
よ
う 

と
す
る
情
熱
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
り' 

な
に
よ
り
も 

愛
と
慈
悲
と
懺
悔
の
行
為
な
の
で
あ
ろ
う
。
宗
教
と
は
な
に
か
、
 

と
い
う
こ
と
を
も
う
一
度
原
点
か
ら
問
い
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ 

る
と
思
っ
た
。

ノ
ー

マ
ン

・
ワ
デ
ル
氏
は

『
正
法
眼
蔵
』

の
英
訳
者
と
し
て
す 

で
に
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
高
名
を
馳
せ
て
い
る
方
で
あ
る
。

こ
の 

度
の
パ
ネ
ル
で
氏
は
そ
の
機
知
に
あ
ふ
れ
た
語
り
口
で
聴
衆
を
引 

き
込
ん
だ
。

そ
の
一
部
を
思
い
起
こ
す
と
、
た
と
え
ば
西
洋
で
は 

翻

訳

者

は

「裏
切
り
者
」
と
し
て
イ
ス
カ
リ
オ
テ
の
ユ
ダ
や
ブ
ル 

—
タ
ス
と
同
じ
地
位
に
置
か
れ
て
き
た
と
さ
れ
る
。
ど
う
あ
ろ
う 

と
も
翻
訳
者
は
翻
訳
を
や
め
な
か
っ
た
。

ゲ
ー
テ
は
次
の
よ
う
に 

カ
ー
ラ
イ
ル
に
語
っ
た
と
い
う
。

「
た
と
え
だ
れ
が
そ
の
不
十
分 

さ
を
指
摘
し
よ
う
と
、 

翻
訳
は
こ
の
世
界
の
で
き
ご
と
全
体
の
な 

か
で
最
も
重
要
で
最
も
価
値
の
あ
る
関
心
事
の
ひ
と
つ
な
の
で
あ 

る
。
も
し
そ
の
翻
訳
と
い
う
こ
と
が
あ
り
え
な
い
な
ら
就
、
わ
れ
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わ
れ
は
お
し
黙
っ
た
壁
に
仕
切
ら
れ
た
尊
大
な
教
会
区
の
な
か
に 

生
き
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
」
。
確
か
に
翻
訳
の
限
界
を
指
摘
し
て
、
 

古
典
を
少
数
者
に
し
か
近
付
け
な
い
も
の
に
す
る
よ
り
は
、
積
極 

的
に
形
を
残
し
て
い
く
方
が
ど
れ
だ
け
生
産
的
だ
ろ
う
か
。
な
に 

よ
り
も
翻
訳
者
自
身
が
そ
の
限
界
性
に
気
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ 

と
が
あ
る
。
翻
訳
実
践
者
と
し
て
氏
は
そ
の
困
難
さ
に
つ
い
て
次 

の
よ
う
な
点
を
挙
げ
る
。

ま
ず
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
に
お
け
る
理 

解
の
困
難
さ
で
あ
る
。

そ
れ
は
漢
語
、
和
語
の
も
っ
さ
ま
ざ
ま
な 

桎
梏
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
な
に
し
ろ
ア
ジ
ア
の
地
に
イ
エ 

ス

・
キ
リ
ス
ト
の
福
音
の
書
が
根
付
く
の
を
妨
げ
た
言
語
文
化
で 

あ
る
。

そ

し

て

『
正
法
眼
蔵
』

そ
の
も
の
の
も
つ
困
難
も
あ
る
。
 

道
元
の
深
遠
で
複
雑
な
文
を
翻
訳
で
き
る
形
に
ま
で
も
っ
て
ゆ
か 

ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
は
テ
キ
ス
ト
や
注
釈
書
の
類
を
く
ま
な
く 

読
み
込
む
。

し
か
し
な
か
な
か
納
得
が
ゆ
か
な
い
。

や
が
て
翻
訳 

者
は
あ
る
結
論
に
い
た
る
。

こ
の
テ
キ
ス
ト
は
世
界
で
最
も
魅
力 

あ
る
書
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
同
時
に
、
最
も
手
に
負
え
な
い
も
の 

の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
と
。
『
正
法
眼
蔵
』
の
英
訳
に
関
し
て
は
「
正 

確
さ
」

こ
そ
再
重
要
課
題
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
字
義
に
忠
実
で
な 

い
意
訳
的
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
は
道
元
が
な
ぜ
そ
の
漢
字
を
使
用
し
た 

の
か
を
語
ら
ず
、
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
イ
メ
ー
ジ
を
喪
失
し
て
し 

ま
う
の
で
あ
る
。

と

り

わ

け

「有
時
」
な

ら

び

に

「仏
性
」
と
い

う
よ
う
な
思
想
的
中
核
を
な
す
章
で
は
そ
う
あ
ら
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
。

ど
う
し
て
も
字
義
的
な
訳
で
は
解
決
の
つ
か
な
い
と
き
こ 

そ
他
の
方
法
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。

と
こ
の
よ
う
に
実
践
的
か
っ 

具
体
的
翻
訳
論
を
展
開
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

考

え

さ

せ

ら

れ

た

の

は

「
テ
キ
ス
ト
」

と
は
い
つ
た
い
何
か
と 

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
聖
典
の
翻
訳
と
な
っ
て
い
る
以 

上

、
聖
典
と
は
何
か
に
つ
い
て
明
確
な
規
定
を
立
て
な
け
れ
ば
な 

ら
な
い
。

聖
な
る
テ
キ
ス
ト
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

聖
と
は
何 

か

、
ま
た
そ
も
そ
も
テ
キ
ス
ト
と
は
何
か
、
出
発
点
に
立
っ
て
そ 

れ
ぞ
れ
あ
き
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

ト
マ
ス
・
カ
ズ
ー
リ
ス
氏
は
ま
ず
テ
キ
ス
ト
の
概
念
を
組
変
え

⑬

た

哲
学

者

ジ

ャ

ッ

ク

・
デ
リ
ダ
の
言
葉
、
「
翻

訳

と

は

変

形

で

あ 

る
。
」
を
引
か
れ
、
そ

の

人

の

--1
意
図
」
に
よ
っ
て
文
脈
が
で
き
あ 

が
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
。

文
脈
の
な
か
に
言
葉
が
存
在 

す
る
の
で
あ
り' 

そ
の
逆
で
は
な
い
。
字
義
ど
お
り
の
訳
で
は
本 

来
の
文
脈
が
逃
げ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。

ま

し

て

『
顕
浄
土
真 

実

教

行

証

文

類(

教
行
信
証)

』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
と
な
る
と
長
い 

間
に
わ
た
っ
て
草
稿
に
何
度
も
手
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
そ 

の
と
き
ど
き
の
意
図
や
予
想
す
る
読
み
手
が
同
じ
と
は
限
ら
な
い
。
 

畢

竟

、
翻
訳
者
は
い
わ
ゆ
る
翻
訳
を
す
る
の
で
は
な
く
、
彼
自
身 

の
読
み
を
言
葉
に
換
え
る
こ
と
と
な
る
。

ま
た
翻
訳
者
は
現
代
の
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読
み
手
の
文
脈
と
当
時
の
そ
れ
と
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
ろ
う
と
推
測 

す
る
。

原
典
の
意
図
と
翻
訳
者
の
読
み' 

さ
ら
に
で
き
あ
が
っ
た 

翻
訳
テ
キ
ス
ト
と
そ
の
読
み
手
と
の
関
係
に
よ
っ
て
ひ
と
つ
の
翻 

訳

は

二

重

・
三
重
の
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ガ
ー
ダ
マ 

—
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、

テ
キ
ス
ト
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
を 

著
し
た
人
と
対
話
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
確
認 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
カ
ズ
ー
リ
ス
氏
は
い
う
の
で
あ
る
。

そ 

し
て
氏
は
一
世
紀
前
の
哲
学
者
フ
レ
ー
ゲ
を
引
用
し
て
、
言
及
性 

(
(33
え
各
・
呂
0?
な̂

011 8
)

と
意
味 

(
5

5-1
1
,
0
1
1
5
6
)  

と
の
関
係
に
及

⑯

び

、
さ
ら

に

フ

ッ

サ

ー

ル

を

援

用

し
て

「意

見

・
意

図

・
目

的

・
 

信
念
」
な

ど

を

意

味

す

る^

2.1
1
1
1
1
^

と

し

て

の

「意
味
」
を
提 

起
さ
れ
、
そ
の
人
が
そ
の
言
述
に
よ
っ
て
何
を
し
よ
う
と
し
て
い 

る
の
か
を
把
握
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。

そ
こ
に

⑰
 

⑱
 

ジ

ョ

ン

・
オI

ス
テ
イ
ン
や
ジ
ョ
ン
・
サ
ー
ル
の
行
為
と
し
て
の 

発

話
(

占8
9

爲
”)

の
理
論
の
重
要
性
を
見
る
。

具

体

的

に

「
愚 

禿
」

と
い
う
言
葉
の
翻
訳
に
お
け
る
例
を
挙
げ
て
氏
は
適
切
な
翻 

訳
と
は
何
か
を
示
さ
れ
る
。

そ
の
背
景
に
あ
る
廻
向
の
思
想
を
考 

慮
せ
ず
に
こ
の
語
の
翻
訳
は
あ
り
え
な
い
。

ま

た

『
教
行
信
証
』 

を
執
筆
す
る
と
き
親
鸞
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
考
慮
に
入
れ
て 

い
た
わ
け
で
は
な
い
。

こ
こ
で
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
は
親
鸞
の
文 

脈
に
は
開
係
し
て
い
な
い
。

む
し
ろ
親
鸞
独
自
の
訓
み
に
よ
っ
て

引
用
原
典
の
内
容
を
ゆ
た
か
に
変
換
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に 

い
う
な
ら
ば' 

学

問

的

な

翻

訳

態

度

は

テ
キ

ス
ト

自

体

の
も

つ 

「変

容

力

？

片
并0
き
は
ミ
の 90
ミ
日)

」
を
弱
め
て
し
ま
う
か
も
し 

れ
な
い
。

そ
の
変
容
力
に
感
動
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
ど
う
し
て 

解

釈

・
翻
訳
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

翻
訳
と
は
テ
キ
ス
ト
か
ら 

そ

の

精

神

的

力

を

「
ぬ
す
み
と
る
」

こ
と
で
あ
る
。

信
仰
が
な
く 

し
て
翻
訳
は
あ
り
え
な
い
。
信
仰
へ
の
姿
勢
が
な
け
れ
ば
ま
さ
に 

「
は
か
ら
い
」
で
あ
る
。

「如
是
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
す
べ
き
で 

あ
る
。

カ
ズ
ー
リ
ス
氏
は
こ
の
よ
う
に
力
強
く
問
題
提
起
さ
れ
た
ー 

フ
ロ
ア
ー
の
永
富
博
士
と
の
緊
張
感
に
満
ち
た
や
り
と
り
が
こ 

の
指
摘
の
大
き
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。

さ
き
ほ
ど
の
、

サ
ン
ス
ク 

リ
ッ
ト
語
は
親
鸞
の
意
図
を
我
々
が
解
読
す
る
際
に
関
わ
ら
な
い 

と
い
う
問
題
に
対
し
て
で
あ
っ
た
が
、
逆
に
い
か
に
カ
ズ
ー
リ
ス 

氏
の
提
起
が
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
も
あ 

ろ
う
。
大
変
興
味
深
い
パ
ネ
ル
の
ひ
と
こ
ま
で
あ
っ
た
。

カ
ズ
ー 

リ
ス
教
授
は
過
去
数
十
年
間
の
ヨ
ー 

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
宗
教
的
テ 

キ
ス
ト
の
翻
訳
に
関
す
る
解
釈
学
的
探
究
の
伝
統
に
沿
い
つ
つ
、
 

ま
た
そ
の
限
界
性
を
も
考
慮
し
な
が
ら
親
鸞
の
場
合
に
踏
み
込
ま 

れ
た
。
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
と
お
も
う
の
で
あ
る
。
真
宗
学 

に
お
い
て
テ
キ
ス
ト
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
一
解
釈 

が
西
洋
の
光
り
を
と
お
し
て
了
解
さ
れ
る
可
能
性
が
ひ
ら
い
て
い
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る
。
今
後
よ
り
詳
細
な
ご
研
究
を
い
た
だ
い
て
氏
の
方
法
に
学
び 

た
い
と
思
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

現
代
の
親
鸞
翻
訳
者
の
第
一
人
者
デ
ニ
ス
・
ヒ
ロ
タ
氏
は
〔親 

鸞

の

言

語

観

・
信
仰
に
つ
い
て
の
仏
教
的
解
釈
学
〕

と
い
う
ペ
ー 

パ
ー
を
読
ま
れ
、
親
鸞
の
人
間
理
解
を' 

そ
の
テ
キ
ス
ト
を
具
体 

的
に
解
釈
し
な
が
ら
論
じ
ら
れ
た
。
「
信
巻
」
の

「
三
心
一
心
の
問 

答
」

の
翻
訳
に
あ
た
り
そ
の
文
脈
に
お
け
る
「
心
」
と
い
う
言
葉 

の

も

つ

多

義

性(90
运

き8

に
つ
い
て
の
指
摘
は
関
心
の
あ
る 

と
こ
ろ
で
あ
る
。
仏
心
と
衆
生
心
が
敢
え
て
分
か
れ
る
と
こ
ろ
が 

あ

り' 

微
妙
な
翻
訳
が
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
英
訳
を
と
お 

し
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
根
本
問
題
に
触
れ
る
こ
と
が
あ
り 

う
る
の
で
あ
る
。

付

言
す

べ

き

は

ル

イ

ス

・
ゴ
メ
ス
氏
の
創
造
的
、
刺
激
的
論
評 

で
あ
る
。

各
発
表
者
へ
の
適
切
な
熱
い
コ
メ
ン
ト
は
い
う
ま
で
も 

な
い
こ
と
が
あ
る
が
、
氏
の
一
問
題
提
起
に
触
れ
て
お
き
た
い
。 

そ
れ
は
こ

の
パ
ネ
ル
の
テ
ー

マ
に
使
わ

れ

た
「
解
釈
」
と
い
う
言 

葉

が

ー
ー
2
1
1
1
6
1
1
6
1
1
1
:

〇
な
の
か 

!
1
2
1
0
.
6
1
!

百
は3
 
(

解
釈
学)

な
の 

か
と
い
う
問
い
か
け
で
あ
る
。
方
法
と
方
法
論
が
異
な
る
よ
う
に 

解
釈
と
解
釈
学
は
ま
っ
た
く
意
味
が
違
っ
て
く
る
。

こ
こ
で
は
解 

釈
学
で
あ
る
と
い
う
意
味
限
定
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。

⑻

パ
ネ
ル4
 
(

精
神
主
義
の
意
義
——

近
代
に
お
け
る
浄
土 

真
宗
の
表
現)

こ
こ
は
大
谷
大
学
の
学
祖
清
沢
満
之
に
つ
い
て
の
パ
ネ
ル
で
あ 

る
。

司
会
は
安
富
信
哉
教
授
、

コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
に
寺
川
俊
昭
教 

授
(

学
長)
'
 

そ
し
て
四
人
の
発
表
者
は
そ
れ
ぞ
れ
羽
田
信
生
氏 

(

沼
田
仏
教
翻
訳
研
究
セ
ン
タ
—/

〔
「
救
済
者
」

か

ら

「
求
道
者
」 

へ-
-

暁

烏

敏

の

「
ア
ミ
ダ
仏
」
観
の
変
遷
〕)

ヽ
ギ
ル
バ
ー
ト
・ 

ジ

ョ

ン

ス

ト

ン

氏(

エ
ッ
カ
ー
ド
大
学/

〔
主

体

性!

精
神
主 

義
の
強
さ
と
弱
さ
〕)

、
加

藤

智

見

氏(

東
京
工
芸
大
学/

〔
精
神
主 

義
の
近
代
性
と
現
代
性
〕)

、

マ
イ
ケ

ル:

ハ

イ

氏(

ラ
ン
カ
ス
タ 

—
大
学/

〔
「
精
神
主
義
の
広
や
か
な
意
味
〕)

と
い
う
順
で
あ
っ 

た
。
清
沢
満
之
研
究
が
再
び
あ
ら
た
な
る
多
様
な
見
地
か
ら
な
さ 

れ
る
兆
し
が
感
じ
ら
れ
る
今
、
求
道
性
、
主
体
性
、
近

・
現
代
性
、
 

そ
し
て
精
神
性
と
い
っ
た
面
か
ら
、
そ
れ
も
世
界
思
想
的
視
点
か 

ら
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
四
特
徴
を
結
合
し
た
だ 

け
で
も
清
沢
師
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
ざ
や
か
に
蘇
っ
て
く
る
の
で
あ 

る
。

「
精

神

性(

に
満
ち
た)

近

・
現
代
の
主
体
的
求
道
者
」
と
い 

う
よ
う
に
。

こ
こ
で
は
羽
田
氏
の
ご
発
表
に
触
れ
よ
う
と
思
う
が
、
氏
は
仏 

祖
か
ら
連
続
し
て
窮
ま
る
こ
と
が
な
い
精
神
主
義
の
命
流
を
暁
烏 

敏
に
み
る
。

恩
師
清
沢
没
後
に
陥
っ
た
恩
寵
主
義
を
の
り
こ
え
た
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こ

と

に
よ

っ
て

暁

烏

敏

の

「
ア
ミ
ダ
仏
」
観

も

「救
済
者
」

か
ら 

「求
道
者
」

へ
と
変
遷
し
て
い
っ
た
こ
と
が
論
証
さ
れ
た
。
客
観 

的

実

在

と

し

て

の

「
ア
ミ
ダ
仏
」

か
ら
主
体
的
事
実
と
し
て
の
そ 

れ
に
変
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
親
鸞
そ
の
人
が
力
強
い
求
道
者 

(
&

第̂

一
〇-
令
售̂

で
あ
っ
た
の
で
あ
り' 

暁
烏
敏
は
そ
の
こ
と 

を
身
証
し
た
人
で
あ
る
。

「
安

心

主

義(
$
9
0

纟，
お
!
！
！)」

で
は
け
っ 

し
て
親
鸞
の
生
涯
と
そ
の
実
像
が
つ
か
み
き
れ
な
い
。

「
ア
ミ
ダ 

仏
」
を
対
象
的
に
眺
め
て
そ
の
救
済
に
す
が
る
よ
う
な
二
元
的
な 

宗
教
観
は
信
仰
の
危
機
と
し
て
根
本
的
に
克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な 

ら
な
か
っ
た
。
白
河
党
時
代
に
い
わ
ゆ
る
そ
の
門
下
三
羽
烏
の
な 

か
に
は
ひ
と
と
き
清
沢
の
信
を
疑
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
。

暁
烏
敏 

が
そ
の
ひ
と
り
で
あ
る
。

し

か

し

実

際

に

「
活
き
た
」
精
神
の
伝 

統
は
清
沢
の
な
か
に
動
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
真
宗
教
学
近
代
化
、
 

つ
ま
り
明
治
以
前
の
伝
統
に
し
ば
ら
れ
た
教
義
の
殻
を
破
り
、
そ 

こ
に
あ
た
ら
し
い
力
を
吹
き
込
む
と
い
う
こ
と
は
危
機
克
服
後
の 

暁
烏
に
よ
っ
て
継
続
的
に
な
さ
れ
て
い
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
私
も 

漠
然
と
わ
か
っ
て
は
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
羽
田
博
士
の
胸
を 

打
つ
指
摘
に
よ
っ
て
始
め
て
心
底
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
も
っ
て
入 

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

以
上
、

パ
ネ
ラ
ー
の
発
表
を
一
瞥
し
そ
の
意
義
に
つ
い
て
わ
ず 

か
ば
か
り
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
卑
見
に
よ
っ
て
実
像
を
ゆ

が
め
た
の
で
は
と
危
惧
し
て
い
る
。

さ

い

ご

に

各
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
水
準
の
高
い
発
表
成
果
に
関
し
て
報
告
す
る 

余
裕
を
も
た
な
か
っ
た
。

ご
寛
恕
を
請
う
次
第
で
あ
る
。
第
一
セ 

ッ
シ
ョ
ン
。

〔浄
土
真
宗
と
現
代
的
課
題
〕

と
平
行
開
催
で
あ
っ 

た
の
で
聞
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、

セ
ゝ
シ
ョ
ン 

3

〔仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
欲
望
と
慈
悲
〕

は
ジ
ェ
ー
ム 

ス

・
フ
レ

デ
リ'

ク

氏
(

ロ
ヨ
ラ
・
メ
リ
ー
マ
ウ
ン
ト
大
学)

、
ウ 

ン

ノ

・

タ

イ

テ

ッ

氏(

ス
ミ
ス
大
学)

、

フ
ァ
ン
・
ブ
ラ
フ
ト
氏 

(

南
山
宗
教
文
化
研
究
所)

、
武

田

龍

精

氏(

龍
谷
大
学)

の
方
 々

に
よ
る
パ
ネ
ル
形
式
の
発
表
に
よ
り
白
熱
し
た
議
論
を
呼
ん
だ
と 

い
う
。
一
二01

1
0  

5
%
7
ミ

&

ミ
：

の
著
作
で
し
ら
れ
る
ジ
ェ
ー
ム
ス
・ 

ド
ビ
ン
ズ
氏
は
真
宗
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
を
提
出
さ
れ' 

歴 

史
的
方
法
に
よ
ら
ず
に
現
代
的
発
想
の
み
で
親
鸞
の
実
像
を
考
察 

す
る
こ
と
の
問
題
性
を
指
摘
さ
れ
た
。
す
ば
ら
し
い
同
時
通
訳
能 

力
で

会

場
を

湧
か
せ

た
マ
ー
ク

・
ウ

ン

ノ

氏
(

ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド 

大
学)

の

セ

ッ

シ

ョ

ン

発

表

〔親
鸞
を
読
む
こ
と
に
お
け
る
ジ
ャ 

ン
ル
の
問
題
〕
は

親
鸞
の
諸
著
作

の

性

格
と

表

現

様

態
を

「
愚
禿 

釈
親
鸞
」
と
い
う
立
場
か
ら
再
吟
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
は 

る
か
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
み
え
た
ヒ
カ
ル
ド
・
“

・
ゴ
ン
サ
ル
ベ
ス
氏
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(

サ
ン
パ
ウ
ロ
大
学)

は
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
思
想
家
ル
ネ
・
 

ゲ
ノ
ン
の
宗
教
解
釈
を
紹
介
さ
れ
、
浄
土
真
宗
の
末
法
思
想
と
そ 

れ
と
の
共
通
点
を
述
べ
ら
れ
つ
つ
、
近

・
現
代
に
お
け
る
安
易
な 

科
学
的
発
展
主
義
や
オ
カ
ル
ト
性
、
迷
信
性
を
批
判
さ
れ
た
。

バ 

—
ク
レ
ー 1
6
5

の
ケ
ン
・
タ
ナ
カ
氏
は
真
宗
が
世
界
と
関
わ
る 

根

拠

を

「常
行
大
悲
」

に
も
と
め
ら
れ
て
論
を
進
め
ら
れ
た
。
 

セ
ッ
シ
ョ
ン
全
体
を
眺
め
る
と
現
代
社
会
の
な
か
で
真
宗
が
ど 

の
よ
う
な
は
た
ら
き
を
な
し
て
ゆ
く
の
か
と
い
う
問
題
が
浮
上
す 

る
。
績
極
的
生
活
原
理
と
し
て
の
真
宗
学
が
多
く
の
参
加
者
の
関 

心
で
あ
る
。

国
際
学
会
の
動
機
が
傾
向
的
に
明
快
で
あ
る
と
思
う
。
 

も
う
ひ
と
つ
は
パ
ネ
ル2

で
問
題
に
な
っ
た
よ
う
に
、
宗
教
的 

多
元
主
義
で
あ
る
。

宗
教
相
対
主
義
と
し
て
傷
み
の
と
も
な
わ
な 

い
宗
教
観
に
転
化
す
る
危
険
を
含
む
が
、
少
な
く
と
も
原
理
主
義 

的
宗
教
観
を
い
ま
世
界
は
脱
却
す
る
方
向
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
 

日
本
人
の
精
神
生
活
が
異
文
化
を
意
識
し
、
自
ら
を
客
観
化
す
る 

こ
と
に
よ
っ
て
多
元
的
な
世
界
観
を
も
ち
は
じ
め
た
と
い
う
こ
と 

で
も
あ
る
。
も
と
も
と
大
乗
仏
教
の
根
本
原
則
の
ひ
と
つ
で
あ
る 

「
因
縁
生
起
」

の

法

則

か

ら

い

っ

て

「
関
係
性
」
を
抜
き
に
し
た 

議
論
は
仏
教
で
は
な
い
。

そ
う
は
言
っ
て
も
、
私
に
お
け
る
世
界 

認
識
が
徹
底
し
て
そ
の
原
理
に
従
っ
て
い
る
か
と
吟
味
し
て
み
る 

と
、
意

外

に

「
わ
た
く
し
」

の
慣
れ
親
し
ん
だ
文
化
内
部
で
し
か

展
開
し
て
い
な
い
場
合
が
多
い
。
実
際
国
外
か
ら
眺
め
て
み
る
と 

そ
の
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
も
の
で
あ
る
。

文

化

・
伝
統
に
生
き
、 

そ
し
て
そ
の
限
界
を
主
体
的
に
克
服
す
る
。

さ
ら
に
与
え
ら
れ
て 

い

る

そ

の

自

己

克

服

力(

信
仰)

に
よ
っ
て
同
時
に
存
在
し
て
い 

る
多
元
的
社
会
と
心
の
通
い
あ
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
立 

さ
せ
て
い
く
と
い
う
こ
と
は' 

ま
さ
に
こ
の
危
機
を
は
ら
む
国
際 

関
係
に
お
け
る
最
重
要
課
題
で
あ
り
、
伝
統
を
昇
華
し
た
近
代
真 

宗
学
の
応
用
に
よ
っ
て

国
際
社
会
と
の
対
話
・
交
流
も
さ
ら
に
実 

の
あ
る
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ

の

度

の

テ

ー

マ

〔
大

乗

の

至

極

・
浄
土
真
宗
〕
は

『
末
灯
鈔
』 

を
出
典
と
す
る
が
、
 

そ

れ

は

『
教
行
信
証
』
総
序
の
あ
と
の
標
挙 

の

文

す

な

わ

ち

〔
大
無
量
寿
経
朝
壊
前
惑
〕

と
同
じ
謂
で
あ
ろ
う
。
 

親

鸞

の

師

法

然

の

著

し

た

「
選
択
本
願
念
仏
集
」
を

「
師
教
の
恩 

厚

を

仰
(
後
序)

」
ぎ

っ
つ

注

釈

し

た
と

も

い
え

る

そ

の

『
教
行
信 

証
』

は

ま

さ

に

「
選

択
(

せ
ん
ち
ゃ
く)

本
願
」

の
書
で
あ
る
。

人 

間
か
ら
み
れ
ば
そ
の
選
択
と
は
主
体
的
大
乗
精
神
世
界
へ
の
帰
入 

で
あ
り' 

そ
の
こ
と
自
体
が
本
願
力
廻
向
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
 

内
外
の
多
様
な
世
界
と
こ
の
た
だ
い
ま
に
お
い
て
邂
逅
し
て
い
る 

と
い
う
事
実
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は'

〔
大

乗

の

至

極

・
浄

土

真 

宗
〕
と

し

て

の

「
え
ら
び
」
が

、
多
元
的
な
意
味
文
脈
を
も
っ
た 

世
界
と
の
遭
遇
と
ま
っ
た
く
矛
盾
せ
ず
、
否
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
源

73



流
の
異
な
る
そ
れ
ら
諸
々
の
意
味
世
界
は' 

あ
た
か
も
諸
河
川
が 

大
海
に
注
ぎ
込
ま
れ
る
よ
う
に
、
本
願
力
を
本
体
と
し
た
意
味
世 

界
に
統
一
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

『
教
行
信
証
』 

「
真
仏
土
巻
」
の
結
釈
に
お
い
て
報
土
を
説
明
す
る
と
こ
ろ
で
「
そ 

れ
報
を
案
ず
れ
ば
、
如
来
の
願
海
に
よ
り
て
果
成
の
土
を
酬
報
せ 

⑳
り
」
と
親
鸞
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
す
べ
て
は
そ
の
よ
う
に
与
え 

ら
れ
て
い
る
。

貴
重
な
議
論
が
関
心
あ
る
人
の
眼
に
触
れ
る
よ
う
に
、

い
く
つ 

か
の
パ
ネ
ル
の
出
版
が
心
待
ち
に
さ
れ
る
。

必
要
な
も
の
は
あ
る 

い
は
翻
訳
さ
れ
る
べ
き
だ
し
、
ま
た
そ
れ
は
た
ま
た
ま
参
加
で
き 

な
か
っ
た
人
や
そ
の
他
の
分
野
の
方
々
に
と
っ
て
も
意
味
あ
る
も 

の
と
な
ろ
う
。

感
動
を
呼
ん
だ
の
は
学
会
長
永
富
正
俊
博
士 
(

ハ
ー
バ
ー
ド
大 

学)

に
よ
る
閉
会
式
に
お
け
る
ス
ピ
ー
チ
で
あ
っ
た
。
永
富
博
士 

が
学
会
長
と
し
て
の
務
め
を
こ
の
度
で
終
え
ら
れ
、
稲
垣
久
雄
博 

士 
(

龍
谷
大
学)

に
譲
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
こ
と
が
報 

告
さ
れ
た
後
で
ス
ピ
ー
チ
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
教
授
は
第
六
回
大 

会
の
成
功
に
た
い
し
て
慈
愛
に
満
ち
た
祝
福
の
言
葉
を
送
ら
れ
、
 

今
後
の
国
際
真
宗
学
会
の
発
展
に
む
け
て
の
大
い
な
る
期
待
の
念 

を
お
示
し
に
な
っ
た
。
会
場
は
惜
し
み
な
く
感
謝
の
拍
手
を
送
っ 

た
。

そ
れ
に
つ
け
て
も
思
う
こ
と
は
内
外
の
真
宗
学
者
が
一
堂
に
会 

し
て
発
表
し
、
議
論
し
、
交
歓
し
、
そ
し
て
再
会
を
誓
い
合
う
と 

い
う
こ
と
の
意
義
で
あ
る
。

そ
れ
は
い
く
ら
強
調
し
て
も
し
す
ぎ 

る
こ
と
は
な
い
。

二
日
目
の
夕
べ
、
あ
の
心
に
深
く
焼
き
つ
け
ら 

れ

た

交

歓

会

の

光

景

こ

そ

実

は

「
国
際
真
宗
学
会
」

の
ハ
イ
ラ
イ 

ト
シ
ー
ン
で
あ
っ
た
。
参
加
者
一
同
な
ら
び
に
関
係
教
職
員
、
ま 

た
学
生
協
力
員
に
い
た
る
ま
で
み
な
一
様
に
そ
の
出
会
い
を
よ
ろ 

こ
び
あ
っ
た
。

大
会
が
終
っ
て
か
ら
四
カ
月
、
ま
だ
全
体
の
整
理
が
で
き
て
は 

い
な
い
が
次
の
点
を
再
度
強
調
し
て
脱
稿
す
る
。

い
ま
私
達
は
自 

由

・
平
等
・(

敬)

愛
と
い
っ
た
、
 

必
ず
し
も
西
欧
的
伝
統
に
よ
ら 

な

い

「
人
間
的
諸
課
題
」
を

、
む
し
ろ
諸
外
国
に
触
発
さ
れ
る
こ 

と

に

よ

っ

て

「外
発
的
に
」

問
わ
れ
て
い
る
。

国
内
生
産
物
の
国 

外
の
そ
れ
ら
と
の
自
由
競
争
、
そ
の
よ
り
具
体
的
展
開
と
し
て
の 

日
本
の
自
然
と
農
業
を
破
壊
さ
せ
か
ね
な
い
コ
メ
の
輸
入
自
由
化 

問
題
、
国
内
外
国
人
労
働
者
の
現
状'

？

〇
の
実
態
、
人
権
問
題
、
 

環
境
問
題
な
ど
、
政

治

，
経

済

・

社

会

・
教
育
の
す
み
ず
み
に
わ 

た

り

国

際

関

係

論

的

・
普
遍
人
間
論
的
に
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
こ
と
が
山
積
す
る
。

い
ま
人
間
を
成
就
さ
せ
る
べ
き
真
宗
が 

そ
れ
ら
に
無
関
心
で
あ
る
こ
と
は
教
法
原
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
。

㉑
 

何
故
か
、
「
煩
悩
成
就
の
凡
夫
、
生
死
罪
濁
の
群
萌
」
の
認
識
を
も
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つ
者
に
と
っ
て
、
「
弥
陀
如
来
は
如
よ
り
来
生
し
て
、
報

・
応

・
化 

種

々

の

み
(

身)

を
示
現
し
た
ま
ふ
」

か
ら
で
あ
る
。
真
の
宗
致 

は
如
来
で
あ
り
本
願
で
あ
る
。

そ

の

世

界
(

本
願
海)

で
は
外
発 

性

も

「
廻
向
」
と
し
て
内
面
化
、
課
題
化
さ
れ
、
称

名

念

仏

者

・
 

内
観
者
の
道
と
し
て
堂
々
と
あ
り
の
ま
ま
に
世
界
内
関
係
存
在
と 

し
て
分
限
を
尽
く
す
こ
と
が
宣
言
さ
れ
る
。

こ
れ
は
社
会
意
識
か 

ら
埋
没
し
た
個
人
意
識
へ
の
退
行
で
は
な
い
。

社
会
か
ら
個
人
を 

問
う
の
で
は
な
く
、
個
人
が
教
法
に
よ
っ
て
成
熟
し
、
そ
し
て
独 

立
し
て
社
会
に
巣
立
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
聞 

思
と
い
う
。
教
法
が
か
な
ら
ず
し
も
文
字
の
な
か
に
あ
る
と
は
か 

ぎ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
異
文
化
圏
、
異
文
明
圏
と
対 

話
し
、
個
と
し
て
も
信
仰
共
同
体
と
し
て
も
国
際
社
会
と
共
に
歩 

む
べ
き
で
あ
る
。
仏

教

・
浄
土
真
宗
は
、
地

域

共

同

体

の

文

化

・
 

生
活
か
ら

想

像

可

能
な

個

人

・
社
会
集
合
体
と
し
て
の
人
類
文
明 

に
貢
献
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ

し

て

そ

の

仏

教

，
浄
土
真
宗
に
関
心 

を
も
つ
世
界
中
の
人
々
が
意
見
発
表
・
対
話
交
流
を
お
こ
な
う
場 

と
し
て
、
ま

す

ま

す

「
国
際
真
宗
学
会
」

の
存
在
が
重
要
性
を
帯 

び
て
ハ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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①
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念
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一
九
五
一
年
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職 

者
と
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
移
民
社
会
で
働
く
が
六
〇
年
解
職
。

一
九 

六
二
ー
七
六
年
ま
で
メ
キ
シ
コ
で
活
動
。
「
脱
学
校
化
・
脱
病
院
化
・
 

創
造
的
失
業
」
な
ど
の
思
想
で
知
ら
れ
る
。

金
子
大
栄
編
『
真
宗
聖
典
』(

京

都

・
法
蔵
館
・
昭
和
三
五
年
初 

版
。

昭
和
三
ハ
年
一 

ー
月
第
二
刷
参
照
〇)

上
、

五
二
八
〜
五
二
九 

頁
。
「
諸
経
意
」
に
よ
っ
た
弥
陀
和
讃
九
首
の
二
首
目
で
あ
る
。
「
久 

遠
實
成
阿
彌
陀
佛 

五
濁
の
凡
愚
を
あ
は
れ
み
て 

釋
迦
牟
尼
佛
と 

し
め
し
て
ぞ
迦
耶
城
に
は
應
現
す
る
」
と
あ
る
。
因
み
に
第
八
首 

目

は

「
信
心
よ
ろ
こ
ぶ
そ
の
ひ
と
を
如
來
と
ひ
と
し
と
と
き
た
ま 

ふ
大
信
心
は
佛
性
な
り
佛
性
す
な
は
ち
如
來
な
り
」
。
 

金
子
大
栄
編
『
真
宗
聖
典
』
、
上
、
四
七
二
頁
。
『
浄
土
文
類
聚
鈔
』 

の
む
す
び
の
文
の
一
部
を
巾
〇
〇
ヨ
氏
は
引
用
さ
れ
て
い
る
。
 

近
年
倫
理
、
そ
れ
も
職
業
的
倫
理
と
い
う
文
脈
で
迫
る
論
文
が
見 

ら
れ
る
。0

0
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前
回
大
会
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様
医
師

と
し
て
の
立
場
か
ら
、
現
代
ア
メ
リ
カ
市
民
の
具
体
的
生
活
現
場
に 

ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
真
宗
が
応
用
さ
れ
う
る
の
か
を
考
察
さ
れ
て 

い

る(4634̂
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。  

日
本
に
お
い
て
も
現
実
の
社
会
生
活
の
な
か
で
具
体
的
に
見
る
こ
と 

が
可
能
な
親
鸞
思
想
の
了
解
と
応
用
が
、
市
民
生
活
者
の
な
か
に
お 

い
て
つ
よ
く
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

⑫
 

ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
多
く
の
人
の
父
を
意
味
す
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
人
の 

先
祖
で
あ
る
。
そ
の
信
仰
を
神
に
試
さ
れ
て
息
子
イ
サ
ク
を
殺
そ
う 

と
す
る
『
創
世
紀
』

の
話
は
有
名
で
あ
る
。

⑬

^

鸟!1
岀
〇6
コ

0：3(193
？
)

。

フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
。
言
語
、
 

文
学
、
精
神
分
析
、
絵
画
な
ど
広
い
立
場
で
西
欧
的
知
の
枠
組
を
「
脱 

構
築
」
し
よ
う
と
し
て
い
る
。"

〇
ユ
百̂
 (
書
か
れ
た
も
の)

と
い
う 

概
念
を
提
出
、
記
号
成
立
の
恣
意
性
と5

曾
ら2

活
(

能

記

・
音
の 

イ
メ
ー
ジ0

聴
覚
映
像)

間
の
差
異
性
の
優
位
を
強
調
し
、
西
欧
的 

表
意
文
字
中
心
主
義
を
批
判
す
る
。

ト
曲6
2，
ミ
ミ̂

?

ミ
总7

ミ
ミ 

(
7
3
.

一
-
常
・̂2
^
-1967).

椿

ト

は6
7

?
は
乂
ミ『

0

卜06
7

⑴/

ぢ 

^

5-11̂

1967)  "
〔
〇 

ミ"

紀
ミ
き
ミ7

0

菽(

マ
〇.!:
^'5

¢

 
巳1
・1972

】  
ミ 

ど
著
作
は
多
い
。

⑭

エ2
，11
屮0
の
〇!

號
〇
あ
亠
ヨ
匕(

1
9
0
0
—  

)

。！1

2.T

隔の
1

の
弟
子
。
 

一
九
六
〇
年『

7

ミ3

ミ̂

第
^
0
0
？

・
)

を
著
し
た
。
こ
の
本
は 

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
人
文
系
の
学
生
多
く
に
読
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。
 

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
「

0
^
3
5
と
解
釈
学
論
争
が
あ
っ 

た
。

⑮

00
茸1

0
1
3
(
一

8
4
8
—
1
9
2
5
)。

ド
イ
ツ
の
人
。
数
学
、
論
理
学 

者
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
い
う5

ヨ
!！

の
意
味
は
主
体
に
た
い
し
て
対
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象
が
与
え
ら
れ
る
そ
の
在
り
方
、
把
握
の
さ
れ
方
で
あ
る
。
エ
行̂

1
1  

に
影
響
を
与
え
た
と
い
う
。

⑯
 

5
^
1
0
1
1
1
1
ユ

エ!1
5
3
6
11

(
1
8
5
9
—
1
9
3
8
)。

ド
イ
ツ
の
哲
学
者
。
現
象 

学
の
祖
。!

1
2

才

開

耳5
3
.
1
1
-
:
?
0
1
一

ミ 

に
強
い
影
響 

を
及
ぼ
す
。

⑰

<—<0
1
1
1
一
一
し
き

帑
！

1
8
.

ミ4

ーー
^

5-(一
91116

〇)

。
イ
ギ
リ
ス
の
論
理
学 

者
、
言
語
哲
学
者
。
日
常
言
語
学
派
と
し
て
言
語
活
動
を
分
析
、
整 

里
し
た
。
著
書
に 

い
0

参・

ミ̂

が
质̂

一

ぎ 
(

〇
メ
〇'
比

！!

コ
ミ①

！̂.̂
 

1

雷9

1962.)

が
あ
る
。

⑱
 

古
一!
口

刃5
3
1
0
(
1
9
3
2
1

 
)

。4
一

一
件
ヨ
の
理
論
を
継
い
で
発
展 

さ
せ
た
。

の̂

參

、̂

——4
2

刃5
5

电

さ

旨

マ
ミ
〇・5

0
0

€

〇へ 

に
え
監̂

(

〇
メ
〇'1

¢
ー

!
し

?
\
1
9
7
1
)

な
ど
の
著
書
が
あ
る
。

⑲
 

多
元
主
義
と
は
ヨ
ヨ
巴
百
ヨ
の
訳
で
あ
り
、
哲
学
的
に
は
「
一
つ 

あ
る
い
は
二
つ
以
上
の
究
極
的
実
在
が
存
在
す
る
こ
と(
ミ̂

件2

ガ

3

比2
殳

V?  〇 2

〇
〇1.)

」
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
次
の
意
味
で
あ 

る
。
す
な
わ
ち
「
多
種
多
様
な
民
族
的
、
人
種
的
、
宗
教
的
、
あ
る 

い
は
社
会
構
成
員
が
そ
の
な
か
で
自
立
的
な
関
わ
り
を
保
ち
、
共
通 

の
文
明
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
て
も
、
自
ら
の
伝
統
的
文
化
や
特
有 

な
利
益
の
発
展
を
維
持
で
き
る
状
態
な
い
し
は
状
況(
&

互.)

」
の
こ 

と
で
あ
る
。
国
家
論
、
主
権
論
と
し
て
の
多
元
主
義
が
第
一
次
大
戦 

後
に
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
で
よ
く
唱
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
現 

代

の

宗

教

多

元

主

義

に

つ

い

て

は

5
0
1
1

存2

の
弟
子
で
宗 

教
社
会
学
者
の
マ
洙
阳
厂
03
凸
喘
け
“
ミ

ま

7
0

ミ

ミ

I

ミ0
0

吕
き0  

(

邦

訳

『
異
端
の
時
代
』

一
九
八
六
年
、
東

京

・
新
曜
社)

の
な
か 

で
わ
か
り
や
す
く
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

⑳

金
子
大
栄
編
『
真
宗
聖
典
』
、
上
巻
三
四
九
頁
。

㉑

同
上
。

㉒

同
上
。
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