
清
沢
満
之
の
「信
念
」
に
つ
い
て

樋 

口 

章 

信

一
 

清
沢
満
之
と
日
本
の
近
・
現
代

明

治

時

代(

一
八
六
入
〜
一
九
一
こ
は
日
本
史
に
於
て
、
非
常
に
独
自
な
相
を
有
す
る
四
十
三
年
間
で
あ
っ
た
。

他
で
も
な
い
、
「
西
欧 

化
」

の
プ
ロ
セ
ス
を
宿
命
的
に
背
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
清
沢
が
主
体
的
に
西
欧
の
創
造
的
精
神
に
学
ん
だ
の
は
、
 

明
治
十
五
年
か
ら
六
年
間
の
東
京
大
学
遊
学
時
代
で
あ
り' 

彼

自

身

「建
峯
」
と
言
っ
た
時
期
に
相
応
し
て
い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
色

④

濃

い

フ

ェ

ノ!
！
サ
の
影
響
を
相
当
に
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
当
時
の
ノ
ー
ト
を
見
る
と
良
く
伺
わ
れ
る
し
、
体
験
的
な
深
み
と
い 

う
こ
と
は
別
に
し
て
も
、
後
の
内
観
的
宗
教
生
活
を
支
え
る
思
想
的
外
枠
は
こ
の
時
代
に
出
来
上
が
っ
て
い
た
。
 

さ
て
一
面
で
は
内
面
的
国
土
喪
失
へ
の
危
機
感
を
抱
き
つ
つ
、
他
面
で
は
西
洋
文
化
の
果
実
と
も
言
え
る
部
分
、
特
に
物
質
的
成
果
と

⑤
 

利
便
さ
に
そ
の
文
明
の
導
入
の
目
的
を
見
た
日
本
的
精
神
は
、
ま

さ

に

そ

の

文

明

の

「
不
可
視
」
的
部
分
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
学
ば
な
か 

っ
た
こ
と
か
ら
、
虚
実
転
倒
の
現
代
の
精
神
的
混
乱
を
結
果
し
た
。

こ
こ
で
精
神
的
混
乱
と
言
っ
た
の
は
組
織
的
全
体
と
し
て
は
非
人
格 

的
カ
リ
ス
マ
の
下
に
強
大
な
、
あ
る
意
味
で
は
冷
〇
〇
ね
な
、
行
動
主
体
ら
し
き
も
の
を
幻
出
す
る
が' 

一
度
上
下
左
右
の
幻
想
を
払
拭 

し
て
唯
一
人
と
な
っ
た
と
き
経
験
す
る
我
ら
日
本
人
特
有
の
意
識
状
態
で
あ
る
。
(

こ

の

「
内
面
的
空
白
領
域
」
が
無
か
っ
た
な
ら
ば
、
 

今
日
の
経
済
的
発
展
は
な
い
。)
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清
沢
は
早
く
か
ら
競
争
と
資
本
的
蓄
積
と
に
奔
走
す
る
近
代
日
本
の
矛
盾
を
意
識
し
て
い
た
。
内
面
的
な
変
革
を
実
践
的
に
遂
行
し
な 

く
て
は
、
社
会
の
な
か
に
お
け
る
命
あ
る
も
の
の
有
機
的
連
関
が
、
和
合
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
を' 

彼

は

「
建 

⑥
 

⑦

峯

」
時
代
に
既
に
見
抜
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

ミ
ル
だ
け
に
で
な
く
、
宇
宙
も
人
倫
道
徳
の
世
界
も
普
遍
的
に
発
展
す
る
と
い
う
、 

⑧
 

⑨
 

ス
ペ
ン
サ
ー
の
思
想
に
も
注
意
を
払
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
近
代
の
思
想
傾
向
が
、
ま
さ
に
功
利
主
義
に
基
づ
い
て
、
怒
濤
の
ご
と
く
世 

界
を
席
巻
し
て
ゆ
く
だ
ろ
う
こ
と
を
直
感
的
に
知
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

功
利
主
義
は
経
済
至
上
主
義
で
は
な
く
、
本
来
倫
理
的 

価
値
観
で
あ
り
人
間
観
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

日
本
は
行
動
す
る
主
体
の
自
己
凝
視
を
伴
う
こ
と
な
く'

有
効
性
だ
け
を
目
的
化
し
、
 

資

本

的

利

潤

獲

得

の

た

め

に

人

間

性(

人
格
的
尊
厳
性
と
規
定
し
た
い)

の
醸
成
過
程
を
放
擲
し
た
。

そ

こ

で

は

「
自
己
と
は
何
か
」
と 

い
う
こ
と
を
問
う
暇
は
も
は
や
な
い
。

清
沢
は
宗
教
的
信
念
に
入
る
た
め' 

自

力

修

道

の

意

味

を

確

か

め

な

が

ら

「
内
観
的
省
察
」
と
い
う
方
法
を
用
い
、
真
宗
大
谷
派
と
い 

う
場
に
位
置
を
設
定
し
て
、
き
わ
め
て
過
激
な
負
荷
を
自
己
に
与
え
た
。

明
治
も
二
〇
年
代
に
入
り
、
大
日
本
帝
国
憲
法
が
発
布
さ
れ
、
 

西
欧
列
強
に
遅
れ
な
い
よ
う
に
と
資
本
主
義
経
済
の
道
を
突
つ
走
っ
て
ゆ
く
。

イ
ン
テ
リ
達
が
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
に
国
民
向
け
の
発
言
を 

続
け
て
ゆ
く
と
き
、

既
に
清
沢
は
京
都
の
中
学
校
長
と
し
て
の
職
を
受
諾
し
、

後

に

「
大
谷
派
な
る
宗
教
的
精
神
」

と
結
実
す
る
世
界 

を
実
験
的
に
確
か
め
る
作
業
に
移
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

前

述

し

た

よ

う

に

近

代

日

本

が

「
富
国
強
兵
」
な
ど
と
い
う
テ
ー
マ
の
下
に
産 

業
社
会
の
形
成
を
急
ぎ
、
慌
た
だ
し
く
西
欧
諸
国
の
制
度
を
模
倣
す
る
作
業
に
没
頭
し
て
い
っ
た
が' 

西
欧
人
を
し
て
西
欧
人
た
ら
し
め 

て
い
る
精
神' 

そ
れ
も
キ
リ
ス
ト
教
的
、
あ
る
い
は
科
学
主
義
的
な
精
神
を
自
前
の
伝
統
と
主
体
性
で
止
揚
す
る
と
い
っ
た
宿
命
的
課
題 

を

、

行
動
を
通
し
て
内
面
的
に
遂
行
す
る
可
能
性
が
、

こ
の
と
き
芽
を
出
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
(

可
能
性
が
見
え
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
 

完
成
し
た
訳
で
は
な
い
。

「信
念
」
は
成
立
し
た
が
、
つ
ま
り
個
人
と
し
て
の
救
い
は
為
さ
れ
た
が
、
早
逝
し
た
が
故
に
社
会
と
し
て
の
救 

い
と
い
う
問
題
は
現
代
の
課
題
と
な
っ
て
い
て
、
自
己
と
社
会
が
ど
の
よ
う
に
触
れ
合
う
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
大
き
な
課
題
で
あ
ろ

⑫

う
。)

満
之
の
東
京
で
の
西
洋
学
摂
取
時
代
が
、
後
の
主
体
論
の
理
論
的
な
外
枠
を
用
意
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。
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明
治
三
〇
年
代
に
入
り
、
京
都
で

の
学
制
改
革
な
ら
び
に
宗
門
革
新
運
動
に
破
れ
た
清
沢
は
「
精
神
主
義
」

に

於

て

そ

の

「
信
念
」

の 

発
動
の
場
を
得
る
こ
と
と
な
る
。
東
京
に
移
転
し
た
真
宗
大
学
の
学
監
と
し
て
、
教
育
に
お
け
る
宗
教
的
精
神
の
発
揚
に
尺
力
す
る
の
だ 

が
、
ま
さ
に
そ
こ
が
日
本
に
於
け
る
性
急
な
西
洋
近
代
文
明
受
容
の
脆
弱
な
プ
ロ
セ
ス
を
象
徴
す
る
所
で
も
あ
っ
た
の
で
、
学
問
の
方
向 

に
於
て
大
き
な
岐
路
を
提
示
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

言
う
ま
で
も
な
く
、

「
信
念
の
確
立
」
と
い
う
真
宗
大
学
に
於
け
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム 

講
成
の
本
質
を
射
抜
く
よ
う
に
清
沢
が
選
び
と
っ
た
三
部
経(

『
阿
含
経
』-

『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
語
録
』
・
『
歎
異
抄
』)

は
、
四
十
一
歳
に
し
て
喀
血 

し
な
が
ら
逝
く
そ
の
全
人
生
の
な
か
か
ら
勝
ち
取
っ
た
精
神
を
表
現
す
る
。
赤
沼
智
善
は
満
之
の
三
部
経
選
択
の
意
味
に
つ
い
て
次
の
よ 

う
に
語
る
。

先

生
は

実

に

仏

教
の
典
籍
の
中
に
『
阿
含
経
』

を
発
見
し
て
、
直
ち
に
釈
尊
に
見
参
し
、
仏
教
の
再
評
価
を
な
し' 

真
宗
の
聖
教 

の
中
に
於
い
て
、
「
歎
異
抄
』

を
見
い
出
し
て
、

親
鸞
聖
人
に
直
参
し
、

聖
人
の
教
理
を
再
活
せ
し
め' 

西
洋
哲
学
の
書
籍
の
中
に 

於
い
て
、

エ
ピ
ク
テ
タ
ス
を
発
見
し
て
、
西
洋
哲
学
の
価
値
を
生
か
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
先

生

が

『
阿
含
経
』

と

『
歎
異
抄
』

と 

『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
語
録
』

を

「
余
の
三
部
経
」
と
し
て
愛
玩
惜
か
れ
な
か
っ
た
の
は
、
単
な
る
先
生
の
愛
好
書
と
し
て
の
意
味
で
な 

く

、
仏
教
と
真
宗
と
西
洋
哲
学
に
対
す
る
先
生
の
評
価
と
し
て
の
意
味
を
有
す
る
も
の
だ
と
私
は
信
ず
る
。
 

以
下
に
於
て' 

こ

の

よ

う

な

満

之

の

「
信
念
」

に
つ
い
て
の
理
解
を
異
な
っ
た
角
度
か
ら
今
少
し
深
め
て
み
た
い
。

二
英
訳
語
を
通
し
て
見
た
「
信
念
」

前
述
し
た
よ
う
に
、

近
代
日
本
に
お
け
る
宗
教
的
思
想
家
の
中
で
、

清
沢
満
之
は
そ
の
宗
教
的
内
面
性
と
実
践
性
に
於
て
重
要
な
位 

置
を
占
め
る
。

彼
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
、

「
信
念
」

と
い
う
概
念
が
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
誰
も
が
認
め
る
と 

こ
ろ
で
あ
る
。
英
語
圏
に
於
け
る
清
沢
研
究
に
於
て
、
そ

の

「
信
念
」
と

い

う

言

葉

に

へ巴
チ
が
充
て
ら
れ
て
き
て
い
る
。
最

近

、
羽
田 

信

生

氏

に

よ

っ

て

「
我
が
信
念
」

に
対
し
て
黑
匕
却
一
^:
〇̂

。
〇:

〇-
注
〇0 
(

我
が
宗
教
的
確
信)

と
い
う
語
が
充
て
ら
れ
、
そ
の
動
詞
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⑮

に
は
オ

ー
ー

昇
が
充
当
さ
れ
た
。
清

沢

の

「
信
念
」
は
真
宗
の
伝
統
上
に
生
き
る
言
葉
で
、
厳

密

に

は

目

ヨ

で

な

い

と

思

う

。0
0
1
10

2
0
1
1

 

の
方
が
よ
り
主
体
を
明
瞭
に
感
覚
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
肾
一
ヨ
と
い
う
語
は
、
流
布
語
と
し
て
信
念
と
い
う
意
味
が
あ
る
が' 

本

来

「
信
仰
」 

と
訳
さ
れ
、
旧
教' 

新
教
を
問
わ
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
内
の
言
葉
で
あ
る
。

そ
れ
は
ラ
テ
ン
語
の
白
！

!

说

に

由

来

し' 

神
へ
の
忠
誠 

心
(

ユ
〇,
化
・̂

を
要
求
す
る
言
葉
で
あ
る
。

そ

れ

に

対

し

て6011 <

0-
才0
1
一

と

は

0
0
1
1

<.1
1
8

さ
れ
た
意
識' 

則

ち

「
私
に
よ
っ
て
確
か
め 

ら
れ
、

審
ら
か
に
験
証
さ
れ
た
私
の
思
念
」

で
あ
る
。

清
沢
の
信
念
は
そ
れ
で
あ
る
。

「如
来
を
信
ず
る
」
と
い
う
言
葉
が
多
く
彼
の
文 

章
に
は
出
る
が
、
如

来

と

神

と

を

同

じ

目

片

で

表

現

し

て

い

い

も

の

か

否

か

、
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
清
沢
の
信
念
を
言
葉
に
よ
っ
て
尋 

ね

る

な

ら

ば,3011 <

0-
比0

1
一

の
方
が
よ
り
そ
の
立
場
を
表
す
と
考
え
る
。

こ

こ

で0011 0
2

0-1!
を

動

詞

に

し

て

「(

あ
る
超
越
的
対
象
を) 

信
ず
る
」
と
い
う
よ
う
に
は
使
え
な
い
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

そ
こ
で
羽
田
氏
に
よ
っ
て
オ

ー
ー

ま
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る。

〇 011 0
=
3
 

は

「
証
明
し
て
納
得
さ
せ
る
」
と
い
う
他
動
詞
で

あ
っ
て

与
格
動
詞(0*1
总V

6
3
)
と
呼
ば
れ
る
。

「
私
は
〜
を
納
得
し
て
い
る
。
」
或 

は

「
私
は
〜
を
確
信
し
て
い
る
。
」

と
い
う
意
味
を
受
動
態
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が' 

能

動

態

で

は

「
信
ず
る
」

と
い
う 

意
味
は
出
せ
な
い
。

対
象
的
に
見
ら
れ
た
神
乃
至
は
如
来
を
信
ず
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

要

す

る

に

そ

れ

は

「
あ
る
具
体
的
な
命
題 

に
つ
い
て
確
信
し
て
い
る
状
態
」

を
表
現
す
る
の
で
あ
り'

「
神
の
存
在
を
信
ず
る
」

と
い
う
文
脈
で
は
使
え
な
い
。

こ
こ
に
大
き
な
宗 

教
的
文
脈
の
差
異
が
あ
る
。

あ
る
種
の
飛
躍
を
経
て' 

何
ら
か
の
対
象
的
実
体
を
信
仰
す
る
立
場
と
、
あ
く
ま
で
も
自
己
の
信
念
の
状
態 

に
焦
点
を
定
め
、

そ
こ
か
ら
敢
え
て
離
れ
ず
如
来
に
感
応
す
る
道
と
の
差
異
で
あ
る
。

3
1
10

1
1
3

に

は

「
罪
を
自
覚
さ
せ
る
」
と
い
う 

意
味
が
あ
っ
て
、
「
宗
教
的
悔
悟
」
を
背
景
に
有
し
て
い
る
こ
と
も
付
記
し
て
お
き
た
い
。

そ

こ

で

私

は

ミ

5-29

〇
を
提
案
し
て
み
た
い
。
様
々
な
概
念
を
考
え
て
み
た
が' 

結

局

満

之

の

「
信
念
」
は
こ
れ
で
は
な
い
の
か
。
 

^
3
0
^
^
は

「
原
理' 

法
則
、
主
義' 

信
念
、
道

、
根
源
」
な
ど
を
表
現
す
る
概
念
で
あ
る
。

「
我
が
信
念
」
は

^
^
0
〇̂
-
-

で
は 

な
い
の
か
。

ラ

テ

ン

語

の

・

目

电

ぎ

ヨ

と

い

う

「
始
源
」
を
意
味
す
る
言
葉
に
そ
れ
は
由
来
し
て
い
る
ら
し
い
が
、
目

吝

と

い

う

神 

・
人
二
項
対
立
的
信
仰
以
外
の
、
仏
道
の
精
神
を
内
包
し
て
い
る
言
葉
を
捜
す
な
ら
ば
、3

吕

巴

〇

工£

に

し

た3

5'
吕

・

が

適

当
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で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
だ
し
翻
訳
に
も
様
々
な
レ
ベ
ル
が
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
満
之
の
信
は
浄
土
の
真
宗
と
い
う
伝
統
の
上
に
立
と
う
と
し
て
い
る
こ
と
を 

弁
え
た
上
な
ら
ば
、

？さ
!
!

と
訳
す
こ
と
の
限
界
性
を
知
り
つ
つ
、

敢
え
て
そ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。

ま
た
動
詞
と
し
て 

〇-
—
ら
く〇
を
用
い
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
満

之

自

身

が

編

集

し

た

『
宗
教
哲
学
骸
骨
』

の
英
訳
の
中
で
も
歌1
仔

や

！
^
=

え
は
使
わ
れ
て 

い
る
。

そ

れ

は

「
信
念
」

と
し
て
使
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
西
洋
人
に
伝
え
る
た
め
の
宗
教
哲
学
的
用
語
と
し
て
援
用
し
て
い
る
。

宗 

教
哲
学
を
論
ず
る
場
合
と
自
己
の
信
を
表
明
す
る
と
き
と
は
、

訳
語
の
位
相
が
異
な
っ
て
く
る
。

『
我
が
信
念
』

執
筆
時
の
そ
れ
は
少
な 

く

と

も0

片
!!

で
は
包
み
き
れ
な
い
。
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』

で
外
枠
は
形
成
さ
れ
た
が
、

ま

だ

『
我
が
信
念
』

上
の
如
き
満
之
特
有
の
信 

は
問
題
に
な
っ
て
は
い
な
い
。

三 

「
信
念
」
の
実
際

逐
一
自
分
に
関
わ
る
事
象
を
納
得
す
る
こ
と
が
信
念
形
成
の
必
須
要
件
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
信
念
と
は
宗
教
的
枠
組
内 

部
で
の
そ
れ
で
あ
る
。
我
々
の
日
常
生
活
と
い
う
も
の
を
自
ら
根
底
的
に
問
う
こ
と
が
そ
こ
に
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
問
い
は
可 

能
な
限
り
先
入
見
を
廃
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
先
入
見
そ
の
も
の
が
意
識
の
内
容
だ
と
す
る
と
、
そ
の
中
に
超
越
的
な
も
の
が
存 

在
し
、
そ
れ
を
清
浄
に
し
、
普
遍
化
す
る
よ
う
な
影
響
を
そ
の
背
後
か
ら
与
え
な
い
限
り' 

ま
た
底
知
れ
ず
巡
り
巡
る
先
入
見
の
営
み
と 

な
っ
て
し
ま
う
。
確
か
め
ら
れ
、
納
得
さ
れ
た
と
思
っ
て
い
る
限
り
の
、
更
に
深
い
分
別
の
中
に
再
度
解
消
し
て
し
ま
う
。
先
ず
私
は
こ 

こ

で

「
意
識
と
は
場
所
」

で
あ
る
、
と
規
定
し
て
お
き
た
い
。

そ
の
場
に
於
て' 

感
情
、
思
考
、
信
念
、
意
志
、
と
し
て
浄
染
様
々
の
も 

の
が
活
動
す
る
の
で
あ
る
。
後
述
す
る
が
、
満

之

の

言

う

「
心
霊
」
も
意
識
の
奥
底
深
く
に
在
る
有
限
・
無
限
交
流
の
場
所
で
あ
る
。
 

そ

こ

で

「確
か
め
、
審
ら
か
に
検
証
す
る
」
と

い

う

「
思
い
」

乃

至

は

「
意
思
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な 

る
。
果
し
て
信
念
獲
得
の
道
程
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
出
発
点
そ
の
も
の
が
浄
い
も
の
か
ど
う
か
。

そ
の
意
志
も
実
は
深
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い
迷
い
へ
の
一
里
塚
な
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
私
の
疑
問
と
な
っ
て
く
る
。

「
こ
の
よ
う
に
あ
り
た
い
」
と
い
う
こ
と
と
、
 

「
こ
の
よ
う
に
あ
る
」

こ
と
は
異
な
る
し
、
そ
の
亀
裂
は
思
う
以
上
に
大
き
い
。

し
か
し
そ
の
よ
う
な
疑
問
そ
の
も
の
が
既
に
余
裕
を
も 

っ
た
冷
た
い
客
観
的
意
識
で
あ
る
こ
と
に
再
往
気
付
く
。
疑
問
を
持
つ
こ
と
自
体
が
私
に
と
っ
て
は
も
は
や
虚
偽
性
の
証
明
な
の
だ
。

私 

は
虚
偽
性
か
ら
逃
れ
る
こ
と
を
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
皆
こ
の
よ
う
で
は
な
い
。

や
む
に
や
ま
れ
ぬ
思
い
と
い
う
世
界
が
あ 

る
。
清
沢
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

私
は
此
の
如
来
を
信
ぜ
ず
し
て
は
、
 

生
き
て
も
居
ら
れ
ず' 

死
ん
で
往
く
こ
と
も
出
来
ぬ
。
私
は
此
の
如
来
を
信
ぜ
ず
し
て
は
居 

ら
れ
な
い
。(

『
全
集
』
六
巻
、
二
三
〇
頁)

こ
の
言
葉
の
意
味
は
大
で
あ
る
。

「
信
ぜ
ず
し
て
は
居
ら
れ
な
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、

観
念
が
次
々
と
観
念
を
網
の
目
の
よ
う
に
作 

り
出
し
て
ゆ
く
世
界
を
離
れ
た
、
清
浄
な
世
界
を
感
ず
る
で
は
な
い
か
。
だ
が
そ
れ
は
満
之
晩
年
の
心
境
で
あ
る
。

一
体
こ
の
世
界
は
ど 

こ
か
ら
出
て
き
た
の
か
。

人
生
の
事
に
真
面
目
で
な
か
り
し
間
は
措
い
て
云
は
ず' 

少
し
く
真
面
目
に
な
り
来
り
て
か
ら
は
、
ど
う
も
人
生
の
意
義
に
就
い 

て
研
究
せ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
の
研
究
が
遂
に
人
生
の
意
義
は
不
可
解
で
あ
る
と
云
ふ
所
に
到
達
し
て
、
茲
に
如 

来
を
信
ず
る
と
云
ふ
こ
と
を
惹
起
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。(

『
全
集
』
六
巻
、
一
三
九
頁) 

こ

こ

で

は

「
人
生
の
事
に
真
面
目
に
な
る
と
き
」
が

「
人
生
の
意
義
に
つ
い
て
研
究
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
と
き
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と 

が
で
き
よ
う
。

そ
れ
を
更
に
嚙
み
砕
い
て
み
れ
ば
、
人

生

の

事

は

そ

れ

が

「
人
の
生
」

に
関
わ
る
事
柄
で
あ
る
限
り
、
か
ら
な
ず
真
面
目 

さ
を
要
求
し
て
く
る
、
 

と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

人
の
生
と
は
関
係
し
合
う
人
間
の
生
活
で
あ
る
。
私
達
各
自
の
こ 

の
具
体
的
生
活
で
あ
る
。
笑
っ
た
り' 

泣
い
た
り' 

怒
っ
た
り
、
恐
れ
た
り
、
誇
っ
た
り
、
士
晋
ん
だ
り' 

悲
し
ん
だ
り
、
出
会
っ
た
り
、
 

別
れ
た
り
す
る
日
々
の
出
来
事
で
あ
ろ
う
。
愛
別
離
苦
も
求
不
得
苦
も
怨
憎
会
苦
も
、
別
離
し
た
り' 

求
め
た
り
、
怨
憎
す
る
が
如
き
対 

象
に
出
会
わ
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
。
釈
尊
が
初
転
法
輪
に
於
て
説
い
た
四
聖
諦
の
最
初
は
苦
聖
諦
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
苦
を
体
験
す
る
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こ

と
な
し
に
は
集
・
滅

・
道
の
三
諦
は
展
開
し
得
な
い
。
真
面
目
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
不
安
と
緊
張
か
ら
少
な
く
と
も
逃
避
し
て 

は
い
け
な
い
、
 

と
い
う
こ
と
を
不
可
避
的
に
要
求
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
思
い
を
以
て
、
私

は

素

直

に

清

沢

満

之

の

到

達

し

た

「
信
念
」

に
学
び
た
い
。
浄
土
教
の
苦
観
は
前
述
し
た
行
苦
に
加 

え
て
罪
苦
の
重
み
が
伸
し
掛
か
る
。
満

之

の

「
信
念
」

は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
。

そ
の
著
作
か
ら
学
ん
で
み
た
い
。

四

清

沢

の

「
信
念
」

⑷

『
我

が

信

念(

明
治
三
六
年
絶
筆)

』

清
沢
の
絶
筆
で
あ
る
こ
れ
ら
の
四
千
二
百
字
余
り
の
文
字
は
、
「
信
念
」

の
内
容
を
劈
頭
の
次
の
言
葉
に
よ
く
表
す
。
 

私
は
常
々
信
念
と
か
如
来
と
か
云
ふ
こ
と
を
、

口
に
し
て
居
ま
す
が
、
其
の
私
の
信
念
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か' 

私
の
信 

ず
る
如
来
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か' 

今
少
し
く
之
を
開
陳
し
や
う
と
思
ひ
ま
す
。

私
の
信
念
と
は
、
 

申
す
迄
も
な
く
、
私
が
如
来
を
信
ず
る
心
の
有
様
を
申
す
の
で
あ
る
が
、 

其
に
就
い
て' 

信
ず
る
と
云
ふ
こ
と 

\

、
如
来
と
云
ふ
こ
と
ゝ
、
 

二
つ
の
事
柄
が
あ
り
ま
す
。(

『
全
集
』
六
巻
、
ニ
ー
一
七
頁)

彼
は
そ
の
後
で' 

信
ず
る
と
い
う
こ
と
と
、

如
来
と
い
う
こ
と
が
全
く 

一
 

つ
の
事
柄
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

云
わ
ば
、

前

者

は

「能 

信

」
、
後

者

は

「
所
信
」
で
あ
る
と
す
る
。

或

は

「
機

」
と

「
法
」
で
あ
る
と
も
言
う
。

「
無
限
の
慈
悲
」

で
あ
り'

「
無
限
の
智
慧
」
で 

あ
り
、
「
無
限
の
能
力
」
で
あ
る
対
象
と
、
そ
の
対
象
に
信
仰
的
に
関
わ
る
有
限
な
人
間
的
主
体
と
が
一
体
で
あ
る
と
言
う
。
何
故
こ
こ
で 

機
と
か
法
と
か
い
う
名
目
を
出
す
と
か
え
っ
て
分
か
る
こ
と
が
分
か
ら
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
、
と
言
っ
て
考
察
を
停
止
し
た
か
。

た
だ 

一
つ
、
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
議
論
は
煩
悶
・
苦
悩
の
滅
却
の
た
め
に
は
何
の
効
能
も
な
い
か
ら
だ
。

君
は
こ
の
苦
し
み
を
離
れ
た
く
な
い 

の
か
。

安
心
し
て
楽
に
な
り
た
く
な
い
の
か
。

こ
の
動
機
が
中
央
に
動
い
て
い
る
限
り
、
煩
雑
な
分
析
は
出
る
幕
が
な
い
。
 

そ
し
て
ま
た
一
つ'

「
私
の
信
念
に
は' 

私
が
一
切
の
こ
と
に
就
い
て
私
の
自
力
の
無
効
な
る
こ
と
を
信
ず
る
と
云
ふ
点
が
あ
り
ま
す
。
」
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と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

自
身
を
離
れ
た
思
索
は
、

寸
分
も
こ
こ
に
は
見
ら
れ
な
い
。

「
少
し
く
真
面
目
に
な
り
来
り
て
か
ら
は' 

ど
う
も 

人
生
の
意
義
に
就
い
て
研
究
せ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
」

こ
と
に
な
っ
た
満
之
は' 

彼

の

有

す

る

「
智
恵
や
思
案
の
有
り
丈
を
尽
し
て
」
頭 

の
挙
げ
よ
う
の
な
い
状
態
に
な
っ
た
。
自
力
修
道
は
彼
に
於
て
非
常
に
大
事
な
材
料
、
そ
れ
な
く
し
て
は
実
は
信
念
獲
得
が
有
り
得
な
い 

も
の
だ
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
自
力
の
内
容
は
整
理
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

「
我̂

主
体
的
自
覚
の
言
葉
」
と
い
う
文
脈
で
自
力
の
本
体
を
捉
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は
清
沢
の
中
で
極
め
て
大
き
な
意
味
を
占
め
て 

い
る
。
そ
れ
は
彼
の
文
体
に
む
し
ろ
表
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
文

章

の

中

で1
3
1
1
1
:
:

或

は

が

一

^:
〇
塩
ヨ

5-
2，5 '
〇
片
…

と
い
う
よ 

う
に
使
わ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
非
常
に
多
い
。

よ
く
見
て
み
る
と
邪
魔
に
思
う
程
で
あ
る
。

日

本

語

で

は

「
私
の
」
と
か
、
「
私
は
」
な 

ど
と
頻
発
す
る
と
き
、
自
然
な
文
体
を
失
う
こ
と
が
あ
る
。
し

か

し

彼

が

「
私
の
信
念
」'

「
私
の
自
力
無
効
」
と

い

う

と

き

の

「
私

」
は

、
 

こ

れ

ま

で

「
主
語
」
を
没
し
て
も
通
ず
る
と
思
っ
て
い
た
日
本
の
精
神
界
に
、
行
為
主
体
を
起
ち
上
げ
る
意
味
を
持
つ
重
要
な
も
の
で
は 

な
い
か
。
自

力

無

効

と

知

っ

た

「
私
」
と
し
て
如
来
を
信
ず
る
自
己
、N
№
0

の

位

置

を

納

得

し

た5
6

・
こ
そ
が
満
之
理
解
の
基
盤
で
あ 

り
、
そ
の
諸
方
面
で
の
応
用
は
満
之
を
伝
承
す
る
後
の
教
学
者
た
ち
に
与
え
た
課
題
で
あ
る
。
満

之

は

『
我
が
信
念
』

の
中
で
言
う
。
 

其
の
窮
極
の
達
せ
ら
る
ゝ
前
に
も
、
随
分
、
宗
教
的
信
念
は
こ
ん
な
も
の
で
あ
る
、
と
云
ふ
様
な
決
着
は
時
々
出
来
ま
し
た
が
、
 

其
の
後
か
ら
後
か
ら
打
ち
攘
は
さ
れ
て
し
ま
う
た
こ
と
が
幾
度
も
あ
り
ま
し
た
。

論
理
や
研
究
で
宗
教
を
建
立
し
や
う
と
思
う
て
居 

る
間
は
、
此
の
難
を
免
れ
ま
せ
ぬ
。(
『
全
集
』
六
巻
、
二
三
〇
頁)

か
く
云
う
満
之
は
こ
の
と
き'

「真
理
の
標
準
や
善
悪
の
標
準
が
人
智
で
定
ま
る
筈
が
な
い
」
と
決
着
し
て
い
た
。
「
無
限
大
悲
の
如
来
」 

を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
由
と
平
安
を
獲
得
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
と
き
無
限
大
悲
の
如
来
は' 

帰
命
の
場
と
し
て
、
則
ち
浄
土 

と
し
て
あ
た
か
も
対
象
的
に
捉
え
ら
れ
る
と
し
て
も' 

実
際
は
有
限
な
る
我
を
暖
か
く
包
み
、
見
守
ろ
う
と
す
る
働
き
を
有
す
る
存
在
と 

し
て
出
現
す
る
。
我
が
慈
悲
、
我
が
智
恵
、
我
が
能
力
の
あ
り
っ
た
け
を
尽
く
し
た
と
き
、

こ
の
言
葉
が
湧
出
し
た
。

第
一
の
点
よ
り
云
へ
ば
、
如
来
は
私
に
対
す
る
無
限
の
慈
悲
で
あ
る
。
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第
二
の
点
よ
り
云
へ
ば
、
如
来
は
私
に
対
す
る
無
限
の
智
恵
で
あ
る
。
 

第
三
の
点
よ
り
云
へ
ば
、
如
来
は
私
に
対
す
る
無
限
の
能
力
で
あ
る
。

か
く
し
て
私
の
信
念
は
、
無
限
の
慈
悲
と
、
無
限
の
智
恵
と
無
限
の
能
力
と
の
実
在
を
信
ず
る
の
で
あ
る
。(

『
全
集
』
亠
ハ
巻
、
二
三
一
頁) 

す
ぐ
直
後
に
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
効
能
を
詳
説
し
、
更
に
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。

何
事
で
も
、
私
は
只
だ
自
分
の
気
の
向
ふ
と
こ
ろ
、
心
の
欲
す
る
所
に
順
従
う
て
之
を
行
う
て
差
支
は
な
い
。
其
の
行
が
過
失
で 

あ
ら
う
と
、
罪
悪
で
あ
ら
う
と
、
少
し
も
懸
念
す
る
こ
と
は
い
ら
な
い
。
如
来
は
私
の
一
切
の
為
に
就
い
て
、
責
任
を
負
う
て
下
さ 

る
ゝ
こ
と
で
あ
る
。
私
は
只
だ
此
の
如
来
を
信
ず
る
の
み
に
て
、
常
に
平
安
に
住
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
如
来
の
能
力
は
無
限
で
あ 

る
。
如
来
の
能
力
は
無
上
で
あ
る
。
如
来
の
能
力
は
一
切
の
場
合
に
遍
満
し
て
あ
る
。
如
来
の
能
力
は
十
方
に
亘
り
て
、
自
由
自
在 

無
障
無
礙
に
活
動
し
給
ふ
。
私
は
此
の
如
来
の
威
神
力
に
寄
托
し
て' 

大
安
楽
と
大
平
穏
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
私
は
私
の
死
生
の 

大
事
を
此
の
如
来
に
寄
托
し
て' 

少
し
も
不
安
や
不
平
を
感
ず
る
こ
と
が
な
い
。

「
死
生
命
あ
り
、
 

富
貴
天
に
あ
り
。
」
と
云
ふ
こ
と 

が
あ
る
。
私
の
信
ず
る
如
来
は
、
此
の
天
と
命
と
の
根
本
本
体
で
あ
る
。(

『
全
集
』
六
巻
、
二
三
三
頁) 

各
人
の
視
点
に
依
る
と
し
て
も
、
 

満
之
は
こ
こ
で
は
未
完
の
人
で
は
な
い
。
為
す
べ
き
こ
と
を
果
た
し
終
わ
り
、
解
放
さ
れ
た
人
の
言 

葉
を
こ
こ
に
聞
く
。

⑹
 

『
在
床
懺
悔
録
』

の

な

か

の

「
自
」
と

「
他
」

『
わ
が
信
念
』

よ
り
五
年
ほ
ど
前
の
著
作
で
あ
る
が
、

『
在
床
懺
悔
録
』

を
読
む
と
彼
の
現
代
に
於
て
の
位
相
が
よ
り
見
え
て
く
る
。
 

有
限
・
無
限
の
相
依
的
関
係
を
語
り
つ
つ
、
『
在
床
懺
悔
録
』

の
な
か
で
次
の
よ
う
に
言
う
。

夫
れ
此
の
如
く
、
有
限
無
限
の
関
係
に
三
段
の
階
次
あ
り
。

是
れ
即
ち
至
心
、
信
楽' 

欲
生
の
三
信
な
か
る
可
か
ら
ざ
る
所
以
也
。
 

即
ち
第
一
の
至
心
は
、
衆

生
(

能)

の

仏
(

所)

に
対
す
る
至
誠
心
也
。
第
二
の
信
楽
は
、
衆

生
(

所)

が

仏
(

能)

の
大
悲
を
信 

受
す
る
深
信
の
心
也
。
(
衆
生
は
受
者
、
仏
は
授
者
な
る
が
故
に
、
仏
と
衆
生
能
所
た
る
也
。)

即
ち
正
し
く
他
力
の
信
心
獲
得
の
地
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位
也
。
第
三
の
欲
生
に
至
り
て
は
、
信
楽
の
其
の
儘
に
弥
陀
の
浄
土 
(

所)

に

往

生

せ

ん

と

願

ず

る

心(

能)

に
し
て
、
他
力
回
向 

の
発
願
心
也
。(
『
全
集
』
四
巻
、
三
七
六
〜
三
七
七
頁)

こ

の

よ

う

に

第

二

の

「
信
楽
」

の
み
に
於
て
能
動
性
が
仏
に
配
当
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ

の

中

間

の

「
信
楽
」
は
他
力
回
向
の
真 

心
に
し
て' 

前
後
の
二
心
を
融
し
て
他
力
の
真
心
と
化
す
る
と
言
っ
て
い
る
。
(

し
か
し
こ
こ
で
満
之
も
留
意
し
て
い
る
よ
う
に
、

審
ら 

か
に
考
え
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
二
心
と
は
、

我
ら
逆
悪
の
上
に
成
就
し
て
い
る
弥
陀
弘
誓
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。)

ま
た
同
時
に
言
え
る
こ 

と
は
、

如
何
に
し
て
有
限
よ
り
無
限
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

「
此
の
疑
問
は
仮
令
、

百
千
の
明
哲
出

⑱

づ
る
も
、
到
底
解
釈
し
能
は
ざ
る
の
疑
問
也
。
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

満

之

に

は

『
顕
浄
土
真

実

教

行

証

文

類(

以

下

『
教
行
信
証
』
と
略
称)

』

六

の

「
化
身
土
巻
」
を
見
通
し
た
後
、

『
大
本
』
『
観

経

』
『
小 

本
』

の

そ

れ

ぞ

れ

「
三
心
」

「
三
心
」

「
一
心
」

に
つ
い
て
述
べ
た
跡
は
な
い
。

そ
の
あ
た
り
は
曾
我
量
深
に
よ
っ
て
詳
細
に
、
か
つ
深
く

&

思
索
さ
れ
て
い
っ
た
。

例
え
ば
、
師

の

『
教
行
信
証
信
の
巻
聴
記
』
に
於
て
、
「衆
生
の
本
願
」
と
い
う
べ
き
も
の
が
あ
り
、
『
浄
土
論
註
』 

よ

り

「
行
巻
」

に

引

証

さ

れ

て

い

る

「5

求
其
本
、
阿
弥
陀
如
来
為
増
上
縁
」

を
根
拠
と
し
て' 

そ
の
衆
生
の
本
願
は
奪
わ
れ
て
弥
陀
如 

来
の
本
願
力
回
向
と
な
る
こ
と
が
教
え
ら
れ
る
。

「
廻
思
向
道
」
と

い

う

現

代

人

の

分

別

，
思
想
が
破
ら
れ
、

廻
ら
さ
れ
て
本
願
の
大
道 

が
歩
ま
れ
る
。

「
願
生
」#

「
得
生
」

の
構
造
を
、
「
信
巻
」
欲
生
心
釈
の
課
題
設
定
の
上
に
、
真
宗
学
概
念
を
用
い
な
が
ら' 

極
め
て
現
代 

的
に
解
釈
し
た
曾
我
は
真
宗
教
学
に
於
て
満
之
の
後
継
者
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ

こ

で

今

一

度

『
わ
が
信
念
』

に
触
れ
る
と
き
、
我

々

は

「
無
限
の
能
力
」
と
い
う
、
有
限
な
る
我
を
包
含
す
る
、
清
沢
の
最
後
に
到 

達
し
た
力
強
い
実
在
に
思
い
を
致
す
の
で
あ
る
。

五 

心
霊:

如
来
と
信
念
を
結
ぶ
場

『
他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
』(

満
之
三
三
歳)

に
於
て
、

主
に
有
限
・
無
限
の
概
念
を
使
用
し
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
有
限
が
無
限
に
転
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ず
る
の
か
、
或
は
無
限
が
有
限
を
開
示
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
考
察
し
て
い
る
。
『
試
稿
』

そ
の
第
二
項
に
於
て
無
限
を
、
「
時
間
を 

問
は
ず
、
空
間
を
問
は
ず' 

徳
性
を
問
は
ず
、
凡
そ
吾
人
精
神
作
用
の
境
遇
と
な
る
べ
き
一
切
の
点
に
於
て
無
限
な
る
も
の
、
 

之
を
略
称 

し

て

無

限

の

境

遇(
或
は
単
に
無
限)

と
云
ひ
た
る
な
り
。
」
と
定
義
し
て
い
る
が
、
内

実

的

に

こ

の

無

限

は

「尊
体
」

で
あ
り'

「
最
尊
の 

称
号
」
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。

そ
う
で
あ
る
以
上' 

我
々
は
も
は
や
彼
の
文
字
に
内
包
さ
れ
た
世
界
を
哲
学
的
思
索
に
の
み 

基
礎
を
置
く
立
場
で
は
決
し
て
身
近
に
は
感
じ
な
い
だ
ろ
う
。
有

限

を

「
全
体
」
と

し

て

包

み

込

む

無

限

は

「
変
化
の
体
」
で
あ
っ
て
、
 

有
限
界
の
因
縁
所
生
の
事
象
と
表
裏
の
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

そ

の

有

限
と

無

限
と

の

交

渉

の

場
が

「
心
霊
」
と
満
之
が
呼
ぶ
も
の
だ
が
、
 

㉒
 

こ

れ

は

確

か

に

「
言
辞
を
以
て
説
明
せ
ん
よ
り
、
各
自
の
内
観
実
際
を
催
す
を
適
切
な
り
と
す
」

べ
き
で
あ
る
。
 

彼

は

『
試
稿
』

二

十

九

項

「
無
限
の
因
果
」
以
下
で
法
蔵
菩
薩
に
言
及
し
て
、
そ
の
十
劫
の
昔
に
作
仏
し
て
無
量
寿
仏
と
成
っ
た
こ
と 

の
意
味
を
問
う
て
い
る
。

こ

こ

に

於

て

心

霊

は

「
無
限
の
願
行
具
足
」
と
い
う
文
脈
で
把
捉
さ
れ
て
い
る
。
有
限
な
る
能
力
を
以
て
無
限 

な
る
行
を
成
し
遂
げ
よ
う
と
す
れ
ば' 

こ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
宗
教
上
の
修
行
者
は
純
然
た
る
有
限
で
は
な
く
、
そ
の
中
に
無
限
の 

力
を
具
備
し
て
い
る
。

そ

し

て

願

行(

因)

の

成

就
(

果)

は
無
限
の
因
果
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
同
時
成
立
で
あ
る
と
い
う
。

例
え
ば
、
 

東
京
に
行
こ
う
と
思
っ
た
と
き
に' 

既
に
東
京
行
の
結
果
は
成
就
し
て
い
る
、
と
見
る
。
真
実
の
願
行
の
因
果
は
念
々
に
成
就
し
て
い
る
。
 

更
に
そ
の
願
は
自
利
と
利
他
と
共
利
の
願
い
で
あ
り
、
総
て
浄
土
の
建
立
以
外
の
何
事
で
も
な
い
。

そ
れ
ぞ
れ
自
利
の
願
は
主
荘
厳
、
利 

他
の
願
は
眷
属
荘
厳
、
共

利

の

願

は

主

・
伴

・
国
土
の
荘
厳
で
あ
る
。
行

と

は

身

・
ロ

・
意
の
三
業
に
於
て
迷
妄
か
ら
悟
脱
す
る
こ
と
で 

あ
る
。

そ
れ
ら
の
願
は
畢
竟
し
て
衆
生
世
間
清
浄
と
器
世
間
清
浄
を
果
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
来
、
存
在
は
有
機
的
組
織
で
あ
っ
て
、
 

主
伴
互
具
」

乃

至

は

「
主
伴
互
融
」
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
『
浄
土
論
』
に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
前
述
の
衆
生
世
界
の 

構
造
は
一
法
句
、
則
ち
ー
心
帰
命
の
念
仏
へ
と
略
入
し
て
い
く
。

以
上
の
よ
う
に
満
之
は
教
え
る
。

こ
こ
で
は
悉
有
仏
性
を
説
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
宿
善
の
開
発
を
説
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
業 

に
報
い
た
存
在
で
あ
る
我
々
は
、
悟
達
者
で
な
い
か
ぎ
り
有
限
そ
の
ま
ま
に
於
て
無
限
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
。
有
限
界
の
組
織
と
無
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限
界
の
組
織
と
は
自
ず
か
ら
そ
の
位
相
を
異
に
す
る
。
無
限
と
自
覚
的
に
接
触
し
た
か
否
か
が
そ
の
業
の
流
転
輪
廻
の
質
を
決
定
す
る
。
 

問
題
は
無
限
の
覚
知
に
あ
る
。

人
が
善
悪
を
な
し
た
か
否
か
に
は
関
心
を
持
た
な
い
。
有
限
界
は
無
限
界
に
不
連
続
的
に
包
ま
れ
て
い
る 

が
、
そ
れ
を
知
ら
な
い
こ
と
が
根
本
無
明
で
あ
る
。
有
限
に
は
有
限
の
位
置
が
与
え
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
中
で
有
機
的
に
組
織
づ
け
ら
れ 

て
い
る
。
有
限
が
無
限
を
覚
知
す
る
こ
と
と
一
念
の
浄
信
が
湧
出
す
る
こ
と
と
は
同
義
で
あ
る
。

そ

の

信

念
が

湧
き

起
こ

る

界

域

を

「
心 

霊
」
と
再
度
規
定
し
た
い
。

そ
の
働
き
は
神
秘
的
と
い
う
よ
り
も
、
不
可
思
議
の
妙
用
と
表
現
さ
れ
る
。

そ
れ
は
有
限
界
、
無
限
界
そ
れ 

ぞ
れ
の
分
限
を
転
倒
す
る
こ
と
な
く
両
者
を
結
ぶ
領
域
で
あ
る
。

私

は

こ

の

満

之

の

言

う

「
心
霊
」
と
い
う
も
の
は
注
意
す
べ
き
、

宗
教
的
場
所
で
あ
る
と
思
う
。

『
全
集
』

第

六

巻

中

で

「
心
霊
の
諸 

徳
」
或

は

「
心
霊
の
修
養
」

と
題
し
て
、
有
限
者
の
側
か
ら
信
念
が
湧
き
起
こ

る
場
所
と
し
て

の
「
こ
こ
ろ
」

の
実
際
を
具
体
的
に
例
示 

さ
れ
て
い
る
。

凡

そ

宗

教

と

は

我

が

「
こ
こ
ろ
」

の
あ
り
よ
う
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
が
は
な
は
だ
こ
こ
ろ
も
と
な
い
。

「
絶
対 

無
限
の
妙
用
に
乗
托
し
」
な
け
れ
ば
、
有
限
者
の
心
霊
の
中
で
信
念
の
発
揮
は
起
こ
り
得
な
い
。
無
限
と
は
絶
対
無
限
の
こ
と
で
あ
り
、
 

有
限
と
は
相
対
有
限
の
謂
い
で
あ
る
。

相
対
的
な
も
の
は
、
絶
対
的
な
乗
物
に
乗
ら
な
け
れ
ば
無
限
の
彼
方
に
あ
る
目
的
地
に
到
達
す
る 

こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
が
絶
対
的
乗
物
と
は
言
う
が
、
そ
れ
は
有
限
者
の
体
の
大
き
さ
に
合
っ
た
乗
物
と
し
て
充
当
さ
れ
る
。

限
界
を
有 

し
た
者
は
そ
の
限
り
に
於
て
の
大
き
さ
と
速
さ
の
乗
物
で
結
局
目
的
地
に
着
く
の
で
あ
る
。

六

精

神

主

義

そ

の

超

越

的

「
心
霊
」
を
土
台
に
据
え
て
生
き
よ
う
と
す
る
人
生
、

こ

れ

を

清

沢

満

之

は

「精
神
主
義
」
と
呼
ん
だ
。

信
念
を
叫
ん
で 

も

、
そ
れ
を
獲
得
す
る
場
を
基
礎
づ
け
な
く
て
は
観
念
の
空
回
り
と
な
る
。

そ
れ
は 

い
ヨ
匕
き
巴
犷
ヨ
と
英
訳
さ
れ
た
が
、
物
質
と
精
神 

と
い
う
よ
う
な
二
元
論
的
な
発
想
に
は
馴
染
ま
な
い
か
ら
、
注
釈
を
必
要
と
す
る
だ
ろ
う
。
前

述

の

有

限

・
無
限
も
実
際
は
一
法
句
よ
り 

展
開
す
る
の
で
あ
る
。

私

は

「精
神
主
義
」

の

訳

語

と

し

て1
す
!

2,5
0

巳

を

提

案

し

た

い

。
(

魂

、
精

神

、
霊

、
生
気)

な
ど
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を

意

味

す

る5
0
1
1
1

と
い
う
言
葉
に
は
有
限
界
と
無
限
界
と
を
自
由
に
行
き
来
す
る
響
き
が
あ
り
、

何
か
魂
の
奥
底
を
揺
り
動
か
す
程
の 

精
神
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
正
し
く 

5
。

巳

目

な

も

の
で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

「
精
神
主
義
」

の
初
頭
の
言
葉
に
触
れ
て
み
た
い
。
 

吾
人
の
世
に
在
る
や
、
必
ず
一
つ
の
完
全
な
る
立
脚
地
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
若
し
之
な
く
し
て
、
世
に
処
し
、
事
を
為
さ
ん
と
す 

る
は
、
あ
た
か
も
浮
雲
の
上
に
立
ち
て
技
芸
を
演
ぜ
ん
と
す
る
も
の
ゝ
如
く
、
其
の
転
覆
を
免
る
ゝ
事
能
は
ざ
る
こ
と
言
を
待
た
ざ 

る
な
り
。

然
ら
ば
吾
人
は
如
何
に
し
て
処
世
の
完
全
な
る
立
脚
地
を
獲
得
す
べ
き
や' 

蓋
し
絶
対
無
限
者
に
よ
る
の
外
あ
る
能
は
ざ 

る
べ
し
。
此
の
如
き
無
限
者
の
吾
人
精
神
内
に
あ
る
か
、
精
神
外
に
あ
る
か
は
、
吾
人
一
偏
に
之
を
断
言
す
る
の
要
を
見
ず
。
何
と 

な
れ
ば
彼
の
絶
対
無
限
者
は' 

之
を
求
む
る
人
の
之
に
接
す
る
所
に
あ
り
。
内
と
も
限
る
べ
か
ら
ず
、
外
と
も
限
る
べ
か
ら
ざ
れ
ば 

な
り
。

吾
人
は
只
だ
此
の
如
き
無
限
者
に
接
せ
ざ
れ
ば
、
処
世
に
於
け
る
完
全
な
る
立
脚
地
あ
る
能
は
ざ
る
こ
と
を
云
ふ
の
み
。

而 

し
て
此
の
如
き
立
脚
地
を
得
た
る
精
神
の
発
達
す
る
條
路
、
之
を
名
づ
け
て
精
神
主
義
と
い
ふ
。(

『
全
集
』
六
巻
、
二
頁
。) 

こ
れ
で
全
て
が
言
い
尺
く
さ
れ
て
い
る
。

「
信
念
」
も

「
心
霊
」
も
精
神
主
義
と
自
ら
立
場
を
限
定
し
て
始
め
て
単
な
る
机
上
の
想
念
か 

ら
独
立
す
る
の
で
あ
る
。

そ

れ

が

「
確
立
」
と
言
わ
れ
る
事
由
で
あ
ろ
う
。

立
場
の
限
定
は
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
〜片

!
！！

と
い
う
意
味 

で
は
な
い
が
、
主

義
(

主
体
を
本
来
の
位
置
に
据
え
た
生
き
方)

に
ま
で
発
展
し
な
い
段
階
の
こ
こ
ろ
は
地
上
を
離
れ
、
物
事
を
上
の
方 

か
ら
眺
め
て
い
る
。

そ
の
時
々
で
都
合
の
よ
い
受
け
取
り
方
に
憂
き
身
を
や
っ
す
の
み
で
あ
る
。

そ
こ
に
於
て
自
分
を
活
か
し
た
統
一
的 

な
生
を
送
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

お

わ

り

に

以
上
、
清
沢
満
之
が
近
代
の
我
々
に
切
々
と
訴
え
か
け
た
「精
神
主
義
」
と

そ

の

内

容

た

る

「
信
念
」

の
確
立
、
そ
の
場
所
と
し
て
の 

「
心
霊
」

に
思
い
を
馳
せ
つ
つ
、
綴
っ
て
み
た
。
何
故
私
に
と
っ
て
満
之
が
問
題
に
な
っ
た
か
、

こ
れ
に
は
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
、
全
て 

の
甘
え
ら
れ
る
条
件
を
取
り
去
っ
て
も
、

こ
れ
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
る
と
信
じ
ら
れ
る
信
念
は
こ
こ
に
し
か
な
い
、
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
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第
二
は
、
近
代
に
生
き
て
い
る
、
或
は
生
き
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
我
々
と
あ
る
部
分
共
通
の
時
代
相
を
満
之
は
生
き
た
人
だ
か
ら
で
あ 

る
。
『
我
が
信
念
』

が
書
か
れ
た
の
は
九
十
年
前
の
こ
と
で
あ
る
と
し
て
も' 

明
治
時
は
工
業
化
し
、

産
業
化
す
る
方
向
を
定
め
た
現
代 

日
本
の
黎
明
期
で
あ
る
。
科
学
的
理
性
の
お
お
ら
か
な
時
代
で
あ
り
、
技
術
主
義
へ
の
批
判
は
ま
だ
出
て
く
る
段
階
で
は
な
い
が' 

西
欧 

の
理
性
的
諸
精
神
と
対
決
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

そ
の
姿
勢
を
学
び
た
い
、

こ
れ
が
第
二
の
動
機
で
あ
っ
た
。
 

満
之
は
在
家
仏
教
者
と
し
て
徹
底
し
た
生
を
送
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
真
宗
大
谷
派
と
い
う
限
定
は
さ
れ
て
い
る
が
、
精
神
は
徹
頭
徹 

尾

「
絶
対
的
浄
土
肯
定
」

で
は
な
か
っ
た
か
。

清
沢
満
之
の
精
神
は
煩
悩
を
体
と
し
て
生
き
る
人
々
の
中
に
帰
っ
て
行
く
だ
ろ
う
。

「
大 

谷
派
な
る
精
神
』
と
は
紙
の
上
に
ペ
ン
で
な
ぞ
る
観
念
事
で
は
な
い
。
学
理
の
根
拠
も
目
的
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
境
遇
に
於
け
る
捨
身
の
「
信 

念
確
立
」
以
外
の
何
事
で
も
な
い
。
彼
の
祈
念
し
た
世
界
へ
の
絶
対
的
同
感
が
課
題
と
し
て
残
る
の
み
で
あ
る
。

①
 

「
近
代
」
を
ど
こ
で
区
分
す
る
か
は
問
題
だ
が
、

一
七
六〇

以
降
、
英
国
に
端
を
発
す
る
西
ヨI

ロ
ッ
パ
産
業
革
命
後
の
合
理
主
義
的
産
業
社
会
形 

成
期
を
転
換
点
と
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
内
面
的
自
由
と
個
人
主
義
、
そ
し
て
そ
の
た
め
の
民
主
主
義
.''
更
に
は
科
学
的
合
理
主
義
な
ど
と
し 

て
そ
の
プ
ラ
ス
面
は
現
れ
て
い
る
。

同
時
に
そ
の
限
界
性
も
意
識
さ
れ
、
現
在
は
脱
工
業
化
社
会
を
象
徴
す
る!10

冷3
0
^
0
3
^
3
と
い
う
思
想
潮 

流
が
出
現
し
、
近
代
合
理
主
義
の
限
界
を
指
摘
、
超
克
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

② 

明
治
八
年(

一
ハ
七
五
年)

既
に
福
沢
諭
吉
は
『
文
明
論
之
概
略
』
に
於
て
「
智
力
発
生
の
道
に
於
て
第
一
着
の
急
須
は
、
古
習
の
惑
溺
を
一
掃
し 

て
西
洋
に
行
は
る
、
文
明
の
精
神
を
取
る
に
在
り
。
」
と
言
っ
て
い
る(

岩
波
文
庫
版
四
四
頁
参
照)

。

③ 

0
8
囲

養

一

を

亍

『
え

〒

〇-
！
!

耳

邕
(

独
一
七
七
〇
〜
一
八
三
一)

哲
学
者
。
哲
学
的
認
識
方
法
と
し
て
の
弁
証
法
に
よ
っ
て
多
く
の
影
響
を
世 

界
の
忌
想
界
に
与
え
た
。
ミ
ミ2

0

ミ0

ミ

〇'
^."

ミ.5

0

6

ナ̂

5  
”
劉2
迂〇0
&:
ミ0  4

 ¢
7

亨
二0

50

マ
ヨ
き
ミ
ミ

5
5
2

ミ3
ミ&

・
き2
0
7

ヱ
ミ7

き

”0)7
ミ̂

ミ
辻0

运 

ま7

ミ

ミ5
0
0

莖0
ぢ
 

一
?
"

ミ
ま 

な
ど
の
著
作
が
あ
る
。

④ 

ヨ
ー
ー
孙
隈
苕2
誇〇

刀1
1
0
1

〇
當(

米
一
八
五
三
〜
一
九
〇
ハ)

哲
学
者
。
日
本
美
術
研
究
家
。
仏
教
徒
と
し
て
逝
く
。
日
本
美
術
、
特
に
日
本
画 

は
彼
に
よ
っ
て
再
評
価
さ
れ
た
。
満
之
は
彼
の
工
品
巴
講
義
を
興
味
深
く
聞
い
た
と
い
う
。

⑤ 

『
ベ
ル
ツ
の
日
記(

岩
波
文
庫
版
上
巻
四
五
頁
参
照
こ 

の
中
で
、
明
治
前
半
期
の
東
京
大
学
医
学
部
ド
イ
ツ
人
教
師
ミ

5-
は
既
に
次
の 

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
…
す
な
わ
ち
日
本
国
民
は
、

一
〇
年
に
も
な
ら
ぬ
前
ま
で
封
建
制
度
や
教
会
、
僧
院
、
同
業
組
合
な
ど
の
組
織
を
も
っ
わ
れ
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わ
れ
中
世
の
騎
士
時
代
の
文
化
状
態
に
あ
っ
た
の
が
、
昨
日
か
ら
今
日
へ
と
一
足
飛
び
に
、
わ
れ
わ
れ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
発
展
に
要
し
た
五
〇
〇
年 

た
っ
ぷ
り
の
期
間
を
飛
び
越
え
て
、

一
九
世
紀
の
全
盛
果
を
即
座
に
、
し
か
も
一
時
に
わ
が
物
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
。
…
」

⑥ 

満
之
の
人
生
は
彼
が
使
用
し
た
号
に
基
づ
き
、
五
期
に
分
か
れ
る
。
即

ち

「
建

峯
(

誕
生
〜
二
五
歳)

」
・
「
骸

骨(

二
五
〜
三
一
歳
ご
・
「
石

水(

三 

ー
〜
三
五
歳
ご
・
「
臘

扇(

三
五
〜
三
九
歳)

」
・
「
浜

風(

三
九
歳
〜
逝
去
ご
で
あ
る
。
西
村
見
暁
著
「
清
沢
満
之
先
生
」(

京

都

・
法
蔵
館
・
昭
和
四 

ハ
年
版)

参
照
。

⑦ 

乍

ね

冒

工
^

ニ
ー(

英
一
ハ
〇
六
〜
一
入
七
三)

。
哲
学
者
。
功
利
主
義
者(

卸

三

ヨ

件
)

。
満
之
は
真
宗
大
学
に
於
け
る
『
西
洋
哲
学
史
講 

義
』
で

「
ミ
ル
氏
は
余
程
精
密
な
る
論
理
家
に
し
て
…
」
と
述
べ
始
め
て
い
る
。

⑧
 

1
1
2

了

工5

鸞

(

英
一
八
二
〇
〜
一
九
〇
三)

。
社
会
有
機
体
説
を
と
る
哲
学
者
。
進
化
こ
そ
全
宇
宙
の
根
本
原
理
と
考
え
る
。

⑨ 

ミ
ち
洋=

5

 

〇̂
^
^
^
^
 
(

一
九
四
九
版)

は
功
利
主
義(

ワ
三&

1
3
1
1

あ
旦
を
こ
う
規
定
す
る
。
「
倫
理
説
。
有
用
性
が
善 

で
あ
り
、
正
し
い
行
い
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
観
点
は
そ
の
結
果
の
有
用
性
に
あ
る
と
す
る
説
。
特
に
倫
理
的
行
為
の
目
的
は
、
楽
が
苦
に
対 

し
て
最
大
限
度
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
い
は
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
す
る
説
。(

拙
訳)

」
。

⑩
 

『
清
沢
満
之
全
集
』(
京

都

・
法
蔵
館
・
昭
和
三
ハ
年
版
、
以

下

『
全
集
』
と
略
記
す
。)

第
六
巻
、
三
八
頁
。

こ

の

「
内
観
」
と
い
う
概
念
は
、
 

「
浩

々

洞(

明
治
三
三
年
一 

ー
月
命
名
ご 

に
於
て
発
刊
さ
れ
た
『
精
神
界
』
上

で

「
精
神
主
義
」
の
具
体
的
方
法
と
し
て
宣
揚
さ
れ
た
。

こ
れ
は
満

之
三
八
歳
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
石
水
時
代(

三
一
〜
三
五
歳)

」
に
そ
の
言
葉
が
見
え
る
。

例
え
ば
、
『
他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿(

三
三 

歳)

』
第
一
二
「
心
霊
」
参
照
。

⑪

同
上
、
四
巻
、
二
九
ー 
ー
頁
。
『
大
谷
派
宗
務
革
新
の
方
針
如
何
』
に
あ
る
。
『
教
界
時
言
』
に
於
て
宗
門
改
革
運
動
を
展
開
し
た
、
「
白
川
党
」
期
(

満 

之
三
四
〜
三
六
歳)

で
あ
る
。

⑫
 

「
自
己
と
は
何
ぞ
や
」
、
こ
れ
こ
そ
彼
の
主
体
論
の
本
質
的
問
題
で
あ
る
。
自
身
を
離
れ
た
思
索
は
せ
ぬ
こ
と
、
理
論
と
実
際
と
を
可
能
な
限
り
一
つ 

に
近
づ
け
る
こ
と
は
満
之
の
性
格
と
し
て
あ
っ
た
。
彼
は
現
実
に
即
し
て
論
を
進
め
、
理
に
合
わ
な
い
こ
と
は
最
後
ま
で
納
得
し
な
か
っ
た
。

⑬

『
全
集
』
第
八
巻
、

一
八
〇
〜
一
八
一
頁
。

⑭
 

田
島
薰
治
・
ッ
〇̂

刃
一一

3

谿
〇2
ハ
共
訳:

5
0

ミ
ミ0

刃

总5
0
7

身

科̂

^

营
ね
き
。(

京

都

・
仏
教
文
化
協
会
・
昭
和
一
ー
年)

七
三
〜
七
八 

頁
。

0
ニ
ー̂ 
ユ 

3
'
〇
!
1
1
1
件
0
コ

-

^
0
、0
0
4  

ミ
。̂

。
请̂
/
 8

求 00
2

き

孑

虫

。
运 0  
1

お̂

爲
总〇
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I
V
1
0
亠

善
^
^
3
 
雪 5

0
2

は7  (03
，11113コ

府？
118 28

.
比
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1
9
7
2
)  

四
ニ
〜
四
五
頁
。
こ
れ
は5

.
0
論
文
で
あ
り
、
ま
だ
出
版
さ
れ
て
は
い
な
い
。

坂
東
性
純
訳:

届
 

ミ
ミ
ド7

7

&
⑴

〇
ミ
ミ8

求ヨ

ミ
ミ̂

之

さ5

ミ

玄

ぶ

尸2

-
2

〇・
 2
・(
京

都

・
東
方
仏
教
徒
協
会
・
昭
和
四
七
年)

一
四
五
〜
五 

二
頁
。

⑮
 

羽
田
信
生
訳:

『
さ
翠
よ
ミ̂7

——7
7
^

 8

気
ミ
ミ̂

刃5

电5  07
身
ミ5
ミX

さ03100

— (

京

都

・
東
本
願
寺
出
版
部
・
昭
和
五
八
年)

五
三
〜 

六
〇
頁
。
こ
れ
は
満
之
自
ら
が
「
臘
扇
」
と
名
乗
っ
た
時
期
、
即
ち
晩
年
の
五
年
間
の
エ
ッ
セ
イ
の
中
か
ら
九
篇
を
選
び
、
英
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

⑯

『
全
集
』
第
六
巻
、
二
三
〇
頁
。

⑰
 

寺
川
俊
昭
著
『
清
沢
満
之
論
』(

京

都

・
文
栄
堂
・
昭
和
六
二
年
版)

二
五
六
頁
参
照
。

⑱

『
全
集
』
第
八
巻
、
三
八
一
頁
。

⑲

『
曾
我
量
深
選
集
』(

東

京

・
彌
生
書
房
・
昭
和
四
九
年
版)

、
第
八
巻
、
三
一 

ー
〜
三
一
ニ
頁
。

⑳
 

法
蔵
菩
薩
の
「
自
利
」
と

「
利
他
」
の
二
精
神
が
こ
こ
に
於
て
成
就
・
満
足
さ
れ
る
。

㉑

『
全
集
』
第
四
巻
、
三
九
六
頁
。

㉒

同
上
、
四
一
ニ
頁
。
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