
宗
教
と
哲
学
と
を
区
別
す
る
一
つ
の
大
き
な
要
素
は
罪
の
意
識
を
持
つ
か
否
か
と
言
う
点
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
佛
教
の
如
く
、
た
と

え
哲
学
的
体
系
を
以
て
西
洋
哲
学
と
伍
し
う
る
思
想
で
あ
っ
て
も
、
哲
学
と
一
線
を
画
す
る
点
は
罪
の
意
識
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
社
会
通
念
に
従
え
ば
罪
も
業
も
同
じ
よ
う
に
考
え
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
罪
意
識
と
業
意
識
と
は
非
常
な
相
違

が
あ
る
と
考
え
る
。
端
的
に
言
え
ば
罪
意
識
に
は
キ
リ
ス
ト
教
に
於
け
る
神
の
如
き
対
象
に
対
す
る
自
己
の
お
か
れ
た
実
存
的
立
場
が
問

、

題
と
な
る
。
絶
対
者
と
自
己
と
い
う
対
立
が
根
抵
に
潜
む
。
こ
れ
に
対
し
て
、
佛
教
で
は
対
象
は
存
在
し
な
い
。
対
象
と
考
え
ら
れ
る
か

、

、
、

も
知
れ
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
は
絶
対
者
で
は
な
く
し
て
絶
対
原
理
で
あ
る
。
原
理
と
自
己
と
の
間
に
は
人
格
的
関
係
は
成
立
し
て
い
な
い

、

と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
仙
人
の
意
識
に
生
じ
て
く
る
も
の
が
業
意
識
で
あ
る
。
業
は
絶
対
者
の
業
で
は
な
く
、
専
ら
自
己

、
、

の
側
に
お
か
れ
た
業
意
識
で
あ
る
。
自
己
は
絶
対
原
理
が
分
割
さ
れ
た
原
理
の
一
片
を
負
っ
て
い
る
。
絶
対
原
理
は
自
己
の
中
に
具
現
さ

れ
て
あ
る
。
業
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
自
分
の
行
為
に
対
す
る
そ
の
結
果
の
必
然
性
を
信
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
業
因
業
果
の
理
は
科
学
に
１

人
間
的
存
在
の
構
造
（
二
）

罪
の
意
識

ｌ
生
と
死
Ｉ

佐
々
木
現
順



於
け
る
因
果
と
同
じ
く
如
何
な
る
場
合
に
於
い
て
も
否
定
し
え
な
い
ｑ
科
学
・
哲
学
に
於
い
て
も
因
果
律
は
成
立
し
て
い
る
。
倫
理
も
ま

た
業
因
業
果
の
絶
対
原
理
の
上
で
構
築
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
倫
理
の
場
合
、
善
そ
の
も
の
を
目
的
と
す
る
だ

ろ
う
が
、
何
故
に
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
業
因
業
果
の
理
を
信
ず
る
か
ら
で
あ
る
と
言
わ

ざ
る
を
え
ま
い
。
善
自
体
と
い
う
も
の
は
極
め
て
抽
象
的
で
あ
り
、
現
実
生
活
に
と
っ
て
理
念
と
は
な
っ
て
も
、
現
実
生
活
に
於
い
て
完

全
な
形
で
具
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
元
来
、
業
意
識
は
か
か
る
絶
対
原
理
に
対
す
る
確
信
と
い
う
意
味
が
基
本
的
に
蔵
せ
ら

絶
対
原
理
（
業
因
業
果
）
に
対
す
る
確
信
は
時
間
と
関
連
し
た
場
合
に
ど
う
現
わ
れ
る
か
と
い
う
と
業
因
業
果
の
原
理
を
現
世
に
限
ら

な
い
で
過
去
・
未
来
に
も
及
ぼ
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
過
去
の
業
に
よ
っ
て
現
在
の
生
活
が
あ
り
、
現
在
の
業
因
に
よ
っ
て
死
後
の
生

活
が
定
ま
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
如
く
で
あ
る
。
か
か
る
時
間
的
延
長
に
於
け
る
業
の
確
信
は
或
る
種
の
宗
教
的
訓
練
を
経
た
者
に
の
み
体

得
し
う
る
宗
教
的
経
験
で
あ
る
と
言
え
る
。
既
に
、
イ
ン
ド
思
想
の
上
で
こ
の
こ
と
が
見
ら
れ
た
。
ガ
ル
ダ
・
・
フ
ラ
ー
ナ
（
二
三
・
一

一
五
）
に
展
開
す
る
業
諭
の
如
く
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
人
は
自
ら
の
運
命
の
創
造
者
な
り
。
そ
の
人
生
に
於
い
て
さ
え
、
彼
は
前
世
の
行

為
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
宿
命
論
的
人
生
観
が
見
ら
れ
る
。
又
「
人
生
は
虚
し
い
。
人
間
の
若
さ
も
富
も
虚
し
ど
と
も

言
う
。
併
し
、
か
か
る
無
常
観
か
ら
必
ず
し
も
無
気
力
に
な
っ
た
り
、
創
造
力
を
失
っ
た
人
生
観
が
出
て
来
る
も
の
で
は
な
い
。
普
通
、

無
常
観
と
無
気
力
と
が
必
然
的
に
結
び
つ
く
よ
う
に
考
え
る
が
、
こ
れ
は
全
く
正
解
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
人
生
と
い
う
も
の
は
誰

が
観
察
し
て
も
常
に
変
化
し
て
や
ま
な
い
も
の
で
な
い
か
。
無
常
観
と
は
た
だ
そ
れ
を
認
識
す
る
知
的
能
力
に
外
な
ら
な
い
。
ギ
リ
シ
ャ

の
哲
人
へ
ラ
ク
レ
ト
ス
が
「
万
物
は
流
転
す
る
」
と
い
う
名
言
を
残
し
た
。
こ
れ
は
佛
教
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
万
物
は
無
常
で
あ
る
」
と

言
う
こ
と
と
全
同
で
あ
る
。
無
常
を
説
く
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
が
果
し
て
無
気
力
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
か

ら
し
て
創
造
的
科
学
や
天
文
学
が
生
れ
出
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
佛
教
に
於
け
る
無
常
観
も
哲
学
的
認
識
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

人
生
は
無
常
で
あ
る
。
即
ち
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
も
の
て
あ
る
が
故
に
却
っ
て
そ
こ
に
創
造
の
可
能
を
見
と
る
の
で
あ
る
。
も
し
人
生
が

れ
て
い
る
。

２



常
住
な
も
の
で
変
化
し
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
間
的
行
為
の
意
味
は
却
っ
て
存
し
な
い
で
は
な
い
か
。
無
常
で
あ
る
が
故
に
、
即

ち
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
あ
る
が
故
に
、
人
間
的
行
為
（
業
）
の
意
味
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
イ
ン
ド
で
は
業
は
行
為
を
意
味
し
て
い
た
。

そ
れ
故
に
、
行
為
に
は
必
ず
そ
の
結
果
が
伴
う
と
い
う
業
因
業
果
の
思
想
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
同
じ
論
理
は
哲
学
・
佛
教
に
限
ら
れ
て

い
な
い
。
文
学
の
世
界
で
も
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
文
学
は
フ
ィ
ッ
ク
シ
ョ
ン
の
上
に
成
立
す
る
と
い
わ
れ
る
。
も
っ
と
適
切
に
言

え
ば
フ
ィ
ッ
ク
シ
ョ
ン
で
な
く
し
て
仮
説
の
上
に
成
立
っ
と
い
っ
た
方
が
よ
い
。
而
も
仮
説
と
は
耳
も
○
吾
の
爵
で
あ
ろ
う
。
併
し
、
佛

カ
セ
ッ

ケ
セ
ツ

教
的
に
一
層
深
い
表
現
を
与
え
れ
ば
、
仮
説
で
な
く
仮
説
（
官
騨
言
名
は
）
の
上
に
成
立
す
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
仮
説
と
は
真
理
を

仮
り
の
相
で
表
わ
す
も
の
で
あ
り
、
真
理
と
不
即
不
離
な
も
の
の
義
で
あ
る
。

と
一
」
ろ
で
、
こ
の
普
遍
的
原
理
が
時
間
的
に
た
だ
現
在
の
生
活
の
上
で
の
み
、
あ
て
は
ま
る
も
の
か
ど
う
か
。
と
い
う
点
に
な
っ
て
初

め
て
哲
学
と
宗
教
と
の
相
違
が
川
て
く
る
。
哲
学
的
に
は
現
在
世
に
限
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
哲
学
的
に
過
去
・
未
来
世
を
否
定
し
う

る
何
ら
の
証
拠
も
な
い
。
三
世
に
閃
す
る
存
在
は
経
験
的
実
感
に
よ
る
も
の
で
あ
る
・
実
感
な
き
も
の
は
縁
な
き
衆
生
で
あ
る
。
か
か
る

人
々
に
は
説
明
と
い
う
合
理
的
手
段
は
役
に
立
た
な
い
。
実
感
は
合
理
性
を
こ
え
た
も
の
で
あ
る
。
事
実
認
識
へ
の
道
は
合
理
性
の
み
に

限
ら
れ
な
い
。
超
合
理
性
も
ま
た
事
実
確
認
の
道
で
あ
る
。
超
合
理
性
は
非
合
理
性
で
は
な
い
。
合
理
性
と
い
う
こ
と
は
現
代
社
会
で

色
々
勝
手
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
し
ま
う
に
至
っ
た
。
今
日
ほ
ど
合
理
性
と
い
う
概
念
の
あ
い
ま
い
な
言
葉
は
な
か
ろ
う
。
乱
川
さ
れ
て

い
る
合
理
性
か
ら
の
離
脱
こ
そ
最
も
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
。
す
る
と
超
合
理
的
な
も
の
以
外
信
ず
、
へ
き
も
の
が
な
い
よ
う
な
現
代
社
会

て
あ
る
。
か
か
る
意
味
で
「
実
感
」
と
い
う
概
念
は
乱
用
さ
れ
た
多
く
の
合
理
性
以
上
に
信
ず
ゞ
へ
き
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
普
通
、
世

、
、
、

間
の
対
話
に
於
い
て
も
我
々
は
屡
々
「
理
屈
は
そ
う
だ
が
、
し
か
し
事
実
は
こ
う
だ
」
と
い
っ
た
表
現
を
川
い
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
は

、
、
、

、
、
、

し
か
し
と
い
う
世
界
で
あ
る
。
而
も
こ
の
し
か
し
の
世
界
が
往
々
に
し
て
真
相
を
正
し
く
把
握
し
て
い
る
の
に
出
く
わ
す
。
合
理
性
は
常

、
、
ｂ

に
超
現
実
的
理
念
を
指
向
す
る
。
け
れ
ど
も
、
し
か
し
の
世
界
即
ち
超
合
理
性
の
世
界
の
方
が
却
っ
て
最
も
現
実
的
な
事
実
の
世
界
を
開

示
す
る
。
我
之
が
求
め
る
も
の
は
合
理
性
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
手
段
は
何
で
あ
れ
Ｉ
合
理
性
で
あ
れ
超
合
理
性
で
あ
れ
Ｉ
事
実
そ

の
、



の
も
の
の
真
相
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
か
く
て
、
業
を
過
去
・
現
在
・
未
来
三
世
に
広
げ
て
、
そ
こ
に
働
く
業
因
業
果
と
い
う
絶
対
的
原

も
℃
、

理
を
信
ず
る
次
元
は
、
合
理
性
を
超
え
て
広
が
る
と
こ
ろ
の
「
し
か
し
」
の
世
界
に
あ
る
。
実
感
の
世
界
で
あ
る
。

業
因
業
果
の
三
世
に
関
す
る
考
え
方
に
抵
抗
を
感
じ
て
、
こ
れ
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
人
々
が
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
次
の

現
実
は
ど
う
説
明
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。
果
し
て
否
定
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
即
ち
、
社
会
的
人
間
存
在
は
社
会
と
孤
立
し
て
生
き
て
は

い
な
い
。
た
と
え
現
世
だ
け
に
生
き
て
い
る
と
し
て
も
、
個
人
に
は
家
族
・
友
人
・
慣
習
・
環
境
と
い
う
諸
条
件
が
布
置
さ
れ
て
い
る
。

彼
の
い
か
な
る
行
為
も
こ
れ
ら
の
所
与
条
件
に
直
接
関
接
の
影
響
を
も
た
ら
す
。
い
か
な
る
行
為
も
一
日
一
生
じ
た
以
上
、
他
に
影
響
を
与

え
る
こ
と
な
し
に
消
滅
は
し
な
い
。
一
日
一
、
子
供
が
出
来
れ
ば
彼
の
血
は
時
間
的
に
永
遠
の
生
命
を
以
て
子
孫
に
伝
わ
り
、
空
間
的
に
は

遠
く
全
世
界
に
広
が
る
。
人
類
の
発
展
史
は
外
な
ら
ざ
る
自
分
自
身
の
未
来
の
発
展
史
で
も
あ
る
。
現
世
に
於
け
る
自
己
の
行
為
の
結
果

の
存
在
と
行
為
の
影
響
に
つ
い
て
は
今
更
、
証
明
の
必
要
も
な
か
ろ
う
。
行
為
の
結
果
は
必
ず
し
も
自
己
の
上
に
現
わ
れ
る
の
み
で
は
な

い
。
自
己
を
超
え
た
子
孫
或
は
環
境
の
上
に
現
わ
れ
て
く
る
。
た
と
え
、
そ
れ
が
直
感
さ
れ
え
な
い
形
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
知
ら
な
い

の
は
こ
ち
ら
の
方
の
無
知
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
事
実
は
事
実
で
あ
る
。
無
知
は
恥
ず
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
し
て
無
知
は
事
実
を
否
定

す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

か
く
て
、
業
の
原
理
を
証
す
る
も
の
は
合
理
性
を
超
え
た
実
感
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
合
理
性
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
「
知
識
」

と
い
う
も
の
は
生
死
の
問
題
に
立
ち
向
か
う
時
、
極
め
て
は
か
な
い
影
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
併
し
、
知
識
を
超
え
た
「
知
恵
」
は
合

理
性
を
超
え
た
時
に
こ
そ
最
も
そ
の
威
力
を
発
揮
す
る
。
我
倉
は
日
常
生
活
の
上
で
す
ら
知
識
と
知
恵
を
区
別
し
て
い
る
如
く
で
あ
る
。

「
彼
に
は
知
恵
が
あ
る
」
と
い
っ
て
知
恵
を
知
識
の
上
位
に
さ
え
お
い
て
い
る
。
知
識
あ
る
者
に
必
ず
し
も
知
恵
が
伴
う
も
の
で
な
い
。

又
、
逆
に
、
知
恵
は
知
識
な
き
も
の
に
よ
っ
て
も
ま
た
持
た
れ
て
い
る
。
業
と
い
う
実
感
の
世
界
は
か
か
る
知
恵
の
世
界
の
出
来
ご
と
で

あ
る
。
こ
の
世
界
に
気
付
く
も
の
が
知
者
で
あ
り
、
気
付
か
ぬ
も
の
は
愚
者
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
実
感
」
の
世
界
は
新
し
い
方
向
に
向
か
っ
て
自
己
を
展
開
し
て
行
く
。
即
ち
、
果
し
て
こ
の
業
的
実
感
の
世
界
が

1



要
略
し
て
言
え
ば
人
間
精
神
史
に
二
種
の
思
潮
が
流
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

一
、
業
（
冒
尉
日
四
）
を
行
為
と
解
し
て
展
開
し
た
思
潮
で
あ
る
。
元
来
、
業
は
胃
』
（
為
す
）
を
原
意
と
し
て
展
開
し
た
思
想
で
あ
る

か
ら
、
原
意
を
重
視
し
て
一
つ
の
思
潮
を
柵
成
し
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
自
然
で
あ
る
。
イ
ン
ド
古
典
に
於
け
る
諸
解
釈
は
別

と
し
て
、
我
々
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
古
典
的
意
義
が
果
し
て
ど
の
よ
う
に
現
代
イ
ン
ド
民
族
の
間
に
受
け
と
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う

問
題
で
あ
る
。
こ
の
社
会
的
問
題
に
関
し
て
私
は
曾
っ
て
イ
ン
ド
政
府
の
招
請
を
う
け
て
渡
印
し
現
地
下
層
階
級
の
中
で
調
査
し
こ
れ
を

政
府
に
報
告
し
て
お
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
極
め
て
限
ら
れ
た
領
域
内
の
調
査
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
本
質
的
動
向
を
把
握
す
る
に
充
分
で

あ
っ
た
と
信
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
イ
ン
ド
人
の
深
奥
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
業
思
想
は
行
為
と
い
う
意
味
に
対
す
る
強
い
信
念
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宿
命
論
的
な
業
の
解
釈
は
む
し
ろ
古
典
に
於
け
る
文
書
に
よ
る
特
権
階
級
が
残
し
た
解
釈
で
あ
る
と
思
う
。
或

は
そ
の
イ
ン
ド
的
解
釈
が
外
国
人
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
精
神
（
積
極
的
不
屈
想
）
を
無
視
し
て
皮
相
に
再
解
釈
さ
れ
て
い
た
と
さ
え
信
じ
て

よ
い
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
彼
等
の
民
族
的
精
神
を
以
て
受
け
と
っ
て
い
る
業
思
想
は
行
為
に
よ
っ
て
変
化
し
う
る
と
い
う
社
会
的
な
意

味
を
持
っ
て
い
る
。
彼
等
の
所
言
に
よ
れ
ば
、
業
に
善
悪
が
あ
る
と
い
う
け
れ
ど
も
一
体
善
悪
を
決
定
す
る
も
の
は
誰
か
と
反
撃
し
て
く

る
。
佛
陀
は
生
れ
に
よ
っ
て
一
生
が
定
め
ら
れ
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
人
の
行
為
に
よ
る
と
説
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
現
代
イ

ン
ド
人
の
心
底
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
碓
信
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
貧
富
の
差
の
激
し
い
諸
階
級
差
と
い
え
ど
も
、
こ
れ
は
古
代
か
ら
続
い
た

職
業
の
相
異
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
古
代
人
は
ア
ー
リ
ャ
ン
侵
入
後
も
職
な
き
も
の
に
職
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
協
同
社
会
を
作
っ
て

い
た
と
解
し
、
各
人
の
能
力
を
尊
重
し
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
考
え
方
は
知
識
層
の
間
に
広
ま
っ
て
い
る
筈
で
あ
る
と
思
っ
た

形
成
し
て
来
た
の
で
あ
る
。

現
実
の
世
界
に
対
し
て
ど
の
様
に
働
き
出
て
く
る
か
と
い
う
方
向
で
あ
る
。
人
間
が
社
会
に
生
き
て
い
く
為
に
は
単
に
業
的
世
界
の
実
感

の
う
ち
で
自
己
を
封
じ
こ
め
て
お
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
社
会
に
対
す
る
積
極
的
姿
勢
を
打
ち
出
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
の
新
し

い
展
開
は
単
に
個
人
の
上
で
言
わ
れ
る
問
題
で
な
く
、
実
に
イ
ン
ド
・
中
国
。
日
本
を
通
じ
て
一
貫
し
て
来
た
と
こ
ろ
の
人
間
精
神
史
を
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が
意
外
に
大
衆
の
中
に
深
く
根
を
お
ろ
し
て
い
る
。
彼
等
は
そ
れ
故
に
カ
ー
ス
ト
制
に
反
樅
す
る
意
欲
に
乏
し
い
。
彼
等
の
願
い
は
単
に

カ
ー
ス
ト
に
反
擬
す
る
の
で
な
く
、
自
ら
の
手
で
新
し
い
職
を
作
っ
て
行
こ
う
と
す
る
気
構
え
を
強
く
示
し
て
い
る
。
宿
命
的
傾
向
を
持

っ
た
業
諭
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
積
極
的
社
会
的
問
題
に
転
じ
て
行
け
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
我
堂
の
到
達
し
え
な
い
イ
ン
ド
的
精
神

の
秘
密
が
あ
る
と
思
う
。
こ
の
民
族
の
精
神
的
秘
密
は
丁
度
、
日
本
民
族
が
神
と
佛
と
を
一
紺
に
し
て
拝
礼
し
て
い
る
こ
と
と
同
じ
で
あ

る
。
こ
れ
と
て
も
合
理
的
西
欧
人
間
に
は
神
秘
と
し
か
映
じ
な
い
も
の
で
あ
る
。
併
し
、
こ
の
深
い
神
秘
に
気
付
か
ず
し
て
東
洋
精
神
を

語
る
資
格
は
な
い
。
逆
に
、
西
欧
人
の
中
で
深
く
生
活
し
て
い
る
と
彼
等
の
精
神
構
造
の
中
に
も
我
々
に
不
可
解
な
或
は
非
合
理
的
な
多

く
の
要
素
を
見
出
だ
す
。
こ
の
民
族
性
に
気
付
い
た
時
、
初
め
て
西
欧
を
語
る
こ
と
が
川
来
る
で
あ
ろ
う
。

二
、
業
を
実
存
的
状
況
に
於
い
て
受
け
取
ろ
う
と
す
る
思
潮
で
あ
る
。
元
来
、
人
間
能
力
の
限
界
を
自
覚
し
、
常
に
生
死
を
眼
前
に
引

き
つ
け
て
人
生
に
立
ち
向
か
う
と
い
う
実
存
的
思
想
が
文
献
の
上
で
現
わ
れ
始
め
た
時
代
は
イ
ン
ド
で
言
え
ば
漸
く
十
一
世
紀
を
過
ぎ
た

頃
か
ら
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
ま
で
は
イ
ン
ド
的
合
理
主
義
即
ち
哲
学
的
傾
向
が
主
調
と
な
っ
て
イ
ン
ド
民
族
性
を
代
表
し
て
い
た
。

然
る
に
、
こ
の
実
存
的
自
覚
は
中
国
を
経
て
日
本
に
於
い
て
極
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
形
で
実
を
結
ぶ
に
至
っ
た
。
業
に
対
し
て
も
実
存
的

把
え
方
が
現
わ
れ
て
来
た
。
「
罪
業
」
と
言
う
概
念
が
初
め
て
用
い
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
罪
業
は
イ
ン
ド
的
概
念
即
ち
盲
Ｈ
日
騨

（
業
）
に
対
す
る
漢
訳
で
あ
る
が
、
漢
訳
に
含
ま
れ
て
い
た
哲
学
的
内
容
は
漸
時
、
変
化
し
て
来
た
。
遂
に
罪
業
な
る
漢
訳
は
本
来
の
哲

学
的
意
味
を
超
え
て
心
怡
に
訴
え
る
仕
方
で
い
わ
ば
情
感
的
に
受
け
と
め
ら
れ
て
来
た
。
こ
れ
を
受
け
と
め
る
民
族
の
持
つ
民
族
性
が
何

よ
り
も
強
い
力
を
こ
れ
に
与
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

今
、
少
し
く
罪
業
の
原
意
を
探
っ
て
見
よ
う
。
イ
ン
ド
に
於
い
て
罪
と
い
わ
れ
る
場
合
、
多
く
の
諸
概
念
が
あ
る
（
扇
冨
》
ａ
冨
甚
〉

富
Ｈ
ｇ
色
》
国
①
獣
》
四
冨
国
・
声
⑳
》
：
笛
》
己
騨
巴
畠
、
合
い
耳
は
ゞ
四
瞥
凹
』
①
ロ
儲
》
樹
器
〕
目
Ｈ
－
３
も
号
己
ｓ
Ｈ
目
騨
》
２
『
画
く
画
》
函
日
閏
国
》
閏
ご
且
罰
沙
）
・

そ
の
各
一
は
少
々
の
相
違
を
持
つ
概
念
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
「
罪
」
と
漢
訳
せ
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
ま
と
め
る
と
次
の

二
種
に
な
る
と
思
う
。
イ
、
外
的
な
規
準
に
対
す
る
反
動
的
行
為
で
あ
っ
て
、
宗
教
的
規
則
違
犯
の
場
合
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
口
、
内
面
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そ
れ
で
は
、
日
本
に
於
い
て
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
罪
業
意
識
を
最
も
強
調
し
て
い
る
宗
教
は
親
鶯
の
宗
教
で
あ
ろ
う
。
親
鶯
に
於
け

る
罪
業
意
識
は
外
的
な
も
の
に
対
し
て
犯
し
た
罪
で
も
な
け
れ
ば
又
、
知
的
認
識
を
持
た
ざ
る
ご
と
に
対
す
る
意
識
で
も
な
い
。
一
言
に

し
て
言
え
ば
親
鴬
の
罪
業
意
識
は
人
間
的
術
造
そ
の
も
の
の
自
覚
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
一
見
す
る
と
キ
リ
ス
ト
教
の
原

罪
と
混
同
さ
れ
易
い
。
或
る
人
友
は
こ
う
し
た
誤
解
を
抱
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
両
者
は
根
本
的
に
相
違
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の

場
合
、
先
ず
神
の
存
在
を
信
じ
て
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
間
的
存
在
は
そ
の
神
に
見
は
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
人
は
神

と
相
対
立
す
る
。
然
る
に
、
佛
教
は
無
神
論
で
あ
る
か
ら
神
の
存
在
は
も
は
や
論
ぜ
ら
れ
な
い
。
こ
の
問
題
は
既
に
原
始
佛
教
時
代
に
説

き
つ
く
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
親
鶯
が
こ
れ
を
再
説
す
る
要
は
な
い
。
親
鶯
だ
け
で
佛
教
の
凡
て
の
問
題
が
最
初
か
ら
説
明
し
つ
く
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
。
思
想
史
を
見
な
け
れ
ば
親
鶯
の
宗
教
の
特
色
も
理
解
し
え
な
い
。
親
繍
の
宗
教
の
特
色
は
イ
ン
ド
佛
教
思
想
の
上

に
属
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
病
的
寺

的
自
覚
は
ど
こ
に
も
見
ら
れ
な
い
。

ム
ミ
ヨ
ウ

的
人
間
性
の
自
覚
に
反
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
知
に
対
す
る
無
知
が
あ
た
る
。
佛
教
的
に
言
う
な
ら
ば
無
明
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

真
の
知
と
は
「
事
物
を
あ
り
の
ま
ま
に
洞
察
す
る
こ
と
」
に
あ
る
。
あ
り
の
ま
ま
に
見
る
た
め
意
識
的
自
我
を
取
り
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

従
っ
て
そ
れ
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
あ
り
の
ま
ま
に
見
る
と
は
事
物
が
単
に
写
っ
て
い
る
と
い
う
仕
方
で
見
る
の
で
は
な
い
。
却
っ

て
、
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
我
が
客
観
の
中
へ
消
尽
し
て
し
ま
う
。
小
我
の
消
尽
に
よ
っ
て
客
観
が
大
我
に
転
回
し
て
在
る
よ
う
に
な
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
こ
と
は
イ
ン
ド
に
於
け
る
「
罪
」
は
嘆
き
悲
し
む
も
の
で
は
な
く
て
真
実
に
対
す
る
「
無
知
」

で
あ
る
。
そ
れ
は
極
め
て
知
的
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
以
上
二
種
の
分
析
が
示
す
よ
う
に
イ
ン
ド
に
於
け
る
「
罪
」

は
規
則
違
犯
を
改
め
さ
え
す
れ
ば
無
く
な
る
罪
で
あ
る
か
、
或
は
如
実
観
を
持
た
ざ
る
哲
学
的
無
知
か
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
因
に
我
国
の

神
道
に
於
い
て
言
わ
れ
る
「
罪
」
は
上
述
の
イ
ン
ド
的
罪
の
第
一
の
タ
イ
プ
と
類
似
し
て
い
る
。
「
ア
マ
ッ
・
シ
ミ
」
ヨ
ク
タ
グ
ノ
・

シ
ミ
」
「
マ
ガ
ゴ
ト
」
「
ク
’
一
ツ
ッ
ミ
」
等
の
如
く
、
こ
れ
ら
の
神
道
的
罪
は
「
外
的
な
も
の
に
対
す
る
反
動
」
と
い
う
第
一
の
タ
イ
プ

に
属
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
病
的
諸
現
象
に
過
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
そ
れ
は
、
祓
で
以
て
取
り
除
き
さ
え
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
内
面
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に
立
て
る
無
神
論
を
ふ
ま
え
て
の
み
理
解
出
来
る
。
親
驚
に
於
け
る
罪
業
意
識
に
は
神
と
か
他
者
と
か
い
う
外
的
な
も
の
が
予
期
さ
れ
て

は
い
な
い
。
外
的
な
も
の
と
は
神
の
存
在
だ
け
で
は
な
い
。
善
悪
と
い
う
倫
理
的
判
断
も
ま
た
親
撤
に
と
っ
て
外
的
な
る
も
の
に
過
ぎ
な

い
。
だ
か
ら
親
驚
は
善
も
悪
も
総
じ
て
以
て
存
知
し
な
い
と
断
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
心
理
学
者
フ
ロ
ム
の
言
う
「
人
道
主

義
的
宗
教
」
た
る
キ
リ
ス
ト
教
と
親
鴬
の
宗
教
と
の
相
違
し
た
理
論
的
根
拠
が
あ
る
と
考
え
る
。

更
に
親
鶯
の
罪
業
意
識
は
次
の
点
で
イ
ン
ド
佛
教
に
於
け
る
罪
意
識
と
も
相
違
し
て
い
る
。
イ
ン
ド
佛
教
に
於
け
る
罪
意
識
は
前
述
の

如
く
、
如
実
観
に
反
す
る
無
知
に
あ
っ
た
。
罪
を
知
的
に
把
え
た
点
で
キ
リ
ス
ト
教
の
罪
意
識
と
違
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
無
知
と
い

う
知
的
な
罪
意
識
が
宗
教
と
な
る
た
め
に
は
更
に
一
歩
深
ま
っ
た
重
要
な
要
素
が
必
要
で
あ
る
や
重
要
な
要
素
と
い
う
の
は
死
に
対
す
る

姿
勢
決
定
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
親
鶯
の
宗
教
は
死
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
死
も
ま
た
人
生
で
あ
る
。
い
か
な
る

宗
教
と
い
え
ど
も
死
を
無
視
し
て
人
間
の
救
済
を
説
く
よ
う
な
宗
教
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

罪
業
深
重
の
自
覚
は
人
間
存
在
そ
の
も
の
の
構
造
で
あ
る
と
知
る
と
き
、
自
己
に
対
す
る
外
的
な
神
も
な
く
、
自
己
を
縛
す
る
い
か
な

る
道
徳
的
規
範
も
な
く
な
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
肉
体
的
死
に
外
な
ら
な
い
。
我
が
身
の
罪
業
の
深
さ
を
罪
を
犯
し
た
対
象
も
な
し
に
自

己
内
に
自
覚
す
る
と
い
う
こ
と
は
到
底
不
可
能
に
近
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
実
は
こ
こ
に
人
間
存
在
の
限
界
が
あ
る
。
我
々
は
肉
体

を
持
つ
限
り
、
自
己
又
、
社
会
・
倫
理
・
規
範
を
脱
し
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
平
常
心
即
ち
佛
道
或
は
日
常
生
活
の
中
に
念
佛
の
世
界

が
あ
る
と
か
、
精
神
的
死
で
あ
る
と
い
う
の
が
佛
教
の
き
ま
り
文
句
で
あ
る
。
又
、
そ
れ
が
新
し
い
理
解
で
あ
る
か
の
如
く
思
わ
れ
て
い

る
。
併
し
、
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
原
始
佛
教
に
於
け
る
現
生
浬
藥
（
こ
の
世
で
の
浬
梁
）
と
何
ら
述
っ
た
も
の
で
は
な
く
な
る
で
あ
ろ

う
。
更
に
、
我
々
は
親
鶯
の
宗
教
の
中
に
も
う
一
つ
違
っ
た
特
色
を
認
め
ね
ば
な
る
ま
い
と
考
え
る
。
そ
れ
は
肉
体
的
死
の
意
味
で
あ
る
。

親
脅
に
於
け
る
罪
業
は
他
に
対
し
て
意
識
せ
ら
れ
た
自
己
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
単
な
る
行
為
で
は
な
い
。
自
己
の
側
に
他
が
あ
ろ
う
が
な

か
ろ
う
が
自
己
に
と
っ
て
何
の
か
か
わ
り
合
い
も
な
い
。
自
己
が
他
に
対
し
て
罪
を
犯
し
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
自
と
他
と
の
区
別

を
認
め
た
上
で
の
罪
の
意
識
で
は
な
い
。
自
己
の
罪
は
同
時
に
人
類
の
罪
で
あ
り
、
人
類
の
罪
は
同
時
に
自
己
の
罪
で
も
あ
る
と
い
う
自
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他
を
こ
え
た
覚
知
で
あ
る
。
人
間
と
し
て
の
存
在
そ
の
も
の
が
罪
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
原
始
佛
教
に
於
い
て
人
間
の
構
造
は
五
種
の
要

素
（
物
質
・
感
覚
・
思
惟
・
心
理
的
要
素
・
意
識
）
が
集
ま
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
せ
ら
れ
、
そ
の
解
体
を
知
的
に
瞑
想
し

て
無
に
至
る
こ
と
が
一
つ
の
解
脱
へ
の
途
で
あ
っ
た
。
同
じ
よ
う
に
、
親
彌
に
於
け
る
罪
業
意
識
も
主
体
的
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
の
椛

造
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
、
そ
れ
は
単
な
る
精
神
的
観
念
的
意
識
に
と
ど
ま
っ
て
は
い
な
い
。
肉
体
的
で
も
あ
る
。
肉
体
的
自

己
の
解
消
を
も
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
而
も
、
人
間
に
残
さ
れ
た
罪
業
意
識
は
こ
の
肉
体
か
ら
精
神
が
分
離
す
る
と
き
初
め
て
経

験
さ
れ
る
。
人
間
を
全
体
と
し
て
眺
め
返
す
こ
と
の
出
来
る
瞬
間
は
死
に
直
面
し
た
瞬
間
で
あ
ろ
う
。
少
く
と
も
、
現
に
生
き
て
い
る
或

る
人
々
に
は
こ
れ
以
外
、
「
罪
業
即
人
間
存
在
」
と
い
う
真
髄
を
実
感
せ
し
め
る
道
は
な
か
ろ
う
。
罪
業
意
識
が
人
間
存
在
全
体
に
関
す

る
限
り
、
肉
体
的
死
の
厳
粛
な
瞬
間
を
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
真
宗
が
死
を
避
け
て
言
わ
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
却
っ
て
真
宗
教

義
の
特
色
を
失
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
精
神
的
死
を
説
く
こ
と
は
知
識
階
級
に
と
っ
て
必
要
で
あ
ろ
う
。
併
し
、
現
代
に
於
け
る
知

識
階
級
の
そ
の
要
求
は
実
は
古
い
二
千
五
百
年
以
前
に
於
け
る
イ
ン
ド
人
大
衆
の
要
求
し
た
も
の
と
何
ら
選
ぶ
と
こ
ろ
は
な
い
。
そ
れ
は

既
に
原
始
佛
教
時
代
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
我
々
の
注
目
し
た
い
と
こ
ろ
は
親
撤
の
宗
教
が
肉
体
的
死
に
対
し
て
ど

の
よ
う
な
態
度
決
定
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
点
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
態
度
決
定
に
対
し
て
持
っ
て
い
る
意
味
こ
そ
罪
業
意
識
で

な
い
か
と
考
え
る
。
知
識
階
級
で
な
い
と
こ
ろ
の
信
者
達
の
心
奥
に
潜
ん
で
い
る
肉
体
的
死
の
怖
れ
を
無
視
し
て
現
生
浬
藥
だ
け
を
説
く

こ
と
は
新
し
い
ど
こ
ろ
か
却
っ
て
、
極
め
て
古
い
仕
方
に
過
ぎ
な
い
。
彼
岸
の
世
界
或
は
臨
終
来
迎
の
思
想
こ
そ
が
浄
士
教
徒
に
よ
っ
て

把
え
ら
れ
る
実
感
の
世
界
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
。

罪
業
意
識
は
二
種
の
内
面
的
世
界
を
含
ん
で
い
る
。
第
一
は
神
的
存
在
の
否
定
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
罪
業
意
識
の
根
抵
に
あ
る
。
こ

れ
は
無
神
論
を
基
盤
と
す
る
イ
ン
ド
的
合
理
主
義
の
伝
統
を
受
け
て
い
る
。
第
二
は
情
感
的
世
界
で
あ
る
。
こ
れ
は
特
に
情
感
を
重
ん
ず

る
日
本
民
族
の
民
族
性
を
基
盤
と
す
る
。
日
本
民
族
は
論
理
を
重
視
し
な
い
性
格
を
持
っ
て
生
れ
た
。
論
理
を
超
え
た
も
の
、
直
接
、
肌

に
感
ぜ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
の
上
に
真
実
を
見
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
宗
教
的
に
言
え
ば
高
次
の
世
界
を
直
観
し
う
る
能
力
を
持
っ
て
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罪
業
と
い
う
概
念
は
哲
学
的
内
容
（
神
的
存
在
の
否
定
）
と
又
、
そ
の
言
語
の
与
え
る
情
感
的
響
き
と
を
懐
い
て
い
る
。
罪
業
意
識
は

イ
ン
ド
的
合
理
性
と
日
本
民
族
的
情
感
的
世
界
を
綜
合
し
止
揚
す
る
意
識
と
し
て
極
め
て
深
く
日
本
の
大
衆
の
心
を
捉
え
て
来
た
。

今
、
こ
れ
を
日
本
民
族
な
る
側
か
ら
眺
め
る
と
現
代
の
日
本
人
に
は
幾
重
に
も
重
な
っ
た
罪
の
意
識
が
存
す
る
。
即
ち
、
次
に
上
げ
る

三
種
の
罪
意
識
の
複
合
体
が
そ
れ
で
あ
る
。
第
一
、
古
代
よ
り
伝
持
さ
れ
た
神
道
的
罪
の
意
識
で
あ
る
。
こ
れ
は
物
理
的
精
神
的
な
奇
型

を
罪
と
考
え
る
立
場
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
清
浄
化
す
る
道
は
奇
型
を
取
り
除
け
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
第
二
、
イ
ン
ド
以
来
、
倫

理
的
要
請
か
ら
説
か
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
善
に
対
す
る
悪
で
あ
る
。
功
徳
の
欠
点
で
あ
る
。
倫
理
的
立
場
で
あ
る
か
ら
悪
を
捨
棄
し

い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
科
学
的
に
言
え
ば
論
理
の
欠
如
に
外
な
ら
な
い
。
屡
々
西
欧
人
が
指
摘
す
る
現
代
Ｈ
本
に
欠
如
し
て
い
る
も
の
は

ロ
ゴ
ス
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
も
こ
の
点
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
欧
米
と
比
岐
し
て
こ
の
点
の
指
摘
は
正
し
い
と
考
え
る
。
情
感
的
世
界

の
感
受
性
は
同
時
に
ロ
ゴ
ス
の
不
徹
底
さ
で
も
あ
る
と
い
う
長
短
を
有
す
る
。
親
謹
に
於
け
る
罪
業
意
祇
は
日
本
人
の
間
に
以
上
の
如
き

二
種
の
綜
合
と
し
て
伝
持
せ
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
我
々
は
屡
々
、
こ
の
二
要
素
が
そ
の
バ
ラ
ン
ス
を
失
う
こ
と
の
あ
る
こ
と
を
見

出
す
。
日
常
生
活
の
上
で
見
ら
れ
る
の
み
で
は
な
い
。
日
本
浄
土
教
思
想
の
上
に
も
見
ら
れ
る
。
即
ち
、
情
感
的
世
界
に
対
す
る
感
受
性

は
や
が
て
死
後
の
世
界
或
は
浄
土
服
求
と
い
う
次
元
へ
と
飛
眺
し
て
行
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
浄
土
は
情
感
的
に
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ

て
論
理
的
追
求
の
過
程
と
は
自
ず
と
そ
の
系
列
を
異
に
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
浄
土
の
実
在
を
論
理
的
に
証
明
せ
ん

と
す
る
企
て
は
的
が
は
ず
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
我
女
が
上
述
の
如
き
罪
業
意
識
の
も
つ
二
重
の
構
造
に
注
目
す
れ
ば
そ
の

こ
と
は
既
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
我
国
に
於
け
る
浄
土
教
思
想
は
二
軍
描
造
を
そ
の
ま
ま
発
展
さ
せ
た
型
で
は
把
え
ら
れ
な
か
っ

た
。
即
ち
、
二
重
構
造
の
中
の
神
的
存
在
の
否
定
と
い
う
論
理
的
面
が
軽
視
せ
ら
れ
た
。
だ
か
ら
浄
土
教
は
現
世
を
倫
理
化
し
論
理
化
せ

ん
と
す
る
努
力
の
遂
行
に
於
て
不
充
分
さ
を
ま
ぬ
が
れ
な
か
っ
た
。
浄
土
教
的
教
団
が
社
会
と
の
接
触
面
に
於
い
て
お
く
れ
を
と
っ
て
い

た
の
も
現
世
の
倫
理
化
・
論
理
化
の
遅
滞
に
よ
る
と
言
え
よ
う
。
罪
業
意
識
の
持
つ
二
重
柵
造
の
理
解
が
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
な
っ
て
い
た

た
の
も
現
世
の
倫
理
化
主

た
め
で
な
い
か
と
考
え
る
。
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私
も
西
欧
人
か
ら
厘
々
、
「
日
本
人
に
は
罪
の
意
識
が
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
質
疑
を
受
け
た
。
こ
の
疑
問
は
キ
リ
ス
ト
教
的

罪
の
意
識
と
い
う
先
入
見
を
以
て
判
断
す
る
と
こ
ろ
か
ら
起
こ
る
疑
問
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
、
日
本
人
に
見
ら
れ
る
罪
意
識
は
キ
リ
ス
ト

教
的
な
も
の
よ
り
も
一
層
複
雑
で
あ
り
、
又
、
深
い
と
思
う
。
日
本
人
の
罪
意
撒
は
以
上
述
べ
た
三
種
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
（
複
合
体
）

と
し
て
そ
の
心
底
に
深
く
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
る
。

信
仰
と
い
う
時
、
人
々
は
直
に
神
、
佛
と
い
う
対
象
を
思
い
浮
皐
へ
る
で
あ
ろ
う
。
又
、
「
鰯
の
頭
も
信
心
か
ら
」
と
い
う
俗
諺
に
表
わ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
対
象
が
何
で
あ
っ
て
も
、
信
仰
に
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
と
さ
え
言
う
。
こ
れ
は
必
ず
し
も
無
責
任
な
暴
言
で
あ
る
と

き
め
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
も
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
が
言
わ
れ
る
底
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
信
仰
に
は
必
ず
何
を

信
ず
る
か
と
い
う
対
象
を
必
要
と
す
る
と
い
う
先
入
見
が
潜
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
多
く
の
信
仰
は
か
か
る
型
で
あ
っ
た
。
然

る
に
、
こ
の
俗
諺
に
は
信
仰
の
内
容
が
対
象
に
よ
っ
て
正
し
き
も
の
か
否
か
を
決
定
せ
ら
れ
る
と
い
う
点
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。
又
、
信

仰
が
必
ず
対
象
を
有
す
る
と
い
う
考
え
も
そ
れ
は
先
入
見
に
過
ぎ
な
い
ｌ
と
い
う
こ
と
も
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
反
し
て
、
他
の
見
方
が
あ
る
。
即
ち
、
神
佛
の
代
り
に
自
己
を
お
い
て
、
自
己
を
信
ず
る
こ
と
を
以
て
近
代
意
識
で
あ
る
と
思

う
見
方
で
あ
る
。
知
識
人
と
言
わ
れ
る
層
が
多
く
か
か
る
誤
解
に
と
り
つ
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
如
何
な
る
人
間
も
毎
日
、

何
事
か
を
信
ず
る
こ
と
な
し
に
生
活
し
て
い
る
者
は
誰
も
い
な
い
。
少
く
と
も
明
日
を
信
ず
る
。
而
も
、
明
日
に
つ
い
て
何
ら
の
信
ず
雫
へ

て
善
行
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
清
浄
化
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
第
三
、
罪
業
の
意
識
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
罪
業
意
識
は
矛
盾
的
人
間
存
在
の
自
覚
に
於
い
て
表
わ
れ
る
。
人
間
は
人
間
存
在
を
取
り
除
く
こ
と
も
否
定
す
る
こ
と
も
出
来
な

い
。
悔
い
改
め
よ
う
に
も
祈
り
の
対
象
が
な
い
。
自
ら
の
存
在
は
自
ら
に
よ
っ
て
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
自
覚
は
特
に
浄
土
教
に
於

い
て
強
調
せ
ら
れ
て
い
る
。

信
仰
の
問
題

T1
上 上



東
洋
思
想
特
に
佛
教
に
於
け
る
信
仰
の
意
味
は
こ
れ
と
全
く
違
っ
て
い
る
。
佛
教
が
哲
学
的
確
信
を
樹
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
既
に
前
に
述
》
へ
た
。
佛
教
に
は
イ
ン
ド
的
合
理
性
が
通
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
今
一
度
お
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
合

理
性
を
裏
付
け
す
る
た
め
に
、
先
ず
信
仰
と
い
う
概
念
の
意
味
を
根
本
的
に
探
り
あ
て
て
お
き
た
い
。

元
来
↑
信
仰
と
い
う
淡
字
は
明
治
以
降
、
キ
リ
ス
ト
教
的
献
身
的
態
度
に
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
は
凡
て
信
或
は
信

心
と
い
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
東
洋
に
於
け
る
信
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
概
念
分
析
に
よ
る
具
体
的
説
明
を
少
を
加
え
て
み

よ
う
。
信
仰
と
い
っ
て
も
極
め
て
漠
然
と
し
て
い
る
。
然
る
に
、
東
洋
に
於
い
て
信
仰
は
諸
様
な
言
語
を
有
し
て
い
た
。
第
一
に
献
身

的
神
へ
の
奉
仕
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
ゞ
ハ
ク
テ
ィ
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
既
に
、
イ
ン
ド
の
識
ハ
ガ
管
ハ
ッ
ド
ギ
ー
タ
ー

に
表
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
ヌ
ク
テ
ィ
に
よ
っ
て
人
は
我
を
知
る
に
至
り
ｊ
我
の
量
が
何
で
あ
る
か
、
又
、
我
が
真
な
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
知
る
」
（
〆
ぐ
目
．
割
）
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
所
言
は
ま
こ
と
に
巧
み
に
献
身
的
な
信
と
イ
ン
ド
本
来
の
主
知
主
義
的
信
と
の
綜

合
を
う
た
い
あ
げ
て
い
る
も
の
と
し
て
注
意
せ
し
め
ら
れ
る
。
〒
ハ
ク
テ
ィ
は
知
と
合
一
し
て
い
る
信
仰
態
度
で
あ
っ
て
形
式
的
礼
拝
で
も

な
く
、
又
、
単
な
る
表
面
的
信
頼
で
も
な
い
。
却
っ
て
、
絶
対
者
と
自
己
を
「
分
ち
あ
っ
て
い
る
」
（
ｇ
且
》
８
月
Ｈ
箇
冨
）
と
い
う
宗
教

的
意
識
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
グ
リ
ア
サ
ン
教
授
は
、
ハ
ク
テ
ィ
を
宗
教
社
会
学
的
立
場
か
ら
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
て
い
る
が
、
彼
は

説
く
方
に
属
し
て
い
る
と
思
う
。

き
合
理
的
な
証
拠
を
持
っ
て
い
な
い
。
漠
然
と
明
日
は
あ
る
だ
ろ
う
と
空
想
す
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
正
し
い
意
味
で
確
信
で
も
な
く

信
仰
で
も
な
い
。
迷
信
と
言
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
怪
し
げ
な
ム
ー
ド
に
過
ぎ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
信
仰
と
い
え
ば
直
ぐ
に
対
象
を
思
い
浮
べ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
既
に
誤
っ
た
知
識
人
の
誤
信
が
始
ま
っ
て
い

る
。
又
、
信
仰
に
つ
い
て
彼
ら
は
次
の
よ
う
に
も
考
え
る
。
神
佛
に
対
す
る
信
仰
も
動
物
に
対
す
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
信
仰
も
同
じ
で

な
い
か
。
少
く
と
も
、
主
観
の
側
に
於
け
る
心
理
的
内
容
に
於
い
て
変
る
と
こ
ろ
が
な
い
で
は
な
い
か
。
鰯
の
頭
も
信
心
か
ら
と
い
う
卑

俗
な
例
が
そ
れ
だ
と
考
え
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
信
仰
に
は
そ
う
し
た
誤
解
を
生
む
面
も
あ
る
。
又
、
そ
の
責
任
は

1年
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雷
ハ
ク
テ
ィ
を
以
て
神
へ
の
情
熱
的
相
関
を
強
調
す
る
も
の
と
な
し
て
い
る
。
而
し
て
、
そ
れ
を
知
性
的
ヴ
ェ
ダ
ー
ン
タ
と
区
別
せ
ら
る
べ

き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
尤
も
思
想
的
体
系
と
し
て
は
・
ハ
ク
テ
ィ
を
強
調
す
る
ヴ
ァ
ー
イ
シ
ュ
ナ
ヴ
ィ
ズ
ム
と
知
的
な
ヴ
ェ
ダ
ー
ン
テ

イ
ズ
ム
と
の
相
違
は
あ
る
け
れ
ど
も
両
者
は
単
に
強
調
点
を
異
に
し
て
い
る
の
み
で
あ
っ
て
、
元
来
は
イ
ン
ド
的
信
と
知
と
の
結
合
と
い

う
信
仰
形
態
を
基
本
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
。
〈
ク
テ
ィ
を
強
調
し
て
い
て
も
そ
の
情
熱
的
信
仰
の
対
象
は
必
ず
し
も

一
神
に
限
定
せ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
神
話
的
或
は
歴
史
的
人
物
を
対
象
と
し
て
い
る
。
た
と
え
対
象
が
理
論
的
に
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
な
る
一
神

に
限
定
せ
ら
れ
た
と
し
て
も
実
践
的
に
は
他
神
を
も
対
象
と
し
て
お
り
、
排
他
的
信
仰
で
は
な
い
。
こ
こ
に
、
依
然
と
し
て
情
熱
を
基
礎

付
け
て
い
る
知
的
要
素
が
見
ら
れ
る
。
後
世
の
浄
土
系
思
想
に
見
ら
れ
る
如
き
阿
弥
陀
一
佛
へ
の
帰
依
し
か
説
か
な
い
思
潮
と
同
一
視
す

る
こ
と
の
出
来
な
い
要
素
を
持
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
零
ハ
ク
テ
ィ
と
い
う
イ
ン
ド
的
信
仰
は
佛
教
に
な
る
と
い
く
ら
か
の
修
正
を
経
験
す
る
に
至
っ
た
。
然
し
、
修
正
に
も

か
か
わ
ら
ず
イ
ン
ド
主
知
主
義
は
依
然
と
し
て
信
仰
概
念
の
中
に
継
承
せ
ら
れ
て
い
た
。

原
始
佛
教
で
は
ハ
ク
テ
ィ
と
い
う
梵
語
は
ゞ
〈
シ
テ
ィ
と
い
う
パ
ー
リ
語
と
な
っ
て
継
承
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
概
念
は
一
神
格
へ

の
献
身
的
信
愛
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
絶
対
者
た
る
神
格
へ
の
帰
依
で
は
な
く
、
そ
の
対
象
は
一
般
化
せ
ら
れ
て
く
る
。
原
始
佛
教
時

代
に
於
い
て
、
信
仰
即
ち
や
ハ
ッ
テ
ィ
の
対
象
は
法
と
義
（
善
）
と
い
う
原
理
と
な
っ
た
。
一
神
格
で
は
な
い
。
そ
れ
が
後
世
の
．
ハ
ー
リ
諭

部
（
哲
学
者
達
の
思
想
を
編
纂
し
た
も
の
）
に
な
れ
ば
更
に
一
般
化
し
て
人
間
に
対
す
る
信
頼
或
は
単
に
供
養
の
意
味
に
ま
で
拡
げ
ら
れ

て
行
っ
た
。
悪
友
を
信
愛
す
る
こ
と
が
否
定
せ
ら
れ
る
時
に
さ
え
信
（
等
ハ
ッ
テ
ィ
）
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。

大
乗
佛
教
と
も
な
れ
ば
、
梵
語
文
献
に
関
す
る
限
り
、
、
ハ
ク
テ
ィ
と
い
う
概
念
さ
え
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
思
想
叙
述
の
順
序

と
し
て
是
非
、
あ
る
↑
へ
き
箇
処
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
§
ハ
ク
テ
ィ
だ
け
を
取
り
除
い
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
例
も
あ
る
。
何
故
か

と
い
う
理
由
に
つ
い
て
立
入
っ
て
考
え
る
場
所
で
は
な
い
が
こ
こ
で
推
定
し
う
る
こ
と
は
イ
ン
ド
に
於
け
る
零
〈
ク
テ
ィ
・
マ
ー
ル
ガ
（
信

愛
道
）
と
い
う
献
身
的
一
神
教
に
対
し
て
大
乗
佛
教
が
自
己
の
立
場
を
意
識
的
に
主
張
し
た
た
め
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
一
つ
の
理
由
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か
か
る
一
貫
し
た
信
仰
へ
の
佛
教
的
態
度
は
佛
陀
自
身
に
よ
っ
て
既
に
取
ら
れ
て
い
た
立
場
で
あ
っ
た
。
彼
は
四
聖
諦
（
苦
・
集
・
減

・
道
）
と
痴
（
無
知
）
と
の
区
別
を
知
ら
な
い
婆
羅
門
を
批
判
し
て
盲
目
的
信
仰
（
Ｐ
日
昌
房
脚
の
騨
目
厨
）
と
合
理
的
信
仰
（
四
圃
国
く
騨
武

笛
＆
厨
）
と
を
説
い
た
。
か
か
る
合
理
主
義
の
中
へ
献
身
的
信
愛
を
説
く
信
仰
（
骨
ハ
ク
テ
ィ
）
の
思
想
が
入
り
込
む
余
地
は
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
バ
ク
テ
ィ
な
る
ま
ぎ
ら
わ
し
い
概
念
す
ら
大
乗
佛
教
で
は
取
り
払
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

更
に
信
仰
を
表
わ
す
も
う
一
つ
の
概
念
を
吟
味
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
シ
『
一
ラ
ッ
ダ
ー
（
閏
四
＆
目
）
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
こ
の
語

は
浄
土
系
に
於
い
て
信
と
い
わ
れ
る
岬
、
極
め
て
多
く
澳
訳
に
柑
当
す
る
梵
語
と
し
て
好
ん
で
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
多
く
の
人
々

は
不
用
意
に
対
照
だ
け
し
て
言
語
哲
学
的
解
明
を
与
え
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
梵
漢
対
照
研
究
の
意
味
も
な
く
な
る
で
あ
ろ
う

と
考
え
る
。
と
こ
ろ
で
今
少
し
く
、
こ
の
概
念
を
イ
ン
ド
的
背
景
を
考
慮
し
な
が
ら
分
析
解
明
し
て
お
こ
う
。

シ
ュ
ラ
ッ
ダ
ー
（
閏
色
目
園
）
と
い
う
概
念
は
言
語
学
的
に
言
え
ば
「
真
理
（
宵
且
耐
胃
）
を
定
立
す
る
ａ
目
）
」
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
又
、
こ
の
概
念
は
先
に
あ
げ
た
バ
ク
テ
ィ
と
同
じ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
み
で
な
く
、
そ
の
原
意
が
適
用
さ
れ
た
プ
ラ
サ
ー
ダ

（
官
Ｐ
３
目
）
及
び
プ
ラ
サ
ン
ナ
（
冒
騨
閨
ロ
ロ
四
）
と
い
う
語
で
さ
え
真
理
（
３
噂
騨
）
に
対
し
て
安
立
す
る
と
い
う
哲
学
的
態
度
を
意
味
し

て
い
た
。
更
に
、
こ
れ
に
対
す
る
古
典
の
解
釈
を
見
る
と
信
と
は
或
る
も
の
に
心
を
傾
倒
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
、
諸
煩
悩
か

ら
の
離
脱
で
あ
る
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
信
仰
と
は
心
を
真
理
に
向
か
っ
て
強
く
傾
倒
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
真
理
を
目
途
す
る

限
り
、
盲
目
的
信
仰
と
自
ず
と
区
別
せ
ら
れ
る
。
信
仰
に
よ
っ
て
心
が
清
浄
に
な
っ
た
り
、
或
は
精
神
の
浄
化
か
ら
し
て
病
気
が
治
癒
し

た
と
い
う
結
果
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
附
属
物
で
あ
っ
て
信
仰
そ
の
も
の
の
目
的
で
は
な
い
。
信
仰
の
目
的
対
象
は
あ
く
ま
で

も
真
理
（
、
鼻
冨
》
賃
口
昏
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
脈
始
佛
教
及
び
大
乗
を
通
じ
て
自
ら
の
立
場
が
イ
ン
ド
の
一
神
教
的
ヴ
ァ
ー
イ
シ
ュ
ナ
ヴ
ィ
ズ
ム
と
相

肖

連
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
佛
教
的
信
仰
は
神
に
対
し
て
で
は
な
く
、
絶
対
な
る
原
理
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
0
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こ
れ
ら
の
諸
例
に
よ
っ
て
わ
か
る
よ
う
に
佛
教
に
於
け
る
信
仰
と
い
う
意
味
は
情
熱
的
盲
信
で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
正
し
い
信
仰
と

は
第
一
に
対
象
と
真
理
に
お
い
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
真
理
と
は
永
遠
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
一
時
的
な
治
病
・
幸
福
等
に
お

く
￥
へ
き
で
は
な
い
。
又
、
動
物
や
樹
木
の
魔
力
に
お
く
ゞ
へ
き
で
も
な
い
。
第
二
に
は
対
象
を
理
解
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
合
叫
性
を

無
視
し
た
情
熱
を
排
除
す
毒
へ
き
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
要
求
が
根
本
的
宗
教
的
要
求
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

か
く
考
え
る
と
、
宗
教
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
安
易
な
も
の
で
は
な
く
、
又
、
絶
望
と
い
う
心
理
的
破
綻
の
瞬
間
、
直
ち
に
転
入
し
う

る
も
の
で
も
な
い
。
信
仰
は
こ
の
世
に
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要
な
最
も
基
本
的
な
幟
え
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
て
あ
ろ
う
。

、

親
鶯
が
唯
信
紗
文
意
の
中
で
「
真
実
の
信
心
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
真
実
と
は
信
心
を
形
容
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
真
実
即
信

シ
ユ
ラ
ッ
ダ
ー

心
の
義
と
了
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
信
心
（
胃
四
目
目
）
の
原
語
そ
れ
自
体
の
中
に
真
実
の
義
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
シ
ュ
ラ

信
仰
は
そ
れ
に
よ
っ
て
結
果
を
期
待
す
る
よ
う
な
目
的
に
対
す
る
手
段
で
も
な
け
れ
ば
方
法
で
も
な
い
。
更
に
信
仰
は
そ
れ
自
体
、
直

接
に
は
浬
藥
に
至
る
方
法
で
す
ら
な
い
。
一
層
、
基
本
的
な
心
の
構
え
で
あ
る
。
そ
れ
自
体
は
浬
藥
へ
の
道
と
は
な
ら
な
い
。
却
っ
て
、

そ
れ
よ
り
も
一
層
根
本
的
な
も
の
で
あ
っ
て
浬
藥
へ
の
道
を
修
す
る
基
本
的
心
理
的
段
階
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
佛
陀
の
根

シ
ヨ
ウ
ド
ウ

本
説
と
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
八
正
道
（
正
見
・
正
思
・
正
語
・
正
業
・
正
命
・
正
精
進
・
正
念
・
正
定
）
の
中
に
信
は
入
っ
て
い
な

い
。
そ
の
理
由
に
関
し
て
多
く
の
人
禽
は
注
意
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
信
が
欠
け
て
い
る
た
め
で
は
な
く
し
て
、
信
が
八

や
、
、
、
、

正
道
全
体
を
修
す
る
た
め
の
最
も
基
礎
的
段
階
に
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
大
乗
佛
教
に
於
い
て
も
信
に
対
す
る
位
置

付
け
は
原
始
佛
教
と
変
っ
て
い
な
い
。
大
乗
佛
教
の
祖
と
仰
が
れ
る
龍
樹
自
ら
信
と
慧
と
を
区
別
し
、
慧
を
以
て
主
な
る
も
の
と
な
し
、

信
を
以
て
た
だ
真
理
に
向
か
い
閃
与
す
る
（
ｇ
且
胃
①
）
も
の
で
あ
っ
て
慧
以
前
の
段
階
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
閃
鱒
日
蝕
く
己
』
ａ
ｚ
関
‐

盟
岡
君
国
四
』
＆
．
ご
ｐ
Ｈ
ロ
○
ｓ
、
Ｈ
胃
］
○
日
ロ
巴
○
鴬
冨
閃
○
富
］
シ
⑱
崖
弄
旨
留
日
①
ご
』
シ
も
己
ら
筐
》
や
ｇ
ｇ
ｏ
浄
土
思
想
体
系
の
中
で

金
剛
の
信
心
と
か
不
壊
の
浄
信
と
か
言
わ
れ
て
い
る
原
語
（
色
ぐ
①
８
四
弓
四
ｍ
目
Ｐ
嘆
く
の
ｑ
名
目
鼠
目
）
の
意
義
も
ま
た
「
理
解
し
て
信
ず
る
」

と
い
這
う
こ
と
で
あ
る
で
あ
る
』
ヘ
ノ
（
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ツ
ダ
ー
（
胃
四
目
鼠
）
と
い
う
原
語
そ
の
も
の
は
「
真
実
」
と
い
う
漢
訳
で
も
よ
く
又
、
「
信
心
」
と
い
う
訳
で
も
よ
い

「
信
心
」
と
は
同
じ
原
語
の
異
訳
に
外
な
ら
な
い
。
信
心
は
真
実
と
一
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
え
る
。

二
具
圭
禾
」
少
｝

（
未
完
）
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