
清
沢
満
之
の
俗
諦
義
に
つ
い
て

清
沢
満
之
の
最
後
の
書
簡
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
に
、
——

先
生 

の
死
は
明
治
三
十
六
年
六
月
六
日
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
五
日
前
の 

六
月
一
日
の
日
附
の
書
簡
で
あ
る
が
、
当

時

雑

誌

『
精
神
界
』

を 

編
集
し
て
い
た
暁
鳥
敏
氏
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
——

そ
の 

な
か
に
、

「
原
稿
は
三
十
日
の
夜
出
し
て
お
き
ま
し
た
か
ら
、
御
入
手
に 

な
っ
た
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

別
に
感
ず
べ
き
点
も
な
い
と
思
い 

ま
し
た
が
、
自
分
の
実
感
の
極
致
を
申
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。 

前

号

の

俗

諦
義

に

対

し
て

真
諦
義
を

述
べ

た
積
り
で

あ
り
ま 

す
。
然
る
に
彼
の
俗
諦
義
に
就
て
は
、
多
少
学
究
的
根
拠
も
押 

へ
た
積
り
で
あ
り
ま
す
。
詳

細

は

御

面

晤

の

節

に

譲

り

ま

す 

が
、
大
体
は

通
常
三
毒
段
と

申
す

所
に
あ
る
「
宜
各
勤
精
進
努 

力
自
求
之
云
々
」
と

「
努
力
勤
修
善
精
進
願
度
也
云
々
」

の
二 

文
を
眼
目
と
見
ま
し
た
の
で
す
。
(

そ
こ
で
あ
そ
こ
は
三
毒
段

松
 

原
 

祐
 

善
 

と
名
づ
く
る
の
は
如
何
と
存
じ
ま
す
。

三
毒
段
と
す
れ
ば
貪
瞋 

の
二
つ
の
前
後
に
今
の
ニ
文
が
あ
り
て
、
其
後
に
愚
痴
の
段
が 

あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
小
生
は
あ
の
三
毒
段
五
悪
段
を
合
し 

て
善
悪
段
と
し
、
其
内
を
い
は
ゆ
る
三
毒
段
を
総
説
段
と
し
、
 

所
謂
五
悪
段
を
別
説
段
と
し
て
科
す
る
が
宜
敷
き
か
と
思
ひ
ま 

す)

尚
こ
ん
な
事
一
二
点
研
究
し
た
い
と
思
ひ
ま
す
か
ら
、
東 

方
聖
書
の
英
文
大
経
、
佐
々
木
君
が
御
あ
き
で
あ
れ
ば
拝
借
し 

た
く
あ
り
ま
す
か
ら
、
宜
敷
御
願
下
さ
れ
て
御
都
合
出
来
れ
ば 

御
入
来
の
節
御
貸
附
を
願
ひ
ま
す
云％

」 

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

は
じ
め
に
原
稿
は
と
あ
る
の
は
先
生
の
絶 

筆

と

な

っ

た

有

名

な

「
我
が
信
念
」

の
原
稿
で
あ
る
。

い
わ
ば
こ 

の

書

簡

は

「
我
が
信
念
」

の
原
稿
に
添
え
ら
れ
た
添
え
状
で
あ
る 

と
も
い
え
よ
う
。
そ

し

て

「
我
が
信
念
」

は
御
自
身
の
実
感
の
極 

致
を
端
的
に
告
白
表
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
い
い
、
特
に

22



仏
教
の
専
門
用
語
な
ど
は

捨
て

て

解

り

易

い

日

常

用

語
で

綴
ら 

れ
、
年
若
い
青
年
の
た
め
に
遺
さ
れ
た
感
が
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ 

は
前
号
の
俗
諦
義
に
対
し
て
は
、
真
諦
義
の
安
心
を
表
明
し
た
も 

の
で
あ
っ
て
、
前
号
の
俗
諦
義
に
つ
い
て
は
多
少
学
問
的
根
拠
を 

押
え
た
つ
も
り
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

そ

の

論

稿

は

「
俗
諦
と
普 

通
道
徳
と
の
交
渉
」
と
題
さ
れ
し
も
の
で
、
雑

誌

で

は

「
宗
教
道 

徳
(

俗
諦)

と
普
通
道
徳
と
の
交
渉
」
と

し

て

発

表

さ

れ

て

い 

る
。

こ

の
論
稿
は
先
に
発
表
さ
れ
し
「
倫
理
以
上
の
安
慰
」
と
か 

「
倫
理
巳
上
の
根
拠
」

の
論
文
を
受
け
な
が
ら
、
き
び
し
く
倫
理 

道
徳
と
対
決
し
つ
つ
、
身
を
以
て
真
宗.
に
於
け
る
俗
諦
の
本
義
を 

究
明
せ
ん
と
努
力
さ
れ
し
重
要
な
る
論
文
で
あ
る
。

こ
の
書
簡
に 

よ
れ
ば
先
生
は
真
宗
俗
諦
の
教
の
根
本
を
『
無
量
寿
経
』

下
巻
の 

三
毒
・
五
悪
の
悲
化
段
の
教
説
に
仰
が
れ
て
、

こ
の
一
段
の
教
説 

の

眼

目

と

し

て

「
宜
各
勤
精
進
努
力
自
求
之
云
々
」

と

「
努
力
勤 

修
善
精
進
願
度
也
云
々
」

の
ニ
文
を
押
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注 

目
さ
れ
て
よ
い
。
更
ら
に
そ
れ
が
研
究
の
た
め
に
東
方
聖
書
の
英 

文

大

経

(
一
8
9
4
オ
3
1
1
5
1
2
1
1
：̂

^
3

メ^ロ
ー
ー

日)

を
佐
々
木
月
樵 

氏
に
拝
借
し
た
き
こ
と
を
願
わ
れ
て
い
る
が
、
先
生
最
後
の
志
願 

を
き
く
が
如
く
で
あ
る
。

〇

と
こ
ろ
で
、
真
宗
の
教
法
に
真
俗
二
諦
と
い
う
用
語
を
使
用
し 

て
、

そ
の
教
が
顕
著
に
説
か
れ
て
来
た
の
は
明
治
維
新
以
後
の
時 

代
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
の
俗
諦
の
教
の
実
質
は
宗
祖
以 

来
の
伝
統
を

継

承

し
て

の
も

の
で

あ

る
こ

と

は

い
う

ま
で

も

な 

い
。

そ
の
使
用
の
最
初
が
明
治
二
年
九
月
に
発
布
さ
れ
た
西
本
願 

寺
の
広
如
上
人
の
御
書
で
あ
る
。

「
夫
れ
当
流
は
真
俗
二
諦
の
宗
風
・
に
し
て
、

内
に
仏
法
を
信 

じ
、

外
に
王
法
を
勤
め
人
倫
五
常
の
世
教
を
相
弁
へ
候
ふ
こ 

と
、
触
光
柔
蟆
の
自
然
の
法
理
に
し
て
、
高
祖
巳
来
の
宗
則
な 

り
云
々
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
東
本
願
寺
で
は
明
治
八
年
六
月
の
厳
如
上 

人
の
五
個
条
篇
目
の
御
消
息
が
い
わ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
な
か
に 

「
真
宗
の
一
流
は
教
を
真
俗
の
間
に
建
て
乃
至
天
倫
を
守
り
人 

道
を
履
み
て
而
も
来
世
の
得
脱
を
期
す
る
二
諦
相
依
の
宗
教
な 

り
云
こ

の
語
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
明
治
以
後
に
真
俗
ニ 

諦
の
相
依
相
資
が
真
宗
の
独
自
の
宗
風
と
し
て
説
か
れ
し
こ
と
に 

つ
い
て
、
或
は
徳
川
幕
府
の
封
建
社
会
が
崩
壊
し
、
明
治
維
新
政 

府
の
指
導
の
も
と
に
王
政
復
古
を
掲
げ
て
日
本
国
家
の
近
代
化
が 

ふ
み
切
ら
れ
た
折
柄
、
あ
た
か
も
こ
の
時
代
に
追
従
す
る
か
の
如 

く
、
真
宗
は
王
法
仁
義
の
国
家
倫
理
を
忘
れ
ざ
る
宗
教
で
あ
る
こ
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と
を
標
榜
せ
ん
た
め
、

二
諦
相
依
の
宗
風
で
あ
る
こ
と
を
新
し
く 

強
調
し
て
来
た
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
向
も
あ
る
が' 

し
か
し
、
 

か
く
時
務
論
的
に
ま
た
政
策
論
的
に
解
す
る
こ
と
は
宗
教
を
真
に 

宗
教
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
と
は
な
ら
な
い
し
、

そ
れ
で
は
二
諦 

相
依
の
意
義
も
明
か
に
な
ら
な
い
。

か
か
る
教
理
の
展
開
に
は
矢 

張
り
開
山
以
来
の
真
宗
独
自
の
教
の
伝
統
が
あ
り
、
改
め
て
俗
諦 

の
問
題
が
重
視
さ
れ
、
俗
諦
問
題
と
の
対
決
が
迫
ま
ら
れ
て
い
る 

の
で
あ
っ
て
、

本
来
宗
教
的
信
仰
と
倫
理
道
徳
と
の
間
に
は
密
接 

な
る
内
面
的
関
係
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。

〇

さ
て
一
般
に
真
俗
二
諦
と
い
う
仏
教
の
専
門
用
語
は
、
古
く
は 

既
に
阿
含
の
経
典
に
も
見
出
し
う
る
こ
と
で
、

イ
ン
ド
や
中
国
の 

論
家
や
学
匠
に
は
そ
の
教
学
の
上
に
重
要
な
る
意
義
を
以
て
使
用 

さ
れ
て
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
れ
は
今 

日
真
宗
が
使
用
す
る
如
き
真
俗
二
諦
の
意
味
内
容
と
は
大
い
に
異

る
も
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
竜
樹
菩
薩
の 

『
中
論
』

の 

『
四
諦

品
』

の
次
の
偈
は
有
名
で
あ
る
。

「
諸

仏

依
-
ー
二
諦
一

為
一
衆
生
一
説
法

ー

以-
世

俗

諦

一

一ー 

第 

一

義

諦

若

人
 

不
レ
能
レ
知-
一
-

分 -
別 

於

二

義

一

則 

於
ー
深 

仏

法

」
 

不
レ
知
一
真
実
義
一 

若 

不
レ
依-

俗 

諦

一  

不
レ
得--
第 

一

義

一  

不
レ
得-
第

-

義
一 

則 

不
レ
得
一-
湼 

槃
-

」 

い
ま
真
諦
の
原
語
は
一
。!^

1
1
一

日!
：
^

呂̂

5!

で
あ
り
、

勝
義
諦
と 

訳
さ
れ
、

こ
の
偈
に
は
第
一
義
諦
と
い
わ
れ
て
い
る
。
最
勝
義
と 

は
最
勝
な
る
出
世
間
無
分
別
智
の
境
界
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
は 

も
と
よ
り
不
可
言
説
の
境
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
世
俗
諦
と
は
原 

語

で

总

務

？一5;
总

0
1
-  

&
1
1
1
1  <
1
.

千

呂̂
£!

で
あ
っ
て
、

語
義 

的

に

は

と

も

に

言

説,

言
詮
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ヾ

牙

211一

日£
1  

と
は
世
間
的
日
常
的
な
、

能

所

，
主
客
を
分
別
す
る
言
説
で
あ 

る
。5

3
1
1
1
V
I

&:
は

パ

ー

リ

語

の橙
!
！
！1
1
1
1
1

チ
(

名

称
-

言

葉

・

言 

説)

の
梵
語
化
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
漢
訳
で
は
施
設
、
仮
説
、
仮 

名
、
仮
立
の
訳
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
故
に
真
俗
二
諦
と
は
仏 

教
に
あ
り
て
は
世
俗
諦
は
言
説
で
あ
り
、

勝
義
諦
は
不
可
言
説
で 

あ
る
と
い
う
の
が
基
本
的
な
領
解
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ 

に
つ
い
て
最
近
本
学
の
安
井
広
済
教
授
の
す
ぐ
れ
た
労
作
で
あ
る 

『
中
観
思
想
の
研
究
』
が
刊
行
さ
れ
た
が
、

そ
の
な
か
に
は
竜
樹 

教
学
に
於
け
る
真
俗
二
諦
論
が
詳
細
に
論
述
さ
れ
、
真
俗
二
諦
の 

語
義
に
つ
い
て
も
克
明
に
論
究
さ
れ
て
い
る
好
著
で
あ
る
。
参
照 

さ
れ
た
い
と
思
う
。

し
か
し
い
ま
真
宗
に
於
け
る
真
俗
二
諦
の
語 

義
は
そ
れ
と
異
り
、

そ

の

用

語

の

根

拠

は

『
教
行
信
証
』

化
巻
に
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引
用
さ
れ
て

い

る

伝

教

大

師

の

『
末
法
灯
明
記
』

の
劈
頭
の
文
に 

あ
る
こ
と
が
い
わ
れ
る
。

「
夫
れ
一
如
に
範
衛
し
て
以
て
化
を
流
す
は
法
王
な
り
。
然
れ 

ば

則

ち

仁

王

，
法
王
と
互
に
顕
れ
て
物
を
開
き
、
真
諦
と
俗
諦 

と
た
が
ひ
に
因
り
て
教
を
弘
む
云
々
」

と
あ
る
。

そ
し
て

そ
れ
を

註
解
す

る
存
覚
師
の
『
六
要
鈔
『

に
は 

「
此
書
是
演
ー
ー
仏
法
、

王
法
治
化
之
理
一
乃
明
ー
・
真
諦
・
俗
諦
相 

依
之
義
ー
」

と
あ
っ
て
、

こ
こ
に
真
俗
二
諦
相
依
の
語
が
は
じ
め
て
出
て
い
る 

の
で
あ
る
。

し
か
し
前
述
の
如
く
明
治
以
前
の
時
代
で
は
真
俗
二 

諦
の
用
語
は
使
用
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
真
宗
提
と
い
う
名 

目
を
以
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
方
の
研
究
と
し
て 

徳
川
期

に

香

樹

院

徳

竜

師

の

有

名
な

『
真
宗
提
弁
』
が
あ
る
。
真 

宗

提

を

蓮

如

上

人

の

『
御
文
』

の
上
に
見
る
に
、

た

と

え

ば

「
三 

帖
目
」
十
一
通
に
は

「
ま
づ
開
山
聖
人
の
さ
だ
め
お
か
れ
し
御
提
の
旨
を
よ
く
存
知 

す
べ
し
。

そ
の
御
こ
と
ば
に
い
わ
く
、

た
と
ひ
牛
盗
人
と
は
よ 

ば
る
と
も
、
仏
法
者
後
世
者
と
見
ゆ
る
や
う
に
振
舞
う
べ
か
ら 

ず
、

ま
た
外
に
は
仁
義
礼
智
信
を
ま
も
り
て
、

王
法
を
さ
き
と 

し
、
内
心
に
は
ふ
か
く
本
願
他
力
の
信
心
を
本
と
す
べ
き
よ
し 

を
ね

ん
ご
ろ

に
仰
せ

さ
だ

め
お
か
れ

し
と
こ

ろ

に
、

近
代
こ

の
ご
ろ
の
人
の
仏
法
し
り
が
ほ
の
体
た
ら
く
を
み 

お

よ

ぶ 

に 

云
こ

と
あ
り
、

「
四
帖
目
」
第
一
通
に
は

「
わ
が
往
生
の
一
段
に
お
い
て
は
、
内
心
に
ふ
か
く
一
念
発
起 

の
信
心
を
た
く
は
へ
て
、

し
か
も
他
力
仏
恩
の
称
名
を
た
し
な 

み
、

そ
の
う
へ
に
は
、
な
ほ
王
法
を
さ
き
と
し
、
仁
義
を
本
と 

す
べ
し
。

ま
た
諸
仏
諸
菩
薩
を
疎
略
に
せ
ず
、
諸
法
諸
宗
を
軽 

賤
せ
ず
た
だ
世
間
通
途
の
儀
に
順
じ
て
、

外
相
に
当
流
法
義
の 

す
が
た
を
他
宗
他
門
の
人
に
み
せ
ざ
る
を
も
て
当
流
聖
人
の
お 

き
て
を
ま
も
る
真
宗
念
仏
の
行
者
と
い
ひ
っ 

べ
し
云
々
」 

と
あ
る
。
上
人
の
時
代
は
戦
国
兵
乱
の
時
代
で
あ
り
。
社
会
の
治 

安
も
欠
け
、

下
剋
上
の
時
で
あ
る
か
ら
、

そ
こ
に
真
宗
提
を
掲
げ 

て
社
会
秩
序
の
回
復
が
願
わ
れ
て
あ
っ
た
の
で
も
あ
ろ
う
が
、

例 

え

ば

「
三
帖
目
」
十

通

の

六

個

条

篇

目

の

『
御
文
』

に
も 

ー
、

神
社
を
か
ろ
し
む
る
事
あ
る
べ
か
ら
ず 

ー
、
諸
仏
菩
薩
な
ら
び
に
諸
堂
を
か
ろ
し
む
べ
か
ら
ず 

一
、
諸
宗
諸
法
を
誹
謗
す
べ
か
ら
ず 

ー
、
守

護

・
地
頭
を
疎
略
に
す
べ
か
ら
ず 

一
ヽ
国
の
仏
法
の
次
第
非
義
た
る
あ
ひ
だ
正
義
に
赴
く
べ
き
事 

ー
、
当
流
に
立
つ
る
所
の
他
力
信
心
を
ば
内
心
に
深
く
決
定
す 

べ
し
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と
あ
り
、
そ

の

な

か

第

六

条

に

「
他
力
信
心
を
ば
内
心
に
ふ
か
く 

決
定
す
べ
し
」
と
あ
り
、

「
二
帖
目
」
第
三
通
の
三
個
条
に
も 

一
ヽ
諸
法
・
諸
宗
と
も
に
こ
れ
を
誹
謗
す
べ
か
ら
ず 

ー
、
諸

神

・
諸

仏

，
菩
薩
を
軽
し
む
べ
か
ら
ず 

ー
、

信
心
を
と
ら
し
め
て
報
土
往
生
を
遂
ぐ
べ
き
事 

と
あ
げ
て
い
る
が
、

そ
の
な
か
第
三
条
に
信
心
を
と
る
こ
と
を
い 

い
、

か
よ
う
に
如
何
な
る
場
合
に
於
て
も
、
蓮
如
上
人
は
真
宗
提 

の
第
一
に
は
信
心
を
ふ
か
く
決
定
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と 

を
述
べ
て
い
る
。

こ
の
真
諦
の
安
心
あ
り
て
俗
諦
の
提
が
あ
る
と 

も
い
え
る
し
、
俗
諦
の
提
に
即
し
て
不
離
に
真
諦
の
安
心
が
あ
る 

と
も
い
え
よ
う
。

し
か
し
こ
こ
に
蓮
如
上
人
の
示
さ
れ
る
提
も
そ 

の
ま
ま
伝
統
の
源
が
あ
る
。
真
宗
提
の
伝
統
は
更
ら
に
覚
如
上
人 

の

『
改
邪
鈔
』
第
三
章
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
な
か
に 

「
そ
れ
出
世
の
法
に
あ
り
て
は
五
戒
と
称
し
、
世
法
に
あ
り
て 

は
五
常
と
な
づ
く
る
仁
義
礼
智
信
を
ま
も
り
て
、
内
心
に
は
他 

力
の
不
思
議
を
た
も
つ
べ
き
よ
し
師
資
相
承
し
た
て
ま
つ
る
と 

こ
ろ
な
り
云
々
」

と
あ
る
の
で
あ
る
。

出
世
の
法
と
は
出
世
間
の
法
で
あ
っ
て
、

五 

戒
十
善
は
僧
俗
に
一
貫
す
る
大
乗
戒
な
れ
ど
も
、

世
間
法
と
異
り 

て
そ
の
目
的
は
出
離
得
脱
に
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
真
宗
に
あ
り 

て
は
世
俗
の
法
、
世
間
善
の
倫
理
道
徳
を
以
て
提
と
す
る
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
出
離
得
脱
の
道
は
ひ
と
り
本
願
念
仏
の
正
信
に
満 

足
し
、

併
せ
て
世
間
倫
理
と
し
て
人
倫
五
常
の
道
を
す
す
め
て
い 

る
。
而
し
て
こ
の
人
倫
五
常
を
修
す
る
こ
と
を
以
て
、
決
し
て
己 

が
往
生
成
仏
の
因
と
思
い
な
す
の
で
は
な
く
、
念
仏
行
者
も
人
間 

と
し
て
社
会
の
共
同
生
活
を
い
と
な
む
上
は
、
所
謂
世
間
通
途
の 

儀
に
順
じ
て
現
実
の
倫
理
的
要
望
に
応
ぜ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な 

い
筈
で
あ
る
。
特

に

親

鸞

聖

人

は

承

元

の

法

難

に

越

後

に

流

さ 

れ
、

こ
れ
を
機
縁
に
愚
禿
と
名
の
り
大
胆
に
結
婚
生
活
に
踏
み
切 

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
聖
徳
太
子
の
夢
告
の
四
句
の
偈 

に
答
え
ら
れ
し
所
以
で
も
あ
り
、
男
女
の
性
を
肯
定
し
、
家
庭
を 

し
て
聞
法
の
道
場
た
ら
し
む
べ
く
、

こ
こ
に
沙
弥
宗
た
る
在
家
の 

一
宗
が
開
け
た
の
で
あ
る
。
所
謂
真
俗
二
諦
の
宗
風
は
こ
こ
に
発 

祥

す

る

の

で

あ

る

。

出
世
の
法
た
る
五
戒
を
し
ば
ら
く
さ
し
お 

き
、

五
戒
の
道
に
応
ず
る
仁
義
礼
智
信
の
五
常
の
世
間
法
を
守
り 

こ
れ
を
僧
俗
と
も
に
す
す
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
世
間
善 

と
し
て
仁
義
礼
智
信
の
五
常
を
い
う
こ
と
は
、
曇
鸞
大
師
以
来
の 

伝
統
で
も
あ
る
。

『
論
註
』

上
巻
末
、

ハ
番
問
答
の
五
に 

「
若
無
亍
諸
仏
菩
薩
説
ー
ー
世
間
出
世
間
善
通-

教
一
一
化
衆
生
一
者
上
豈 

知
レ
有
一-
仁
義

礼
智
信-

耶
、
如
レ
是
世
間
一
切
善
法
皆
断
、
出
世 

間
一
切
賢
聖
皆
滅
云
々
」

と
あ
り
、
善

導

大

師

も

『
観
経
疏
』
散
善
義
に
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「
第
一
福
即
是
世
俗
善
根
曾
来
未
レ
聞
ー
ー
仏
法-

但
自
行
一
一
孝
養
仁 

義
礼
智
信
一
故
名
一
一
世
俗
善
一
也
」 

と
い
わ
れ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
今
日
、

こ
の
五
常
の
徳
目
を
以 

て
単
に
中
国
古
代
の
封
建
道
徳
と
し
て
こ
れ
を
貶
し
め
ず
、

『
孟 

子
』

よ

り

も

更

ら

に

『
論
語
』

に
か
え
り
て
、
孔
子
が
説
け
る
仁 

義
の
原
始
的
な
根
本
義
に
触
れ
る
と
き
、

釈
迦
や
イ
エ
ス
の
教
と 

共
に
い
か
に
も
人
類
的
な
る
永
遠
の
道
と
し
て
、

い
つ
の
時
代
に 

も
変
る
こ
と
な
き
人
間
に
於
け
る
根
本
道
義
が
そ
こ
に
提
示
さ
れ 

て
い
る
こ
と
が
思
わ
れ
る
。

し

ば

ら

く

『
論
語
』

に
仁
の
道
を
求 

め
て
み
る
と
、

「
顔
淵
篇
」
十
二
の
二
十
二
章
に 

「
樊
遅
、
仁
を
問
う
、
子
日
く
、
人
を
愛
せ
よ
」 

「
里
仁
篇
」
第
四
の
十
五
章
に

「
子
日
く
、

参
や
、

吾
が
道
一
以
て
之
を
貫
な
う
。

曾
子
日 

く
、
唯
。

子
出
づ
、
門

人
(

曾
子
に)

問
う
て
日
く
、
何
の
謂 

ぞ
や
。

曾
子
日
く
、
夫
子
の
道
は
忠
恕
の
み
」 

と
あ
り
、

「
衛
霊
公
篇
」
第
十
五
の
二
十
四
章
に 

「
子
貢
問
う
て
日
く
、

一
言
に
し
て
以
て
終
身
こ
れ
を
行
う
べ 

き
も
の
あ
り
や
。
子
日
く'

其
れ
恕
か
。
己
の
欲
せ
ざ
る
所
を 

人
に
施
す
勿
れ
と
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま

た

「
顔
淵
篇
」

の
一
章
に
は 

「
己
を
克
め
て
礼
に
復
へ
る
を
仁
と
為
す
」

と
あ
り
、

そ
の
二
章
に
は

「
仲
弓
仁
を
問
う:

：:

己
の
欲
せ
ざ
る
所
を
人
に
施
す
勿
れ
」 

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ

の

言

葉

に
わ

れ
わ

れ
は

ま
た
『
新
約
聖 

書
』

の
イ
エ
ス
の
言
葉
を
想
起
せ
し
め
ら
れ
て
く
る
。

「
マ
タ
イ 

伝
」
第
七
章
十
二
の

「
凡
そ
人
に
為
ら
れ
ん
と
思
う
こ
と
は
人
に
も
亦
そ
の
如
く
せ 

よ
」

こ
こ
に
は
全
く
消
極
的
と
積
極
的
と
の
表
現
の
差
が
あ
る
ば
か 

り
で
あ
る
。

こ
の
言
葉
は
キ
リ
ス
ト
教
で
は
黄
金
律
と
し
て
道
德 

の
根
本
条
件
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
積
極
的
表
現
の
面 

に
西
欧
倫
理
が
あ
り
、
消
極
的
表
現
の
面
に
東
洋
倫
理
が
あ
る
と 

も
い
え
よ
う
か
。
と
も
か
く
こ
の
両
面
の
命
法
が
実
行
さ
れ
る
な 

ら
ば
道
徳
は
行
わ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
欲
す 

る
と
欲
せ
ざ
る
と
の
標
準
は
何
か
。

そ
こ
に
仁
愛
の
平
等
は
更
ら 

に
是
非
、

邪
正
の
義
の
差
別
を
、

そ
こ
か
ら
礼
の
秩
序
へ
と
か
え 

り
、

そ
し
て
善
悪
を
知
る
の
良
智' 

そ

の

仁

，
義

・

礼

，
智
を
貫 

く
に
信
を
以
て
す
る
。

五
常
は
か
く
そ
の
道
を
深
く
主
体
的
に
探 

求
し
て
い
っ
た
も
の
で
、

こ
れ
を
離
れ
て
片
時
も
人
間
の
道
徳
的 

行
為
は
あ
り
得
な

い
と

い
え

る
〇
な

ほ
「
マ
タ
イ
伝
」

ー
 

ー
ニ
章
三 

七
に

「
第
一
は
こ
れ
な
り
、

イ
ス
ラ
エ
ル
よ
、
聴
け
、

主
な
る
我
ら
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が
神
は
唯
一
の
主
な
り
。
な
ん
ぢ
心
を
尽
し
精
神
を
尽
し
、

思 

を
尺
し
、
力
を
尽
し
て
、

主
な
る
神
を
愛
す
べ
し
。
第
二
は
こ 

れ
な
り
、

お
の
れ
の
如
く
汝
の
隣
を
愛
す
べ
し
。

こ
の
二
つ
よ 

り
大
な
る
誡
命
は
な
し
」

と
あ
る
。
併

せ

て

「
ロ
ー

マ
書
」
十
三
の
ハ
— 

一
〇
の 

「
汝
ら
た
が
ひ
に
愛
を
負
う
の
ほ
か
何
を
も
人
に
負
ふ
な
。
人 

を
愛
す
る
者
は
律
法
を
全
う
す
る
な
り
。

そ
れ
姦
姪
す
る
な
か 

れ
、
殺
す
な
か
れ
、
盗
む
な
か
れ
、
貪
る
な
か
れ
と
言
へ
る
、
 

こ
の
他
な
ほ
誡
命
あ
り
と
も
、

お
の
れ
の
如
く
隣
を
愛
す
べ
し 

と
い
う
言
の
中
に
み
な
籠
る
な
り
。
愛
は
隣
を
害
は
ず
、

こ
の 

故
に
愛
は
律
法
の
完
全
な
り
」

の
言
葉
を
も
併
せ
想
い
起
し
て
お
こ
う
。

〇

清

沢

満

之

の
門
弟
で

あ
る
多
田
鼎
氏
に
『
俗
諦
論
』

の
著
述
が 

あ
る
が
、
真

宗

俗

諦

の

根

拠

を

『
大
無
量
寿
経
』

下

巻

の

「
悲
化 

段
」

の
教
説
に
求
め
、

こ

の

「
悲
化
段
」

の
教
説
は
そ
の
根
源
が 

如
来
の

本

願

の

唯

除

五

逆

・
誹
謗
正
法
の
抑
止
文
に
あ
る
こ
と
を 

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
も
と
よ
り
香
樹
院
師
の 

『
真
宗
提 

弁
』

の
解
説
を
う
け
つ
げ
る
も
の
で
あ
る
が
、
多
田
氏
は
特
に
こ 

の

「
悲
化
段
」

の
教
説
の
な
か
に
真
宗
の
俗
諦
の
道
と
し
て
ヨ

規
、

四
誡
、

五
善
、

六
行
の
名
目
を
以
て
、
仏
教
に
よ
る
と
こ
ろ 

の
人
間
生
活
の
道
徳
規
範
を
数
え
て
い
る
。
そ

の

「
三
規
」
と
は 

①

相

敬

愛

し

て

相

憎

嫉

す

る

こ

と

な

く②

有
無
相
通
じ
て
貪 

著

を

得

る

こ

と

な

く③

言
色
常
に
和
し
相
違
戻
す
る
こ
と
な 

か
る
べ
し
。

の
経
文
を
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
敬
愛
と
互
助
と
共
和
の
三
つ 

が
説
・
か
れ
、

道
徳
の
根
本
規
範
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
見
て
い 

る
。
後

の

五

善

・
六
行
も
や
が
て
は
こ
の
三
規
に
摂
め
ら
れ
て
よ 

い
で
あ
ろ
う
。
第
一
の
敬
愛
は
互
に
人
間
性
を
尊
重
し
相
互
に
敬 

い
愛
し
あ
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
蓋
し
人
間
を
愛 

す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

ま
ず
愛
憎
の
煩
悩
は
超
え
ら
れ
ね 

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
而

し
て

古

人

の

言

葉

に

も

「
金
銭
、

快 

楽
、
或
は
名
誉
を
愛
す
る
者
は
人
を
愛
し
な
い
」

と
あ
る
。

か
く 

て
こ
こ
に
人
を
愛
せ
よ
の
教
が
あ
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
相
互
扶 

助
で
あ
る
。
有
無
相
融
通
す
る
こ
と
は
人
間
相
互
の
信
頼
あ
っ
て 

で
あ
ろ
う
が
、

信
頼
の
ま
こ
と
は
他
人
へ
の
依
存
心
依
頼
心
と
正 

反
対
で
あ
る
。

ま
ず
利
己
的
な
る
貪
著
は
超
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な 

い
で
あ
ろ
う
。
第
三
に
言
色
常
和
と
あ
る
が
、

換
言
す
れ
ば
和
顔 

愛
語
で
あ
る
。
和
顔
愛
語
が
共
和
の
相
で
あ
る
。
人
間
相
互
に
同 

情
心
、

社
交
心
が
あ
っ
て
、

相
互
に
労
を
分
ち

労
苦
を
ね
ぎ
ら 

い
、
愛
情
と
ま
こ
と
の
こ
も
っ
た
愛
語
が
通
わ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
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い
。
言
葉
は
こ
こ
ろ
の
か
た
ち
で
も
あ
り
、

人
は
ま
こ
と
の
言
葉 

に
触
れ
て
荒
さ
む
心
も
和
ご
む
の
で
あ
る
。
愛
語
な
き
社
会
に
平 

和
も
な
く
生
活
の
喜
び
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ

て

こ

れ

ら

の

「
三 

規
」

に
加
え
て
、

次

の

「
四
誡
」

は
、

人
間
相
互
と
い
う
よ
り
も 

自
己
に
対
し
、

個
人
的
な
誡
め
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

①

身
を
端
し
行
を
正
し
く
し
て
、
益
々
諸
善
を
作
す
。

②

己 

を
修
め
体
を
潔
く
し
、

心

垢

を

洗

除

す
③

言
と
行
と
忠
し
く 

信
に
、
表

裏

相

応

す
④

人
能
く
自
ら
を
度
し
て
転
た
相
拯
済 

と
示
さ
れ
て
い
る
。
更

ら

に

「
五
善
」

は
、
仁
義
礼
智
信
の
五
常 

に
相
応
す
る
も
の
で
あ
り' 

そ
の
説
法
の
内
容
よ
り
す
る
も
大
乗 

戒
の
五
戒
十
善
道
に
順
じ
て
経
典
は
五
善
を
説
い
て
い
る
の
で
あ 

る
。

五
戒
十
善
道
は

①

不
殺
生 

②

不
偸
盗 

③

不

邪

姪
④

不
妄
語 

⑤

不
両
舌 

⑥

不

悪

口
⑦

不
綺
語 

⑧

不
貪 

⑥

不
瞋 

⑩

不

痴
(

不
邪 

見)

で
あ
る
。
最

後

の

「
六
行
」

は
菩
薩
の
六
波
羅
密
の
行
に
順
じ
て 

経
典
は

①

恩

を

布

き

恵

を

施

し②

道

禁

を

犯

す

こ

と

勿

れ③

辱
を 

忍

ぶ
④

精

進
⑤

心

を

ー

に

す
⑥

智
慧
を
も
て
転
た
相
教 

化
し
て
徳
を
為
し
善
を
立
て
よ

と
説
い
て
い
る
。
而
し
て
こ
こ
に
重
要
な
こ
と
は
経
典
は
こ
の
三 

規

・
四
誡
・
五
善
の
俗
諦
の
教
誡
を
説
く
こ
と
に
先
立
ち
て
、

ま 

ず
願
生
の
信
心
を
説
き
て

「
宜
一
一
各
勤
精
進
努
力
自
求
エ
之
。

必
得
二
超
絶
去
一
往
二
生
安
養 

国

—〇
横
截
ゝ
五
悪
趣
一
悪
趣
自
然
閉
。

昇
レ
道
無
二
窮
極~

易

“往
而 

無
レ
人
。
其
国
不
二
逆
違-

自
然
之
所
レ
牽
。

何
不
〒
棄
二
世
事-

勤 

行
求
”.
道
徳
上
可
レ
獲
極
長
生-

寿
楽
無
レ
有
レ
極
」 

と
示
し
浄
土
往
生
を
願
求
す
べ
き
こ
と
を
す
す
め
て
い
る
。 

「
道
を
昇
る
に
窮
極
な
し
」

と
は
無
上
湼
槃
に
い
る
こ
と
を
道 

に
の
ぼ
る
と
い
う
た
の
で
、
道
と
は
大
湼
槃
道
で
あ
る
。

「
何
ぞ 

世
事
を
棄
て
て
道
徳
を
求
め
ざ
る
」
と
は
、
道
徳
の
語
に
寄
せ
て
浄 

土
の
大
涅
槃
の
真
証
を
あ
ら
わ
し
た
の
で
あ
る
。

か
く
こ
の
経
文 

は
横
超
他
力
の
本
願
の
直
道
を
開
示
し
て
真
諦
の
信
心
、
浄
土
の 

安
心
を
す
す
め
る
一
段
に
て
、
後
説
の
俗
諦
の
教
誡
に
対
応
し
て 

こ

の

一

段

の

文
こ

そ

「
悲
化
段
」

の
経
説
全
体
に
対
す
る
眼
目
で 

あ
り
、

し
か
も
親
鸞
上
人
の
最
も
重
ん
ぜ
ら
れ
し
お
言
葉
で
『
教 

行
信
証
』

に

も

『
尊
号
銘
文
』

に
も
引
用
さ
れ
て
あ
る
。

ま
た
特 

に
最
初
に
掲
げ
し
清
沢
満
之
の
最
後
の
書
簡
の
言
葉
が
思
い
合
わ 

さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。〇
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さ
て
こ
こ
で
宗
教
と
倫
理'

」
道
徳
と
信
仰
の
問
題
に
帰
っ
て
、
 

清

沢

満

之

の

「
俗
諦
と
普
通
道
徳
と
の
交
渉
」

の
論
稿
の
要
処
を 

紹
介
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
論
文
の
は
じ
め
に
、

「
仏
法
の
大
体
は
勿
論
人
道
よ
り
進
み
入
り
、

小
乗
、
大
乗
、
 

顕
教
、
密
教
等
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
教
法
を
整
へ
た
る
上
に
、
 

尚
其
中
に
入
る
能
は
ざ
る
者
の
為
に
、
最
後
の
唯
一
の
法
門
を 

以
て
、

一
切
衆
生
を
一
個
も
漏
さ
ず
救
済
す
る
の
道
が
、

即
ち 

仏
陀
大
悲
の
あ
ら
ん
限
り
を
尽
し
た
る
真
俗
二
諦
の
教
法
で
あ 

る
の
で
あ
る
。
故
に
真
俗
二
諦
の
教
法
が
世
の
所
謂
倫
理
道
徳 

を
超
絶
し
た
る
も
の
な
る
こ
と
は
無
論
で
あ
る
が
、
其
俗
諦
門 

と
い
ふ
も
の
に
妙
趣
の
存
す
る
こ
と
は
実
に
驚
嘆
す
べ
き
所
で 

あ
る
」

と
述
べ
て
、
先
生
は
縷
々
宗
教
及
び
道
徳
に
於
け
る
善
悪
論
に
説 

き
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
今
ば
そ
れ
を
略
す
る
と
し
て
、
師 

は
真
宗
に
俗
諦
門
を
施
設
す
る
目
的
と
し
て
二
つ
の
場
合
が
考
え 

ら
れ
る
こ
と
を
い
う
て
い
る
。
す
な
わ
ち

「
第
一
の
場
合
は
寧
ろ
随
宜
転
用
と
い
ふ
様
な
都
合
で
、
真
宗 

に
は
真
俗
二
諦
と
か
、

二
諦
相
依
と
か
云
ふ
こ
と
が
あ
る
と
聞 

き
、

此
は
国
家
社
会
を
忘
れ
ざ
る
宗
教
で
あ
る
と
云
ふ
様
な
点 

か
ら
し
て
、
未
だ
真
諦
の
信
心
獲
得
は
出
来
ず
と
も
、
兎
も
角 

倫

理

道

徳
と

し
て

真

宗

の

俗

諦

の

実

行
を

勉
む

る

様
な

場

合

に
、
其
が
終
に
真
諦
の
信
心
を
獲
得
せ
し
む
る
案
内
と
な
る
の 

で
あ
る
。

し
か
し
本
統
の
二
諦
相
依
の
真
味
は
第
二
の
場
合
に 

あ
る
の
で
あ
る
。
真
諦
の
信
心
あ
る
為
に
、
俗
諦
の
実
行
の
出 

来
ざ
る
に
驚
か
ず
俗
諦
の
実
行
の
出
来
ざ
る
為
に
弥
々
真
諦
の 

信
心
の
有
難
味
を
感
ず
る
所
、

実
に
相
依
相
資
の
妙
趣
が
あ
り 

あ
り
と
感
知
せ
ら
れ
る
」

と
述
べ
て
い
る
。

か
く
し
て
真
宗
俗
諦
の
目
的
は
如
何
な
る
点
に 

あ
る
か
を
問
う
て

「
其
の
実
行
の
出
来
難
い
事
を
感
知
せ
し
む
る
の
が
目
的
で
あ 

る
」

と
大
胆
に
言
い
切
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
引
文
や
や
長
き
に
失
す 

る
が
、

こ
の
一
文
が
こ
の
論
稿
の
要
点
と
も
思
わ
れ
る
の
で
引
用 

し
て
お
こ
う
。

「
此
は
既
に
真
諦
の
信
心
を
得
た
る
者
に
対
す
る
と
、
未
だ
信 

心
を
得
ざ
る
者
に
対
す
る
と
の
別
は
あ
れ
ど
も
、

何
れ
の
場
合 

に
て
も
道
徳
的
実
行
の
出
来
難
い
こ
と
を
感
知
せ
し
む
る
為
と 

云
ふ
点
に
於
て
は
同
一
で
あ
る
。
其
に
如
何
な
る
妙
趣
が
あ
る 

か
と
云
は
ば
、
先
づ
信
心
を
得
ざ
る
者
は
道
徳
的
実
行
の
出
来 

難
き
事
を
感
知
す
る
よ
り
し
て
宗
教
に
入
り
、

信
心
を
得
る
道 

に
進
む
様
に
な
る
。

此
は
一
寸
見
れ
ば
、
何
で
も
な
い
こ
と
の 

様
な
れ
ど
も
中
々
さ
う
で
は
な
い
。
他
力
の
信
仰
に
入
る
根
本
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的
障
礙
は
、
自
力
の
修
行
が
出
来
得
る
こ
と
の
様
に
思
ふ
こ
と 

で
あ
る
。
其
自
力
の
修
行
と
云
ふ
事
は
色
々
あ
れ
ど
も
、
其
最 

も
普
通
の
事
は
我
等
の
倫
理
道
徳
の
行
為
で
あ
る
。
此
道
徳
行 

為
が
立
派
に
出
来
る
も
の
で
あ
る
と
思
ふ
て
居
る
間
は
、

到
底 

他
力
の
宗
教
に
は
入
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
然
る.
に
倫
理
道
徳
に 

就
て
真
面
目
に
実
行
を
求
む
る
と
き
は
、
其
結
果
は
終
に
倫
理 

道
徳
の
思
ふ
通
り
に
行
ひ
得
ら
る
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
感 

知
す
る
様
に
な
る
の
が
、

実

に

宗

教

に

入

る

為

の

必

須

条

件 

で
あ
る
。
此
場
合
に
は
畢
竟
自
力
の
迷
心
を
降
伏
す
る
が
主
眼 

で
あ
る
か
ら
、
真
宗
俗
諦
の
教
で
も
、

世
間
普
通
の
倫
理
道
徳 

の
教
で
も
、
或
は
又
五
戒
十
善
で
も
、
諸
善
万
行
で
も
何
で
も 

差
支
は
な
い
が
、
真
宗
俗
諦
の
教
は
直
に
真
諦
の
門
を
開
示
す 

る
組
織
に
な
り
て
あ
る
か
ら
、
最
も
好
都
合
の
も
の
で
あ
る
。 

次

に

信

心

獲

得

以

後

の
者
に
は

如
何
な

る
こ

と

に
な

る
か
と 

云
ふ
に
我
等
は
他
力
の
信
心
に
よ
り
大
安
心
を
得
た
れ
ど
も
、
 

尚
習
性
と
な
り
て
居
る
自
力
の
迷
心
は
断
え
ず
起
り
来
り
て
止 

ま
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
俗
諦
の
教
を
聞
か
ざ
る
時
は
、
 

丁
度
其
迷
心
に
適
当
し
た
る
教
で
あ
る
か
ら
直
に
之
を
実
行
せ 

ん
と
す
る
こ
と
と
な
る
。
然
る
に
実
行
に
掛
り
て
見
る
と
、

到 

底
出
来
難
い
こ
と
を
感
知
す
る
が
為
に
転
じ
て
他
力
信
仰
を
喜 

び
、
所

謂

『
至
心
信
楽
己
を
忘
れ
て
無
行
不
成
の
願
海
に
帰
す
』

と
云
ふ
態
度
に
立
ち
帰
え
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
此
場
令
に
於 

て
は
俗
諦
の
教
は
其
実
行
の
出
来
難
き
為
に
、
愈
々
無
限
大
悲 

に
対
す
る
感
謝
の
念
を
深
か
ら
し
む
る
が
目
的
で
あ
る
云
々
」 

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
論
述
に
は
師
に
於
け
る
死
生
の
問
題 

と
共
に
そ
の
生
涯
を
あ
げ
て
倫
理
道
徳
と
の
き
び
し
い
対
決
、

又 

『
臘
扇
記
』

や

『
有
限
無
限
録
』

に
於
け
る
信
仰
に
根
拠
す
る
道 

義
の
探
求
を
く
こ
り
て
開
け
た
る
境
で
あ
る
こ
と
を
読
み
と
ら
れ 

ね
ば
な
ら
な
い
。

そ

し

て

『
倫
理
已
上
の
根
拠
』

と

か

『
倫
理
已 

上
の
安
慰
』

と
い
う
論
稿
に
次
い
で
成
れ
る
も
の
で
、

か
え
っ
て 

こ

の
論
文
は
か
の
絶
筆
と
な
れ
る
「
我
が
信
念
」
と
相
照
し
、
真 

諦
と
俗
諦
と
表
裏
し
て
味
読
さ
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
倫
理 

以
上
と
は
倫
理
以
前
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
倫
理
以
前
は
倫
理 

を
破
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
所
謂
因
果
撥
無
の
邪
見
で
あ
る
。

し
か 

し
倫
理
を
無
視
し
道
徳
の
因
果
を
撥
無
し
て
は
人
間
生
活
は
虚
無 

で
あ
る
。
人
間
の
現
実
は
あ
く
ま
で
も
倫
理
を
要
望
し
て
や
ま
な 

い
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
倫
理
道
徳
の
実
践
実
行
と
な
れ
ば
、
 

容
易
に
そ
れ
は
出
来
う
る
こ
と
で
は
な
い
。

そ
こ
に
倫
理
は
破
綻 

を
免
れ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
破
綻
と
は
道
徳
の
自
力
主
義 

の
行
き
ず
ま
り
で
あ
る
。

そ
こ
に
倫
理
を
破
る
こ
と
と
倫
理
が
破 

れ
る
こ
と
と
は
同
じ
次
元
で
の
問
題
で
は
な
い
。
む
し
ろ
倫
理
の 

破
綻
は
倫
理
の
成
就
と
い
え
よ
う
。
倫
理
の
破
綻
は
人
間
存
在
の

31



根
源
的
な
罪
性
を
覚
醒
し
、
倫
理
以
上
の
宗
教
的
救
済
へ
と
導
か 

れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
俗
諦
の
破
綻
が
通
路
と
な
り
て
真
諦
の 

信
心
を
獲
得
す
る
案
内
と
な
る
と
い
う
清
沢
満
之
独
自
の
領
解
で 

あ
る
俗
諦
案
内
説
が
あ
る
の
で
あ
る
。

佐

々

木

月

樵

氏

の

『
真
宗
概
説
』(

第
七
講)

に
は
明
治
時
代
に 

於
け
る
真
俗
二
諦
説
の
代
表
的
な
も
の
を
次
の
如
く
表
示
し
て
い 

る
。

① 

併

行

説

—
——

島
地
黙
雷
師

② 

流

出

説

赤

松

連

城

師

③ 

人
聞
説!
!

占
部
観
順
師

④ 

法
器
説-
-

吉
谷
覚
寿
師

⑤ 

道
徳
説!
!

村
上
専
精
師

⑥ 

案
内
説!
!

清
沢
満
之
師

島

地

師

の

真

・
俗
の
併
行
説
は
恰
も
鳥
の
両
翼
、
車
の
両
輪
の
如 

く
に
真
俗
二
諦
の
相
資
雙
運
の
義
を
述
べ
た
も
の
で
、
真
俗
の
二 

元
併
行
を
説
く
の
み
で
両
者
の
関
係
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。(

明 

洽A

年
二
月
発
行
の
『
報
四
叢
談
』

に

「
真
俗
鉤
鎖
」
と
題
す
る
論
稿
。
 

真
宗
の
二
誌
説
と
し
て
は
恐
ら
く
最
初
の
発
表
な
ら
ん)

そ
れ
に
対
し 

赤
松
師
は
そ
の
関
係
を
述
べ
て
真
俗
の
前
後
次
第
説
を
と
り
、
帰 

命
は
必
ず
礼
拝
、
信
心
に
は
必
ず
称
名
を
具
す
る
如
く
、
真
諦
に 

は
必
ず
俗
諦
を
具
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
要
す
る
に
真
諦
は

お
の
ず
か
ら
に
俗
諦
を
流
出
す
る
と
い
う
真
前
俗
後
の
流
出
説
を 

述
べ
た
も
の
。
(

明
治
十
二
年
四
月
発
行
の
『
興
隆
雑
誌
』
に

「
真
俗
二 

諦
説
」
と
題
す)

し
か
し
こ
の
説
に
よ
れ
ば
真
諦
俗
諦
の
体
は
一
つ 

で
あ
り
、
真
俗
一
諦
説
に
て
よ
か
る
べ
く
、

又
敢
え
て
真
宗
が
真 

諦
の
外
に
俗
諦
の
教
を
施
設
す
る
所
以
は
そ
の
俗
諦
の
実
行
が
信 

心
の
行
者
に
も
容
易
で
は
な
い
こ
と
の
反
証
で
も
あ
る
こ
と
で
あ 

る
。
次
に
占
部
師
の
人
聞
説
と
は
佐
々
木
氏
に
よ
れ
ば
、
師
は
常 

に
人
道
よ
り
し
て
仏
道
を
説
け
る
人
で
、

そ
の
法
話
の
第
一
席
に 

は

『
大
経
』

の
五
善
五
悪
、
第
二
席
に
は
必
ず
聞
其
名
号
の
い
わ 

れ
を
説
か
れ
た
。
而
し
て
聞
其
名
号
の
い
わ
れ
を
聞
く
も
の
は
誰 

で
あ
る
か
。

そ
の
耳
は
畜
生
の
耳
で
は
な
く
て
人
間
の
耳
の
筈
で 

あ
る
。

ま
ず
人
間
と
な
っ
て
は
じ
め
て
名
号
の
い
わ
れ
を
聞
く
こ 

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
、
俗

・真

次

第

の

「
人
聞
説
」 

と
い
う
た
の
で
あ
る
。
次
の
吉
谷
師
は
聞
法
に
つ
い
て
所
被
の
機 

と

受

法

の

機

と

を

区

別

し

「
俗
前
法
器
説
」
を
立
て
、
鬼
畜
は
こ 

の
法
を
信
受
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
名
実
相
応
の
人
の
み
が 

受
法
の
器
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
、
占
部
師
の
人
聞 

説
と
異
る
と
こ
ろ
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
村
上
専
精
師
に
は
そ
の 

著

に

『
真
俗
二
諦
弁
』(

明
治
三
十
四
年
七
月
刊
行)

が
あ
る
が
、

や 

は
り
道
徳
を
基
調
と
し
て
宗
教
を
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
多
分 

に
道
徳
即
宗
教
の
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。

こ

の

『
二
諦
弁
』

に
於
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て
そ
の
真
俗
二
諦
の
関
係
の
核
心
問
題
に
触
れ
て
く
る
と
、
弥
陀 

の
本
願
の
法
よ
り
云
え
ば
機
の
善
悪
は
問
わ
れ
な
い
し
、

又
俗
諦 

の
教
を
守
ら
ざ
る
も
の
は
浄
土
往
生
を
許
さ
な
い
と
い
う
の
で
は 

な
い
が
、
機
の
方
よ
り
云
え
ば
俗
諦
門
の
教
を
奉
行
せ
ざ
る
も
の 

は
往
生
を
得
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
所
以
は
仏
に
悪
人
を 

救
う
力
あ
り
と
も
、
自
ら
俗
諦
の
教
を
守
ら
な
く
て
も
よ
い
と
思 

い
な
す
こ
と
は
、
仏
法
に
背
け
る
邪
見
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

仏
法
に
背
け
る
邪
見
の
も
の
が
、
如
何
に
弥
陀
の
本
願
が
悪
人
正 

機
で
あ
る
と
も
、

そ
の
悪
人
を
正
機
と
す
る
本
願
を
信
ず
る
こ
と 

は
能
わ
な
い
。

既
に
本
願
を
信
ず
る
能
わ
ざ
れ
ば
往
生
を
得
ざ
る 

こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
も
と
も
と
弥
陀
の
本
願
に
抑
止
の
文
あ
り 

こ
れ
に
よ
り
て
真
宗
に
は
世
俗
の
道
徳
を
以
て
一
宗
の
提
と
せ
る 

こ
と
は
、
如
来
の
本
願
が
悪
人
を
正
機
と
す
る
が
故
で
あ
る
。
す 

な
わ
ち
真
宗
に
俗
諦
門
の
教
が
施
設
せ
ら
れ
し
こ
と
は
、
決
し
て 

悪
人
正
機
の
意
味
を
破
壊
す
る
も
の
で
な
く
、

か
え
っ
て
悪
人
正 

機
説
を
反
証
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
く 

て
こ
れ
ら
の
説
に
対
し
清
沢
満
之
の
俗
諦
義
は
俗
・
真
の
次
第
を 

と
り
な
が
ら
占
部
師
や
村
上
師
の
説
と
全
く
異
る
結
論
に
い
た
れ 

る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
方
は
人
間
に
於
け
る
道
徳
の 

完
成
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、

一
方
は
道
徳
の
不
可
能 

の
体
験
か
ら
出
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ

こ

に

わ

れ

わ

れ

は

『
歎
異

鈔
』

第
三
章
の
悪
人
正
機
章
の
お
言
葉
を
正
し
く
読
み
と
ら
ね
ば 

な
ら
な
い
。

「
願
を
お
こ
し
た
も
う
本
意
、
悪
人
成
仏
の
た
め
な 

れ
ば
、

他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
、

も
と
も
往
生
の
正 

因
な
り
」
と
あ
り
、

「
自
力
作
善
の
人
は
、

ひ
と
え
に
他
力
を
た 

の
む
心
か
け
た
る
あ
い
だ
、
弥
陀
の
本
願
に
あ
ら
ず
、

し
か
れ
ど 

も
自
力
の
心
を
ひ
る
が
え
し
て
、

他

力
を

た
の
み
た
て

ま
つ
れ 

ば
、
真
実
報
土
の
往
生
を
と
ぐ
る
な
り
」

と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。 

又

第

一

章

の

終

り

に

は

「
し
か
れ
ば
本
願
を
信
ぜ
ん
に
は
、
他
の 

善
も
要
に
あ
ら
ず
、
念
仏
に
ま
さ
る
べ
き
善
な
き
ゆ
え
に
。
悪
を 

も
お
そ
る
べ
か
ら
ず
、
弥
陀
の
本
願
を
さ
ま
た
ぐ
る
ほ
ど
の
悪
な 

き
が
ゆ
え
に
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
大
胆
な
る
表
明
に
、
 

本
願
の
正
信
は
常
倫
を
超
出
し
、
遙
か
に
道
徳
を
超
越
せ
る
も
の 

で
あ
る
こ
と
が
知
ら
し
め
ら
れ
る
。
思

う

に

『
歎
異
鈔
』

は
今
日 

で

は

一
宗
を

超
え
て

日
本
仏
教
を

代
表
す

る
信
仰
の
書
で

あ
る 

が
、

明
治
の
時
代
に
は
じ
め
て
真
宗
安
心
の
書
と
し
て
高
く
こ
の 

鈔
を
掲
げ
ら
れ
し
は
清
沢
満
之
で
あ
っ
た
。
先
生
は
ま
た
生
涯
こ 

の
鈔
を
坐
右
よ
り
離
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
近
角
常
観
氏
の 

『
歎
異
鈔
講
義
』(

明
治
四
十
二
年
四
月
刊)

に

は

「
清
沢
先
生
が
此 

鈔
を
自
ら
玩
索
し
て
是
を
青
年
の
手
に
渡
さ
れ
た
の
が
近
時
行
は 

る
る
に
至
り
し
濫
觴
で
あ
る
」

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
明
治
の
真 

宗

は

清

沢

満

之

の

『
歎
異
鈔
』

か
ら
は
じ
ま
る
と
い
う
て
も
過
言 

で
な
か
ろ
う
。
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