
清

沢

先

生

の

真

俗

二

諦

論

清
沢
先
生
は
信
念
の
人
で
あ
っ
た
。

「
我
が
信
念
」
に
見
え
る 

磨
ぎ
す
ま
し
た
よ
う
な
信
境
は
如
何
に
し
て
生
れ
て
来
た
の
で
あ 

ろ
う
か
。
そ
れ
は
真
俗
に
亘
る
先
生
の
厳
し
い
実
践
を
通
し
て
で 

あ
り
、
そ
の
実
践
に
裏
づ
け
ら
れ
た
真
俗
二
諦
の
究
明
は
、
恐
ら 

く
は
先
生
の
生
涯
を
貫
く
根
本
問
題
で
あ
り
、
そ
こ
に
一
貫
し
た 

思
索
の
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

先
生
の
真
俗
二
諦
論
の
帰
結
が
、

「
我
が
信
念
」
と
、

「
宗
教 

的

道
徳(

俗
諦)

と
普
通
道
徳
と
の
交
渉
」
と
の
二
論
文
に
見
ら 

れ
る
こ
と
は
、
先
生
が
明
治
三
十
六
年
六
月
一
日
に
書
か
れ
た
、
 

所
謂
最
後
の
手
紙
に
依
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
一
節
に 

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

な
り
た
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
別
に
感
ず
べ
き
点
も
な
い
と
思
い

稲 

葉 

秀 

賢 

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
、
こ
の
俗
諦
義
に
つ
い
て
は
、
多
少
学
究
的
根
拠 

を
押
え
た
つ
も
り
で
あ
り
ま
す
」 

と
あ
っ
て
、
三
十
日
の
夜
出
さ
れ
た
原
稿
と
は
「
我
が
信
念
」
の 

こ
と
で
あ
り
、
前
号
の
俗
諦
義
と
は
「
精
神
界
」
の
第
三
巻
第
五 

号
に
載
せ
ら
れ
た
「
宗
教
的
道
徳
と
普
通
道
徳
と
の
交
渉
」
の
こ 

と
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
論
文
は
、
先
生
の
真
俗
二
諦
論
を
伺
う 

べ
き
最
も
重
要
な
資
料
で
あ
る
が
、
し
か
も
こ
の
両
論
文
に
提
出 

せ
ら
れ
て
い
る
課
題
は
そ
の
ま
ま
先
生
の
生
涯
の
課
題
で
あ
り
、
 

そ
れ
を
自
ら
の
課
題
と
し
て
最
初
に
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
の
が
、
 

処
女
作
の
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
で
あ
る
。
即
ち
近
刊
の
『
宗
教
哲 

学
講
義
』(

清
沢
満
之
の
哲
学
と
信
仰
第
一
部)

に
依
る
と
、
第
八
章
、
 

今
生
道
義
論
——
倫
理
の
根
拠I

の
初
め
に
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「
し
か
る
に
こ
の
倫
理
道
徳
の
上
に
お
い
て
、
種
々
の
難
問
が 

あ
っ
て' 

未
だ
一
致
の
説
も
な
い
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か 

る
に
そ
れ
は
畢
竟
、
宗
教
に
関
係
せ
ず
問
題
を
考
え
る
と
こ
ろ 

か
ら
生
ず
る
困
難
で
あ
ろ
う
」 

と
い
っ
て
、
倫
理
が
宗
教
と
の
関
係
な
し
に
は
考
え
ら
れ
ぬ
こ
と 

を
明
ら
か
に
し
て
い
ら
れ
る
。
こ
れ
は
先
生
の
真
俗
二
諦
論
を
発 

展
さ
せ
る
根
本
的
立
場
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
先
生
の
厳
し
い
実
践 

を
通
し
て
「
我
が
信
念
」
に
ま
で
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
 

そ
の
間
に
は
一
貫
し
て
変
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
如
何
に 

思
想
せ
ら
れ
て
来
た
か
と
い
う
展
開
の
過
程
を
跡
づ
け
て
み
た
い 

と
思
う
。

『
宗
教
哲
学
論
義
』
に
依
る
と
、
宗
教
の
本
領
は
安
心
に
あ
り 

そ
の
安
心
を
他
力
門
で
云
え
ば
、
無
限
の
う
ち
に
有
限
が
入
っ
て 

い
る
と
い
う
こ
と
を
悟
り
信
ず
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
有
限
と
無 

限
は
ど
こ
ま
で
も
区
別
が
つ
く
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
有
限
が
無 

限
に
対
す
る
行
と
、
有
限
が
有
限
に
対
す
る
行
と
、
二
種
の
行
が 

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
無
限
に
対
す
る
行
は
無
限
の
能
力
を 

要
す
る
わ
け
で
、
そ
れ
は
有
限
の
な
し
え
な
い
所
で
あ
る
。
然
る 

に
無
限
と
い
う
も
の
が
す
で
に
存
し
て
い
る
以
上
、
そ
れ
が
無
限 

の
行
を
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
有
限
は
無
限
よ
り
そ 

の
恩
徳
を
受
け
る
に
止
る
。
而
し
て
そ
の
当
に
為
す
べ
き
と
こ
ろ

は
、
自
分
の
位
置
相
応
の
有
限
的
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ 

こ
で
有
限
が
無
限
に
対
す
る
宗
教
的
行
と
、
有
限
が
有
限
に
対
す 

る
倫
理
的
行
と
の
二
が
分
け
ら
れ
る
。
そ
の
中
、
宗
教
的
行
は
い 

わ
ゆ
る
報
恩
の
行
で
、
倫
理
的
行
は
道
徳
上
の
行
で
あ
る
。 

か
く
の
如
く
他
力
門
で
は
、
有
限
無
限
を
明
ら
か
に
区
別
す
る 

相
対
門
で
あ
る
か
ら
、
有
限
が
無
限
と
相
対
し
、
無
限
は
無
限
の 

用
き
を
し
、
有
限
は
有
限
の
用
き
を
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に 

無
限
は
無
限
の
用
き
の
な
か
に
一
切
の
用
き
を
収
め
、
有
限
は
無 

限
に
達
す
る
用
き
を
必
要
と
し
な
い
。
そ
こ
に
他
力
の
真
面
目
が 

あ
る
。
即
ち
我
々
は
無
限
の
用
き
の
中
に
限
り
な
き
恩
徳
を
受
用 

し
、
そ
の
恩
徳
に
報
ゆ
る
の
思
い
を
な
す
の
で
あ
る
。

「
我
が
信 

念
」
に

「
如
来
は
私
の
一
切
の
行
為
に
就
い
て
責
任
を
負
う
て
下
さ
る 

こ
と
で
あ
る
。
私
は
た
だ
此
の
如
来
を
信
ず
る
の
み
に
て
、
常 

に
平
安
に
住
す
る
こ
と
が
で
き
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
碍
に
活
動
し
給
う
。
私
は
こ
の
如
来
の
威
神
力
に 

寄
托
し
て
、
大
安
楽
と
大
平
穏
と
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
」 

「
如
何
な
る
罪
悪
も
、
如
来
の
前
に
は
毫
も
障
り
と
な
ら
ぬ
こ 

と
で
あ
る
。
私
は
善
悪
邪
正
の
何
た
る
を
弁
ず
る
の
必
要
は
な
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い
。
そ
の
行
が
過
失
で
あ
ろ
う
と
、
罪
悪
で
あ
ろ
う
と
、
少
し 

も
懸
念
す
る
こ
と
は
い
ら
な
い
」

と
述
べ
て
い
ら
れ
る
美
し
い
信
境
は
、
ま
こ
と
に
無
限
の
用
き
を 

云
ひ
尽
し
て
余
り
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
真
諦
的
世 

界
が
俗
諦
的
世
界
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
せ
ら 

れ
て
い
る
。
若
し
真
俗
二
諦
と
い
う
用
語
を
明
治
已
来
真
宗
教
団 

に
於
い
て
使
用
せ
ら
れ
た
意
味
で
、
こ
れ
を
宗
教
と
倫
理
と
い
う 

関
係
に
置
き
か
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
こ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て 

来
た
こ
と
は
、
明
治
ハ
年
六
月
二
十
一
日
に
発
布
せ
ら
れ
た
厳
如 

上
人
の
「
五
ケ
条
篇
目
の
御
消
息
」
に

「
就
中
真
宗
の
一
流
は
教
を
真
俗
の
間
に
建
て
、
門
を
半
満
の 

外
に
開
き
て
弘
通
し
給
ふ
所
な
れ
ば
、
あ
な
が
ち
に
出
家
発
心 

の
形
を
本
と
せ
ず
、
捨
家
棄
欲
の
す
が
た
を
標
せ
ず
、
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
」

と
あ
る
に
依
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
に
二
諦
相
依
の
意
味
が 

如
何
な
る
意
味
で
あ
る
か
、
種
々
の
論
議
を
産
む
所
以
で
あ
る
が 

然
も
二
諦
相
依
と
い
う
こ
と
は
真
俗
が
直
接
的
に
結
び
つ
く
こ
と 

で
な
く
、
寧
ろ
否
定
的
に
結
び
つ
く
関
係
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に 

於
い
て
宗
教
と
倫
理
、
真
諦
と
俗
諦
と
の
間
に
は
、
否
定
的
な
断 

絶
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
こ
と
に
清
沢
先
生
が
指
摘
せ
ら
れ
た

よ
う
に
、
宗
教
は
無
限
の
用
き
で
あ
り
、
倫
理
は
有
限
の
用
き
、
 

即
ち
相
対
的
な
自
他
の
人
間
関
係
の
上
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る 

か
ら
、
そ
こ
に
は
絶
対
の
断
絶
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
か 

く
の
如
き
断
絶
を
鮮
か
に
表
現
し
た
の
が
先
に
挙
げ
た
「
我
が
信 

念
」
の
言
葉
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に

「
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
が
ゆ
へ
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
ゆ
へ
に
」 

と
い
う
有
名
な
歎
異
鈔
の
言
葉
に
も
通
ず
る
の
で
あ
る
。

「
絶
対 

他
力
の
大
道
」
に
は

「
自
己
と
は
他
な
し
、
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
し
て
任
運
に 

法
爾
に
、
此
の
現
前
の
境
遇
に
落
在
せ
る
も
の
即
ち
是
な
り
。 

只
夫
れ
絶
対
無
限
に
乗
托
す
。
故
に
死
生
の
事
、
亦
憂
ふ
る
に 

足
ら
ず
、
死
生
尚
且
つ
憂
ふ
る
に
足
ら
ず
、
如
何
に
況
ん
や
之 

よ
り
而
下
な
る
事
項
に
於
い
て
を
や
。
追
放
可
な
り
。
牢
獄
甘 

ん
ず
べ
し
。
誹
謗
、
攪
斥
、
許
多
の
凌
辱
、
豈
に
意
に
介
す
べ 

き
も
の
あ
ら
ん
や
。
我
等
は
寧
ろ
、
只
管
、
絶
対
無
限
の
我
等 

に
賦
与
せ
る
も
の
を
楽
し
ま
ん
か
な
」 

と
絶
対
自
由
な
真
俗
的
世
界
が
吐
露
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に 

こ
の
無
限
絶
対
の
用
き
の
前
に
、
有
限
的
存
在
と
し
て
の
我
々
は 

た
だ
そ
の
妙
用
に
包
ま
れ
て
あ
る
歓
喜
に
の
み
住
す
る
の
で
あ
っ
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て
無
限
に
対
す
る
有
限
の
用
き
は
、全
く
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。 

ま
こ
と
に
真
諦
的
世
界
に
あ
っ
て
は
、
善
も
ほ
し
か
ら
ず
、
悪
も 

恐
れ
な
し
で
あ
っ
て
、
湼
槃
の
真
因
は
た
だ
信
心
を
以
て
す
る
の 

み
で
あ
る
。
宗
祖
が
「
信
巻
」
に

「
夫
れ
真
実
の
信
楽
を
按
ず
る
に
、
信
楽
に
一
念
あ
り
。

一
念 

と
は
斯
れ
信
楽
開
発
の
時
尅
の
極
促
を
顕
は
し
、
慶
大
難
思
の 

慶
心
を
彰
す
也
」

と
云
わ
れ
た
の
も
、
た
だ
絶
対
無
限
の
如
来
の
妙
用
に
包
ま
れ
た 

慶
喜
心
を
以
て
、
信
心
の
内
容
を
顕
彰
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
 

そ
れ
こ
そ
真
諦
的
世
界
の
極
致
で
あ
る
。

「
絶
対
他
力
の
大
道
」 

に
は

「
無
限
他
力
、
何
れ
の
処
に
か
あ
る
。
自
分
の
禀
受
に
お
い
て 

之
を
見
る
。
自
分
の
禀
受
は
無
限
他
力
の
表
顕
な
り
、
之
を
尊 

び
之
を
重
ん
じ
、
以
て
如
来
の
大
恩
を
感
謝
せ
よ
」 

と
あ
る
の
は
、
宗
祖
が
『
教
行
信
証
』
後
序
に

「
慶
し
い
哉
、
心
を
弘
誓
の
仏
地
に
樹
て
、
念
を
難
思
の
法
海 

に
流
す
。
深
く
如
来
の
矜
哀
を
知
り
て
、
良
に
師
教
の
恩
厚
を 

仰
ぐ
、
慶
喜
弥
々
至
り
、
至
孝
弥
々
重
し
」 

と
云
わ
れ
た
の
に
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
先
生
が
晚
年 

に
到
達
せ
ら
れ
た
、
こ
う
し
た
真
諦
的
世
界
は
、
現
に
宗
教
哲
学 

講
義
に
そ
の
基
盤
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
真
諦
的
世
界
に
あ
っ
て
は
、
我
々
は
無
限
絶
対
な 

る
如
来
の
妙
用
に
摂
取
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
加 

う
べ
き
有
限
者
の
用
き
は
何
物
も
存
し
な
い
。
た
だ
限
り
な
き
如 

来
の
恩
徳
を
感
ず
る
の
み
で
あ
る
。
然
し
そ
の
恩
徳
を
受
け
る
の 

は
有
限
な
る
我
々
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
有
限
な
る
も
の
の
行
為
が 

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
受
動
的
で
あ
っ
て
、
し
か
も
最
も
積 

極
的
な
行
為
で
あ
る
。
何
故
な
ら
受
動
的
に
は
限
り
な
く
無
限
か 

ら
は
た
ら
か
れ
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
無
限
の
用
き
を
受 

け
て
、
限
り
な
き
妙
用
が
有
限
を
ゆ
り
動
か
す
か
ら
で
あ
る
。
こ 

こ
に
報
恩
行
の
積
極
的
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
我 

々
は
飽
く
迄
有
限
的
存
在
と
し
て
、
相
対
的
で
あ
る
。
即
ち
相
対 

的
な
人
間
関
係
を
離
れ
て
、
人
間
存
在
は
あ
り
得
な
い
。
こ
こ
に 

人
間
の
行
為
に
は
、
無
限
に
対
す
る
行
為
即
ち
宗
教
的
行
と
相
対 

的
な
人
間
に
対
す
る
行
為
、
即
ち
倫
理
的
行
と
が
生
れ
る
の
で
あ 

る
。
然
ら
ば
こ
の
宗
教
的
行
と
倫
理
的
行
と
が
如
何
に
関
係
す
る 

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
真
俗
の
相
依
と
い
わ
れ
る
意
味
が
明
瞭 

に
せ
ら
る
べ
き
契
機
が
存
す
る
。

二

道
徳
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
「
今
生
道
義
論
」
に
於
い
て 

問
題
と
せ
ら
れ
て
あ
る
。
そ
し
て
先
生
の
道
徳
観
の
特
色
は
宗
教
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を
離
れ
て
道
徳
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
ぬ
と
い
う
立
場
で
あ
る
。 

即
ち
道
徳
は
有
限
と
有
限
と
の
関
係
で
は
あ
る
が
、
そ
の
関
係
は 

常
に
無
限
の
指
導
に
依
っ
て
な
り
た
ち
、
無
限
を
離
れ
て
は
道
徳 

は
な
り
た
ち
得
な
い
。
然
し
こ
の
有
限
と
有
限
と
の
相
対
に
は
特 

別
の
範
囲
、
特
別
の
世
界
が
あ
り
、
そ
れ
を
道
徳
的
世
界
と
い
う 

こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
道
徳
的
世
界
で
は
良
心
が
あ
っ
て 

そ
れ
の
満
足
と
不
満
足
が
問
題
と
な
る
。
人
間
関
係
を
規
定
す
る 

道
に
か
な
っ
た
場
合
に
良
心
は
満
足
し
、
逆
の
場
合
に
は
不
満
足

を
感
ず
る
。
そ
れ
故
に
我
々
は
良
心
が
満
足
す
る
よ
う
に
道
に
従

わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
こ

の

「
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
こ

と
が
道
徳
全
体
に
通
ず
る
性
質
で
あ
る
。
か
く
て
倫
理
の
要
点
は

ー
、
良
心
の
苦
楽
——

と
は
現
前
の
位
ノ 

こ
と
で
あ
る
ゝ

二
、
善
悪
の
因
果!

行
程

三
、
無
限
の
妙
境!
!

目
的

と
こ
の
三
が
そ
ろ
わ
ね
ば
倫
理
説
は
不
充
分
で
あ
る
と
し
て
、
い

ろ
い
ろ
な
倫
理
説
を
批
判
し
、
倫
理
は
如
何
に
し
て
も
、
無
限
の 

妙
境
と
善
悪
の
因
果
と
良
心
の
苦
楽
と
の
三
を
具
え
ね
ば
完
全
で 

な
い
。
然
る
に
無
限
の
妙
境
は
宗
教
に
依
ら
ね
ば
決
択
が
つ
か
ぬ
。 

そ
し
て
こ
の
決
択
が
つ
か
ね
ば
善
悪
が
定
ま
ら
ぬ
。
さ
す
れ
ば
い

か
に
し
て
も
倫
理
は
宗
教
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
と
す
る
の
が 

先
生
の
倫
理
説
で
あ
る
。
こ
う
し
た
立
場
で
先
生
の
俗
諦
論
が
発

展
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
宗
教
と
倫
理
と
の
関
係
を
問
題
に
し 

た
の
が
明
治
三
十
二
年
十
一
月
無
尽
灯
に
収
載
せ
ら
れ
た
「
宗
教 

と
倫
理
と
の
相
関
」
と
い
う
論
考
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
は
、
先 

生
の
脳
裏
を
離
れ
な
か
っ
た
の
が
道
徳
の
問
題
で
あ
り
、
然
も
そ 

れ
が
知
識
の
問
題
と
し
て
で
な
く
、
実
践
の
問
題
と
し
て
課
せ
ら 

れ
て
い
た
如
く
で
あ
る
。
先
年
は
明
治
三
十
二
年
夏
か
ら
三
十
五 

年
秋
ま
で
当
時
浅
草
別
院
に
御
勉
学
中
の
新
法
主(

句
仏
上
人)

の 

伝
講
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
講
義
中
の
メ
モ
の
最
初
に 

修
養
は
時
期
に
際
限
な
き
も
、
三
十
前
後
最
も
其
の
大
切
な
る 

年
次
た
り
、

立
志
一
た
び
誤
た
ば
一
生
為
に
蹉
過
せ
ん
。

宗
祖
の
元
祖
に
行
き
た
ま
ひ
し
は
、
実
に
偶
然
な
ら
ざ
り
し
な 

り
。(

此
の
時
御
年
二
十
九
才
な3
)

釈
尊
に
も
二
十
九
出
家
説
あ
り
、
 

此
の
時
代
や
、
血
気
盛
ん
に
し
て
功
名
の
念
押
へ
難
し
、
況
ん 

や
他
よ
り
之
を
激
要
す
る
に
於
い
て
を
や
、

〇

パ
ン
の
為
、
職
責
の
為
、
人
道
の
為
、
国
家
の
為
、
富
国
強
兵 

の
為
に
、
功
名
栄
華
の
為
に
宗
教
あ
る
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。 

人
心
の
至
奥
よ
り
出
づ
る
至
盛
の
要
求
の
為
に
宗-
教
あ
る
な 

り
、
宗
教
を
求
む
べ
し
、
宗
教
は
求
む
る
所
な
し
。
」
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と
記
さ
れ
て
あ
る
。
以
て
当
時
の
先
生
の
求
道
精
神
が
如
何
に
熾 

？|
で
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
か
で
き
る
。
こ
の
頃
の
手
記
一
有
限 

無
限
録
」
の
中
に
「
道
徳
と
宗
教
」
と
い
う
小
論
が
あ
る
。
こ
れ 

は

「
宗
教
と
倫
理
の
相
関
」
と
全
く
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る
が
、
 

そ
こ
に
当
時
の
先
生
の
思
想
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
こ
の 

論
文
で
問
題
と
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
道
徳
的
制
裁
と
い
う
こ
と
で 

あ
る
。
蓋
し
行
為
の
結
果
に
あ
ら
わ
れ
た
苦
楽
、
ま
た
良
心
の
苦 

楽
の
如
き
も
の
は
道
徳
的
制
裁
の
規
準
と
は
な
り
得
な
い
。
道
徳 

的
制
裁
の
規
準
は
人
為
の
な
し
得
る
と
こ
ろ
で
な
く
、
こ
こ
に
因 

果
応
報
の
説
が
出
て
く
る
所
以
で
あ
り
、
そ
れ
は
絶
対
的
至
上
的 

カ
用
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
も
か
く
の
如
き
絶
対
的
至
上
的 

カ
用
を
識
知
す
る
の
が
宗
教
的
信
念
で
あ
り
、
従
っ
て
宗
教
的
世 

界
は
絶
対
無
限
の
制
裁
を
以
て
罪
悪
を
制
止
す
る
も
の
で
あ
る
。 

か
く
て
完
全
な
道
徳
は
完
全
な(

不
動
の)

信
念
を
要
す
る
の
で 

あ
り
、
完

全

な(

不
動
の)

信
念
は
絶
対
無
限
に
対
す
る
信
念
で 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
に
道
徳
の
成
立
に
は
宗
教
を
待
た
ね
ば 

な
ら
ぬ
。
こ
れ
が
こ
の
小
論
の
主
張
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
更
に
く
わ
し
く
説
く
の
が
明
治
三
十
二
年
十
一
月 

「
無
尺
灯
」
に
発
表
せ
ら
れ
た
「
宗
教
と
倫
理
と
の
相
関
」
で
あ 

る
。
即
ち
我
々
が
自
己
の
存
在
を
内
観
反
省
す
る
と
き
、
我
々
は 

自
己
の
相
対
有
限
で
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
若
し
自
己
の

相
対
有
限
で
あ
る
こ
と
を
知
れ
ば
、
他
人
の
相
対
有
限
で
あ
る
こ 

と
も
認
め
ら
れ
る
。
自
他
共
に
相
対
有
限
で
あ
る
か
ら
、
自
他
の 

ほ
か
に
絶
対
無
限
を
承
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
我 

々
は
相
対
的
な
自
他
の
関
係
に
於
い
て
存
在
し
、
こ
の
我
と
汝
と 

の
相
関
に
於
い
て
道
を
生
じ
、
そ
こ
に
倫
理
が
成
立
す
る
。
従
っ 

て
個
の
存
在
を
完
成
す
る
為
に
は
、
多
に
対
し
て
道
を
厳
守
せ
ね 

ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
自
他
の
対
立
な
し
に
存
在
し
得
ぬ
現
実 

は
、
そ
の
ま
ま
厳
粛
な
倫
理
的
現
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

然
る
に
我
々
が
倫
理
道
徳
を
厳
守
す
る
為
に
は
、
必
ず
宗
教
的 

根
基
に
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
倫
理
は
相
対
有
限
で
あ 

っ
て
、
之
に
依
っ
て
我
々
は
充
分
な
満
足
を
得
る
こ
と
が
で
き
ぬ 

か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
善
悪
の
相
対
の
上
に
成
立
す
る
倫
理
は
、
 

そ
の
理
想
を
至
上
善
の
実
現
に
置
く
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
至
上 

善
が
実
現
し
て
、
そ
こ
に
悪
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
悪
を
止
め 

て
善
を
積
み
あ
げ
て
ゆ
く
倫
理
は
そ
の
成
立
の
地
盤
を
失
う
の
で 

あ
る
。
然
し
ま
た
善
悪
が
対
立
し
て
、
そ
の
対
立
が
な
く
な
る
至 

上
善
の
根
基
が
な
け
れ
ば
倫
理
は
又
存
在
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。 

そ
れ
故
に
至
上
善
と
い
う
絶
対
的
世
界
を
根
基
と
し
て
始
め
て
倫 

理
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
至
上
善
の
世
界
、
即
ち
そ
こ
に 

は
も
は
や
悪
が
存
在
し
得
ぬ
世
界
、
総
て
実
際
に
は
善
も
存
在
し 

な
い
世
界
と
し
て
、
善
も
ほ
し
か
ら
ず
、
悪
も
恐
れ
な
し
と
い
う
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絶
対
無
限
の
世
界
を
根
基
と
し
て
、
飽
く
ま
で
悪
を
止
め
善
を
修 

す
べ
き
倫
理
の
世
界
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

尤
も
わ
れ
わ
れ
の
宗
教
的
要
求
は
、
倫
理
的
要
求
を
経
ず
し
て 

発
現
し
得
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
然
し
倫
理
と 

宗
教
と
の
相
関
を
論
ず
る
な
ら
ば
、
個
の
完
成
を
求
め
る
こ
と
か 

ら
倫
理
的
要
求
に
入
り
、
そ
の
倫
理
的
要
求
か
ら
、
絶
対
的
な
宗 

教
的
要
請
を
求
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
、
若
し
我
々
が 

宗
教
的
安
立
即
ち
絶
対
的
な
善
も
ほ
し
か
ら
ず
、
悪
も
恐
れ
な
し 

と
い
う
世
界
を
体
得
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
必
然
的
結
果
と
し
て
、
 

他
人
に
対
し
て
倫
理
的
行
為
を
と
る
こ
と
が
最
も
重
要
な
る
こ
と 

を
知
る
の
で
あ
る
。
元
祖
は
「
十
悪
五
逆
の
も
の
な
を
む
ま
る
と 

信
じ
て
少
罪
を
も
犯
さ
じ
と
お
も
う
べ
し
」
と
云
わ
れ
た
如
く
で 

あ
る
。

即
ち
真
実
の
宗
教
的
立
場
は
、
必
ず
倫
理
を
厳
守
せ
ね
ば
な
ら 

ぬ
こ
と
を
覚
知
す
べ
き
で
あ
り
、
倫
理
の
重
要
な
る
こ
と
を
覚
知 

せ
ざ
る
も
の
は
、
未
だ
宗
教
的
見
地
に
達
入
し
た
も
の
で
は
な
い 

と
断
言
し
得
る
。
然
し
倫
理
を
厳
守
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
覚
知 

す
る
の
と
、
能
く
道
徳
を
実
践
し
得
る
と
い
う
こ
と
と
は
自
ら
別 

で
あ
っ
て
、
宗
教
的
見
地
に
到
達
し
た
も
の
は
必
ず
倫
理
を
実
践 

し
得
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
が
こ
の
論
文
の
要
点
で 

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
二
の
論
考
を
通
し
て
、
そ
こ
に
大
き
な
思
想
的
展
開
の
あ 

っ
た
こ
と
が
注
意
せ
ら
れ
る
。
即
ち
前
の
論
考
で
は
、
倫
理
の
成 

立
と
い
う
こ
と
を
、
道
徳
的
制
裁
の
可
能
性
に
置
き
、
そ
し
て
そ 

の
制
裁
が
絶
対
無
限
者
の
妙
用
と
し
て
あ
る
こ
と
を
信
知
す
る
信 

念
に
依
っ
て
始
め
て
可
能
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
、
道
徳
的
信
念
の 

根
抵
に
宗
教
的
信
念
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
明
ら
か
に
せ
ら 

れ
た
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
道
徳
の
成
立
可
能
の
根
抵
と
し
て
、
 

宗
教
を
求
め
た
の
で
あ
っ
て
、
関
心
の
中
心
は
倫
理
道
徳
の
成
立 

を
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

後
者
の
論
考
に
あ
っ
て
も
、
勿
論
こ
の
方
向
に
変
化
が
あ
る
わ 

け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
恐
ら
く
先
生
の
当
時
の
実
践
的
思
想
的
関 

心
が
、
非
常
に
倫
理
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。 

先
生
の
三
部
経
が
ヱ
ピ
ク
テ
タ
ス
で
あ
り
、
阿
含
経
で
あ
っ
た
こ 

と

は

『
歎
異
鈔
』
を
加
え
て
も
、
尚
先
生
の
関
心
の
方
向
が
倫
理 

的
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
後
者
の
論
考 

に
あ
っ
て
は
倫
理
の
成
立
根
拠
と
し
て
宗
教
を
基
礎
づ
け
る
の
み 

で
な
く
、
宗
教
的
世
界
に
入
る
こ
と
に
依
っ
て
、
倫
理
が
厳
守
せ 

ら
れ
る
こ
と
が
覚
知
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
し
て
い
ら
れ
る
。 

こ
こ
に
倫
理
か
ら
宗
教
へ
と
い
う
方
向
と
共
に
、
宗
教
か
ら
倫
理 

へ
と
い
う
真
俗
二
諦
の
相
関
的
関
係
が
注
意
せ
ら
れ
て
い
る
。 

そ
し
て
そ
れ
が
熟
し
て
、
晚
年
の
「
宗
教
的
道
徳(

俗
諦)

と
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普
通
道
徳
と
の
交
渉
」
と
い
う
論
考
に
発
展
す
る
の
で
あ
る
。
殊 

に
倫
理
の
重
要
で
あ
る
こ
と
を
覚
知
し
な
い
も
の
は
、
未
だ
宗
教 

的
見
地
に
達
し
た
も
の
と
は
云
え
な
い
と
断
言
し
な
が
ら
、
然
も 

能
く
道
徳
を
実
践
し
得
る
こ
と
と
、
倫
理
を
厳
守
せ
ね
ば
な
ら
ぬ 

と
覚
知
す
る
こ
と
と
は
全
く
別
で
あ
る
こ
と
を
注
意
し
て
い
ら
れ 

る
の
は
、
最
も
注
意
す
べ
き
点
で
あ
っ
て
、
自
己
自
身
に
対
し
て 

呵
責
な
き
自
己
省
察
を
加
え
ら
れ
た
先
生
な
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
発 

言
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
我
々
は
こ
こ
か
ら
『
歎
異
鈔
』
の
宿
業
の
教
を
想
起
せ 

ず
に
い
ら
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
能
く
道
徳
を
実
践
し
得
る
こ
と
は
、
 

倫
理
を
厳
守
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
覚
知
す
る
か
ら
せ
ら
れ
得
る
の
で 

は
な
い
。
若
し
業
縁
が
あ
る
な
ら
ば
、
如
何
な
る
悪
事
が
せ
ら
れ 

る
や
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
然
も

「
私
は
善
悪
邪
正
の
何
た
る
を
弁
ず
る
の
必
要
は
な
い
。
何
事 

で
も
、
私
は
只
自
分
の
気
の
向
う
所
、
心
の
欲
す
る
所
に
順
従 

う
て
之
を
行
う
て
差
支
は
な
い
。
そ
の
行
が
過
失
で
あ
ろ
う
と 

罪
悪
で
あ
ろ
う
と
、
少
し
も
懸
念
す
る
こ
と
は
い
ら
な
い
。
如 

来
は
私
の
一
切
の
行
為
に
就
い
て
責
任
を
負
う
て
下
さ
る
る
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
で
き
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
亙
り
て
、
自
由 

自
在
、
無
障
無
碍
に
活
動
し
給
う
。
私
は
こ
の
如
来
の
威
神
力 

に
寄
托
し
て
、
大
安
楽
と
大
平
穏
と
を
得
る
こ
と
で
あ
る
」 

と
い
う
信
境
が
開
け
て
来
た
の
は
、
既
に
そ
の
素
地
を
こ
の
論
考 

に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
如
く
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
晩
年
ま
で

貫
し
た
精
神
的
苦
悩
が
基
盤
と
な
っ
て
、
真
俗
の
関
係
が
た
ゆ
み 

な
く
思
考
し
続
け
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
我
々
は
先
生 

が
真
俗
の
関
係
を
最
後
的
に
発
表
せ
ら
れ
た
論
考
に
眼
を
転
ぜ
ね 

ば
な
ら
な
い
。三

凡
そ
真
宗
の
真
俗
二
諦
の
教
は
深
妙
な
る
意
味
が
あ
っ
て
、
殊 

に
相
依
相
資
と
云
わ
る
る
関
係
を
如
何
に
領
解
す
る
か
は
諸
説
区 

々
と
し
て
を
り
、
佐
々
木
月
樵
先
生
の
『
真
宗
概
論
』
に
は
い
ろ 

い
ろ
の
説
を
例
示
す
る
と
共
に
、
清
沢
先
生
の
真
俗
二
諦
の
関
係 

を
案
内
説
と
呼
ん
で
い
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
特
に
こ
の
真
俗
二
諦 

の
相
依
相
資
の
関
係
が
問
題
と
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ 

こ
に
幾
多
の
問
題
が
提
出
せ
ら
れ
て
い
る
。

「
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
え
た
る
上
に
、
尚
、
其 

の
中
に
入
る
能
は
ざ
る
者
の
為
に
、
最
後
の
唯
一
法
門
を
以
て
、
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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
尺
し
た
る
真
俗
二
諦
の
教
法
で
あ
る
の
で 

あ
る
」

と
い
う
こ
と
は
清
沢
先
生
の
出
発
点
で
あ
り
、
既
に
見
て
来
た
如 

く'

道
徳
の
成
立
に
は
必
ず
宗
教
を
根
柢
と
す
る
こ
と
を
繰
り
返 

し
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
裏
返
し
て
云
え
ば
、
道 

徳
の
教
は
宗
教
の
世
界
に
入
ら
し
め
ん
が
為
で
あ
る
。
従
っ
て
俗 

諦
を
単
に
倫
理
道
徳
の
意
味
に
解
す
る
な
ら
ば
、
俗
諦
は
真
諦
に 

案
内
す
る
為
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
る
。 

然
る
に
真
俗
二
諦
と
い
う
こ
と
は
、
仏
教
々
理
の
上
に
用
い
ら 

れ
た
理
事
の
相
関
的
関
係
が
随
宜
転
用
せ
ら
れ
て
、
真
宗
教
義
の 

両
面
を
示
す
用
語
で
あ
っ
て
、
単
な
る
倫
理
道
徳
を
意
味
す
る
の 

で
は
な
い
。
そ
こ
に
、
更
に
深
い
省
察
が
加
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な 

「
或
る
人
は
云
ふ
。
真
宗
の
俗
諦
は
、
通
常
の
倫
理
道
徳
と
は 

そ
の
趣
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
通
常
の
倫
理
道
徳
は
、
宗 

教
と
離
れ
た
倫
理
道
徳
で
あ
る
か
ら
、
実
行
が
出
来
な
い
が
、
 

真
宗
の
俗
諦
は
真
諦
よ
り
流
れ
出
る
所
の
道
徳
で
あ
る
か
ら
、
 

真
諦
の
信
心
が
確
か
に
決
得
せ
ら
れ
て
あ
る
上
は
、
自
然
必
然 

に
実
行
せ
ら
る
こ
と
で
あ
る
と
」

と
あ
る
説
を
挙
げ
て
こ
こ
か
ら
論
究
を
展
開
し
て
い
ら
れ
る
。
蓋

し
真
俗
二
諦
は
安
心
起
行
の
関
係
と
し
て
理
解
せ
ら
れ
る
か
ら
、
 

こ
の
道
理
は
一
応
肯
定
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
し
自
然
必
然 

に
行
わ
れ
る
こ
と
と
、
有
意
作
用
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
は
厳 

密
に
区
別
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
俗
諦
の
教
は
既
に
我
々
の
有
意
作 

用
を
啓
発
せ
ん
が
為
で
あ
る
か
ら
、
真
諦
の
信
心
か
ら
自
然
必
然 

に
現
わ
れ
て
く
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
現
生
十
益
の
如
き
自 

然
必
然
に
獲
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
か
く
せ
ね
ば 

な
ら
ぬ
と
い
う
当
為
は
な
く
、
従
っ
て
冥
衆
護
持
已
下
の
一
々
は 

わ
れ
わ
れ
の
行
為
を
規
定
す
る
格
率
で
は
な
い
。
然
し
俗
諦
と
云 

わ
れ
る
も
の
の
内
容
は
、
真
諦
と
並
ん
で
嚴
然
た
る
教
と
し
て
説 

か
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
の
有
意
作
用
を
啓
発
せ
ん
が
為 

に
存
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
倫
理
道
徳
の
実
行
が
容
易
で
な
い 

よ
う
に
、
真
宗
俗
諦
の
実
行
も
亦
容
易
で
は
な
い
。
然
し
実
行
が 

困
難
で
容
易
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
実
行
し
な
く
て
も
よ
い
と 

い
う
こ
と
で
は
な
く
、
寧
ろ
困
難
な
る
が
故
に
、
少
し
で
も
実
行 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
全
に
近
ず
く
べ
き
で
あ
る
し
、
又
近
ず
か 

ね
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
す
る
人
が
あ
る
。
然
し
こ
こ
に
こ
そ
真
宗
の 

俗
諦
と
一
般
道
徳
と
を
区
別
す
べ
き
根
拠
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
先 

生
の
真
俗
二
諦
論
の
特
質
が
鮮
か
に
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

一
般
の
道
徳
で
は
存
在
を
当
為
に
高
め
る
と
こ
ろ
に
道
徳
的
実 

践
の
意
義
を
認
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、

一
歩
で
も
道
徳
的
理
想
に
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近
ず
く
べ
き
で
あ
っ
て
、
道
徳
の
立
場
は
常
に
「
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」 

と
い
う
立
場
を
と
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」 

の
で
あ
っ
て
、
意
志
の
自
由
と
い
う
こ
と
は
、
悪
を
止
め
て
善
を 

行
い
、
存
在
を
当
為
に
高
め
る
こ
と
が
常
に
可
能
で
あ
る
と
い
う 

立
場
を
と
る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
真
宗
の
俗
諦
は
も
と
真
諦
と 

並
び
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
存
在
の
不
安
が
あ 

る
は
ず
は
な
い
。

「
無
限
絶
対
の
妙
用
に
乗
托
し
て
、
任
運
に
法 

爾
に
此
の
現
前
の
境
遇
に
落
在
す
る
」
の
が
真
諦
で
あ
る
か
ら
で 

あ
る
。
従
っ
て
俗
諦
に
依
っ
て
そ
こ
に
加
う
べ
き
も
の
が
あ
る
は 

ず
は
な
い
。
却
っ
て
業
縁
が
あ
れ
ば
ど
ん
な
悪
事
を
犯
す
か
も
知 

れ
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
真
宗
俗
諦
の
趣
旨
は
道
徳
的
実
践
を
進 

め
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
却
っ
て
か
く
の
如
き 

道
徳
的
実
践
を
行
う
こ
と
が
如
何
に
至
難
で
あ
る
か
を
知
ら
し
め 

る
所
に
そ
の
趣
旨
が
あ
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
俗
諦
の
教
は
、
道
徳
的
実
践
の
行
い
難
い
こ
と
を
知
っ 

て
機
の
真
実
に
触
れ
、
そ
れ
に
依
て
宗
教
の
門
に
入
り
、
そ
の
真 

実
を
獲
得
す
る
に
到
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
絶
対
他
力
の
大
道
に
到 

る
最
も
深
い
障
碍
は
、
自
力
の
修
行
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
こ
と 

で
あ
る
。
こ
こ
に
自
力
の
修
行
と
い
う
の
は
、
最
も
一
般
的
に
は 

倫
理
道
徳
の
こ
と
で
あ
る
。

人
間
は
本
来
個
別
的
存
在
で
な
い
か
ら
倫
理
的
存
在
で
あ
り
、

又
、
わ
れ
わ
れ
の
現
実
は
自
他
の
相
対
関
係
を
離
れ
て
存
在
し
得 

ぬ
か
ら
、
そ
の
ま
ま
で
倫
理
的
現
実
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
道
徳
的 

可
能
性
に
対
す
る
執
着
ほ
ど
、
人
間
に
と
っ
て
離
れ
難
い
も
の
は 

な
い
。
然
も
倫
理
道
徳
は
そ
れ
を
真
面
目
に
実
践
し
よ
う
と
す
れ 

ば
す
る
ほ
ど
不
安
に
陥
り
、
遂
に
宗
教
の
門
に
入
る
の
で
あ
っ
て 

こ
の
こ
と
が
倫
理
道
徳
の
持
つ
深
い
意
味
で
あ
る
。 

而
し
て
真
宗
俗
諦
は
常
に
真
諦
門
を
開
示
す
べ
き
地
位
に
あ
る 

か
ら
、
そ
の
真
精
神
は
自
力
修
行
の
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
知
ら 

し
め
る
点
に
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
更
に
亦
他
力
の
安
心 

に
住
す
る
者
は
、
無
限
他
力
に
乗
托
す
る
と
い
っ
て
も
自
力
の
迷 

心
が
起
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
凡
て
が
如
来
の
大
悲
に
委 

ね
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
一
切
の
責
任
を
荷
負
せ
ら
れ
る
如
来
の
恩
徳
を
思
う 

と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
い
よ
い
よ
自
ら
進
ん
で
倫
理
道
徳
の
実
践
に 

還
ら
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
少
罪
を
も
犯
さ
じ
と
我 

に
還
れ
ば
ま
た
い
よ
い
よ
十
悪
五
逆
の
我
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
し 

め
ら
れ
る
。
こ
こ
に
「
至
心
信
楽
己
れ
を
忘
れ
て
、
無
行
不
成
の 

願
海
に
帰
す
」
と
い
う
態
度
に
立
ち
帰
る
の
で
あ
る
。 

さ
れ
ば
俗
諦
の
教
は
、
そ
の
実
行
の
出
来
難
い
為
に
、
愈
々
無 

限
大
悲
に
対
す
る
感
謝
の
念
を
深
か
ら
し
め
る
の
が
そ
の
目
的
で 

あ
る
。
こ
こ
に
真
俗
二
諦
の
相
依
を
説
か
れ
る
本
旨
が
あ
る
。
而
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も
か
く
の
如
く
真
諦
俗
諦
が
相
即
し
て
、
俗
諦
の
行
じ
難
き
を
知 

っ
て
真
諦
に
到
ら
し
め
ら
れ
、
真
諦
に
到
る
こ
と
に
於
い
て
俗
諦 

の
真
義
に
触
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
が
い
よ
い
よ
深
め
ら
れ
る 

に
到
れ
ば
、
俗
諦
の
行
い
難
い
こ
と
は
も
は
や
問
題
と
な
ら
ず
、
 

か
く
の
如
き
わ
れ
ら
を
無
限
の
大
悲
は
摂
取
し
て
捨
て
給
わ
ぬ
と 

そ
れ
を
喜
ぶ
以
外
に
何
物
も
な
い
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
故
に
俗
諦 

の
行
じ
難
き
を
煩
い
悩
む
も
の
を
見
て
は
そ
の
善
悪
に
縛
ら
れ
た 

迷
執
を
憐
む
と
共
に
、
自
身
の
安
住
を
喜
ぶ
の
で
あ
る
。 

そ
れ
故
に
俗
諦
の
教
に
あ
っ
て
は
、

一
般
道
徳
の
如
く
、
せ
ね 

ば
な
ら
ぬ
と
い
う
立
場
に
立
た
ぬ
か
ら
、
そ
れ
が
で
き
ぬ
と
い
う 

煩
悶
に
苦
し
む
こ
と
が
な
い
。
何
故
な
ら
、
俗
諦
を
行
ず
る
か
行 

じ
な
い
か
は
、
救
済
の
大
事
に
は
全
く
関
係
せ
ず
、
俗
諦
の
行
じ 

得
ぬ
こ
と
に
不
安
と
苦
悩
を
感
ず
る
の
で
な
く
、
た
だ
大
悲
の
前 

に
慚
愧
悲
傷
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

か
く
て
真
宗
に
於
け
る
俗
諦
の
教
は
、
真
諦
の
信
心
の
ほ
か
に 

実
践
的
な
規
定
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
即
ち
俗
諦
の
内
容
も 

単
に
こ
れ
を
提
と
い
い
、
仁
義
礼
智
信
の
五
常
と
す
る
が
如
き
は 

そ
の
為
で
あ
る
。
故
に
俗
諦
の
教
は
真
諦
の
信
心
を
裏
面
か
ら
感 

知
せ
し
め
る
も
の
で
、
俗
諦
の
教
に
よ
っ
て
積
極
的
に
人
道
を
守 

ら
し
め
、
ま
た
国
家
社
会
に
貢
献
す
る
も
の
で
も
な
い
の
で
あ 

る
。

以
上
の
要
旨
は
「
宗
教
的
道
徳(

俗
諦)

と
普
通
道
徳
と
の
交 

渉
」
に
あ
ら
わ
れ
た
先
生
の
最
も
晩
年
の
見
解
を
跡
づ
け
た
も
の 

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
「
宗
教
哲
学
骸
骨
」
以
来
一
貫
し
て
い 

る
真
俗
の
関
係
に
対
す
る
論
究
が
、
そ
の
帰
結
を
見
出
し
た
如
く 

に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
は
ニ
の
特
色
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の 

で
あ
っ
て
、

ー
は
宗
教
と
倫
理
と
の
間
に
横
た
わ
る
絶
対
的
断
絶
が
鮮
か
に 

画
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
宗
教
的
世
界
は
倫 

理
の
死
に
於
い
て
、
真
実
に
顕
現
す
る
の
で
あ
る
。

「
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
故
に' 

悪
を
も
お
そ
る
べ
か
ら
ず
、
本
願
を
さ
ま
た 

ぐ
る
ほ
ど
の
悪
な
き
が
故
に
」
と
い
う
『
歎
異
鈔
』
の
言
葉
は
、
 

最
も
深
く
真
諦
的
世
界
を
開
顕
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
清 

沢
先
生
の
論
考
に
明
確
に
せ
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
真
諦
的 

立
場
か
ら
云
え
ば
、
俗
諦
は
却
っ
て
本
願
の
信
知
に
導
く
役
目
を 

持
つ
の
で
あ
っ
て
、
俗
諦
の
趣
旨
が
倫
理
道
徳
の
行
じ
難
き
を
知 

ら
し
め
る
に
あ
る
と
云
わ
れ
た
所
以
で
あ
る
。

二
に
は
、
真
諦
的
世
界
は
明
ら
か
に
倫
理
の
世
界
を
超
え
て
い 

る
。
従
っ
て
俗
諦
の
教
は
真
俗
並
び
立
つ
限
り
に
於
い
て
、
単
な 

る
倫
理
道
徳
で
は
な
い
こ
と
が
明
確
に
せ
ら
れ
て
い
る
。
凡
そ
俗 

諦
の
誤
解
の
殆
ん
ど
が
恐
ら
く
こ
の
点
に
係
る
も
の
と
い
っ
て
い
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い
。
即
ち
倫
理
道
徳
は
意
志
の
自
由
に
基
い
て
存
在
を
当
為
に
高 

め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
常
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
立 

場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
俗
諦
は
か
く
の
如
き
立
場
で
は 

な
く
て
、
敢
て
云
う
な
ら
ば
「
せ
ず
に
い
ら
れ
ぬ
」
と
い
う
立
場 

に
立
つ
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
倫
理
の
二
重
性
と
も
云
う
べ
き
こ 

と
が
真
宗
の
俗
諦
に
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
真
宗
の
俗
諦 

に
あ
っ
て
は
、
為
す
べ
し
と
命
ず
る
格
率
は
ひ
と
つ
も
存
し
な 

い
。
た
だ
如
何
な
る
愚
悪
の
衆
生
を
も
捨
て
給
わ
ぬ
大
悲
に
感
泣 

し
て
、
少
罪
を
も
犯
さ
じ
と
俗
諦
の
実
践
を
勤
め
ず
に
い
ら
れ
ぬ 

の
み
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
こ
で
俗
諦
が
行
じ
得
る
か
否
か
は
別 

問
題
で
あ
っ
て
、
無
限
大
悲
の
智
慧
に
照
さ
れ
て
、
如
何
に
勤
め 

て
も
行
じ
得
ぬ
身
が
慚
愧
せ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
宗

教
的
世
界
と
し
て
の
真
諦
門
に
あ
っ
て
は
、
善
も
ほ
し
か
ら
ず
、
 

悪
も
恐
れ
な
し
で
倫
理
を
超
え
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
故
に
ま 

た
そ
の
倫
理
が
俗
諦
と
し
て
復
活
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
復 

活
し
た
倫
理
は
、
む
し
ろ
せ
ず
に
い
ら
れ
ぬ
と
い
う
心
境
か
ら
、
 

法
爾
自
然
に
行
修
せ
ら
れ
る
も
の
が
俗
諦
な
の
で
あ
る
。
而
も
そ 

の
場
合
、
せ
ず
に
い
ら
れ
ぬ
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
、
い
よ
い
よ 

何
れ
の
行
も
及
び
難
き
身
が
悲
傷
せ
ら
れ
、
そ
こ
に
無
限
大
悲
の 

摂
取
が
深
く
喜
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
真
俗
二
諦
の
相
依
的 

関
係
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
倫
理
の
二
重
性
は 

ま
た
要
門
力
ら
弘
願
へ
の
転
入
の
論
理
と
し
て
も
領
解
せ
ら
れ
る 

の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
明
か
に
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
清
沢
先
生
の 

真
俗
二
諦
論
の
特
色
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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