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宗
教
哲
学
の
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題
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辺
・
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哲
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介
し
て
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1新しい宗教哲学の問題

　
哲
学
と
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
語
源
か
ら
は
智
慧
を
愛
す
る
（
O
葛
＋
8
旨
）

こ
と
と
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
（
プ
ラ
ト
ン
著
の
『
饗
宴
』
の

中
で
語
ら
れ
て
い
る
）
エ
ロ
ス
論
に
よ
れ
ば
、
哲
学
の
根
本
に
は
、
美
自
体
と

し
て
の
イ
デ
ア
そ
の
も
の
へ
と
無
限
に
接
近
し
よ
う
と
す
る
、
留
ま
る
こ
と
を

知
ら
ぬ
愛
が
潜
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
、
現
代
に
お
い
て
は
、
哲
学

と
は
、
一
般
的
に
は
、
反
省
の
立
場
、
、
反
省
の
記
述
の
立
場
、
思
索
の
立
場
、

説
明
の
立
場
、
理
性
の
立
場
、
無
限
に
智
慧
を
愛
し
て
止
ま
ぬ
立
場
、
諸
科
学

や
諸
生
活
領
域
を
基
礎
づ
け
る
立
場
等
々
の
定
義
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
よ
う
と

し
て
き
て
い
る
。

　
し
か
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
後
ヘ
ー
ゲ
ル
に
至
る
ま
で
の
二
千
数
百
年
に

亘
る
哲
学
の
歴
史
の
中
で
、
哲
学
は
智
慧
へ
の
愛
で
は
な
く
し
て
知
識
へ
の
愛

と
変
わ
り
、
、
思
索
で
は
な
く
し
て
既
成
の
諸
哲
学
の
学
説
の
単
な
る
暗
唱
に
変

わ
り
、
実
質
的
に
は
、
諸
学
問
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
も
説
明
す
る
こ
と
も
で
き

ず
し
て
単
に
一
科
学
で
あ
る
こ
と
に
甘
ん
ず
る
他
な
い
程
に
な
っ
て
き
た
。
実

践
理
性
の
優
位
を
主
張
し
た
カ
ン
ト
や
十
九
世
紀
の
哲
学
者
ニ
ー
チ
ェ
や
二
十

世
紀
に
活
躍
し
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
除
け
ば
、
西
欧
の
哲
学
者
は
こ
の
よ
う
な

哲
学
的
状
況
の
中
で
過
ご
し
て
き
て
い
る
。
二
十
世
紀
の
主
と
し
て
欧
米
で
の

こ
の
よ
う
な
哲
学
的
状
況
の
中
で
日
本
に
新
た
に
独
創
的
な
も
の
と
し
て
出
て

き
た
西
田
・
田
辺
・
西
谷
（
一
般
的
に
は
、
外
部
か
ら
は
京
都
学
派
と
名
づ
け

ら
れ
て
い
る
）
の
哲
学
は
、
い
わ
ば
こ
の
哲
学
的
状
況
に
対
決
す
る
も
の
と
し

て
出
て
き
て
い
る
と
理
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
　
（
以
下
、
敬
称
略
）
。

　
西
田
幾
多
郎
（
一
Q
o
刈
O
i
一
㊤
轟
㎝
）
、
田
辺
元
ρ
。
。
。
。
㎝
1
一
8
卜
。
）
そ
し
て
西
谷
啓

治
（
一
Φ
8
⊥
⑩
⑩
O
）
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
西
欧
の
哲
学
と
対
決
し
、
世
界

に
通
用
す
る
新
た
な
宗
教
哲
学
を
樹
立
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
日
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本
の
三
哲
学
者
た
ち
は
、
哲
学
の
内
容
に
お
い
て
も
、
ま
た
生
存
中
の
師
弟
関

係
に
お
い
て
も
、
相
互
に
深
い
関
係
の
内
に
あ
る
。
彼
ら
三
人
は
、
他
の
諸
科

学
と
並
ぶ
一
科
学
（
ω
O
一
Φ
昌
6
①
）
と
し
て
の
哲
学
を
既
成
の
哲
学
と
し
て
認
め

な
が
ら
も
、
他
方
で
は
、
諸
科
学
を
根
拠
づ
け
、
基
礎
づ
け
、
説
明
し
、
反
省
し
、

且
つ
そ
れ
ら
全
体
を
連
関
づ
け
る
こ
と
の
で
き
る
新
し
い
哲
学
と
し
て
の
宗
教

哲
学
を
樹
立
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
と
理
解
さ
れ
得
る
。

　
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
哲
学
が
反
省
・
説
明
す
べ
き
は
マ
心
霊
上
の
事
実

と
し
て
の
宗
教
」
で
あ
る
こ
と
が
明
白
に
さ
れ
、
哲
学
は
そ
の
反
省
・
説
明
の

役
割
を
担
う
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
諸
科
学
や
世
界
の
一

切
の
出
来
事
は
、
個
で
あ
る
と
同
時
に
類
と
も
一
に
成
り
立
っ
て
い
る
自
己
に

お
け
る
宗
教
的
経
験
と
し
て
の
「
純
粋
経
験
」
か
ら
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
田
辺
哲
学
に
お
い
て
は
、
哲
学
は
、
数
学
、
物
理
学
、
科
学
哲

学
に
次
ぐ
学
問
領
域
（
形
而
上
学
な
い
し
は
存
在
論
）
で
あ
り
、
更
に
倫
理
学
、

歴
史
学
、
芸
術
学
（
美
学
）
、
政
治
学
等
々
の
諸
学
が
探
究
さ
れ
、
研
究
さ
れ

た
後
に
、
こ
れ
ら
の
諸
科
学
が
突
破
さ
れ
て
開
か
れ
て
く
る
宗
教
哲
学
な
い
し

は
神
学
の
開
け
へ
と
、
転
換
し
て
い
く
。
つ
ま
り
、
哲
学
の
織
田
に
よ
っ
て
哲

学
自
身
が
生
ま
れ
変
わ
る
の
で
あ
る
（
俄
皇
道
と
し
て
の
哲
学
の
誕
生
）
。
こ

れ
に
次
ぐ
西
谷
哲
学
に
お
い
て
は
、
宗
教
は
実
在
の
実
在
的
自
覚
と
理
解
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
哲
学
は
、
諸
学
問
領
野
の
み
な
ら
ず
、
人
間
の
実
存
に
纏
わ
る

生
活
領
域
を
も
含
む
問
題
に
係
わ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
由
、

責
任
、
悪
、
自
我
の
み
な
ず
、
不
安
、
絶
望
、
罪
、
罪
意
識
等
々
や
こ
れ
ら
に

起
因
し
た
り
、
ま
た
こ
れ
ら
か
ら
帰
結
し
て
く
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
を
究
明

し
な
が
ら
哲
学
が
、
田
辺
に
お
け
る
如
く
真
に
哲
学
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
、

か
つ
西
田
に
お
け
る
如
く
、
何
ら
か
の
第
一
原
因
か
ら
す
べ
て
を
説
明
し
う
る

た
め
に
、
各
時
代
の
絶
え
る
こ
と
な
き
新
た
な
る
問
題
に
取
り
組
ま
ざ
る
を
得

な
い
こ
と
を
世
界
に
示
し
、
且
つ
そ
の
哲
学
的
究
明
を
正
に
実
際
に
書
物
や
生

活
を
通
し
て
示
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
、

以
下
詳
し
く
論
じ
て
い
き
た
い
。

1
、
西
田
幾
多
郎
、
田
辺
元
、
西
谷
啓
治
に
お
け
る
宗
教
と
哲
学

　
a
、
西
田
幾
多
郎
に
お
け
る
宗
教
と
哲
学

　
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
西
田
に
お
い
て
は
、
宗
教
と
は
マ
心
霊
上
の
事
実
」

で
あ
り
、
哲
学
は
そ
の
説
明
な
い
し
は
反
省
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

西
田
に
お
け
る
宗
教
的
経
験
と
し
て
の
マ
心
霊
上
の
事
実
」
は
、
　
「
純
粋
経
験
」

と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
西
田
に
お
け
る
心
霊
上
の
事
実
が
表
現
さ
れ
た
も
の
と

し
て
の
「
純
粋
経
験
」
と
は
、
未
だ
主
も
な
く
客
も
な
い
、
　
「
色
を
見
、
音
を

聞
く
刹
那
」
　
（
1
）
の
そ
の
ま
ま
の
状
態
を
い
う
。
こ
の
経
験
は
、
仏
教
の
表

現
を
借
り
れ
ば
、
　
「
天
地
同
根
、
万
物
一
体
」
　
（
2
）
と
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」

（
3
）
の
両
方
を
同
時
的
に
経
験
し
た
時
の
表
現
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
自
己
は
、
一
方
で
は
、
天
地
と
同
根
で
万
物
と
一
体
で
あ
る
と
い
う
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万
物
の
平
等
の
経
験
と
、
他
方
で
は
、
万
物
と
平
等
で
あ
り
な
が
ら
も
絶
対
の

中
心
で
あ
る
と
い
う
自
己
の
独
自
性
、
中
心
性
の
経
験
が
同
時
的
に
表
現
さ
れ

た
も
の
が
「
純
粋
経
験
」
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
西
田
に
お
け
る
宗
教
的
経
験
σ
原
事
実
は
、
上
記
の
よ
う
に
「
純
粋
経
験
」

と
表
現
さ
れ
、
哲
学
は
、
こ
の
事
実
と
し
て
の
「
純
粋
経
験
が
唯
一
の
実
在
で

あ
る
」
と
い
う
自
覚
で
も
っ
て
、
す
べ
て
を
説
明
し
、
反
省
す
る
こ
と
で
あ
る
。

西
田
に
お
け
る
、
W
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
影
響
下
で
の
「
純
粋
経
験
」
と
い
う
宗

教
経
験
の
表
現
は
、
そ
の
後
、
フ
ィ
ヒ
テ
（
一
刈
Φ
N
l
一
〇
。
置
）
の
事
行
（
司
。
費
5
阜

ぎ
5
0
q
）
を
ヒ
ン
ト
に
し
て
、
純
粋
意
志
と
表
現
し
直
さ
れ
、
更
に
、
後
者
は
、

プ
ラ
ト
ン
の
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
の
ト
ポ
ス
（
8
ロ
。
ω
）
を
参
考
に
し
て
、
絶
対
無

の
「
場
所
」
と
表
現
さ
れ
直
さ
れ
る
。
宗
教
経
験
で
あ
る
原
事
実
と
し
て
の
純

粋
経
験
は
、
絶
対
無
の
場
所
に
お
い
て
初
め
て
可
能
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
の
絶
対
無
の
場
所
と
は
、
こ
の
現
象
界
に
何
か
あ
る
特
別
な
空
間
的

な
場
所
が
あ
る
と
言
う
意
味
で
め
場
所
で
は
な
く
、
思
考
や
経
験
を
規
定
す
る

枠
組
み
が
絶
対
無
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
絶
対
無
と
は
、
先
ず
「
絶
対
」

の
意
味
は
、
対
を
絶
す
る
だ
け
で
は
な
く
「
絶
対
の
自
己
否
定
」
を
、
無
は
永
遠
．

普
遍
に
し
て
不
変
な
る
如
何
な
実
体
的
な
も
の
も
そ
こ
に
は
認
め
ら
れ
な
い
「
開

け
」
を
意
味
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
う
る
。
ま
た
、
絶
対
の
自
己
否
定
を
本
質

と
す
る
一
々
の
個
物
に
よ
っ
て
充
溢
し
て
い
る
無
限
大
の
球
と
も
理
解
さ
れ
る

こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
主
流
の
哲
学
に
見
ら

れ
た
思
考
の
枠
組
み
と
し
て
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
理
解
さ
れ
る
相
対
有
、
相
対
無
、

絶
対
有
、
虚
無
（
こ
の
世
に
生
き
る
自
己
を
支
え
る
超
越
的
な
次
元
が
否
定
さ

れ
て
い
る
一
切
の
あ
り
方
）
を
突
破
し
た
開
け
、
そ
れ
も
「
絶
対
無
の
開
け
」

（
4
）
が
、
い
わ
ば
枠
無
き
枠
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
開
け
で
あ
る
。
絶
対
無

の
場
所
は
、
華
厳
経
の
中
に
出
て
く
る
「
因
陀
羅
の
網
」
の
讐
え
（
5
）
に
よ

っ
て
、
最
も
容
易
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、

網
全
体
と
見
な
さ
れ
う
る
絶
対
無
の
場
所
と
、
網
の
目
に
あ
る
無
数
の
宝
珠
と

見
な
さ
れ
う
る
現
象
界
の
一
々
の
個
物
と
は
、
相
互
に
絶
対
に
相
違
す
る
事
柄

で
あ
る
に
も
係
わ
ら
ず
、
一
な
る
網
と
こ
の
網
が
そ
れ
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る

網
の
目
の
宝
珠
の
無
数
の
多
と
は
、
根
源
的
に
は
自
己
同
一
的
（
6
）
に
成
り

立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
宗
教
的
経
験
と
し
て
の
原
事
実
は
、
　
「
絶
対
無
の
場
所
」
に
お
い
て
可
能
で

あ
る
こ
と
が
、
西
田
に
お
い
て
明
ら
に
さ
れ
た
後
、
こ
の
「
場
所
」
の
概
念
は
、

「
弁
証
法
的
一
般
的
」
と
具
体
的
に
表
現
さ
れ
直
さ
れ
る
。
更
に
、
こ
の
表
現

は
「
行
為
的
直
観
」
と
直
接
化
さ
れ
、
こ
れ
も
、
最
後
的
に
は
、
ポ
イ
エ
ー
シ

ス
の
世
界
、
歴
史
的
実
在
の
世
界
と
表
現
し
直
さ
れ
た
。
以
上
の
よ
う
な
表
現

の
深
ま
り
は
、
心
霊
上
の
事
実
と
し
て
の
宗
教
が
、
そ
の
説
明
を
役
目
と
す
る

哲
学
に
よ
っ
て
、
各
々
の
個
の
自
己
の
自
覚
と
世
界
の
自
覚
に
お
い
て
深
め
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
己
の
自
覚
と
世
界
の
自
覚
と
か
ら
成
り
立
つ

自
覚
が
深
め
ら
れ
る
と
、
宗
教
的
原
経
験
は
更
に
深
め
ら
れ
、
こ
の
深
化
は
再
度
、
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自
覚
を
深
め
、
こ
の
相
互
の
深
め
合
い
は
何
処
ま
で
も
続
く
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
宗
教
の
原
経
験
が
根
源
と
な
っ
て
、

こ
れ
を
説
明
す
る
哲
学
は
、
こ
の
説
明
、
反
省
に
よ
っ
て
宗
教
的
原
経
験
を
自

覚
的
に
深
め
、
深
め
ら
れ
た
宗
教
的
自
覚
は
更
に
深
い
表
現
を
要
求
す
る
と
い
う
、

い
わ
ば
循
環
的
な
、
宗
教
と
哲
学
と
の
相
互
の
深
め
合
う
関
係
が
成
り
立
っ
て

い
る
。
西
田
に
お
け
る
以
上
の
宗
教
と
哲
学
の
連
関
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
べ

き
こ
と
は
、
宗
教
と
哲
学
が
そ
こ
か
ら
可
能
と
な
る
新
し
い
思
考
の
基
礎
と
し

て
の
絶
対
無
が
、
実
在
の
「
お
い
て
あ
る
場
所
」
と
し
て
明
白
に
表
現
さ
れ
、

新
し
い
↓
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
絶
対
無
が
神

と
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
上
、
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
の
コ
絶

対
無
の
場
所
」
に
お
い
て
は
、
一
な
る
世
界
で
あ
る
宗
教
の
世
界
と
個
物
か
ら

成
り
立
つ
多
の
世
界
と
が
、
対
象
論
理
的
に
見
れ
ば
、
相
互
に
全
く
矛
盾
し
対

立
す
る
世
界
で
あ
る
に
も
係
わ
ら
ず
、
身
体
的
自
己
（
つ
ま
り
、
個
と
し
て
の

自
己
）
に
お
い
て
は
、
相
動
的
に
、
つ
ま
り
、
自
己
同
一
的
に
成
り
立
っ
て
い

る
こ
と
に
注
意
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
b
、
田
辺
元
に
お
け
る
宗
教
と
哲
学

　
西
田
に
お
い
て
は
、
宗
教
は
哲
学
の
い
わ
ば
始
原
で
あ
る
と
す
ら
語
ら
れ
得

る
の
に
対
し
て
、
田
辺
に
お
い
て
は
、
宗
教
は
、
哲
学
を
含
め
た
諸
科
学
が
最

終
的
に
俄
悔
（
理
性
の
死
）
に
よ
っ
て
そ
こ
へ
と
突
破
し
て
行
く
宗
教
哲
学
の

絶
対
の
無
限
の
開
け
の
場
と
見
な
さ
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
哲
学
は
、
諸
科
学
と
共
に
理
性
の
死
、
哲
学
の
幟
悔
に
よ
っ
て
宗
教

哲
学
へ
と
生
ま
れ
変
わ
っ
て
、
再
生
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

従
っ
て
、
一
学
問
と
し
て
の
哲
学
の
死
に
よ
っ
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
宗
教
哲
学

と
し
て
の
哲
学
に
よ
っ
て
、
諸
科
学
も
、
新
た
な
る
次
元
で
受
取
り
直
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

　
田
辺
自
身
が
書
い
て
い
る
三
角
形
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
た
学
問
体
系
に
よ
れ
ば
、

底
辺
に
は
認
識
論
（
自
然
学
）
、
形
而
上
学
（
存
在
学
）
、
倫
理
学
が
、
ま
た

底
辺
の
両
端
か
ら
頂
点
に
至
る
中
点
に
は
、
歴
史
哲
学
と
美
学
（
芸
術
学
）
が
、

更
に
三
角
形
の
中
心
に
は
政
治
哲
学
が
お
か
れ
、
頂
点
に
は
宗
教
哲
学
（
神
学
）

が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
田
辺
自
身
、
数
学
や
物
理
学
か
ら
学
問
を
学
び
始
め
、

や
が
て
は
全
学
問
を
学
び
、
最
後
的
に
は
、
理
性
の
死
に
よ
っ
て
、
生
の
存
在

学
を
も
捨
て
て
、
死
の
弁
証
法
に
従
う
。
哲
学
は
新
た
に
宗
教
哲
学
と
し
て
再

生
し
、
哲
学
は
い
わ
ば
宗
教
哲
学
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
田
辺
に
お
い
て
は
、
宗
教
と
は
理
性
の
死
に
よ
っ
て
哲

学
の
俄
悔
を
可
能
な
ら
し
め
、
更
に
宗
教
哲
学
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
を

可
能
な
ら
し
め
る
力
と
理
解
さ
れ
う
る
。
田
辺
自
身
は
自
ら
を
「
成
り
つ
つ
あ

る
キ
リ
ス
ト
者
」
　
（
≦
①
「
α
①
昌
ユ
O
「
　
畠
O
げ
臥
ω
什
）
と
特
徴
づ
け
て
い
る
。
日
々
に
死

し
て
蘇
る
者
と
し
て
、
田
辺
の
生
き
方
は
「
成
り
つ
つ
あ
る
キ
リ
ス
ト
者
」
と

し
て
生
き
る
こ
と
に
最
も
相
応
し
い
宗
教
者
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
田
辺
に
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と
っ
て
は
、
理
性
が
死
ぬ
前
の
（
つ
ま
り
哲
学
が
俄
事
す
る
以
前
の
）
哲
学
は
、

諸
科
学
に
並
ぶ
一
科
学
で
し
か
あ
り
え
ず
、
究
極
的
に
は
哲
学
は
哲
学
に
死
し

て
新
た
に
宗
教
哲
学
と
し
て
の
哲
学
に
生
ま
れ
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
田
辺
に
お
け
る
一
科
学
と
し
て
の
哲
学
と
、
こ
の
哲
学
が
理
性
に
死

し
て
再
生
し
た
宗
教
哲
学
と
の
決
定
的
相
違
は
、
後
者
に
お
い
て
は
、
絶
対
無

が
愛
と
し
て
開
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
前
者
に
お
い
て
は
絶
対
無
の
場
は

開
か
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
西
田
と
の
相
違
は
、
絶
対
無
に
お
い

て
も
田
辺
は
絶
対
無
の
媒
介
で
は
な
く
、
　
「
種
」
に
属
す
る
も
の
の
絶
対
媒
介

（
7
）
を
考
察
の
中
に
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
宗
教
哲
学
の
一
の

世
界
と
現
象
界
の
個
物
か
ら
な
る
多
の
世
界
と
の
相
即
性
が
「
行
」
に
よ
っ
て

先
ず
体
得
、
体
認
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
一
（
類
）

と
多
（
個
）
と
の
中
間
に
位
置
す
る
「
種
」
　
（
呂
8
凶
。
の
）
の
媒
介
に
よ
っ
て
、

一
な
る
類
と
個
か
ら
な
る
多
を
形
成
す
る
一
々
の
個
と
の
相
即
性
が
初
め
て
可

能
と
な
る
。
疎
外
態
と
し
て
の
種
の
段
階
に
位
置
す
る
も
の
が
、
俄
悔
に
よ
っ

て
（
つ
ま
り
、
理
性
が
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
）
、
一
と
多
と
の
相
即
性
が
成
り

立
つ
の
で
あ
る
。

　
田
辺
に
お
け
る
宗
教
と
哲
学
と
の
連
関
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、

M
・
ハ
イ
デ
ッ
ー
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
西
欧
の
主
流
の
形
而
上
学
の

考
え
方
の
根
本
で
あ
っ
た
「
生
の
存
在
学
」
を
「
死
の
弁
証
法
」
へ
と
転
換
さ
せ
、

そ
こ
に
哲
学
の
本
来
的
あ
り
方
と
し
て
の
宗
教
哲
学
を
樹
立
し
た
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
と
関
連
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
田
辺
は
、
一
科
学
と

し
て
の
哲
学
の
俄
悔
に
よ
っ
て
「
哲
学
と
は
何
か
」
と
い
う
哲
学
そ
の
も
の
の

使
命
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
田
辺
に
お
け
る
以
上
の
種
を
要
と
し
た
絶
対
媒
介
の
「
種
の
論
理
」
で
特

徴
付
け
ら
れ
る
哲
学
は
、
類
と
個
と
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
を
要
と
し
た
西

田
の
絶
対
無
の
場
所
の
論
理
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
西
田
哲
学
に
対
す
る

批
判
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
c
、
西
谷
啓
治
に
お
け
る
宗
教
と
哲
学

　
西
谷
啓
治
に
お
い
て
は
、
宗
教
は
、
　
「
実
在
の
実
在
的
自
覚
」
と
理
解
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
彼
に
お
い
て
は
、
哲
学
は
、
田
辺
に
お
い
て
「
戦
軌
道
と
し

て
の
哲
学
」
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
宗
教
哲
学
と
な
る
べ
き
で
あ
る
と
理
解

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
哲
学
の
機
影
以
前
の
一
科
学
と
し
て
の
哲
学
で
し
か

あ
り
え
な
い
、
西
欧
の
伝
統
的
な
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
を
経
て
、
初
め
て

哲
学
は
こ
の
形
而
上
学
の
始
原
（
胃
島
ρ
R
昌
9
0
ご
3
）
へ
と
突
破
し
て
行
か

ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
自
覚
し
う
る
と
い
う
立
場
に
、
西
谷
は
立
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
西
谷
が
一
九
三
七
1
一
九
三
九
年
に
ド
イ
ツ
に
留
学
し
、
そ
の

間
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
出
会
い
、
こ
の
出
会
い
の
中
で
形
而
上
学
の
克
服
の
思

索
が
深
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
。
西
谷
に

お
い
て
は
、
一
科
学
と
し
て
の
哲
学
や
西
欧
の
伝
統
的
な
形
而
上
学
と
し
て
の
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哲
学
の
克
服
が
、
哲
学
の
根
本
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一

科
学
と
し
て
の
哲
学
が
、
そ
の
以
前
と
以
後
を
も
含
む
宗
教
哲
学
と
し
て
の
哲

学
へ
と
、
生
ま
れ
変
わ
る
べ
き
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
受
け
取
ら
れ
う
る
。

　
西
谷
の
初
期
の
思
想
の
代
表
的
な
論
文
で
あ
る
「
ニ
イ
チ
ェ
の
ツ
ァ
ラ
ツ
ス

ツ
ラ
と
マ
イ
ス
タ
i
．
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
」
に
お
い
て
は
、
ニ
ー
チ
ェ
や
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
根
源
的
主
体
性
が
、
彼
の
哲
学
の
中
心
問
題
と

な
っ
て
い
．
る
。
ニ
ー
チ
ェ
と
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
根
源
的
主

体
性
は
、
　
「
超
自
然
的
啓
示
」
　
（
こ
れ
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
で
は
神
も
突
破
さ

れ
た
神
性
の
無
の
開
示
で
あ
り
、
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
は
「
同
じ
も
の
の
永
劫

回
帰
」
と
「
力
へ
の
意
志
」
を
要
と
す
る
「
超
人
」
の
思
想
の
閃
き
）
と
人
間

に
お
け
る
「
自
然
な
理
性
」
と
の
対
立
が
、
　
「
生
の
弁
証
法
」
　
（
8
）
に
お
い

て
超
脱
さ
れ
る
い
る
開
け
で
あ
る
と
、
西
谷
に
お
い
て
は
理
解
さ
れ
て
い
る
。

此
の
事
実
か
ら
も
容
易
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
西
谷
に
お
い
て
は
、
哲
学
は
、

「
生
の
弁
証
法
」
を
介
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
同
じ
こ
と
が
、
　
「
空
」
の
哲
学
を
樹
立
し
た
西
谷
哲
学
の
後
半
期

の
主
著
で
あ
る
『
宗
教
と
は
何
か
』
の
中
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
　
「
空
」

は
、
生
き
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

こ
と
の
う
ち
に
。

　
西
欧
で
三
千
年
近
く
も
、
哲
学
と
見
な
さ
れ
て
き
た
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
、

つ
ま
り
他
の
諸
科
学
に
並
ぶ
一
科
学
と
し
て
の
哲
学
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
現

代
に
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
不
可
能
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
が
語
っ
た
よ
う
に
、
形
而
上
学
の
根
源
、
始
原
に
は
届
く
こ
と
の
で
き
な
い

形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
は
、
　
「
有
そ
の
も
の
の
歴
史
」
　
（
盛
o
O
①
ω
〇
三
6
巨
。

〈
o
ヨ
　
Q
。
①
冒
　
ω
o
ま
ω
樽
）
と
し
て
辿
ら
れ
て
き
た
必
然
的
な
「
有
の
歴
史
」
　
（

留
ぎ
ω
σ
q
①
。
。
o
露
。
罧
Φ
）
の
一
部
で
あ
っ
て
、
こ
の
有
の
歴
史
と
し
て
の
形
而
上
学

の
約
三
千
年
の
歴
史
を
経
た
現
在
に
し
て
、
初
め
て
「
有
の
忘
却
の
歴
史
」
と

し
て
の
形
而
上
学
の
歴
史
を
自
覚
で
き
る
と
こ
ろ
ま
で
、
　
「
有
の
歴
史
」
が
展

開
さ
れ
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
二
十
世
紀
の
「
絶
対
無
」
を
媒
介
と
し
た
西
田
の
「
絶
対
無
の
哲
学
」
、
田

辺
の
種
の
絶
対
否
定
を
介
し
た
絶
対
媒
介
を
基
礎
と
し
た
「
俄
悔
道
と
し
て
の

哲
学
」
、
そ
し
て
「
生
の
弁
証
法
」
を
介
し
た
「
自
体
」
な
い
し
は
「
如
」
の

立
場
を
基
礎
と
し
た
西
谷
の
「
空
の
哲
学
」
の
樹
立
は
、
西
欧
に
お
け
る
約
三

千
年
に
わ
た
る
有
そ
の
も
の
の
忘
却
の
形
而
上
学
が
自
覚
さ
れ
て
、
初
め
て
可

能
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
科
学
と
し
て
の
哲
学
な
い
し
は
単
な
る
理
性
を
絶
対
視
す
る
形
而
上
学
と

し
て
の
哲
学
は
、
反
省
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
二
十
世
紀

末
の
現
在
に
至
る
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
形
で
主
張
さ
れ
続
け
て
き
て
い
る
。
一
科

学
と
し
て
の
哲
学
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
形
而
上
学
へ
の
批
判
は
、
カ
ン
ト
や
キ

ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
主
と
し
て
、
悟
性
中
心
の
哲

学
へ
の
反
省
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
本
質
（
o
ω
ω
o
鵠
餓
”
）
か
ら
実
践
や
実
存
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（
Φ
×
凶
。
・
8
昌
梓
芭
へ
の
哲
学
の
視
点
の
転
換
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル

に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
た
思
弁
哲
学
の
要
で
あ
る
精
神
を
、
物
質
に
変
換
し
た
マ

ル
ク
ス
の
唯
物
論
も
、
同
種
の
批
判
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
と
理
解
さ
れ
る
。
更
に
、

ニ
ー
チ
ェ
を
代
表
と
す
る
「
生
の
哲
学
」
に
携
わ
る
人
々
に
よ
る
、
本
質
、
実
存
、

物
質
を
中
心
と
し
た
哲
学
や
自
然
科
学
の
破
壊
的
力
を
回
避
し
て
の
「
生
の
哲
学
」

へ
の
転
換
も
、
同
種
の
批
判
に
関
連
し
て
生
ま
れ
て
き
た
も
の
と
し
て
挙
げ
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
　
「
生
の
哲
学
」
か
ら
、
有
の
歴
史
の
い
わ
ば
習
熟
を
基
礎
と

し
て
、
有
そ
の
も
の
の
究
明
の
哲
学
を
樹
立
し
よ
う
と
試
み
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

に
対
し
て
、
日
本
の
哲
学
者
の
西
田
、
、
田
辺
、
西
谷
の
三
哲
学
者
は
対
決
を
試
み
、

絶
対
無
の
哲
学
の
樹
立
を
試
み
て
い
る
。

西
田
は
真
の
哲
学
を
絶
対
無
の
宗
教
哲
学
と
し
て
直
接
に
示
し
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
田
辺
と
西
谷
は
、
ド
イ
ツ
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
研
究
室
に
留
学
し

て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
哲
学
と
は
一
体
何
で
あ
る
か
を
、
そ
れ
ぞ
れ
反
省
し
、

究
明
し
つ
つ
哲
学
し
て
い
る
。
西
田
は
、
　
「
純
粋
経
験
」
を
要
と
し
た
『
善
の

研
究
』
　
（
H
⑩
一
一
）
を
公
表
し
た
の
ち
、
絶
対
無
の
場
所
の
考
え
を
論
文
「
場
所
」

　
（
9
）
に
打
ち
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
『
有
と
時
』

　
（
⑦
馬
篤
醤
畿
旨
職
昏
画
肺
燭
一
㊤
N
刈
）
よ
り
も
二
年
程
早
く
、
ま
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
形

而
上
学
と
は
何
か
」
　
（
一
⑩
N
ゆ
）
の
序
文
（
一
⑩
お
）
よ
り
も
二
十
四
年
程
も
早
い

の
で
あ
る
（
1
0
）
。
こ
の
よ
う
な
西
田
の
弟
子
で
あ
る
田
辺
と
西
谷
に
し
て
初

め
て
、
西
田
の
絶
対
無
の
新
し
い
宗
教
哲
学
と
し
て
の
哲
学
が
、
田
辺
に
お
い

て
は
「
繊
近
道
と
し
て
の
哲
学
」
へ
と
、
ま
た
西
谷
に
お
い
て
は
「
空
の
哲
学
」

へ
と
展
開
さ
れ
得
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
西
谷
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
や
ニ
ー
チ
ェ
に
見
ら
れ
る
如
き
「
生
の
弁
証
法
」

を
介
し
て
、
初
め
て
二
十
世
紀
や
二
十
一
世
紀
に
耐
え
得
る
哲
学
が
生
ま
れ
る

と
理
解
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
西
谷
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
や
ニ
ー
チ
ェ
に
見

出
し
た
「
生
の
弁
証
法
」
は
、
こ
れ
ら
二
人
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
田
辺
や

西
谷
自
身
の
生
き
る
姿
の
中
に
も
見
ら
れ
る
弁
証
法
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
前

者
の
田
辺
の
「
着
発
道
と
し
て
の
哲
学
」
は
、
正
に
そ
の
心
身
一
如
の
思
索
と

い
う
「
生
の
弁
証
法
」
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
新
し
い
哲
学
と
し
て
の
宗
教

哲
学
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
後
者
の
西
谷
の
空
の
哲
学
に
基
づ
い
た
主

著
で
あ
る
『
宗
教
と
は
何
か
』
や
論
文
「
般
若
と
理
性
」
等
は
、
西
谷
の
「
生

の
弁
証
法
」
と
し
て
生
き
ら
れ
て
い
た
「
空
の
生
活
」
の
中
か
ら
、
田
辺
の
死

の
弁
証
法
を
も
更
に
「
自
体
」
の
立
場
へ
と
超
脱
し
た
「
弁
証
法
の
弁
証
法
」

（
1
1
）
と
し
て
の
、
い
わ
ば
宗
教
哲
学
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
西
谷

の
宗
教
哲
学
は
、
　
「
宗
教
と
は
何
か
」
と
い
う
、
哲
学
そ
の
も
の
へ
の
反
省
を

含
ん
だ
哲
学
、
即
ち
、
　
「
哲
学
の
哲
学
」
　
（
『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
第
九
巻
二

二
四
頁
参
照
）
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
西
谷
に
お
け
る
宗
教
哲
学
と
し
て
の
新
し
い
哲
学
に
お
い
て
は
、
先
ず
一
人

ひ
と
り
の
人
間
が
「
生
の
弁
証
法
」
に
お
い
て
生
き
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
一
度
は
一
科
学
と
し
て
の
哲
学
を
学
ぶ
こ
と
も
要
請
さ
れ
る
。
そ
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し
て
、
こ
の
一
科
学
と
し
て
の
哲
学
の
不
徹
底
さ
（
本
来
的
な
哲
学
の
始
原
に

す
ら
到
達
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
）
が
自
覚
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
哲
学

は
既
に
一
科
学
と
し
て
の
哲
学
で
は
な
い
、
い
わ
ば
哲
学
の
始
原
の
内
で
、
　
「
も

う
一
つ
の
、
別
の
思
索
」
で
あ
る
「
非
思
量
の
思
量
」
　
（
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
で
は
、

も
う
一
つ
の
別
の
思
量
は
詩
作
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
例
え
ば
、
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン

的
な
詩
の
世
界
と
理
解
さ
れ
て
い
る
）
の
世
界
と
し
て
の
哲
学
の
世
界
が
、
つ

ま
り
西
谷
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
宗
教
哲
学
」
の
世
界
が
、
開
け
る
。
西
谷
哲
学

の
後
半
期
の
用
語
に
従
え
ば
、
　
「
生
の
弁
証
法
」
に
生
き
る
人
間
の
個
の
自
己

の
段
階
は
、
一
科
学
と
し
て
の
哲
学
を
哲
学
と
見
な
す
場
合
に
は
、
哲
学
以
前

の
世
界
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
哲
学
の
内
で
、
哲
学
の
不
徹
底
さ
が
自
覚
さ
れ
、

西
欧
の
伝
統
的
な
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
の
始
原
へ
の
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に

お
け
る
よ
う
な
退
歩
が
行
ぜ
ら
れ
る
や
否
や
、
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
は
、

脱
却
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
脱
却
に
よ
っ
て
開
け
る
開
け
ば
、
も
う
一
つ
の

別
の
思
索
で
あ
る
「
非
思
量
の
思
量
」
　
（
1
2
）
に
よ
る
開
け
で
あ
る
。
西
谷
に

お
い
て
は
、
こ
の
次
元
は
、
禅
の
修
行
の
次
元
を
も
、
禅
の
悟
り
の
次
元
を
も

脱
却
し
た
（
臨
済
の
語
る
「
家
舎
を
離
れ
て
、
途
中
に
在
ら
ず
」
の
立
場
（
1
3
）

で
あ
り
）
、
哲
学
以
後
の
世
界
で
あ
る
。
西
谷
に
お
け
る
宗
教
哲
学
と
は
、
今

述
べ
た
「
哲
学
以
前
」
と
一
科
学
と
し
て
の
「
哲
学
」
と
「
哲
学
以
後
」
を
含

ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
要
は
、
一
科
学
と
し
て
の
哲
学
よ
り
は
、
こ
の
哲

学
の
以
前
と
以
後
に
、
つ
ま
り
、
前
者
の
「
生
の
弁
証
法
」
と
後
者
の
「
弁

証
法
の
弁
証
法
」
に
存
す
る
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
こ
の

よ
う
な
宗
教
哲
学
こ
そ
が
、
西
谷
哲
学
に
お
け
る
真
の
哲
学
、
つ
ま
り
、
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
の
言
う
西
欧
の
伝
統
的
形
而
上
学
の
始
原
と
し
て
の
哲
学
の
世
界
と

理
解
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
真
の
哲
学
と
し
て
の

宗
教
哲
学
は
、
即
ち
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
や
ニ
ー
チ
ェ
に
お
け
る
よ
う
な
「
生
の

弁
証
法
」
を
も
、
ま
た
田
辺
的
な
「
死
の
弁
証
法
」
を
も
共
に
超
脱
し
た
、
　
「
弁

証
法
の
弁
証
法
」
で
あ
り
、
更
に
西
田
の
「
絶
対
無
の
哲
学
」
を
も
、
　
「
哲
学

と
は
何
か
」
と
反
省
し
つ
つ
問
う
「
哲
学
の
哲
学
」
と
し
て
の
哲
学
で
あ
る
。

西
谷
に
お
け
る
宗
教
哲
学
は
、
　
「
非
思
量
の
思
量
」
に
お
い
て
、
し
か
も
エ
ッ

ク
ハ
ル
ト
や
ニ
ー
チ
ェ
に
お
け
る
「
生
の
哲
学
」
を
も
同
時
的
に
一
に
生
き
つ
・

超
脱
し
て
い
る
、
二
十
一
世
紀
に
要
請
さ
れ
る
哲
学
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
西
谷
の
生
き
る
「
生
の
弁
証
法
」
を
要
と
し
た
生
は
、
ニ

ヒ
リ
ズ
ム
に
生
き
る
生
で
あ
り
、
し
か
も
彼
が
こ
れ
を
反
省
す
る
立
場
は
、
非

思
量
の
思
量
を
要
と
し
た
「
哲
学
の
哲
学
」
、
即
ち
、
一
科
学
と
し
て
の
哲
学

以
後
の
立
場
で
あ
り
、
自
体
の
立
場
、
つ
ま
り
、
空
の
立
場
で
あ
る
。

2
、
西
田
、
田
辺
、
西
谷
に
お
け
る
宗
教
と
哲
学
と
の
相
互
関
係

　
a
、
西
田
と
田
辺
に
お
け
る
宗
教
と
哲
学
と
の
相
互
関
係

　
右
に
お
い
て
は
主
に
、
西
田
、
田
辺
、
西
谷
に
お
い
て
宗
教
と
哲
学
が
ど
の

よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
か
を
見
て
き
た
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
先
ず
前
二
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者
に
お
け
る
宗
教
と
哲
学
と
の
相
互
関
係
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
、

改
め
て
も
う
少
し
明
白
に
し
て
お
き
た
い
と
考
え
る
。

　
先
ず
、
西
田
に
お
い
て
は
、
西
谷
も
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
「
哲
学
と
は
何
か
」

と
い
う
問
題
意
識
は
見
ら
れ
な
い
。
西
田
に
お
い
て
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
新

し
い
「
絶
対
無
の
哲
学
」
が
樹
立
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
根
本

で
は
、
宗
教
的
原
経
験
が
表
現
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
「
純
粋
経
験
」
が
、
心

霊
上
の
事
実
と
し
て
そ
の
中
心
的
位
置
を
占
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
宗
教
で
あ

る
心
霊
上
の
事
実
と
し
て
の
「
純
粋
経
験
」
か
ら
一
切
が
自
己
の
自
覚
と
世
界

の
自
覚
（
1
4
）
の
立
場
で
説
明
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
西
田
哲

学
は
、
田
辺
や
西
谷
に
お
い
て
と
同
様
に
、
新
し
い
哲
学
と
し
て
の
宗
教
哲
学

と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
西
田
．

田
辺
・
西
谷
に
お
け
る
宗
教
哲
学
は
、
単
な
る
感
情
や
単
な
る
理
性
に
立
脚
し

た
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
（
ω
6
窪
①
冨
『
三
碧
げ
①
き
一
当
①
Q
。
1
一
◎
。
ω
心
）
や
カ
ン
ト

　
（
二
戸
一
詞
心
1
あ
O
心
）
に
お
け
る
よ
う
な
宗
教
哲
学
と
は
相
違
し
て
、
全
く

新
た
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
る
絶
対
無
に
立
脚
し
た
宗
教
哲
学
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
新
し
い
哲
学
と
し
て
の
宗
教
哲
学
は
、
諸
科
学
と
並
ぶ
一
科
学
と

し
て
の
哲
学
や
宗
教
学
で
は
な
く
し
て
、
諸
科
学
や
諸
生
活
領
域
を
も
基
礎
づ
け
、

説
明
し
、
反
省
し
、
連
関
づ
け
る
こ
と
の
で
き
る
哲
学
と
し
て
の
宗
教
哲
学
で

あ
り
、
諸
宗
教
の
神
学
で
あ
る
の
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、

す
べ
．
て
の
諸
科
学
や
生
活
領
域
を
も
基
礎
づ
け
、
根
拠
づ
け
、
説
明
し
、
連
関

づ
け
る
こ
と
は
、
単
な
る
一
科
学
と
し
て
の
哲
学
や
宗
教
学
に
と
っ
て
は
全
く

不
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
哲
学
は
、
心
霊
上

の
事
実
と
か
そ
の
自
覚
と
し
て
の
宗
教
を
も
必
ず
そ
の
哲
学
の
内
に
包
み
込
ん

で
い
な
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
西
田
の
「
絶
対
無
の
場
所
の
論
理
」
の
哲
学
は
、
主
客
が
未
分
離
で
知
情
意

が
未
だ
分
裂
し
て
い
な
い
次
元
に
お
け
る
宗
教
的
な
世
界
と
し
て
の
心
霊
上
の

事
実
の
一
の
世
界
と
、
こ
の
現
象
界
の
多
元
的
に
し
て
、
両
極
的
世
界
に
住
む

こ
の
各
々
の
個
の
自
己
と
が
、
根
源
的
に
は
、
即
ち
、
絶
対
無
を
パ
ラ
ダ
イ
ム

と
し
た
開
け
に
お
け
る
身
体
的
自
己
に
お
い
て
は
、
絶
対
的
に
自
己
否
定
的
、

矛
盾
的
に
で
は
あ
る
が
、
相
即
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
、
明
ら
か
に
し

て
い
る
。
そ
こ
で
の
宗
教
と
哲
学
と
の
関
係
は
、
心
霊
上
の
事
実
と
そ
の
反
省

と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
西
田
自
身
は
、
宗
教
で
は
な
く
哲
学
の
道
を
生
涯

の
自
ら
の
歩
む
べ
き
道
と
公
言
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
哲
学
こ
そ
、

1
彼
自
ら
は
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
表
明
し
て
い
な
い
と
し
て
も
1
　
田
辺

や
西
谷
に
よ
っ
て
新
し
い
哲
学
（
前
者
は
「
生
壁
道
し
て
の
哲
学
」
、
後
者
は
「
空

の
哲
学
」
）
と
し
て
主
張
さ
れ
た
新
し
い
意
味
に
お
け
る
宗
教
哲
学
で
あ
る
。

そ
の
証
拠
に
は
、
西
田
に
お
け
る
宗
教
と
し
て
の
心
霊
上
の
事
実
は
、
そ
の
説

明
と
し
て
の
哲
学
と
共
に
、
ど
こ
迄
も
深
め
ら
れ
、
そ
の
経
験
の
表
現
は
、
先

に
見
た
よ
う
に
幾
度
も
表
現
さ
れ
直
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
田
辺
に
お
い
て
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
理
性
に
基
礎
づ
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け
ら
れ
た
哲
学
そ
の
も
の
が
俄
悔
を
し
、
理
性
を
脱
却
し
て
、
つ
ま
り
生
の
存

在
学
に
死
し
て
、
死
の
弁
証
法
に
よ
っ
て
、
新
た
な
宗
教
哲
学
な
い
し
は
諸
宗

教
の
神
学
と
し
て
の
新
し
い
哲
学
を
樹
立
し
た
。
こ
の
新
し
い
哲
学
と
し
て
の

宗
教
哲
学
は
、
一
切
の
科
学
や
一
科
学
と
し
て
の
哲
学
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て

の
生
活
領
域
を
も
基
礎
づ
け
、
根
拠
づ
け
、
説
明
し
、
反
省
す
る
の
で
あ
る
。

田
辺
に
お
い
て
は
、
哲
学
は
死
し
て
宗
教
哲
学
へ
と
蘇
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

田
辺
の
こ
の
歩
み
に
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
形
而
上
学
の
、
そ
の
「
始

原
へ
の
退
歩
」
や
「
も
う
一
つ
の
思
索
」
と
し
て
の
「
詩
作
」
へ
の
転
換
の
示

唆
か
ら
の
影
響
も
見
ら
れ
る
。
　
「
成
り
つ
つ
あ
る
キ
リ
ス
ト
者
」
と
し
て
、
　
「
絶

対
無
即
下
」
の
宗
教
哲
学
を
樹
立
し
よ
う
と
し
た
田
辺
の
泊
明
悔
道
の
哲
学
」
は
、

一
科
学
と
し
て
の
哲
学
の
機
悔
と
そ
の
死
・
復
活
で
あ
る
宗
教
哲
学
と
し
て
の

二
十
一
世
紀
の
哲
学
の
あ
り
方
を
私
た
ち
の
↓
人
ひ
と
り
に
示
詩
的
に
示
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
西
田
と
田
辺
に
お
け
る
宗
教
哲
学
の
類
似
性
は
、
両
者
共
に

絶
対
無
の
哲
学
で
あ
る
宗
教
哲
学
を
提
唱
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
そ

れ
に
も
係
わ
ら
ず
認
め
ら
れ
る
両
宗
教
哲
学
者
に
お
け
る
相
違
性
は
、
次
の
こ

と
に
存
す
る
。
即
ち
、
西
田
で
は
絶
対
無
が
、
根
本
的
に
は
世
界
と
個
的
自
己

と
の
相
即
性
（
西
田
の
用
語
で
は
、
　
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
）
を
露
わ
に

す
る
た
め
に
考
案
さ
れ
た
。
ま
た
そ
の
相
即
性
は
、
歴
史
的
生
命
の
構
造
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
で
も
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
田
辺
で
は

絶
対
無
は
、
　
「
種
」
の
絶
対
的
な
否
定
契
機
と
し
て
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す

る
絶
対
媒
介
の
論
理
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
存
す
る
。

し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
西
田
、
田
辺
の
両
哲
学
者
に
よ
っ
て
、
類
と
種

と
個
の
レ
ベ
ル
で
の
人
間
の
あ
り
方
が
絶
対
無
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
よ
っ
て
究
明

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
二
十
一
世
紀
の
新
し
い
宗
教
哲
学
の
確
立
の
た
め
に
、

顕
著
な
事
実
と
し
て
取
り
挙
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
b
、
田
辺
と
西
谷
に
お
け
る
宗
教
と
哲
学
と
の
相
互
関
係

　
田
辺
に
つ
い
て
は
右
で
見
て
き
た
の
で
、
西
谷
に
お
け
る
宗
教
と
哲
学
の
相

互
関
係
が
先
ず
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
西
谷
は
、
一
科
学
と
し

て
の
哲
学
か
ら
出
発
し
、
そ
の
後
の
袋
小
路
を
禅
の
修
行
に
よ
っ
て
形
而
上
学

と
し
て
の
所
謂
哲
学
を
克
服
し
て
い
る
。
彼
は
、
自
ら
を
「
成
り
つ
つ
成
っ
た

仏
教
者
に
し
て
、
同
時
に
成
り
つ
つ
あ
る
キ
リ
ス
ト
者
」
　
（
毒
①
a
①
ロ
島

睾
δ
弓
雪
口
d
巳
含
鴇
§
山
曇
一
9
幕
a
Φ
昌
ユ
Φ
「
O
匿
誓
）
と
特
徴
づ
け
、
　
「
哲

学
と
は
何
か
」
と
い
う
田
辺
の
哲
学
の
究
明
の
仕
方
に
賛
同
し
て
い
る
。
西
谷
は
、

他
の
諸
科
学
に
並
ぶ
一
科
学
と
し
て
の
哲
学
の
あ
り
方
を
真
正
面
か
ら
学
び
、

さ
ら
に
こ
れ
を
反
省
し
、
哲
学
は
、
抽
象
的
、
客
観
的
で
、
普
遍
的
な
対
象
化

さ
れ
た
問
題
や
過
去
の
哲
学
や
哲
学
者
の
研
究
だ
け
で
は
な
く
、
各
時
代
の
社

会
的
、
歴
史
的
な
現
実
の
問
題
や
生
活
領
域
の
問
題
と
も
取
り
組
む
べ
き
で
あ

る
こ
と
を
示
し
た
。
西
谷
自
ら
の
時
代
の
問
題
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
で
あ
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つ
た
。
そ
の
上
、
西
谷
自
ら
の
哲
学
的
問
い
も
、
第
二
次
世
界
大
戦
で
の
敗
戦

に
よ
り
、
今
わ
と
な
っ
て
き
た
世
界
的
規
模
で
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
で
あ
っ
た
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
西
谷
は
、
哲
学
以
前
に
し
て
哲
学
以
後
の
問
題
で
あ
る

哲
学
的
な
問
い
を
、
当
時
の
時
代
と
西
谷
自
ら
の
哲
学
的
に
解
決
す
べ
き
問
題

と
し
て
の
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
究
明
と
そ
の
克
服
」
に
見
出
し
て
い
る
。
西
谷
は
、

禅
の
修
行
に
励
む
宗
教
者
と
し
て
、
田
辺
の
「
俄
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
を
自

ら
実
践
し
つ
つ
、
　
「
空
の
哲
学
」
の
樹
立
へ
と
励
ん
で
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
田
辺
と
西
谷
は
、
共
に
他
の
諸
科
学
に
並
ぶ
一
科
学
と
し
て
の
哲
学
の
繊
悔

と
そ
の
死
に
よ
る
新
し
い
宗
教
哲
学
の
う
ち
で
身
心
一
如
の
道
を
歩
ん
で
い
る
。

宗
教
と
哲
学
と
の
相
互
関
係
に
お
け
る
両
者
の
相
違
点
は
、
田
辺
哲
学
に
お
い

て
は
種
の
論
理
が
要
と
な
っ
て
お
り
、
従
っ
て
種
の
絶
対
媒
介
が
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
。
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
西
谷
哲
学
に
お
い
て
は
、
西
田
哲

学
の
絶
対
無
の
場
所
の
論
理
の
継
承
と
し
て
の
空
の
論
理
が
要
と
な
っ
て
い
て
、

類
と
個
の
相
即
性
か
ら
一
切
が
理
解
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
c
、
西
谷
と
西
田
と
田
辺
に
お
け
る
宗
教
と
哲
学
と
の
相
互
関
係

　
西
谷
の
西
田
と
田
辺
と
の
関
係
を
、
宗
教
と
哲
学
と
の
相
互
関
係
で
見
て
み

る
と
、
西
谷
は
、
西
田
か
ら
は
、
絶
対
無
の
場
所
の
哲
学
（
「
非
思
量
の
思
量
」

の
立
場
）
を
継
承
し
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
西
谷
は
、
田
辺
か
ら
は
、
従

来
の
理
性
に
基
づ
く
「
存
在
の
哲
学
」
の
死
と
、
　
「
俄
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」

と
い
う
新
し
い
宗
教
哲
学
の
あ
り
方
を
自
覚
的
に
継
承
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
　
「
宗
教
的
求
道
者
、
宗
教
的
行
者
に
よ
る
西
田
と
田
辺

の
宗
教
哲
学
」
の
継
承
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

3
、
二
十
一
世
紀
に
要
請
さ
れ
る
新
し
い
宗
教
哲
学

　
a
、
自
覚
と
表
現

　
二
十
一
世
紀
に
お
い
て
は
、
既
成
の
宗
教
の
枠
組
み
か
ら
自
由
な
、
西
田
の

語
る
よ
う
な
マ
心
霊
上
の
事
笑
」
と
し
て
の
宗
教
が
要
請
さ
れ
る
と
老
え
ら
れ
る
。

筆
者
自
身
は
、
宗
教
を
「
心
の
自
覚
」
、
あ
る
い
は
「
実
在
と
し
て
の
一
な
る

心
の
自
覚
」
と
理
解
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
二
十
一
世
紀
に
妥
当
す
る
宗

教
と
は
、
自
覚
を
核
心
と
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
自
己
の
自
覚
と
世
界
の
自
覚
と
の
相
即
性
か
ら
成
り
立
つ
自
覚

の
立
場
は
、
今
後
の
宗
教
に
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
側
面
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
従
っ
て
、
ま
た
、
宗
教
を
核
心
に
お
く
今
後
の
宗
教
哲
学
と
し
て
の

哲
学
も
ま
た
、
自
覚
を
欠
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
　
「
実

在
と
し
て
の
一
な
る
心
の
自
覚
」
と
し
て
の
宗
教
は
、
万
物
の
各
々
が
一
な
る

心
で
生
き
て
い
る
と
い
う
個
的
自
己
の
一
な
る
心
の
自
覚
と
、
世
界
は
一
な
る

心
で
あ
る
と
い
う
世
界
の
心
の
自
覚
と
の
相
即
性
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る

と
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
自
覚
の
立
場
は
、
絶
対
無
の
場
所
に
生
き
る
時
に
は
、

突
破
さ
れ
て
、
絶
対
無
な
い
し
は
弁
証
法
的
一
般
者
に
包
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
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な
り
、
表
現
や
直
観
に
包
み
込
ま
れ
た
立
場
へ
と
転
換
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ

ま
り
、
自
己
の
自
覚
の
立
場
か
ら
絶
対
無
の
場
所
へ
と
開
け
て
行
っ
た
個
的
自

己
の
あ
り
方
が
、
弁
証
法
的
一
般
者
の
絶
対
無
の
場
所
に
よ
っ
て
表
現
的
】
般

者
や
自
覚
的
一
般
者
が
包
み
込
ま
れ
る
方
向
へ
と
転
換
す
る
。
自
己
の
自
覚
か

ら
絶
対
無
の
方
向
へ
と
向
か
う
個
的
自
己
は
、
ひ
た
す
ら
宗
教
を
彼
岸
的
な
も

の
と
し
て
求
め
て
い
る
が
、
絶
対
無
の
場
所
と
い
う
開
け
に
個
的
自
己
の
自
覚

が
包
み
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
宗
教
は
、
平
常
底
な
る
も
の
と
し
て
生
き
ら
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
、
形
や
文
化
と
い
う
種
に
連
関
し
て
の
「
表
現
」
に
つ
い
て

詳
論
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
　
「
表
現
」
に
つ
い
て
は
、
別
の

機
会
に
詳
し
く
論
じ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
詳
論
を
省
き
た
い
。

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
、
所
謂
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
が
そ
こ
へ
と
帰
還
し
て

行
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
形
而
上
学
の
始
原
で
あ
る
詩
作
の
世
界
に
比
較
し

て
み
る
と
、
私
た
ち
が
予
想
し
、
ま
た
要
請
さ
れ
る
と
理
解
さ
れ
る
二
十
一
世

紀
の
「
宗
教
哲
学
」
な
い
し
は
「
諸
宗
教
の
神
学
」
は
、
宗
教
的
求
道
、
宗
教

的
行
の
、
全
人
的
に
し
て
同
時
に
全
学
問
領
域
に
、
ま
た
全
生
活
領
域
に
開
か

れ
た
道
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
過
程
に
し
て
同
時
に
絶
対
無
の
開
け
に
成
り
立

つ
宗
教
哲
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
二
十
一
世

紀
の
宗
教
哲
学
は
、
絶
対
無
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
い
て
成
り
立
つ
自
覚
を
要
と

す
る
歴
史
的
生
命
の
、
そ
し
て
ま
た
宇
宙
的
生
命
の
宗
教
哲
学
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
場
合
の
歴
史
的
生
命
は
、
個
的
な
身
体
的
自
己
の
目
的
的
な
形

成
作
用
と
歴
史
的
世
界
の
表
現
的
形
成
的
作
用
と
の
交
錯
す
る
と
こ
ろ
に
力
動

的
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
ま
た
、
宇
宙
的
生
命
は
、
有
機
体
の
哲
学
に
お
け
る

よ
う
な
宇
宙
全
体
が
】
つ
の
生
命
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
な
世
界
理
解

に
お
い
て
の
、
歴
史
的
生
命
が
宇
宙
大
に
拡
大
さ
れ
た
宇
宙
理
解
を
意
味
す
る
。

　
b
、
西
田
、
田
辺
、
西
谷
の
宗
教
哲
学
に
よ
る
二
十
一
世
紀
の
宗
教
哲
学
へ

の
寄
与

　
以
上
の
よ
う
な
二
十
↓
世
紀
に
要
請
さ
れ
る
宗
教
哲
学
に
対
し
て
、
西
田
、

田
辺
、
西
谷
の
宗
教
哲
学
が
貢
献
で
き
る
も
の
を
、
こ
こ
で
明
白
に
し
て
お
ね

ば
な
ら
な
い
。
先
ず
、
西
田
に
お
い
て
は
、
仏
教
の
空
に
相
当
す
る
開
け
が
論

理
化
さ
れ
て
「
絶
対
無
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
絶
対
無
は
、
西
欧
で
展
開

さ
れ
た
、
思
惟
の
基
盤
で
あ
る
枠
組
み
と
し
て
の
四
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
、
即
ち
、

相
対
有
、
相
対
無
、
絶
対
有
、
虚
無
に
是
非
と
も
付
け
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
二
十
世
紀
末
に
主
張
さ
れ
た
宗

教
や
哲
学
の
多
元
性
や
相
補
性
は
単
な
る
相
対
主
義
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、

絶
対
無
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
加
え
ら
れ
る
時
に
は
、
絶
対
無
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
も
他

の
四
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
も
、
絶
対
の
中
心
と
し
て
と
同
時
に
周
辺
と
し
て
成
り

立
つ
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
絶
対
無
は
、
対
を
絶
す
る
の
み
な

ら
ず
、
絶
対
の
自
己
否
定
を
意
味
し
、
更
に
自
ら
の
立
場
の
無
実
体
性
を
意
味

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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次
い
で
、
田
辺
の
宗
教
哲
学
か
ら
二
十
一
世
紀
の
宗
教
哲
学
に
寄
与
し
う
る

も
の
は
、
類
と
個
の
疎
外
態
と
し
て
の
種
の
あ
り
方
か
ら
種
に
位
置
す
る
も
の

が
絶
対
媒
介
の
役
割
を
果
た
し
、
単
な
る
理
性
を
基
盤
と
し
た
哲
学
そ
の
も
の

が
骸
悔
し
て
、
死
し
て
、
宗
教
哲
学
と
し
て
蘇
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
「
種
の

論
理
」
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
西
谷
の
宗
教
哲
学
か
ら
二
十
一
世
紀
の
宗
教
哲
学
に
寄
与
し
う
る

も
の
は
、
　
「
生
の
弁
証
法
」
と
「
弁
証
法
の
弁
証
法
」
に
よ
っ
て
、
　
「
哲
学
の

哲
学
」
と
い
う
新
し
い
宗
教
哲
学
の
道
を
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
究
明
と
そ
の

克
服
を
試
み
つ
・
、
現
実
に
生
涯
を
通
し
て
歩
む
と
い
う
宗
教
哲
学
者
の
歩
む

べ
き
道
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
西
田
か
ら
は
、
思
索
の
基
盤
と
し
て
の
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ

ム
で
あ
る
「
絶
対
無
」
を
継
承
し
て
、
こ
れ
を
思
索
や
「
非
思
量
の
思
量
」
の

根
底
と
す
る
こ
と
が
、
二
十
一
世
紀
の
宗
教
哲
学
に
要
請
さ
れ
る
。
田
辺
か
ら
は
、

種
の
論
理
を
継
承
し
、
ま
た
西
谷
か
ら
は
新
し
い
哲
学
と
し
て
の
空
宗
教
哲
学

の
道
を
引
き
継
い
で
、
宗
教
的
行
者
、
宗
教
的
求
道
者
と
し
て
、
歴
史
的
生
命

の
形
成
の
自
覚
と
宇
宙
的
生
命
の
形
成
の
自
覚
に
生
き
る
こ
と
が
、
二
十
一
世

紀
の
宗
教
哲
学
に
要
請
さ
れ
る
。

　
西
田
、
田
辺
、
西
谷
の
新
し
い
哲
学
と
し
て
の
宗
教
哲
学
に
、
今
後
の
課
題

と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
問
題
は
、
先
ず
西
田
哲
学
に
関
し
て
は
、
思
考
や
「
非

思
量
の
思
量
」
の
基
礎
と
し
て
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
る
絶
対
無
が
唯
一
の
パ
ラ

ダ
イ
ム
で
は
な
く
、
相
対
有
、
相
対
無
、
絶
対
有
、
虚
無
の
立
場
を
成
り
立
た

し
め
て
い
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
次
の
世
代
に
自
覚
さ
れ
、
時

と
場
合
に
よ
っ
て
、
い
ず
れ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
重
要
な
役
割
を
哲
学
や
宗
教
哲

学
に
お
い
て
担
う
の
か
を
そ
の
都
度
状
況
に
従
っ
て
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。

田
辺
哲
学
に
関
し
て
は
、
類
と
個
の
疎
外
態
と
し
て
の
種
の
レ
ベ
ル
に
生
じ
て

く
る
各
時
代
の
諸
問
題
と
常
に
取
り
組
む
こ
と
が
課
題
と
し
て
次
の
世
代
に
引

き
渡
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
最
後
に
西
谷
哲
学
に
関
し
て
は
、
一
切
の
学
や
生

活
領
域
を
根
拠
づ
け
、
基
礎
づ
け
、
説
明
し
、
反
省
し
、
連
関
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
、
歴
史
的
生
命
、
宇
宙
的
生
命
と
一
に
生
き
う
る
宗
教
的
求
道

や
宗
教
的
行
の
実
践
と
そ
の
自
覚
が
、
今
後
の
こ
の
道
を
歩
み
、
新
し
い
宗
教

哲
学
に
生
き
よ
う
と
す
る
各
々
の
鼻
口
自
己
に
要
請
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

注（
1
）
西
田
幾
多
郎
全
集
、
第
一
巻
、
九
頁
、
岩
波
書
店
、
東
京
、
一
九
六
五
年
。

（
2
）
　
『
雪
實
頒
古
』
　
（
『
禅
の
語
録
』
一
五
）
、
入
矢
義
高
．
梶
谷
宗
忍
．

　
柳
田
聖
山
著
、
第
四
〇
則
参
照
。

（
3
）
同
右
掲
書
、
第
五
七
則
参
照
。

（
4
）
　
「
絶
対
の
無
限
の
開
け
」
に
お
け
る
「
絶
対
」
と
は
、
こ
の
開
け
の
い

　
ず
れ
の
点
を
取
っ
て
み
て
も
、
絶
対
の
自
己
否
定
が
そ
の
本
質
と
な
っ
て

　
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
　
「
無
限
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
開
け
に
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限
界
が
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
最
後
に
、
　
「
絶
対
の
無
限
の
開
け
」
と

　
は
、
思
考
や
宗
教
的
経
験
が
、
絶
対
視
さ
れ
る
あ
る
何
ら
か
の
↓
定
の
思

　
考
の
様
式
の
枠
組
み
を
嵌
め
ら
れ
な
い
で
、
自
ず
か
ら
然
る
形
で
成
り
立

　
　
っ
て
い
る
開
け
を
意
味
す
る
。

（
5
）
因
陀
羅
の
網
と
は
、
華
厳
経
の
中
に
出
て
く
る
、
帝
釈
天
宮
に
あ
る
宝

　
網
の
こ
と
。
　
「
因
陀
下
網
」
が
絶
対
無
の
場
所
の
説
明
と
し
て
適
切
で
あ

　
る
と
筆
者
が
理
解
す
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
即

　
ち
、
密
陀
羅
網
に
お
い
て
は
、
網
の
結
び
目
に
あ
る
一
つ
一
つ
の
宝
珠
が

　
相
互
に
映
し
合
っ
て
い
て
、
映
っ
た
珠
が
ま
た
映
じ
合
っ
て
、
無
限
に
映

　
し
合
う
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
悟
り
の
世
界
（
各
個

　
人
が
真
の
自
己
に
覚
し
た
世
界
）
、
絶
対
無
の
世
界
に
お
い
て
は
、
そ
れ

　
ぞ
れ
の
個
的
自
己
が
相
互
に
相
依
相
属
的
に
依
存
し
合
い
、
相
属
し
合
っ

　
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
類
え
と
し
て
分
か
り
易
い
。
し
か
も
網

　
全
体
は
、
全
体
と
い
う
意
味
で
の
一
で
あ
り
、
綱
を
成
り
立
た
し
め
て
い

　
る
各
々
の
網
の
目
に
あ
る
宝
珠
は
、
多
の
世
界
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
。

　
こ
の
関
係
は
、
世
界
と
し
て
の
一
と
、
世
界
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
個

　
と
の
関
係
を
示
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

（
6
）
　
「
自
己
同
一
」
と
は
、
西
田
の
用
語
で
あ
る
。
こ
の
現
象
界
が
対
象
的

　
に
把
握
さ
れ
た
場
合
に
は
、
二
元
性
、
両
極
性
と
し
て
理
解
さ
れ
る
事
柄

　
が
、
真
の
自
己
の
成
り
立
つ
絶
対
無
の
場
所
に
お
け
る
身
体
的
な
個
的
自

　
己
で
は
、
二
元
性
、
両
極
性
の
両
項
は
相
互
に
相
反
す
る
に
も
係
わ
ら
ず
、

　
同
↓
で
あ
る
こ
を
意
味
す
る
。

（
7
）
田
辺
哲
学
に
お
け
る
「
種
の
論
理
」
は
、
基
体
と
し
て
「
種
」
が
「
類
」

　
と
「
個
」
と
の
疎
外
態
と
し
て
の
「
種
」
に
修
正
さ
れ
て
、
　
「
種
」
の
段

　
階
に
位
置
す
る
も
の
が
絶
対
の
自
己
否
定
の
否
定
契
機
と
な
っ
て
、
類
と

　
種
と
個
と
が
相
互
に
否
定
的
に
媒
介
さ
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
類
、
種
、
個
の

　
発
展
、
生
成
が
な
さ
れ
て
い
く
の
で
、
　
「
絶
対
媒
介
の
論
理
」
、
あ
る
い

　
は
、
　
「
絶
対
媒
介
の
種
の
論
理
」
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
8
）
西
谷
の
語
る
「
生
の
弁
証
法
」
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
「
霊
を
無
磯
の

　
自
由
に
導
こ
う
と
す
る
努
力
」
と
、
ニ
ー
チ
ェ
の
「
近
代
文
化
の
心
性
に

　
対
す
る
徹
底
的
、
遡
源
的
な
批
判
と
そ
れ
の
含
む
も
ろ
も
ろ
の
迷
路
か
ら

　
脱
却
し
よ
う
と
す
る
努
力
」
と
い
う
両
者
の
、
人
間
の
否
定
を
通
し
て
却

　
っ
て
人
間
の
肯
定
へ
と
転
じ
て
行
く
「
生
の
弁
証
法
」
の
徹
底
的
運
動
を

　
意
味
す
る
。
こ
の
場
合
の
「
弁
証
法
」
は
、
自
己
否
定
を
介
し
て
の
生
き

　
た
真
理
探
究
の
方
法
と
言
え
よ
う
。

（
9
）
　
『
哲
学
研
究
』
（
京
都
大
学
文
学
部
内
、
京
都
哲
学
会
編
輯
）
第
一
二

　
三
号
掲
載
。

（
1
0
）
因
み
に
、
西
欧
の
伝
統
的
形
而
上
学
を
脱
却
し
た
新
し
い
哲
学
（
有
機

　
体
の
哲
学
）
を
樹
立
し
た
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
『
過
程
と
実
在
』

　
　
（
謬
欝
α
茎
は
、
↓
九
二
九
年
に
公
表
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
は
、
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や
は
り
西
田
の
論
文
「
場
所
」
よ
り
も
四
年
あ
と
に
な
る
。

（
1
1
）
　
『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
第
一
巻
、
八
八
－
九
一
頁
、
創
文
社
、
参
照
。

（
1
2
）
　
「
非
思
量
の
思
量
」
は
、
道
元
（
お
8
1
旨
認
）
の
主
著
『
正
法
眼
蔵
』

　
の
座
禅
箴
の
巻
に
出
て
く
る
用
語
。
こ
の
用
語
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、

　
一
切
を
対
象
化
し
て
考
え
る
思
惟
を
超
脱
し
て
、
瞑
想
と
か
禅
定
と
言
わ

　
れ
る
主
客
未
分
に
し
て
、
知
情
意
の
未
だ
分
裂
し
て
い
な
い
次
元
に
お
け

　
る
、
対
象
的
思
量
を
超
脱
し
た
思
量
を
意
味
す
る
。
尚
、
拙
著
『
宗
教
哲

　
学
の
根
源
的
探
究
』
の
三
九
頁
参
照
。

（
1
3
）
　
『
臨
済
録
』
　
（
『
禅
の
語
録
』
第
十
巻
）
、
三
十
頁
参
照
、
筑
摩
書
房
、

　
秋
月
龍
現
著
、
一
九
八
一
年
。

（
1
4
）
自
覚
と
は
、
西
田
に
お
い
て
は
、
　
「
自
己
が
自
己
に
お
い
て
自
己
を

　
見
る
」
と
い
う
自
己
の
自
覚
と
、
　
「
世
界
が
世
界
に
お
い
て
世
界
を
見
る
」

　
と
い
う
世
界
の
自
覚
と
の
相
即
的
関
係
に
あ
る
自
覚
か
ら
成
り
立
っ
て
い

　
る
。
こ
の
場
合
に
注
意
を
要
す
る
こ
と
は
、
世
界
の
自
覚
に
お
い
て
は
、

　
意
識
の
立
場
や
狭
義
の
自
覚
の
立
場
は
超
脱
さ
れ
て
、
表
現
や
弁
証
法
的

　
　
一
般
者
に
よ
っ
て
自
覚
的
一
般
者
の
立
場
は
包
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
で

　
あ
る
。


