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方
法
論
の
問
題

　
宗
教
学
と
は
如
何
な
る
学
問
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
決
定
す
る
た
め
に

は
、
二
つ
の
こ
と
を
決
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
つ
は
、
宗
教
学
の
方
法
論
で
あ

り
、
二
つ
は
、
宗
教
学
の
取
扱
う
課
題
で
あ
る
。
ま
ず
最
初
に
宗
教
学
の
方
法
論

に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

　
宗
教
の
研
究
に
は
古
く
か
ら
神
学
も
あ
れ
ば
、
宗
教
哲
学
も
あ
る
。
　
「
神
学
と

云
う
名
前
は
主
と
し
て
古
代
欧
洲
に
発
展
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
を
指
す
の
で

あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
の
研
究
を
中
心
と
し
て
、
教
団
の
歴
史
、
教
会
の

制
度
、
伝
道
の
方
法
な
ど
ま
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
か
よ
う
な
神
学
的
研

究
は
他
の
諸
宗
教
に
も
何
程
か
こ
れ
に
似
た
も
の
が
あ
る
の
で
、
今
日
で
は
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ら
を
一
般
に
神
学
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
」
仏
教
の
輪
乗
と
か
心
学
と
云
う

も
の
も
仏
教
の
神
学
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
母
胎
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
教
や
マ
ホ

メ
ッ
ト
教
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
学
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
同
じ
宗
教
の
研
究
と
し
て
の
神
学
と
宗
教
学
と
で
は
、
い
さ
さ
か

宗
教
学
の
方
法
論
と
課
題

学
問
の
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
方
法
論
の
問
題
が
あ
る
。

　
「
神
学
と
い
う
も
の
は
仏
教
な
ら
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ら
キ
リ
ス
ト
教
、
乃

至
そ
の
中
の
各
々
の
宗
派
に
別
れ
て
、
夫
々
そ
の
宗
派
だ
け
の
研
究
と
し
て
の
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

々
の
体
系
を
成
す
の
で
あ
っ
て
」
、
そ
れ
は
謂
は
ば
「
宗
教
の
特
殊
的
研
究
と
も
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

わ
れ
て
、
こ
れ
が
神
学
の
一
つ
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
」
。
ま
た
神
学
は
「
自
分
の

信
仰
を
土
台
に
し
て
の
研
究
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
分
の
信
ず

る
宗
派
の
教
義
が
、
何
処
ま
で
理
論
的
に
正
し
い
か
と
い
う
こ
と
を
研
究
す
る
も

の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
結
果
そ
の
教
義
や
信
仰
が
理
論
的
に
合
は
な
い
も
の

だ
と
な
り
、
信
仰
を
た
だ
研
究
の
対
象
と
し
て
、
理
論
を
第
一
義
と
す
る
よ
う
で

は
神
学
に
は
な
ら
な
い
。
少
く
と
も
そ
の
根
本
の
信
条
だ
け
は
殿
れ
な
い
よ
う
、

む
し
ろ
そ
の
信
仰
の
立
場
を
出
発
点
と
し
て
、
こ
れ
を
合
理
的
に
理
論
的
に
組
織

立
て
て
行
く
の
が
神
学
の
立
場
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
神
学
の
立
場
は
時
と
し

て
護
教
的
研
究
と
も
い
わ
れ
、
外
部
か
ら
種
々
こ
れ
に
非
難
論
議
が
あ
る
の
に
対

し
て
、
自
分
の
信
条
の
正
し
い
こ
と
を
弁
護
す
る
為
の
理
論
的
研
究
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

も
、
ま
た
そ
の
特
徴
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
」
神
学
は
あ
る
特
定
の
宗
教
や
特
定

三
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宗
教
学
の
方
法
論
と
課
題

の
信
条
が
「
正
し
い
も
の
、
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
か
に
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

為
め
に
試
み
る
一
つ
の
研
究
で
あ
る
。
」
神
学
は
も
と
も
と
護
教
学
で
あ
り
、
弁
護

学
で
あ
る
こ
と
を
根
本
の
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
宗
教
現
象
一
般
を
科
学
的
に
、
客
観
的
に
、
か
つ
実
証
的
に
研
究
す

る
宗
教
学
と
は
大
い
に
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
神
学
は
あ
く
ま
で

も
特
定
の
宗
派
、
特
定
の
信
仰
を
是
認
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
弁
護
す
る
立
場
に
た

っ
も
の
で
あ
る
。
宗
教
的
事
実
、
宗
教
現
象
一
般
を
経
験
的
に
、
科
学
的
に
研
究

す
る
宗
教
学
は
、
ど
の
宗
教
が
正
し
い
と
か
、
誤
っ
て
い
る
か
を
批
判
し
た
り
、

是
認
し
た
り
、
弁
護
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
こ
こ
で
私
は
故
石
橋
智
信
博
士
の
神
学
と
宗
教
学
と
の
相
異
点
に
関
す
る
論
説

を
参
照
し
て
お
き
た
い
。

　
氏
は
ま
ず
、
神
学
と
宗
教
学
と
の
性
格
な
り
、
内
容
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に

の
べ
て
い
る
。

　
「
そ
れ
ら
は
（
神
学
や
宗
学
）
結
局
、
自
分
等
の
信
仰
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り

何
を
信
じ
て
居
る
の
か
、
自
宗
の
信
仰
内
容
を
ハ
ッ
キ
リ
さ
せ
て
行
こ
う
と
す
る

も
の
に
外
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
信
じ
て
居
る
の
か
、
何
故
そ
う
信
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
の

か
、
そ
れ
ら
を
説
き
明
か
そ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
例
へ
ば
、
神
が
な
ぜ
信

ぜ
ら
れ
る
の
か
、
不
滅
の
霊
魂
が
何
故
、
在
る
に
き
ま
っ
て
い
る
の
か
、
悟
り
が

な
ぜ
悟
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
、
無
明
が
な
ぜ
発
生
し
た
の
か
、
さ
う
し
た
問
題

を
説
き
明
か
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
に
就
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
解
答
が
イ

キ
ナ
リ
信
ぜ
ら
れ
、
既
に
、
め
い
め
い
の
信
仰
内
容
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

そ
の
信
仰
内
容
を
ス
ッ
キ
リ
組
織
立
て
、
ハ
ッ
キ
リ
叙
述
し
て
行
こ
う
、
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
が
神
学
で
あ
り
、
宗
学
で
あ
る
。
」
自
宗
な
り
自
分
の
信
仰
内
容
と
云
う
既
定
の

四

も
の
が
あ
っ
て
、
こ
れ
を
修
正
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
前
提
と
し
て
、
そ
の
信
仰

内
容
を
組
織
化
し
、
体
系
化
し
て
行
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
神
学
の
特
性
が
あ
る

と
云
え
よ
う
。

　
次
に
、
神
学
や
宗
学
の
根
本
的
な
立
場
に
つ
い
て
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
て

い
る
。

　
「
自
分
の
信
ず
る
と
こ
ろ
こ
そ
、
最
も
優
れ
た
も
の
、
自
分
の
宗
教
こ
そ
天
啓

の
宗
教
と
し
て
、
或
は
又
、
仏
説
の
次
第
か
ら
云
っ
て
唯
一
絶
対
な
も
の
で
あ
る

と
信
じ
き
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
そ
の
優
越
性
の
信
仰
、
絶
対
性
の
信
仰
の
弁
証

に
力
を
尽
し
て
居
る
の
が
、
ま
た
そ
れ
ら
神
学
乃
至
宗
学
で
あ
る
。
仏
教
の
宗

乗
、
神
道
の
神
学
、
基
督
教
の
神
学
等
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
於
て
は
、
研
究
以
前

に
、
既
に
結
論
が
出
て
居
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
自
宗
は
最
も
優
れ
た
も
の
、
唯

一
絶
対
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
、
研
究
し
て
み
る
前
に
、
信
仰
と
し
て
前

提
さ
れ
て
し
ま
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
前
提
ぬ
き
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
純
粋
の
学

の
態
度
と
、
信
仰
を
前
提
と
し
て
居
る
前
提
づ
き
の
神
学
の
態
度
と
は
、
ま
る
で

　
　
　
⑦

ち
が
う
。
」

　
神
学
の
態
度
は
ど
こ
ま
で
も
信
仰
す
る
こ
と
で
あ
り
、
　
「
自
ら
信
ず
る
と
こ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
み
唯
一
絶
対
な
ま
こ
と
で
あ
る
と
い
う
」
態
度
で
あ
る
。
　
「
学
の
立
場
と
信
仰

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
立
場
と
は
全
く
異
る
」
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
神
学
や
歯
学
の
研
究
は
、
「
信

仰
に
は
白
紙
で
、
自
宗
に
は
無
色
で
、
凡
て
に
通
ず
る
普
遍
妥
当
な
学
的
真
実
を

求
め
ん
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
信
仰
が
学
問
を
ひ
き
と
め
、
自
分
の
信
仰

の
枠
内
に
研
究
を
閉
じ
込
め
て
居
っ
た
の
で
あ
る
。
信
仰
の
神
学
に
止
ま
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

宗
教
の
学
に
入
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」

　
こ
れ
に
対
し
宗
教
学
の
立
場
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
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「
信
仰
の
立
場
か
ら
で
な
く
、
純
粋
の
学
の
立
場
か
ら
、
自
分
の
信
ず
る
宗
教

の
み
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
を
遍
く
研
究
し
よ
う
と
い
う
宗
教
学
が
発
足
し
た

の
で
あ
る
。
（
中
略
）
各
自
の
宗
教
の
神
学
的
研
究
か
ら
、
各
自
の
信
仰
が
切
り
放

た
れ
、
純
粋
の
学
が
遊
離
さ
れ
て
、
こ
こ
に
新
た
に
、
宗
教
の
学
、
宗
教
学
の
誕

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

生
を
見
た
わ
け
で
あ
る
。
」

　
宗
教
学
は
決
し
て
特
定
の
一
宗
教
な
り
、
一
宗
派
の
護
教
学
や
弁
護
学
で
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
。
宗
教
学
は
魯
。
一
電
や
魯
。
ざ
σ
q
①
岳
8
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で

宗
教
一
般
の
経
験
的
、
客
観
的
、
実
証
的
な
研
究
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
宗
教
哲
学
も
ま
た
宗
教
一
般
を
研
究
す
る
学
問
で
あ
る
が
、
そ
の
立
場
は
あ
く

ま
で
も
思
弁
的
で
あ
り
、
批
判
的
で
あ
り
、
価
値
論
的
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
ど

の
宗
教
が
一
番
真
理
に
か
な
っ
て
い
る
か
、
価
値
あ
る
宗
教
で
あ
る
か
、
と
い
う

こ
と
を
「
信
仰
よ
り
は
理
性
を
寺
門
と
し
て
、
純
粋
理
論
の
立
場
か
ら
多
く
の
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

仰
を
客
観
的
に
見
て
批
判
し
て
か
か
る
」
の
が
宗
教
哲
学
で
あ
る
。
宗
教
哲
学
は

神
学
の
よ
う
に
、
特
定
の
宗
教
と
か
信
仰
と
云
う
も
の
が
研
究
の
対
象
で
は
な
く

て
、
　
「
す
べ
て
の
宗
教
を
一
つ
に
し
て
、
そ
の
根
本
、
そ
の
本
質
を
明
ら
か
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

よ
う
と
す
る
一
般
的
の
研
究
、
宗
教
全
体
の
研
究
と
い
う
方
向
に
向
っ
て
」
い
る

の
が
宗
教
哲
学
で
あ
る
。
宗
教
学
も
特
定
の
宗
教
で
は
な
く
宗
教
一
般
、
宗
教
現

象
全
体
を
第
三
者
の
立
場
か
ら
客
観
的
に
研
究
す
る
点
で
は
、
宗
教
哲
学
と
立
場

を
同
じ
く
す
る
。
し
か
し
、
　
「
宗
教
の
真
理
が
ど
う
で
あ
る
と
か
、
或
は
そ
の
宗

教
が
立
派
な
も
の
で
あ
る
か
、
或
は
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
所
謂
価
値

批
判
を
す
る
前
に
、
ま
つ
以
て
宗
教
の
歴
史
的
事
実
を
有
り
の
ま
ま
に
確
か
め
て

　
　
　
⑭

行
こ
う
」
と
す
る
宗
教
学
と
も
異
る
の
で
あ
る
。
宗
教
哲
学
は
ど
こ
ま
で
も
宗
教

の
哲
学
的
研
究
で
あ
り
、
　
「
宗
教
を
其
の
哲
学
的
研
究
の
対
象
と
し
、
そ
の
規
範

宗
教
学
の
方
法
論
と
課
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

概
念
と
真
理
内
容
と
を
明
か
に
し
よ
う
と
す
る
」
も
の
で
あ
る
。
宗
教
哲
学
は
本

質
的
に
哲
学
で
あ
っ
て
宗
教
で
は
な
い
。
従
っ
て
宗
教
哲
学
は
ど
こ
ま
で
も
宗
教

の
価
値
を
批
判
し
、
宗
教
の
真
偽
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
宗
教

学
は
、
　
「
人
類
に
於
け
る
宗
教
的
事
実
の
科
学
的
研
究
で
あ
る
。
即
ち
、
宗
教
学

と
は
、
古
今
東
西
に
於
け
る
精
神
的
産
物
た
る
宗
教
現
象
を
研
究
す
る
学
問
で
あ

る
。
そ
の
研
究
の
範
囲
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
事
実
を
蒐
集
し
、

之
を
分
析
し
批
判
し
て
、
各
種
表
現
の
根
底
に
横
わ
る
事
実
を
理
解
し
、
統
一
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

な
組
織
の
あ
る
研
究
を
行
な
う
と
す
る
」
も
の
で
あ
る
。
宗
教
現
象
一
般
の
立
場

か
ら
、
宗
教
が
何
で
あ
る
か
を
学
問
的
に
研
究
し
よ
う
と
す
る
点
で
は
、
宗
教
学

も
宗
教
哲
学
も
同
じ
立
場
に
あ
る
。
し
か
し
、
宗
教
学
は
あ
る
宗
教
が
説
き
教
え

て
い
る
よ
う
な
神
や
来
世
が
あ
る
か
ど
う
か
を
批
判
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、

ど
こ
ま
で
も
人
々
が
そ
の
よ
う
な
信
仰
を
持
っ
て
い
る
と
云
う
事
実
を
認
め
て
、
　
㎜

「
そ
の
信
仰
や
儀
式
の
様
々
の
種
類
を
分
類
し
て
、
そ
ん
な
も
の
が
ど
う
し
て
人

間
の
生
活
の
一
部
と
し
て
現
は
れ
て
来
た
か
を
、
ま
つ
人
間
に
関
し
た
だ
け
の
範

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

囲
で
考
へ
て
み
よ
う
と
い
う
の
で
あ
っ
て
」
経
験
的
、
科
学
的
、
実
証
的
な
研
究

態
度
は
宗
教
哲
学
と
は
い
さ
さ
か
異
る
も
の
で
あ
る
。

　
宗
教
学
は
「
神
学
の
よ
う
に
自
分
の
信
仰
を
学
的
に
基
礎
付
け
る
の
が
目
的
で

は
な
い
と
同
時
に
、
　
一
つ
一
つ
の
宗
教
の
価
値
を
批
判
す
る
も
の
で
も
な
い
の

で
、
何
の
宗
教
が
正
し
い
の
か
、
何
の
宗
教
が
誤
っ
て
い
る
か
と
い
う
よ
う
な
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

と
に
つ
い
て
は
、
直
接
に
は
何
等
答
え
な
い
」
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
宗
教
学
は

霊
魂
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
人
類
が
そ
の
よ
う
な
信
仰
を
ど
ん
な
に
考
え
て
い
る

の
か
、
ど
う
し
て
て
そ
の
よ
う
な
信
仰
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
か
を
研
究
す
る
だ

け
で
、
死
後
ほ
ん
と
う
に
そ
の
よ
う
な
霊
魂
が
残
存
す
る
も
の
か
ど
う
か
は
、
宗

五



宗
教
学
の
方
法
論
と
課
題

教
学
の
関
与
す
る
問
題
で
は
な
い
。
ま
た
祈
疇
に
つ
い
て
も
、
人
間
が
ど
う
し
て

祈
疇
と
い
う
特
殊
な
生
活
を
す
る
の
で
あ
る
か
、
ど
ん
な
心
持
ち
で
そ
の
よ
う
な

祈
疇
が
行
わ
れ
る
か
を
究
明
し
よ
う
と
は
す
る
が
、
そ
の
祈
疇
に
よ
っ
て
人
間
が

考
え
て
い
る
よ
う
な
、
ご
利
益
が
本
当
に
あ
る
の
か
、
ど
う
か
は
宗
教
学
の
知
る

と
こ
ろ
で
は
な
い
。
宗
教
学
は
あ
く
ま
で
も
、
　
「
人
々
の
心
理
的
、
行
動
的
現
象

と
し
て
の
宗
教
を
確
実
に
把
握
し
て
、
そ
こ
か
ら
宗
教
一
般
の
構
造
や
形
態
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

発
達
を
考
究
す
る
の
で
あ
る
。
」
宗
教
学
は
「
人
間
文
化
と
し
て
の
宗
教
の
真
相
を

　
　
　
⑳

明
か
に
」
す
る
も
の
で
あ
り
、
ど
う
し
て
て
「
我
々
の
生
活
に
宗
教
が
必
然
的
な

　
　
　
　
　
⑳

も
の
で
あ
る
」
か
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
や
た
ら
に
「
宗
教
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

貴
い
も
の
、
有
が
た
い
も
の
と
決
め
て
か
か
る
」
よ
う
な
盲
目
的
な
熱
狂
的
な
も

の
で
は
な
い
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
性
格
な
り
役
割
り
を
持
つ
宗
教
学
に
は
一
つ
の
避
け
る

こ
と
の
で
き
な
い
仮
説
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
宗
教
学
の
最
後
の
課

題
と
い
う
か
目
標
は
、
　
「
宗
教
と
は
何
ぞ
や
」
を
究
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か

も
、
こ
の
宗
教
と
は
何
ぞ
や
を
究
明
す
る
た
め
に
は
、
宗
教
学
は
あ
ら
ゆ
る
宗
教

現
象
を
素
材
と
し
資
料
と
し
て
取
扱
う
の
は
勿
論
で
あ
る
。
そ
の
際
、
宗
教
学
が

宗
教
現
象
と
し
て
取
り
あ
げ
る
素
材
な
り
資
料
が
は
た
し
て
宗
教
現
象
で
あ
る

か
、
ど
う
か
を
最
終
的
に
決
定
す
る
任
務
を
持
つ
宗
教
学
に
と
っ
て
は
、
そ
の
資

料
な
り
材
料
が
は
た
し
て
宗
教
現
象
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
と
り
あ
げ
た
時
点
で

は
明
か
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
併
し
こ
の
こ
と
を
仮
説
と
し
て
取
り
あ
げ
な
け

れ
ば
宗
教
学
は
成
り
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
事
情
は
他
の
文
化
科
学

に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
例
え
ば
、
倫
理
学
は
「
善
悪
と
は
何
ぞ
や
」
を
最
終

的
に
決
定
す
る
課
題
を
持
つ
学
問
で
あ
り
な
が
ら
、
仮
説
的
に
善
悪
を
素
材
と
し

六

資
料
と
し
て
取
り
あ
げ
な
が
ら
善
悪
を
研
究
す
る
。
美
学
は
「
美
と
は
何
ぞ
や
」

を
最
終
的
に
究
明
す
る
学
問
で
あ
り
な
が
ら
、
初
め
か
ら
美
と
醜
と
を
仮
説
的
に

取
り
あ
げ
な
が
ら
、
次
第
に
研
究
を
か
さ
ね
な
が
ら
、
美
と
醜
と
の
本
質
的
規
定

に
進
ん
で
行
く
の
で
あ
る
。
果
し
て
倫
理
学
が
と
り
あ
げ
た
当
初
の
善
悪
が
真
の

善
悪
で
あ
る
か
、
ど
う
か
は
倫
理
学
が
そ
の
研
究
を
進
め
て
行
く
過
程
に
お
い

て
、
最
終
的
に
明
か
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
美
学
の
場
合
の
美
と
醜
と
に
つ
い

て
も
同
様
で
あ
る
。
併
し
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
避
け
る
こ
と
の
出
来
な
い
仮
説

的
前
提
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
こ
で
、
こ
れ
か
ら
宗
教
学
が
宗
教
現
象
で
あ
る
と
し
て
、
仮
説
的
に
と
り
あ

げ
て
い
る
も
の
を
明
か
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
宗
教
学
は

ど
の
よ
う
な
人
間
生
活
の
断
面
を
宗
教
現
象
と
し
て
仮
説
的
に
と
り
あ
げ
て
い
る

の
か
、
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
て
お
き
た
い
。
宗
教
学
が
研
究
の
対
象
と

し
た
際
に
、
　
「
ど
の
よ
う
な
も
の
を
、
宗
教
と
み
な
し
て
、
研
究
の
対
象
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

か
を
規
定
し
て
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
そ
の
際
「
研
究
者
は
、

自
分
の
手
で
、
混
沌
た
る
文
化
現
象
の
中
か
ら
、
宗
教
を
え
ら
び
出
し
て
来
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
選
択
の
拠
り
ど
こ
ろ
に
な
る
も
の
は
、
宗
教
の
定
義
を
措

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

い
て
、
ほ
か
に
な
い
の
で
あ
る
。
」
で
は
そ
の
定
義
を
す
る
と
き
の
手
が
か
り
と
な

る
も
の
は
何
ん
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
は
、
や
は
り
、
世
間
の

伝
統
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
世
間
で
、
伝
統
的
に
、
特
定
の
文
化
現
象
を
宗
教
と

よ
ん
で
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
そ
れ
を
手
が
か
り
に
す
る
よ
り
ほ
か
は
な

い
の
で
あ
る
。
宗
教
学
は
、
そ
れ
を
一
歩
踏
み
こ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
歩

踏
み
こ
え
て
、
そ
れ
を
整
理
し
て
、
改
め
て
、
宗
教
学
的
研
究
の
立
場
か
ら
の
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

定
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
段
階
か
ら
さ
ら
に
、
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「
そ
れ
ら
現
象
の
中
か
ら
、
重
要
な
共
通
的
性
質
と
思
わ
れ
る
も
の
を
選
び
出
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
た
文
化
現
象
を
、
宗
教
と
し
て
取
り
扱
う
か
」
と

い
う
段
階
に
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
行
わ
れ
る
宗
教
の
規
定
は
あ
く
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

も
「
作
業
仮
設
的
性
格
」
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
宗
教
学
の
与
え
る

定
義
は
、
絶
対
に
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
は
な
い
。
一
応
の
約
束
で
あ
る
。

研
究
者
自
身
の
、
探
求
を
進
め
て
ゆ
く
た
め
に
必
要
な
、
研
究
対
象
規
定
で
あ

る
。
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
備
え
た
文
化
現
象
を
宗
教
と
よ
ぶ
か
と
い
う
こ
と
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

約
束
で
あ
る
。
一
つ
の
暫
定
的
な
と
り
き
め
と
し
て
の
、
対
象
規
定
で
あ
る
」
と

い
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
宗
教
学
が
取
り
扱
う
宗
教
現
象
と
は
、
仮
説
的
に
と
り
あ
げ
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
他
の
人
間
生
活
な
り
、
文
化
現
象
に
は
見
ら
れ
な
い
独
特

の
も
の
が
あ
る
こ
と
を
仮
説
す
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
独
特
の
人
間

生
活
な
り
、
文
化
現
象
と
見
ら
る
る
も
の
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
大
体
の
目
標
と
し
て
宗
教
意
識
の
特
徴
を
表
明
す
れ
ば
、
人
心
が
そ
の
有
限

な
る
生
存
以
上
に
、
一
切
の
統
轄
を
な
せ
る
偉
大
の
勢
力
あ
る
を
設
定
意
識
し
て
、

こ
の
勢
力
と
自
己
と
の
間
に
躬
親
的
人
格
的
関
係
を
得
ん
と
す
る
に
発
す
る
心
現

錫
な
り
と
い
え
よ
㍉
端
的
に
い
え
礒
・
の
よ
う
な
人
格
的
関
係
を
宗
教
意

識
と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
意
識
を
伴
う
人
間
生

活
な
り
、
文
化
現
象
を
一
応
宗
教
現
象
と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
か
か

る
宗
教
現
象
の
予
想
な
り
、
仮
説
設
定
に
役
立
っ
も
の
は
、
従
来
よ
り
行
わ
れ
て

き
た
宗
教
の
定
義
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
従
来
よ
り
行
わ
れ
て
き
た
宗
教
の
定
義

に
つ
い
て
、
岸
本
教
授
の
説
に
よ
っ
て
、
三
つ
の
類
型
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
第
一
の
類
型
は
、
神
の
観
念
を
中
心
と
し
て
な
さ
れ
た
定
義
で
あ
る
。
　
「
宗
教

　
　
　
　
宗
教
学
の
方
法
論
と
課
題

と
は
神
と
人
間
と
の
関
係
な
り
」
と
い
う
、
古
典
的
な
定
義
は
古
く
し
て
し
か
も

今
な
お
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
オ
ラ
ン
ダ
の
ラ
イ
デ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ン
大
学
で
の
宗
教
学
の
講
座
の
初
代
担
当
者
で
、
マ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
博
士
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

も
に
宗
教
学
の
創
設
者
の
一
人
で
あ
る
、
テ
ィ
ー
レ
教
授
（
O
o
旨
9
冨
ω
憎
曾
窪
ω

目
9
ρ
H
Q
。
ω
O
山
㊤
O
N
）
の
定
義
で
あ
る
。
世
界
の
諸
宗
教
の
中
に
は
、
神
の
観
念
を

も
っ
た
宗
教
は
多
い
が
、
仏
教
の
ご
と
く
自
己
啓
培
の
道
に
よ
っ
て
、
普
遍
の
真

理
を
体
得
し
て
、
人
間
自
ら
が
覚
者
と
し
て
の
仏
陀
に
な
ろ
う
と
す
る
、
神
の
観

念
を
持
た
な
い
も
の
も
あ
る
。
た
だ
仏
教
の
中
で
も
、
浄
土
教
系
の
も
の
に
な
る

と
、
や
や
そ
の
形
を
変
え
て
有
神
論
的
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
と

て
も
そ
の
本
流
は
無
神
論
的
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
ウ
イ
博
士
の
主
張
す
る

よ
う
な
、
近
代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
な
宗
教
や
、
原
始
宗
教
に
お
け
る
プ
レ
ア

ニ
ミ
ズ
ム
角
厭
o
p
巳
ヨ
δ
日
）
の
よ
う
に
、
非
人
格
的
な
超
自
然
力
と
し
て
の
マ
　
2
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

ナ
9
富
昌
9
）
や
タ
ブ
ー
（
目
9
二
び
o
o
）
信
仰
の
宗
教
も
神
以
前
の
宗
教
と
い
え
よ

う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
神
の
観
念
を
中
心
と
し
て
宗
教
を
定
義
す
る
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
は
充
分
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
の
類
型
は
、
人
間
の
情
緒
的
な
経
験
を
中
心
と
し
て
、
宗
教
の
特
徴
を
認

め
よ
う
と
す
る
定
義
で
あ
る
。
神
々
は
、
清
浄
感
、
神
聖
感
や
畏
敬
の
情
な
ど
の

よ
う
に
、
宗
教
体
験
に
と
も
な
っ
て
現
わ
れ
る
特
異
の
体
験
を
中
心
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
マ
ー
ル
ブ
ル
グ
大
学
教
授
ル
ド
ル
フ
・
オ
ッ
ト
ー
　
（
幻
ロ
Ω
o
開
O
洋
。
●

　
　
　
　
露

H
◎
。
①
㊤
占
り
◎
Q
¶
）
が
、
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
（
Z
ロ
日
ぼ
。
ω
o
）
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
複
合
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

情
緒
や
、
シ
ユ
ラ
イ
エ
ル
マ
ツ
ヘ
ル
（
団
W
昌
P
の
け
ω
9
一
〇
一
日
目
旨
p
9
α
『
O
触
・
　
H
刈
①
Q
Q
I
H
o
◎
ω
軽
）

が
神
に
対
す
る
「
絶
対
薬
酒
の
感
情
」
を
宗
教
に
独
特
の
感
情
と
し
て
と
ら
え
た

も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
情
緒
は
宗
教
の
特
徴
と
し
て
充
分
み
と
め
る
こ
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宗
教
学
の
方
法
論
と
課
題

と
は
出
来
て
も
、
そ
れ
の
み
を
手
が
か
り
と
し
て
、
宗
教
を
規
定
づ
け
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

必
ず
し
も
妥
当
と
は
い
え
ま
い
。

　
第
三
の
類
型
は
、
人
間
の
生
活
を
中
心
と
し
て
宗
教
の
特
徴
を
と
ら
え
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
生
活
の
中
で
、
宗
教
は
ど
の
よ
う
な
役
割
、
機
能
を

は
た
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
を
中
心
と
し
て
、
宗
教
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
心
理
学
や
社
会
学
、
文
化
人
類
学
等
は
、
こ
の
角
度
か
ら
人
間
や
社
会
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

文
化
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
岸
本
教
授
自
身
の
立
場
も
こ
れ
で
あ
る
。
こ

の
立
場
か
ら
教
授
は
宗
教
を
定
義
し
て
「
宗
教
と
は
、
人
間
生
活
の
究
極
的
な
意

味
を
あ
き
ら
か
に
し
、
人
間
の
問
題
の
究
極
的
な
解
決
に
か
か
わ
り
を
も
っ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

人
々
に
よ
っ
て
信
じ
ら
れ
て
い
る
い
と
な
み
を
中
心
と
し
た
文
化
現
象
で
あ
る
。
」

そ
し
て
こ
の
定
義
に
は
、
そ
の
あ
と
に
次
の
よ
う
な
但
書
が
つ
け
加
え
ら
れ
て
い

る
。
　
「
宗
教
に
は
、
そ
の
い
と
な
み
と
の
関
係
に
お
い
て
、
神
観
念
や
神
聖
性
を

　
　
　
　
　
　
⑳

伴
う
場
合
が
多
い
。
」
こ
こ
で
は
一
般
文
化
現
象
の
中
か
ら
特
に
、
　
「
人
間
生
活
の

究
極
的
な
意
味
」
を
明
か
に
し
、
　
「
人
間
の
問
題
の
究
極
的
な
解
決
」
に
か
か
わ

り
を
も
つ
も
の
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
生
活
現
象
を
、
宗
教
と
見
な
し
て
い
る
こ
と

　
　
　
　
　
⑳

が
特
徴
で
あ
る
。

　
私
が
特
に
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
岸
本
教
授
も
主
張
し
た
よ
う
に
、
宗

教
の
問
題
は
「
人
間
の
問
題
」
で
あ
り
、
そ
の
問
題
が
究
極
的
な
意
味
を
持
ち
、

従
っ
て
、
そ
れ
に
究
極
的
な
解
決
を
あ
た
え
て
や
る
、
と
い
う
の
が
宗
教
で
あ

る
。　

姉
崎
教
授
も
こ
の
点
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
　
「
宗
教
は
人
の
心
的
過

程
に
依
り
て
生
存
発
達
す
る
者
な
る
は
明
白
の
事
実
な
り
。
宗
教
的
現
象
の
主
体

の
担
任
者
は
人
間
に
し
て
、
そ
の
意
識
に
開
発
す
る
宗
教
的
意
識
は
、
吾
人
が
宗

八

教
な
る
現
象
の
源
泉
を
求
む
べ
き
最
近
又
最
明
の
根
拠
な
り
。
宗
教
は
と
に
か
く

　
　
　
　
　
⑭

心
的
現
象
な
り
。
」
ま
た
教
授
は
、
　
「
宗
教
的
意
識
は
人
類
の
生
存
よ
り
生
ず
る
自

　
　
　
　
　
＠

然
の
結
果
な
り
」
と
も
の
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
教
授
は
、
　
「
こ
れ
を
要
す
る
に
宗

教
学
は
人
文
史
的
科
学
と
し
て
は
、
過
去
、
現
在
の
宗
教
を
研
究
の
対
象
と
し
、

発
達
の
観
念
に
依
り
て
そ
の
歴
史
を
統
轄
し
、
そ
の
事
実
が
人
心
宗
教
的
意
識
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

社
会
的
発
達
と
し
て
発
表
せ
る
特
殊
理
法
を
発
見
す
」
と
も
の
べ
て
い
る
。

　
か
く
て
、
宗
教
は
「
人
の
心
的
過
程
」
よ
り
生
ず
る
も
の
、
　
「
宗
教
現
象
の
主

体
の
担
任
者
は
人
間
で
あ
る
」
宗
教
意
識
は
「
人
類
の
生
存
よ
り
生
ず
る
」
と
の

主
張
は
、
ま
こ
と
に
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
は
人
間
が
作
り
、
人
間
が

産
み
出
す
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
存
在
を
前
提
と
し
て
の
み
宗
教
は
考
え
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
人
間
生
活
な
り
人
間
活
動
の
存
在
し
な
い
処
に
は
、
宗

教
は
存
在
し
得
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
宗
教
現
象
　
湘

を
と
り
扱
う
宗
教
学
は
、
も
と
も
と
「
人
間
学
」
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
世
に

「
啓
示
宗
教
」
と
呼
ば
る
る
も
の
が
あ
る
が
、
私
は
こ
れ
を
宗
教
学
の
立
場
か
ら

肯
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
神
が
宗
教
を
啓
示
し
た
と
か
、
如
来
が
宗
教
や
信

仰
を
与
え
た
と
い
う
が
ご
と
き
考
え
は
、
宗
教
の
本
質
上
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ

る
。
宗
教
の
基
本
構
造
と
か
根
本
機
能
と
い
う
も
の
か
ら
考
え
る
と
、
宗
教
は
常

に
人
間
か
ら
出
た
問
題
で
あ
り
、
人
間
の
理
想
実
現
の
た
め
の
文
化
現
象
で
あ
る

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
文
化
が
価
値
の
創
造
で
あ
り
、
自
然
生
活
か
ら
は
収
穫

す
る
こ
と
の
出
来
な
い
、
高
度
の
欲
求
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
宗
教
も
ま
た
特

異
の
価
値
の
創
造
を
目
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
見
て
、
宗
教
は
文
化
的

欲
求
の
所
産
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
宗
教
以
外
の
文
化
現
象
が
常

に
「
対
人
関
係
」
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
、
人
と
人
と
の
交
渉
、
関
係
、
努
力
に
よ



っ
て
創
造
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
宗
教
は
人
間
と
人
間
以
上
の
も
の

と
の
交
渉
、
関
係
と
い
う
「
誘
致
関
係
」
に
よ
っ
て
い
と
ま
れ
、
実
現
さ
れ
る
と

い
う
特
殊
性
を
持
つ
点
で
、
文
化
と
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
一
面
が
あ
る
。
こ
の

点
を
指
摘
す
る
学
者
は
、
特
に
宗
教
を
超
越
文
化
と
す
る
こ
と
も
あ
る
。
人
間
と

人
間
と
の
交
渉
、
関
係
、
努
力
に
よ
っ
て
は
実
現
さ
れ
な
い
価
値
を
、
宗
教
は
人

間
と
超
人
間
的
な
も
の
　
（
ω
口
も
0
『
冨
5
ρ
謬
噛
　
ω
信
噂
0
ヨ
9
け
軽
賎
一
）
　
と
の
交
渉
、
関

係
、
努
力
に
よ
っ
て
実
現
す
る
価
値
で
あ
る
。
従
っ
て
、
究
極
的
に
は
文
化
を
も

超
え
た
超
越
文
化
の
性
格
を
宗
教
は
持
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
宗
教
が
常
に

究
極
的
な
人
間
の
欲
求
や
理
想
を
実
現
せ
ん
と
す
る
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に

由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
も
し
人
間
が
一
定
の
環
境
の
中
で
あ
る

欲
求
を
持
ち
、
そ
れ
を
実
現
し
な
が
ら
、
一
定
の
社
会
関
係
を
保
持
し
、
環
境
と

の
調
和
の
中
に
満
足
し
た
生
活
を
い
と
な
む
こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
、
恐
ら
く
人

間
は
超
人
間
的
な
も
の
や
、
超
自
然
的
な
も
の
に
め
ざ
め
る
宗
教
の
世
界
を
必
要

と
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
は
人
間
の
欲
求
の
実
現
を
防
害
し
、
人
間
の
生
活

に
障
害
と
な
る
よ
う
な
も
の
に
人
間
は
直
面
し
、
そ
の
障
害
の
打
開
の
た
め
に
、

人
間
は
い
ろ
い
ろ
な
危
機
を
感
ず
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
生
活
の
い
と
な
み
に

危
機
を
感
じ
、
生
活
の
運
営
を
不
可
能
な
も
の
に
し
、
や
が
て
は
生
命
の
危
機
を

感
じ
、
不
安
に
か
ら
れ
、
自
己
の
無
力
を
さ
と
り
、
恐
怖
に
お
の
の
き
、
精
神
生

活
の
バ
ラ
ン
ス
を
失
う
よ
う
な
生
活
経
験
の
中
で
は
、
合
理
的
な
、
自
然
的
な
順

応
で
は
処
理
出
来
な
い
こ
と
に
人
間
は
気
づ
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
超
自
然
的

な
、
超
合
理
的
な
順
応
と
し
て
の
宗
教
生
活
が
芽
え
る
の
で
あ
る
。
文
化
は
常
に
、

人
間
の
自
然
的
、
合
理
的
順
応
の
領
域
で
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

宗
教
は
こ
の
よ
う
な
自
然
的
、
合
理
的
順
応
が
危
機
に
さ
ら
さ
れ
、
そ
の
限
界
点

宗
教
学
の
方
法
論
と
課
題

に
達
し
、
壁
に
ぶ
ち
当
っ
た
時
の
、
せ
っ
ぱ
つ
ま
っ
た
時
の
処
理
、
順
応
と
し
て

人
間
生
活
に
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
。
文
化
の
終
着
駅
が
宗
教
の
始
発
駅
で
あ
る

と
も
い
え
よ
う
。
あ
ら
ゆ
る
文
化
的
努
力
が
そ
の
限
界
に
達
し
、
壁
に
直
面
し
て
、

人
間
だ
け
の
努
力
で
は
解
決
出
来
な
く
な
っ
た
時
、
す
な
わ
ち
、
自
然
的
、
合
理

的
な
順
応
が
不
可
能
に
な
っ
た
時
に
、
宗
教
は
人
間
生
活
に
発
芽
す
る
も
の
で
あ

る
。
な
お
、
宗
教
の
研
究
に
は
宗
教
心
理
学
、
宗
教
社
会
学
、
宗
教
民
族
学
等
も

あ
る
が
、
こ
こ
に
は
紙
数
の
関
係
で
す
べ
て
割
愛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
　
宗
教
学
の
課
題

　
宗
教
学
の
取
扱
う
問
題
は
種
々
雑
多
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
最
も
主
要
な
課
題

は
「
神
叩
」
と
「
救
済
観
」
で
あ
ろ
う
。
神
観
は
崇
拝
対
象
の
問
題
で
あ
り
、
救
　
㎜

済
観
は
そ
の
宗
教
の
与
え
恵
む
理
想
の
問
題
で
あ
る
。
い
ま
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ

い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　
さ
き
に
の
べ
た
宗
教
意
識
の
働
き
か
け
る
相
手
、
こ
れ
を
一
般
に
崇
拝
対
象
と

い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
崇
拝
対
象
は
も
と
よ
り
種
々
様
々
で
あ
っ
て
、
こ
の
崇

拝
対
象
の
性
格
に
よ
っ
て
、
そ
の
宗
教
の
特
徴
や
性
格
も
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
各
々
の
宗
教
に
は
各
々
の
崇
拝
対
象
が
あ
り
、
崇
拝
対
象
の
相
異
は
、
そ
の

ま
ま
そ
の
宗
教
の
相
異
点
と
も
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
崇
拝
対
象
と
な

る
も
の
は
、
そ
の
性
格
上
つ
ね
に
超
自
然
的
な
る
も
の
、
超
人
間
的
な
も
の
で
あ

る
が
、
大
別
す
れ
ば
二
つ
の
種
類
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
一
つ
は
、
非
人
格
的
な
も

の
、
原
理
的
な
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
超
自
然
的
な
偉
力
と
し
て
の
マ
ナ
、
真

理
と
し
て
の
ダ
ル
マ
（
法
）
、
理
と
し
て
の
ロ
ゴ
ス
、
光
明
、
第
一
原
理
と
い
う
よ

九



宗
教
学
の
方
法
論
と
課
題

う
な
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
二
つ
に
は
、
人
格
的
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。
例
え

ば
、
精
霊
（
ω
〇
三
け
）
の
よ
う
な
個
別
性
の
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
、
神
（
O
o
α
）

の
よ
う
な
個
別
性
の
比
較
的
は
っ
き
り
し
た
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
精
霊
と
神
と
は
本
質
的
に
は
全
く
別
個
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は

た
だ
程
度
の
相
異
で
し
か
な
い
。
ま
た
自
然
崇
拝
の
よ
う
に
対
象
は
自
然
で
あ
る

が
、
そ
の
自
然
の
中
に
精
霊
や
神
が
宿
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多

い
。
こ
の
よ
う
な
崇
拝
対
象
と
な
る
も
の
を
一
般
に
は
「
神
」
と
い
う
の
が
通
例

で
あ
る
。
精
霊
、
神
を
一
括
し
て
神
霊
と
呼
ん
で
よ
い
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
神

霊
の
形
態
は
ま
こ
と
に
多
く
、
人
間
生
活
な
り
社
会
生
活
、
そ
の
他
文
化
の
実
情

に
応
じ
て
各
種
の
神
霊
は
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
自
然
物
そ
の
も
の
、
又
は
自

然
現
象
の
人
格
化
さ
れ
た
も
の
、
或
は
そ
の
主
宰
神
で
あ
る
自
然
神
又
は
自
然
霊

が
あ
る
。
こ
れ
に
は
日
月
、
星
辰
、
風
雨
、
山
川
、
湖
海
、
岩
石
、
植
物
、
森

林
、
動
物
等
の
崇
拝
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
自
然
崇
拝
と
い
っ
て
も
、
凡
て
の
自
然

が
崇
拝
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
然
的
、
合
理
的
順
応
を
も
っ
て
し
て
も
処
置
し

得
な
い
自
然
現
象
が
、
宗
教
的
崇
拝
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
死
者
や
祖
先
を
神
と
見
る
こ
と
か
ら
発
展
し
た
祖
先
神
や
祖
霊
も
重
要
な
崇
拝

対
象
と
な
っ
て
い
る
。
死
霊
の
観
念
か
ら
生
者
の
霊
魂
観
念
が
生
れ
る
が
、
生
者

の
霊
魂
は
非
人
格
的
な
生
命
隅
気
息
、
生
命
の
原
質
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
人

間
が
生
き
て
い
る
の
は
、
人
間
の
中
に
霊
魂
が
宿
っ
て
い
る
が
た
め
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
お
り
、
病
気
は
霊
魂
の
し
わ
ざ
で
あ
り
、
死
は
肉
体
と
霊
魂
と
の
永
久

的
分
離
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
偉
人
や
英
雄
の
崇
拝
等
も
死
者
の
霊
と
し

て
特
に
す
ぐ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
特
定
の
集
団
や
個
人

の
生
活
、
福
祉
に
関
係
が
あ
り
、
こ
れ
を
守
護
し
て
く
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

】
○

守
護
神
も
あ
る
。
人
間
生
活
の
あ
る
一
面
、
例
え
ば
、
生
、
老
、
病
、
死
に
特
に

関
係
あ
る
神
霊
、
ま
た
人
間
の
職
業
に
関
係
の
多
い
神
霊
は
職
能
神
と
し
て
崇
拝

さ
れ
て
い
る
。
社
会
秩
序
の
維
持
や
、
人
開
生
活
の
規
律
や
慣
習
の
統
制
等
を
司

る
監
視
神
も
あ
る
。
世
界
の
創
造
者
、
人
類
の
創
造
者
と
し
て
の
創
造
神
、
至
高

の
神
と
考
え
ら
れ
る
至
高
神
の
崇
拝
も
普
及
し
て
い
る
。

　
ま
た
そ
れ
ら
の
神
霊
を
そ
の
数
の
上
か
ら
整
理
し
て
み
る
と
、
多
く
の
霊
を
崇

拝
す
る
多
秘
教
、
多
く
の
神
々
を
崇
拝
す
る
多
神
教
、
至
上
の
唯
一
神
の
み
を
崇

拝
す
る
一
神
教
、
さ
ら
に
、
凡
て
の
も
の
に
神
性
を
認
め
る
汎
神
教
等
が
考
え
れ

ら
る
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
一
神
教
9
臼
。
昌
9
げ
。
一
ω
ヨ
）
の
代
表
は
キ
リ
ス
ト
教
で

あ
り
、
汎
神
教
（
℃
9
0
巨
冨
一
ω
日
）
の
代
表
は
仏
教
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
宗
教
儀
礼
は
、
こ
れ
ら
の
神
霊
と
人
間
と
が
具
体
的
に
交
流
す
る
場
合
の
手
続

き
で
あ
る
。
し
か
も
か
よ
う
な
宗
教
儀
礼
は
、
本
来
超
自
然
的
な
る
世
界
と
の
交

渉
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
的
手
続
き
や
行
動
を
象
徴
化
し
た
も

の
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
儀
礼
の
内
容
は
ま
こ
と
に
複
雑
多
岐
に
わ
た
っ
て

い
る
が
、
こ
れ
を
大
別
す
る
と
二
つ
に
整
理
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
一
つ
は
、

身
体
的
行
動
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
二
つ
は
、
ロ
頭
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
前
者

は
「
行
儀
」
と
呼
ば
れ
、
後
者
は
「
口
儀
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
行
儀
に
属
す
る

儀
礼
も
実
際
に
は
種
々
雑
多
で
あ
る
。
呪
術
や
巫
術
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
諸
種
の

行
動
、
ト
占
、
払
浄
、
祈
疇
に
と
も
な
う
行
為
、
礼
拝
の
場
合
を
初
め
と
し
て
、

行
列
輪
行
、
巡
礼
、
舞
踏
、
供
物
、
犠
牲
、
修
練
、
苦
行
、
参
籠
等
が
あ
る
。
ま

た
下
墨
に
は
呪
文
、
祈
疇
、
勧
請
、
讃
歌
、
読
経
、
各
種
の
発
音
、
説
教
等
が
あ

⑬
る
。　

人
間
は
宗
教
儀
礼
を
媒
介
と
し
て
神
霊
と
交
渉
関
係
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
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に
よ
っ
て
人
間
は
何
を
求
め
、
何
を
欲
求
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は

こ
れ
を
宗
教
の
理
想
と
し
て
取
扱
っ
て
み
た
い
。

　
ど
の
よ
う
な
宗
教
に
も
、
そ
の
宗
教
の
恵
み
与
え
る
理
想
と
い
う
も
の
が
あ

る
。
何
ら
か
の
理
想
を
恵
み
与
え
な
い
よ
う
な
宗
教
に
は
、
人
間
は
魅
力
を
持
た

な
い
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
理
想
を
一
般
に
は
救
済
と
呼
ん
で
い
る
が
、
事

実
多
く
の
宗
教
の
理
想
は
救
済
と
か
お
救
い
、
お
助
け
と
な
っ
て
い
る
。
併
し
、

仏
教
の
よ
う
に
救
済
を
本
来
の
理
想
と
せ
ず
、
身
心
の
苦
悩
か
ら
の
完
全
な
る
解

放
と
か
自
由
と
し
て
の
解
脱
、
黒
髪
の
　
「
さ
と
り
」
を
理
想
と
す
る
も
の
も
あ

る
。
救
済
は
、
救
済
者
の
偉
力
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
救
済

を
説
く
宗
教
は
概
ね
「
他
力
教
」
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
解
脱
や
玉
葉
の
悟
り
を
理
想
と
す
る
宗
教
に
あ
っ
て
は
、
人
間
自
身
、
自
己

自
身
の
心
身
の
工
夫
、
訓
練
に
よ
る
自
己
啓
培
に
よ
っ
て
理
想
は
実
現
す
る
も
の

で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
性
格
は
概
ね
「
自
力
教
」
的
で
あ
る
。

　
い
ま
こ
こ
で
は
、
救
済
教
の
典
型
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
と
、
解
脱
教
の
典
型

で
あ
る
仏
教
の
場
合
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。

　
キ
リ
ス
ト
教
の
救
済
の
基
本
的
仕
組
に
は
、
神
の
側
の
も
の
と
人
間
の
側
の
も

の
と
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
神
の
側
の
仕
組
と
し
て
は
受
肉
論
（
冒
＄
中
墨
苧

。
昌
）
原
罪
論
（
○
ユ
σ
q
ぎ
9
－
ω
ぼ
）
と
贈
三
論
（
男
。
α
o
ヨ
嘗
δ
b
）
が
考
え
ら
れ
る
。

受
肉
論
は
キ
リ
ス
ト
の
本
質
論
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、
も
と
も
と
神
の
子
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

あ
っ
た
キ
リ
ス
ト
が
人
間
の
肉
体
を
も
っ
て
、
こ
の
世
に
出
た
と
い
う
事
実
を
さ

す
の
で
あ
る
。
　
「
創
造
者
み
ず
か
ら
が
被
造
物
と
な
っ
た
と
い
う
驚
く
べ
き
事
柄

　
　
　
　
⑮

を
意
味
す
る
」
の
で
あ
る
。
　
「
ロ
ゴ
ス
は
肉
体
と
な
り
て
我
ら
の
中
に
宿
り
た
ま

　
　
⑯

へ
り
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

宗
教
学
の
方
法
論
と
課
題

　
ま
た
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
父
な
る
神
、
聖
霊
な
る
神
と
と
も
に
三
位
一

　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

体
な
る
神
に
お
け
る
子
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
で
は
何
故
こ
の
よ
う
な

神
の
子
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
は
骨
肉
し
て
こ
の
世
に
出
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

人
間
の
祖
で
あ
る
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
と
が
神
命
に
反
逆
し
た
と
の
原
罪
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
⑲

人
類
が
罪
の
子
と
な
り
、
す
べ
て
の
人
間
が
原
罪
を
せ
負
う
て
生
れ
出
る
、
と
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

れ
て
い
る
そ
の
罪
を
購
う
た
め
で
あ
り
、
神
と
の
和
解
と
天
国
へ
の
復
帰
の
た
め

で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
．
る
。
罪
の
順
い
は
、
具
体
的
に
は
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
上

で
の
受
難
と
、
彼
の
死
と
い
う
犠
牲
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
十
字
架
は
贋

罪
の
た
め
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
そ
れ
は
「
神
が
罪
人
た
る
人
間
と
の
交
わ
り
を
回
復
し
給
わ
ん
と
す
る
」
も
の

で
あ
る
。
内
面
的
に
み
れ
ば
「
十
字
架
は
、
一
面
神
の
義
の
自
己
主
張
で
あ
り
、

他
面
神
の
栄
光
の
自
己
否
定
で
あ
る
。
こ
こ
に
神
の
痛
み
が
現
わ
れ
る
。
そ
は
赦
　
1
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
を
赦
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
包
む
べ
か
ら
ざ
る
も
の
を
包
む
痛

　
　
　
　
⑫

み
で
あ
る
し
と
解
釈
さ
れ
て
お
る
。
か
く
て
十
字
架
に
に
る
瞭
罪
に
よ
っ
て
、
キ

リ
ス
ト
教
の
救
済
は
実
現
す
る
。
つ
ぎ
に
、
救
済
の
成
立
す
る
仕
組
と
し
て
人
間

の
側
で
用
意
さ
れ
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
一
言
に
し
て
い
え
ば
「
神
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
信
仰
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
今
少
し
分
析
す
れ
ば
、
洗
礼
（
切
巷
鉱
の
日
）
祈
疇
（

　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

勺
量
今
冬
）
そ
し
て
隣
人
愛
（
q
ロ
一
く
O
円
ω
9
ぴ
厭
6
吾
げ
O
昼
げ
O
O
α
）
で
あ
ろ
う
。
洗
礼
は

キ
リ
ス
ト
教
の
信
条
を
確
認
す
る
た
め
の
告
白
の
儀
式
で
あ
る
。
祈
疇
は
神
へ
の

信
頼
、
感
謝
、
讃
美
、
請
願
等
の
表
現
で
あ
る
。
隣
人
愛
は
神
が
人
類
を
愛
す
る

ご
と
く
、
人
間
は
す
べ
て
の
人
を
隣
人
と
し
て
愛
す
る
、
と
の
キ
リ
ス
ト
者
の
生

活
実
践
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
神
の
側
の
仕
組
と
人
間
の
側
の
仕
組
と
の

結
合
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
救
済
は
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
か
か
る

＝



宗
教
学
の
方
法
論
と
課
題

救
済
の
実
現
に
よ
っ
て
人
間
は
何
を
恵
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
心
の
安
ら

ぎ
と
平
和
、
終
末
の
希
望
で
あ
る
。
　
「
我
ら
の
霊
の
上
に
新
生
を
与
え
る
処
の
恩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

恵
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
神
自
身
の
生
を
分
有
す
る
こ
と
で
あ
り
」
ま
た
、
　
「
神

の
超
自
然
的
援
助
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
我
ら
の
心
の
迷
い
を
解
き
、
善
を
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

し
悪
を
避
け
ん
と
す
る
我
ら
の
意
思
を
力
づ
け
る
も
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
恩
恵
の
項
目
と
し
て
十
二
種
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
「
慈
愛
、
喜
悦
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

平
和
、
忍
耐
、
柔
和
、
善
性
、
忍
苦
、
温
和
、
信
仰
、
謙
譲
、
自
制
、
貞
節
」
が

そ
れ
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
神
は
キ
リ
ス
ト
を
媒
介
と
し
仲
保
者
と
し
て
、
罪
と

悪
か
ら
人
類
を
解
放
し
、
　
「
義
と
せ
ら
れ
る
」
人
間
と
な
し
、
罪
に
よ
り
て
閉
ざ

さ
れ
た
天
国
へ
の
門
を
再
び
開
き
、
神
の
恩
寵
を
受
く
る
に
値
い
す
る
人
間
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
人
間
の
新
生
が
あ
り
、
肉
の
生
活
よ
り
霊
の
生
活
へ
、
神
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
反
逆
者
と
し
て
の
生
活
よ
り
神
の
悦
ぶ
生
活
へ
、
や
が
て
神
の
国
に
入
る
こ
と

の
許
さ
れ
る
平
安
と
福
祉
と
の
新
し
い
人
生
が
展
開
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
終
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

的
に
は
、
　
「
信
仰
に
よ
り
て
義
と
せ
ら
れ
る
」
生
活
と
な
り
、
　
「
義
人
な
し
、
ひ

　
　
　
　
　
⑫

と
り
だ
に
な
し
」
の
人
間
が
み
な
救
わ
れ
て
ゆ
く
、
感
謝
と
喜
び
の
生
活
と
な
る

と
味
わ
れ
て
い
る
。

　
で
は
、
仏
教
の
恵
み
与
え
る
理
想
は
何
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
仏
教
の
言
葉
で
い

え
ば
「
解
脱
」
　
「
品
題
」
　
「
成
仏
」
で
あ
り
「
さ
と
り
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

　
仏
教
の
原
初
型
態
は
、
歴
史
的
人
格
と
し
て
の
シ
ャ
カ
族
（
ω
9
屏
覧
）
の
一
王

子
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ツ
ダ
ー
ル
タ
（
0
9
§
ヨ
9
　
ω
一
q
島
げ
P
答
P
）
が
、
心
身
の
工
夫

と
自
己
啓
培
の
道
に
よ
っ
て
、
真
理
を
さ
と
れ
る
覚
者
と
し
て
の
ブ
ツ
ダ
ー
1
仏
陀

（
切
属
＆
げ
9
0
）
と
な
っ
た
と
い
う
、
す
な
わ
ち
、
人
間
シ
ャ
カ
が
仏
シ
ャ
カ
と
な
っ

た
と
い
う
根
本
事
実
に
起
源
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
仏
教
の
原
点
で
あ
る
。

一
二

従
っ
て
、
仏
教
に
と
っ
て
最
も
重
量
な
問
題
は
、
神
で
も
な
く
祈
り
で
も
な
い
。

人
間
た
り
し
シ
ャ
カ
族
の
一
王
子
を
し
て
覚
者
た
る
ブ
ッ
ダ
と
な
ら
し
め
た
も

の
、
そ
の
も
の
が
重
要
な
問
題
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
法
」
　
「
ダ
ル
マ
ー
－

U
げ
母
日
。
」
こ
そ
、
仏
教
の
中
心
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
神

の
存
在
が
出
発
点
で
あ
り
、
神
の
存
在
を
否
定
す
れ
ば
キ
リ
ス
ト
教
は
成
立
し
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

な
い
で
あ
ろ
う
。
併
し
、
仏
教
の
出
発
点
は
神
で
は
な
く
人
間
で
あ
り
、
現
実
の

人
生
に
お
け
る
人
間
の
苦
悩
で
あ
る
。
こ
の
現
実
の
苦
悩
を
い
か
に
し
て
解
決

し
、
こ
の
苦
悩
か
ら
い
か
に
し
て
自
由
に
な
り
、
解
放
さ
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と

が
仏
教
の
中
心
課
題
で
あ
る
。

　
ブ
ッ
ダ
と
は
正
し
く
こ
の
よ
う
な
現
実
の
苦
悩
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
、
自
由

に
な
る
道
と
法
、
す
な
は
ち
ダ
ル
マ
を
体
得
し
た
人
間
で
あ
る
。
こ
の
解
放
さ
れ

て
自
由
と
な
っ
た
状
態
を
解
脱
と
い
い
、
浬
葉
と
い
い
、
こ
の
状
態
に
到
達
し
得
　
舗

た
人
間
を
ブ
ッ
ダ
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
仏
教
の
出
発
点
と
な
っ
た
も
の

は
、
人
間
の
実
存
に
ま
つ
わ
る
現
実
の
苦
悩
で
あ
る
。
ま
た
、
仏
教
の
理
想
は
、

こ
の
苦
悩
の
根
源
を
つ
き
と
め
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
苦
悩
か
ら
完
全
に
解
放
さ

れ
自
由
に
な
り
、
最
高
の
平
和
と
福
祉
と
を
体
得
し
た
ブ
ッ
ダ
と
な
る
こ
と
で
あ

る
。
し
か
も
、
万
人
は
プ
ツ
ダ
自
身
と
同
じ
道
を
歩
み
、
同
じ
方
法
で
修
道
工
夫

す
る
な
ら
ば
、
ブ
ッ
ダ
と
等
し
き
覚
者
と
な
り
得
る
こ
と
を
仏
教
は
説
く
の
で
あ

る
。
仏
教
に
は
神
も
な
く
祈
り
も
必
要
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
　
「
自
帰
依
、
法
帰

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

依
、
自
灯
明
、
法
灯
明
」
こ
そ
、
ブ
ッ
ダ
が
死
の
直
前
に
お
い
て
弟
子
達
に
残
し

た
最
後
の
説
法
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
日
頃
の
説
法
の
中
に
も
、
法
器
経
の
一
句
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
じ

教
え
る
よ
う
に
、
　
「
お
の
れ
こ
そ
お
の
れ
の
主
で
あ
る
、
他
に
い
か
な
る
主
が
あ

ろ
う
か
、
自
己
の
よ
く
調
御
せ
ら
れ
た
る
と
き
、
人
は
ま
こ
と
に
え
が
た
い
主
を



　
　
　
　
　
⑳

得
る
の
で
あ
る
」
と
、
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
ひ
た
す
ら
に
自
己
の
身
心
の
工

夫
と
、
自
己
啓
培
の
道
こ
そ
仏
教
の
す
べ
て
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
で
は
、
具
体
的
に
は
い
か
に
し
て
ブ
ッ
ダ
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ブ
ッ

ダ
自
身
が
歩
み
説
か
れ
た
道
を
自
ら
歩
み
、
　
そ
の
教
え
に
自
ら
従
う
外
に
は
な

い
。
ブ
ッ
ダ
の
残
さ
れ
た
教
え
は
、
　
「
四
諦
、
八
正
道
」
　
「
十
二
因
縁
」
　
コ
ニ
法

所
」
等
と
い
わ
れ
る
も
の
を
初
め
と
し
て
、
　
「
縁
起
」
　
「
空
」
　
「
無
我
」
等
の
思

想
に
も
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
紙
数
の
関
係
で
こ
れ
以
上
ふ
れ
な
い
こ
と

に
す
る
。

　
た
だ
一
言
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
自
力
教
、
解
脱
教
と
し
て
の
仏
教
の
中
に
、

他
力
教
、
救
済
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
に
極
わ
め
て
類
似
し
た
浄
土
教
系
の
仏

教
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
浄
土
教
の
代
表
と
も
い
う
べ
き
浄
土
真
宗
の
教
義
、
信

条
等
は
一
見
し
て
キ
リ
ス
ト
教
と
同
じ
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
も
の
も
あ
る
。
す

べ
て
の
人
間
を
罪
悪
生
死
の
凡
夫
と
見
る
真
宗
、
た
だ
信
仰
に
よ
り
て
義
と
せ
ら

れ
る
、
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
と
、
唯
信
独
達
を
説
く
真
宗
、
罪
人
を
招
く
た
め
に

キ
リ
ス
ト
は
こ
の
世
に
来
た
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
と
、
悪
人
正
機
を
説
く
真
宗
、

等
々
を
考
え
る
と
き
、
そ
の
類
似
性
に
驚
く
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
両
者
の
類
似
は
形
式
的
、
表
面
的
の
も
の
で
し
か
な
く
、
本
質
的
に
は
全
く
異

⑭
る
背
景
思
想
か
ら
表
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
詳
細
は

拙
著
「
浄
土
真
宗
と
キ
リ
ス
ト
教
」
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
な
お
、
宗
教
学
の
取
扱
う
課
題
の
中
に
は
、
三
遠
や
救
済
観
の
外
に
も
教
会
、

教
団
の
問
題
、
伝
道
の
問
題
等
多
く
の
も
の
を
残
し
て
お
る
が
、
こ
れ
も
紙
数
の

関
係
で
す
べ
て
割
愛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
学
・
短
大
教
授
）

宗
教
学
の
方
法
論
と
課
題

〔
注
〕

①
宇
野
円
空
、
宗
教
学
通
論
、

②
③
　
同
上
、
二
〇
頁

④
同
上
、
二
〇
1
二
一
頁

⑤
同
上
、
二
一
頁

⑥
　
宗
教
学
概
論
、
四
頁

⑦
⑧
⑨
同
上
、
五
頁

⑩
⑪
　
同
上
、
六
頁

一
九
頁

⑫
　
宗
教
学
通
論
、
二
一
頁

⑬
同
上
、
二
二
頁

⑭
同
上
、
二
二
一
二
三
頁

⑮
　
加
藤
玄
智
、
岸
本
芳
雄
、
宗
教
学
稿
本
、
七
－
八
頁

⑯
　
同
上
、
九
頁

⑰
宗
教
学
通
論
二
四
頁

⑱
　
同
上
、
二
四
一
二
五
頁

⑲
　
同
上
、
二
五
一
二
六
頁

⑳
⑳
⑫
　
同
上
、
二
八
頁

㊧
　
岸
本
英
夫
、
宗
教
学
、
一
一
頁

⑳
⑳
⑳
　
同
上
、
一
二
頁

⑳
⑱
　
同
上
」
＝
二
頁

⑳
　
姉
崎
正
治
、
宗
教
学
概
論
、
一
〇
頁

⑳
H
巨
3
曾
。
口
。
ロ
8
穿
。
ω
9
9
8
0
h
二
巴
o
q
す
P

⑳
　
里
Φ
B
昌
け
ω
o
h
ω
9
0
ロ
8
0
h
即
。
露
。
◎
凶
o
p
h
㊤
≦
呂
ω
●

⑫
　
宗
教
学
一
四
頁

⑬
U
器
＝
o
島
o
q
ρ
μ
O
嵩
．
霞
塁
ω
・
ξ
ド
毛
・
国
胃
8
鴇
・
℃
・
㎝
占
ド

⑭
　
U
剛
ω
8
環
の
①
8
ロ
開
9
軽
。
β
・
9
巷
●
b
の
●

⑳
⑳
　
一
類
教
学
、
　
一
五
一
一
六
頁

⑰
⑱
⑲
　
同
上
　
一
七
頁

⑩
　
宗
教
学
概
論
、
一
〇
頁

一
三
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宗
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題

⑳
同
上
、
＝
頁

⑫
　
同
上
、
二
八
頁

⑬
　
　
「
神
霊
」
と
「
儀
礼
」
に
関
し
て
は
龍
谷
大
学
編
、
宗
教
．
要
論
、
第
三
章
、
一
節
、
二

　
　
節
参
照
．

⑰
　
マ
タ
イ
伝
、
一
一
二
三
、
ヨ
ハ
ネ
伝
、
一
一
一
四

⑯
　
溝
口
靖
夫
、
キ
リ
ス
ト
教
の
主
要
思
想
六
五
頁

⑯
　
ヨ
ハ
ネ
伝
、
一
－
一
四

⑰
　
キ
リ
ス
ト
教
の
主
要
思
想
、
五
四
頁
、
ヨ
ハ
ネ
伝
、
一
〇
1
三
〇

⑱
　
創
世
記
、
三

⑲
　
キ
リ
ス
ト
教
の
主
要
思
想
、
三
五
頁

⑳
　
ル
カ
伝
、
「
一
六
八
、
使
徒
行
伝
、
四
－
一
二

㊥
　
キ
リ
ス
ト
教
の
主
要
思
想
、
八
五
一
六
頁

⑫
同
上
、
八
七
頁

⑬
　

ロ
マ
萱
4
、
五
－
二

⑭
　
マ
ル
コ
伝
、
一
一
一
二
四
、
ヤ
コ
ブ
、
五
一
一
六
、
テ
サ
ロ
ニ
ケ
前
、
五
一
一
六
一
一

　
八
、
コ
ロ
サ
イ
、
四
i
＝
二

㊨
　
マ
タ
イ
伝
、
一
ニ
ー
四
八
一
五
〇

⑯
⑰
　
周
讐
げ
g
O
o
目
。
ロ
．
の
”
↓
冨
客
Φ
≦
切
毘
ニ
ヨ
0
8
0
讐
8
窪
ω
ヨ
Z
9
。
。
●
℃
．
①
㎝
I
O
①
．

⑱
　
一
げ
践
●
勺
・
胡
・

　
　
ヨ
ハ
ネ
伝
、
三
一
五
六

⑳
　
ロ
マ
書
、
八
i
七
－
八

⑪
　
ガ
ラ
テ
や
書
、
ニ
ー
一
六
、
五
－
五
、
ロ
マ
書
、
五
一
一
一
五

⑫
　

ロ
マ
霊
目
、
＝
一
一
一
〇
1
一
二

㊧
国
ロ
ω
ε
ロ
ω
9
詳
汀
目
冨
幻
。
嵩
σ
q
δ
づ
o
h
寓
程
・
勺
．
8
．

⑭
　
中
阿
含
　
二
一
四

⑳
．
法
句
経
、
　
一
六
〇
偶

⑭
　
岡
邦
俊
、
浄
土
真
宗
と
キ
リ
ス
ト
教
、
八
－
九
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
上
）

一
四
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