
PDF issue: 2025-07-17

シンポジウム［三木清の人生と思想 : 新資
料を参考にして］ : 三木清の社会論の意義
: 西田哲学に対する独自性の探究

西塚, 俊太 / NISHIZUKA, Shunta

(出版者 / Publisher)
法政哲学会

(雑誌名 / Journal or Publication Title)
HOSEI TETSUGAKU : BULLETIN OF HOSEI SOCIETY FOR PHILOSOPHY / 法政哲学

(巻 / Volume)
16

(開始ページ / Start Page)
25

(終了ページ / End Page)
36

(発行年 / Year)
2020-03-30



25

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
三
木
清
の
人
生
と
思
想
―
新
資
料
を
参
考
に
し
て
―
」

三
木
清
の
社
会
論
の
意
義

　
　

―
西
田
哲
学
に
対
す
る
独
自
性
の
探
究
―

西　
　

塚　
　

俊　
　

太

序

　

二
〇
一
九
年
五
月
二
五
日
に
開
催
さ
れ
た
法
政
哲
学
会
第
三
九
回

大
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
共
通
課
題
は
、「
三
木
清
の
人
生
と
思
想

―
新
資
料
を
参
考
に
し
て
―
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
共
通
課
題
、

特
に
「
新
資
料
を
参
考
に
し
て
」
と
い
う
副
題
が
設
定
さ
れ
た
背
景

に
は
、『
三
木
清
研
究
資
料
集
成　

全
六
巻
』（
ク
レ
ス
出
版
、

二
〇
一
八
年
（
の
公
刊
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
『
三
木
清
研
究
資

料
集
成
』
に
お
い
て
新
た
に
公
開
さ
れ
た
資
料
を
も
と
に
し
て
、
三

木
清
に
関
す
る
研
究
が
今
後
一
層
の
広
ま
り
と
深
ま
り
を
見
せ
て
い

く
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
そ
の
研
究
の

展
開
の
第
一
歩
目
と
な
る
べ
く
企
画
さ
れ
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ

う
。

　

と
は
言
え
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
従
来
の
知
見
や
論
点
を
踏
ま
え

た
上
で
資
料
研
究
が
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
特
段
新
研
究
と
は
呼
べ

な
い
も
の
を
誤
っ
て
新
研
究
と
見
な
し
て
し
ま
っ
た
り
、
無
用
な
混

乱
を
招
い
て
し
ま
っ
た
り
し
か
ね
な
い
。
三
木
に
関
す
る
新
研
究
が

真
に
新0

研
究
で
あ
る
た
め
に
は
、
三
木
の
思
想
の
核
や
独
自
性
を
十

全
に
捉
え
る
こ
と
が
、
不
可
欠
な
前
提
条
件
と
し
て
要
請
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

　

本
稿
は
右
に
述
べ
た
問
題
関
心
に
も
と
づ
き
、
三
木
の
思
想
の
核
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や
独
自
性
が
社
会
の
形
成
に
関
す
る
思
考
に
存
在
す
る
こ
と
を
、
三

木
の
師
・
西
田
幾
多
郎
の
い
わ
ゆ
る
西
田
哲
学
と
対
比
し
な
が
ら
提

示
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
考
察
の
軸
を
西
田
哲
学
と
の
対

比
に
設
定
し
た
の
は
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
共
通
課
題
で
あ
る

「
三
木
清
の
人
生
と
思
想
」
に
ま
つ
わ
る
①
従
来
の
三
木
研
究
の
状

況
と
、
②
遺
稿
「
親
鸞
」
を
め
ぐ
る
問
題
と
い
う
二
つ
の
論
点
を
、

相
俟
っ
た
問
題
と
し
て
扱
う
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。一　

�

三
木
清
の
思
想
は
西
田
哲
学
の
「
梗
概
」
で�

あ
る
の
か

　

ま
ず
は
、
従
来
の
三
木
研
究
の
特
色
を
、
特
に
西
田
哲
学
と
の
関

係
に
つ
い
て
の
一
点
の
み
に
絞
っ
て
簡
略
に
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
三
木
の
思
想
・
哲
学

は
師
・
西
田
幾
多
郎
の
西
田
哲
学
の
存
在
を
抜
き
に
し
て
論
じ
る
こ

と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
故
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
三
木
の
思
想

は
、
西
田
哲
学
か
ら
の
影
響

0

0

0

0

0

と
い
う
観
点
か
ら
検
討
さ
れ
る
こ
と
も

多
か
っ
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
典
型
的
に
は
以
下
の
よ
う

な
言
説
を
伴
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

・ 「
三
木
さ
ん
の
『
哲
学
入
門
』
は
以
上
の
断
片
的
な
引
用
に

よ
っ
て
も
解
る
よ
う
に
、
殆
ど
西
田
哲
学
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま

使
っ
て
い
る
如
く
で
あ
る（

1
（

」

・ 「
西
田
哲
学
を
理
解
し
て
作
っ
た
摘
要
」「
簡
易
西
田
哲
学（

2
（

」

・ 「
西
田
哲
学
の
圏
内
」「
西
田
哲
学
の
枠
内（

3
（

」

　

し
か
し
な
が
ら
、
西
田
と
そ
の
弟
子
達
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い

た
一
九
二
〇
年
代
か
ら
一
九
四
〇
年
代
に
か
け
て
の
京
都
の
学
問
的

状
況
は
、
藤
田
正
勝
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
、「
西
田
あ
る
い
は
田

辺
と
弟
子
た
ち
と
の
関
係
が
決
し
て
一
方
向
的
な
関
係
で
は
な
く
、

む
し
ろ
双
方
向
的
な
関
係
で
あ
っ
た（

4
（

」
と
考
え
ら
れ
る
。
汗
牛
充

棟
の
ご
と
く
毎
年
多
く
の
論
文
・
研
究
書
が
公
刊
さ
れ
る
西
田
研
究

の
中
で
も
、
こ
の
よ
う
な
当
時
の
京
都
の
学
問
的
状
況
が
有
す
る
双

方
向
的
な
啓
発
関
係
の
う
ち
、
西
田
哲
学
が

0

0

0

0

0

周
囲
の
哲
学
者･

思
想

家
達
、
特
に
弟
子
筋
に
与
え
た

0

0

0

思
想
的
影
響
に
関
し
て
は
、
先
行
研

究
が
す
で
に
多
数
存
在
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず（

5
（

、
今
な
お
そ
の
数

を
増
や
し
続
け
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
逆
の
影
響
関
係

0

0

0

0

0

0

、
す
な
わ
ち

西
田
に
教
え
を
受
け
た
者
達
が
示
し
た
多
様
な
思
想
・
哲
学
が
西
田

0

0

哲
学
へ
与
え
た
逆
方
向
の
思
想
的
影
響

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
関
し
て
は
そ
の
数
が
比
べ

よ
う
も
な
い
程
に
少
な
い
と
い
う
の
が
現
状
と
な
っ
て
い
る（

6
（

。

　

西
田
哲
学
か
ら
の
影
響
と
い
う
観
点
の
み
か
ら
研
究
が
進
め
ら
れ

た
場
合
、
三
木
の
思
想
・
哲
学
が
「
簡
易
西
田
哲
学
」
と
捉
え
ら
れ

て
研
究
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
西
田
の
周
囲
の
思
想
・
哲
学
を
西
田

哲
学
の
亜
種･
亜
流
と
し
て
把
握
す
る
事
態
も
生
じ
や
す
く
、
そ
れ

ら
の
思
想
・
哲
学
か
ら
の
西
田
哲
学
へ
の
影
響
を
見
逃
し
て
し
ま
う
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こ
と
に
も
繋
が
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
三
木
や
他
の
西
田
の
弟
子

達
が
示
し
た
思
想
・
哲
学
が
そ
れ
ぞ
れ
有
す
る
独
自
の
意
義
を
十
全

に
捉
え
得
な
い
の
み
な
ら
ず
、
日
本
近
代
思
想
・
哲
学
の
持
つ
多
様

性
や
重
層
性
を
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
も
ま
た
困
難
に
な
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
日
本
近
代
の
思
想
・
哲
学
の
全
体
像
は
、
三
木
に
代

表
さ
れ
る
各
思
想
家
・
哲
学
者
達
の
独
自
性
を
丁
寧
に
探
究
し
て
い

く
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
も
の
と
言
え
る
の
で

あ
る
。

　

こ
れ
が
、
今
ま
さ
に
「
三
木
清
の
人
生
と
思
想
」
を
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
で
共
通
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
意
義
で
あ
ろ
う
。
従
来
の
資
料

と
新
資
料
と
を
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
三
木
の
思
想
を
西

田
哲
学
に
対
す
る
独
自
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
さ
ら
に
は
西
田
哲
学

へ
の
逆
方
向
の
影
響
と
い
う
観
点
か
ら
読
み
解
い
て
い
く
思
想
的
営

為
は
、
三
木
研
究
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
近
代
思
想
・
哲
学

の
多
様
性
や
重
層
性
を
解
き
明
か
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
の
要
石
と

な
る
も
の
で
あ
る
。
法
政
哲
学
会
第
三
九
回
大
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

は
、
記
念
す
べ
き
そ
の
第
一
歩
目
な
の
で
あ
る
。

二　

社
会
論
・
歴
史
論
と
い
う
対
比
軸

　

さ
て
、『
三
木
清
全
集
』
や
『
三
木
清
研
究
資
料
集
成
』
所
収
の

座
談
会
や
対
談
に
お
け
る
会
話
の
流
れ
を
確
認
し
て
い
く
と
、
三
木

が
最
新
の
論
点
や
テ
ー
マ
に
つ
い
て
問
い
を
提
示
し
、
西
田
が
そ
の

場
で
思
考
を
め
ぐ
ら
せ
な
が
ら
即
興
で
思
想
を
紡
ぎ
出
し
て
い
く
と

い
う
場
面
が
多
々
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
対
談
の
後
、
西
田

の
論
考
に
そ
の
座
談
会
や
対
談
で
三
木
か
ら
提
示
さ
れ
た
新
た
な
哲

学
の
論
点
や
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
論
述
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
す
な
わ
ち
、
三
木
が
学
者
と
し
て
独
り
立
ち
し
て
以
降
、
西
田

に
と
っ
て
三
木
は
自
身
の
哲
学
体
系
を
よ
り
大
き
く
充
実
し
た
も
の

へ
と
構
築
す
る
に
あ
た
っ
て
欠
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
、
思
考
の
伴

走
者
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
関
係
性
を
示
す
最
た
る
事
例
が
、
広
く
知
ら
れ
る
昭
和
四

［
一
九
二
九
］
年
の
歌
、「
夜
ふ
け
ま
で
又
マ
ル
ク
ス
を
論
じ
た
り
マ

ル
ク
ス
ゆ
ゑ
に
い
ね
が
て
に
す
る
」（
Ｎ
十
二
：
四
四
三（

7
（

（
に
示
さ

れ
て
い
る
よ
う
な
、
西
田
哲
学
へ
の
マ
ル
ク
ス
の
思
想
、
特
に
社
会

論
・
歴
史
論
の
導
入
で
あ
る
。『
善
の
研
究
』
に
お
け
る
「
純
粋
経

験
」
の
自
発
自
展
の
論
理
か
ら
「
自
覚
」
の
体
系
を
経
て
「
場
所
」

の
論
理
へ
と
展
開
さ
れ
た
西
田
哲
学
は
、
そ
の
後
、
社
会
論
・
歴
史

論
を
自
ら
の
体
系
の
う
ち
に
取
り
入
れ
る
と
い
う
課
題
と
向
き
合
う

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
西
田
哲
学
の
体
系
へ
の
社
会
論
・
歴

史
論
の
導
入
に
際
し
て
重
大
な
影
響
を
与
え
た
者
の
代
表
格
が
三
木

で
あ
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
だ
ろ
う
。

　

だ
が
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
次
の
点
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ

は
、
西
田
哲
学
へ
の
社
会
論
・
歴
史
論
の
導
入
に
ま
つ
わ
る
消
息
を
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知
悉
し
て
い
た
は
ず
の
三
木
当
人
か
ら
の
、
西
田
哲
学
の
社
会
論
・

歴
史
論
に
関
す
る
欠
点
の
指
摘
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
三
木
の
指
摘
は
西
田
哲
学
に
お
け
る
「
過
程
的
・
時
間
的
・
歴

史
的
見
方
」（
Ｍ
十
三
：
二
七
四（

8
（

（
の
欠
如
に
対
し
て
な
さ
れ
た
も

の
で
あ
り（

9
（

、
三
木
は
昭
和
十
一
［
一
九
三
六
］
年
に
発
表
し
た
論

文
「
西
田
哲
学
の
性
格
に
つ
い
て
―
問
者
に
答
へ
る
―
」
の
中

で
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
西
田
哲
学
は
現
在
が
現
在
を
限

定
す
る
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
の
立
場
か
ら
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ

の
た
め
に
実
践
的
な
時
間
性
の
立
場
、
従
っ
て
過
程
的
弁
証
法
の
意

味
が
弱
め
ら
れ
て
い
は
し
な
い
か
と
思
う
。
行
為
の
立
場
に
立
つ
西

田
哲
学
が
な
お
観
想
的
で
あ
る
と
批
評
さ
れ
る
の
も
、
そ
れ
に
基
く

の
で
は
な
か
ろ
う
か
」（
Ｍ
十
：
四
三
三
―
四
三
四
（。
つ
ま
り
、
社

会
論
・
歴
史
論
を
体
系
の
内
に
取
り
入
れ
た
は
ず
の
西
田
哲
学
の
実

践
や
行
為
の
立
場
が
、
そ
れ
で
も
な
お
観
想
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い

と
三
木
は
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
以
下
、
西
田
と
三
木
の
社
会
論
の
側
面
に
論
点
を
限
定

し
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
は
、
西
田
と
三
木
が
社
会
を
語
っ

て
い
る
一
例
を
そ
れ
ぞ
れ
見
て
み
よ
う
。
一
般
的
に
、“society”

の
訳
と
し
て
「
仲
間
」「
交
り
」「
社
中
」「
交
際
」「
組
」「
会
社
」

な
ど
の
様
々
な
訳
例
の
候
補
の
中
か
ら
「
社
会
」
と
い
う
語
が
用
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治
十
［
一
八
七
七
］
年
頃
の
こ
と
、

“individual”

の
訳
語
と
し
て
「
個
人
」
が
定
着
し
た
の
が
明
治

十
七
［
一
八
八
四
］
年
頃
の
こ
と
と
言
わ
れ
て
い
る（

（1
（

。
こ
の
「
社

会
」
と
「
個
人
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
明
治
三
［
一
八
七
〇
］

年
生
ま
れ
の
西
田
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
大
正
十
一
［
一
九 

二
二
］
年
に
発
表
さ
れ
た
西
田
の
論
文
「
社
会
と
個
人
」
の
一
節
を

引
く
。社

会
と
個
人
と
の
関
係
は
倫
理
学
上
大
切
な
問
題
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
が
、
単
に
多
く
の
個
人
の
集
団
た
る
が
故
に
社
会
が

倫
理
的
価
値
を
有
す
る
筈
も
な
く
、
又
心
理
学
的
個
人
が
直
に

倫
理
的
価
値
の
基
礎
と
な
る
の
で
も
な
い
。
所
謂
社
会
と
云

い
、
個
人
と
云
い
、
共
に
知
的
対
象
の
世
界
に
映
さ
れ
た
る
心

理
学
的
実
在
の
区
別
に
過
ぎ
な
い
。
�
�
此
の
自
我
〔
永
遠
に

現
在
な
る
自
我
：
引
用
者
注
〕
よ
り
見
て
は
、
所
謂
個
人
と
社

会
と
の
区
別
は
、
同
一
の
平
面
上
に
於
け
る
円
の
大
小
の
差
に

過
ぎ
な
い
。（
Ｎ
三
：
三
九
二
―
三
九
三
（

　

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
西
田
は
「
個
人
と
社
会
と
の
区
別
」

を
、「
同
一
の
平
面
上
に
於
け
る
円
の
大
小
の
差
」、
つ
ま
り
程
度
の

差
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
す
る
考
え
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
考

え
は
、
処
女
作
『
善
の
研
究
』（
明
治
四
四
［
一
九
一
一
］
年
（
に

お
い
て
、「
純
粋
経
験
を
唯
一
の
実
在
と
し
て
す
べ
て
を
説
明
」（
Ｎ

一
：
四
（
す
る
と
い
う
企
図
を
打
ち
出
し
て
以
来
一
貫
す
る
、
西
田
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の
根
本
的
な
発
想
と
言
え
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
明
治
三
〇
［
一
八
九
七
］
年
生
ま
れ
の
三
木

は
、
同
じ
社
会
の
問
題
に
つ
い
て
『
人
生
論
ノ
ー
ト
』
所
収
の
「
人

間
の
条
件
に
つ
い
て
」（
昭
和
十
四
［
一
九
三
九
］
年
（
の
中
で
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

以
前
の
人
間
は
限
定
さ
れ
た
世
界
の
う
ち
に
生
活
し
て
い

た
。
そ
の
住
む
地
域
は
端
か
ら
端
ま
で
見
通
し
の
で
き
る
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
用
い
る
道
具
は
何
処
の
何
某
が
作
っ
た
も
の

で
あ
り
、
そ
の
技
量
は
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
か
が
分
っ
て

い
た
。
ま
た
彼
が
得
る
報
道
や
知
識
に
し
て
も
、
何
処
の
何
某

か
ら
出
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
人
が
ど
れ
ほ
ど
信
用
の
で
き
る

男
で
あ
る
か
が
知
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
彼
の
生
活
条

件
、
彼
の
環
境
が
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、

従
っ
て
形
の
見
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
人
間
自
身

も
、
そ
の
精
神
に
お
い
て
も
、
そ
の
表
情
に
お
い
て
も
、
そ
の

風
貌
に
お
い
て
も
、
は
っ
き
り
し
た
形
の
あ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り
以
前
の
人
間
に
は
性
格
が
あ
っ
た
。

　

し
か
る
に
今
日
の
人
間
の
条
件
は
異
っ
て
い
る
。
現
代
人
は

無
限
定
な
世
界
に
住
ん
で
い
る
。
私
は
私
の
使
っ
て
い
る
道
具

が
何
処
の
何
某
の
作
っ
た
も
の
で
あ
る
か
を
知
ら
な
い
し
、
私

が
拠
り
所
に
し
て
い
る
報
道
や
知
識
も
何
処
の
何
某
か
ら
出
た

も
の
で
あ
る
か
を
知
ら
な
い
。
す
べ
て
が
ア
ノ
ニ
ム
（
無
名
（

の
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
み
で
な
い
。
す
べ
て
が
ア
モ
ル
フ

（
無
定
形
（
の
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
生
活
条
件
の
う
ち
に

生
き
る
も
の
と
し
て
現
代
人
自
身
も
無
名
な
、
無
定
形
な
も
の

と
な
り
、
無
性
格
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。（
Ｍ
一
：
二
五
七
―

二
五
八
（

　

近
代
以
降
の
人
間
が
無
定
形
・
無
性
格
な
存
在
と
な
っ
た
の
は
、

「
世
界
は
要
素
に
分
解
さ
れ
、
人
間
も
こ
の
要
素
的
世
界
の
う
ち
へ

分
解
さ
れ
、
そ
し
て
要
素
と
要
素
と
の
間
に
は
関
係
が
認
め
ら
れ
、

要
素
そ
の
も
の
も
関
係
に
分
解
さ
れ
て
し
ま
う
」（
Ｍ
一
：
二
五
六
（

故
で
あ
る
と
三
木
は
考
え
る
。
三
木
の
問
題
意
識
は
、
そ
れ
故
に
、

要
素
と
化
し
た
個
人
が
そ
れ
で
も
な
お
行
為
主
体
と
し
て
の
自
立
性

や
独
立
性
を
保
ち
社
会
や
世
界
を
作
り
変
え
て
い
く
原
理
の
探
究
へ

と
集
約
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。「
今
日
の
人
間
の
最
大
の
問
題

は
、
か
よ
う
に
形
の
な
い
も
の
か
ら
如
何
に
し
て
形
を
作
る
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
」（
Ｍ
一
：
二
五
九
（
と
三
木
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

三
木
の
後
期
思
想
に
お
け
る
「
構
想
力
の
論
理
」
も
ま
た
、
こ
の
問

題
意
識
の
同
一
線
上
に
お
い
て
提
唱
さ
れ
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
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三　

西
田
と
三
木
の
「
思
考
の
基
点
」
の
対
比

　

右
に
述
べ
た
西
田
と
三
木
の
「
社
会
」
論
の
相
違
は
、
両
者
の
思

考
の
基
点
の
相
違
に
淵
源
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
西
田
の
処
女
作

で
あ
る
『
善
の
研
究
』
に
お
い
て
最
も
重
要
で
あ
り
、
か
つ
現
代
に

お
い
て
も
検
討
に
値
す
る
の
は
、
広
く
知
ら
れ
る
「
純
粋
経
験
（
直

接
経
験
と
も
（」
で
は
な
く
、「
統
一
的
或
者
」
と
い
う
概
念
で
あ
る

と
言
え
る
。
あ
る
文
脈
に
お
い
て
は
「
純
粋
経
験
」
と
重
ね
ら
れ
な

が
ら
、
他
の
文
脈
に
お
い
て
は
世
界
そ
の
も
の
と
し
て
も
提
示
さ

れ
、
最
終
的
に
は
「
神
」
と
し
て
さ
え
語
り
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

「
統
一
的
或
者
」
の
分
化
発
展
の
論
理
構
造
こ
そ
、
今
な
お
『
善
の

研
究
』
に
関
し
て
問
わ
れ
る
べ
き
論
点
で
あ
ろ
う
。

　

実
際
、
西
田
哲
学
の
根
幹
と
な
り
、
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て

「
自
覚
の
体
系
」・「
場
所
の
論
理
」・「
絶
対
無
の
論
理
」
と
形
を
変

え
な
が
ら
一
貫
し
て
思
考
さ
れ
続
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
は
、
統0

一
的
な
全
体
か
ら
個
物
が
分
化
し
て
い
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

論
理
構
造
で
あ
る
。
西
田

の
思
考
の
基
点
は
常
に
全
体
に
置
か
れ
て
お
り
、
そ
の
分
化
の
途
中

段
階
と
し
て
社
会
が
措
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
結

果
と
し
て
、
前
節
で
確
認
し
た
、「
個
人
と
社
会
と
の
区
別
」
を

「
同
一
の
平
面
上
に
於
け
る
円
の
大
小
の
差
」
と
捉
え
る
叙
述
が
な

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
、
統
一
的
な
全
体
を
基
点
と
す
る
西
田
に
対
し
て
、

三
木
の
思
想
の
基
点
は
「
個
人
」
に
置
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
個

人
と
個
人
と
の
関
係
か
ら
い
か
に
し
て
社
会
が
形
成
さ
れ
て
い
く
の

か
と
い
う
主
題
こ
そ
、
三
木
の
思
想
の
特
色
を
な
す
も
の
と
言
う
こ

と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　

処
女
作
『
パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の

0

0

0

研
究
』（
傍
点
筆
者
、
以

下
同
（
か
ら
論
文
「
人
間
学
の

0

0

0

0

マ
ル
ク
ス
的
形
態
」
を
嚆
矢
と
す
る

マ
ル
ク
ス
研
究
へ
、
マ
ル
ク
ス
研
究
を
離
れ
た
後
に
『
歴
史
哲
学
』

へ
と
歩
を
進
め
た
三
木
は
、
最
終
的
に
『
哲
学
入
門
』・『
哲
学
的
人

間
学
』
な
ど
の
著
作
を
通
じ
て
個
人
の
行
為
と
環
境
や
社
会
と
の
形

成
関
係
を
論
じ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
三
木
の
思
想
は
、
系
譜
的
に

も
、
ま
た
諸
著
作
の
内
部
に
お
い
て
も
、
個
人
か
ら
社
会
へ

0

0

0

0

0

0

0

（
そ
し

て
「
世
界
」
へ
（
と
い
う
道
筋
に
沿
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
思
考
の
流
れ
の
中
で
読
み
解
く
べ
き
で
あ
る
の

が
、
未
完
に
終
わ
っ
た
『
構
想
力
の
論
理
』
で
あ
り
、
さ
ら
に
今
な

お
そ
の
位
置
付
け
に
関
し
て
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
遺
稿
「
親

鸞
」
な
の
で
あ
る
。

四　

思
想
の
「
連
続
」
と
し
て
の
遺
稿
「
親
鸞
」

　

三
木
は
逃
亡
中
の
高
倉
テ
ル
を
匿
っ
た
と
し
て
警
視
庁
に
連
行
さ

れ
、
昭
和
二
〇
（
一
九
四
五
（
年
九
月
二
六
日
に
豊
多
摩
の
拘
置
所
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で
亡
く
な
っ
て
い
る
。
三
木
は
一
八
九
七
年
の
生
ま
れ
で
あ
り
、
死

亡
時
は
ま
だ
四
八
歳
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
西
田
に
関
し
て
言
え
ば
、

四
八
歳
は
西
田
哲
学
の
体
系
を
本
格
的
に
構
築
し
始
め
る
第
三
の
著

作
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
を
発
表
し
た
時
期
に
あ
た
る
。

三
木
の
非
業
の
死
が
今
ま
さ
に
独
自
の
体
系
的
哲
学
を
構
築
し
よ
う

と
い
う
時
期
に
訪
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
三
木
の
思
想
を
論
じ
る
際

に
極
め
て
重
要
な
意
味
を
有
し
て
く
る
も
の
と
し
て
押
さ
え
て
お
か

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
三
木
の
死
の
時
期
は
遺
稿
を

め
ぐ
る
問
題
に
関
連
し
て
、
三
木
の
思
想
全
体
の
理
解
に
大
き
く
関

わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

　

三
木
の
死
に
よ
っ
て
未
完
に
終
わ
っ
た
遺
作
・
遺
稿
と
し
て
、

『
構
想
力
の
論
理
』
と
死
後
に
疎
開
先
の
埼
玉
に
お
い
て
発
見
さ
れ

た
未
定
稿
「
親
鸞
」
が
存
在
し
て
い
る（

（（
（

。
こ
れ
ま
で
、
こ
の
二
つ

の
遺
作
・
遺
稿
の
う
ち
特
に
「
親
鸞
」
に
つ
い
て
、
そ
の
位
置
付
け

が
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
従
来
の
研
究
に
お

い
て
各
研
究
者
が
採
る
立
場
は
、
主
に
二
つ
の
型
に
区
分
す
る
こ
と

が
出
来
る
。

　

そ
の
一
方
は
、
唐
木
順
三
に
代
表
さ
れ
る
、「
親
鸞
」
を
そ
れ
ま

で
の
哲
学
的
思
索
と
断
絶
し
た
信
仰
の
告
白
と
し
て
読
み
解
く
立
場

で
あ
る
。
唐
木
は
、「
構
想
力
の
考
え
方
と
『
親
鸞
』
と
は
相
容
れ

な
い
要
素
を
含
ん
で
い
る
」
と
し
、「
形
の
哲
学
が
昼
の
思
索
の
結

晶
と
す
れ
ば
、『
人
生
論
ノ
ー
ト
』
は
夜
の
瞑
想
か
ら
生
れ
た
も
の

と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
の
夜
の
瞑
想
が
罪
の
意
識
と
結
び
つ
き
、
情

念
と
結
び
つ
き
、
悪
業
に
責
め
ら
れ
る
も
の
と
な
る
と
き
、
枕
頭
の

『
歎
異
抄
』
に
手
が
延
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
文
字
と
な
っ
た
『
親

鸞
』
は
そ
の
よ
う
な
体
験
か
ら
生
れ
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る（

（1
（

」
と

述
べ
て
い
る
。

　

残
る
一
方
は
、「
こ
の
『
親
鸞
』
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
唐
木
順

三
氏
の
解
釈
が
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
っ
て
き
た（

（1
（

」
と
し
、
唐
木

の
解
釈
に
異
議
を
唱
え
る
荒
川
幾
男
に
代
表
さ
れ
る
。
荒
川
は
、

「
注
意
深
く
こ
の
書
を
読
む
ひ
と
は
、
三
木
清
が
そ
こ
で
試
み
よ
う

と
し
た
の
は
、
決
し
て
人
間
の
原
罪
と
不
安
の
意
識
と
信
仰
の
問
題

で
は
な
く
し
て
、
ま
さ
に
「
人
間
の
歴
史
的
社
会
的
存
在
論
」
で

あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
は
ず
で
あ
る
。
�
�
そ
れ
は
『
哲
学
的
人
間

学
』
や
『
構
想
力
の
論
理
』
が
追
求
す
る
三
木
清
の
基
本
的
な
構
想

の
一
つ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い（

（1
（

」
と
述

べ
、
信
仰
の
告
白
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
の
哲
学
と
連
続
し

た
著
作
と
し
て
「
親
鸞
」
を
理
解
す
る
立
場
を
採
っ
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
、
各
研
究
者
の
理
解
は
こ
の
二
つ
の
型
に
截
然
と
区
切
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、「
親
鸞
」
と
そ
れ
ま
で
の
哲
学
と
の
断
絶
や

繋
が
り
の
論
じ
方
は
細
分
化
し
て
い
る
が（

（1
（

、
大
ま
か
な
分
類
と
し

て
は
右
の
二
つ
の
型
の
立
場
が
存
在
し
て
い
る
と
言
え
よ
う（

（1
（

。

　

多
く
の
部
分
が
メ
モ
の
状
態
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
「
親
鸞
」

は
、『
三
木
清
全
集
』
の
編
者
の
一
人
で
あ
る
桝
田
啓
三
郎
の
考
証



32

に
よ
り
、「
昭
和
十
八
年
の
末
ご
ろ
か
ら
、
二
十
年
三
月
、
検
挙
直

前
ま
で
書
き
つ
づ
け
ら
れ
、
そ
し
て
つ
い
に
未
完
成
の
ま
ま
残
さ
れ

た
絶
筆
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」（
Ｍ
十
八
：

五
五
二
―
五
五
三（

（1
（

（
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
死
に
最
も
近

い
時
期
に
書
か
れ
た
絶
筆
で
あ
る
こ
と
が
、
死
を
予
感
し
た
上
で
残

さ
れ
た
信
仰
の
告
白
と
し
て
「
親
鸞
」
を
理
解
す
る
立
場
を
支
え
る

有
力
な
根
拠
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
三
木
は
、
昭
和
十
七

（
一
九
四
二
（
年
六
月
の
『
読
書
と
人
生
』
に
収
録
さ
れ
た
「
我
が

青
春
」
と
い
う
小
篇
に
お
い
て
、
浄
土
真
宗
や
『
歎
異
抄
』
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

高
等
学
校
時
代
に
最
も
深
い
影
響
を
受
け
た
の
は
、
先
生
の

『
善
の
研
究
』
で
あ
り
、
�
�
も
う
一
つ
は
『
歎
異
抄
』
で
あ
っ

て
、
今
も
私
の
枕
頭
の
書
と
な
っ
て
い
る
。
最
近
の
禅
の
流
行

に
も
拘
ら
ず
、
私
に
は
や
は
り
こ
の
平
民
的
な
浄
土
真
宗
が
あ

り
が
た
い
。
恐
ら
く
私
は
そ
の
信
仰
に
よ
っ
て
死
ん
で
ゆ
く
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。
�
�
『
パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研

究
』
を
書
い
た
時
分
か
ら
い
つ
も

0

0

0

私
の
念
頭
を
去
ら
な
い
の

は
、
同
じ
よ
う
な
方
法
で

0

0

0

0

0

0

0

0

親
鸞
の
宗
教
に
つ
い
て
書
い
て
み
る

こ
と
で
あ
る
。（
Ｍ
一
：
三
六
四
、
傍
点
引
用
者
（
以
下
同
（（

　

右
の
引
用
に
加
え
て
、
同
じ
『
読
書
と
人
生
』
に
収
録
さ
れ
て
い

る
「
読
書
遍
歴
」
に
は
浄
土
真
宗
の
教
え
の
色
濃
い
家
庭
に
生
ま
れ

育
っ
た
と
い
う
生
い
立
ち
が
示
さ
れ
て
お
り
、
三
木
自
身
に
よ
る
こ

れ
ら
の
証
言
も
「
親
鸞
」
を
信
仰
の
告
白
と
す
る
理
解
の
論
拠
と

な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の

は
、
三
木
は
「
読
書
遍
歴
」
に
お
い
て
、
浄
土
真
宗
へ
の
親
し
み
を

述
べ
た
直
ぐ
後
に
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

私
に
は
平
民
的
な
法
然
や
親
鸞
の
宗
教
に
遥
か
に
親
し
み
が
感

じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
い
つ
か
そ
の
哲
学
的
意
義
を

0

0

0

0

0

0

闡
明
し
て

み
た
い
と
い
う
の
は
、
私
の
ひ
そ
か
に
抱
い
て
い
る
念
願
で
あ

る
。（
Ｍ
一
：
三
八
三
（

　

こ
こ
に
引
用
し
た
箇
所
は
、「
親
鸞
」
を
信
仰
の
告
白
と
し
て
捉

え
る
研
究
者
達
に
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な

い
。
だ
が
、
三
木
が
法
然
や
親
鸞
の
宗
教
へ
の
親
し
み
を
語
り
つ

つ
、
そ
の
「
哲
学
的
意
義
」
を
闡
明
し
て
み
た
い
と
述
べ
て
い
る
こ

と
は
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
先
に
引
用

し
た
「
我
が
青
春
」
の
一
節
に
お
い
て
も
、
三
木
は
『
パ
ス
カ
ル
に

於
け
る
人
間
の
研
究
』
と
「
同
じ
よ
う
な
方
法
で

0

0

0

0

0

0

0

0

親
鸞
の
宗
教
に
つ

い
て
書
い
て
み
る
こ
と
」
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
思
い
は
死
を
予
感
し
た
こ
と
で
抱
か
れ
た
も
の
で
は

な
く
、『
パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究
』
を
著
し
た
時
か
ら
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「
い
つ
も
」
有
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
そ
こ
で
語
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

処
女
作
『
パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究
』
の
「
序
」
に
お
い

て
三
木
は
、「『
パ
ン
セ
』
の
主
な
る
目
的
が
宗
教
的
の
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
。
然
し
私
は
彼
の
宗
教
思
想
を
最
も
特
色
づ

け
た
も
の
が
人
間
に
就
て
の
彼
の
観
察
で
あ
る
と
み
る
見
地
か
ら
、

こ
こ
に
は
唯
後
者
と
関
係
あ
る
限
り
に
於
て
の
み
前
者
を
論
ず
る
こ

と
に
満
足
し
た
」（
Ｍ
一
：
四
（
と
宣
言
し
て
い
る
。
こ
の
『
パ
ス

カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究
』
と
「
同
じ
よ
う
な
方
法
で
」
書
か
れ

て
い
る
「
親
鸞
」
を
三
木
の
思
想
に
お
い
て
孤
絶
し
て
い
る
も
の
と

捉
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
桝

田
の
考
証
か
ら
言
っ
て
、
唐
木
の
よ
う
に
、「
三
木
さ
ん
は
相
当
以

前
に
『
親
鸞
』
を
書
き
か
け
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
頃
構
想
力
の
論

理
の
組
織
化
、
或
は
執
筆
に
中
心
を
お
い
て
、
そ
れ
と
相
容
れ
る
こ

と
の
困
難
な
考
え
の
上
に
た
つ
『
親
鸞
』
の
稿
を
中
絶
し
、
そ
の
発

表
を
躊
躇
し
た
の
で
は
な
い
か（

（1
（

」
と
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。

　

先
に
、
三
木
が
こ
れ
か
ら
ま
さ
に
独
自
の
体
系
的
哲
学
を
構
築
し

よ
う
と
し
て
い
る
時
期
に
死
を
迎
え
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
三
木
に

浄
土
真
宗
へ
の
信
仰
が
あ
る
と
し
て
も
、
死
の
時
点
で
は
自
ら
の
思

想
の
締
め
く
く
り
と
し
て
信
仰
の
告
白
を
残
す
段
階
に
は
い
な
か
っ

た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、「
親
鸞
」
を
そ
れ
ま
で
の
哲
学
と
連

続
し
て
い
な
い
信
仰
の
告
白
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
は
出
来
な
い

の
で
あ
る
。

結　

師
・
西
田
幾
多
郎
と
対
質
す
る
た
め
に

　

親
鸞
の
思
想
を
論
じ
る
企
図
が
『
パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研

究
』
を
書
い
た
頃
か
ら
存
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に

確
認
し
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
何
故
に
『
構
想
力
の
論
理
』
を
執
筆
し

て
い
る
こ
の
時
期
・
こ
の
段
階
で
親
鸞
の
思
想
を
論
じ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
か
、
つ
ま
り
、「
親
鸞
」
執
筆
の
契
機
と
意
図
が
問
題
と

な
る
だ
ろ
う
。
三
木
の
思
想
全
体
に
お
け
る
「
親
鸞
」
の
位
置
が
改

め
て
問
わ
れ
る
の
で
あ
り
、『
三
木
清
研
究
資
料
集
成
』
や
、
こ
れ

か
ら
も
発
見
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
新
資
料
に
最
も
期
待
さ
れ
る
の

は
、
遺
稿
「
親
鸞
」
に
関
す
る
問
題
を
解
決
す
る
補
助
と
な
る
資
料

で
あ
る
。

　
「
親
鸞
」
執
筆
の
契
機
と
意
図
に
つ
い
て
は
、
三
木
が
置
か
れ
て

い
た
戦
争
末
期
の
時
代
状
況
か
ら
理
解
を
試
み
る
先
行
研
究
が
存
在

し
て
い
る（

（1
（

。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
お
い
て
言
わ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
三
木
が
時
代
状
況
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
歴
史
に
関
す
る
思
想

を
展
開
し
て
い
た
と
は
確
か
に
考
え
ら
れ
な
い
。
だ
が
、
時
代
状
況

が
「
親
鸞
」
を
書
か
せ
た
と
い
う
立
場
で
は
、「
親
鸞
」
に
つ
い
て
、

信
仰
の
告
白
と
し
て
で
は
な
い
に
せ
よ
、
三
木
の
体
験
の
告
白
と
し

て
理
解
す
る
こ
と
に
繋
が
り
、
親
鸞
の
思
想
を
哲
学
上
の
問
題
と
し



34

て
論
じ
て
い
る
書
と
し
て
の
性
格
を
正
し
く
捉
え
る
こ
と
が
出
来
な

い
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
西
田
哲
学
に
対
質
す
る
た
め
に
準
備
さ
れ
た

基
礎
の
一
つ
と
し
て
「
親
鸞
」
を
理
解
す
る
立
場
を
採
り
た
い（

11
（

。

ま
ず
は
、
三
木
が
昭
和
二
〇
年
一
月
二
〇
日
に
坂
田
徳
男
に
宛
て
て

書
い
た
次
の
書
簡
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

今
年
は
で
き
る
だ
け
仕
事
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
西
田

哲
学
を
根
本
的
に
理
解
し
直
し
、
こ
れ
を
超
え
て
ゆ
く
基
礎
を

作
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
、
取
掛
っ
て
お
り
ま
す
。
西
田
哲
学

は
東
洋
的
現
実
主
義
の
完
成
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
し
ょ
う

が
、
こ
の
東
洋
的
現
実
主
義
に
は
大
き
な
長
所
と
共
に
何
か
重

大
な
欠
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
東
洋
的
現
実
主

義
の
正
体
を
捉
え
よ
う
と
思
っ
て
、
仏
教
の
本
な
ど
も
読
ん
で

み
て
い
ま
す
。
と
も
か
く
西
田
哲
学
と
根
本
的
に
対
質
す
る
の

で
な
け
れ
ば
将
来
の
日
本
の
新
し
い
哲
学
は
生
れ
て
く
る
こ
と

が
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。（
Ｍ
十
九
：
四
五
三
（

　

こ
の
書
簡
は
、
三
木
が
、
死
を
迎
え
る
年
の
は
じ
め
に
、「
西
田

哲
学
と
根
本
的
に
対
質
す
る
」
と
い
う
課
題
に
取
り
組
む
決
意
を

も
っ
て
そ
れ
に
す
で
に
取
り
掛
か
っ
て
い
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。

そ
し
て
、
西
田
哲
学
と
対
質
す
る
要
所
を
西
田
哲
学
の
も
つ
「
東
洋

的
現
実
主
義
」
と
し
て
理
解
し
、
そ
の
正
体
を
捉
え
る
た
め
に
「
仏

教
の
本
」
を
読
ん
で
い
る
と
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
昭
和
十
八
年

の
末
頃
か
ら
二
十
年
三
月
ま
で
と
さ
れ
る
「
親
鸞
」
の
執
筆
時
期
と

こ
の
書
簡
が
書
か
れ
た
時
期
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て

い
る
「
仏
教
の
本
」
が
「
親
鸞
」
の
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
諸
本
で

あ
る
と
想
定
出
来
る
だ
ろ
う
。

　

三
木
は
「
西
田
哲
学
の
性
格
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
仏
教
を
深

く
知
ら
な
い
ま
ま
に
安
易
に
「
西
田
哲
学
を
仏
教
、
殊
に
禅
と
結
び

付
け
て
考
え
る
こ
と
」（
Ｍ
十
：
四
一
〇
（
を
戒
め
て
、「
例
え
ば
仏

教
は
歴
史
的
実
在
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
か
、
ま
た
禅
に
は
ど
の
よ

う
な
歴
史
哲
学
が
あ
る
の
か
。
か
よ
う
な
先
決
問
題
を
除
い
て
西
田

哲
学
と
仏
教
と
を
関
係
さ
せ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
全
く
抽
象
的
な
議

論
に
終
る
ほ
か
な
い
」（
Ｍ
十
：
四
一
一
（
と
書
い
て
い
る
。
ま
た
、

「
西
田
哲
学
に
対
す
る
私
の
批
評
を
述
べ
よ
と
の
君
の
要
求
は
、
現

在
の
私
に
は
な
お
力
の
足
ら
な
い
、
あ
ま
り
に
大
き
な
問
題
で
あ

る
。
根
本
に
於
て
私
は
、
私
自
身
の
哲
学
を
築
い
て
ゆ
く
こ
と
が
そ

の
批
評
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
」（
Ｍ
十
：
四
三
二
―
四
三
三
（
と

述
べ
て
い
る
。
西
田
哲
学
と
根
本
的
に
対
質
す
る
た
め
に
は
、「
何

等
か
従
来
の
東
洋
思
想
で
説
明
す
る
」（
Ｍ
十
：
四
一
一
（
の
で
は

な
く
、
ま
ず
仏
教
思
想
に
お
け
る
歴
史
に
関
す
る
先
決
問
題
と
向
き

合
っ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
西
田
哲
学
へ
の
批
評

は
自
ら
の
哲
学
を
築
い
て
い
く
中
で
な
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
そ
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う
三
木
は
語
っ
て
い
る
。

　
『
構
想
力
の
論
理
』
へ
と
い
た
る
思
想
も
「
親
鸞
」
も
、
自
ら
の

思
想
を
導
い
て
き
た
師
・
西
田
幾
多
郎
の
哲
学
と
向
き
合
い
な
が
ら

紡
ぎ
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
師
の
哲
学
と
そ
れ
を
継

ぐ
自
ら
の
哲
学
と
に
対
す
る
三
木
の
真
摯
な
あ
り
様
が
よ
く
表
れ
て

い
る
。
親
鸞
の
思
想
を
考
察
す
る
中
で
仏
教
思
想
の
先
決
問
題
に
向

き
合
い
な
が
ら
、
か
つ
自
ら
の
哲
学
の
根
幹
を
な
す
人
間
と
社
会
や

歴
史
と
の
連
関
と
い
う
主
題
を
論
じ
て
い
る
遺
稿
「
親
鸞
」
は
、
西

田
哲
学
を
継
ぎ
乗
り
越
え
ん
と
し
た
三
木
清
の
哲
学
的
思
索
の
一
環

を
な
す
も
の
と
し
て
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

※
こ
の
報
告
論
文
は
二
〇
一
九
年
五
月
二
五
日
に
行
わ
れ
た
法
政
哲
学

会
第
三
九
回
大
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
共
通
課
題
「
三
木
清
の
人
生

と
思
想
―
新
資
料
を
参
考
に
し
て
―
」
に
お
け
る
発
表
を
も
と

に
、
西
塚
俊
太
「
三
木
清
に
お
け
る
遺
稿
「
親
鸞
」
の
位
置
付
け
」

（
日
本
思
想
史
学
会
『
日
本
思
想
史
学 

第
四
〇
号
』（
の
知
見
を
組
み

込
ん
で
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
《
注
》

（
1
（ 

唐
木
順
三
『
三
木
清
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
四
七
年
（、 

一
四
五
頁
。

（
2
（ 

佐
藤
信
衛
『
西
田
幾
多
郎
と
三
木
清
』（
中
央
公
論
社
、

一
九
四
七
年
（、
一
二
八
頁
お
よ
び
一
二
九
頁
。

（
3
（ 

赤
松
常
弘
『
三
木
清 

哲
学
的
思
索
の
軌
跡
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

一
九
九
四
年
（、
二
三
七
頁
。

（
4
（ 

藤
田
正
勝
編
『
京
都
学
派
の
哲
学
』（
昭
和
堂
、
二
〇
〇
一
年
（、

ⅲ
頁
。
同
様
の
見
解
は
、
中
岡
成
文
『
私
と
出
会
う
た
め
の
西
田
幾

多
郎
』（
出
窓
社
、
一
九
九
九
年
（
一
一
二
頁
や
、
竹
田
篤
司
『
物

語
「
京
都
学
派
」』（
中
公
叢
書
、
二
〇
〇
一
年
（
二
八
二
頁
お
よ
び

三
〇
六
頁
、
田
中
久
文
「
京
都
学
派
の
遺
産
―
そ
の
多
様
性
と
現

代
性
―
」『
実
存
思
想
論
集
Ⅹ
Ⅴ
Ⅱ
』（
実
存
思
想
協
会
、

二
〇
〇
二
年
（
二
六
―
二
七
頁
、
荒
谷
大
輔
『
西
田
幾
多
郎
―
歴

史
の
論
理
学
―
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
八
年
（
一
九
一
頁
な
ど
。

（
5
（ 

一
例
と
し
て
以
下
の
諸
研
究
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

・ 

宮
川
透
『
西
田･

三
木･

戸
坂
の
哲
学
―
思
想
史
百
年
の
遺

産
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
六
七
年
（。

・ 

小
坂
国
継
『
西
田
幾
多
郎
を
め
ぐ
る
哲
学
者
群
像
―
近
代
日

本
哲
学
と
宗
教
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
七
年
（。

・ 

服
部
健
二
『
西
田
哲
学
と
左
派
の
人
た
ち
』（
こ
ぶ
し
書
房
、

二
〇
〇
〇
年
（。

・ 

藤
田
正
勝
編
『
京
都
学
派
の
哲
学
』（
昭
和
堂
、
二
〇
〇
一
年
（。

・ 

大
橋
良
介
編
『
京
都
学
派
の
思
想
―
種
々
の
像
と
思
想
の
ポ

テ
ン
シ
ャ
ル
』（
人
文
書
院
、
二
〇
〇
四
年
（。

（
6
（ 

た
だ
し
、
西
田
よ
り
「
上
の
世
代
」、
例
え
ば
清
沢
満
之
が
西
田

哲
学
に
与
え
た
思
想
的
影
響
と
い
う
指
摘
は
、
近
年
の
清
沢
研
究
の

興
隆
も
あ
っ
て
か
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
。

（
7
（ 

西
田
幾
多
郎
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
全
て
旧
版
『
西
田
幾
多
郎
全

集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
―
一
九
六
六
年
（
に
よ
る
。
括
弧
内

は
西
田
幾
多
郎
の
著
作
で
あ
る
こ
と
を
示
す
Ｎ
に
巻
数
：
頁
数
を
付

し
た
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
全
集
第
五
巻
二
六
頁
の
場
合
（
Ｎ
五
：

二
六
（
と
表
記
す
る
。
旧
仮
名
遣
い
や
現
代
と
異
な
る
漢
字
表
記
は
、

適
宜
新
仮
名
遣
い
と
現
代
の
漢
字
表
記
に
改
め
て
あ
る
。

（
8
（ 

三
木
清
「
東
洋
的
人
間
の
批
判
」『
文
學
界
』、
一
九
三
六
年
九
月
。
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三
木
清
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
全
て
『
三
木
清
全
集
』（
岩
波
書
店
、

一
九
六
六
―
一
九
六
八
年
。
た
だ
し
、
全
集
第
二
十
巻
の
み

一
九
八
六
年
（
に
よ
る
。
括
弧
内
は
三
木
清
の
著
作
で
あ
る
こ
と
を

示
す
Ｍ
に
巻
数
：
頁
数
を
付
し
た
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
全
集
第

十
二
巻
四
頁
の
場
合
（
Ｍ
十
二
：
四
（
と
表
記
す
る
。
仮
名
遣
い
の

表
記
な
ど
は
西
田
幾
多
郎
全
集
と
同
様
で
あ
る
。

（
9
（ 

三
木
は
注（
8
（と
同
論
文
の
同
箇
所
に
お
い
て
、
西
田
哲
学
が
有

す
る
こ
の
特
徴
は
、「
主
観
的
即
客
観
的
」「
動
即
静
」
と
い
う
よ
う

に
、「
即
」
の
一
字
に
よ
っ
て
対
立
項
を
ま
と
め
て
し
ま
う
日
本
文

化
の
宿
痾
で
も
あ
る
と
言
及
し
て
い
る
。

（
10
（ 

詳
し
く
は
、
柳
父
章
『
翻
訳
語
成
立
事
情
』（
岩
波
新
書
、
一
九 

八
二
年
（、
阿
部
勤
也
『「
世
間
」
と
は
何
か
』（
講
談
社
現
代
新
書
、

一
九
九
五
年
（、
阿
部
勤
也
『
学
問
と
「
世
間
」』（
岩
波
新
書
、

二
〇
〇
一
年
（、
阿
部
勤
也
『
日
本
人
の
歴
史
意
識
―
「
世
間
」
と

い
う
視
角
か
ら
―
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
四
年
（
な
ど
を
参
照
。

（
11
（ 

遺
稿
「
親
鸞
」
は
メ
モ
と
し
て
残
さ
れ
た
部
分
も
多
く
、
ま
と

ま
っ
た
論
述
を
も
っ
た
体
系
的
著
作
と
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
以
下

の
論
考
で
は
『
親
鸞
』
で
は
な
く
「
親
鸞
」
と
表
記
す
る
。

（
12
（ 

そ
れ
ぞ
れ
、
唐
木
前
掲
書
、
二
一
五
頁
お
よ
び
二
五
八
頁
。
な
お
、

同
じ
考
え
は
同
書
の
十
一
―
十
三
頁
や
二
一
六
―
二
二
四
頁
な
ど
で

も
示
さ
れ
て
い
る
。

（
13
（ 

荒
川
幾
男
『
三
木
清
』（
紀
伊
国
屋
新
書
、
一
九
六
八
年
（、

一
九
五
頁
。

（
14
（ 

荒
川
前
掲
書
、
一
九
五
―
一
九
六
頁
。

（
15
（ 

例
え
ば
赤
松
は
前
掲
書
に
お
い
て
、「
親
鸞
」
を
「
哲
学
的
考
察
」

と
位
置
付
け
な
が
ら
も
、「
そ
の
論
述
は
こ
れ
ま
で
展
開
さ
れ
て
き

た
三
木
哲
学
の
枠
組
を
越
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
」（
十
九
頁
（
と
論

じ
て
い
る
。

（
16
（ 

唐
木
の
よ
う
に
「
親
鸞
」
を
そ
れ
ま
で
の
思
想
と
断
絶
し
た
信
仰

の
告
白
と
し
て
理
解
す
る
も
の
と
し
て
は
、
宮
川
透
『
近
代
日
本
の

思
想
家
一
〇　

三
木
清
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
八
年
（

一
五
一
―
一
五
二
頁
、
久
野
収
『
三
〇
年
代
の
思
想
家
た
ち
』（
岩

波
書
店
、
一
九
七
五
年
（
四
四
―
四
五
頁
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一

方
、
荒
川
の
よ
う
に
信
仰
の
告
白
と
し
て
で
は
な
く
そ
れ
ま
で
の
思

想
と
連
続
す
る
哲
学
的
著
作
と
し
て
「
親
鸞
」
を
捉
え
て
い
る
も
の

と
し
て
は
、
佐
々
木
健
『
三
木
清
の
世
界　

人
間
の
救
済
と
社
会
の

変
革
』（
第
三
文
明
社
、
一
九
八
七
年
（
二
二
―
三
〇
頁
お
よ
び

二
六
四
―
二
六
五
頁
、
竹
内
良
知
『
西
田
哲
学
の
「
行
為
的
直
観
」』

（
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
九
二
年
（
一
六
一
―
一
七
七
頁
な
ど

が
存
在
し
て
い
る
。

（
17
（ 

『
三
木
清
全
集
第
十
八
巻
』「
後
記
」、
五
五
二
―
五
五
三
頁
。

（
18
（ 

唐
木
前
掲
書
、
二
一
六
頁
。

（
19
（ 

例
と
し
て
、
久
野
前
掲
書
の
四
五
頁
や
佐
々
木
前
掲
書
に
お
け
る

二
五
―
三
〇
頁
の
考
察
、
お
よ
び
竹
内
前
掲
書
の
一
六
七
頁
や
小
坂

前
掲
書
の
二
四
〇
―
二
四
一
頁
の
理
解
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来

る
。

（
20
（ 

こ
の
方
途
は
一
部
の
研
究
者
に
よ
っ
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
竹
内
前
掲
書
の
一
七
四
頁
、
お
よ
び
小
坂
前
掲
書
の

二
三
八
―
二
四
八
頁
で
の
指
摘
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
竹
内
・
小
坂
と

も
に
右
記
注
十
八
で
指
摘
し
た
通
り
時
代
状
況
か
ら
「
親
鸞
」
を
捉

え
る
立
場
を
採
っ
て
い
る
が
、
西
田
哲
学
批
判
と
し
て
「
親
鸞
」
を

見
る
解
釈
の
可
能
性
に
も
触
れ
て
い
る
。
ま
た
、
赤
松
も
前
掲
書
の

三
一
二
頁
で
西
田
批
判
と
「
親
鸞
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
て
い

る
が
そ
の
内
実
は
展
開
さ
れ
て
い
な
い
。


