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1

は
じ
め
に

　

清
沢
満
之
は
宗
教
を
定
義
し
て
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

Religion is the art or practice of pacifying m
ind and 

settling life

（
1
（

.

（
宗
教
は
心
（m

ind

（
を
安
泰
な
ら
し
め
、

人
生
に
く
つ
ろ
ぎ
を
与
え
る
技
法
（art

（
あ
る
い
は
実
践
で

あ
る（

（
（

（

　

こ
の
定
義
の
と
お
り
、
人
生
に
お
け
る
苦
悩
を
解
消
し
精
神
的
な

充
足
を
得
る
た
め
の
指
針
と
し
て
、
清
沢
は
「
精
神
主
義
」
を
提
唱

し
た
。「
精
神
主
義
」
と
は
、
精
神
の
あ
り
方
を
変
化
さ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
外
的
な
問
題
の
解
消
を
は
か
る
思
考
で
あ
る
。

　

当
時
は
日
清
戦
争
後
の
経
済
発
展
に
よ
り
都
市
市
民
層
が
形
成
さ

れ
、
多
く
の
人
々
が
、
未
知
の
他
者
と
の
交
際
や
競
争
に
心
血
を
注

が
ね
ば
な
ら
ず
そ
こ
か
ら
生
ず
る
様
々
な
軋
轢
に
よ
り
煩
悶
憂
苦
し

て
い
た
。「
精
神
主
義
」
は
そ
う
し
た
人
々
の
大
き
な
支
持
を
得
た

の
で
あ
る
。
だ
が
清
沢
が
「
精
神
主
義
」
と
題
す
る
論
文
中
に
記
し

た
、「
其
発
動
す
る
所
は
、
外
物
他
人
に
追
従
し
て
苦
悶
せ
ざ
る
に

あ
り
」（
六
、五
（
と
い
う
文
言
に
耳
目
が
集
ま
り
、
そ
の
た
め
外
物

他
人
の
意
に
沿
う
こ
と
で
精
神
的
な
充
足
を
得
よ
う
と
す
る
「
精
神

主
義
」
に
は
外
向
的
な
作
為
性
は
な
い
と
い
う
印
象
が
、
次
第
に
定

着
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
発
表
は
、
本
当
に
清
沢
自
身
も
、「
精
神
主
義
」
に
は

外
向
的
な
作
為
性
が
な
い
と
認
め
て
い
た
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
、

清
沢
満
之
の
「
精
神
主
義
」
に
内
在
す
る
宗
教
的
移
伝
性

丸　
　

山　
　
　
　
　

亮



（

清
沢
の
「
精
神
主
義
」
に
関
す
る
論
説
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し

た
。
ま
ず
は
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
本
発
表

を
は
じ
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
、
問
題
の
所
在

㈠
「
精
神
主
義
」
に
お
け
る
目
的
と
達
成
法

　

清
沢
満
之
が
提
唱
し
た
「
精
神
主
義
」
は
、
宗
教
雑
誌
『
精
神

界
』
の
創
刊
号（

（
（

に
掲
載
さ
れ
た
論
文
「
精
神
主
義
」（
六
、三
―
五
（

の
ほ
か
、「
精
神
主
義
［
明
治
三
四
年
講
話
］」（
同
、
二
九
四
―

三
〇
四
（、「
精
神
主
義
［
明
治
三
五
年
講
話
］」（
同
、
一
六
五
―

一
七
一
（
に
よ
り
、
そ
の
要
諦
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に

は
、「
精
神
主
義
」
の
目
的
が
人
生
に
お
け
る
苦
悩
を
解
消
す
る
こ

と
に
あ
り
、
そ
れ
は
「
万
物
一
体
」
を
確
信
す
る
こ
と
に
よ
り
達
成

さ
れ
る
わ
け
が
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

私
た
ち
は
生
・
老
・
病
・
死
の
四
苦
を
抱
え
る
だ
け
で
な
く
、
能

力
や
名
利
に
つ
い
て
自
己
の
劣
位
を
認
め
悩
む
こ
と
が
あ
る
。
だ
が

こ
う
し
た
苦
悩
は
「
精
神
」
を
獲
得
す
る
こ
と
で
、
自
己
の
妄
想
が

生
産
し
た
単
な
る
幻
影
と
し
て
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

「
精
神
」
と
は
「
万
物
一
体
」
を
確
信
す
る
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち

を
含
む
あ
ら
ゆ
る
有
限
体
は
そ
れ
ぞ
れ
が
他
の
有
限
体
と
連
携
し
存

在
し
て
お
り
、
当
然
に
そ
う
し
た
有
限
無
数
が
構
成
す
る
「
万
物
一

体
」
の
一
員
と
し
て
あ
る
。
そ
の
た
め
私
た
ち
は
自
己
に
お
け
る
状

況
を
「
万
物
一
体
」
の
一
局
面
と
し
て
受
け
入
れ
、
ま
た
、
他
の
有

限
体
の
状
況
に
つ
い
て
も
そ
の
他
の
有
限
体
と
連
帯
し
て
責
任
を
負

う
立
場
に
あ
る
こ
と
を
感
得
す
る
。
こ
う
し
て
私
た
ち
は
、
現
在
の

状
況
が
有
限
無
数
と
の
協
働
に
よ
り
出
現
し
た
最
適
な
状
態
で
あ
る

と
了
解
し
、
そ
の
結
果
、
他
の
有
限
体
に
対
し
て
生
じ
る
苦
悩
は
自

己
の
妄
想
が
産
し
た
幻
影
で
あ
る
と
し
て
解
消
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

清
沢
は
「
精
神
主
義
」
と
題
し
た
論
文
や
講
演
の
中
で
、
概
ね
、

以
上
の
よ
う
な
趣
旨
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
人
生
に
お
け
る
苦

悩
を
「
煩
悶
憂
苦
」、
ま
た
、
自
分
以
外
の
そ
の
他
す
べ
て
の
有
限

を
「
外
他
人
物
」・「
外
物
他
人
」
と
表
現
し
、「
精
神
主
義
」
の
主

要
な
意
義
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

精
神
主
義
に
一
種
の
要
義
あ
り
、
他
に
あ
ら
す
、
精
神
主
義
は

総
て
の
煩
悶
憂
苦
を
以
て
、
全
く
各
人
自
己
の
妄
念
よ
り
生
す

る
幻
影
と
信
す
る
に
あ
り
。
…
…
決
し
て
外
他
人
物
の
為
に
苦

悩
す
る
も
の
と
せ
さ
る
な
り
。
…
…
而
し
て
…
…
彼
の
苦
悩
は

漸
次
に
減
退
消
散
す
る
も
の
た
る
な
り
。
／
之
を
要
す
る
に
、

精
神
主
義
は
、
吾
人
の
世
に
処
す
る
の
実
行
主
義
に
し
て
、
其

第
一
義
は
、
充
分
な
る
満
足
の
精
神
内
に
求
め
得
べ
き
こ
と
を

信
す
る
に
あ
り
。
而
し
て
其
発
動
す
る
所
は
、
外
物
他
人
に
追

従
し
て
苦
悶
せ
ざ
る
に
あ
り
。
交
際
協
和
し
て
人
生
の
幸
楽
を



（

増
進
す
る
に
あ
り 

（
六
、四
―
五
（

　

こ
の
よ
う
に
清
沢
は
、「
精
神
主
義
」
の
意
義
が
「
外
物
他
人
」

を
受
け
入
れ
煩
悶
憂
苦
を
解
消
す
る
こ
と
に
あ
る
と
強
調
し
て
い

る
。
そ
し
て
「
精
神
」
を
獲
得
し
た
者
が
実
施
す
べ
き
行
為
を
、
日

記
の
中
で
例
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
精
神
主
義
」
の
要
諦
を
極
め

て
端
的
に
具
現
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

ヨ
シ
ヤ
外
他
的
障
碍
ア
ル
カ
如
ク
見
ユ
ル
モ
其
之
ニ
遭
フ
ヤ
直

ニ
自
由
的
ニ
之
ヲ
排
除
或
逃
避
ス
ル
場
合
（
例
セ
ハ
物
ヲ
所
有

セ
ン
ト
ス
ル
ニ
他
人
之
ヲ
奪
取
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
快
ク
進
ン

デ
之
ヲ
附
与
ス
ル
ガ
如
キ
（
ハ
是
レ
自
由
ノ
行
為
タ
ル
ニ
妨
ケ

ナ
キ
ナ
キ
ナ
リ　

喚
言
セ
ハ
障
碍
或
ハ
違
背
ニ
遇
フ
テ
失
望
悲

歎
煩
悶
悩
苦
ニ
陥
落
ス
ル
カ
如
キ
ハ
皆
ナ
是
レ
奴
隷
的
所
作
タ

ル
ナ
リ

 

（『
臘
扇
記　

第
二
号
』、
八
、四
二
五
―
四
二
六
（

　

自
分
が
所
有
し
よ
う
と
眼
前
の
物
に
手
を
伸
ば
し
た
時
、
他
者
が

強
引
に
そ
れ
を
奪
い
取
ろ
う
と
し
た
場
合
に
は
所
有
の
意
志
を
放
棄

し
直
ち
に
こ
れ
を
与
え
よ
、
そ
う
す
れ
ば
強
奪
さ
れ
ず
に
済
み
、
悲

歎
に
暮
れ
号
泣
す
る
こ
と
も
な
い
。
だ
が
死
守
す
れ
ば
か
え
っ
て
反

撃
さ
れ
害
を
被
る
。
だ
か
ら
む
し
ろ
所
有
に
固
執
す
る
方
が
強
奪
者

の
奴
隷
と
な
っ
て
苦
悩
す
る
の
で
あ
り
、
強
奪
者
の
意
に
沿
え
ば
苦

悩
す
る
こ
と
な
く
精
神
的
な
充
足
が
得
ら
れ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
無
条
件
で
の
所
有
権
譲
渡
は
、「
精
神
主
義
」
の
要
諦

を
正
確
に
具
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
清
沢
は
論
理
に
頼
る
だ
け
で

な
く
こ
う
し
た
事
例
を
も
用
意
し
て
、「
精
神
主
義
」
は
「
吾
人
の

世
に
処
す
る
の
実
行
主
義
」
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

㈡　
「
精
神
主
義
」
に
対
す
る
評
価
と
問
題
設
定

　

こ
う
し
て
『
精
神
界
』
の
創
刊
号
に
論
文
「
精
神
主
義
」
が
掲
載

さ
れ
る
や
、
た
ち
ま
ち
に
し
て
評
論
の
対
象
と
な
っ
た
。
そ
し
て
今

日
に
至
る
ま
で
様
々
に
議
論
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
。
多
く
の
論
者
か

ら
は
、
外
物
他
人
へ
の
追
従
を
奨
励
す
る
「
精
神
主
義
」
は
た
だ
現

状
を
肯
定
す
る
の
み
で
将
来
に
向
け
て
採
用
す
べ
き
能
動
的
な
行
動

指
針
を
教
授
で
き
て
お
ら
ず
、
ひ
い
て
は
、
社
会
的
な
影
響
力
を
有

し
な
い
思
想
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
曾
我
量
深
と
境
野

黄
洋
は
、「
精
神
主
義
」
に
は
人
々
に
生
き
る
意
欲
を
喚
起
さ
せ
る

宗
教
的
な
実
践
性
が
見
当
た
ら
な
い
と
批
判
し
た（

（
（

。

　

ま
た
、
特
に
戦
後
は
、「
精
神
主
義
」
の
歴
史
的
な
役
割
を
解
明

す
る
作
業
が
活
発
に
行
わ
れ（

（
（

、
現
状
を
肯
定
す
る
「
精
神
主
義
」

は
他
者
に
対
し
て
何
ら
影
響
力
を
行
使
し
得
ず
、
し
た
が
っ
て
、
時

の
国
家
・
社
会
の
体
制
を
支
え
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
と

認
定
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
田
村
圓
澄
は
、「
精
神
主
義
か
ら
す
れ



（

ば
社
会
制
度
の
矛
盾
を
指
摘
し
、
そ
れ
を
除
去
乃
至
改
造
す
る
こ
と

は
、
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
。
…
…
（
精
神
主
義
は
（
既
存
秩
序
を

肯
定
し
、
現
実
の
社
会
制
度
に
対
す
る
忍
従
を
是
認
す
る
こ
と
に
お

い
て
、
反
動
的
役
割
を
も
つ
も
の
で
あ
つ
た（

（
（

」
と
述
べ
、
ま
た
、

赤
松
徹
真
も
、「
新
た
に
成
立
し
た
彼
の
宗
教
主
体
は
具
体
的
現
実

の
権
力
的
秩
序
の
変
革
を
せ
ま
る
方
向
を
と
ら
ず
、
事
実
上
、
肯
定

し
た
の
で
あ
る
。
…
…
彼
の
宗
教
的
地
平
は
、
広
義
の
意
味
で
帝
国

主
義
勢
力
に
結
果
的
に
奉
仕
す
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ

る（
（
（

」
と
、
述
べ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
福
嶋
寛
隆
は
、「
天
皇

制
下
の
支
配
体
制
は
、
ト
ー
タ
ル
な
対
決
を
挑
ん
で
く
る
社
会
主
義

運
動
の
開
始
期
に
、「
精
神
主
義
」
と
い
う
、
そ
れ
自
体
は
ひ
た
す

ら
自
律
を
志
向
す
る
、
ま
こ
と
に
有
効
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
援
軍
と

し
て
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
な
い
か（

（
（

」
と
述
べ
、
ま
た
、

近
藤
俊
太
郎
も
、「
所
与
の
現
実
の
完
全
性
の
み
が
強
調
さ
れ
る

「
精
神
主
義
」
か
ら
は
、
あ
る
べ
き
現
実
に
向
け
た
変
革
が
構
想
さ

れ
な
い
。
…
…
そ
う
し
た
現
実
認
識
は
既
存
の
権
力
秩
序
へ
の
同
意

と
い
う
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う（

（
（

」
と
、

述
べ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
認
定
は
い
ず
れ
も
「
外
物
他
人
（
へ
の
（
追
従
」
に
注

目
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
清
沢
の
例
示
に
従
え
ば
無
条
件
で

の
所
有
権
譲
渡
を
根
拠
に
し
て
い
る
。
単
な
る
不
作
為
は
権
利
放
棄

と
見
做
さ
れ
現
状
を
是
認
す
る
意
思
表
明
で
あ
る
と
さ
れ
る
よ
う

に
、
現
状
肯
定
は
現
状
擁
護
と
同
等
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
う
え

清
沢
は
日
清
戦
争
に
反
対
す
る
こ
と
も
な
く
、
ま
し
て
や
体
制
の
変

革
を
主
張
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
こ
う
し
た
限
り
に
お
い
て
、
戦
後

の
論
者
た
ち
の
認
定
は
妥
当
で
あ
る
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
そ
う
し
た
認
定
は
、
清
沢
自
身
も
、「
精
神
主
義
」
に
は
他
者

に
対
す
る
影
響
力
す
な
わ
ち
外
向
的
な
作
為
性
は
な
い
と
認
め
て
い

た
こ
と
ま
で
も
、
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　

吉
田
久
一
は
、
清
沢
が
肺
結
核
に
犯
さ
れ
現
実
と
し
て
の
死
に
直

面
し
て
い
た
こ
と
、
宗
門
改
革
運
動
に
挫
折
し
精
神
的
に
疲
弊
し
た

こ
と
、
ま
た
、
妻
の
実
家
に
入
寺
し
様
々
な
軋
轢
を
経
験
し
た
こ
と

な
ど
、
こ
う
し
た
事
態
へ
の
対
処
に
苦
心
・
腐
心
し
た
こ
と
が
「
精

神
主
義
」
を
構
想
す
る
う
え
で
大
き
な
動
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を

踏
ま
え
、「
精
神
主
義
」
を
評
定
す
る
場
合
の
留
意
点
に
つ
い
て
自

身
の
考
え
を
こ
う
述
べ
て
い
る
。「（
精
神
主
義
は
（
書
斎
の
産
物
で

は
な
く
、
異
常
と
い
っ
て
よ
い
程
の
現
実
と
の
苦
闘
に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
…
…
単
に
社
会
的
な
形
で
満
之
を
評
価
し
よ

う
と
す
れ
ば
、
彼
の
志
し
た
意
図
か
ら
遊
離
し
て
し
ま
う
。
つ
ま
り

社
会
を
否
定
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
う
満
之
が
社
会
に
発
言
し
て

い
る
か
を
探
ら
な
い
以
上
彼
の
把
握
は
で
き
な
い
…
…（

（1
（

」。
こ
の
吉

田
の
提
言
は
、
以
下
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

清
沢
は
、
人
生
に
お
け
る
「
煩
悶
憂
苦
」
を
解
消
す
る
こ
と
が

「
精
神
主
義
」
の
目
的
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
自



（

己
が
保
有
し
て
き
た
様
々
な
先
入
観
、
た
と
え
ば
死
は
恐
ろ
し
い
と

い
う
観
方
や
名
利
が
多
大
で
あ
る
こ
と
を
良
と
す
る
観
方
が
「
煩
悶

憂
苦
」
を
生
産
す
る
源
泉
で
あ
り
、
こ
う
し
た
観
方
を
否
定
で
き
れ

ば
、「
煩
悶
憂
苦
」
は
単
に
感
想
と
し
て
心
中
に
浮
遊
す
る
に
過
ぎ

な
い
も
の
と
な
る
。
感
想
で
あ
る
な
ら
自
己
の
責
任
に
お
い
て
処
理

す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
蓄
積
さ
れ
た
先
入

観
を
否
定
す
る
の
に
苦
労
し
た
の
が
清
沢
そ
の
人
で
あ
る
。
だ
か
ら

「
精
神
主
義
」
を
構
想
し
た
清
沢
の
真
意
を
探
ろ
う
と
す
れ
ば
、「
万

物
一
体
」
を
確
信
す
る
こ
と
で
こ
れ
ま
で
保
持
し
て
き
た
通
念
や
価

値
観
を
否
定
し
「
煩
悶
憂
苦
」
を
消
滅
さ
せ
た
清
沢
が
、
現
に
「
煩

悶
憂
苦
」
す
る
人
々
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
語
り
か
け
た
か
を
確
認

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
吉
田
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
吉
田
の
提
言
に
対
し
て
、「
精
神
主
義
」
が
果
た
し

た
歴
史
的
・
社
会
的
な
役
割
を
問
題
に
し
た
一
人
で
あ
る
福
嶋
寛
隆

は
こ
の
よ
う
に
応
じ
て
い
る
。「
氏
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
は
正
鵠
を

え
た
も
の
で
、
今
後
も
留
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
で
は
「
精
神

主
義
」
は
、
現
実
の
社
会
に
た
ち
か
え
っ
て
い
か
な
る
実
践
性
を
示

し
た
で
あ
ろ
う
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
問
い
に
対
し
て
は

「
精
神
主
義
」
と
い
う
信
仰
理
解
の
基
本
に
則
し
て
こ
た
え
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
こ
た
え
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

…
…
無
条
件
の
現
実
肯
定
で
あ
る（

（（
（

」。
要
す
る
に
「
精
神
主
義
」
は

「
無
条
件
の
現
実
肯
定
で
あ
る
」
か
ら
、
他
者
に
対
す
る
影
響
力
す

な
わ
ち
外
向
的
な
作
為
性
を
有
し
て
お
ら
ず
、
ひ
い
て
は
社
会
に
与

え
る
影
響
力
は
全
く
無
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る（

（1
（

。

　

次
節
で
は
福
嶋
が
提
案
す
る
よ
う
に
「「
精
神
主
義
」
と
い
う
信

仰
理
解
の
基
本
に
則
し
て
」、
ま
た
、
吉
田
が
提
言
す
る
よ
う
に

「
社
会
を
否
定
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
う
満
之
が
社
会
に
発
言
し

て
い
る
か
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
清
沢
の
論
説
を
検
討
す
る
こ
と
に

し
た
い
。
そ
し
て
清
沢
が
、「
精
神
主
義
」
の
内
に
他
者
に
与
え
る

影
響
力
す
な
わ
ち
外
向
的
な
作
為
性
を
予
定
し
て
い
る
こ
と
、
ま

た
、
そ
れ
を
利
他
的
な
行
為
と
し
て
認
定
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら

に
、
そ
の
利
他
的
な
行
為
が
社
会
の
あ
り
方
そ
の
も
の
で
あ
る
具
体

的
な
人
間
関
係
を
更
新
さ
せ
て
い
く
実
態
を
示
し
て
い
る
こ
と
、
こ

れ
ら
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
と
思
う
。

二
、「
精
神
主
義
」
と
外
向
的
作
為
性

㈠　

宗
教
と
し
て
の
「
精
神
主
義
」

　

清
沢
に
よ
れ
ば
「
精
神
主
義
」
の
「
精
神
」
と
は
、「
万
物
一
体
」

を
確
信
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
清
沢
は
、
無
数
の
有
限
体
が

構
成
す
る
「
万
物
一
体
」
と
い
う
有
機
的
運
動
態
の
本
体
は
、「
是

れ
阿
弥
陀
仏
な
り
」（「
万
物
一
体
」、
六
、一
三
（
と
断
言
し
て
い

る
。
ま
た
、「
宗
教
に
は
、
自
力
の
宗
教
と
他
力
の
宗
教
と
が
あ
り

ま
す
が
、
私
共
は
到
底
自
力
に
は
力
及
び
ま
せ
ぬ
、
其
れ
故
自
力
の



（

精
神
主
義
で
は
な
く
て
、
他
力
の
宗
教
に
依
る
故
、
私
共
の
精
神
主

義
と
は
、
如
来
の
広
大
な
他
力
に
依
つ
て
、
総
て
の
事
を
見
て
行
く

の
で
あ
る
」（「
精
神
主
義
［
明
治
三
五
年
講
和
］」、
同
、
一
六
五
―

一
六
六
（
と
述
べ
、「
精
神
主
義
」
が
他
力
の
宗
教
の
立
場
に
立
つ

こ
と
を
宣
明
し
て
い
る
。

　

こ
の
清
沢
の
文
言
中
に
示
さ
れ
る
「
自
力
の
宗
教
」
と
「
他
力
の

宗
教
」
と
の
相
違
点
に
つ
い
て
、
予
め
確
認
し
て
お
き
た
い
。
人
が

悟
り
を
得
て
仏
に
な
ろ
う
と
す
る
と
き
、
本
来
自
分
に
は
仏
に
な
る

可
能
性
が
あ
る
と
し
て
修
行
に
精
励
す
る
の
が
自
力
の
宗
教
で
あ

る
。
こ
の
場
合
、
修
行
す
る
当
面
の
目
標
は
、
自
分
が
仏
に
な
る
前

に
他
者
を
仏
に
す
る
「
自
未
得
度
先
度
他（

（1
（

」
を
達
成
す
る
た
め
、

一
切
衆
生
の
導
師
と
な
る
こ
と
に
あ
る（

（1
（

。
一
方
、
こ
れ
と
は
逆
に
、

仏
に
な
る
可
能
性
は
如
来
に
由
来
す
る
と
考
え
る
の
が
他
力
の
宗
教

で
あ
る
。
そ
の
た
め
仏
に
な
ろ
う
と
す
る
願
作
仏
心（

（1
（

で
す
ら
、
如

来
よ
り
賜
る
も
の
と
捉
え
る
。
そ
し
て
頂
戴
し
た
願
作
仏
心
に
は
、

他
者
を
仏
に
し
よ
う
と
す
る
度
衆
生
心（

（1
（

も
含
ま
れ
る
と
さ
れ
て
い

る
た
め（

（1
（

、
他
者
を
仏
に
す
る
に
は
自
分
が
ま
ず
先
に
聞
法
を
重
ね
、

如
来
が
発
す
る
願
作
仏
心
せ
よ
と
の
命
令
を
い
ち
早
く
聴
聞
す
べ
き

で
あ
る
と
す
る
の
が
、
踏
む
べ
き
手
順
と
な
る（

（1
（

。
自
力
で
導
師
に

な
る
な
ど
、
ま
っ
た
く
思
い
も
及
ば
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
清
沢
が
、
宗
教
に
は
自
力
と
他
力
と
の
違
い
が
あ
り

な
が
ら
「
精
神
主
義
」
は
「
他
力
の
宗
教
に
依
る
」
と
し
て
い
る
こ

と
を
、
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い

て
、『
精
神
界
』
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
「
精
神
主
義
」
の
中

に
あ
る
、
次
の
一
文
に
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

精
神
主
義
は
、
自
家
の
精
神
を
以
て
必
要
と
す
る
が
故
に
、
其

外
貌
或
は
利
己
の
一
偏
に
僻
し
、
他
人
を
排
斥
す
る
が
如
き
も

の
な
き
に
あ
ら
ず
。
然
れ
ど
も
、
精
神
主
義
は
決
し
て
利
己
一

偏
を
目
的
と
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
亦
他
人
を
蔑
視
す
る
も
の

に
あ
ら
ず
。
只
自
家
の
立
脚
を
だ
も
確
め
ず
し
て
、
先
づ
他
人

の
立
脚
を
確
め
ん
と
す
る
の
不
当
な
る
を
信
し
、
自
家
の
立
脚

だ
に
確
乎
た
ら
し
む
る
を
得
は
、
以
て
之
を
人
に
移
し
得
へ
き

こ
と
を
信
し
、
勉
め
て
自
家
の
確
立
を
先
要
と
す
る
が
精
神
主

義
の
取
る
所
の
順
序
な
り
。 

（
六
、四
（

　

こ
の
一
文
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
読
解
が
可
能
と
な
ろ
う
。

人
が
悟
り
を
得
て
仏
に
な
ろ
う
と
す
る
と
き
、
自
力
の
宗
教
に
よ
る

べ
き
か
、
あ
る
い
は
他
力
の
宗
教
に
よ
る
べ
き
か
の
決
定
は
、
自
分

に
は
仏
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
か
否
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
な

さ
れ
る
。
自
己
を
反
省
し
た
結
果
、
自
分
は
「
昏
々
と
し
て
徒
ら
に

生
を
愛
し
妄
り
に
死
を
憎
み
つ
ゝ
酔
生
夢
死
す
る
…
…
罪
悪
生
死
の

凡
夫
」（「
精
神
主
義
［
明
治
三
四
年
講
話
］」
六
、三
〇
三
（
で
あ
る

と
認
知
す
れ
ば
、「
自
己
の
闇
愚
無
能
な
る
こ
と
を
自
覚
」（
同
（



（

し
、
自
分
に
は
自
力
に
よ
っ
て
仏
に
な
る
可
能
性
は
な
い
と
判
断
さ

れ
、
他
力
の
宗
教
を
信
仰
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
他
力
の
宗

教
に
あ
っ
て
は
、
自
分
は
ま
だ
悟
り
を
得
て
い
な
い
「
闇
愚
無
能
」

の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
他
人
が
悟
り
を
得
た
か
に
つ
い
て
心
配
す
る

の
は
不
当
な
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
如
来
よ
り
賜
っ
た
願
作
仏
心
に

は
す
で
に
度
衆
生
心
も
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
賜
っ
た
願
作
仏
心
が

他
者
に
向
か
っ
て
移
伝
し
、
他
者
も
他
力
の
宗
教
を
信
仰
す
る
に
至

る
と
い
う
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
如
来
に
よ
る
一
連
の
は
た
ら
き
が
進
行
す
る
の
も
、
聞

法
に
励
み
如
来
が
発
す
る
願
作
仏
心
せ
よ
と
の
命
令
を
聴
聞
で
き
た

こ
と
に
始
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
清
沢
が
「
自
家
の
立
脚
だ
に
確
乎

た
ら
し
む
る
を
得
は
、
以
て
之
を
人
に
移
し
得
へ
き
こ
と
を
信
し
」

と
述
べ
る
背
後
に
は
、
こ
う
し
た
如
来
の
は
た
ら
き
を
了
知
す
る
清

沢
の
真
宗
理
解
が
控
え
て
い
る（

（1
（

。
他
力
の
宗
教
の
立
場
に
立
ち
「
精

神
主
義
」
を
構
想
し
た
清
沢
が
、
こ
の
よ
う
な
一
文
を
以
て
「
精
神

主
義
」
を
説
明
す
る
の
は
、
極
め
て
至
当
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

意
味
で
清
沢
は
、
如
来
が
本
体
で
あ
る
「
万
物
一
体
」
を
確
信
し
た

「
精
神
」
が
、
そ
の
「
精
神
」
を
他
者
に
移
伝
さ
せ
て
い
く
と
い
う

利
他
的
な
行
為
を
、「
精
神
主
義
」
の
内
に
予
定
し
て
い
た
と
言
っ

て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

先
に
清
沢
は
、「
万
物
一
体
」
を
確
信
し
「
精
神
」
を
獲
得
し
た

者
は
「
外
物
他
人
に
追
従
」
す
べ
き
で
あ
り
、
た
と
え
強
奪
者
に
遭

遇
し
た
場
合
で
も
強
奪
者
の
意
に
従
順
で
あ
れ
、
と
説
い
て
い
た
。

で
あ
る
な
ら
、
相
手
に
対
し
不
作
為
の
ま
ま
応
じ
て
も
、
相
手
に
そ

の
「
精
神
」
が
移
伝
す
る
と
い
う
作
為
的
な
効
果
が
発
起
さ
れ
る
と

は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
清
沢
は
こ
の
こ
と
を
説
明
で
き
て
い

る
の
か
。
引
き
続
き
清
沢
の
論
説
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

㈡　
「
精
神
主
義
」
が
有
す
る
外
向
的
作
為
性
と
そ
の
効
果

　
「
精
神
主
義
［
明
治
三
四
年
講
話
］」
は
明
治
三
四
年
七
月
に
関
西

仏
教
青
年
会
で
行
わ
れ
た
講
演
の
記
録
で
あ
り（

11
（

、
言
わ
ば
、
社
会

で
通
用
す
る
先
入
観
に
囚
わ
れ
た
ま
ま
社
会
を
否
定
で
き
て
い
な
い

人
々
に
向
け
た
清
沢
の
発
言
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
盗
賊
が
家
宅
侵
入

し
た
事
例
が
紹
介
さ
れ
、「
精
神
」
を
獲
得
し
た
者
が
無
条
件
で
盗

賊
に
所
有
権
を
譲
渡
す
る
具
体
的
な
場
面
（
六
、三
〇
一
―
三
〇
二
（

が
、
こ
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

　
「
或
人
の
所
へ
盗
賊
侵
入
し
、
其
主
人
の
眼
前
に
秋
水
を
閃
め
か

し
た
」
が
、
主
人
は
盗
賊
に
向
か
っ
て
、「
何
物
に
て
も
、
思
ふ
儘

に
之
を
取
り
去
れ
、
金
銭
を
欲
す
る
な
れ
ば
甲
処
に
あ
り
、
衣
服
を

欲
す
る
な
れ
ば
乙
処
に
あ
り
、
等
と
丁
寧
懇
篤
に
教
示
」
し
た
と
こ

ろ
、
盗
賊
は
「
一
種
の
異
感
に
打
た
れ
た
る
が
如
く
」
こ
れ
ま
で
の

態
度
を
改
め
、「
自
分
は
君
の
金
銭
を
欲
せ
ず
衣
服
を
欲
せ
ず
、
唯

此
我
異
感
の
解
説
を
乞
ふ
」
と
述
べ
、「
終
に
両
人
対
談
一
夜
を
徹

し
て
相
分
れ
た
」、
と
い
う
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。



（

　

も
ち
ろ
ん
盗
賊
が
金
品
を
奪
わ
ず
に
退
去
し
た
の
は
、
主
人
が
抵

抗
し
た
か
ら
で
は
な
い
。
主
人
は
た
だ
盗
賊
の
要
求
を
受
け
入
れ
た

以
外
一
切
行
為
せ
ず
に
、
不
作
為
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
例
を

通
し
て
清
沢
は
、
他
者
に
対
し
て
不
作
為
を
以
て
応
じ
て
も
そ
の
不

作
為
が
他
者
に
影
響
を
与
え
他
者
に
変
化
を
招
来
さ
せ
る
事
実
を
、

聴
衆
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
。「
一
種
の
異
感
に
打
た
れ
た
」
盗

賊
は
主
人
に
、
自
分
が
な
ぜ
「
異
感
（
し
た
か
（
の
解
説
」
を
乞
い

求
め
た
。「
解
説
」
の
内
容
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
事

例
を
紹
介
す
る
前
段
で
、「
大
悲
の
光
明
は
常
に
我
等
を
照
護
し
」、

「
我
等
は
心
眼
を
開
き
て
此
光
明
を
見
ね
ば
」
な
ら
ず
、「
今
其
に
就

き
一
の
参
考
と
も
云
ふ
べ
き
場
合
を
申
し
て
見
ま
せ
う
」
と
述
べ
て

い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
主
人
の
「
解
説
」
が
、
如
来
を
本
体
と
す

る
「
万
物
一
体
」
を
確
信
す
る
に
至
っ
た
経
緯
お
よ
び
そ
の
後
の
心

境
の
変
化
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
推
定
さ
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
退
去
し
た
盗
賊
は
必
ず
や
、
如
来
よ
り
願
作
仏
心
と

共
に
度
衆
生
心
を
賜
り
主
人
か
ら
移
伝
さ
れ
た
、
如
来
が
本
体
で
あ

る
「
万
物
一
体
」
を
確
信
す
る
「
精
神
」
を
、
逐
次
他
者
に
移
伝
し

て
い
く
で
あ
ろ
う
。

　

清
沢
は
こ
の
事
例
を
紹
介
し
終
え
た
後
、
聴
衆
に
向
か
っ
て
、
あ

る
い
は
皆
さ
ん
方
は
こ
の
事
例
を
「
奇
異
」（
六
、三
〇
一
（
と
も

「
不
可
思
議
」（
同
（
と
も
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
わ
た
く
し
は
実

際
に
こ
う
し
た
事
例
を
い
く
つ
も
見
聞
し
て
き
た
し
、
ま
た
皆
さ
ん

方
の
身
辺
に
も
多
く
見
受
け
ら
れ
る
筈
だ
と
述
べ
、
こ
の
事
例
が
単

な
る
物
語
で
な
い
旨
を
熱
心
に
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
清
沢

が
、「
自
家
の
立
脚
だ
に
確
乎
た
ら
し
む
る
を
得
は
、
以
て
之
を
人

に
移
し
得
へ
き
」
こ
と
を
事
実
と
し
て
聴
衆
に
向
け
発
言
し
て
い
る

以
上
、「
精
神
主
義
」
の
内
に
他
者
に
対
す
る
影
響
力
す
な
わ
ち
外

向
的
な
作
為
性
を
認
定
し
て
い
た
と
解
し
て
も
、
あ
な
が
ち
誤
り
で

は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

た
だ
そ
れ
で
も
、
こ
う
し
た
影
響
力
や
作
為
性
が
直
ち
に
社
会
的

な
意
義
を
も
つ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
社
会
は
複
数
人
が
存

在
す
る
所
に
発
生
す
る
か
ら
、
清
沢
の
講
演
は
、
一
応
、
社
会
に
対

す
る
発
言
で
あ
る
と
し
て
も
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
実
際

に
社
会
が
成
立
す
る
に
は
、
個
々
人
の
見
解
が
外
部
化
さ
れ
共
有
者

の
存
在
が
多
数
確
認
さ
れ
た
後
、
そ
の
見
解
が
一
様
に
希
求
す
る
利

益
を
実
現
す
る
た
め
共
同
行
為
が
実
施
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
見
解

が
完
全
に
共
有
さ
れ
て
い
た
に
し
て
も
人
々
が
個
々
に
独
自
な
行
為

を
実
施
す
る
よ
う
で
は
一
様
な
利
益
は
実
現
し
得
ず
、
そ
の
影
響
力

や
作
為
性
は
社
会
的
な
意
義
を
も
つ
も
の
と
は
言
え
な
い
。
で
は
清

沢
は
「
精
神
主
義
」
の
内
に
、
他
者
に
対
す
る
影
響
力
す
な
わ
ち
外

向
的
な
作
為
性
が
社
会
的
な
意
義
を
も
つ
こ
と
、
言
葉
を
換
え
れ
ば

人
々
に
よ
る
共
同
行
為
を
想
定
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ

い
て
も
同
じ
講
演
の
中
で
、
次
の
よ
う
な
事
例
を
用
い
て
説
明
し
て

い
る
。



（

　

喧
嘩
の
絶
え
な
い
家
の
主
人
が
平
穏
な
隣
家
を
羨
ま
し
く
思
い
隣

家
を
観
察
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
或
る
日
、
隣
家
の
飼
い
馬
が
暴
れ
出

し
家
中
を
破
壊
し
た
。
そ
こ
で
主
人
は
隣
家
の
様
子
を
窺
う
べ
く
訪

問
す
る
と
、
相
も
変
わ
ら
ず
ま
っ
た
く
平
穏
で
あ
る
。
主
人
は
不
思

議
に
思
い
し
ば
し
滞
在
し
た
が
、
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
状
況
を
見
聞

し
た
。
隣
家
の
老
主
人
が
現
れ
今
回
の
事
件
は
自
分
の
不
備
に
よ
る

も
の
だ
と
言
う
と
、
そ
れ
を
聞
い
た
老
妻
が
主
人
の
過
ち
で
は
な
く

私
の
不
注
意
に
よ
る
も
の
だ
と
言
い
、
つ
づ
い
て
若
き
主
人
と
そ
の

妻
も
現
れ
そ
れ
ぞ
れ
に
自
分
に
非
が
あ
る
旨
を
述
べ
合
っ
た
。
こ
の

状
況
を
目
撃
し
た
喧
嘩
の
絶
え
な
い
家
の
主
人
は
、
隣
家
が
常
に
平

穏
で
あ
る
理
由
を
了
解
し
、
帰
宅
し
た
の
で
あ
っ
た（

1（
（

。

　

清
沢
は
、
こ
の
講
演
会
を
終
了
す
る
に
あ
た
り
こ
う
述
べ
て
い

る
。「
何
事
に
も
自
ら
進
ん
で
責
任
を
負
ひ
、
自
ら
罪
悪
の
も
の
な

り
と
自
覚
せ
る
人
物
の
住
す
る
所
は
、
恭
順
和
楽
の
天
地
を
構
成
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
、
精
神
主
義
に
就
て
の
御
話
は
尽
き
ま
せ
ぬ

が
、
今
回
は
此
に
て
御
分
れ
と
致
し
ま
す
」（
六
、三
〇
四
（。
こ
の

発
言
が
次
の
よ
う
な
事
柄
、
す
な
わ
ち
「
万
物
一
体
」
を
確
信
し

「
精
神
」
を
獲
得
し
た
者
は
現
在
の
状
況
に
対
し
「
外
物
他
人
」
と

連
帯
し
て
責
任
を
負
う
こ
と
、
ま
た
、
他
力
の
宗
教
に
依
る
「
精
神

主
義
」
の
起
点
が
自
己
を
反
省
し
自
分
は
仏
に
な
ろ
う
に
も
そ
の
資

格
の
な
い
「
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」
で
あ
る
と
自
覚
す
る
時
機
に
あ
る

こ
と
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
な
さ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
清

沢
に
よ
れ
ば
、「
精
神
主
義
」
に
基
づ
き
処
世
す
る
人
が
集
合
す
る

所
に
は
共
同
行
為
が
実
施
さ
れ
、
そ
こ
に
は
隣
家
の
よ
う
な
「
恭
順

和
楽
の
天
地
」
が
現
れ
、
人
々
は
「
交
際
協
和
し
て
人
生
の
幸
楽
を

増
進
す
る
」（「
精
神
主
義
」、
六
、五
（
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
清

沢
は
「
精
神
主
義
」
の
内
に
他
者
に
対
す
る
影
響
力
す
な
わ
ち
外
向

的
作
為
性
を
認
定
し
、
同
時
に
そ
れ
が
社
会
的
な
意
義
を
も
つ
こ
と

を
視
野
に
入
れ
「
精
神
主
義
」
を
構
想
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

清
沢
は
、「
其
発
動
す
る
所
は
、
外
物
他
人
に
追
従
し
て
苦
悶
せ

ざ
る
に
あ
り
」（「
精
神
主
義
」
六
、五
（
と
述
べ
る
と
共
に
、
無
条

件
で
の
所
有
権
譲
渡
を
例
に
挙
げ
「
追
従
」
の
内
容
を
具
体
的
に
提

示
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
単
な
る
不
作
為
の
内
に
、
他
者
を
誘
導
す

る
よ
う
な
影
響
力
す
な
わ
ち
外
向
的
な
作
為
性
が
あ
る
と
は
、
曾
我

や
境
野
だ
け
で
な
く
、
誰
も
普
通
は
考
え
な
い
。
た
だ
し
、
親
鸞
を

開
祖
と
す
る
真
宗
の
教
え
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、「
自
家
の
立
脚

だ
に
確
乎
た
ら
し
む
る
を
得
は
、
以
て
之
を
人
に
移
し
得
へ
き
こ
と

を
信
し
」（「
精
神
主
義
」
六
、四
（
と
い
う
文
言
に
接
す
る
と
、
そ

こ
に
は
、
単
な
る
不
作
為
と
し
て
放
置
し
て
お
け
な
い
何
ら
か
の
作

為
性
が
流
通
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、「
精
神
主
義
」
を
批
判
す
る
論
者
た
ち
の
言
う
「
社
会
」
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に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
。
或
る
事
物
や
現
象
を
巨
視
的

あ
る
い
は
微
視
的
に
把
捉
し
た
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
様
相
に
は
大
き

な
違
い
が
生
ず
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
社
会
に
つ
い
て
も
該

当
す
る
。
一
概
に
社
会
と
は
い
っ
て
も
、
巨
視
的
に
捉
え
た
社
会
で

あ
る
国
家
と
微
視
的
に
捉
え
た
社
会
で
あ
る
身
の
回
り
の
人
間
関
係

た
と
え
ば
家
庭
や
職
場
あ
る
い
は
地
域
と
で
は
、
そ
こ
に
現
れ
る
実

像
に
は
大
き
な
相
違
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
主
に
戦
後
に
な
さ

れ
た
「
精
神
主
義
」
批
判
は
、
社
会
を
巨
視
的
に
捉
え
た
傾
向
が
強

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
も
か
く
も
「
精
神
主
義
」
と
題
し
た
講
演

の
中
で
清
沢
は
、
人
と
人
と
の
出
会
い
や
家
庭
内
で
の
人
間
関
係
を

例
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
る
べ
き
帰
結
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
に

は
国
家
運
営
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
提
言
は
な
く
と
も
、
微
視
的
に

捉
え
た
社
会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
提
言
は
な
さ
れ
て
い
る
。

　

福
嶋
は
、「「
精
神
主
義
」
は
現
実
の
社
会
に
た
ち
か
え
っ
て
い
か

な
る
実
践
性
を
示
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
…
…
無

条
件
の
現
実
肯
定
で
あ
る
」
と
、
述
べ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
福
嶋
の

言
う
「
社
会
」
と
は
巨
視
的
に
捉
え
た
社
会
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
視
点
設
定
の
高
低
差
は
様
々
に
異
な
る
「
社
会
」
を
把
捉
さ

せ
る
。「
精
神
主
義
」
は
微
視
的
に
捉
え
た
社
会
に
対
す
る
「
実
践

性
」
を
示
し
て
お
り
、
決
し
て
「
無
条
件
の
現
実
肯
定
」
で
は
な
い

と
す
る
の
が
、
本
報
告
で
の
結
論
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
強
調
し
て

本
報
告
を
終
了
す
る
こ
と
に
い
た
し
た
い
。

　

凡
例

一
、 

清
沢
の
著
作
等
か
ら
の
引
用
は
、『
清
沢
満
之
全
集
』（
岩
波

書
店
、
二
〇
〇
二
―
二
〇
〇
三
年
（
に
よ
る
。
括
弧
内
の
漢

数
字
は
巻
数
と
頁
数
を
表
す
。

二
、 『［
新
装
版
］
資
料 

清
沢
満
之
〈
資
料
篇
〉』（
同
朋
舎
新
社
、

二
〇
一
五
年
（
は
「
資
料
」、『
同
〈
論
文
篇
〉』（
株
式
会
社

同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
一
年
（
は
「
論
文
」
と
略
記
し
た
。

　
　
　
《
注
》

（
1
（ 

清
沢
満
之 『
宗
教
哲
学
骸
骨
』 

の
英
語
版
、 『T

H
E SK

ELET
O

N
 

O
F A

 PH
ILO

SO
PH

Y
 O

F RELIGIO
N

』
の
「CH

A
PT

ER I. 
RELIGIO

N

」、「1. W
hat is Religion

」（
一
、一
四
三
（
に
記
さ

れ
て
い
る
。
な
お
、
日
本
語
版
に
は
こ
う
し
た
記
載
は
な
い
。

（
（
（ 

今
村
仁
司 

編
訳
『
現
代
語
訳 

清
沢
満
之
語
録
』（
岩
波
現
代
文

庫
、
二
〇
〇
一
年
、
一
〇
頁
（

（
（
（ 

明
治
三
四
（
一
九
〇
一
（
年
、
一
月
に
発
刊
さ
れ
た
。

（
（
（ 

曽
我
は
、「
要
す
る
に
精
神
主
義
は
其
消
極
的
態
度
を
過
去
に
専

注
し
過
去
の
失
敗
に
即
罪
悪
に
対
す
る
ア
キ
ラ
メ
主
義
と
す
る
点
に

於
て
非
常
に
有
効
な
る
も
、
此
を
将
来
の
行
為
の
指
導
者
と
し
て

は
、
其
価
値
殆
ど
零
な
り
と
云
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
」（『
精
神
主
義
』、

「
資
料
」 
三
頁
。
初
出
は 

『
無
尽
燈
』 

一
号
、
無
尽
燈
社
、
一
九
〇
二
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年
（
と
、
述
べ
て
い
る
。

 
　

ま
た
、
堺
野
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
宗
教
は
決
し
て
精
神
の
変

態
を
来
し
、
病
的
傾
向
を
生
じ
た
る
時
の
み
の
慰
安
者
に
は
あ
ら
ず

し
て
、
…
…
活
け
る
指
導
者
た
る
べ
き
も
の
な
り
。
我
徒
の
主
張
す

る
宗
教
は
病
人
宗
教
に
あ
ら
ず
し
て
、
唯
常
人
の
宗
教
な
り
。
然
る

に
今
の
宗
教
を
要
求
す
と
い
ふ
も
の
、
多
く
病
人
宗
教
を
求
め
ん
と

す
る
も
の
ゝ
如
き
は
抑
も
何
ぞ
や
」（『
羸
弱
思
想
の
流
行
―
ニ

イ
ッ
チ
ェ
主
義
と
精
神
主
義
―
』、「
資
料
」
二
二
頁
。
初
出
は

『
新
仏
教
』
三
巻
二
号
、
新
仏
教
徒
同
志
会
、
一
九
〇
二
年
（。

（
（
（ 

山
本
伸
裕
は
、「
そ
こ
で
戦
わ
さ
れ
て
き
た
議
論
の
中
心
的
テ
ー

マ
は
、
端
的
に
は
、
概
ね
宗
教
者
の
戦
争
協
力
を
め
ぐ
っ
て
の
も
の

で
あ
る
」（
山
本
伸
裕
『
清
沢
満
之
と
日
本
近
現
代
思
想　

自
力
の

呪
縛
か
ら
他
力
思
想
へ
』、
明
石
書
店
、
二
〇
一
四
年
、
二
八
頁
（

と
、
指
摘
し
て
い
る
。

（
（
（ 

田
村
圓
澄
『「
精
神
主
義
」
の
限
界
』（「
論
文
」
一
〇
九
頁
。
初

出
は 

『
仏
教
文
化
研
究
』 

六
・
七
号
、 

仏
教
文
化
研
究
所
、 

一
九
五
八

年
（

（
（
（ 

赤
松
徹
真
『
近
代
日
本
思
想
史
に
お
け
る
精
神
主
義
の
位
相 

―
清
沢
満
之
の
信
仰
と
そ
の
陥
穽
―
』（「
論
文
」
五
五
九
―

五
六
〇
頁
。
初
出
は
二
葉
憲
香
博
士
還
暦
記
念
『
仏
教
史
学
論
集
』、

永
田
文
昌
堂
、
一
九
七
七
年
（

（
（
（ 

福
嶋
寛
隆
『「
精
神
主
義
」
の
歴
史
的
性
格
』（「
論
文
」
六
〇
九

頁
。
初
出
は
『
日
本
仏
教
』
五
〇
・
五
一
合
併
号
、
日
本
仏
教
研
究

会
、
一
九
八
〇
年
（

（
（
（ 

近
藤
俊
太
郎
『
天
皇
制
国
家
と
「
精
神
主
義
」
清
沢
満
之
と
そ
の

門
下
』、（
法
蔵
館
、
二
〇
一
三
年
、
四
六
―
四
七
頁
（

 

　

ま
た
こ
れ
に
関
連
し
て
、
末
木
文
美
士
は
、
論
考
「
清
沢
満
之
研

究
の
今
―
「
近
代
仏
教
」
を
超
え
ら
れ
る
か
？
」
の
中
で
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
批
判
的
な
研
究
は
十
分
に
意
義
の
あ
る
も

の
で
あ
り
得
る
が
、
そ
れ
に
は
ど
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
ど
の
よ
う

な
対
象
を
、
ど
の
よ
う
に
批
判
す
る
の
か
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
、

結
局
あ
る
限
ら
れ
た
サ
ー
ク
ル
内
だ
け
に
通
用
す
る
閉
鎖
的
な
自
己

満
足
の
繰
り
返
し
に
し
か
な
ら
な
い
。
宗
教
性
・
党
派
性
を
超
え
た

研
究
態
度
が
要
請
さ
れ
よ
う
」（『
思
想
と
し
て
の
近
代
仏
教
』、
中

央
公
論
新
社
、
二
〇
一
七
年
、
五
七
頁
。
初
出
、
山
本
伸
裕
・
碧
海

寿
広
編
、『
清
沢
満
之
と
近
代
日
本
』、
法
蔵
館
、
二
〇
一
六
年
、

一
五
頁
（

（
10
（ 

吉
田
久
一
『
清
沢
満
之
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
一
年
、

一
七
二
頁
（

（
11
（ 

「
論
文
」、
六
〇
七
―
六
〇
八
頁
。（
注
（
参
照
（

（
1（
（ 

な
お
、
繁
田
真
爾
は
、
明
治
三
四
年
に
発
生
し
た
名
古
屋
九
人
斬

事
件
の
犯
人
が
雑
誌
『
精
神
界
』
を
所
持
し
て
い
た
事
実
を
紹
介
し
、

「
精
神
主
義
」
が
他
者
に
対
す
る
影
響
力
を
有
す
る
例
証
に
し
て
い

る
。（
繁
田
真
爾
『
清
沢
満
之
「
精
神
主
義
」
再
考
―
明
治
後
半

期
の
社
会
と
「
悪
人
の
宗
教
」
―
』 （『
佛
敎
史
學
研
究
』
第
五
四
巻 

第
一
号
、
佛
敎
史
學
會
、
二
〇
一
一
年
、
五
一
―
五
五
頁
（

（
1（
（ 

「
自
れ
未
だ
度
る
こ
と
を
得
ざ
る
に
先
づ
他
を
度
す
」

（
1（
（ 

「
菩
提
心
を
お
こ
す
と
い
ふ
は
、
お
の
れ
い
ま
だ
わ
た
ら
ざ
る
さ

き
に
、
一
切
衆
生
を
わ
た
さ
ん
と
発
願
し
い
と
な
む
な
り
。
そ
の
か

た
ち
い
や
し
と
い
ふ
と
も
、
こ
の
心
を
お
こ
せ
ば
、
す
で
に
、
一
切

衆
生
の
導
師
な
り
」（
道
元
『
正
法
眼
蔵
』、「
第
四　

発
菩
提
心
」

（
岩
波
文
庫
、
一
九
九
三
年
、
一
七
七
頁
（（

（
1（
（ 

「
仏
に
な
ろ
う
と
願
う
心
、
浄
土
に
往
生
し
た
い
と
願
う
心
」（『
仏

教
辞
典
』、
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
、
一
七
一
頁
（



1（

中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
五
年
、
七
九
頁
（
で
あ
る
。

（
（1
（ 

こ
の
隣
家
の
事
例
は
協
調
道
徳
を
説
い
た
平
凡
な
話
型
で
は
あ

る
。
し
か
し
、
事
柄
の
本
質
は
明
快
か
つ
明
白
な
具
体
と
な
っ
て
表

現
す
る
。
こ
の
事
例
の
趣
旨
は
、
聴
衆
に
、
素
直
に
受
け
入
れ
ら
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
こ
れ
に
関
す
る
解
説
は
、
亀
井
鑛
『
父

と
娘
の
清
沢
満
之
』（
大
法
輪
閣
、
二
〇
〇
一
年
、
六
三
頁
（
に
て

な
さ
れ
て
い
る
。

（
1（
（ 

「
衆
生
を
済
度
し
よ
う
と
す
る
心
」（『
浄
土
真
宗
辞
典
』、
本
願
寺

出
版
社
、
二
〇
一
三
年
、
六
五
一
頁
（

（
1（
（ 

親
鸞
は
こ
の
よ
う
な
和
讃
を
創
作
し
て
い
る
。「
浄
土
の
大
菩
提

心
は
／
願
作
仏
心
を
す
す
め
し
む
／
す
な
わ
ち
願
作
仏
心
を
／
度
衆

生
心
と
な
づ
け
た
り
」（
親
鸞
『
正
像
末
和
讃
』（『
註
釈
版
聖
典
』、

本
願
寺
出
版
社
、
一
九
八
八
年
、
六
〇
三
頁
（（。
ま
た
親
鸞
は
、
次

の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。「
願
作
仏
心
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
度
衆

生
心
な
り
。
度
衆
生
心
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
衆
生
を
摂
取
し
て
有
仏

の
国
土
に
生
ぜ
し
む
る
心
な
り
」（
親
鸞
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文

類
』、
信
巻
、
同
、
二
四
七
頁
（。

（
1（
（ 

田
辺
元
は
『
マ
ラ
ル
メ
覚
書
』
の
中
で
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。「
…
…
自
己
の
信
仰
が
確
立
せ
ら
れ
安
心
解
脱
が
達
成
さ
れ
て

か
ら
、
…
…
他
の
個
体
の
解
脱
に
協
力
貢
献
せ
ん
と
す
る
の
が
、
一

応
当
然
の
順
序
で
あ
る
。
…
…
真
宗
の
教
義
が
、
こ
の
順
序
を
正
統

と
認
め
る
の
は
、
…
…
当
然
で
あ
る
。
…
…
け
だ
し
自
己
の
信
仰
が

前
提
と
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
、
他
人
を
信
仰
に
導
く
と
い
う
如
き

は
、
前
後
顚
倒
（
で
あ
る
（
か
ら
で
あ
る
。」（『
死
の
哲
学
』、
岩
波

文
庫
、
二
〇
一
一
年
、
一
七
三
―
一
七
四
頁
（

（
1（
（ 

清
沢
は
『
在
床
懺
悔
録
』
で
阿
弥
陀
如
来
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
、

こ
う
述
べ
て
い
る
。「
抑
仏
道
修
行
ノ
人
士
ハ
…
…
皆
自
利
々
他
ノ

心
情
ヨ
リ
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
…
…
之
ヲ
願
作
仏
心
（
仏
ニ
作
ン
ト
願
フ

自
利
心
（
度
衆
生
心
（
衆
生
ヲ
済
度
セ
ン
ト
ス
ル
利
他
心
（
ト
云
フ

…
…
阿
弥
陀
如
来
ノ
利
他
心
ハ
自
利
ノ
全
体
ヲ
賭
物
ト
シ
テ
一
切
善

悪
ノ
凡
夫
惑
染
逆
悪
謗
法
闡
提
ノ
徒
ニ
至
ル
マ
デ
一
モ
漏
サ
ス
度
シ

尽
サ
ン
ト
ノ
大
誓
願
ナ
リ
」（
二
、六
（

（
（0
（ 

「
明
治
三
四
年
七
月
、
伊
勢
四
日
市
関
西
仏
教
青
年
会
第
十
回
夏

期
講
習
会
講
演
筆
記
」（
責
任
編
集 

橋
本
峰
雄
、『
精
神
主
義
ほ
か
』、


