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序
論

　

本
研
究
で
は
、
日
本
の
幕
末
水
戸
藩
の
思
想
家
・
会
沢
正
志
斎
を

取
り
上
げ
る
。
そ
こ
で
彼
の
思
想
の
根
幹
と
な
っ
て
い
る
排
耶
・
廃

仏
思
想
に
対
す
る
、
中
国
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
と
儒
教
の
思
想
交

流
、
な
い
し
は
排
耶
思
想
と
の
間
の
相
関
関
係
の
一
端
を
明
ら
か
に

し
た
い
。

　

明
代
に
お
い
て
中
国
布
教
を
試
み
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
と
そ
れ
に
反

発
し
た
仏
教
徒
、
そ
し
て
日
本
の
水
戸
学
に
代
表
さ
れ
る
儒
家
神
道

の
三
者
は
、
儒
教
を
共
通
の
議
論
の
土
台
と
し
、
か
つ
他
の
思
想
へ

の
批
判
を
バ
ネ
と
し
て
自
ら
の
固
有
の
思
想
的
輪
郭
を
打
ち
立
て
て

ゆ
こ
う
と
す
る
傾
向
を
有
し
て
い
た
。
時
系
列
的
に
は
、
明
末
に
布

教
活
動
を
開
始
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
が
儒
教
を
擁
護
し
て
仏
教
を
攻
撃

し
た
の
に
対
し
、
仏
教
側
が
明
代
に
主
流
で
あ
っ
た
儒
・
仏
・
道
の

三
教
合
一
を
盾
に
反
論
し
、
日
本
の
儒
家
神
道
が
そ
れ
ら
の
議
論
を

下
敷
き
に
し
つ
つ
、
儒
教
以
外
の
い
ず
れ
の
教
を
も
否
定
し
て
い
く

と
い
う
展
開
が
見
て
取
れ
る
。
本
論
で
は
こ
う
し
た
相
互
批
判
か
ら

生
ま
れ
た
影
響
関
係
を
追
う
か
た
ち
で
議
論
を
進
め
た
い
。

　

カ
ト
リ
ッ
ク
に
関
し
て
は
主
に
中
国
布
教
の
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
っ

た
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
に
よ
る
『
天
主
実
義
』
を

扱
う
。『
天
主
実
義
』
は
、
先
達
ミ
ケ
ー
レ
・
ル
ッ
ジ
ェ
ー
リ
の

『
天
主
聖
教
実
録
』
に
続
く
中
国
キ
リ
ス
ト
教
布
教
文
献
の
草
分
け

で
あ
り
、
儒
家
に
近
い
立
場
を
採
っ
た
こ
と
か
ら
、
士
大
夫
を
含
む

知
識
階
級
に
大
き
な
反
響
を
呼
び
、
後
世
へ
の
影
響
も
広
範
に
及
ん

だ
。
万
暦
三
二
（
一
六
〇
四
（
年
刊
。
明
末
の
中
国
の
知
識
人
の
た

め
に
キ
リ
ス
ト
教
教
理
を
論
じ
た
書
物
で
，
上
下
二
巻
か
ら
成
る
。

中
国
人
学
者
の
質
問
に
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
学
者
が
答
え
る
と
い
う

体
裁
を
と
り
、
神
に
よ
る
創
造
か
ら
論
を
起
し
て
、
キ
リ
ス
ト
に
よ

る
救
い
に
及
ん
で
い
る
。

　

仏
教
側
の
反
論
に
は
明
代
に
著
わ
さ
れ
た
『
破
邪
集
』
を
中
心
に

 　
　

会
沢
正
志
斎
の
排
耶
思
想
に
関
す
る
基
礎
的
研
究

　
　
　
　
　　

―
『
破
邪
集
』
か
ら
の
影
響
関
係
を
中
心
と
し
て
―

竹　

中　
　
　

淳　
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扱
う
。
本
書
は
明
末
の
崇
禎
一
二
（
一
六
三
九
（
年
の
成
で
あ
り
、

編
集
者
は
明
末
の
名
臣
の
一
人
と
い
わ
れ
る
徐
昌
治
で
あ
る
。
彼
は

禅
僧
と
共
に
遊
学
し
て
排
耶
思
想
に
目
覚
め
た
と
い
い
、
本
書
も
主

と
し
て
僧
侶
や
仏
教
に
親
和
的
な
儒
者
の
著
作
か
ら
な
る
。
そ
の
要

旨
は
主
に
ミ
ケ
ー
レ
・
ル
ッ
ジ
ェ
ー
リ
の
『
天
主
聖
教
実
録
』
や

『
天
主
実
義
』
と
い
っ
た
当
時
流
布
し
て
い
た
天
主
教
文
献
に
対
し

て
儒
教
の
倫
理
や
形
而
上
学
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
論
駁
す
る
こ
と
に

あ
る
。
日
本
で
は
水
戸
藩
が
文
庫
中
に
保
管
し
て
い
た
も
の
を
藩
主

斉
昭
の
指
示
で
安
政
三
（
一
八
五
六
（
年
に
翻
刻
し
て
か
ら
世
に
流

布
し
、
幕
末
期
の
排
耶
思
想
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
（
（
（

。

　

会
沢
正
志
斎
や
藤
田
東
湖
と
い
っ
た
幕
末
の
水
戸
藩
の
思
想
家
は

『
破
邪
集
』
を
読
ん
で
い
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
復
刻
も
手
掛
け
て

い
る
。
そ
も
そ
も
キ
リ
ス
ト
教
関
連
文
献
が
禁
書
で
あ
っ
た
当
時
、

彼
ら
は
こ
う
し
た
排
耶
文
献
を
通
じ
て
キ
リ
ス
ト
教
を
認
識
し
た
の

で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
水
戸
藩
の
基
本
的
立
場
は
儒
家
神
道
と
い
う

言
葉
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
神
儒
一
致
で
あ
り
、
排
耶
思
想
の
み
な

ら
ず
排
仏
主
義
を
も
掲
げ
て
い
た
た
め
、
仏
教
に
親
和
的
な
『
破
邪

集
』
の
論
調
に
必
ず
し
も
全
面
的
に
首
肯
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

彼
ら
は
そ
の
議
論
を
踏
ま
え
た
上
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
み
な
ら
ず
仏

教
を
も
批
判
し
、
儒
教
と
神
道
を
集
合
さ
せ
た
独
自
の
思
想
体
系
を

確
立
し
た
。
そ
れ
は
明
治
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
た
「
国

体
」
思
想
へ
と
発
展
し
、
日
本
の
み
な
ら
ず
近
代
東
ア
ジ
ア
に
多
大

な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。

　

本
論
で
は
、
ま
ず
世
界
観
の
根
幹
を
な
す
天
主
や
理
、
国
体
と
い

っ
た
観
念
に
つ
い
て
比
較
し
、
続
い
て
個
人
の
死
後
や
霊
魂
に
関
す

る
見
解
の
相
違
を
述
べ
、
最
後
に
儒
教
倫
理
に
基
づ
く
批
判
を
取
り

上
げ
る
。本

論

　

最
初
に
、
天
主
や
理
、
国
体
と
い
っ
た
究
極
的
な
実
在
に
関
す
る

各
思
想
の
主
張
の
相
違
を
述
べ
て
み
た
い
。

　
『
天
主
実
義
』
に
は
仏
教
批
判
が
多
く
み
ら
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
側

が
競
合
相
手
と
し
て
仏
教
を
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
リ
ッ
チ
は
儒
教
に
歩
み
寄
る
こ
と
で
仏
教
の
差
別
化
を
意
図
し

た
が
、
そ
れ
は
仏
教
側
や
仏
教
に
シ
ン
パ
シ
ー
を
懐
く
儒
者
に
よ
る

反
撃
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
。　

　
『
天
主
実
義
』
の
中
で
、
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
は
儒
者
側
の
議
論
を

代
表
す
る
中
士
と
、
自
ら
を
仮
託
し
た
西
士
の
対
話
と
い
う
か
た
ち

で
議
論
を
進
め
、
前
者
を
後
者
が
説
得
す
る
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ

て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
天
主
の
存
在
理
由
に
つ
い
て
、
創
造
者
と

い
う
考
え
方
を
説
明
し
て
い
る
。
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中
士
曰
く
「
萬
物
初
め
て
生
ず
る
や
、
天
主
由
り
出
づ
、
已
に

容
喙
す
可
き
無
し
。
然
る
に
今
人
の
人
從
り
生
じ
、
畜
の
畜
從

り
生
ず
る
を
觀
る
に
、
凡
そ
萬
物
皆
然
ら
ざ
る
莫
け
れ
ば
、
則

ち
物
自
ら
物
を
爲
し
、
天
主
に
關
す
る
者
無
き
が
似
し
。」
西

士
曰
く
「
天
主
物
を
生
ず
る
は
、
乃
ち
始
め
物
類
の
諸
宗
を
化

生
し
、
旣
に
し
て
諸
宗
有
れ
ば
、
諸
宗
自
ら
生
ず
。
今
物
を
以

て
物
を
生
ず
る
は
、
人
を
以
て
人
を
生
ず
る
に
似
る
。
其
の
人

を
用
ゐ
、
天
を
用
ゐ
れ
ば
、
則
ち
人
を
生
ず
る
者
は
豈
に
天
に

非
ざ
る
や
。
譬
へ
ば
鋸
鑿
能
く
器
を
成
す
と
雖
も
、
皆
匠
者
の

之
を
使
ふ
に
由
る
が
如
し
。
誰
ぞ
器
を
成
す
は
乃
ち
鋸
鑿
に
し

て
、
匠
人
に
非
ず
と
曰
は
ん
か
。
吾
の
先
に
物
の
以
て
然
る
所

を
釋
す
る
や
、
則
ち
其
の
理
自
ず
と
明
ら
か
な
り
。」〔『
天
主

実
義
』
上
巻
一
二
頁
〕

　

こ
こ
で
、
儒
者
〔
中
士
〕
は
人
や
動
物
が
自
ら
同
類
を
生
む
の
で

あ
っ
て
、
天
主
は
関
係
な
い
と
説
く
の
に
対
し
、
リ
ッ
チ
〔
の
仮
託

さ
れ
た
西
士
〕
は
天
主
が
ま
ず
物
の
諸
宗
（
本
質
（
を
作
り
、
あ
と

は
そ
こ
か
ら
自
生
し
て
ゆ
く
と
説
く
。
こ
こ
に
は
自
生
的
な
元
と
し

て
の
中
国
の
天
と
絶
対
他
者
で
あ
る
ゆ
え
に
「
匠
人
」
す
な
わ
ち
創

造
者
と
し
て
現
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
天
主
の
差
異
が
示
さ
れ
る
。

　

こ
の
創
造
者
と
し
て
の
天
主
に
対
し
、
水
戸
の
儒
家
神
道
の
理
論

家
・
会
沢
正
志
斎
は
以
下
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

垩
賢
の
大
衜
を
知
ら
ざ
る
も
の
、
胸
中
に
定
見
も
な
く
、
徒
に

蘭
書
を
見
て
新
奇
の
巧
辯
を
悅
び
し
よ
り
、
窮
理
と
稱
し
て
一

草
一
木
禽
獸
蟲
魚
等
の
空
理
を
穿
鑿
し
、
人
の
支
躰
を
屠
り
、

天
地
に
陰
陽
動
靜
の
活
意
あ
る
事
を
知
ら
ず
、
徒
に
日
月
星
辰

な
ど
の
形
體
を
論
じ
て
、
器
玩
に
均
し
く
死
物
と
す
。
其
甚
し

き
は
國
家
に
嚴
禁
せ
ら
る
ゝ
西
洋
の
邪
敎
を
も
竊
に
信
じ
て
、

其
敎
實
は
邪
說
に
あ
ら
ず
な
ど
、
憚
ら
ず
し
て
口
舌
を
振
ひ
、

愚
民
を
迷
は
す
。〔
退
食
間
話
（
（
（

〕

　

こ
こ
で
彼
は
洋
学
の
道
具
的
・
機
械
的
な
世
界
認
識
を
、
技
巧
に

優
れ
て
い
る
だ
け
で
聖
賢
の
大
道
を
知
ら
な
い
小
智
と
み
な
す
。
洋

学
は
天
地
を
屍
体
と
み
な
す
た
め
、
解
剖
学
者
の
ご
と
く
そ
の
分
析

に
は
優
れ
て
い
る
が
、
一
つ
の
統
一
さ
れ
た
生
命
体
と
し
て
み
な
す

こ
と
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
正
志
斎
の
意
見
は
以
下
の
よ
う
で
あ

る
。

謂
ふ
に
天
地
は
活
物
な
り
。
人
も
ま
た
活
物
な
り
。
活
物
を
以

て
し
て
、
活
物
の
間
に
行
ふ
、
そ
の
變
勝
げ
て
窮
む
べ
か
ら
ず
。

事
は
時
を
遂
ひ
て
轉
じ
、
機
は
瞬
息
に
あ
り
。
而
し
て
世
の
人
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は
細
故
を
擧
げ
て
大
體
を
遺ワ

ス

る
。
今
、
大
體
を
擧
ぐ
れ
ば
、
す

な
は
ち
こ
れ
を
難
ず
る
に
細
故
を
以
て
し
、
そ
の
難
を
解
き
變

に
處
す
る
所
以
の
も
の
を
言
は
ん
と
欲
す
れ
ば
、
す
な
は
ち
今

日
の
言
ふ
と
こ
ろ
は
、
明
日
未
だ
必
ず
し
も
行
ふ
べ
か
ら
ず
。

　

こ
れ
は
、
正
志
斎
の
主
著
『
新
論
』
の
末
尾
に
挙
げ
ら
れ
た
全
体

の
締
め
に
あ
た
る
部
分
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
西
洋
の
機
械
的
な
世

界
観
に
対
し
て
世
界
を
一
個
の
活
動
的
な
有
機
体
と
見
る
儒
教
的
な

世
界
観
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
リ
ッ
チ
は
宋
明
理
学
の
「
太
極
」
に
つ
い
て
、

そ
れ
が
単
純
な
も
の
で
あ
り
、
単
純
な
も
の
か
ら
複
雑
な
も
の
が
造

ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
そ
の
世
界
の
根
源
と
し
て
の
資
格
を
否

定
し
て
い
る
。『
破
邪
集
』
に
は
、
植
物
の
生
長
な
ど
の
例
を
挙
げ

て
リ
ッ
チ
の
主
張
を
否
定
す
る
。
こ
こ
で
は
、
世
界
が
創
造
さ
れ
た

も
の
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
認
識
と
、
自
発
的
に
生
成
し
展
開
す
る

も
の
と
す
る
儒
教
的
な
認
識
の
齟
齬
が
認
め
ら
れ
る
。

　
「
理
」
に
つ
い
て
も
、
リ
ッ
チ
は
そ
れ
自
体
が
独
立
し
た
も
の
と

は
な
り
え
な
い
ゆ
え
に
実
体
た
り
え
な
い
こ
と
を
説
く
。
彼
は
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
形
而
上
学
お
よ
び
公
孫
竜
子
の
白
馬
非
馬
の
言
説
を
踏

ま
え
て
白
を
依
頼
者
、
馬
を
自
立
者
と
し
、
理
を
依
頼
者
に
過
ぎ
な

い
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
「
本
体
」
と
「
属

性
」
か
ら
な
る
事
物
に
対
す
る
認
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
、『
破
邪
集
』
で
は
、
朱
子
学
に
お
け
る
道
と
理

の
一
致
を
踏
ま
え
、『
中
庸
』
の
文
言
を
参
考
に

　

衜
な
る
者
は
須
臾
も
離
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
離
る
可
き
は
衜

に
非
ざ
る
な
り
。
豈
に
之
に
依
頼
す
る
と
云
ふ
か
。
依
頼
す
れ

ば
則
ち
離
る
可
し
〔
三
巻
二
〇
頁
〕

と
し
て
否
定
し
て
い
る
。
宋
明
理
学
に
お
い
て
は
理
と
気
を
不
可
分

と
看
做
し
、
か
つ
理
を
究
極
的
な
太
極
そ
の
も
の
と
も
、
そ
こ
か
ら

「
分
殊
」
し
き
た
っ
た
も
の
と
も
看
做
す
点
で
、
個
物
と
全
体
を
区

別
し
て
捉
え
る
リ
ッ
チ
の
事
物
認
識
と
の
相
違
は
明
ら
か
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
「
創
造
」
に
基
づ
く
世
界
観
で
は
、
人
間
を
含
む
万
物
は

現
世
か
ら
超
越
し
た
造
物
主
に
よ
っ
て
入
れ
物
と
し
て
の
空
間
上
に

目
的
に
応
じ
て
別
個
に
作
り
出
さ
れ
、
個
物
同
士
は
通
時
的
に
も
共

時
的
に
も
断
絶
し
た
存
在
な
の
に
対
し
、
宋
明
理
学
的
な
「
生
成
」

に
基
づ
く
世
界
観
で
は
、
一
な
る
太
極
か
ら
虚
空
を
含
む
万
物
が
通

時
的
に
も
共
時
的
に
も
切
れ
目
な
く
展
開
し
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
関
係
は
連
続
的
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
大
学
』
八
条
目
に
説
か

れ
る
と
こ
ろ
の
身
・
家
・
国
・
天
下
の
各
階
層
間
、
お
よ
び
各
階
層

の
構
成
者
同
士
の
間
に
は
「
理
」
の
絶
対
性
に
基
づ
く
明
確
な
線
引
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き
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
相
互
独
立
性
を
担
保
す
る
点
で
理
は
天

主
に
も
一
脈
通
ず
る
働
き
を
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
水
戸
の
儒
家
神
道
な
い
し
「
国
体
」
思
想
で
は
、

宋
明
理
学
に
比
べ
て
「
理
」
は
強
調
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
「
気
」
一
元

論
的
な
性
格
が
色
濃
く
な
っ
て
い
る
。
正
志
斎
は
、
形
而
下
の

「
気
」
に
内
在
さ
れ
る
形
而
上
の
「
理
」
よ
り
も
、
む
し
ろ
形
而
下

の
気
の
働
き
と
し
て
の
行
為
、
あ
る
い
は
や
は
り
形
而
下
の
可
視
的

な
「
礼
」
を
重
視
し
た
。
彼
が
上
記
の
『
新
論
』
で
「
細
故
」
に
対

す
る
「
大
体
」
と
し
て
い
る
の
は
普
遍
的
な
理
で
は
な
く
天
皇
を
中

核
と
す
る
「
国
体
」
で
あ
り
、
世
界
の
通
時
的
、
共
時
的
な
一
体
性

の
根
拠
は
不
変
的
か
つ
内
面
的
な
「
理
」
で
は
な
く
む
し
ろ
外
在
す

る
皇
統
の
連
続
性
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
理
」
の

よ
う
に
所
与
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
儀
礼
な
ど
の
具
体
的
行
為
を
通

じ
て
主
体
的
に
維
持
し
て
い
く
べ
き
も
の
と
さ
れ
、「
国
体
」
を
構

成
す
る
個
々
の
人
の
行
為
を
内
面
的
よ
り
も
外
面
的
に
強
く
規
定
し

よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
こ
で
は
、
人
民
を
含
む

国
土
は
単
な
る
地
理
的
概
念
を
超
え
た
一
種
の
有
機
体
、
す
な
わ
ち

「
活
物
」
と
し
て
の
「
身
体
」
に
比
定
さ
れ
、
正
志
斎
自
身
を
含
む

個
々
の
人
は
そ
の
不
可
分
な
一
部
と
見
な
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
普

遍
的
か
つ
絶
対
的
な
原
則
と
し
て
の
理
の
不
在
は
、「
事
は
時
を
逐

ひ
て
転
じ
、
機
は
瞬
息
に
あ
り
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ

う
に
、
個
々
の
構
成
者
に
対
し
て
絶
え
ず
活
物
と
し
て
の
「
全
体
」

を
意
識
し
、
予
測
不
可
能
な
そ
の
動
向
に
臨
機
応
変
に
対
処
し
つ
づ

け
る
必
要
を
迫
る
こ
と
に
な
る
。

　

続
い
て
、
各
思
想
の
死
後
の
霊
魂
観
に
関
す
る
見
解
の
相
違
を
眺

め
て
み
た
い
。

　
『
天
主
実
義
』
は
人
間
の
死
後
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
三
つ
の

認
識
が
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

人
類
を
論
ず
る
に
三
般
有
り
。
一
に
曰
く
、
人
の
世
に
在
る
や
、

生
き
て
歬
跡
に
由
る
に
非
ず
と
謂
へ
ば
、
則
ち
死
し
て
後
跡
を

遺
す
無
し
、
と
。
一
に
曰
く
、
夫
れ
歬
後
と
今
の
三
世
有
る
な

り
。
則
ち
吾
が
今
世
に
於
い
て
獲
る
所
の
福
禍
は
、
皆
歬
世
に

爲
す
所
の
善
惡
に
由
る
。
吾
が
將
に
後
世
に
於
い
て
逢
は
ん
と

す
る
所
の
吉
凶
は
、
皆
今
世
に
行
ふ
所
の
正
邪
に
係
る
。
今
尊

敎
に
曰
く
人
に
今
世
に
暫
寄
し
、
以
て
後
世
の
永
居
を
定
む
る

有
り
、
と
。
則
ち
謂
ふ
、
吾
が
暫
し
此
の
世
に
處
る
は
、
特
だ

當
に
德
を
修
め
善
を
行
ひ
、
後
世
に
常
に
之
を
享
け
令
む
る
べ

し
、
と
。
而
し
て
此
こ
を
以
て
衜
路
を
行
く
と
爲
し
、
彼
こ
を

以
て
本
家
〔
天
国
〕
に
至
る
と
爲
し
、
此
こ
を
以
て
功
を
立
つ

る
が
如
く
、
彼
こ
を
以
て
賞
を
受
く
る
が
如
し
、
と
。〔『
天
主

実
義
』
下
巻
一
頁
〕
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こ
こ
で
は
、
三
つ
の
宗
教
の
基
本
的
な
死
生
観
が
述
べ
ら
れ
る
。

一
つ
目
は
死
後
の
霊
魂
は
死
と
同
時
に
消
失
す
る
と
い
う
も
の
で
、

儒
教
、
そ
れ
も
宋
明
理
学
の
霊
魂
観
を
対
象
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
つ
目
は
い
わ
ゆ
る
三
世
の
説
、
輪
廻
転
生
で
、
仏
教
の
も
の
で
あ

る
。
こ
の
両
者
は
儒
仏
間
の
神
滅
不
滅
論
争
の
内
容
を
踏
ま
え
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
三
つ
目
が
霊
魂
の
不
滅
、
死
後
の
賞
罰

と
天
堂
地
獄
を
説
く
も
の
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
は

論
を
俟
た
な
い
。
こ
の
選
択
は
多
分
に
意
図
的
な
部
分
が
あ
る
。
例

え
ば
、
仏
教
に
は
宗
派
に
よ
っ
て
極
楽
浄
土
思
想
も
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
以
下
の
よ
う
に
仏
教
で
説

か
れ
る
浄
土
を
天
竺
す
な
わ
ち
イ
ン
ド
自
体
で
あ
る
と
見
な
す
。

傳
ふ
る
所
の
『
坤
輿
萬
國
全
圖
』
を
睹
る
に
、
上
は
天
度
に
應

じ
、
毫
髮
も
差
ふ
無
し
。
況
ん
や
遠
く
歐
邏
巴
自
り
躬
ら
中
華

に
入
り
、
言
ふ
所
の
佛
氏
の
國
は
、
聞
見
必
ず
眞
に
し
て
、
其

の
國
の
陋
彼
の
如
き
な
り
。
世
人
佛
書
を
誤
讀
し
て
、
其
の
淨

土
た
る
を
信
じ
、
甚
し
く
は
蚤
死
し
て
以
て
彼
の
國
に
復
生
す

る
こ
と
を
願
ふ
者
有
る
は
、
良
に
笑
ふ
可
し
。〔
下
巻
三
頁
〕

　

こ
こ
に
は
、
西
洋
の
地
理
的
知
識
を
用
い
て
他
教
を
批
判
す
る
姿

勢
が
認
め
ら
れ
る
が
、
同
様
の
論
法
は
後
代
の
日
本
で
水
戸
藩
な
ど

の
儒
者
に
よ
る
仏
教
批
判
に
も
用
い
ら
れ
て
ゆ
く
。
す
な
わ
ち
、
西

洋
の
地
理
的
な
知
識
や
科
学
的
知
識
を
背
景
と
し
た
伝
統
的
知
識
の

否
定
と
い
う
現
象
の
萌
芽
が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
西
洋
人

た
ち
は
、
そ
の
新
し
い
客
観
的
な
知
識
に
布
教
の
武
器
と
し
て
の
利

用
法
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
リ
ッ
チ
は
仏
教
の
輪
廻
転
生
思
想
を
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ピ
タ

ゴ
ラ
ス
〔
閉
他
臥
剌
〕
に
遡
る
と
し
て
お
り
、
仏
教
の
六
道
輪
廻
は

そ
れ
を
借
り
て
発
展
さ
せ
た
も
の
と
説
く
。
こ
こ
で
は
西
方
起
源
と

さ
れ
る
仏
教
の
教
理
を
よ
り
西
方
に
位
置
す
る
西
洋
の
思
想
に
起
源

す
る
も
の
と
片
付
け
て
い
る（
下
巻
二
‐
三
頁
（が
、
こ
う
し
た
異
国

の
思
想
の
起
源
を
自
分
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
カ
ル
な
知
的
伝
統
に

結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
方
法
は
各
思
想
の
論
者
に
見
ら
れ
る
。
な
お

儒
教
の
霊
魂
観
に
関
し
て
、
宋
明
理
学
と
断
っ
た
の
は
、
リ
ッ
チ
は

本
来
の
儒
教
に
お
い
て
は
霊
魂
の
不
滅
が
信
じ
ら
れ
て
い
た
と
説
い

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

幕
末
水
戸
の
思
想
家
た
ち
も
西
洋
の
学
術
の
影
響
を
承
け
、
洋
学

の
価
値
を
一
定
程
度
認
め
た
も
の
の
、
そ
の
内
容
の
認
識
に
つ
い
て

は
、
儒
教
な
ど
中
国
由
来
の
思
想
や
日
本
古
来
の
神
道
な
い
し
ア
ニ

ミ
ズ
ム
と
の
混
交
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
彼
ら
は
世
界
地
理
な
ど

の
西
洋
由
来
の
知
識
を
自
ら
の
思
想
の
権
威
づ
け
の
た
め
に
利
用
し
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た
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
正
志
斎
は
、『
下
学
邇
言
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に

説
い
て
い
る
。

太
陽
地
を
巡
り
回
轉
端
無
し
。
し
か
も
瀛
海
の
浩
瀚
な
る
東
洋

〔
太
平
洋
〕
を
最
大
と
な
す
。〔
中
略
〕
而
し
て
神
州
〔
日
本
〕

は
之
に
正
面
し
首
め
に
出
日
の
光
り
を
受
く
。〔『
下
学
邇
言
（
（
（

』〕

　

こ
こ
で
は
日
本
が
地
球
上
の
東
方
に
位
置
す
る
こ
と
を
太
平
洋
を

利
用
し
て
説
明
し
、
さ
ら
に
続
け
て
地
理
的
に
太
平
洋
を
挟
ん
で
日

本
の
東
方
に
位
置
す
る
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
つ
い
て
は
西
洋
に
隣
接
し

て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
そ
の
東
方
性
を
否
定
し
て
い
る
。
加
え
て
次

の
よ
う
に
説
い
て
、
日
本
の
優
位
性
を
主
張
す
る
。

東
方
は
神
明
の
舍
。
太
陽
の
生
ず
る
所
。
元
氣
の
發
す
る
所
。

〔
中
略
〕
而
し
て
神
州
は
大
地
の
首
に
居
る
。
宜
し
く
夫
れ
萬

國
に
首
出
し
て
、
四
方
に
君
臨
す
べ
き
な
り
。〔『
下
学
邇
言
（
（
（

』〕

　

こ
ち
ら
は
中
華
思
想
の
面
か
ら
、
中
国
で
は
な
く
日
本
を
中
華
と

規
定
し
た
上
で
、
そ
の
根
拠
を
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
続
け
て
地
理

的
に
日
本
が
天
下
の
首
で
あ
る
こ
と
は
歴
史
的
な
皇
統
の
天
下
に
比

類
な
き
連
続
性
と
接
合
さ
れ
、
と
も
に
日
本
が
天
下
の
至
尊
で
あ
る

論
拠
と
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
正
志
斎
は
以
下
の
よ
う
に
論
じ
る
。

東
方
は
そ
の
首
に
し
て
、
西
方
は
足
な
り
。
首
は
貴
く
、
足
は

賤
し
き
こ
と
、
自
然
の
地
形
也
。
天
衜
に
在
っ
て
は
、
東
方
は

天
日
の
照
臨
ま
し
ま
す
其
の
初
に
し
て
、
陽
氣
の
發
す
る
所
、

萬
物
の
生
ず
る
所
な
り
。
其
の
人
民
も
朝
氣
の
鋭
き
が
如
く
、

春
氣
の
發
す
る
が
如
し
。
風
俗
勇
猛
に
し
て
、
和
樂
愷
悌
の
氣

象
あ
り
。
西
方
は
、
天
日
の
光
り
を
か
く
し
給
ふ
所
に
し
て
、

陰
氣
の
凝
る
と
こ
ろ
、
萬
物
の
滅
す
る
所
也
。
そ
の
人
民
、
暮

氣
の
衰
ふ
る
が
ご
と
く
、
秋
冬
の
枯
落
す
る
が
ご
と
し
。
風
俗

殘
忍
に
し
て
、
陰
險
深
刻
の
氣
象
あ
り
〔『
下
学
邇
言
（
（
（

』〕。

　

こ
こ
で
は
、
彼
の
有
機
体
的
な
世
界
認
識
が
西
洋
由
来
の
地
理
認

識
に
基
づ
い
て
日
本
一
国
か
ら
地
球
規
模
に
拡
大
さ
れ
、
人
体
に
お

け
る
部
位
の
尊
卑
に
な
ぞ
ら
え
て
日
本
の
優
位
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　

水
戸
の
思
想
で
は
さ
ら
に
、
神
道
を
儒
教
の
側
に
、
仏
教
を
も
キ

リ
ス
ト
教
と
同
じ
側
に
区
分
し
た
上
で
、
生
前
の
倫
理
を
説
く
生
道

と
死
後
の
禍
福
を
説
く
死
道
と
い
う
区
別
を
設
け
る
。
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東
方
の
お
し
へ
は
發
生
を
主
と
し
て
生
歬
の
倫
理
を
本
と
す
。

西
方
の
敎
は
寂
滅
を
主
と
し
て　

死
後
の
禍
福
を
說
く
。〔『
迪

彝
篇
』「
三
才
第
一
（
（
（

」〕

　

さ
ら
に
、
東
方
の
お・

・

・

・

・

・

し
え
と
西
方
の
教・

・

の
両
者
は
「
死
と
生
と
、

空
と
実
と
、
無
と
有
と
、
相
反
す
る
こ
と
白
黒
氷
炭
の
如
し
（
（
（

」
で
あ

り
、
正
志
斎
に
と
っ
て
、
聖
人
の
道
、
し
た
が
っ
て
ま
た
生
民
の
道

は
生
者
の
道
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
務
め
は
天
か
ら
賦
与
さ
れ
た

性
で
あ
る
惻
隠
、
羞
悪
、
辞
譲
、
是
非
の
四
端
を
養
い
、
君
臣
の
義
、

父
子
の
義
と
い
っ
た
五
倫
を
実
現
し
て
自
ら
の
道
徳
性
を
完
成
さ
せ

る
こ
と
で
あ
る
。
死
に
つ
い
て
は
「
本
に
報
い
始
め
に
反
る
」
の
で

あ
り
、
い
わ
ば
祖
先
へ
の
回
帰
で
あ
っ
て
他
界
へ
の
旅
立
ち
と
は
異

な
る
。
従
っ
て
生
者
は
曾
子
の
説
く
よ
う
に
た
だ
終
り
を
慎
ん
で
遠

き
を
追
う
よ
う
に
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
子
と
し
て
の
立
場
か
ら
父

母
へ
の
孝
行
を
尽
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
た
め
哀
（
喪
（
を
致
す

の
で
あ
る
（
（
（

。

　

と
こ
ろ
が
寂
滅
の
教
た
る
仏
教
（
や
キ
リ
ス
ト
教
（
で
は
生
前
よ

り
死
後
を
重
ん
じ
、
五
常
五
倫
を
無
み
し
て
空
理
を
説
く
の
で
あ
り
、

「
君
父
を
指
し
て
假
合
と
爲
し
、
人
世
を
指
し
て
火
宅
と
爲
し
、
人

を
し
て
生
を
惡
み
死
を
悅
ば
し
む
。（『
下
学
邇
言
（
（
（

』（」
そ
の
た
め
、

父
が
死
ん
で
も
哀
し
ま
ず
、
子
が
死
ん
で
も
悼
ま
ず
、
遠
き
を
追
う

ど
こ
ろ
か
、
朝
に
死
し
て
夕
べ
に
忘
れ
る
体
だ
と
非
難
し
て
い
る
。

　

生
道
と
死
道
の
区
別
は
具
体
的
に
は
、
目
に
見
え
る
か
見
え
な
い

か
と
い
う
世
界
観
の
虚
実
性
に
よ
る
と
い
え
る
。

　
『
迪
彛
篇
』「
総
叙
」
に
は
、

西
戎
南
蠻
な
ど
の
隱
た
る
を
索モ

ト

め
怪
き
を
行
て
、
目
に
も
見
ず

耳
に
も
聞
ざ
る
幽
陰
の
空
理
の
み
を
以
て
、
み
ち
と
す
る
も
の

な
り
（
（1
（

。

と
あ
り
、
こ
こ
で
幽
陰
の
空
理
の
指
す
も
の
が
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
『
天
主
実
義
』
に
は
天
主
に
よ
る
死
後
の
賞
罰
と
天
堂
・
地
獄
の

説
が
と
か
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
破
邪
集
』
に
儒
教
的
立
場

か
ら
の
以
下
の
よ
う
な
明
確
な
批
判
が
見
ら
れ
る
。

　
　

若
し
爾
畢
世
善
を
爲
す
と
も
、
天
主
に
媚
び
ざ
れ
ば
善
を
爲
す

に
益
無
し
。
若
し
終
身
惡
を
爲
す
と
も
、
一
息
天
に
媚
び
れ
ば
、

惡
卽
ち
全
て
消
ゆ
。
是
の
若
け
れ
ば
則
ち
天
主
爲
る
者
の
我
に

着
き
情
に
着
き
、
私
自
り
し
利
自
り
す
る
な
り
。〔
中
略
〕
此

れ
を
以
て
福
を
邀
め
禍
を
免
る
る
の
陋
計
を
爲
さ
ん
と
謬
欲
す

る
な
り
（
（（
（

。
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す
な
わ
ち
、
天
主
を
人
間
の
側
の
誤
っ
た
欲
求
が
生
み
出
し
た
も

の
と
説
く
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
正
志
斎
は
、『
下
学
邇
言
』
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
説

い
て
い
る
。

天
堂
地
獄
は
人
の
目
睹
面
接
せ
ざ
る
所
、
而
る
に
彼
れ
强
ひ
て

之
が
說
を
爲
し
て
云
ふ
、
蝮
螭
、
化
し
て
蟬
と
成
る
が
如
く
復

た
、
故
面
相
荅
報
せ
ず
と
。
夫
れ
釋
迦
も
亦
人
な
り
、
亦
安
ん

ぞ
見
て
之
を
知
る
を
得
ん
。
乃
ち
又
之
が
說
を
爲
し
て
云
ふ
、

佛
眼
は
凡
夫
に
異
な
り
能
く
人
の
知
ら
ざ
る
所
を
知
る
と
。
然

れ
ば
人
は
佛
身
に
あ
ら
ず
、
設
使
、
人
の
知
ら
ざ
る
所
を
知
る

も
孰
れ
か
實
見
を
得
た
る
。
佛
果
し
て
能
く
獨
り
之
を
知
り
則

ち
之
を
信
ず
と
雖
も
徒
ら
に
其
の
言
を
信
じ
て
未
だ
嘗
て
其
の

實
を
見
ず
、
亦
狗
の
虛
聲
に
吠
え
實
形
を
見
ざ
る
者
と
何
を
以

て
異
な
ら
ん
や
（
（1
（

。

　

す
な
わ
ち
目
に
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
と
い
う
対
比
か
ら

儒
教
や
神
道
に
対
す
る
仏
教
（
や
キ
リ
ス
ト
教
（
の
虚
構
性
を
暴
き

立
て
る
。
こ
の
可
視
性
、
も
し
く
は
形
而
下
的
な
即
物
性
は
正
志
斎

の
世
界
観
に
お
い
て
虚
実
を
分
け
る
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
に
な
っ
て

い
る
。

　

こ
れ
に
類
似
し
た
見
解
は
以
下
の
よ
う
に
『
破
邪
集
』
に
も
見
ら

れ
る
。吾

が
儒
は
手
眼
只
だ
人
を
し
て
目
歬
を
體
認
せ
し
め
る
の
み
に

て
、
絕
え
て
人
に
歬
を
想
ひ
後
を
想
う
こ
と
を
許
さ
ず
。
歬
世

後
世
總
て
拈
起
せ
ざ
る
所
以
な
り
（
（1
（

。

　　

し
か
し
一
方
で
、
三
教
一
致
を
標
榜
す
る
『
破
邪
集
』
に
お
い
て

は
、
続
け
て
以
下
の
よ
う
に
仏
教
や
道
教
を
擁
護
す
る
。

佛
衜
も
亦
た
可
な
り
。
佛
典
旣
に
後
世
必
ず
歬
世
を
追
ふ
こ
と

を
明
ら
か
に
す
。
先
に
三
際
を
言
ひ
て
後
に
一
乘
に
極
ま
り
、

以
て
人
よ
り
自
他
有
無
橫
計
を
絕
つ
。〔
中
略
〕
黃
老
其
の
貪

り
着
す
る
を
悲
し
み
、
故
に
長
生
の
術
を
以
て
漸
次
に
之
を
誘

う
。
是
れ
其
の
軌
を
極
む
る
も
亦
た
未
だ
嘗
て
吾
が
儒
の
性
理

と
相
背
か
ず
、
故
に
吾
が
高
皇
帝
謂
う
「
佛
老
陰
か
に
垩
敎
を

扶
け
暗
か
に
皇
綱
を
助
く
る
を
爲
す
こ
と
大
い
な
る
か
な
（
（1
（

」。

　

こ
こ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
天
堂
・
地
獄
の
説
が
人
間
の
個
人
的

な
私
利
私
欲
に
基
づ
く
と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
仏
教
、
道
教
は
内
容
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は
異
な
り
は
す
る
も
の
の
い
ず
れ
も
自
他
の
差
に
捉
わ
れ
な
い
境
地

を
目
指
す
と
い
う
点
で
、
天
地
一
体
の
仁
の
境
地
に
お
い
て
自
他
の

差
別
の
超
克
を
目
指
す
儒
教
の
性
理
に
背
反
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
を

陰
な
が
ら
扶
助
す
る
も
の
と
説
か
れ
る
。

　

仏
教
を
キ
リ
ス
ト
教
と
と
も
に
否
定
す
る
正
志
斎
ら
の
水
戸
の
思

想
に
は
死
や
死
後
の
霊
魂
に
対
す
る
見
解
が
乏
し
い
が
、
こ
れ
は
今

を
い
き
る
「
生
」
に
の
み
注
目
し
、
さ
ら
に
国
体
に
自
ら
を
帰
一
さ

せ
る
こ
と
で
、
個
人
と
し
て
向
き
合
わ
ざ
る
を
え
な
い
死
の
問
題
を

回
避
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

最
後
に
、
主
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
儒
教
倫
理
に
基
づ
く

批
判
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。『
破
邪
集
』
で
は
、
儒
教
の
い
わ
ゆ

る
五
倫
五
常
の
う
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
が
「
友
」
の
徳
の
み
を
重
ん
じ

て
他
の
徳
目
を
無
み
し
て
い
る
と
批
判
し
て
い
る
。
許
大
受
「
聖
朝

佐
闢
」
に
は
、「
彼
國
の
君
臣
、
皆
友
衜
を
以
て
之
を
處
す
（
（1
（

」
と
あ

り
、
そ
れ
は
儒
教
道
徳
を
乱
す
も
の
と
し
て
非
難
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
リ
ッ
チ
の
著
書
『
交
友
論
』
に
対
す
る
反
駁
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
『
新
論
』
に
も
以
下
の
よ
う
に
儒
教
的
な
人
間
関
係
の
基
本
で
あ

る
五
倫
五
常
を
否
定
す
る
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
を
糾
弾
し
て
い
る
。

世
の
人
を
皆
、
友
な
り
と
い
ひ
て
、
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
・
兄

弟
を
も
混
同
し
、
槪
に
友
を
以
て
目
す
る
類
の
惡
風
あ
り
。

　

こ
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
は
君
臣
の
義
、
父
子
の
親
を
軽

ん
じ
、
こ
の
世
の
秩
序
と
体
制
を
乱
す
も
の
と
し
て
厳
し
く
糾
弾
さ

れ
る
。

　

さ
ら
に
水
戸
の
思
想
に
お
け
る
儒
教
道
徳
の
五
倫
五
常
は
父
子
君

臣
の
上
下
関
係
の
み
に
事
実
上
一
本
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
全

く
対
照
的
に
水
平
な
「
朋
友
」
の
人
間
関
係
の
み
か
ら
な
る
キ
リ
ス

ト
教
道
徳
と
の
差
異
は
一
層
際
立
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

結
論

　

以
上
は
、
ご
く
一
部
の
比
較
に
過
ぎ
な
い
が
、
水
戸
と
い
う
極
東

の
一
隅
で
生
を
終
え
た
会
沢
正
志
斎
の
思
想
の
背
景
に
、
一
六
世
紀

以
降
、
文
字
通
り
洋
の
東
西
を
ま
た
に
か
け
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
キ

リ
ス
ト
教
、
儒
教
、
仏
教
、
さ
ら
に
神
道
と
い
っ
た
東
ア
ジ
ア
の
諸

思
想
伝
統
間
の
活
発
な
交
流
の
一
端
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
と
思

わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
思
想
が
同
時
代
の
代
表
的
な
知
識
人
に
よ
っ
て

記
さ
れ
、
広
く
普
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
う
し
た
思
想
的
差

異
が
単
に
著
述
者
の
個
々
人
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
窺

わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
は
流
通
し
た
地
域
社
会
、
こ
こ
で
は
初

期
近
代
の
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
、
明
清
代
の
中
国
、
お
よ
び
幕
末
日
本



 
（63）

の
知
的
特
性
を
反
映
し
て
い
る
面
が
あ
る
。

　

同
時
に
、
こ
れ
ら
の
各
思
想
が
、
お
互
い
に
儒
教
、
就
中
宋
明
理

学
を
共
通
の
議
論
の
土
台
と
す
る
こ
と
で
自
ら
の
立
場
を
構
築
し
て

い
る
こ
と
も
明
ら
か
と
な
る
。
興
味
深
い
点
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
も

仏
教
徒
も
、
ま
た
正
志
斎
な
ど
の
水
戸
学
者
も
、
一
様
に
自
ら
と
儒

教
の
共
通
性
を
強
調
し
、
他
者
を
批
判
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
儒
教
が
体
制
教
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
そ

れ
以
上
に
か
つ
て
の
中
国
や
幕
末
日
本
な
ど
の
東
ア
ジ
ア
社
会
で
儒

教
が
世
俗
社
会
に
お
け
る
倫
理
の
規
範
と
な
っ
て
お
り
、
外
来
宗
教

で
あ
る
仏
教
も
カ
ト
リ
ッ
ク
も
そ
れ
に
順
応
す
る
か
た
ち
で
し
か
言

説
の
妥
当
性
を
社
会
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
現
実
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
各
々
が
自
ら
の
立
場
の
説
明
に
際
し
、
程
度
の

差
は
あ
れ
宋
明
理
学
的
な
理
論
の
枠
組
み
を
用
い
た
こ
と
は
、
本
来

異
質
な
形
而
上
学
的
体
系
を
有
し
て
議
論
の
余
地
が
な
い
宗
教
思
想

の
間
に
、
宋
明
理
学
を
仲
立
ち
と
し
た
対
話
の
可
能
性
を
開
い
た
と

い
う
点
で
重
要
で
あ
る
。

　

こ
の
背
景
と
し
て
、
宋
明
理
学
そ
れ
自
体
が
成
立
過
程
で
禅
宗
を

始
め
と
す
る
仏
教
の
影
響
を
受
け
て
い
て
仏
教
と
互
い
に
通
じ
や
す

い
う
え
、
リ
ッ
チ
以
降
の
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
が
カ
ト
リ
ッ
ク
を
儒

教
と
共
通
の
枠
組
み
で
説
明
し
よ
う
と
苦
心
し
た
結
果
、
図
ら
ず
も

宋
明
理
学
の
影
響
を
受
け
た
翻
訳
語
に
よ
る
教
義
の
枠
組
み
が
つ
く

ら
れ
、
結
果
と
し
て
三
教
の
間
で
共
通
の
言
説
を
用
い
た
議
論
の
応

酬
が
可
能
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
神
儒
一
致

の
理
念
の
も
と
に
神
道
と
儒
教
を
統
合
し
よ
う
と
試
み
た
正
志
斎
ら

の
儒
家
神
道
に
つ
い
て
も
い
え
る
。

　

さ
ら
に
は
、
後
代
の
宣
教
師
や
中
国
・
日
本
の
洋
学
者
、
翻
訳
家

が
西
洋
語
の
翻
訳
を
行
う
際
に
も
盛
ん
に
宋
明
理
学
の
用
語
や
枠
組

み
を
借
用
し
た
結
果
、
そ
の
影
響
は
今
日
東
ア
ジ
ア
で
通
用
し
て
い

る
近
代
的
な
語
彙
一
般
に
ま
で
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
は
、
近
代
以
前
の
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
宋
明
理
学

が
今
日
の
い
わ
ゆ
る
「
科
学
的
言
説
」
に
も
一
脈
通
じ
た
、
異
分
野

を
横
断
す
る
「
公
共
性
」
な
い
し
「
普
遍
性
」
の
高
い
言
説
空
間
の

土
台
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
日
本
の
水
戸
学
は
戦
後
、

明
治
以
降
の
「
国
体
」
思
想
と
い
っ
た
偏
狭
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

発
端
に
な
っ
た
と
非
難
さ
れ
て
き
た
一
面
を
も
つ
が
、
少
な
く
と
も

正
志
斎
は
上
記
の
よ
う
な
「
普
遍
的
」
言
説
空
間
を
強
く
意
識
し
、

そ
の
上
で
自
ら
の
思
想
の
妥
当
性
を
訴
え
よ
う
と
心
を
砕
い
て
い
た
。

そ
こ
に
は
か
つ
て
の
東
ア
ジ
ア
に
存
在
し
、
イ
ン
ド
起
源
の
仏
教
徒

や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
参
与
し
た
宋
明
理
学
的
な
公
共

言
説
空
間
の
刻
印
が
く
っ
き
り
と
刻
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
参
照
文
献
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マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ

　『
天
主
実
義
』 

開
世
堂

　
一
八
八
五

徐
　
昌
治

　
編

　
　『
聖
朝
破
邪
集
』国
文
学
研
究
資
料
館

　
一
九
八

七

関
山

　
延

　
編

　
　『
水
戸
学
精
髄
』
復
刻
版 

国
書
刊
行
会

　
一
九

九
七

　　
　
注

（
1
）
本
書
は
序
文
等
の
記
載
か
ら
明
刊
当
初
の
原
典
に
近
い
と
し
て
日
中

の
研
究
対
象
と
な
っ
て
き
た
が
、
実
際
は
清
代
の
改
定
本
で
あ
る
。
水

戸
藩
士
と
同
様
、
幕
末
の
欧
米
諸
国
の
侵
出
に
脅
威
を
覚
え
た
人
々
に

広
く
流
布
し
、
明
治
期
に
も
影
響
が
及
ん
だ
。（
冨
永
青
地
「
日
中
両
国

に
お
け
る
『
破
邪
集
』
の
刊
刻
に
つ
い
て
」『
交
友
与
実
義
―
天
主
教
文

献
与
東
西
文
化
交
流
史
―
』
ソ
ウ
ル
中
央
大
学

　
二
〇
一
七

　
所
載
）

（
2
）
会
沢

　
正
志
斎

　「
退
食
間
話
」　
関
山
延
編
『
水
戸
学
精
髄
』
一
九

四
一
（
一
九
七
九
復
刻
）　
三
八
三
頁

　
参
照

（
3
）
会
沢 

正
志
斎
「
下
学
邇
言
」
関
山 

編
　
前
掲
書

　
五
七
四
頁

　
参

照

（
4
）
同
上

（
5
）
会
沢 

正
志
斎
「
迪
彝
篇
」
関
山

　
編

　
前
掲
書

　
五
二
五
頁

　
参
照

（
6
）
同
上

（
7
）
会
沢 

正
志
斎
「
下
学
邇
言
」 

関
山 

編
　
前
掲
書

　
五
八
五
頁

参

照

（
8
）
同
上

　
五
八
九
頁

　
参
考

（
9
）
同
上

　
五
九
〇
頁

　
参
照

（
10
）
会
沢 

正
志
斎
「
迪
彝
篇
」
関
山

　
編

　
前
掲
書

　
五
二
四
頁

　
参
照

（
11
）
若
爾
畢
世
爲
善
、
而
不
媚
天
主
爲
善
無
益
。
若
終
身
爲
惡
、
而
一
息

媚
天
、
惡
卽
全
消
。
若
是
則
爲
天
主
者
之
着
我
着
情
、
自
私
自
利
也
。

〔
中
略
〕
謬
欲
以
此
爲
邀
福
免
禍
之
陋
計
也
。
徐 

昌
治

　
編
『
明
朝
破

邪
集
』 

第
四
巻

　
二
二
頁

　
参
照

（
12
）
会
沢 

正
志
斎
「
下
学
邇
言
」
関
山

　
編

　
前
掲
書

　
五
八
三
頁

　
参

照

（
13
）
徐

　
昌
治

　
編

　
前
掲
書

　
第
四
巻

　
九
頁

　
参
照

（
14
）
同
上

（
15
）「
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
・
昆
弟
・
朋
友
雖
是
總
屬
人
倫
、
而
主
敬
・
主

恩
・
主
別
・
主
序
・
主
信
、
其
間
各
有
取
義
、
非
可
以
夷
天
等
地
、
推

親
作
疎
、
陽
反
從
陰
、
手
顧
奉
足
、
背
公
以
植
黨
、
去
野
而
於
宗
也
。

夷
輩
乃
曰
、
彼
國
之
君
臣
、
皆
以
友
衜
處
之
。
又
曰
、
彼
國
至
今
傳
賢

而
不
傳
子
。」
徐

　
昌
治

　
編

　
前
掲
書

　
第
四
巻

　
二
三
頁

　
参
照

 

（
筑
波
大
学
大
学
院
）

　




