
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
　
『
宗
教
講
語
』
と
へ
ー
ゲ
ル

　
　
　
　
　
ー
へ
ー
ゲ
ル
の
思
想
的
転
換
を
め
ぐ
っ
て
－

△
羽金

木
　
　
　
覚

は
じ
め
に

　
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
（
一
七
六
八
－
一
八
三
四
）
と
へ
ー
ゲ
ル

（
一
七
七
〇
－
一
八
＝
二
）
は
、
カ
ン
ト
の
哲
学
革
命
と
ス
ピ
ノ
ザ
ル

ネ
ッ
サ
ン
ス
を
機
縁
と
し
た
ド
イ
ツ
観
念
論
的
思
潮
の
な
か
を
生
き
抜
い

た
同
時
代
人
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
、
前
者
を
神
学
的
領
域
、
後
者
を

哲
学
的
領
域
に
お
け
る
偉
大
な
綜
合
者
と
評
す
る
よ
う
に
α
、
ド
イ
ツ
精

神
史
は
彼
ら
に
お
い
て
、
近
代
精
神
と
神
学
的
伝
統
と
の
統
合
の
二
つ
の

頂
点
を
見
る
。
こ
の
二
人
の
関
係
と
一
言
え
ば
、
へ
ー
ゲ
ル
が
哲
学
部
教
授

と
し
て
赴
任
（
一
八
一
八
）
し
た
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
お
け
る
、
神
学
部
教

授
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
と
の
対
立
が
有
名
で
あ
る
。
こ
の
ベ
ル
リ
ン

期
に
対
し
て
、
ベ
ル
リ
ン
期
以
前
の
二
人
の
関
係
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
。
我
が
国
で
は
特
に
そ
う
で
あ
る
。
小
論
は
、
こ
れ
ま
で
正

面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
初
期
の
二
人
の
関
係
に
着
目

す
る
。
小
論
で
は
、
一
七
九
九
年
の
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
『
宗
教
に

つ
い
て
　
宗
教
を
軽
ん
ず
る
教
養
人
へ
の
講
話
』
（
以
下
『
宗
教
講
話
』
）

が
、
へ
ー
ゲ
ル
の
思
想
形
成
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
と
の
視
点
に

立
つ
。
一
八
O
O
年
頃
の
へ
ー
ゲ
ル
の
思
想
的
転
換
は
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル

マ
ッ
ハ
ー
の
影
響
な
し
に
は
生
じ
な
か
っ
た
と
見
る
。

　
へ
ー
ゲ
ル
の
思
想
家
と
し
て
の
歩
み
は
、
ベ
ル
ン
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

の
家
庭
教
師
時
代
の
草
稿
群
を
編
集
し
た
『
初
期
神
学
論
集
』

（
甲
z
o
邑
に
代
表
さ
れ
る
青
年
期
の
宗
教
研
究
を
経
て
、
イ
エ
ナ
移
住

（
一
八
〇
一
年
一
月
）
と
と
も
に
一
つ
の
転
換
点
を
見
出
す
。
イ
エ
ナ
以
前

で
は
、
哲
学
に
対
す
る
宗
教
の
優
位
が
主
張
さ
れ
て
い
た
。
イ
エ
ナ
移
住

と
と
も
に
両
者
の
位
置
、
づ
け
は
逆
転
す
る
。
イ
エ
ナ
移
住
が
哲
学
者
へ
ー

ゲ
ル
の
出
発
点
を
な
す
。

　
こ
の
転
換
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
イ
ェ
ナ

移
住
の
直
前
に
書
か
れ
た
シ
ェ
リ
ン
グ
宛
の
手
紙
の
一
節
が
あ
る
。

　
　
　
「
人
間
の
下
位
の
欲
求
か
ら
出
発
し
た
私
の
学
問
形
成
に
お
い
て
、

　
　
私
は
学
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
し
て
青
年
時

　
　
代
の
理
想
は
、
反
省
の
形
式
へ
、
同
時
に
ひ
と
つ
の
体
系
へ
と
転
化

　
　
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
」
②

　
こ
の
手
紙
の
日
付
は
一
八
○
○
年
の
一
一
月
二
日
で
あ
る
。
一
八
○
O

年
の
秋
頃
に
は
先
の
転
換
が
へ
ー
ゲ
ル
の
内
部
で
生
じ
て
い
た
と
推
測
さ
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れ
る
。
こ
の
転
換
へ
の
一
七
九
九
年
の
『
宗
教
講
話
』
の
影
響
を
探
る
場

合
、
一
八
O
O
年
の
へ
－
ゲ
ル
の
草
稿
が
注
目
さ
れ
る
。
二
つ
の
断
片
か

ら
成
る
＝
八
O
O
年
体
系
断
片
』
（
後
半
の
断
片
の
最
後
に
九
月
一
四
日

の
日
付
が
あ
る
）
、
そ
の
一
〇
日
後
に
書
か
れ
た
『
キ
リ
ス
ト
教
の
実
定
性

改
稿
序
文
』
、
が
そ
れ
で
あ
る
。
実
際
こ
れ
ら
の
草
稿
に
は
、
『
宗
教
講

話
』
と
の
思
想
的
親
近
性
が
認
め
ら
れ
る
。
『
体
系
断
片
』
で
は
、
哲
学
に

対
す
る
宗
教
の
優
位
性
や
、
「
反
省
」
に
対
立
す
る
「
感
情
」
と
い
う
言
葉

な
ど
に
お
い
て
、
『
改
稿
序
文
』
で
は
、
実
定
性
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い

て
、
『
宗
教
講
話
』
の
影
響
が
推
測
さ
れ
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら

に
は
シ
ュ
ラ
イ
ェ
ル
マ
ツ
ハ
ー
及
び
『
宗
教
講
話
』
へ
の
直
接
の
言
及
ば

な
い
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
一
八
O
○
年
の
草
稿
に
対
す
る
『
宗
教
講
話
』
の

影
響
の
有
無
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
指
摘
以
来
、
ク
ロ
ー
ナ
ー
、
ヘ
リ
ン

グ
、
グ
ロ
ツ
ク
ナ
ー
、
キ
ン
マ
ー
レ
、
ラ
ン
ゲ
等
に
よ
っ
て
議
論
さ
れ
て

き
た
㈹
。
だ
が
議
論
の
中
心
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
以
後
『
体
系
断
片
』
の
方

に
し
ぼ
ら
れ
、
『
改
稿
序
文
』
と
の
関
係
は
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
て
こ
な

か
っ
た
。
し
か
し
我
々
の
問
題
関
心
か
ら
言
え
ば
、
む
し
ろ
こ
の
後
者
の

草
稿
の
方
が
重
要
で
あ
る
。
改
稿
は
序
文
部
分
で
中
断
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
中
断
は
む
し
ろ
挫
折
と
言
っ
た
方
が
よ
い
。
こ
の
挫
折
が
、
へ
ー
ゲ

ル
に
そ
れ
ま
で
の
立
場
の
挫
折
を
自
覚
さ
せ
、
立
場
の
転
換
を
促
し
た
の

で
あ
る
。
『
宗
教
講
話
』
が
機
縁
と
な
っ
て
、
『
改
稿
序
文
』
が
執
筆
さ
れ
、

『
改
稿
序
文
』
の
挫
折
と
と
も
に
へ
ー
ゲ
ル
の
立
場
が
転
換
し
た
と
す
れ

ば
、
哲
学
者
へ
ー
ゲ
ル
が
生
ま
れ
る
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
た
の
が
、
ま
さ

し
く
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
『
宗
教
講
話
』
の
影
響
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
改
稿
序
文
』
の

執
筆
動
機
の
問
題
も
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
へ
i
ゲ
ル
は
な
ぜ
ベ
ル

ン
期
の
『
キ
リ
ス
ト
教
の
実
定
性
』
（
一
七
九
五
／
九
六
）
を
改
稿
し
よ
う

と
し
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
改
稿
す
る
に
至
る
ま
で

の
、
特
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
に
お
け
る
へ
ー
ゲ
ル
自
身
の
思
想
の
変
化

が
あ
っ
た
こ
と
は
問
違
い
な
い
ω
。
し
か
し
な
が
ら
、
改
稿
の
直
接
の
動

機
と
し
て
は
、
『
宗
教
講
話
』
の
影
響
を
考
え
た
方
が
了
解
し
や
す
い
。

へ
ー
ゲ
ル
は
、
『
宗
教
講
話
』
の
実
定
宗
教
論
に
触
発
さ
れ
、
か
つ
て
実
定

性
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
草
稿
を
改
め
て
書
き
直
し
た
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
ろ
、
以
上
の
視
点
は
、
『
宗
教
講
話
』
に
つ
い
て
の
へ
ー
ゲ

ル
の
直
接
の
言
及
が
な
い
だ
け
に
、
仮
説
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を

得
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
以
下
の
考
察
で
は
、
ま
ず
直
接
の
言
及
が
見
ら
れ
る

イ
エ
ナ
期
の
書
物
か
ら
こ
の
仮
説
の
可
能
性
を
探
り
、
そ
の
後
で
『
宗
教

講
話
』
と
『
改
稿
序
文
』
に
お
け
る
実
定
性
の
問
題
を
取
り
扱
う
こ
と
に

し
た
い
。

『
宗
教
講
話
』
に
対
す
る
イ
エ
ナ
期
の
評
価

　
『
宗
教
講
話
』
に
つ
い
て
の
直
接
の
言
及
が
見
ら
れ
る
の
は
、
一
八
〇

一
年
『
差
異
論
文
』
と
一
八
〇
二
年
『
信
と
知
』
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
比

較
的
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
『
信
と
知
』
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
た

い
。
『
信
と
知
』
に
お
い
て
、
へ
ー
ゲ
ル
は
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
宗

教
観
に
対
し
て
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
評
価
を
し
て
い
る
。
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ま
ず
最
初
に
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
i
の
宗
教
観
を
簡
単
に
述
べ
よ
う
。

　
　
「
宗
教
は
、
形
而
上
学
の
よ
う
に
、
宇
宙
を
そ
の
本
性
に
従
っ
て
規

　
　
定
し
、
説
明
し
よ
う
と
は
望
ま
な
い
し
、
道
徳
の
よ
う
に
、
自
由
の

　
　
力
や
人
問
の
神
的
自
由
意
志
か
ら
字
宙
を
形
づ
く
り
、
完
成
し
よ
う

　
　
と
も
し
な
い
。
宗
教
の
本
質
は
思
惟
す
る
こ
と
で
も
行
動
す
る
こ
と

　
　
で
も
な
く
、
直
観
（
＞
冨
o
訂
…
品
一
と
感
情
（
9
豊
巨
）
で
あ
る
。

　
　
宗
教
は
宇
宙
を
直
観
し
よ
う
と
し
、
宇
宙
自
身
の
表
現
と
行
為
の
な

　
　
か
で
、
敬
慶
の
念
を
も
っ
て
宇
宙
に
耳
を
傾
け
、
子
供
の
よ
う
な
受

　
　
け
身
の
態
度
で
、
宇
宙
の
直
接
の
影
響
に
と
ら
え
ら
れ
、
充
た
さ
れ

　
　
よ
う
と
す
る
。
」
（
印
畠
h
）
⑤

　
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
は
、
当
時
の
啓
浩
琴
王
義
的
な
宗
教
蔑
視
の
傾

向
が
生
じ
た
原
因
を
、
宗
教
が
、
哲
学
や
道
徳
と
結
合
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
見
た
。
彼
は
宗
教
を
そ
う
し
た
結
び
つ
き
か
ら
解
放
す
る
と
と
も
に
、

新
た
な
宗
教
観
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
際
彼
に
と
っ
て
は
神
の
観

念
で
さ
え
も
、
宗
教
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
と
は
見
な
さ
れ
な
い
（

内
．
＄
）
。
彼
は
宗
教
を
「
宇
宙
の
直
観
」
で
あ
る
と
す
る
。
宇
宙
と
は
、

し
ば
し
ば
「
無
限
な
も
の
」
、
「
世
界
精
神
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
「
全

体
」
を
言
い
表
す
概
念
で
あ
る
⑥
。
こ
れ
は
、
「
宗
教
は
そ
の
ま
っ
た
き
生

を
…
…
全
体
、
す
な
わ
ち
、
一
に
し
て
す
べ
て
（
里
嚢
昌
o
≧
雰
）
で
あ

る
も
の
の
無
限
な
自
然
の
な
か
で
生
き
る
」
一
声
S
）
と
言
わ
れ
る
よ
う

に
、
彼
が
心
酔
す
る
「
聖
な
る
放
逐
さ
れ
た
ス
ピ
ノ
ザ
」
一
戸
ビ
）
の
神

即
自
然
の
思
想
に
影
響
を
受
け
た
概
念
で
あ
る
。
他
方
「
直
観
」
は
、
カ

ン
ト
の
感
性
論
の
影
響
の
基
に
、
直
観
の
受
動
性
、
対
象
の
独
立
性
の
確

保
を
意
図
し
た
概
念
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
す
べ
て
直
観
す
る
と
は
、
直

観
さ
れ
た
も
の
が
直
観
す
る
も
の
へ
及
ぼ
す
影
響
、
す
な
わ
ち
、
直
観
さ

れ
た
も
の
の
根
源
的
、
独
立
的
な
働
き
に
基
づ
い
て
い
る
」
（
界
ビ
）
と

さ
れ
る
。
彼
は
、
「
宇
宙
の
直
観
」
、
「
無
限
な
も
の
の
直
観
」
と
い
う
み
ず

か
ら
の
立
場
を
、
一
切
を
主
観
の
働
き
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
フ
ィ
ヒ
テ

的
観
念
論
に
対
し
て
、
「
高
次
の
実
在
論
」
一
肉
。
ビ
）
と
呼
ん
で
い
る
。

　
さ
て
、
こ
の
「
字
宙
の
直
観
」
を
へ
ー
ゲ
ル
は
評
価
す
る
。

　
　
「
こ
の
講
話
で
は
、
自
然
は
、
有
限
な
現
実
の
総
和
と
し
て
は
根
絶

　
　
さ
れ
、
字
宙
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
憧
慢
は
、

　
　
現
実
を
飛
び
越
え
永
遠
の
彼
岸
に
逃
れ
る
こ
と
か
ら
連
れ
戻
さ
れ
、

　
　
主
観
乃
至
認
識
と
、
到
達
不
可
能
な
絶
対
的
客
観
と
の
聞
の
隔
壁
は

　
　
取
り
払
わ
れ
、
苦
痛
は
享
受
に
お
い
て
宥
和
さ
れ
、
際
限
の
な
い
努

　
　
力
は
観
照
の
う
ち
で
満
足
を
得
て
い
る
。
」
（
F
ω
旨
）

　
へ
ー
ゲ
ル
は
「
宇
宙
の
直
観
」
に
お
い
て
、
主
観
と
客
観
と
の
分
裂
が

克
服
さ
れ
て
い
る
と
見
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
こ
の
宇
宙
の
直
観
の
主
観
．

客
観
性
は
、
や
は
り
再
び
特
殊
的
な
も
の
、
主
観
的
な
も
の
に
留
ま
ら
ざ

る
を
得
な
い
」
（
戸
S
一
）
と
言
う
。
へ
－
ゲ
ル
は
、
宇
宙
の
直
観
が
「
宗

教
的
芸
術
家
の
名
人
芸
（
≦
昌
邑
§
）
」
に
お
い
て
の
み
可
能
な
、
極
め

て
個
人
的
内
面
的
な
も
の
で
し
か
な
い
と
見
な
す
。
宇
宙
の
直
観
に
お
け

る
主
観
1
1
客
観
は
少
数
の
者
に
の
み
可
能
な
個
人
的
体
験
、
つ
ま
り
主
観

的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
結
果
「
こ
う
し
た
主
観
的
な
も
の
が
、
固

有
の
宇
宙
の
直
観
を
表
現
す
る
こ
と
に
お
い
て
も
、
こ
の
直
観
を
他
者
の

う
ち
に
生
み
出
す
こ
と
に
お
い
て
も
、
本
質
的
な
生
命
性
と
真
理
性
を
な

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
戸
S
弓
）
の
で
あ
る
。

　
へ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
う
し
た
原
理
に
基
づ
く
限
り
諸
々
の
小
教
団
の
ア
ト
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ミ
ズ
ム
を
招
く
と
見
な
す
。
こ
の
原
理
で
は
教
団
の
活
動
も
「
教
化
と
霊

化
の
名
人
（
く
弐
；
閉
⑰
）
と
し
て
の
僧
侶
」
の
「
直
観
の
主
観
的
特
異
性

（
里
胴
9
莚
艸
）
」
（
戸
ω
竃
）
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、

様
々
な
特
異
性
に
基
づ
い
た
様
々
な
教
団
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
う
し
た
ア
ト
ミ
ズ
ム
に
お
い
て
は
「
字
宙
の

直
観
は
、
精
神
と
し
て
の
宇
宙
の
直
観
で
は
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

精
神
で
あ
る
も
の
は
、
諸
々
の
ア
ト
ム
の
状
態
で
は
宇
宙
と
し
て
現
存
し

な
い
か
ら
で
あ
る
」
（
戸
S
N
一
と
言
う
。
こ
う
し
た
批
判
に
は
、
当
然

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
が
一
時
属
し
て
い
た
ヘ
ル
ン
フ
ー
ト
派
に
対
す

る
批
判
も
込
め
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　
結
局
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
に
お
い
て
は
、
「
憧
憶
の
主
観
性
が
観
照

の
客
観
性
の
う
ち
に
高
ま
り
、
和
解
が
現
実
性
と
の
問
で
な
く
、
生
き
る

も
の
と
の
問
で
、
個
別
性
と
の
問
で
な
く
、
宇
宙
と
の
問
で
生
起
し
た
と

し
て
も
、
こ
の
宇
宙
の
直
観
で
す
ら
再
び
主
観
性
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
」
（
戸
S
岸
）
の
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
の
批
判
の
要
点
は
、
宇
宙
の
直

観
に
対
す
る
客
観
的
な
表
現
形
式
、
客
観
的
な
実
現
形
態
の
欠
如
、
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
、
一
方
で
「
宇
宙
の
直
観
」
を
認
め
つ

っ
、
そ
の
客
観
性
の
欠
如
を
非
難
す
る
と
い
う
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
評
価

を
し
て
い
る
。

　
次
に
『
差
異
論
文
』
へ
と
時
問
を
遡
り
た
い
。
例
の
シ
ェ
リ
ン
グ
宛
の

手
紙
か
ら
約
八
ケ
月
後
、
一
八
〇
一
年
七
月
の
日
付
を
も
つ
序
文
に
次
の

よ
う
な
短
い
一
節
が
あ
る
。

　
「
『
宗
教
講
話
』
の
よ
う
な
諸
現
象
が
思
弁
的
な
欲
求
に
直
接
関
わ
る

こ
と
が
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
諸
現
象
と
諸
現
象
が
受
け
入
れ
ら
れ
て

い
る
こ
と
と
は
、
：
…
二
つ
の
哲
学
へ
の
欲
求
を
示
し
て
い
る
。
」

（
戸
一
ω
）

　
こ
こ
に
は
『
信
と
知
』
に
お
け
る
よ
う
な
強
い
批
判
的
論
調
は
見
ら
れ

な
い
。
だ
が
ラ
ン
ゲ
の
よ
う
に
、
「
『
講
話
』
に
つ
い
て
一
度
だ
け
の
短
い

言
及
が
あ
る
一
八
〇
一
年
の
『
差
異
論
文
』
で
は
、
確
か
に
シ
ュ
ラ
イ
エ

ル
マ
ッ
ハ
ー
の
問
題
設
定
が
、
ま
だ
正
し
い
方
向
に
あ
る
も
の
と
し
て
理

解
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
に
対
す
る
シ
ュ
ラ
イ
ェ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の

回
答
は
、
適
切
な
哲
学
的
構
想
の
欠
如
と
し
て
理
解
さ
れ
、
既
に
拒
否
的

姿
勢
が
支
配
的
で
あ
る
」
ω
と
、
『
信
と
知
』
と
の
共
通
性
を
読
み
と
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
も
『
信
と
知
』
と
同
様
、
へ
ー
ゲ
ル
の
ア
ン
ビ

バ
レ
ン
ト
な
評
価
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
宗
教
講
話
』
は
、
一
方

で
哲
学
の
欲
求
に
合
致
し
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
そ
れ
は
思
弁
的
な
欲

求
に
関
わ
ら
な
い
。
へ
ー
ゲ
ル
は
「
分
裂
こ
そ
、
哲
学
の
欲
求
の
源
泉
で

あ
る
」
（
戸
8
）
と
言
う
。
「
合
一
す
る
カ
が
人
問
の
生
か
ら
消
え
失
せ
、

対
立
項
が
、
そ
れ
ら
の
生
き
生
き
と
し
た
関
係
と
交
互
作
用
を
失
っ
て
自

立
的
に
な
っ
た
と
き
、
哲
学
の
欲
求
が
生
ず
る
」
（
戸
S
）
の
で
あ
る
。

主
観
と
客
観
、
有
限
と
無
限
と
が
対
立
し
、
対
立
が
固
定
さ
れ
る
と
き
、

哲
学
の
欲
求
、
す
な
わ
ち
、
対
立
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
欲
求
が
生
ず
る

と
さ
れ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
哲
学
の
欲
求
に
『
宗
教
講
話
』
が
合
致

し
て
い
る
と
見
る
一
方
、
そ
の
非
思
弁
的
、
非
哲
学
的
性
格
を
自
分
と
の

相
違
点
と
す
る
。

　
さ
て
我
々
の
考
察
の
意
図
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
宗
教
か
ら
哲
学
へ
の
転
換

に
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
が
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

仮
説
の
妥
当
性
を
イ
エ
ナ
期
の
著
作
か
ら
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
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た
。
両
著
作
は
、
こ
の
仮
説
を
積
極
的
に
証
明
す
る
も
の
と
言
う
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
仮
説
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
対

立
の
克
服
と
い
う
問
題
意
識
は
二
人
の
共
有
の
も
の
で
あ
り
、
一
方
が
哲

学
、
他
方
が
宗
教
と
い
う
克
服
方
法
に
お
い
て
両
者
は
区
別
さ
れ
る
。
だ

が
宗
教
に
憂
立
性
を
認
め
る
『
体
系
断
片
』
の
時
点
で
は
、
克
服
方
法
に

お
い
て
も
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
と
一
致
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
の
転
換
が
、
　
『
改
稿
序
文
』
を
介
し
て
生
じ
た
と
い
う
推
測
が

成
り
立
つ
。

二
　
実
定
宗
教
論

　
最
初
に
「
実
定
的
（
i
邑
巨
＜
）
」
、
な
い
し
「
実
定
性
（
～
◎
眈
巨
き
腎
）
」

と
い
う
言
葉
を
簡
単
に
説
明
し
て
お
一
」
う
。
例
え
ば
、
実
定
法
（
o
o
吻
崖
さ

寄
o
ε
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
現
実
に
、
実
際
に
制
定
さ
れ
た
法
を
意
味
す

る
。
こ
れ
は
、
超
経
験
的
・
超
歴
史
的
と
さ
れ
る
自
然
法
、
理
性
法
に
対

立
し
て
い
る
。
実
定
性
と
は
、
第
一
義
的
に
は
或
る
も
の
が
現
実
に
存
在

し
て
い
る
事
態
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
、
理
性
と
対
置
さ
れ
、

理
性
の
観
点
か
ら
評
価
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
が
理
性
に
基
づ
い
た
も
の
で

な
い
限
り
で
、
他
律
性
、
権
威
性
と
い
う
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
り
、
啓
蒙

主
義
的
理
性
に
よ
っ
て
断
罪
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
⑧
。
実
定
宗
教
と
い

う
場
合
も
同
様
で
あ
り
、
啓
蒙
主
義
的
思
潮
の
な
か
で
、
そ
れ
は
ま
さ
し

く
批
判
、
断
罪
の
対
象
で
あ
っ
た
。
以
下
、
実
定
宗
教
に
つ
い
て
の
シ
ュ

ラ
イ
ェ
ル
マ
ッ
ハ
ー
と
へ
ー
ゲ
ル
の
議
論
を
粗
描
す
る
。

　
①
シ
ュ
ラ
イ
ェ
ル
マ
ツ
ハ
ー

　
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
は
、
「
第
五
講
　
諸
宗
教
に
つ
い
て
」
に
お
い

て
、
実
定
宗
教
を
扱
っ
て
い
る
。
彼
も
啓
蒙
王
義
と
同
様
、
一
方
で
は
実

定
宗
教
に
お
け
る
退
廃
を
認
め
て
い
る
（
声
－
s
）
。
だ
が
他
方
彼
は
啓
蒙

主
義
と
異
な
り
、
退
廃
を
根
絶
す
べ
き
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
必
然
的

な
も
の
と
見
て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
「
無
限
な
も
の
が
、
不
完
全
で
制

限
さ
れ
た
覆
い
を
ま
と
い
、
時
間
の
領
域
及
び
有
限
な
事
物
の
一
般
的
影

響
の
領
域
の
う
ち
へ
と
降
り
、
そ
れ
ら
の
支
配
に
身
を
委
ね
る
と
、
た
ち

ま
ち
、
至
る
所
で
多
く
の
堕
落
が
起
こ
る
の
は
不
可
避
で
あ
る
」
（

勾
」
s
）
と
認
識
し
て
い
る
。
こ
の
観
点
か
ら
彼
は
、
「
我
々
に
は
平
凡
で

低
俗
に
見
え
る
も
の
の
中
に
も
、
神
的
な
も
の
、
真
な
る
も
の
、
永
遠
な

る
も
の
の
痕
跡
を
探
し
求
め
、
最
も
微
か
な
［
隔
た
っ
た
］
痕
跡
す
ら
も

崇
拝
す
る
の
が
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
本
来
的
な
宗
教
的
見
方
な
の
で
あ
る
」

（
戸
－
S
）
と
す
る
。

　
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
に
と
っ
て
は
、
宗
教
の
現
実
態
乃
至
諾
現

象
、
す
な
わ
ち
実
定
宗
教
は
「
無
限
な
宗
教
が
み
ず
か
ら
を
有
限
な
も
の

に
お
い
て
表
現
す
る
際
の
特
定
の
形
態
」
（
戸
－
娑
）
、
「
肉
と
な
っ
た
神
」

（
声
－
s
）
な
の
で
あ
る
。
実
定
宗
教
は
、
批
判
さ
れ
、
根
絶
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
通
じ
て
無
限
な
も
の
に
到
達
し
う
る
不
可
欠

の
存
在
な
の
で
あ
り
、
ま
た
無
限
な
も
の
の
側
か
ら
言
え
ぱ
実
定
宗
教

は
、
そ
の
歴
史
的
経
過
の
な
か
で
無
限
な
も
の
が
お
の
れ
を
表
現
し
、
実

現
す
る
際
の
不
可
欠
の
存
在
で
あ
る
と
一
言
え
る
。
す
な
わ
ち
「
全
的
宗
教

は
、
現
れ
て
は
再
び
消
え
て
い
く
諸
形
態
の
無
限
の
連
続
に
お
い
て
の
み

表
現
さ
れ
る
。
こ
の
諸
形
式
の
ど
れ
か
一
つ
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
の
み

が
、
全
的
宗
教
を
完
全
に
表
現
す
る
こ
と
に
、
何
ら
か
の
貢
献
を
す
る
」
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（
甲
－
δ
）
の
で
あ
る
。

．
こ
の
観
点
か
ら
、
啓
苫
琴
王
義
の
自
然
宗
教
が
厳
し
く
批
判
さ
れ
る
。
啓

若
琴
王
義
は
実
定
宗
教
を
批
判
し
、
合
理
的
な
自
然
宗
教
を
要
求
す
る
。
だ

が
そ
れ
は
単
な
る
抽
象
物
で
し
か
な
い
。
自
然
宗
教
は
「
本
来
的
に
決
し

て
存
在
し
得
な
い
、
漢
然
と
し
た
貧
弱
で
憐
れ
む
べ
き
一
つ
の
観
念
」
（

内
」
畠
一
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
は
「
宗
教
の
特
定
の
形
式
で
も
な
く
、
宗
教

の
固
有
の
個
体
的
な
表
現
で
も
な
い
。
自
然
宗
教
し
か
信
じ
な
い
と
い
う

人
々
は
、
宗
教
の
王
国
に
定
住
の
場
を
も
た
な
い
異
邦
人
で
あ
る
」
（
肉
。

H
3
一
。
「
彼
ら
の
実
定
的
な
も
の
、
窓
意
的
な
も
の
に
対
す
る
反
抗
は
、
同

時
に
ま
た
、
一
切
の
規
定
さ
れ
た
も
の
、
現
実
的
な
も
の
に
対
す
る
反
抗
で
あ

る
」
（
甲
一
宝
一
。
自
然
宗
教
に
は
ま
さ
し
く
次
の
よ
う
な
警
え
が
似
つ
か
わ
し

い
。　

「
君
た
ち
は
、
誕
生
以
前
の
魂
の
状
態
に
つ
い
て
詩
人
が
語
る
こ
と
を

思
い
出
し
て
欲
し
い
。
す
な
わ
ち
、
魂
が
、
こ
の
人
や
あ
の
人
で
あ
る
こ

と
を
欲
せ
ず
、
人
問
一
般
で
あ
る
こ
と
を
欲
し
た
た
め
に
、
こ
の
世
に
出

る
こ
と
を
力
ず
く
で
拒
ん
だ
、
と
い
う
。
こ
う
い
う
生
命
に
対
す
る
抗
議

が
、
自
然
宗
教
の
実
定
的
宗
教
に
対
す
る
抗
議
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ

が
、
自
然
宗
教
の
信
奉
者
の
永
遠
の
状
態
な
の
で
あ
る
。
」
一
内
・
H
a
）

　
シ
ュ
ラ
イ
ェ
ル
マ
ツ
ハ
ー
は
こ
の
よ
う
に
、
啓
蒙
主
義
お
よ
び
そ
の
自

然
宗
教
を
批
判
し
、
実
定
宗
教
に
対
す
る
現
実
主
義
的
、
歴
史
主
義
的
観

点
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
観
点
が
へ
ー
ゲ
ル
に
影
響
を
与
え
た
と

推
察
さ
れ
る
。

　
②
へ
ー
ゲ
ル

　
ベ
ル
ン
期
の
『
キ
リ
ス
ト
教
の
実
定
性
』
の
段
階
の
へ
ー
ゲ
ル
は
、
ま

さ
し
く
啓
蒙
主
義
的
理
性
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
生
言
え
る
。
彼
は
、
宗

教
を
実
践
理
性
の
要
請
と
し
て
捉
え
る
カ
ン
ト
的
な
立
場
か
ら
、
す
な
わ

ち
道
徳
性
の
観
点
か
ら
宗
教
を
評
価
す
る
。
彼
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
真
の
宗

教
、
さ
ら
に
は
ま
た
我
々
の
宗
教
の
目
的
と
本
質
は
、
人
問
の
道
徳
性
で

あ
る
」
（
H
二
富
）
と
し
、
実
定
宗
教
を
「
権
威
に
基
づ
き
、
人
問
の
価
値

を
道
徳
の
う
ち
に
置
か
な
い
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
道
徳
の
う
ち
に
だ

け
置
く
の
で
は
な
い
宗
教
」
（
H
二
富
一
と
定
義
し
て
い
る
。
道
徳
性
を
基

準
と
す
る
と
き
、
実
定
宗
教
は
批
判
の
対
象
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。　

こ
の
よ
う
に
ベ
ル
ン
期
で
は
、
啓
蒙
主
義
的
立
場
か
ら
、
普
遍
的
理
性

の
立
場
か
ら
宗
教
の
実
定
性
が
非
難
さ
れ
た
。
だ
が
一
八
O
O
年
『
改
稿

序
文
』
で
は
、
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
立
場
に
反
省
が
加
え
ら
れ
る
。
へ
ー

ゲ
ル
は
ま
ず
実
定
宗
教
と
自
然
宗
教
と
の
対
立
か
ら
考
察
を
始
め
る
。

　
「
宗
教
の
実
定
性
と
い
う
概
念
は
、
近
代
に
な
っ
て
初
め
て
登
場
し
、

重
要
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
実
定
宗
教
は
自
然
宗
教
と
対
置
さ
れ
、
そ

の
際
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
人
問
本
性
は
た
だ
一
つ
し
か
な
い
の

だ
か
ら
、
自
然
宗
教
は
た
だ
一
つ
の
み
が
存
在
す
る
だ
け
だ
が
、
実
定
宗

教
は
多
く
の
存
在
が
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
対
置
か

ら
既
に
明
ら
か
な
こ
と
は
、
実
定
宗
教
は
、
反
自
然
的
、
あ
る
い
は
超
自

然
的
宗
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
実
定
宗
教
は
、
悟
性
や
理
性

の
手
に
負
え
な
い
概
念
や
知
識
を
含
み
、
自
然
的
人
問
か
ら
は
生
じ
な
い

よ
う
な
感
情
や
行
為
を
要
求
す
る
。
」
　
（
H
も
ミ
）

　
こ
こ
で
の
自
然
宗
教
の
立
場
こ
そ
が
、
む
し
ろ
以
前
の
へ
ー
ゲ
ル
自
身

の
姿
で
あ
っ
た
。
し
か
し
今
や
以
前
の
自
分
へ
の
批
判
を
込
め
て
自
然
宗
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教
を
批
判
す
る
。
啓
蒙
主
義
的
な
自
然
宗
教
と
実
定
宗
教
と
の
対
置
は
、

人
問
本
性
乃
至
人
問
性
と
い
う
普
遍
的
概
念
に
基
づ
い
て
い
る
。
民
族
や

諸
個
人
が
有
す
る
多
様
性
は
「
人
問
性
の
特
徴
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
偶
然
性
、
先
入
見
、
誤
謬
と
な
り
、
そ
れ
と
と
も
に
、
こ
う
し

た
多
様
性
に
似
つ
か
わ
し
い
宗
教
が
実
定
宗
教
と
な
る
」
一
H
一
N
邑
。
こ

う
し
た
普
遍
的
概
念
が
今
や
批
判
の
対
象
と
な
る
。
「
人
問
本
性
と
い
う
も

の
が
純
粋
に
存
在
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
」
で
は
な
い
か
。
そ
も

そ
も
「
純
粋
な
人
問
本
性
と
は
一
体
何
な
の
か
」
。
そ
ん
な
も
の
は
存
在
し

な
い
の
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
「
人
問
本
性
と
い
う
普
遍
的
概
念
は
無
限

の
変
容
を
許
す
」
も
の
で
あ
り
、
「
変
容
は
必
然
的
」
な
も
の
で
は
な
い
の

か
一
H
L
冨
「
）
。
へ
ー
ゲ
ル
は
本
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け

る
。　

「
生
き
た
本
性
は
、
本
性
の
概
念
と
は
永
遠
に
別
物
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
概
念
に
と
っ
て
、
単
な
る
変
容
、
全
く
の
偶
然
性
、
余
計
な
も

の
で
あ
っ
た
も
の
が
、
必
然
的
な
も
の
、
生
命
あ
る
も
の
、
お
そ
ら
く
は

唯
一
自
然
的
［
本
性
的
］
で
美
し
い
も
の
、
と
な
る
。
」
（
H
一
昌
O
・
）

　
こ
う
し
た
現
実
主
義
的
観
点
に
立
っ
て
へ
ー
ゲ
ル
は
、
実
定
性
に
つ
い

て
今
や
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
に
至
る
。

　
「
宗
教
は
今
や
実
定
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
で

な
け
れ
ば
如
何
な
る
宗
教
も
存
在
し
な
く
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
」

（
H
L
S
一

　
普
遍
的
概
念
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
実
定
的
で
な
い
宗
教
な
ど
存
在
し

な
い
。
し
か
し
な
が
ち
、
啓
蒙
主
義
が
求
め
る
自
然
宗
教
は
、
存
在
す
る

は
ず
の
な
い
抽
象
物
に
す
ぎ
な
い
。
啓
蒙
の
理
想
主
義
は
批
判
さ
れ
、
実

定
宗
教
に
対
し
て
は
、
現
実
主
義
の
観
点
か
ら
一
定
の
意
義
が
認
め
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
点
で
へ
ー
ゲ
ル
が
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
と
共
通
す
る
現
実

主
義
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
現
実
主
義
の
立
場

に
立
ち
つ
つ
へ
－
ゲ
ル
は
さ
ら
に
、
実
定
性
に
対
す
る
新
た
な
視
点
を
模

索
し
て
い
る
。

　
へ
ー
ゲ
ル
は
ま
ず
、
あ
る
宗
教
が
実
定
的
で
あ
る
か
否
か
を
測
る
も
の

と
し
て
「
時
代
の
本
性
」
と
い
う
観
点
を
導
入
す
る
。
あ
る
宗
教
と
そ
の

時
代
の
本
性
と
が
一
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
実
定
性
如
何
が
決
定
さ
れ

る
。
宗
教
が
、
時
代
の
本
性
と
乖
離
し
、
そ
の
時
代
に
生
き
る
人
々
に

よ
っ
て
自
由
を
抑
圧
す
る
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
宗
教
は

実
定
宗
教
で
あ
る
。
逆
に
、
人
々
が
「
自
分
の
意
志
を
断
念
し
、
与
え
ら

れ
た
だ
け
の
規
則
に
機
械
の
よ
う
に
服
従
」
し
て
い
て
も
、
時
代
の
本
性

に
適
合
し
て
い
る
隈
り
、
そ
の
宗
教
は
「
実
定
宗
教
で
は
な
い
」
（
H
一

日
Φ
）
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
本
性
が
ど
ん
な
に
惨
め
な
も
の
で
あ
っ
て

も
、
「
宗
教
は
み
ず
か
ら
の
究
極
目
的
を
果
た
し
て
い
る
」
と
さ
れ
る
。

　
だ
が
「
時
代
の
本
性
」
の
導
入
は
、
へ
－
ゲ
ル
に
困
難
な
問
題
を
投
げ

か
け
た
。
時
代
の
本
性
の
観
点
か
ら
は
、
ど
ん
な
迷
信
も
実
定
的
で
あ
る

こ
と
も
あ
れ
ば
、
そ
う
で
な
い
場
合
も
あ
り
う
る
。
こ
う
な
る
と
、
も
は

や
実
定
性
に
対
す
る
批
判
は
原
理
的
に
不
可
能
と
な
る
1
も
ち
ろ
ん
、
批

判
者
自
身
が
属
す
る
時
代
に
は
可
能
で
あ
る
が
。
批
判
が
不
可
能
な
の

は
、
へ
ー
ゲ
ル
も
気
づ
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
へ
ー
ゲ

ル
は
、
自
分
は
実
定
宗
教
を
弁
護
す
る
わ
け
で
は
な
い
、
「
そ
う
で
は
な
い

ん
だ
（
幕
巨
）
」
（
■
S
O
）
と
言
う
。
批
判
の
不
可
能
性
を
簡
単
に
認
め
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て
し
ま
っ
て
は
、
ベ
ル
ン
期
以
来
の
実
定
性
を
め
ぐ
る
研
究
が
、
全
く
の

水
泡
に
帰
し
て
し
ま
う
。
へ
ー
ゲ
ル
は
、
原
理
的
に
不
可
能
に
も
関
わ
ら

ず
、
ベ
ル
ン
期
以
来
の
理
想
主
義
、
批
判
主
義
の
可
能
性
を
探
ろ
う
と
す

る
。
最
後
の
悪
あ
が
き
と
も
言
う
べ
き
実
定
性
批
判
が
展
開
さ
れ
る
。

　
実
定
性
を
批
判
す
る
た
め
に
は
、
新
た
に
批
判
の
た
め
の
尺
度
が
立
て

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
へ
i
ゲ
ル
が
新
た
に
導
入
す
る
の
は
、
人
間

本
性
の
「
理
想
（
旨
邑
一
」
で
あ
る
。

　
「
人
間
本
性
の
理
想
は
、
人
間
の
規
定
や
、
人
問
の
神
に
対
す
る
関
係

に
つ
い
て
の
普
遍
的
概
念
と
は
全
く
違
う
。
理
想
は
特
殊
性
、
規
定
性
を

許
容
す
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
固
有
の
宗
教
的
行
為
、
感
情
、
慣
習
、
余

計
な
も
の
、
普
遍
的
概
念
に
照
ら
せ
ば
氷
や
石
に
し
か
見
え
な
い
よ
う
な

多
く
の
余
計
な
も
の
を
要
求
す
る
。
」
一
H
も
8
一

　
人
問
本
性
の
理
想
は
特
殊
性
を
含
む
。
抽
象
的
な
普
遍
的
概
念
の
場
合

と
違
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
特
殊
性
、
偶
然
性
が
必
然
的
な
も
の
と
見
な
さ

れ
、
一
定
の
意
義
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
実
定
性
に
つ
い
て
は
次

の
よ
う
に
主
張
さ
れ
る
。

　
「
［
普
遍
的
概
念
に
と
っ
て
］
余
計
な
も
の
が
自
由
を
廃
棄
す
る
場
合
に

の
み
、
余
計
な
も
の
は
実
定
的
と
な
る
、
す
な
わ
ち
、
余
計
な
も
の
が
悟

性
と
理
性
に
対
し
て
思
い
上
が
っ
た
要
求
を
し
、
悟
性
と
理
性
の
必
然
的

法
則
に
矛
盾
す
る
場
合
に
の
み
、
実
定
的
と
な
る
の
で
あ
る
。
」

一
H
一
S
◎
一

　
余
計
な
も
の
、
偶
然
的
な
も
の
が
悟
性
や
理
性
に
対
し
て
優
先
権
を
主

張
す
る
場
合
、
も
し
く
は
、
永
遠
な
も
の
、
聖
な
る
も
の
と
偶
然
的
な
も

の
と
の
結
合
が
人
間
に
と
っ
て
必
然
的
で
あ
る
と
し
て
も
、
偶
然
的
な
も

の
そ
れ
自
身
が
永
遠
性
や
聖
性
を
主
張
す
る
場
合
（
H
L
昌
）
、
偶
然
的
な

も
の
は
実
定
的
と
な
る
。
従
っ
て
「
あ
る
宗
教
が
実
定
的
で
あ
る
か
ど
う

か
、
と
い
う
問
題
は
、
宗
教
の
教
義
や
捷
の
内
容
に
関
わ
る
の
で
は
な

く
、
宗
教
が
そ
の
教
義
の
真
理
を
証
明
し
、
そ
の
捷
の
実
行
を
要
求
す
る

際
の
形
式
に
関
わ
る
」
（
H
L
昌
）
と
さ
れ
る
。
く
だ
い
て
言
え
ば
「
実
定

性
に
対
す
る
問
い
は
、
内
容
に
関
わ
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
宗
教
は

あ
く
ま
で
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
と
か
、
自
由
な
も
の
と
し
て

与
え
ら
れ
、
自
由
に
受
け
取
ら
れ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
仕
方
に
関
わ
る
」

（
H
L
S
巾
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
観
点
に
立
っ
た
と
し
て
も
、
実
定
性
に
対
す
る
「
批

判
」
可
能
性
の
問
題
は
解
決
さ
れ
て
は
い
な
い
。
確
か
に
人
間
本
性
の
普

遍
的
概
念
の
場
合
と
異
な
り
、
偶
然
性
が
視
野
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
は
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
定
的
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
す

る
も
の
と
し
て
、
悟
性
と
理
性
と
い
う
や
は
り
普
遍
的
な
も
の
が
持
ち
出

さ
れ
て
い
る
。
批
判
に
関
す
る
限
り
、
人
問
本
性
の
普
遍
的
概
念
の
場
合

と
変
わ
り
は
な
い
。
や
は
り
こ
の
観
点
も
「
時
代
の
本
性
」
と
い
う
立
場

か
ら
の
批
判
不
可
能
性
を
越
え
る
も
の
で
は
な
い
。
へ
－
ゲ
ル
自
身
、
こ

の
観
点
に
立
っ
た
批
判
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
は
ず
で

あ
る
。

　
「
悟
性
や
理
性
が
裁
判
官
で
あ
り
う
る
の
は
、
た
だ
そ
れ
ら
が
裁
判
を

依
頼
さ
れ
た
と
き
だ
け
で
あ
る
。
悟
性
的
で
あ
れ
、
理
性
的
で
あ
れ
、
と

い
う
要
求
の
な
い
も
の
に
は
、
悟
性
と
理
性
は
断
じ
て
裁
判
権
を
も
っ
て

い
な
い
。
」
（
H
一
S
O
）

　
こ
の
観
点
に
立
つ
な
ら
、
　
「
理
性
的
で
あ
れ
」
と
い
う
要
求
の
な
い
時
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代
に
対
す
る
理
性
か
ら
の
批
判
は
不
可
能
で
あ
る
。
実
定
性
は
批
判
の
対

象
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
へ
ー
ゲ
ル
の
願
望
は
や
は
り
挫
折
せ
ざ
る
を
え

な
い
。
「
時
代
の
本
性
」
と
い
う
視
点
を
取
り
入
れ
た
時
点
で
挫
折
す
る
こ

と
は
目
に
見
え
て
い
た
。
『
改
稿
序
文
』
は
挫
折
す
べ
く
し
て
挫
折
し
た
草

稿
な
の
で
あ
る
四
。

結

び

　
へ
ー
ゲ
ル
は
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
と
同
じ
よ
う
に
、
自
然
宗
教
を

批
判
し
て
い
る
。
普
遍
的
概
念
の
抽
象
性
を
批
判
す
る
へ
ー
ゲ
ル
は
、

「
個
別
の
存
在
そ
れ
自
身
の
特
性
を
見
出
す
に
は
、
普
遍
的
概
念
と
そ
の

特
徴
か
ら
脱
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
戸
－
も
一
と
す
る
シ
ュ
ラ
イ
エ

ル
マ
ッ
ハ
ー
と
同
じ
認
識
に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル

マ
ッ
バ
ー
の
影
響
を
見
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
だ
が
実
定
宗
教
に
対
す

る
両
者
の
態
度
に
は
違
い
が
あ
る
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
で
は
、
実

定
的
宗
教
が
無
限
な
も
の
の
個
体
的
現
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
批
判
の
態

度
は
少
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
へ
ー
ゲ
ル
で
は
、
ベ
ル
ン
期
以
来
の
批
判

的
態
度
が
な
お
も
残
っ
て
い
る
。
「
時
代
の
本
性
」
と
い
う
批
判
不
可
能
な

原
理
を
導
入
し
つ
つ
も
、
彼
は
な
お
「
人
間
本
性
の
理
想
」
と
い
う
新
た

な
尺
度
を
用
い
批
判
を
試
み
た
。
だ
が
そ
の
試
み
は
結
局
挫
折
し
、
へ
－

ゲ
ル
に
立
場
の
根
本
的
な
転
換
を
迫
っ
た
。
ヘ
ゾ
ゲ
ル
に
残
さ
れ
た
道

は
、
お
そ
ら
く
、
実
定
的
な
も
の
を
無
限
な
も
の
の
現
象
と
し
て
捉
え
る

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
思
想
を
受
け
入
れ
つ
つ
も
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル

マ
ッ
ハ
ー
を
越
え
る
べ
く
、
そ
の
患
想
を
哲
学
の
土
俵
で
論
じ
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
れ
を
示
唆
す
る
一
節
が
円
改
稿
序
文
』
の
な
か
に
既
に
あ
ら

わ
れ
て
い
る
。

　
「
こ
の
点
［
実
定
性
を
無
限
と
有
限
と
の
関
係
の
な
か
で
捉
え
る
観

点
］
に
関
す
る
研
究
が
、
諸
概
念
を
用
い
て
根
本
的
に
な
さ
れ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
そ
れ
は
最
終
的
に
、
有
限
な
も
の
の
無
限
な
も
の
に
対
す
る
関

係
の
形
而
上
学
的
考
察
へ
と
移
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
」
（
H
一
S
与
）

　
実
定
性
が
、
無
限
と
有
限
と
の
関
係
の
な
か
で
捉
え
ら
れ
、
そ
の
関
係

に
つ
い
て
の
形
而
上
学
的
関
心
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
『
改
稿
序
文
』
の
挫

折
と
と
も
に
へ
ー
ゲ
ル
の
関
心
は
、
こ
の
形
而
上
学
に
移
り
、
有
限
な
も

の
を
絶
対
的
な
も
の
の
現
象
と
捉
え
る
『
差
異
論
文
』
の
思
想
と
し
て
結

実
す
る
。

　
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
に
よ
っ
て
再
吟
味
を
迫
ら
れ
た
へ
ー
ゲ
ル

は
、
改
め
て
実
定
性
と
取
り
組
む
な
か
で
、
そ
れ
ま
で
の
自
分
自
身
に
決

別
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
「
哲
学
者
へ
ー
ゲ
ル
」
が
誕

生
す
る
の
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
が
体
系
形
成
へ
と
向
か
っ
た
背
景
に
は
、

フ
ィ
ヒ
テ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
等
の
影
響
も
推
察
さ
れ
る
が
、
『
改
稿
序
文
』
の

挫
折
と
い
う
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
原
因
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
「
哲
学

が
そ
の
本
性
か
ら
体
系
的
な
も
の
に
傾
き
や
す
い
の
と
同
じ
程
度
に
お
い

て
、
宗
教
は
そ
の
本
質
か
ら
い
っ
て
、
い
っ
さ
い
の
体
系
か
ら
遠
ざ
か
る
」

（
甲
5
と
言
う
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
に
対
し
て
、
ま
さ
し
く
体
系

と
し
て
の
哲
学
を
目
指
し
た
の
が
へ
ー
ゲ
ル
な
の
で
あ
る
。
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註
、

（
ユ
）
P
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
、
佐
藤
敏
夫
訳
『
近
代
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
思
想

　
　
史
』
、
新
教
出
版
社
、
一
九
七
六
、
一
一
二
、
一
五
四
頁
。

（
2
）
巽
昏
く
昌
；
巨
彗
霊
翌
』
串
＜
」
1
曽
o
叶
穿
Φ
一
壽
H
し
睾

一
3
一
≠
冒
亭
⑰
㌣
冒
巴
品
⑰
目
品
萎
巨
ま
⑰
霊
里
己
目
一
〇
⑰
吻
1
ω
o
ま
箒
戸

　
望
ト
ー
お
声
久
野
・
水
野
訳
『
へ
ー
ゲ
ル
の
青
年
時
代
』
、
以
文

　
杜
、
二
〇
二
頁
以
下
。

　
丙
．
琴
o
目
⑰
〔
く
o
箏
穴
宵
昌
圧
ω
｝
①
町
q
g
ー
ド
＞
ζ
饒
．
H
饒
σ
ま
⑰
q
⑦
箏
－
⑩
α
一
．
｝
巨
ド

　
ま
ム
O
－

　
H
9
葭
8
ユ
品
一
曽
晶
Φ
－
あ
9
目
峯
邑
g
…
α
覧
ぎ
ミ
雪
片
1
＞
ρ
一
畠
6
3
．

　
困
〇
一
．
u
ひ
o
．

　
｝
．
Q
8
o
斥
目
①
「
団
9
冒
帥
⑰
q
Φ
、
N
冒
昌
く
⑦
富
蟹
目
ら
己
眈
自
目
旦
内
ユ
一
寿
｝
⑦
σ
q
巴
餉
．

　
困
O
昌
6
a
1
（
｝
晶
⑦
－
－
O
O
冒
婁
9
1
｝
⑰
宇
⑭
竃
1
）
冒
津

　
甲
竃
昌
昌
邑
①
一
U
富
雪
O
巨
Φ
目
似
9
＞
品
①
ω
O
巨
9
。
。
9
ぎ
岸
0
2

　
∪
①
茉
雪
吻
』
O
…
－
署
O
．
（
曽
⑰
血
q
①
－
－
ω
旨
昌
9
．
零
旨
⑰
童
）
－
O
。
。
も
曽
．

　
U
．
■
竃
σ
q
Φ
一
g
⑰
穴
8
旨
o
き
H
。
。
⑰
｝
晶
色
ω
昌
α
ω
o
巨
9
①
彗
閂
o
冨
易
畠
自

　
旦
竃
く
①
易
蟹
目
o
邑
ω
α
2
カ
①
饒
町
q
ぎ
＝
l
H
弓
匡
Ω
⑪
q
巴
－
o
o
巨
昌
①
目
．
－
o
o
（
s
o
o
ω
）
1

　
〕
◎
①
1
N
－
牛

（
4
）
『
改
稿
序
文
』
に
至
る
思
想
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
多
田
茂

　
　
「
青
年
へ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
実
定
性
の
問
題
」
、

　
倫
理
学
年
報
四
〇
、
一
九
九
一
、
に
詳
し
い
。

（
5
一
『
宗
教
講
話
』
（
d
σ
①
H
皇
①
寄
＝
阻
昌
。
寄
ま
目
彗
島
①
Q
①
巨
註
↓
9

　
昌
雪
旨
H
彗
く
Φ
H
ぎ
巨
⑭
昌
．
略
戸
一
か
ら
の
引
用
は
、
マ
イ
ナ
ー

　
社
、
哲
学
文
庫
版
に
よ
る
。
へ
i
ゲ
ル
か
ら
の
引
用
の
主
な
も
の

　
は
、
ズ
i
ア
カ
ン
プ
社
版
全
集
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
数

　
字
は
そ
の
巻
数
で
あ
る
。

（
6
）
「
宇
宙
」
に
つ
い
て
石
原
謙
氏
の
説
明
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

　
　
『
「
宇
宙
」
と
い
う
語
は
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
み
な
ら

　
ず
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
派
の
愛
用
語
に
て
あ
ら
ゆ
る
存
在
及
び
生

　
起
の
総
体
を
意
味
し
、
世
界
、
自
然
、
人
類
、
歴
史
上
の
一
切
の

　
事
象
を
包
括
す
る
、
否
な
寧
ろ
「
宇
宙
」
は
万
有
の
根
底
を
な
せ

　
る
生
け
る
活
動
で
あ
っ
て
、
其
の
能
動
的
作
用
が
自
然
界
及
び
殊

　
に
人
事
界
に
於
て
表
現
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
』
一
『
石
原
謙
著

　
作
集
』
第
一
巻
、
二
五
九
頁
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
年
）

一
7
一
U
－
［
彗
胴
①
｝
P
○
』
戸

（
8
）
城
塚
登
『
人
類
の
知
的
遺
産
　
へ
ー
ゲ
ル
』
、
講
談
社
、
九
三
頁

　
以
下
参
照
。

（
9
）
あ
る
歴
史
的
な
対
象
を
考
察
し
、
判
断
す
る
際
の
基
準
、
尺
度

　
に
関
す
る
こ
こ
で
の
議
論
が
、
後
に
反
省
さ
れ
て
、
『
精
神
現
象

　
学
』
の
「
当
の
意
識
」
と
「
我
々
」
と
い
う
二
重
の
視
点
、
意
識

　
自
身
に
内
在
す
る
尺
度
に
基
づ
い
た
意
識
自
身
の
自
己
吟
味
、
と

　
い
う
「
意
識
の
経
験
の
学
」
に
結
実
し
た
と
昌
冒
え
よ
う
。

（
す
ず
き
・
さ
と
る
　
筑
波
大
学
大
学
院
哲
学
・
思
想
研
究
科
在
学
中
）
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