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古
今
東
西
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
諸
思
想
家
（
宗
教
．
哲
学
は
も
と
よ
り
講
科
学
や
文
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学
．
芸
術
な
ど
も
含
む
）
は
、
あ
ま
た
の
臆
見
や
数
々
の
偏
見
が
い
わ
ゆ
る
常
識

と
い
う
虚
名
の
許
で
世
俗
に
広
く
深
く
浸
透
し
て
い
る
な
か
か
ら
生
ま
れ
出
て
、

そ
れ
ら
を
一
つ
一
つ
打
ち
破
っ
て
、
今
目
に
伝
わ
る
。

　
比
較
思
想
と
い
う
名
称
だ
げ
は
新
し
い
こ
の
学
問
に
つ
い
て
も
、
世
間
一
般

は
も
と
よ
り
学
界
に
お
い
て
さ
え
、
あ
ま
り
に
も
多
く
の
誤
解
や
歪
曲
そ
の
他

が
満
ち
濫
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
聞
き
見
る
た
び
に
、
せ
め
て
比
較
思
想
を
ま

と
も
に
扱
っ
て
い
る
書
物
の
一
冊
で
も
読
ん
で
欲
L
い
と
希
わ
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
の
は
、
比
較
思
想
そ
の
も
の
に
携
わ
る
人
々
す
べ
て
の
眩
き
と
い
え
よ
う
。

　
名
称
だ
げ
は
新
し
い
と
右
に
記
し
た
こ
の
比
較
思
想
は
、
ほ
ん
の
少
し
調
べ

て
み
れ
ぱ
判
然
と
す
る
よ
う
に
、
そ
の
歴
史
は
古
く
、
さ
ら
に
ま
た
、
き
わ
め

て
広
範
囲
に
遍
満
し
て
い
る
。
（
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
著
『
比
較

思
想
序
論
』
春
秋
杜
刊
に
詳
述
し
て
あ
り
、
い
ま
ま
た
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
。

そ
れ
は
一
八
○
ぺ
i
ジ
あ
ま
り
の
小
著
な
の
で
、
志
あ
る
方
は
参
照
し
て
頂
き

た
い
。
）
こ
こ
に
「
随
想
」
と
L
て
記
す
2
と
3
と
の
趣
意
も
、
こ
の
二
項
に

一
貫
す
る
も
の
を
述
べ
る
4
も
、
大
都
分
は
右
の
拙
著
に
触
れ
て
は
あ
る
げ
れ

ど
も
、
敢
え
て
こ
の
機
会
に
、
い
さ
さ
か
漢
た
る
私
見
を
記
す
。
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お
よ
そ
何
ご
と
を
す
る
の
に
も
、
比
較
と
い
う
は
た
ら
き
を
通
過
L
た
い
こ

と
は
、
決
し
て
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
は
す
で
に
幼
児
に
お
い
て
、
ま
た
動
物
に

お
い
て
さ
え
も
、
充
分
に
肯
か
れ
る
。
ど
ん
な
つ
ま
ら
ぬ
（
と
見
え
る
）
こ
と

が
ら
に
お
い
て
も
、
数
あ
る
選
択
肢
の
た
か
か
ら
或
る
一
つ
を
選
び
取
る
の
に

は
、
た
と
え
意
識
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
必
ず
比
較
を
行
な
っ
て
い
る
。

　
た
と
え
ぼ
、
私
た
ち
は
た
え
ず
「
こ
と
ぼ
」
を
使
う
。
そ
の
と
き
、
ど
の
よ

う
な
「
こ
と
ぼ
」
を
そ
の
場
に
用
い
る
か
は
、
数
多
く
あ
る
「
こ
と
ば
」
を
比

較
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
な
か
か
ら
最
適
と
思
わ
れ
る
一
つ
だ
げ
を
選
択
し
て
取

り
出
し
、
そ
れ
を
自
分
の
「
こ
と
ぼ
」
と
し
て
、
口
に
発
し
、
文
字
に
記
す
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
選
択
肢
は
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
よ
い
。
ま
た
そ
れ
ら

か
ら
選
択
す
る
の
に
、
自
由
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
一
」
の
よ
う
な
日
常
茶

飯
事
の
「
こ
と
ぼ
」
に
つ
い
て
み
て
も
、
で
き
得
る
か
ぎ
り
多
数
の
「
こ
と
ぼ
」

を
吸
収
し
蓄
積
し
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
の
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「
こ
と
ぱ
」
の
内
部
や
背
後
に
あ
る
質
量
と
も
に
豊
か
な
知
識
を
要
求
す
る
よ

う
に
た
る
1
と
い
う
あ
た
り
か
ら
、
す
で
に
比
較
思
想
は
ス
タ
ー
ト
す
る
。

　
と
く
に
学
生
諸
君
に
卑
近
な
例
を
記
そ
う
。
外
国
語
を
学
び
始
め
て
そ
の
最

初
に
出
会
う
の
は
、
そ
こ
に
は
未
知
の
単
語
が
並
ん
で
い
て
、
そ
の
単
語
ご
と

に
辞
典
を
繰
る
と
、
そ
こ
で
は
、
一
つ
の
外
国
語
に
多
数
且
つ
多
種
の
訳
語
が

羅
列
さ
れ
て
あ
り
、
そ
れ
ら
の
た
か
か
ら
一
つ
だ
け
を
選
ん
で
、
と
き
に
は
さ

ら
に
そ
れ
よ
り
も
ふ
さ
わ
し
い
同
類
の
母
国
語
を
み
ず
か
ら
考
え
出
し
、
そ
の

外
国
語
に
当
て
る
。
こ
れ
を
拡
大
し
た
翻
訳
と
い
う
作
業
は
、
明
ら
か
に
比
較

思
想
の
ジ
ャ
ソ
ル
の
一
つ
を
構
成
す
る
。

　
も
と
よ
り
、
「
こ
と
ぼ
」
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
に
ま
つ
わ
る
ニ
ュ
ァ
ソ

ス
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
徴
妙
に
異
な
る
。
右
の
拙
著
に
も
記
し
た
と
お
り
、
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

と
え
ば
、
〈
そ
ら
、
空
な
い
し
天
空
、
穿
き
雷
冒
冒
具
o
匡
〉
と
い
う
よ
う
な
、

い
わ
ぼ
世
界
共
通
の
自
然
（
現
象
）
を
指
示
す
る
「
こ
と
ば
」
で
す
ら
、
す
で

に
九
鬼
周
造
（
『
い
き
の
構
造
』
）
の
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
を
用
い
る
人
ご

と
に
、
ま
た
そ
れ
を
聞
く
人
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
意
味
と
内
容
と
が

こ
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
こ
と
ぱ
」
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
れ
ぱ

考
え
る
ほ
ど
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
諸
間
題
が
生
じ
て
く
る
。

　
こ
う
し
た
な
か
で
、
「
こ
と
ぼ
」
そ
の
も
の
へ
の
配
慮
が
充
分
に
透
徹
し
て

い
る
な
ら
ば
、
な
ん
ら
の
選
択
も
経
な
い
ま
ま
、
思
い
つ
い
た
だ
げ
の
「
こ
と

ぱ
」
を
つ
い
う
っ
か
り
口
に
発
す
る
と
い
う
よ
う
な
軽
挑
浮
薄
は
、
や
が
て
消

減
し
よ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
、
つ
ね
に
決
ま
り
文
句
を
反
復
L
て
語
り
、
記

し
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
ひ
と
独
自
の
感
性
を
欠
い
た
無
味
乾
燥
な
口
調
や
ら
文

体
や
ら
な
ど
と
い
う
哀
れ
な
膠
着
状
態
か
ら
も
、
い
ず
れ
は
脱
却
し
得
よ
う
。

　
宗
教
と
い
い
、
哲
学
と
い
い
、
倫
理
学
と
い
い
、
も
し
く
は
文
学
や
史
学
そ

の
他
、
万
般
の
い
わ
ゆ
る
人
文
系
の
学
問
は
、
ご
く
わ
ず
か
の
例
外
を
除
い
て
、

す
べ
て
「
こ
と
ば
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
「
こ
と
ば
」
と
い
う
人
間

に
お
い
て
最
も
基
本
的
な
る
も
の
（
ハ
イ
デ
ガ
ー
流
に
い
え
ば
「
道
具
」
）
に
拠
っ

て
立
つ
諸
学
間
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
ケ
ー
ス
に
応
じ
た
「
こ
と

ば
」
に
お
い
て
、
す
で
に
必
ず
比
較
を
通
過
し
て
お
り
、
そ
の
際
、
ど
れ
ほ
ど

の
比
較
が
そ
こ
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
か
が
、
大
き
な
キ
ィ
ポ
イ
ソ
ト
と
な
ろ
う
。

そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
深
刻
な
自
覚
を
徹
底
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
比
較

思
想
の
独
自
の
機
能
が
あ
る
。
し
か
も
そ
の
重
大
な
機
能
を
充
分
に
把
握
L
て

は
じ
め
て
、
み
ず
か
ら
立
ち
向
か
っ
て
い
る
学
問
の
対
象
が
、
そ
L
て
そ
の
た

か
の
特
定
の
テ
ー
マ
が
、
さ
ら
に
は
方
法
論
や
間
題
意
識
や
資
料
な
ど
が
、
い

よ
い
よ
鮮
明
と
な
り
、
同
時
に
重
た
、
そ
れ
に
取
り
か
か
る
自
己
自
身
の
あ
り

か
た
が
掘
り
下
げ
ら
れ
る
。

　
そ
う
し
た
な
か
で
、
比
較
思
想
に
お
い
て
は
、
い
た
ず
ら
に
優
劣
そ
の
他
を

競
う
価
値
判
断
は
極
力
排
除
さ
れ
、
し
か
も
み
ず
か
ら
取
り
あ
げ
る
思
想
（
・
」

の
語
に
関
し
て
前
記
の
拙
著
に
ほ
ぽ
尽
く
L
た
）
の
真
の
価
値
を
間
い
、
ふ
り
返
っ

て
、
そ
の
価
値
を
み
ず
か
ら
の
生
と
対
決
さ
せ
る
。
一
方
に
、
厳
し
い
冷
静
が

あ
り
、
他
方
に
、
情
熱
的
な
集
中
が
あ
る
。
一
方
に
、
対
象
へ
の
没
入
が
あ
り
、

他
方
に
、
自
已
へ
の
沈
潜
が
あ
る
。
一
方
に
、
透
明
な
洞
察
が
あ
り
、
他
方
に
、

複
雑
た
解
明
が
あ
る
。

　
く
れ
ぐ
れ
も
心
に
と
め
お
く
べ
き
こ
と
は
、
比
較
思
想
は
、
デ
ィ
レ
ッ
タ
ソ

ト
の
思
い
つ
き
で
も
な
く
、
べ
ー
ス
な
き
根
な
し
草
で
も
な
い
。
山
と
つ
ま
れ

た
博
識
の
開
陳
で
も
な
く
、
い
わ
ん
や
他
へ
の
自
已
顕
示
で
も
な
い
。
そ
う
で

は
な
く
て
、
実
は
、
み
ず
か
ら
の
こ
と
を
み
ず
か
ら
顧
み
る
と
い
う
、
自
已
の

生
ぎ
か
た
そ
の
も
の
に
、
最
も
深
く
か
か
わ
る
。
冒
頭
の
一
文
に
戻
っ
て
、
自
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ク
サ

已
が
臆
見
や
偏
見
に
と
ら
わ
れ
て
い
な
い
か
、
そ
L
て
常
識
的
。
世
俗
的
な
も

の
へ
の
迎
合
に
溺
れ
て
は
い
た
い
か
、
さ
ら
に
、
よ
り
重
大
た
こ
と
は
、
自
已

ひ
と
り
良
し
と
す
る
専
断
に
陥
っ
て
は
い
た
い
か
、
そ
れ
ら
の
痛
切
な
反
省
こ

そ
が
、
比
較
思
想
の
途
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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「
申
外
目
報
」
と
い
う
新
聞
が
あ
る
。
今
年
一
一
月
に
創
立
九
〇
周
年
を
祝

っ
た
と
い
う
由
緒
あ
る
杜
史
を
も
ち
、
か
つ
て
は
目
刊
、
現
在
は
週
三
回
発
行
、

タ
ブ
ロ
ィ
ド
版
で
最
近
は
二
〇
ぺ
ー
ジ
、
す
べ
て
郵
送
で
、
主
に
仏
教
（
と
神

道
）
を
申
心
と
す
る
宗
教
関
係
老
に
広
く
読
ま
れ
る
。
私
は
六
年
ほ
ど
前
か
ら
、

し
ぼ
し
ぼ
そ
の
「
杜
説
」
を
依
頼
さ
れ
て
書
い
て
い
る
。
「
杜
説
」
は
も
と
よ

り
無
署
名
で
あ
る
か
ら
、
私
を
含
め
て
執
筆
老
の
名
は
知
ら
れ
汰
い
。
（
た
だ

し
一
九
八
○
年
一
〇
月
か
ら
一
九
八
三
年
八
月
ま
で
の
そ
の
拙
文
に
他
の
エ
セ

ィ
を
加
え
て
、
『
仏
教
モ
ノ
ロ
ー
グ
』
と
い
う
拙
著
を
青
土
杜
よ
り
公
刊
し
た
）
。

ご
く
最
近
（
一
九
八
六
年
二
月
一
四
日
付
）
、
「
単
一
・
同
質
を
超
え
る
」
と
題
L

て
そ
の
「
杜
説
」
に
記
し
た
拙
文
を
、
以
下
に
そ
の
重
ま
移
す
。

〈
単
一
。
同
質
が
民
族
。
杜
会
。
文
化
に
つ
い
て
世
に
騒
が
れ
て
い
る
。

　
一
億
一
心
を
叫
ん
だ
戦
争
に
敗
れ
た
あ
と
、
目
本
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
さ
か

ん
に
論
ぜ
ら
れ
た
テ
ー
マ
は
、
近
代
化
（
旨
o
宗
邑
算
｛
塞
）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
は
一
九
六
四
年
の
東
京
オ
リ
ソ
ピ
ッ
ク
の
こ
ろ
ま
で
、
た
い
し
七
〇
年
代

初
め
ま
で
続
い
た
。
し
か
し
こ
の
テ
ー
マ
そ
の
も
の
は
、
と
う
に
二
十
世
紀
初

頭
よ
り
論
議
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
付
随
し
つ
つ
、
先
進
（
宗
色
8
＆
）
国
と

後
進
（
竃
尉
巳
①
色
召
＆
）
国
と
い
う
二
分
が
あ
り
、
後
進
国
は
こ
の
近
代
化
に

よ
っ
て
こ
そ
先
進
国
に
参
加
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
。
（
最
近
は
、
後
進
国
の

代
わ
り
に
、
発
展
途
上
（
宗
色
o
豆
握
）
国
と
呼
ぶ
が
、
そ
の
地
に
お
げ
る
事
情

は
、
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
は
い
な
い
）
。

　
そ
の
際
、
日
本
を
含
み
、
申
国
や
イ
ソ
ド
と
い
う
大
国
を
申
心
と
す
る
ア
ジ

ア
地
域
に
、
な
ぜ
近
代
化
が
芽
生
え
ず
、
も
L
く
は
近
代
化
が
遅
れ
た
か
が
繰

り
返
し
問
題
と
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
の
原
因
が
数
え
ら
れ
た
た
か
で
、
欧
米
の
先

進
国
と
比
較
し
て
、
そ
の
最
大
の
要
因
は
、
ア
ジ
ア
の
各
地
域
は
、
そ
れ
ぞ
れ

単
一
の
文
化
が
根
幹
を
な
L
て
い
て
、
他
の
文
化
の
侵
入
や
浸
透
を
極
力
抑
制

し
、
各
々
が
同
質
性
の
維
持
に
固
執
し
て
、
異
民
族
と
の
混
血
は
も
ち
ろ
ん
、

諸
文
化
の
交
流
・
混
交
が
著
し
く
欠
如
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
、
古
代
は
ギ
リ
ッ
ア
か
ら
ロ
ー
マ
初
期
ま
で
の
ヘ

レ
ニ
ズ
ム
が
、
ま
っ
た
く
異
質
の
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
に
起
原
を
発
す
る
キ
リ
ス
ト

教
を
受
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
世
に
移
行
し
、
そ
の
申
世
の
千
数
百
年
の
歴

史
も
十
字
軍
や
大
航
海
時
代
を
経
て
、
異
民
族
・
異
文
化
に
接
し
て
近
代
は
触

発
さ
れ
、
ル
ネ
サ
ソ
ス
と
い
う
古
代
復
輿
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
た
。
し
か
も
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
全
地
域
に
散
っ
た
諾
民
族
・
諾
文
化
は
、
た
が
い
に
濃
く
混
じ

り
あ
っ
て
、
近
代
化
は
進
展
L
た
。

　
近
代
化
か
ら
は
離
れ
て
、
文
化
の
興
隆
と
い
っ
た
面
で
は
、
仏
教
に
お
い
て

も
、
同
類
の
説
明
が
な
さ
れ
得
る
。
ヴ
ェ
ー
ダ
か
ら
古
ウ
パ
ニ
ツ
ヤ
ッ
ド
の
時

代
を
迎
え
、
ア
ー
リ
ア
人
が
ガ
ソ
ジ
ス
河
流
域
の
イ
ソ
ド
大
平
原
に
進
出
し
て
、

原
住
民
と
混
血
し
、
異
文
化
に
親
し
く
接
触
し
て
、
自
由
思
想
家
の
輩
出
し
た

な
か
か
ら
、
釈
尊
が
登
場
す
る
。
そ
の
数
百
年
後
に
、
マ
ウ
リ
ヤ
王
朝
崩
壌
以

後
、
交
互
に
北
イ
ソ
ド
に
侵
入
し
て
き
た
西
方
や
北
方
の
諸
異
民
族
の
支
配
が

続
き
、
一
方
で
は
、
暴
圧
さ
れ
た
イ
ソ
ド
民
衆
の
悲
願
が
燃
え
あ
が
り
、
他
方
、

異
質
の
諸
文
化
と
の
混
交
に
よ
っ
て
、
革
新
的
な
機
運
の
醸
成
さ
れ
た
過
程
に
、

大
乗
仏
教
は
誕
生
し
た
。
そ
の
大
乗
仏
教
も
、
中
期
以
降
に
、
ヒ
ソ
ド
ゥ
ー
文

3　随想・比較思想



化
と
深
く
た
じ
ん
で
、
密
教
が
栄
え
る
。

　
例
証
は
際
限
も
な
い
ほ
ど
ま
で
に
、
新
た
な
る
文
化
の
創
造
は
も
と
よ
り
、

文
化
そ
の
も
の
の
活
性
化
に
は
、
異
質
の
文
化
と
の
親
密
で
複
雑
な
混
じ
り
あ

い
が
、
ど
う
し
て
も
不
可
欠
で
あ
っ
て
、
も
し
も
単
一
で
あ
り
同
質
を
保
っ
な

ら
ぱ
、
民
族
も
文
化
も
や
が
て
衰
退
し
、
つ
い
に
は
消
減
す
る
と
い
う
途
を
辿

る
。
こ
の
こ
と
は
、
世
界
の
文
化
史
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
。

　
確
か
に
、
単
一
・
岡
質
の
場
合
に
は
、
ご
く
短
期
間
だ
け
に
限
っ
て
み
れ
ぱ
、

猛
威
を
振
る
う
と
形
容
さ
れ
る
ほ
ど
に
す
ぼ
ら
L
い
パ
ワ
ー
を
発
揮
し
得
よ
う
。

ま
た
純
粋
と
い
う
特
性
や
緒
晶
に
も
近
い
美
質
も
誇
り
得
よ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
れ
は
必
ず
活
力
を
失
い
、
生
気
も
消
え
る
。
長
期
的
に
は
、
や
が
て
は

内
実
は
滅
び
、
醜
い
形
骸
だ
げ
が
残
る
。

　
仏
教
も
い
ま
や
決
し
て
単
一
で
は
す
ま
さ
れ
ず
、
現
に
そ
う
で
は
た
く
た
っ

て
い
る
。
日
本
の
仏
教
を
眺
め
て
も
多
く
の
宗
派
が
あ
り
、
か
つ
て
は
そ
の
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
　
　
　
　
　
　
た

か
で
み
ず
か
ら
属
す
る
一
宗
の
み
を
是
と
し
て
足
り
て
い
た
。
し
か
L
現
在
は
、

諸
宗
派
の
連
携
、
あ
る
い
は
競
合
が
各
所
で
す
こ
ぶ
る
さ
か
ん
で
あ
る
ぼ
か
り

か
、
多
く
の
宗
派
は
欧
米
に
も
進
出
す
る
。
い
わ
ゆ
る
新
宗
教
も
、
そ
の
傾
向

が
強
い
。
ま
た
日
本
と
韓
国
、
中
国
、
あ
る
い
は
台
湾
な
ど
、
大
乗
仏
教
圏
内

部
の
交
流
と
切
蹉
琢
磨
は
深
ま
り
、
さ
ら
に
は
南
方
の
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
仏
教

と
の
関
係
も
、
華
や
か
で
は
な
い
が
、
着
実
に
強
化
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
キ
リ

ス
ト
教
を
初
め
と
し
て
、
他
宗
教
と
の
交
流
も
あ
る
。
そ
れ
ら
が
、
た
ん
な
る

友
好
親
善
や
競
合
だ
け
に
終
わ
ら
ず
、
仏
教
そ
の
も
の
、
或
る
特
定
の
宗
派
そ

の
も
の
に
お
い
て
、
単
一
や
同
質
に
お
い
て
不
可
避
の
独
善
性
を
根
底
か
ら
揺

る
が
せ
、
そ
れ
ら
を
超
え
て
、
自
已
革
新
を
計
り
、
た
え
ず
創
造
的
た
ユ
ネ
ル

ギ
ー
の
拡
充
に
向
か
う
こ
と
が
、
い
よ
い
よ
望
ま
れ
て
い
る
。
V

　
拒
る
ま
で
も
な
く
、
「
杜
説
「
の
ス
ペ
ー
ス
は
隈
定
さ
れ
て
い
る
の
で
文
、

中
に
省
略
や
飛
躍
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
な
か
に
、
比
較
思
想
の
趣
意
の
こ
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
心
あ
る
方
に
は
一
目
瞭
然
と
思
う
。
「
申
外
目
報
」
と

い
う
宗
教
新
聞
の
性
格
を
考
慮
し
て
、
仏
教
に
関
連
し
つ
つ
論
じ
た
け
れ
ど
も
、

こ
の
個
所
は
、
そ
の
童
ま
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。
す
た

わ
ち
、
他
の
宗
教
で
も
、
哲
学
で
も
、
倫
理
学
で
も
、
あ
る
い
は
そ
の
ほ
か
の

す
べ
て
の
学
間
の
分
野
に
、
も
し
く
は
さ
ら
に
広
く
、
人
間
の
営
み
全
般
に
拡

大
し
て
、
そ
れ
ら
の
な
か
の
ど
の
一
つ
を
取
り
あ
げ
て
も
、
拙
文
の
意
図
す
る

と
こ
ろ
が
通
じ
て
欲
し
い
と
希
う
。

　
　
　
　
4

　
更
め
て
い
う
ま
で
も
た
く
、
自
已
は
自
已
の
外
へ
は
出
ら
れ
な
い
。
自
己
に

と
っ
て
は
、
自
已
が
す
べ
て
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
自
己
を
自
已

が
豊
か
に
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
自
已
は
独

善
を
免
れ
る
。
そ
の
際
、
本
質
的
な
面
か
ら
眺
め
る
か
ぎ
り
有
隈
で
あ
り
相
対

的
で
あ
る
自
己
は
、
自
己
中
心
や
自
已
主
張
に
よ
っ
て
は
、
決
し
て
自
已
を
豊

か
に
は
な
し
得
な
い
。
周
知
の
と
お
り
、
　
〈
い
ま
二
」
こ
〉
は
、
明
ら
か
に
唯

一
で
あ
り
、
絶
対
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
唯
一
・
絶
対
は
、
刹
那
に
消
え
、

た
え
ず
風
化
さ
れ
て
、
雑
多
・
相
対
に
落
ち
る
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ピ
う

の
痕
跡
は
残
像
（
仏
教
の
い
う
「
業
」
）
と
し
て
と
ど
ま
る
。

　
こ
う
L
て
、
一
と
多
、
絶
対
と
相
対
、
も
L
く
は
無
限
と
有
限
と
い
う
、
二
律

背
反
的
な
、
自
已
矛
盾
も
甚
し
い
そ
の
ま
っ
た
だ
な
か
に
、
自
己
は
あ
り
、
自
己

は
生
き
る
。
あ
る
い
は
強
弁
の
よ
う
に
響
く
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
比
較

思
想
は
つ
ね
に
そ
の
よ
う
な
自
已
と
と
も
に
あ
っ
て
、
自
已
と
と
も
生
き
る
。

（
一
九
八
六
年
二
月
二
八
目
）
（
さ
い
ぐ
さ
。
み
つ
よ
し
　
筑
波
大
学
教
授
）


