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は
じ
め
に

明
治
時
代
に
浄
土
真
宗
の
僧
侶
、
宗
教
哲
学
者
と
し
て
生
き
た
清
沢
満
之
は
、
親
鸞
の
主
著

『

教
行
信
証』

を
考
察
し
た
ノ
ー
ト
で
あ
る

『

在

床
懺
悔
録』

の
中
で
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
で
あ
る
第
十
八
願
の

｢

三
段
の
心｣

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

要
す
る
に
三
段
の
心

[

＝
至
心
、
信
楽
、
欲
生]

は
皆
共
に
有
限
の
無
限
に
対
す
る
真
実
心
に
し
て
毫
末
の
虚
妄
不
誠
を
容
れ
さ
る
の
心
な

り

是
れ
則
ち
念
仏
行
者
の
弥
陀
に
対
す
る
帰
命
の
一
心
な
り

夫
れ
唯
帰
命
の
心
な
り

知
る
可
し

他
力
回
向

(

授
伝)

の
心
な
る
こ

と
を

夫
れ
唯
他
力
回
向
の
心
な
り

知
る
可
し

凡
夫
虚
妄
の
心
に
あ
ら
ず
し
て
徹
底
至
誠
の
仏
心
な
る
こ
と
を

(

儒
者
を
し
て
云
は
し

め
は
一
毫
人
欲
の
私
を
交
へ
さ
る
至
公
至
誠
の
道
心
な
り
と
云
は
ん
乎)

夫
れ
唯
仏
心
な
り

以
て
仏
果
を
開
く
の
仏
因
と
す

真
に
其

処
を
得
た
る
を
知
る
べ
し

念
仏
行
者
浄
土
往
生
の
大
因
全
く
此
信
心
に
あ
り
。(Ⅱ
・15,

[
]

＝
論
者
・
補

(

１))
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こ
こ
で
彼
は

｢

三
段
の
心｣

を
至
誠
の
一
心
に
帰
し
て
い
る
。｢

三
段
の
心｣

は
ま
ず

｢

真
実
心｣

と
さ
れ
、｢

毫
末
の
虚
妄
不
誠
を
容
れ
さ
る
の

心｣
｢

仏
行
者
の
弥
陀
に
対
す
る
帰
命
の
一
心｣

｢

他
力
回
向

(

授
伝)

の
心｣

と
言
い
換
え
ら
れ
た
後
、
最
終
的
に
は
至
誠
の
心
で
あ
る
と
言
わ

れ
る
。
こ
の
至
誠
の
心
は
仏
教
に
お
け
る

｢

徹
底
至
誠
の
仏
心｣

で
あ
る
と
と
も
に
、
儒
教
で
い
う

｢

至
公
至
誠
の
道
心｣

で
あ
る
と
も
言
わ
れ

る
か
ら
、
仏
教
と
儒
教
の
両
者
に
共
通
す
る
理
想
的
な
心
の
あ
り
よ
う
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
こ
で
、
儒
教
と
仏
教
の
両

者
に
お
け
る
至
誠
の
思
想
史
的
な
意
味
を
押
さ
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
さ
ら
に
清
沢
の
い
う
至
誠
の
心
と
は
ど
う
い

う
も
の
な
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
く
て
は
い
け
な
い
。
と
り
わ
け
そ
れ
が
本
来
的
に
は
仏
の
心
で
あ
り
、
仏
な
ら
ぬ
我
々

(｢

凡
夫｣)

は
そ
れ

を

｢

他
力
回
向
の
心｣

つ
ま
り
仏

(

他
力)

か
ら
差
し
向
け
ら
れ
る

(

回
向)

こ
と
で
の
み
持
ち
得
る
心
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
点
が
彼
の
他
力
信

仰
を
理
解
す
る
鍵
と
な
っ
て
く
る
。

以
上
の
よ
う
に
、｢

至
誠
の
心｣
が
儒
教
と
仏
教
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
他
力
信
仰
の
あ
り
よ
う
を
め
ぐ
っ
て
中
心
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る

こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
、
彼
に
お
け
る
至
誠
の
心
に
つ
い
て
正
面
か
ら
論
じ
た
先
行
研
究
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い

(

２)

。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
至

誠
の
心
に
定
位
し
て
、
彼
の
思
想
の
核
心
を
探
っ
て
い
く
。
そ
れ
を
通
じ
て
、
清
沢
が
儒
教
的
な
伝
統
の
上
に
あ
り
つ
つ
、
そ
こ
に
お
け
る
至
誠

の
心
を
浄
土
教
の
伝
統
上
か
ら
位
置
づ
け
直
す
と
と
も
に
、
他
力
信
仰
の
要
と
し
て
据
え
た
の
だ
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
、

次
の
諸
点
を
論
じ
る
。
ま
ず
思
想
史
上
の
至
誠
の
意
味
を
儒
教
と
仏
教
の
両
者
に
お
い
て
純
粋
な
心
な
い
し
行
為
に
お
け
る
内
外
一
致
と
押
さ
え

(

一)
(

二)

、
清
沢
に
お
い
て
も
至
誠
の
心
と
は
純
粋
な
心
の
あ
り
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
が
道
徳
と
宗
教
と
の
結
節
点
と
さ
れ
る
こ
と

(

三)

、
た

だ
至
誠
の
心
か
ら
発
し
た
内
外
の
一
致
す
る
行
為
の
み
を
真
の
道
徳
的
行
為
と
す
る
点
が
儒
教
の
至
誠
と
合
致
す
る
と
い
う
こ
と

(

四)

、
自
力

の
修
行

(

道
徳
的
な
行
為
の
努
力)

に
よ
っ
て
は
自
己
の
心
が
至
誠
た
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

(

五)

、
自
力
の
修
善
へ
の
反
省

(

自

己
省
察)

と
不
可
分
に
結
び
つ
い
た
形
で
の
他
力
信
仰
に
お
い
て
し
か
我
々
は
至
誠
た
り
得
な
い
と
い
う
こ
と

(

六)

、
他
力
信
仰
に
お
い
て
至

誠
の
心
は
他
力
回
向
の
心
と
し
て
仏
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
り
、
ど
ん
な
場
合
も
仏
の
は
た
ら
き
の
至
誠
さ
に
大
い
な
る
慈
悲
を
見
出
す
よ
う

な
無
条
件
的
な
信
が
清
沢
の
行
き
着
い
た
他
力
信
仰
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
こ
と

(

七)

、
こ
れ
で
あ
る
。
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一

儒
教
に
お
け
る
至
誠

冒
頭
の
引
用
で
、
至
誠
の
心
は
儒
教
で
い
う

｢

至
公
至
誠
の
道
心｣

で
も
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
も
そ
も
至
誠
の
文
字
は
古
く
は
儒
教

の
古
典

(『

孟
子』
や

『

中
庸』)

に
見
ら
れ
、
と
り
わ
け
江
戸
期
の
日
本
で
は

｢『

誠』

中
心
の
儒
学

(

３)｣

が
形
成
さ
れ
た
。
そ
こ
で
ま
ず
儒
教
に

お
け
る
至
誠
の
思
想
史
的
な
意
味
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

で
は
、
日
本
の
儒
学
者
た
ち
に
即
し
て

｢

至
誠｣

な
い
し

｢

誠｣

の
意
味
を
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
林
羅
山
は

｢

智
・
仁
・
勇
を
い
つ
は
ら
ぬ
と

こ
ろ
を
、
す
な
は
ち
実
ま
こ
と
と
名
づ
く
。
そ
の
実
は
我わ
が

一
心
也

(

４)｣

あ
る
い
は

｢

此
智
・
仁
・
勇
の
三
つ
、
一
も
か
く
べ
か
ら
ず
。
も
と
よ
り
一
心
の
誠
ま
こ
と

な
り

(

５)｣

と
、
徳

(

こ
こ
で
は
智
・
仁
・
勇)

を
偽
ら
ぬ
こ
と
と
し
て
誠

(

実)

を
規
定
し
た
。
偽
り
の
心
な
く

｢

達
徳
を
以
て
よ
く
達
道
を
行
ふ

(

６)｣

の
が
道
徳
を
実
践
す
る
上
で
重
要
と
な
る

(

７)
。

い
ち
早
く
朱
子
学
を
批
判
し
て
誠
を
道
徳
の
要
に
据
え
た
儒
学
者
・
山
鹿
素
行
に
お
い
て
は

｢

誠
の
字
経
伝
出
す
所
、
其
の
文
義
各
々
軽
重
あ

る
も
、
其
の
已
む
こ
と
を
得
ざ
る
の
情
を
以
て
す
る
は
一
な
り

(

８)｣

と
、
誠
と
は

｢

已
む
こ
と
を
得
ざ
る
の
情｣

で
あ
る
。｢

情｣

と
は
道
徳
に
お

い
て
は

｢

惻
隠
・
羞
悪
・
辞
譲
・
是
非
あ
る
は
こ
れ
情
な
り

(
９)｣

と
言
わ
れ
る
い
わ
ゆ
る

｢

四
端
の
心｣

(

孟
子)

を
指
す
。
こ
の
押
さ
え
が
た
く

内
か
ら
発
す
る
情
が

｢

節
に
中
る｣

(

過
不
及
の
な
い)

よ
う
に
努
め
行
な
う
こ
と
が
我
々
の
道
徳
の
実
践
と
な
る

(�)

。
つ
ま
り
、
や
む
に
や
ま
れ

ず
内
か
ら
発
動
す
る
情
に
純
一
に
行
為
す
る
の
が
誠
の
あ
り
よ
う
で
あ
る

(�)
。
そ
れ
が
極
ま
っ
た
あ
り
よ
う
が

｢

至
誠｣

と
呼
ば
れ
る
。｢

凡
そ
聖

人
の
至
誠
は
、
已
む
こ
と
を
得
ざ
る
の
誠
を
究
め
尽
し
て
、
一
言
一
行
一
事
一
物
の
間
、
誠
あ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
き
の
謂
な
り

(�)｣

と
あ
る
よ
う

に
、
至
誠
は

｢

已
む
こ
と
を
得
ざ
る
の
誠
を
究
め
尽
し｣

た
聖
人
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
い
つ
い
か
な
る
場
面
で
も
そ
の
言
動
が
誠
か

ら
出
た
も
の
で
あ
る
よ
う
な
あ
り
よ
う
が
聖
人
の
至
誠
で
あ
る
。
素
行
と
ほ
ぼ
時
期
を
同
じ
く
す
る
伊
藤
仁
斎
の

｢

誠
は
実
な
り
。
一
毫
の
虚
仮

無
く
、
一
毫
も
偽
飾
無
き
、
正
に
是
れ
誠

(�)｣

と
し
、｢

所
謂
仁
義
礼
智
、
所
謂
孝
弟
忠
信
、
皆
誠
を
以
て
之
が
本
と
為す｣ (�)
と
い
う
誠
の
理
解
も
、

清沢満之における至誠の心
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や
は
り
少
し
も
偽
り
な
く
徳
目
を
実
践
す
る
こ
と
を
道
徳
の
根
本
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
場
面
で
は

｢

誠｣

の
い
わ
ば
似
像
で
あ
る

｢
忠
信｣

の
工
夫
を
努
め
行
な
う
こ
と
が
実
践
の
基
本
と
な
る
が
、｢

其
の
貌か
お

を
視
る
と
き
は
、
則
ち
儼
然
げ
ん
ぜ
ん

た
る
儒
者
な
り
。
而し
か

る
に
其
の
内
を
察

す
る
と
き
は
、
則
ち
勝か
ち

を
好
み
外
を
務
む
る
の
心
、
知
ら
ず
覚
え
ず
、
常
に
胸
中
に
伏
す
。
是
れ
信
ま
こ
と
に
敬
を
持
す
る
こ
と
を
知
つ
て
、
忠
信
を
以

て
要
と
為せ

ざ
る
が
故
也

(�)｣
と
い
う
言
葉
は
、
外
面
を
儒
者
ら
し
く
取
り
繕
っ
て
い
る
偽
善
者
に
対
す
る
強
烈
な
批
判
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
日
本
の
儒
教
に
お
け
る
誠
の
基
本
的
性
格
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
林
羅
山
に
お
い
て
誠
は
徳
を
偽
ら
ず
に
行
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
さ
ら
に
ま
た
、
山
鹿
素
行
は
や
む
に
や
ま
れ
ず
内
か
ら
発
動
す
る
情
に
純
一
に
行
為
す
る
の
が
誠
の
あ
り
よ
う
と
理
解
し
た
。
伊
藤
仁

斎
の
誠
も
ま
た
少
し
も
偽
り
な
く
行
為
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
行
為
に
お
け
る
心

(

あ
る
い
は
情)

の
偽
り
の
な

い
純
粋
さ
が
求
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
道
徳
的
行
為
の
場
面
に
お
い
て
内
面
の
心
と
外
面
の
行
為
と
の
一
致

(

内
外
一
致)

が
実
現
し

て
い
な
く
て
は
い
け
な
い
。

二

仏
教
に
お
け
る
至
誠

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ま
た
そ
の
一
方
で
、
仏
教
史
上
で
は
い
わ
ゆ
る
浄
土
三
部
経
の
一
つ
で
あ
る

『

観
無
量
寿
経』

(

以
下

『

観
経』

と
略

す)

が
漢
訳
さ
れ
る
際
に

(

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
原
典
は
散
佚)
、
浄
土
へ
の
往
生
の
要
件
と
な
る
三
つ
の
心
の
一
つ
と
し
て

｢

至
誠
心｣

が
説

か
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る

(�)

。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
善
導

『

観
無
量
寿
経
疏』

(

以
下

『

観
経
疏』

と
略
す)

、
親
鸞

『

教
行
信
証』

に
即
し
て
、
浄
土
教
に
お
け
る
至
誠
の
意
味
を
簡
単
に
で
は
あ
る
が
押
さ
え
て
お
く
。

中
国
浄
土
教
の
大
成
者
で
あ
る
善
導
は

『

観
経
疏』

の
中
で
、｢

経
に
云
く
、『
一
者
至
誠
心』

、
至
は
真
な
り
、
誠
は
実
な
り
。
一
切
衆
生
の

身
口
意
業
に
修
す
る
と
こ
ろ
の
解
行
、
必
ず
真
実
心
の
中
に
作
す
べ
き
こ
と
を
明
さ
ん
と
欲
す
。
外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
じ
て
、
内
に
虚
仮

こ

け

を

懐い
だ

く
こ
と
を
得
ざ
れ
。
貪
瞋
邪
偽
奸
詐
百
端
に
し
て
、
悪
性
侵や

め
難
く
、
事
蛇
蝎
に
同

お
な
じ

き
は
、
三
業
を
起
す
と
い
へ
ど
も
名

な
づ
け

て
雑
毒
の
善
と
為
す
。
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ま
た
虚
仮
の
行
と
名
く
。
真
実
の
業
と
名
け
ざ
る
な
り

(�)｣

と
注
釈
し
て
い
る
。
こ
こ
で

｢

至
誠
心｣

は

｢

真
実
心｣

で
あ
り
、
こ
の
真
実
心
を
も
っ

て
往
生
業
を
行
う
べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。｢

貪
瞋｣

(

貪
欲
、
瞋
恚)

と
い
っ
た
煩
悩
の
雑
じ
っ
た
心
で
為
し
た
行
為
は
、
た
と
え
外
面
は
善

を
行
っ
て
い
た
と
し
て
も
、｢

雑
毒
の
善｣

｢

虚
仮
の
行｣

で
あ
っ
て
、｢

真
実
の
業｣

と
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
外
面
の
善
行
と
内
心
と
の
一

致
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

親
鸞
は

『

教
行
信
証』

｢

信
巻｣

に
先
の
善
導
の
言
葉
を
引
用
す
る
際
に
、
独
特
の
訓
点
を
施
し
て
こ
う
読
み
替
え
て
い
る
。｢

経
に
云
は
く
、

『

一
者
、
至
誠
心』

。
至
と
は
真
な
り
、
誠
と
は
実
な
り
。
一
切
衆
生
の
身
口
意
業
の
所
修
の
解
行
、
必
ず
真
実
心
の
中
に
作
し
た
ま
ひ
し
を
須
ゐ

る
こ
と
を
明
さ
ん
と
欲
ふ
。
外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
じ
る
こ
と
を
得
ざ
れ
、
内
に
虚
仮
を
懐
い
て
、
貪
瞋
邪
偽
奸
詐
百
端
に
し
て
、
悪
性
侵
め

難
し
、
事
、
蛇
蝎
に
同
じ
。
三
業
を
起
こ
す
と
い
へ
ど
も
名
け
て
雑
毒
の
善
と
為
す
。
ま
た
虚
仮
の
行
と
名
く
。
真
実
の
業
と
名
け
ざ
る
な
り

(�)

。｣

至
誠
心
が
真
実
心
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
も
、｢

外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
じ
る
こ
と
を
得
ざ
れ｣

と
、
外
面
の
行
為
だ
け
を
取

り
繕
っ
て
は
い
け
な
い
と
言
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
の
内
心
は

｢

虚
仮｣

つ
ま
り
蛇
や
さ
そ
り
の
よ
う
に
欲
深
い
の
で
あ
っ
て
、
真
実
心
を

持
ち
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
第
十
八
願
の
三
心

(

至
心
、
信
楽
、
欲
生)

が
根
本
的
に
は
少
し
も
疑
心
が
ま
ざ
っ
て
い
な
い
純
粋
な
真

実
の
信
心
で
あ
る
と
さ
れ
る

(�)
。
つ
ま
り
、
常
に
真
実
心
か
ら
善
を
行
っ
た
の
は
阿
弥
陀
仏
で
あ
っ
て

(�)

、
我
々
は
阿
弥
陀
仏
の
願
を
信
ず
る
心
と
し

て
の
み
真
実
心

(

＝
至
誠
心)

を
持
ち
得
る
の
で
あ
る
。

『

観
経』

の
至
誠
心
を
め
ぐ
る
善
導
と
親
鸞
の
理
解
は
、
煩
悩
の
雑
じ
ら
な
い
真
実
心
で
あ
る
と
す
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
善

導
が
、
儒
教
に
お
け
る
と
同
様
に
、
外
面
の
行
為
と
内
心
と
の
一
致
を
要
求
す
る
の
に
対
し
て
、
親
鸞
で
は
我
々
に
真
実
心
は
な
く
、
疑
心
の
雑

じ
ら
な
い
信
心
と
し
て
我
々
は
真
実
心
を
持
ち
得
る
と
す
る
点
が
異
な
っ
て
い
る
。
善
導
か
ら
親
鸞
へ
と
至
っ
て
、
至
誠
心
が
語
ら
れ
る
場
面
が
、

い
わ
ば
行
か
ら
信
へ
と
転
換
し
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
見
て
取
ら
れ
る
。

清沢満之における至誠の心
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三

清
沢
に
お
け
る
至
誠
の
心

こ
れ
ま
で
、
儒
教
と
仏
教
に
お
け
る
至
誠
の
思
想
史
的
な
意
味
を
見
て
き
た
。
そ
れ
で
は
、
清
沢
の
い
う
至
誠
の
心
と
は
何
か
。
先
に
押
さ
え

た
至
誠
の
基
本
的
な
意
味
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
内
実
を
探
っ
て
い
き
た
い
。
ま
ず
は
、
彼
の
言
う
至
誠
の
心
が
純
粋
な
心
の
あ
り
よ
う
を
意
味

し
、
そ
れ
が
道
徳
と
宗
教
と
の
結
節
点
と
さ
れ
る
こ
と
を
押
さ
え
た
い
。｢

破
邪
顕
正
談｣

(

明
治
三
十
三
年)

で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

信
の
成
立
は
直
接
自
立
的
に
し
て
巧
智
の
構
造
製
作
を
待
つ
こ
と
な
し

故
に
其
性
質
や
単
純
な
り
直
裁
的
な
り
表
裏
あ
る
こ
と
な
く
両
頭

あ
る
こ
と
な
し

故
に
或
は
之
を
至
誠
の
心
と
云
ふ

是
れ
固
よ
り
宗
教
の
要
義
な
り
と
雖
と
も
啻
其
の
み
な
ら
す
し
て
復
た
道
徳
の
源
基

な
り

実
に
宗
教
と
道
徳
と
聨
関
せ
る
一
要
点
は
正
に
此
心
に
あ
る
な
り

若
し
至
誠
の
心
な
く
し
て
而
も
道
徳
的
行
為
あ
り
と
云
は
ん

か

偽
道
徳
に
し
て
真
道
徳
に
あ
ら
さ
る
な
り

是
れ
所
謂
偽
善
に
し
て
真
善
に
あ
ら
さ
る
な
り

真
善
真
道
徳
は
必
す
や
至
誠
の
心
に
基

か
さ
る
可
か
ら
ず
。(Ⅱ

・379)

｢

信｣

が

｢

至
誠
の
心｣

と
言
い
換
え
ら
れ
、｢

直
接
自
立
的｣
で

｢

巧
智
の
構
造
製
作
を
待｣

た
な
い
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、｢

単

純｣
｢

直
裁
的｣

と
い
っ
た
性
質
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
他
の
も
の
を
容
れ
る
こ
と
な
く
そ
れ
だ
け
で
純
粋
に
あ
る
よ
う
な
心
を
意
味
す
る
。

さ
ら
に
、
至
誠
の
心
は

｢

実
に
宗
教
と
道
徳
と
聨
関
せ
る
一
要
点｣

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
道
徳
と
宗
教
と
の
結
節
点
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
見
て
取
ら
れ
る
。
こ
の
至
誠
の
心
は
宗
教
の
根
本
と
し
て
の

｢

信｣
で
あ
り
、
ま
た
道
徳
に
お
い
て
は
そ
の
行
為
を
真
に
道
徳
的
た
ら

し
め
る
基
礎
と
な
る
。
後
者
に
関
し
て
は
、
続
い
て
、
至
誠
の
心
と
道
徳
的
行
為
の
一
致
が
述
べ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
至
誠
の
心
が
伴
わ
な
い
で

為
し
た
善
は
見
せ
か
け
の
善

(｢

偽
善｣)

で
あ
っ
て
、
本
当
の
善
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
道
徳
的
行
為
の
場
面
で
は
偽
ら
ず
に

｢

表
裏
あ
る
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こ
と
な
く｣

行
為
す
る
心
と
し
て
至
誠
の
心
が
要
求
さ
れ
る
。

以
上
、
至
誠
の
心
の
基
本
的
意
味
を
、
ま
ず
は
純
粋
な
心
の
あ
り
よ
う
と
し
て
押
さ
え
た
。
そ
れ
は
、
宗
教
に
お
い
て
は

｢

信｣

で
あ
り
、
道

徳
に
お
い
て
は
そ
の
行
為
に
表
裏
が
な
い
と
い
う
い
わ
ば

｢

内
外
一
致｣

と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
道
徳
と
宗
教
の
両
者
に
共
通
す

る
も
の
と
し
て
至
誠
の
心
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
冒
頭
の
引
用
で
、
仏
教
と
儒
教
の
両
者
に
お
け
る

至
誠
の
心
が
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
意
味
を
解
釈
し
て
い
き
た
い
。

四

内
外
一
致
と
し
て
の
至
誠

そ
れ
で
は
ま
ず
、
た
だ
至
誠
の
心
か
ら
発
し
た
内
外
の
一
致
す
る
行
為
の
み
を
真
の
道
徳
的
行
為
と
す
る
点
が
儒
教
の
至
誠
と
合
致
す
る
と
い

う
こ
と
を
論
じ
る
。
次
の
文
章
で
、｢

内
外
一
致｣

の
あ
り
よ
う
が
よ
り
明
確
に
語
ら
れ
る
。

倫
理
的
行
為
は
、
其
類
決
し
て
鮮
少
に
あ
ら
さ
る
な
り
、
而
し
て
此
等
行
為
の
大
本
は
何
物
な
る
や
…
…
其
要
と
す
る
所
は
、
蓋
し
吾
人
が

各
種
の
人
倫
に
於
け
る
至
誠
の
発
動
に
外
な
ら
さ
る
な
り
、
乃
ち
之
を
換
言
せ
は
、
吾
人
か
忠
信
孝
悌
等
百
般
の
倫
理
的
道
義
を
実
践
し
得

る
所
以
は
吾
人
に
一
片
至
誠
の
心
の
存
す
る
に
由
る
も
の
に
し
て
、
若
し
此
心
な
く
し
て
、
唯
形
式
的
に
道
徳
の
外
面
を
装
ふ
も
の
は
、
其

体
裁
如
何
に
礼
儀
に
合
し
作
法
に
順
す
と
雖
と
も
、
決
し
て
真
の
道
徳
的
行
為
と
云
ふ
へ
か
ら
さ
る
な
り
。(Ⅵ

・279,
｢

倫
理
の
大
本
と

宗
教
と
の
関
係｣

明
治
三
十
四
年)

先
の
引
用
と
同
様
、
こ
こ
で
も

｢

至
誠
の
心｣

が
道
徳
を
実
践
す
る
た
め
の
要
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
至
誠
の
心
は

｢

忠
信
孝
悌
等｣

の
あ
ら
ゆ
る
徳
目
に
実
質
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
道
徳
的
行
為
は
内
な
る
至
誠
の
心
が
発
動
し
て
外
面
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
逆
に
い

清沢満之における至誠の心
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え
ば
、
道
徳
の
実
践
が
で
き
な
い
の
は
己
の
心
が
至
誠
と
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
え
る
。
我
々
の
内
面
に
お
け
る
至
誠
の
心
が
伴
わ
な
い
で

｢
唯
形
式
的
に
道
徳
の
外
面
を
装｣

っ
た
だ
け
の
行
為
は
決
し
て

｢

真
の
道
徳
的
行
為｣

と
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
先
の
引
用
で
い
え
ば
、
畢

竟

｢
偽
善｣

に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
道
徳
の
実
践
に
お
い
て
は
内
面
の
至
誠
の
心
か
ら
偽
り
な
く
行
為
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

清
沢
が

｢
唯
形
式
的
に
道
徳
の
外
面
を
装｣

う
の
で
は
な
く
、
内
な
る
至
誠
の
心
の
発
動
と
し
て
為
さ
れ
た
行
為
を
真
の
道
徳
的
行
為
と
見
る

見
方
は
、
山
鹿
素
行
が

｢

已
む
こ
と
を
得
ざ
る｣

｢

誠｣

の
発
動
と
し
て
徳
目
の
実
践
を
捉
え
る
見
方
と
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、

｢

誠
は
実
な
り
。
一
毫
の
虚
仮
無
く
、
一
毫
も
偽
飾
無
き
、
正
に
是
れ
誠｣

、｢

所
謂
仁
義
礼
智
、
所
謂
孝
弟
忠
信
、
皆
誠
を
以
て
之
が
本
と
為｣

と
外
面
を
飾
り
偽
る
こ
と
な
く
、
徳
目
の
実
践
に
お
い
て
誠
を
根
本
と
す
る
伊
藤
仁
斎
の
倫
理
的
な
姿
勢
と
も
重
ね
ら
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、

た
だ
至
誠
の
心
か
ら
発
す
る
偽
り
な
き
行
為
の
み
を
真
の
道
徳
的
行
為
と
す
る
点

(｢

内
外
一
致｣)

が
儒
教
の
至
誠
と
合
致
す
る
と
い
う
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る

(�)
。

五

自
力
修
行
の
不
可
能

清
沢
の
い
う
至
誠
が
、
内
外
一
致
と
い
う
点
で
、
儒
教
の
そ
れ
と
合
致
す
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
冒
頭
の
引
用
で

は

｢

徹
底
至
誠
の
仏
心｣

に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
思
想
に
お
い
て
儒
教
の
至
誠
と
仏
教
の
そ
れ
と
が
ど
の
よ
う
な
関
係

に
あ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
さ
ら
に
、
至
誠
の
心
が

｢

他
力
回
向
の
心｣

と
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
彼
の
他
力
信
仰
の
あ
り
よ
う
を
論
じ

る
必
要
が
あ
る
。
最
終
的
に
は
至
誠
の
心
が
彼
の
他
力
信
仰
の
核
心
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
こ
こ
で
は
ま
ず
自
力
の
修
行

に
よ
っ
て
は
自
己
の
心
が
至
誠
た
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
自
力
と
他
力
と
い
う
枠
組
み
を
押
さ
え
つ
つ
、
明
ら
か
に
し
た
い
。
次

の
文
章
で
は
自
力
と
他
力
と
の
関
係
が
述
べ
ら
れ
る
。
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他
力
の
信
仰
に
入
る
根
本
的
障
礙
は
、
自
力
の
修
行
が
出
来
得
る
こ
と
の
様
に
思
ふ
こ
と
で
あ
る
。
其
自
力
の
修
行
と
云
ふ
事
は
色
々
あ
れ

と
も
、
其
最
普
通
の
事
は
我
等
の
倫
理
道
徳
の
行
為
で
あ
る
。
此
道
徳
行
為
が
立
派
に
出
来
る
も
の
で
あ
る
と
思
ふ
て
居
る
間
は
、
到
底
他

力
の
宗
教
に
入
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
然
る
に
倫
理
道
徳
に
就
て
真
面
目
に
実
行
を
求
む
る
と
き
は
、
其
結
果
は
終
に
倫
理
道
徳
の
思
ふ
と
お

り
に
行
ひ
得
ら
る
ゝ
も
の
で
な
い
こ
と
を
感
知
す
る
様
に
な
る
の
が
、
実
に
宗
教
に
入
る
為
の
必
須
条
件
で
あ
る
。
此
場
合
に
は
畢
竟
自
力

の
迷
心
を
降
伏
す
る
が
主
眼
で
あ
る
か
ら
、
真
宗
俗
諦
の
教
で
も
、
世
間
普
通
の
倫
理
道
徳
の
教
で
も
、
或
は
又
五
戒
十
善
で
も
、
諸
善
万

行
で
も
、
何
で
も
差
支
は
な
い
。(Ⅵ

・153,
｢

宗
教
的
道
徳

(

俗
諦)

と
普
通
道
徳
と
の
交
渉｣

明
治
三
十
六
年)

｢

他
力
の
信
仰｣

と

｢

自
力
の
修
行｣

と
い
う
対
比
の
も
と
で
、
自
力
の
修
行

(

こ
こ
で
は
道
徳
的
行
為)

か
ら
他
力
の
信
仰
へ
と
い
う
構
図
が

は
っ
き
り
と
示
さ
れ
る
。｢

世
間
普
通
の
倫
理
道
徳｣

お
よ
び
仏
教
に
お
け
る

｢

真
宗
俗
諦｣

、｢

五
戒
十
善｣

、｢

諸
善
万
行｣

と
い
っ
た
も
の
は

す
べ
て
自
力
の
修
行
と
さ
れ
る
。｢

漸
次
修
行
す
れ
ば
段
々
完
全
に
近
く
こ
と
が
で
き
る｣

(Ⅵ

・152,

同
前)

と
い
う
の
が
そ
れ
の
内
実
と
な

る
だ
ろ
う
。｢

仏
教
の
目
的
は
つ
ま
り
至
誠
の
心
を
吾
人
に
発
得
せ
し
め
ん
と
す
る
の
外
は
な
い｣

(Ⅶ

・277,
｢

至
誠
の
心｣

(『

心
霊
の
諸
徳』)

明
治
三
十
三
年)

と
さ
れ
る
か
ら
、
自
力
の
修
行
に
お
い
て
、
行
為
の
場
面
で
の

｢

内
外
一
致｣

と
い
う
点
で
道
徳
と
宗
教
は
区
別
さ
れ
な
い
。

そ
れ
に
対
し
、
他
力
の
宗
教
に
お
い
て
は
、
そ
の
信
仰
に
入
る
に
は
自
力
の
修
行
が
思
う
と
お
り
に
で
き
な
い
と
知
る
こ
と
が

｢

必
須
条
件｣

と

な
る
。
つ
ま
り
、
は
じ
め
か
ら
直
ち
に

(

他
力
の)

宗
教
へ
と
入
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
前
段
階
と
し
て

｢

倫
理
道
徳
に
就
て
真
面
目
に
実
行
を

求
む
る｣

と
い
う
こ
と
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
、
道
徳
は
そ
の
実
行
が
問
題
と
な
る
の
で
は
な
く
、｢

畢
竟
自
力
の
迷
心
を
降
伏
す

る
が
主
眼
で
あ
る｣

。

そ
う
し
て
ま
ず
取
ら
れ
る
の
は

｢

自
力
の
修
行｣

の
道
で
あ
る
。
実
際
、
彼
は

｢
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
の
実
験｣

と
呼
ば
れ
る

｢

猛
烈
な
る

制
欲
主
義
の
実
行

(�)｣

を
行
っ
た
。
彼
は
洋
装
を
袈
裟
に
改
め
、
人
力
車
も
使
わ
ず
、
一
切
の
肉
類
を
断
ち
、
水
に
溶
い
た
蕎
麦
粉
で
飢
え
を
凌
ぐ

ま
で
徹
底
し
た
禁
欲
修
行
を
行
っ
た
。
人
見
忠
次
郎
は
そ
の
修
行
に
つ
い
て

｢

皆
な
実
験
上
聖
道
諸
家
の
高
僧
の
行
状
を
研
究
せ
ら
れ
た
る
も
の

清沢満之における至誠の心
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な
る
は
云
ふ
ま
で
も
な
し

(�)｣
と
、｢

聖
道｣

(

自
力)

の
修
行
を
身
を
も
っ
て
確
か
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
、

結
果
的
に
は
肺
結
核
と
い
う
当
時
不
治
の
病
の
た
め
に
友
人
た
ち
の
制
止
に
よ
り
挫
折
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
病
気
と
い
う
単

な
る
外
面
上
の
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
そ
れ
を
通
じ
て
の
内
面
に
お
け
る
反
省
が
彼
の
に
と
っ
て
大
き
な
転
機
と
な
っ

た
こ
と
が
次
の
文
章
か
ら
窺
え
る
。

精
神
主
義
は
此
思
念

[

＝
善
悪
の
思
念]

の
対
向
す
べ
き
方
所
を
自
己
自
身
で
あ
る
と
指
定
す
る
の
で
あ
る
。
私
共
が
善
悪
の
判
断
を
下
す

べ
き
切
要
な
る
範
囲
は
、
他
人
の
云
為
行
動
に
あ
ら
す
し
て
、
自
己
の
云
為
行
動
に
あ
る
の
で
あ
る
。
私
共
自
身
が
日
夜
に
経
営
す
る
所
の

云
為
行
動
に
就
き
、
其
善
な
る
か
悪
な
る
か
を
省
察
し
て
見
よ
。
其
能
く
言
行
忠
信
表
裏
相
応
一
点
の
自
家
乖
反
な
き
も
の
果
し
て
幾
何
か

あ
る
。(Ⅵ

・82,
｢

善
悪
の
思
念
に
よ
れ
る
修
養｣

明
治
三
十
四
年
、[

]

＝
論
者
・
補)

こ
こ
で
、
自
己
自
身
の
行
動
に

｢

善
悪
の
判
断
を
下
す｣

と
い
う
自
己
省
察
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
前
述
の
自
力
の
修
行
に
お

い
て
は
、
道
徳
で
あ
れ
宗
教
で
あ
れ
、
自
己
の
行
動
が
至
誠
の
心
か
ら
出
た
も
の
か
否
か
、
つ
ま
り
内
心
と
行
為
の
一
致
が
そ
の
つ
ど
自
己
省
察

に
よ
っ
て
厳
し
く
問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。｢

私
共
自
身
が
日
夜
に
経
営
す
る
所
の
云
為
行
動
に
就
き
、
其
善
な
る
か
悪
な
る
か
を
省
察
し

て
見｣

る
と
き
、
ど
の
行
為
を
取
っ
て
も
表
に
現
れ
る
言
行
が
心
裏
の
忠
信
す
な
わ
ち
至
誠

(｢

至
誠
は
忠
信
な
り

内
外
な
き
な
り

表
裏
相

応
な
り｣

(Ⅱ

・122,
『

有
限
無
限
録』))

と
乖
離
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
至
誠
た
ら
ん
と
し
て
自
己
を
省
察
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

か
え
っ
て
至
誠
の
心
を
も
っ
て
行
為
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
自
己
の
姿
が
露
わ
と
な
る
の
で
あ
る
。

清
沢
は

｢

ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
の
実
験｣

を
振
り
返
っ
て
、｢

ど
う
も
あ
の
時
分
の
私
は
実
に
我
慢
の
極
点
に
達
し
て
居
ま
し
た｣

(Ⅵ

・

352,
『

養
病
対
話

[

抄]』

明
治
三
十
五
年)

と
、｢

我
慢｣

つ
ま
り
我
へ
の
慢
心
と
い
う
我
執
に
根
深
く
囚
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
は

｢

道
徳
行
為
が
立
派
に
出
来
る
も
の
で
あ
る
と
思
ふ｣

(

前
出)

と
い
う
慢
心
で
あ
り
、
我
々
の
行
為
の
際
に
は
こ
う
し
た

｢

何
で
も
自
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分
か
え
ら
く
思
は
れ
た
い
、
自
分
か
貴
ま
れ
た
い
と
云
ふ
自
我
的
欲
望｣

(

Ⅵ
・125,

｢

自
ら
侮
る
自
ら
重
す
る
と
云
ふ
事｣

明
治
三
十
五
年)

が
付
き
纏
う
。
し
か
し
、｢

不
能
を
不
能
と
す
る
是
れ
恥
つ
へ
き
こ
と
に
あ
ら
ず

不
能
を
蔽
ふ
て
能
く
装
は
ん
と
す
る
是
れ
大
に
恥
つ
べ
き
の

罪
な
り

虚
飾
は
大
罪
な
り
と
信
知
す
べ
し｣

(Ⅱ

・120,
『

有
限
無
限
録』)

と
、｢

不
能
を
蔽
ふ
て
能
く
装
は
ん
と
す
る｣

と
い
う
の
は

｢

虚

飾｣

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
恥
ず
べ
き
大
き
な
誤
り
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
我
執
に
よ
っ
て
で
き
な
い
こ
と
を
で
き
る
と
思
い
込
ん

で
し
ま
う

｢

自
力
の
迷
心｣

が
生
じ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
大
き
な
苦
し
み
の
も
と
と
な
る
。
実
際
、
彼
は
道
徳
的
行
為
の

｢

不
可
能｣

に
直
面

し
て
自
殺
も
考
え
る
ほ
ど
苦
し
ん
だ
と
い
う

(�)
。｢

日
夜
に
経
営
す
る
所
の
云
為
行
動
に
就｣

い
て
さ
え
至
誠
で
あ
る
こ
と
が
難
し
い
と
言
わ
れ
る

よ
う
に
、
彼
の
行
っ
た
聖
道
門
的
な
禁
欲
修
行
は

｢

所
謂
人
倫
道
徳
の
教
よ
り
出
づ
る
所
の
義
務
の
み
に
て
も
、
之
を
実
行
す
る
こ
と
は
決
し
て

容
易
の
こ
と
で
は
な
い｣

(Ⅵ
・164,

｢

我
信
念｣

明
治
三
十
六
年)

も
の
で
あ
っ
た
と
反
省
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
節
冒
頭
の

｢
倫
理
道
徳
の
思
ふ
と
お
り
に
行
ひ
得
ら
る
ゝ
も
の
で
な
い
こ
と
を
感
知
す
る｣

と
は
自
力
の
修
行

(

こ
こ
で

は
道
徳
的
な
行
為
の
努
力)

で
は
至
誠
た
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
理
解
で
き
る
。
前
に
見
た
よ
う
に
、
ま
ず
も
っ
て

｢

倫
理
的
道
義
を
実
践
し
得
る
所
以
は
吾
人
に
一
片
至
誠
の
心
の
存
す
る
に
由
る｣

の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、｢

自
己
を
省
察
す
と
は
、
自
己

行
動
の
如
何
を
省
察
す
る｣

と
い
う
自
己
省
察
に
よ
っ
て
、
内
な
る
心
が
至
誠
で
あ
る
か
否
か
が
厳
し
く
問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
自
己
省
察
に
よ
っ
て
露
わ
と
な
る
の
は
深
く
我
執
に
囚
わ
れ
た
自
己
の
姿
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
自
力
の
修
行
は
そ
の
根
本
で
あ
る

至
誠
の
心
を
持
ち
得
な
い
と
自
ら
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
き
詰
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

六

自
力
か
ら
他
力
へ

今
度
は
自
力
の
修
行
か
ら
一
転
し
て

｢

他
力
の
宗
教
に
入
る｣

と
言
わ
れ
た
あ
り
よ
う
に
お
い
て
至
誠
の
心
が

｢

他
力
回
向
の
心｣

と
し
て
与

え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
論
じ
た
い
。
六
で
ま
ず
前
者

(｢

他
力
の
宗
教
に
入
る｣)

が
ど
の
よ
う
な
事
態
で
あ
る
か
を
押
さ
え
、
七
で
後
者

清沢満之における至誠の心
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(｢

他
力
回
向
の
心｣)

に
つ
い
て
述
べ
る
。

自
力
の
修
行
か
ら
他
力
の
宗
教
に
入
る
と
い
う
転
換
の
あ
り
よ
う
は

『

臘
扇
記』
(

日
記)

の
中
で
も
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

自
力
の
修
善
を
勤
む
べ
し

(

之
を
勤
め
ざ
る
は
人
間
に
あ
ら
ざ
る
な
り)

。
然
れ
ど
も
之
を
勤
め
ん
と
す
る
に
能
は
ざ
る
な
り
。
如
か
ず
自

力
を
捨
て
ゝ
他
力
に
帰
し
、
其
信
仰
の
結
果
と
し
て
、
自
ら
避
悪
修
善
を
な
し
得
ら
る
る
を
期
せ
ん
に
は

(

四
日
対
面
の
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
氏

語
参
照
す
べ
し)

(����������������������������������������������������������������)

さ
て
此
の
如
く
他
力

を
信
せ
は
修
善
は
任
運
に
成
就
さ
れ
得
べ
し
と
放
任
す
べ
き
か
と
云
ふ
に
決
し
て
然
ら
す

吾
人
は
他
力
を
信
せ
ば
益
々
修
善
を
勤
め
さ
る

可
か
ら
す

(

是
れ
信
者
の
胸
中
に
湧
起
す
る
自
然
の
意
念
た
る
べ
し)

而
し
て
修
善
を
勤
め
ん
と
せ
は
又
従
来
の
自
力
的
妄
念
の
紛
起
す

る
を
感
知
せ
ん

是
れ
却
て
愈
々
他
力
を
信
楽
す
る
の
刺
戟
な
る
べ
し

此
の
如
く
信
仰
と
修
善
と
交
互
に
刺
戟
策
励
し
て
以
て
吾
人
を
開

発
せ
し
む
る
も
の
是
れ
則
ち
絶
対
無
限
な
る
妙
用
の
然
ら
し
む
る
所
豈
讃
歎
に
堪
ゆ
べ
け
ん
や

(

念
々
称
名
常
懺
悔
と
云
ふ
こ
と
あ
り

是

れ
信
者
か
修
善
の
事
に
従
ふ
て
当
て
常
に
自
力
の
妄
念
に
攪
乱
せ
ら
れ
其
度
毎
に
自
力
無
功
の
懺
悔
と
共
に
他
力
の
恩
徳
を
感
謝
す
る
の
称

名
即
ち
讃
歎
の
発
作
な
る
も
の
を
指
説
す
る
な
り)
。(Ⅷ

・366�367)
こ
こ
で

｢

自
力
の
修
善｣

と

｢

他
力
の
信
仰｣

が
対
比
さ
れ
、
我
々
が
人
間
と
し
て
勤
め
る
べ
き
修
善
を
勤
め
よ
う
と
し
て
も
で
き
な
い
と
な
っ

た
と
こ
ろ
で

｢

自
力
を
捨
て
ゝ
他
力
に
帰｣

す
る
と
い
う
転
換
が
な
さ
れ
る
と
言
わ
れ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
道
徳
的
行
為
は
至
誠
を
根
本
と
す

る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
自
力
の
修
善
と
は
や
は
り
至
誠
の
心
を
も
っ
て
行
為
す
る
こ
と
と
解
さ
れ
る
。
自
力
の
修
善
を
努
め
よ
う
と
し
て
も
で

き
な
い
と
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
自
己
省
察
を
通
じ
て
至
誠
た
り
得
な
い
自
己
の
姿
が
は
っ
き
り
と
分
か
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
自
力
の
修
行

(

自
力
の
修
善)

に
お
い
て
自
己
の
心
が
至
誠
た
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
白
と
な
っ
た
以
上
、
そ
れ
が
可
能
と
な
る
道
は
自
力
で
な
く
他
力

に
よ
る
ほ
か
残
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
他
力
信
仰
の
あ
り
よ
う
が

｢

自
ら
避
悪
修
善
を
な
し
得
ら
る
る
を
期
せ
ん｣

と
言
い
表
さ
れ
る
。
つ
ま
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り
、
自
力
の
修
善
が
実
行
の
不
可
能
に
突
き
当
た
っ
て
は
じ
め
て
他
力
の
信
仰
と
い
う
宗
教
の
次
元
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、｢

自
ら

避
悪
修
善
を
な
し
得
ら
る
る
を
期
せ
ん｣

と
言
い
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で

｢

吾
人
は
他
力
を
信
せ
ば
益
々
修
善
を
勤
め
さ
る
可
か
ら
す｣

と
も
さ

れ
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
他
力
信
仰
に
立
つ
や
否
や
自
力
の
修
善
が
ま
っ
た
く
無
意
味
と
な
る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
自
力
の
修
善
が
本
当
は
で
き
な
い
と

い
う
自
覚
と
他
力
信
仰
と
が
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。｢

修
善
を
勤
め
さ
る
可
か
ら
す｣

に
続
く
文
章
で
は

｢

而
し
て
修
善
を
勤
め
ん
と
せ
は
又
従
来
の
自
力
的
妄
念
の
紛
起
す
る
を
感
知
せ
ん

是
れ
却
て
愈
々
他
力
を
信
楽
す
る
の
刺
戟
な
る
べ
し｣

と

あ
る
。
こ
こ
で
は
我
執
を
離
れ
ら
れ
な
い
自
己
を
感
知
す
る
こ
と
が
す
な
わ
ち
た
だ
他
力
を
信
ず
る
よ
う
に
な
る
刺
戟
で
あ
る
と
言
わ
れ
る

(｢

自
力
無
功
の
懺
悔
と
共
に
他
力
の
恩
徳
を
感
謝
す
る｣)

。
修
善
に
際
し
て
自
力
の
妄
念
が
起
こ
る
の
を
知
る

｢

其
度
毎
に｣

他
力
信
仰
へ
と
向

か
う
の
で
あ
る
か
ら
、
自
力
の
修
善
に
行
き
詰
ま
っ
た
そ
の
つ
ど
他
力
信
仰
へ
の
転
換
が
生
じ
る
、
換
言
す
れ
ば
自
力
の
修
善
へ
の
反
省

(

先
述

の

｢

自
己
省
察｣)

を
離
れ
て
他
力
の
信
仰
は
な
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

七

他
力
回
向
の
心
と
し
て
の
至
誠
の
心

こ
れ
ま
で
自
力
と
他
力
と
の
関
係
を
問
題
に
し
て
き
た
が
、
清
沢
の
他
力
信
仰
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
立
ち
入
っ
て
論

じ
て
は
い
な
か
っ
た
。
冒
頭
で
引
用
し
た

『

在
床
懺
悔
録』

の
文
章
で
は
、
至
誠
の
心
は
本
来
的
に
は

｢

凡
夫
虚
妄
の
心
に
あ
ら
ず
し
て
徹
底
至

誠
の
仏
心｣

で
あ
っ
て
、
仏
な
ら
ぬ
我
々

(

凡
夫)

に
と
っ
て
は

｢

他
力
回
向
の
心｣

と
し
て
仏
か
ら
与
え
ら
れ
る
真
実
の
信
心

(｢

真
実
心｣

｢

念
仏
行
者
の
弥
陀
に
対
す
る
帰
命
の
一
心｣)

で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
我
々
の
心
は
そ
の
至
誠
の
心
を
た
だ
仏

(

他
力)

か
ら
差

し
向
け
ら
れ
る

(

回
向)

こ
と
に
よ
っ
て
の
み
至
誠
た
り
得
る
の
で
あ
る

(�)
。
こ
れ
ら
の
点
に
着
目
し
つ
つ
、｢

他
力
回
向
の
心｣

と
い
う
形
で
言

い
表
さ
れ
る
他
力
信
仰
の
内
実
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
を
検
討
し
た
い
。

清沢満之における至誠の心
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そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
ま
ず
も
っ
て
手
が
か
り
と
な
る
の
は

｢

神
の
み
に
目
を
向
け
る

(����������������)

こ
と
に
よ
っ
て
以

外
の
仕
方
で
こ
れ
ら
の
も
の
を
追
放
す
る

(����������������)
こ
と
は
で
き
な
い｣

と
い
う
エ
ピ
ク
テ
ー
ト
ス
の
言
葉
が
引
用
さ
れ
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。｢

こ
れ
ら
の
も
の｣

と
は
、
当
該
箇
所
を
参
照
す
る
と
、
そ
の
直
前
に
あ
る

｢

悲
し
み
、
恐
れ
、
欲
望
、
羨
望
、
悪
意
、
貪
欲
、

柔
弱
、
放
縦

(�)｣
と
い
っ
た
い
わ
ば
夾
雑
物
と
な
る
欲
求
や
感
情
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
に
お
け
る

｢

避
悪
修
善｣

の
内
実
は

自
己
の
内
面
か
ら
そ
う
し
た
夾
雑
物
を
追
放
す
る
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
た
だ
神
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
な
し
得
ら
れ
る
。

こ
れ
と
同
様
に
、
清
沢
に
お
い
て
は
他
力
の
信
仰
と
い
う
形
で
避
悪
修
善
が
な
し
得
ら
れ
る
の
を
期
す
る
と
い
う
態
度
に
な
る
。
た
だ
し
、
先

述
の
よ
う
に

(

五)

、｢

宗
教
に
入
る｣

と
い
う
場
合
に
は

｢

畢
竟
自
力
の
迷
心
を
降
伏
す
る
が
主
眼｣

と
な
る
か
ら
、
他
力
信
仰
に
お
い
て
重
要

な
の
は
、
実
際
に
修
善
の
行
為
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
む
し
ろ

｢

自
力
の
迷
心｣

｢

自
力
的
妄
念｣

を
雑
じ
ら
せ
る
こ
と
な
く
一
心
に

他
力
を
信
ず
る

(｢

他
力
を
信
楽
す
る｣)
よ
う
に
な
る
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
。
エ
ピ
ク
テ
ー
ト
ス
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
彼
が
神
に
従
う
こ
と

に
よ
っ
て
夾
雑
物
と
な
る
欲
求
や
感
情
を
追
放
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
清
沢
に
お
い
て
は
他
力
の
信
仰
に
よ
っ
て

｢

自
力
の
迷
心｣

｢

自
力
的

妄
念｣

を
降
伏
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
エ
ピ
ク
テ
ー
ト
ス
と
は
異
な
り
、
清
沢
に
と
っ
て
真
に
追
放
さ
れ
る
べ
き
は
、

直
接
的
な
欲
求
や
感
情
で
は
な
く
て
、
修
善
の
際
に
心
に
忍
び
込
む
我
執

(

自
力
の
迷
心)

で
あ
っ
た
。

二
で
見
た
よ
う
に
、
善
導
か
ら
親
鸞
へ
至
っ
て
、
行
か
ら
信
へ
と
転
換
さ
れ
た
次
元
に
お
い
て

｢

至
誠
心｣

が
語
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
親

鸞
に
お
い
て

｢

至
誠
心｣

と
は
阿
弥
陀
仏
に
対
す
る
疑
心
を
容
れ
な
い
純
粋
な
真
実
の
信
心
を
意
味
し
た
。
清
沢
に
お
い
て
も
ま
た
至
誠
の
心
が

彼
の
他
力
信
仰
の
要
と
な
っ
て
い
る
。
行
か
ら
信
へ
の
転
換
に
お
い
て
、
至
誠
の
心
は
本
来
的
に
は
阿
弥
陀
仏
の
心
で
あ
り
、
仏
な
ら
ぬ
我
々

(｢

凡
夫｣)

の
心
は
そ
れ
を
差
し
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
至
誠
た
り
得
る
と
捉
え
直
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
、
他
力
回
向
の
心
と
し
て
の

至
誠
の
心
と
は
我
々
に
と
っ
て
阿
弥
陀
仏
へ
の

｢

信｣

に
外
な
ら
な
い
。
で
は
、
我
々
の
信
の
あ
り
よ
う
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
。
そ

れ
は
、
阿
弥
陀
仏
の
至
誠
の
あ
り
よ
う
へ
の
無
条
件
的
な
信
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
最
後
に
確
認
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
、
次
の
三
つ
の
文
章
を

検
討
す
る
。
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(�
)

天
は
大
慈
大
悲
な
り

然
れ
と
も
風
雨
震
害
等
を
降
し
て
顧
み
さ
る
か
如
き
蓋
し
亦
其
必
然
動
か
す
へ
か
ら
さ
る
分
を
守
る
も
の
歟

／
是
れ
却
て
天
の
至
誠
を
表
明
す
る
も
の
な
る
べ
し

吾
人
は
此
等
不
可
思
議
に
対
し
疑
惑
す
べ
か
ら
す

只
益
彼
の
至
誠
に
信�し
ん
ぴ
ょ
う
し
天
与

の
分
に
安
住
す
べ
き
な
り
。(Ⅷ

・388)

(�
)

天
道

(

他
力)

何
れ
の
処
に
か
在
る

自
分
の
稟
受
に
於
て
之
を
見
る

自
分
の
稟
受
は
天
命
の
表
顕
な
り

之
を
尊
び
之
を
重
ん

じ
以
て
天
恩
を
感
謝
せ
よ

(

報
恩)

。(Ⅷ

・420)

(�
)

無
限
他
力
、
何
れ
の
処
に
か
在
る
。
自
分
の
稟
受
に
於
い
て
之
を
見
る
、
自
分
の
稟
受
は
、
無
限
他
力
の
表
顕
な
り
。
之
を
尊
び
、

之
を
重
ん
じ
、
以
て
如
来
の
大
恩
を
感
謝
せ
よ
。(Ⅵ

・112)

(�
)

と

(�
)

は

『

臘
扇
記』

(

明
治
三
十
一
〜
三
十
二
年)

、(�
)

は

｢

絶
対
他
力
の
大
道｣

(

明
治
三
十
五
年)

か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

(�
)

の
文
章
で
ま
ず

｢

天
の
至
誠｣
へ
の
信
が
語
ら
れ
る
の
が
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の

｢

天｣

は

｢

大
慈
大
悲｣

と
い
う
仏
の
特
性

を
帯
び
た
も
の
で
あ
る

(｢

大
慈
悲
心
は
是
れ
仏
心
な
り｣

(Ⅷ

・363))

。
天
の
は
た
ら
き

(

た
と
え
ば

｢

風
雨
震
害
等
を
降｣

す)

は

｢

天
の

至
誠
を
表
明
す
る
も
の｣

で
あ
る
か
ら
、
我
々
に
対
し
て
現
に
生
じ
て
い
る
こ
と
が
天

(

し
か
も
、
仏
の
特
性
を
帯
び
た)

の
慈
悲
の
表
れ
で
あ

る
と
い
う
あ
り
よ
う
が
見
て
取
ら
れ
る

(｢

至
誠⇒

慈
悲｣)
。
し
か
し
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
の
は
あ
く
ま
で

｢

天｣

に
つ
い
て
で
あ
り
、
そ
こ
に

仏
の
あ
り
よ
う
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
は
断
言
で
き
な
い
。

そ
こ
で
、
ま
ず

(�
)

の
引
用
を
見
て
お
き
た
い
。
明
治
三
十
二
年
二
月
二
十
五
日
の
記
事
で
あ
る
。
そ
こ
で
も
依
然
と
し
て
天
の
あ
り
よ
う

が
語
ら
れ
る
が
、
天
に

｢

他
力｣

を
見
る
と
い
う
観
点
が
新
た
に
見
て
取
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
文
章
は
後
年
、(�

)

の
よ
う
に
書
き
改
め
ら
れ
て
い
る

(�)
。｢
天｣
と
あ
っ
た
箇
所
が

｢

無
限
他
力｣

あ
る
い
は

｢

如
来｣

と
明

ら
か
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
如
来
と
仏
と
は
同
意
義
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
っ
き
り
と
仏

(

如
来)

に
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

清
沢
は
天
の
は
た
ら
き
を
通
じ
て
仏
の
至
誠
を

｢

自
分
の
稟
受｣

に
見
て
い
る

(�)
。
た
と
え
現
状
が

｢

風
雨
震
害
等
を
降
し
て
顧
み
さ
る
か
如
き｣

清沢満之における至誠の心
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で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
仏
の
慈
悲
の
表
れ
と
信
ず
る
の
で
あ
る
。
倫
理
的
な
場
面
で
言
え
ば
、
そ
れ
は

｢

親
が
殴
つ
と
も
撫
で
摩
す
る
と

も
、
孝
子
は
常
に
親
を
信
じ
て
そ
の
恩
を
感
謝
す
る
と
同
じ
く
、
我
々
は
順
逆
、
如
何
な
る
場
合
に
て
も
、
他
を
信
し
て
疑
は
ぬ
や
う
に
せ
ね
は

な
ら
ぬ｣

(Ⅵ

・9,
｢

信
す
る
は
力
な
り｣

明
治
三
十
四
年)

と
い
う
よ
う
な
信
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
自
分
が
殴
ら
れ
よ
う
と
撫

で
ら
れ
よ
う
と
親
を
ひ
た
す
ら
信
じ
続
け
る
と
い
う
点
に
、
儒
教
の
徳
目
で
あ
る

｢

孝｣

の
あ
り
よ
う
が
見
て
取
ら
れ
て
い
る
。
ど
ん
な
場
合
に

も

｢

他
を
信
し
て
疑
は
ぬ｣

と
い
う
無
条
件
的
な
信
の
あ
り
よ
う
こ
そ
が

｢

真
実
の
信｣

(

同
前)

で
あ
る
。
先
の
引
用
で
言
え
ば
、｢

風
雨
震
害

等
を
降
し
て
顧
み
さ
る
か
如
き｣

あ
り
よ
う
が
仏
の
慈
悲
で
あ
る
こ
と
は
我
々
に
と
っ
て
一
見
不
可
解
に
も
思
え
る
が
、
し
か
し

｢

吾
人
は
此
等

不
可
思
議
に
対
し
疑
惑
す
べ
か
ら
す｣

と
い
う
の
が
清
沢
の
行
き
着
い
た
他
力
信
仰
の
あ
り
よ
う
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

本
稿
で
、
清
沢
は
至
誠
の
心
を
儒
教
と
仏
教
の
根
底
に
あ
る
も
の
と
捉
え
、
至
誠
を
仏
教
、
と
り
わ
け
他
力
信
仰
の
中
心
と
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
儒
教
と
仏
教
に
お
け
る
至
誠
の
思
想
史
的
な
意
義
を
押
さ
え
た
上
で
、
第
一
に
た
だ
至
誠
の
心
か
ら
発
し
た
内
外
の
一

致
す
る
行
為
の
み
を
真
の
道
徳
的
行
為
と
す
る
点
が
儒
教
の
至
誠
と
合
致
す
る
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、
自
力
の
修
行

(

道
徳
的
な
行
為
の
努
力)

に
よ
っ
て
は
自
己
の
心
が
至
誠
た
る
こ
と
が
で
き
ず
、
至
誠
の
心
を
持
ち
得
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
他
力
に
よ
る
ほ
か
な
い
と
い
う
こ
と
、
第
三
に

他
力
信
仰
に
お
い
て
至
誠
の
心
は
他
力
回
向
の
心
と
し
て
仏
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。

彼
の
言
う
至
誠
の
心
は
本
来
的
に
は
仏
の
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
他
力
回
向
の
心
と
し
て
浄
土
教
の
文
脈
に
お
い
て
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
ま
た
、
彼
の
他
力
信
仰
に
は
自
己
省
察
を
通
じ
て
道
徳
の
実
行
に
際
し
て
我
執
を
離
れ
ら
れ
な
い
自
己
を
知
る
と
い
う
こ
と
が
不
可
欠
で

あ
り
、
そ
の
意
味
で
両
者
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
と
き
、
阿
弥
陀
仏
へ
の
無
条
件
的
な
信
こ
そ
が
至
誠
の
心
で
あ
る
。
晩
年

の

｢

精
神
主
義｣

に
お
い
て
、｢

我
々
は
是
非
と
も
精
神
の
基
礎
を
見
つ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
ら
ば
其
基
礎
と
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
…
…
一
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個
の
至
誠
の
心
で
あ
る
。
…
…
我
々
が
此
堅
固
な
る
至
誠
の
心
を
一
た
び
見
つ
け
来
る
と
き
、
そ
こ
で
始
め
て
我
々
が
安
立
す
べ
き
精
神
の
基
礎

を
得
る
こ
と
が
で
き
る｣

(Ⅵ

・7,

同
前)

と
、｢

精
神
主
義｣

の

｢

精
神｣

と
は
根
本
的
に
は
至
誠
の
心
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
存
立
す
る
自

己
の
あ
り
よ
う
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、『

在
床
懺
悔
録』
(

明
治
二
十
八
年)

か
ら
晩
年
の
精
神
主
義

(

明
治
三
十
四
―

三
十
六
年)
に
至
る
ま
で
、
至
誠
の
心
が
彼
の
思
想
の
中
核
を
な
し
て
い
る
。
彼
が
至
誠
の
信
に
生
き
た
こ
と
は

｢

信
力

し
ん
り
き

院い
ん

釈し
ゃ
く

現げ
ん

誠じ
ょ
う｣

と
い
う
法

名
に
よ
く
表
さ
れ
て
い
る
。

註

(

１)

引
用
は
岩
波
書
店
刊
行
の

『
清
沢
満
之
全
集』

(

大
谷
大
学
編
、
二
〇
〇
二
〜
二
〇
〇
三
年)

に
よ
っ
た
。
巻
数
と
頁
数
は
、
ロ
ー
マ
数
字
と
ア
ラ
ビ

ア
数
字
に
よ
っ
て
表
記
し
た
。
た
と
え
ば

(Ⅵ

・160)

は

『

清
沢
満
之
全
集』

第
六
巻
、
一
六
〇
頁
を
表
す
。
助
詞
や
送
り
仮
名
な
ど
で
片
仮
名
の

も
の
は
適
宜
平
仮
名
に
改
め
た
。
送
り
仮
名
の
付
け
方
が
現
在
と
は
違
っ
て
い
た
り
、
仮
名
表
記
に
お
い
て
濁
点
が
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
付
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
り
す
る
場
合
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
が
、
原
文
の
ま
ま
に
し
た
。

な
お
、
本
稿
で
主
に
扱
う
清
沢
の
著
述
は
以
下
の
通
り
。

『

在
床
懺
悔
録』

(Ⅱ

・3�26,
明
治
二
十
八
年)

、『
有
限
無
限
録』

(Ⅱ

・101�150,
明
治
三
十
二
〜
三
十
三
年)

、『

臘ろ
う

扇せ
ん

記き』
(Ⅷ

・337�427,

明

治
三
十
一
〜
三
十
二
年)

、｢

精
神
主
義｣

に
関
す
る
諸
文
章

(Ⅵ

・3�317,
明
治
三
十
四
〜
三
十
六
年)

。

(

２)

清
沢
に
お
け
る
至
誠
の
重
要
性
に
言
及
し
た
も
の
は
若
干
見
ら
れ
る
。
寺
川
俊
昭

『

清
沢
満
之
論』

、
文
栄
堂
、
一
九
七
三
年
、
一
八
八
頁
や
竹
村
牧
男

『

西
田
幾
多
郎
と
仏
教』

、
大
東
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
、
五
三
頁
を
参
照
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
論
も
や
は
り
至
誠
を
主
題
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。

(

３)

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
相
良
亨

『

誠
実
と
日
本
人』

ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
〇
年

(

一
九
九
八
年
増
補
版)

所
収
の
論
文

｢

徳
川
時
代
の
儒
教｣

に
詳
し
い
。

(

４)

林
羅
山

『

三
徳
抄』

、
日
本
思
想
大
系

『

藤
原
惺
窩

林
羅
山』

、
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
、
一
五
九
頁
。

(

５)

同
前
、
一
六
一
頁
。

(

６)

同
前
、
一
五
九
頁
。

(

７)

も
ち
ろ
ん
林
羅
山
は
朱
子
学
を
奉
ず
る
も
の
で
あ
り
、
次
に
挙
げ
る
よ
う
な
朱
子
学
批
判
に
立
っ
た
儒
学
者

(

山
鹿
素
行
や
伊
藤
仁
斎)

と
は
立
場
を

清沢満之における至誠の心
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異
に
す
る
が
、
こ
こ
で
は
両
者
の
思
想
の
相
違
点
や
対
立
点
は
問
題
に
し
な
い
。

(
８)

山
鹿
素
行

『

山
鹿
語
類』

、『

山
鹿
素
行
全
集』

第
九
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
四
一
年
、
四
九
六
頁
。

(
９)
山
鹿
素
行

『

聖
教
要
録』

、
日
本
思
想
大
系

『

山
鹿
素
行』

、
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
、
二
六
頁
。

(�)
｢

五
常

[

＝
仁
・
義
・
礼
・
智
・
信]

は
情
の
発
し
て
節
に
中
る
な
り｣

(

同
前
、
一
九
頁
、[

]

＝
論
者
・
補)

。

(�)
｢

已
む
こ
と
を
得
ざ
る
、
こ
れ
を
誠
と
謂
ふ
。
純
一
に
し
て
雑ま
じ

は
ら
ず
、
古
今
上
下
易
ふ
べ
か
ら
ざ
る
な
り｣

(

同
前
、
二
〇
頁)

。

(�)
山
鹿
素
行

『
山
鹿
語
類』

、
前
掲
書
、
五
〇
三
頁
。

(�)
伊
藤
仁
斎

『

語
孟
字
義』

、
日
本
の
思
想

『

伊
藤
仁
斎
集』

、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
〇
年
、
一
五
九
頁
。

(�)
同
前
、
一
六
一
頁
。

(�)
同
前
、
一
四
九
頁
。

(�)
『

観
経』

に
こ
う
述
べ
ら
れ
る
。｢〈
上
品
上
生〉

と
は
、
も
し
、
衆
生
あ
り
て
、
か
の
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
う
者
、
三
種
の
心
を
発
さ
ば
、
す
な
わ
ち

往
生
す
。
な
に
を
か
三
と
す
。
一
に
は
、
至
誠
心
、
二
に
は
、
深
心
、
三
に
は
廻
向
発
願
心
な
り
。
三
心
を
具
う
れ
ば
、
必
ず
彼
の
国
に
生
ま
る｣

(

中
村
元
・
早
島
鏡
正
・
紀
野
一
義
訳
註

『
浄
土
三
部
経

(

下)』

ワ
イ
ド
版

岩
波
文
庫
、
一
九
九
一
年
、
六
九
頁)

。
ま
た
、『

無
量
寿
経』

で
も
至

誠
心
が
語
ら
れ
る
。｢

も
し
、(

こ
の
人)

深
法
を
聞
き
、
歓
喜
信
楽
し
て
、
疑
惑
を
生
ぜ
ず
、
な
い
し
一
念
に
、
彼
の
仏
を
念
じ
て
、
至
誠
心
を
以
て
、

そ
の
国
に
生
れ
ん
と
願
わ
ば
、
こ
の
人
終
る
と
き
に
臨
ん
で
、
夢
の
ご
と
く
に
か
の
仏
を
見
た
て
ま
つ
り
て
、
ま
た
往
生
を
う｣

(

中
村
元
・
早
島
鏡

正
・
紀
野
一
義
訳
註

『

浄
土
三
部
経

(

上)』

ワ
イ
ド
版

岩
波
文
庫
、
一
九
九
一
年
、
一
八
八
〜
一
八
九
頁)

。

(�)
善
導

『

観
経
疏』
｢

散
善
義｣

至
誠
心
釈
、『

浄
土
宗
全
書』
第
二
巻
、
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
七
〇
年
、
五
五
頁
。

(�)
親
鸞

『

教
行
信
証』

｢

信
巻｣

、
日
本
思
想
大
系

『

親
鸞』

岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、
七
六
頁
。

(�)
｢

い
ま
三
心

[

＝
至
心
・
信
楽
・
欲
生]

の
字
訓
を
按
ず
る
に
、
真
実
の
心
に
し
て
虚
仮
雑
は
る
こ
と
な
し
、
正
直
の
心
に
し
て
邪
偽
雑
は
る
こ
と
な

し
。
ま
こ
と
に
知
ん
ぬ
、
疑
蓋
間
雑
な
き
が
故
に
、
こ
れ
を
信
楽
と
名
づ
く
。
信
楽
即
ち
こ
れ
一
心
な
り
。
一
心
即
ち
こ
れ
真
実
信
心
な
り
。
こ
の
故

に
論
主

[

＝
世
親]

、
建は
じ

め
に
一
心
と
言
へ
る
な
り
と
、
知
る
べ
し｣

(

同
前
、
八
四
頁
、[

]

＝
論
者
・
補)

。

(�)
『

観
経
疏』

に

｢

正
し
く
彼
の
阿
弥
陀
仏
の
因
中
に
、
菩
薩
行
を
行
ひ
し
時
、
乃
至
一
念
一
刹
那
も
、
三
業
の
所
修
、
皆
是
れ
真
実
心
中
に
作
す｣

(

善

導
、
前
掲
書)

と
あ
り
、『

教
行
信
証』

｢

信
巻｣

に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
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(�)
な
お
、
清
沢
自
身
は
山
鹿
素
行
や
伊
藤
仁
斎
の
名
を
挙
げ
て
彼
ら
の
著
作
か
ら
の
引
用
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
彼
が
佐
藤
一
斎
の

『

言
志
録』

を
愛
読
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。｢

先
生

[

＝
清
沢]

曰
く
、
余
嘗
て
、
古
人
の
随
筆
数
種
を
読
む
。
自
然
の
大
道
に
合
し
、
従

容
と
し
て
逼せ
ま

ら
ざ
る
も
の
は
、
我
れ
佐
藤
一
斎
の

『

言
志
録』

に
於
い
て
之
を
み
る｣

(

安
藤
州
一

『

信
仰
坐
談』

、Ⅸ

・421,
[
]

＝
論
者
・
補)

。

『
言
志
録』

で
は

｢

雲
烟
、
已
む
を
得
ざ
る
に
聚
ま
り
、
風
雨
、
已
む
を
得
ざ
る
に
洩
れ
、
雷
霆
、
已
む
を
得
ざ
る
に
震
ふ
。
斯
ち
以
て
至
誠
の
作
用

を
観
る
可
し｣

(

佐
藤
一
斎

『

言
志
録』

、
日
本
思
想
大
系

『

佐
藤
一
斎

大
塩
中
斎』

岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
、
三
〇
〜
三
一
頁
。)

と
あ
る
。｢

已

む
を
得
ざ
る｣
あ
り
よ
う
に

｢

至
誠
の
作
用｣

を
見
る
点
は
山
鹿
素
行
の

｢

已
む
こ
と
を
得
ざ
る
の
誠｣

と
い
う
理
解
と
も
重
な
る
も
の
で
あ
る
。

(�)
稲
葉
昌
丸
・
記
、
暁
烏
敏
・
西
村
見
暁
編

『

清
沢
満
之
全
集』

第
三
巻
、
法
蔵
館
、
一
九
五
七
年
、
六
八
九
頁
。

(�)
同
前
、
七
〇
五
頁
。

(�)
｢

…
…
所
謂
人
倫
道
徳
の
教
よ
り
出
づ
る
所
の
義
務
の
み
に
て
も
、
之
を
実
行
す
る
こ
と
は
決
し
て
容
易
の
こ
と
で
な
い
。
若
し
真
面
目
に
之
を
遂
行

せ
ん
と
せ
ば
、
終
に

『

不
可
能』
の
嘆
に
帰
す
る
よ
り
外
な
き
こ
と
で
あ
る
。
私
は
此
の

『

不
可
能』

に
衝
き
当
り
て
、
非
常
な
る
苦
み
を
致
し
ま
し

た
。
若
し
此
の
如
き

『

不
可
能』
の
こ
と
の
為
に
、
ど
こ
迄
も
苦
し
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
な
れ
ば
、
私
は
と
つ
く
に
自
殺
も
遂
げ
た
で
あ
り
ま
せ
う｣

(Ⅵ

・

164)

。

(�)
｢

…
…
吾
人
か
無
限
に
対
す
る
信
仰
は
全
く
他
力
賦
与
の
信
仰
な
り
と
信
知
す
る
に
至
る｣

(Ⅵ

・214,
｢

他
力
信
仰
の
発
得｣

明
治
三
十
二)

。

(�)����������������������������1�������������������������������
1908���200

(����2������16),
Ⅷ

・353
(『

臘
扇
記』)

に
引
用
。

(�)
｢

三
一

絶
対
他
力
の
大
道
／
明
治
三
十
五
年

(

一
九
〇
二)
年
六
月
十
日
発
行

『

精
神
界』

第
二
巻
第
六
号
を
依
拠
本
と
し
た
。｢

精
神
界｣

欄
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
。
清
沢
の
日
記
、『

臘
扇
記』

(

本
全
集
第
八
巻
所
収)

の
明
治
三
十
一
年

(

一
八
九
八)

年
十
月
二
十
四
日
か
ら
翌
三
十
二

(

一
八
九
九)

年
四
月
五
日
の
中
か
ら
抜
粋
さ
れ
た
も
の
で
あ
る｣

(Ⅵ
・389�390,

｢

解
題｣

よ
り)

。

(�)

清
沢
に
お
け
る
天
と
仏
と
の
関
係
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
ま
た
は
な
ぜ
天
に
と
ど
ま
ら
ず
仏
が
出
て
く
る
の
か
、
あ
る
い
は
彼
に
と
っ
て

阿
弥
陀
仏
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
か
、
と
い
っ
た
問
題
が
生
じ
て
く
る
が
、
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
こ
こ
で
は
論
じ
ら
れ
な
い
。
後
日
、
稿
を
改
め
て
論

じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

(

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
・
倫
理
学)

清沢満之における至誠の心
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