
い
の
ち

を
め
ぐ
る
仏
教
知
の
発
信

縁
起
史
観
を
中
心
と
し
て

村

石

恵

照

武

蔵

野

大

学

論
文
発
表
の
意
図

日
佛
学
会
第
09
｜
１
号
別
紙
の
本
学
会
２
０
０
９
年
度
学
術
大
会
の

共
同
研
究
テ
ー
マ
趣
旨

に
は
〞
現
代
社
会
を
覆
う
諸
問
題
を

え
る
時
、
生
死
を
通
し
て
生
命
の
本
質
を
見
つ
め
る
仏
教
の
教
え
を
今
一
度
確
認
し
、
社
会
に
向
か
っ
て
発
信
し
て
い
く
こ
と
の
必
要

性
を
強
く
感
じ
ま
す

と
あ
る
。

〞
現
代
社
会
を
覆
う
諸
問
題

は
多
岐
に
わ
た
る
が
、

い
の
ち

の
問
題
に
密
接
に
か
か
わ
る
と

え
ら
れ
る
諸
問
題
に
は
、
死
刑

制
度
、
臓
器
移
植
、
脳
死
、
戦
争
、
遺
伝
子
工
学
、
安
楽
死
、
自
死
な
ど
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
同
時
に
倫
理
の
問
題
と
か
か
わ

っ
て
お
り
、
倫
理
の
問
題
は
法
制
度
に
密
接
し
、
法
制
度
は
国
家
の
政
治
形
態
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
人
間
の
一
切
の
思

し
う
る
限
り
の
領
域
の
営
み
の
す
べ
て
に
中
核
的
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
が

い
の
ち

の
問
題
で
あ
る
。

共
同
研
究
テ
ー
マ
趣
旨

の

生
死
を
通
し
て
生
命
の
本
質
を
見
つ
め
る
仏
教
の
教
え

と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

生
死
を
通
し

て
生
命
の
本
質
を
見
つ
め
る

の
は
仏
教
の
教
え
に
限
ら
な
い
と

え
ら
れ
る
の
で
、
仏
教
知
の
根
幹
で
あ
る
〞
縁
起
に
お
い
て

い
の

三
八
一

い
の
ち

を
め
ぐ
る
仏
教
知
の
発
信
（
村
石
恵
照
）



ち

を
見
つ
め
る

と
読
み
替
え
て
、
表
題
に
も
と
づ
い
て
発
表
し
た
い
。

こ
の

テ
ー
マ
趣
旨

に
添
っ
て
、
か
つ
て
当
学
会
で
発
表
し
た

死
の
問
題
の
思
惟
・
死
後
の
問
題
の

１
思
惟

と
い
う
〞
死
を

察

す
る
に
つ
い
て
の
二
つ
の
思

の
枠
組
み

に
加
え
て
、

事
実
論
と
意

２
味
論

と
い
う
思

の
枠
組
み
を
組
み
合
わ
せ
て
設
定
し

い

の
ち

を
め
ぐ
る
仏
教
知

の
統
合
的
立
場
を
提
示
す
る
の
が
本
論
発
表
の
意
図
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

い
の
ち
、
仏
教
知
、
意
味
論
・
事
実
論
、
縁
起
史
観
、
死
の
問
題
の
思
惟
・
死
後
の
問
題
の
思
惟

い
の
ち

と
は
な
に
か
？

定
義
の
問
題

仏
教
に
は
人
間
個
人
の
あ
り
方
を
身
・
口
・
意
の
三
業

身
体
・
言
語
・
意
識

が
相
互
一
体
化
し
た
行
為
態
（
カ
ル
マ
）
で
あ
る
と

す
る
立
場
が
あ
る
。
意
識
な
く
し
て
言
葉
は
そ
の
機
能
を
発
揮
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
言
葉
な
く
し
て
意
識
は
そ
の
情
報
を
表
現
し
え

な
い
が
、
言
葉
に
つ
い
て
は
定
義
と
い
う
言
葉
自
体
と
同
等
に
困
難
な
問
題
が
か
か
わ
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
定
義
は
、
一
定
の
語

句
の
概
念
の
内
容
を
、
他
の
語
句
を
用
い
て
限
定
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
定
義
の
文
章
を
構
成
す
る
語
句
自
体
を
吟
味
し

て
み
る
と
、
特
に
抽
象
的
語
句
の
定
義
は
至
っ
て
曖
昧
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
言
葉
で
一
定
の

も
の
・
こ

と

を
定
義
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の

も
の
・
こ
と

が
内
包
す
る
と
こ
ろ
が
、
定
義
で
用
い
ら
れ
た
限
ら
れ
た
言
葉
（
音
声
と
文

字
記
号
）
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
実
際
は
、
一
定
の
定
義
を
与
え
ら
れ
て
も
、
そ
れ
を
受
け
取
る
側
の
理
解
能
力
も
異
な

り
、
ま
た
そ
の
定
義
自
体
の
意
味
に
も
時
間
的
・
歴
史
的
に
変
化
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

実
際
の
使
用
例
か
ら
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
日
本
語
の

生
命

は
自
然
科
学
や
法
律
上
の
対
象
に
さ
れ
る
概
念
で
あ

り
、
さ
ら
に
端
的
に
い
え
ば

生
命

と
は
そ
の
観
察
に
お
い
て
、
特
に
物
理
的
客
観
的
対
象
と
し
て
常
に
限
定
的
に
論
じ
ら
れ
る
も
の

三
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で
あ
る
。生

命
と
は
何
か
？

こ
の
永
遠
の
問
い
に
対
し
て
、
過
去
様
々
な
解
答
が
試
み
ら
れ
て
き
た
。
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
世
紀
だ
っ
た
二
十
世
紀

的
な
見
方
を
採
用
す
れ
ば

生
命
と
は
自
己
複
製
可
能
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る

と
の
答
え
が
得
ら
れ
る
。
…
…
し
か
し
、
こ
の
定
義

に
は
、
生
命
が
持
つ
も
う
一
つ
の
極
め
て
重
要
な
特
性
が
う
ま
く
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
生
命
が

可
変
的
で
あ
り
な
が

ら
サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
（
永
続
的
）
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る

と
い
う
古
く
て
新
し
い
視
点
で
あ
る
。

こ
れ
は
分
子
生
物
学
者
に
よ
る
生
命
の
定
義
（
福
岡
伸
一
（
二
〇
〇
三
）

動
的
平
衡

生
命
は
な
ぜ
そ
こ
に
宿
る

３
の
か

）
で
あ
る
が
、
さ

ら
に
同
書
に
お
い
て
ア
イ
ソ
ト
ー
プ
を
利
用
し
た
科
学
者
シ
ェ
ー
ン
ハ
イ
マ
ー
の
研
究
の
成
果
を
紹
介
す
る
。

私
た
ち
の
生
命
を
構
成
し
て
い
る
分
子
は
、
プ
ラ
モ
デ
ル
の
よ
う
な
静
的
な
パ
ー
ツ
で
は
な
く
、
例
外
な
く
絶
え
間
な
い
分
解
と
再

構
成
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
中
に
あ
る
と
い
う
画
期
的
な
大
発
見
が
こ
の
と
き
な
さ
れ
た
…
…
…
ま
っ
た
く
の
比
喩
で
は
な
く
、
生
命

は
行
く
川
の
ご
と
く
流
れ
の
中
に
あ
り
、
私
た
ち
が
食
べ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
、
こ
の
流
れ
を
止
め
な
い
た
め
だ
っ
た

の
だ
。
…
…
…
個
体
は
、
感
覚
と
し
て
は
外
界
と
隔
て
ら
れ
た
実
体
と
し
て
存
在
す
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
ミ
ク
ロ
の
レ
ベ

ル
で
は
、
た
ま
た
ま
そ
こ
に
密
度
が
高
ま
っ
て
い
る
分
子
の
ゆ
る
い

淀
み

で
し
か
な
い
の
で
あ
る

…
…
…
つ
ま
り
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
流
れ
そ
の
も
の
で
し
か
な
い
。
そ
の
流
れ
の
中
で
、
私
た
ち
の
身
体
は
変
わ
り
つ
つ
、
か
ろ

う
じ
て
一
定
の
状
態
を
保
っ
て
い
る
。
そ
の
流
れ
自
体
が

生
き
て
い
る

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
シ
ェ
ー
ン
ハ
イ
マ
ー
は
、

こ
の
生
命
の
特
異
的
な
あ
り
よ
う
に

動
的
な
平
衡

と
い
う
素
敵
な
名
前
を
つ
け
た
。（
同
上
書
）

生
命

の
概
念
の
限
定
性
と
は
、
客
観
化
さ
れ
る
何
ら
か
の
段
階
の
生
命
体
の
誕
生
か
ら
死
に
い
た
る
ま
で
の
現
世
的
な
、
生
物
学
、

医
学
、
法
律
上
で
対
象
化
さ
れ
る
人
間
の
生
命
で
あ
る
。
倫
理
的
規
範
や
法
律
的
刑
罰
も
死
後
の
人
間
の
責
任
に
は
言
及
し
な
い
し
、
ま

三
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た
そ
れ
は
あ
り
得
な
い
。
生
命
保
険
と
は
身
体
と
し
て
生
存
し
て
い
る
人
間
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
。

一
方

生
命

に
対
し
て
、
や
ま
と
言
葉
の

い
の
ち

は

生
命

の
概
念
の
限
定
性
を
超
え
て
、
そ
れ
を
包
摂
す
る
概
念
で
あ
る

と
同
時
に
、
つ
ね
に
暗
示
的
な
意
味
の
広
が
り
と
深
み
を
も
つ
概
念
で
あ
る
。

〞
つ
ね
に
暗
示
的
な
意
味
の
広
が
り
と
深
み
を
も
つ
概
念
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、

い
の
ち

が
、
一
定
の
個
人
に
限
定
さ
れ
て

言
及
さ
れ
る
場
合
で
も
、
そ
こ
に
は

わ
た
し

が
介
入
し
て
い
て
、
そ
の
個
人
の
身
体
的
な
死
後
に
も
、
そ
の
個
人
が
何
ら
か
の
影
響

を
残
し
て
、
そ
の
個
人
の
死
後
の
あ
り
方
が
影
響
を
与
え
続
け
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
人
の
関
係
者
ら
に
、
宗
教
的
な
物
語
・
宗
教
儀
礼

（
法
事
・
葬
儀
・
墓
参
・
精
霊
流
し
な
ど
の
習
俗
な
ど
）
で
是
認
さ
れ
事
実
化
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

い
の
ち

は
、
特
に
す

ぐ
れ
た
仏
教
者
の
深
い
認
識
に
お
い
て
は
、
一
個
人
の
死
後
の
存
続
性
の
み
な
ら
ず
、
誕
生
前
の

い
の
ち

に
も
か
か
わ
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
人
間
と
し
て
の

い
の
ち

に
は
、

わ
た
し

が
介
入
し
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
歴
史
性
を
帯
び
て
い
る
の
で
あ
り
、

生
命

を
包
み
込
ん
で
い
る
概
念
で
あ
り
、

生
命

を
も
客
観
化
す
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

い
の
ち

の
問
題

は
存
在
論
、
認
識
論
、
時
間
論
、
論
理
学
な
ど
の
人
文
学
科
学
の
問
題
領
域
の
根
底
に
先
行
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

い
の
ち

の
根
源
的
問
題
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
苦
と
し
て
の
死

ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
は

い
の
ち

そ
れ
自
身
に
生
・
老
・
病
・
死
と
い
う
四
つ
の
基
本
的
な
苦
の
性
質
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
が
、

彼
は
、
な
ぜ
生
命
・
い
の
ち
の
現
象
に
苦
を
み
と
め
た
の
か
？

わ
た
し

の
個
生
命
を
維
持
す
る
た
め
に
他
の
個
生
命
を
犠
牲
に
し

て
、
し
か
も
や
が
て
は
寿
死
し
て
ゆ
く
こ
と
の
当
然
の
生
命
の
営
み
に
、
ゴ
ー
タ
マ
は
な
ぜ
、
そ
こ
に
苦
を
認
め
、
す
な
は
ち
、
そ
こ
に

解
決
す
べ
き
問
題
性
を
み
と
め
た
の
か
？

適
者
生
存
に
否
を
と
な
え
る
根
拠
は
な
に
か
？

そ
れ
を
慈
悲
と
い
う
な
ら
、
こ
の
慈
悲
は

三
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ど
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
も
の
な
の
か
？

死
が
苦
で
あ
る
と
は
、
い
か
な
る
こ
と
か
？

し
か
し
ゴ
ー
タ
マ
は

い
の
ち

に
つ
い
て
、
そ
の
苦
に
め
ざ
め
、
そ
の
苦
の
本
質
的
解
消
と
し
て
の
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
（

い
の
ち

の

平
安
・
涅
槃
）
に
め
ざ
め
た
こ
と
に
よ
り
ブ
ッ
ダ
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

い
の
ち

に
内
在
す
る
苦
の
生
成
の
過
程
と
そ
の
消
滅
の

過
程
の
双
方
に
つ
い
て
の
縁
起
を
認
め
て
、

い
の
ち

の
基
本
性
格
の
全
相
を
把
握
し
た
か
ら
こ
そ
ゴ
ー
タ
マ
は
ブ
ッ
ダ
と
な
っ
た
の

で
あ
る
と
す
れ
ば
、

わ
た
し

の

い
の
ち

に
つ
い
て
は
、
生
（ja

ti ；

い
の
ち

に
お
け
る

生
命

の
生
起
）
を
起
因
と
し
て
苦

の
究
極
的
様
態
と
し
て
の
死
（

生
命

の

い
の
ち

へ
の
融
化
）
が
結
果
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て

い
の
ち

の
意
味
の
本
質
が
明
ら

か
に
さ
れ
る
関
係
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

い
の
ち

の
根
源
的
問
題
と
は
、
ブ
ッ
ダ
に
よ
れ
ば
、
苦
（d

u
h
k
h
a
；

苦
痛
・
苦
悩
・
不
安
）
で
あ
る
が
、
輪
廻
転
生
の
観
念
も
、

苦
の
問
題
が
あ
っ
て
こ
そ
問
題
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
生
・
老
・
病
・
死
の
四
苦
に
つ
い
て
仏
教
は
言
及
し
、
死
は
時
系
列
上
苦
の
結
論

に
あ
た
る
が
、
実
は
老
・
病
は
経
験
上
の
苦
で
あ
る
が
、
死
は
、
老
・
病
の
体
験
に
起
因
す
る
予
兆
と
し
て
の

い
の
ち

の
不
安
で
あ

る
。
時
系
列
的
因
果
関
係
に
お
い
て
は
、

い
の
ち

の
問
題
化
の
始
点
は
生
（ja

ti

）
で
あ
る
。
生
（ja

ti

）
の
問
題
性
は
、
個
生
命
の

維
持
の
た
め
の
食
欲
と
種
の
維
持
の
た
め
の
性
欲
か
ら
な
る
生
存
欲
で
あ
り
、
こ
の
問
題
性
は
我
々
の
日
常
的
前
六
識
に
も
と
づ
く
認
識

に
反
映
し
え
な
い
が
故
に
、
死
を
問
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
は
、
死
そ
れ
自
身
が
不
安
な
の
で
は
な

く
、
生
に
内
在
す
る
無
常
性
と

わ
た
し

の
崩
壊
へ
の
危
惧
意
識
が
死
の
不
安
と
し
て
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
所
論
を
総
括
す
れ
ば
、

い
の
ち

の
内
容
と
し
て
自
己
矛
盾
的
に
同
時
成
立
し
て
い
る
一
連
の

わ
た
し

・
生
起
性
・
消

滅
性
・
苦

の
断
見
と
常
見
を
超
え
た
縁
起
性
こ
そ
が

い
の
ち

の
根
本
的
性
格
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
実
は
、
人
類
の
快
適
な

生
活
を
求
め
る
文
化
的
営
み
は
、
食
欲
と
性
欲
を
下
部
構
造
と
し
た

い
の
ち

に
内
在
す
る
苦
の
軽
減
化
と
同
時
並
行
し
た
快
適
さ
の

三
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追
求
で
あ
る
と
言
う
意
味
に
お
い
て
、
苦
は
文
化
的
進
歩
を
促
す
衝
動
の
源
泉
で
も
あ
る
と
言
え
る
。

ブ
ッ
ダ
が

い
の
ち

の
苦
を
認
め
た
こ
と
は
通
常
の

い
の
ち

に
つ
い
て
、
そ
こ
に
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
に
反
す
る
基
本
性
格
を
認
め

た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
苦
と
は

い
の
ち

の
根
源
的
や
す
ら
ぎ
と
し
て
の
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
の
否
定
作
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
苦
と
は

い
の
ち

を
前
提
に
し
て
こ
そ
問
題
化
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
苦
な
く
し
て
は
非
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
で
あ
る

い
の

ち

の
意
味
自
体
が
消
失
し
て
し
ま
う
。
ブ
ッ
ダ
は
、
縁
起
に
か
か
わ
る
智
恵
と
慈
悲
の
人
格
体
で
あ
る
が
、
慈
悲
と
い
う
実
体
が
あ
る

の
で
は
な
く
、
苦
の
問
題
の
根
源
的
解
決
と
し
て
の
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
を
求
め
る
意
欲
に
慈
悲
の
心
の
発
揮
が
あ
る
の
で
あ
り
、
ブ
ッ
ダ
は

文
化
的
レ
ベ
ル
で
の
苦
痛
・
苦
脳
の
暫
定
的
解
決
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
。

死
の
問
題
の
思
惟

と

死
後
の
問
題
の
思
惟

い
の
ち
・
生
命

に
つ
い
て
、
別
の
観
点
を
提
示
し
た
い
。

い
の
ち

を

え
る
思
惟
を

死
後
の
問
題
の
思
惟

と
い
い
、

生

命

の
問
題
を

え
る
思
惟
を

死
の
問
題
の
思
惟

と
い
う
見
方
で
あ
る
。

多
細
胞
生
物
の
細
胞
の
死
に
は
、
遺
伝
子
の
支
配
を
受
け
な
い
細
胞
死
・
ネ
ク
ロ
ー
シ
ス
（
壊
死
）
と
遺
伝
子
に
支
配
さ
れ
た
細
胞
死

が
あ
る
。
後
者
は
、
さ
ら
に
ア
ポ
ト
ー
シ
ス
（
細
胞
自
滅
）
と
ア
ポ
ビ
オ
ー
シ
ス
（
寿
死
）
と
に
分
類
さ
れ
る
。
ア
ポ
ト
ー
シ
ス
（
細
胞
自

滅
）
は
、
い
わ
ば
一
個
の
身
体
と
い
う
組
織
の
維
持
の
た
め
に
そ
の
身
体
を
構
成
し
て
い
る
無
数
の
細
胞
が
自
滅
し
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
し
か
し
一
個
の
身
体
自
身
も
一
定
の
寿
命
を
経
た
の
ち
に
消
耗
し
自
滅
す
る
よ
う
に
遺
伝
子
レ
ベ
ル
で
設
定
さ
れ
て
い
る
と
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
下
位
の
細
胞
死
が
上
位
の
組
織
体
で
あ
る
多
細
胞
生
物
と
し
て
の
個
生
命
を
維
持
し
、
さ
ら
に
個
生
命
の
寿
死
が
種

と
し
て
の
人
類
を
維
持
し
て
い
る
関
係
に
お
い
て
、
細
胞
死
と
寿
死
と
い
う
二
段
階
の
死
が
種
と
し
て
の
人
類
の
生
命
系
を
維
持
し
て
い
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る
の
で
あ
る
（
以
上
は
、
田
辺
靖
一
（
一
九
九
四
）

ア
ポ
ト
ー
シ
ス

細
胞
の
生

４
と
死

参
照
）。
こ
の
こ
と
は
食
欲
が
個
体
生
命
の
維
持
を
、

性
欲
が
種
の
保
存
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
生
命
観
も

死
の
問
題
の
思
惟

で
あ
る
。

比
喩
的
に
言
え
ば
、
線
分
化
さ
れ
た
個
体
の

い
の
ち

が
生
命
で
あ
る
が
、
そ
の
両
端
そ
れ
ぞ
れ
の
前
後
が
曖
昧
に
保
た
れ
て
い
る

線
が

い
の
ち

で
あ
る
。
そ
し
て

い
の
ち

を

わ
た
し

が
思
惟
す
る
場
合
の
、
そ
の
思
惟
の
構
造
は
、
死
に
つ
い
て
の
思
惟
の

構
造
と
相
似
的
に
重
な
っ
て
い
る
。

い
の
ち

を
有
限
的
線
分
と
捉
え
、
顕
在
化
し
て
い
る
身
体
に
機
能
し
て
い
る
線
分
と
し
て
の
保

存
性
し
か
も
た
な
い
個
体
と
認
識
す
る
こ
と
が

死
の
問
題
の
思
惟

で
あ
る
。
一
方
、
そ
の
線
分
の
前
後
に
無
限
定
の
延
長
を
認
め
る

思
惟
が

死
後
の
問
題
の
思
惟

で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
仏
教
的
見
地
か
ら
す
れ
ば

い
の
ち

に
つ
い
て
の
見
方
を
〞
存
在
論
（
有
見
）

か
ら
始
め
る
こ
と
自
体
が
ブ
ッ
ダ
の
ニ

ル
ヴ
ァ
ー
ナ
と
同
体
で
あ
る
無
限
の
め
ざ
め
（a

n
u
tta
ra

sa
m
y
a
k
 
sa
m
b
o
d
h
i

）
に
照
ら
さ
れ
て
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
縁
起
の
了
解
か
ら

も
導
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。事

実
論
・
意
味
論

西
欧
知
の
存
在
論
偏
重
の
批
判
と
し
て

プ
ラ
ト
ン
が

国
家

で
語
っ
て
い
る
情
熱
的
に
高
揚
し
た
言
葉
は
、﹇
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
こ
の
時
代
に
﹈
す
べ
て
の
科
学
的
な
認

識
の
た
め
の
偉
大
な
手
段
の
も
つ
意
味
が
初
め
て
自
覚
さ
れ
、
発
見
さ
れ
た
と
い
う
高
揚
感
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
す
。
そ
の
手
段
と
は

概
念
の
こ
と
で
す
。
こ
の
概
念
の
重
要
性
を
発
見
し
た
の
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
し
た

と
Ｍ
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
説
明

５
す
る
が
、
諸
概
念
を
統

べ
て
君
臨
し
て
い
る
の
が
存
在
の
概
念
で
あ
る
。
存
在
は
、
所
有
の
概
念
に
連
な
り
、
所
有
は
支
配
の
観
念
を
導
く
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

な
ギ
リ
シ
ャ
の
存
在
概
念
が
、
ゴ
ッ
ド
（
神
）
の
観
念
と
結
合
し
て
現
代
に
い
た
る
ま
で
西
欧
思
想
を
席
巻
し
て
い
る
。
世
界
の
知
性
は
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西
欧
の
存
在
論
の
知
の
伝
統
の
網
に
す
っ
ぽ
り
と
包
み
こ
ま
れ
、
抽
象
化
の
思

を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

い
の
ち
・
生
命

に
つ
い
て
も
、
存
在
論
の
知
に
お
い
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が

事
実
論
・
意
味
論

と
い
う
単
純
な

い
の
ち

の
見
方
を
導

入
す
る
理
由
で
あ
る
。

生
活
者
と
し
て
の
前
五
識
の
日
常
感
覚
に
も
と
づ
い
て
、
第
六
識
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
認
識
可
能
な

も
の
・
こ
と

を

事
実
論

と

意
味
論

に
仕
分
け
し
て
、
こ
の
思

の
様
式
を

い
の
ち

の
問
題
に
適
応
さ
せ
て

え
て
ゆ
こ
う
と
い
う
の
が

事
実
論
・
意

味
論

と
い
う
思

の
様
式
で
あ
る
。

事
実
論
・
意
味
論

は
、
歴
史
的
に
蓄
積
さ
れ
伝
統
化
さ
れ
た
西
欧
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
お
け

る
抽
象
化
思

へ
の
反
省
と
し
て
の

い
の
ち

に
か
か
わ
る
生
活
者
の
思

で
あ
る
。

事
実
論

と
は
、
い
ず
れ
の
学
問
領
域
と
も
関
係
な
く
、
ま
し
て
法
律
用
語
の
判
例
事
実
論
と
も
全
く
関
係
な
い
。
具
体
的
物
理
的

な
認
識
対
象
を
客
観
的
か
つ
日
常
的
な
生
活
感
覚
を
と
お
し
て
体
験
・
観
察
し
、
そ
れ
を
言
語
情
報
と
し
て
理
解
す
る
思

態
度
一
般
で

あ
る
。
客
観
的
科
学
に
お
い
て
観
察
さ
れ
た

も
の
・
こ
と

の
情
報
は

事
実
論

に
属
す
る
が
、
同
時
に
、〞
あ
る
科
学
者
が
実
験

に
携
わ
っ
て
い
る
こ
と
の
状
況
自
体

の
情
報
も

事
実
論

に
属
す
る
。

つ
ぎ
に

意
味
論

と
は
、
言
語
学
（sem

a
n
tics

）
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
と
は
関
係
が
な
い
。
生
活
者
の

わ
た
し

に
よ
る
一
切

の

も
の
・
こ
と

の
客
観
的
な
一
定
の
事
実
の
関
係
性
か
ら
認
識
さ
れ
て
く
る
様
々
な
意
味
・
意
見
・
感
想
・
概
念
・
理
念
・
観
念
・

思
想
体
系
な
ど
す
べ
て
の
構
想
の
こ
と
で
あ
る
。〞
存
在

と
い
う
観
念
も

意
味
論

の
範

で
あ
る
。
た
と
え
ば
哲
学
者
ハ
イ
デ
ガ

ー
が
〞
存
在

に
つ
い
て
思
惟
を
凝
ら
し
様
々
な
論
文
で
発
表
さ
れ
た
内
容
は

意
味
論

で
あ
り
、〞
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
思
索
し
ノ
ー
ト

に
書
き
記
し
て
い
る
状
況

は

事
実
論

の
範

で
あ
る
。

身
体
に
お
け
る
細
胞
の
変
化
に
は
、
ネ
ク
ロ
ー
シ
ス
（
壊
死
）
と
ア
ポ
ト
ー
シ
ス
（
細
胞
自
滅
）
が
あ
る
と
い
う
の
は
観
察
可
能
な
事
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象
と
し
て
生
命
に
関
す
る

事
実
論

で
あ
る
。
し
か
し

い
の
ち

は
、
ネ
ク
ロ
ー
シ
ス
（
壊
死
）、
ア
ポ
ト
ー
シ
ス
（
細
胞
自
滅
）、

ア
ポ
ビ
オ
ー
シ
ス
（
寿
死
）
で
は
語
り
切
れ
な
い
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
こ
こ
に

い
の
ち

を

意
味
論

と
し
て
み
る
意
義
が
あ
る
。

事
実
論

と
し
て
人
間
の
肉
体
は
朽
ち
果
て
る
。
し
か
し

花
び
ら
は
散
っ
て
も
花
は
散
ら
な
い

（
金
子
大
栄
）
と
い
う
場
合
、
散

り
つ
つ
あ
る

事
実
論

と
し
て
の
花
び
ら
に
つ
い
て

花
は
散
ら
な
い

と
い
う
の
は

意
味
論

で
あ
る
。
こ
れ
を
観
念
論
で
あ
る

と
い
う
の
は
、
す
で
に
存
在
論
の
思

閾
か
ら
も
の
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
般
的
に
宗
教
に
お
い
て
は
、
宗
教
儀
礼
に
よ
っ
て
一
定
の
〞
意
味

が
〞
事
実
化

６
す
る
。
日
本
人
に
は
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
の
よ
う
に

輪
廻
転
生
を
字
義
ど
お
り
に
信
じ
て
い
る
人
々
は
少
な
い
に
し
て
も
、
盆
の
時
期
に
生
者
が
先
祖
と
再
会
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
事
実
で

は
な
い
が
、
様
々
の
行
事
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
信
仰
が
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
自
体
は
事
実
な
の
で
あ
る
。〞
意
味

を
事
実
化
す
る

意
義
を
身
体
表
現
と
し
て
仏
教
儀
礼
の
中
心
に
す
え
て
い
る
の
が
密
教
で
あ
る
。

直
会
の
意
義
は
、
神
様
に
お
供
え
し
た
神
饌
の
お
さ

が
り
を
い
た
だ
い
て
、
御
神
徳
を
心
身
に
受
け
る
事
に
あ
る

（
箱
根
神
社
の
案
内
書
）
と
言
わ
れ
る
場
合
、
御
神
徳
は
事
実
と
し
て
は
観

察
で
き
な
い
が
、
事
実
的
な
直
会
の
儀
礼
に
よ
っ
て
御
神
徳
の
意
味
が
事
実
化
さ
れ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
事
実
論
・
意
味

論
は
な
ん
ら
新
規
な

え
方
で
は
な
く
、
一
定
の
事
象
に
つ
い
てfa

ct

とv
a
lu
e

を
仕
分
け
て
論
じ
る
立
場
に
す
ぎ
な
い
が
、
筆
者
の
論

点
は
、
こ
の
立
場
を
も
の
・
こ
と
の
見
方
の
始
点
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

意
味
論

と
は
世
界
の
意
味
付
け

を
す
る
立
場
で
あ
り
、

事
実
論

と
は
世
界
の
構
造
の
認
識
を
す
る
立
場
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

死
の
問
題
の
思
惟

で
は
、
人
間
の
一
個
体
は
死
亡
後
火
葬
に
ふ
さ
れ
れ
ば
、
い
ま
ま
で
身
体
に
機
能
し
て
い
た
筈
の
あ
る
人
格
は

消
滅
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
葬
儀
は
、
死
者
の

い
の
ち

の
意
義
の
是
認
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
葬
儀
と
い
う
具
体
的

事
実
的
な
儀
礼
と
、
そ
れ
に
参
加
す
る
人
々
の
事
実
を
通
し
て
、

死
の
問
題
の
思
惟

で
あ
つ
か
わ
れ
て
き
た

生
命

が

死
後
の
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問
題
の
思
惟

に
転
換
さ
れ
て
歴
史
性
を
お
び
た

い
の
ち

と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
故
人
の

い
の

ち

は
、
も
は
や
観
念
や
想
定
で
は
な
く
事
実
化
さ
れ
て
い
る
。

縁

起

史

観

仏
教
は
智
恵
と
慈
悲
を
内
容
と
し
て
い
る
が
、
仏
教
に
お
け
る
智
恵
と
は
縁
起
の
認
識
で
あ
る
。
縁
起
と
は
、

こ
れ
が
あ
る
と
き
、

か
れ
が
あ
る
。
こ
れ
が
生
ず
る
と
き
、
か
れ
が
生
ず
る
。
こ
れ
が
な
い
と
き
、
か
れ
が
な
い
。
こ
れ
が
滅
す
る
と
き
、
か
れ
が
滅
す
る

と
初
期
の
仏
教
文
献
に
素
朴
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
基
本
的
な
表
現
か
ら

華
厳
経

の
唯
心
縁
起
・
法
界
縁
起
ま
で
、
そ
の
了
解
内
容
に

発
展
が
あ
る
の
は
仏
教
研
究
者
に
は
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
が
、
初
期
仏
典
に
言
及
さ
れ
る
縁
起
か
ら

華
厳
経

に
結
実
し
て
い
る
す

べ
て
の
縁
起
の
諸
説
全
体
も
縁
起
で
あ
り
、
こ
こ
に
縁
起
観
の
思
想
と
し
て
の
多
様
性
と
豊
饒
性
が
あ
る
。

一
般
論
と
し
て
の
縁
起
は
、
因
・
縁
・
果
の
法
則
と
し
て
客
観
的
な
科
学
の
方
法
論
や
物
質
に
つ
い
て
の
法
則
性
に
ま
で
適
応
で
き
る

は
ず
で
あ
る
が
、
仏
教
の
〞
縁
起

と
は

い
の
ち

の
問
題
の
根
源
的
な
意
味
に
同
定
さ
れ
た
法
則
で
あ
り
、
つ
ま
り
ゴ
ー
タ
マ
が
ブ

ッ
ダ
と
し
て
目
覚
め
た

い
の
ち

に
直
接
に
か
か
わ
る
縁
起
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
縁
起
を
、
地
球
上
に
お
け
る
個
生
命
体
の

い
の

ち

の
集
合
体
と
し
て
の
人
類
の
歴
史
に
つ
い
て
の
因
果
律
・
関
係
性
の
解
釈
に
適
応
す
る
立
場
を
本
論
で
縁
起
史
観
と
名
付
け
る
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
縁
起
史
観
は
、
唯
物
史
観
、
一
神
教
に
も
と
づ
く
世
界
史
観
（
終
末
史
観
、
様
式
史
観
な
ど
）、
仏
教
的
末
法
史
観
な
ど
の

す
べ
て
の
歴
史
的
解
釈
を
超
え
て
歴
史
的
現
象
を
解
釈
す
る
意
味
論
の
源
底
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
歴
史
上
現
れ
た
様
々
な
史
観
を

貫
い
て
い
る
因
果
関
係
を
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
、
か
つ
没
価
値
観
的
に
平
等
に
見
る
立
場
が
縁
起
史
観
で
あ
る
。
そ
こ
で
縁
起
史
観
は
、

特
に
一
定
の
集
団
を
味
方
と
敵
と
し
て
峻
別
し
た
り
、
好
悪
の
感
情
で
一
定
の
文
明
・
文
化
の
価
値
観
を
絶
対
視
し
て
、
そ
れ
を
基
準
に
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歴
史
上
の
様
々
な
事
象
に
価
値
的
な
格
付
け
を
す
る
立
場
で
も
な
く
、
誤
っ
た
意
味
論
を
事
実
化
す
る
状
況
に
も
批
判
を
加
え
る
立
場
で

あ
る
。
仏
教
と
し
て
の
縁
起
は

い
の
ち

に
か
か
わ
る
仏
教
自
体
で
あ
る
が
、
い
わ
ば
特
殊
的
縁
起
と
し
て
の
縁
起
史
観
は
、
歴
史
・

社
会
に
か
か
わ
る
一
切
の

も
の
・
こ
と

・

個
人
・
集
団

の
諸
関
係
を
時
系
列
的
か
つ
共
時
的
に
連
動
し
て
い
る
相
と
し
て
見
る
立

場
で
あ
る
。
そ
こ
で
縁
起
観
は
以
下
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
だ
ろ
う
。

⑴
特
殊
的
仏
教
縁
起
観
…

死
後
の
問
題
の
思
惟

に
お
け
る

い
の
ち

が
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
を
め
ざ
す
こ
と
に
か
か
わ
る
意
味

論
と
し
て
の
縁
起
観

⑵
一
般
的
縁
起
観
…
…
…

客
観
的
因
果
関
係
…
…
…
事
実
論
に
お
け
る
物
理
学
、
分
子
生
物
学
か
ら
社
会
科
学
一
般
を
含
む
学
問

領
域
。

死
の
問
題
の
思
惟

に
お
け
る
生
命
の
研
究
の
立
場

⑶
縁
起
史
観
…
…
…
…
…

⑴
、
⑵
を

慮
し
つ
つ
人
類
史
を
統
合
的
に

事
実
論
・
意
味
論

に
仕
分
け
し
つ
つ
観
察
す
る
立
場

ブ
ッ
ダ
の
悟
り
の
本
質
を
な
す
縁
起
は

い
の
ち
・
生
命

の
苦
の
生
起
と
消
滅
と
を
中
心
の
内
容
と
し
て
い
る
点
で
、
物
理
的
世
界

に
見
出
さ
れ
る
科
学
的
因
果
関
係
に
立
脚
す
る
法
則
と
は
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
仏
教
と
し
て
の
縁
起
自
体
に
つ
い
て
は
、
事

実
論
と
意
味
論
と
を
通
徹
し
て
い
る

い
の
ち

の
真
相
で
あ
る
。
し
か
し

い
の
ち

を
め
ぐ
る
事
実
論
と
意
味
論
は
、
縁
起
に
お
い

て

比
喩
的
に
い
え
ば
世
界
の
根
源
に
お
い
て

生
成
的
に
連
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
科
学
者
が
事
実
論
の
場
に
お
け
る
研
究

対
象
の
探
究
の
過
程
で
、
い
つ
の
間
に
か
意
味
論
の
領
域
に
か
か
わ
っ
て
く
れ
ば
〞
統
語

失
調
症
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
逆
の
こ
と
、

つ
ま
り

い
の
ち

を
意
味
論
に
お
い
て
理
解
す
べ
き
こ
と
を
厳
密
に
客
観
化
し
て
追
及
す
る
こ
と
の
不
毛
性
は
仏
典
で
示
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り

わ
た
し

が

わ
た
し
自
身

に
つ
い
て
探
究
す
る
こ
と
の
根
本
的
誤
り
で
あ
る
。
世
界
・
生
命
の
構
造
の
探

究
は
事
実
論
に
限
定
し
て
行
う
べ
き
で
あ
り
、

い
の
ち

の
認
識
は
意
味
論
に
お
い
て

死
後
の
問
題
の
思
惟

と
し
て
、
事
実
論
と
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意
味
論
と
に
は
っ
き
り
仕
分
け
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
を
要
す
る
に
、
本
論
で

縁
起
史
観

と
は
、

い
の
ち
・
生
命

の
両
義
性
を
も
つ
人
間
の
集
合
体
と
し
て
の
歴
史
の
見
方
に

死
の
問
題
の
思
惟
・
死
後
の
問
題
の
思
惟

と

事
実
論
・
意
味
論

の
思

様
式
を
導
入
し
て

い
の
ち
・
生
命

の
意
味
の
理
解

を
深
め
た
上
で
、
歴
史
・
社
会
に
つ
い
て
の
因
果
律
・
関
係
性
を
認
識
す
る
立
場
で
あ
る
。

ま

と

め

い
の
ち

の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、

事
実
論
・
意
味
論

、

死
の
問
題
の
思
惟
・
死
後
の
問
題
の
思
惟

お
よ
び
縁
起
史
観
に
つ
い

て
定
義
的
に
説
明
し
て
き
た
。

事
実
論

と

意
味
論

と
は
相
互
補
完
関
係
に
あ
り
、

死
の
問
題
の
思
惟

と

死
後
の
問
題
の
思

惟

は
前
者
を
後
者
が
包
む
形
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
貫
い
て
い
る
縁
起
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の

わ
た
し

た
ち
が
統
合
的
に

把
握
す
る
の
が

い
の
ち

を
め
ぐ
る
仏
教
知
と
し
て
の
縁
起
史
観
で
あ
る
。
し
か
し
強
調
し
な
け
れ
ば
な
い
な
い
の
は
、
縁
起
史
観
は
、

も
ち
ろ
ん
教
条
的
な
も
の
で
は
な
く
、
人
間
世
界
を
生
活
者
の
立
場
か
ら
地
道
に
見
る
、
む
し
ろ
修
道
的
な
立
場
で
あ
り
不
断
の
学
修
で

あ
る
。い

の
ち

の
問
題
に
密
接
に
か
か
わ
る
と

え
ら
れ
る
現
代
の
諸
問
題
に
は
、
死
刑
制
度
、
臓
器
移
植
、
脳
死
、
戦
争
、
遺
伝
子
工

学
、
安
楽
死
、
自
死
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
現
在
す
べ
て

死
の
問
題
の
思
惟

の
立
場
で
の
み
扱
わ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
し
か
も

こ
れ
ら
の
諸
問
題
と
は
す
べ
て
、
と
り
も
な
お
さ
ず
西
欧
文
明
に
規
定
さ
れ
、
西
欧
か
ら
突
き
つ
け
ら
れ
て
〞
諸
問
題

と
し
て
浮
か
び

上
が
っ
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

西
欧
の
知
的
支
配
の
妥
当
性
が
揺
ら
い
で
き
つ
つ
、
伝
統
的
情
理
が
液
状
化
し
た
世
界
状
況
に
な
っ
て
き
て
い
る
今
日
、
縁
起
史
観
を
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基
本
に
お
く
仏
教
知
に
お
い
て
、
現
代
社
会
を
覆
う
、
特
に

い
の
ち
・
生
命

に
か
か
わ
る
諸
問
題
に
い
か
な
る
問
い
か
け
・
評
価
・

批
判
・
疑
義
を
な
す
べ
き
な
の
か
？

仏
教
知
と
し
て
の
縁
起
史
観
を
基
に
し
た
現
代
の
課
題
へ
の
具
体
的
発
信
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
別
の
論

に
ゆ
ず
り

７
た
い
。

註

１

村
石
恵
照

仏
教
の
霊
魂
観

縁
起
・
輪
廻
の
主
体
・
往
生
の
主
体
を
め
ぐ
っ
て

日
本
佛
教
学
会
年
報

第
七
一
号

参
照

２

村
石
恵
照

い
の
ち

を
め
ぐ
る
仏
教
的
知
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
試
論

田
中
教
照
編
・
著
（
二
〇
〇
九
）

仏
教
最
前
線
の
課
題

武
蔵
野

大
学
出
版
会

３

福
岡
伸
一
（
二
〇
〇
九
）

動
的
平
衡

生
命
は
な
ぜ
そ
こ
に
宿
る
の
か

木
楽
舎

４

田
辺
靖
一
（
一
九
九
四
）

ア
ポ
ト
ー
シ
ス

細
胞
の
生
と
死

東
京
大
学
出
版
会

５

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
中
山
元
訳
（
二
〇
〇
九
）

職
業
と
し
て
の
政
治
・
職
業
と
し
て
の
学
問

日
経
Ｂ
Ｐ
社

６

し
か
し
、
い
っ
た
ん
確
立
し
た
意
味
論
が
事
実
論
に
よ
っ
て
そ
の
意
義
を
消
失
す
る
場
合
も
あ
る
。

オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
﹇
ニ
ー
チ
ェ
の
友
人
の
神
学
者
（
筆
者
註
）﹈
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
は
学
問
と
知
に
反
感
を
覚
え
る
。

キ
リ
ス
ト
教
も
ま
た
古
代
文
化
と
本
来
相
容
れ
な
い
。
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
中
核
な
教
え
は
世
界
の
終
末
、
こ
の
世
の
没
落
が
間
近
い

と
い
う
期
待
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
世
は
終
わ
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
は
再
臨
し
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
誕
生
し
た
ば
か
り
の
キ
リ
ス
ト
教
を

取
り
巻
く
の
は
高
度
に
知
的
な
文
化
世
界
で
あ
っ
た
。
以
後
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
救
済
を
求
め
る
素
朴
な
信
仰
は
、
そ
れ
ま
で
敵
だ
っ

た
ギ
リ
シ
ャ
の
学
問
、

こ
の
世
の
知
恵

（
パ
ウ
ロ
）
に
保
護
を
求
め
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
こ
う
し
て
成
立
し
た
の
が
キ
リ
ス
ト
教

神
学
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
と
ギ
リ
シ
ャ
の
知
と
の
関
係
は
緊
張
を
孕
ん
で
お
り
、
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
は
、
神
学
は

キ
リ

ス
ト
教
の
世
俗
化

で
あ
り
非
宗
教
的
だ
と
断
言
す
る
。
…
…
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
の
批
判
神
学
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
ど
の
よ
う
な
可

能
性
を
残
す
だ
ろ
う
か
。
彼
は
…
…
修
道
院
に
お
い
て
だ
け
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
否
定
的
性
格
が
保
た
れ
た
と
述
べ
る
の
み
で
あ
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る
。
終
末
へ
の
希
望
が
事
実
に
よ
っ
て
幻
滅
に
終
わ
っ
た
後
で
は
、
よ
り
理
想
的
な
形
態
と
し
て
禁
欲
的
な
生
の
遂
行
が
修
道
院
の
中

に
発
見
さ
れ
た
。
（
野
家
啓
一
編
集
（
二
〇
〇
八
）

哲
学
の
歴
史

第
一
〇
巻

危
機
の
時
代
の
哲
学

中
央
公
論
社
・
三
一
一

〜
三
一
二
頁

こ
こ
で
、〞
終
末
へ
の
希
望

の
意
味
は
歴
史
的
に
確
立
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
事
実
で
あ
っ
た
が
、
あ
る
時
期
の
歴
史
的
な
事
実
が
そ
の

意
味
を
幻
滅
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
の
再
臨
は
死
の
想
い
に
、

メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
（
死
ぬ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
る
な
）

に
変
容
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
死
を
想

う
禁
欲
的
な
生
の
見
方
は
、
世
界
を
今
に
も
没
落
し
う
る
も
の
と
し
て

察
す
る
か
ら
で
あ
る
。
…
…
こ
の
﹇
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
﹈

の
神
学
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
た
。
…
…
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
性
は
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
網
に
か
か
っ
た
と
き
に
没

落
し
た
と
い
う
確
信
を
、
か
れ
は
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
と
共
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た

（
同
書
・
三
一
二
頁
）

７

例
え
ば
刑
法
の
一
律
主
義
は
、
一
つ
の
思
い
込
み
に
よ
る
刑
罰
制
度
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

も
の
・
こ
と

の
相
互
連
動
的
多

元
的
価
値
観
を
み
と
め
る
縁
起
史
観
に
立
て
ば
、
た
と
え
ば
殺
人
を
犯
し
た
被
告
に
対
し
て
一
律
の
刑
罰
を
与
え
る
の
で
は
な
く
、
被
告
に

複
数
の
刑
罰

死
刑
・
終
身
刑
・
そ
の
他
の
量
刑

の
選
択
権
の
〞
自
由

を
与
え
る
こ
と
も

え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
自
由
と
は
自

ら
が

い
の
ち
・
生
命

の
問
題
と
直
接
に
か
か
わ
る
中
で
、
そ
の
も
っ
と
も
深
い
意
味
が
顕
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
刑
罰
の
意
義
も
、
裁

く
者
、
裁
か
れ
る
者
、
さ
ら
に
弁
護
士
の
三
者
そ
れ
ぞ
れ
が
、

い
の
ち

と

生
命

の
意
味
の
関
係
と
違
い
を

え
た
上
で

慮
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
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