
本
稿
で
は
、
一
九
世
紀
末
に
ハ
ワ
イ
へ
渡
っ
た
浄
土
真
宗
本
願
寺

派
ハ
ワ
イ
開
教
監
督
（
一
九
一
八
年
に
開
教
総
長
と
名
称
変
里
の
今
村

え
み
よ
う

恵
猛
（
一
八
六
七
’
一
九
三
二
）
の
宗
教
的
道
徳
論
を
、
同
時
代
の
思

想
家
で
あ
る
福
沢
諭
吉
（
一
八
三
五
’
一
九
○
こ
と
、
真
宗
大
谷
派

の
清
沢
満
之
（
一
八
六
三
’
一
九
○
六
）
の
そ
れ
と
の
関
連
か
ら
明
ら

か
に
す
る
。

ま
ず
、
福
沢
や
清
沢
と
比
べ
て
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
い

今
村
に
つ
い
て
、
そ
の
略
歴
を
紹
介
し
て
お
く
こ
と
と
し
よ
う
。
今

村
恵
猛
は
一
八
六
七
年
、
福
井
市
に
あ
る
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
専
徳

は
じ
め
に

近
代
に
お
け
る
宗
教
的
道
徳
の
諸
相
Ｉ
稲
沢
諭
吉
・
清
沢
満
之
・
今
村
恵
猛
１
１

寺
に
生
ま
れ
、
本
願
寺
派
（
以
下
、
本
派
と
略
す
）
の
経
営
す
る
「
普

通
教
校
」
（
の
ち
に
文
学
寮
、
現
在
の
龍
谷
大
学
）
に
入
学
、
の
ち
慶
應

義
塾
大
学
部
英
学
科
を
卒
業
後
、
数
年
間
郷
里
の
福
井
県
と
徳
島
県

で
教
職
に
就
い
た
。
一
八
九
九
年
に
本
願
寺
派
の
開
教
使
と
し
て
ハ

ワ
イ
へ
渡
っ
て
の
ち
、
一
九
○
○
年
か
ら
亡
く
な
る
一
九
三
二
年
ま

で
ハ
ワ
イ
開
教
監
督
と
し
て
活
躍
し
、
大
多
数
の
ハ
ワ
イ
日
系
移
民

の
宗
教
で
あ
っ
た
仏
教
（
真
宗
）
を
ハ
ワ
イ
に
根
づ
か
せ
る
べ
く
、

ア
メ
リ
カ
の
文
化
風
土
に
合
致
す
る
よ
う
に
変
容
さ
せ
た
最
初
の
人

（
１
）

物
で
あ
る
。

続
い
て
、
ハ
ワ
イ
へ
渡
っ
た
今
村
を
福
沢
、
清
沢
ら
と
関
連
づ
け

て
論
じ
る
根
拠
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。
こ
れ
ら

三
者
に
共
通
す
る
指
向
性
と
し
て
、
第
一
に
教
団
機
構
の
民
主
化
と

守
屋
友
江
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い
う
点
が
あ
り
、
第
二
に
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
宗
教
観
と
い
う
点

が
あ
る
。

福
沢
諭
吉
は
周
知
の
通
り
、
今
村
の
卒
業
し
た
慶
應
義
塾
の
創
設

者
で
あ
り
、
加
え
て
彼
の
宗
教
観
に
は
真
宗
か
ら
の
影
響
が
強
く
見

受
け
ら
れ
る
。
福
沢
の
宗
教
観
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
論
じ
て
い
る

（
２
）

の
で
こ
こ
で
は
深
く
立
ち
入
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
ハ
ワ
イ
の
本
派
本

願
寺
系
学
校
で
彼
の
『
福
翁
百
話
』
が
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
今
村
と
の
思
想
的
関
係
は
決
し
て
浅
く
は

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
ハ
ワ
イ
に
お
け
る
今
村
の
言
説
に
は
、

後
述
す
る
よ
う
に
福
沢
の
宗
教
論
説
と
思
想
的
共
通
性
の
み
ら
れ
る

も
の
が
多
い
こ
と
も
、
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。

（
３
）

確
か
に
福
沢
は
「
宗
教
の
本
体
を
議
せ
ず
」
と
明
言
し
て
い
る
よ

う
に
、
「
本
体
」
で
あ
る
信
仰
を
論
じ
る
こ
と
は
な
い
が
、
宗
教
に

よ
る
道
徳
的
教
化
に
つ
い
て
は
繰
り
返
し
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

彼
の
宗
教
観
が
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
彼
を
宗
教
に
無
関
心
で
あ
っ
た
と
断
じ
る
こ
と
は
早

計
で
あ
ろ
う
。
じ
じ
っ
、
先
行
業
績
の
示
す
よ
う
に
、
彼
の
膨
大
な

著
述
の
中
で
、
宗
教
に
関
す
る
も
の
が
占
め
る
割
合
は
大
き
い
の
で

（
４
）

あ
る
。
と
り
わ
け
、
福
沢
が
清
沢
満
之
ら
に
よ
る
、
真
宗
大
谷
派
の

教
団
改
革
運
動
を
支
援
す
る
主
張
を
行
っ
て
い
た
こ
と
も
、
十
分
考

（
５
）

盧
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

一
方
の
清
沢
は
大
谷
派
の
学
僧
で
あ
る
が
、
今
村
が
普
通
教
校
に

在
学
中
、
同
校
の
学
生
有
志
に
よ
る
団
体
「
反
省
会
」
に
招
か
れ
て

（
６
）

講
演
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ハ
ワ
イ
で
清
沢
ら
「
浩
々
洞
」
の
主

宰
す
る
雑
誌
『
精
神
界
』
が
読
ま
れ
る
一
方
、
清
沢
の
亡
く
な
っ
た

（
７
）

と
き
、
「
其
高
風
盛
徳
を
慕
ふ
て
居
た
」
と
記
し
て
彼
の
死
を
悼
む

記
事
が
、
「
布
畦
仏
教
青
年
会
」
の
発
行
し
て
い
た
雑
誌
『
同
胞
』

に
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。
他
方
、
清
沢
が
「
学
監
」
を
勤
め
て
い
た
「
真

宗
大
学
」
（
現
在
の
大
谷
大
学
）
に
は
雑
誌
『
同
胞
』
が
多
数
所
蔵
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
今
村
と
清
沢
は
所
属
す
る
宗
派
は
違
う

も
の
の
、
両
者
の
間
に
全
く
連
絡
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
二
人
の
宗
派
上
の
違
い
と
は
関
係
な
く
、

今
村
と
清
沢
を
同
世
代
の
真
宗
僧
侶
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
と
し
た

い
Ｏ

清
沢
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば
彼
の
提
唱
し
た
「
精
神
主
義
」
に

研
究
の
関
心
が
集
中
し
て
お
り
、
近
代
的
個
人
の
内
面
的
信
仰
の
深

奥
に
迫
っ
た
と
い
う
点
が
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、

彼
が
一
八
九
○
年
代
後
半
に
挺
身
し
た
教
団
改
革
運
動
と
そ
の
理
念

に
つ
い
て
は
、
運
動
の
挫
折
も
あ
っ
て
消
極
的
な
評
価
が
多
数
を
占

め
る
。
し
か
し
改
革
運
動
は
短
期
間
に
終
結
し
た
と
は
い
え
、
「
信

（
８
）

仰
的
・
思
想
的
主
体
性
」
の
自
覚
を
促
す
運
動
と
し
て
全
国
的
な
展

開
を
み
せ
て
い
る
。
と
く
に
そ
の
改
革
理
念
は
、
今
日
に
お
い
て
も

教
団
運
営
の
あ
り
方
を
問
い
か
け
る
よ
う
な
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ

（
９
）

り
、
注
目
さ
れ
る
。
あ
え
て
宗
派
の
違
い
を
越
え
て
い
え
ば
、
当
時
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の
日
本
で
は
実
現
の
難
し
か
っ
た
大
谷
派
の
教
団
改
革
運
動
は
、
地

理
的
に
離
れ
た
ハ
ワ
イ
本
派
本
願
寺
教
団
ま
で
を
射
程
距
離
に
い
れ

る
こ
と
で
、
そ
の
後
の
展
開
が
示
さ
れ
た
の
だ
と
い
え
る
の
で
は
な

（
ぬ
）

い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
今
村
と
福
沢
、
清
沢
を
関
連
づ
け
て
論
じ
る
根
拠

を
ふ
ま
え
た
上
で
、
本
稿
で
は
テ
ー
マ
を
次
の
点
に
絞
っ
て
考
察
を

進
め
て
み
た
い
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
宗
教
観
の
特
徴
の
一
つ
と

し
て
、
彼
ら
に
は
宗
教
に
裏
打
ち
さ
れ
た
道
徳
に
つ
い
て
論
じ
た
著

述
が
多
い
。
彼
ら
の
そ
の
よ
う
な
主
張
は
、
幕
末
か
ら
一
九
四
五
年

（
Ⅲ
）

に
か
け
て
東
西
本
願
寺
教
団
の
「
宗
義
」
と
さ
れ
た
「
真
俗
二
諦
」

を
念
頭
に
お
く
と
、
そ
の
理
由
が
う
か
が
え
る
。
本
稿
で
は
簡
単
に

ふ
れ
る
に
と
ど
め
る
が
、
こ
の
教
義
は
要
す
る
に
、
阿
弥
陀
仏
の
本

願
を
信
じ
て
念
仏
す
る
と
い
う
「
真
諦
」
と
、
社
会
秩
序
を
乱
さ
な

い
「
忠
良
の
臣
民
」
と
し
て
ふ
る
ま
う
道
徳
と
し
て
の
「
俗
諦
」
を

結
び
つ
け
て
説
教
す
る
も
の
で
あ
る
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
本
稿
で

ふ
れ
る
三
者
の
「
真
俗
二
諦
」
論
は
教
団
の
そ
れ
と
内
容
を
異
に
し

て
い
る
。
だ
が
、
宗
教
と
道
徳
の
関
係
を
問
題
に
し
た
と
い
う
点
で
、

彼
ら
に
は
「
真
俗
二
諦
」
的
宗
教
観
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

彼
ら
の
「
真
俗
二
諦
」
論
、
す
な
わ
ち
宗
教
的
道
徳
論
が
そ
れ
ぞ
れ

ど
の
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
示
し
、
そ
れ
ら
を
比
較
す

る
こ
と
と
し
た
い
。

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
章
で
は
『
福
翁
百
話
』

『
福
翁
百
話
』
に
福
沢
諭
吉
の
宗
教
観
が
如
実
に
現
れ
て
い
る
こ

（
吃
）

と
は
、
既
に
幾
度
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
が
「
宇

宙
」
「
天
道
」
「
宗
教
」
と
い
う
一
般
的
な
用
語
を
多
用
し
て
い
た
り
、

念
仏
も
寺
も
不
要
だ
と
述
べ
て
い
る
た
め
、
晩
年
に
は
通
仏
教
的
か

つ
彼
独
自
の
宗
教
的
世
界
観
を
形
成
す
る
に
い
た
っ
た
と
さ
れ
て
い

（
旧
）

る
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
彼
の
宗
教
観
は
そ
の
多
く
を
真
宗
に
負
っ

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
す
で
に
ふ
れ
て
お
い
た
と
お
り
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
こ
と
は
、
彼
の
思
考
法
の
中
に
み
ら
れ
る
道

徳
重
視
、
す
な
わ
ち
「
真
俗
二
諦
」
的
な
あ
り
方
を
探
る
こ
と
で
あ

ブ
（
》
Ｏ

一
八
九
九
年
に
刊
行
し
た
『
福
翁
自
伝
』
の
末
尾
で
、
福
沢
は
次

を
と
り
あ
げ
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
福
沢
の
宗
教
的
道
徳
論
を
論
じ
る
。

続
い
て
福
沢
よ
り
ほ
ぼ
一
世
代
年
の
若
い
今
村
と
清
沢
に
つ
い
て
、

一
九
世
紀
末
か
ら
二
○
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
彼
ら
の
言
説
を
振
り

返
る
。
第
二
章
で
清
沢
、
第
三
章
で
今
村
の
宗
教
的
道
徳
論
を
そ
れ

ぞ
れ
と
り
あ
げ
る
。
第
四
章
で
福
沢
、
今
村
、
清
沢
の
宗
教
的
道
徳

論
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
構
造
を
も
ち
、
三
者
は
ど
の
よ
う
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
示
し
て
い
る
。
お
わ
り
に
、
彼
ら
の
宗
教
的

道
徳
論
が
提
示
し
た
問
題
に
つ
い
て
ま
と
め
た
。

一
『
福
翁
百
話
』
に
み
ら
れ
る
宗
教
的
道
徳
論
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の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
私
の
生
涯
の
中
に
出
来
し
て
み
た
い
と

思
ふ
所
は
、
全
国
男
女
の
気
品
を
次
第
々
々
に
高
尚
に
導
い
て
真
実

文
明
の
名
に
槐
か
し
ぐ
な
い
や
う
に
す
る
事
と
、
仏
法
に
て
も
耶
蘇

教
に
て
も
執
れ
に
て
も
宜
し
い
、
之
を
引
立
て
、
多
数
の
民
心
を
和

ら
げ
る
や
う
に
す
る
事
と
、
大
に
金
を
投
じ
て
有
形
無
形
、
高
尚
な

（
Ｍ
）

る
学
理
を
研
究
さ
せ
る
や
う
に
す
る
事
と
、
凡
そ
此
三
ケ
条
で
す
」
。

周
知
の
よ
う
に
『
福
翁
自
伝
』
は
、
彼
の
思
想
形
成
や
「
文
明
」

観
を
同
時
代
の
歴
史
的
文
脈
の
中
で
語
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
上
記

の
「
三
ケ
条
」
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
『
福
翁
自
伝
』
の
少

し
以
前
に
刊
行
さ
れ
た
『
福
翁
百
話
』
に
お
い
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
三
点
に
要
約
さ
れ
る
と
い
う
彼
の
生
涯
を
か
け
て
の

活
動
を
、
彼
自
身
「
文
明
門
」
と
名
付
け
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
こ

の
「
文
明
門
」
と
い
う
、
彼
の
多
彩
な
活
動
を
推
進
さ
せ
た
思
想
的

基
盤
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
探
る
こ
と
に

焦
点
を
当
て
る
。
特
に
二
点
目
の
、
宗
教
を
「
引
き
立
て
て
」
い
き

た
い
と
願
う
、
彼
の
宗
教
へ
の
期
待
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
よ
う
。

（
脂
）

『
福
翁
百
話
』
に
お
い
て
、
彼
は
科
学
的
法
則
へ
の
信
頼
を
前
提

に
し
た
「
宇
宙
」
論
を
展
開
す
る
。
宇
宙
は
広
大
無
辺
、
そ
の
構
造

は
綴
密
で
し
か
も
こ
れ
を
支
配
す
る
「
一
定
不
変
の
規
則
」
が
あ
り
、

人
知
を
も
っ
て
推
し
量
る
こ
と
の
出
来
な
い
「
不
可
思
議
」
で
あ
る
。

故
に
「
思
議
す
可
ら
ざ
る
を
思
議
し
想
像
す
れ
ば
、
唯
ま
す
ま
す
人

智
の
薄
弱
な
る
を
発
明
す
る
の
み
」
と
述
べ
、
宇
宙
そ
の
も
の
を
「
思

議
」
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
宇
宙
の
法
則
を
利
用
し
て
人
知
を
進

歩
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
「
些
々
た
る
人
間
な
ど
の
臓
着
」
を
許
さ

な
い
「
天
道
」
に
対
し
、
人
間
の
存
在
は
有
限
で
、
き
わ
め
て
微
小

で
卑
俗
な
存
在
に
た
と
え
ら
れ
る
。
「
人
生
は
見
る
影
も
な
き
蛆
虫

に
等
し
く
、
朝
の
露
の
乾
く
間
も
な
き
五
十
年
か
七
十
年
の
間
を
戯

れ
て
過
ぎ
逝
く
ま
で
の
こ
と
」
、
と
。
あ
る
い
は
、
宇
宙
に
比
べ
れ

ば
地
球
は
「
大
海
に
浮
べ
る
芥
子
の
一
粒
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
人
間

は
「
溜
り
水
に
浮
沈
す
る
孑
孑
」
に
等
し
く
、
「
無
智
無
力
見
る
影

も
な
き
蛆
虫
同
様
の
小
動
物
」
だ
と
さ
れ
る
。

し
か
し
「
蛆
虫
」
と
い
え
ど
も
他
の
「
蛆
虫
」
た
ち
と
雑
居
し
て

社
会
を
形
成
し
て
お
り
、
「
蛆
虫
な
り
と
て
決
し
て
自
か
ら
軽
ん
ず

可
ら
ず
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
「
蛆
虫
」
と
い
う
卑
小
な
自
己
規
定

と
同
時
に
、
「
蛆
虫
な
が
ら
も
相
応
の
覚
悟
な
き
を
得
ず
」
と
い
う
「
蛆

虫
」
の
意
地
を
み
せ
る
。
そ
の
「
覚
悟
」
と
は
「
人
生
本
来
戯
と
知

り
な
が
ら
、
此
一
場
の
戯
を
戯
と
せ
ず
し
て
恰
も
真
面
目
に
勤
め
、

貧
苦
を
去
て
冨
楽
に
志
し
、
同
類
の
邪
魔
せ
ず
し
て
自
か
ら
安
楽
を

求
め
、
五
十
七
十
の
寿
命
も
永
き
も
の
と
思
ふ
て
、
父
母
に
事
へ
夫

婦
相
親
し
み
、
子
孫
の
計
を
為
し
又
戸
外
の
公
益
を
謀
り
、
生
涯
一

点
の
過
失
な
か
ら
ん
こ
と
に
心
掛
る
こ
そ
蛆
虫
の
本
分
な
れ
」
と
い

う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
福
沢
に
は
一
種
の
無
常
観
の
あ
る
こ
と
が
み
て
と

れ
よ
う
。
現
実
の
日
本
国
家
に
お
け
る
大
変
革
を
目
の
当
た
り
に
し
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て
き
た
彼
に
と
っ
て
は
、
「
人
生
は
見
る
影
も
な
き
蛆
虫
」
と
嘆
じ

ら
れ
る
の
も
当
然
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
注
目

す
べ
き
は
、
彼
は
現
世
の
無
常
を
超
え
て
常
な
る
世
界
を
希
求
す
る

こ
と
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
世
間
虚
仮
」
と
い
う
無
常
は

実
体
験
か
ら
し
て
も
信
じ
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
「
唯
仏
是
真
」
と
い

う
宗
教
的
真
理
の
探
究
へ
と
進
む
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
関
係
を
図
式
的
に
示
す
と
、
「
世
間
虚
仮
」
で
あ
り
無
常
な

の
だ
か
ら
人
生
は
「
戯
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
人
間
の
心
掛
け
は
浮

き
世
を
軽
く
視
て
熱
心
に
過
ぎ
ざ
る
」
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
こ
の

「
浮
き
世
を
軽
く
視
る
の
は
心
の
本
体
」
で
あ
り
、
そ
の
「
心
」
の

働
き
が
浮
き
世
で
の
人
間
の
活
動
を
活
発
な
も
の
に
さ
せ
て
い
る
。

つ
ま
り
「
事
物
の
一
方
に
凝
り
固
ま
り
て
念
々
忘
る
、
こ
と
能
は
ず
、

遂
に
は
其
事
柄
の
軽
重
を
視
る
の
明
を
失
ふ
て
、
唯
一
筋
に
我
重
ん

ず
る
所
を
重
ん
じ
」
る
よ
う
な
態
度
を
避
け
、
失
敗
し
て
も
思
い
切

っ
て
新
た
な
決
断
が
で
き
、
次
へ
と
進
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

一
方
、
人
生
は
一
時
の
戯
れ
に
過
ぎ
な
い
か
ら
死
も
ま
た
恐
る
る

に
足
ら
な
い
と
い
い
な
が
ら
、
渡
世
に
あ
た
っ
て
は
「
生
を
愛
し
死

を
悪
」
む
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
人
情
の
常
」
と
し
て
当
然
だ
と

述
べ
て
い
る
。
こ
の
表
現
は
『
歎
異
抄
』
の
逆
説
的
な
一
節
を
想
起

さ
せ
よ
う
。
第
九
章
に
あ
る
、
念
仏
を
称
え
て
も
一
向
に
往
生
し
た

（
肥
）

い
と
思
え
な
い
と
、
弟
子
の
唯
円
が
親
鷲
に
訴
え
た
箇
所
で
あ
る
。

し
か
し
、
娑
婆
が
名
残
惜
し
く
思
え
て
も
縁
が
尽
き
た
と
き
に
浄

土
へ
は
行
く
も
の
だ
と
親
鷲
は
答
え
た
の
に
対
し
て
、
福
沢
は
死
へ

の
恐
れ
を
論
じ
て
も
浄
土
往
生
に
つ
い
て
は
一
切
ふ
れ
て
い
な
い
。

つ
ま
り
、
彼
は
人
知
を
超
え
た
無
辺
広
大
な
存
在
を
前
提
と
し
て
い

る
の
で
、
自
己
を
「
蛆
虫
」
や
「
孑
孑
」
の
よ
う
な
有
限
な
存
在
で

あ
る
と
自
覚
す
る
の
だ
が
、
「
浮
き
世
」
の
中
で
有
限
な
が
ら
に
活

動
し
、
自
然
科
学
の
法
則
を
知
力
の
限
り
研
究
し
て
人
間
生
活
の
向

上
に
役
立
て
て
い
こ
う
と
い
う
人
間
中
心
主
義
が
顕
著
な
の
で
あ
る
。

例
え
ば
福
沢
は
、
も
し
も
道
徳
的
に
潔
白
な
僧
侶
の
説
教
に
衆
生
が

ま
じ
め
に
答
え
て
、
文
字
通
り
善
男
善
女
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
な
ら
、

「
一
国
は
坊
主
と
尼
と
の
群
集
」
と
な
り
、
「
頗
る
淋
し
き
次
第
」
と

な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
衆
生
は
容
易
に
法
門
に
入
ろ
う
と
せ
ず
、
「
自

身
の
煩
悩
を
卿
ち
つ
、
円
満
に
至
る
を
得
ず
し
て
中
途
に
街
復
す
る

こ
そ
幸
な
れ
」
と
述
べ
て
い
る
。

宗
教
的
教
義
と
世
俗
的
通
念
の
「
中
途
に
街
復
す
る
」
こ
と
を
肯

定
す
る
主
張
か
ら
、
彼
が
な
ぜ
宗
教
は
道
徳
の
源
泉
で
あ
る
べ
き
だ

と
い
う
宗
教
観
を
も
つ
に
い
た
っ
た
の
か
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
と

い
う
の
も
繰
り
返
す
が
、
彼
は
人
知
を
超
越
し
た
絶
対
的
存
在
の
意

義
を
認
め
な
が
ら
も
、
そ
の
主
要
な
関
心
は
あ
く
ま
で
人
間
の
方
に

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
社
会
に
お
け
る
活
動
に
焦
点
を
絞
っ
た
以

上
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
社
会
の
中
に
い
か
に
し
て
一
定
の
秩
序

を
保
つ
か
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
道
徳
と
は
人
と
人
と
相
対
し
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宗
教
に
近
づ
き
つ
つ
、
最
終
的
に
は
そ
の
一
歩
手
前
で
逵
巡
し
て

い
る
福
沢
に
お
い
て
は
、
宗
教
と
道
徳
が
未
分
化
で
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
自
ら
の
立
場
を
「
文
明
門
」
で
あ
る

と
規
定
し
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
よ
う
。
し
か
し
自
覚
的
に
「
浄

（
Ⅳ
）

士
門
」
の
仏
教
と
向
き
合
っ
た
清
沢
や
今
村
に
は
、
こ
の
よ
う
な
態

度
は
宗
教
と
い
う
門
を
く
ぐ
ら
な
か
っ
た
と
み
な
さ
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
清
沢
か
ら
み
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

渭
沢
は
仏
教
者
が
貴
ぶ
べ
き
態
度
に
つ
い
て
、
一
八
九
八
年
の
「
仏

て
後
の
沙
汰
」
で
あ
る
。
如
何
な
る
悪
人
で
も
自
分
に
対
し
て
悪
行

や
不
正
が
行
わ
れ
る
の
を
好
ま
な
い
の
だ
か
ら
、
善
悪
の
区
別
は
「
詐

欺
師
盗
賊
に
て
も
」
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
社
会
が

複
雑
に
な
る
に
従
っ
て
、
宗
教
に
よ
る
道
徳
教
化
が
必
要
と
な
っ
て

く
る
。
そ
の
方
法
は
「
先
づ
人
の
信
心
を
固
う
し
、
宗
祖
の
教
と
称

し
天
の
福
音
と
唱
へ
、
一
向
一
心
に
善
に
向
は
し
む
る
の
方
便
を
説

く
」
も
の
で
あ
り
、
福
沢
は
こ
れ
を
「
凡
俗
社
会
」
の
感
化
に
と
っ

て
「
至
極
の
妙
法
」
と
賞
賛
し
て
い
る
。
そ
れ
は
宗
教
の
教
え
が
「
道

理
の
上
よ
り
善
悪
の
標
準
を
定
め
」
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
自
分
は

「
今
の
所
謂
宗
教
」
と
呼
ば
れ
る
既
成
宗
教
は
信
じ
な
い
け
れ
ど
も
、

「
宗
教
の
利
益
」
を
論
じ
て
い
る
の
は
こ
の
た
め
だ
と
述
べ
て
い
る
。

二
清
沢
満
之
の
宗
教
的
道
徳
論

教
者
蓋
自
重
乎
」
の
中
で
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
心
塵
俗
の
外
に

出
て
て
差
別
を
平
等
の
上
に
観
る
と
と
も
に
、
身
は
塵
俗
の
裏
に
入

り
て
平
等
を
差
別
の
間
に
眺
め
、
以
て
済
世
利
生
の
事
を
行
う
…
唯

夫
れ
差
別
を
平
等
の
上
に
観
る
、
是
故
に
法
界
唯
理
の
一
を
楽
し
む

と
雛
ど
も
、
其
間
国
家
あ
り
社
会
あ
り
人
倫
あ
り
、
歴
然
と
し
て
自

他
親
疎
の
別
の
存
す
る
を
認
む
る
な
り
…
又
能
く
平
等
を
差
別
の
間

に
眺
む
、
是
故
に
世
間
万
差
の
相
を
見
る
と
誰
ど
も
、
能
く
執
着
を

（
肥
）

脱
し
貧
欲
を
離
れ
て
四
海
の
人
を
愛
す
る
な
り
」
、
と
。
深
山
で
ひ

と
り
修
行
に
明
け
暮
れ
る
宗
教
者
の
態
度
で
は
な
く
、
宗
教
的
立
場

に
立
ち
つ
つ
、
世
俗
社
会
と
交
わ
る
宗
教
者
の
あ
り
方
だ
と
い
え
よ

う
。
つ
ま
り
、
宗
教
的
真
理
は
世
俗
社
会
と
無
縁
な
抽
象
的
理
念
で

は
な
く
、
世
俗
社
会
に
お
い
て
活
用
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
一
種
の

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
が
み
て
と
れ
よ
う
。
こ
れ
を
清
沢
は
、
「
仏
者

は
同
時
に
二
種
の
世
界
に
住
す
る
者
た
る
を
要
す
」
と
も
述
べ
て
い

ブ
（
》
○

ま
た
渭
沢
は
、
一
八
九
八
年
に
書
い
た
「
仏
教
の
効
果
は
消
極
的

（
聰
）

な
る
か
」
と
い
う
論
説
の
中
で
、
「
仏
教
の
宣
言
は
慈
悲
に
あ
り
救

済
に
あ
り
転
迷
開
悟
に
あ
り
、
是
れ
豈
積
極
的
の
至
極
な
ら
ず
や
」
、

と
仏
教
の
社
会
的
役
割
を
主
張
し
つ
つ
、
そ
の
活
動
の
根
拠
は
あ
く

ま
で
宗
教
に
根
ざ
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
調
し
て
い
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
「
我
国
近
時
の
国
家
至
上
主
義
論
者
」
が
主
張
す
る
、

過
去
の
建
国
当
時
に
「
活
動
の
本
元
」
を
お
く
立
場
や
、
未
来
に
「
進
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化
の
極
致
あ
り
」
と
す
る
立
場
は
、
結
局
は
「
道
徳
論
者
の
説
」
で

あ
る
と
一
括
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
福
沢
の
よ
う
な

未
来
に
理
想
的
文
明
社
会
の
姿
を
想
定
す
る
立
場
も
ま
た
、
「
道
徳

論
者
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
清
沢
に
よ
れ
ば
こ
れ
ら
は
「
畢
寛

一
種
感
情
的
の
妄
断
」
で
し
か
な
い
。
と
い
う
の
も
、
過
去
の
「
天

帝
」
を
妄
想
し
た
り
識
者
哲
人
の
説
に
従
う
に
し
ろ
、
各
人
の
好
み

に
よ
っ
て
偏
差
が
生
じ
て
し
ま
い
、
そ
こ
に
は
「
合
理
的
普
遍
的
な

る
上
下
善
悪
の
標
準
」
が
見
い
だ
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
そ

の
普
遍
的
な
「
標
準
」
を
ど
こ
に
見
い
だ
す
の
か
と
い
う
と
、
「
絶

対
無
限
に
体
達
せ
し
む
る
も
の
」
を
善
と
し
、
「
之
に
背
向
す
る
も

の
は
悪
」
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
過
去
や
未
来
に
「
完

全
世
界
を
推
想
し
て
進
化
退
化
を
説
く
べ
き
に
あ
ら
ず
」
と
さ
れ
る
。

過
去
や
未
来
に
規
範
を
求
め
よ
う
と
す
る
「
道
徳
論
」
は
現
在
の
社

会
を
相
対
化
す
る
け
れ
ど
も
、
時
間
的
に
前
後
し
て
い
る
と
い
う
だ

け
で
あ
り
、
「
相
対
有
限
」
の
範
囲
に
と
ど
ま
っ
た
議
論
だ
と
い
う

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
福
沢
と
対
照
的
に
、
絶
対
的
存
在
に

「
体
達
せ
し
む
る
」
こ
と
を
何
よ
り
も
重
視
す
べ
き
だ
と
す
る
清
沢
が
、

そ
の
最
晩
年
に
は
宗
教
と
道
徳
は
全
く
異
質
な
も
の
で
あ
る
と
断
言

す
る
に
至
る
の
も
、
当
然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。
例
え
ば
、
彼
は
晩

年
の
論
文
「
宗
教
的
道
徳
（
俗
諦
）
と
普
通
道
徳
と
の
交
渉
」
で
、

次
の
よ
う
に
宗
教
と
道
徳
の
区
別
を
明
確
に
し
て
い
る
。
「
俗
諦
の

（
理
）

ハ
ワ
イ
に
渡
っ
て
以
後
、
今
村
は
「
世
を
離
れ
て
世
に
処
せ
よ
」

と
題
し
た
論
説
で
、
世
を
離
れ
て
世
に
処
す
と
い
う
こ
と
を
次
の
よ

う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
身
は
熱
界
の
俗
塵
に
交
り
て
千
変
万
化
、

波
動
に
浮
沈
す
と
雛
、
心
は
超
然
と
し
て
世
外
に
立
ち
、
小
利
小
欲

の
奴
隷
と
な
ら
ず
し
て
世
の
中
の
真
相
を
監
察
す
る
こ
と
が
出
来
る

余
裕
を
修
養
せ
よ
」
、
と
。
ま
た
彼
は
「
世
の
中
は
軽
く
見
る
の
が

肝
要
」
と
も
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
を
教
え
る
の
が
「
真
宗
の

教
を
以
て
積
極
的
に
人
道
を
守
ら
し
む
る
も
の
で
あ
る
と
か
、
国
家

社
会
を
益
す
る
も
の
で
あ
る
と
か
云
ふ
様
に
思
ふ
は
大
な
る
見
当
違

ひ
で
あ
る
。
勿
論
王
法
を
本
と
し
、
仁
義
を
先
と
し
て
教
ら
る
れ
は

幾
何
其
実
効
を
為
す
こ
と
も
あ
れ
と
も
、
其
は
寧
ろ
付
け
た
り
の
事

で
、
其
よ
り
は
其
実
行
の
出
来
な
く
な
っ
た
所
以
上
の
教
の
主
要
で

あ
る
…
宗
教
的
部
分
が
本
趣
意
で
あ
る
の
に
其
附
属
た
る
道
徳
的
部

（
釦
）

分
が
珍
重
せ
ら
る
、
の
で
あ
る
か
ら
変
な
訳
合
で
あ
る
」
、
と
。
本

稿
で
は
こ
れ
以
上
詳
し
く
ふ
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
彼
が
こ
の
よ
う
に

述
べ
た
当
時
の
「
俗
諦
」
の
具
体
的
内
容
が
、
「
教
育
勅
語
」
と
同

じ
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
を
鑑
み
れ
脳
、
こ
れ
は
宗
教
の
立
場
か
ら
道

徳
を
振
り
捨
て
た
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
宗
教
を
政
治
か
ら

切
り
離
す
意
味
を
も
つ
発
言
で
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

三
今
村
惠
猛
の
宗
教
的
道
徳
論
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真
俗
二
諦
の
教
義
」
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
「
心
を
仏
地
に

樹
て
」
、
世
の
俗
事
や
「
汚
塵
」
に
汚
さ
れ
な
い
境
位
に
達
す
る
の

が
「
世
を
離
れ
た
る
姿
」
で
あ
る
。
こ
の
境
位
に
心
を
安
住
さ
せ
て
、

「
各
自
其
職
業
に
従
事
す
る
」
こ
と
で
、
「
実
に
愉
快
に
活
溌
に
世
を

渡
る
」
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
さ
き
に
引
用
し
た
清
沢
の
文
章
と
近

似
し
た
表
現
を
用
い
て
い
る
が
、
今
村
に
も
宗
教
を
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ

ッ
ク
な
も
の
と
み
る
視
点
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

じ
じ
っ
、
の
ち
に
彼
は
、
ウ
ィ
リ
ァ
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
ジ
ョ
ン
・

デ
ュ
ウ
ィ
ー
と
い
う
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
哲
学
の
巨
星
に
、
大
い
に

（
羽
）

敬
服
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
真
俗
二
諦
」
の
世
俗
社
会
に
お
け
る
効
用
を
論
じ

（
別
）

る
一
方
で
、
彼
は
「
我
が
邦
の
精
神
界
」
と
い
う
論
説
に
お
い
て
、

次
の
よ
う
に
宗
教
的
信
仰
の
重
要
性
を
論
じ
て
い
る
。
「
世
に
は
科

学
や
哲
学
を
以
て
一
切
を
説
明
し
尽
す
と
偏
執
し
、
宗
教
的
信
仰
の

不
可
能
を
認
む
る
一
派
あ
り
と
錐
も
、
科
学
研
究
の
範
囲
は
如
何
に

拡
張
す
る
も
、
哲
学
の
討
尋
幾
多
の
根
本
原
理
を
考
定
す
る
も
、
科

学
や
哲
学
に
て
は
到
底
堅
固
の
信
念
を
与
ふ
る
能
は
ず
」
。

し
か
し
、
い
っ
た
ん
こ
の
「
堅
固
の
信
念
」
が
得
ら
れ
た
な
ら
ば
、

今
日
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宗
教
を
歴
史
的
に
研
究
し
た

り
、
自
由
に
批
評
す
る
こ
と
は
大
い
に
歓
迎
す
る
べ
き
だ
と
今
村
は

述
べ
る
。
と
い
う
の
も
、
現
代
は
様
々
な
宗
教
や
科
学
的
思
想
が
混

在
す
る
時
代
で
あ
り
、
人
々
は
そ
の
中
か
ら
適
当
な
も
の
を
「
選
択
」

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
批
評
的
研

究
に
よ
っ
て
打
破
さ
れ
る
よ
う
な
信
仰
な
ら
、
そ
れ
は
「
堅
固
の
信

念
に
あ
ら
ざ
る
證
に
し
て
迷
信
の
一
」
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ

か
ら
の
社
会
に
お
い
て
は
、
「
背
理
的
宗
教
は
科
学
的
素
養
あ
る
階

級
に
は
容
れ
ら
れ
ず
、
独
断
説
を
主
張
す
る
保
守
的
宗
教
は
常
識
者

の
信
仰
だ
も
繋
ぐ
能
は
ざ
る
」
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
宗
教
を
同
時
代
の
思
潮
に
即
し
て
変
革
し
て
い
く

べ
き
だ
と
す
る
歴
史
主
義
は
、
『
文
明
論
之
概
略
』
に
典
型
的
に
み

ら
れ
た
福
沢
の
宗
教
観
と
の
関
連
で
注
目
さ
れ
る
。
例
え
ば
福
沢
の
、

次
の
言
葉
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
彼
は
い
う
、
「
宗
教
は
文
明
進
歩
の

（
弱
）

度
に
従
て
其
趣
を
変
ず
る
も
の
な
り
」
。
だ
が
今
村
は
、
歴
史
主
義

に
立
ち
、
科
学
的
知
識
と
信
仰
は
調
和
す
る
も
の
だ
と
し
な
が
ら
も
、

福
沢
と
違
っ
て
科
学
や
哲
学
よ
り
も
ま
ず
、
信
仰
を
重
視
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

一
方
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
今
村
が
宗
教
と
科
学
は
調
和
し

う
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
「
所
謂
新
仏
徒
」
の
主
張
に
は
に
わ
か

に
賛
同
し
が
た
い
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
近
代
日
本
仏
教
史

の
先
行
業
績
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
雑
誌
『
新
仏
教
』
同
人
の
「
新

仏
教
徒
同
志
会
」
は
、
清
沢
率
い
る
「
精
神
界
』
同
人
の
「
浩
々
洞
」

と
並
ん
で
青
年
仏
教
徒
に
よ
る
代
表
的
団
体
で
あ
る
が
、
前
者
が
初

期
社
会
主
義
に
共
鳴
し
て
い
た
り
社
会
運
動
に
重
き
を
お
く
の
に
対

（
妬
）

し
て
、
後
者
は
信
仰
を
重
視
す
る
と
い
う
違
い
が
み
ら
れ
る
。
今
村
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で
は
、
仏
教
的
教
義
に
基
づ
い
た
道
徳
的
あ
り
方
と
は
、
ど
の
よ

（
”
）

う
な
も
の
か
。
一
九
一
八
年
の
著
作
『
仏
教
よ
り
観
た
る
民
本
主
義
』

か
ら
、
今
村
の
「
仏
性
」
論
を
取
り
あ
げ
て
お
こ
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、

人
間
は
そ
の
出
自
や
能
力
な
ど
一
切
の
属
性
と
無
関
係
に
、
全
く
平

等
に
阿
弥
陀
仏
の
救
済
に
あ
ず
か
り
う
る
。
そ
の
救
済
は
阿
弥
陀
仏

か
ら
与
え
ら
れ
た
信
心
に
よ
る
た
め
、
誰
で
も
平
等
と
な
る
。
そ
れ

と
と
も
に
、
信
心
を
得
た
人
は
仏
と
な
る
可
能
性
を
も
つ
（
仏
性
を

も
つ
）
か
ら
、
容
易
に
善
悪
の
判
断
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
阿
弥
陀

仏
か
ら
得
た
信
心
で
あ
る
か
ら
、
善
行
は
当
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
道
徳
は
世
俗
的
道
徳
と
は
異
な
り
、
信
心
に
裏
付
け
ら
れ
た
宗
教

的
道
徳
と
よ
ぶ
べ
き
内
容
で
あ
り
、
寛
容
と
理
解
、
平
等
性
を
最
も

重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
宗
教
的
道
徳
の
実
践
を
今
村
が
強
く
提
唱
し
て
い
た

背
景
に
は
、
当
時
の
ハ
ワ
イ
日
系
人
社
会
を
取
り
巻
く
状
況
が
、
き

わ
め
て
人
種
的
・
宗
教
的
偏
見
に
み
ち
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
紙

数
の
関
係
上
こ
れ
以
上
ふ
れ
な
い
が
、
こ
の
著
書
は
第
一
次
世
界
大

戦
の
さ
な
か
に
執
筆
さ
れ
、
「
四
海
同
胞
」
の
精
神
の
帰
結
と
し
て
「
仏

が
社
会
運
動
の
方
に
重
き
を
お
く
新
仏
教
徒
に
は
懐
疑
的
だ
と
し
な

が
ら
、
渭
沢
の
論
説
に
近
い
内
容
の
主
張
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
重

要
で
あ
る
。
今
村
の
こ
う
し
た
清
沢
へ
の
敬
慕
の
念
は
、
先
ほ
ど
の

今
村
の
論
説
と
清
沢
の
論
説
が
内
容
的
に
似
て
い
た
こ
と
か
ら
も
そ

の
理
由
が
う
か
が
え
よ
う
。

宗
教
と
道
徳
の
相
関
関
係
に
つ
い
て
、
三
者
の
認
識
の
仕
方
を
図

式
的
に
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
福
沢
は
宗
教
の
社
会
的
効
用

を
何
よ
り
重
視
す
る
の
で
、
道
徳
の
比
重
が
大
変
大
き
い
。
今
村
は

福
沢
よ
り
も
宗
教
的
信
仰
を
重
視
す
る
た
め
に
、
宗
教
的
信
仰
に
支

え
ら
れ
た
道
徳
を
主
張
し
、
宗
教
の
比
重
は
道
徳
よ
り
も
大
き
い
が
、

道
徳
の
役
割
を
否
定
す
る
ほ
ど
で
は
な
い
。
清
沢
は
宗
教
の
比
重
が

極
め
て
大
き
く
、
道
徳
は
「
絶
対
無
限
」
と
い
う
宗
教
的
超
越
者
（
阿

弥
陀
仏
）
と
の
関
係
に
お
い
て
だ
け
存
在
意
義
が
あ
る
の
だ
と
い
う

認
識
が
あ
り
、
晩
年
に
な
る
と
宗
教
と
道
徳
は
全
く
別
物
だ
と
断
言

す
る
ま
で
に
至
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
今
村
は
、
道
徳
重
視
の
福
沢
と

信
仰
重
視
の
清
沢
と
の
中
間
に
位
置
す
る
の
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。

同
じ
宗
教
的
立
場
に
立
つ
清
沢
と
今
村
の
問
に
、
道
徳
に
対
す
る

見
解
の
相
違
が
み
ら
れ
る
の
は
、
す
で
に
み
て
き
た
と
お
り
だ
が
、

こ
こ
で
も
う
一
度
整
理
し
て
お
こ
う
。
清
沢
は
道
徳
そ
の
も
の
に
疑

義
を
は
さ
ん
だ
の
だ
が
、
今
村
は
む
し
ろ
道
徳
の
あ
り
方
を
問
う
た

の
で
あ
る
。
清
沢
が
道
徳
を
宗
教
に
と
っ
て
は
「
付
け
た
り
」
と
い

っ
て
憧
ら
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
今
村
は
終
生
道
徳
へ
の
期
待
を
も

教
は
強
く
戦
争
に
反
対
す
る
」
、
と
反
戦
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
記
し
て
お
く
。

四
宗
教
と
道
徳
の
相
関
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ち
続
け
た
こ
と
が
、
両
者
の
最
大
の
違
い
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
清
沢

は
人
間
が
道
徳
的
理
想
を
実
現
し
う
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
断

言
し
た
の
に
対
し
、
今
村
は
人
間
悪
を
凝
視
し
て
い
る
も
の
の
、
仏

性
と
い
う
、
い
わ
ば
仏
教
の
道
徳
的
理
想
を
信
奉
し
て
い
た
の
だ
と

い
巽
え
よ
毒
っ
。

今
村
に
よ
れ
ば
、
仏
教
の
「
理
想
」
と
は
「
自
己
の
生
活
の
中
に

（
犯
）

浄
土
を
実
現
す
る
こ
と
」
に
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
現
実
の
世
界
は

「
貧
富
・
賢
愚
・
善
悪
・
美
醜
」
と
い
っ
た
矛
盾
や
衝
突
に
満
ち
て

い
る
が
、
仏
国
士
に
お
い
て
は
一
切
の
差
別
や
対
立
、
矛
盾
が
止
揚

さ
れ
、
調
和
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
光
明
と
尊
厳
と
仁
慈
と
正

義
と
自
由
と
平
和
と
活
動
と
乃
至
一
切
の
善
美
な
る
無
量
の
功
徳
」

が
具
わ
っ
た
、
理
想
的
世
界
を
自
ら
の
「
胸
奥
に
認
得
す
る
」
よ
う

に
な
る
と
、
人
は
そ
れ
を
た
だ
個
人
的
の
も
の
に
と
ど
め
る
こ
と
が

で
き
ず
、
「
全
世
界
が
転
じ
て
弥
陀
の
浄
土
と
化
る
ま
で
は
静
止
す

る
こ
と
が
出
来
な
」
く
な
る
と
、
仏
教
の
理
想
が
社
会
性
を
も
っ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
力
説
す
る
。
経
典
に
あ
る
、
本
願
を
立
て
た
法

蔵
菩
薩
（
阿
弥
陀
仏
に
な
る
前
の
修
行
中
の
姿
）
の
物
語
は
お
と
ぎ
話
で

は
な
く
、
本
願
は
「
一
切
の
人
類
に
対
す
る
彼
の
無
量
の
慈
悲
」
の

た
め
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
我
々
は
苦
悩
と
対
立
の
世

界
に
沈
潜
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
理
想
の
楽
土
を
望
み
：
・
其

を
人
生
の
中
に
実
現
」
す
る
べ
き
で
あ
る
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
「
理
想
」
の
浄
土
を
現
世
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
プ

ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
宗
教
観
は
、
例
え
ば
さ
き
に
み
た
清
沢
の
論
説

「
仏
教
者
蓋
自
重
乎
」
に
も
う
か
が
え
る
特
徴
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
福
沢
諭
吉
が
、
今
日
の
宗
教
家
が
な
す
べ
き
は
天
国
や
極
楽
を

説
教
す
る
よ
り
も
、
ま
ず
「
現
在
の
生
活
を
極
楽
に
せ
ざ
る
べ
か
ら

（
調
）ず

」
と
、
い
わ
ば
現
世
の
極
楽
化
に
い
そ
し
む
こ
と
を
勧
め
て
い
た

こ
と
も
、
想
起
さ
れ
よ
う
。

し
か
し
こ
こ
で
と
く
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
福
沢
が
宗
教
の

社
会
的
効
用
ば
か
り
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
い
わ
ば
「
真
諦
」
を
放

棄
す
る
か
の
如
き
言
説
を
述
べ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
そ
れ

は
、
日
清
戦
争
勃
発
後
の
一
八
九
四
年
九
月
三
○
日
付
の
『
時
事
新

（
鋤
）

報
』
社
説
「
宗
教
の
効
能
」
に
み
ら
れ
る
。
彼
は
た
だ
一
度
で
あ
る

が
、
東
西
本
願
寺
法
主
の
役
割
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
法
主

ら
は
「
我
軍
隊
の
出
陣
を
聞
き
、
兵
営
所
在
の
地
を
巡
回
し
て
親
し

く
兵
士
に
面
し
」
、
国
家
の
た
め
に
身
を
捧
げ
る
の
は
「
宗
教
の
本
旨
」

で
あ
る
こ
と
を
懇
々
と
説
い
て
い
る
。
そ
も
そ
も
真
宗
門
徒
は
法
主

を
生
き
仏
の
如
く
仰
い
で
お
り
、
「
本
山
の
為
め
と
あ
れ
ば
財
産
生

命
を
も
愛
し
ま
ざ
る
程
の
次
第
」
で
あ
る
か
ら
、
法
主
の
懇
話
は
従

軍
兵
士
の
決
心
を
強
固
に
し
、
戦
地
で
「
非
常
の
効
用
」
を
あ
ら
わ

す
こ
と
だ
ろ
う
、
と
。

こ
の
発
言
を
「
真
俗
二
諦
」
風
に
説
明
す
れ
ば
、
福
沢
は
「
真
諦
」

の
意
義
を
認
め
つ
つ
も
、
「
俗
諦
」
重
視
の
姿
勢
も
ま
た
そ
れ
以
上

に
強
か
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
清
沢
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福
沢
諭
吉
、
清
沢
満
之
に
加
え
て
、
今
村
恵
猛
の
宗
教
的
道
徳
論

を
概
観
す
る
こ
と
で
、
近
代
仏
教
が
も
つ
一
つ
の
特
徴
が
明
ら
か
に

な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
浄
士
を
現
世
に
実
現
し
よ
う
と
す

る
動
き
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
宗
教
的
道
徳
が
個
人
の
行
う
べ
き
徳

目
と
し
て
よ
り
も
、
社
会
の
制
度
上
の
変
革
を
も
示
唆
す
る
、
一
種

の
社
会
倫
理
と
し
て
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ

萢
可
ノ
○

こ
の
社
会
倫
理
と
い
う
点
で
は
、
清
沢
よ
り
も
ハ
ワ
イ
の
今
村
の

方
が
よ
り
積
極
的
か
つ
、
実
践
に
裏
打
ち
さ
れ
た
発
言
を
行
っ
て
い

る
。
例
え
ば
今
村
は
、
み
ず
か
ら
信
ず
る
と
こ
ろ
と
反
対
の
法
律
制

度
が
制
定
さ
れ
た
な
ら
ば
、
い
っ
た
ん
は
遵
法
者
に
な
ら
ね
ば
な
ら

は
、
教
団
が
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
従
軍
布
教
に
批
判
的
で
あ

っ
た
。
今
村
も
ま
た
、
反
戦
思
想
を
強
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
違
い
が
生
じ
る
の
は
、
今
村
と
清
沢
が
「
真
諦
」
と
は
何
で
あ
る

か
を
明
確
に
認
識
し
て
い
た
の
に
対
し
、
福
沢
は
宗
教
を
道
徳
に
解

消
す
る
よ
う
な
常
識
的
理
解
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ

る
。
先
述
の
今
村
の
言
葉
を
か
り
れ
ば
、
「
自
己
の
生
活
の
中
に
浄

土
を
実
現
す
る
」
と
い
う
、
い
わ
ば
社
会
性
を
も
っ
た
「
真
諦
」
が

今
村
と
清
沢
の
活
動
の
本
源
で
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

な
い
が
、
そ
れ
と
同
時
に
「
自
己
の
所
信
に
適
合
す
る
法
律
制
度
の

（
訓
）

設
定
す
る
日
の
来
る
べ
く
」
、
合
理
的
手
段
を
用
い
て
い
く
べ
き
だ

と
述
べ
て
い
る
。
す
で
に
一
九
一
七
年
に
、
ハ
ワ
イ
の
日
本
語
学
校

教
員
五
名
が
ハ
ワ
イ
へ
の
上
陸
を
拒
絶
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
四
名

は
本
願
寺
系
の
日
本
語
学
校
に
着
任
予
定
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
今
村

は
、
ハ
ワ
イ
の
日
系
新
聞
社
長
の
牧
野
金
三
郎
と
協
議
し
て
、
差
し

止
め
申
請
を
行
う
ほ
か
、
ハ
ワ
イ
か
ら
大
陸
の
法
廷
に
ま
で
上
告
し

て
い
た
。
彼
が
「
自
己
の
所
信
」
に
そ
っ
た
法
律
制
度
の
改
定
を
求

め
る
文
章
を
書
い
て
い
た
当
時
は
、
合
衆
国
大
審
院
で
係
争
中
だ
っ

（
鉈
）

た
（
一
九
二
○
年
に
勝
訴
）
の
で
あ
る
。

以
上
、
近
代
日
本
仏
教
に
み
る
宗
教
と
道
徳
の
相
関
に
つ
い
て
、

日
本
国
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ハ
ワ
イ
に
ま
で
射
程
距
離
を
広
げ
て
考

察
を
試
み
た
。
そ
の
過
程
で
、
来
世
で
は
な
く
現
世
に
浄
土
を
実
現

し
よ
う
と
い
う
、
宗
教
的
立
場
に
立
っ
た
社
会
的
実
践
へ
の
道
が
示

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

註引
用
に
あ
た
っ
て
、
福
沢
諭
吉
の
文
章
は
す
べ
て
慶
應
義
塾
編
『
福
沢

諭
吉
全
集
』
全
一
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
’
一
九
六
四
年
を
用

い
た
。

（
１
）
今
村
に
つ
い
て
の
詳
細
な
考
察
は
、
筆
者
の
博
士
学
位
論
文
「
ア

メ
リ
カ
仏
教
の
誕
生
ｌ
今
村
恵
猛
論
ｌ
」
（
明
治
学
院
大
学
、
一
九
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九
九
年
）
を
参
照
。
な
お
本
稿
は
、
以
前
に
発
表
し
た
拙
稿
「
近
代

日
本
に
お
け
る
仏
教
の
自
己
変
革
ｌ
清
沢
満
之
の
教
団
改
革
運
動

Ｉ
」
（
『
宗
教
研
究
』
三
一
○
号
、
一
九
九
六
年
）
、
「
福
沢
諭
吉
の
宗

教
観
ｌ
真
宗
を
中
心
に
Ｉ
」
（
『
宗
教
研
究
』
三
一
八
号
、
一
九
九
八

年
）
と
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い
る
。

（
２
）
拙
稿
「
福
沢
諭
吉
の
宗
教
観
ｌ
真
宗
を
中
心
に
ｌ
」
を
参
照
。

（
３
）
福
沢
諭
吉
「
宗
教
の
説
」
（
慶
應
義
塾
編
『
福
沢
諭
吉
全
集
』

第
二
○
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
）
、
二
三
一
頁
。

（
４
）
小
泉
仰
「
啓
蒙
思
想
家
の
宗
教
観
」
（
比
較
思
想
史
研
究
会
編
『
明

治
思
想
家
の
宗
教
観
』
大
蔵
出
版
、
一
九
七
五
年
）
、
同
「
福
沢
諭

吉
と
宗
教
」
（
『
福
沢
諭
吉
年
鑑
』
二
一
、
一
九
九
四
年
）
な
ど
。

（
５
）
前
掲
拙
稿
。

（
６
）
徳
永
満
之
「
疑
を
質
す
」
（
『
反
省
雑
誌
』
第
八
年
第
二
号
、
一

八
九
三
年
）
、
同
「
法
話
」
（
『
反
省
雑
誌
』
第
八
年
第
三
号
、
第
四
号
、

第
五
号
、
一
八
九
三
年
）
・
満
之
は
、
の
ち
に
徳
永
か
ら
清
沢
に
改

姓
し
て
い
る
。
本
文
中
で
は
、
便
宜
上
清
沢
で
統
一
し
た
。

（
７
）
「
清
沢
藤
井
二
氏
の
計
音
に
接
し
て
所
懐
を
述
ぶ
」
（
『
同
胞
』

第
四
年
第
二
号
、
一
九
○
三
年
）
。

（
８
）
森
龍
吉
「
真
宗
教
団
改
革
の
二
形
態
」
（
『
森
龍
吉
著
作
選
集
ｌ

森
龍
吉
・
人
と
思
想
ｌ
』
東
洋
思
想
研
究
所
、
一
九
八
二
年
）
、
一

七
六
頁
。

（
９
）
拙
稿
「
近
代
日
本
に
お
け
る
仏
教
の
自
己
変
革
ｌ
清
沢
満
之
の

教
団
改
革
運
動
ｌ
」
（
『
宗
教
研
究
』
三
一
○
号
、
一
九
九
六
年
）
を

参
照
。

（
伽
）
紙
幅
の
都
合
か
ら
、
清
沢
ら
の
教
団
改
革
運
動
と
今
村
の
ハ
ワ

イ
で
の
教
団
改
革
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
別
に
論
じ
る
こ
と
と
し

た
い
。
な
お
、
戦
前
の
ハ
ワ
イ
本
派
本
願
寺
教
団
機
構
の
歴
史
的
変

遷
に
つ
い
て
は
中
野
毅
「
ハ
ワ
イ
日
系
教
団
の
形
成
と
変
容
１
本
派

本
願
寺
教
団
と
日
系
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
」
（
『
宗
教
研
究
』
二
四
八
号
、

一
九
八
一
年
）
を
参
照
。

（
Ⅱ
）
西
本
願
寺
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）
に
つ
い
て
は
、
本
願
寺
史

料
研
究
所
編
『
本
願
寺
史
』
第
三
巻
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
宗
務
所
、

一
九
六
九
年
、
一
八
一
頁
。
東
本
願
寺
（
真
宗
大
谷
派
）
に
つ
い
て

は
、
「
資
料
幕
末
維
新
の
宗
門
と
国
家
」
（
『
教
化
研
究
』
第
七
三
・

七
四
号
、
一
九
七
五
年
）
、
一
三
一
頁
を
参
照
。

危
）
小
泉
、
前
掲
論
文
、
家
永
三
郎
『
日
本
近
代
思
想
史
研
究
』
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
三
年
。

（
型
小
泉
、
前
掲
論
文
。

（
皿
）
福
沢
諭
吉
『
福
翁
自
伝
』
（
慶
應
義
塾
編
『
福
沢
諭
吉
全
集
』

第
七
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
）
、
二
六
○
頁
。

（
理
福
沢
諭
吉
『
福
翁
百
話
』
（
慶
應
義
塾
編
『
福
沢
諭
吉
全
集
』

第
六
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
）
、
二
○
七
’
三
八
○
頁
。

（
焔
）
『
歎
異
抄
』
（
金
子
大
栄
校
注
）
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
、
五

四
’
五
五
頁
。

（
Ⅳ
）
周
知
の
よ
う
に
、
法
然
は
そ
の
著
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
に
お

い
て
、
開
宗
に
あ
た
っ
て
浄
土
宗
を
「
浄
土
門
」
、
そ
れ
以
外
の
仏

教
を
「
聖
道
門
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
浄
士
真
宗
を
指
す
。

（
肥
）
清
沢
満
之
「
仏
教
者
蓋
自
重
乎
」
（
『
教
界
時
言
』
第
一
五
号
、

一
八
九
八
年
）
、
二
’
三
頁
。

（
岨
）
渭
沢
満
之
「
仏
教
の
効
果
は
消
極
的
な
る
か
」
（
『
無
尽
灯
』
第

三
巻
第
九
号
、
一
八
九
八
年
）
、
二
’
五
頁
、
同
「
仏
教
の
効
果
は

消
極
的
な
る
か
」
（
『
無
尽
灯
』
第
三
巻
第
一
○
号
、
一
八
九
八
年
）
、
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（
羽
）
今
村
、
『
仏
教
よ
り
観
た
る
民
本
主
義
』
、
二
七
頁
。

（
豹
）
福
沢
諭
吉
「
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
雑
誌
に
寄
す
」
（
慶
應
義
塾
編
『
福

沢
諭
吉
全
集
』
第
二
○
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
）
、
三
六
八
頁
。

（
別
）
福
沢
諭
吉
「
宗
教
の
効
能
」
（
慶
應
義
塾
編
『
福
沢
諭
吉
全
集
』

第
一
四
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
）
、
五
八
三
’
五
八
四
頁
。

へ

｜翌
一

（
〃
）
今
村
恵
猛
『
仏
挫

開
教
教
務
所
文
書
部
、

（
羽
）
今
村
、
『
仏
教
よ

（
豹
）
福
沢
諭
吉
「
１
－

『
仏
教

（
恥
）
吉
田
久
一
『
日
本
近
代
仏
教
史
研
《

川
島
書
店
、
一
九
九
二
年
、
三
二
五
頁
。

『
日
本
近
代
仏
教
史
研
究

（
妬
）
福
沢
諭
吉
『
文
明
論
“

第
四
巻
、
一
九
五
九
年
）
。

福
沢
諭
吉
『
文
明
論
之

（
羽
）
今
村
恵
猛
『
米
国
の
精
神
と
宗
埜

開
教
教
務
所
文
書
部
、
一
九
二
○
年
。

重
）
今
村
恵
猛
「
我
が
邦
の
精
神
界
」

『
米
国
の
精
神
と
宗
教

四
年
）
な
ど
が
辛

（
〃
）
今
村
恵
猛

一
七
’
一
二
頁
。

な
ど
が
あ

四
頁
。

（
別
）
清
沢
満
之
「
宗
教
的
道
徳
（
俗
諦
）
と
普
通
道
徳
と
の
交
渉
」

（
『
精
神
界
』
第
三
巻
第
五
号
、
一
九
○
三
年
）
、
二
九
頁
。

（
別
）
当
時
の
大
谷
派
機
関
紙
に
み
ら
れ
る
、
法
主
を
は
じ
め
と
す
る

教
団
当
局
者
の
発
言
を
み
る
と
、
死
ね
ば
極
楽
行
き
だ
と
い
う
理
由

か
ら
戦
争
賛
美
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
そ

の
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、
真
宗
大
谷
派
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
学
者
南
條
文
雄
に
よ
る
「
複
演
」
（
『
宗
報
』
第
三
一
号
、
一
九
○

概
略
』
（
慶
應
義
塾
編
『
福
沢
諭
吉
全
集
』

五
頁
。

る。
「
世
に
離
れ
て
世
に
処
せ
よ
」
（
『
超
勝
院
遺
文
集
』
）
、

の
自
由
』
本
派
本
願
寺
布
畦

よ
り
観
た
る
民
本
主
義
』
本
派
本
願
寺
布
畦

』
［
吉
田
久
一
著
作
集
四
］

一
九
一
八
年
。

（
『
超
勝
院
遺
文
集
』
）
、
一
三

（
別
）
今
村
、
『
米
国
の
精
神
と
宗
教
の
自
由
』
、
六
六
頁
。

（
兇
）
小
沢
義
浄
編
『
ハ
ワ
イ
日
本
語
学
校
教
育
史
』
ハ
ワ
イ
教
育
会
、

一
九
七
二
年
）
、
七
九
’
八
○
頁
、
沖
田
行
司
『
ハ
ワ
イ
日
系
移
民

の
教
育
史
ｌ
日
米
文
化
、
そ
の
出
会
い
と
相
剋
ｌ
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書

房
、
一
九
九
七
年
、
一
五
二
頁
。

（
明
治
学
院
大
学
国
際
学
部
付
属
研
究
所
研
究
員
）
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