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で
も
思
想
史
研
究
者
の
関
心
を
引
き
続
け
、
ま
だ
十
分
に
史
料
発
掘
と
新

し
い
視
点
の
導
入
の
余
地
の
あ
る
領
域
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
両

書
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
定
義
か
ら
出
発
せ
ず
、
歴
史
的
文
脈
に
即
し
た

個
人
研
究
か
ら
近
代
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
解
明
す
る
立
脚
地
を
築

こ
う
と
す
る
真
摯
な
試
み
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
注

目
し
た
い
の
は
、
一
九
八
〇
年
代
終
盤
か
ら
の
学
際
的
な
国
民
国
家
論
の

興
隆
を
経
た
後
に
、
あ
ら
た
め
て
明
治
二
十
年
代
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を

そ
の
担
い
手
の
思
想
に
寄
り
添
い
な
が
ら
研
究
す
る
こ
と
の
意
味
を
、
絶

え
ず
自
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
認
識
す
る
両
著
者
の
心
構
え
で
あ
る
。

中
野
目
氏
は
現
段
階
で
は
「
結
果
と
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の

再
生
産
に
す
ぎ
な
い
と
の
誹
り
を
受
け
る
こ
と
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
」（
三
二
三
頁
）
と
省
察
し
な
が
ら
次
作

の
課
題
を
列
挙
し
、
鈴
木
氏
は
国
民
国
家
批
判
の
研
究
が
一
部
で
は
「
個

人
の
具
体
像
」
か
ら
遠
く
離
れ
た
「
お
そ
る
べ
き
〝
人
間
不
在
〟
の
歴

史
」（
二
八
九
頁
、
傍
点
省
略
）
を
扱
っ
て
い
る
と
批
判
し
、
自
著
が
そ
れ

へ
の
「
さ
さ
や
か
な
異
議
申
し
立
て
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
本
拙
評

は
両
書
の
意
義
を
伝
え
る
に
は
あ
ま
り
に
不
十
分
で
あ
る
が
、
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
研
究
の
視
点
が
厳
し
く
問
わ
れ
る
状
況
に
磨
か
れ
な
が
ら
、「
明

治
の
青
年
」
研
究
が
新
た
な
段
階
を
切
り
開
い
て
い
く
営
為
は
、
多
く
の

思
想
史
研
究
者
の
関
心
を
集
め
る
に
違
い
な
い
。

 

（
国
際
基
督
教
大
学
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
研
究
員
）

碧
海
寿
広
著

『
近
代
仏
教
の
な
か
の
真
宗

　
─
近
角
常
観
と
求
道
者
た
ち
』

（
法
蔵
館
・
二
〇
一
四
年
）

島
　
薗
　
　
進

　

本
書
は
、
明
治
後
期
か
ら
昭
和
前
期
に
か
け
て
、
真
宗
大
谷
派
に
あ
っ

て
独
自
の
仏
教
実
践
・
仏
教
言
説
の
地
平
を
切
り
拓
い
た
近
角
常
観
（
一

八
七
〇
─
一
九
四
一
）
に
つ
い
て
の
研
究
を
核
と
し
、
同
じ
く
真
宗
大
谷

派
の
清
沢
満
之
と
そ
の
門
下
の
動
き
を
も
視
野
に
収
め
、
近
代
仏
教
研
究

に
新
た
な
方
向
性
を
見
い
だ
そ
う
と
し
た
野
心
的
な
研
究
書
で
あ
る
。
二

〇
一
二
年
に
提
出
さ
れ
た
博
士
学
位
論
文
を
も
と
に
二
〇
一
四
年
に
刊
行

さ
れ
た
も
の
だ
が
、
資
料
も
広
く
深
く
調
べ
ら
れ
、
論
点
も
よ
く
考
え
抜

か
れ
て
分
か
り
や
す
く
提
示
さ
れ
て
お
り
、
熟
成
度
の
高
い
著
作
と
感
じ

た
。

　

方
法
論
的
に
も
意
欲
的
で
、
問
題
意
識
の
広
が
り
が
頼
も
し
い
。
思
想

史
的
研
究
と
も
言
え
る
が
、
テ
ク
ス
ト
が
置
か
れ
た
実
践
の
社
会
的
場
に

つ
い
て
の
洞
察
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
言
説
と
実
践
の

社
会
史
的
研
究
に
接
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
国
家
と
宗
教
の
関
わ
り
や
ジ

ェ
ン
ダ
ー
と
い
っ
た
視
点
も
組
み
込
ま
れ
て
い
て
、「
テ
ク
ス
ト
を
読
む
」

タ
イ
プ
の
思
想
史
的
研
究
と
、
社
会
的
付
置
の
な
か
で
宗
教
実
践
を
捉
え

よ
う
と
す
る
宗
教
社
会
史
的
研
究
が
う
ま
く
か
み
合
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
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239　書　評

「
思
想
」
や
「
思
想
史
」
を
考
え
直
す
と
い
う
方
法
論
的
な
課
題
へ
の
貢

献
と
も
言
え
る
。
序
章
の
後
に
六
章
が
続
き
、
終
章
で
ま
と
め
ら
れ
、
二

三
〇
頁
ほ
ど
の
分
厚
く
な
い
書
物
だ
が
、
読
み
応
え
は
十
分
で
あ
る
。

一
、
近
代
仏
教
研
究
の
な
か
で

　

本
書
の
論
述
の
流
れ
を
つ
か
む
た
め
に
、
序
章
か
ら
第
二
章
ま
で
を
と

く
に
詳
し
く
紹
介
す
る
。
ま
ず
、
序
章
「
近
代
仏
教
研
究
の
現
在
と
真
宗

の
位
置
」
で
は
、
林
淳
ら
の
論
を
踏
ま
え
て
、
近
代
仏
教
研
究
と
い
う
枠

組
み
の
歴
史
を
振
り
返
り
、
そ
の
文
脈
で
の
こ
の
研
究
の
位
置
づ
け
を
行

っ
て
い
る
。
第
二
次
世
界
太
戦
後
に
敗
戦
体
験
を
経
た
日
本
人
が
明
治
維

新
か
ら
敗
戦
ま
で
の
時
代
を
ひ
と
ま
と
ま
り
に
振
り
返
ろ
う
と
し
た
の
が
、

「
近
代
仏
教
研
究
」
の
出
発
点
だ
。
そ
こ
で
は
、「
仏
教
の
近
代
化
」
に
重

き
を
置
き
、
ど
の
よ
う
な
改
革
が
な
さ
れ
た
か
に
注
目
す
る
も
の
だ
。
そ

こ
で
は
、
個
人
の
内
面
的
な
信
仰
を
重
視
し
、
寺
院
で
の
儀
礼
や
民
俗
宗

教
な
ど
の
側
面
は
軽
視
さ
れ
る
。
近
代
化
さ
れ
た
あ
る
べ
き
仏
教
が
目
的

論
的
に
設
定
さ
れ
、
そ
れ
と
の
関
係
で
個
々
の
運
動
や
思
想
が
評
価
さ
れ

た
。
著
者
は
こ
れ
を
「
改
革
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
と
よ
ぶ
。

　
「
改
革
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
を
批
判
的
に
捉
え
て
い
る
か
に
見
え
る
大
谷
栄

一
の
論
文
、「「
近
代
仏
教
に
な
る
」
と
い
う
物
語

─
近
代
日
本
仏
教
研

究
史
の
批
判
的
継
承
の
た
め
の
理
路
」（『
近
代
仏
教
』
一
六
号
、
二
〇
〇
九

年
）
を
紹
介
し
、
著
者
は
大
谷
の
近
代
仏
教
史
の
語
り
は
、
な
お
改
革
運

動
の
叙
述
に
力
点
が
置
か
れ
て
お
り
、「
改
革
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
を
超
え
て

い
な
い
と
評
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
「
伝
統
」
と
い
う
概
念
に

依
拠
し
て
、
伝
統
が
ど
う
引
き
継
が
れ
つ
つ
、
新
た
な
展
開
を
し
て
い
っ

た
か
と
い
う
観
点
の
導
入
を
提
案
す
る
。
浄
土
真
宗
、
と
り
わ
け
真
宗
大

谷
派
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
清
沢
満
之
に
焦
点
を
あ
て
た
「
改
革
パ
ラ
ダ

イ
ム
」
が
優
勢
だ
っ
た
か
、
近
角
常
観
を
対
象
と
す
る
こ
と
で
「
改
革
パ

ラ
ダ
イ
ム
」
を
超
え
、「
伝
統
」
の
継
承
と
い
う
側
面
と
近
代
性
と
の
関

わ
り
の
双
方
を
問
う
論
を
展
開
す
る
と
い
う
方
針
を
示
し
て
い
る
。

　

第
一
章
「〈
近
代
真
宗
〉
の
形
成

─
清
沢
満
之
論
の
系
譜
」
で
は
、

清
沢
満
之
研
究
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
、
清
沢
を
論
じ
つ
つ
そ
こ
に
親
鸞

の
像
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
行
く
よ
う
な
「
伝
統
」
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た

こ
と
が
示
さ
れ
る
。
他
方
、
清
沢
満
之
に
つ
い
て
、
個
人
の
内
面
性
と
理

知
的
な
宗
教
理
解
の
優
越
に
偏
り
と
限
界
を
見
る
視
点
は
、
早
い
段
階
で

曽
我
量
深
に
見
ら
れ
多
田
鼎
ら
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
と
さ
れ
る
。
ま
た
、

一
九
七
〇
年
代
以
降
は
、
歴
史
学
的
な
文
脈
か
ら
赤
松
徹
真
、
福
島
寛
隆

ら
に
よ
っ
て
社
会
批
判
的
な
側
面
の
欠
如
と
い
う
論
点
も
提
示
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
内
面
性
に
偏
っ
た
信
仰
で
あ
っ
た
た
め
、「
国
家
や
社
会
の

現
実
に
対
す
る
問
題
意
識
」
が
弱
か
っ
た
点
を
批
判
す
る
も
の
だ
。
こ
う

し
た
論
調
は
今
も
続
く
が
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
多
様
な
ア
プ

ロ
ー
チ
に
よ
り
清
沢
の
近
代
性
の
意
義
を
あ
ら
た
め
て
検
証
し
直
す
よ
う

な
研
究
が
出
て
き
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
展
開
を
踏
ま
え
て
、
著
者
は
、
近
角
常
観
に
注
目
す
る
こ
と

で
、
清
沢
を
捉
え
返
す
作
業
の
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
る
。
両
者
の
違

い
は
以
下
の
よ
う
に
分
か
り
や
す
く
述
べ
る
こ
と
も
で
き
る
。「
と
も
に

『
歎
異
抄
』
に
信
仰
の
規
準
を
求
め
な
が
ら
も
、
清
沢
に
比
べ
る
と
近
角

日本思想史学-書評〈念校〉　　［出力］ 2015年9月25日　午後3時32分A5判：148×210mm　本文書体：リュウミンPr6N L-KL　13Q　行間8H　26W×22L  2段組

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1522 20 10 5 1 1522 20 10 5 1



日本思想史学47〈2015〉　240

の
説
法
の
ほ
う
が
ず
っ
と
情
熱
的
で
、
そ
れ
ゆ
え
一
部
の
知
識
人
に
し
か

受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
清
沢
と
は
異
な
り
、
近
角
は
広
い
世
間
に
歓
迎

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
」（
四
八
─
四
九
頁
）。
そ
れ
は
ま
た
、
近
角
が
伝

統
的
な
真
宗
信
仰
の
あ
り
方
と
の
連
続
性
を
清
沢
よ
り
も
色
濃
く
も
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
近
角
を
見
る
こ
と
で
、「
近
代
真
宗
」
に

つ
い
て
よ
り
立
体
的
な
理
解
を
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か

─
著
者
は
こ

の
章
の
論
を
こ
う
ま
と
め
て
い
る
。

二
、
哲
学
か
ら
体
験
へ

　

第
二
章
「
哲
学
か
ら
体
験
へ

─
近
角
常
観
の
宗
教
思
想
」
は
、
若
い

近
角
常
観
の
歩
み
を
た
ど
り
、
彼
が
独
自
の
宗
教
思
想
を
つ
か
み
と
る
ま

で
の
経
緯
を
述
べ
る
。
こ
こ
で
理
解
さ
れ
て
い
く
近
角
の
宗
教
思
想
の
核

心
が
、
本
書
の
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。「
哲
学
か

ら
体
験
へ
、
近
代
仏
教
、
と
り
わ
け
近
代
の
真
宗
に
お
け
る
思
想
の
展
開

の
な
か
で
、
こ
う
評
す
べ
き
大
き
な
転
換
が
明
治
三
十
年
代
に
起
こ
っ

た
」（
五
六
頁
）。
こ
れ
は
晩
年
の
清
沢
と
彼
に
従
っ
た
若
手
僧
侶
た
ち
に

も
通
用
す
る
視
点
だ
が
、
近
角
の
場
合
は
た
い
へ
ん
鮮
明
な
転
換
が
見
て

取
れ
る
。

　

大
学
を
卒
業
し
、
さ
ら
に
大
学
院
で
哲
学
を
学
ん
だ
近
角
は
、
あ
る
時

期
ま
で
仏
教
を
ヘ
ー
ゲ
ル
流
の
哲
学
に
合
わ
せ
て
解
釈
す
る
こ
と
に
力
を

入
れ
て
い
た
。
他
方
、
明
治
三
〇
年
、
近
角
は
精
神
的
な
行
き
詰
ま
り
の

末
に
、「
こ
れ
ま
で
は
心
が
豆
粒
の
如
く
小
さ
か
っ
た
の
で
あ
つ
た
の
が
、

此
時
胸
が
大
に
開
け
て
、
白
雲
の
間
、
青
空
の
中
に
、
吸
ひ
込
ま
れ
る
如

く
思
は
れ
た
」（
五
八
─
五
九
頁
）
と
い
よ
う
な
救
済
体
験
を
得
る
。
と
こ

ろ
が
、
こ
れ
が
す
ぐ
に
彼
独
自
の
宗
教
思
想
に
至
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

明
治
三
二
年
、
後
に
『
信
仰
之
余
瀝
』
に
ま
と
め
ら
れ
る
論
考
を
書
く
こ

と
で
、
体
験
中
心
の
仏
教
観
に
大
き
く
転
換
す
る
。
そ
の
言
語
的
な
「
実

践
」
を
著
者
は
こ
う
記
し
て
い
る
。

自
己
に
先
立
つ
宗
教
体
験
の
言
語
の
な
か
に
、
そ
れ
と
の
同
一
化
が

可
能
な
「
私
」
の
体
験
を
主
体
的
に
読
み
込
ん
で
い
く
と
い
う
実
践
。

宗
教
史
的
な
普
遍
性
を
有
す
る
数
々
の
体
験
の
言
語
の
な
か
か
ら
、

こ
れ
が
真
の
救
済
体
験
だ
と
信
じ
る
も
の
に
、
自
ら
の
実
存
を
投
影

す
る
こ
と
、
こ
の
実
践
を
行
っ
て
い
く
こ
と
で
は
じ
め
て
、
近
角
の

体
験
は
た
だ
の
白
昼
の
夢
想
な
ど
で
は
決
し
て
な
い
、
宗
教
と
し
て

の
正
統
的
な
意
義
を
獲
得
す
る
。（
七
二
頁
）

　

と
り
わ
け
、
親
鸞
の
体
験
と
自
ら
の
体
験
が
「
一
味
」
で
あ
る
と
捉
え

る
こ
と
で
、
体
験
を
基
軸
と
し
た
信
仰
の
弁
証
が
可
能
に
な
る
。
著
者
は

近
角
自
身
の
次
の
よ
う
な
文
章
を
引
い
て
い
る
。

私
自
身
の
信
仰
と
聖
人
の
御
示
し
と
は
、
全
く
区
別
の
出
来
る
も
の

で
な
く
し
て
、
自
分
の
信
仰
の
味
が
即
ち
教
行
信
証
の
味
で
あ
る
、

又
教
行
信
証
は
全
く
聖
人
一
代
の
人
生
の
上
に
於
け
る
活
躍
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
教
行
信
証
の
上
に
顕
わ
れ
た
る
親
鸞
聖
人
は
、
恐
れ
乍

ら
又
直
ち
に
私
の
人
生
上
の
実
験
と
一
味
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ

り
ま
す
。（
同
前
）　

　

こ
の
や
り
方
は
親
鸞
だ
け
で
は
な
く
、
釈
尊
、
つ
ま
り
ブ
ッ
ダ
に
ま
で

適
用
さ
れ
る
。「「
私
」
の
体
験
が
、
言
語
を
媒
介
に
し
て
仏
教
の
起
源
に
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ま
で
投
影
さ
れ
、
そ
れ
が
「
私
」
の
体
験
に
仏
教
史
上
の
正
統
性
を
付
与

す
る
。
近
角
の
宗
教
思
想
は
、
こ
の
よ
う
な
言
語
実
践
と
し
て
成
立
し
て

い
た
」（
七
三
頁
）
と
著
者
は
ま
と
め
て
い
る
。　

　

体
験
の
根
拠
づ
け
を
行
う
と
と
も
に
、
体
験
談
を
語
る
機
会
も
設
け
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
近
角
は
広
く
若
者
を
集
め
て
、
真
宗
の
道
を
説
く

活
動
形
態
を
開
拓
し
た
。
明
治
三
五
年
に
は
求
道
学
舎
（
さ
ら
に
は
求
道

会
館
）
を
建
て
、
若
者
と
の
接
触
の
場
を
設
け
る
。
求
道
的
な
若
者
が
集

ま
る
月
末
の
日
曜
日
に
開
催
さ
れ
る
「
信
仰
談
話
会
」
で
は
、
近
角
は
真

宗
の
信
徒
た
ち
に
対
し
て
、
自
ら
の
信
仰
の
現
状
を
告
白
す
る
よ
う
に
求

め
て
い
く
。
そ
し
て
、
明
治
三
七
年
に
創
刊
さ
れ
る
雑
誌
『
求
道
』
で
は
、

「
告
白
」
欄
が
設
置
さ
れ
、
毎
号
、
信
徒
の
体
験
談
が
記
さ
れ
る
。
こ
う

し
た
活
動
形
態
は
、
内
村
鑑
三
な
ど
キ
リ
ス
ト
教
系
の
活
動
に
学
び
な
が

ら
導
入
さ
れ
た
も
の
だ
が
（
第
三
章
の
内
容
）、
仏
教
界
で
は
革
新
的
な
も

の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
た
、
真
宗
の
伝
統
を
継
承
す
る
も
の
と

い
う
側
面
も
も
つ
。

信
徒
に
よ
る
体
験
談
を
通
し
て
信
仰
の
具
体
的
な
様
態
を
示
す
、
と

い
う
こ
の
種
の
文
章
に
よ
る
布
教
・
教
化
の
形
式
は
、
真
宗
の
伝
統

を
さ
か
の
ぼ
っ
た
場
合
、
い
わ
ゆ
る
「
妙
好
人
伝
」
に
そ
の
先
蹤
を

見
出
せ
よ
う
。「
妙
好
人
伝
」
も
ま
た
、
真
宗
者
の
模
範
と
な
る
門

徒
の
実
例
を
多
数
集
め
、
こ
れ
を
伝
記
と
し
て
出
版
し
て
い
た
。
近

角
も
こ
の
信
者
伝
の
編
集
方
針
に
影
響
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
だ
が
、「
妙
好
人
伝
」
は
、
執
筆
／
編
集
者
と
そ
の
読

者
と
の
あ
い
だ
に
、
執
筆
者
→
読
者
と
い
う
一
方
向
的
な
関
係
性
し

か
存
在
し
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
近
角
の
組
織
し
た
体
験
談
の
企
画

で
は
、
体
験
談
の
読
者
が
ま
た
新
た
な
る
体
験
の
語
り
手
と
な
る
、

と
い
う
往
還
的
な
関
係
性
が
生
じ
て
い
た
。
こ
れ
は
決
し
て
見
過
ご

す
こ
と
が
で
き
な
い
相
違
で
あ
る
。（
七
七
頁
）

　

こ
の
章
で
は
、
体
験
談
の
内
容
に
つ
い
て
の
あ
ら
ま
し
の
紹
介
が
あ
る

が
、
本
書
の
各
章
の
間
に
は
「
求
道
者
た
ち
」
と
い
う
二
ペ
ー
ジ
ほ
ど
の

体
験
談
（
告
白
録
）
紹
介
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
近
角
が
切

り
拓
い
た
「
近
代
仏
教
」
の
地
平
を
印
象
深
く
提
示
す
る
た
め
の
著
者
の

工
夫
で
あ
り
、
私
は
成
功
し
て
い
る
と
感
じ
た
。
体
験
談
を
い
く
つ
か
読

ん
で
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
角
が
真
宗
の
伝
統
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
新

た
に
も
た
ら
し
た
も
の
が
何
で
あ
る
か
、
よ
り
深
く
理
解
さ
れ
て
い
く
。

体
験
談
を
ま
と
め
て
掲
載
し
た
の
で
は
読
者
は
う
ん
ざ
り
し
て
し
ま
う
だ

ろ
う
が
、
章
間
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
角
的
な
体
験
談
の
世
界
を
繰

り
返
し
反
芻
し
な
が
ら
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

三
、
社
会
史
・
思
想
史
の
な
か
の
近
角

　

以
下
、
第
三
章
か
ら
第
六
章
に
つ
い
て
は
、
各
章
の
あ
ら
ま
し
の
み
述

べ
る
。
第
三
章
「
近
代
真
宗
と
キ
リ
ス
ト
教

─
近
角
常
観
の
布
教
戦

略
」
は
、
第
二
章
と
の
内
容
的
つ
な
が
り
が
大
き
い
。
キ
リ
ス
ト
教
に
対

抗
し
よ
う
と
し
て
き
た
近
代
仏
教
が
、
思
想
面
で
も
そ
う
だ
が
、
と
り
わ

け
布
教
戦
略
と
い
う
面
で
キ
リ
ス
ト
教
の
や
り
方
を
「
流
用
」
す
る
よ
う

に
な
る
。
広
く
こ
の
動
き
を
捉
え
、
同
時
代
の
若
者
が
と
も
に
学
び
自
己

表
出
す
る
場
を
設
け
よ
う
と
し
た
近
角
の
活
動
を
そ
の
線
上
に
位
置
づ
け
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て
い
る
。

　

第
四
章
「
人
格
の
仏
教

─
近
角
常
観
と
明
治
後
期
・
大
正
期
の
宗
教

言
説
」
で
は
、
明
治
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
「
人
格
」
の
概
念
が
重
要

性
を
帯
び
て
来
る
こ
と
に
注
目
し
、
と
く
に
宗
教
に
お
い
て
「
人
格
」
概

念
が
多
用
さ
れ
る
傾
向
を
た
ど
り
、
近
角
が
重
視
す
る
「
人
格
」
概
念
を

そ
の
流
れ
の
上
に
位
置
づ
け
て
い
る
。「
人
格
」
概
念
を
用
い
る
こ
と
は

「
神
」
や
「
阿
弥
陀
仏
」
信
仰
を
近
代
的
に
捉
え
直
す
試
み
と
し
て
理
解

す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
近
代
的
な
人
間
観
に
そ
っ
て
主
体
的
個
人
を
位

置
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
両
者

が
重
な
り
合
っ
た
と
こ
ろ
に
生
じ
て
き
た
も
の
だ
。
し
か
し
、
井
上
哲
次

郎
、
姉
崎
正
治
、
西
田
幾
多
郎
な
ど
の
哲
学
や
宗
教
学
に
お
け
る
理
論
的

な
定
式
化
が
そ
れ
に
先
行
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
並
行
し
て
進
め
ら
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
人
間
の
自
己
理
解
に
関
わ
る
近
代
的
な
学
問

言
説
の
歴
史
を
振
り
返
る
重
要
な
手
が
か
り
と
も
な
る
も
の
だ
。

　

第
五
章
「
近
代
仏
教
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

─
女
性
信
徒
の
内
面
を
読
む
」

は
、
近
角
の
も
と
で
求
道
を
進
め
よ
う
と
し
た
二
十
歳
前
後
の
二
人
の

女
性
（
そ
の
う
ち
の
一
人
は
宮
沢
賢
治
の
妹
、
宮
沢
ト
シ
）
を
取
り
上
げ
て
、

女
性
の
従
属
的
な
地
位
の
温
存
へ
と
向
か
い
が
ち
だ
っ
た
近
代
仏
教
の
大

勢
の
な
か
で
、
精
神
的
な
自
立
を
願
う
女
性
た
ち
が
近
角
の
も
と
で
ど
の

よ
う
な
求
道
の
歩
み
を
行
っ
た
か
を
描
い
て
い
る
。
女
性
の
参
加
が
比
較

的
多
か
っ
た
近
角
の
布
教
活
動
だ
が
、
高
い
教
育
を
受
け
、「
個
」
と
し

て
「
家
」
か
ら
の
自
立
を
願
う
女
性
た
ち
が
引
き
寄
せ
ら
れ
は
し
た
が
、

そ
こ
か
ら
自
立
へ
の
道
を
歩
む
よ
う
な
方
向
性
は
示
し
得
て
い
な
い
。
現

代
の
日
本
仏
教
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
よ
う
な
、
近
代
仏
教
に
と
っ
て

の
難
問
だ
。
こ
の
章
の
叙
述
は
近
代
仏
教
を
通
し
て
近
代
日
本
の
ジ
ェ
ン

ダ
ー
を
見
直
し
て
い
く
た
め
の
貴
重
な
手
が
か
り
を
提
供
し
て
い
る
。

　

第
六
章
「
法
主
と
国
家

─
昭
和
初
期
の
大
谷
派
宗
門
革
新
運
動
」
は
、

俳
句
が
好
き
で
「
句
仏
」
と
よ
ば
れ
た
真
宗
大
谷
派
第
二
十
三
代
法
主
、

彰
如
上
人
が
、
多
大
な
借
金
を
背
負
い
込
ん
で
法
主
を
退
任
し
た
だ
け
で

な
く
、
昭
和
四
年
、
僧
籍
剝
奪
ま
で
さ
れ
た
こ
と
に
関
わ
る
。
近
角
は
僧

籍
剝
奪
に
反
対
し
、『
信
界
建
現
』
と
い
う
定
期
刊
行
物
を
刊
行
し
、
全

国
を
遊
説
し
て
回
っ
た
。
こ
の
奮
闘
に
対
し
、
教
団
は
近
角
自
身
の
僧
籍

ま
で
剝
奪
し
た
が
、
次
第
に
形
勢
は
逆
転
し
、
一
九
三
五
年
に
は
句
仏
の
、

翌
年
に
は
近
角
の
僧
籍
が
回
復
さ
れ
た
。
そ
の
背
景
に
は
伝
統
的
な
法
主

信
仰
を
早
急
に
排
除
し
よ
う
と
す
る
動
向
に
対
し
て
、
伝
統
的
な
信
仰
様

態
を
む
げ
に
否
定
し
よ
う
と
し
な
い
近
角
の
考
え
方
が
あ
っ
た
。

　

そ
れ
は
ま
た
、
教
育
勅
語
を
敷
衍
す
る
形
で
形
成
さ
れ
た
「
国
民
道
徳

論
」
を
援
用
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
句
仏
問
題
は
「
宗
派
門
末
と
し
て

は
七
百
年
来
伝
灯
相
承
の
宗
礼
を
破
壊
し
、
日
本
国
民
と
し
て
は
我
国
固

有
の
家
族
制
度
の
美
風
を
滅
却
す
る
も
の
」
と
い
う
近
角
の
言
葉
が
引
か

れ
て
い
る
。
ま
た
、「
信
後
報
恩
の
思
想
と
共
に
、
真
の
忠
君
愛
国
の
顕

現
か
、
朝
家
の
御
為
め
国
民
の
為
め
の
御
念
仏
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と

の
言
葉
を
引
き
、
真
宗
信
仰
の
鍵
概
念
の
一
つ
で
あ
る
「
信
後
報
恩
」
が

ダ
イ
レ
ク
ト
に
「
忠
君
愛
国
」
に
結
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
評
価
を
引
き
出
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
従

来
の
歴
史
学
的
な
近
代
真
宗
批
判
と
は
異
な
る
視
点
を
明
確
に
押
し
出
し
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た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

近
角
が
展
開
し
た
近
代
真
宗
の
思
想
と
実
践
、
そ
の
核
心
は
間
違
い

な
く
、
個
の
実
存
に
向
き
あ
っ
た
体
験
的
な
信
仰
と
救
済
を
、
数
多

く
の
求
道
者
た
ち
に
提
供
し
え
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
う
し

た
信
仰
と
救
済
は
、
そ
れ
が
個
の
内
面
に
没
入
す
る
も
の
で
あ
っ
た

が
ゆ
え
に
国
家
に
対
す
る
批
判
を
も
ち
え
な
か
っ
た
、
と
い
う
わ
け

で
は
お
そ
ら
く
な
く
、
そ
の
信
仰
や
救
済
が
由
来
す
る
伝
統
的
な
性

格
に
お
い
て
、
国
家
と
対
立
す
る
こ
と
が
決
し
て
あ
り
え
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。（
二
〇
一
─
二
〇
二
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
、
妙
好
人
的
な
信
心
の
姿
を
理
想
と
し
、
法
主
を
頂
点
と

す
る
「
家
」
の
信
仰
と
し
て
の
真
宗
に
見
も
心
も
染
ま
っ
て
い
た
近
角
は
、

「
忠
」「
孝
」
や
「
家
」
を
基
調
と
し
た
近
代
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も
ま

た
、
ご
く
自
然
に
従
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
受
容
の
果
て
に
生
じ
た
の
は
、

近
代
的
な
信
仰
や
思
想
が
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
包
摂
さ
れ
て
い
っ
た
、

と
い
う
よ
う
な
事
態
で
は
ま
っ
た
く
な
く
、
伝
統
的
な
信
仰
や
観
念
が
近

代
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
結
託
し
、
相
互
に
活
性
化
し
あ
う
と
い
う
現

象
で
あ
っ
た
。

四
、
近
角
を
め
ぐ
る
「
伝
統
と
近
代
」
の
見
取
り
図

　
「
伝
統
」
と
「
近
代
」
と
い
う
概
念
枠
組
み
は
長
い
歴
史
を
も
つ
が
、

本
書
は
近
代
日
本
仏
教
研
究
に
お
い
て
、
そ
の
概
念
が
今
な
お
有
効
に
用

い
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
雄
弁
に
示
し
て
い
る
。「
近
代
仏
教
」
の
諸

現
象
の
な
か
に
は
、
伝
統
の
復
興
に
類
す
る
よ
う
な
側
面
も
あ
る
。
だ
が
、

そ
の
な
か
に
近
代
性
が
深
く
織
り
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
。
原
理
主
義
や
宗

教
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
世
界
各
地
で
力
を
得
て
い
る
か
に
見
え
る
今
日
、

近
代
宗
教
史
を
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
問
い
直
す
こ
と
は
大
き
な
意
義
が

あ
る
。
本
書
は
従
来
、
近
代
に
よ
る
伝
統
の
克
服
と
い
う
観
点
か
ら
見
ら

れ
て
い
た
現
象
領
域
に
つ
い
て
、
宗
教
的
な
伝
統
が
新
た
な
力
を
得
て
活

性
化
、
な
い
し
時
代
適
応
す
る
現
象
と
し
て
捉
え
返
す
必
要
が
あ
る
こ
と

を
説
得
力
豊
か
に
示
し
て
い
る
。

　

あ
え
て
、
注
文
を
付
け
る
と
す
れ
ば
、
ま
ず
、「
ど
の
よ
う
な
伝
統
が
」

と
い
う
問
い
が
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
妙
好
人

伝
」
や
家
の
秩
序
と
の
連
続
性
な
ど
が
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
で
は
、
ど

う
し
て
そ
の
よ
う
な
「
伝
統
の
あ
る
側
面
」
が
呼
び
出
さ
れ
た
の
だ
ろ

う
か
。
こ
れ
は
も
う
少
し
広
く
仏
教
や
真
宗
の
伝
統
を
見
渡
し
て
考
察

す
べ
き
こ
と
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
森
岡
清
美
が
注
目
し
て
い
る
よ
う

に
（『
真
宗
教
団
と
「
家
」
制
度
』
一
九
六
二
年
）、
近
世
後
期
以
降
の
真
宗

の
実
践
の
な
か
に
は
、「
オ
ザ
」
を
よ
ば
れ
る
法
義
の
話
し
合
い
の
場
が

あ
っ
た
。
そ
う
し
た
伝
統
と
「
妙
好
人
伝
」
が
蒐
集
さ
れ
る
こ
と
に
は
密

接
な
関
係
が
あ
る
。
一
方
、
弟
子
の
育
成
の
形
態
も
歴
史
的
な
変
遷
が
あ

り
、
清
沢
の
流
れ
は
そ
う
し
た
伝
統
と
の
関
わ
り
が
問
わ
れ
も
す
る
。
で

は
、
近
角
の
若
手
育
成
の
方
式
や
体
験
談
は
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
の
か
。

　

ま
た
、
こ
れ
も
森
岡
清
美
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
真
宗
教
団
は

「
家
制
度
」
と
深
い
関
わ
り
を
も
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
。
で
は
、
明
治

時
代
に
そ
の
「
真
宗
教
団
の
家
制
度
」
は
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
っ
た
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の
か
。
そ
し
て
、「
句
仏
問
題
」
に
関
わ
っ
て
顕
著
に
示
さ
れ
た
、
近
角

の
伝
統
復
興
的
な
側
面
は
、
そ
う
し
た
大
き
な
動
向
と
ど
の
よ
う
に
関
わ

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
こ
と
と
関
わ
っ
て
、
近
角
の
思
想
や
運
動
は
近
代
真
宗
の
な
か

で
、
ま
た
近
代
仏
教
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
た
の
か
と
い
う

問
題
が
あ
る
。
著
者
は
、「
近
角
の
死
後
…
…
、
彼
が
築
い
た
独
自
の
言

語
空
間
は
、
瞬
く
間
に
消
失
し
て
い
っ
た
」（
第
二
章
、
七
九
頁
）
と
述
べ

て
い
る
。
ま
た
、「
近
代
の
真
宗
者
た
ち
が
彼
ら
の
思
想
と
実
践
を
彫
琢

し
流
布
さ
せ
た
場
、
そ
の
宗
教
空
間
の
構
造
」（
第
三
章
、
一
〇
八
頁
）
に

つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「「
家
」
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
駆
使
し

た
国
民
道
徳
の
言
説
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
で
、
多
く
の
国
民
か
ら
の
有
無

を
い
わ
せ
ぬ
賛
同
を
呼
び
起
こ
そ
う
と
し
た
…
…
言
説
戦
略
」（
第
六
章
、

一
九
七
頁
）
と
い
っ
た
論
述
も
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
「
言
語
空
間
」
や
「
宗
教
空
間
」
や
「
言
説
戦
略
」
は
、
近

代
仏
教
史
、
あ
る
い
は
真
宗
史
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
の

だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
複
雑
な
問
題
で
簡
単
に
片
付
け
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
伝
統
を
重
視
し
た
か
ら
こ
そ
、
草
の
根
の
信

徒
に
訴
え
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
近
角
的
な
「
言
語
空
間
」
や

「
言
語
戦
略
」
が
、
彼
の
死
後
、
あ
ま
り
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ

だ
ろ
う
か
。
他
方
、
清
沢
満
之
の
弟
子
た
ち
の
系
譜
は
大
き
な
影
響
力
を

保
持
し
続
け
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

　

こ
う
し
た
問
い
に
答
え
る
た
め
の
手
が
か
り
は
、
す
で
に
本
書
の
処
々

に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
三
章
か
ら
第
六
章
に
か
け

て
の
諸
章
の
叙
述
は
、
社
会
史
・
思
想
史
の
大
き
な
動
向
に
照
ら
し
合
わ

せ
て
、
近
角
の
思
想
と
実
践
の
歴
史
的
位
相
を
多
面
的
に
提
示
し
よ
う
と

し
た
も
の
と
も
い
え
る
。
資
料
に
即
し
て
平
易
か
つ
丁
寧
な
叙
述
を
心
が

け
る
著
者
の
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
を
関
係
づ
け
な
が
ら
、

大
き
な
見
通
し
を
つ
け
る
よ
う
な
試
み
も
あ
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
著
者
の

今
後
の
研
究
は
、
そ
う
し
た
問
い
へ
の
応
答
も
含
め
て
、
豊
か
な
ふ
く
ら

み
を
も
っ
て
展
開
し
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。

 

（
上
智
大
学
教
授
）
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