
三
木
清
の
回
心

序

三木議の閉心

三
木
清
の
晩
年
の
思
索
を
考
え
る
と
き
、
彼
の
処
女
作
「
パ
ス
カ
ル

に
於
け
る
人
間
の
研
究
い
こ
九
二
六
年
、
以
下
「
パ
ス
カ
ル
論
い
と

略
記
）
や
若
き
日
か
ら
一
貫
し
て
い
る
持
土
真
宗
へ
の
宗
教
的
な
関
心
（
l
）

を
考
患
に
入
れ
る
と
、
一
一
一
木
哲
学
の
中
心
一
ア

i
マ
が
し
だ
い
に
未
完
の

遺
構
「
親
驚
』
の
よ
う
な
宗
教
哲
学
へ
と
移
行
し
て
い
く
の
は
、
む
し

ろ
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
岩
田
文
昭
氏
に
よ
る
と
、
一
一
一
木
は
哲
学
的

探
求
と
宗
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
「
哲
学
は
神
の
啓
示
が
実
現
さ
れ
る

条
件
を
示
す
に
と
ど
ま
る
。
そ
し
て
哲
学
は
墜
史
上
に
存
在
す
る
宗
教

と
結
び
つ
い
て
は
じ
め
て
完
成
す
る
と
2
）
と
と
ら
え
て
お
り
、
彼
は
「
人

関
全
体
の
「
よ
き
生
活
」
を
可
能
と
す
る
宗
教
哲
学
を
探
求
し
た
」
（
3
）

と
考
え
ら
れ
る
。
た
し
か
に
一
一
一
木
の
『
親
驚
い
の
宗
教
的
関
心
の
一
端

は
『
パ
ス
カ
ル
論
』
に
遡
っ
て
み
ら
れ
る
と
し
ば
し
ば
指
指
さ
れ
る
が
、

こ
こ
で
問
題
な
の
は
そ
の
内
実
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
だ
。
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玉

龍

太

朗

田

三
木
は
三
パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究
』
を
書
い
た
時
分
か

ら
い
つ
も
私
の
念
頭
を
去
ら
な
い
の
は
、
同
じ
よ
う
な
方
法
で
親
鷲
の

宗
教
に
つ
い
て
書
い
て
み
る
こ
と
で
あ
る
」
（
一
、
三
六
回
頁
）
と
い
う

が
、
実
際
に
「
親
鷲
」
叙
述
の
試
み
に
取
り
組
み
は
じ
め
た
時
期
は

一
九
四
三
年
の
末
ご
ろ
と
推
定
さ
れ
て
お
り
（
三
、
そ
の
間
十
七
年
を

要
し
て
い
る
。
一
一
一
木
は
こ
の
車
前
の
時
期
の
一
九
四
三
年
八
月
二
六
自

の
唐
木
頗
三
宛
の
書
簡
で
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

「
と
も
か
く
、
い
つ
か
も
お
話
し
し
ま
し
た
よ
う
に
、
今
の
開
に

書
き
溜
め
を
す
る
つ
も
り
で
す
。
気
持
も
全
く
学
生
時
代
に
か
え
っ

て
勉
強
し
て
お
り
ま
す
。
種
々
佑
律
し
た
あ
げ
く
、
漸
く
自
分
の
も

の
ら
し
い
も
の
が
で
き
そ
う
な
希
望
を
生
じ
、
勉
強
を
重
ね
て
い
ま

す
己
（
十
九
、
沼
田

O
頁）

こ
の
世
一
開
き
溜
め
の
一
環
の
一
つ
と
し
て
、
「
親
驚
い
の
叙
述
は
取
り

組
ま
れ
た
も
の
な
の
か
。
学
生
時
代
を
撮
り
返
り
、
ま
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

や
マ
ル
ク
ス
な
ど
の
影
響
下
に
あ
っ
た
当
時
の
自
分
の
思
索
を
思
い
返
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し
て
、
三
木
の
内
面
で
「
親
鷲
』
叙
述
へ
の
患
い
が
切
迫
す
る
の
に
こ

れ
だ
け
の
時
閣
を
要
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
あ
る
い
は
三
木
の
関

心
と
で
も
い
う
べ
き
何
ら
か
の
き
っ
か
け
が
こ
の
間
に
あ
っ
た
の
か
。

本
論
で
は
、
こ
の
よ
う
な
三
木
の
宗
教
的
意
識
の
変
遷
を
掴
む
手
懸
り

を
探
っ
て
い
き
た
い
。

た
し
か
に
三
木
は
「
パ
ス
カ
ル
論
』
に
お
い
て
「
生
の
理
解
は
そ
れ

が
超
越
的
な
る
も
の
に
関
係
さ
せ
ら
れ
て
解
釈
さ
れ
る
と
き
初
め
て
完

全
で
あ
り
得
る
」
（
一
、
一
九

O
頁
）
と
い
い
、
彼
の
宗
教
的
意
識
が
こ

の
よ
う
な
生
の
理
解
へ
の
関
心
に
根
差
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、

こ
の
意
識
の
根
底
に
『
パ
ス
カ
ル
論
』
の
主
題
的
な
概
念
で
あ
る

2部

教
的
不
安
」
を
め
ぐ
る
問
題
（
5
）
を
考
え
て
い
る
。
本
論
で
は
円
相
机
驚
」

に
お
い
て
、
こ
の
概
念
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
か
を
吟
味
す
る

こ
と
に
し
た
い
。

三
木
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
へ
の
従
軍
体
験

と
こ
ろ
で
一
九
回
二
年
の
十
ヵ
月
に
わ
た
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
へ
の
従
軍

経
験
（
6
）
は
、
時
期
的
に
み
て
三
木
の
関
心
が
晩
年
に
宗
教
へ
と
向
か

う
き
っ
か
け
の
一
つ
と
し
て
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
彼
の
晩
年
の
思
想

の
立
脚
点
が
い
わ
ば
宗
教
的
な
回
心
の
う
ち
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
と
思
わ
れ
る
の
も
、
と
り
わ
け
実
体
験
と
し
て
東
ア
ジ
ア
の
戦
地

の
実
情
に
触
れ
た
と
い
う
事
実
が
三
木
に
は
あ
る
（
7
）
か
ら
だ
。
そ
れ

ゆ
え
こ
の
戦
争
体
験
が
三
木
の
思
想
形
成
に
与
え
た
影
響
が
ど
れ
ほ
ど

の
も
の
で
あ
っ
た
か
を
検
証
す
る
こ
と
は
、
彼
の
宗
教
的
関
心
の
深
化

の
手
懸
り
を
把
握
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
、
だ
ろ
う
。
実
際
一
一
一
木
が
吋
親

驚
』
の
構
想
を
は
じ
め
た
と
推
定
さ
れ
る
時
期
と
、
フ
ィ
リ
ゼ
ン
へ
の

従
軍
体
験
お
よ
び
そ
れ
を
振
り
返
る
諸
論
考
の
執
筆
終
了
の
時
期

（
一
九
四
三
年
十
…
月
）
と
は
お
よ
そ
一
致
し
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
に

宗
教
を
め
ぐ
る
三
木
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
へ
の
関
心
を
検
証
し
て
お
く
こ
と

は
重
要
だ
。
平
子
友
長
氏
に
よ
る
と
、
一
一
一
木
は
マ
ニ
ラ
滞
在
中
ホ
テ
ル

の
自
室
で
特
別
に
集
中
し
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
研
究
に
従
事
し
て
お
り
、
こ

の
研
究
に
関
す
る
諸
論
考
は
長
短
合
わ
せ
て
十
五
篇
に
も
及
ん
で
い
る
（
8
）

の
で
、
本
論
で
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
宗
教
事
情
に
関
わ
る
も
の
に
限
定
し

て
、
そ
の
一
部
を
取
り
上
げ
た
い
（
9
）O

三
木
は
「
比
島
人
の
東
洋
的
性
格
」
で
「
東
洋
的
な
い
旋
盤
…
感
」
を
フ
ィ

リ
ピ
ン
人
の
性
格
か
ら
見
て
取
り
、
「
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
人
は
宿
命
論
者

で
あ
る
。
そ
の
宿
命
観
の
根
抵
に
は
虚
無
感
が
あ
る
」
と
い
う
。
フ
ィ

リ
ピ
ン
人
捕
虜
の
死
に
対
し
て
の
「
諦
め
」
の
姿
勢
に
着
目
す
る
彼
は

「
ホ
セ
・
リ
サ
i
ル
の
最
後
」
に
触
れ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
死
に
対
す

る
姿
勢
に
つ
い
て
「
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
殉
教

者
的
精
神
の
影
響
に
も
依
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
私
は
そ
こ
に

根
本
的
に
東
洋
的
な
宿
命
観
、
諦
め
の
哲
学
、
忍
苦
の
精
神
、
そ
の
根

抵
に
あ
る
虚
無
感
を
感
じ
る
」
と
す
る
。
そ
し
て
一
方
で
同
じ
東
洋
人

と
し
て
の
「
独
特
の
虚
無
感
」
を
指
摘
し
つ
つ
、
他
方
で
フ
ィ
リ
ピ
ン

人
の
そ
れ
に
は
日
本
人
が
東
洋
的
な
虚
無
に
与
え
た
よ
う
な
「
実
践
的

穣
撞
性
」
を
見
て
取
ら
な
い
（
十
五
、
四
七
八

1
八
二
頁
）
。
た
し
か
に

フ
ィ
リ
ピ
ン
神
話
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
に
も
「
彼
等
の

民
族
的
自
尊
心
の
表
現
」
が
あ
る
が
、
「
ア
メ
リ
カ
の
統
治
」
に
よ
っ

て
彼
等
の
持
持
は
損
な
わ
れ
て
い
る
（
十
五
、
四
九
八

1
五
O
二
頁
）
。

し
か
し
本
来
「
西
洋
人
の
考
え
方
の
特
徴
が
科
学
的
で
あ
る
と
い
う
点

に
あ
る
の
に
対
し
て
、
東
洋
人
の
考
え
方
の
特
徴
は
道
議
的
と
い
う
点
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に
あ
る
」
の
で
あ
っ
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
が
今
日
怠
情
と
な
っ
た
理
由

は
「
ス
ペ
イ
ン
の
搾
取
政
策
」
に
よ
る
と
い
う
。
こ
の
ス
ペ
イ
ン
や
ア

メ
リ
カ
か
ら
の
影
響
を
考
議
す
る
と
き
「
東
亜
共
栄
留
の
一
環
と
な
る

べ
き
ブ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
に
と
っ
て
日
本
の
精
神
文
化
が
如
何
な
る
意
味
を

持
つ
か
は
容
易
に
推
察
し
得
る
こ
と
で
あ
る
」
（
十
五
、
五

O
八
i
一
郎

頁
）
と
強
識
す
る
。

さ
ら
に
三
木
は
「
ブ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
」
に
お
い
て
、
「
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン

に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
文
化
と
ス
ペ
イ
ン
文
北
と
の
浸
透
の
深
震
」
に
つ

い
て
考
察
を
深
め
る
。
彼
が
在
日
す
る
の
は
ブ
ィ
ワ
ピ
ン
に
お
い
て
は

ア
メ
リ
カ
文
化
の
影
響
は
実
際
に
は
「
部
分
的
乃
歪
皮
相
的
」
に
と
ど

ま
っ
て
い
て
、
む
し
ろ
重
要
な
の
は
ヱ
臼
T

教
師
の
活
動
」
に
基
礎
づ
け

ら
れ
た
フ
ィ
ワ
ピ
ン
の
ス
ペ
イ
ン
文
化
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
影
響

と
い
う
要
因
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
こ
れ
を
究
め
る
こ
と
は
、
フ
ィ
リ
ッ

ピ
ン
の
社
会
及
び
文
化
の
実
体
を
掘
む
よ
に
、
そ
し
て
現
在
日
本
の
施

策
の
方
向
を
定
め
る
上
に
、
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
」

（
十
五
、
五
二
五

1
八
頁
）
と
。
こ
こ
で
三
木
は
、
宗
教
が
果
た
す
政
治

的
な
役
割
を
つ
よ
く
意
識
す
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
入
が
キ
ワ
ス
ト
教
化
さ

れ
た
理
由
を
彼
等
の
一
般
的
な
信
仰
心
の
摩
さ
に
認
め
つ
つ
も
、
次
の

よ
う
に
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
「
貫
教
師
の
側
で
は
彼
等
を
思
想
的
に

向
上
さ
せ
る
こ
と
に
努
力
し
、
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
自
分

の
利
益
の
た
め
に
彼
等
を
愚
昧
に
し
て
お
こ
う
と
し
た
。
（
中
略
）
宣

教
師
は
聖
書
が
「
悪
い
本
」
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
ひ
ろ
め
、
時
に
は

公
然
と
そ
の
通
り
に
一
一
一
一
口
っ
た
。
聖
書
は
「
た
く
さ
ん
の
注
釈
を
つ
け
て
」

口
で
教
え
ら
れ
る
場
合
に
の
み
「
安
全
」
で
あ
っ
て
、
ひ
と
り
で
読
む

こ
と
は
霊
魂
の
救
済
の
妨
害
に
な
る
か
の
よ
う
な
考
え
が
植
え
つ
け
ら
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れ
た
」
と
。
一
一
一
木
は
「
民
衆
の
宗
教
の
現
実
が
低
い
と
い
う
こ
と
は
、

地
方
か
ら
見
る
と
彼
等
に
対
す
る
宣
教
師
の
力
が
櫨
め
て
大
き
い
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。
ス
ペ
イ
ン
統
治
の
基
礎
は
実
に
こ
の
力
に
あ
っ
た
」

と
し
、
「
フ
ィ
ワ
ッ

J

ピ
ン
に
お
け
る
時
本
の
文
化
工
作
で
宗
教
対
策
は

重
要
な
意
味
を
有
す
る
」
と
結
論
づ
け
る
。

一
一
一
木
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
関
す
る
諸
論
考
に
は
実
証
性
重
視
の
観
点
が

み
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
て
そ
れ
は
宗
教
の
与
え
る
文
化
的
・
思
想
的
影

響
の
問
題
と
繋
が
っ
て
い
く
。
設
は
「
北
島
の
教
育
」
に
お
い
て
フ
ィ

リ
ピ
ン
に
お
け
る
思
想
教
育
の
必
要
を
、
王
張
し
、
言
語
教
育
も
技
術
教

育
も
思
想
教
育
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
。
た
だ
一
一
一
木
の
主

張
が
特
徴
的
な
の
は
歴
史
教
育
こ
そ
が
患
想
教
育
に
つ
な
が
る
こ
と
を

強
調
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
直
接
的
な
思
想
教
育
を
施
さ
ず
と
も
歴
史

教
育
が
期
待
さ
れ
る
役
割
を
十
分
に
果
た
す
と
す
る
こ
と
だ
。
す
な
わ

ち
、
「
ブ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
に
お
け
る
過
去
の
教
育
を
顧
み
る
と
、
ス
ペ
イ

ン
は
ス
ペ
イ
ン
の
歴
史
を
、
ア
メ
リ
カ
は
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
を
教
え
る

こ
と
を
重
要
視
し
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
告
本
と
し
て
は
日
本
の
控
史

と
日
本
の
主
体
的
立
場
と
を
重
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
十
五
、

五
八
八
百
ハ
）
と
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
め
ぐ
る
一
連
の
諸
論
考
は
、
従
軍
中

に
執
筆
さ
れ
た
こ
と
を
考
患
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
当
時
の
三
木

の
政
治
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
状
況
（
担
に
鑑
み
る
と
き
、
被
の
関
心

が
東
亜
共
同
体
論
の
現
実
の
可
否
と
い
う
問
題
か
ら
、
次
第
に
若
き
日

か
ら
の
宗
教
的
関
心
の
深
ま
り
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と

は
本
自
然
で
は
な
い
。
自
ら
現
地
で
東
亜
共
同
体
の
一
翼
を
担
う
べ
き

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
置
か
れ
た
実
際
を
検
証
す
る
中
で
、
民
族
の
も
つ
盟
有

の
思
想
的
背
景
を
探
る
一
一
一
木
に
と
っ
て
は
、
実
－
証
性
を
追
求
す
る
観
点
五
）
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と
宗
教
の
具
体
的
な
信
仰
の
本
質
を
見
出
す
方
向
（
辺
）
と
は
接
近
し
て

い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

虚
史
的
自
覚
と
悪
人
救
済

さ
て
三
木
の
の
思
索
の
視
点
は
末
法
無
戒
の
歴
史
的
自
覚

と
そ
の
時
代
を
生
き
る
自
己
を
悪
人
と
自
覚
す
る
衆
生
の
二
つ
に
向
け

ら
れ
て
お
り
、
こ
の
衆
生
を
救
済
の
対
象
と
し
て
み
る
点
に
置
か
れ
る
。

被
は
「
親
驚
の
思
想
の
特
色
は
、
仏
教
を
人
間
的
な
も
の
に
し
た
と
こ

ろ
に
あ
る
」
と
い
う
見
方
の
正
当
性
を
、
王
張
し
、
そ
の
意
味
の
明
確
な

規
定
の
必
要
を
感
じ
て
、
親
鷲
の
い
う
無
戒
の
時
代
を
生
き
る
歴
史
的

自
覚
と
末
法
の
自
覚
と
と
も
に
自
己
を
凡
態
と
し
て
自
覚
す
る
悪
人
の

救
済
に
お
い
た
の
で
あ
る
（
日
。
三
木
は
、
「
無
戒
は
い
か
に
し
て
自
覚

的
に
な
る
の
で
あ
る
か
」
（
十
八
、
四
五
四
｛
）
五
頁
）
と
開
う
。
そ
し
て
、

そ
の
答
え
は
「
末
法
の
自
覚
と
と
も
に
」
（
十
八
、
四
五
八
頁
）
と
い
う

こ
と
だ
。
彼
に
よ
る
と
「
親
驚
の
思
想
は
深
く
人
爵
性
の
自
覚
に
根
差

し
て
い
る
。
ど
こ
ま
で
も
生
の
現
実
に
即
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
彼
の
教

え
の
特
色
が
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
生
の
自
覚
は
法
の
自
覚
と
密
接
に
結

び
付
い
て
い
る
」
（
十
八
、
四
三
七

1
八
頁
）
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次

の
観
点
に
即
し
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

「
現
在
が
末
法
の
時
で
あ
る
と
い
う
意
識
は
親
驚
に
と
っ
て
正
像

末
三
時
の
教
説
に
よ
っ
て
、
単
に
超
越
的
に
、
与
え
ら
れ
た
も
の
で

は
な
い
。
そ
れ
は
彼
の
時
代
の
歴
史
の
現
実
そ
の
も
の
の
中
か
ら
生

じ
た
も
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
い
わ
ゆ
る
「
観
誇
堅
罰
」
は
彼
に
と
っ

て
切
実
な
体
験
で
あ
っ
た
。
何
よ
り
も
彼
の
心
を
痛
め
た
の
は
高
潔

で
あ
る
べ
き
は
ず
の
僧
侶
の
蔽
い
難
い
倫
理
的
額
廃
で
あ
っ
た
。
（
中

略
）
正
像
末
史
観
の
重
心
は
末
法
に
あ
る
。
そ
れ
は
末
法
史
観
に
ほ

か
な
ら
な
い
」
（
十
八
、
四
回
七

1
八百（）

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
従
軍
体
験
か
ら
戦
地
の
実
際
を
見
た
こ
と
で
、
三
木

の
関
心
は
末
法
史
観
や
末
法
時
に
果
た
す
宗
教
の
現
実
的
役
割
を
つ
よ

く
意
識
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。
若
き
日
か
ら
の
宗
教
的
意
識
と
自

ら
の
置
か
れ
た
時
代
の
現
実
と
が
次
第
に
近
接
し
て
い
っ
て
、
彼
の
思

想
上
の
関
心
が
元
来
の
そ
れ
へ
と
引
き
返
し
て
い
っ
た
。
こ
こ
で
三
木

が
注
目
す
る
の
は
、
親
驚
の
教
え
の
も
つ
「
律
法
主
義
」
と
「
絶
対
救

済
」
の
側
面
だ
（
凶
）
。
親
驚
の
教
法
は
と
り
わ
け
「
社
会
的
繋
が
り
」
（
お
）

の
中
で
そ
の
宗
教
的
意
識
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
宗

教
行
為
（
「
行
業
」
）
論
が
要
」
（
凶
）
と
な
る
。

亀
山
純
生
氏
は
、
一
一
一
木
が
『
親
驚
』
に
お
い
て
「
愚
禿
悲
歎
述
壊
」

の
「
浄
土
真
宗
に
帰
す
れ
ど
も
、
真
実
の
心
は
あ
り
が
た
し
、
虚
仮
不

実
の
わ
が
身
に
て
、
清
浄
の
、
心
も
さ
ら
に
な
し
」
の
こ
と
ば
を
二
度
引

用
す
る
こ
と
（
十
八
、
四
二
六
、
西
五
二
頁
）
に
着
目
す
る
。
亀
山
氏
に

よ
る
と
三
木
は
こ
の
こ
と
ば
を
「
人
間
性
の
自
覚
」
と
「
一
歴
史
の
自
覚
」

の
表
現
と
理
解
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
は
「
無
戒
は
破
戒
以
下
」
と
の

自
覚
に
あ
る
（
立
。
親
驚
は
流
罪
を
き
っ
か
け
に
「
民
衆
と
の
自
己
向

…
化
」
の
視
点
を
「
知
識
人
の
観
念
的
な
そ
れ
か
ら
自
己
の
生
活
現
実

の
そ
れ
へ
と
深
化
」
さ
せ
て
お
り
、
「
こ
こ
で
仏
教
的
悪
人
は
社
会
的

現
実
の
悪
人
と
実
践
的
に
合
一
し
、
そ
こ
か
ら
彼
の
専
修
念
仏
論
は
法

然
流
の
単
な
る
善
人
悪
人
平
等
往
生
論
か
ら
悪
人
正
富
論
へ
と
展
開
し

た
。
そ
の
過
程
で
彼
は
、
自
ら
専
修
念
仏
論
を
掲
げ
、
な
が
ら
逸
脱
す
る

自
己
を
再
三
発
見
し
、
新
た
な
次
元
で
自
己
の
煩
悩
具
縛
と
欺
蹄
性
を

繰
り
返
し
自
覚
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
す
る
。
た
し
か
に
「
歎
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異
抄
」
第
九
条
に
お
い
て
語
ら
れ
る
専
移
念
仏
者
に
徹
し
え
な
い
「
煩

悩
具
足
の
凡
夫
」
へ
の
眼
差
し
が
『
親
鷲
』
の
特
色
の
一
つ
で
あ
り
、
「
こ

う
見
て
こ
そ
、
一
一
一
木
が
強
鵠
す
る
、
疑
惑
が
～
信
仰
を
媒
介
し
悲
歎
が
讃

歌
と
相
即
す
る
親
驚
の
弁
証
法
的
信
仰
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
理
解
さ
れ

う
る
」
（
き
と
の
、
正
張
は
『
親
驚
』
の
展
開
を
理
解
す
る
上
で
資
す
る

も
の
だ
。

一
一
一
木
の
親
驚
理
解
の
観
点
は
、
「
親
驚
に
お
い
て
は
無
常
観
は
罪
悪

感
に
変
わ
っ
て
い
る
」
（
十
八
、
四
二
九
百
む
と
い
う
こ
と
だ
。
フ
ィ
リ

ピ
ン
従
軍
経
験
を
経
て
三
木
が
自
身
の
本
来
的
な
宗
教
的
意
識
を
よ
り

深
化
さ
せ
た
と
考
え
る
と
、
若
き
自
の
「
パ
ス
カ
ル
論
』
は
ど
の
よ
う

に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
彼
は
円
パ
ス
カ
ル
仏
語
に
お
い
て
「
原
罪
」

の
意
義
解
明
に
取
り
組
ん
で
（
一
、
一
八
二
頁
）
お
り
、
た
し
か
に
こ

の
「
パ
ス
カ
ル
論
い
と
「
親
驚
』
は
「
同
じ
哲
学
的
方
向
で
叙
述
」
（
堕

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
人
間
の
根
本
に
何
か
デ

モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
を
み
て
と
る
支
場
が
三
木
の
一
貫
し
た
立
場
で

あ
る
（
型
以
上
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
自
分
自
身
が
戦
地
の
実
情
に
触
れ
た

こ
と
で
、
一
一
一
木
は
・
自
身
の
経
験
を
振
り
返
り
な
が
ら
人
間
の
罪
を
考
察

す
る
観
点
に
何
ら
か
の
内
実
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
一
一
一
木
の
従
箪
経
験
は
若
き
日
か
ら
の
関
心
で
あ
る
人
間
の
原
罪
へ

の
意
識
の
よ
り
深
い
洞
察
に
つ
な
が
っ
て
い
き
、
そ
こ
に
宗
教
的
な
回

心
の
体
験
が
あ
っ
た
と
考
え
る
と
、
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
個
人
の
内
面

的
な
心
境
の
転
換
に
と
ど
ま
ら
な
い
何
か
へ
と
結
び
つ
く
こ
と
に
な
ろ

、つ（幻）。
と
こ
ろ
で
、
三
木
は
「
親
驚
』
で
「
末
法
の
自
覚
は
自
己
の
罪
の
自

覚
に
お
い
て
、
主
体
的
に
超
越
的
な
も
の
に
触
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
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る
」
（
十
八
、
と
い
う
。
亀
出
氏
も
指
捕
す
る
よ
う
に
、
こ

こ
で
「
重
要
」
と
は
、
親
驚
の
自
弓
悲
歎
は
、
単
に
教
義
か
ら
の
観

念
的
自
問
的
内
省
で
は
な
く
、
民
衆
生
活
と
の
関
わ
り
か
ら
発
し
て
い

る
こ
と
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
彼
の
罪
悪
悲
歎
は
、
現
実
生
活
の
中
の

他
者
・
民
衆
と
の
共
苦
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
（
中
略
）
そ
の
意
味
で

親
驚
の
体
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
呪
縛
の
自
己
悲
歎
は
、
生
活
の
中
の
銀
前

の
他
者
・
民
衆
の
苦
悩
に
加
担
し
て
い
る
自
己
へ
の
絶
望
で
あ
る
。
教

義
上
は
本
願
背
反
と
自
覚
さ
れ
る
罪
悪
は
現
実
社
会
の
地
者
抑
圧
加
指

の
罪
意
識
の
リ
ア
ル
さ
と
内
的
相
乗
的
に
媒
介
さ
れ
た
”
生
傷
“
と
し

て
の
罪
悪
感
で
あ
る
」
（
勾
）
と
。
た
だ
一
一
一
木
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
他

者
の
身
体
感
覚
へ
の
共
感
は
あ
く
ま
で
限
定
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
従
軍
時
の
三
木
に
つ
い
て
考
え
て
も
、
彼
は
終
始
陸
軍
宣

伝
班
員
と
し
て
の
立
場
で
研
究
に
集
中
で
き
る
環
境
下
に
あ
っ
て
彼
の

研
究
の
実
証
性
は
そ
の
大
半
が
机
上
の
そ
れ
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
彼

の
研
究
か
ら
感
じ
ら
れ
る
「
生
傷
」
は
多
く
の
場
合
括
弧
村
き
の
も
の

に
と
ど
ま
る
。
こ
の
点
、
一
方
で
亀
山
氏
は
「
一
一
一
木
『
毅
驚
』
の
悪
人

悲
歎
の
空
練
性
は
”
生
傷
の
痛
み
感
覚
“
の
希
薄
さ
に
あ
り
、
そ
れ
は

自
己
の
掠
る
舞
い
と
間
以
前
の
生
身
の
他
者
と
の
絡
み
の
規
点
の
欠
加
に

あ
っ
た
」
（
お
）
と
疑
問
を
投
げ
か
け
、
三
木
の
哲
学
に
お
け
る
「
生
身

の
他
者
の
不
在
」
は
つ
二
木
自
身
の
経
験
の
”
自
開
“
性
（
生
身
の
他

者
性
の
欠
如
）
や
彼
の
活
動
の
エ
ワ
i
ト
、
主
義
等
の
問
題
を
も
示
唆
し

て
い
よ
う
。
だ
が
、
こ
の
間
題
点
自
体
三
木
の
解
釈
学
的
親
鷲
論
な
し

に
は
浮
上
し
え
な
い
」
（
き
と
い
う
。
し
か
し
他
方
で
室
井
美
千
博
氏

は
「
わ
れ
わ
れ
に
宗
教
的
な
体
験
が
乏
し
く
、
あ
る
い
は
宗
教
的
な
も

の
へ
の
関
心
が
低
け
れ
ば
、
一
一
一
木
の
宗
教
性
の
意
義
も
抵
く
評
価
さ
れ
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る
の
で
は
な
い
か
」
（
き
と
三
木
を
擁
護
し
て
お
り
、
こ
の
点
を
考
察

す
る
た
め
に
は
三
木
の
吋
パ
ス
カ
ル
論
」
や
『
親
驚
』
の
背
景
と
な
っ

て
い
る
宗
教
的
意
識
の
構
造
に
注
目
す
る
観
点
に
加
え
て
、
一
一
一
木
の
思

想
の
も
つ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
側
頭
を
指
摘
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

宗
教
的
不
安
と
正
像
末
史
観

そ
れ
で
は
三
木
の
若
き
日
の
『
パ
ス
カ
で
見
ら
れ
る
宗
教
的

意
識
は
、
晩
年
の
『
親
驚
』
で
は
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
こ
で
「
パ
ス
カ
ル
論
』
に
お
け
る
三
木
の
宗
教
的
不
安
の
思

想
が
、
『
親
驚
』
で
は
ど
の
よ
う
な
概
念
に
転
じ
る
こ
と
に
な
る
か
を

詳
細
に
検
証
し
た
い
。

「
パ
ス
カ
ル
論
』
に
お
い
て
三
木
は
宗
教
的
不
安
を
、
次
の
よ
う
に

規
定
づ
け
る
。

「
宗
教
的
不
安
は
確
実
な
る
も
の
を
求
め
て
や
ま
ぬ
者
の
不
安
で

あ
る
。
（
中
略
）
パ
ス
カ
ル
に
お
い
て
主
導
的
な
思
想
は
、
彼
自
身

の
有
名
な
一
一
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
「
自
己
は
獄
、
つ
べ
き
も
の
で
あ
る
に
む

5
2
0丘
町
民
間

g
z
p
合
印
）
と
ニ
一
一
口
う
こ
と
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
も
彼
の

時
代
の
他
の
人
達
と
関
じ
く
人
間
を
研
究
す
る
こ
と
の
怠
務
を
説
く

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
自
己
を
反
省
す
る
の
は
自
己
に
陶
酔
し
自
己

を
讃
美
す
る
た
め
で
な
く
し
て
、
か
え
っ
て
自
己
の
在
る
が
ま
ま
の

悲
惨
と
欠
陥
と
を
知
っ
て
自
己
を
唾
棄
し
、
自
己
を
憎
悪
す
る
た
め

で
あ
る
」
（
一
、
五
八

1
九
頁
）

こ
の
よ
う
な
自
己
認
識
を
基
礎
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
宗
教
的
不
安

を
根
本
的
な
体
験
と
し
て
も
つ
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
「
我
を
愛
す

る
者
は
自
己
が
悲
惨
と
欠
陥
と
に
充
ち
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
を
好
ま

ぬ
か
ら
、
彼
は
自
己
の
存
在
の
真
理
を
自
ら
と
他
と
に
対
し
て
ひ
た
す

ら
に
偽
ろ
う
と
す
る
、
こ
の
虚
偽
の
中
立
、
虚
偽
の
安
静
を
震
塗
す
る

も
の
は
宗
教
的
不
安
で
あ
る
」
（
一
、
六
入
賞
）
と
。
一
一
一
木
に
よ
る
と
「
宗

教
的
不
安
の
本
質
は
求
め
る
こ
と
」
の
う
ち
に
あ
る
が
、
「
蓋
し
基
督

者
の
神
の
特
質
は
こ
れ
を
所
有
す
る
者
に
彼
の
諺
め
さ
を
内
面
的
に
感

ぜ
し
め
る
に
あ
る

3
8）
。
彼
を
崇
め
る
者
に
摂
理
に
よ
っ
て
単
に
幸

福
な
永
寿
を
授
け
る
神
は
基
督
者
の
神
で
は
な
い
。
不
安
は
神
の
体
験

に
お
い
て
原
始
的
に
し
て
根
本
的
で
あ
る
。
（
中
略
）
宗
教
的
不
安
を

深
く
明
ら
か
に
体
験
し
そ
れ
を
偽
る
こ
と
な
く
告
白
す
る
と
こ
ろ
に

我
々
は
パ
ス
カ
ル
の
思
想
の
最
も
著
し
い
特
色
に
出
逢
う
の
で
あ
る
」

（
一
、
六
九

1
七
O
頁
）
と
。

こ
う
し
て
一
一
一
木
に
よ
る
と
、
宗
教
的
不
安
の
ベ
！
ス
に
な
る
の
は
パ

ス
カ
ル
に
お
け
る
無
限
の
観
念
と
そ
の
も
と
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
有
限

な
理
性
的
存
寂
者
が
避
遁
す
る
運
動
な
い
し
動
性
に
あ
る
。

「
パ
ス
カ
ル
の
無
限
は
深
く
し
て
明
ら
か
な
る
不
安
を
喚
び
起
こ

す
休
息
な
き
運
動
で
あ
っ
て
、
か
か
る
も
の
と
し
て
哲
学
上
宗
教
上

の
他
の
種
々
な
る
無
限
の
観
念
の
う
ち
に
著
し
い
特
急
を
示
し
て
い

る
。
無
限
の
名
の
も
と
に
彼
が
原
始
的
に
そ
し
て
根
本
的
に
出
逢
っ

た
の
は
運
動
と
そ
れ
に
伴
う
不
安
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
斯
く
の
如
き

意
味
に
お
け
る
無
限
こ
そ
彼
の
根
本
経
験
と
し
て
ま
た
彼
の
人
間
存

在
の
解
釈
に
最
も
明
確
な
る
個
性
を
与
え
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ

る
」
（
て
一

O
四
頁
）

一
一
一
木
は
、
「
蓋
し
人
間
的
存
在
の
最
も
根
本
的
な
る
規
定
は
動
性
に

あ
る
。
そ
れ
故
に
人
関
に
は
動
き
（
5
5
5
2
g同
）
が
必
要
で
あ
り
（
国
リ

ロ
ゆ
）
、
そ
し
て
入
聞
は
動
き
を
愛
す
る
（
戸
ωゆ
）
。
ひ
と
は
社
交
を
求
め
、



政
治
を
好
む
。
（
中
略
）
一
般
に
我
々
が
生
と
世
界
と

に
出
逢
う
仕
方
の
う
ち
陪
一
騒
と
激
動
と
を
最
も
多
く
提
供
し
、
従
っ
て

我
々
の
存
在
を
最
も
多
く
充
満
す
る
も
の
は
清
念
で
あ
る
」
（
一
、

一
一
頁
）
と
指
摘
し
、
人
間
存
在
の
根
本
規
定
を
「
悲
惨
」
だ
と
す

る。

三木清の回心

「
生
が
一
審
高
い
秩
序
に
達
す
る
と
き
そ
こ
に
は
著
し
い
転
換
が

行
わ
れ
る
。
こ
の
転
換
を
規
定
す
る
も
の
は
自
覚
で
あ
る
。
精
神
と

は
自
覚
的
意
識
の
名
で
あ
る
。
こ
の
根
本
的
な
る
転
換
は
な
に
よ
り

も
人
間
の
生
の
理
解
の
特
殊
な
る
仕
方
を
決
定
す
る
。
こ
の
と
き
ひ

と
は
「
・
自
然
」
（

g
z
g）
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
「
悲
穆
」
（
三
芯
お
）

と
し
て
理
解
す
る
。
（
中
略
）
人
間
の
存
在
は
悲
惨
で
あ
る
」
（
て

一
二
三
百
ハ
）

こ
の
「
悲
惨
な
る
存
在
」
と
し
て
の
密
覚
が
人
間
に
は
あ
均
、
そ
れ

が
人
間
を
し
て
他
な
る
存
在
者
以
上
の
卓
越
性
を
も
た
ら
す
。
一
一
一
木
は
、

「
入
閣
は
自
覚
す
る
と
き
彼
の
自
然
を
彼
の
惨
と
し
て
理
解
す
る
。
け

れ
ど
こ
の
自
覚
的
意
識
そ
の
も
の
は
ま
さ
に
人
間
の
「
韓
大
」

（m
g
E
o
z乙
で
あ
る
。
人
間
は
か
よ
わ
き
麓
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し

彼
は
「
考
え
る
麗
」
で
あ
る
。
（
中
略
）
告
然
が
単
に
自
然
な
る
存
在

で
あ
る
に
反
し
て
、
人
聞
は
特
に
悲
接
な
る
存
在
で
あ
る
。
「
人
間
の

ほ
か
に
穆
め
な
る
も
の
は
な
い
」

G
S）
。
そ
こ
に
人
間
の
特
殊
性
と

優
越
性
が
あ
る
と
パ
ス
カ
ル
は
考
え
る
」
（
一
、
一
一
と
い

、つノ
O
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そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
存
在
理
解
は
に
お
い
て
ど
の
よ

う
に
継
承
、
展
開
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
一
一
一
木
は
親
鷲
の
思
想
の
特
色

を
、
陣
で
あ
る
沼
田
の
考
え
に
沿
っ
た
仕
方
で
（
草
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
も
と
よ
り
親
驚
の
患
想
の
特
急
が
体
験
的
で
あ
る
こ
と
、
人
間
的
で

あ
る
こ
と
、
現
実
的
で
あ
る
こ
と
に
存
す
る
こ
と
は
争
わ
れ
な
い
。
そ

こ
に
我
々
は
彼
の
宗
教
に
お
け
る
棟
め
て
深
い
「
内
面
性
」
を
見
出
す

の
で
あ
る
。
し
か
し
内
面
性
と
は
何
で
あ
る
か
。
内
菌
性
と
は
空
虚
な

主
観
性
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
最
も
客
観
的
な
肉
体
的
と
も
い
い
得
る

充
実
で
あ
る
。
超
越
的
な
も
の
が
内
在
的
で
あ
号
、
内
在
的
な
も
の
が

超
越
的
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
亙
（
の
内
部
性
は
存
す
る
の
で
あ
る
」

（
十
八
、
西
二
回
頁
）
と
。

一
一
一
木
は
こ
の
深
い
内
面
性
充
実
の
要
件
を
、
親
驚
の
思
想
の
も
つ
罪

悪
感
の
う
ち
に
見
て
取
る
。
す
な
わ
ち
「
自
弓
は
単
に
無
常
で
あ
る
の

で
は
な
い
、
煩
悩
の
具
わ
ら
ざ
る
こ
と
の
な
い
凡
夫
、
あ
ら
ゆ
る
罪
を

作
り
つ
つ
あ
る
悪
人
で
あ
る
」
（
十
八
、
四
二
九
頁
）
と
。
た
し
か
に
仏

教
の
思
想
に
お
い
て
無
常
観
は
基
礎
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
一
二
木
告
身

「
鉦
…
常
は
我
々
の
原
始
的
な
体
験
に
属
し
、
仏
教
に
と
っ
て
そ
の
説
の

出
て
く
る
基
礎
経
験
で
あ
る
」
（
十
八
、
四
三
八
頁
）
と
考
え
る
。
し
か

し
、
一
一
一
木
は
い
う
。

「
と
こ
ろ
で
告
己
の
時
代
に
お
い
て
自
覚
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自

己
の
罪
を
時
代
の
責
任
に
転
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
罪
を
弁

解
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
時
代
は
ま
さ
に
末
法
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
ま
た
時
代
の
悪
に
対
す
る
弁
解
で
は
な
い
。
時
代
を
末
法
と
し
て

把
握
す
る
こ
と
は
、
歴
史
的
現
象
を
教
法
の
根
拠
か
ら
理
解
す
る
こ

と
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
時
代
の
悪
を
超
越
的
な
根
拠
か
ら

理
解
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
時
代
の
悪
を
い
よ
い

よ
深
く
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
ま
た
自
己
を
時
代
に
お
い

て
自
覚
す
る
こ
と
は
、
自
己
の
罪
を
末
法
の
教
説
か
ら
、
従
っ
て
ま



た
そ
の
趨
越
的
根
拠
か
ら
理
解
す
る
こ
と
で
あ
り
、
か
く
し
て
自
己

の
罪
を
い
よ
い
よ
深
く
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
い
か
に
し
て
も
罪

の
離
れ
難
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
、
そ
の
罪
が
決
し
て
か

り
そ
め
の
も
の
で
な
く
、
何
か
超
越
的
な
根
拠
を
有
す
る
こ
と
を
思

わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
こ
の
超
越
的
根
拠
を
示
す
も
の
が
末
法
の

思
想
で
あ
る
」
（
十
八
、
四
五
二
j
三
頁
）

こ
の
よ
う
な
超
越
的
根
拠
を
め
ぐ
る
宗
教
的
意
識
が
、
「
親
鷲
』
に

お
い
て
仏
教
的
な
無
常
観
が
罪
悪
感
に
転
じ
る
。
「
悪
人
正
機
の
説
の

根
拠
は
末
法
思
想
」
（
十
八
、
四
五
入
賞
）
に
あ
り
、
一
二
木
の
親
驚
観
は

正
像
末
史
観
に
基
づ
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
を
。
一
二
木
は
「
親
驚
』

の
断
片
で
次
の
よ
う
に
問
う
。

「
教
あ
る
い
は
法
の
本
質
は
永
遠
の
真
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
間

を
超
え
た
、
超
越
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
れ
が
我
々
人
間

に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
救
済
の
力

と
し
て
働
き
得
る
た
め
に
は
、
時
間
の
世
界
の
中
へ
降
り
て
来
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
永
遠
の
真
理
は
歴
史
の
う
ち
に
啓
示
さ

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
釈
迦
の
存
在
の
意
味
が
あ
る
。
釈
迦
が
こ

の
世
に
現
れ
た
の
は
、
何
を
意
味
す
る
か
。
そ
の
「
出
世
の
本
懐
」

は
何
に
存
す
」
（
十
八
、
五
二
四
頁
）

こ
の
「
出
世
の
本
懐
」
に
つ
い
て
、
一
二
木
は
「
末
法
の
自
覚
は
罪
の

自
覚
で
あ
り
、
罪
の
自
覚
は
弥
陀
の
本
願
力
に
よ
る
救
済
の
自
覚
で

あ
っ
た
。
（
中
略
）
親
鷲
は
他
力
教
の
絶
対
性
を
先
ず
、
そ
れ
が
釈
迦

の
本
懐
教
「
出
生
の
本
懐
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
し
よ
う
と
し
た
。
釈
迦
出
生
の
本
意
を
知
れ
と
は
親
驚
に
お
け
る

内
面
の
叫
び
で
あ
っ
た
。
」
（
十
八
、
四
六
一
rap

－
）
と
い
う
。
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方
で
当
時
の
一
一
一
木
の
諸
活
動
を
振
り
返
る
と
き
、
と
り
わ
け
彼
は

当
時
の
思
想
家
の
中
で
も
政
治
的
側
面
に
主
体
的
か
つ
積
極
的
に
関

わ
っ
た
人
物
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
現
実
が
あ
る
。
だ

が
、
他
方
で
そ
の
三
木
が
遺
稿
『
親
驚
』
の
中
で
親
驚
の
居
心
の
論
理

に
注
目
し
て
い
た
こ
と
は
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
問
題
、
だ
。
一
二
木
は
「
世

間
の
生
活
か
ら
避
難
す
る
こ
と
な
く
し
て
仏
法
を
行
ず
る
と
い
ふ
こ
と

に
無
戒
と
い
ふ
こ
と
の
積
極
的
意
義
が
あ
る
」
（
十
八
、
四
九
三
貰
）
と

い
う
。
岩
田
氏
は
つ
ニ
木
の
、
王
要
な
関
心
は
回
心
後
の
社
会
生
活
の
あ

り
方
に
向
か
っ
て
い
た
」
（
き
と
い
い
、
亀
山
氏
は
「
三
木
自
身
の
”
実
践
“

と
し
て
冨
税
驚
』
を
読
む
べ
き
こ
と
」
（
き
を
強
調
す
る
。
先
に
見
た

よ
う
に
、
三
木
は
親
鷲
を
め
ぐ
る
歴
史
的
事
実
と
し
て
流
罪
や
戦
乱
の

「
関
誇
堅
間
」
と
宗
教
界
の
「
倫
理
的
類
廃
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘

す
る
（
ぬ
）
の
で
あ
っ
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
見
た
キ
リ
ス
ト
教
の
在
り
方

か
ら
翻
っ
て
み
て
当
時
の
日
本
の
宗
教
界
へ
の
批
判
意
識
も
深
ま
っ
た

と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
だ
が
注
意
す
べ
き
は
彼
の
批
判
意
識

は
自
分
自
身
に
も
向
か
う
点
で
あ
っ
て
、
「
歴
史
的
現
実
の
、
五
体
化
の

議
論
は
時
代
批
判
と
自
己
批
判
の
相
即
を
骨
格
と
し
、
そ
れ
は
時
代
の

悪
を
自
己
の
患
と
し
て
引
き
受
け
自
己
の
悪
が
時
代
の
悪
を
生
む
と
見

る
構
造
を
な
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
三
木
が
「
歴
史
哲
学
』
で
、
歴
史

的
存
在
に
お
い
て
重
要
な
意
義
を
も
っ
と
強
調
し
た
悲
劇
の
「
運
命
」

の
自
覚
（
六
巻
三
九
頁
）
、
ひ
い
て
は
三
木
自
身
の
覚
悟
と
も
重
な
っ

て
い
る
と
吾
一

結
び一

木
の
思
想
の
宗
教
性
は
、
『
パ
ス
カ
ル
論
』
に
お
い
て
既
に
そ
の



基
本
携
造
が
一
本
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
一
一
一
木
は
「
ひ
と
り
宗
教
の
み
が
人

間
的
存
在
に
お
け
る
偉
大
と
悲
惨
と
の
あ
い
だ
の
矛
請
に
解
決
を
与
え

る
こ
と
の
出
来
る
理
解
の
仕
方
を
教
え
る
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
生
の

全
き
理
解
は
宗
教
の
み
の
能
く
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
（
一
、
一
二
七
1

八
頁
）
と
い
い
、
こ
の
仕
方
の
基
礎
と
な
る
方
法
を
「
解
釈
学
」
（
一
、

一
四
九
百
ハ
）
な
い
し
「
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
」
と
呼
ん
で
い
る
。
す
な

わ
ち
「
悲
惨
と
偉
大
と
は
あ
た
か
も
定
立
と
反
定
立
と
の
関
係
に
立
っ

て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
関
係
は
外
面
的
で
な
い
。
（
中
略
）
こ
の
よ
う
に
、

人
間
の
存
在
の
構
造
は
そ
れ
の
一
つ
の
解
釈
を
し
て
必
ず
地
の
反
対
の

解
釈
を
促
さ
し
め
る
と
こ
ろ
の
性
質
を
も
っ
。
（
中
略
）
デ
ィ
ア
レ
ク

テ
ィ
ク
は
生
を
解
釈
す
る
方
法
で
あ
る
。
（
中
略
）
む
し
ろ
デ
ィ
ア
レ

ク
テ
ィ
ク
は
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
の
講
造
に
よ
っ
て
必
然
的
に
さ
れ

て
い
る
」
（
一
二
五
二

i
一
一
一
頁
）
と
。

次
に
門
パ
ス
カ
ル
論
」
に
お
い
て
一
一
一
木
の
採
用
す
る
方
法
は
、
宗
教

的
解
釈
に
圭
つ
て
は
じ
め
て
完
成
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
「
か
よ
う
に
し
て
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
は
生
の
存
在
の
仕
方

の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
人
間
の
存
在
の
矛
盾
を
綜

合
す
る
見
方
は
エ
ス
プ
リ
の
秩
序
に
あ
る
生
に
は
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、

こ
れ
を
獲
る
た
め
に
は
生
は
慈
悲
の
秩
序
に
ま
で
昇
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
生
の
宗
教
的
解
釈
に
到
っ
て
初
め
て
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
は
完

成
す
る
の
で
あ
る
」
（
一
二
六

O
頁
）
と
。
こ
う
し
て
、
三
木
は
『
パ

ス
カ
ル
論
」
「
宗
教
に
お
け
る
生
の
解
釈
」
で
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
哲
学
は
菌
よ
り
超
越
的
な
る
も
の
を
樹
て
得
る
、
し
か
し
そ
れ

は
全
体
の
生
に
と
っ
て
は
ど
こ
ま
で
も
抽
象
的
で
あ
っ
て
具
体
的
な

る
生
の
ひ
と
つ
の
存
在
の
仕
方
と
し
て
生
の
ひ
と
つ
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て
い
る
に
過
ぎ
ぬ
か
ら
。
生
の
二
層
高
い
秩
序
に
あ
る
宗
教
は
人
間

の
存
在
を
完
全
に
解
釈
す
る
。
そ
れ
は
生
の
事
実
を
曲
げ
る
こ
と
に

よ
っ
て
で
な
く
、
か
え
っ
て
生
の
現
実
に
却
し
て
、
そ
れ
の
意
味
と

連
関
と
を
理
解
せ
し
め
る
。
そ
し
て
パ
ス
カ
ル
は
宗
教
が
斯
く
の
如

く
人
間
の
存
在
の
状
態
と
そ
れ
の
理
出
と
を
満
走
に
解
釈
し
得
る
と

こ
ろ
に
そ
れ
の
真
理
性
は
証
拠
立
て
ら
れ
る
と
考
え
た
の
で
あ
っ

た
」
（
て
一
九

0
1
一頁）

こ
の
宗
教
的
意
識
の
内
在
化
の
実
践
が
三
木
に
と
っ
て
は
吋
親
驚
」

叙
述
の
試
み
に
あ
っ
た
と
考
え
る
と
、
こ
の
試
み
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
従
箪

体
験
を
経
て
若
き
日
の
三
木
の
宗
教
的
意
識
に
実
質
を
与
え
る
も
の
と

し
て
働
い
た
と
い
え
よ
う
。
「
外
か
ら
は
一
点
の
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
の

な
い
よ
う
に
見
え
る
生
活
を
し
な
が
ら
、
し
か
も
絶
え
ず
不
安
に
襲
わ

れ
、
絶
望
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
浄
土
往
生
の
ね
が
い
の
切
な
る
こ

と
に
よ
る
の
で
あ
る
」
（
十
八
、
四
八
一
真
）
と
の
三
木
の
こ
と
ば
も
ま

た
、
三
木
の
も
つ
宗
教
的
意
識
が
そ
の
内
実
を
伴
っ
た
仕
方
で
諸
制
鷲
」

と
し
て
展
開
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

「
教
法
の
真
理
性
は
告
己
に
お
い
て
身
証
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
教
は
誰
の
た
め
で
も
な
い
、
自
己
一
人
の
た
め
で
あ
る
。

か
く
し
て
「
十
方
の
衆
生
」
の
た
め
の
教
は
実
は
「
親
驚
一
人
」
の

た
め
の
教
で
あ
る
。
普
遍
性
は
特
殊
性
に
転
換
す
る
。
か
か
る
転
換

を
な
し
お
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
普
通
性
も
ま
た
真
の
普
遍
性
に
な
る

の
で
あ
る
。
（
中
略
）
こ
の
と
き
十
方
衆
生
は
も
は
や
類
概
念
の
如

き
抽
象
的
な
普
通
で
は
な
く
、
自
己
の
う
ち
に
特
殊
性
を
そ
の
ま
ま

に
含
む
具
体
的
な
普
通
と
な
る
。
（
中
略
）
「
親
驚
一
人
」
の
も
の
と

思
わ
れ
た
救
済
の
教
は
、
救
済
の
成
立
す
る
と
問
時
に
そ
れ
が
も
と
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も
と
「
十
方
衆
生
」
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の

で
あ
る
」
（
十
八
、
四
八
八
頁
）

こ
の
よ
う
な
広
が
り
を
も
っ
三
木
の
宗
教
的
意
識
は
、
三
木
自
身
の

思
想
に
お
い
て
は
師
で
あ
る
西
田
の
指
摘
を
自
分
自
身
へ
の
課
題
と
し

て
受
け
止
め
る
意
識
と
結
び
つ
く
。
盟
国
は
、
三
木
に
語
る
。

「
こ
れ
ま
で
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
行
詰
り
、
東
洋
的
な
も
の
が

現
れ
て
く
る
と
い
っ
て
も
、
た
だ
東
洋
的
な
も
の
に
還
る
と
い
う
の

で
は
何
に
も
な
ら
ん
。
そ
こ
に
新
し
い
人
間
が
生
れ
る
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
ず
物
の
考
え
方
に
も
新
し
い
論
理
が
出
来
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
（
中
略
）
東
洋
的
立
場
で
新
し
い
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
考
え

が
出
来
て
こ
な
い
と
、
東
洋
は
ど
こ
ま
で
も
非
人
格
的
で
、
そ
れ
で

は
文
化
の
否
定
と
な
り
、
人
間
は
滅
び
て
く
る
だ
ろ
う
」
（
十
七
、

五
O
O頁）

三
木
の
存
名
な
こ
と
ば
「
簡
の
中
へ
差
し
入
る
光
は
最
も
美
し
い
」

と
は
一
方
で
師
で
あ
る
西
田
の
魅
力
を
－
評
し
た
も
の
で
あ
り
つ
つ
、
他

方
で
「
思
索
す
る
こ
と
が
震
罪
で
あ
る
」
と
の
性
格
を
指
摘
し
た
も
の

で
も
あ
っ
た
（
十
七
、
一
二

O
五
1
六
頁
）
。
畠
ら
の
実
体
験
と
宗
教
的
意

識
を
新
し
き
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
構
築
へ
と
繋
げ
よ
う
と
努
力
す
る
三

木
に
と
っ
て
、
『
親
鷲
』
は
そ
の
要
諦
と
な
る
も
の
と
し
て
叙
述
す
る

必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
彼
は
哲
学
的
に
も
宗
教
的
に
も
「
思
索
す

る
こ
と
」
が
も
た
ら
す
こ
の
間
か
ら
光
へ
の
転
換
に
魅
了
さ
れ
た
思
想

家
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

、法「
一
一
一
木
清
全
集
』
（
岩
波
書
店
、
第
一
刷
・
一
九
六
六
1
八
年
、
第
二
刷
・

一
九
八
四
1
六
年
）
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
引
用
巻
数
・
頁
数

を
本
文
中
に
記
し
た
。
引
用
に
当
た
っ
て
は
、
出
漢
字
と
田
仮
名
づ

か
い
は
、
新
漢
字
、
新
仮
名
づ
か
い
に
統
一
し
、
送
り
仮
名
も
現
代

の
そ
れ
に
改
め
た
。

（

1
）
「
私
は
一
冗
来
宗
教
的
傾
向
を
も
っ
た
人
関
で
あ
る
。
（
中
略
）
私

の
著
書
『
パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究
』
が
そ
れ
に
対
す
る
立

派
な
証
拠
を
与
え
て
い
る
筈
で
あ
る
」
（
十
八
、
一

O
田
真
）
。
永
野
基

網
氏
は
「
人
間
存
在
に
と
っ
て
宗
教
は
本
質
的
要
求
で
あ
る
と
い
う

三
木
の
立
場
は
、
宗
教
は
無
産
者
の
心
を
ご
ま
か
し
惑
わ
す
麻
薬
だ

と
考
え
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場
か
ら
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
い
い
、

一
九
三

O
年
前
後
に
お
い
て
も
な
お
三
木
の
一
貫
し
た
宗
教
的
思
想

の
立
場
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
永
野
基
網
『
三
木
清
」

清
水
害
説
、
一
一

O
O九
年
、
一
一
七
1
八
頁
。

（

2
）
岩
田
文
昭
円
近
代
青
年
と
仏
教
』
岩
波
書
店
、
一
一

O
一
四
年
、

二一一一九頁。

（

3
）
岩
田
文
昭
、
問
書
、
二
回
宜
頁
。

（

4
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
大
峯
額
に
よ
る
解
説
を
参
燕
。
三
木
清
吋
パ

ス
カ
ル
・
親
驚
』
（
京
都
哲
学
選
書
第
二
巻
）
燈
影
舎
、
一
九
九
九
年
、

ニ
九
三
1
四
頁
。

（

5
）
「
美
し
く
調
和
し
て
い
る
か
の
如
く
見
え
る
す
べ
て
の
答
は
、
「
ひ

と
は
た
だ
独
り
死
し
て
ゆ
く
」
と
い
う
事
実
に
対
し
て
は
す
べ
て
開

に
砕
か
れ
て
し
ま
う
然
し
彼
は
絶
間
な
く
求
め
る
こ
と
を
諦
め
ぬ
が

故
に
、
彼
は
常
に
不
安
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
は
（
中
略
）
「
宗

教
的
不
安
」
（
宮
古
5
E
2
0一征
050）
と
適
当
に
呼
ば
る
べ
き
で
あ
る
」

（
て
五
八
頁
）

（

6
）
自
本
軍
の
一
九
四
二
年
一
月
の
マ
ニ
ラ
占
領
を
受
け
て
、

木



三木清の回心

は
叶
こ
の
寵
後
（
丹
一
六
日
）
草
の
徴
用
（
第
二
次
）
を
受
け
、

約
三
遊
間
品
別
御
殻
山
の
岩
崎
別
邸
で
す
ご
し
た
段
、
一
一
一
月
陸
軍
宣

訟
班
員
と
し
て
マ
ニ
ラ
へ
赴
い
た
。
（
中
略
）
こ
の
…

0
ヶ
月
は
、
青

年
時
代
の
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
留
学
経
験
に
も
匹
敵
す
る
、
そ
れ
こ

そ
哲
学
者
と
し
て
の
三
木
の
思
想
全
体
に
反
省
を
促
す
ほ
ど
の
貴
重

で
、
か
つ
濃
密
な
一

0
ヶ
月
で
あ
っ
た
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
」

と
平
子
氏
は
い
う
。
（
平
子
友
長
「
一
一
一
木
清
と
日
本
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
占

領
」
「
遺
産
と
し
て
の
一
一
一
木
清
』
所
収
、
問
時
代
社
、
一
一

O
O
八
年
、

一一二ム九富ハ）

（7
）
、
河
原
宏
氏
は
、
つ
一
一
木
も
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
戦
場
に
お
い
て
つ
ぶ
さ

に
そ
の
実
相
を
観
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
彼
の
も
つ
衆
に
ぬ
き
ん

で
た
知
識
、
地
を
よ
せ
つ
け
ぬ
洞
察
力
等
々
が
、
一
人
の
兵
士
の
死

を
救
う
力
に
な
り
え
た
か
と
い
え
ば
、
な
ら
な
か
っ
た
ろ
う
。
こ
こ

に
被
が
親
驚
の
説
く
「
他
力
」
の
真
義
を
身
に
し
み
て
体
得
し
た
と

し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
」
と
指
捕
す
る
。
河
癒
宏
「
一
一
一
木
清
1
1
1

昭
和
思
想
史
の
課
題
を
拐
っ
て
」
、
「
近
代
日
本
の
思
想
（

3
）
』
所
収
、

有
斐
問
、
一
九
七
八
年
、
一
路
七

1
八
頁
。
ま
た
当
時
の
知
識
人
の

戦
争
へ
の
関
わ
り
に
つ
い
て
い
う
と
、
京
都
学
派
の
場
合
は
海
軍
へ
、

一
一
一
木
の
場
合
は
陸
軍
へ
と
い
う
仕
方
で
戦
争
に
関
わ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
当
時
の
一
二
木
と
京
都
学
派
の
近
さ
と
距
離
感
に
つ
い
て
は
、
大

横
長
介
「
京
都
学
派
と
自
本
海
軍
」
勺
甲
山
間
二
緋
究
所
、
ニ

O
O
一
年
、

八
五

1
九
三
頁
を
参
照
。

（8
）
平
子
友
長
、
関
論
文
、
注
一
ニ
七
、
三
五
九
1
六
O
賞
。
一
千
子
氏
は
「
マ

一
一
ラ
滞
在
中
三
木
が
関
一
行
作
家
た
ち
と
は
明
確
に
一
線
を
画
し
」
て

お
り
、
一
一
一
木
が
睦
軍
か
ら
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
統
治
政
策
の
文
化
的
慨
認

に
関
わ
る
研
究
と
提
言
を
委
託
さ
れ
て
い
た
」
可
能
性
を
示
唆
し
て

い
る
（
冊
、
一
ニ
一
一
二

1
二一頁）。
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（9
）
「
比
島
入
の
東
洋
的
性
諮
」
（
吋
改
造
』
一
九
四
三
年
二
月
、
「
南

十
字
星
』
に
…
九
昭
二
年
七
月
か
ら
…
一
丹
ま
で

8
自
に
渡
っ
て
搭

載
、
全
集
十
五
巻
所
収
）
、
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
」
（
「
中
央
公
論
同
一
九
四
三

年
一
一
一
月
、
全
集
十
五
巻
所
収
）
、
「
比
島
の
教
育
」
（
吋
教
育
〕
一
九
四
一
一
一

年
七
月
、
全
集
十
五
巻
所
収
）
。

（ω）
当
持
の
一
ニ
木
の
政
治
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
状
況
に
つ
い
て
は
、

マ
イ
ル
ズ
・
フ
レ
ッ
チ
ャ

i
（
竹
内
洋
・
井
上
義
和
訳
）
吋
知
識
人
と
フ
ァ

シ
ズ
ム

i
i近
衛
新
体
制
と
昭
和
明
究
会
』
柏
書
一
場
、
一
一

O
二
年
、

を
参
照
（
内
向
一
更
さ
一
2
2
0門の
y
o
p
g
？切さ「
n・p
・
否
ご
ご
〈

2
0「与「～

宮町内～～
R－N

N
h

む
な
む
ミ
ミ
、
h
H
h

司
令
九
ミ
ミ
宮
、
誌
を
む
可
、
会
足
、
ァ
C
コ一〈ぬ門町一円一可。

h
，

Z
C
ス一戸

内出
3
2
5
M
J
S
F
Z
∞N
）
。
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
は
、
一
一
一
木
が
マ
ル
ク
ス
主
義

に
取
り
組
ん
だ
の
は
「
社
会
分
析
の
方
法
論
」
と
し
て
で
あ
っ
て
「
革

命
的
な
政
治
活
動
の
指
針
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
社
会
の
成
母
立

ち
ゃ
成
り
行
き
を
解
釈
す
る
た
め
の
哲
学
」
（
向
書
、
一
一
一
五
百
（
）
と
し

て
で
あ
っ
た
と
す
る
（
門
司
・

2
2
0
Y
R
8・2門
J

℃・

5
・）。

日
）
「
一
一
一
木
は
、
い
ま
、
一

0
ヶ
月
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
経
験
を
踏
ま
え
て

は
じ
め
て
「
思
想
の
実
証
性
」
を
、
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

較
し
い
検
問
の
下
で
語
る
こ
と
の
で
き
る
言
葉
は
あ
ま
り
に
も
乏
し

か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
一
見
抽
象
的
に
語
ら
れ
る
文
章
の
背
後
に
は
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
で
の
具
体
的
経
験
が
充
満
し
て
い
る
」
（
平
子
友
長
、
同

論
文
、
一
一
一
三
五
頁
）

（
は
）
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
三
木
が
目
撃
し
た
現
実
は
、
は
る
か
に
深
刻
な

事
態
で
あ
っ
た
。
（
中
略
）
一
一
一
木
は
思
想
が
翻
訳
可
能
と
な
り
、
異
文

化
の
位
者
に
理
解
可
能
と
な
る
た
め
に
は
、
そ
の
患
想
が
ま
ず
も
っ

て
十
分
論
理
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
痛
感
し
た
」
（
平
子
友

長
、
向
論
文
、
一
一
一
三
六
頁
）

（
日
）
一
木
の
親
驚
観
に
つ
い
て
は
出
来
よ
り
近
角
常
観
か
ら
の
影
響
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が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
近
年
で
は
岩
田
氏
が
、
武
内
義
範
「
教
行
信

証
の
哲
学
』
か
ら
三
木
が
多
く
の
着
想
を
得
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
（
岩
田
文
昭
、
同
書
、
二
五
四
頁
）
。

（
凶
）
「
三
木
文
庫
に
常
観
著
吋
歎
異
抄
講
義
』
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
本
の
中
で
三
木
は
「
律
法
主
義
」
と
「
絶
対
救
済
」
と
い
う
用

語
の
と
こ
ろ
に
線
を
引
い
て
い
る
」
（
岩
田
文
昭
、
司
書
、
一
一
六
六
頁
）
。

「
一
一
一
木
清
が
忘
れ
ら
れ
な
い
本
と
い
う
『
歎
異
抄
講
義
」
の
「
序
説
」

に
お
い
て
、
近
角
常
観
は
、
宗
教
を
「
律
法
主
義
」
と
「
信
仰
主
義
」

あ
る
い
は
「
救
済
主
義
」
と
を
対
比
さ
せ
て
、
そ
の
歴
史
を
信
仰
、
王

義
に
よ
る
律
法
主
義
の
克
服
の
過
程
と
し
て
述
べ
て
い
る
」
（
室
井
美

子
博
、
「
三
木
清
の
宗
教
性
」
「
遺
産
と
し
て
の
三
木
清
」
所
収
、
向

時
代
社
、
二

O
O
八
年
、
二
七
回
頁
）
。
近
角
常
観
吋
歎
異
抄
講
義
』

光
融
館
、
一
九
三
三
年
、
九
i
十
一
頁
参
照
。

（
日
）
岩
田
文
昭
、
同
書
、
二
六
二
貝
。

（
凶
）
つ
二
木
の
親
驚
の
思
想
構
造
論
に
改
め
て
注
目
し
て
見
る
と
、
（
中

略
）
宗
教
は
単
に
内
面
的
自
覚
の
問
題
で
は
な
く
1

1
ま
し
て
や
世

界
観
の
真
偽
問
題
で
は
な
お
さ
ら
な
く
｜
｜
、
何
よ
り
行
為
・
実
践

の
問
題
で
あ
り
、
宗
教
理
解
に
と
っ
て
宗
教
行
為
（
「
行
業
」
）
論
が

要
で
あ
る
。
（
中
略
）
三
木
が
「
構
想
」
で
、
「
行
業
論
」
に
お
い
て
辺
市

教
的
真
理
」
と
「
信
仰
論
」
を
媒
介
さ
せ
て
そ
こ
か
ら
「
救
済
論
」

を
展
望
し
、
そ
の
焦
点
と
し
て
「
現
世
利
益
」
に
注
目
し
て
い
る
意

義
は
こ
こ
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
三
木
の
親
驚
論
は
、
近
代
の
認
識

論
主
義
的
宗
教
観
を
克
服
す
る
”
実
践
と
し
て
の
宗
教
観
“
を
先
駆

的
に
照
射
す
る
意
義
を
も
っ
て
い
た
」
（
亀
山
純
生
「
一
一
一
木
諸
制
驚
い

の
”
再
発
見
“
」
、
「
遺
産
と
し
て
の
三
木
清
」
所
収
、
同
時
代
社
、

一一

O
O
八
年
、
二
二
二

1
一一一頁）

（
口
）
亀
山
純
生
、
問
論
文
、
二
三
四
1
五
頁
。

（
国
）
亀
山
純
生
、
開
論
文
、
間
一

1
ニ
賞
。

（
羽
）
岩
田
文
昭
、
同
書
、
二
五
二
頁
。

（
却
）
こ
れ
は
一
一
一
木
が
西
国
の
思
想
に
共
感
し
、
引
き
継
い
だ
側
面
の

一
つ
で
あ
る
。
「
先
生
は
よ
く
「
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
」
と
い
う

こ
と
を
言
わ
れ
る
。
こ
れ
は
先
生
に
お
い
て
哲
学
上
の
単
な
る
概
念

で
は
な
く
て
深
い
体
験
で
あ
る
。
先
生
の
魂
の
底
に
は
デ
モ
ー
ニ
ッ

シ
ュ
な
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が
先
生
を
絶
え
ず
思
索
に
駆
り
立
て
て

い
る
カ
で
あ
る
」
（
十
七
、
一
一
一
O
五
1
六
頁
）

（
幻
）
岩
田
氏
は
、
武
内
義
範
の
親
驚
理
解
と
関
様
に
「
三
木
は
（
個

人
の
回
心
の
論
理
）
以
上
に
宗
教
に
立
脚
し
た
社
会
生
活
の
構
築
に

関
心
が
あ
っ
た
」
（
岩
田
文
昭
、
問
書
、
二
六
0
1
一
一
貝
）
と
す
る
。

（
幻
）
亀
山
純
生
、
問
論
文
、
二
回
二

1
一二頁。

（
お
）
亀
山
純
生
、
向
論
文
、
二
四
五
頁
。

（
以
）
亀
山
純
生
、
同
論
文
、
二
四
七
頁
。

（
お
）
室
井
美
千
博
、
問
論
文
、
一
…
五
九
貰
。

（
お
）
「
超
越
的
で
あ
る
と
共
に
内
在
的
、
内
在
的
で
あ
る
と
共
に
超
越

的
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
人
間
の
本
質
が
あ
る
。
（
中
略
）
内
が
外
、

外
が
内
と
い
う
の
が
人
関
の
本
質
で
、
そ
の
よ
う
な
人
間
を
新
し
く

見
出
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
」
（
十
七
、
四
九
六
頁
）

（
幻
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
一
本
田
龍
太
朗
三
現
代
』
と
は
何
か
」
「
西

田
哲
学
会
年
報
」
第
孔
号
（
西
出
哲
学
会
）
、
一

O
二
1
四
頁
を
参
照
。

（
お
）
岩
田
文
昭
、
同
書
、
ニ
六
O
頁
。
「
宗
教
的
関
心
の
論
理
を
個
人

の
内
的
世
界
の
開
題
に
還
元
せ
ず
、
産
史
的
世
界
と
の
動
的
連
関
の

中
で
捉
え
た
も
の
だ
と
、
武
内
は
親
驚
の
論
理
を
解
釈
す
る
」
（
岩
田

文
昭
、
同
書
、
二
六
二

1
一二頁）

（
お
）
亀
山
純
生
、
間
論
文
、
二
一
七
頁
。
三
木
は
、
親
鷲
が
「
当
時

の
仏
教
が
こ
の
世
の
吉
出
禍
福
に
心
を
迷
わ
し
、
卜
占
祭
記
を
事
と



し
、
迷
信
邪
教
に
結
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
鋭
い
批
判
を
向
け
た
」

（
十
八
、
四
九
七
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
却
）
亀
山
純
生
一
、
向
論
文
、
一
一
ニ
六
真
。
「
そ
こ
に
、
侵
略
戦
争
や
自

身
の
投
獄
を
生
ん
だ
三
木
の
時
代
と
知
識
人
・
宗
教
者
へ
の
批
判
が

重
ね
ら
れ
て
い
る
の
を
見
る
の
は
容
易
だ
ろ
う
」

（
さ
亀
山
純
生
、
再
論
文
、
一
一
二
七
真
。

※
本
論
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
法
政
大
学
園
書
館
所
載
の
一
一
一
木
清
文
庫

を
閲
覧
す
る
機
会
を
与
え
て
下
さ
っ
た
菅
沢
龍
文
教
授
に
心
よ
り
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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