
京
都
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派
と
宗
教
哲
学

　
　
　
－
西
田
幾
多
郎
か
ら
西
谷
啓
治
へ
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は
じ
め
に

　
京
都
学
派
の
思
想
の
な
か
で
宗
教
哲
学
は
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
も
つ
で
あ
ろ
う
か
。
宗
教
哲
学
と
い
う
哲
学
の
形
態
が
最
も
明
確
な

仕
方
で
提
示
さ
れ
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
西
谷
啓
治
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
西
谷
の
宗
教
哲
学
は
西
田
幾
多
郎
の
決
定
的
な
影
響
下

に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
西
田
か
ら
西
谷
へ
と
い
う
流
れ
の
な
か
で
、
宗
教
哲
学
の
変
遷
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。

一
　
西
田
幾
多
郎
と
田
邊
元
に
お
け
る
宗
教
と
哲
学
の
関
係

　
宗
教
哲
学
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に
言
及
し
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
は
、
京
都
学
派
の
思
想
に
お
け
る
宗
教
と
哲
学
の
関
係
で
あ

る
。
田
邊
元
が
「
西
田
先
生
の
教
を
仰
ぐ
」
（
一
九
三
〇
年
）
で
、
こ
の
点
に
関
し
て
西
田
哲
学
を
批
判
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
田
邊

は
、
西
田
が
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
の
な
か
で
論
じ
て
い
る
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
の
な
か
に
、
「
哲
学
の
宗
教
化
」
と
い
う
田

邊
に
と
っ
て
許
し
難
い
傾
向
を
認
め
た
。
判
断
的
一
般
者
の
構
造
を
手
引
き
と
し
て
意
識
の
本
質
を
探
り
、
述
語
の
超
越
に
よ
っ
て
同
時
に

主
語
の
個
体
の
於
て
あ
る
場
所
を
求
め
、
こ
の
超
越
的
場
所
の
自
己
限
定
と
し
て
意
識
を
解
し
て
い
く
と
い
う
西
田
の
思
索
の
歩
み
を
、
田

邊
は
高
く
評
価
す
る
。
し
か
し
、
自
覚
的
一
般
者
の
自
己
限
定
と
し
て
意
識
せ
ら
れ
ざ
る
ノ
エ
シ
ス
的
限
定
の
底
に
あ
る
内
的
生
命
の
流
を
、

京
都
学
派
と
宗
教
哲
学
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絶
対
無
の
場
所
が
場
所
自
身
を
直
接
に
限
定
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
田
は
哲
学
が
立
て
る
こ
と
の
で
き
な
い
は
ず
の
最
後

の
不
可
得
な
る
一
般
者
を
定
立
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
哲
学
と
同
じ
よ
う
な
讐
宗
教
哲
学
」
に
な
っ
て
い
る
と
、
批
判
す

る
。
西
田
が
行
っ
て
い
る
の
は
「
超
歴
史
的
絶
対
的
な
る
も
の
を
体
系
の
寿
ぎ
。
凶
O
貯
ヨ
と
し
、
そ
の
限
定
に
由
っ
て
歴
史
的
相
対
的
な
る

も
の
を
秩
序
附
け
組
織
す
る
こ
と
」
［
W
1
三
一
一
］
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
哲
学
的
反
省
の
立
場
に
立
と
う
と
す
る
田
遽
に
と

っ
て
、
歴
史
的
な
も
の
の
基
底
と
し
て
超
歴
史
的
な
も
の
が
予
想
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
超
歴
史
的
な
も
の
は
た
だ
歴
史
的
な
も
の
の
方

向
の
中
に
含
ま
れ
る
微
分
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
な
も
の
を
通
じ
て
無
限
に
求
め
ら
れ
る
イ
デ
ー
に
止
ま
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
西
田
の
絶
対

無
の
自
覚
は
規
定
す
る
も
の
も
規
定
さ
れ
る
も
の
も
無
い
絶
対
～
如
の
立
場
で
あ
り
、
そ
れ
は
宗
教
の
立
場
で
あ
る
。
田
遇
は
あ
く
ま
で

「
哲
学
と
宗
教
と
は
其
本
性
上
合
一
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
」
門
W
一
三
二
］
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　
西
田
は
こ
の
田
邊
の
批
判
を
受
け
て
直
ち
に
「
場
所
の
自
己
限
定
と
し
て
の
意
識
作
用
」
「
私
の
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
と
い
ふ
も
の
」

と
い
う
二
論
文
を
書
き
、
場
所
や
無
の
限
定
と
い
う
考
え
方
が
知
識
構
成
に
如
何
な
る
役
目
を
演
ず
る
か
を
改
め
て
考
察
し
た
。
そ
こ
で
黒

田
は
「
ノ
エ
マ
的
神
」
と
「
ノ
エ
シ
ス
的
串
」
を
区
別
し
て
い
る
［
W
l
一
一
六
］
。
西
田
に
よ
れ
ぽ
、
表
現
的
自
己
の
自
己
限
定
は
事
実

が
事
実
自
身
を
限
定
す
る
と
考
え
ら
れ
る
点
に
於
て
絶
対
無
の
ノ
エ
マ
的
自
覚
に
触
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
接
触
点
を
な
す
も
の
は
我
々

の
内
部
知
覚
的
自
己
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
内
部
知
覚
的
自
己
は
、
事
実
が
事
実
自
身
を
限
定
す
る
と
考
え
ら
れ
る
点
に
於
て
、

事
実
自
身
の
自
己
隈
定
に
即
し
て
ノ
エ
シ
ス
的
に
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
外
物
を
離
れ
て
深
い
内
省
的
事
実
の

中
に
自
己
欝
身
の
実
在
性
を
求
め
て
自
ず
か
ら
神
に
至
っ
た
が
、
そ
の
神
は
ノ
エ
マ
的
神
で
あ
る
、
ノ
エ
マ
楽
章
は
も
っ
ぱ
ら
宗
教
的
信
仰

に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
り
、
哲
学
に
は
持
ち
込
め
な
い
も
の
で
あ
る
、
し
か
し
、
我
々
の
自
己
の
根
底
は
ノ
エ
マ
的
神
に
あ
る

の
で
は
な
く
ノ
エ
シ
ス
的
神
に
あ
る
、
こ
の
よ
う
に
西
田
は
云
う
。
ノ
エ
シ
ス
露
国
と
い
う
の
は
、
神
ぞ
の
も
の
も
な
く
な
っ
た
絶
対
の
無

の
自
覚
と
い
う
如
き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
我
々
の
自
己
の
根
底
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
も
の
の
根
底
で
あ
り
、
神
ぞ
の
も
の

の
根
底
と
も
な
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
藤
田
に
お
い
て
、
宗
教
は
絶
対
無
の
ノ
エ
シ
ス
的
限
定
と
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
ノ
エ
シ
ス
的
方
向



に
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
方
向
に
お
い
て
は
、
哲
学
が
追
求
す
べ
き
客
観
的
知
識
の
根
抵
と
宗
教
的
体
験
の
事
実
の
根
雪

と
は
一
つ
な
の
で
あ
る
［
W
…
＝
二
］
。
そ
し
て
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
が
絶
対
無
の
自
覚
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
こ
の
絶
対
無
の
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

覚
は
「
大
乗
仏
教
の
真
意
」
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
西
田
は
明
言
し
て
い
る
。

　
宗
教
を
絶
対
無
の
ノ
エ
シ
ス
的
限
定
と
捉
え
る
捉
え
方
は
、
宗
教
と
い
う
事
象
を
宗
教
心
も
し
く
は
宗
教
的
体
験
、
宗
教
的
意
識
か
ら
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

明
し
よ
う
と
す
る
態
度
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
西
田
は
、
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
伝
統
に
な
ら
っ
て
「
神
」
が
宗
教
の
根
本
概
念
で
あ

る
と
認
め
る
の
に
吝
か
で
は
な
い
が
、
「
神
は
我
々
の
自
己
に
心
霊
上
の
事
実
と
し
て
現
れ
る
」
と
述
べ
て
、
神
を
も
心
霊
上
の
事
実
と
い

う
と
こ
ろ
が
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
立
場
か
ら
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
神
の
絶
対
的
な
超

越
性
、
絶
対
的
な
他
者
性
は
最
初
か
ら
簸
無
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
批
判
が
出
て
く
る
の
は
容
易
に
理
解
で
き
る
。
現
代
で
は
特
に
他
者
論

の
文
脈
か
ら
同
種
の
批
判
が
出
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
西
田
哲
学
は
、
他
を
自
己
の
内
に
取
り
込
ん
で
、
他
を
包
摂
す
る
と
い
う
仕
方
で

「
自
同
」
に
到
達
し
、
こ
の
「
自
同
」
か
ら
す
べ
て
の
他
を
規
定
し
直
す
と
こ
ろ
の
「
自
門
の
哲
学
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
宗
教
と
哲
学
を
峻
別
す
る
考
え
方
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
宗
教
の
モ
デ
ル
と
し
た
西
洋
哲
学
の
伝
統
に
お
い
て
は
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
も
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
西
田
の
文
脈
で
は
、
物
を
概
念
的
に
限
定
す
る
際
に
主
語
的
方
向
に
考
え
る
と
い
う
態
度
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
考
え
方

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
絶
対
無
の
ノ
エ
シ
ス
的
限
定
と
い
う
思
想
が
ど
ん
な
に
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
と
し
て
も
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス

ト
教
の
教
理
的
伝
統
の
な
か
で
考
え
る
限
り
、
ノ
エ
シ
ス
的
方
向
に
宗
教
の
本
質
を
見
出
す
よ
う
な
考
え
方
は
内
在
主
義
と
し
て
批
判
さ
れ

る
の
が
常
で
あ
る
。
内
在
主
義
と
い
う
批
判
は
、
哲
学
に
お
い
て
な
さ
れ
る
主
観
主
義
と
い
う
批
判
と
軌
を
一
に
す
る
が
、
批
判
と
し
て
は

よ
り
深
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
、
こ
の
問
題
は
基
本
的
に
は
、
哲
学
と
宗
教
と
を
区
別
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
理
由
は
、
そ
の

場
合
の
「
宗
教
扁
が
キ
リ
ス
ト
教
を
範
型
と
す
る
か
仏
教
を
範
型
と
す
る
か
で
考
え
方
が
大
き
く
違
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
と
わ
か

り
や
す
い
。
（
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
言
う
と
ぎ
、
直
ち
に
哲
学
が
普
遍
で
（
諸
）
宗
教
が
特
殊
と
い
う
枠
組
み
に
陥
る
こ
と
に
な
る
が
、
後
に

京
都
学
派
と
宗
教
哲
学
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述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
枠
組
み
自
体
が
実
は
問
題
な
の
で
あ
る
。
）
西
田
に
と
っ
て
根
本
的
に
問
題
で
あ
っ
た
の
は
、
西
洋
の
哲
学
史
の
な
か

で
追
究
さ
れ
て
き
た
思
索
の
成
果
が
果
し
て
充
全
な
仕
方
で
全
体
の
思
惟
、
根
源
の
思
惟
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
哲
学
の
知

が
い
ま
だ
包
摂
し
き
れ
な
い
も
の
を
残
し
、
根
抵
的
な
も
の
の
さ
ら
に
先
に
い
ま
だ
到
達
し
き
れ
な
い
も
の
を
残
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
哲

学
と
し
て
不
完
全
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
畑
野
が
求
め
た
の
は
よ
り
早
耳
な
る
哲
学
知
の
追
求
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

西
田
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
べ
き
問
い
は
、
そ
の
い
ま
だ
包
摂
し
き
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
い
ま
だ
到
達
し
得
な
か
っ
た
と
こ
ろ
が
果
し
て

哲
学
知
と
な
り
得
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
問
い
は
西
谷
に
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
妥
当
し
な
い
。
西
谷
に
お
い
て
は

哲
学
に
求
め
る
も
の
が
違
う
か
ら
で
あ
る
。
藪
田
と
西
谷
の
結
び
つ
き
を
見
る
に
は
、
西
洋
の
哲
学
が
鋼
達
し
得
な
か
っ
た
も
の
が
如
何
に

し
て
与
え
ら
れ
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
出
て
く
る
問
題
、
つ
ま
り
根
本
的
直
覚
を
取
り
上
げ
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

二
　
西
谷
啓
治
の
西
田
哲
学
理
解

　
㎎
善
の
硯
究
隔
第
一
編
第
四
章
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

　
　
す
べ
て
の
関
係
の
本
に
は
直
覚
が
あ
る
、
関
係
は
こ
れ
に
よ
り
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
い
か
に
縦
横
に
思
想
を
馳
せ
る
と
も
、

　
　
根
本
的
直
覚
を
超
出
す
る
こ
と
は
で
ぎ
ぬ
、
思
想
は
こ
の
上
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
思
想
は
ど
ご
ま
で
も
説
明
の
で
き
る
も
の
で
は

　
　
な
い
、
そ
の
根
抵
に
は
説
明
し
う
べ
か
ら
ざ
る
薩
覚
が
あ
る
、
す
べ
て
の
証
明
は
こ
の
上
に
築
き
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
［
王
一
闘

　
　
璽

こ
の
「
根
本
的
直
覚
」
は
思
惟
の
根
抵
に
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
意
志
の
根
抵
に
も
あ
り
、
さ
ら
に
す
べ
て
の
宗
教
の
本
に
も
あ
る
と
、

西
田
は
云
う
。

　
西
谷
啓
治
は
論
文
「
西
田
哲
学
」
（
一
九
五
〇
年
）
で
、
こ
の
西
田
の
根
本
的
直
覚
を
主
題
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
西
田
自
身

の
考
え
方
に
基
づ
い
て
は
い
る
が
、
西
谷
が
、
西
田
の
思
想
体
系
の
変
化
の
底
に
生
き
て
働
く
直
覚
的
な
も
の
こ
そ
西
田
哲
学
の
核
心
を
な



す
、
と
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
直
覚
に
比
す
れ
ば
、
西
田
の
思
想
体
系
の
変
化
に
対
す
る
西
谷
の
関
心
は
驚
く
ほ
ど
薄
い
。
西
谷
は

そ
の
直
覚
的
な
も
の
の
発
生
的
由
来
を
論
じ
て
、
そ
れ
が
一
方
で
は
ド
イ
ツ
観
念
論
、
特
に
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
か
ら
出
て
き
て
い
る
が
、
他
方

一
層
深
い
と
こ
ろ
で
禅
仏
教
か
ら
出
て
き
て
い
る
と
考
察
し
、
「
特
に
思
想
の
背
後
に
あ
る
直
覚
的
な
も
の
に
関
し
て
は
、
恐
ら
く
後
者

（
禅
仏
教
）
が
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
て
み
る
」
［
眠
一
一
〇
〇
〕
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
こ
の
西
田
哲
学
の
核
心
は
、
後
者
に
つ
い
て
は
西
谷
自
身
の
哲
学
の
核
・
1
0
に
そ
の
ま
ま
当
て
嵌
ま
る
。
西
谷
の
根
本
的
直
覚
も
ま
た
彼
の

著
作
に
最
初
か
ら
現
れ
て
い
る
。
彼
が
最
初
に
公
刊
し
た
『
根
源
的
主
体
性
の
哲
学
』
（
一
九
晒
○
年
）
は
一
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
発
表
さ

れ
た
諸
論
文
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
「
根
源
的
主
体
性
扁
の
立
場
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
を
、
西
谷
は
「
緒
言
扁

で
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
〈
わ
れ
在
り
〉
と
い
ふ
こ
と
の
窮
極
の
根
挿
は
底
な
き
も
の
で
あ
る
、
吾
々
の
生
の
根
源
に
は
脚
を
著
け
る
べ

き
何
も
の
も
無
い
と
い
ふ
所
が
あ
る
、
寧
ろ
立
脚
す
べ
き
何
も
の
も
無
い
所
に
立
脚
す
る
故
に
生
も
生
な
の
で
あ
る
、
そ
し
て
さ
う
い
ふ
脱

底
の
自
覚
か
ら
新
し
い
主
体
性
が
宗
教
的
知
性
と
理
性
と
自
然
早
生
と
を
一
貫
す
る
も
の
と
し
て
現
れ
て
来
る
」
［
1
一
三
］
、
そ
う
い
う
主

体
性
で
あ
る
。
こ
の
主
体
性
の
あ
り
方
の
な
か
に
、
西
田
の
思
想
と
根
底
に
お
い
て
通
ず
る
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
共
に
、
こ
の

主
体
性
の
背
後
に
、
西
谷
自
身
の
根
本
的
直
覚
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
根
源
的
主
体
性
の
立
場
は
思
想
的
に
は
中
期
に
お
い
て
空
の
立
場

へ
と
深
め
ら
れ
て
い
く
が
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
一
貫
し
た
も
の
が
あ
る
。
西
谷
は
西
田
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
思
想
を
受
け
継
い
だ
の
で

は
な
い
。
西
谷
は
、
西
田
が
根
本
的
直
覚
と
呼
ん
だ
も
の
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
し
か
も
自
ら
が
置
か
れ
た
歴
史
的
状
況
の
な
か
で
、

従
っ
て
西
田
の
そ
れ
と
は
自
ず
か
ら
違
う
仕
方
で
根
本
的
直
覚
を
獲
得
し
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
田
哲
学
を
継
承
し
た
の
で
あ
る
。

論
文
「
西
田
哲
学
」
に
は
、
そ
も
そ
も
西
田
哲
学
は
そ
う
い
う
仕
方
で
受
け
取
ら
れ
る
べ
き
思
想
で
あ
る
と
い
う
西
谷
の
理
解
が
示
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
継
承
の
仕
方
に
は
、
西
田
哲
学
に
対
す
る
～
分
の
批
判
も
当
然
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
西
谷
は
『
根
源
的
主
体
性
の

哲
学
』
に
入
れ
ら
れ
た
論
文
「
西
田
哲
学
を
め
ぐ
る
論
点
」
（
　
九
三
六
年
）
に
お
い
て
、
山
内
得
立
と
高
橋
里
美
の
西
田
哲
学
批
判
を
検

京
都
学
派
と
宗
教
哲
学
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討
し
て
、
彼
ら
の
批
判
を
再
批
判
す
る
と
同
時
に
、
西
田
の
立
場
を
「
上
か
ら
の
哲
学
」
、
山
内
と
高
橋
（
さ
ら
に
は
田
鰻
も
含
め
て
）
の

立
場
を
「
下
か
ら
の
哲
学
」
と
呼
ん
で
、
西
田
哲
学
の
問
題
点
を
接
製
し
て
い
る
。

　
　
　
…
最
高
段
階
の
現
実
が
低
き
諸
段
階
を
考
へ
る
躊
の
公
準
と
さ
れ
る
こ
と
、
い
は
ば
上
か
ら
下
を
見
る
見
方
は
、
哲
学
が
現
象
を
そ

　
　
の
懸
章
的
本
質
に
ま
で
入
っ
て
根
本
的
に
捉
へ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
当
然
で
あ
る
。
併
し
同
時
に
、
最
高
な
ら
ざ
る
段
階
に
お

　
　
い
て
は
そ
の
現
実
と
思
惟
の
公
準
と
の
問
に
乖
離
が
挟
ま
る
こ
と
も
着
早
出
来
な
い
。
上
か
ら
の
見
方
は
こ
の
距
た
り
を
完
全
・
不
完

　
　
全
の
量
的
相
違
と
し
て
見
る
が
、
併
し
そ
の
反
薗
の
質
的
相
違
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
不
完
全
と
か
鉄
如
と
か
と
見
ら
れ
る
も
の

　
　
は
、
見
方
を
醗
せ
ば
完
全
へ
の
抵
抗
・
背
反
で
あ
る
。
例
へ
ぽ
欲
求
や
抽
象
的
分
劉
知
の
ご
と
き
も
の
も
、
我
々
を
そ
れ
自
ら
の
う
ち

　
　
に
囚
へ
て
高
き
へ
上
ら
し
め
ず
、
自
ら
の
う
ち
に
精
神
の
全
体
を
働
か
し
め
る
。
そ
れ
は
精
神
の
諸
段
階
全
体
を
通
ず
る
「
公
準
」
に

　
　
背
反
し
、
最
高
の
も
の
と
質
的
に
対
立
す
る
。
こ
の
見
地
か
ら
は
分
劉
知
も
、
例
へ
ば
絶
対
知
に
対
し
て
非
絶
対
で
あ
る
理
由
だ
け
で

　
　
既
に
そ
れ
自
身
の
裡
に
お
い
て
一
種
の
絶
対
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
特
有
の
積
極
的
な
意
義
と
存
在
を
も
つ
。
［
眠
一
二
〇
二
］

こ
の
特
有
の
積
極
的
意
義
を
見
る
た
め
に
は
、
下
か
ら
上
へ
の
見
方
が
必
要
で
あ
っ
て
、
上
か
ら
の
晃
方
は
、
こ
の
下
か
ら
の
見
方
の
積
極

性
を
包
み
得
る
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
、
し
か
し
、
現
在
の
西
田
哲
学
に
は
下
か
ら
の
平
方
が
希
薄
で
あ
る
、
そ
の
よ
う
に
、
西

谷
は
云
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
批
判
は
、
明
ら
か
に
西
谷
自
身
の
思
想
形
成
に
反
映
し
て
い
る
。
西
田
に
比
し
て
西
谷
の
思
索
の
特
徴
は
、
ま
ず
事
象
を
発
生
の
由

来
か
ら
歴
史
的
に
考
察
し
、
そ
の
上
で
事
柄
そ
の
も
の
の
論
理
的
思
索
を
行
う
、
あ
る
い
は
逆
に
、
論
理
的
思
考
を
繰
り
広
げ
た
上
で
そ
れ

を
歴
史
的
な
場
に
置
き
戻
す
、
と
い
う
展
開
を
示
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。
黙
下
か
ら
の
哲
学
し
と
「
上
か
ら
の
哲
学
」
と
の
統
一
を
、
西
谷
自

身
が
貿
指
し
た
と
い
え
る
。

　
上
か
ら
の
晃
方
と
下
か
ら
の
見
方
の
両
方
が
、
哲
学
と
宗
教
の
関
係
に
対
し
て
、
ま
た
宗
教
哲
学
と
い
う
学
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
の
が
、

論
文
「
宗
教
哲
学
…
1
序
論
」
（
…
九
四
一
年
）
で
あ
る
。



　
そ
の
な
か
で
、
西
谷
は
宗
教
哲
学
の
発
生
と
発
達
の
歴
史
の
な
か
に
三
つ
の
根
本
的
態
度
が
順
次
に
展
開
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て

い
る
。
第
一
は
省
察
的
態
度
で
あ
り
、
「
特
定
の
歴
史
的
宗
教
を
立
場
と
し
て
前
提
し
な
が
ら
然
も
理
性
的
な
る
も
の
に
そ
の
真
理
内
容
を

認
め
、
哲
学
的
な
思
弁
に
よ
っ
て
こ
れ
を
捉
へ
よ
う
と
す
る
態
度
」
［
W
一
五
〇
］
で
あ
る
。
一
般
に
自
然
宗
教
や
理
性
宗
教
と
呼
ば
れ
る

も
の
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
第
二
は
構
成
的
態
度
で
あ
り
、
哲
学
の
立
場
か
ら
信
仰
内
容
を
合
理
的
に
再
構
成
す
る
態
度
で
あ
る
。
こ
の
態
度

に
お
い
て
、
哲
学
の
立
場
は
如
何
な
る
歴
史
的
宗
教
の
信
仰
か
ら
も
自
由
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
す
べ
て
の
可
能
的
な
宗
教
に
関
わ
り
得
る

普
遍
性
を
も
つ
と
見
な
さ
れ
る
。
そ
こ
で
な
さ
れ
る
の
は
、
自
立
し
た
理
性
が
合
理
性
を
尺
度
に
し
て
信
仰
内
容
を
再
構
成
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
哲
学
の
宗
教
に
対
す
る
優
位
が
自
ず
か
ら
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
カ
ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
に
至
る
宗
教
哲
学
が
そ
の

典
型
と
さ
れ
る
。
第
二
の
態
度
は
第
一
の
態
度
の
発
展
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
連
続
し
た
態
度
は
第
三
の
態
度
に
お
い
て
訂
正
さ
れ

る
。
第
三
の
態
度
は
哲
学
の
自
己
反
省
に
立
つ
反
省
的
態
度
で
あ
り
、
哲
学
の
傲
慢
が
斥
け
ら
れ
、
宗
教
が
そ
れ
自
身
の
固
有
の
根
源
を
も

つ
こ
と
が
自
覚
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
「
哲
学
は
、
内
容
を
そ
の
内
面
か
ら
創
造
的
に
開
展
せ
し
め
る
構
成
力
で
あ
る
代
り
に
、
内

容
を
単
に
外
か
ら
の
所
与
と
し
て
受
取
り
、
概
念
的
形
式
に
よ
っ
て
こ
れ
を
処
理
し
直
す
単
な
る
反
省
力
と
な
っ
た
」
［
暇
－
五
三
］
。

　
こ
の
よ
う
に
過
去
の
宗
教
哲
学
の
態
度
を
考
察
し
た
上
で
、
西
谷
は
、
現
代
の
宗
教
哲
学
が
極
め
て
貧
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
判
断

し
、
宗
教
哲
学
が
如
何
な
る
新
し
い
意
義
を
獲
得
す
べ
き
か
を
探
究
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
探
究
を
見
て
い
く
前
に
、
西
田
が
宗
教

哲
学
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
一
瞥
し
て
お
き
た
い
。

三
　
西
田
の
宗
教
哲
学

　
西
田
は
宗
教
に
つ
い
て
し
ば
し
ぼ
言
及
し
て
お
り
、
宗
教
を
主
題
的
に
彼
自
身
の
哲
学
の
立
場
か
ら
説
明
す
る
論
考
も
遺
し
て
い
る
が
、

宗
教
哲
学
と
い
う
語
を
殊
更
に
使
っ
て
い
る
例
は
少
な
い
。
晩
年
に
「
多
年
念
頭
に
か
か
り
居
る
宗
教
哲
学
の
問
題
に
触
れ
て
兇
た
」
と
西

田
が
序
で
云
う
「
予
定
調
和
を
手
引
き
と
し
て
宗
教
哲
学
へ
」
（
一
九
四
四
年
）
と
い
う
論
文
が
あ
り
、
そ
こ
で
彼
は
、
絶
対
現
在
の
自
己

京
都
学
派
と
宗
教
哲
学
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限
定
と
し
て
の
世
界
と
い
う
立
場
か
ら
宗
教
哲
学
を
形
成
し
よ
う
と
い
う
意
図
を
表
明
し
て
い
る
門
岨
一
「
四
こ
。

　
こ
の
論
文
の
題
圏
が
ボ
す
よ
う
に
、
西
田
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
と
予
定
調
和
の
思
想
を
考
察
し
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
論
理
の
矛
盾

的
自
己
同
一
的
原
理
に
着
眼
し
て
い
な
い
点
を
批
判
し
つ
つ
、
予
定
調
和
と
い
う
こ
と
を
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
の
世
界
の
あ
り
よ
う
を
示

す
も
の
と
し
て
読
み
替
え
て
い
く
。

　
　
世
界
が
世
界
自
身
を
映
す
こ
と
か
ら
成
立
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
宗
教
的
に
成
立
す
る
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
世
界
に
於
て
は
、

　
　
個
多
と
全
一
と
が
矛
盾
的
自
己
同
一
的
に
対
立
す
る
。
入
間
と
神
と
が
何
処
ま
で
も
対
立
す
る
。
我
々
の
自
己
が
人
格
的
に
個
な
れ
ぽ

　
　
平
な
る
程
、
絶
対
的
な
る
唯
～
の
神
に
面
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
か
か
る
世
界
は
、
何
処
ま
で
も
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ

　
　
と
歴
史
的
で
あ
る
。
歴
史
的
世
界
は
、
超
越
即
内
在
、
内
在
即
超
越
に
、
宗
教
的
な
る
も
の
が
そ
の
成
立
の
根
号
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な

　
　
い
。
故
に
人
は
歴
史
の
根
抵
に
ミ
ュ
ー
ト
ス
が
あ
る
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ざ
れ
ば
、
歴
史
は
自
然
に
還
元
せ
ら
れ
る
の
外
な
い
。

　
　
私
は
右
の
如
き
立
場
に
於
て
、
宗
教
哲
学
を
組
織
し
よ
う
と
考
へ
る
も
の
で
あ
る
。
種
々
な
る
宗
教
哲
学
的
問
題
は
、
か
か
る
立
場
か

　
　
ら
考
へ
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
神
と
人
間
と
の
矛
盾
的
自
己
岡
一
の
形
に
よ
っ
て
、
種
々
な
る
宗
教
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て

　
　
何
れ
の
宗
教
も
、
限
定
せ
ら
れ
た
形
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
出
入
な
き
を
得
な
い
。
［
漂
一
～
四
　
以
下
〕

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
西
田
は
、
超
越
即
内
在
、
内
在
即
超
越
で
あ
る
こ
の
歴
史
的
世
界
か
ら
、
或
る
宗
教
（
キ
リ
ス
ト
教
）
は
超
越
の
方
向

（
客
観
の
方
向
）
へ
、
或
る
宗
教
（
仏
教
）
は
内
在
の
方
向
（
主
観
の
方
向
）
へ
こ
の
世
界
を
超
越
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
諸
宗
教
の
特

殊
性
を
説
明
す
る
（
と
い
っ
て
も
、
異
体
的
に
彼
が
例
と
し
て
論
ず
る
の
は
、
キ
ジ
ス
ト
教
、
仏
教
、
仏
教
の
特
殊
な
形
態
と
し
て
の
浄
土
真

宗
の
み
で
あ
る
）
。
そ
の
上
で
、
禅
宗
に
言
及
し
て
、
禅
宗
は
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
と
し
て
の
我
々
の
自
己
の
上
里
に
徹
す
る
と
い
う
宗

教
の
本
質
を
直
戴
に
も
つ
宗
教
で
あ
る
、
と
特
化
し
て
い
る
n
M
l
一
四
三
］
。

　
西
田
は
宗
教
哲
学
と
い
う
概
念
を
き
ち
ん
と
定
義
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
曖
昧
さ
を
遺
す
が
、
こ
の
叙
述
を
見
る
限
り
、
先
行
す

る
何
ら
か
の
哲
学
の
立
場
か
ら
宗
教
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
歴
史
的
諸
宗
教
の
特
殊
性
を
説
明
し
秩
序
づ
け
る
と
い
う



よ
う
な
学
を
、
宗
教
哲
学
と
見
な
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
捉
え
方
は
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
西
谷
の
云
う
第
二
の
構
成
的

態
度
に
あ
た
る
よ
う
に
見
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
、
絶
対
無
の
自
覚
と
い
う
よ
う
な
西
田
の
哲
学
の
立
場
が
、
構
成
的

態
度
の
拠
っ
て
立
つ
近
代
の
普
遍
的
理
性
の
立
場
と
は
根
本
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
雷
う
ま
で
も
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
世
の
古

典
的
な
宗
教
哲
学
は
哲
学
を
普
遍
、
諸
宗
教
を
特
殊
と
す
る
基
本
的
に
単
純
な
構
図
を
も
っ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
が
普
遍
で
あ
る
と
云
わ

れ
る
と
き
の
普
遍
性
は
近
代
的
理
性
の
普
遍
性
よ
り
む
し
ろ
深
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
場
合
の
キ
リ
ス
ト
教
の
普
遍
性

も
や
は
り
あ
く
ま
で
近
代
的
理
性
の
普
遍
性
と
連
続
し
て
い
る
。
西
田
は
そ
れ
ら
の
普
遍
性
が
実
は
充
全
な
仕
方
で
普
遍
的
で
は
な
く
、
さ

ら
に
そ
れ
を
超
え
包
む
立
場
が
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
と
い
え
る
。

　
し
か
し
こ
の
よ
う
な
立
場
の
違
い
を
認
識
し
た
と
し
て
も
、
西
田
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
　
の
思
想
が
、
近
代
理
性
の
立
場
に
立
つ
宗
教

思
想
と
同
様
に
、
特
殊
的
な
諸
宗
教
を
そ
こ
か
ら
見
渡
し
そ
こ
か
ら
説
明
す
る
こ
と
の
で
き
る
普
遍
的
な
哲
学
思
想
と
し
て
機
能
す
る
方
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

性
が
存
す
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
と
い
う
こ
と
が
哲
学
思
想
と
し
て
提
示
さ
れ
る
限
り
、
哲
学
が
宗
教
に
対
し
て
優

位
に
立
ち
、
宗
教
に
対
し
て
構
成
的
に
作
用
す
る
と
い
う
図
式
に
容
易
に
嵌
り
込
ん
で
い
っ
て
し
ま
う
。
禅
仏
教
を
、
宗
教
の
本
質
を
直
戴

に
も
つ
も
の
と
し
て
割
合
簡
単
に
特
記
し
て
い
る
こ
と
も
、
多
く
の
問
題
を
引
き
起
こ
す
で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
、
西
田
は
こ
の
宗
教
哲
学
の
捉
え
方
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
、
す
ぐ
に
気
づ
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
翌
年
の
『
場

所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
』
（
一
九
四
五
年
）
の
最
初
の
部
分
で
、
次
の
よ
う
に
云
わ
れ
る
。

　
　
宗
教
は
心
霊
上
の
事
実
で
あ
る
。
哲
学
者
が
自
己
の
体
系
の
上
か
ら
宗
教
を
捏
造
す
べ
き
で
は
な
い
。
哲
学
者
は
こ
の
心
霊
上
の
事
実

　
　
を
説
明
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
門
刈
－
三
七
　
U

宗
教
と
い
う
事
実
を
所
与
と
し
て
、
そ
れ
を
哲
学
が
説
明
す
る
と
い
う
態
度
は
、
西
谷
の
第
三
の
反
省
的
態
度
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、

こ
の
論
文
の
基
本
姿
勢
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
西
谷
の
云
う
第
三
の
態
度
に
お
い
て
は
、
所
与
か
ら
の
出
発
は
哲
学
の
限
界
の
自
覚
を

伴
い
、
宗
教
理
解
に
お
け
る
哲
学
的
思
弁
の
極
度
の
自
制
を
意
味
し
た
。
だ
が
、
西
田
に
お
い
て
は
、
こ
の
所
与
と
し
て
の
事
実
か
ら
出
発

京
都
学
派
と
宗
教
哲
学

三
七
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す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
覚
の
論
理
が
世
界
成
立
の
論
理
で
あ
り
、
世
界
成
立
の
論
理
が
自
覚
の
論
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
そ
の
説
明
は
、
絶
対
現
在
の
自
巴
限
定
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
岡
一
、
逆
対
応
な
ど
の
概
念
を
駆

使
し
て
西
沼
の
哲
学
の
立
場
か
ら
思
弁
的
に
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
説
明
の
態
度
は
、
西
田
が
数
理
の
世
界
や
物
理
の
世
界
を
説

明
し
た
り
、
歴
史
的
世
界
形
成
に
つ
い
て
説
明
す
る
の
と
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
。

　
西
田
哲
学
の
な
か
で
の
宗
教
論
の
位
置
づ
け
は
、
唯
一
の
体
系
的
著
作
で
あ
る
『
善
の
研
究
』
の
構
成
で
考
え
る
と
最
も
わ
か
り
や
す
い
。

『
善
の
研
究
駈
は
四
二
に
分
か
れ
、
第
一
編
U
純
粋
経
験
、
第
二
編
“
実
在
、
第
三
編
”
善
、
第
四
編
”
宗
教
と
な
っ
て
お
り
、
通
常
の
考

え
方
で
は
、
第
四
編
が
所
謂
宗
教
論
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
第
一
編
U
純
粋
経
験
は
さ
ら
に
四
章
に
分
か
れ
、
第
一

章
H
純
粋
経
験
、
第
二
章
”
思
惟
、
第
三
章
”
意
志
、
第
四
章
n
知
的
直
観
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
知
的
直
観
は
純
粋
経
験
に
お
け
る
統
一

作
用
そ
の
も
の
と
し
て
、
す
べ
て
の
宗
教
の
本
に
あ
る
根
本
的
直
覚
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
二
編
u
実
在
、
第
三
編
H
善
、
第

四
編
“
宗
教
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
も
、
純
粋
経
験
の
事
実
が
究
極
的
な
実
在
、
究
極
的
な
善
、
究
極
的
な
神
関
係
へ
発
展
す
る
と
い
う
過

程
が
読
み
取
ら
れ
、
そ
の
究
極
的
位
獺
に
お
い
て
絶
え
ず
神
や
宗
教
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
。

　
西
谷
は
こ
の
著
作
の
構
成
を
分
析
し
て
、
純
粋
経
験
に
は
、
体
系
的
統
一
、
基
本
相
、
胚
種
形
態
と
い
う
三
つ
の
相
が
あ
る
こ
と
を
論
じ

て
い
る
m
畷
…
五
四
｝
。
そ
れ
に
よ
れ
ぽ
、
第
一
編
の
主
題
で
あ
る
純
粋
経
験
は
、
実
在
、
善
、
宗
教
と
い
う
全
体
系
が
、
そ
こ
か
ら
始
ま

り
そ
こ
へ
と
帰
着
す
る
も
の
と
し
て
金
体
を
統
一
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
書
の
上
体
が
純
粋
経
験
の
全
体
系
の
展
開
で
あ
り
、
第

一
編
で
は
そ
の
全
体
系
の
根
抵
で
あ
る
純
粋
経
験
の
基
本
網
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
第
一
編
の
第
一
章
で
は
い
わ
ぽ
胚
種
形

態
に
お
け
る
純
粋
経
験
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
ま
た
、
思
惟
、
意
志
、
知
的
直
観
と
い
う
体
系
を
展
開
さ
せ
、
こ
の
展
開
全
体
が
純

粋
経
験
の
基
本
椙
を
な
し
て
い
る
。
以
上
の
酋
谷
の
考
察
は
、
ま
さ
に
純
粋
経
験
の
特
質
を
適
格
に
捉
え
得
て
い
る
。

　
こ
れ
を
敷
延
し
て
い
え
ぽ
、
純
粋
経
験
に
は
い
わ
ば
入
れ
子
構
造
に
な
っ
た
体
系
的
統
一
が
あ
り
、
し
か
も
単
純
な
入
れ
子
構
造
で
は
な

く
、
実
在
、
善
、
宗
教
と
い
う
よ
う
な
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
の
現
れ
方
に
お
い
て
、
胚
種
形
態
の
純
粋
経
験
の
展
開
に
よ
る
体
系
的
統
一
の
重



層
的
な
反
復
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
体
系
的
統
一
、
基
本
相
、
胚
種
形
態
と
い
う
三
つ
の
相
は
純
粋
経
験
の
自
発
自
転
の
な
か
で
現
れ

出
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
自
発
自
転
に
お
い
て
よ
り
大
ぎ
な
統
一
を
実
現
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
体
系
と
い
わ
れ
て
い
る
も

の
も
、
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
よ
う
な
構
造
で
は
な
く
、
純
粋
経
験
の
自
己
展
開
の
運
動
が
作
り
為
し
て
い
く
、
相
互
に
入

れ
子
構
造
に
な
っ
た
よ
う
な
大
き
な
統
一
の
形
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
宗
教
は
、
こ
の
純
粋
経
験
の
自
発
自
転
が
作
り
為
す
体
系
的
統
一
の

い
ず
れ
に
お
い
て
も
そ
の
終
極
相
に
お
い
て
立
ち
現
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
純
粋
経
験
の
基
本
相
の
内
に
宗
教
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
純
粋
経
験
の
下
種
形
態
と
い
う
の
は
宗
教
的
直
覚
と
し
て
の
知
的
直
観
へ
と
開
花
結
実
す
る
べ
き
胚
種
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
か
ら
、
純
粋
経
験
は
そ
も
そ
も
宗
教
的
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
宗
教
性
は
神
や
仏
に
つ
い
て
言
挙
げ
さ
れ
る
と
い
う
形
を
と

る
も
の
で
は
な
く
、
・
純
粋
経
験
の
根
源
性
、
統
一
力
そ
の
も
の
が
宗
教
的
だ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
第
四
編
”
宗
教
は
、
こ
の
純
粋
経
験
の

自
発
自
転
の
一
環
な
の
で
あ
る
。

　
後
期
西
田
の
哲
学
思
想
全
体
に
お
け
る
『
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
』
の
位
置
づ
け
は
、
『
善
の
研
究
』
に
お
け
る
第
四
編
H
宗
教

に
相
当
す
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
『
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
』
に
は
「
宗
教
哲
学
」
と
い
う
名
称
は
充
て
ら
れ
て
い
な

い
。
西
田
に
お
い
て
、
宗
教
は
根
本
的
な
問
題
と
し
て
常
に
意
識
さ
れ
て
い
た
が
、
お
そ
ら
く
「
宗
教
哲
学
偏
と
い
う
概
念
は
哲
学
の
｝
分

科
、
そ
れ
も
宗
教
の
哲
学
的
考
察
の
一
分
野
ぐ
ら
い
の
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
概
念
が
歴
史
的
諸
宗
教
の
多
様

性
の
組
織
的
説
明
程
度
の
こ
と
を
指
す
な
ら
ば
、
そ
の
位
置
づ
け
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
西
田
に
お
け
る
宗
教
の
概
念
が
多
義
的
で
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
宗
教
と
い
う
語
に
よ
っ
て
哲
学
の
立
場

か
ら
見
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
な
ど
の
歴
史
的
諸
宗
教
を
指
す
場
合
が
あ
り
、
ま
た
彼
の
絶
対
無
の
自
覚
の
根
抵
に
宗
教
的
な
も
の
が

あ
る
と
云
わ
れ
た
り
、
ま
た
絶
対
無
の
自
覚
そ
の
も
の
が
宗
教
的
で
あ
る
と
云
わ
れ
た
り
す
る
。
宗
教
は
事
実
で
あ
る
と
い
う
云
い
方
で
も
、

宗
教
そ
の
も
の
が
事
実
で
あ
る
と
云
わ
れ
た
り
、
宗
教
は
事
実
の
底
に
あ
る
と
云
わ
れ
た
り
す
る
。
こ
の
宗
教
概
念
の
多
義
性
は
、
宗
教
と

哲
学
の
関
係
の
多
義
性
に
そ
の
ま
ま
繋
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
多
義
性
は
西
田
に
と
っ
て
事
柄
が
曖
昧
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る

京
都
学
派
と
宗
教
哲
学

三
九
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〇

と
い
う
よ
り
も
、
西
田
に
と
っ
て
宗
教
と
い
う
雷
葉
の
定
義
し
き
れ
な
い
揺
れ
動
き
の
部
分
こ
そ
が
そ
の
つ
ど
の
事
柄
を
指
し
示
す
の
に
有

効
で
あ
っ
た
と
い
っ
た
方
が
当
た
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

四
　
再
び
西
谷
の
宗
教
哲
学

　
さ
て
、
西
谷
の
新
し
い
宗
教
哲
学
の
模
索
は
、
宗
教
哲
学
が
「
現
在
如
何
な
る
任
務
を
負
は
さ
れ
て
み
る
か
」
門
W
一
五
四
〕
と
い
う
こ

と
を
見
究
め
る
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
、
現
代
世
界
に
お
い
て
人
聞
が
ど
う
い
う
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ

と
を
分
析
し
て
、
現
代
世
界
で
は
人
間
は
「
一
方
で
は
神
を
失
っ
て
自
然
的
な
又
は
歴
史
的
－
社
会
的
な
世
界
の
う
ち
へ
の
み
自
ら
を
開
く

人
魚
、
他
方
で
は
世
界
へ
の
通
路
を
閉
じ
て
神
へ
の
み
向
ふ
人
間
、
と
い
う
両
極
端
に
分
裂
し
た
」
［
W
…
五
五
U
と
い
う
判
断
に
至
る
。

こ
の
分
裂
は
、
科
学
（
文
化
）
と
宗
教
が
科
学
的
な
反
宗
教
と
神
学
的
な
反
文
化
と
に
分
裂
し
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
西
谷
は
、
宗
教
と
哲
学
の
関
係
を
考
察
す
る
際
に
、
常
に
、
科
学
を
関
係
の
第
三
の
隠
子
と
し
て
加
え
る
［
W
l
一
〇
三
四
。
そ
れ
は
、

現
代
世
界
の
諸
問
題
の
根
を
基
本
的
に
近
世
の
自
然
科
学
の
展
開
の
な
か
に
見
る
か
ら
で
あ
り
、
哲
学
の
成
立
の
う
ち
に
科
学
の
成
立
が
含

ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
西
谷
に
西
洋
の
哲
学
の
伝
統
の
な
か
に
入
り
込
ま
ざ
る
を
得
な
い
必
然
性
を
与
え
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
哲

学
の
あ
り
方
も
三
者
の
関
係
の
な
か
で
考
察
さ
れ
、
宗
教
の
立
場
と
科
学
の
立
場
と
の
闇
を
批
判
的
に
媒
介
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
近
世

の
哲
学
の
役
割
を
晃
て
取
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
現
代
世
界
で
の
人
間
の
分
裂
は
哲
学
が
両
者
の
聞
を
媒
介
す
る
力
を
尖
っ
た
こ
と
に
よ
っ

て
起
こ
っ
た
の
で
あ
り
［
顎
…
六
六
以
下
扁
、
哲
学
が
媒
介
と
批
判
の
機
能
を
失
っ
た
原
因
は
、
簡
単
に
云
え
ば
、
理
性
が
心
性
と
の
関
係

を
失
っ
て
、
世
界
の
不
可
視
な
る
深
み
へ
の
感
覚
を
失
っ
た
か
ら
だ
、
と
西
谷
は
考
え
る
。
で
は
、
理
性
が
霊
性
へ
の
繋
が
り
を
回
復
す
る

こ
と
は
ど
う
し
た
ら
可
能
か
。
そ
れ
は
宗
教
的
霊
性
の
立
場
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
、
と
西
谷
は
云
う
［
珊
－
七
璽
。

　
人
問
の
自
己
分
裂
に
現
代
世
界
の
病
巣
を
見
る
と
い
う
視
点
は
、
西
田
に
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
西
谷
に
お
い
て
は
、
こ
の
現
実
的
な
分

裂
を
克
服
す
る
た
め
に
、
哲
学
に
つ
い
て
も
霊
性
の
立
場
に
つ
い
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
統
一
し
包
摂
す
る
働
き
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る



　
　
　
（
3
）

こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
西
田
に
お
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
既
存
の
哲
学
に
対
す
る
疑
念
は
論
理
的
な
不
充
全
性
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た

の
に
対
し
て
、
西
谷
の
場
合
、
そ
の
疑
念
は
既
存
の
哲
学
の
包
摂
力
が
現
実
に
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
に
起
因
し
た
と
解
せ
ら
れ
る
。
西
谷

は
、
哲
学
が
理
性
そ
の
も
の
の
立
場
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
一
切
の
領
域
の
含
む
原
理
的
な
も
の
に
結
び
つ
き
、
一
切
の
領
域
は
そ
の
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

礎
に
お
い
て
哲
学
に
繋
が
っ
て
い
る
、
と
考
え
る
。
そ
こ
で
働
く
の
が
、
批
判
と
媒
介
と
い
う
逆
の
方
向
を
も
つ
二
つ
の
機
能
で
あ
り
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
二
つ
の
機
能
に
よ
っ
て
、
哲
学
は
一
切
の
も
の
の
上
に
立
ち
ま
た
一
切
を
包
む
普
遍
性
の
立
場
に
立
つ
、
と
云
う
。
し
か
し
、
こ
の
理
性

の
立
場
は
な
お
自
ら
を
中
心
と
し
て
物
を
包
む
立
場
で
あ
り
、
そ
れ
は
い
わ
ば
自
ら
を
世
界
大
の
巣
窟
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
物
は
な
お

観
念
的
に
し
か
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
、
こ
の
哲
学
の
立
場
を
も
超
え
て
哲
学
の
立
場
を
包
み
得
る
よ
う
な
立
場
が
、
二
足
性
」
の
体
験
の
立

場
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
霊
性
」
の
体
験
の
立
場
と
云
わ
れ
る
も
の
が
、
哲
学
的
に
は
絶
対
無
の
自
覚
に
繋
が
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
人
間
の
分
裂
に
対
し
て
、
西
田
が
絶
対
無
の
自
覚
と
呼
ん
だ
も
の
が
現
実
に
そ
の
統
一
力
、
包
摂
力
を
発
揮
し
得
る
か
否
か
と

い
う
こ
と
が
、
西
谷
の
宗
教
哲
学
に
お
い
て
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
霊
性
が
体
験
の
立
場
と
し
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
少
し
説
明
し
て
お
き
た
い
。
西
谷
は
宗
教
に
お
け
る
根
本
的
態
度
を
信
仰
、

認
識
、
体
験
と
い
う
三
つ
に
分
け
て
、
そ
れ
ら
を
様
々
な
角
度
か
ら
比
較
す
る
［
W
I
三
－
五
〇
］
。
た
と
え
ぽ
、
信
仰
の
態
度
は
自
ら
の
宗

教
の
特
殊
工
絶
対
性
を
主
張
す
る
傾
向
を
も
つ
が
、
認
識
の
態
度
は
あ
ら
ゆ
る
特
殊
宗
教
に
共
通
な
抽
象
的
普
遍
を
理
性
的
内
容
と
し
て
掲

げ
る
傾
向
を
も
つ
、
他
方
、
体
験
の
態
度
は
霊
光
の
体
験
に
ま
で
深
め
ら
れ
て
、
特
殊
的
な
も
の
の
う
ち
に
特
殊
的
限
定
に
包
み
き
れ
ぬ
普

遍
的
な
る
も
の
を
捉
え
る
。
こ
う
し
た
比
較
検
討
の
上
で
、
西
谷
は
体
験
の
態
度
の
う
ち
に
、
信
仰
の
態
度
と
認
識
の
態
度
の
間
の
分
裂
を

統
一
す
る
立
場
を
認
め
る
。
西
谷
が
体
験
の
立
場
に
こ
の
よ
う
な
統
一
性
を
認
め
得
た
の
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
を
始
め
と
す
る
神
秘
主
義
研

究
の
も
た
ら
し
た
成
果
で
あ
ろ
う
。
宗
教
に
お
け
る
「
体
験
」
と
い
う
視
座
は
、
哲
学
的
理
性
（
認
識
）
と
キ
リ
ス
ト
教
的
宗
教
性
（
信

仰
）
と
を
共
に
見
渡
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
い
う
異
質
の
宗
教
伝
統
を
傭
鰍
す
る
こ
と
の
で
き

る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
視
座
に
よ
っ
て
、
禅
仏
教
の
立
場
は
は
っ
き
り
と
し
た
思
想
史
的
位
置
づ
け
を
も
ち
得
た
の
で
あ
る
。

京
都
学
派
と
宗
教
哲
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二

　
体
験
の
態
度
は
実
践
の
側
面
と
同
時
に
知
の
側
面
を
備
え
て
お
り
、
そ
の
知
の
側
面
が
霊
性
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
哲
学
的
理

性
は
、
一
切
の
も
の
の
「
本
質
」
を
解
明
し
、
一
切
を
本
質
的
に
統
一
す
る
が
、
宗
教
的
霊
性
は
、
そ
の
本
質
存
在
を
超
え
て
再
び
一
切
の

も
の
の
現
実
存
在
に
帰
り
、
～
切
の
も
の
の
現
実
存
在
そ
の
も
の
に
お
い
て
一
切
と
一
つ
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
［
W
l
七
四
］
。
現

実
存
在
に
お
い
て
一
切
と
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
の
こ
と
は
知
（
智
）
の
事
柄
で
あ
っ
て
、
宗
教
が
拓
き
出
す
智
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ

と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
霊
性
的
智
は
宗
教
に
お
け
る
「
体
験
篇
と
し
て
開
か
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
哲
学
は
宗
教
に
よ
っ
て
霊
性
を
圃
復
し
得
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
「
宗
教
は
哲
学
的
思
惟
を
そ
の
全
き
批
判
機
能
と
共
に
積
極
的
に
受
け
入
れ
、
そ
れ
に
よ
る
自
ら
の
構
造
解
体

の
底
か
ら
真
に
哲
学
的
思
惟
を
も
超
え
た
揺
ぎ
な
き
墓
礎
を
自
覚
し
て
来
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
漏
［
珊
－
六
七
］
と
云
わ
れ
る
よ
う
に
、
宗
教

の
う
ち
に
霊
性
の
立
場
を
開
く
た
め
に
は
哲
学
の
力
が
必
要
で
あ
る
と
西
谷
は
考
え
る
。
こ
こ
で
の
宗
教
と
哲
学
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
で
あ
り

つ
つ
、
相
補
的
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
西
谷
の
宗
教
誓
学
は
、
霊
性
的
智
に
お
い
て
開
か
れ
る
哲
学
の
立
場
で
あ
っ
て
、
宗
教
の
立
場
で
は

な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
世
の
宗
教
哲
学
の
伝
統
を
批
判
的
に
継
承
す
る
と
い
う
自
覚
が
、
西
谷
の
な
か
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

五
『
宗
教
と
は
何
か
』
に
お
け
る
宗
教
哲
学

　
西
谷
の
宗
教
哲
学
は
覗
宗
教
と
は
何
か
臨
（
一
九
六
　
年
）
に
お
い
て
独
自
な
仕
方
で
展
開
さ
れ
る
。
こ
の
書
の
緒
雷
に
あ
る
次
の
文
章

で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。

　
　
こ
こ
で
試
み
た
省
察
は
、
近
代
と
い
ふ
歴
史
的
境
位
の
根
砥
に
潜
ん
で
み
る
と
思
は
れ
る
周
題
を
通
し
て
、
人
聞
存
在
の
根
抵
を
掘
り

　
　
返
し
、
同
時
に
、
門
実
在
篇
（
リ
ア
リ
テ
ィ
）
の
源
泉
を
探
り
直
す
と
い
ふ
、
さ
う
い
ふ
意
図
の
も
と
で
宗
教
を
問
題
に
し
て
み
る
。
そ

　
　
れ
は
、
宗
教
と
反
宗
教
乃
至
は
非
宗
教
と
の
両
方
に
跨
っ
た
、
不
確
定
に
動
く
折
衝
地
帯
一
と
い
ふ
の
は
、
非
宗
教
的
な
立
場
に
お

　
　
け
る
、
宗
教
へ
の
無
関
係
と
い
ふ
こ
と
も
、
こ
こ
で
は
既
に
一
種
の
関
係
で
あ
る
か
ら
一
に
身
を
置
い
て
の
省
察
で
あ
る
。
［
X
ー



　
　
四
］

こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
宗
教
と
い
う
言
葉
は
、
或
る
錯
綜
し
た
事
象
へ
の
指
し
示
し
で
し
か
な
い
。
宗
教
は
宗
教
な
ら
ざ
る
も
の
と
明
確
に

切
り
分
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
西
田
が
「
宗
教
は
心
霊
上
の
事
実
で
あ
る
偏
と
述
べ
た
よ
う
な
事
実
と
し
て
の
宗
教
は
、
西
谷
に
対
し

て
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
故
、
西
谷
の
哲
学
は
「
心
霊
上
の
事
実
を
説
明
す
る
扁
と
い
う
態
度
で
思
索
を
始
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

『
宗
教
と
は
何
か
』
と
い
う
表
題
は
、
西
田
が
宗
教
の
思
索
を
始
め
た
も
う
ひ
と
つ
手
前
か
ら
、
西
谷
が
思
索
を
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
（
西
田
も
ま
た
宗
教
と
は
如
何
な
る
も
の
か
と
い
う
問
い
方
を
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
結
局
そ
れ
は
レ
ト
リ
ッ
ク
以

上
の
も
の
で
は
な
い
。
西
谷
も
宗
教
と
は
何
か
が
わ
か
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
ら
問
う
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
西
谷
は
こ
の
問
い
を

前
面
に
掲
げ
る
こ
と
が
必
要
な
地
点
か
ら
問
う
の
で
あ
る
。
）
緒
言
の
別
の
箇
所
で
は
「
人
聞
の
う
ち
か
ら
宗
教
と
い
ふ
も
の
が
起
っ
て
く
る

〈
も
と
〉
を
、
現
在
に
お
け
る
自
己
の
身
上
に
、
主
体
的
に
探
究
す
る
偏
と
い
う
こ
と
が
云
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
…
九
世

紀
の
内
在
的
な
宗
教
哲
学
が
行
っ
た
よ
う
に
理
性
や
人
間
本
性
に
宗
教
の
根
拠
を
見
出
そ
う
と
い
う
こ
と
で
は
全
く
な
く
、
従
来
の
宗
教
哲

学
が
自
明
の
所
与
と
見
な
し
て
い
た
事
柄
が
も
は
や
自
明
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
宗
教
が
自
明
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
人

間
存
在
も
実
在
も
自
明
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
も
と
」
を
問
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

　
考
察
の
対
象
を
探
求
す
る
こ
と
か
ら
考
察
を
始
め
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
宗
教
哲
学
は
、
哲
学
の
一
分
科
で
は
あ
り
得
ず
、
哲
学
そ
の
も
の

と
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
、
宗
教
哲
学
が
純
粋
に
思
弁
的
な
学
と
な
り
、
事
実
と
し
て
の
宗
教
を
考
究
す
る
学
で
は
な
く
な
る
と
い

う
意
味
で
は
な
い
。
宗
教
が
自
明
の
所
与
で
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
代
世
界
の
歴
史
的
状
況
に
お
い
て
生
起
し
て
い
る
事
実
で
あ
っ

て
、
宗
教
と
は
何
か
と
い
う
問
い
は
現
代
世
界
の
歴
史
的
状
況
の
只
中
か
ら
発
せ
ら
れ
る
問
い
だ
か
ら
で
あ
る
。
西
谷
が
「
近
代
と
い
ふ
歴

史
的
境
位
の
根
抵
に
潜
ん
で
み
る
と
思
は
れ
る
問
題
を
通
し
て
」
省
察
す
る
と
い
う
の
は
そ
の
故
で
あ
る
。
そ
し
て
、
宗
教
哲
学
が
近
世
に

お
い
て
初
め
て
成
立
し
た
学
で
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ
す
な
ら
ぽ
、
宗
教
哲
学
が
西
欧
近
代
と
い
う
も
の
と
切
り
離
し
が
た
く
結
び
つ
い
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
宗
教
哲
学
に
負
は
さ
れ
た
任
務
」
や
「
宗
教
哲
学
の
み
が
果
し
得
る
課
題
偏
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
か
ら
出
て
く

京
都
学
派
と
宗
教
哲
学
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る
。　

「
宗
教
と
反
宗
教
乃
至
は
非
宗
教
と
の
両
方
に
跨
っ
た
、
不
確
定
に
動
く
折
衝
地
帯
」
に
身
を
お
く
と
い
う
こ
と
は
、
現
代
世
界
の
宗
教

的
状
況
の
根
元
の
と
こ
ろ
で
思
惟
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
宗
教
哲
学
の
歴
史
が
遂
に
行
き
着
い
た
思
索
の
仕
方
を
示
し
て
い

る
。
西
谷
は
「
近
代
に
お
い
て
は
、
〈
宗
教
そ
の
も
の
〉
と
い
ふ
普
遍
概
念
も
、
リ
ア
ル
な
意
昧
を
も
つ
も
の
と
な
っ
て
み
る
」
［
X
一
五
扁

と
述
べ
る
が
、
普
遍
概
念
と
し
て
の
宗
教
は
や
が
て
、
普
遍
概
念
と
し
て
の
宗
教
そ
の
も
の
が
特
殊
に
な
る
よ
う
な
地
平
を
開
い
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
は
哲
学
も
ま
た
特
殊
に
な
り
得
る
。
こ
の
宗
教
哲
学
は
、
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
、
神
道
、
ユ
ダ

ヤ
教
な
ど
の
特
殊
併
置
宗
教
を
見
渡
し
そ
れ
ら
を
宗
教
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
視
界
の
な
か
で
展
開
さ
れ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、

宗
教
と
反
宗
教
、
非
宗
教
を
見
渡
す
視
界
の
な
か
で
、
そ
れ
ら
の
揺
れ
動
き
に
身
を
添
わ
せ
る
よ
う
な
思
索
を
遂
行
す
る
の
で
あ
る
。
「
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

確
定
に
動
く
折
衝
地
帯
」
と
い
う
い
い
方
は
正
確
に
事
態
を
捉
え
て
い
る
。

　
で
は
、
西
谷
は
宗
教
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
、
実
際
に
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
か
。

　
西
谷
は
ま
ず
「
宗
教
的
要
求
」
か
ら
論
を
始
め
る
が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
西
田
の
宗
教
論
の
始
め
方
と
岡
様
で
あ
る
。
だ
が
、

宗
教
的
要
求
の
論
じ
方
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
西
田
が
「
世
に
は
往
々
何
故
に
宗
教
が
必
要
で
あ
る
か
な
ど
尋
ね
る
人
が
あ
る
。
併
し

か
く
の
如
き
問
は
何
故
に
生
き
る
必
要
が
あ
る
か
と
い
ふ
と
同
一
で
あ
る
。
宗
教
は
己
の
生
命
を
離
れ
て
存
す
る
の
で
は
な
い
、
そ
の
要
求

は
生
命
其
者
の
要
求
で
あ
る
。
か
〉
る
問
を
発
す
る
の
は
霞
己
の
生
涯
の
真
面
目
な
ら
ざ
る
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
真
蟄
に
考
へ
真
菰
に
生

き
ん
と
欲
す
る
者
は
必
ず
熱
烈
な
る
宗
教
的
要
求
を
感
ぜ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
」
門
互
－
一
七
二
以
下
〕
と
述
べ
る
の
に
対
し
て
、

西
谷
は
「
…
…
私
は
、
こ
こ
で
は
、
宗
教
的
要
求
と
い
ふ
も
の
を
、
入
間
が
真
の
実
在
を
リ
ア
ル
に
一
つ
ま
り
、
普
通
の
知
識
や
哲
学
的

認
識
の
場
合
の
や
う
に
、
観
念
と
い
ふ
形
に
於
て
理
論
的
に
で
は
な
く
1
求
め
て
ゆ
く
こ
と
と
解
し
、
さ
う
い
ふ
角
度
か
ら
、
宗
教
と
は

何
か
と
い
ふ
宗
教
の
本
質
に
つ
い
て
の
問
ひ
に
、
何
が
真
に
実
在
で
あ
る
か
と
リ
ア
ル
に
閥
ひ
求
め
ら
れ
て
行
く
そ
の
道
程
を
跡
づ
け
る
と

い
ふ
仕
方
で
、
答
へ
る
こ
と
を
試
み
よ
う
と
思
ふ
の
で
あ
る
」
［
X
一
九
］
と
述
べ
る
。
宗
教
が
自
明
の
所
与
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、



ま
ず
も
っ
て
宗
教
的
要
求
が
自
明
で
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
わ
か
る
。

　
宗
教
的
要
求
が
も
し
西
田
の
云
う
よ
う
に
「
生
命
其
者
の
要
求
」
で
あ
る
と
し
た
ら
、
西
谷
の
視
界
の
な
か
で
の
生
命
は
い
わ
ば
見
え
な

い
仕
方
で
傷
を
負
っ
て
い
る
。
「
生
命
」
は
西
田
哲
学
の
根
本
概
念
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
形
而
上
学
を
も
は
や
過
去
の
も

の
と
見
な
す
二
〇
世
紀
の
哲
学
の
潮
流
に
お
い
て
も
究
極
的
概
念
と
し
て
し
ぼ
し
ば
用
い
ら
れ
る
。
生
命
は
自
然
科
学
的
に
も
限
り
な
い
探

究
を
誘
い
、
自
己
と
世
界
の
創
造
的
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
最
終
的
に
託
さ
れ
る
神
秘
的
な
言
葉
に
す
ら
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
西
谷
の
宗
教
哲

学
的
論
考
の
な
か
に
は
萌
芽
的
で
は
あ
る
が
、
生
命
が
傷
を
負
い
得
る
と
い
う
可
能
性
の
も
と
に
成
立
し
、
傷
を
思
索
す
る
と
い
う
仕
方
で

し
か
生
命
に
つ
い
て
語
れ
な
い
と
す
る
よ
う
な
宗
教
哲
学
の
あ
り
方
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
「
生
命
其
者
の
要
求
」
を
直
接
に
語
る
立
場
に

対
す
る
批
判
と
反
省
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
哲
学
が
西
谷
の
著
作
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
彼
の

思
索
の
立
場
か
ら
、
西
田
と
は
違
う
新
た
な
種
類
の
哲
学
知
が
始
動
す
る
可
能
性
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
西
谷
の
宗
教
的
要
求
の
論
考
は
、
実
質
的
に
は
禅
仏
教
の
伝
統
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
。
西
谷
に
よ
れ
ぽ
、
宗
教
的
要
求
は
「
自
己
意
識

の
場
を
突
破
し
、
存
在
だ
け
の
場
を
踏
み
越
え
た
虚
無
の
場
に
於
て
、
つ
ま
り
「
内
」
と
「
外
」
の
区
別
の
彼
方
（
或
は
一
層
此
方
）
で
、

自
己
と
事
物
一
切
の
存
在
が
、
一
括
し
て
一
個
の
疑
問
符
に
化
す
る
」
と
い
う
徹
底
的
な
懐
疑
に
突
き
詰
め
ら
れ
る
。
こ
の
懐
疑
は
禅
で

「
大
疑
現
前
」
と
云
わ
れ
る
「
大
疑
」
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
と
比
較
さ
れ
る
こ
と
で
そ
の
徹
底
性
が
説
明
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

大
疑
の
転
換
と
し
て
、
「
自
己
と
共
に
事
物
一
切
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
リ
ア
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
（
実
体
即
体
認
）
」
が
生
起
す
る
こ
と
を
、
西
谷
は

論
じ
、
こ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
リ
ア
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
「
宗
教
的
な
意
味
に
お
け
る
〈
大
智
〉
」
で
あ
る
と
見
な
す
。
こ
の
「
大
疑
」
は
、
い

わ
ぽ
自
己
と
世
界
の
　
切
を
取
り
纏
め
て
一
点
に
向
け
て
引
き
絞
っ
て
ゆ
く
事
態
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
凝
縮
さ
れ
る
の
は
個
人
の
人
生
の
全

体
で
は
な
い
。
「
大
疑
」
に
お
い
て
凝
縮
さ
れ
る
の
は
自
己
と
世
界
の
存
在
の
全
体
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
理
性
の
立
場
が
自
己
と
世
界
の
全

体
を
問
う
の
と
同
様
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
大
疑
」
な
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
「
大
智
」
へ
と
転
換
し
得
る
。
「
大
智
」
は
先
述
の

霊
性
の
智
で
あ
り
、
哲
学
的
な
解
明
を
う
け
て
「
空
の
立
場
」
と
し
て
示
さ
れ
る
。
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こ
の
早
撃
の
論
考
は
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
「
大
疑
」
は
人
間
が
全
入
的
で
あ
る
場
合
に
の
み
再
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
点
で

あ
る
。
自
己
と
世
界
の
一
切
の
取
り
纏
め
を
妨
げ
る
の
は
直
接
に
は
精
神
の
散
乱
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
先
述
の
人
間
の
分
裂
と
い
う
こ

と
と
問
題
の
位
相
が
全
く
同
じ
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
深
く
連
関
し
て
お
り
、
現
代
世
界
の
構
造
的
特
質
か
ら
自
己
分

裂
を
引
ぎ
起
こ
し
て
い
る
入
間
が
「
大
疑
」
に
至
る
の
に
は
非
常
な
困
難
が
あ
る
。
こ
の
分
裂
を
克
服
す
る
の
が
空
の
立
場
で
あ
る
と
さ
れ

る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
現
代
の
入
間
は
宗
教
的
要
求
の
最
初
の
段
階
で
蹟
か
ざ
る
を
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
西
谷
の
論
考
が
大
き

な
妥
当
性
を
も
つ
の
は
、
大
疑
の
現
前
も
大
智
へ
の
転
換
も
決
し
て
因
果
的
連
関
に
よ
っ
て
起
こ
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

西
谷
の
空
の
立
場
に
は
、
空
の
立
場
そ
の
も
の
が
不
可
能
で
あ
る
可
能
性
が
貼
り
付
い
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
西
谷
に
西
田
の
よ
う
な
哲
学

的
論
理
を
追
究
す
る
思
索
を
ど
こ
ま
で
も
不
可
能
に
し
て
い
る
。

六
　
西
谷
の
空
の
立
場

　
さ
て
、
西
田
幾
多
郎
か
ら
西
谷
啓
治
へ
の
思
想
的
展
開
を
見
て
い
く
上
で
、
璽
麗
な
の
は
、
「
空
の
立
場
扁
が
西
田
の
「
場
所
的
論
理
」

の
思
想
に
対
し
て
ど
う
い
う
特
質
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
直
ち
に
気
づ
か
れ
る
の
は
、
空
の
立
場
が
ま
ず
虚
無
の
立
場
と

対
比
さ
れ
、
虚
無
の
立
場
を
克
服
す
る
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
虚
無
の
立
場
と
い
う
の
は
、
現
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
が
立
脚
す
る
立
場
で
あ
る
が
、
何
故
こ
れ
が
大
き
な
問
題
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
こ
の
立
場
は
い
わ
ぽ
負
の
仕
方
で
「
リ
ア
リ
テ
ィ
の
リ

ア
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ソ
」
が
生
起
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
西
谷
は
、
現
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
、
近
代
科
学
が
成
立
し
た
結
果
と
し
て
開
か
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
開
か
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
単
に
無
自
覚
的
に
止
ま
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
自
覚
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
る
。
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
の
が
、
自

ら
進
ん
で
虚
無
に
立
脚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
が
現
在
落
ち
込
ん
で
い
る
造
畢
の
焔
穽
か
ら
抜
け
出
よ
う
と
す
る
積
極
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

の
立
場
で
あ
り
、
こ
の
立
場
に
、
入
間
存
在
の
脱
自
的
な
超
越
の
場
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
深
淵
的
な
虚
無
を
見
て
取
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ



う
な
レ
ベ
ル
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
は
、
絶
対
的
人
格
あ
る
い
は
絶
対
的
精
神
と
し
て
の
神
を
根
本
に
据
え
て
、
神
と
人
間
と
の
人
格
的

関
係
に
立
脚
し
て
科
学
の
支
配
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
従
来
の
宗
教
の
立
場
で
は
、
も
は
や
対
抗
で
き
な
い
、
と
云
う
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
従
来
の
宗
教
の
立
場
と
い
う
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
人
格
神
の
宗
教
を
指
す
。
宗
教
と
は
何
か
と
い
う
追
究

は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服
と
い
う
課
題
を
軸
に
し
て
、
宗
教
的
状
況
の
思
想
史
的
由
来
の
分
析
と
歴
史
的
宗
教
の
批
判
と
い
う
諸
側
面
を
も

つ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
「
リ
ア
リ
テ
ィ
の
リ
ア
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
が
完
全
な
も
の
で

あ
る
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
探
究
さ
れ
る
と
見
て
よ
い
。
西
谷
に
よ
れ
ば
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
は
虚
無
は
な
お
自
己
存
在
の
根
抵
に
、

そ
の
存
在
の
「
根
拠
な
ぎ
こ
と
」
と
し
て
、
自
己
存
在
の
側
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
［
X
一
一
〇
八
］
。
そ
こ
に
、
西
谷
は
、
虚
無
が
さ
ら
に

門
空
」
へ
転
換
せ
し
め
ら
れ
る
べ
き
必
然
性
を
看
取
す
る
。
門
空
冷
は
、
空
を
空
な
る
「
も
の
」
と
し
て
表
象
す
る
と
い
う
立
場
を
も
空
じ

た
と
こ
ろ
と
し
て
、
初
め
て
空
で
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
空
の
立
場
と
虚
無
の
立
場
（
そ
れ
は
業
の
立
場
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
）
の
問
に
は
、
先
に
西
田
批
判
に
お
い
て
云
わ
れ
た
、
上
か
ら
の

見
方
に
よ
れ
ば
不
完
全
で
あ
る
に
し
て
も
下
か
ら
の
見
方
に
お
い
て
は
下
に
あ
る
も
の
も
特
有
の
積
極
的
意
義
を
も
つ
と
い
う
関
係
が
ま
さ

に
成
り
立
つ
。
と
い
う
よ
り
西
谷
は
、
空
の
立
場
を
、
虚
無
の
立
場
の
積
極
性
を
包
み
込
ん
だ
も
の
と
し
て
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ

れ
が
、
大
乗
仏
教
の
「
空
」
と
西
谷
の
空
の
立
場
と
の
決
定
的
な
違
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
西
谷
の
思
想
的
な
試
行
の
成
果
で
あ

る
と
い
う
よ
り
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
虚
無
に
面
し
た
「
空
」
の
答
礼
の
仕
方
か
ら
発
し
た
違
い
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
換
言
す
れ
ぽ
、
空

の
立
場
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
虚
無
の
立
場
を
克
服
す
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
で
リ
ア
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
し
続
け
る
と
解
さ
れ
る
。
空
の
立
場
は
虚

無
の
立
場
よ
り
も
高
次
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
現
成
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
虚
無
の
立
場
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
高
次
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
つ
こ
と
は
、
虚
無
の
立
場
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
対
峙
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
明
ら
か
に
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
（
こ
れ
は
、
西
田
の
述
語
的
論
理
が
主
語
的
論
理
と
の
比
較
と
批
判
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
同
じ
で
な
い
。
論
証
の
明
晰
性

の
問
題
で
は
な
く
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
両
者
の
問
い
方
の
違
い
は
、
事
実
の
事
実
性
の
問
題
に
収
敏
す
る
で
あ
ろ
う
。
）
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西
谷
が
ど
う
い
う
仕
方
で
あ
れ
、
空
の
立
場
を
語
る
と
き
、
彼
は
そ
の
つ
ど
虚
無
の
立
場
の
超
克
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
西
谷
自
身

の
「
す
べ
て
が
そ
こ
か
ら
そ
こ
へ
と
い
う
立
場
」
（
西
田
）
は
そ
う
い
う
仕
方
で
の
み
確
証
さ
れ
る
。
他
方
、
西
田
の
「
す
べ
て
が
そ
こ
か

ら
そ
こ
へ
と
い
う
立
場
扁
が
確
証
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
立
場
が
思
想
的
営
為
へ
と
出
た
と
き
の
こ
の
立
場
そ
の
も
の
の
展
開
に
よ
っ
て
で
あ

る
。
場
所
と
い
う
哲
学
的
立
場
が
確
立
さ
れ
て
か
ら
、
絶
対
無
の
場
所
が
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
即
し
て
思
惟
さ
れ
て

い
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
思
推
に
よ
っ
て
「
そ
こ
か
ら
そ
こ
へ
扁
が
繰
り
返
し
そ
の
つ
ど
証
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
仕
方
で
そ

の
立
場
が
リ
ア
ル
な
も
の
に
成
り
得
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
絶
対
無
の
場
所
は
、
そ
こ
か
ら
す
べ
て
の
事
柄
が
説
明
で
き
る
か
と
い
う
こ

と
が
検
証
さ
れ
確
証
さ
れ
る
べ
き
思
想
で
あ
っ
て
、
そ
の
検
証
、
確
証
は
「
す
べ
て
が
そ
こ
か
ら
そ
こ
へ
と
い
う
立
場
」
そ
の
も
の
が
、
本

当
に
最
も
直
接
的
で
最
も
根
源
的
な
立
場
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
検
証
さ
れ
確
証
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
（
困
に
、

西
田
に
お
い
て
も
西
谷
に
お
い
て
も
、
そ
の
思
索
の
歩
み
を
動
か
し
て
い
る
も
う
一
つ
の
動
因
が
、
哲
学
の
根
幹
を
な
す
よ
り
的
確
な
ロ
ゴ
ス
化

を
求
め
る
志
向
で
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
純
粋
経
験
か
ら
自
覚
へ
、
自
覚
か
ら
場
所
へ
と
薦
田
の
哲
学
的
立
場
を
展
開
さ
せ
た
の
は
そ

れ
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
す
べ
て
が
そ
こ
か
ら
そ
こ
へ
と
い
う
立
場
扁
の
論
理
的
構
造
の
よ
り
的
確
な
概
念
化
が
導
か
れ
た
と
解
さ
れ
る
。
）

　
薦
田
の
「
そ
こ
か
ら
そ
こ
へ
偏
の
確
証
の
仕
方
は
「
上
か
ら
の
哲
学
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
思
想
に
或
る
種
の
体
系
性
を
可

能
に
す
る
。
純
粋
経
験
の
「
体
系
的
統
一
」
は
そ
こ
か
ら
導
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
そ
れ
が
所
謂
形
而
上
学
的
体

系
を
形
成
す
る
性
格
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
量
早
う
ま
で
も
な
い
。
他
方
、
西
谷
の
確
証
の
仕
方
に
は
、
如
何
な
る
体
系
化
を
も
阻
害
す
る
も

の
が
潜
ん
で
い
る
。七

　
回
互
的
相
入

で
は
、
こ
の
よ
う
な
空
の
立
場
の
特
質
は
、
思
想
的
に
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
。

「
空
の
立
場
」
と
い
う
表
現
に
は
疑
問
を
引
き
起
こ
す
と
こ
ろ
が
あ
る
。
「
〈
空
〉
は
、
空
を
空
な
る

く
も
の
〉
と
し
て
表
象
す
る
と
い
ふ



立
場
を
も
空
じ
た
と
こ
ろ
と
し
て
、
初
め
て
空
な
の
で
あ
る
偏
［
X
l
一
〇
九
］
と
い
う
な
ら
ぽ
、
「
空
」
は
も
は
や
「
立
場
」
と
は
な
ら
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
西
谷
は
し
ば
し
ぼ
「
空
の
場
」
と
い
う
云
い
方
も
し
て
お
り
、
「
空
の
立
場
扁
は
「
空
の
場
」
か
ら
説

明
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
空
の
場
」
の
「
場
」
に
は
、
西
田
の
「
場
所
」
が
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
「
リ
ア
リ
テ
ィ
の
リ
ア
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
概
念
と
結
び
つ
い
た
「
（
場
の
）
開
け
」
と
い
う
意
味
が
核
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
空
の
場
に
つ
い
て
、

西
谷
は
こ
の
よ
う
に
云
う
。

　
　
空
の
場
に
於
て
は
到
る
所
に
中
心
が
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
「
中
」
的
な
、
非
対
象
的
な
自
体
性
に
於
て
、
一
つ
の

　
　
絶
対
的
中
心
で
あ
る
。
そ
の
限
り
自
己
は
、
空
の
場
に
於
て
は
、
い
は
ゆ
る
自
我
或
は
主
体
と
し
て
の
「
自
己
」
の
如
く
に
自
己
中
心

　
　
的
で
あ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
寧
ろ
そ
の
自
己
中
心
性
の
絶
対
的
否
定
に
こ
そ
空
の
場
が
開
け
る
の
で
あ
る
。
自
己
は
そ
こ
で
は
あ
ら

　
　
ゆ
る
他
の
も
の
の
も
と
に
あ
る
。
［
X
l
一
七
八
］

空
の
場
に
お
い
て
は
場
を
統
括
す
る
主
体
と
し
て
の
自
己
は
完
全
に
解
体
し
て
お
り
、
無
我
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
そ
の
無
我
か
ら
性
起
す

る
自
己
を
西
谷
は
語
る
。
一
切
の
も
の
に
従
い
、
～
切
の
も
の
を
自
体
と
し
て
成
り
立
た
せ
る
と
同
時
に
、
一
切
の
も
の
の
絶
対
的
中
心
と

な
り
、
随
処
に
主
と
な
る
よ
う
な
現
存
在
が
空
の
場
に
お
い
て
成
立
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
立
ち
上
が
る
自
己
の
実

存
的
境
位
と
し
て
「
空
の
立
場
」
と
云
わ
れ
る
と
解
さ
れ
る
。

　
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
そ
の
自
体
性
に
お
い
て
絶
対
的
中
心
で
あ
る
と
い
う
関
係
は
、
「
回
互
的
相
入
」
あ
る
い
は
「
回
互
的
関
係
」
と
呼
ば

れ
る
。
聖
算
的
相
入
は
中
期
に
お
け
る
西
谷
の
空
の
思
想
の
中
心
的
概
念
で
あ
り
、
「
す
べ
て
の
も
の
が
各
々
そ
れ
自
身
の
も
と
に
あ
る
と

同
時
に
他
の
も
の
の
も
と
に
あ
る
」
、
コ
切
の
も
の
が
互
い
に
主
と
な
り
従
と
な
る
」
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
云
い
方
を
さ
れ
る
。
回
互
的
相

入
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
集
め
ら
れ
て
、
「
世
界
」
つ
ま
り
「
有
」
の
秩
序
が
可
能
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
空
の
場
に
お
い
て
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

そ
れ
の
「
有
」
が
底
な
く
「
有
」
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
時
」
も
ま
た
底
な
く
「
耳
漏
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
。

そ
の
時
そ
の
時
の
　
々
の
耳
聞
に
す
べ
て
の
時
が
入
る
と
い
う
「
時
」
の
團
互
的
相
入
に
お
い
て
は
、
一
切
の
時
は
如
幻
で
あ
り
、
時
の
う

京
都
学
派
と
宗
教
哲
学

四
九
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五
〇

ち
に
有
る
も
の
の
一
切
の
「
有
臨
も
如
幻
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
に
　
切
の
時
が
入
り
得
る

よ
う
な
底
な
き
も
の
と
し
て
の
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
は
如
実
な
時
と
し
て
現
に
成
り
立
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
如
幻
と
如
実
は
一
つ
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
現
に
成
り
立
つ
の
が
、
西
谷
の
云
う
空
の
場
で
あ
る
。

　
で
は
、
如
実
と
如
幻
が
一
つ
で
あ
る
よ
う
な
空
の
場
に
お
い
て
、
現
存
在
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
の
か
。
西
谷
は
、
空
の
場
に
お
い

て
、
時
間
的
・
空
問
的
に
限
り
な
い
世
界
連
関
と
一
つ
に
成
立
す
る
よ
う
な
力
動
的
連
関
と
し
て
、
現
存
在
は
三
つ
の
相
の
も
と
に
見
る
こ

と
が
で
き
る
と
云
う
門
X
一
二
九
三
～
四
］
。
そ
の
三
つ
の
相
と
は
、
第
一
に
、
現
存
在
は
「
無
始
無
終
な
る
く
時
〉
の
う
ち
で
刹
那
に
生

じ
刹
那
に
滅
し
つ
つ
く
世
界
V
の
う
ち
に
生
成
転
化
す
る
〈
有
為
〉
の
存
在
」
で
あ
る
。
第
二
に
、
「
果
て
し
な
く
湖
り
得
る
如
何
な
る
過

去
よ
り
も
な
ほ
以
前
な
る
く
前
〉
が
現
在
の
も
と
に
あ
り
、
果
て
し
な
く
展
望
し
得
る
如
何
な
る
未
来
よ
り
も
な
ほ
以
後
な
る
く
後
〉
が
現

在
の
も
と
に
あ
る
」
と
い
う
そ
う
い
う
現
在
の
も
と
で
、
現
存
在
は
「
〈
蒋
〉
そ
の
も
の
の
く
初
め
〉
、
従
っ
て
ま
た
く
時
V
そ
の
も
の
の

く
終
り
〉
に
立
っ
て
、
〈
時
〉
を
超
え
、
〈
世
界
〉
と
そ
の
因
果
性
を
超
え
て
、
永
遠
」
で
あ
る
。
第
三
に
、
永
遠
性
の
モ
ナ
ド
で
あ
る
現
在

の
瞬
間
に
お
い
て
、
現
存
在
は
あ
ら
ゆ
る
過
去
と
未
来
を
包
括
し
総
持
し
、
さ
ら
に
、
実
際
に
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
が
併
し
起
こ
り
得
た
か

も
し
れ
な
い
も
の
を
も
包
猛
し
総
持
す
る
。
第
　
の
相
は
、
絶
対
的
内
在
と
し
て
の
空
の
場
に
お
け
る
現
存
在
、
第
二
の
相
は
、
絶
対
的
超

越
と
し
て
の
空
の
場
に
お
け
る
現
存
在
、
第
三
の
相
は
、
絶
対
的
内
在
即
絶
対
的
超
越
の
「
即
」
と
し
て
の
空
の
場
に
お
け
る
現
存
在
で
あ

る
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
西
谷
が
語
る
こ
の
現
存
在
の
三
つ
の
相
は
、
時
の
三
つ
の
桐
で
も
あ
る
。

　
こ
の
團
互
的
編
入
と
い
う
考
え
方
と
「
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
の
世
界
に
お
け
る
個
多
と
全
～
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
的
な
関
係
」
と
い

う
西
田
の
思
想
と
の
、
事
柄
と
し
て
の
違
い
を
論
ず
る
こ
と
は
、
極
め
て
難
し
い
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
論
が
手
掛
り
と
さ
れ
た
り
、

華
厳
経
の
思
想
か
ら
示
唆
を
受
け
取
っ
た
り
す
る
点
で
も
、
そ
の
論
述
に
は
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
だ
が
敢
え
て
そ
の
違
い
に
着
葭
す
る
な

ら
、
園
互
的
網
入
に
お
い
て
は
「
時
」
の
問
題
に
大
き
な
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
単
に
時
の
問
題
に
力
点
が
置
か

れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
西
田
が
哲
学
的
な
論
理
へ
と
仕
上
げ
よ
う
と
し
た
思
想
を
再
び
生
成
消
滅
の
根
に
お
い
て
受
け
取
り
直
す
よ
う
な



性
格
を
そ
こ
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
時
の
問
題
は
歴
史
の
歴
史
性
の
問
題
で
も
あ
り
、
独
自
な
歴
史
の
見
方
を
拓
く
と
い
う
関
心
が
、

空
の
場
に
つ
い
て
の
思
索
の
根
底
に
流
れ
て
い
る
。
こ
の
関
心
は
先
述
の
「
宗
教
哲
学
の
任
務
扁
と
根
底
で
連
関
し
て
お
り
、
西
谷
の
空
の

思
索
の
動
い
て
い
る
地
平
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
を
窺
わ
せ
る
。
極
端
に
言
う
と
、
西
田
の
場
所
の
論
理
が
理
論
哲
学
を
志
向
す
る
も

の
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
西
谷
の
圓
互
的
相
入
と
空
の
立
場
は
理
論
哲
学
を
無
効
に
す
る
と
こ
ろ
で
実
践
哲
学
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
と
い

え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
圓
互
的
相
入
が
関
係
性
を
表
す
概
念
で
あ
り
、
論
理
を
表
す
概
念
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
志
向
と
軌

を
一
に
し
て
い
る
。
西
谷
は
、
我
々
の
「
あ
る
」
は
不
断
の
「
な
す
」
に
お
い
て
不
断
に
「
な
る
」
も
の
と
い
う
形
相
（
現
存
在
の
第
一
の

楮
）
を
も
っ
と
捉
え
て
、
そ
こ
に
、
世
界
連
関
と
一
つ
に
な
っ
た
力
動
的
連
関
を
見
て
取
る
の
で
あ
る
が
、
忙
々
的
弓
入
は
そ
の
よ
う
な
連

関
に
お
け
る
力
動
ず
る
関
係
性
を
記
述
す
る
概
念
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
西
田
の
論
理
の
硬
質
の
緊
張
感
と
対
照
的
な
こ
の
概
念
の
緩
や
か

な
柔
軟
性
に
、
西
谷
の
思
索
の
特
質
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。
西
谷
の
宗
教
哲
学
は
論
理
を
追
究
す
る
の
で
は
な
く
、
関
係
を
記
述
す
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
の
思
想
を
見
る
限
り
、
西
谷
の
空
の
場
の
論
述
は
「
上
か
ら
の
哲
学
偏
と
「
下
か
ら
の
哲
学
」
と
の
統
　
に
成
功
し
て

い
る
よ
う
に
冤
え
る
。
た
だ
し
、
西
谷
の
空
の
考
察
に
は
「
上
か
ら
の
哲
学
」
の
考
察
が
後
退
し
た
分
だ
け
、
仏
教
の
テ
キ
ス
ト
に
依
拠
し

た
論
述
が
増
加
し
て
く
る
。
哲
学
的
論
考
の
な
か
で
、
宗
教
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
の
引
用
に
基
づ
く
論
述
は
、
そ
れ
だ
け
で
「
上
か
ら
の
見

方
」
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
て
来
る
。
二
つ
の
見
方
の
統
一
と
い
う
問
題
は
西
谷
の
宗
教
哲
学
に
お
い
て
も
、
形
を
変
え
て
残
ら
ざ
る
を
得

な
い
。
ま
た
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
仏
教
と
哲
学
と
の
新
た
な
親
密
さ
は
中
期
以
降
の
著
作
に
お
い
て
ま
す
ま
す
深
ま
っ
て
い
く
も
の
で
あ

り
、
そ
こ
で
宗
教
と
哲
学
と
の
独
立
性
と
相
補
性
が
果
た
し
て
維
持
さ
れ
得
る
の
か
ど
う
か
、
稿
を
改
め
て
論
ず
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

終
わ
り
に

　
宗
教
哲
学
の
根
本
の
問
い
は
、
宗
教
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
西
谷
の
主
著
の
題
目
と
な
っ
て
い
る
の
は
象
徴
的
で

あ
る
。
西
谷
は
、
西
田
に
つ
い
て
こ
う
云
っ
て
い
る
。
「
…
…
『
善
の
研
究
』
は
あ
く
ま
で
実
証
的
な
経
験
に
立
脚
し
な
が
ら
、
し
か
も
同

京
都
学
派
と
宗
教
哲
学

五
一
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二

時
に
宗
教
を
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
根
本
と
し
て
み
る
。
こ
れ
は
西
田
哲
学
の
全
発
展
を
通
じ
て
楡
ら
な
い
」
酌
取
一
　
〇
四
］
。
宗
教
と
は
何
か

と
い
う
問
い
は
、
そ
の
よ
う
な
、
西
田
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
根
本
に
見
据
え
て
い
る
「
宗
教
」
を
問
う
問
い
で
あ
る
。
そ
れ
を
問
う
思
惟
は
、

お
そ
ら
く
二
重
の
形
を
と
る
。
　
つ
は
、
所
謂
宗
教
に
批
覇
的
か
つ
媒
介
的
に
作
用
し
て
霊
性
の
立
場
を
開
く
働
き
を
す
る
哲
学
的
思
索
で

あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
語
性
に
よ
っ
て
照
ら
さ
れ
霊
性
に
よ
っ
て
息
吹
を
吹
き
込
ま
れ
る
哲
学
的
思
索
で
あ
る
。
薦
谷
が
そ
う
い
う
仕
方
で

実
践
し
た
宗
教
哲
学
の
な
か
に
、
京
都
学
派
の
哲
学
の
～
つ
の
根
本
性
格
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
宗
教
哲
学
の
奥
底
に

は
、
霊
性
の
立
場
そ
の
も
の
を
も
問
い
に
さ
ら
す
よ
う
促
す
動
向
が
潜
ん
で
い
る
。

＊

引
周
箇
所
お
よ
び
掲
載
箇
所
は
そ
れ
ぞ
れ
の
全
集
の
［
巻
数
－
画
数
｝

『
西
田
幾
多
郎
全
集
㎞
岩
波
書
店
、
　
一
九
七
八
～
八
○
年
。

『
田
晒
選
～
兀
全
集
幅
牌
肌
晦
陣
灘
薫
房
、
　
～
九
穴
三
～
六
四
年
。

隅
西
谷
啓
治
著
作
集
㎞
創
文
社
、
　
一
九
九
〇
～
九
五
年
。

に
よ
っ
て
示
し
た
。

　
注

（
1
）
　
「
私
の
絶
対
無
の
逸
機
と
い
ふ
の
は
無
論
宗
教
的
体
験
の
意
義
を
有
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
最
も
深
い
意
味
に
鋳
て
宗
教
的
体
験
の
事
実
と
い

　
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
併
し
そ
れ
が
為
に
我
々
の
実
在
的
知
識
と
三
戸
係
で
は
な
い
、
ケ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
い
ふ
如
き
も
の
は
、
そ
れ
は

　
深
い
宗
教
的
事
実
な
る
と
共
に
、
我
々
の
客
観
的
知
識
と
考
へ
る
も
の
の
根
抵
も
此
に
あ
る
と
考
へ
ざ
る
を
得
な
い
。
宗
教
は
事
実
の
底
に
考
へ
ら
れ
る

　
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歴
史
の
底
に
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
う
い
ふ
意
味
に
於
て
は
宗
教
は
芸
術
的
直
観
と
反
対
の
立
場

　
に
立
つ
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
、
所
謂
エ
ク
ス
タ
シ
ス
と
い
ふ
如
き
も
の
は
宗
教
の
本
質
で
は
な
い
。
大
乗
仏
教
の
真
意
は
事
実
の
底
に
徹
す
る
こ
と
で

　
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
一
歩
々
々
真
実
に
触
れ
る
と
云
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
［
“
一
～
五
五
］
。

（
2
）
　
「
宗
教
と
は
如
何
な
る
も
の
な
る
か
を
明
に
す
る
に
は
、
先
ず
宗
教
心
と
は
、
如
傭
な
る
も
の
な
る
か
を
明
に
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
縣
〔
避
－
三
七

二
］
◎



（
3
）
　
ニ
ー
チ
ェ
や
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
主
題
的
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
宗
教
哲
学
に
つ
い
て
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
た
蒔
期
の

　
少
し
後
に
な
る
が
、
宗
教
哲
学
の
議
論
が
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
論
考
を
予
測
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
精
神
世

　
界
、
文
化
世
界
の
根
本
的
な
統
｝
力
が
崩
壊
す
る
と
い
う
事
象
だ
か
ら
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
が
象
徴
的
に
語
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
体
系
や
西

　
洋
形
而
上
学
の
体
系
は
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
構
成
し
、
そ
の
頂
点
に
位
置
し
体
系
全
体
を
統
一
す
る
も
の
は
神
で
あ
っ
て
、
そ
の
神
の
死
は
、
西
洋
の
宗
教
、

　
思
想
、
文
化
を
全
体
と
し
て
統
一
し
て
い
た
要
の
解
体
を
意
味
す
る
。
西
谷
が
見
よ
う
と
し
て
い
た
問
題
は
ど
こ
ま
で
も
　
卸
し
て
い
た
と
い
う
べ
き
で

　
あ
ろ
う
。

（
4
）
　
理
解
を
U
Φ
ω
時
鼻
鉱
。
昌
へ
発
展
さ
せ
、
U
Φ
ω
㌶
o
ζ
δ
コ
を
理
解
へ
還
帰
さ
せ
つ
つ
、
こ
の
両
方
向
を
現
在
に
統
一
す
る
反
省
が
、
哲
学
の
批
判
の
機

　
能
で
あ
る
が
、
批
判
と
は
或
る
も
の
の
内
面
か
ら
出
発
し
な
が
ら
そ
れ
を
そ
の
外
か
ら
観
る
働
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
媒
介
は
、
媒
介
す
る
も
の

　
が
媒
介
さ
れ
る
も
の
の
外
か
ら
出
発
し
な
が
ら
そ
れ
と
自
ら
と
を
関
連
さ
せ
る
働
ぎ
で
あ
り
、
理
性
の
働
き
は
批
判
の
機
能
と
媒
介
の
機
能
の
総
合
で
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
、
西
谷
は
云
う
の
で
あ
る
［
W
一
六
〇
－
六
三
｝
。

（
5
）
　
哲
学
の
普
遍
性
に
も
段
階
が
あ
り
、
悟
性
の
普
遍
性
に
お
い
て
は
ま
だ
自
己
と
世
界
の
根
抵
的
統
一
は
抽
象
的
で
無
内
容
で
あ
る
が
、
理
性
の
立
場

　
に
お
い
て
、
世
界
と
自
己
と
の
根
抵
的
統
一
は
物
を
本
質
的
な
内
容
と
し
て
含
む
具
体
的
な
普
遍
性
と
な
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
6
）
　
こ
の
事
態
そ
の
も
の
を
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
呼
ん
で
い
い
で
あ
ろ
う
（
反
宗
教
や
非
宗
教
と
し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
は
な
く
）
。
西
谷
の
根
本
の
課
題
が

　
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
通
し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
超
克
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
彼
自
身
が
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
宗
教
哲
学
の
み
が
果
た
し
得
る
課
題

　
と
は
突
き
詰
め
れ
ば
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
超
克
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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け
た
・
ま
さ
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文
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研
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epoque　dans　1’histoire　des　mathematiques．

　　Apres　ces　6tudes　textuelles，　nous　tacherons　dans　la　troisieme　section　de　mettre

en　lumiere　les　relations　entre　cette　formation．　et　son　id6e　initiale　de　Kl’art　com一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

binatoire）　et　sa　notion　de　Kloi　de　continuite），　loi　que　Leibniz　qualifie　lui－meme　de

metaphysique．　Nous　y　tacherons　de　montrer　que　cette　loi　metaphysique　de

continuit6　surtout　joue　un　r61e　determinant　dans　la　justification　du　calcul　infinitesi－

mal　et　de　la　notion　de　limite　chez　Leibniz．

　　Enfin，　dans　la　dernibre　section，　nous　considererons　le　caractere　et　le　statut　que

Leibniz　accorde　｝　1’infinitesimal　（infiniment　petit）．　Nous　remarquerons　qu’il　lui

reconna2t　une　r6alit6　stti　ge）・ze｝is，　bien　qu’il　dise　ailleurs　que　cette　notion　est　une

“fiction　utile”．　（A　suivre）．

Kyoto－Schule　und　Religionsphilosophie
　　voR　Kitaro　NISHIDA　zu　Keiji　NISHITANI

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　びω．Z

　　　　　　　　　　　　　　Masako　KETA

　　　　　　　Professor　fgr　Religionsphilosophie

an　Graduierten　Schule　der　philosophischen　Fakultat，

　　　　　　　　　　　　　　UniversitHt　Kyoto

　　In　der　Kyoto－Schule　hatte　die　Religionsphilosophie　feste　Form　angenommen

durch　NTishitani　1〈eiji．　Die　Philosophie　NTishidas　hat　einen　entscheidenden　EinfluB

auf　die　Religionsphilosophie　Nishitanis　ausgetibt．　Die　Klarung　der　Beziehung　der

Philosophie　Niskidas　zu　der　Religionsplailosophie　Nishitanis　ist　der　Zweck　meiner

Abhandlung．

　　｝lajime　Tanabe　hat　NTishida　kritisiert，　daB　sein　Denken　im　“Selbstgewahrungs－

system　Allgemeines”　die　Philosophie　in　das　Religi6se　verwandelt　hat．　Dagegen

岨terscheidet　Nishida　den　noesischen　Gott　von　dem　noematischen　Gott　und　be－

hauptet，　daB　wir　tiber　diesen　philosophisch　keinen　Diskurs　fUhren　kOnnen，　aber　ifber

jenen　philosoplaisch　denken　mttssen．　Die　wesentliche，　durch　Negierung　vermittelte

Einheit　von　Religion　und　Philosophie　entspringt　seiner　grundlegenden　An－

schautmg．　rLNIishitani　betrachtet　als　Kern　der　Philosophie　Nishidas　die　Anschauung，

die　auf　den　Girund　des　Wechsels　des　philosophischen　Systems　Nishidas　lebendig

wirl〈t．　Nishitani　ist　NTishidas　Philosophie　darin　nachgefolgt，　daS　er　auch　die

grundlegende　Anschauung　gerneinsam　besessen　hat　und　sie　in　seiner　eigenen
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historischen　Situation，　also　auf　verschiedene　Weise　von　Nishida，　selbst　weiter

entwickelt　hat．　Zugleich　hat　Nishitani　Kritil〈　daran　geifbt，　daB　Nishidas　Stand－

punkt　〈den　Aspekt　von　oben＞　hat，　und　er　wollte　in　seiner　eigenen　Religionsphiloso－

phie　〈den　Aspekt　von　oben＞　und　〈den　Aspekt　von　unten＞　vereinigen．

　　Nishida　hat　versuchsweise　in　“Vermittels　harmonie　preetablie　zur　Religions－

philosophie”　（1944）　seinen　Entwurf　der　Religionsphilosophie　verfasst．　Sie　nahm　die

Form　an，　von　einem　vorausgehenden　philosophischen　Standpunkt　das　Wesen　der

Religion　zu　ergrUnden　und　danach　die　Besonderheiten　geschichtlicher　Religionen

zu　strukturieren．　Wegen　ihrer　Mangel　nahm　Nishida　in　“Ortlogik　und　religi6se

Weltanschauung”　（1945）　eine　Haltung　ein，　den　Gegenstand　der　Religion　als

gegeben　schlechthin　anzusehen　und　ihn　auf　Grund　seines　eigenen　philosophischen

Gedankens　zu　erklaren．

　　Nishitani　hat　aber　keinen　Gegenstand　der　Religion　fttr　eine　selbstverstandliche

Gegebenheit　gehalten．　Er　konnte　also　sein　religionsphilosophisches　Denken　nicht

mit　der　Haltung　beginnen，　seelische　Fakten　zu　erl〈1tiren．　Daher　hat　er　gefragt，　was

Religion　ist．　“Was　ist　Religion　？”　ist　der　Titel　seines　Hauptwerkes　（1961），　und　er

forschte　darin　nach　dem　Ursprung，　woraus　die　Religion　entspringt．　Diese　Religions－

philosophie　Nishitanis　ist　also　keine　Disziplin　innerhalb　der　Philosophie，　sondern

an　sich　Philosophie．　Er　wollte　seine　Philosophie　auf　Grund　der　Einstellung　des

spiritualen　Erlebnisses　bilden．

　　Es　ist　nun　das　Wichtigste　in　der　geistesgeschichtlichen　Entwicklung　von　Nishida

zu　Nishitani　zu　1〈laren，　was　Nishitanis　〈Position　der　s“nyata＞　im　Vergleich　mit

Nishidas　〈absolut　widersprttchlicher　Selbstidentittit＞　oder　〈Ortlogil〈〉　charakteri－

siert．　Der　Grundbegriff，　der　die　Position　der　sUnyata　zeigt，　ist　eine　〈wechselseitige

Durchdringung＞　（〈lneinandersein＞），　die　eine　solche　Beziehung　bedeutet，　daB　alle

Dinge　sich　ineins　versammeln　und　zugleich　jedes　einzelne　absolut　einzigartig　〈ist＞，

d．　h．　daB　sie　fifr　einander　wechselseitig　Herr　und　Knecht　sind．　Nishitani　hat　mit

diesem　Begriff　einen　dynamischen　Zusammenhang　von　Dasein　und　Welt　be－

schrieben．　Er　zeigt　also　im　Unterschied　zu　solch　einer　Logik　wie　〈Ortlogik＞　oder

einer　〈absolut　widersprtichlichen　Selbstidentitat＞　eine　Beziehung．

　　Nishida　betrachtet　konsequent　und　unerschUtterlich　die　Struktur　von　Selbst　und

Welt　als　religi6s．　ln　Nishitanis　Religionsphilosoplaie　ist　dagegen　ein　Blick　auf　eine

Mbglichkeit　des　Zusammenbruchs　der　Religiositat　enthalten．
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