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「
倫
理
を
中
心
と
し
た
世
界
観
」
と
し
て
の
仏
教

ア
ブ
ド
ゥ
サ
ラ
ム
・
グ
セ
イ
ノ
フ

江
口　

満　

訳

哲
学
研
究
所
所
長
の
「
開
会
ス
ピ
ー
チ
」

　

今
日
、
仏
教
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
の
は
、
仏
教
徒
だ
け
で

は
な
い
。
ま
た
、
仏
教
学
者
だ
け
で
も
な
い
。
仏
教
は
、
世
界

的
現
象
と
な
り
、
世
界
の
関
心
を
呼
ぶ
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。

仏
教
は
、
偉
大
な
る
精
神
的
伝
統
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
グ
ロ
ー

バ
ル
化
が
す
す
む
現
代
世
界
は
、
そ
う
し
た
様
々
な
偉
大
な
精

神
的
伝
統
の
数
々
が
複
合
的
に
か
ら
み
あ
っ
た
中
で
文
化
が
形

成
さ
れ
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
時
代
の
要
請
に
こ
た
え
、
21
世
紀
の
精
神
に

合
致
し
て
い
く
た
め
に
は
、
仏
教
を
知
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ

り
、
そ
れ
も
単
な
る
知
識
で
は
な
く
、
仏
教
に
理
解
を
示
し
、

仏
教
を
信
奉
す
る
人
々
に
敬
意
を
払
う
た
め
の
知
識
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
仏
教
は
、
人
文
分
野
に
お
い
て
現
代
人
が
知
っ

て
お
く
べ
き
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
の
観
点
に

お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
知
的
・
精
神
的

伝
統
と
の
比
較
に
お
い
て
際
立
つ
仏
教
の
独
自
性
に
つ
い
て
考

え
る
意
味
が
あ
り
、
ま
た
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ひ
と
つ
の
体
系
的
な
世
界
観
、
独
特
な
精
神
宇
宙
と
し
て
の

仏
教
の
独
自
性
は
、
そ
れ
が
、
倫
理
を
中
心
に
す
え
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
、
私
は
思
う（注
）。

　

王
子
で
あ
っ
た
釈
尊
が
、
宮
殿
と
い
う
人
工
的
な
楽
園
を
去
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っ
て
、
一
放
浪
者
と
し
て
世
間
に
出
る
と
い
う
行
動
に
か
ら
れ

た
の
が
、
真
の
悟
り
の
道
を
求
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
も

仏
教
の
肝
心
な
点
で
あ
る
。
ブ
ッ
ダ
の
悟
り
で
あ
る
四
諦
の
中

で
、
全
体
の
柱
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
四
番
目
の
中
道
を
説
い

た
道
諦
、八
正
道
で
あ
る
。
自
己
救
済
の
道
、自
己
の
存
在
に
個
々

が
責
任
を
も
つ
と
い
う
倫
理
を
説
い
て
い
る
と
さ
れ
る
仏
教
の

倫
理
は
、
形
而
上
学
や
認
識
論
の
帰
結
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ

れ
ら
の
前
提
で
あ
り
、
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

永
遠
に
答
え
の
な
い
「
形
而
上
学
的
問
い
」

　

仏
教
の
特
殊
性
を
理
解
す
る
上
で
、
際
立
っ
て
い
る
の
が
、

道
徳
と
学
問
的
知
識
、
哲
学
が
認
識
論
に
お
い
て
異
な
る
位
置

づ
け
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
と
考
え
る
。（「
小
マ
ー
ル
ン
ク
ヤ

経
（
摩
羅
迦
小
経
）」
と
「
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
」
に
あ
る
と
お
り
）

　

ブ
ッ
ダ
は
、
性
格
的
に
異
な
る
答
え
を
引
き
出
す
４
種
類
の

問
い
が
あ
る
と
説
く
。
１
番
目
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
答
え
が

あ
る
問
い
、
２
番
目
は
、
条
件
つ
き
の
答
え
を
も
た
ら
す
問
い
、

３
番
目
は
、さ
ら
に
問
い
か
け
を
生
じ
さ
せ
る
問
い
、４
番
目
は
、

却
下
さ
れ
る
べ
き
問
い
で
あ
る
。

　

は
っ
き
り
し
た
答
え
が
出
て
く
る
問
い
は
、
た
と
え
ば
、「
形

の
あ
る
も
の
は
、
は
か
な
い
か
？
」「
感
覚
は
、
は
か
な
い
か
？
」

「
識
別
は
、は
か
な
い
か
？
」「
構
成
要
素
は
、は
か
な
い
か
？
」「
意

識
は
、
は
か
な
い
か
？
」
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
（
こ
れ
ら
認
識

に
お
け
る
５
つ
の
執
着
を
、
行
為
の
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
貪
む
さ
ぼ
り・
瞋い
か
り・

癡お
ろ
か・
慢
・
疑
の
五
鈍ど
ん

使し

と
な
る
）。

　

条
件
つ
き
の
答
え
が
引
き
出
さ
れ
る
問
い
と
は
、「
は
か
な
い

も
の
と
は
、
形
の
あ
る
も
の
か
？
」「
は
か
な
い
も
の
と
は
感
覚

で
あ
る
か
？
」
な
ど
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
答
え
が
部
分
的
真
理

で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
、
条
件
を
つ
け
る
こ
と
が
必

要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
は
か
な
い
も
の
と

は
感
覚
で
あ
る
か
？
」
と
い
う
問
い
へ
の
答
え
は
、「
し
か
り
、

た
だ
し
、
感
覚
だ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

問
い
に
対
し
て
問
い
で
答
え
る
と
い
う
の
は
、「﹇
存
在
は
﹈

視
覚
に
よ
っ
て
す
べ
て
を
識
別
す
る
か
？
」
と
い
っ
た
問
い
が

な
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、「
す
べ
て
」
と
い
う
の
が

何
を
意
味
す
る
の
か
、
出
さ
れ
た
問
い
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

問
い
を
却
下
す
る
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
、「
世
界
は
永
遠
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か
否
か
？
」「
世
界
は
無
限
か
否
か
？
」「
心
と
体
は
、
同
じ
も

の
か
？
」「
死
後
も
如
来
は
存
在
す
る
か
？
」
と
い
っ
た
問
い
が

な
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。

　

最
初
の
問
題
群
は
、
生
き
る
意
味
を
問
う
も
の
と
し
て
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
世
に
存
在
す
る
意
味
と
は

何
か
、
人
間
は
何
を
め
ざ
す
べ
き
か
と
い
う
、
よ
り
根
本
的
な

ひ
と
つ
の
問
題
を
具
体
的
に
問
う
た
も
の
で
あ
る
。
２
番
目
、

及
び
３
番
目
の
問
題
群
は
、
世
界
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
知
識

が
問
わ
れ
て
い
る
。
４
番
目
の
問
題
群
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化

の
用
語
を
使
う
と
、
哲
学
的
、
形
而
上
学
的
と
い
わ
れ
る
問
い

で
あ
る
。

　

人
間
存
在
の
意
味
あ
る
い
は
目
的
・
方
向
性
に
つ
い
て
の
問

い
に
は
、
は
っ
き
り
し
た
答
え
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
が
な
い

と
存
在
自
体
が
不
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
Ｍ
・
Ｍ
・
バ
フ

チ
ン
の
言
葉
を
借
り
る
と
、「
存
在
に
ア
リ
バ
イ
は
な
い
」
の
で

あ
る
。
人
間
は
生
き
て
い
る
限
り
、
自
身
の
行
為
を
意
識
的
に

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
お
り
、
自
身
の
判
断
に
も
と
づ
い
て
行
動

を
し
て
い
る
限
り
、
何
ら
か
の
目
的
の
た
め
に
行
動
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
人
間
が
一
定
の
方
向
へ
動
く
こ
と
な
く
、
一
歩
を

ロシア科学アカデミー「哲学研究所」でのシンポジウム（モスクワ、9月11日）。「世
界の諸文化の中の仏教」をめぐって、開会と閉会のスピーチも含め16の論考が発
表された
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踏
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
自
身
の
行
為
に
何
ら
か
の
意

味
を
付
加
し
な
い
で
、
行
動
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
間
は
、

「
感
覚
は
、
は
か
な
い
か
？
」
と
い
っ
た
問
い
に
明
快
に
答
え
る

べ
く
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
逃
げ
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
正
し
い
答
え
を
見
出
し
、
自
身

の
人
生
に
真
の
意
味
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ブ
ッ
ダ

は
、
そ
れ
を
な
し
え
た
と
考
え
て
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
悟
り
を

開
い
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

世
界
に
つ
い
て
の
知
識
は
、
常
に
不
完
全
で
不
正
確
な
も
の

で
あ
り
、
常
に
そ
の
深
化
と
具
体
化
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
う
し

た
知
識
は
相
対
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
人
間
が
生
き
る
意

味
に
対
し
て
直
接
の
影
響
は
及
ぼ
さ
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
う
し

た
知
識
の
ほ
う
こ
そ
、
人
間
の
現
実
的
な
世
界
観
、
つ
ま
り
、

第
１
問
題
群
へ
の
答
え
に
左
右
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

　

形
而
上
学
的
問
い
は
、
問
い
の
ま
ま
で
終
わ
る
の
が
常
で
あ

る
。
そ
れ
ら
は
、
際
限
が
な
く
、
永
遠
に
取
り
組
む
よ
う
な
性

格
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
真
実
性
に
疑
い
の
余
地
が

な
い
と
い
う
よ
う
な
、は
っ
き
り
し
た
答
え
は
存
在
し
な
い
。「
そ

れ
ら
に
答
え
ら
れ
る
よ
う
な
理
由
も
根
拠
も
な
い
が
ゆ
え
に
、

却
下
す
る
の
で
あ
る
」（
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
）。
ま
し
て
、
そ
れ

ら
の
問
い
は
、
生
き
る
意
味
と
い
う
最
初
の
問
題
と
は
直
接
に

は
関
係
が
な
い
た
め
に
、
簡
単
に
却
下
す
る
（
答
え
を
保
留
す
る
）

こ
と
が
で
き
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
点
が
ブ
ッ
ダ
の
世
界
観
の

倫
理
志
向
を
示
す
も
っ
と
も
重
要
な
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ブ
ッ
ダ
の
倫
理
は
、
形
而
上
学
に
も
、
認
識
論
に
も
依
存
し

な
い
。
そ
う
し
た
も
の
に
、
根
拠
を
求
め
な
い
の
で
あ
る
。
ブ

ッ
ダ
の
倫
理
自
体
が
、
形
而
上
学
や
認
識
論
へ
の
鍵
と
な
っ
て

い
る
。
ブ
ッ
ダ
が
す
べ
て
の
力
を
傾
注
し
た
そ
の
ふ
る
ま
い
自

体
が
、
つ
ま
り
闇
か
ら
光
へ
、
無
明
か
ら
悟
り
へ
、
現
世
の
生

か
ら
完
全
な
涅
槃
へ
と
志
向
す
る
彼
の
倫
理
が
、
あ
る
い
は
、

我
々
が
そ
う
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
が
、
彼
の
存
在
論
の
起
源
で

も
あ
り
、
ま
た
認
識
論
の
起
源
で
も
あ
る
。
ブ
ッ
ダ
は
、
単
に

世
界
の
深
奥
の
構
造
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ

れ
が
彼
自
身
の
中
で
認
識
さ
れ
た
か
た
ち
に
お
い
て
、
彼
自
身

に
左
右
さ
れ
る
世
界
の
構
造
に
関
心
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ブ
ッ

ダ
に
と
っ
て
、
存
在
と
は
、
自
分
自
身
が
責
任
を
と
る
存
在
な

の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
存
在
論
は
倫
理
が
必
要
と
す
る
範
囲

に
限
定
さ
れ
る
。
ブ
ッ
ダ
に
と
っ
て
、
世
界
に
つ
い
て
の
知
識
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を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
い
か
に
正
し
く
生
き
る
か
と
い
う
こ

と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
真
の
知
識
は
、
彼
自
身
の
存
在

の
真
理
、
人
生
の
正
し
い
意
味
と
い
う
か
た
ち
で
の
み
、
存
在

す
る
の
で
あ
る
。

　

修
行
者
マ
ー
ル
ン
ク
ヤ
は
、
ブ
ッ
ダ
に
、
第
４
問
題
群
（
形
而

上
学
的
問
題
）、
つ
ま
り
、
宇
宙
は
永
遠
か
否
か
、
宇
宙
は
有
限

か
否
か
と
い
う
問
い
に
答
え
て
ほ
し
い
と
要
請
す
る
。
し
か
も
、

は
っ
き
り
し
た
答
え
を
得
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
こ
れ
以
上
ブ
ッ

ダ
の
も
と
で
修
行
し
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
っ
た
。
ブ

ッ
ダ
は
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
な
問
い
に
答
え
ら
れ
る
よ

う
教
え
る
な
ど
と
は
約
束
し
た
こ
と
が
な
い
し
、
自
分
の
説
法

と
は
ま
っ
た
く
関
係
な
い
と
答
え
た
。

　

そ
し
て
、
も
し
も
、
宇
宙
は
永
遠
か
否
か
、
宇
宙
は
有
限
か

否
か
と
い
う
問
い
の
答
え
が
見
つ
か
ら
な
い
う
ち
は
、
ダ
ル
マ

の
修
行
を
し
な
い
と
本
気
で
言
う
者
が
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
者

は
、
答
え
を
得
な
い
ま
ま
死
ん
で
し
ま
う
だ
ろ
う
と
語
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
矢
で
負
傷
し
た
人
が
、
ど
こ
の
誰
が
矢
を

放
っ
た
の
か
、
矢
が
何
か
ら
で
き
て
い
る
の
か
、
何
の
羽
が
使

わ
れ
て
い
る
の
か
つ
き
と
め
な
い
う
ち
は
、
医
者
に
矢
を
抜
か

せ
な
い
と
言
い
張
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
。「
マ
ー
ル
ン
ク
ヤ

よ
、
ダ
ル
マ
に
の
っ
と
っ
た
人
生
は
、
宇
宙
が
永
遠
で
な
い
と

い
う
意
見
と
は
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
宇
宙
は
永
遠
で
あ

る
と
い
う
意
見
も
あ
る
し
、
宇
宙
は
永
遠
で
な
い
と
い
う
意
見

も
あ
る
が
、
ま
ず
あ
る
の
は
、
生
、
老
、
病
、
死
、
愚
痴
、
痛
み
、

苦
労
、
懊
悩
で
あ
る
。
私
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
今
世
で
止
め

る
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
」

　

生
き
る
意
味
に
つ
い
て
の
知
識
は
、
絶
対
的
で
あ
る
。
世
界

に
つ
い
て
の
知
識
は
相
対
的
で
あ
り
、
仮
定
的
で
あ
る
。
形
而

上
学
的
問
題
は
、
そ
れ
自
体
、
答
え
を
も
っ
て
お
ら
ず
、
問
い

と
し
て
永
遠
に
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
は
合
理
的
認
識
の
境

界
線
を
指
し
示
し
て
お
り
、
事
実
上
、
第
１
問
題
群
に
我
々
を

立
ち
戻
ら
せ
る
。
究
極
の
問
い
は
、
そ
れ
が
道
徳
的
模
索
と
一

致
し
た
場
合
、は
じ
め
て
意
味
を
も
ち
始
め
る
。
実
践
的
倫
理
は
、

生
の
恒
久
的
意
味
と
救
済
の
道
を
説
い
た
ブ
ッ
ダ
が
関
心
を
も

つ
対
象
と
し
て
、
唯
一
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
優
越
性
を
も

っ
て
い
る
。

　

ブ
ッ
ダ
の
４
つ
の
問
い
は
、
人
間
に
よ
る
真
理
の
と
ら
え
方

の
異
な
る
形
態
か
ら
発
し
て
い
る
。
倫
理
的
問
題
の
場
合
、
真
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理
は
、
極
め
て
実
践
的
な
性
格
を
帯
び
て
く
る
。
倫
理
的
（
道
徳

的
）
真
理
は
、
個
人
の
ふ
る
ま
い
を
と
お
し
て
打
ち
立
て
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
ふ
る
ま
い
以
前
に
も
、

以
後
に
も
な
い
の
で
あ
る
。
第
２
、
第
３
の
問
い
は
、
認
識
さ

れ
る
真
理
を
問
う
て
い
る
。
最
後
（
第
４
）
の
形
而
上
学
的
な

問
い
は
、
考
え
出
さ
れ
、
観
念
的
に
検
証
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
際
、
ま
ず
そ
の
人
が
も
と
も
と
も
つ
道
徳
観
が
い
か
な
る

も
の
で
あ
る
か
に
左
右
さ
れ
る
。

ト
ル
ス
ト
イ
も
「
認
識
よ
り
倫
理
を
優
先
」

　

最
後
に
、
仏
教
が
倫
理
を
核
と
し
た
世
界
観
で
あ
る
こ
と
を

示
す
、
間
接
的
で
は
あ
る
が
歴
史
哲
学
的
な
根
拠
を
あ
げ
て
み

た
い
。
そ
れ
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
思
想
と
つ
な
が
り
を
も
っ
て

い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
ト
ル
ス
ト
イ
は
、
体
系
的
な
宗
教
・

道
徳
哲
学
を
築
い
た
。
そ
れ
は
、
人
間
存
在
の
合
理
的
根
拠
を

人
間
の
道
徳
性
に
求
め
た
も
の
で
、
合
理
的
世
界
観
は
、
人
間

の
理
に
か
な
っ
た
行
為
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
確
固
た
る
生
き

る
意
味
を
模
索
し
、
何
よ
り
も
、
そ
の
意
味
を
体
現
し
、
行
為

主
体
で
あ
る
人
間
自
身
が
完
全
に
統
制
で
き
る
よ
う
な
生
き
方

を
探
っ
て
い
っ
た
ト
ル
ス
ト
イ
は
、
暴
力
に
対
す
る
非
抵
抗
の

思
想
に
い
き
つ
い
た
。
ト
ル
ス
ト
イ
は
、
す
べ
て
の
人
間
の
活

動
を
規
制
す
る
も
の
と
し
て
、
非
抵
抗
と
い
う
絶
対
的
道
徳
理

念
を
立
て
、
世
界
に
あ
る
道
徳
的
悪
と
の
戦
い
を
人
間
の
内
面

世
界
へ
移
行
さ
せ
た
。

　

ト
ル
ス
ト
イ
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
山
上
の
垂
訓
を
自

身
の
人
間
観
、
世
界
観
の
根
拠
と
し
、
自
身
の
思
想
が
も
っ
と

も
正
し
い
キ
リ
ス
ト
教
の
解
釈
で
あ
る
と
考
え
た
。
彼
は
、
信

仰
の
シ
ン
ボ
ル
の
代
わ
り
に
山
上
の
垂
訓
を
根
本
と
し
、
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
の
神
性
を
否
定
し
て
、
偉
大
な
精
神
の
改
革
者

で
あ
る
と
し
た
。

　

Ｎ
・
Ｆ
・
フ
ョ
ー
ド
ロ
フ
や
Ｎ
・
Ａ
・
ベ
ル
ジ
ャ
エ
フ
を
は

じ
め
と
す
る
ト
ル
ス
ト
イ
批
評
で
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
世
界
観

は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
よ
り
、
仏
教
的
で
あ
る
と
結
論
さ
れ

て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
う
し
た
批
評
に
は
、
彼
の
思
想
の
単

な
る
性
格
づ
け
と
い
う
よ
り
は
、
非
難
も
こ
め
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
強
調
す
べ
き
は
、
そ

れ
ら
の
批
評
が
、
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
以
下
の
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
認
識
よ
り
道
徳
を
優
先
さ
せ
、
倫
理
を
優
先
さ
せ
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た
ト
ル
ス
ト
イ
の
世
界
観
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
思
想
の
本
流

か
ら
は
逸
脱
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
精
神
と
形

態
か
ら
い
っ
て
、
彼
の
思
想
は
、
確
か
に
仏
教
に
近
い
。
彼
の

思
想
と
仏
教
の
方
が
真
理
に
よ
り
近
い
と
い
う
可
能
性
も
な
い

と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
　
　
　
　

哲
学
的
論
述
は
、
そ
も
そ
も
書
き
手
が
自
身
の
見
解
を
述
べ

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
私
は
思
う
」
と
い
う
よ
う
な
但
し
書

き
は
、（「
思
わ
な
い
」
と
い
う
但
し
書
き
な
ら
と
も
か
く
）、

余
計
な
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
私
が
あ
え
て
こ
の
よ
う
に
書
い

た
の
は
、
有
名
な
仏
教
哲
学
の
専
門
家
で
あ
る
Ｖ
・
Ｇ
・
ル
イ

セ
ン
コ
教
授
が
、
拙
文
を
読
ん
で
下
さ
っ
た
あ
と
、
次
の
よ
う

な
コ
メ
ン
ト
を
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
「
こ
れ
は
、
20
世
紀
初
頭
の
仏
教
観
で
す
。
そ
の
よ
う
な
考

え
に
立
っ
て
い
た
の
は
、
主
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
信
者
の
仏
教

研
究
者
（
リ
ス
･
デ
ヴ
ィ
ズ
夫
妻
な
ど
）
で
す
。
後
に
、
こ
の

よ
う
な
考
え
方
は
、
根
拠
の
な
い
単
純
化
で
あ
る
と
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
シ
チ
ェ
ル
バ
ツ
コ
イ
は
、
こ

れ
に
つ
い
て
、
機
知
に
と
ん
だ
批
判
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
批

判
は
、
Ｖ
・
Ｎ
・
ト
ポ
ロ
フ
が
『
ダ
ン
マ
パ
ー
ダ
（
法
句
経
）』

の
訳
書
（
１
９
６
１
）
の
中
で
書
い
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
書

い
た
の
は
、
ひ
と
え
に
、
当
時
、
宗
教
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と

が
許
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
社
会
事
情
が
あ
っ
た
た
め
で
す
。

　
　
　
　

仏
教
は
、
輪
廻
か
ら
の
解
放
に
重
き
を
お
い
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
救
済
論
で
あ
っ
て
、
倫
理
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
あ
る
い

は
、
倫
理
の
概
念
を
拡
大
解
釈
す
る
必
要
が
出
て
き
ま
す
）。

仏
教
に
お
い
て
、
人
間
共
通
の
道
徳
規
範
（
パ
ン
チ
ャ
・
シ
ー

ラ
：
殺
す
な
か
れ
等
の
「
五
戒
」）
と
し
て
の
倫
理
は
、
道
（
声

聞
道
）
の
一
番
最
初
に
、
単
に
手
段
と
し
て
の
位
置
づ
け
で
出

て
く
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
自
身
の
意
識
を
変
え
て
い
く
内
面

的
作
業
の
道
で
あ
る
仏
道
に
立
つ
た
め
の
準
備
段
階
で
す
。
後

期
仏
教
（
特
に
密
教
）
に
お
い
て
、
人
間
の
欠
点
や
欲
望
と
い

っ
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
精
神
の
道
の
重
要
な
エ

ネ
ル
ギ
ー
源
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
も
、
偶
然
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」

　
　
　
　

少
な
く
と
も
、
初
期
仏
教
、
つ
ま
り
釈
尊
在
世
の
仏
教
に
お

い
て
は
、明
ら
か
に
倫
理
が
中
心
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

20
世
紀
は
じ
め
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
信
者
は
（
ち
な
み
に
、Ｌ
・

ト
ル
ス
ト
イ
も
同
じ
よ
う
な
考
え
だ
っ
た
）、
そ
の
意
味
で
正

し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
主
張

に
お
い
て
は
、「
倫
理
」の
概
念
が
確
か
に
拡
大
解
釈
さ
れ
る（
そ

の
点
で
も
Ｖ
・
Ｇ
・
ル
イ
セ
ン
コ
教
授
は
正
し
い
）。
つ
ま
り
、

倫
理
と
い
っ
て
も
、
仏
教
の
倫
理
的
な
部
分
（
パ
ン
チ
ャ
・
シ

ー
ラ
）
だ
け
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
、
仏
教
の

倫
理
的
（
道
徳
的
）
な
精
神
全
体
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

人
間
の
ふ
る
ま
い
を
説
く
段
階
だ
け
で
は
な
く
、
苦
か
ら
の
解

脱
へ
と
導
く
八
正
道
全
体
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
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複
雑
で
壮
大
な
仏
教
の
歴
史
に
お
い
て
、
仏
教
を
哲
学
思
想

と
し
て
、
あ
る
い
は
、
宗
教
思
想
と
し
て
、
あ
る
い
は
宗
教
哲

学
思
想
と
し
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
み
ら
れ
た
。
し
か

し
、
仏
教
の
特
徴
は
、
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な

い
と
私
は
思
う
。
仏
教
は
、
人
間
が
精
神
的
、
道
徳
的
に
成
長

し
て
い
く
た
め
の
教
え
で
あ
る
。
救
済
の
道
を
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
　
　
　
「
救
済
論
は
、
倫
理
で
は
な
い
」
と
い
う
Ｖ
・
Ｇ
・
ル
イ
セ

ン
コ
教
授
の
言
は
、ま
っ
た
く
正
当
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

ブ
ッ
ダ
の
救
済
論
は
、
他
の
ど
の
宗
教
に
も
み
ら
れ
な
い
ほ
ど

倫
理
と
深
く
か
か
わ
っ
て
お
り
、
人
間
自
身
の
努
力
こ
そ
が
救

済
の
唯
一
の（
た
だ
し
、極
め
て
長
い
）道
な
の
で
あ
る
。
無
論
、

人
間
自
身
の
努
力
は
、
狭
義
の
規
範
的
意
味
で
倫
理
的
で
あ
る

だ
け
で
な
く
、
道
徳
の
領
域
に
及
ん
で
お
り
、
ａ
）
実
践
的
で

あ
り
、 

ｂ
）
絶
対
的
な
倫
理
的
意
味
が
付
与
さ
れ
た
目
的
を
め

ざ
す
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、「
倫
理
的
」
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

こ
れ
と
関
連
し
て
、
も
う
一
点
述
べ
て
お
き
た
い
。
ブ
ッ
ダ

は
、
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
の
本
質
を
肯
定
的
表
現
で
規
定
す
る
こ
と

を
避
け
た
。
そ
れ
は
、
ブ
ッ
ダ
が
も
っ
と
も
関
心
を
も
っ
て
い

た
の
は
、「
道
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
Ａ
・
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