
現
代
の
課
題

と
仏
教

(出
雲
路
)

現
代

の
課
題
と
仏
教

-

清
沢
満
之
を
中
心
に
-

出

雲

路

暢

良

清

沢
満

之

(
一
八
六
三
-

一
九
〇
三
)

は
、

親

鷺

に
学

ぶ

こ
と

を

通

し

て
、
自
己
と
時
代
の
課
題
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
つ
て
か
え

つ
て
親
攣

を
現
代
に
再
生
せ
し
め
た
人
と
し
て
評
価
し
う
る
。

遡

つ
て
考
え
る
に
、
蓮
如

(
一
四
一
五
-
一
四
九
九
)
は
、
封
建
前
期

か
ら
封
建
後
期

へ
の
転
換
期
に
当

つ
て
、
親
鷲

の
教
え
を
封
建
期
に
耐

え
う
る
民
衆
の
教
え
と
し
て
再
生
し
た
人
で
あ
つ
た
。

南
無
と
た
の
む
衆
生
を
阿
弥
陀
仏
の
助
け
ま
し
ま
す
道
理
な
る
が
故
に
、
南

無
阿
弥
陀
仏
の
六
字
の
す
が
た
は
、
即
ち
我
等

一
切
衆
生
の
平
等
に
助
か
り

つ
る
す
が
た
な
り
と
知
ら
る
る
な
り
。

こ
の

『
御
文
』
五
の
九
は
、
弥
陀
の
救
済
は
無
条
件
で
あ
る
と
い
う

親
鷲

の
教
え
を
明
快
平
易
に
語
つ
た
、
人
類
の
救
済
に
関
す
る
見
事
な

回
答
で
あ

る
。

と
こ
ろ
が
、
親
鶯
よ
り
す
で
に
六
百
年
、
蓮
如
よ
り
す
で
に
四
百
年
、

蓮
如
な
ど

の
深
い
配
慮
と
努
力
に
も
か
ゝ
わ
ら
ず
、
長
い
封
建
支
配
の

も
と
艇
組
み
込
ま
れ
、
特
に
江
戸
期
に
は
、
幕
府
の
民
衆
支
配
政
策
寺

請
制
度
の
最
先
端
を
荷
わ
せ
ら
れ
た
こ
と
も
あ

つ
て
、
真
宗
教
団
は
、

そ
の
教
団
体
制
も
信
仰
内
容
も
強
い
歪
曲
を
う

け
ざ

る
を
え

な
か

つ

た
。
「
全
生
活
を
権
力
の
指
示
の
如
く
に
営
あ
」
と
い
う
強
力
な
封
建
権

力
の
圧
力
は

「
過
去

・
現
在

・
未
来
を
通
じ
て
た
だ
依
る
べ
き
は
弥
陀

一
仏
」
と
い
う
信
仰

の
純
粋
性
を
許
さ
な
か
つ
た
。

こ
こ
に
、

い
つ
し

か
、
「
現
世
は
権
力
の
指
示
に
従
い
、
信
仰
は
来
世

(死
後
)
の
事
」
と

す
る
立
場
が

一
般
化
す
る
。
そ
の
時
、
自
己
と
阿
弥
陀
仏
、
生
と
死
、

今
生
と
来
世
は
分
裂
対
立
し
、
浄
土
は
死
後
に
空
想
す
る

ユ
ー
ト
ピ
ア

と
化
し
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
真
宗
教
団
が
新
し
い
明
治
と
い
う
時
代
を
迎
え
た

時
に
は
、
も
う
前
述

の
蓮
如
の
明
快
な
回
答
が
、
人
々
の
現
実

の
苦
悩

に
生
き
生
き
と
響
く
力
あ
る
回
答
と
は
な
ら
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
て
い

た
。

こ
の
、
自
己
と
阿
弥
陀
仏
、
今
生
と
来
世

の
分
裂
に
苦
し
む
聞
法

者
に
と
つ
て
道
は
二
つ
あ
る
。
第

一
は
、
問
う

こ
と
を
止
め
て
自
己
催

眠

・
集
団
催
眠
へ
と
自
己
を
追
い
込
み
陶
酔
的
信
仰
に
ひ
た
つ
て
い
く
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道
ひ
策
二
は
、
ど
こ
ま
で
も
こ
の
問
い
を
附
い
ぬ
く
道
ひ
満
之
の
母
タ

キ
は
こ
の
第
二
の
道
を
誠
実
に
歩
み
続
け
た
聞
法
者
だ
つ
た
。
タ
キ
は

「
こ
の
問
い
の
解
け
ぬ
限
り
、
結
局
は
死
に
よ
つ
て
終
る
他
な
い
こ
の

人
生
で
何
を
実
ら
せ
て
も
そ
れ
は
空
し
い
。
し
か
し
こ
の
自
己
と
阿
弥

陀
と
の
分
裂
が
ど
う
し
て
も
超
え
ら
れ
な
い
。
薄
紙

一
重
が
は
つ
き
り

し
な
い
」
と
、
生
涯
問
い
続
け
た
聞
法
者
で
あ

つ
た
。
母
か
ら
托
さ
れ

た
こ
の
問

い
が
、
同
時
に
満
之
の
生
涯
を
貫
く
問
い
と
な

つ
た
の
で
あ

り
、
そ
し
て
こ
の
問
い
が
、
実
は
長
い
封
建
期
に
、
い
つ
し
か
不
明
確

に
な
つ
て
し
ま
つ
て
い
た
親
黛
の
教
え
を
現
代

に
再
生
す
る
ス
プ
リ
ン

グ
ボ
ー
ド
と
な
る
と
同
時
に
、
近
代
の
黄
昏
に
立
つ
て
い
る
我

々
現
代

人
の
最
も
内
な
る
問
い
を
捌
挟
す
る
問
い
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。

満
之

と
ほ
ゞ
同
時
代
人
で
あ
る
夏
目
漱
石
は
、

一
九
〇
六
年
に
、
弟

子
森
田
草
平
に
次
の
よ
う
に
書
き
送

つ
て
い
る
。

天
下
に
己
れ
以
外
の
も
の
を
信
頼
す
る
よ
り
果
敢
な
き
は
あ
ら
ず
。
而
も
己

れ
程
頼
み
に
な
ら
ぬ
も
の
は
な
い
。
ど
う
す
る
の
が
よ
い
か
。
森
田
君
君
此

問
題
考

へ
た
事
が
あ
り
ま
す
か
。

近
代

は
、
人
間
が
あ
ら
ゆ
る
外
的
束
縛
か
ら
-

自
然
か
ら
、

一
握

り
の
支
配
者
か
ら
、
運
命
か
ら
さ
え
-

自
己
を
解
放
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
自
己
と
環
境
を
自
由
に
操
作
し
う
る
自
由
な
主
体
に
な
つ
た
は

ず
の
時
代
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
奇
妙
な
事
に
、
そ
の
自
由
に
な
つ
た

は
ず
の
自
分
を
持
余
し
、自
分
が
自
分
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、

生
の
充
実
を
求
め
て
努
力
す
れ
ば
す
る
程
生
活
に
空
し
さ
が
拡
散
し
、

心
の
底
か
ら
連
帯
を
求
め
な
が
ら
現
実
に
は
孤

立
し
つ
ぱ
な
し
の
孤
独

が
深
ま
る
と
い
う
こ
と
に
な

つ
て
し
ま

つ
た
の
が
現
代
で
は
な
か
ろ
う

か
。
漱
石
の
言
葉
は
そ
の
見
事
な
表
現
と
言
え
よ
う
。

近
代
と
は
内
在
の
時
代
で
あ
る
。
人
間
が
そ

の
内
な
る
も
の
に
全
面

的
に
信
頼
し
え
た
時
代
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、
今
述
べ
た
よ
う
に
、
近

代
は
も
は
や
超
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
な
つ
て
し
ま
つ
て

い
る
。
こ
の
近
代
の
内
在
の
立
場
の
抽
象
性
虚
構
性
を
初
め
て
見
極
め
、

現
実
の
人
間
は
ど
こ
ま
で
も
超
越
の
次
元
に
根
拠
を
も
つ
こ
と
を
指
摘

し
た
の
が
マ
ル
ク
ス
で
あ
り
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
で
あ
つ
た
。

マ
ル
ク
ス
は

「
人
間
は
そ
の
現
実
性
に
お
い
て
は
社
会
的
諸
関
係
の

総
体
で
あ
る
」
と
人
間
を
そ
の
歴
史
的
社
会
的
な
超
越

の
方
向

(
い
わ

ば
横
へ
の
超
越
)
で
把
え
た
の
で
あ
り
、
一
方
、
キ

ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
「
自

己
が
自
己
自
身
に
関
係
し
つ
つ
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
に
際
し

て
、
自
己
は
自
己
を
措
定
し
た
力
の
な
か
に
自
覚
的
に
自
己
自
身
を
基

礎
づ
け
る
時
に
始
め
て
絶
望
は
根
扱
ぎ
に
さ
れ
う
る
」
と
、
人
間
を
そ

の
永
遠
と
の
関
わ
り

(
い
わ
ば
縦
へ
の
超
越
)
に
お
い
て
把
え
て
い
る
。

二
世
紀
に
渡
る
近
代
の
市
民
革
命
の
完
成
で
あ
り
、
従

っ
て
近
代
そ

の
も
の
の
総
仕
上
げ
で
も
あ

つ
た
は
ず
の
フ
ラ

ン
ス
二
月
革
命

の
そ
の

年
、

一
八
四
八
年
に
、

マ
ル
ク
ス
が

『
共
産
党
宣
言
』
を
発
表
し
、
キ

ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
そ
の
主
著
と
も
い
う

べ
き

『
死
に
至
る
病
』
を
脱
稿

し
た
の
も
故
な
し
と
し
な
い
。

こ
の
時
既
に
近
代
は
黄
昏
れ
始
め
て
い

た
の
で
あ
り
、
鋭
敏
な
精
神
達
は
早
く
も
そ
れ
を
見
抜
い
て
い
た
の
で

現
代

の
課
題

と
仏
教

(
出
雲
路
)
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現
代
の
課
題
と
仏
教

(出
雲
路
)

あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
私
は
、

ニ
ー
チ
ェ
を
最
も
誠
実
だ
つ
た
最
後
の
近

代
人
と
評
価
し
た
い
。
彼
の

"
超
人
"
は
狂
お
し
い
ま
で
に
守
り
抜
こ

う
と
し
た
近
代
の
内
在
の
立
場
の
最
後

の
塗
塁
で
は
な
か
つ
た
か
。
し

か
し
こ
れ
も
ま
た
彼
自
身
語
る
よ
う
に

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
そ
の
も
の
で
あ

つ

た
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ッ
カ
ー
は
ニ
ー
チ
ェ
の

「
神
は
死
せ
り
」

の
語

を
評
論
し
て
、
「
人
間
は
e
g
o
.
 
c
o
g
i
t
o

の
自
我
性
の
中

へ
立
上

つ
て

蜂
起
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
蜂
起
と
共
に
全
て
の
存
在
者
は
対
象
と
な

る
。
存
在
者
は
客
観
的
な
る
も
の
と
し
て
主
観
性
の
内
在
の
中

へ
飲
み

込
ま
れ
る
。
地
平
は
も
は
や
そ
れ
み
ず
か
ら
か
ら
照
ら

さ
な
く

な
る

(中
略
)
。
神
の
殺
害
と
は
本
然
の
ま
ゝ
に
存
在
す
る
超
感
性
的
な
世
界

が
人
間
に
よ
つ
て
取
払
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

(中
略
)。
人
間

は
本
然

の
ま
ゝ
に
存
在
す
る
も
の
と
い
う
意
味
で
の
存
在
者
を
取
払
う

者
と
な
る
。
主
観
性
の
中

へ
立
上
る
人
間
の
蜂
起
は
存
在
者
を
対
象

へ

作
り
成
す

(中
略
)。
だ
か
ら

ニ
ー
チ

ェ
は
力

へ
の
意
志
の
形
而
上
学
を

も
な
お

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
し
て
把
握
し
て
い
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

満
之
も
ま
た
以
上
の
課
題
を
荷

つ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
(
1
)
彼

が
身
を
置
い
た
真
宗
教
団
に
即
し
て
言
え
ば
、
長
い
封
建
期
に
い
つ
し

か
不
明
確
に
な
つ
て
し
ま
つ
て
い
た
信
仰

・
教
学

の
現
代

へ
の
再
生
と

い
う
課
題
、
と
り
わ
け
、
自
己
と
阿
弥
陀
仏
、
今
生
と
来
世
の
分
裂
の

克
服
と

い
う
課
題

で
あ
り
、
(
2
)
彼
の
生
き
た
時
代
に
即
し
て
言
え
ぱ
、

e
g
o
 
c
o
g
i
t
o

の
自
我
性

の
中
に
立
上
つ
て
本
然
の
ま
ゝ
に
存
在
す
る
存

在
者
を
取
払
い
、
そ
の
事
に
よ
つ
て
世
界
を
失
い
自
己
を
持
余
す
事
と

な
つ
て
い
る
近
代
の
内
在
の
立
場
の
克
服
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
た
。

し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
課
題
は
決
し
て
別

々
の
二
つ
で
は
な
く
、
実

は
表
裏
呼
応
し
た
課
題
で
あ
つ
た
。
そ
れ
故
、
彼
の
課
題
の
克
服
は
、

た
だ

一
つ
の
問
い
の
明
確
化
と
、
そ
の
問
い
そ
れ
自
体
が
開
示
す
る
地

平
の
発
見
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

彼
自
身
の
課
題
意
識
と
そ
の
克
服
の
歩
み
を
辿

つ
て
み
よ
う
。
明
治

三
十

一
年
、
満
之
が
大
谷
派
宗
政
改
革
運
動
に
挫
折
し
、
周
囲
の
批
難
、

結
核
の
再
発
に
苦
し
み
つ
つ
記
し
た
内
省
録
で
あ
る
日
記

『騰
扇
記
』

に
次
の
よ
う
な
記
事
を
見
る
事
が
で
き
る
。

A

(明
治
三
十

一
年
九
月
七
日
)

両
重
の
要
義

・
背
反
の
均
等

(無
尽
の
原
理
)

B

(明
治
三
十

一
年
十
月
二
十
四
日
)

如
何
に
推
考
を
費
す
と
錐
も
如
何
に
科
学
哲
学
に
尋
求
す
と
錐
も
、
死
後
究

極
は
、
到
底
不
可
思
議
の
関
門
に
閉
ざ
さ
る
ゝ
も
の
な
り
。
蕾
に
死
後
の
究

極
然
る
の
み
に
あ
ら
ず
。
生
前
の
究
極
も
亦
た
絶
対
釣
不
可
思
議
の
雲
霧
を

Idoubt; and
doubtisthough

EssentialDuality
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望
見
す

べ
き

の
み
。
是

れ
吾

人
が
進
退
共

に
絶
対

不
可
思
議

の
妙
用
に
托

せ

ざ
る

べ
か
ら
ざ
る
所
以
。

只
だ
生
前
死
後
然
る

の
み
な
ら
ん
や
。
現
前

の
事

物

に
就

い
て
も
其

の
ダ

ス
、
ワ

ス
D
a
s
 
W
a
s
、
デ

ス
、
ワ
ル

ム
D
e
s
 
W
a
r
u
n

に
至
り
て
は
、
亦

た
只
だ
不
可
思
議
と
言
ふ

べ
き

の
み
。
此
の
如
く
四
顧
荘

々
の
中
間

に
於

い
て
、
吾
人
に
亦
た

一
団

の
自
由

境
あ
り
。
自

己
意
念

の
範

囲
即

ち
是

な
り
。
γ
ν

ω

δ
ι
 
γ
ν
ω
δ
ι
 
"
K
n
o
w
 
T
h
y
s
e
l
b
 
i
s
 
t
h
e
 
M
o
t
t
o
 
o

f

H
u
m
a
n
 
E
x
i
s
t
e
n
c
e
"
 

自

己
と
は
何
ぞ
や
。
是
れ
人
生
の
根
本
的
問
題
な
り
。

C

(前
文

に
引
続
き
)

自

己
と
は
他

な
し
。
絶
対
無
用
の
妙
用

に
乗
托

し
て
、
任
運

に
法
爾
に
此

の

境
遇

に
落
在

せ
る
も

の
、即

ち
是
な
り
。
只
だ
夫
れ
絶
対
無
限
に
乗
托
す

。
故

に
死
生
の
事

、
亦
た
憂

ふ
る
に
足

ら
ず

。
死
生
尚

ほ
且

つ
憂
ふ
る
に
足
ら
ず
、

如
何

に
況
ん
や
、
此
よ
り
而

下
な

る
事
件

に
於

て
を
や
。
追

放
可
な
り

(中

略
)
。
我
人
は
寧
ろ
絶
対

無
限
の
吾
人

に
賦
与

せ
る
も
の
を
楽

し
ま
ん
か
な
。

D

(
明
治

三
十
二
年
二
月
二
十

五
日
)

天
道

(他
力
)
何
れ
の
処
に
か
在

る
。
自
分

の
稟
受
に
於

い
て
之
を
見
る
。

自

分

の
票
受

は
天
命

の
表
顕

な
り
。
之
を
尊
び
、
之
を
重
ん
じ
、
以

て
天
恩

(報
恩
)
を
感
謝
せ
よ
。

E

(
明
治
三
十
二
年

二
月

二
十
五
日
)

自

と
云
ひ
、
己
と
云
ひ
、
外
物

と
云
ひ
、
他
人
と
云
ふ
。
其

の
何
た
る
を
精

究
す

べ
し
。
他
人
は
知
り
易
し

(
而
も
妻
子
春
属
も
亦
た
他
人
た
る
を
知
ら

ざ

る
可
か
ら
ず
)
。
外
物

は
雑
多
な
り
。
禽
獣
虫
魚
草
木
瓦
礫

の
み
を
云
ふ
に

あ

ら
ざ
る
な
り
。
衣
食

も
外
物
な
り
乃
至
身
体
髪
膚
も
亦
た
外
物
な
り
。
妄

念
妄
想
も
外
物
な
り
。
然

ら
ば
何
物
か
是
れ
自
己
な
る
や
。
鴫
呼
何
物

か
是

れ
自
己
な
る
や
。

曰
く
、
天
道
を
知
る

の
心
、
是

れ
自
己

な
り
。

天
道
を
知

る

の
心
を
知
る

の
心
、
是
れ
自
己
な
り
。
天
道

と
自

己
の
関
係

を
知

見
し
て
、

自
家
充
足
を
知
る

の
心
、
是
れ
自
己
な
り
。
自
家

充
足
を
知

り
て
、
天
命
に

順
じ
、
天
恩

に
報
ず

る
の
心
、
是

れ
自
己
な
り
。
自
家
充
足
を
知
り

て
、
(物

を
求
め
ず
、
人
と
争
は
ず
)

天
命
に
順
じ
、
天
恩
を
報
ず

る

の
心
、
是
れ
自

己
な
り
。
自
己
量
に
外
物
他
人
に
追
従
す

べ
き
も
の
な
ら

ん
や
。

自
己
を
知

る
も

の
は
、
勇
猛
精
進

、
独
立
自
由

の
大
義
を
発
揚
す

べ

き

な

り
。

(
人
界

の
独
立
な
り
。
天
道

へ
対

し
て
独
立
な
る
に
非
ず
)
。

「
A
」
に

は

、
明

ら

か

に

、
デ

カ

ル
ト
に
始

ま

り

ヘ
ー

ゲ

ル
に
帰

結

す

る

近

代

思

想

が

一
括

し

て
、

し

か
も

そ

の
問

題

点

が
、

物

・
心

の
分

裂

で
あ

り

、
d
o
u
b
t(
つ
ま

り
c
o
g
i
t
o
)

の
問
題

で
あ

る

と
把

え

ら

れ

て

い

る
。

こ
の
把
握
に
は
、
問
う
自
己
の
み
と
な

つ
て
そ
れ
を
持
余
さ
ざ
る

を
え
な
く
な
つ
て
い
る
近
代
の
、
従
つ
て
近
代
の
黄
昏
に
立

つ
て
い
る

我
々
現
代
人
の
課
題
が
鋭
く
も
見
通
さ
れ
て
い
る
。

こ
の

「
A
」

の
d
o
u
b
tの
問
題
を
、
さ
ら
に
人
間
の
実
存
を
呼

び
出

す
死
の
問
題
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
よ
り

一
歩
深
め
て
い
る
の

が

「
B
」
で
あ
る
。

人
間
は

一
切
の
生
物
と
同
じ
く
死
に
よ
つ
て
終
る
他
な
い
生
命
を
生

き
て
い
る
。
し
か
し
、
全
て
の
生
物
と
異

つ
て
、

一
切
を
、
自
己
そ
の

も
の
を
さ
え
問
わ
ざ
る
を
え
な
い
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
問
い
の

最
深
部
に
は
、
満
之
が

「
B
」
で
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
生
の
従
来
す

る
所

へ
の
問
い
、
死
の
趣
向
す
る
所
へ
の
問

い
、
そ
し
て
更
に
、
こ
の

現
代

の
課
題

と
仏
教

(出
雲
路
)
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事
が
全
く
解
ら
な
い
そ
の
只
中
で
、
今

・
此
処
に
生
き
ね
ば
な
ら
な
い

そ
の
自

己
そ
の
も
の
の
d
a
s
 
w
a
s
,
 
d
e
s
 
w
a
r
u
m

を
問
わ
ね
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
が
潜
ん
で
い
る
。
人
間
の
苦
悩
は
、
こ
の
問
う
て
も
答

え
の
得
ら
れ
な
い
問
い
を
持
た
ざ
る
を
え
な
い
所
に
起
因
し
て
い
る
。

こ
の
苦
悩
は
、
い
わ
ば
d
o
u
b
tの
自
己
内
閉
塞

の
苦
悩

に
他

な
ら
な

い
。
し
か
し

「
B
」
で
は

「
A
」
の
d
o
u
b
tは
、
自
己
内
閉
塞

的
自

我
の
問

い
で
あ
る
に
止
ま
ら
ず
、
却
つ
て
積
極
的
に
、
そ
こ
か
ら

"自

由
境
"

が
開
示
せ
ら
れ
て
来
る
問
い
に
ま
で
深
め
ら
れ
て
い
る
。

実
は
、
こ
こ
に
は

"
問
う
閉
塞
的
自
己
"
か
ら

"
問
わ
れ
つ
ゝ
あ
る

も
の
と

し
て
の
關
か
れ
た
自
己
"

へ
の
転
換
が
あ
る
。
満
之
は
こ
の
ど

こ
ま
で
も
人
間
的
な
営
為
で
あ
る
d
o
u
b
t
を極
点
に
ま
で
凝
結

し
て

「
自
己
と
は
何
ぞ
や
。
是
れ
人
生
の
根
本
的
問
題
な
り
」
と
押
え
た
。

こ
の

「
自
己
と
は
何
ぞ
や
」
の
語
は
、
そ
の
直
前

(実
は
欄
外
)
に
語
さ

れ
て
い
る
ギ
リ
シ
ヤ
語
に
即
す
れ
ば
、
「
汝
自
身
を
知
れ
」
で
あ
り
、
満

之
が
親
鷺
を
通
し
て
所
依
と
し
て
い
た

『
大
無
量
寿
経
』
に
よ
れ
ば

「
汝
自

当
知
」

で
あ

つ
て
、
い
ず
れ
も
汝
と
い
う
呼
び
か
け
に
由
来
す

る
問
い
に
他
な
ら
な
い
。
「
汝
は
そ
も
何
物
ぞ
」
と
呼
び
か
け
る
こ
の
問

い
は
、
自
己
が
自
己
内
に
閉
塞
し
つ
つ
発
せ
ざ
る
を
え
な
い
問
い
の
よ

う
に
、

問
え
ば
間
う
ほ
ど
問
う
自
己
の
み
に
な
つ
て
ま
す
ま
す
自
己
内

閉
塞
を
深
め
ざ
る
を
え
な
く
な
る
に
も
か
ゝ
わ
ら
ず
、
し
か
も
問
う
こ

と
を
止
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
答
え
な
き
閉
塞
的
問
い
で
は
な
く
、
い

わ
ば
、

真
実

の
答
で
あ
る
も
の
か
ら
の
問
い
か
け
で
あ
り
、
閉
塞
的
自

己
を
呼
び
覚
ま
し
て
解
き
放
た
ん
が
た
め
の
問

に
他
な
ら
な
い
。
こ
の

汝
と
呼
び
か
け
る
光
の
中
に
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て

"
閉
塞
的
な
自

己
の
み
"
の
世
界
は
破
ら
れ
、
自
己
内
閉
塞
的
自
己
の
虚
構
性
が
顕
わ

に
さ
れ
て
く
る
。
そ
し
て
そ
の
時
同
時
に
こ
の
閉
塞
的
自
己
を
破
つ
て

本
来
的
自
己
が
自
覚
的
に
現
成

(
r
e
a
l
i
z
e

)
す
る
。
だ
か
ら
満
之
は
「
自

己
と
は
何
ぞ
や
。
是
れ
人
生
の
根
本
的
問
題
な
り
」
に
続

い
て
、
。間
髪

を
入
れ
ず

「
C
」
を
記
し
て
い
る
。

こ
ゝ

「
C
」
に
は
、
自
己
は
無
で
あ
り
、
た
ゞ
実
在
す
る
の
は
絶
対

無
限
の
妙
用
の
み
で
あ
る
と
、
持
余
し
て
い
た
閉
塞
的
自
己
の
無
が
、

従
つ
て
絶
対
無
限
の
妙
用
こ
そ
自
己
の
内
実
で
あ
る
と
の
自
覚
が
披
渥

せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
自
覚
が

「
死
生

の
事
亦
た
憂
う
る
に
足

ら
ず
」
と
い
う
自
由
を
關
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も

「
D
」
に
明

ら
か
な
よ
う
に
、
絶
対
無
限
の
妙
用

(天
道
・
他
力
)
は
各
自
の
稟
受
と

し
て
現
実
的
な
の
で
あ
り
、
こ
ゝ
に
現
実
存
在

で
あ
る
ま

ゝ
に
真
実
存

在
で
あ
り
う
る
人
間
の
実
存
が
、
天
道
と
自
己
と
の

一
致
と
し
て
の
稟

受
の
自
覚
と
し
て
現
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
よ
り
明
快
に

述

べ
て
い
る
の
が

「
E
」
で
あ
る
。
こ
の

「
C

・
D

・
E
」
で
は
、
自

己
と
阿
弥
陀
の
分
裂

・
自
己
の
自
己
内
閉
塞
と
い
う
二
つ
の
課
題
は
見

事
に
越
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
満
之
は
、
そ
の
絶
筆

『
我
が
信
念
』

の
冒
頭
に
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

私
の
信
念
と
は
、
申
す
迄
も
な
く
、
私
が
如
来
を
信
ず
る
心
の
有
様
を
申
す

の
で
あ
る
が
、
其
に
就
い
て
、
信
ず
る
と
云
ふ
こ
と
ゝ
、
如
来
と
云
ふ
こ
と
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ゝ
、

二
つ
の
事
柄

が
あ
り
ま
す
。
此

の
二

つ
の
事
柄
は
、
丸
で
別

々
の
こ
と

の
様

に
も
あ
り
ま
す
が
、

私
に
あ
り
て
は
、

さ
う
で
は
な
く
し
て
、

二

つ
の

事
柄

が
全
く

一
つ
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

こ

の
よ

う

に
満

之

は
、

現
代

の
課
題

は
、

解

放

さ

れ

た

は
ず

の
近

代

の
自

我

の
自

己

内

閉
塞

性

に
あ

る

こ
と
を

見

抜

き
、

そ

れ
を

、

唯

一
の

根

元
的

問

い

「
自

己

と

は

何

ぞ

や

」

を
問

い

ぬ
く

こ
と

を
通

し

て
、

こ

の
近
代

の
閉

塞

的

自

我

を

突

破

し

て
、
個

即
類

・
類

即
個

で
あ

る

よ
う

な
個

と
共

同

の
同

時

創

出

が

可

能

と

な

る
地

平
を

明

ら

か

に

し
た

の

で

あ

る
。

ち
な

み
に

、
「
C
」

は
、

個

即

類

・
類

即

個

で
あ

る

よ
う

な

自

己

を

存
在

の
側
、
「
A
」
の
図
に
即
す
れ
ば
物

の
側
か
ら
明
ら
か
に
し
た
も
の

で
あ
り
、
「
E
」
は
意
識

の
側
、
「
A
」
の
図
に
即
す
れ
ば
心
の
側
か
ら

明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
で
は
、
満
之
に
こ
の
よ
う
な
地
平
を
開
か
し
め
た
も
の
は
何

で

あ
つ
た
か
。
そ
れ
は
名
も
な
き
念
仏
者
に
よ
つ
て
伝
持
せ
ら
れ
て
き
た

親
攣

の
教
え
、
特
に
親
鷺
が
、
『
大
経
』
十
八
願
成
就
文
を
、
敢
て

「
至

心
に
回
向
し
た
ま

へ
り
」
と

"
如
来
廻
向
"
と
し
て
読
む
こ
と
に
よ
つ

て
明
ら
か
に
し
た
"
他
力
廻
向
の
信
"
で
あ

つ
た
。
だ
か
ら
満
之
は
「
C
・

D

・
E
」

の
よ
う
に
述

べ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
満
之
が
、
ほ
ゞ
死
を
予
感
し
つ
つ
記
し
た
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
絶
筆

『
我
が
信
念
』

の
結

び
の
、
彼
の
信
念

の
端
的
な
表
明
と

思
わ
れ
る

一
文
が
、
『
論
語

・
顔
淵
篇
』
の
引
用
に
よ
つ
て
な
さ
れ
て
い

る
点
に
注
目
し
た
い
。
次
の

一
文
で
あ
る
。

「死
生
命
あ
り
、
富
貴
天
に
あ
り
。」
と
云
ふ
こ
と
が
あ
る
。
私
の
信
ず
る
如

来
は
、
こ
の
天
と
命
と
の
根
本
本
体
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
真
宗
七
祖
の
第
三
曇
鶯
は
、
真

の
共
同
は
念
仏
に
お
い

て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
る
に
当

つ
て
、
前
記
の

「
顔
淵

篇
」
の
同
じ
文
よ
り
引
用

(
圏
点
部
分
)
し
て
い
る
。
即
ち

彼
安
楽
国
土
莫
非
是
阿
弥
陀
如
来
正
覚
浄
花
之
所
化
生
同
一
念
仏
無
別
道
故

遠
通
夫
四
海
之
内
皆
為
兄
弟
也
春
属
無
量
焉
可
思
議

こ
の

『
論
註
』
に
お
け
る
曇
攣

の
引
用
は
、
満
之
の
夙
に
知
る
所
で

あ

つ
た
事
を
思
え
ば
、
『
我
が
信
念
』
の
結
語
に

「
顔
淵
篇
」

の

「
死
生

有
命
富
貴
在
天
」
を
用
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
現
前
の
い
の
ち
の
永
遠

な
る
根
拠
を
こ
ゝ
に
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、
こ
の
い
の
ち
こ
そ
、

真
の
共
同
、
無
条
件
の
連
帯
の
可
能
と
な
る
唯

一
の
源
泉
で
あ
る
こ
と

を
言
外
に
示
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

満
之
は
、
こ
れ
よ
り
後
明
治
三
十
二
年
に
、
未
治

の
病
を
押
し
て
東

京
に
出
、
浩

々
洞
の
開
洞
、
雑
誌

『
精
神
界
』
の
発
刊
、
真
宗
大
学
關

校
と
、
社
会
的
な
関
わ
り
の
中

へ
入

つ
て
い
く
。

こ
ゝ
に
は
前
に
記
し

た
よ
う
な
永
遠
な
る
い
の
ち
に
根
拠
す
る
共
同
実
現
の
志
願
が
、
そ
し

て
時
代
の
課
題
に
応
答
し
よ
う
と
す
る
志
願

が
貫
い
て
い
る
。

満
之
の
こ
の

一
連
の
社
会
的
実
践
は
、
か

つ
て
挫
折
し
た
大
谷
派
宗

政
改
革
運
動
に
際
し
て
抱
い
た
志
願
の
、
さ
ら
に
練
り
上
げ
ら
れ
た
再

出
発
で
あ

つ
た
の
で
あ
る
。

現

代
の
課
題

と
仏
教

(
出
雲
路
)
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