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ア
仏
教
と
い
う
視
点
か
ら
の
日
本
仏
教
の
位
置
づ
け
を
含
む
広
大
な
範
囲

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
実
践
法
と
し
て
も
禅
だ
け
な
く
、
密
教
、
念

仏
な
ど
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
ら
に
つ
い
て
、
近
年
の
研
究
を
踏
ま
え
た
う
え
で
従
来
の
説
が
批

判
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
資
料
と
し
て
第
Ⅱ
部
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
『
中
世

禅
籍
叢
刊
』
全
一
二
巻
＋
別
巻
（
臨
川
書
店
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　

中
世
の
仏
教
に
関
心
の
あ
る
若
手
研
究
者
は
、
本
書
を
読
め
ば
、
論
じ

ら
れ
る
べ
き
テ
ー
マ
、
参
照
す
べ
き
先
行
研
究
、
テ
キ
ス
ト
の
所
在
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

評
者
が
若
い
頃
、
日
本
文
学
に
関
し
て
だ
が
、
重
要
な
テ
キ
ス
ト
に
つ

い
て
、
取
り
上
げ
る
べ
き
研
究
テ
ー
マ
、
先
行
研
究
な
ど
を
一
冊
で
紹
介

す
る
『
必
携
』
シ
リ
ー
ズ
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
（
学
燈
社
）。
本
書
は
研

究
を
志
す
者
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
「
必
携
」
す
べ
き
本
で
あ
る
。

　

従
来
の
仏
教
理
解
は
、
日
本
仏
教
の
研
究
者
以
外
の
間
で
は
い
ま
だ
に

根
強
い
。
そ
う
い
う
人
に
と
っ
て
は
、『
中
世
禅
籍
叢
刊
』
の
内
容
紹
介

を
兼
ね
た
本
書
は
情
報
量
が
多
す
ぎ
て
、
気
軽
に
手
に
取
る
こ
と
が
む
ず

か
し
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

本
書
を
契
機
と
し
た
研
究
の
さ
ら
な
る
進
展
を
期
待
す
る
と
同
時
に
、

よ
り
平
易
に
概
要
を
紹
介
し
た
一
般
向
け
の
本
が
あ
る
と
、
多
く
の
人
に

利
益
す
る
こ
と
に
な
る
と
感
じ
た
。

�

（
中
村
元
東
方
研
究
所
専
任
研
究
員
）

澤
井
啓
一
著

『
伊
藤
仁
斎
─
孔
孟
の
真
血
脈
を
知
る
』

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
・
二
〇
二
二
年
）

阿
部

　
光
麿

一

　

伊
藤
仁
斎
（
一
六
二
七
～
一
七
〇
五
）
の
生
涯
、
人
柄
や
エ
ピ
ソ
ー
ド

と
し
て
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

市
井
の
学
者
、
京
都
の
町
衆
、
朱
子
学
と
の
対
決
、
引
き
籠
も
っ
た
時

期
が
あ
る
、
そ
の
時
期
に
交
流
の
あ
る
人
は
一
人
だ
っ
た
、
生
涯
原
稿
を

書
き
直
し
続
け
た
学
問
の
人
、
温
和
な
い
い
ひ
と
、
地
元
の
人
た
ち
と
井

戸
さ
ら
い
を
し
た
、
全
力
で
節
分
の
豆
撒
き
を
し
た
、
子
ど
も
の
為
に
着

て
い
た
衣
服
を
質
入
れ
さ
せ
た
赤
貧
の
儒
学
者
…
…
。
後
半
に
挙
げ
た
も

の
は
、
些
か
過
剰
な
演
出
で
知
ら
れ
る
儒
学
者
の
評
伝
集
、
原
念
斎
『
先

哲
叢
談
』
に
出
典
を
も
つ
。
赤
貧
の
逸
話
は
教
科
「
国
語
」
の
検
定
教
科

書
に
も
掲
載
さ
れ
た
時
期
が
あ
る
の
で
、
研
究
以
前
の
記
憶
に
残
っ
て
い

る
方
も
お
ら
れ
よ
う
か
。

　

一
方
、
前
半
は
既
存
の
仁
斎
研
究
に
も
し
ば
し
ば
描
か
れ
る
姿
だ
が
、

中
に
は
仁
斎
の
長
男
・
東
涯
の
「
先
府
君
古
学
先
生
行
状
」（『
古
学
先
生

文
集
』。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
「
行
状
」『
文
集
』
と
称
す
）
特
有
の
描
写
に
引

日本思想史学55-書評【再校】　　［出力］ 2023年9月29日　午後1時30分A5判：148×210mm　本文書体：リュウミンPr6N L-KL　13Q　行間8H　26W×22L  2段組

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1522 20 10 5 1 1522 20 10 5 1



177　書　評

き
摺
ら
れ
た
も
の
、
或
い
は
先
行
研
究
を
な
ぞ
る
う
ち
に
思
い
込
み
が
重

ね
ら
れ
て
き
た
も
の
も
あ
る
。

　

本
書
は
、
仁
斎
の
著
述
の
み
な
ら
ず
、
交
友
関
係
や
同
時
代
の
状
況
を

叮
嚀
に
調
査
、
考
察
し
、
右
に
挙
げ
た
よ
う
な
仁
斎
像
に
再
検
討
に
加
え

な
が
ら
、
そ
の
実
像
に
迫
る
。
中
村
幸
彦
氏
、
石
田
一
良
氏
、
三
宅
正
彦

氏
ら
先
学
の
伝
記
的
研
究
の
蓄
積
の
上
に
、
新
た
な
知
見
を
加
え
る
も
の

で
あ
る
。
構
成
は
以
下
の
通
り
。

　

序　

章　

血
縁
と
地
縁
の
記
憶

　

第
一
章　

儒
学
へ
の
目
覚
め

　

第
二
章　

彷
徨
す
る
仁
斎

　

第
三
章　

安
寧
か
ら
苦
難
の
日
々
へ

　

第
四
章　

古
義
学
の
確
立

　

第
五
章　

仁
の
実
践

　

終　

章　

伊
藤
仁
斎
の
誕
生

　

参
考
文
献
／
あ
と
が
き
／
伊
藤
仁
斎
略
年
譜
／
人
名
索
引
／
事
項
索
引

二

��

著
者
に
よ
る
再
検
討
は
、
ま
ず
東
涯
「
行
状
」
の
描
く
仁
斎
像
に
施
さ

れ
る
。
東
涯
の
執
筆
意
図
を
推
察
し
つ
つ
、
仏
教
を
奉
じ
る
父
・
了
室
と

の
仁
斎
の
確
執
を
指
摘
す
る
点
は
新
し
く
、
母
方
の
親
族
と
の
交
流
に
つ

い
て
の
考
察
も
、
松
下
町
で
の
隠
棲
期
に
外
出
を
と
も
な
う
交
際
が
あ
っ

た
こ
と
を
示
す
。「
行
状
」
の
描
く
「
其
の
与
に
語
る
所
の
者
は
井
上
養

白
一
人
の
み
」、
近
隣
の
人
と
も
面
識
が
無
か
っ
た
と
い
う
時
期
は
、
必

ず
し
も
長
く
は
な
い
よ
う
で
あ
る
（
第
一
章
）。
ま
た
、
仁
斎
の
胸
中
や

人
柄
に
つ
い
て
も
著
述
と
詩
歌
か
ら
の
検
討
を
加
え
る
。
隠
棲
す
る
仁
斎

に
は
、
学
問
に
専
心
す
る
な
か
で
も
滲
む
寂
寥
感
を
捉
え
、
安
東
省
菴
を

介
し
た
朱
舜
水
と
の
遣
り
取
り
に
は
、
舜
水
が
嗅
ぎ
取
っ
た
当
時
の
仁
斎

の
自
己
顕
示
欲
を
指
摘
す
る
（
第
一
章
、
第
二
章
）。
号
の
使
用
時
期
に
つ

い
て
「
仁
斎
」
を
六
十
代
以
降
と
し
、
中
年
期
の
主
た
る
号
を
「
誠
修
」

と
す
る
見
解
は
、
三
十
代
の
「
仁
の
説
」（『
文
集
』）
を
執
筆
し
た
時
期

に
朱
子
学
者
時
代
の
「
敬
斎
」
か
ら
独
自
の
「
仁
斎
」
へ
と
転
じ
た
と
す

る
学
説
に
改
め
て
修
正
を
迫
る
。
隠
棲
か
ら
復
帰
し
て
結
成
し
た
「
同
志

会
」、
後
に
開
催
し
た
講
読
会
に
つ
い
て
の
検
討
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
参
加

者
や
会
場
と
し
た
場
所
か
ら
、
仁
斎
よ
り
も
若
い
世
代
の
医
者
や
資
産
家
、

公
家
た
ち
が
、
彼
の
試
み
に
惹
か
れ
て
い
っ
た
様
子
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
（
第
三
章
）。
仁
斎
が
生
涯
続
け
る
著
作
の
改
訂
も
、
決
し
て
孤
独
な

探
究
で
は
な
く
、
東
涯
を
含
む
門
人
た
ち
と
の
共
同
作
業
で
あ
っ
た
と
い

う
。
そ
れ
が
行
わ
れ
た
古
義
堂
を
「
工
房
」
の
よ
う
な
場
と
表
現
す
る
点

も
興
味
深
い
（
終
章
）。

　

本
書
の
魅
力
は
、
叮
嚀
な
考
証
の
上
に
大
胆
な
推
測
を
展
開
し
、
様
々

な
可
能
性
を
積
極
的
に
探
る
点
に
も
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
仁
斎
が

若
年
寄
・
稲
葉
正
休
に
著
作
を
献
上
し
た
こ
と
は
、『
語
孟
字
義
』
贋
刻

本
と
の
関
わ
り
か
ら
よ
く
知
ら
れ
る
が
、
著
者
は
正
休
と
対
立
し
た
老

中
・
堀
田
正
俊
が
熊
沢
蕃
山
を
評
価
し
て
い
た
と
さ
れ
る
点
に
注
目
し
、

蕃
山
、
仁
斎
双
方
の
交
際
関
係
を
検
討
し
た
上
で
、「
仁
斎
に
と
っ
て
蕃

山
は
避
け
て
通
れ
な
い
存
在
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
」
と
の
見
解
を
示
す
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（
二
六
一
頁
）。
管
見
の
限
り
、
仁
斎
の
著
述
に
蕃
山
を
名
指
し
す
る
例
は

無
く
、
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
所
蔵
の
『
古
学
先
生
文
稿
』
と
称
さ

れ
る
草
稿
群
に
中
江
藤
樹
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
り
、
そ
こ
に
「
其
の
門

0

0

0

人0

も
亦
た
大
藩
に
仕
へ
、
其
の
学
ぶ
所
を
行
ふ
を
得
る
者
有
り
」（「
紀

談
」。
傍
点
は
評
者
、
以
下
同
）
と
見
え
る
の
が
、
蕃
山
へ
の
言
及
と
思
わ

れ
る
唯
一
の
記
述
で
あ
る
。
そ
こ
に
対
抗
心
の
類
は
窺
い
難
い
が
、
現
実

の
社
会
に
具
体
的
な
利
沢
恩
恵
を
も
た
ら
し
た
蕃
山
を
意
識
し
て
い
た
と

す
る
こ
と
を
起
点
に
、
か
ね
て
よ
り
議
論
の
あ
る
仁
斎
独
特
の
仁
政
論
、

許
衡
評
価
、
管
仲
評
価
を
読
み
解
い
て
い
く
展
開
は
、
本
書
な
ら
で
は
の

刺
戟
を
も
つ
。

三

　

一
方
、
仁
斎
の
若
き
日
の
著
述
か
ら
取
り
上
げ
て
い
く
本
書
だ
が
、
彼

の
問
題
意
識
や
主
張
の
狙
い
、
思
想
の
独
自
性
に
つ
い
て
は
深
入
り
し
な

い
。

　

仁
斎
の
初
期
の
稿
本
に
明
代
の
儒
学
者
が
多
く
引
か
れ
る
こ
と
を
指
摘

し
、
仁
斎
は
朱
熹
そ
の
人
と
だ
け
対
峙
し
て
い
た
訳
で
は
な
い
と
強
調
す

る
の
も
本
書
の
特
徴
な
の
だ
が
、
仁
斎
に
つ
い
て
「
明
代
儒
学
と
の
親
和

性
は
ほ
と
ん
ど
常
識
と
言
え
る
ほ
ど
で
あ
る
」（
二
一
八
頁
）
と
自
明
視

し
、
初
期
の
稿
本
に
挙
が
っ
た
明
儒
の
名
が
改
稿
を
経
る
う
ち
に
少
な
く

な
る
点
を
、
著
者
は
「
か
れ
ら
の
議
論
が
仁
斎
の
考
え
の
な
か
に
入
り
込

み
、
や
が
て
溶
け
込
む
ま
で
に
馴
染
ん
で
、
固
有
名
詞
を
示
し
な
が
ら
議

論
を
展
開
す
る
必
要
性
が
感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
」（
二

二
〇
頁
）
と
評
す
る
一
方
で
、
具
体
的
な
思
想
内
容
の
考
察
で
は
、
そ
の

大
半
が
明
儒
と
共
通
す
る
用
語
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
る
。
明
儒
の
引
用

が
改
訂
を
経
る
な
か
で
実
際
に
消
え
て
い
く
過
程
、
或
い
は
引
か
れ
続
け

る
事
例
の
提
示
も
難
し
く
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
も
示
さ
れ
る
こ
と

は
無
い
。
仁
斎
が
陽
明
学
と
同
類
視
さ
れ
た
こ
と
を
取
り
上
げ
て
も
、
陽

明
（
王
守
仁
）
と
同
じ
譬
喩
を
用
い
て
い
る
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
る

（
二
〇
一
頁
）。
著
者
は
、
仁
斎
の
朱
子
学
と
の
格
闘
を
「
近
世
東
ア
ジ
ア

の
儒
学
が
直
面
し
て
い
た
「
朱
陸
異
同
」
問
題
に
仁
斎
も
同
じ
く
取
り
組

み
、
そ
こ
か
ら
両
者
の
調
停
で
は
な
く
、
両
者
の
さ
き
に
進
む
こ
と
を
模

索
し
た
」（
一
二
一
頁
）
と
捉
え
、
二
十
代
後
半
の
頃
の
著
述
か
ら
、「
立

誠
持
敬
の
説
」（『
文
集
』）
等
に
ま
で
検
討
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
仁
斎
が
陸
学
や
陽
明
学
の
何
を
評
価
し
た
の
か
、
或
い
は
何
を
得
た

の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
見
解
は
示
さ
れ
て
よ
い
筈
で
あ
る
。「
心
」

が
善
を
志
向
す
る
と
考
え
る
か
ら
陽
明
学
に
近
い
、
経
書
を
読
む
点
は
朱

子
学
に
近
い
と
い
っ
た
整
理
で
朱
王
の
中
間
的
存
在
と
位
置
づ
け
る
ば
か

り
で
は
（
二
二
一
頁
、
二
九
九
頁
）、
仁
斎
が
目
指
し
た
「
両
者
の
さ
き
」、

彼
が
構
築
し
た
思
想
の
独
自
性
は
捉
え
き
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
既
述
の
通
り
古
義
堂
を
工
房
的
な
空
間
と
し
て
捉
え
る
描
写
は

興
味
深
い
が
、
仁
斎
歿
後
の
版
本
を
共
同
作
業
の
成
果
と
見
做
す
に
際
し

て
、
歿
後
の
版
本
で
は
な
く
仁
斎
生
前
最
終
の
稿
本
（
主
に
「
林
本
」）
に

仁
斎
の
思
想
を
捉
え
る
研
究
手
法
を
退
け
る
点
は
些
か
乱
暴
で
あ
ろ
う
。

書
き
ぶ
り
と
し
て
は
「「
林
本

0

0

」
に
だ
け

0

0

0

仁
斎
固
有
の
思
想
が
記
さ
れ
て

い
る
と
考
え
る
の
は
当
時
の
古
義
堂
の
実
態
を
無
視
し
た
あ
ま
り
に
も
単
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純
す
ぎ
る
理
解
だ
と
思
わ
れ
る
」（
三
三
〇
頁
）、「
版
本
に
東
涯
の
思
想

が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
決
め
つ
け
る

0

0

0

0

0

理
由
は
見
あ
た
ら
な
い
」（
三
三
二

頁
）
と
限
定
的
で
も
あ
り
、
仁
斎
歿
後
に
修
正
が
加
え
ら
れ
た
版
本
を

「
も
は
や
仁
斎
学
と
い
う
よ
り
は
東
涯
学
で
あ
る
」
と
も
断
じ
、
稿
本
を

用
い
ず
に
版
本
に
拠
っ
た
先
行
研
究
を
厳
し
く
批
判
す
る
三
宅
氏
（『
京

都
町
衆
伊
藤
仁
斎
の
思
想
形
成
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
七
年
、
引
用
は
三
二

六
頁
、
先
行
研
究
批
判
は
序
章
）
の
よ
う
な
見
解
が
念
頭
に
あ
る
よ
う
に
察

せ
ら
れ
、
こ
う
し
た
見
解
が
も
た
ら
す
仁
斎
研
究
の
閉
鎖
性
を
打
破
す
る

狙
い
が
窺
わ
れ
る
。
だ
が
、
歿
後
の
修
正
に
一
定
の
傾
向
を
見
出
し
、

「
仁
義
の
名
は
虚
に
し
て
、
孝
弟
の
徳
は
実
な
り
」（『
孟
子
古
義
』）
等
の

直
截
的
な
表
現
が
版
本
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る
子
安
宣

邦
氏
の
指
摘
（『
伊
藤
仁
斎
の
世
界
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
四
年
、
二
六
四

頁
、
注
3（
）
は
、
稿
本
に
よ
っ
て
こ
そ
仁
斎
に
迫
れ
る
と
す
る
主
張
と
し

て
、
変
わ
ら
ず
説
得
力
を
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
退
け
る
な
ら
ば
、
こ

う
し
た
見
解
に
も
具
体
的
な
言
及
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

著
者
は
「『
大
全
』
と
い
っ
た
注
釈
書
や
正
史
と
呼
ば
れ
る
歴
史
書
の

編
纂
で
は
集
団
作
業
が
一
般
的
で
あ
っ
た
」（
三
三
一
頁
）
と
言
う
が
、

評
者
に
は
、
ま
さ
に
『
大
全
』
や
正
史
こ
そ
が
、
集
団
作
業
に
よ
る
編
纂

を
経
る
程
に
一
つ
の
書
物
と
し
て
の
主
張
が
稀
薄
に
な
る
こ
と
を
示
す
実

例
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
方
、
著
者
は
『
文
集
』
所
収
の
講
義
や
策
問

を
指
し
て
「
古
義
堂
に
集
う
人
々
の
協
力
を
も
と
に
仁
斎
が
思
索
を
紡
ぎ

あ
げ
て
き
た
証
拠
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
最
終
的
な
判
断
は
仁
斎
に
委
ね
ら

れ
て
い
る
も
の
の
、「
孤
独
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
は
ほ
ど
遠
い
、
む
し

ろ
「
協
業
」
と
も
言
え
る
よ
う
な
活
動
が
古
義
堂
の
実
態
で
あ
っ
た
」

（
三
三
一
頁
）
と
も
言
う
が
、
こ
れ
は
得
心
す
べ
き
指
摘
で
あ
る
。
や
は

り
最
終
的
に
一
人
の
人
間
が
判
断
を
し
て
筆
を
入
れ
て
い
る
の
か
否
か
、

そ
れ
が
誰
で
あ
る
の
か
は
決
定
的
な
相
違
で
あ
り
、
そ
こ
に
生
前
の
稿
本

と
、
歿
後
の
版
本
と
の
差
違
が
あ
ろ
う
。
版
本
し
か
現
存
し
な
い
の
で
あ

れ
ば
、
我
々
は
著
者
の
所
謂
「
近
代
的
な
人
間
観
」（
三
二
九
頁
）
で
は

切
り
分
け
ら
れ
な
い
著
作
群
と
向
き
合
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
が
、

仁
斎
に
お
い
て
は
、
生
前
の
稿
本
が
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
著
者
は
生
前
の
稿
本
の
重
視
が
、
版
本
な
ら
び
に
刊
行
作
業
の

中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
東
涯
の
軽
視
に
繫
が
る
こ
と
を
懸
念
す
る
が
、

本
書
の
よ
う
に
東
涯
の
果
た
し
た
役
割
が
改
め
て
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
仁

斎
、
東
涯
の
研
究
も
そ
の
懸
念
の
先
の
段
階
へ
と
進
み
得
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
本
書
の
表
現
に
倣
え
ば
、
東
涯
に
よ
っ
て
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
さ
れ
た

「
儒
学
者
仁
斎
」（
三
一
八
頁
）
の
著
作
は
、
版
本
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ

れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
版
本
の
意
義
も
ま
た
認
識
さ
れ
よ
う
。

四

　

本
書
に
は
、
思
い
違
い
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
箇
所
も
認
め
ら
れ
る
。
全

体
と
し
て
叮
嚀
な
考
証
が
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
、
こ
う
し
た
箇
所
が
誤

解
や
混
乱
を
生
ま
な
い
よ
う
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

具
体
的
に
は
仁
斎
独
自
の
性
善
説
解
釈
で
あ
り
、
仁
斎
は
『
孟
子
』
の

性
善
説
を
「
自
暴
」
や
「
自
棄
」（『
孟
子
』）
に
陥
っ
て
い
る
者
た
ち
に

発
し
た
教
導
の
為
の
言
説
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
。
著
者
は
こ
れ
を
取
り
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上
げ
、「
こ
の
議
論
〔
性
善
説
─
評
者
注
、
以
下
同
〕
は
千
百
に
一
、
二
の

割
合
で
し
か
存
在
し
な
い
「
自
暴
自
棄
の
者
」
に
向
け
た
も
の
」
と
仁
斎

の
解
釈
を
示
し
た
上
で
、
こ
の
解
釈
に
よ
っ
て
「〔
性
善
説
は
〕
朱
子
学

に
お
け
る
よ
う
な
す
べ
て
の
人
間
に
お
け
る
出
発
点
を
指
す
の
で
は
な
く
、

「
孔
孟
の
教
え
」
に
お
け
る
最
終
的
な
防
衛
ラ
イ
ン
、
絶
望
の
淵
に
立
っ

て
い
る
人
間
を
学
問
へ
と
導
く
た
め
に
最
後
に
残
さ
れ
た
救
済
の
言
葉
と

な
っ
た
」
と
言
い
、
そ
の
意
義
を
示
す
（
二
九
六
～
二
九
八
頁
）。
だ
が
、

論
拠
と
す
る
『
童
子
問
』
巻
上
第
一
五
章
に
は
「
自
暴
自
棄
せ
ざ
る

0

0

0

者
は
、

百
中
の
一
二
の
み
」（
生
前
最
終
の
稿
本
「
林
本
」。
版
本
は
「
自
暴
自
棄
せ

ざ
る
者
は
、
千
百

0

0

の
一
二
の
み
」
に
作
る
）
と
あ
り
、
本
書
で
は
比
率
が
反

転
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ご
く
僅
か
な
者
た
ち
に
対
す
る
「
救
済
の
言

葉
」
と
し
た
の
で
は
な
く
、
仁
斎
は
ほ
ぼ
全
て
の
人
間
を
「
自
暴
自
棄
の

者
」
と
見
做
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
性
善
説
に
普
遍
的
な
教
導
と
し
て
の
役

割
を
担
わ
せ
、
絶
対
的
な
善
性
の
具
有
を
示
す
世
界
説
明
と
し
て
の
言
説

か
ら
の
転
換
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
序
章
に
も
「
千
万
人
に
一
人
の
割
合
」
で
「
自
暴
自
棄
」
が
い

る
と
の
仁
斎
の
認
識
が
紹
介
さ
れ
る
が
（
一
七
頁
）、
こ
れ
も
論
拠
と
し

て
示
さ
れ
る
『
童
子
問
』
巻
下
第
一
章
を
見
れ
ば
、
仁
斎
が
極
め
て
稀
に

存
在
す
る
と
主
張
し
て
い
る
の
は
「
人
の
四
端
無
き
者
」（「
林
本
」。
版
本

は
「
人
に
し
て
四
端
無
き
者
」
に
作
る
）、
つ
ま
り
例
外
的
な
四
端
の
先
天

的
欠
落
者
で
あ
っ
て
「
自
暴
自
棄
の
者
」
で
は
な
い
。
こ
の
箇
所
は
仁
斎

独
自
の
「
下
愚
」（『
論
語
』）
解
釈
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
著
者
も
承

知
し
て
い
る
筈
で
あ
る
。

　

ほ
か
、
本
書
に
は
会
沢
正
志
斎
『
中
庸
釈
義
』
の
書
名
が
二
箇
所
（
二

四
七
頁
、
二
八
八
頁
）
に
混
入
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
会
沢
研
究
の
業
績

も
あ
る
著
者
ゆ
え
の
手
違
い
か
も
し
れ
な
い
。

結

　

叮
嚀
な
調
査
と
考
証
を
重
ね
た
上
で
、
積
極
的
に
様
々
な
可
能
性
を
探

り
、
大
胆
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
提
示
す
る
本
書
だ
が
、
そ
れ
を
鵜
吞
み
に
す

る
こ
と
は
、
著
者
も
望
む
と
こ
ろ
で
は
あ
る
ま
い
。
現
存
す
る
稿
本
が
豊

富
か
つ
入
手
し
づ
ら
い
（
現
在
は
原
本
を
披
見
で
き
な
い
。
本
誌
第
五
一
号
、

一
六
五
頁
参
照
）
と
い
う
特
殊
な
資
料
環
境
ゆ
え
に
、
と
も
す
れ
ば
閉
ざ

さ
れ
た
世
界
の
よ
う
に
も
見
え
る
で
あ
ろ
う
仁
斎
研
究
の
場
。
本
書
は
そ

の
場
を
開
き
、
新
た
な
風
を
呼
び
込
む
契
機
と
も
な
り
得
よ
う
。
評
者
も

本
書
に
学
ぶ
と
こ
ろ
多
い
後
学
の
一
人
で
あ
る
。
右
に
は
忌
憚
な
く
所
見

を
述
べ
た
が
、
本
書
の
も
た
ら
す
刺
戟
が
新
た
な
検
討
と
考
証
を
進
め
さ

せ
る
な
ら
ば
、
本
書
は
仁
斎
の
伝
記
的
研
究
と
し
て
の
一
歩
で
あ
る
と
と

も
に
、
研
究
史
上
の
契
機
と
し
て
の
意
義
を
も
も
つ
こ
と
と
な
ろ
う
。

�

（
武
蔵
高
等
学
校
中
学
校
教
諭
）
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