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出
世
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性
と
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会
倫
理

一
　

出

世

間

性

仏
教
は
、
出
世
間
の
法
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
「
世
間
（
l
o
k
a
)
」
と
は

「
毀
壊
す

べ
き

も
の
」
を
意
味
し
、
対
治
し
て

滅
尽

す
べ
き
有
為

有
漏

の
現

象
を
指
す
。
「
出
世
間
」
と

は
、
有
漏

の
現
象

を
断

滅
す

る
こ
と
で

あ
り
、

ま
た
有
漏

の
現
象
を
断
滅
す

る
無
漏
解

脱
の
法
を

言
う
。
そ
こ

か
ら
、
「
世

間
」
と
は
迷
い
の
世
界
で

あ
り
、
「
出
世
間
」

と
は
真
実

の
世
界
、

悟
り
の

世
界
だ
と
い
う
一
般
的
な
用
語
法
も
出
て

く
る
。

出
世
開
法
で
あ
る
仏
教
の
脱
世
俗
的
超
世
俗
的
な
性
格
は
、
近
代
日
本
に

お
い
て
こ
と
さ
ら
評
判
の
悪
い
も
の
で
あ

っ
た
。
明
治
期

に
お

い
て
日
本
仏

教
は
新
た
な
近
代
宗
教
と
し
て
脱
皮
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ

の
際
、
仏
教
者
た
ち
は
こ
の
脱
世
俗
的
性
格
を
否
定
す
る
こ
と

に
或
い
は
乗

り
越
え
る
こ
と
に
力
を
尽
く
し
た
と
言

っ
て
よ
い
。
明
治
政
府
が
西
欧
諸
国

氣
　
多
　
雅
　
子

に
伍
し
て
近
代

国
家

と
し
て
立
ち
行

く
た
め
に
国
民

に
求

め
た
の
は
、
ま
ず

優
秀
な
近
代
産

業
人

た
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
出
世
間
的
、
脱
世
俗
的
と
い
う

こ
と

は
、
世

俗
の
社
会
生
活

に
究
極
的
意
義
を
認
め
な
い
と

い
う
こ
と
で

あ

り
、
こ
の
価
値
観
は
在
家
信
徒

に
お
い
て
近
代

の
産
業
社
会

の
中
で
競
争
し

勝
利

者
と
な
ろ
う
と
す
る
意

欲
を
削
ぐ
も
の
と
見
な
さ
れ
た
。
ま
し
て
や
生

産
活

動
に
参
加
し
な

い
僧
侶
は
、
少
な
く
と
も
初
期
の
明
治
政
府
に
と

っ
て

無
為

徒
食
の
輩
で
し

か
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
近
視
眼
的
な
有
用
性
の
視

点
か
ら
だ
け
で
な
く
、
近
代

社
会
の
特
質
を
な
す
世
俗
性
と
も
深
く
呼
応
し

て
、
仏
教
が
世
俗
社
会
に
対

し
積
極
的
な
関
わ
り
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と

を
喧
伝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
が
、
仏
教
者
の
中
に
深
く
根

を
下

ろ
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
考
え
方
の
背
後
に
は
、
仏
教

は
現
実
の
社
会
の
諸
問
題
に
対
し
て
直

接
に
寄
与
す
べ
き
だ
と
い
う
社
会
の
側

か
ら
の
強
い
圧
力
が
あ
っ
た
。
近
代



社

会
は
現
実
の
社
会
の
諸
問
題
に
寄
与
す
る
こ
と
の
中

に
し
か
、
宗
教
の
意

義

を
見
出
す
こ

と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
宗
教
は
社
会
の
為
に
あ
る
の

で

あ
る
。
こ
の
圧
力

の
下

で
、
多
く
の
真
摯
な
仏
教
者

た
ち
は
仏
教
思
想
の

中

に
現
代
社
会

の
諸
問
題

へ
の
解
決
の
手
が
か
り

を
懸
命

に
探
し
求
め
た
と

言
え

る
。

そ
し
て

、
仏

教
者
が
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
も

ち
、
こ
の
よ
う
な

努
力
を
行

っ
て
き

た
背
景

に
は
、
キ
リ
ス
ト
教

の
旺
盛

な
社
会

的
活
動

が
意

識

さ
れ
て

い
る
こ
と

は
明
ら

か
で
あ
る
。

明
治
期

に
お

い
て

、
キ
リ
ス
ト
教

は
一
方
で
西
欧
人

の
宗
教
と
し
て

日
本

の
伝
統
的
精
神
文
化
を
保
守
し

よ
う

と
す
る
多
く
の
日
本
人

に
反
発
と
警
戒
を
呼
び
起
こ
し
な
が
ら
、
他
方
で
西

欧
の
進
ん
だ
学
術
文
化
、
論
理
的
で
構
築
力
の
あ
る
思
想
や
制
度
と
結
び

つ

い
て
、
近
代
的
合
理
的
な
宗
教
の
イ

メ
ー
ジ
を
獲
得
し
た
と
言

っ
て
よ
い
。

そ
し
て
、
現
実
の
社
会
の
人
々
の
生
活
に
深
い
関
心
を
も
ち
、
社
会
的
な
問

題

に
積

極
的
に
発
言
し
、
社
会
の
霊
的
か
つ
精
神
的
な
指
導
者
た
ろ
う
と
す

る
キ
リ
ス
ト
教
団
の
姿
勢
は
、
仏
教
者
に
と

っ
て
近
代

宗
教
の
一
つ
の
モ
デ

ル
と
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

聖
書
の
神
は
裁
く
神
で
あ
る
と
よ
く
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
裁
き
は
個
人
が

義
で
あ
る
か
否

か
に
向
け
ら
れ
る
と
同
時
に
、
社
会
が
正

し
い
在
り
方
を
し

て

い
る
か
否
か
に
も
向
け

ら
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
社

会
と
の
関
係
に
関
し

て
歴
史

的
に
微

妙
な
屈

折
を
内

包
し
て
い
る
に
し
て
も

、
社
会
的
規
範
の
超

社

会
的
基

盤
と
し

て
の
意
義
を
長
い
間
担

っ
て
き

た
の
で

あ
り

、
そ
の
役
割

を
具
体

的
に
支
え
て
き

た
の
は
道
徳
と
宗

教
と

は
不
可
分
で
あ

る
と
い
う
考

え
方
で

あ
っ
た
。

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
、
宗
教

（
ｒｅ
ｌｉｇ
ｉｏ
）

道

徳
の

全
体
に
と

っ
て
の
基
礎
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
宗
教
は
道
徳
の
根
本
に
属
す

る
と

述
べ
て

い
る
が
。
宗
教
の
否

定
は
社
会
道
徳
の
否
定
を
直
ち
に
意
味
す

る
と
い
う
考
え

方
は
西
欧
社
会
の
精
神
的
伝
統
と
な

っ
て

い
る
と
言
う
こ
と

が
で
き
よ

う
。

し

か
し

、
仏
教
の
伝
統
に
お
い
て

は
、
宗
教
と
道
徳
と
の
関
係

は
別
の
様

相
を
取

っ
て
き

た
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
仏
教
の
核
心
を
な
す
教
え

は
縁
起
。

無
我
、
四
諦

八
正

道
と
い
う
解
脱
と
涅
槃
の
思
想
で

あ
り

、
世
俗
倫
理
の
教

え

は
付
随
的

に
位
置

づ
け
ら

れ
る
と

い
う
の
が
、
仏
教

に
つ

い
て
の
一
般
的

な
理
解
で
あ
ろ
う
。
但
し
そ

の
一
方
で
、
ア

シ
ョ
ー
カ
王
が
仏
教
に
深
く
帰

依
し
て
「
法
」
を
現
実
の
政
治
の
内
に
実
現
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
事
例
も

あ
る
こ
と
か
ら
、
仏
教
に
政
治
や
世

俗
倫
理
の
指
導
理
念
を
求
め
る
こ
と
が

で
き

る
と
す
る
考
え

方
も
可
能
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
中
村
元

氏
は
こ
う
述

べ
て

い
る
。
「
そ
れ
（
ア

シ
ョ
ー
カ
王

の
倫
理
思
想
）

は
多
分

に
仏
教

に
由

来
し
て

い
る
が
、
し
か
し
イ
ン
ド
教
徒
や

ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
な
ど
も
当
然
承
認

せ
ね

ば
な
ら

ぬ
性
質

の
も
の
で
あ
る
。
か
れ
の
説
く
倫
理
は
、
諸
宗
教
の
そ

れ
と
大
体

に
お
い
て

一
致
す
る
。
そ
う
し
て
そ
れ
は
ど
こ
ま
で

も
世

俗
人
と

し
て

の
倫

理
で

あ
る
。
そ
こ
に
は
特
定
の
宗
教
の
立
場
が
認
め
ら
れ
な
い
。

な
る
ほ
ど

か
れ
の
思
想
の
根
本
は
仏
教
思
想
で
あ
る
と
言
っ
て

も
よ

い
で
あ

ろ
う
。
し

か
し
ア

シ
ョ
ー
カ
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
原

始
仏
教
の
思

想
は
特
殊

な
宗
教
と
し
て

の
色
彩
を
も
た
ぬ
も

の
で
あ
る
。
か
れ
は
苦
も

無
常
も
無
我

も
説

か
な

か
っ
た
し

、
四

諦
・
八
正
道
・
十
二
因
縁

と
い
う
よ

う
な
特
殊
な

教
理
体
系

に
は
少
し
も
言
及

し
て

い
な
い
。
…
…

か
れ
の
所
説

は
。

バ
ラ
モ



ソ
教
。
殊
に
叙
事
詩
や
ジ
ャ
イ

ナ
教
の
倫

理
思

想
と
相
当

に
良
く
一
致
す

る

の
み
な
ら
ず
、
驚
く
べ
き

こ
と

に
は
、
全

く
思

想
潮
流
を
異

に
す

る
西
洋

の

宗
教
の
倫
理
思
想
と
も

い
ち
じ

る
し
い
類
似

一
致
が

認
め
ら
れ
る
」
。
そ
し

て
Ｖ

・
Ａ

・
ス
ミ
ス
の
「
ア

シ
ョ
ー
カ
王

の
説

く
道
徳
の
大
部
分

は
ま
た

キ

リ
ス

ト
教

の
信
仰

問

答
の
中

に
説

か
れ

て

い

る
も

の
と

も
殆

ど

全
く

一

致
す

る
」

と
い
う
文
章

を
引
用
し
て

い
る
。

こ
れ

に
類
し

た
事
柄

は
。
キ
リ
ス
ト
教

の
文

脈
の
中

に
も
見
出
さ
れ

る
。

そ
れ

は
、
自
然
法

倫
理
と

キ
リ

ス
ト
教
倫

理
と

の
関
係

の
問
題
と
し
て
論
じ

ら
れ
て
き

た
も

の
で
あ
り
、
そ
れ

を
め
ぐ

る
学
説

は
一
様
で
は
な

い
よ
う
で

あ

る
。
し

か
し
、

キ
リ

ス
ト
教

は
、
キ
リ

ス
ト
教

に
固
有
の
仕
方
で
一
般
社

会

に
お
け

る
倫
理
的
規
範
を
根
拠
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
倫
理
的
規
範
の
前

提
と
な

る
原
理
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と

は
一
貫
し
て
主
張
さ
れ

て

い
る
よ

う
に
思

わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
。
世
俗
倫
理

は
キ
リ

ス
ト
教
の
教

義
体
系

の
中
心
部
分

に
が

っ
ち
り
と
納

め
込
ま
れ
て

い
る
。

他
方
ま

さ
に
そ

の
意
味
で
、
仏
教
の
教
え

は
世

俗
倫
理

に
根
拠
づ
け
を
与

え
て
お
ら
ず
、
世
俗
倫
理
を
そ
の
内

に
が

っ
ち
り
と

納
め
込
ん
で

は
い
な

い
。

こ
の
こ
と

は
、

ゴ
ー
タ
マ
・
ブ

ッ
ダ
が
形
而
上
学

的
議
論
を
退
け
た
こ
と
と

結
び
つ

い
て

い
る
。
仏
教
の
思
想

は
一
切
を
形
而
上
学
的
体
系
に
納
め
込
む

こ
と
を
拒
否
す
る
性
格
を
も

っ
て
お
り
。
そ
れ

は
逆

に
、
そ
こ
に
納
め
込
ま

れ
な
い
も
の
の
存
立
を
許
す
性
格
と
な

っ
て

い
る
。
ア

シ
ョ
ー
カ
王
の
治
世

に
お
い
て
起
こ

っ
て
い
た
の
は
、
政
治
的
指
導
者
が
自
ら
の
政
治
的
理
念
と

倫
理
的
基
盤
を
仏
教
に
お
い
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
て
、
仏
教
の
教
え

が
政

治
理
念
や
世
俗
倫
理
を
根
拠
づ
け

る
と
い
う
事
態
と
は
別
の
こ
と
で
あ

ろ

う
。

だ
が

、
仏
教
の
社
会
へ
の
関
係
を
個
人
的
な
問
題
に
委
ね
て
よ

い
の

か
と

い
う
疑
問
は
、
当
然
起
こ
っ
て

く
る
は
ず
で
あ

る
。
仏
教
の
サ
ソ
ガ
が
、

国
家
や
社
会

に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
取

っ
て

い
る
か
を
見
て

お
く
必

要
が
あ
ろ

う
。

ゴ
ー
タ
マ
・
ブ

ッ
ダ
に
よ

っ
て

定
め
ら

れ
た
出
家
者
の
生
活

の
基
本
原
則

が

、
四

依
、
即
ち
、
糞
掃
衣

・
乞
食
・
樹

下
住

・
陳
棄
薬
で

あ

る
。

糞
掃

衣
・
樹
下
住
・
陳
棄
薬
と
い
う
規
定
は
。
衣
類
・
住
ま
い
・
薬
に
関
し
て
棄

て
て
あ

る
も
の
や
そ
の
辺
に
あ
る
も

の
を
利
用
す
る
と
い
う
態
度
を
示
し
て

お
り
、
乞
食
と
い
う
規
定
は
、
食

に
関
し
て
在
家
者
の
余
り
物

を
分
け
て
も

ら
う
と
い
う
姿
勢
を
示
し
て

い
る
。
こ
こ

に
は
、
出
家
修
行
者

の
生
活
の
仕

方

に
つ

い
て
の
基
本
理
念
が
表
れ
て

い
る
。
佐
々
木
閑
氏
は
こ

の
基
本
理
念

を
「
自
活
生
活
の
放
棄
」
で

あ
る
と
し
て

い
る
が
、
的
を
射
た
把
握
で
あ
ろ

う
。
四
依
の
指
し
示
す
宗
教
的
意
味

は
。
所
有
物
を
最
小
限
と
し
生
存
維
持

を
最
低
限

に
押
さ
え
る
と
い
う
こ

と
よ
り
も

、
生
存
維
持
を
徹
底
的

に
「
世

間
」
（
器
世
間
と
衆
生
世
間
）

に
委
ね

る
と
い
う
と
こ
ろ

に
あ

る
と
考
え
ら

れ

る
。

こ
の
世
間
へ
の
経
済
的
依
存
に
対
し
て
、

サ
ン
ガ
の
世
間
へ

の
精
神
的
教

導

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
り
得

た
か
。
原
始
経
典
の
中
に
は
、
し
ば
し
ば

繰
り
返
さ
れ

い
わ
ば
定
型
化
し
て

い
る
在
家
信
者
へ
の
説
法
が
あ
る
。
そ
れ

は
、
布
施
・
戒
・
生
天

の
三

論
の
教
説

か
ら
始
め
て
、
そ
れ
を
聞
い
た
在
家

者
が
正

法
を
受
け

入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
な
ら
、
四
諦
の
教



説
を
説

い
て
ゆ

く
と

い
う
次
第
説
法
で
あ

る
。
三

論
は
、
生
死

輪
廻

の
世
界

に
あ

っ
て
善
業

を
な
し
生
天

の
楽
果
を
得

る
こ
と
を
め
ざ
す
教
説
で

あ
っ
て

、

生
天
を
願
う
人

々
の
願

い
に
合
わ
せ
て
説

か
れ
る
世

間
道
で

あ
る
と
見
な
さ

れ
る
。
し

た
が

っ
て

、
三
論

の
教
説

は
世

俗
社
会
に
お
け
る
行

為
の
仕
方
を

教
え
る
も

の
と

言
え

る
。
さ
ら

に
、
世

俗
社

会
の
具
体
的
な
状
況
の
中
で

、

折

に
触

れ
て

、
人
々
は
比
丘

た
ち
に
指
導

を
仰
い
だ
と
推
測
さ
れ
る
が
、
パ

ー
リ
律

そ
の
他
の
諸
部
派
の
律
の
記
述

に
よ

れ
ば
、
仏
教
サ
ン

ガ
は
、
基
本

的
に

は
そ
の
と
き

そ
の
と
き

の
社
会

の
状
況

に
適
合
す
る
も
の
、
社
会
が
求

め
る
も

の
に
そ
の
つ
ど
応
え
て
行
く
と

い
う

在
り
方

を
し
て

き
た
よ
う
で
あ

る
。
こ

の
初

期
の
サ
ン

ガ
と

一
般
社
会
と

の
関

係
が
、
仏
教
に
お
け

る
社
会

倫
理
の
位
置

づ
け

を
最
も
根
本

的
に
指
し
示
す
も

の
で

は
な
か
ろ
う

か
。

二
　

仏

教

に

お
け

る
社

会
倫

理

の

位

置

づ
け

つ
ま
り

、
仏
教
は
世

俗
社

会
の
政
治
思
想

・
倫
理
思

想
に
関
し
て

。
社
会

そ
の
も

の
の
自
律
的
原

理
を
基

本
的

に
認

め
て

い
る
と
考
え
て

よ
い
の
で

は

な

い
か
。
社
会
の

メ
カ

ニ
ズ

ム
は
、
仏
教
の
教
え

に
従

っ
て

方
向
を
定
め
ら

れ

る
べ
き
で

あ
る
と
い
う
考
え

方
は
、
仏
教
的
で

は
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

但
し

、
こ
の
自
律
的
原
理
は
、
そ
れ
自
身
を
究
極
的
に
根
拠
づ
け
る
こ
と
は

で
き

な
い
の
で

あ

っ
て
、
そ
れ
が
世
間
法

の
限
界
で

あ
る
と
言
え

る
。
こ
の

社
会

の
自
律
的
原
理
と
い
う
問
題
に
つ
い
て

は
。
仏
教
が
興
起
し
た
時
代

の

イ

ン
ド
の
社
会
体
制
の
中
に
は
。バ
ラ
モ
ン
教
が
組
み

込
ま
れ
て

い
た
こ
と
を

念
頭

に
置
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
多
く

の
問
題

が
存
す

る
が
、

仏
教
は
そ
の
固

有
の
宗
教
性

の
展

開
を
「
社

会
の

外
」

に
追
求
す
る
も
の
と
し
て
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
は
動

か
せ

な
い
で
あ

ろ
う
。

こ
の
社
会
の
自
律
的
原

理
は
社
会
そ
れ
自
身
の
存
続
維
持
の
志
向

に
貫
か

れ
て

お
り
、
そ
の
志
向
は
生
命
体
の
生
存
維
持
の
志
向
と
連
続
す

る
も
の
で

あ
る
。
サ
ン

ガ
は
こ
の
原

理
を
自
ら
の
も
の
と
す
る
こ
と
を
否
定
し
、
サ
ン

ガ
の
成
員
の
生
存
維
持
を
こ
の
社
会
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
。
生
存
の
た
め

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
苦
か
ら

の
解
脱
を
求

め
る

エ
ネ
ル
ギ
ー
と
は
、
徹
底
化
さ

れ
た
局
面

に
お
い
て

は
相
反
す
る
方
向
性
を
も
つ
か
ら
で

あ
る
。
仏
教
の
解

脱
の
追

求
は
、
生
存
の
維
持
高
揚
の
努
力
を
放
棄
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
の

で
あ

る
が
、
同
時

に
そ
れ

は
、
生
存
維
持
の
努
力
が
消
失
す

る
と
き
、
そ
れ

自
身
も
消
失
す

る
。
こ

の
矛
盾
を
は
ら
ん
だ
関
係
は
、
そ
の
ま
ま
仏
教
教
団

と
社
会

と
の
関
係

を
表
す
。

サ
ン
ガ
は
社

会
の
自
律
的
原
理
を
退
け
そ
れ
を
超
え
る
こ
と
を
、
自
ら
の

共
同
体

の
規
矩
と
し
て

、
厳
然
と
社
会
に
提
示
す
る
。
こ
の
出
家
者
の
社
会

に
対
す

る
否

定
は
、
生
存
維
持

に
つ
い
て
の
社
会
へ
の
全
面

的
依
存
を
自
覚

的
に
背
負
っ
た
否

定
で

あ
り
、
そ
の
こ
と

に
よ

っ
て
、
そ
れ
は
社
会
を
直
接

に
破
壊

す
る
よ
う
な
反
社

会
性
と

は
別
の
次
元
の
も
の
と
な
る
。
或

い
は
、

出
世
間
法

は
社
会
の
原

理
の
中

に
決
し
て
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の

原

理
に
向
け
て

、
自
ら

を
さ
ら
し
、
自
ら
の
真
理
性
を
試
す
の
だ
と
言

っ
た

方

が
よ

い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ

に
は
、
二
重
の
仕
方
で

の
世
間
と
の
関
係

が
存
す

る
の
で

あ
り
、
出
世
間
と

い
う
こ
と
は
或
る
意
味
で
世
間
と
の
こ
の



二
重
の
関
係
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
出
世
間
性
と
は
、
裏
返
し
に
さ
れ

た
二
重
の
社
会
性
な
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
世

俗
社
会
の
側
か
ら
言
う
と
、
社
会
は
自
己
完
結
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
絶
え
ず
突
き
つ
け
ら
れ
て

く
る
と
い
う
こ
と

に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
社
会
が
充
実
し
た
生
存
を
可

能
に
す
る
場
で
あ

る
た
め
に
決
定
的
に
重
要
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
社
会
は
自
己
完
結
す

る
と
き
、
そ
れ
自
身
を
超
え

る
も
の
を
ど
こ
に
も
見
出
す
こ
と
が
で

き
ず
、

そ
れ
自
身
を
絶
対
化
す

る
以

外
に
世
界
理
解
を
全
う
す
る
こ
と
が
で

き
な
い

か
ら
で

あ
る
。

だ
が
、
こ
の
自
己
絶
対
化
が
意
味
す
る
の
は
、
社
会
の
自
律

的
原

理
は
社

会
そ
れ
自

身
に
よ

っ
て

し
か
根
拠
づ
け

ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
り

、
そ
れ

は
、
究
極

的
な
根
拠
づ
け
不
可

能
と
同

義
で

あ
る
。
出
世

間

性
は
、
専
ら
こ

の
社
会

の
自
己

絶
対

化
、
自
己
神
化

に
対
し
て
否

定
を
突
き

つ
け

る
仕
方
で
働
く
。
世

俗
社
会
は
、
そ
れ
自
身
と
は
別

の
原

理
と
し
て

の

宗
教
的
原

理
を
認
め
る
の
で

あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
宗
教
的
原

理
は
世
俗
的

価
値
観
に
対

抗
す
る
別

の
価
値
観
で

は
な
く
、
ま
た
、
世
俗
的
価
値
観
を
包

摂
す

る
上
位

の
価
値

観
で

も
な
い
。
そ
れ
は
、
世
俗
的
価
値
観
に
対

し
て
、

そ
こ

に
包
摂

さ
れ
る
こ

と
を
徹
底
的
に
拒
否

す
る
他
者
で

あ
り
、
こ
の
よ
う

な
他
者

を
も
つ
こ
と

に
よ
っ
て

世
俗
社
会
は
健
全
で

あ
る
こ

と
が
可

能
と
な

る
。社

会
の
自
己
神
化

に
対
し
て
否

と

言
う
立
場
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
中
に
も

存
す

る
で
あ
ろ
う
。
（
特

に
、
イ

エ
ス
の
言
行

の
中
に
は
、
仏

教
の
出
世

間

性
と
き

わ
め
て
近

い
も

の
が
見
出

さ
れ
る
。

そ
れ
は
そ
の
後

の
キ
リ
ス
ト
教

の
歴
史
的

展
開
の
中
で

、
変
容
さ
れ
て

い
っ
た
と
言
う

べ
き

か
も
し

れ
な

い
。）

も
し

、
そ
れ
に
関
し
て

あ
え
て
仏
教

の
特
質

を
取
り
出
す

な
ら
ば
、

こ
の
否

定
が
。
決
し
て
社

会
に
内
化
さ
れ
な
い
と
同

時
に
決
し
て
社
会
を
内

化
し
な
い
形
で

、
遂
行

さ
れ
る
と
こ
ろ

に
あ
ろ
う
。
こ
の
形

は
、
仏
教
者
の

生
存
の
可

能
性

を
賭
け

る
覚
悟

に
よ

っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
こ

そ
可

能
で
あ
る
。

大
乗

仏
教
に
な
る
と
、
世

俗
生
活

に
積
極
的
に
宗
教
的
意
義

を
認

め
よ
う
と

す
る
考
え

方
が
出
て

く
る
が
、
そ

の
場
合
で
も
こ
の
否
定

は
社
会

に
内
化
さ

れ
る
こ

と
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
こ
で

は
、
世
俗
社
会
の
自
律

的
原
理
を
受
け

入
れ
る
こ

と
と
世

俗
社

会
の
自
己
絶
対
化
を
否
定
す

る
こ
と
と
が
、

い
っ
そ

う
尖
鋭
化
し
て

結
び
つ

い
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
否
定
を
奥
底

に
孕

ん
で
成
立
す
る
仏
教
と
世

俗
社
会
と
の
一
般
的
な

関

係
は
、
仏
教
が
智
慧

の
真
理

に
照
ら
し
て

社
会
の
在
り
方
を
批
判
す
る
よ

り
も
、
む
し
ろ
社

会
が
仏

教
の
在
り
方
、
サ
ン
ガ
の
在
り
方

を
批
判
す
る
こ

と
の
方

を
第
一

義
的
と
す

る
。
即

ち
、
絶
対
的
な
も

の
か
ら

相
対
的
歴
史
的

な
も
の
を
批
判

す
る
の
で

は
な
く

、
相
対
的
歴
史
的
な
も

の
か
ら
批
判
が
な

さ
れ
、
そ
の
批
判

を
通
し
て
、
絶
対
的
な
も
の
が
間
接
的

に
示
唆

さ
れ
得
る

と
言
っ
て

よ
か
ろ
う
。
そ
こ
で
初

め
て
、
社
会
倫
理
の
根
拠

づ
け

の
不
可
能

性
に
よ

っ
て
起

こ
り
得
る
倫
理

の
崩
壊
に
立
ち
向

か
っ
て
、
倫
理
を
取
り
戻

す
場
が
開

か
れ

得
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
出
世
間
性

の
も
つ
意
味
が
、
改
め
て
強
調

さ
れ
て
し

か
る
べ
き
で
あ

る
。
仏
教
思
想

の
中

に
。
現
代
社
会
の
諸
問
題
へ

の
直
接
の
指
針
を
求
め
、

社

会
倫
理

の
基
礎

づ
け
を
直
截

に
見
出
そ
う
と
す

る
こ
と

に
は
、
根
本
的
に



不
適
切
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
こ

と
は
、
現
代
社
会
の
諸
問
題

へ
の
具
体
的
対
応
が
仏
教
に
帰
依
す
る
個
人

の
問
題

に
突
き
返
さ
れ
る
と

い

う
こ
と
で
も
あ

る
。

三
　

仏

教

と

キ
リ

ス

ト
教

の

「
接

点
」

な

い

し

「
交

点

」

さ
て
、
上
述
の
私
の
提
題
は
、
先
の

八
木
先

生
と
岸
先
生
の
提
題
と
基
本

的
な
視
座
が
異
な

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
私
の
提
題
の
内
容
を
こ
の
ま
ま
追
究

し
て

い
く
こ
と

は
や
め
て
、
こ
の
視
座
の
違

い
に
目
を
向
け
て
み
た

い
と
思

う
。
こ

の
視
座
の
違
い
が
、
実
は
仏
教
の
出
世
間
性
と

い
う
問
題
と
関
わ

っ

て

い
て
、
同
時

に
そ
れ
が
、
仏
教
と
キ
リ

ス
ト
教
と
の
関
係
状
況
を
鮮
明
に

表
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

八
木
先
生
も
岸
先
生
も
「
仏
教
と
キ
リ

ス
ト
教
と
の
対
話
」
を
積
極
的
に

進
め
て
来
ら
れ
た
方
々
で
あ
り
、
両
宗
教
が
テ

ー
マ
と
な
る
と
き
、
両
宗
教

の
「
接

点
」
や
「
交
点
」
を
明
ら

か
に
す

る
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
は
自
明
で
あ

る
よ
う

に
見
え
る
。
日
本
の
み

な
ら
ず

、
キ
リ

ス
ト
教
が
伝

道
さ
れ

た
他
の
国

々
で
も
、
宗
教
間
対
話

は
キ
リ
ス
ト
教
の
先
導
で
行
わ
れ

て
き

た
と
言

っ
て
よ

い
。
そ
れ

は
、

キ
リ

ス
ト
教
の
中

に
、
他
宗
教
と
の
出

会
い
と
対
話
を
行
う
内
的
必
然
性
が
存
す

る
こ
と
を

う
か
が
わ
せ
る
。
即
ち
、

キ
リ

ス
ト
教
が
唯
一
絶
対
的
な
救
済
を
標
榜
し
て
き

た
歴
史
を
も
つ
と

い
う

こ
と
、
更

に
、
そ
の
唯
一
絶
対
性

に
基
づ

い
て

他
宗
教

の
信
徒

に
改
宗
を
要

求
す
る
志
向
を
も
つ
と
い
う
こ
と
、
更
に
、
そ
の
志
向
に
従
っ
て
世
俗
的
な

植

民
地
主
義
に
背
負
わ
れ
た
仕
方
で
異
な
る
文
化
伝
統
を
も
つ
地
域
に
キ
リ

ス
ト
教
の
宗
教
的
支
配
を
敢
行
し
よ
う
と
し
た
歴
史
を
も
つ
と
い
う
こ
と

、

こ
れ
ら
の
こ
と
へ
の
自
覚
と
反
省
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
他
宗
教
と
の
対
話

へ

駆
り
立
て

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
自
覚
と
反
省
の
真
摯
さ
は
、
賞

賛

に
値
す

る
。
そ
の
上
、
近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
者

に
限

っ
て
言
え

ば
、
日
本

の
宗
教
的
文
化
的
伝
統
の
中
で
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
自
己
化
す
る
た
め
に
、

何
ら

か
の
仕
方
で
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
を
比
較
し
そ
の
接
点
を
見
出
す

こ

と
が
必
要
で
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
仏
教
と
キ
リ

ス
ト
教
の
比
較
は
、
日

本
の
キ
リ

ス
ト
者
に
と

っ
て
、
キ
リ
ス
ト
に
出
会
う
道
程
に
お
け

る
一
つ

の

実
存
的
課
題
で
は
な
か

っ
た
か
。

そ
れ
に
対
し
て

、
近
代

日
本
の
仏
教
者
に
と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
別

の

出
会

わ
れ
方
を
し
て
き

た
。
江
戸

時
代

か
ら
明

治
に
か
け
て

、
仏

教
徒

に

と

っ
て
ま
ず
キ
リ
ス
ト
教
は
邪
教
で

あ
り

、
仏
教
徒
は
率
先

し
て

キ
リ
ス
ト

教
の
思
想
的
邪
教
性
と
政
治
的
反

国
家
性
を
論
究
し
て
き
た
。
江
戸

幕
府

の

宗
教
政
策
の
下
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
邪

教
で
あ

る
こ
と
が
、
仏
教
教
団

の

公
的
存
在
意
義
を
支
え
る
も
の
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
護
法
と
護
国
を
切

り
離
す
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
明
治
期
の
教
団
仏
教
も
、
キ
リ
ス
ト
教
排
斥

を
そ
の
護
法
と
護
国
に
組
み
込
む
こ
と
で

、
文
明
開
化
の
圧
力
に
抗
し
よ

う

と
し
た

か
ら
で
あ
る
。

だ
が
、
明
治
期
の
仏
教
者
の
排
耶
思
想
は
、
キ
リ

ス
ト
教
に
対

す
る
コ
ン

プ

レ
ッ

ク
ス
の
裏
返
し
で

も
あ
っ
た
。
西

洋
の
学
術
文
化
に
接
し
た
当
時

の

日
本
人
に
と

っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
の
合
理
的
で
実
証
的
で

進
歩
的
な
思



想
・
科
学

の
精
神
的
基
盤
と
し
て

或
る
種
の
開
明

的
光
輝

を
ま
と

っ
て
い
た

と
推
測

さ
れ
る
。
明
治
の
知
識
人
に
と
っ
て

、
地

獄
・
極
楽
の
観
念
や
六
道

輪
廻

の
思

想
は
非

科
学
的
な
迷
信
の
類
で

あ
り
、
そ
の
よ
う
な
観
念
を
内

包

す

る
仏
教

は
一
般
に
理
性
の
審
判

に
堪
え
ら

れ
な
い
も
の
と
見
な
さ
れ
た
。

こ

の
よ
う

な
世
間

の
風
潮

の
中
で

、
仏
教
者

に
求

め
ら
れ

た
の
は
、
仏
教
が

深

い
精
神
性
を
内
包

し
た
宗
教
で
あ

る
こ
と
を
知
的

な
仕
方
で
表
現
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
つ

ま
り
、
近
代
仏
教

の
成
立

に
際
し
て
、
仏

教
は
、

キ
リ

ス
ト
教
お
よ

び
そ
れ
と
深
く
結

び
つ

い
た
西
洋
哲
学
と

い
う
外
部
の
知

的
権
威
に
面
し
て
、
そ
の
宗
教
と
し
て
の
真
髄
を
試
さ
れ
た
と
言

っ
て
よ
い
。

こ
の
と
き
仏
教
が
、

キ
リ

ス
ト
教
に
対
し
て
教
理
上
の
接
点
を
求

め
る
と
い

う
よ
り
も
、
仏
教
の
独
自
性
を
強
調
し
、
キ
リ
ス
ト
教
に
負
け
る
こ
と
の
な

い
真
理
性
の
深
さ
を
主
張
す
る
方
向
に
進
ん
だ
の
は
、
当
然
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

四
　

哲

学

の

立

場

と

信

仰

の

立

場

仏
教
に
課
せ
ら
れ
た
こ
の
課
題
に
最
初

に
応
え

た
の
は
、
清
沢
満
之
で

あ

る
が

、
彼

は
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関

係
、
お
よ
び
宗
教
の
本
質
（
エ
ッ

セ
ン
シ
ア

ル
、
フ
ン
ダ
メ
ン

タ
ル
、
プ
リ

ン

シ
プ

ル
）

に
関

し
て

、
近
代

日

本
仏
教
徒

の
一
つ

の
典
型

的
な
考
え
方
を
示
し
て

い
る
よ

う
に
思

わ
れ
る
。

彼
は
、
宗
教
に
お
い
て
「
エ
ッ
セ
ン
シ
ア
ル
な
も
の
」
が
あ
る
こ
と
を
認

め
る
。
そ
し
て
そ
れ

は
「
従
来
の
宗
教
に
も
将
来
の
宗
教

に
も

エ
ッ
セ
ン
シ

ア
ル
な
も
の
」
で
あ
り
、
「
仏
教

に

エ
ッ
セ
ン

シ
ア

ル
な
も
の

な
ら
ば
、
基

督
教

に
も
其

他
の
宗

教
に
も

エ
ッ

セ
ン

シ
ア
ル
な
も

の
で
あ

る
」
と
言
う
。

そ
の
一
方
で

、
満
之

は
、
”自

分

の
浄
土
真
宗
の

信
仰
と
、
基
督
教
の
信

仰

と
、
或

い
は
そ
れ
以
外

の
信
仰
と
。
エ
ッ
セ
ン
ス
が
同
一
で
あ
る
こ
と
が
ど

う

し
て

わ

か

る

か
”

と

問

わ

れ
て

、
「
わ

か
ら

な

い
の

で

す
」

と
答

え

て
い
る
。
満
之

は
、

他
者
の
信
仰
は
わ
か
ら
な

い
の
で
あ
り
、
他
者
の
信
仰

を
批
評
す
る
こ
と

は
無
益
で
あ
る
、
と

い
う
態
度
を
一
貫
し
て
取

る
の
で
あ

る
。満

之
に
お
い
て
、
宗
教
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と
は
「
有
限
と
無
限
の
一
致
」
で

あ
る
が
、
こ
の

エ
ッ

セ
ン
ス
を
明
ら

か
に
す
る
の
は
宗
教
哲
学
の
立
場
で
あ

る
。
宗
教
哲
学
な
い
し
哲
学

の
立
場
は
、
近
代
日
本
に
お
い
て
ま
ず
、
西
欧

人
に
も

日
本
人
に
も
共
通
に
妥
当
す
る
普
遍
的
理
性
の
立
場
と
し
て
、
そ
こ

に
お
い
て

仏
教
の
真
理
性
を
証
す
こ
と
の
で
き

る
権
威

あ
る
法
廷
と
見
な
さ

れ
た
の
で

あ
る
。
明

治
の
仏
教
者
は
、
近
代
科
学
と
い
う
強
力

な
知
を
生
み

出
し

た
母

胎
で

あ
る
と
こ
ろ
の
近
代
的
な
普
遍

理
性
に
お
い
て
科
学
の
真
理

性
と
対
決
し
、
科
学
を
生
み
出
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
伝
統
と
対
決
し
な

け
れ
ば

、
自
ら

の
立
場

が
成
り
立
た
な
い
と
い
う
と
こ
ろ

に
追

い
詰
め
ら
れ

て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思

想
的
文
化
的
伝
統

の
基
層
を
な
す
も
の
と
し
て
、
対
決
の
相
手
と
な
っ
た
と

言
う
こ
と
が
で
き

る
。
言
い
換
え

れ
ば

、
他
の
主
体
の
内

に
現
成
す
る
キ
リ

ス
ト
教
信
仰
そ
の
も

の
が
、
仏
教
の
対
決

の
相
手
と
な

っ
た
わ
け
で

は
な

い
。

そ
れ
故
、
清
沢
満
之
に
お
い
て

、
或

い
は
西
田
幾
多
郎
ら
仏
教
に
深
く
関

わ
っ
た
後
続
の
日
本
の
哲
学
者

た
ち
に
と

っ
て
、
宗
教
哲
学
な
い
し
哲
学
は
、



そ
れ
自
身
、
「
発

菩
提
心
」
と
い
う
形

で
仏
教

の
伝

統
の
中

で
長

い
間
培
わ

れ
て
き
た
け
れ
ど
も
幕
藩
体
制
下

の
教
団
仏
教
に
お
い
て
形
骸
化
し
て
い
た

求
道
の
要

求
が
、
新
た
に
発
見
し
た
真
理
探
究
の
道
で
あ
る
と
い
う
性
格
を

も

っ
て

い
る
。
仏
教
と
は
真
実
の
智
慧
を
追
求
す
る
道
で
あ
る
。
こ

の
智
慧

の
追
求
が
、
近
代
と

い
う
新
し

い
時
代
を
迎
え
て
、
西
洋
哲
学
と

い
う
新
し

い
知

の
形
態

に
直
面
し
て
、

そ
れ
自

身
の
展
開
の
仕
方
を
見
出
し

た
の
で
あ

る
。

そ
れ

は
、
近
代

の
仏
教

者
に
と
っ
て
必
要

な
展
開
で
あ

っ
た
。

し
か
も
、

そ
れ

が
、

あ
く
ま
で

哲
学

と
し
て

遂
行

さ
れ
哲
学
と
し
て
自
己
理

解
さ
れ
る

こ
と

が
必
要
で
あ

っ
た
。

「
宗

教
の
エ
ッ
セ
ン
ス
」
（
満
之

）
や
「
歴
史

的
形
成
作
用

の
論
理
」
（
西

田

幾
多

郎
）
や

「
宗
教

そ
の
も

の
」
（
西
谷

啓
治
）
を

探
究
す

る
と

い
う
仕

方

で

真
実

の
智
慧
を
求

め
る
と

い
う
在
り
方

は
、
西

洋
の
文

化

的
伝

統
を

背

負
っ
て
日
本
人
に
君

臨
し
て
く
る
近
代
と
い
う
時
代

の
課
題

を
明

確
に
映
し

出
し
て
い
る
。
彼
ら
の
哲
学
は
普
遍
的
理
性
の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
、
も
と

も
と
普
遍
的
理
性
概
念
の
背
後

に
あ
る
歴
史
的
文
化
的
制
約
が
、
概
念
や
論

理
の

レ
ベ
ル
で
は
な
く
問
題
意
識

の
レ
ベ

ル
で
、
し
か
も
逆
説
的
な
仕
方
で
。

彼
ら
の
思
索
の
う
ち

に
入

っ
て

い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
現
代

に
至

っ

て
普
遍
的
理
性
と

い
う
も

の
は
根

本
的
な
批
判
を
受
け
て
、
現
代
哲
学

は
所

謂
言
語
論
的
転
回

を
経
験
し

た
わ
け
で

あ
る
が
、
清
沢
や
西
田

の
哲
学

の
普

遍

的
立
場

は
そ
も

そ
も

無
条
件

的
な
も
の
で
は
な
い
。
彼
ら

は
、

ヨ
ー
ロ
ッ

パ
近
代

の
普
遍

的
理
性

の
膝
下

に
馳
せ
参
じ
た
の
で

は
な
く
、
普
遍

的
理
性

と
い
う
新
天
地

を
踏
破

す
る
こ
と
で
自
ら
の
真
理
探
究

に
忠
実

で
あ
ろ

う
と

し
た
の
で

あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

、
西
田
の
哲
学
の
中
に
は
近
代
理
性

の
普
遍
性
の
立
場
を
破
る
も
の
が
見
出

さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
「
場
所

の
論
理
」

は
ど
こ
ま
で

も
哲
学
的
概
念
で
あ
る
が

。
そ
れ
が
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対

話
の
共
通
の
基
盤
に
な
る
と

い
う
よ
う
な
考
え
方
は
、
西

田
の
哲
学
の
普
遍

的
立
場
を
抽
象
化
す
る
こ
と

に
よ
っ
て

出
て
く

る
も
の
で
し
か
な
い
。
清
沢

や
西
田
の
哲
学
の
立
場
が
そ
う

い
う
も
の
で
あ

る
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
は
哲
学

の
限
界
と
い
う
も
の

に
敏
感
で
あ

っ
た
。

こ
の
限
界

は
、
清
沢
が
他
者

の
信
仰
は
わ
か
ら
な

い
と
言

い
切
る
と
こ
ろ

に
裏
返
し
の
仕
方
で
表
れ
て

い
る
。
実
は
清
沢
満
之

に
お

い
て

は
、
哲
学
の

立
場
と
信
仰
の

立
場
と
が
ま

だ
自
己
理
解
の
上
で
未
分
化
な
と
こ
ろ
が
あ
る

が
、
こ
の
よ
う

に
言

い
切
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
哲
学
の
立
場
で
は
な
く

信
仰
の

立
場
で
あ

る
。
清
沢

は
、
信
仰
の
立
場

に
お
い
て
、
他
者
の
信
仰
は

わ
か
ら

な
い
と
言

い
切
り

な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
の
バ
イ

ブ
ル
に
せ
よ
、
他

の
宗

教
的
テ

ク
ス
ト
に
せ
よ
、
自
ら
の
浄
土
真
宗
の
信

仰
で
も

っ
て
み

な
読

む
こ
と
が
で
き

る
と
言
う
。
そ
れ
は
、
彼
が
「
浄
土
真
宗
の
信
仰
を
得
て
、

之
に
満
足
し
、
少
し
も
不
足
を
感
じ
て
居
な

い
」
と
い
う
「
最
も
確
か
な
事

実
」
に
立

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
西
田
が
「
宗
教
は
心
霊
上

の

事
実
で
あ
る
」
と
語
る
そ
の
「
事
実
」
で
あ

る
。
ど

の
事
実
に
立
つ
限
り
、

哲
学
的
普
遍
性
の
立
場
か
ら
諸
宗
教
が
見
渡

さ
れ
な
く
と
も
、
他
宗
教
の
他

性

は
決
し
て
不
気
味
な
脅
威
と
は
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
宗
教
が
こ
の
事
実
に
立
つ
も
の
で

あ
る
こ
と
を
見
遣
り
つ
つ
、

哲
学

の
立
場
が
そ
こ

に
及

び
得
な

い
も
の
で

あ
る
こ
と

を
自
覚
す
る
宗
教
哲



学
は
、
そ
の
よ
う
な
他
性
を
そ
れ
自
身
が
獲
得
し
得
な
い
こ
と
を
覚
知
す

る

一
方
で
、
自
ら
が
追
究
す
る
真
理
の
有
り

様
を
そ
こ
か
ら
感
知
す

る
こ
と

が

で

き
る
。
即
ち
、
彼
ら
の
追

究
し

た
哲
学
的
真
理
の
真

理
性
は
、
い
わ
ば

他

者
の
わ
か
ら
な
さ
に
浸
さ
れ
た
真

理
性
で

あ
り
、
他
者
の
わ
か
ら

な
さ
の
闇

の
中
で

そ
の
闇
に
侵
さ
れ
ず

に
ま

た
そ
の
闇

を
侵

さ
ず
に
光
で

あ
り
得

る
真

理
性
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
ら
が
宗

教
そ

の
も
の
に
つ
い
て
語

る
語
り
口

に

お
い
て

、
キ
リ
ス
ト
教
を
語
り
、
仏

教
を
語

る
と

い
う
こ

と
と
、
全

く
矛
盾

し
な
い
。

こ

の
よ

う
な
仏
教
の
他
宗
教
へ
の
態
度

の
取
り
方

、
宗
教

哲
学

の
成
立
の

仕
方

は
、
仏

教
の
出
世
間
性
と
深
く
関
わ

っ
て

い
る
。
そ
こ
で
問
わ
れ
る
の

は
、
宗
教
間
対
話
の
必
要
性
が
い

っ
た
い
ど
こ

か
ら
語
ら
れ
る
の

か
と
い
う

こ
と
で
あ

る
。
対
話
の
必
要

性
が
語
ら
れ
る
の
は
、
ま
ず
も

っ
て
、
異
な
る

宗
教
を
奉
ず
る
人

々
が
こ
の
地
球
上
で
ど
の
よ
う

に
し
て
平
和
的

に
共
生
し

て
ゆ
く

か
と

い
う
問
題
場
面
で
あ
ろ
う
。
異
な
る
宗
教

は
。
異
な
る
民
族
、

異
な
る
文
化
、
異
な

る
伝
統
へ
と
繋
が

っ
て

い
る
。
現
代
世
界
の
民
族
間
の

抗
争
や
文
化
的
な
衝
突
の
ず

っ
と
奥
深
い
根
の
部
分

に
、
宗
教
間
の
対
立
が

あ
り
、
そ
れ
が
諸

々
の
紛
争
や
対

立
を
深
刻
な
も
の

に
し
て

い
る
と
い
う
こ

と
が
よ
く
指
摘
さ
れ
る
。
だ
が
、
人
類
の
平
和
的
な
共
生
と

い
う
こ
と
は
、

先
の
言
い
方
で
言
え

ば
、
ま
さ
し

く
世
間
道
、
世
俗
社
会
の
理
念
で
あ
る
。

仏
教
が
、
宗
教
間
対
話
と
い
う
問
題

に
敏
活
な
対

応
を
な
し
得
な
い
の
は
、

そ
の
故
で

あ
ろ
う
。
仏
教
は
宗
教
間
対
話

を
必
要

と
し
な
い
と
こ
ろ
に
。
自

ら

の
在
り
場

所
を
見
て

い
る
と
言
っ
て
よ

い
。
宗
教
間
対

話
を
必
要

と
し

な

い
と
こ
ろ
は
、
宗
教
の
違
い

に
よ
る
対
立
の
起
こ
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
は

ず
で

あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
出
世
間
性
に
は
、
そ
れ
を
現
代
社

会
が
感
知
す
る
こ
と
が

で
き

る
か
ど
う
か
と

い
う
大
き
な
問
題
が
残
さ
れ
て

い
る
。
超
越
的
な
も
の

と
の
関
係

に
関
し
て
、
限
り

な
く
自
閉
的

に
な
り
、
限
り

な
く
自

足
的

に

な
っ
て

い
る
現
代
の
日
本
の
社
会
は
、
出
世

間
と
い
う
開
け
を
感
知
で
き

な

い
と

い
う
点
で
こ
と

さ
ら
際
立

っ
て

い
る
。
現
代
仏
教
が
こ
の
ま
ま
、
世

間

は
出
世
間
へ
と
開

か
れ
て
い
る
こ
と
を
、
社
会
に
向
け
て
告
げ
知
ら
せ

る
こ

と
が
で
き

な
い
な
ら
ば
、
仏
教
的
真
理
の
リ
ア
リ
テ

ィ
は
消
失
す
る
で
あ
ろ

う
。
自
己
絶
対
化
す
る
社
会
に
お
い
て

、
リ
ア
リ
テ

ィ
を
失
っ
た
出
世
間
性

が
絶
対
的
真
理
の
偽
り
の

シ
ン
ボ
ル
と
し
て

い
い
よ
う
に
利
用

さ
れ
る
と
き
、

社
会
倫
理
の
脆
さ
が
露
呈
さ
れ
る
。
仏

教
が
緊
急
に
必
要

と
す

る
の
は
、
全

面
的

に
世
俗
的
で
あ
る
人
々
と
の
対
話
で
あ
ろ
う
。
仏
教
に
お
い
て
他
宗
教

と
の
対
話
の
必
要
性
が
見
え
て

く
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
宗
教
に
無
関
心
な

人

々
と

の
対
話
の
試
み
の
中

に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。

仏
教
と
キ
リ

ス
ト
教
の
有
り

様
は
、
異
な

る
も
の
を
同
一
の
地
盤
の
上

に

置
く
の
で
な

い
比
較
の
在
り
方

を
示
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
共
通
の

地
盤
を
求
め
よ
う
と
し
て

い
つ
も
す
れ
違

っ
て
し
ま
う
、
そ
の
す
れ
違
い
を

通
し
て
、
自
ら
の
絶
対

的
実
在
性
の
感
得
と

は
別
の
仕
方
で

の
実
在
性
の
感

得
が
存
す
る
こ
と
を
、
我

々
は
探
り
当
て
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
す
れ
違

い
が
対

立
や
不

安
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
状
況
を
、
少

な
く
と
も
仏
教
と
キ

リ
ス
ト
教
に
関

し
て

は
、
我

々
は
既
に
卒
業
し
た
よ
う
に
思
う
。
他
者
と
分



か

り

合

っ

て

お

互

い

に

自

己

変

革

す

る

と

い

う

よ

り

も

、

他

者

が

い

る

こ

と

を

知

り

他

者

の

わ

か

ら

な

さ

を

大

切

に

守

る

対

話

と

い

う

も

の

が

あ

り

得

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

（
１

）
　
岸

英

司

編

『
宗

教

の
人

間

学

』

世

界

思

想

社

，

一
九

九

四

年

、
三

五

頁

。

（
２

）
　
中

村

元

「
宗

教

と

社

会

倫

理

」

岩

波

書

店

、

一
九

五

九

年

。

二
七

八
頁

。

（
３

）
　
Ｖ
.
　
Ａ
.
　
Ｓ
ｍ

ｉｔ
ｈ

，　
Ａ
ｓ
ｏ
ｋａ

，　
３ｒ
ｄ

．
　ｅ
ｄ
ｉｔ
ｉｏ
ｎ

「
　ｐ
.　
６
６
.

（
４
）
　
佐
々
木
閑
『
出
家
と
は
な
に
か
』
大
蔵
出
版
、
一
九
九
九
年
、
一
二
八
頁
。

（
５
）
　
Ｓ
・
B
・
『
増
支
部
経
典
』
八
―
一
二
。

（
６

）
　
参

考
、

柏
原

祐

泉

『
日
本

近

世

近

代

仏

教

史

の
研

究

』

平

楽

寺

書
店

、

一
九

六
九

年

。

吉

田

久

一

「
近

現

代

仏

教

の

歴

史

」

筑

摩

書

房

、

一

九
九

八
年

。

（
７

）
　
森

龍

吉

編

『
真

宗

資
料

集

成

第

十

三

巻
　

真

宗

思

想

の

近

代

化

』

同

朋

舎

、

一
九

七

七

年

、

三
六

〇

頁

。

（
８

）
　
「
然

し

狐

狸

の

信

仰

に
せ

よ

、
基

督

教

の

信

仰

に

せ

よ
，

其

の
方

の

信

仰

の

な

い
も

の

が

、

果

し
て

我

の
信

仰

と

エ
ｯ

セ

ン

ス
が

同

一
で

あ

る

と

い

ふ
こ

と

は
、

ど

う

し

て

わ

か

る

か

と

い

ふ
の

で

す

な

、

そ
れ

は

こ

う

で

す

。

わ

か
ら

な

い

の

で
す

。

そ

れ

で
す

か

ら
、

一
番

確

実

な

こ

と

は
、

私

で

い

へ
ぱ

浄

土
真

宗

の
信

仰

を

得

て

，

之

に

満

足

し

。
少

し

も

不

足

を

感
じ

て

居

な

い

と

い

ふ

こ

と

が

最

も

確

か

な

事

実

な

の

で
す

。
そ

こ

で

宗

教

の

フ

ン

ダ

メ

ン
タ

ル

。

プ

リ

ン

シ
プ

ル

は

同

じ

だ

と

は

思

ひ

ま

す
が

、

私

は

自

分

の

得

て

居

る

真

宗

の

信

仰

を

広

む

る

外

は

な

い

と

い

ふ

こ

と

に

な

る

の

で

す

。
」
（
同

書

、

三

六

一

頁

）

（
け

た

・

ま

さ

こ

、

宗

教

哲

学

、

京

都

大

学

教

授

）
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