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は
じ
め
に

　西
田
幾
多
郎
の
死
後
、
西
田
哲
学
は
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
、

各
自
の
哲
学
的
関
心
事
に
応
じ
て
多
様
な
展
開
を
み
せ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
中
で
も
、
西
田
か
ら
西
谷
啓
治
、
そ
し
て
上
田
閑
照
と
い
う
「
宗
教

哲
学
」
的
系
譜
は
、
京
都
学
派
の
現
代
的
展
開
と
し
て
世
界
的
に
最
も
注

目
さ
れ
て
い
る
。
西
谷
と
西
田
と
の
比
較
研
究
も
少
数
で
あ
る
が
存
在

し
、
両
者
の
思
想
的
関
係
が
徐
々
に
明
ら
か
と
な
り
つ
つ
あ
る）

1
（

。

　で
は
、
西
谷
に
よ
る
西
田
哲
学
の
受
容
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
の
だ

ろ
う
か
。
西
谷
と
西
田
の
思
想
的
関
係
は
、
決
し
て
西
田
哲
学
研
究
の
枠

に
収
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
西
谷
の
哲
学
的
関
心
事
か
ら
の
西
田
哲
学
の

問
い
直
し
と
い
う
西
田
哲
学
と
の
内
在
的
「
対
決
」
関
係
で
あ
っ
た
。
そ

の
試
み
は
主
著
『
宗
教
と
は
何
か
』（
一
九
六
一
）
に
お
い
て
結
実
す
る
。

西
谷
は
、
現
代
世
界
に
お
け
る
問
題
の
根
を
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
で
あ
る
と

看
守
し
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
超
克
と
い
う
西
田
に
は
な
い
歴
史
的
課
題
と
対

峙
す
る
こ
と
で
、「
無
の
哲
学
」
か
ら
新
た
な
現
代
的
可
能
性
を
引
き
出

そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
西
田
の
「
絶
対
無
」
で
は
な
く
、

「
空
の
立
場
」
と
い
う
別
の
言
葉
に
よ
っ
て
自
ら
の
哲
学
を
語
る
こ
と
を
、

西
谷
に
要
求
す
る
こ
と
に
な
る）

2
（

。

　そ
れ
で
は
、
西
谷
は
西
田
哲
学
の
何
を
継
承
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内

在
的
対
決
を
果
た
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
問
題
を
考
え
る
際

に
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、「
宗
教
的
要
求
」
で
あ
る
。「
宗
教
的
要
求
」

は
、
西
田
と
西
谷
と
が
共
有
す
る
数
少
な
い
言
葉
で
あ
る
と
同
時
に
、
両

者
の
宗
教
理
解
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
凝
縮
さ
れ
て
畳
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ

こ
で
本
稿
で
は
、
西
田
と
西
谷
と
の
「
宗
教
的
要
求
」
の
比
較
か
ら
浮
か

び
上
が
る
西
谷
哲
学
の
独
自
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　本
稿
は
以
下
の
よ
う
な
見
通
し
の
も
と
論
述
を
進
め
る
。
ま
ず
、
西
田

の
「
宗
教
的
要
求
」
の
内
容
を
、『
善
の
研
究
』（
一
九
一
一
）
の
記
述
に
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示
す
る
の
で
あ
る
。

　こ
の
西
田
の
宗
教
理
解
は
、
西
田
の
哲
学
的
立
場
で
あ
る
純
粋
経
験
に

よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
西
田
の
純
粋
経
験
論
を
特
徴
づ
け
る
形

而
上
学
的
性
格
は
、
実
在
の
成
立
の
根
本
に
「
統
一
的
或
る
も
の
」
と
し

て
「
無
限
の
統
一
」
の
働
き
を
み
る
点
で
あ
る）

5
（

。
こ
の
「
統
一
」
は
、
知

的
直
観
（intellektuelle Anschaung

）
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
と
西
田
は

言
う
。
西
田
は
、「
真
の
知
的
直
観
と
は
純
粋
経
験
に
於
け
る
統
一
作
用

其
者
で
あ
る
、
生
命
の
捕
捉
で
あ
る
」（N

1-42

）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

知
的
直
観
に
純
粋
経
験
論
に
お
け
る
最
も
根
源
的
な
位
置
づ
け
を
与
え
て

い
る
。
こ
の
知
的
直
観
が
問
題
と
な
る
の
は
、
宗
教
の
次
元
で
あ
る
と
西

田
は
考
え
て
い
る
。

真
の
宗
教
的
覚
悟
と
は
思
惟
に
基
づ
け
る
抽
象
的
知
識
で
も
な
い
、

ま
た
単
に
盲
目
的
感
情
で
も
な
い
、
知
識
お
よ
び
意
志
の
根
底
に
横

は
れ
る
深
遠
な
る
統
一
を
自
得
す
る
の
で
あ
る
、
即
ち
一
種
の
知
的

直
観
で
あ
る
、
深
き
生
命
の
捕
捉
で
あ
る
。（
中
略
）
そ
の
形
は
種
々

あ
る
べ
け
れ
ど
、
凡
て
の
宗
教
の
本
に
は
こ
の
根
本
的
直
覚
が
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。（N

1-45

）
　

西
田
に
よ
れ
ば
、
宗
教
的
覚
悟
は
、
宗
教
の
本
に
あ
る
根
本
的
直
覚
を
捉

え
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
統
一
そ
の
も
の
を

自
覚
（「
自
得
」）
す
る
し
か
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
西
田
は
思
惟
や
感
情
に

は
還
元
さ
れ
な
い
「
宗
教
」
の
独
自
性
を
、
何
か
し
ら
の
宗
教
的
事
象
や

教
義
で
は
な
く
、「
無
限
の
統
一
」
の
自
覚
に
お
い
て
み
よ
う
と
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
純
粋
経
験
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
宗
教
的
性
格
を
備

即
し
て
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
、
西
田
と
比
較
し
な
が
ら
、
西
谷
が
「
宗

教
的
要
求
」
に
込
め
た
意
図
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
西
田

か
ら
西
谷
と
い
う
思
想
的
展
開
の
内
実
を
明
ら
か
と
す
る
。

一

　西
田
幾
多
郎
に
お
け
る
「
宗
教
的
要
求
」

　西
田
の
「
宗
教
的
要
求
」
は
『
善
の
研
究
』
第
四
編
「
宗
教
」
第
一
章

「
宗
教
的
要
求
」
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
西
田
の

宗
教
論
は
第
二
章
「
宗
教
の
本
質
」
で
は
な
く
第
一
章
「
宗
教
的
要
求
」

か
ら
始
ま
る
点
で
あ
る
。
森
哲
郎
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
章
立
て
に

は
、
宗
教
的
本
質
に
先
立
っ
て
「
宗
教
的
要
求
」
が
宗
教
の
根
元
に
あ
る

と
い
う
、
西
田
の
宗
教
理
解
の
基
本
的
立
場
が
示
さ
れ
て
い
る）

3
（

。
こ
れ
は
、

西
田
が
『
善
の
研
究
』
に
お
い
て
第
二
編
「
実
在
」
の
前
に
第
一
編
「
純

粋
経
験
」
を
配
し
た
こ
と
に
も
通
ず
る
こ
と
で
あ
る
。

　第
二
章
「
宗
教
の
本
質
」
の
冒
頭
に
お
い
て
西
田
は
宗
教
を
「
神
と
人

と
の
関
係
」（N

1-169

）
と
定
義
す
る
。
こ
の
定
義
の
是
非
は
別
と
し
て）

4
（

、

こ
こ
で
西
田
の
言
う
「
宗
教
」
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
西
洋
の
宗
教
理

解
を
背
景
と
し
て
い
る
。
し
か
し
西
田
は
、
神
を
「
宇
宙
の
根
本
」（N

1-
173

）
と
言
う
が
、
そ
の
意
味
は
世
界
の
外
に
お
け
る
超
越
的
な
存
在
と

し
て
で
は
な
く
、「
直
に
こ
の
実
在
の
根
底
」
で
あ
り
、「
宇
宙
は
神
の
所

作
物
で
は
な
く
、
神
の
表
現
」（N

1-178

）
だ
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
西

田
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
宗
教
定
義
か
ら
出
発
し
な
が
ら
も
、
神
と
世
界

と
を
同
一
視
す
る
と
い
う
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
か
ら
言
え
ば
神
の
人
格

性
を
否
定
し
う
る
立
場
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
退
け
ら
れ
る
宗
教
理
解
を
提
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つ
い
て
確
認
し
た
。
以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
、
西
田
の
「
宗
教
的
要
求
」

の
内
容
を
確
認
し
よ
う
。

「
宗
教
的
要
求
」
は
以
下
の
引
用
に
お
い
て
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

宗
教
的
要
求
は
自
己
に
対
す
る
要
求
で
あ
る
。
自
己
の
生
命
に
就
い

て
の
要
求
で
あ
る
。
我
々
の
自
己
が
そ
の
相
対
的
に
し
て
有
限
な
る

こ
と
を
覚
知
す
る
と
共
に
、
絶
対
無
限
の
力
に
合
一
し
て
之
に
由
り

て
永
遠
の
真
生
命
を
得
ん
と
欲
す
る
の
要
求
で
あ
る
。（
中
略
）
真

正
の
宗
教
は
自
己
の
変
換
、
生
命
の
革
新
を
求
め
る
の
で
あ
る
。

（N
1-169

）
　

我
々
は
自
己
の
安
心
の
為
に
宗
教
を
求
め
る
の
で
は
な
い
、
安
心
は

宗
教
よ
り
来
た
る
結
果
に
す
ぎ
な
い
。
宗
教
的
要
求
は
我
々
の
已
ま

ん
と
欲
し
て
已
む
能
は
ざ
る
大
な
る
生
命
の
要
求
で
あ
る
。
厳
粛
な

る
意
志
の
要
求
で
あ
る
。
宗
教
は
人
間
の
目
的
其
者
で
あ
っ
て
、
決

し
て
他
の
手
段
と
す
べ
き
者
で
は
な
い
の
で
あ
る
。（N

1-170

）

西
田
は
宗
教
を
安
心
の
た
め
の
手
段
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
否
定
す

る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
同
様
の
功
用
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
う
る
芸
術

や
文
化
と
の
差
異
は
な
く
な
り
、
宗
教
が
生
き
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る

と
は
必
ず
し
も
言
え
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
西
田
は
宗
教
を
生

命
の
本
来
の
基
礎
を
開
示
す
る
「
人
間
の
目
的
其
者
」
と
し
て
理
解
す
る
。

「
宗
教
的
要
求
」
と
は
、「
自
己
の
生
命
に
就
い
て
の
要
求
」
と
い
う
「
大

な
る
生
命
」
に
よ
る
自
己
に
対
す
る
働
き
か
け
の
現
れ
で
あ
る
。「
宗
教

的
要
求
」
に
よ
っ
て
自
己
は
「
我
々
の
自
己
が
そ
の
相
対
的
に
し
て
有
限

な
る
こ
と
を
覚
知
す
る
」
と
い
う
有
限
性
の
覚
知
を
促
さ
れ
、「
永
遠
の

え
て
い
る
の
で
あ
る）

6
（

。

　以
上
か
ら
西
田
の
宗
教
論
に
お
い
て
重
要
な
点
は
、
ど
の
宗
教
か
と
い

う
問
題
で
は
な
く
、
統
一
に
お
け
る
宗
教
性
の
深
さ
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
西
田
は
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
な
ど
の
影
響
を
強
く
受
け
な
が
ら
も
、

特
定
の
宗
教
的
伝
統
に
立
っ
て
宗
教
を
考
察
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

『
善
の
研
究
』
に
お
い
て
宗
教
と
い
う
語
は
多
義
的
な
仕
方
で
用
い
ら
れ

て
は
い
る
が
、
宗
教
を
純
粋
経
験
か
ら
捉
え
る
こ
と
で
、「
深
き
生
命
」

と
し
て
人
間
の
営
為
の
根
源
的
事
象
と
み
な
す
態
度
は
一
貫
し
て
い
る
の

で
あ
る）

7
（

。

　西
田
の
「
要
求
」
も
こ
の
「
統
一
作
用
」
と
の
連
関
か
ら
理
解
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
西
田
は
善
を
、
自
己
以
外
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、「
意

識
の
最
深
な
る
統
一
作
用
で
あ
っ
て
即
ち
自
己
其
物
の
活
動
」
か
ら
考
え

る
。
つ
ま
り
、
純
粋
経
験
に
お
け
る
主
客
合
一
的
な
る
意
識
統
一
作
用
は

我
々
の
内
面
（「
自
己
其
者
の
性
質
」）
か
ら
「
要
求
」
と
し
て
現
れ
、
そ

の
よ
う
な
統
一
へ
の
「
内
面
的
要
求
の
声
」
の
実
現
が
「
善
」
な
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
善
の
究
明
に
お
い
て
語
ら
れ
る
西
田
の
「
要
求
」
は

「
意
識
の
最
深
な
る
統
一
作
用
」
か
ら
発
せ
ら
れ
た
「
自
己
の
力
」
で
あ

る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、「
要
求
」
と
は
「
天
性
自
然
」（N

I-145
）

の
発
揮
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
自
己
そ
の
も
の
の
根
源
か
ら
発
せ
ら
れ

る
。
西
田
に
お
い
て
「
要
求
」
は
、「
花
を
見
、
音
を
聞
く
」
と
い
っ
た

単
純
な
経
験
か
ら
欲
望
だ
け
で
な
く
、「
意
志
の
原
因
」
に
も
届
き
う
る

よ
う
な
幅
広
い
使
わ
れ
方
が
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　こ
こ
ま
で
の
議
論
で
、
西
田
の
宗
教
理
解
と
「
要
求
」
の
位
置
づ
け
に
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の
か
ら
発
せ
ら
れ
る
要
求
で
あ
り
、
こ
の
要
求
が
後
に
「
場
所
」
と
し
て

体
系
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
大
な
る
生
命
の
要
求
」
で
あ
る
「
宗
教
的

要
求
」
は
、
こ
の
よ
う
な
場
所
の
自
覚
的
な
自
己
限
定
に
ほ
か
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

　そ
れ
で
は
、
西
谷
は
こ
の
よ
う
な
西
田
の
宗
教
理
解
と
「
宗
教
的
要
求
」

を
い
か
に
し
て
展
開
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

二

　『善
の
研
究
』
か
ら
『
宗
教
と
は
何
か
』
へ

　ま
ず
は
『
宗
教
と
は
何
か
』
に
お
け
る
「
宗
教
的
要
求
」
の
記
述
か
ら
、

西
谷
に
お
け
る
西
田
の
影
響
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
こ
う
。
西
谷
は
「
宗

教
的
要
求
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

宗
教
と
い
ふ
も
の
は
何
時
で
も
、
各
人
自
身
に
と
っ
て
の
各
人
自
身

の
事
柄
で
あ
る
。
文
化
の
よ
う
に
、
各
人
に
関
係
し
た
事
柄
で
あ
り

な
が
ら
同
時
に
誰
で
も
自
分
自
身
の
事
柄
に
し
な
く
て
済
む
、
と
い

ふ
や
う
な
問
題
で
は
な
い
。
従
っ
て
ま
た
、
宗
教
が
何
で
あ
る
か
と

い
ふ
こ
と
は
外
か
ら
理
解
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
即
ち
、
宗
教
的

要
求
の
み
が
宗
教
の
何
で
あ
る
か
を
理
解
す
る
鍵
で
あ
り
、
そ
れ
以

外
に
は
宗
教
を
理
解
す
る
道
は
な
い
。（10-4

）

宗
教
を
「
各
人
自
身
の
事
柄
」
で
あ
る
と
す
る
見
方
は
、
西
田
の
自
己
の

内
面
的
要
求
か
ら
宗
教
を
問
題
と
し
た
態
度
と
共
通
し
て
い
る
。
西
谷
は

宗
教
を
現
実
に
お
け
る
様
々
な
宗
教
的
事
象
か
ら
で
は
な
く
、
西
田
の
よ

う
に
生
の
根
源
か
ら
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
人
生
に
於
け
る
宗
教
の
必

然
性
」
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
西
谷
は
宗
教
を
ど
の
よ

真
生
命
」
へ
の
自
覚
へ
と
突
き
動
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　こ
う
し
た
宗
教
理
解
に
た
つ
西
田
に
と
っ
て
真
正
の
宗
教
は
「
自
己
の

変
換
、
生
命
の
革
新
」
を
求
め
て
く
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
西
田
に
よ

れ
ば
「
自
己
の
変
換
」
は
「
主
観
的
統
一
を
棄
て
て
客
観
的
統
一
に
一
致

す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
主
客
合
一
の
状
態
」
が
得
ら
れ

る
と
さ
れ
る
（N

1-171
）。
た
だ
し
、
こ
の
「
主
客
合
一
の
状
態
」
は
、

到
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
獲
得
さ
れ
る
よ
う
な
目
的
で
は
な
い
。

「
意
識
は
い
か
に
分
化
発
展
す
る
に
し
て
も
到
底
主
客
合
一
の
統
一
よ
り

離
れ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
」、
主
客
合
一
の
状
態
は
「
意
識
の
根
本
要
求
で

あ
る
の
み
な
ら
ず
又
実
に
意
識
の
本
来
の
状
態
」
な
ど
の
言
葉
か
ら
も
、

主
客
合
一
の
状
態
は
意
識
発
展
の
目
的
そ
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時

に
い
つ
で
も
主
客
合
一
の
直
下
の
状
態
に
あ
る
。
か
か
る
自
己
か
ら
発
せ

ら
れ
る
大
な
る
自
己
の
要
求
は
、
通
常
の
我
々
の
意
識
に
常
に
働
き
か
け

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
の
我
々
は
そ
れ
に
対
し
て
無
自
覚
な
の
で

あ
る
。

　た
だ
し
注
意
す
べ
き
は
、「
宗
教
的
要
求
」
は
自
己
の
要
求
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
自
己
が
要
求
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。「
宗
教

的
要
求
」
は
、
自
己
の
有
限
性
の
自
覚
に
よ
っ
て
、
対
象
論
理
の
立
場
か

ら
主
客
合
一
の
根
源
的
方
向
へ
と
超
え
出
て
、
根
源
的
統
一
を
自
覚
的
に

得
よ
う
と
す
る
要
求
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
物
と
な
っ
て
見
、
物
と
な
っ

て
聞
く
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
事
象
が
ど
こ
ま
で
も
事
象
自
身
を
語
る
と

い
う
事
態
が
、
即
ち
自
己
の
主
体
的
な
存
在
の
開
け
と
い
う
自
覚
と
し
て

成
立
す
る
の
で
あ
る
。「
宗
教
的
要
求
」
と
は
主
客
相
互
の
働
き
そ
の
も



157 │ 西谷啓治における「宗教的要求」

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

│
と
い
ふ
の
は
、
非
宗
教
的
な
立
場
に
お
け
る
、
宗

教
へ
の
無
関
心
と
い
ふ
こ
と
も
、
こ
こ
で
は
既
に
一
種
の
関
係
で
あ

る
か
ら

│
に
身
を
お
い
て
の
省
察
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
総
じ
て
宗

教
と
い
ふ
も
の
を
問
題
と
す
る
限
り
、
或
る
特
定
の
宗
教
の
信
条
や

教
義
に
立
脚
は
し
な
い
。
従
っ
て
、
さ
う
い
ふ
も
の
に
関
説
す
る
場

合
で
も
、
い
は
ば
一
応
そ
れ
ら
を
括
弧
に
入
れ
た
上
で
の
こ
と
で
あ

る
。（10-4

）

こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
宗
教
と
い
う
言
葉
は
、
宗
教
的
事
象
ど
こ
ろ
か
彼

岸
と
此
岸
な
ど
の
区
別
す
ら
な
い
、
あ
る
錯
綜
し
た
事
象
し
か
指
し
示
し

て
い
な
い
。
西
谷
に
と
っ
て
、
現
代
に
お
い
て
そ
も
そ
も
あ
る
事
象
が

「
宗
教
的
」
で
あ
る
こ
と
を
自
明
の
前
提
と
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
ほ
と

ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
宗
教
と
い
う
存
在
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

ほ
ど
、
宗
教
は
弱
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　な
ぜ
な
ら
ば
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
到
来
の
た
め
に
何
を
も
っ
て
「
宗
教
的
」

と
言
う
の
か
、
そ
の
基
準
そ
の
も
の
が
揺
ら
い
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

し
て
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
問
題
と
す
る
限
り
、
西
谷
は
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
な

ど
の
特
殊
宗
教
だ
け
で
は
な
く
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
帰
結
と
し
て
生
ま
れ
た

「
非
宗
教
」
や
「
反
宗
教
」
ま
で
問
題
の
範
囲
に
含
め
ざ
る
を
え
な
い
。

西
谷
は
、
事
実
と
し
て
の
宗
教
自
体
の
存
在
が
揺
れ
動
き
、
そ
も
そ
も
そ

れ
が
宗
教
か
ど
う
か
自
体
を
問
わ
せ
る
よ
う
な
不
確
定
要
素
が
ま
す
ま
す

増
大
す
る
状
況
に
身
を
置
き
つ
つ
思
索
を
試
み
る
の
で
あ
る
。

　一
方
に
お
い
て
、
西
谷
は
、
従
来
の
宗
教
哲
学
が
自
明
の
所
与
と
し
て

う
に
問
題
と
す
べ
き
か
を
提
示
し
た
上
で
、
宗
教
を
理
解
す
る
鍵
は
「
宗

教
的
要
求
」
の
み
で
あ
り
、「
そ
れ
以
外
に
は
宗
教
を
理
解
す
る
道
は
な

い
」
と
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
西
谷
は
西
田
の
宗
教
に
対
す
る
基
本
的
態

度
を
確
か
に
継
承
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　で
は
、
西
谷
は
西
田
の
「
宗
教
的
要
求
」
を
い
か
に
展
開
し
た
の
か
。

そ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
ま
ず
、
両
者
を
決
定
的
に
分
か
つ
西
田

に
は
な
い
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う
西
谷
の
問
題
意
識
が
、
西
谷
の
宗
教
に
対

す
る
思
索
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
に
つ
い
て
確
認
す
る
必

要
が
あ
る
。

　西
谷
は
自
ら
の
思
想
の
出
発
点
が
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
で
あ
る
こ
と
を
明

ら
か
と
し
て
い
る
が
、
西
谷
が
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
の
対
峙
に
お
い
て
直
面
し

た
問
題
は
何
か
。
そ
れ
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
「
通
常
の
虚
無
が
克
服
さ
れ

る
宗
教
の
次
元
に
、
な
い
し
は
そ
れ
と
等
し
い
高
さ
（
或
い
は
深
さ
）
の

次
元
に
、
再
び
虚
無
が
現
は
れ
た
」（11-191

）
こ
と
で
あ
る
。
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
は
、
倫
理
や
宗
教
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
る
次
元
の
虚
無
と
は
異
な

り
、
人
生
に
意
味
づ
け
を
試
み
る
す
べ
て
の
も
の
、
特
に
倫
理
や
宗
教
へ

の
懐
疑
の
性
格
を
含
ん
だ
精
神
的
病
と
言
え
る
。
懐
疑
に
付
さ
れ
自
ら
の

立
場
そ
の
も
の
が
問
い
と
化
し
た
当
の
倫
理
や
宗
教
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を

前
に
し
て
も
は
や
無
力
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
西

谷
の
思
索
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　西
谷
の
基
本
的
立
場
を
『
宗
教
と
は
何
か
』
の
緒
言
に
お
け
る
記
述
か

ら
確
認
す
る
。
ま
ず
着
目
す
べ
き
は
、
西
谷
は
自
ら
の
省
察
を
以
下
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
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の
段
階
に
於
て
、
初
め
て
宗
教
が
必
要
と
な
り
、
生
に
於
け
る
宗
教

の
必
然
性
が
自
覚
さ
れ
て
来
る
。
我
々
は
果
た
し
て
何
の
た
め
に
あ

る
か
、
我
々
自
身
の
存
在
が
、
或
は
人
生
と
い
ふ
も
の
が
、
結
局
に

於
て
無
意
味
な
の
で
は
な
い
か
、
或
は
も
し
何
ら
か
の
意
味
や
意
義

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
さ
う
い
ふ
や
う
に

我
々
の
存
在
の
意
味
が
疑
問
に
な
り
、
我
々
に
と
っ
て
問
ひ
と
な
る

と
共
に
、
宗
教
的
要
求
が
我
々
の
内
か
ら
生
起
し
て
来
る
。（10-5

）

　ま
ず
、
宗
教
を
人
間
の
手
段
で
は
な
く
目
的
そ
の
も
の
と
考
え
る
西
田

の
宗
教
理
解
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
到
来
に
よ
っ
て
目
的
論
的
な
宗
教
の
存

在
意
義
が
失
わ
れ
た
状
況
に
お
い
て
宗
教
を
問
う
た
め
の
手
が
か
り
と
な

る
。
宗
教
の
意
味
が
失
わ
れ
る
と
い
う
宗
教
に
と
っ
て
の
危
機
的
状
況

は
、
裏
面
に
お
い
て
は
真
正
の
宗
教
に
つ
な
が
り
う
る
と
い
う
、
積
極
的

な
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　さ
ら
に
西
谷
は
、
自
己
の
有
限
性
の
自
覚
を
、「
我
々
の
存
在
の
意
味

が
疑
問
」
と
な
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
的
事
態
と
し
て
受
け
取
り
直
そ
う
と
す

る
）
11
（

。
西
田
は
『
善
の
研
究
』
に
お
い
て
「
宗
教
的
要
求
」
の
合
一
の
要
求

に
つ
い
て
は
繰
り
返
し
扱
う
が
、
自
己
に
と
っ
て
「
宗
教
的
要
求
」
を
覚

知
す
る
た
め
の
根
本
的
契
機
と
な
る
は
ず
の
有
限
性
の
自
覚
は
言
及
す
る

に
止
ま
っ
て
い
た
。
西
谷
は
、
そ
の
有
限
性
の
自
覚
を
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問

題
か
ら
実
存
的
に
掘
り
下
げ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　有
限
性
の
自
覚
は
、
自
ら
が
基
礎
づ
け
る
も
の
を
何
も
持
た
な
い
虚
無

的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
露
呈
さ
せ
る
。
こ
の
「
基
礎
づ
け
る
も
の
を
何
も

も
た
な
い
」
と
は
、「
も
の
」
自
身
の
底
に
底
の
み
え
な
い
「
無
」
が
開

い
た
十
九
世
紀
の
内
在
的
な
哲
学
が
行
っ
た
よ
う
な
理
性
や
人
間
本
性
に

宗
教
哲
学
の
根
拠
を
見
出
す
こ
と
が
、
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る）

8
（

。
そ
こ
で
西
谷
は
従
来
の
宗
教
哲
学
を
も
解
体
し
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
理
性
へ
の
懐
疑
を
も
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
新
た
な

宗
教
哲
学
を
構
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　以
上
か
ら
西
谷
は
、
哲
学
自
体
の
根
底
的
問
い
直
し
と
宗
教
自
体
の
根

底
的
問
い
直
し
と
が
交
差
す
る
地
点
を
自
ら
の
思
索
の
場
所
と
せ
ざ
る
を

え
な
い
。「
宗
教
と
は
何
か
」
と
い
う
表
題
は
、「
心
霊
的
事
実
」
と
し
て

宗
教
の
存
在
を
疑
う
こ
と
の
な
か
っ
た
西
田
の
宗
教
理
解
の
も
う
一
段
階

手
前
か
ら
思
索
を
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ

る
）
9
（

。

三

　ニ
ヒ
リ
ズ
ム
か
ら
の
「
宗
教
的
要
求
」
の
問
い
直
し

　ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
対
峙
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
西
谷
が
西
田
に
は
な
い
宗
教

的
問
題
と
直
面
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
西
谷
は

西
田
の
純
粋
経
験
に
よ
る
宗
教
的
立
場
を
継
承
し
、
ま
た
い
か
に
し
て
そ

れ
を
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
へ
と
対
応
せ
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
か）
10
（

。

　西
谷
の
西
田
哲
学
の
継
承
と
展
開
と
い
う
試
み
の
内
実
を
、
以
下
の
引

用
の
検
討
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
。

宗
教
は
、
外
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
我
々
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
と
い

は
れ
る
そ
の
同
じ
生
の
段
階
で
は
、
決
し
て
必
要
で
は
な
い
。
た
だ

他
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
必
要
性
を
失
ふ
と
こ
ろ
、
そ
の
功
用
性
を
発

揮
し
得
な
く
な
る
と
こ
ろ
、
其
等
が
す
べ
て
役
に
立
た
な
く
な
る
生
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的
要
求
」
を
場
所
の
論
理
に
よ
っ
て
「
絶
対
無
」
の
哲
学
と
し
て
体
系
化

す
る
が
、
虚
無
の
否
定
性
は
、「
絶
対
無
」
の
「
絶
対
」
を
も
虚
脱
化
し
、

「
絶
対
無
」
が
よ
っ
て
た
つ
存
在
論
そ
の
も
の
の
存
立
さ
え
も
危
う
く
す

る
。
上
田
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う
歴
史
的
事
態
の
到

来
の
中
で
、
既
成
概
念
化
し
て
い
た
「
絶
対
無
」
は
「
虚
無
性
の
中
で
宙

に
浮
い
た
も
の
」
と
な
り
、「
そ
の
ま
ま
で
は
働
か
な
い
も
の
」
に
な
っ

て
い
る）
12
（

。
そ
こ
で
、
リ
ア
ル
な
事
実
世
界
を
思
弁
に
よ
っ
て
論
理
化
す
る

こ
と
で
事
象
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
失
わ
な
い
た
め
に
、「
宗
教
的
要
求
」
を

人
間
の
「
も
と
」
と
し
て
「
実
在
の
実
在
的
な
自
覚
」
と
い
う
角
度
か
ら

探
求
す
る
事
に
よ
っ
て
、
西
田
以
上
に
「
理
」
を
絶
し
た
「
事
」
へ
と
徹

底
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
試
み
と
し
て
結
実
し
た
西
谷

の
宗
教
哲
学
的
立
場
が
「
空
の
立
場
」
で
あ
っ
た
。
西
谷
に
お
け
る
「
宗

教
的
要
求
」
に
は
、
西
谷
が
西
田
と
同
じ
よ
う
に
「
宗
教
と
哲
学
」
と
が

切
れ
合
う
最
内
奥
と
も
い
う
べ
き
境
地
に
お
い
て
思
索
す
る
こ
と
の
表
明

で
あ
る
と
と
も
に
、
自
ら
が
引
き
受
け
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う
歴
史
的
課

題
に
お
い
て
西
田
哲
学
を
問
い
直
そ
う
と
す
る
決
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
西
田
か
ら
受
け
継
い
だ
「
宗
教
的
要
求
」
は
、

西
谷
自
身
の
問
題
意
識
の
も
と
で
大
き
く
開
花
し
て
い
る
と
言
え
る
。
西

谷
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
も
応
答
し
う
る
可
能
性
を
西
田
哲
学
に
み
て
と

り
、
経
験
の
直
接
性
に
立
脚
す
る
こ
と
を
継
承
し
自
ら
の
哲
学
の
基
礎
に

か
れ
て
く
る
こ
と
を
意
味
し
、
自
己
は
「
無
」
か
ら
改
め
て
自
ら
を
立
脚

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
西
谷
は
、「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
通
し
て

の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
超
克
」
と
い
う
虚
無
を
足
が
か
り
と
し
た
ラ
デ
ィ
カ
ル

な
方
向
に
活
路
を
見
出
し
、
生
の
根
源
的
「
無
」
の
実
相
を
ど
こ
ま
で
も

深
く
自
覚
化
し
て
い
く
道
程
を
跡
付
け
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
西

谷
の
「
リ
ア
ル
」
は
『
善
の
研
究
』
に
お
け
る
「
実
在
」
の
議
論
を
踏
ま

え
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
が
、「
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
虚
無
に
帰
す
る
と

言
わ
れ
る
や
う
な
場
合
、
虚
無
は
リ
ア
ル
に
厳
然
す
る
と
い
ふ
こ
と
も
い

へ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
意
味
が
拡
大
さ
れ
て
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　こ
の
よ
う
に
、
有
限
性
の
自
覚
の
覚
知
は
、
我
々
の
生
の
根
底
に
虚
無

の
地
平
を
開
く
根
本
的
転
換
と
し
て
、
西
田
と
は
異
な
る
様
相
を
帯
び
る

こ
と
に
な
る
。
西
谷
は
「
虚
無
の
自
覚
は
自
己
自
身
の
自
覚
」
に
ほ
か
な

ら
ず
、
自
己
が
疑
う
と
い
う
意
識
の
極
み
に
お
い
て
「
意
識
│
自
己
意
識

の
場
」
を
破
る
も
の
が
自
己
の
根
底
か
ら
現
れ
る
と
考
え
る
。
こ
の
「
大

疑
現
前
」
と
い
う
「
疑
」
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
西
谷
は
宗
教
の
独
自
性
を
み

て
と
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
西
谷
の
「
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
の
一
切
の
存
在
が
、
一
括
し
て
一
個
の
疑
問
符
に
化
す
る
」（10-

23

）
と
い
う
徹
底
的
な
懐
疑
を
突
き
詰
め
る
要
求
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

　こ
の
実
存
に
お
け
る
虚
無
の
絶
対
否
定
性
の
自
覚
が
、
西
谷
に
、
西
田

哲
学
に
は
な
い
新
た
な
局
面
を
開
示
す
る
こ
と
に
な
る
。
西
田
は
「
宗
教
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本
稿
に
お
い
て
主
に
扱
う
西
谷
の
著
作
の
巻
数
と
収
録
論
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

『
西
田
幾
多
郎
全
集

　第
一
巻
』『
善
の
研
究
』

『
西
谷
啓
治
著
作
集

　第
一
〇
巻
』『
宗
教
と
は
何
か
』

　（1
）
西
田
と
西
谷
と
の
比
較
研
究
は
以
下
の
論
文
が
挙
げ
ら
れ
る
。
大
橋
良
介
「
西

田
哲
学
の
「
突
破
」│
西
谷
啓
治
の
西
田
哲
学
批
判

│
」
京
都
宗
教
哲
学
会

編
『
渓
聲
西
谷
啓
治
』
一
九
九
三
年
、
一
六
九
│
二
〇
〇
頁
。
氣
多
雅
子
「
京

都
学
派
と
宗
教
哲
学

│
西
田
幾
多
郎
か
ら
西
谷
啓
治
へ

│
」『
哲
学
研
究
』

第
五
八
一
号
、
二
〇
〇
六
年
、
二
九
│
五
三
頁
。
森
哲
郎
「
禅
仏
教
と
京
都
学

派
：『
十
牛
図
』
か
ら
見
た
京
都
学
派
の
〈
場
所
〉
論
」『
京
都
産
業
大
学
日
本

文
化
研
究
所
紀
要
』
京
都
産
業
大
学
、
二
〇
〇
三
年
、
二
〇
四
│
二
二
五
頁
。

　（2
）
上
田
閑
照
は
、「
西
田
に
よ
っ
て
思
索
の
冒
険
か
ら
創
出
さ
れ
、
し
か
し
次
の

世
代
で
は
一
つ
の
使
え
る
概
念
と
し
て
早
く
も
既
成
化
し
て
い
た
根
本
範
疇

『
絶
対
無
』
は
、
そ
の
間
に
急
速
に
世
界
現
実
と
な
っ
た
東
西
な
き
表
層
的
『
一

つ
の
世
界
』
の
虚
無
性
の
な
か
で
宙
に
浮
い
た
も
の
と
な
っ
た
」（『
折
々
の
思

想
』
燈
影
舎
、
二
〇
一
〇
年
、
一
四
〇
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

　（3
）
森
哲
郎
「〈
場
所
と
即
非
〉│「
行
為
の
論
理
」
と
し
て
」『
西
田
哲
学
会
年

報
』
第
一
二
号
、
二
〇
一
五
年
、
三
四
頁
。

　（4
）
氣
多
雅
子
は
『
西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』』
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
一
年
、
一

一
〇
│
一
一
一
頁
に
お
い
て
、
西
田
が
検
討
を
加
え
る
こ
と
な
く
自
明
の
こ
と

と
し
て
宗
教
を
定
義
し
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
、
当
時
の
宗
教
概
念
に
関
す
る

歴
史
的
状
況
と
の
関
係
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
西
田
の
考
察
は
歴
史
的
宗
教
の

多
様
性
が
踏
ま
え
ら
れ
て
お
り
、
宗
教
哲
学
の
基
礎
と
な
る
視
座
を
獲
得
し
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
西
田
の
宗
教
に
対
す
る
態
度
は
、
特
定
の
宗
教

に
依
拠
す
る
こ
と
な
く
、
中
立
的
な
立
場
を
貫
い
て
い
る
。

　（5
）
こ
の
形
而
上
学
的
性
格
は
、
あ
く
ま
で
も
経
験
の
「
内
」
に
お
い
て
捉
え
ら

れ
る
超
越
性
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
西
谷
は
純
粋
経
験
論
の
哲

学
的
意
義
を
、
経
験
論
に
お
い
て
形
而
上
学
の
道
を
開
い
た
こ
と
に
み
て
い
る
。

　（6
）
『
善
の
研
究
』
に
お
け
る
西
田
の
そ
れ
ぞ
れ
の
章
の
考
察
が
、
宗
教
を
主
題
と

し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
必
ず
宗
教
の
言
及
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
、

置
い
た
。
一
方
に
お
い
て
、「
宗
教
的
要
求
」
は
意
識
統
一
の
要
求
で
あ

る
と
い
う
「
根
底
か
ら
」
と
い
う
方
向
を
翻
し
て
、
何
が
真
の
実
在
か
を

リ
ア
ル
に
求
め
て
い
く
と
い
う
「
根
底
へ
の
」
道
程
と
し
て
捉
え
返
す
こ

と
に
よ
り
、
虚
無
や
悪
と
い
っ
た
西
田
の
純
粋
経
験
論
に
お
い
て
十
分
に

論
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
問
題
を
射
程
に
お
さ
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
自
ら
の
問
題
関
心
か
ら
西
田
哲
学
が
は
ら
ん
で
い
た
問
題

点
を
内
在
的
に
突
破
し
よ
う
と
し
た
西
谷
の
試
み
の
結
果
で
あ
る
。

　こ
の
よ
う
な
方
向
に
問
題
を
推
し
進
め
る
こ
と
は
「
宗
教
的
な
生
き
方

の
独
自
性
、
宗
教
と
哲
学
と
の
根
本
的
な
相
違
」
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る

一
方
に
お
い
て
、
哲
学
と
の
接
続
を
遠
く
す
る
一
面
を
持
つ
。
そ
の
意
味

に
お
い
て
、
西
谷
の
論
考
は
宗
教
哲
学
的
性
格
が
強
い
思
索
で
あ
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
「
哲
学
以
前
」
を
主
題
と
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
西
谷
の
思
索
に
西
田
と
は
異
な
る
独
自
の
世
界
観
を
切
り
開
い
て
い

る
の
で
あ
る
。

　た
だ
し
、
字
数
の
関
係
か
ら
後
半
部
分
の
西
谷
の
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
や

「
実
在
性
」
の
理
解
に
関
す
る
考
察
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て

い
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

凡
例
：
本
稿
に
お
け
る
西
田
幾
多
郎
と
西
谷
啓
治
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
西

田
幾
多
郎
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
全
十
九
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
年
〜
一
九
八

〇
年
と
西
谷
啓
治
『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
全
二
六
巻
、
創
文
社
、
一
九
八
五
年
〜
一

九
九
五
年
に
よ
る
。『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
か
ら
の
引
用
は
（
N
巻
数
│
頁
数
）
で
示

し
、『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
か
ら
の
引
用
は
（
巻
数
│
頁
数
）
に
よ
っ
て
示
し
た
。
な

お
、
引
用
文
に
つ
い
て
は
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
、
旧
仮
名
遣
い
は
現
代
仮
名
遣
い

に
適
宜
改
め
て
あ
る
。
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（
な
が
お
か
・
て
つ
ろ
う
、
京
都
学
派
の
宗
教
哲
学
、 

京
都
大
学
非
常
勤
講
師
）

純
粋
経
験
の
宗
教
性
の
表
れ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　（7
）
西
田
の
宗
教
理
解
が
一
定
性
に
欠
け
る
理
由
は
、
西
田
の
時
代
に
お
い
て
は

ま
だ
日
本
に
宗
教
概
念
が
導
入
さ
れ
て
か
ら
時
間
が
た
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
宗
教
概
念
そ
の
も
の
の
検
討
ま
で
に
は
思
索
が
届
か
な
か
っ
た
た
め
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

　（8
）
「
従
来
の
宗
教
哲
学
は
、
十
九
世
紀
に
お
け
る
古
典
的
な
諸
体
系
以
来
、
概
ね

理
性
と
か
直
観
や
感
情
と
か
の
や
う
な
、
人
間
に
『
内
在
的
』
な
も
の
に
立
脚

し
て
い
る
。
然
も
立
場
の
さ
う
い
ふ
設
定
は
、
後
期
シ
ェ
リ
ン
グ
、
シ
ョ
ー
ペ

ン
ハ
ウ
エ
ル
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
乃
至
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
や
マ
ル
ク
ス

な
ど
の
思
想
を
生
ん
だ
問
題
状
況
を
通
し
て
、
就
中
ニ
イ
チ
ェ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

の
如
き
立
場
の
出
現
に
よ
っ
て
、
も
は
や
不
可
能
に
な
っ
た
と
い
ふ
の
が
著
者

の
考
へ
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
の
省
察
は
、
従
来
の
宗
教
哲
学
の
立
場
が
破

れ
た
と
こ
ろ
、
乃
至
は
そ
の
立
場
が
突
破
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
立
脚
し
て
い
る
。」

（10-5

）。

　（9
）
西
田
と
西
谷
と
の
宗
教
に
対
す
る
態
度
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
氣
多
雅
子
「
京

都
学
派
と
宗
教
哲
学

│
西
田
幾
多
郎
か
ら
西
谷
啓
治
へ
」『
哲
学
研
究
』
第
五

八
一
号
、
京
都
哲
学
会
、
二
〇
〇
六
年
、
二
九
│
五
三
頁
に
詳
し
い
。
氣
多
は

こ
こ
で
西
田
と
西
谷
と
の
宗
教
哲
学
の
全
体
像
を
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
を
通
じ

て
、
両
者
の
独
自
性
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。

　（10
）
そ
の
問
題
と
は
、
虚
無
や
悪
と
い
っ
た
問
題
が
純
粋
経
験
か
ら
明
確
に
位
置

づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
同
様
の
批
判
は
田
辺
に
よ
っ
て
も
提

出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　（11
）
後
期
に
な
る
と
西
田
も
こ
の
有
限
性
に
着
目
し
て
宗
教
に
つ
い
て
論
じ
る
よ

う
に
な
る
。
た
だ
し
、
私
見
で
は
あ
る
が
、
西
谷
の
西
田
哲
学
へ
の
注
目
は
『
善

の
研
究
』
に
お
け
る
直
接
経
験
の
哲
学
的
可
能
性
に
集
中
的
に
注
が
れ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
西
谷
は
こ
の
西
田
哲
学
の
原
点
を
自
ら
の
問
題
圏
に
即
し

て
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　（12
）
上
田
閑
照
『
折
々
の
思
想
』
燈
影
舎
、
二
〇
一
〇
年
、
一
四
一
│
一
四
二
頁
。


