
清
沢
満
之
の
倫
理
思
想

林

　
　

信

康

(
一
)

は

じ
め

に

清沢満之の倫理思想

　
先
に

「
近
代
真
宗
倫
理
思
想
研
究
-
真
俗
二
諦
論
を
中
心
に
し
て

(
一
)
」
と
題
し
て
、
近
代

に
お
け
る
真
宗
の
世
俗

倫
理
対
応

の
論

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

理
と
し
て
高
揚
さ
れ
た
真
俗
二
諦
論
を
、
と
く
に
明
治
期
を
中
心
に
し
て
概
観
し
た
。
そ
こ
で
は
真
俗
二
諦
論
が
意
味
す
る
よ
う
に
、

真
宗
教

団
は
真
宗

の
現
実
対
応

の
積
極
的
な
側
面
を
教
義
的
に
裏
づ
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
基
本
的
に
は
明
治
絶
対
主
義
国
家
に
迎
合

し
て
い
く
結
果
に
陥
り
、
即
時
的
に

「王
法
為
本

・
仁
義
為
先
」

の
倫

理
を
肯
定
し
、
常
に
倫
理
か
ら
信
仰
が
裁
か
れ
る
と
い
う
本
末

転
倒

の
状
況
を
内
に
は
ら
み
な
が
ら
、
信
心
と
倫
理
の
主
体
的
な
係
わ
り
が
い
さ
さ
か
欠
落
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
な
状
況
下
の
な
か
で
、
清
沢
満
之
は
信
仰

の
独
自
性
、
崇
高
性
、
そ
し
て
信
仰
が
倫
理
以
上
の
安

ら
ぎ
を
与
え
る
と

い
う
優
位
性
を
高
ら
か
に
宣
言
し
た
。
当
時
の
社
会
は
日
清
戦
争
を
機
に
帝
国
主
義
の
道
を
歩
み
始

め
、
日
本
資
本

主
義
も

独
占
的
資
本
主
義
の
傾
向
を
示
し
て
く
る
が
、

一
方
そ
の
矛
盾
か
ら
近
代
的
自
我
の
確
立
を
め
ざ
す
と
い
う
動

き
も
台
頭
し
て

く
る
。
清
沢
の
自
己
を
厳
し
く
内
省
す
る
と

い
う
精
神
主
義
も
こ
の
流
れ
の
な
か
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
以

下
清
沢
の
倫
理

思
想
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
近
代

に
お
け
る
清
沢
の
歴
史
的
な
意
義
に

つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す

る
。
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(二
)
清
沢
満
之
の
精
神
主
義

　
帝
国
主
義
的
傾
向
の
強
ま
る
中
、
そ
の
反
動
と
し
て
社
会
主
義
思
想
が
盛
ん
に
な

っ
て
く
る
が
、
同
時
に
ま
た

一
つ
の
流
れ
と
し
て

近
代
自
我
の
確
立
、
自
我

の
解
放
を
め
ざ
そ
う
と
す
る
個
人
主
義
的
思
想
が
主
張
さ
れ
て
く
る
。
清
沢
満
之
の
精
神
主
義
は
ま
さ
に
こ

の
個
人
主
義
的
思
想
の
流
れ
の
中
に
位
置
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼

の
厳
格
な
宗
教
的
実
践

の
過
程
を
経
て
確
立
さ
れ
た
も
の
で

あ

っ
た
。
『精
神
主
義
』
の
冒
頭
に
、
彼
は
次

の
よ
う
に
精
神
主
義
を
定
義
づ
け
て
い
る
。

　
　
吾
人
の
世
に
在
る
や
、
必
ず

一
つ
の
完
全
な
る
立
脚
地
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
若
し
之
な
く
し
て
、
世
に
処
し
、
事
を
為
さ
む
と
す

　
　
る
は
、
恰
も
浮
雲
の
上
に
立
ち
て
技
芸
を
演
ぜ
ん
と
す
る
も

の
・
如
く
、
其
の
転
覆
を
免
る

・
事
能
は
ざ
る
こ
と
言
を
待
た
ざ
る

　
　
な
り
。
然
ら
ば
吾
人
は
如
何
に
し
て
処
世
の
完
全
な
る
立
脚
地
を
獲
得
す

べ
き
や
。
蓋
し
絶
対
無
限
者
に
よ
る
の
外
あ
る
能
は
ざ

　
　
る

べ
し
。
此

の
如
き
無
限
者
の
吾
人
精
神
内
に
あ
る
か
、
精
神
外
に
あ
る
か
は
、
吾
入

一
偏
に
之
を
断
言
す
る
の
要
を
見
ず
。
何

　
　
と
な
れ
ば
彼

の
絶
対
無
限
者
は
、
之
を
求
む
る
人

の
之
に
接
す
る
所
に
あ
り
。
内
と
も
限
る
べ
か
ら
ず
、
外
と
も
限
る
べ
か
ら
ざ

　
　
れ
ば
な
り
。
吾
人
は
只
だ
此
の
如
き
無
限
者
に
接
せ
ざ
れ
ば
、
処
世
に
於
け
る
完
全
な
る
立
脚
地
あ
る
能
は
ざ
る

こ
と
を
云
ふ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

②

　
　
み
。
而
し
て
此

の
如
き
立
脚
地
を
得
た
る
精
神
の
発
達
す
る
条
路
、
之
を
名
づ
け
て
精
神
主
義
と
い
ふ
。

　
清
沢

の
い
う
精
神
主
義
の
精
神
と
は
、
物
質
に
対
す
る
精
神
と

い
う
意
味
で
は
な
く
、
自
己
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
根
源
、

つ
ま
り

倫
理
、

政
治
、
科
学
な
ど
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
根
源
的
な
立
脚
地
で
あ
り
、
そ
れ
な
く
し
て
は

「浮

雲
の
上
に
立
」

っ
て
芸
を
演
技
す
る
よ
う
な
も

の
で
あ
り
、

い
わ
ば
砂
上

の
楼
閣
に
な

っ
て
し
ま
う
と
い
う

べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
自

己
の
生
全
体
を

根
源
か
ら
支
え
て
い
る
も
の
、

つ
ま
り
絶
対
無
限
者
に
め
ざ
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
自
己
や
現
実
世
界
が
意
義
あ
ら
し
め
ら
れ
る
精
神
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と

い
う

べ
き
も

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
清
沢
は
、
自
己
を
明
ら
か
に
す
る
宗
教

の
世
界
が
な
か

っ
た
ら
、
人
生
は
無
意
味
と
な
る
と
語

っ

て
い
る
。
そ
の
精
神
は
ま
た
観
念
的
に
理
解
さ
れ
る
も

の
で
は
な
く
、
清
沢

の
実
験
と

い
う
実
行
主
義
的
体
験
に
よ

っ
て
顕
彰
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
清
沢
は
そ
の
精
神
の
発
達
す
る
条
路
、
す
な
わ
ち

「み
ち
す
じ
」
を
精
神
主
義
と
な
づ
け
て
い
る
。

　
清
沢
満
之
は

『精
神
主
義
』

の
冒
頭
の
文
に
続

い
て
、
精
神
主
義

の
特
徴
を
挙
げ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

③

　
　
勉

め
て
自
家

の
確
立
を
専
要
と
す
る
が
精
神
主
義

の
取
る
所

の
順
序
な
り
、

と
、
自
家

の
確
立
が
重
要
で
あ
る
と
述
べ
た
後
、

　
　
精

神
主
義
は
決
し
て
隠
遁
主
義
に
あ
ら
ず
、
亦
た
退
嬰
主
義
に
も
あ
ら
ざ
る
な
り
。
共
同
和
合
に
よ
り
て
社
会
国
家

の
福
祉
を
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

④

　
　
達

せ
し
め
ん
こ
と
は
、
寧
ろ
精
神
主
義

の
奨
励
す
る
所
な
り
。

と
、
精

神
主
義
は
社
会
や
国
家
を
無
視
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
社
会
国
家

の
福
祉
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
を
奨

励
す
る
も

の
で

あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
さ
ら
に
精
神
主
義
は
、
絶
対
的
自
由
を
確
立
す
る
と

い
う

こ
と
か
ら
自
由
主
義
だ
と
言
う
。

ま
た
精
神
主
義

は
、

　
　
之
を
要
す
る
に
、
精
神
主
義
は
吾
人
の
世
に
処
す
る
の
実
行
主
義
に
し
て
、
其
の
第

一
義
は
、
充
分
の
満
足
を
精

神
内
に
求
め
得

　
　
べ
き
こ
と
を
信
ず
る
に
あ
り
。
而
し
て
其
の
発
動
す
る
と
こ
ろ
は
、
外
物
他
人
に
追
従
し
て
苦
悩
せ
ざ
る
に
あ
り
。
交
際
協
和
し

　
　
て
人
生
の
幸
楽
を
増
進
す
る
に
あ
り
。
完
全
な
り
自
由
と
絶
対
的
服
従
と
を
双
運
し
て
、
以
て
此

の
間
に
於
け
る

一
切
の
苦
患
を

　
　
　
　
　
　
　
　

⑤

　
　
払
掃
す
る
に
在
り
。

と
、
絶

対
的
自
由
を
確
立
し
た
宗
教
的
信
念
に
基
づ

い
て
、
「
世
に
処
す
る
」
実
行
主
義
を
展
開
し
て
い
く
と
彼
は
述
べ
て
い
る
。
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑥

は
、
精
神
主
義
と

い
う
宗
教
的
信
仰
が
新
た
な
倫
理
的
世
界
を
実
行
す
る
契
機
を
宿
し
て
い
る
と
す
る
も

の
で
あ

っ
て
、
隠
遁
主
義
で

も
な
く
、
ま
た
退
嬰
主
義

で
も
な
く
、
現
実
を
あ
り
の
ま
ま

に
凝
視
し
、
善
行
を
実
行
し
て
い
く
べ
き
性
質

の
も
の
で
あ

っ
た
。
清
沢
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満
之
は

『腫
扇
記
』
で
、
宗
教
的
自
覚
の
内
容
に

つ
い
て
、

　
　
　
絶
対
-
自
覚

の
内
容
な
り
。
此
の
自
覚
な
き
も
の
は
、
吾
人

の
与
に
あ
ら
ざ
る
な
り
ー
吾
人
に
賦
与
す
る
に
善

悪
の
観
念
を
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

む　　　む

　
　

て
し
、
避
悪
就
善
の
意
志
を
以
て
す
。
(所
謂
悪
な
る
も
の
も
亦
た
絶
対
の
せ
し
む
る
所
な
ら
ん
。
然
れ
ど
も
吾
人

の
自
覚
は
避
悪

　
　
就
善

の
天
意
を
感
ず
。
是
れ
道
徳
の
源
泉
な
り
。
)
吾
人
は
喜
ん
で
此

の
事
に
従
わ
ん
。

　
　
　
何
も
の
か
善
な
る
や
。
何
も
の
か
悪
な
る
や
。
他
な
し
、
吾
人
を
し
て
絶
対
を
忘
れ
ざ
ら
し
む
る
も

の
、
是
れ
善
な
り
。
吾
人

　
　
を
し
て
絶
対
に
背
か
し
む
る
も

の
、
是
れ
悪
な
り
。
而
し
て
絶
対
は
吾
人
に
満
足
を
与

へ
、
反
対
は
吾
人
に
不
満
を
与
ふ
。
故
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
満
足
を
生
ず
る
も

の
は
善
な
り
。
不
満
を
生
ず
る
も
の
は
悪
な
り
。

と
述
べ
て
い
る
。
清
沢
は
、
道
徳
の
源
泉

で
あ
る
絶
対
者
の
避
悪
就
善

の
天
意
を
感
じ
、
そ
の
絶
対
者
の
意
志
に
喜
ん

で
従
う
と
自
己

の
信
念
を
語
り
、
絶
対
を
忘
れ
な

い
の
が
善
で
あ
り
、
絶
対
に
背
く
の
が
悪
で
あ
る
と
善
悪
を
規
定
し
て
い
る
。
彼
は
、
自
己
を
根
源

的
に
支
え
て
い
る
絶
対
に
め
ざ
め
る
こ
と
が
第

一
で
あ

っ
て
、
そ
の
精
神
が
現
在
の
境
遇
に
満
足
し
て
自
由
自
在
に
活
動
す
る
と
こ
ろ

に
、
安
住
の
地
位
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に

「倫
理
以
上
の
安
慰
」、
ま
た

「倫
理
以
上

の
根
拠
」
と
い
う

べ
き
精
神
で
あ

っ
た
。
清
沢
の
こ
の
よ
う
な
信
念
は

「我
が
信
念
」
に
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
宗
教
的
自
覚
と
は
ま
さ
に
倫
理

的
世
界

の
善
悪

の
観
念
を
超
越
し
て
い
る
も
の
で
あ

っ
て
、
決
し
て
倫
理
的
次
元
と
同

一
視
す
べ
き
も

の
で
は
な

い
。
人
間
の
苦
悩
は

倫
理
的
世
界
で
解
決
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
善
悪

の
倫
理
的
世
界
を
超
え
た
宗
教
的
世
界
に
出
会

っ
て
始
め
て
解
決
さ
れ
る
も

の
で

あ
る
。
清
沢
が

『精
神
主
義
』
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
宗
教
は
社
会
上
の
利
益
や
、
倫
理
上

の
行
為
の
外
に

一
種
の
別
天
地
を
有
す
る
も
の
な
る

と
喝
破

し
て
い
る
よ
う

に
、
ま
さ
に
宗
教
的
世
界
は
社
会
上
の
利
益
や
倫
理
上

の
行
為
と
は
次
元
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
な

く
し
て
は
本
当
に
生
き
て
い
く
こ
と
の
で
き
な

い

一
種
の
別
天
地
を
意
味
す
る
も

の
な
の
で
あ
る
。
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客
観
的

の
も
の
に
封
し
て
、
善
悪
の
差
別
を
し
、
是
非

の
判
断
を
す
る
の
は
、
甚
だ
其
の
当
を
得
た
こ
と
で
は
な

い
の
で
あ
り
ま

　
　
す
。
故
に
法
律
や
倫
理
も
、
単
に
人
が
仮
に
定
め
た
も
の
で
、
之
れ
を
唱
ふ
る
の
は
、
其
の
局
に
当

っ
た
人
が
為
す
の
で
、
私
共

　
　
宗

教
の
上
よ
り
云

へ
ば
、
私
共
が
心
を
開
発
し
て
、
絶
対
無
限
の
智
を
開
く
が
、
絶
対
の
善
で
あ
る
。
宗
教
を
見
る
時
は
、
政
治
、

　
　
法
律
、
倫
理
以
上
に
あ
る

(中
略
)
其
れ
故
、
時

々

(政
治
や
法
律
や
政
治
や
倫
理
は
)
宗
教
と
は

一
致
せ
ぬ
所
が
あ
る
の
で
あ

　
　
り
ま
す
。
然
し
乍
ら
、
此

の
中
何
れ
を
主
と
す

べ
き
で
あ
る
か
と
云

へ
ば
、
宗
教
に
主
眼
を
置
く
は
勿
論
の
こ
と

で
、
宗
教
は
時

　
　
問
的
に
永
久
不
変
の
も

の
で
あ
る
。

(中
略
)私
共
精
神
主
義

の
者
は
、
古
今
不
攣

の
仏
教
を
信
じ
、
限
り
な
き
如
来
の
慈
光

の
下

　
　
に
於
い
て
、
退
く
可
き
に
退
き
、
進
む
べ
き
・に
進
み
、
唯
だ
私
共

の
進
退
は
、
如
来

の
命
じ
給
ふ
所
に
従

っ
て
為
す

の
で
あ
り

　
　
　

⑨

　
　
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
清
沢
満
之

の
精
神
主
義
は
人
間
の
個

の
自
覚
を
高
揚
し
、
宗
教
的
世
界

の
独
自
性
お
よ
び
優
位
性
を
主
張
し
た
点
、

近
代
の
明
治
期
の
仏
教
が
科
学
的
、
哲
学
的
、
社
会
的

・
倫
理
的
で
あ
ろ
う
と
し
た
中
で
意
義
深
い
も

の
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な

か
ろ
う

か
。
日
本
浄
土
教
の
中
で
、
ま
さ
に
宗
教
、

つ
ま
り
信
心
の
独
自
性
や
崇
高
性
を
主
張
し
た
法
然
、
親
鶯
、
そ
し
て
蓮
如
の
世

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
迎
合
す
る
こ
と
の
な

い
信
仰
第

一
主
義

の
捉
え
方
と
軌
を

一
に
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
清
沢

の
精
神
主
義
は
、
倫
理
的
次
元
を
超
越
し
、
宗
教
的
次
元
に
入
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
は
宗
教
的
な
次

元
に
安
穏
と
し

て
停
滞
す
る
も
の
で
な
く
、
絶
対
無
限
の
避
悪
就
善
の
天
意
を
喜
ん
で
従
う
、

つ
ま
り

「如
来
の
命
じ
給
ふ
所
」
に
従

っ
て

「至
誠
を

尽
く
し
」
て
宗
教
的
道
徳
を
実
行
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
『臓
扇
記
』
に
、
信
仰
と
修
善
と

の
関
係
に
言
及
し
て
、

　
　
自
力

の
修
善
を
勤
む
べ
し
。

(之
を
勤
め
ざ
る
は
人
間
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。)
然
れ
ど
も
、
之
を
勤
め
ん
と
す
る
に
能
は
ざ
る
な
り
。

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑪

　
　
如

か
ず
自
力
を
捨
て

・
他
力
に
帰
し
、
其

の
信
仰
の
結
果
と
し
て
、
自
ら
避
悪
就
善
の
な
し
得
ら
る

・
を
期
せ
ん

に
は
。

と
、
自
力
の
修
善
を
勤
め
よ
う
と
し
て
も
勤
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
自
力
を
捨
て
て
他
力
に
帰
入
し
、
そ

の
結
果
避
悪
就
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善
に
向

か
う
と
し
て
い
る
。
修
善
は

「任
運

に
成
就
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
信
者
の
胸
中
に
湧
起
す
る
自
然
の
意
念
」

で
あ
り
、
修

善
を
勤

め
よ
う
と
す
れ
ば
、
ま
た
自
力
的
妄
念

の
粉
起
す
る
の
を
感
じ
、
他
力
を
信
楽
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
、
絶
対
無
限
の
妙
用
の

は
た
ら

き
を
通
し
て
、
信
仰
と
修
善
が
交
互
に
刺
激
策
励
し
、
我

々
を
開
発
さ
せ
、
さ
ら
に
自
力
の
妄
念
に
撹
乱
さ
れ

る
た
び
に
自
力

無
効
の
徴
悔
と
共
に
、
他
力
の
恩
徳
を
感
謝
す
る
心
に
転
じ
る
と
、
清
沢
は
説

い
て
い
る
。
こ
の
清
沢
の
い
う
避
悪
就
善

の
道
徳
は
、

一
般
の
道
徳
の
理
念
と
は
根
源
的
に
異
質
な
宗
教
的
道
徳
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
清
沢
満
之
の
い
う
宗
教
的
道
徳
、
お
よ
び
普

通
の
道
徳
と
は
何
か
、
『精
神
講
話
』

の

「宗
教
的
道
徳

[俗
諦
]
と
普
通
道
徳
と
の
交
渉
」
を
中
心
に
し
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
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(三
)
宗
教
的
道
徳
と
道
徳

　
清
沢

は
、
『心
霊

の
諸
徳
』

の

「不
動

の
心
」
で
、
時
代
の
風
潮
に
擦
り
寄

っ
て
い
く
仏
教
的
傾
向
に
対
し
て
、

　
　
世
間
が
哲
学
を
重
ん
ず
れ
ば
、
忽
ち
仏
教
は
哲
学
的
な
り
と
云
ひ
、
世
間
が
慈
善
を
称
す
れ
ば
、
忽
ち
仏
教
は
慈
善
主
義
な
り
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑫

　
　
云

ひ
、
世
間
が
倫
理
道
徳
を
最
要
と
す
れ
ば
、
忽
ち
仏
教
は
倫
理
的
道
徳
的
な
り
と
云
ふ
が
如
き
こ
と
が
あ
る
。

と
語
り
、
世
間
の
流
行
に
附
和
雷
同
す
る
の
は
迷
乱
の
行
為
で
あ
る
と
批
評
し
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
当
時
の
仏
教
界

の
流
れ

の
中
で
、

井
上
円
了

・
中
西
牛
郎

・
村
上
専
精
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
仏
教
を
哲
学
的
な
立
場
か
ら
宗
教

の
価
値
を
定
め
よ
う
と
し
た
こ

と
に
対
す
る
反
発

で
あ
り
、
ま
た
そ
の
後
続
い
て
盛
ん
に
な

っ
て
く
る
宗
教

の
価
値
を
社
会
的

・
倫
理
的
有
用
性
に
求
め
よ
う
と
す
る

動
き
に
対
す
る
批
判
で
あ

っ
た
。
明
治
二
十
年
代
か
ら
三
十
年
代
に
か
け
て
、
キ
リ
ス
ト
教

の
倫
理
的
色
彩
の
極
め
て
強
い
プ

ロ
テ
ス

タ
ン
チ

ィ
ズ
ム
の
影
響
と
、
怠
情
な
生
活
を
送

っ
て
い
る
仏
教
者
に
対
す
る
世
間
の
厳
し
い
批
判
を
顧
慮
し
て
、
仏
教

は
社
会
的

・
倫

理
的
有

用
性
が
あ
る
と
力
強
く
唱
導
さ
れ
た
。
し
か
し
清
沢
は
、
宗
教
は
社
会
的

・
倫
理
的
に
有
用
で
あ
る
と
す
る
考

え
方
は
、
間
違
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い
で
あ
る
と
批
判
し
、
宗
教
は
社
会
の
利
益
や
倫
理
の
徳
目
を
超
え
て
、

一
種
の
別
天
地
を
有
す
る
も

の
で
あ
る
と
明
言
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
明
治
期
の
時
代
的
な
背
景
の
中
で
、
真
宗
教
団
も
ま
た
現
実

の
倫
理
や
社
会

の
対
応

の
論
理
と
し
て
真
俗
二
諦

の
教
学

が
力
強
く
宣
揚
さ
れ
て
い
っ
た
。
清
沢
は

「宗
教
的
道
徳

[俗
諦
]
と
普
通
道
徳
と
の
交
渉
」
の
冒
頭
に
、
人
世
の
最
大
事
の
道
徳
を

破
壊
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
の
は
な
ぜ
か
、
ま
た
俗
諦
と
は
人
倫
道
徳

の
教
え
で
あ
り
、
今
真
諦
だ
け
を
唱
導
す

る
の
は
偏
頗

の

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑬

失
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
真
宗

の
国
家
社
会
に
対
す
る
効
益
を
失
す
る
論
難
も
あ
る
と
前
置
き
し
、
以
下
道
徳
と
俗
諦

と
の
関
係
に
つ

い
て
、
自
分
の
感
じ
る
と
こ
ろ
を
述
べ
て
い
る
。

　
彼
は
真
俗
二
諦

の
教
え
を
聞

い
て
俗
諦

の
教
え
が
簡
単

に
実
行
で
き
る
と
考
え
て
い
る
人
達
は
、
倫
理
や
道
徳
の
問

題
を
観
念
的
に

議
論
研
究
し
て
い
る
人
達
と
同
格
の
人
達
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。

　
　
或

る
人
は
云
ふ
、
真
宗
の
俗
諦
は
、
通
常

の
倫
理
道
徳
と
は
、
其
の
趣
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
通
常

の
倫
理
道
徳
は
、
宗
教

　
　
と
離
れ
た
る
倫
理
道
徳
で
あ
る
か
ら
、
実
行
が
出
来
な

い
が
、
真
宗

の
俗
諦
は
真
諦
よ
り
流
れ
出
る
所

の
道
徳
で
あ
る
か
ら
、
真

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑭

　
　
諦

の
信
心
が
確
か
に
決
得
せ
ら
れ
て
あ
る
上
は
、
自
然
必
然
に
実
行
せ
ら
れ
る

・
こ
と
あ
る
と
。

　
清
沢

は
、
真
俗
二
諦

の
関
係
を
代
表
す
る
説

の

一
つ
で
あ
る
、
俗
諦
は
真
諦
か
ら
流
出
す
る
と
い
う
流
出
説
に
対
し

て
、
自
然
に
行

わ
れ
る
事
と
有
意
作
用
に
よ

っ
て
行
わ
れ
る
事
と
の
区
別
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
、
俗
諦
が
自
然
必
然
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ

れ
ば
、
真
諦

の
教
え
さ
え
あ
れ
ば
よ
い
の
で
あ

っ
て
、
俗
諦

の
教
え
は
必
要
な

い
と
流
出
説
を
斥
け
て
い
る
。
俗
諦
は
教
え
で
あ

っ
て
、

有
意
作

用
を
啓
発
す
る
た
め
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
と
論
じ
、
さ
ら
に
次
に
述
べ
る
よ
う

に
、
俗
諦

の
実
行
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
い

る
。

　
　
真

宗
俗
諦

の
実
行
の
困
難
は
、
普
通

一
般
の
倫
理
道
徳

の
実
行
の
困
難
と
、
別
段
変
り
は
な

い
と
云
う
て
差
支
は
な

い
。
即
ち
換

　
　
言
す
れ
ば
、
真
宗
の
俗
諦
の
完
全
な
る
実
行
は
、
容
易
に
出
来
る
こ
と
で
は
な

い
と
落
居
す
べ
き
で
あ
葡
。

131



　

こ
の
よ
う
な
彼
の
俗
諦
の
理
解
は
、
「王
法
為
本
・仁
義
為
先
」
を
掲
げ
、
国
家
に
益

を
与
え
、
人
倫
に
背
く
も
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
貢
献
す
る
教
え
で
あ
る
と
す
る
、
あ
る
意
味
で
観
念
的
な
真
宗
理
解
に
対
し
て
、
ま
さ
に
彼
独
自

の

「
ミ
ニ
マ
ム
ポ

シ
ブ
ル
」
と
い

う
厳
粛
な
主
体
的
な
実
験
か
ら
の
痛
烈
な
批
判
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
何
も
の
に
も
障
碍
さ
れ
る
こ
と

の
な
い
真
諦
と
い
う
真
宗

の
信
心

の
絶
対
安
定
的
な
境
地
を
保
持
す
る
も

の
で
あ

っ
た
。
彼
は
、
真
宗

の
俗
諦
と

一
般

の
倫
理
道
徳
と

は
厳
密

に
は
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、

一
般
の
倫
理
道
徳
は
実
行
困
難
な
と
き
に
、
不
安
に
な

っ
て
宗
教
に
入
る
か
、
人
生

の
前
途

に
絶
望
し
て
し
ま
う
と
言

い
、
続
い
て
真
宗

の
俗
諦
に
つ
い
て
、

　
　
真
宗
の
俗
諦
は
、
元
来
真
諦
と
並
び
立

っ
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、
前
途

の
事
は
皆
な
悉
く
真
諦

の
方

で
成
辮
し
て
あ
る
。
故
に

　
　
最
早
俗
諦

の
方
に
於

い
て
、
自
身

の
進
歩
を
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
必
要
は
少
し
も
な
い
。

(中
略
)
真
宗
の
俗
諦
は
、
其

の
実

　
　
行

が
出
来
て
、
我
等
が
立
派
な
行
ひ
を
す
る
様
に
な
る
の
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
従

っ
て
立
派
な
行
ひ
を
目
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑯

　
　
と
す
る

一
般
普
通
の
道
徳
と
、
真
宗

の
俗
諦
と
は
、
大

い
に
其
の
趣
を
異
に
す
る
も

の
で
あ
る
。

と
、
人
生
の
前
途
の
事
は
真
諦
で
解
決
し
て
い
る
の
で
安
心
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
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(四
)
俗
諦

の
目
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑰

　
清
沢
は
さ
ら
に
真
宗

の
俗
諦

の
目
的
に
つ
い
て
、
「其
の
実
行
の
出
来
難

い
事
を
感
知
せ
し
む
る
の
が
目
的
で
あ
る
」
と
定
義
し
て
い

る
。
そ
し
て
、

　
　
此

は
既
に
真
諦

の
信
心
を
得
た
る
者
に
対
す
る
と
、
未
だ
信
心
を
得
ざ
る
者
に
対
す
る
と
の
別
は
あ
れ
ど
も
、
何
れ
の
場
合
に
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑱

　
　
も
、
道
徳
的
実
行

の
出
来
難

い
こ
と
を
、
感
知
せ
し
め
る
為
と
云
ふ
点
に
於

い
て
は
同

一
で
あ
る
。
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と
已
信
者
と
未
信
者
の
別
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

い
ず
れ
に
し
て
も
道
徳
の
実
践
が
出
来
難
い
こ
と
を
感
知
す
る
た
め
に
俗
諦
の
教
え
が

あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
俗
諦
の
妙
趣
に

つ
い
て
、
ま
ず
未
信
者
は
道
徳
的
実
践
の
出
来
難

い
こ
と
を
感
知
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

宗
教

の
世
界
に
入
り
、
信
心
を
獲
得
す
る
道
を
歩
む
よ
う

に
な
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
す
る
。
清
沢
は
、
他
力
信
仰

の
宗
教
的
世
界
に
入

る
た
め

の
根
本
的
障
り
が
自
力
修
行
で
あ
る
と
し
、
そ
の
修
行
に
は
色
々
あ
る
が
、
普
通
に
は
倫
理
道
徳

の
行
為
で
あ
る
と
規
定
し
て

い
る
。

清
沢
の
倫
理
道
徳
を
否
定
的
媒
介
と
し
て
宗
教

へ
帰
入
す
る
と
い
う
捉
え
方
は
、
宗
教
が
現
実
と
か
け
離
れ
た
所
に
あ
る
と
い

う
の
で
は
な
く
、
現
実
の
生
活

の
場
を
通
し
て
成
り
立

つ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

つ
ま
り
現
実
の
真
摯
な
営
み
中
か
ら
宗
教
的
な
世

界
に
繋

が

っ
て
い
く
契
機
が
宿
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
そ
の
繋
が
り
は
、
倫
理
的
世
界
か
ら
宗
教
的
世
界

へ
と

い
う
連
続
的
な
関
係
と

い
う
も
の
で
は
な
く
、
倫
理
的
世
界
を
否
定
的
媒
介
と
し
て
宗
教
的
世
界
に
入
る
と

い
う

点
で
、

い
わ
ば

非
連
続

の
関
係
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
な

の
で
あ
る
。

　
さ
ら

に
已
信
者
の
俗
諦
の
妙
趣
に

つ
い
て
、
清
沢
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
次

に
信
心
獲
得
以
後
の
者
に
は
、
如
何
な
る
こ
と
に
な
る
か
と
云
ふ
に
、
我
等
は
他
力

の
信
心
に
よ
り
、
大
安
心
を
得
た
れ
ど
も
、

　
　
尚

ほ
習
慣
性
と
な
り
て
居
る
自
力
の
迷
心
は
、
断
え
ず
起
り
来
り
て
止
ま
な

い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
俗
諦
の
教
え
を
聞
か
さ

　
　
る

・
時
は
、
丁
度
其
の
迷
心
に
適
当
し
た
る
教
で
あ
る
か
ら
、
直
ち
に
之
を
実
行
せ
ん
と
す
る
こ
と

・
な
る
。
然

る
に
実
行
に
掛

　
　
り

て
見
る
と
、
到
底
其
の
出
来
難
い
こ
と
を
感
知
す
る
が
為
に
、
転
じ
て
他
力

の
信
仰
を
喜
び
、
所
謂

「至
心
信
楽
己
れ
を
忘
れ

　
　
て
、
無
行
不
成
の
願
海
に
帰
す
。」
と
云
ふ
態
度
に
立
ち
帰
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
此
の
場
合
に
於

い
て
は
、
俗
諦

の
教
は
其
の
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑲

　
　
行

の
出
来
難
き
が
為
に
、
愈

ヌ
無
限
大
悲
に
対
す
る
感
謝
の
念
を
深
か
ら
し
む
る
が
目
的
で
あ
る
。

　
第

一
の
俗
諦

の
妙
趣
は
、
真
諦

の
信
心
は
獲
得
で
き
な

い
け
れ
ど
も
、
真
宗
の
俗
諦
を
実
践
す
る
場
合
、
信
心

へ
の
案
内
と
な
る
。

こ
こ
か
ら
清
沢
満
之
の
真
俗
二
諦
説
が
俗
諦
案
内
説
と
名
付
け
ら
れ
る
訳
で
あ
る
。
し
か
し
清
沢
は
、
,本
当

の
二
諦
相
依

の
真
意
は
、
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第
二
の
已
信
者
の
妙
趣
に
あ
る
と
す
る
。
真
諦

の
信
心
が
あ
る
た
め
に
、
俗
諦

の
実
行
が
で
き
な

い
こ
と
に
驚
か
ず
、

い
よ

い
よ
信
心

の
あ
り

が
た
さ
を
感
じ
取

っ
て
い
く
所
に
そ
の
妙
趣
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
俗
諦
が
実
行
で
き
よ
う
が
で
き
ま
い
が
、
救
済

に
と

っ
て
何
ら
障
壁
に
は
な
ら
な

い
。
真
宗
俗
諦
の
教
え

の
主
眼
は
、
そ
れ
が
実
行
で
き
る
と
い
う
所
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
実
行
で

き
な
い
と

い
う
所
に
あ
る
。
だ
か
ら
俗
諦
の
教
え
は
真
諦

の
信
心
の
ほ
か
に
、
積
極
的
に
人
道
の
規
定
を
与
え
る
性
格

の
も
の
で
は
な

い

。

　
清
沢

に
と

っ
て
、
俗
諦

の
教
え
と
は
単
に

一
般

の
道
徳

の
教
え
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
俗
諦
の
教
え
と
錐
も
、

俗
諦
の
諦
が
指

し
示
す
よ
う
に
、
や
は
り
宗
教
の
教
え
な
の
で
あ
る
。
俗
諦

の
教
え
と
は
真
諦
と
相

い
並
ん
で
他
力
真
宗

の
教
え
な
の
で
あ
る
。

　
　
俗
諦
は
真
諦
と
相
並
ん
で
他
力
真
宗
の
教
義
で
あ
る
。
即
ち
道
徳

の
教
で
は
な
く
し
て
宗
教
の
教
で
あ
る
。
人
道

の
教
で
は
な
く

　
　
し

て
仏
道

の
教
で
あ
る
。
さ
う
し
て
見
れ
ば
俗
諦
は
宗
教
家
の
説
く
べ
き
所
に
し
て
、
宗
教
的
効
果
を
目
的
と
す

べ
き
は
言
ふ
迄

　
　
も
な

い
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
道
徳
は
道
徳
に
し
て
宗
教

で
は
な

い
。
人
道

の
教
に
し
て
仏
道
の
教
で
は
な

い
。

故
に
此
は
道
徳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

　
　
家

の
説
く

べ
き
所
に
し
て
、
道
徳
的
効
果
を
目
的
と
す

べ
き
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
清
沢
は
、
明
確
に
宗
教
と
道
徳

の
領
域
を
峻
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
認
め
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
を
混
同
す
る
と

こ
ろ
に
宗
教
と
道
徳
の
関
係
が
混
乱
し
て
く
る
。
宗
教
即
道
徳
、
道
徳
即
宗
教
と
す
れ
ば
、
俗
諦
と
真
諦

の
関
係
を
論
ず
る
必
要
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
宗
教
即
道
徳
の
真
俗
二
諦
論
を
展
開
し
、
真
宗
は
現
実
に
道
徳
的
効
果
を
与
え
る
と
す
る
人
達
が

い
た
が
、
清
沢

は
こ
の
よ
う
な
説
を
念
頭
に
置
い
て
、
そ
の
誤
り
を
指
摘
し
て
い
る
。
宗
教
即
道
徳
と
い
う
よ
う
に
真
諦
と
俗
諦
を
同

一
次
元
で
解
釈

す
る
説
は
、
前
田
慧
雲
や
村
上
専
精
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
根
底
に
哲
学
仏
教
を
背
景
と
し
て
唱
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
清
沢
は
、

俗
諦
と
国
家
社
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
、
俗
諦
を
説

い
て
も
、
国
家
社
会
に
貢
献
す
べ
き
と
こ
ろ
は
宗
教
的
効
果
で
あ
る
と
し
、

宗
教
者

の
本
分
を
尽
く
す
の
は
、
宗
教
的
効
果
の
た
め
で
あ

っ
て
、
決
し
て
道
徳
を
破
壊
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
宗
教
者
は
宗
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教
の
分
を
守
り
、
道
徳
家
は
道
徳
家

の
分
を
守
り
、
各

々
そ
の
能
を
尽
く
せ
ば
、
各
々
そ
の
功
績
を
国
家
社
会
に
貢
献
す
る
と
論
じ
て

い
る
。
世

の
中
全
体
が
倫
理
至
上
主
義
的
色
彩
が
強
く
な
る
中
、
清
沢
の
精
神
主
義
は
ま
さ
に
近
代
に
お
け
る
宗
教
的

内
省
を
通
じ
て

の
個
の
自
覚
を
定
立
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
清
沢
の
真
俗
二
諦
に
お
け
る
俗
諦
案
内
説
は
、
宗
教
ほ
ん
ら

い
の
役
割
を

回
復
さ
せ
る
も

の
で
あ

っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
清
沢
没
後
二
年
の
明
治
三
十
八
年
、
清
沢
の
俗
諦
案
内
説
に
対
し
て
、
吉
谷
覚
寿
は

『真
宗
二
諦
弁
』
に
、
名
実
相
応

の
人
の
み
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

つ
ま
り
道
徳
を
守
る
こ
と
の
で
き
る
人

の
み
受
法
の
器
と
な
れ
る
と
説

い
た
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
清
沢

の
説
を
意
識

し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
ま
た
占
部
観
順
も
人
間
と
な

っ
て
始
め
て
名
号
の
い
わ
れ
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
と
俗
か
ら
真

へ
と

い
う
方
向
性

の
流
れ
の
中

で
、
真
俗
二
諦

の
関
係
を
捉
え
よ
う
と
し
た
、
占
部
に
し
て
も
、
吉
谷
に
し
て
も
信
前
に
も
俗
諦
が
守
れ
る
と
い
う
点

で
は
共
通
し
て

い
る
が
、
清
沢
の
倫
理
道
徳
を
否
定
的
媒
介
に
す
る
真
俗
二
諦
説
と
は
本
質
的
に
異
な
る
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
占
部

・
吉
谷
の

俗
諦
論

が
信
前

・
信
後
を
通
じ
て
、
対
国
家
社
会
を
意
識
し
て
王
法
為
本

・
仁
義
為
先
の
遵
守
を
説
き
示
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
清

沢
は
、
倫
理
道
徳
が
守
れ
な

い
と

い
う
厳
粛
な
実
験
を
通
じ
て
宗
教
の
世
界
に
入
り
、
ま
た
獲
信
者
は
道
徳
が
守
れ
な

い
と
い
う
こ
と

に
よ

っ
て
、
信
心
の
あ
り
が
た
さ
を
感
知
し
て
い
く
と
い
う
よ
う

に
主
体
的
に
道
徳
と
宗
教
の
関
係
を
説
き
明
か
し
て

い
る
。

　
日
本

帝
国
主
義
と
い
う
歴
史
的
な
制
約
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
社
会
の
中
で
、
多
く

の
真
宗
教
団

の
人
々
が
、

い
か
に
浄
土
真
宗
の
教

え
が
倫

理

・
社
会
に
益
を
与
え
る
か
に
つ
い
て
積
極
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ
を
試
み
、
あ
る
意
味
で
宗
教

の
も

つ
超
倫
理

・
超
国
家

の
崇
高

性
が
埋
没
し
て
い
こ
う
と
す
る
中
で
、
清
沢
満
之
の
倫
理

・
社
会
観
は
信
仰

の
純
粋
性
を
高
ら
か
に
主
張
す
る
こ
と
に
お

い
て
、
近
代

真
宗
倫

理
思
想
史

の
中
で
、
意
義
深

い
も

の
が
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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(五
)
清
沢
満
之
の
宗
教
的
信
念
と
精
神
主
義
の
課
題

　
　
無
限
大
悲
の
如
来
は
、
如
何
に
し
て
私
に
此

の
平
安
を
得
し
め
た
ま
ふ
か
。
外

で
は
な

い
、
一
切
の
責
任
を
引
き
受

け
て
下
さ
る

・

　
　
こ
と
に
よ
り
て
、
私
を
救
済
し
た
ま
ふ
こ
と
で
あ
る
。
如
何
な
る
罪
悪
も
、
如
来
の
前
に
は
毫
も
障
り
に
は
な
ら

ぬ
こ
と
で
あ
る
。

　
　
私

は
善
悪
邪
正
の
何
た
る
を
弁
ず
る
の
必
要
は
な

い
。
何
事
で
も
、
私
は
只
だ
自
分
の
気

の
向
ふ
所
、
心
の
欲
す

る
所
に
順
従
う

　
　
て
之
を
行
う
て
差
支
は
な
い
。
其

の
行
を
過
失
で
あ
ろ
う
と
、
罪
悪
で
あ
ろ
う
と
、
少
し
も
懸
念
す
る
こ
と
は
い
ら
な

い
。
(中
略
),

　
　
私

は
此

の
如
来
の
威
神
力
に
寄
托
し
て
、
大
安
楽
と
大
平
穏
と
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
私
は
私
の
死
生

の
大
事
を
此

の
如
来
に
寄

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㊧

　
　
托
し
て
、
少
し
も
不
安
や
不
平
を
感
ず
る
こ
と
が
な

い
。

　
清
沢

の
絶
筆
と
な

っ
た

「我
が
信
念
」
の
こ
の
告
白
は
、
彼
が
禁
欲
主
義
的
に
真
実
を
厳
粛
に
求
め
続
け
る
中
、
発
病

・
療
養
、
教

団
改
革
運
動

の
挫
折
、
そ
し
て
妻
子
と
の
死
別
な
ど
、
人
倫
の
世
界
に
生
き
る
が
ゆ
え

の
さ
ま
ざ
ま
な
煩
悶
と
苦
悩
を
通
し
て
、
最
後

に
如
来

に
委
せ
き

っ
た
安
ら
か
な
穏
や
か
な
境
地
を
物
語

っ
て
い
る
。
ど

の
よ
う
な
罪
悪
も
阿
弥
陀
仏
の
救
済
の
障
碍

に
な
ら
な

い
、

善
悪
邪
正
を
述

べ
る
必
要
も
な
い
、
た
だ
絶
対
他
力

の
信
仰
の
中
に
身
を
捧
げ
て
い
る
姿
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は

「
私
も
以

前
に
は
、
真
理
の
標
準
や
善
悪
の
標
準
が
分
ら
な
く
な

つ
て
は
、
天
地
も
崩
れ
社
会
も
治
ま
ら
ぬ
様
に
思
う
た
る
こ
と

で
あ
る
が
、
今

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

は
真
理

の
標
準
や
善
悪
の
標
準
が
、
人
智

で
定
ま
る
筈
が
な

い
と
決
着
し
て
居
り
ま
す
る
」
と
言
い
、
「私
は
何
が
善
だ
や
ら
、
何
が
悪

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

だ
や
ら
、
何
が
真
理
だ
や
ら
、
何
が
非
真
理
だ
や
ら
、
何
が
幸
福
だ
や
ら
、
何
が
不
幸
だ
や
ら
何
も
知
り
分
く
る
能
力

の
な

い
私
」
と

述
べ
、

少
し
の
身
動
き
の
で
き
な
い
私
を
虚
心
平
気
に
こ
の
現
実
世
界
に
生
死
さ
せ
る
能
力

の
根
本
本
体
が
私
の
信
じ
る
如
来
で
あ
る

と
告
白

す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
人
倫
に
対
す
る
信
仰

の
優
位
性
を
力
説
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は

『歎
異
抄
』
に

「
聖
人

の
仰
せ
に
は
、
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㊧

善
悪
の
ふ
た

つ
、
総
じ
て
も

つ
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
」
と
あ
り
、
「煩
悩
具
足
の
凡
夫
、
火
宅
無
常
の
世
界
は
、
よ
う
つ
の
こ
と
、
み
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

も

つ
て
そ
ら
ご
と
た
は
ご
と
、
ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
に
、
た
だ
念
仏

の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
は
し
ま
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
親
鶯
の

善
悪
を
超
越
し
た
念
仏

の
世
界
に
委
せ
切

っ
た
信
心
の
境
地
と
相
似
た
姿
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
善
悪

の
世
界
を
超
越
し
た
清
沢

の
絶
対
的
信
念
は
同
時
に
ま
た
現
実

の
善
悪
の
世
界
に
深
く
関
わ

っ
て
い
か
ざ
る
を
え
な

い
。
そ
の

道
徳
は

「掟
」
で
あ

っ
て
も
、
ま
た

「王
法
仁
義
」
で
も
あ

っ
て
も
、
「仁
義
礼
智
信
」
で
あ

っ
て
も
構
わ
な

い
と
清
沢
は

「宗
教
的
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

徳

(俗
諦
)
と
普
通
道
徳
と
の
交
渉
」
で
述
べ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
俗
諦

の
教
え
は
い
か
な
る
倫
理
と
錐
も
、
道
徳
の
教
え
が
完
全
に

実
行
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
こ
ろ
に
そ
の
要
点
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
考
え
る
と
清
沢
の
信
念
は
既
存

の
体
制
を
容
認

し
て
い
る
か
の
感
を
呈
し
て
い
る
。

　
　
有
限
差
別
の
内
に
あ
り
て
、
無
限
平
等
を
忘
れ
ざ
る
が
公
な
り
。
有
限
差
別
の
秩
序
を
遺
れ
て
、
悪
平
等
、
妄
無
限
の
陥
る
も
の

　
　
は
真
の
公
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
公
の
内
に
は
、
我
あ
り
、
彼
あ
る
な
り
。
上
あ
り
下
あ
る
な
り
。
富
あ
り
、
貧
あ
る
な
り
。
智
あ

　
　
り
、
愚
あ
る
な
り
。
君
臣
あ
り
、
父
子
あ
り
、
兄
弟
あ
り
、
長
幼
あ
る
な
り
。
各

ζ
其
の
分
を
尽
し
て
、
公
の
義
成
る
。
故
に
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
　

の
為
に
す
る
も
の
は
、
秩
序
を
守
り
て
其
の
分
を
尽
す
べ
し
。

　
清
沢

の
こ
の
理
解
は
、
現
実

の
差
別
は
差
別
の
ま
ま
が
即
平
等
で
あ
る
と
す
る
立
場
で
あ
る
。

つ
ま
り
平
等
は
心
の
主
体
的
な
持
ち

方
で
実
現
で
き
る
と
い
い
、
有
限
差
別

の
秩
序
を
容
認
し
て
い
る
。

　
だ
が
清
沢
は
公
共
主
義
と

い
う
仏
教
的
無
我
観
に
基
づ
き
、
資
本
主
義
の
基
本
精
神
で
あ
る
弱
肉
強
食

・
生
存
競
争

・
優
勝
劣
敗

の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

自
由
競
争
を
否
定
し
、
当
時

の
体
制
を
鋭
く
批
判
し
て
い
る
。
我
と
汝
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
で
、
し
か
も
共
に
絶
対
無
限
に
依
存
し
、
独

立
に
し
て
ま
こ
と

の
自
由
で
あ
り
、
自
由
競
争

の
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
説
き
明
か
す
よ
う
に
、
宗
教
に
基
づ
く
和
合

の
心
を
主
張

し
て
い
葡
。
ま
た
仏
教
的
無
我
観
か
ら
我
意

・
我
欲
の
利
己
主
義
を
否
定
し
、
平
和
論
を
唱
え
て
い
る
。
清
沢
の
和
合

の
心
の
価
値
転
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換
は
、
個
よ
り
全
を
重
視
す
る
社
会
主
義
を
も
批
判
し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
絶
対
無
限
に
基
づ
く
公
共
主
義
や
自
由
主
義
な
ど
か
ら
惹
起
し
て
く
る
清
沢
の
倫
理
思
想
は
、
彼
が
早
逝
し
た
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

具
体
的

に
現
実
に
は
展
開
さ
れ
な
か

っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
精
神
主
義
の
課
題
と
い
う

べ
き
も
の
が
横
た
わ

っ
て
い
る
。

だ
が
た
と
え
現
実
に
展
開
さ
れ
た
と
し
て
も
、
清
沢

の
主
眼
と
す
る
所
は
、
倫
理
の
実
行
で
き
が
た
き
こ
と
の
自
覚
を
通
じ
て
、
信
仰

の
世
界
を
深
め
て
い
く
信
仰
の
優
位
性
を
語
る
所
に
あ
る
と
言
え
る
。
清
沢
に
お
け
る
近
代
仏
教
思
想
史

の
意
義
は
宗
教

の
崇
高
性

・

独
自
性

・
優
位
性
が
失
わ
れ
よ
う
と
す
る
流
れ
の
中
で
、
そ
れ
を
固
持
し
高
揚
し
た
と
こ
ろ
に
あ

っ
た
。
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註
①

　
拙

論

「
近
代
真

宗

倫

理
思
想

研
究

-
真

俗

二
諦
論

を
中

心

に
し

て

(
一
)
」

(『
真
宗

研
究

会

紀
要
』
十
三

号
、

四

四
頁

～
五
九

頁
参

照
。
)

　
②

「清

澤
満

之

全
集

』

(第

六
巻

)
暁

鳥
敏

・
西
村

見
暁

共
編

、

二
頁
。

　
③

『
同

　
　

右

』
、

三
頁
。

④

『同

　
　

右

』
、
三

頁
。

⑤

『同

　
　

右
』
、
五

頁
。

⑥

寺

川
俊

昭
は

、
そ

の
著

『清

沢
満

之
論

』

(
=
三

ハ
頁

)

で
、
精

神
主

義

の
処
世

の
道

に

つ
い
て
、

コ

応
倫

理
と
限
定

し

て
了
解

し

　

　

て
み
る
な

ら

ば
、

信
仰

的
自
覚

は
決
し

て
個

人

の
内

面
的
自

覚

に
止
ま

る
も

の
で
な
く

、

更

に
独
自

の
倫

理
を
基

礎

づ
け

展
開
す

る

　

　

の
で
あ

る
と

、

こ

の

「
精
神
主

義

」

の
文
章

は
告

げ

て

い
る

こ
と
と
な

る
。

実

は

こ
の
よ
う

に
、

信

仰
的
自

覚

が
倫

理
を

そ

の
契

機

　

　

と

し

て
も

ち

な

が
ら
開

展
し

て
行

く
と

理
解

さ
れ

、

し
か
も

精
神

主
義

と

は

こ

の
精
神

を

モ

ッ
ト
ー

と
し

て
生

き
よ

と

い
う

主
張

で

　

　

あ

る
と
す

る

な
ら

ば
、

こ

の
点

に
わ
れ

わ
れ

は
精

神
主

義
と

し

て
表

明
さ

れ
た
満

之

の
信
念

の
極

め

て
独
自

な
力

道
的

性
格

を

み
る

　

　

こ
と

が

で
き

る
」

と
述

べ

て

い
る
。

⑦

『
同

　
　

右

』

(第

七
巻
)
、
三

八

一
頁
。

⑧

　

『
同
　

　

　
　
右

』

(第

六
巻
)
、
六

三
頁

。

⑨

『
同

　
　

右

』
、

八

二

～
八

三
頁

。



清沢満之の倫理思想

⑩

拙

論

「法

然

の
倫

理
思
想

(
『研

究
紀

要
』
七
号

、
五

一
～
六
五

頁
、
京

都

女

子
大
学
宗

教

文
化

研
究

所
)
、

「
真

宗

と
倫

理
」

(
『な

ぜ

い
ま
念

仏

か
』
所

収
、

一
〇
九

～

一
二
九
頁

)
、

「
蓮

如

の
倫

理

思
想
」

(
『
研
究
紀

要

』
八

号
、

一
七

一
～

一
八

五
頁
、

京

都
女

子
大

学
宗

教

文
化

研
究

所
)

参
照

。

⑪

『同

　
　

右
』

(第

七
巻

)
三

八
五

頁
。

⑫

『同

　
　

右
』

(第

六
巻

)

二
五

〇
頁
。

⑬

『同

　
　

右
』
、

二

一
二
頁
。

⑭

『同

　
　

右
』
、

二

一
六
頁
。

⑮

『同

　
　

右
』
、

二

一
七

頁
。

⑯

『同

　
　

右
』
、

二

一
八

頁
。

⑰

『同

　
　

右
』
、

二

一
九

頁
。

⑱

『同

　
　

右
』
、

二

一
九

頁
。

⑲

『同

　
　

右
』
、

二
二
〇

頁
。

⑳

『同

　
　

右
』
、

二
二

四
頁
。

⑳

吉

谷
覚
寿

著

『真

俗

二
諦
弁

』
六

四

ー
六
五

頁
。

　

　

　

.

⑫

　

『清

澤
満

之
全
集

』

(第

六
巻

)

二
三
三

～

二
三

四
頁
。

⑬

　

『同

　
　

　

　
右
』
、

二
三

二
頁
。

⑳

　

『同

　

　

　

　
右
』
、

二
三
〇

頁
。

⑳

　

『浄

土
真
宗

聖

典

(註
釈

版
)
』
、

八
五

三
頁
。

⑳

　

『同

　

　
　

　
右
』
、

八

五
三

～
八

五

四
頁
。

⑳

　

『清

澤
満

之
全
集

』

(第

六
巻

)

二
二

二
～

二
二

三
頁
。

⑳

　

『同

　

　
　

　
右
』

(第

七
巻

)
三

六
頁

。

⑳

『
同

　
　

右

』

(第

六
巻
)

;

二
頁
、

(第

七
巻

)

七

一
頁

。

⑳

　
『
同

　
　

　

　
右

』

(第

六
巻
)

二
七
三

～

二
七
六

頁
。

⑳

　
吉

田
久

一
は
、

こ

の
点

に
関

し

て

『清

沢
満

之
』

(
一
八
三

～

一
八
五

頁
)

に
、

「
満
之

は
如

来

の
実
践

を
唱

え
、

自
分

も
ま

た
体

験
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す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

三
十

年
前
後

の
社
会

に
大

き
な

歴
史

的
意

義
を

持

っ
た

が
、
若

死
し

た
た

め
精

神
主
義

の
実
験
を

余

り
多
く

試

み

て

い
な

い
の
で
、
個

々

の
具

体
的

実
践

に
ど
う

精

神
主
義

が
働
ら

く

か
に

つ
い
て
は
、

多
く

発
言

し

て

い
な

い
」

と
述

べ
、
満

之

以
後

の
精
神

主
義

に
は
実
践

的
契

機

が
弱

く
な

っ
た

と
し

、
そ

こ

に
精
神

主
義

の
課

題

が
あ

る
と
指

摘
し

て

い
る
。
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