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著

『仏
教
か
ら
ケ
ア
を
考
え
る
』

本
書
は
、平
成
二
十
五
含
，一〇
一
三
）
年
に
京
都
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
よ
り
博
士
（教
育
学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
博
士
論
文
「仏

教
思
想
に
基
づ
く
ケ
ア
論
の
展
開
」
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。
著
者
は
仏
教
学
、
臨
床
心
理
学
、
教
育
学
を
修
め
、
一現
在
は
真
宗
大
谷
派

の
僧
侶
で
あ
る
と
同
時
に
、
臨
床
心
理
士
と
し
て
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
も
務
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
著
者
の
幅
広
い
学
問
背
景
や
問

題
意
識
に
基
づ
い
て
、
こ
れ
ま
で
関
連
付
け
て
研
究
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
仏
教
と
ケ
ア
の
二
つ
に
つ
い
て
、
「ケ
ア
の
問
題
を
見
つ

め
直
す
た
め
に
、
仏
教
と
い
う
先
人
た
ち
の
積
み
重
ね
て
き
た
深
い
思
索
と
叡
智
に
尋‐
ね
て
み
る
」
と
い
う
方
法
に
よ
つ
て
結
び
つ
け
て

こ
れ
が
い
か
な
る
形
で
展
―開
‐さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
ず
、
日
次
に
よ
っ
て
確
認
し
た
い
。

日
次

序
章
　
仏
教
と
ケ
ア
と
の
関
わ
り

第

一
章
　
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
基
づ
く
ケ
ア
を
超
え
て
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Ｆ
Ｉ
日
日
‥
ｒ
ｌ

評

第
二
章
　
先
行
す
る
仏
教
的
ケ
ア
論
の
検
証

第
三
章
　
ケ
ア
す
る
人
の
精
神
的
態
度
―
―
慈
悲
―
―

第
四
章
　
ケ
ア
す
る
人
の
自
己
変
容
―
―
仏
性
―
―

第
五
章
　
ケ
ア
の
関
係
性
は
ど
の
よ
う
に
深
ま
る
の
か
―
―
縁
起
―

第
六
章
　
ケ
ア
の
関
係
性
に
は
た
ら
く
生
成
カ
ー
ー
聞
法
―
―

補
論
　
ケ
ア
の
関
係
性
が
死
の
向
こ
う
側
に
開
か
れ
る
こ
と

第
七
章
　
死
の
向
こ
う
側
に
開
か
れ
る
こ
と
の
意
義
―
―
浄
土
―
―

第
八
章
　
死
者
に
向
け
ら
れ
る
ケ
ア
ー
ー
回
向
供
養
―
―

第
九
章
　
死
者
と
の
実
存
協
同
―
―
還
相
の
菩
薩
―
―

終
章
　
仏
教
思
想
に
基
づ
く
ケ
ア
論
か
ら
見
え
て
く
る
こ
と

参
考
文
献

あ
と
が
き

目
次
を
概
覧
す
る
と
、
仏
教
と
ケ
ア
が
、
い
く
つ
か
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
も
と
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
で
は
、
い
か

な
る
視
点
で
こ
の
両
者
が
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
の
か
、
「序
章
」
か
ら
著
者
の
立
場
を
整
理
し
て
み
た
い
。

著
者
は
、
仏
教
を
既
成
の
宗
派
・教
団
、
〈形
あ
る
仏
教
〉
の
枠
組
み
に
よ
ら
ず
、
「仏
教
と
い
う
形
が
で
き
る
以
前
の
、
動
態
的
な

〈形

の
な
い
仏
教
と

と
し
て
と
ら
え
、
「動
的
宗
教
の
源
泉
」
、
買
形
の
な
い
仏
教
〉
の
核
心
」
を

「霊
性
＝
無
分
別
智
」
に
見
出
す
。
そ
の
上
で
、

仏
教
を

「形
あ
る
世
界
、
分
別
の
世
界
を
包
括
す
る
、
霊
性
的
自
覚
に
お
い
て
顕
現
す
る
は
た
ら
き
で
あ
る
」
と
定
義
づ
け
る
。

ま
た
、
ケ
ア
の

一
般
的
な
意
味
に
つ
い
て

「
『何
か
に
つ
い
て
ケ
ア
し
て
い
る
』
と
い
う
意
識
状
況
を
指
す
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
必
ず

何
ら
か
の
対
象
が
希
求
さ
れ
」
、
そ
の
対
象
は
人
、
す
な
わ
ち
、
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ケ
ア

（ぼ
Ｂ
８

ｏ筐
ｏ
対
人
援
助
と

で
あ
る
と
す
る
。
著
者
は
、

こ
の

「
ヒ
ユ
ー
マ
ン
ケ
ア
」
は
、
「あ
く
ま
で
も
人
間
中
心
、
人
間
と
人
間
の
関
わ
り
に
お
い
て
ケ
ア
が
成
立
す
る
、
と
い
う
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
の
考
え
方
が
基
礎
に
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、本
来
、
ケ
ア
は

「人
間
を
超
え
た
何
ら
か
の
は
た
ら
き
」
、
す
な
わ
ち

「超

越
的
な
広
が
り
」
を
も
つ
も
の
で
あ
り

（そ
れ
を
著
者
は

「
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
リ
テ
イ
」
と
総
称
す
る
）
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
考
え
方
に
基

礎
を
お
く
限
り
、
そ
う
し
た
広
が
り
は
看
過
さ
れ
る
と
す
る
。

そ
こ
で
、
著
者
は
、
「
ケ
ア
の
問
題
を
考
察
す
る
観
点
と
し
て
、
形
な
き
仏
教
＝
霊
性
の
視
座
を
導
入
し
」
、
ヨ
並性
＝
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ

テ
ィ
に
開
か
れ
た
ケ
ア
、
す
な
わ
ち
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
ル
ケ
ア
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
か
を
改
め
て
提
言
す
る
こ
と
」
を
本
書
で

試
み
る
こ
と
を
提
示
す
る
。

こ
の
試
み
に
際
し
、
著
者
は
、
（１
）
ケ
ア
す
る
人
が
霊
性
＝
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
イ
に
開
か
れ
る
こ
と
、
（２
）
ケ
ア
の
場
に
霊
性
＝

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
イ
が
は
た
ら
く
こ
と
、
（３
）
霊
性
＝
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
イ
の
広
が
り
と
し
て
の
死
の
向
こ
う
側
の
三
つ
の
論
点
を

提
示
し
、
こ
の
三
つ
の
論
点
を
、
七
つ
の
仏
教
概
念
を
軸
と
し
て
検
討
し
て
い
く
。
以
下
、
本
書
の
章
立
て
に
し
た
が
つ
て
、
検
討
の
内

容
を
概
観
し
た
い
。

第

一
章
で
は
、序
章
で
の
問
題
設
定
を
ふ
ま
え
て
、
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
思
想
的
基
盤
す
る
現
在
の
ケ
ア

（ｏミ
こ

の
抱
え
る
課
題
が

「
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
」
を
通
し
て
批
判
的
に
検
討
さ
れ
、
新
た
な
ケ
ア
の
あ
り
方
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
新
た
な
ケ
ア
の
基
盤
に

「霊
性
＝

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
イ
」
を
お
き
、
そ
こ
へ
の
目
覚
め
の
プ
ロ
セ
ス
が

「理
念
と
し
て
の
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
ル
ケ
ア
」
の
場
に
お
い
て
起
こ
っ

て
く
る
事
態
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

続
く
第
二
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
仏
教
的
ケ
ア
論
の
意
義
が
、
様
々
な
歴
史
的
な
慈
善
救
済
活
動
、
ビ
ハ
ー
ラ
運
動
等
の
具
体
的
な
実

践
か
ら
検
討
さ
れ
、
仏
教
思
想
を
ケ
ア
論
に
導
入
す
る
こ
と
に
よ
つ
て

「非
合
理
な
人
間
の
苦
し
み
の
現
実
を
非
合
理
な
ま
ま
に
受
け
止

め
な
が
ら
も
、
そ
の
現
実
と
と
も
に
生
き
る
融
和
の
方
向
性
」
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
提
示
さ
れ
る
。
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第
三
章
で
は
、
ヶ
ア
に
お
け
る

「
ヶ
ァ
す
る
側
」
の
態
度
が
検
討
さ
れ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
ケ
ア
の
営
み
に
お
い
て
は
、

ケ
ア
す
る
側
の
過
剰
な
ま
で
の
ケ
ア
ヘ
の
没
入
や
、
疲
弊
に
よ
る
ケ
ア
の
放
棄
が

「
不
可
避
的
に
起
こ
っ
て
く
る
」
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、

ギ
リ
ガ
ン
や
ノ
デ
ィ
ン
グ
ス
な
ど
の
、
現
代
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る

「
ケ
ア
」
論
で
も
十
分
に
克
服
し
得
な
い
課
題
で
あ
る
こ
と

が
示
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
課
題
に
対
し
て
、
仏
教
的
な

「慈
悲
」
を
ケ
ア
論
に
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
著
者
は
応
え
ょ
う
と
す
る
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
「
慈
悲
」
に
よ
っ
て

「
ヶ
ア
す
る
人
格
」
は

「超
越
の
次
元
」
に
開
か
れ
、
「
ケ
ア
の
主
体
」
が

「
転
換
」
さ
れ
る
が
、

こ
の
あ
り
方
を
ケ
ア
す
る
人
が
自
覚
す
る
と
き
、
「
そ
こ
に
開
か
れ
る
ケ
ア
の
営
み
は
、
弛
ま
ぬ
豊
か
な
創
造
性
に
溢
れ
る
こ
と
に
な
る
」

と
結
論
す
る
。

第
四
章
で
は
、
ヶ
ア
す
る
人
の

「自
己
変
容
」
が
主
題
と
な
る
。
著
者
は
、
「自
己
変
容
」
は
、
「自
己
か
ら
離
れ
る
こ
と
、
自
己
へ
の

執
着
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
を
転
換
点
と
す
る
」
と
ｔ
、
そ
の
具
体
的
あ
り
方
の
例
と
し
て
、道
元
禅
師
「
現
成
公
案
」
の
一
節
に
お
け
る
「自

己
を
わ
す
る
ゝ
」
こ
と
、
す
な
わ
ち

「万
法
に
証
せ
ら
る
ゝ
」
こ
と
を

「自
己
変
容
」
の
核
心
と
し
て
あ
げ
る
。
そ
こ
で
著
者
は

「仏
性
」

の
語
に
注
目
し
、
「仏
性
」
＝

「如
来
蔵
」
の
立
場
か
ら

『大
乗
起
信
論
』
を
中
心
に
検
討
し
、
「仏
性
を
め
ぐ
る
自
己
変
容
の
あ
り
方
」
を
、

著
者
に
よ
る

「仏
性
」
の
三
つ
の
位
相
―
―
如
来
蔵
／
無
漏
種
子
／
真
如
―
―
に
即
し
た
展
開
と
し
て
集
約
す
る
。

第
五
章
で
は
、
第
四
章
で
検
討
し
た

「自
己
変
容
」
に
つ
い
て

「
関
係
性
」
の
視
点
か
ら
再
構
成
し
、
「自
己
の
内
な
る
関
係
性
へ
と
開

か
れ
る
こ
と
、
自
己
が
世
界
と
の
関
係
に
お
い
て
在
る
、
そ
の
全
体
性
に
触
れ
る
こ
と
」
で
ぁ
る
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
現
在
の
ケ
ア
論

の
基
本
と
さ
れ
る
メ
イ
ャ
ロ
フ
ゃ
ノ
デ
ィ
ン
グ
ス
の
ケ
ア
論
が

「
結
局
の
と
こ
ろ
、
西
洋
的
な
自
我
中
心
の
論
理
」
と
い
う
思
考
様
式
に

立

っ
て
い
る
と
批
判
し
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
い
く
方
途
を

「法
界
縁
起
」
に
求
め
、
そ
の
理
論
に
基
づ
い
て
ヶ
ァ
の
関
係
性
の
深
ま
り
、

成
熟
過
程
に
つ
い
て
描
き
出
そ
う
と
す
る
。
こ
の
分
析
を
も
と
に
、
「
ケ
ア
の
関
係
性
と
は
、
そ
の
時
そ
の
場
に
お
け
る

『ご
縁
』
を
形
づ

く
る
も
の
」
で
あ
る
と
す
る
。

続
く
第
六
章
で
は
、
真
宗
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
中
心
に
、
そ
の
背
景
に
あ
る

「
聞
法
」
を
軸
と
し
て
検
討
さ
れ
る
。
こ
こ
で
著
者
は
、

カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
求
め
ら
れ
る

「聞
く
」
と
い
う
態
度
と

「
聞
法
」
の
違
い
に
注
目
し
、
ケ
ア
の
営
み
に
お
け
る

「
聞
く
」
こ
と
が

「受

容
」
を
意
味
す
る
の
に
対
し
、
「聞
法
」
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
受
容
的
態
度
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
「相
手
の
言
葉
を
、
そ
し
て
相
手
の
存

在
的
意
味
を
、
そ
の
ま
ま
根
源
的
実
在
で
あ
る

〈法
〉
か
ら
の
呼
び
声
と
し
て

『聞
く
Ｌ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
こ
う
し
た

「聞

法
」
の
立
場
を
前
提
と
す
る
真
宗
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
は
、
つ
ね
に

「根
源
的
実
在
と
し
て
の

〈法
）
に
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
る
と
す
る
実
感
」

を
も

っ
て
実
践
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に

「
ケ
ア
の
営
み
が
究
極
の
指
標
と
す
べ
き
原
理
」
を
見
出
し
て
い
る
。

第
七
～
九
章
に
先
立

っ
て
、
補
論
と
し
て

「
ケ
ア
の
関
係
性
」
と

「
死
の
向
こ
う
側
」
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
章
で
は
、
こ
こ
ま

で
論
じ
ら
れ
て
き
た

「超
越
の
次
元
」
の
問
題
が
、
「
死
」
と
い
う
具
体
的
出
来
事
に
基
づ
い
て
、
「
死
の
向
こ
う
側
の
世
界
」
と

「
ケ
ア

の
関
係
性
」
が
検
討
さ
れ
る
。
こ
の
補
論
を
境
と
し
て
、
第
七
章
以
下
で
は
、
「死
」
お
よ
び

「死
者
」
が
主
題
化
さ
れ
て
く
る
。

第
七
章
で
は
、
「
死
の
向
こ
う
側
に
開
か
れ
る
こ
と
の
意
義
」
に
つ
い
て
、
「浄
土
＝
他
界
」
の
思
想
、
特
に

「浄
土
往
生
か
ら
現
世
に

帰
還
す
る
と
い
う
還
相
の
側
面
を
強
調
」
す
る
親
鸞
の
思
想
に
注
目
し
て
検
討
さ
れ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
親
鸞
に
お
け
る

「浄
土
と
は
、

相
対
分
別
か
ら
脱
し
た
絶
対
の
世
界
で
あ
り
、
原
理
的
に
い
え
ば
、
法
性
＝
真
理
を
象
徴
し
た

一
つ
の
表
現
」
で
あ
り
、
そ
の

「浄
土
か

ら
帰
還
し
た
還
相
回
向
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
絶
対
他
力
の
信
心
に
立
っ
て
世
界
と
関
わ
る
こ
と
に
お
い
て
開
か
れ
る
精
神
的
相
貌
は
、

〈生
命
愛
〉
へ
の
目
覚
め
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
界
は

「
こ
ち
ら
に
呼
び
か
け
て
く
る
よ
う
な
、
実
存

的
な
は
た
ら
き
」
と
し
て
の
意
義
を
も
つ
こ
と
を
示
す
。

第
八
章
で
は
、
「
死
者
に
向
け
ら
れ
る
ケ
ア
」
と
し
て

「
回
向
供
養
」
が
検
討
さ
れ
る
。
著
者
は
、
死
者
の
ケ
ア
に
は
、
「
死
者
を
徹
底

的
に
対
象
化
し
て
こ
れ
を
変
容
さ
せ
る
か
、
ケ
ア
を
通
し
て
死
者
に
思
い
を
向
け
る
者
の
自
己
変
容
が
実
現
す
る
か
」
の
二
面
が
あ
り
、

前
者
は

「
日
本
仏
教
の
死
者
供
養
の
あ
り
方
を
基
盤
と
す
る

〈回
向
＝
供
養
〉
シ
ス
テ
ム
」
、
後
者
は

「
回
向
」
の
考
え
か
ら

「供
養
」
を

独
立
さ
せ
た

〈回
向
＋
供
養
〉
で
あ
る
と
し
、
後
者
の
典
型
と
し
て

「親
鸞
思
想
に
立
脚
し
た
浄
土
真
宗
の
死
者
供
養
」
を
あ
げ
る
。
こ

う
し
た

「親
鸞
浄
土
宗
の
死
者
供
養
の
考
え
方
」
は
、
コ
死
者
に
向
け
ら
れ
た
思
い
』
を
自
己
洞
察

へ
と
深
化
さ
せ
普
遍
的
世
界
に
目
覚
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め
さ
せ
る
通
路
を
切
り
開
く
」
こ
と
に
な
る
と
す
る
。

第
九
章
で
は
、
日
辺
元
の

「
死
者
と
の
実
存
協
同
」
の
考
え
方
を
も
と
に
、
「仏
教
思
想
が
ケ
ア
論
と
し
て
開
か
れ
る
、
そ
の
構
造
的
契
機
」

が
探
ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
「実
存
協
同
の
考
え
方
の
原
初
的
枠
組
み
」
と
し
て
、
「相
対
存
在
で
あ
る
人
間
が
、
死
復
活
と
い
う
絶
対

無
の
覚
醒
体
験
を
経
て
、
そ
こ
か
ら
絶
対
無
即
愛
の
は
た
ら
き
に
促
さ
れ
て
、
他
の
人
間
へ
と
覚
醒
体
験
を
継
承
し
な
が
ら
歴
史
的
協
同

性
を
形
づ
く
っ
て
い
く
こ
と
」
を
あ
げ
、
そ
れ
を

「先
進
者
Ａ
か
ら
後
進
者
Ｂ
へ
、
さ
ら
に
先
進
者
Ｂ
か
ら
後
進
者
Ｃ
へ
と
不
断
に
続
い

て
い
く
運
動
」
と
し
て
と
ら
え
る
。
そ
の
上
で
、
具
体
的
な

「
ク
グ
リ
ー
フ
・
ヶ
ア
生

の
場
面
に
即
し
て

「
ケ
ア
」
の
課
題
が
検
証
さ
れ
、

「死
者
と
の
実
存
協
同
」
の
思
想
が
、
「自
己
中
心
の
生
を
見
つ
め
直
し
、
そ
の
窮
境
か
ら
解
放
さ
せ
る
力
」
と
な
る
と
い
う
。

終
章
で
は
、
「本
書
に
流
れ
て
い
る
問
題
意
識
」
が
、
「筆
者
自
身
の
思
想
遍
歴
」
に
寄
せ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
概
観
し
て

き
た
各
章
に
即
し
て
整
理
す
る
と
、
本
書
の
三
つ
の
論
点
の
鍵
概
念
と
な
る

「自
己
変
容
」
、
「
関
係
性
」
、
「実
存
協
同
」
の
三
つ
の
構
造

契
機
が
、
「自
己
変
容
↓
関
係
性
↓
実
存
協
同
↓
…
…
」
と
い
う
循
環
構
造
を
な
し
て
お
り
、
そ
れ
が
仏
教
思
想
に
基
づ
く
ヶ
ア
論
の
土
台

と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
「超
越
の
次
元
」
に
開
か
れ
た
ケ
ア
の
あ
り
方
が
本
来
的
な
あ
り
方
で
あ
り
、
西
洋
近
代
の

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
問
題
を
乗
り
越
え
る
新
た
な
視
点
と
し
て
、
「超
越
の
次
元
か
ら
の
働
き
か
け
に
気
づ
く
こ
と
、
開
か
れ
て
い
る
こ
と

が
、
人
間
同
士
の
ケ
ア
の
営
み
を
豊
か
に
し
、
成
熟
さ
せ
る
」
こ
と
が
結
論
と
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
本
書
を
各
章
に
し
た
が
っ
て
概
観
し
て
き
た
が
、
仏
教
学
、
臨
床
心
理
学
、
教
育
学
と
い
う
多
様
な
学
問
背
景
を
も
つ
著
者
の

該
博
な
知
識
に
基
づ
き
、
多
面
的
、
多
角
的
に

「
ケ
ア
」
の
問
題
が
検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
時
に
そ
れ
は
、
「
ケ
ア
」
か

ら
離
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
な
が
ら
も
、
最
終
的
に
は

「
ケ
ア
」
論
へ
と
収
敏
し
て
い
く
上
で
不
可
欠
な
議
論
の
伏
線
と
な
っ
て
い
る
「

評
者
の
専
門
と
す
る
教
育
学
の
分
野
で
も
、
近
代
教
育
学
の
様
々
な
面
で
の
行
き
詰
ま
り
が
指
摘
さ
れ
る
中
で
、
そ
こ
に
新
た
な
可
能
性

を
開
く
も
の
の

一
つ
と
し
て

「
ケ
ア
」
論
は
注
目
さ
れ
て
お
り
、仏
教
の
視
点
か
ら

「
ケ
ア
論
」
を
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
著
者
の
試
み
は
、

示
唆
に
富
む
も
の
で
あ

っ
た
。

そ
の
上
で
、
浅
学
を
顧
み
ず
、
本
書
を
通
じ
て
感
じ
た
疑
間
に
つ
い
て
、
二
点
を
指
摘
し
て
み
た
い
。

第

一
に
、
本
書
で
は

「西
洋
近
代
主
義
を
背
景
と
し
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
の
限
界
を
指
摘
し
、
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
」
の
視
点
か

ら
こ
れ
を
乗
り
越
え
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
」
な
い
し

「
ス
ピ
リ
サ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」

と

「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
の
関
係
が
つ
か
み
に
く
か
っ
た
点
で
あ
る
。

現
代
に
お
け
る

「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
へ
の
注
目
が
、
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
の
流
れ
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
そ
れ
を
批
判
的
に
乗
り
越

え
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
背
景
と
し
て
も
つ
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
か
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ァ
リ
テ
ィ
」
か
、
と
い
っ

た
二
項
対
立
的
視
点
だ
け
で
な
く
、
両
者
を
包
括
す
る
よ
り
広
い
視
点
を
提
示
す
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
ろ

ん
、
本
書
は
そ
う
し
た
視
点
が
随
所
に
み
ら
れ
る
し
、
特
に
、
「終
章

・
エ
ピ
ロ
ー
グ
」
に
お
け
る
、
経
典
読
誦
を
や
め
て
し
ま

っ
た
親
鸞

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
分
析
は
、
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
を
包
含
す
る
、
よ
り
広
い
視
点
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

第
二
に
、
本
書
の
全
体
を
通
じ
て
検
討
さ
れ
て
い
る

「
ケ
ア
」
の
関
係
が
、
「
ど
ん
な
立
場
」
に
あ
る
、
「誰
に
」
、
「
ど
ん
な
場
面
で
」

求
め
ら
れ
る
あ
り
方
な
の
か
が
判
然
と
し
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
本
書
の
前
半
、
特
に
第

一
章
か
ら
第
二
章
、
あ
る
い
は
第
六
章
が
、
専

門
的
な
ケ
ア
、
「職
業
と
し
て
の
ケ
ア
」
が
念
頭
に
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る

一
方
、
後
半
、
特
に
第
七
章
、
第
八
章
は
、
仏
教
者
に
求
め

ら
れ
る
あ
り
方
が
想
起
さ
れ
た
。
ま
た
、
本
書
全
体
は
、
現
代
社
会
に
生
き
る
人
々
全
体
に
向
け
て
の
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
と
受
け
止

め
た
。
そ
の
た
め
、
い
ず
れ
の
場
面
で
求
め
ら
れ
る
あ
り
方
な
の
か

（こ
れ
は
評
者
の
知
識
不
足
、
経
験
不
足
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い

だ
ろ
う
が
）
、
具
体
的
に
想
起
し
に
く
い
箇
所
が
散
見
さ
れ
た
。
理
想
的
、
究
極
的
に
は
す
べ
て
の
人
間
に
、
様
々
な
場
面
で
こ
う
し
た
あ

り
方
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
し
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と
し
て
、
ま
た
僧
侶
と
し
て
実
践
し
、
か
つ
、
仏
教
学
、
真
宗
学
、
臨

床
心
理
学
、
教
育
学
と
い
う
多
様
な
学
問
背
景
を
も
つ
著
者
だ
か
ら
こ
そ
の
広
い
視
野
か
ら
の
提
言
で
あ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ

し
、
具
体
的
な
場
面
を
含
む
、
実
践
的
視
野
が
あ
る
と
、
よ
り
多
く
の
読
者
に
著
者
の

「
思
い
」
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
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書

著
書
の
帯
で

「
タ
ブ
ー
に
踏
み
込
む
、
画
期
的
ケ
ア
論
」
と
評
さ
れ
る
本
書
は
、
今
後
、　
一
層
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

「
ケ
ア
」
の
視

点
に
対
す
る
仏
教
の
側
か
ら
の
、
真
摯
な

「応
答
」
の
試
み
で
あ
り
、
今
後
、
「仏
教
と
ケ
ア
」
を
考
え
て
い
く
際
の

「
よ
す
が
」
と
な
る

も
の
だ
ろ
う
。
本
書
を
き

っ
か
け
に
、
仏
教
と
ケ
ア
に
つ
い
て
の
研
究
が

一
層
進
展
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
し
、
本
書
は
そ
う
し
た
期

待
を
抱
か
せ
る
多
様
な
可
能
性
を
含
ん
だ
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

法
栽
館
、
二
〇

一
五
年
五
月
三
〇
日
発
行
、
Ａ
５
版
、
三
二
〇
頁
、
大
○
○
○
円

（税
別
）

（秋
田
大
学
）
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