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１　

は
じ
め
に

　
「
最
も
崇
高
な
宗
教
家
と
最
も
偉
大
な
科
学
者
の
意
見
は
、
し
ば
し
ば
一
致
す
る
。」
と
英
国
の
こ
と
わ
ざ
に
あ
る
。
神
の
啓
示
を
信
ず

る
宗
教
家
に
と
っ
て
も
、
神
の
行
い
に
は
法
則
性
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
ま
た
、
自
然
の
合
理
性
を
奉
ず
る
科
学
者
も
、
人
類
の

考
え
が
及
ば
な
い
領
域
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
逆
説
的
に
言
う
な
ら
ば
、
争
う
の
は
凡
庸
な
宗
教
家
と
科
学
者
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

　

こ
の
こ
と
わ
ざ
を
冒
頭
に
掲
げ
た
の
は
、
三
年
越
し
の
「
宗
門
と
国
家
」
の
完
結
に
当
た
っ
て
の
結
論
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。「
宗
門
と
国
家
」
執
筆
の
最
終
目
標
は
、
国
家
と
宗
門
の
関
係
の
取
り
方
を
模
索
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、

一
年
目
は
近
代
化
を
推
し
進
め
る
帝
国
日
本
が
何
を
目
指
し
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
二
年
目
は
そ
の
よ
う
な
国
家
と
よ
り
よ
い

関
係
を
結
ぼ
う
と
し
て
も
が
き
苦
し
ん
だ
宗
門
の
姿
を
、「
王
仏
冥
合
」
を
目
指
し
た
田
中
智
学
と
国
柱
会
の
成
功
と
挫
折
か
ら
明
ら
か

に
し
た
。
今
回
は
、
戦
後
の
国
家
諫
暁
で
あ
る
立
正
平
和
運
動
か
ら
宗
門
が
採
る
べ
き
立
正
安
国
の
姿
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

立
正
平
和
運
動
に
お
け
る
は
、
主
張
は
様
々
で
あ
る
が
、
最
大
公
約
数
と
し
て
み
れ
ば
、
立
正
安
国
と
い
う
祖
願
に
基
づ
き
、
憎
し
み

研
究
ノ
ー
ト

宗
門
と
国
家
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あ
い
を
越
え
た
戦
争
の
な
い
平
和
な
社
会
を
創
造
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
主
張
は
、
発
表
当
時
か
ら
も
少
な
か
ら
ず
批
判
に

さ
ら
さ
れ
て
き
た
が
、
立
正
平
和
運
動
と
い
う
用
語
現
在
で
も
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
、
少
な
く
と
も
我
が
宗
門
で
は
、
主
要
な
国
家

諫
暁
と
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
な
ぜ
受
け
容
れ
ら
れ
た
の
か
、
ま
た
、
現
在
も
な
お
受
け
容
れ
る
べ
き
と
言

え
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
ど
う
あ
る
べ
き
か
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

　

こ
の
た
め
、
ま
ず
、
立
正
平
和
運
動
そ
の
も
の
を
再
評
価
す
る
。
次
い
で
、
そ
の
後
の
状
況
の
変
化
を
論
じ
、
あ
る
べ
き
立
正
安
国
の

形
態
を
考
察
し
、
宗
門
と
国
家
の
関
係
を
提
案
す
る
。

　

こ
の
際
、
正
当
性
の
確
保
、
国
民
の
受
け
入
れ
の
可
能
性
を
評
価
の
視
点
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
国
家
諫
暁
を
行
う
に
は
、
宗
門
と
し

て
正
当
性
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
は
最
低
限
の
条
件
で
あ
る
。
嘘
の
行
動
で
は
、
宗
門
内
の
支
持
は
集
め
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
新

宗
教
の
手
法
に
よ
っ
て
教
線
を
拡
張
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
誤
り
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
行
動
が
国
民
か
ら
の
受
け
い
れ
ら
れ
な

け
れ
ば
、
民
主
主
義
国
家
に
お
け
る
国
家
諫
暁
に
な
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
民
主
主
義
国
家
に
お
い
て
は
、
主
権
者
は
国
民
だ
か
ら
で

あ
る
。
要
す
る
に
、
立
正
安
国
の
た
め
の
宗
門
運
動
は
、
宗
門
内
で
是
認
さ
れ
、
か
つ
ま
た
国
民
か
ら
の
是
認
を
勝
ち
取
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

２　

立
正
平
和
運
動
の
再
評
価

　

本
年
度
（
平
成
二
十
年
度
）
の
中
央
教
化
研
究
会
議
の
基
調
講
演
の
場
で
、
東
洋
大
学
西
山
茂
教
授
に
よ
っ
て
、
日
蓮
宗
が
行
っ
た
過

去
の
立
正
平
和
運
動
が
再
評
価
さ
れ
た
。
そ
れ
は
日
蓮
宗
の
中
で
は
あ
る
程
度
の
盛
り
上
が
り
を
見
せ
た
も
の
の
、
社
会
を
動
か
す
大
き

な
う
ね
り
に
は
必
ず
し
も
な
ら
ず
、
政
治
活
動
の
場
に
埋
没
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
で
は
、

な
ぜ
宗
門
の
中
で
正
当
性
を
も
っ
て
受
け
容
れ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
れ
が
な
ぜ
、
必
ず
し
も
社
会
的
に
受
け
容
れ
ら
れ
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
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立
正
平
和
運
動
に
お
け
る
主
張
が
、
立
正
安
国
と
い
う
祖
願
に
基
づ
き
、
憎
し
み
あ
い
を
越
え
た
戦
争
の
な
い
平
和
な
社
会
を
創
造
す

る
と
い
う
い
わ
ば
正
論
で
あ
る
以
上
、
宗
門
の
中
で
は
反
論
し
に
く
い
の
は
確
か
で
あ
り
、
正
統
性
の
面
で
は
十
分
理
解
で
き
る
。
だ
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
に
思
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
国
民
の
理
解
を
え
ら
れ
る
と
判
断
し
う
る
状
況
が
な
け
れ
ば
、
活
動
と
し
て
認
知
さ
れ

な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
立
正
平
和
運
動
を
宗
門
運
動
と
す
べ
き
と
い
う
時
代
背
景
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

当
時
は
、
冷
戦
の
ま
っ
た
だ
中
で
あ
っ
た
。
米
ソ
は
厳
し
く
対
立
し
、
際
限
の
な
い
核
軍
拡
が
行
わ
れ
、
世
界
人
類
を
何
十
回
も
滅
亡

す
る
に
足
る
核
兵
器
が
貯
蔵
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
、
精
密
誘
導
兵
器
等
の
運
搬
兵
器
の
発
達
も
見
逃
せ
な
い
。
こ
の
発
達
に
よ

り
、
ち
ょ
っ
と
し
た
偶
然
が
あ
っ
と
い
う
間
に
核
の
投
げ
合
い
に
発
展
し
、
人
類
の
生
存
が
不
確
か
な
も
の
と
感
じ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

さ
ら
に
、
い
っ
た
ん
歯
車
が
回
っ
て
し
ま
え
ば
、
こ
の
人
類
の
存
亡
を
か
け
た
核
戦
争
の
開
始
や
終
わ
り
に
当
た
っ
て
、
日
本
の
国
民
は

も
ち
ろ
ん
政
治
家
で
さ
え
も
い
か
な
る
意
見
も
挟
む
余
地
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
久
米
郁
男
編
『
政
治
学
』）。
こ
れ
で
は
平
和
を
願
わ

な
い
方
が
異
常
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
日
本
の
国
内
政
治
状
況
も
、
議
会
制
民
主
主
義
と
い
う
観
点
か
ら
は
異
常
で
あ
っ
た
。
自
民
党
の
一
党
支
配
と
他
政
党
の
圧
力

団
体
化
が
も
た
ら
し
た
諸
問
題
で
あ
る
。
保
守
合
同
に
よ
る
五
五
年
体
制
確
立
と
と
も
に
、
他
政
党
が
政
権
意
欲
を
失
っ
て
い
っ
た
。
こ

れ
と
中
選
挙
区
と
い
う
選
挙
制
度
に
よ
り
、
自
民
党
に
よ
る
派
閥
が
政
権
を
担
当
す
る
と
い
う
形
が
続
い
た
。
こ
れ
に
よ
り
自
民
党
は
、

官
僚
機
構
、
産
業
界
と
一
体
に
な
り
、
高
度
経
済
成
長
を
遂
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
権
力
は
絶
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。
戦
前
で
あ

る
な
ら
ば
、
衆
議
院
で
多
数
を
保
持
し
た
と
し
て
も
、
他
の
政
治
勢
力
と
し
て
、
貴
族
院
、
枢
密
院
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
行
政
機
構

の
枠
外
に
お
か
れ
た
帝
国
陸
海
軍
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
民
党
に
対
抗
す
る
政
治
勢
力
は
存
在
し
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
政
治

勢
力
以
外
も
味
方
に
つ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
国
民
は
自
ら
首
相
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る

（
北
岡
伸
一
『
政
権
党
の
60
年
』）。

　

こ
の
よ
う
な
状
態
は
自
民
党
に
お
い
て
も
不
幸
な
面
が
あ
っ
た
。
唯
一
政
権
を
担
当
す
る
政
党
で
あ
っ
た
た
め
、
理
想
ば
か
り
追
う
わ
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け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
冷
戦
時
代
、
ソ
連
の
本
格
的
武
力
侵
攻
は
不
可
避
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
抗
す
る
現
実
的

な
方
法
は
、
日
米
安
保
条
約
に
よ
り
、
米
国
の
核
の
傘
に
入
り
つ
つ
通
常
戦
力
を
整
備
す
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
他
政
党
の
反
発
を

常
に
受
け
る
ば
か
り
か
、
慎
重
に
憲
法
と
の
す
り
あ
わ
せ
、
つ
ま
り
は
解
釈
改
憲
を
行
い
国
民
に
そ
の
正
当
性
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
事
実
は
必
ず
、
平
和
運
動
と
護
憲
運
動
と
い
う
形
で
反
発
を
受
け
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
立
正
平
和

運
動
と
は
、
自
然
な
国
家
諫
暁
で
あ
り
、
宗
門
で
受
け
容
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

３　

平
和
運
動
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化

　

さ
て
、
で
は
な
ぜ
、
こ
の
運
動
は
他
の
政
治
運
動
の
中
に
埋
没
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
現
実
的
な
方
法
論
を

提
示
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
国
民
の
多
数
が
受
け
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

戦
争
の
な
い
平
和
な
世
界
を
創
造
す
る
こ
と
は
誰
し
も
願
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
戦
争
が
な
い

状
態
を
平
和
と
す
る
な
ら
、
如
何
に
平
和
を
維
持
つ
ま
り
戦
争
を
抑
止
す
る
か
が
大
問
題
と
な
る
。「
立
正
安
国
論
」
で
は
正
法
が
確
立

さ
れ
た
と
き
と
な
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
ど
う
す
る
か
の
記
述
は
な
い
。
立
正
平
和
運
動
は
こ
こ
で
大
問
題
を
抱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
意
見
収
束
は
難
し
く
、
不
殺
生
の
立
場
か
ら
あ
ら
ゆ
る
戦
争
に
反
対
す
る
と
い
っ
た
曖
昧
な
言
葉
の
み
が
残
っ

て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
当
時
の
社
会
党
が
主
張
し
て
い
た
「
非
武
装
中
立
論
」
や
共
産
党
が
主
張
し
て
い
た
「
護
憲
論
」
と
変

わ
ら
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

自
民
党
か
ら
す
れ
ば
、
社
会
党
や
共
産
党
の
主
張
は
歓
迎
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
現
実
論
を
戦
わ
せ
れ
ば
政
権
が
危
う
く
な
る

こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
浮
世
離
れ
し
た
「
非
武
装
中
立
論
」
や
「
護
憲
論
」
を
振
り
回
し
て
い
る
間
は
過
半
数
の
国
民
支
持
は
と
れ
な
い
、

つ
ま
り
政
権
を
取
れ
な
い
。
事
実
、
取
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
結
果
、
現
実
の
安
全
保
障
政
策
は
自
民
党
の
独
壇
場
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

社
会
党
や
そ
の
他
の
政
党
も
こ
の
状
態
は
歓
迎
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
過
半
数
は
と
れ
な
い
に
し
て
も
あ
る
程
度
の
議
席
は
確
保
で
き
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る
。
な
お
か
つ
現
実
政
治
と
い
う
も
の
を
担
わ
な
く
て
す
み
、
理
想
論
を
述
べ
て
い
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
立
正
平
和
運
動
も
本

来
あ
る
べ
き
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
失
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

立
正
平
和
運
動
の
時
代
背
景
で
あ
っ
た
冷
戦
構
造
は
劇
的
に
変
化
し
た
。
例
え
ば
、
ま
ず
、
一
九
九
三
年
、
細
川
内
閣
成
立
に
よ
り
自

民
党
の
一
党
支
配
が
終
焉
し
た
。
ま
た
、
予
期
す
べ
き
脅
威
が
、
ソ
連
に
よ
る
着
上
陸
侵
攻
と
い
う
単
純
な
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
国
際

環
境
の
不
安
定
化
つ
ま
り
は
テ
ロ
の
脅
威
と
い
う
幅
広
い
も
の
も
の
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
阪
神
淡
路
大
震
災
の
経
験
か
ら
、
防
災
に
対

す
る
国
家
へ
の
期
待
が
こ
れ
ま
で
に
な
く
大
き
く
な
っ
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
抑
止
が
効
か
ず
、
軍
事
力
の
役
割
が
拡
大
し
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
存
在
し
て
抑
止
す
る
だ
け
で
な
く
実
際
の
行
動
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
最

後
に
日
米
関
係
に
重
大
な
変
化
な
変
化
が
生
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
九
九
六
年
、
ク
リ
ン
ト
ン
米
国
大
統
領
訪
日
の
際
に
「
日
米
安
保
共

同
宣
言
」
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、「
二
一
世
紀
に
向
け
て
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
お
い
て
安
定
的
で
繁
栄
し
た
情
勢
を
維
持
す

る
た
め
の
基
礎
で
あ
り
続
け
る
こ
と
を
再
確
認
」
し
た
。
こ
れ
ら
に
は
従
来
の
日
本
有
事
対
応
の
み
な
ら
ず
、
常
に
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域

の
安
定
の
た
め
に
協
力
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
立
正
平
和
運
動
の
前
提
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
米
ソ
の
熱
核
戦
争
の
脅
威
は
後
景
に
退
い
た
。
ま
た
自
民
党
一
党
支
配
の
終
焉
に
よ
り
、
政
権
意
欲
を
持
た
な
い

政
党
は
存
在
意
義
を
失
っ
た
。
こ
の
た
め
、
ど
の
政
党
も
現
実
的
政
策
を
打
ち
出
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
ま
た
、
軍
隊
か
ら
の
安
全

を
主
体
に
考
え
て
い
た
が
、
脅
威
の
変
化
に
よ
り
軍
事
力
の
役
割
が
変
化
し
、
軍
事
力
に
よ
る
安
全
を
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
最

後
に
日
米
同
盟
の
変
化
に
よ
り
日
本
の
安
全
か
ら
、
東
ア
ジ
ア
の
安
全
を
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
状
況
の
変
化

を
宗
門
が
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
、
従
来
の
立
正
平
和
運
動
を
越
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
今
後
の
立
正
安
国
と
な
ろ
う
。
そ

れ
は
ど
の
よ
う
に
紡
ぎ
出
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
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４　

宗
学
と
政
治
学
の
共
同
責
任

　

従
来
は
、
自
民
党
指
導
者
に
響
け
ば
国
家
諫
暁
と
な
っ
た
が
、
政
権
交
代
が
国
民
の
手
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
以
上
、
こ
れ
か
ら

の
諫
暁
の
対
象
は
国
民
と
な
る
。
そ
の
国
民
の
過
半
数
が
納
得
す
る
理
論
を
打
ち
立
て
な
け
れ
ば
、
正
法
が
確
立
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
国
民
が
納
得
す
れ
ば
い
か
な
る
こ
と
で
も
許
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
、
教
師
た
る
の
立
場
は
な
い
。
た
だ
の
迎
合
者
と
な
っ
て
し

ま
う
。
こ
の
二
律
背
反
を
払
拭
す
る
た
め
に
は
、
宗
教
指
導
者
と
政
治
学
者
と
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
両
者
は

正
法
実
現
の
た
め
の
共
同
責
任
を
負
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
法
華
経
の
理
想
を
、
国
家
の
主
権
者
た
る
国
民
に
正
し
く
示
す

こ
と
は
、
宗
教
指
導
者
に
し
か
で
き
な
い
役
割
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
法
華
経
こ
そ
が
国
土
を
仏
国
土
に
導
け
る
か
ら
だ
。
た
だ
し
、

そ
こ
に
行
き
つ
く
た
め
に
は
一
挙
に
達
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
政
治
学
と
い
う
名
の
方
便
を
使
っ
て
、
国
民
を
導
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
つ
ま
り
現
実
の
あ
る
諸
々
の
事
象
は
、
必
ず
し
も
法
華
経
の
考
え
に
背
か
な
い
の
で
あ
る
。
政
治
学
者
は
法
華
経
の
理
想
を
現
実

に
適
合
さ
せ
る
た
め
の
役
割
を
担
う
。
政
治
学
は
現
実
政
治
を
理
論
化
す
る
学
問
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
理
想
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
対
話
こ
そ
が
、
こ
れ
か
ら
の
立
正
安
国
の
形
態
と
考
え
ら
れ
る
。

５　

お
わ
り
に

　

戦
後
は
戦
前
の
反
省
も
あ
り
、
ま
た
政
教
分
離
の
原
則
が
あ
っ
た
た
め
、
宗
門
も
政
治
に
一
定
の
距
離
を
置
い
て
き
た
。
そ
し
て
や
や

も
す
る
と
、
対
立
し
が
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
状
況
の
変
化
に
お
い
て
論
じ
た
よ
う
に
、
我
が
国
は
民
主
主
義
国
家
で
あ
り
、

主
権
者
は
国
民
で
あ
る
。
も
し
国
家
が
過
ち
を
犯
す
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
宗
教
者
の
敗
北
で
も
あ
る
。
宗
門
は
国
民
教
育
を
通
じ
国
家
と

協
調
す
べ
き
で
、
対
立
す
る
対
象
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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