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道
徳
を
め
ぐ
る
諸
研
究
の
進
展
の
な
か
で
「
利
他
性
」
と
い
う
テ
ー
マ

は
近
年
盛
ん
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
難
問
に
従
来
の
哲
学

的
ア
プ
ロ
ー
チ
以
外
か
ら
迫
り
う
る
地
平
が
開
け
て
き
た
た
め
で
あ
る
。

撮
像
技
術
の
進
歩
に
伴
っ
て
開
拓
さ
れ
て
き
た
脳
神
経
科
学
的
ア
プ
ロ
ー

チ
、
利
己
的
で
合
理
的
な
「
経
済
人
」
モ
デ
ル
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
経

済
行
動
に
迫
る
経
済
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
、
生
物
と
し
て
の
ヒ
ト
を
解
明
す

る
進
化
生
物
学
や
進
化
心
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
、
文
化
人
類
学
等
に
基
づ

い
た
比
較
文
明
文
化
的
ア
プ
ロ
ー
チ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
「
利

他
性
」
が
検
討
さ
れ
、
新
た
な
理
論
や
枠
組
み
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

　

な
か
で
も
社
会
心
理
学
に
お
け
る
人
間
の
向
社
会
的
行
動
の
動
機
づ
け

の
諸
研
究
か
ら
は
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
利
他
性
」
を
思
想
史
的
に
捉

え
直
し
得
る
新
た
な
理
論
や
枠
組
み
が
提
供
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
社
会
心
理

学
に
お
い
て
「
利
他
性
」
は
向
社
会
的
行
動
の
主
要
な
動
機
づ
け
と
考
え

ら
れ
て
い
る
が
、
東
ア
ジ
ア
の
思
想
史
の
中
で
は
「
利
他
」
と
も
「
利

特
集　

利
他
性
を
考
え
る

儒
教
及
び
モ
ラ
ロ
ジ
ー
に
お
け
る
利
他
の
一
考
察

│
そ
の
自
他
観
と
自
己
認
識

│

宮 

下　

和 

大
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ス
タ
イ
ン
の
次
の
よ
う
な
説
が
引
用
さ
れ
る
。

　

あ
る
環
境
で
は
、
人
間
は
他
者
を
「
彼
ら
」
と
し
て
で
は
な
く
、

「
わ
れ
わ
れ
」
と
し
て
経
験
す
る
。
こ
の
こ
と
が
起
き
る
と
、
一
人

の
人
の
苦
境
が
そ
の
仲
間
の
緊
張
の
源
と
な
る
よ
う
な
つ
な
が
り
が

で
き
あ
が
る
。
こ
の
緊
張
の
緩
和
を
求
め
る
中
で
、
仲
間
の
わ
れ
わ

れ
集
団
を
援
助
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
緊
張
の
低
下
を
求
め
る
。

…
…
他
者
の
た
め
に
行
動
す
る
こ
と
で
、
自
己
利
益
が
満
足
さ
れ
、

緊
張
も
低
下
す
る）

2
（

。

　

こ
こ
で
は
利
己
的
動
機
づ
け
と
利
他
的
動
機
づ
け
と
い
う
対
立
軸
そ
の

も
の
に
疑
義
が
差
し
挟
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、「
利
他
性
」
に
お
け
る

「
他
」
と
は
何
か
と
い
う
新
た
な
問
題
が
露
呈
し
て
い
る
。
バ
ト
ソ
ン
は

「
自
他
融
合
」
理
論
モ
デ
ル
を
四
つ
の
様
式
（
①
「
自
己
│

他
者
の
同
一

視
」
モ
デ
ル
、
②
「
他
者
が
自
己
に
含
ま
れ
る
」
モ
デ
ル
、
③
「
自
己
の

側
面
を
他
者
の
中
に
見
る
」
モ
デ
ル
、
④
「
自
己
知
覚
の
脱
人
格
化
」
モ

デ
ル
）
に
類
別
し
て
い
る
が
、
こ
の
四
様
式
は
「
自
他
融
合
」
と
い
う
共

通
の
帰
結
を
も
た
ら
す
一
方
で
、
明
ら
か
に
き
わ
め
て
異
な
っ
た
心
理
的

過
程
を
含
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
バ
ト
ソ
ン
は
「
自
他
融
合
」
モ
デ
ル
に

諸
相
が
存
在
す
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
（
二
〇
五
│

二
二
七
頁
）。

　

執
筆
者
は
こ
れ
ま
で
宋
代
に
勃
興
し
た
朱
熹
ら
道
学
諸
派
の
修
養
論
に

つ
い
て
研
究
を
進
め
て
き
た
が
、
彼
ら
の
言
説
中
に
見
え
る
他
者
に
働
き

己
」
と
も
言
い
が
た
い
万
物
一
体
観
（
自
己
を
天
地
万
物
と
一
体
と
捉
え

る
）
が
向
社
会
的
行
動
を
促
す
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
き
た
可
能
性
が
あ

る
。

　

こ
う
し
た
着
想
は
、
社
会
心
理
学
者
の
C
・
ダ
ニ
エ
ル
・
バ
ト
ソ
ン

（
二
〇
一
一
）
の
「
利
他
性
」
議
論
か
ら
示
唆
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
バ

ト
ソ
ン
は
「
共
感
的
配
慮
は
利
他
的
な
動
機
づ
け
を
生
み
出
す
」（
三
頁
）

と
い
う
「
共
感
│

利
他
性
仮
説
」
を
提
唱
し
、
利
他
性
を
「
他
者
の
福
利

を
増
す
と
い
う
最
終
目
標
を
伴
う
動
機
づ
け
の
状
態
」（
一
七
頁
）
と
定

義
し
た
上
で
、
共
感
│

援
助
行
動
関
係
を
利
己
的
に
解
釈
す
る
諸
説
（「
利

己
的
な
代
替
仮
説
」）
に
対
し
て
全
面
的
批
判
を
加
え
て
い
る）

1
（

。
そ
の
批

判
の
中
核
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
利
他
性
研
究
が
結
果
と
し
て
の
援
助
行
動

へ
の
注
目
に
偏
り
、
援
助
行
動
を
導
く
動
機
に
対
し
て
十
分
な
考
察
が
な

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
反
省
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
バ
ト
ソ
ン
は
実
験

社
会
心
理
学
的
手
法
を
駆
使
し
て
、
利
己
的
な
代
替
仮
説
（
①
名
誉
や
評

判
の
獲
得
、
喜
び
や
自
尊
感
情
の
高
揚
と
い
っ
た
「
報
酬
追
求
」
型
動
機

づ
け
、
②
物
質
的
・
社
会
的
・
自
己
的
な
「
罰
回
避
」
型
動
機
づ
け
、
③

他
者
の
苦
痛
の
立
会
者
と
し
て
生
じ
る
自
己
の
不
快
喚
起
を
低
減
す
る

「
嫌
悪
喚
起
低
減
」
型
動
機
づ
け
）
の
検
証
を
試
み
て
い
る
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
バ
ト
ソ
ン
が
同
書
中
で
「
共
感
│

利
他
性
」
と
い
う

自
説
に
対
す
る
「
さ
ら
な
る
挑
戦
」
と
し
て
と
り
わ
け
強
く
意
識
し
て
論

及
す
る
近
年
の
議
論

│
利
他
性
と
利
己
性
と
の
区
別
が
曖
昧
な
「
自
他

融
合
」
理
論
モ
デ
ル
で
あ
る
。
そ
の
一
典
型
と
し
て
、
た
と
え
ば
ホ
ー
ン
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い
て
は
利
己
性
に
あ
た
る
「
人
欲
」
や
「
私
」
の
対
義
概
念
は
む
し
ろ

「
利
他
」
と
い
う
表
現
に
は
な
く
、「
天
」「
理
」「
天
理
」「
公
」、
更
に
は

「
万
物
」
と
表
現
さ
れ
る
自
然
界
全
体
の
象
徴
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
直
接

的
に
自
己
と
向
か
い
合
う
特
定
の
他
者
の
福
利
を
表
わ
す
タ
イ
プ
の
も
の

で
は
な
か
っ
た）

10
（

。
万
物
一
体
観
、
天
人
合
一
観
も
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
は
全

体
と
自
己
の
融
合
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
「
他
者
」
と
い
う
視
点
が
基
本

的
に
欠
落
し
て
い
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
儒
教
に
お
い
て
利
己
性
の

超
克
は
、
相
即
的
に
利
他
性
を
意
味
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。

　

こ
の
こ
と
は
、
個
人
と
し
て
の
他
者
よ
り
も
、
自
己
を
含
め
た
集
団
に

対
す
る
向
社
会
的
動
機
の
傾
向
を
儒
教
（
ひ
い
て
は
東
ア
ジ
ア
の
思
想
）

が
重
視
し
て
き
た
こ
と
と
深
い
関
係
が
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
。
バ
ト
ソ
ン

は
向
社
会
的
動
機
を
分
類
し
て
、
①
利
己
性
、
②
利
他
性
、
③
集
団
性）

11
（

、

④
原
理
性）

12
（

の
四
様
式
に
ま
と
め
、「
普
遍
的
な
利
己
性
の
単
純
さ
か
ら
、

利
他
性
へ
と

│
お
そ
ら
く
は
集
団
性
と
原
理
性
を
も
含
ん
だ
、
向
社
会

的
動
機
の
多
次
元
性
へ
と

│
移
る
必
要）

13
（

」
を
前
掲
書
の
結
論
と
し
て
述

べ
て
い
る
。

　
「
集
団
性
」
に
基
づ
く
向
社
会
的
動
機
づ
け
は
近
代
史
の
な
か
で
厳
し

い
反
省
を
促
さ
れ
て
き
た
が
、「
自
他
融
合
」
理
論
と
い
う
「
新
た
な
挑

戦
」
の
出
現
は
、
そ
う
し
た
反
省
点
を
経
過
し
た
上
で
、
い
ま
い
ち
ど

「
集
団
性
」
の
意
義
や
役
割
を
検
討
す
べ
き
段
階
に
進
展
し
つ
つ
あ
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
儒
教
に
お
け
る
万
物
一
体
観
は
、
向
社
会
的
動

か
け
る
動
機
づ
け
に
は
、
自
己
と
万
物
と
を
一
体
と
捉
え
る
万
物
一
体

観
、
自
然
（
天
）
と
人
間
を
一
体
と
捉
え
る
天
人
合
一
観
と
い
っ
た
「
自

他
融
合
」
的
観
念
が
中
核
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
土
田
健
次
郎

（
一
九
七
六
）
は
、
道
学
の
流
れ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
程
顥）

3
（

、
程
頤）

4
（

、
張

載）
5
（

、
邵
雍）

6
（

の
四
者
に
見
え
る
共
通
の
議
論
と
し
て
「
物
我
」「
内
外
」「
天

人
」
の
合
一
の
思
想
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
等
し
く
万
物
一
体
観
に
裏
付
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
、
更
に
は
『
荘
子
』
斉
物
説
（「
万
物
与
我
一
」）
や
禅

宗
に
お
け
る
問
題
意
識
（
心
と
境
、
物
と
我
）
と
の
近
似
性
や
継
承
関
係

に
も
言
及
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
万
物
一
体
観
は
程
顥
、
程
頤
ら
の
道
学

諸
子
を
集
大
成
し
た
南
宋
の
朱
熹）

7
（

に
も
当
然
な
が
ら
色
濃
く
映
し
出
さ
れ

て
い
る
ば
か
り
か
、
時
代
を
下
っ
た
明
代
の
思
想
家
た
ち
に
も
見
い
だ
さ

れ
、
と
り
わ
け
王
守
仁
（
陽
明
）
の
「
万
物
一
体
の
仁
」
論
は
多
く
の
先

行
研
究
が
夙
に
注
目
し
て
き
た
も
の
で
も
あ
る）

8
（

。
更
に
範
囲
を
東
ア
ジ
ア

に
拡
げ
う
る
可
能
性
も
あ
る
。
た
と
え
ば
本
邦
の
二
宮
尊
徳
が
詠
ん
だ

「
父
母
も　

そ
の
父
母
も　

我
が
身
な
り　

我
を
愛
せ
よ　

我
を
敬
せ
よ
」

（
福
住
正
兄
述
『
二
宮
翁
道
歌
解
』）
の
言
葉
の
う
ち
に
も
、
血
縁
関
係
と

い
う
限
定
は
あ
る
が
「
自
他
融
合
」
的
観
念
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
。
と
は
い
え
、
万
物
一
体
論
に
も
そ
の
性
格
や
思
想
的
役
割
な
ど
に
諸

相
が
あ
り
、
安
易
に
一
括
し
て
議
論
で
き
な
い
側
面
も
あ
る）

9
（

。

　

そ
も
そ
も
「
利
他
」
と
い
う
用
語
に
し
て
も
、
仏
教
で
は
た
と
え
ば

「
自
利
利
他
」
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
が
、
儒
教
で
は

「
利
他
」
と
い
う
語
は
歴
史
的
に
ほ
と
ん
ど
見
い
だ
せ
な
い
。
儒
教
に
お
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る
。『
道
徳
科
学
の
論
文
』（
以
下
『
論
文
』）
を
バ
ト
ソ
ン
の
分
類
を
通

し
て
見
た
場
合
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
は
自
己
の
品
性
完
成
に
最
終
目
標
を
明
確

に
設
定
し
て
い
る
の
で
、
利
己
的
動
機
づ
け
モ
デ
ル
に
分
類
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
。

　

い
ま
モ
ラ
ロ
ジ
ー
に
お
い
て
い
う
と
こ
ろ
の
最
高
道
徳
は
…
…
自

己
の
最
高
の
品
性
を
形
成
せ
ん
と
す
る
動
機
及
び
目
的
か
ら
出
発
し

て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
に
こ
の
最
高
道
徳
の
実
行
も
ま
た

結
局
は
自
己
の
保
存
及
び
発
達
に
そ
の
基
礎
が
置
か
れ
て
お
る
形
に

は
な
っ
て
お
れ
ど
、
し
か
も
そ
の
い
わ
ゆ
る
道
徳
実
行
の
動
機
及
び

目
的
は
、
自
己
の
過
去
に
お
け
る
過
失
及
び
罪
悪
の
解
脱
に
存
在
し

て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
…
…
か
く
の
ご
と
く
道
徳
の
実
行
が
消
極

的
な
る
動
機
及
び
目
的
に
立
脚
す
る
こ
と
が
、
非
常
に
自
己
の
最
高

品
性
を
完
成
す
る
に
貴
重
な
る
方
法
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。（『
論

文
』
⑦
四
頁
）

　
「
自
己
の
最
高
の
品
性
を
形
成
せ
ん
と
す
る
動
機
及
び
目
的
」
と
い
う

最
終
目
標
と
、
道
徳
実
行
上
で
の
「
自
己
の
過
去
に
お
け
る
過
失
及
び
罪

悪
の
解
脱
」
と
い
う
「
消
極
的
な
る
動
機
及
び
目
的
」
に
立
脚
す
る
方
法

論
（
自
己
の
最
高
品
性
を
完
成
す
る
に
貴
重
な
る
方
法
）
と
が
述
べ
ら
れ

て
お
り
、
バ
ト
ソ
ン
の
区
分
に
依
拠
す
れ
ば
モ
ラ
ロ
ジ
ー
は
利
己
的
動
機

づ
け
モ
デ
ル
に
分
類
さ
れ
る
。
但
し
、
廣
池
の
議
論
の
背
景
に
は
、
①
従

機
づ
け
と
し
て
は
③
集
団
性
や
④
原
理
性
の
様
式
を
具
え
た
多
元
的
モ
デ

ル
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
如
何
な
る
協
調
的
調
整
が
試
み
ら
れ
て
き

た
か
（
あ
る
い
は
施
す
べ
き
か
）
は
仔
細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
儒
教
及
び
モ
ラ
ロ
ジ
ー
に
お
け
る
利
他
を
、
上
述
の
バ
ト

ソ
ン
の
利
他
性
の
議
論
に
沿
っ
て
考
察
し
た
い
。
言
い
替
え
る
な
ら
ば
、

儒
教
及
び
モ
ラ
ロ
ジ
ー
に
お
け
る
利
他
性
の
特
徴
を
描
出
す
る
に
は
、
儒

教
に
お
け
る
利
他
性
と
し
て
す
ぐ
に
念
頭
に
連
想
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

「
仁
」
に
つ
い
て
の
正
面
的
考
察
や
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
に
お
い
て
展
開
さ
れ

た
「
慈
悲
」
概
念
の
正
面
的
考
察
に
歩
を
進
め
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
側
面

的
に
儒
教
及
び
モ
ラ
ロ
ジ
ー
に
お
け
る
自
己
│

他
者
像
を
中
心
に
考
察
す

る
ほ
う
が
か
え
っ
て
有
効
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
執
筆
者
の
予
想
が
は

た
ら
い
て
い
る）

14
（

。
以
下
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
に
お
け
る
向
社
会
的
動
機
づ
け
と

し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
「
自
己
の
品
性
完
成
」
と
い
う
視
点
と
、
宋
代
以

降
の
儒
学
を
特
徴
づ
け
る
「
聖
人
可
学
」
と
い
う
視
点
を
中
心
に
、
利
己

│

利
他
の
対
立
軸
を
越
え
る
自
己
意
識
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
述
べ
、
そ

の
問
題
点
と
可
能
性
を
考
察
し
、
こ
れ
か
ら
の
道
徳
を
模
索
す
る
た
め
の

試
み
の
一
つ
と
し
た
い
。

二
．
利
他
性
を
補
完
す
る
「
自
己
の
品
性
完
成
」

　

バ
ト
ソ
ン
が
提
示
し
た
四
種
の
向
社
会
的
動
機
づ
け
は
、「
最
終
目
標
」

が
ど
こ
に
設
定
さ
れ
て
い
る
か
を
基
軸
に
し
て
分
類
さ
れ
た
も
の
で
あ
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て
、
こ
の
こ
と
は
前
述
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
自
他
融
合
」
的
観
念
と

も
無
関
係
で
は
な
い）

19
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
バ
ト
ソ
ン
の
分
類
に
従
う
な
ら
ば
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
は

自
己
の
「
品
性
完
成
」
に
最
終
目
標
を
見
据
え
た
利
己
的
動
機
づ
け
モ
デ

ル
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
自
己
に
向
か
う
最
終
目
標
と

い
う
視
点
も
、
万
物
一
体
と
い
う
自
他
融
合
的
観
念
に
基
づ
い
て
展
開
し

た
儒
教
（
と
り
わ
け
朱
子
学
を
は
じ
め
と
す
る
新
儒
家
）
に
お
い
て
色
濃

く
出
現
し
て
く
る
も
の
で
も
あ
る
。『
論
語
』
憲
問
篇
に
見
え
る
「
古
の

学
者
は
己
の
為
に
す
、
今
の
学
者
は
人
の
為
に
す
」
と
い
う
言
葉
は
、
後

世
の
新
儒
家
た
ち
に
頻
繁
に
引
用
さ
れ
る
言
葉
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
の

含
意
は
程
頤
の
語
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
他
人
に
自
分
を
知
っ

て
も
ら
う
た
め
に
（「
人
の
為
に
す
」）
あ
く
せ
く
し
て
学
ん
で
自
己
を
見

失
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
自
己
が
学
ん
で
自
得
し
（「
己
の
為
に

す
」）、
つ
い
に
は
他
者
を
感
化
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
指
す
と
こ
ろ

に
あ
る）

20
（

。
こ
こ
に
も
廣
池
の
危
惧
し
た
事
柄
と
同
様
の
も
の
、「
人
の
為
」

と
い
う
動
機
づ
け
に
潜
み
や
す
い
利
己
性
が
強
く
警
戒
さ
れ
る
と
と
も

に
、「
己
の
為
」
と
い
う
言
葉
の
内
に
自
己
の
品
性
向
上
と
い
う
動
機
づ

け
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
廣
池
の
モ
ラ
ロ
ジ
ー
に
お
い
て
は
「
身
を
殺
し
仁
を
成
す

は
、
こ
れ
正
道
に
あ
ら
ず
」（『
論
文
』
⑨
四
〇
四
頁
）
と
い
う
格
言
に
示

さ
れ
る
よ
う
に
、
い
の
ち
の
尊
重
と
し
て
の
「
自
己
保
存
」
も
そ
の
底
流

に
あ
る
。
こ
の
格
言
は
『
論
語
』
衛
霊
公
篇
の
「
志
士
仁
人
は
生
を
求
め

来
の
道
徳
説
の
脆
弱
な
実
効
性
に
対
す
る
洞
察
と
、
②
利
己
を
二
種
に
区

別
す
る
思
考
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
。

　

廣
池
千
九
郎
は
道
徳
が
「
自
己
を
益
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
観
念）

15
（

」

や
「
人
間
の
生
存
と
発
達
の
基
礎）

16
（

」
で
あ
る
点
を
解
明
せ
ず
に
、
犠
牲
や

義
務
、
神
の
命
令
や
教
条
と
し
て
の
み
教
育
す
る
方
法
で
は
、
そ
の
動
機

づ
け
が
不
十
分
に
な
る
と
い
う
実
効
的
観
点
か
ら
従
来
の
道
徳
説
の
不
備

を
洞
察
し
て
い
た
。
と
は
い
え
「
た
だ
利
己
主
義
に
の
み
基
づ
く
」
の
で

は
な
く
、「
究
極
に
お
い
て
自
己
を
益
す
る
こ
と
に
向
か
っ
て
」、
す
な
わ

ち
究
極
目
標
と
し
て
の
自
己
利
益
と
い
う
限
定
を
加
え
な
が
ら
、
否
定
す

べ
き
利
己
と
肯
定
す
べ
き
利
己
と
を
区
別
す
る
。
廣
池
が
論
じ
た
「
自
己

保
存
の
本
能
」
と
「
利
己
的
本
能
」
の
区
別
、
ま
た
「
利
己
」
と
「
己

利
」
の
区
別）

17
（

は
、
上
述
の
縁
由
か
ら
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
言
い
換

え
る
な
ら
ば
「
利
己
的
利
己
」
と
「
利
他
的
利
己
」
と
い
う
二
種
の
「
利

己
」
が
そ
こ
で
は
意
識
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
点
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
た
も
の
と
し
て
、
廣
池
の
大
乗
仏
教

理
解
が
あ
る）

18
（

。「
大
乗
の
特
質
」、「
大
乗
の
本
質
」
と
し
て
廣
池
が
論
じ

た
の
は
、「
上
求
菩
提
」（
利
己
性
）
と
「
下
化
衆
生
」（
利
他
性
）
と
を

「
両
方
の
努
力
と
分
け
な
い
で
、
こ
れ
を
帰
一
す
る
」
菩
薩
の
あ
り
か
た

で
あ
り
、「
品
性
の
完
成
と
人
心
救
済
を
一
体
両
面
と
な
す
」
と
こ
ろ
に

廣
池
千
九
郎
の
「
利
己
│

利
他
」
観
を
重
ね
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

よ
う
に
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
に
お
い
て
も
従
来
的
な
「
利
己
」
と
「
利
他
」
の

対
立
的
枠
組
み
を
抜
け
出
た
自
己
意
識
が
提
起
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
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が
で
き
る
。

　
「
聖
人
可
学
」
と
は
、
学
問
に
よ
っ
て
誰
も
が
聖
人
に
到
達
可
能
で
あ

る
と
す
る
立
場
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
朱
熹
ら
宋
代
の
道
学
者

達
の
思
想
と
言
説
を
基
礎
づ
け
る
重
要
な
コ
ン
セ
プ
ト
（
ス
ロ
ー
ガ
ン
）

で
あ
り
、
日
本
も
含
め
た
東
ア
ジ
ア
広
域
に
「
万
人
に
開
か
れ
た
修
養
」

と
い
う
視
座
を
も
た
ら
し
た
一
つ
の
画
期
的
契
機
で
も
あ
っ
た
。
島
田
虔

次
（
一
九
六
七
）
は
「「
聖
人
学
ン
デ
至
ル
ベ
シ
」
と
い
う
こ
と
こ
そ
、

宋
学
ぜ
ん
た
い
の
根
本
的
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、
大
前
提
」（
三
四
頁
）
と

述
べ
、
吾
妻
重
二
（
二
〇
〇
〇
）
も
「「
学
ん
で
聖
人
と
な
り
う
る
」
と

い
う
聖
人
可
学
論
は
、
道
学
者
す
べ
て
に
共
通
す
る
前
提
で
あ
り
、
ス
ロ

ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
。「
す
べ
て
に
」
と
い
う
の
は
、
誇
張
で
は
な
い
」
と

強
調
す
る
よ
う
に
、「
聖
人
可
学
」
と
い
う
概
念
が
宋
代
以
降
の
儒
学
を

考
え
る
上
で
い
か
に
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
研
究
者
の
間
で
は
既
に

広
く
共
有
さ
れ
て
き
た）

22
（

。
そ
の
一
端
を
示
す
と
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

周
敦 

頤　
「
聖
は
学
ぶ
べ
き
か
。
曰
く
、
可
な
り
」（『
通
書
』
聖
学

第
二
〇
）

張
載 　
「
学
は
必
ず
聖
人
の
如
く
に
し
て
後
已
む
」（
呂
大
臨
「
横
渠

先
生
行
状
」）

程
顥 　
「
む
し
ろ
聖
人
を
学
ん
で
至
ら
ざ
ら
ん
も
、
一
善
を
以
て
名

を
為
す
な
か
ら
ん
」（
呂
大
臨
「
哀
詞
」『
二
程
遺
書
』
附
録
）

程
頤 　
「
学
は
以
て
聖
人
に
至
る
の
道
な
り
」
／
「
聖
人
学
ん
で
至

て
以
て
仁
を
害
す
る
こ
と
無
し
。
身
を
殺
し
て
以
て
仁
を
成
す
こ
と
あ

り
」
と
い
う
言
葉
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、『
論
語
』
で
は
「
身
を
殺

し
て
仁
を
成
す
こ
と
あ
り
」
と
言
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
や

む
を
得
な
い
変
則
に
す
ぎ
な
い
の
だ
と
廣
池
は
強
調
し
て
い
る）

21
（

。「
最
高

道
徳
に
て
は
、
人
類
発
達
の
原
理
に
基
づ
き
、
慈
悲
・
至
誠
・
円
満
且
つ

平
和
の
精
神
及
び
方
法
に
よ
り
、
及
ぶ
だ
け
自
己
を
損
せ
ず
し
て
、
世
界

の
平
和
と
全
人
類
と
の
幸
福
と
を
図
る
」（
同
上
）
の
で
あ
り
、
ひ
と
く

ち
に
「
利
他
」
と
い
っ
て
も
自
己
保
存
に
基
礎
を
置
く
穏
健
的
（
持
続
可

能
な
）
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
に
お
け
る
向
社
会
性
の
特
質
で
も

あ
る
。

三
．
儒
家
に
お
け
る
「
聖
人
可
学
」
の
視
座

　

単
純
な
「
利
己
│

利
他
」
の
対
立
構
造
を
離
れ
、
他
者
へ
と
は
た
ら
き

か
け
る
「
人
心
救
済
」
と
自
己
へ
と
実
現
を
は
か
る
「
品
性
完
成
」
と
を

一
体
両
面
と
な
し
、
そ
の
最
終
目
標
と
し
て
は
自
己
の
品
性
完
成
を
目
指

す
と
い
う
の
が
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
提
起
す
る
向
社
会
的
行
動
の
動
機
づ
け
で

あ
る
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
行
論
を
、
万
物
一
体
観
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
新

儒
家
た
ち
の
議
論
の
中
に
位
置
づ
け
な
お
す
と
き
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
「
品

性
完
成
」
論
に
通
底
す
る
も
の
と
し
て
の
「
聖
人
可
学
」
と
い
う
彼
ら
の

基
本
的
視
座
が
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
に
お
い
て
と
同
様
に
儒
教
の
向
社
会
的
行

動
の
動
機
づ
け
を
支
え
る
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
き
た
点
を
挙
げ
る
こ
と
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が
ら
、「
聖
人
」
と
は
な
に
か
、
自
己
の
「
品
性
完
成
」（
と
い
う
動
機
づ

け
）
が
「
利
他
」
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
、
ど
の
よ
う
な
問
題
を
孕
ん
で

き
た
か
を
考
察
し
た
い
。

（
一
）
聖
人
と
常
人
は
何
が
違
う
の
か

　

そ
も
そ
も
聖
人
と
常
人
（
一
般
人
・
凡
人
）
と
は
何
が
違
う
の
か
。

『
中
庸
』
に
は
、
聖
人
と
は
「
生
知
（
生
ま
れ
な
が
ら
に
知
る
）」「
安
行

（
安
ん
じ
て
行
う
）」「
勉
め
ず
し
て
中
り
」「
思
わ
ず
し
て
得
」
る
存
在
で

あ
り
、
一
方
の
常
人
は
「
困
知
（
困
し
み
て
知
り
）」「
勉
行
（
勉
め
て
行

う
）」
存
在
で
あ
る
と
い
う
基
本
構
図
が
示
さ
れ
て
い
る）

29
（

。
聖
人
と
常
人

と
の
違
い
と
し
て
大
き
く
次
の
六
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

①  

意
識
の
撥
無
（
聖
人
は
作
為
が
な
く
無
意
識
的
、
常
人
は
作
為

的
・
意
識
的
）

　

② 

自
然
と
勉
強
（
聖
人
は
自
然
、
常
人
は
勉
強）

30
（

）

　

③  

間
断
の
有
無
（
聖
人
の
意
識
は
連
続
的
、
常
人
の
意
識
に
は
間
断

が
あ
る）

31
（

）

　

④ 

習
熟
度
の
違
い
（
聖
人
は
「
熟
」、
常
人
は
「
不
熟
（
生）

32
（

）」）

　

⑤ 
実
践
の
徹
底
・
不
徹
底
（
聖
人
は
徹
底
的
、
常
人
は
不
徹
底）

33
（

）

　

⑥ 
仁
の
規
模
の
大
小
（
仁
と
聖
）

　

上
記
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
注
を
参
照
さ
れ
た
い

る
べ
し
」（「
顔
子
所
好
何
学
論
」『
河
南
程
氏
文
集
』）

朱
熹 　
「
学
の
至
り
は
則
ち
以
て
聖
人
た
る
べ
し
。
学
ば
ざ
れ
ば
則

ち
郷
人
た
る
を
免
れ
ざ
る
の
み
。
勉
め
ざ
る
べ
け
ん
や
」（『
論

語
集
注
』
公
冶
長
）

　

こ
う
し
た
「
聖
人
可
学
」
論
が
宋
代
に
な
っ
て
華
々
し
く
展
開
し
た
縁

由
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
と
行
論
の
関
係
上
省
略
す
る
が
、
そ
の
理
論
的
基

盤
に
は
孟
子
の
性
善
説
に
基
づ
く
心
や
性
の
連
続
性
・
同
質
性
の
観
念）

23
（

、

理
気
論
に
基
づ
く
気
質
変
化
の
観
念）

24
（

が
あ
り
、
歴
史
的
経
緯
と
し
て
は
、

孔
子
の
性
三
品
説）

25
（

に
よ
っ
て
長
ら
く
展
開
を
阻
ま
れ
て
き
た
人
間
の
可
能

性
に
つ
い
て
の
議
論
が
、
①
仏
教
思
想
の
影
響）

26
（

、
②
六
朝
玄
学
の
影
響）

27
（

、

③
政
治
形
態
か
ら
の
影
響）

28
（

等
に
よ
っ
て
、
学
ん
で
聖
人
に
至
る
と
い
う

「
聖
人
可
学
」
論
と
し
て
開
花
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
。

　

一
方
で
「
聖
人
可
学
」
論
や
「
品
性
完
成
」
論
に
基
づ
い
て
身
を
修
め

よ
う
と
い
う
場
合
に
は
、
こ
れ
ま
で
次
の
よ
う
な
疑
問
点
が
繰
り
返
し
提

起
さ
れ
て
き
た
。「
自
分
は
と
て
も
聖
人
に
は
な
れ
な
い
」「
聖
人
に
な
る

な
ど
畏
れ
多
い
」「
品
性
に
完
成
と
い
う
地
点
は
あ
り
え
る
の
か
」「
完
成

さ
れ
た
品
性
と
は
、
理
想
と
さ
れ
る
特
定
の
一
人
格
を
前
提
と
し
て
い
る

の
か
（
個
性
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
の
か
）」
等
。
こ
れ
ら
は
品

性
の
「
完
成
」
を
論
じ
る
上
で
熟
慮
す
べ
き
重
要
な
現
代
的
問
題
で
も
あ

る
。

　

こ
こ
で
は
新
儒
学
の
代
表
と
し
て
朱
熹
そ
の
人
の
言
説
を
振
り
返
り
な



No. 78, 2016　90モラロジー研究

　
『
論
語
』
の
こ
の
一
条
に
対
し
て
朱
熹
は
「
仁
と
は
道
理
と
い
う
観
点

か
ら
述
べ
る
も
の
で
、
聖
と
は
地
位
と
い
う
観
点
か
ら
述
べ
る
も
の
」
で

あ
り
、「
人
民
に
ひ
ろ
く
施
し
が
で
き
て
多
く
の
人
が
救
え
る
」
と
い
う

大
き
な
こ
と
も
仁
で
あ
れ
ば
、「
物
を
利
し
、
人
を
愛
す
る
」
と
い
う
細

か
な
小
さ
な
こ
と
も
仁
と
い
う
道
理
で
あ
る
と
し
て
、
仁
の
道
理
と
し
て

の
等
質
性
と
そ
の
規
模
の
大
小
と
を
述
べ
、
ま
た
そ
れ
を
担
う
立
場
の
違

い
と
し
て
「
聖
」
に
触
れ
る）

35
（

。
こ
の
こ
と
は
聖
と
仁
と
は
対
照
関
係
に
あ

る
の
で
は
な
く
、
仁
の
大
な
る
も
の
が
聖
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
仁
と

は
た
と
え
ば
水
の
よ
う
に
、
一
杯
の
水
も
あ
れ
ば
、
一
溪
の
水
も
あ
れ

ば
、
一
江
の
水
も
あ
る
。
聖
と
い
う
の
は
大
海
の
水
な
の
だ）

36
（

」
と
い
う
比

喩
が
そ
の
関
係
性
を
わ
か
り
や
す
く
示
し
て
い
よ
う
。
聖
人
と
は
大
海
の

水
に
あ
た
る
大
規
模
の
仁
を
発
揮
し
う
る
存
在
で
あ
る
が
、
そ
の
規
模
の

大
小
を
問
わ
な
け
れ
ば
、
仁
と
い
う
点
で
は
常
人
と
も
連
続
的
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
仁
こ
そ
利
他
と
も
言
い
替
え
る
こ
と
の

で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
口
に
利
他
と
い
っ
て
も
、
彼
ら
が
目
指
す
利

他
と
は
、
小
さ
な
利
他
か
ら
連
続
的
に
広
が
る
大
き
な
利
他
へ
、
す
な
わ

ち
聖
へ
と
い
う
方
向
性
を
も
っ
て
語
ら
れ
、
ま
た
取
り
組
ま
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
儒
教
に
お
け
る
利
他
性
を
考
え
る
際
に
、
仁
そ
の
も
の
を
正
面
的

に
考
察
す
る
の
と
は
別
の
観
点
、
彼
ら
が
目
指
し
た
聖
人
と
い
う
境
地
か

ら
側
面
的
に
迫
ろ
う
と
す
る
本
稿
の
意
図
の
一
端
が
あ
る
。

　
「
博
く
民
に
施
し
て
能
く
衆
を
濟
う
」
こ
と
は
、
堯
や
舜
と
い
っ
た
古

聖
人
も
頭
を
悩
ま
せ
た
課
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
仁
」
を
越
え
て
「
聖
」

が
、
以
上
の
六
点
を
踏
ま
え
て
聖
人
と
常
人
と
の
相
違
を
考
え
る
と
、
朱

熹
た
ち
は
あ
く
ま
で
も
聖
人
と
常
人
を
連
続
的
な
地
平
で
捉
え
て
い
る
こ

と
が
了
解
さ
れ
る
。
そ
れ
は
意
識
的
に
勉
め
て
行
っ
て
い
る
こ
と
が
無
意

識
的
に
自
然
に
行
え
る
よ
う
に
習
慣
化
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
断

続
的
か
ら
継
続
的
へ
、
不
慣
れ
で
未
熟
な
と
こ
ろ
か
ら
熟
達
へ
、
不
徹
底

か
ら
徹
底
へ
、
小
さ
な
規
模
か
ら
大
き
な
規
模
へ
と
い
う
連
続
性
を
も
っ

て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
⑥
仁
の
規
模
の
大
小
（
仁
と
聖
）
に
つ
い
て
は
、『
論
語
』

雍
也
篇
の
次
の
一
条
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る

利
他
性
を
考
え
る
上
で
重
要
な
箇
所
な
の
で
現
代
語
訳
を
示
し
た
い）

34
（

。

子
貢 　
「
も
し
人
民
に
ひ
ろ
く
施
し
が
で
き
て
多
く
の
人
が
救
え
る

と
い
う
の
な
ら
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
、
仁
と
い
え
ま
し
ょ
う

か
。」

孔
子 　
「
ど
う
し
て
仁
ど
こ
ろ
の
こ
と
だ
ろ
う
、
し
い
て
い
え
ば
聖

だ
ね
。
堯
や
舜
で
さ
え
、
な
お
そ
れ
を
悩
み
と
さ
れ
た
。
そ
も

そ
も
仁
の
人
は
、
自
分
が
立
ち
た
い
と
思
え
ば
人
を
立
た
せ
て

や
り
、
自
分
が
行
き
つ
き
た
い
と
思
え
ば
人
を
行
き
つ
か
せ
て

や
っ
て
、〔
他
人
の
こ
と
で
も
自
分
の
〕
身
近
か
に
ひ
き
く
ら

べ
る
こ
と
が
で
き
る
、〔
そ
う
い
う
の
が
〕
仁
の
て
だ
て
だ
と

い
え
る
だ
ろ
う
。」
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誰
に
も
改
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
の
乱
世
を
ど
う
に
か
改
め
よ
う
と

し
て
立
派
な
諸
侯
を
探
し
て
放
浪
す
る
孔
子
に
従
う
よ
り
も
、
私
の
よ
う

に
世
を
捨
て
て
隠
棲
し
た
ほ
う
が
ま
し
だ
と
言
い
放
つ
桀
溺
の
揶
揄
を
聞

い
て
、
孔
子
は
憮
然
と
し
て
「
天
下
に
道
が
有
れ
ば
」
と
嘆
じ
る
の
で
あ

り
、「
博
く
民
に
施
し
て
能
く
衆
を
濟
う
」
こ
と
、
そ
し
て
天
下
に
道
が

行
わ
れ
る
こ
と
へ
の
あ
く
な
き
追
究
を
こ
そ
、
孔
子
の
利
他
心
と
呼
ぶ
こ

と
が
で
き
よ
う
。「
朝
に
道
を
聞
け
ば
、
夕
べ
に
死
す
と
も
可
な
り
」

（『
論
語
』
里
仁
）
と
い
う
孔
子
の
言
葉
は
、
道
の
実
現
の
報
告
を
耳
に
で

き
れ
ば
、
そ
の
日
の
う
ち
に
死
ん
で
も
構
わ
な
い
の
に
、
と
い
う
利
他
の

心
情
の
吐
露
と
も
受
け
止
め
ら
れ
る
の
で
あ
る）

38
（

。

　

但
し
孔
子
に
お
け
る
利
他
は
、
立
派
な
君
主
を
得
て
、
孔
子
が
共
に
政

治
を
行
う
こ
と
で
、
天
下
に
道
を
実
現
さ
せ
、
そ
の
結
果
と
し
て
万
民
を

安
ん
ぜ
よ
う
と
い
う
最
終
的
な
目
標
へ
の
意
欲
と
動
機
と
し
て
示
さ
れ
て

お
り
、
こ
こ
に
前
提
さ
れ
て
い
る
の
は
政
治
に
携
わ
ろ
う
と
す
る
者
の
立

場
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
孔
子
の
み
な
ら
ず
、
後
世
の
儒
者
、
と
り
わ

け
官
僚
と
し
て
国
家
を
支
え
よ
う
と
し
た
士
大
夫
達
に
も
通
じ
る
儒
教
全

般
の
利
他
の
特
質
（
限
定
）
と
い
う
こ
と
が
で
き
る）

39
（

。

（
二
）
聖
人
可
学
論
を
め
ぐ
る
諸
問
題

　

で
は
、
誰
も
が
学
ん
で
聖
人
に
な
り
う
る
と
す
る
聖
人
可
学
論
と
い
う

文
脈
の
な
か
で
、
そ
の
受
け
手
は
実
際
に
ど
の
よ
う
な
反
応
を
示
し
、
そ

れ
ら
の
反
応
に
対
し
て
い
か
な
る
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

の
レ
ベ
ル
の
事
柄
だ
と
述
べ
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
孔
子
の
志
向
性
は
古

「
聖
」
人
が
頭
を
悩
ま
せ
た
こ
の
領
域
へ
と
伸
び
て
お
り
、
こ
こ
に
孔
子

に
お
け
る
利
他
が
見
出
さ
れ
る
。
孔
子
が
天
下
に
道
を
実
現
す
る
こ
と
を

希
求
し
て
諸
国
を
放
浪
し
た
意
味
も
、
孔
子
の
こ
の
利
他
心
に
そ
の
一
端

が
あ
る
。
し
か
し
、
周
知
の
通
り
、
孔
子
は
そ
の
志
望
を
実
現
す
る
政
治

的
機
会
に
は
恵
ま
れ
な
か
っ
た
。
放
浪
の
途
上
、
河
の
渡
し
場
を
探
し
て

い
た
孔
子
た
ち
は
、
世
捨
て
人
で
あ
る
長ち
ょ

沮う
そ

と
桀け

つ

溺で
き

に
遭
遇
す
る
。
弟
子

の
子
路
は
桀
溺
か
ら
次
の
よ
う
に
揶
揄
さ
れ
る
。

桀
溺 　
「
ど
ん
ど
ん
流
れ
て
せ
き
と
め
ら
れ
な
い
も
の
は
、〔
こ
の
河

だ
け
じ
ゃ
な
い
、〕
世
界
じ
ゅ
う
す
べ
て
が
そ
う
だ
。
一
体
だ

れ
に
こ
の
乱
世
が
改
め
ら
れ
よ
う
。
ま
あ
、
お
前
さ
ん
も
〔
立

派
な
諸
侯
を
さ
が
す
た
め
に
あ
れ
も
だ
め
こ
れ
も
だ
め
と
〕
人

間
を
棄
て
る
人
に
つ
く
よ
り
は
ね
、
い
っ
そ
世
間
を
棄
て
る
人

に
つ
い
た
方
が
ま
し
じ
ゃ
な
い
か
な
。」
と
い
っ
て
、
種
の
土

か
け
を
し
て
止
め
な
か
っ
た
。
子
路
が
そ
の
こ
と
を
申
し
上
げ

る
と
、
先
生
は
が
っ
か
り
し
て
い
わ
れ
た
、「
鳥
や
獣
と
は
い

っ
し
ょ
に
暮
ら
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
わ
た
し
は
こ
の
人
間

の
仲
間
と
い
っ
し
ょ
に
居
る
の
で
な
く
て
、
だ
れ
と
い
っ
し
ょ

に
居
ろ
う
ぞ
。
世
界
じ
ゅ
う
に
道
が
行
な
わ
れ
て
い
る
な
ら
、

丘
は
何
も
改
め
よ
う
と
は
し
な
い
の
だ）

37
（

。」
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よ
う
に
応
答
し
て
い
る
の
か
。

質
問 　
「
陸
象
山
は
『
克
己
復
礼
と
は
、
私
欲
に
打
ち
勝
つ
と
い
う

だ
け
で
は
な
く
、
聖
賢
に
な
ろ
う
と
い
う
一
念
が
あ
っ
て
も
い

け
な
い
』
と
言
っ
て
い
ま
す
」

朱
子 　
「
こ
ん
な
議
論
は
お
遊
戯
と
一
緒
で
、
た
だ
た
だ
小
難
し
い

話
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
ば
か
り
で
、
聖
門
に
こ
ん
な
話
が
あ

る
だ
ろ
う
か
？　

人
が
聖
賢
に
学
ぼ
う
と
す
る
の
は
善
い
念
慮

で
あ
っ
て
、
何
が
い
け
な
い
と
い
う
の
か
」（
同
巻
一
〇
四
・

三
八
条
・
二
六
一
九
頁
）

　
『
論
語
』
顏
淵
篇
に
あ
る
「
克
己
復
礼
（
己
に
打
ち
勝
っ
て
礼
に
復

す
）」
は
、
儒
教
の
歴
史
の
中
で
自
己
の
欲
望
・
利
己
性
の
超
克
と
い
う

テ
ー
マ
と
し
て
修
養
論
上
で
重
視
さ
れ
て
き
た
一
条
だ
が
、
そ
れ
を
自
己

修
養
そ
の
も
の
へ
の
欲
求
を
も
否
定
し
さ
る
地
点
に
ま
で
展
開
す
べ
き
か

否
か
と
い
う
議
論
は
、
利
己
と
利
他
を
対
立
的
に
捉
え
る
枠
組
み
か
ら
は

当
然
問
題
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
利
己
と

利
他
を
対
立
的
に
捉
え
る
枠
組
み
か
ら
離
れ
、
自
他
融
合
的
な
視
点
か

ら
、
あ
る
い
は
利
他
性
を
包
含
す
る
自
己
像
の
確
立
を
目
指
す
「
聖
人
可

学
」
や
「
品
性
完
成
」
の
視
点
か
ら
は
違
っ
た
様
相
が
見
え
て
く
る
こ
と

に
な
る
。

　

モ
ラ
ロ
ジ
ー
に
お
い
て
も
、
自
我
没
却
と
い
う
利
己
性
の
超
克
が
最
高

か
。
そ
こ
に
は
利
他
性
を
考
え
る
上
で
留
意
す
べ
き
諸
問
題
が
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
。

　

聖
人
可
学
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
受
容
は
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
に
お
け
る

「
品
性
完
成
」
と
い
う
概
念
の
受
容
と
同
様
に
、
そ
れ
を
学
ぼ
う
と
す
る

者
に
様
々
な
反
応
を
引
き
起
こ
し
て
い
た
。
そ
の
類
型
は
大
ま
か
に
は
以

下
の
六
通
り
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

　

① 

自
暴
自
棄 （
聖
人
可
学
の
否
定）

40
（

）

　

②  

自
足
・
自
恕
の
問
題
（
聖
人
で
は
な
く
相
対
的
な
善
の
レ
ベ
ル
に

目
標
を
下
げ
て
自
足
す
る）

41
（

）

　

③  

逸
脱
す
る
無
欲
（
聖
人
に
な
ろ
う
と
す
る
向
上
欲
そ
の
も
の
の
否
定
）

　

④  

独
善
（
自
己
完
結
。
利
他
性
の
欠
如
）

　

⑤  

無
反
省
な
現
状
肯
定
（
修
養
の
否
定）

42
（

）

　

⑥  「
知
」
型
（
見
性
・
頓
悟
）
と
「
行
」
型
（
実
践
性
・
習
熟
）
の
分
岐）

43
（

　

こ
の
う
ち
で
利
他
性
に
関
わ
る
議
論
と
し
て
③
と
④
が
挙
げ
ら
れ
る
。

③
も
④
も
聖
人
を
目
指
す
と
い
う
向
上
欲
自
体
が
利
己
性
に
該
当
し
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
意
識
を
内
包
し
て
お
り
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー

の
文
脈
で
言
い
替
え
る
な
ら
ば
、
自
己
の
品
性
完
成
と
い
う
最
終
目
標
を

自
己
に
向
け
た
動
機
づ
け
、
利
己
性
と
し
て
捉
え
る
問
題
意
識
、
つ
ま
り

バ
ト
ソ
ン
の
指
摘
す
る
利
己
的
な
代
替
仮
説
に
通
じ
る
疑
義
に
あ
た
る
。

　

で
は
朱
熹
は
弟
子
と
の
問
答
の
中
で
、
こ
う
し
た
疑
義
に
対
し
て
ど
の
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言
辞
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、『
大
学
』
三
綱
領
に
お
け
る
「
明
明
徳
（
自

己
の
徳
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
）」
と
「
新
民
（
民
を
新
た
に
す
る
こ

と
）」
と
は
あ
く
ま
で
も
一
連
の
事
柄
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
も
の
で

あ
り
、
自
己
の
徳
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
他
者
と
し
て
の
民
の
福
利
へ

と
断
絶
な
く
繋
が
る
自
己
│

他
者
関
係
を
基
盤
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
点
こ
そ
、
廣
池
が
「
純
粋
正
統
の
学
問
」
論
と
し
て
展
開
し
た
儒
教
理

解
と
重
な
り
合
う
箇
所
で
も
あ
る
。

　
「
純
粋
正
統
の
学
問
」
と
は
、
世
界
の
「
諸
聖
人
の
知
識
・
思
想
・
道

徳
及
び
信
仰
上
に
一
貫
す
る
と
こ
ろ
の
原
理
を
一
括
し
て
、
こ
れ
を
正
統

の
学
問
と
称
し
た
」（『
論
文
』
⑧
三
頁
）
も
の
で
あ
り
、
現
行
『
論
文
』

の
頁
数
に
し
て
一
八
〇
頁
超
の
紙
幅
を
割
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
重
要
な

言
説
で
あ
る
。「
純
粋
正
統
の
学
問
は
、
第
一
に
個
人
の
品
性
を
完
成
す

る
こ
と
に
力
を
致
し
、
第
二
に
そ
の
い
わ
ゆ
る
品
性
は
自
我
没
却
の
精
神

を
も
っ
て
、
国
家
の
秩
序
・
統
一
・
国
民
全
部
の
幸
福
の
実
現
及
び
世
界

平
和
の
実
現
を
図
ら
ん
と
す
る
人
間
の
慈
悲
の
精
神
を
完
成
す
る
こ
と
」

（
同
八
五
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
自
己
の
品
性
の
完
成
に
努
力
し
つ
つ
、

国
家
の
安
寧
、
国
民
全
部
の
幸
福
、
世
界
の
平
和
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
す

る
「
自
己
│

他
者
」
観
を
提
起
し
て
い
る
。「
正
統
」
と
い
う
用
語
の
含
意

は
、「
あ
る
い
は
個
人
の
品
性
完
成
の
み
に
重
き
を
置
き
、
あ
る
い
は
国

家
の
保
存
に
の
み
重
き
を
置
き
、
あ
る
い
は
単
に
世
界
の
平
和
の
み
を
高

唱
し
て
空
虚
な
る
議
論
も
し
く
は
運
動
を
な
す
ご
と
き
は
、
い
ず
れ
も
み

な
異
端
に
属
す
る
」（
同
八
七
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
一
部
分
的
、
半
面

道
徳
の
原
理
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
も
利
己
│

利
他
と

い
う
枠
組
み
か
ら
同
様
の
疑
義
を
提
起
し
う
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
廣

池
も
そ
の
点
を
踏
ま
え
て
、
自
我
没
却
が
あ
く
ま
で
品
性
完
成
を
め
ぐ
る

も
の
で
あ
る
旨
を
注
記
し
て
い
る）

44
（

。

　

上
記
④
の
独
善
（
自
己
修
養
が
利
他
へ
と
進
ま
ず
自
己
完
結
す
る
危

惧
）
に
対
し
て
の
朱
熹
の
議
論
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

人
が
学
ぶ
に
は
「
明
徳
を
明
ら
か
に
し
、
民
を
新
た
に
し
、
至
善

に
止
ま
る
」（『
大
学
』
経
一
章
）
こ
と
、「
明
徳
を
天
下
に
明
ら
か

に
す
る
」
こ
と
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
さ
か
た
だ
自

分
一
人
が
善
く
な
れ
ば
そ
れ
で
終
わ
り
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い

（
同
巻
一
四
・
六
〇
条
・
二
六
〇
頁
）

質
問 　
「
自
己
の
徳
を
明
ら
か
に
し
て
も
民
を
新
た
に
す
る
と
こ
ろ

に
及
ば
な
い
の
は
自
私
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

朱
子 　
「
自
己
の
徳
が
明
ら
か
に
な
っ
た
ら
、
お
の
ず
と
民
を
新
た

に
す
る
も
の
だ
。
…
…
私
は
徳
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
、
自
ら

そ
の
境
地
を
楽
し
む
が
、
人
と
は
共
有
は
し
な
い
な
ど
と
い
う

も
の
で
は
な
い
」（
同
巻
一
七
・
三
三
条
・
三
七
九
頁
）

　

こ
の
独
善
へ
の
疑
義
こ
そ
、
バ
ト
ソ
ン
が
利
己
的
代
替
仮
説
と
し
て
提

起
し
た
「
利
己
性
」
を
め
ぐ
る
疑
義
に
あ
た
る
が
、
朱
熹
自
身
の
上
述
の
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な
ら
な
い
形
で
関
係
し
て
お
り
、
更
に
そ
の
自
己
意
識
は
「
聖
人
可
学
」

と
い
う
究
極
の
目
標
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
社
会
心
理
学

に
お
け
る
「
自
他
融
合
」
説
を
検
討
・
補
強
す
る
た
め
の
諸
資
料
を
儒
教

の
文
献
（
と
り
わ
け
彼
ら
の
修
養
実
践
の
記
録
）
か
ら
提
供
し
う
る
可
能

性
を
示
唆
し
て
い
る
。
他
方
で
こ
の
こ
と
は
「
自
他
融
合
」
説
に
対
す
る

バ
ト
ソ
ン
の
批
判
が
そ
の
ま
ま
儒
家
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
も
意
味
し
て

い
る
。
天
地
万
物
を
自
己
と
一
体
の
も
の
と
み
な
す
こ
と
は
、
自
己
と
他

者
の
連
続
性
や
同
一
性
へ
の
信
頼
に
基
づ
い
て
お
り
、
他
者
の
他
者
性

（
異
質
性
）
を
認
め
に
く
い
構
造
で
も
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
自
己
の

思
考
を
無
反
省
に
他
者
へ
と
推
し
当
て
て
し
ま
う
自
己
中
心
性
が
潜
む
可

能
性
が
出
て
く
る
の
で
あ
り
、「
儒
教
に
お
け
る
他
者
」
と
い
う
よ
り
大

き
な
問
題
関
心
に
つ
な
が
っ
て
い
く
が
、
本
稿
で
は
十
分
に
論
じ
る
こ
と

は
で
き
て
い
な
い）

46
（

。

　

他
方
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
向
社
会
的
行
動
の
動
機
づ
け
は
究
極
目
標
と
し

て
の
自
己
の
品
性
完
成
に
置
か
れ
て
お
り
、
こ
の
点
は
廣
池
が
『
論
文
』

中
で
繰
り
返
し
論
じ
た
点
だ
っ
た
。
と
り
わ
け
廣
池
が
提
示
し
た
格
言

「
他
を
救
う
に
あ
ら
ず
し
て
己
を
助
く
る
に
あ
る
こ
と
を
悟
る
」（
同
⑨
二

九
二
頁
「
最
高
道
徳
実
行
の
第
二
根
本
精
神
」）
や
「
人
心
を
開
発
し
て

品
性
を
完
成
す
」（
同
⑨
三
〇
一
頁
「
最
高
道
徳
実
行
の
根
本
原
理
及
び

根
本
精
神
を
表
現
す
る
主
要
事
項
」）
は
、
今
日
ま
で
の
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の

社
会
教
育
史
の
な
か
で
も
重
要
視
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
「
人

心
を
開
発
し
て
品
性
を
完
成
す
」
と
い
う
格
言
は
、
数
多
の
格
言
群
の
な

的
、
偏
向
的
な
道
徳
で
は
な
く
、
全
体
的
、
全
面
的
、
包
括
的
な
道
徳
を

目
標
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　

こ
の
「
純
粋
正
統
の
学
問
」
論
の
な
か
で
、「
教
育
の
根
本
原
理
」（
同

一
七
四
頁
）
と
し
て
『
大
学
』
経
一
章
の
三
綱
領
（
①
明
徳
を
明
ら
か
に

す
②
民
を
新
た
に
す
③
至
善
に
止
ま
る
）
及
び
八
条
目
（
格
物
・
致
知
・

誠
意
・
正
心
・
修
身
・
斉
家
・
治
国
・
平
天
下
）
が
示
さ
れ
、
ま
た
朱
熹

の
「
題
小
学
」（
同
九
二
頁
）、「
中
庸
章
句
序
」（
同
九
三
頁
）
等
が
引
用

さ
れ
る
の
で
あ
り
、
己
の
身
を
修
め
、
己
の
明
徳
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
、
つ
ま
り
品
性
を
高
め
る
こ
と
が
、
一
家
を
和
合
し
、
国
を
治
め
、
天

下
を
平
ら
か
に
す
る
こ
と
と
連
続
す
る
と
い
う
「
自
己
│

他
者
」
観
と
し

て
捉
え
直
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る）

45
（

。

四
．
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
品
性
完
成
論
が
提
起
す
る
も
の

　

本
稿
の
意
図
を
再
度
確
認
し
、
若
干
の
補
足
を
加
え
て
ま
と
め
と
し
た

い
。

　

近
年
の
社
会
心
理
学
に
お
け
る
利
他
性
の
議
論
の
中
で
取
り
あ
げ
ら
れ

て
い
る
「
自
他
融
合
」
説
は
、
従
来
の
利
己
性
│

利
他
性
と
い
う
対
立
的

枠
組
み
を
離
れ
た
向
社
会
的
行
動
の
動
機
づ
け
の
可
能
性
を
考
察
す
る
手

掛
か
り
を
提
供
し
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
儒
教
に
お

け
る
利
他
性
を
考
え
る
場
合
、
天
地
万
物
を
自
己
と
一
体
と
み
な
す
主
体

意
識
、
バ
ト
ソ
ン
が
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
「
自
他
融
合
」
的
性
格
が
抜
き
差
し
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過
去
に
お
け
る
贖
罪
と
い
う
観
念
と
共
に
、
自
己
の
精
神
作
用
が
「
聖

人
」
の
意
思
を
実
現
し
て
い
る
点
に
存
し
て
い
る
。「
学
ん
で
聖
人
に
至

る
」
と
い
う
目
標
は
、
端
的
に
は
聖
人
の
精
神
を
自
己
に
実
現
し
て
い
く

こ
と
で
あ
り
、
廣
池
は
（
そ
し
て
朱
熹
ら
儒
家
達
は
）
そ
の
道
程
の
う
ち

に
利
他
が
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
「
聖
人
」
と
い
う
存
在
の
中
に
見
て

い
た
と
言
い
う
る
。
こ
の
品
性
完
成
論
を
中
核
に
据
え
た
上
で
「
利
他

性
」
を
捉
え
る
こ
と
が
、
廣
池
が
自
身
の
道
徳
実
践
を
踏
ま
え
て
我
々
に

残
し
た
貴
重
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
り
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
と
し
て
現
代
に

お
い
て
取
り
組
む
べ
き
課
題
の
一
つ
で
も
あ
る
。

　

本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
と
儒
教
と
は
、
と
も
に
利
己

│

利
他
の
対
立
的
枠
組
み
に
は
立
脚
せ
ず
、
更
に
そ
の
自
己
は
品
性
完
成

（
聖
人
可
学
）
と
い
う
目
標
を
も
共
有
す
る
構
造
的
近
似
が
あ
る
ば
か
り

か
、
自
己
修
養
（
修
己
、
修
身
）
と
利
他
実
践
（
治
人
、
治
国
、
平
天

下
）
と
を
一
体
と
見
な
し
、
そ
の
上
で
自
己
修
養
に
基
軸
を
置
く
と
い
う

朱
熹
ら
新
儒
家
の
構
想
は
、『
論
文
』
で
展
開
さ
れ
る
「
純
粋
正
統
の
学

問
」
論
と
ほ
ぼ
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

最
後
に
一
点
附
記
す
べ
き
は
、
廣
池
の
「
純
粋
正
統
の
学
問
」
論
で

は
、
自
己
修
養
に
基
づ
く
利
他
実
践
と
い
う
観
点
に
加
え
て
、「
伝
統
の

尊
重
」
と
い
う
視
点
を
加
え
る
こ
と
で
完
全
性
（
純
粋
正
統
）
を
期
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

47
（

。
人
間
社
会
の
合
理
的
秩
序
再
建
を
関
心
事
と

し
て
自
己
の
品
性
を
完
成
さ
せ
、
な
お
か
つ
伝
統
を
尊
重
し
て
進
む
と
こ

ろ
に
、
廣
池
の
捉
え
る
自
他
の
枠
組
み
を
超
え
た
道
徳
の
様
相
が
示
さ
れ

か
で
は
最
も
早
い
段
階
か
ら
構
想
さ
れ
た
も
の
で
、
当
初
は
「
人
心
を
救

済
し
て
陰
徳
を
積
む
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
改
訂

を
加
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
廣
池
自
身
が
『
論
文
』
内
で
言
及
し
て
い

る
（
⑨
二
八
一
頁
）。
こ
の
改
訂
の
中
に
こ
そ
、
ま
さ
し
く
本
稿
の
議
論

と
深
く
関
係
す
る
廣
池
の
認
識
が
見
え
て
い
る
。

　

そ
の
理
由
は
、
い
ま
私
が
人
心
を
救
済
す
る
動
機
が
私
の
陰
徳
を

積
む
た
め
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
私
の
精
神
は
い
ま
だ
最
高
道
徳

的
に
な
っ
て
お
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
で
は

私
の
道
徳
実
行
の
動
機
が
自
己
の
欲
望
よ
り
出
で
て
お
る
か
ら
で
あ

り
ま
す
。
故
に
私
の
人
心
救
済
の
動
機
が
一
変
し
て
、
人
心
を
救
済

す
る
は
自
己
の
品
性
を
完
成
す
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ

ば
、
私
の
道
徳
実
行
の
動
機
は
全
く
聖
人
の
教
え
に
適
う
よ
う
に
な

る
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
自
己
の
品
性
の
完
成
と
い
う
こ
と

は
、
第
一
に
、
自
己
の
過
去
に
お
け
る
贖
罪
と
い
う
こ
と
を
含
み
、

第
二
に
、
自
己
の
現
在
に
お
け
る
精
神
作
用
の
純
潔
且
つ
至
誠
に
し

て
神
及
び
聖
人
の
意
思
を
実
現
し
て
お
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
る
か

ら
で
あ
り
ま
す
。（
同
上
）

　

こ
の
よ
う
に
、
廣
池
は
利
他
実
践
の
動
機
が
自
己
の
陰
徳
を
積
む
と
い

う
こ
と
で
は
利
己
的
で
あ
る
と
し
て
「
自
己
の
品
性
の
完
成
」
と
言
葉
を

改
め
た
の
で
あ
り
、「
品
性
の
完
成
」
と
い
う
言
葉
の
含
意
は
、
自
己
の
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松
浦
勝
次
郎
（
二
〇
一
四
）「「
最
高
」
と
「
完
成
」
を
め
ざ
す
」『
モ
ラ
ロ
ジ
ー

研
究
所
所
報
』
平
成
二
三
年
一
月
号

溝
口
雄
三
（
一
九
九
五
）『
中
国
の
公
と
私
』
研
文
出
版

溝
口
雄
三
・
伊
東
貴
之
・
村
田
雄
二
郎
（
一
九
九
五
）『
中
国
と
い
う
視
座
』
平

凡
社

余
英
時
（
二
〇
〇
五
）「
政
治
環
境
か
ら
み
た
朱
子
学
と
陽
明
学
」、「
政
治
環
境

か
ら
み
た
朱
子
学
と
陽
明
学
│
講
演
の
た
め
の
論
稿
」（
吾
妻
重
二
主
編
・
黄

俊
傑
副
主
編
『
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

東
ア
ジ
ア
世
界
と
儒
教
』、
東
方
書
店
）

注（
1
）　

な
お
、「
利
己
性
」
は
「
自
分
自
身
の
福
利
を
増
す
と
い
う
最
終
目
標
を

伴
う
動
機
づ
け
の
状
態
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
（
一
七
頁
）

（
2
）　

C
・
ダ
ニ
エ
ル
・
バ
ト
ソ
ン
（
二
〇
一
二
）
一
八
九
頁

（
3
）　
「
医
学
書
に
は
「
手
足
の
し
び
れ
が
不
仁
で
あ
る
」
と
書
い
て
あ
る
が
、

こ
の
説
明
は
仁
の
こ
と
を
う
ま
く
表
現
し
て
い
る
。
仁
者
は
天
地
万
物
を
一
体

と
考
え
て
お
り
、
す
べ
て
が
己
で
あ
る
。
す
べ
て
が
己
と
わ
か
れ
ば
、
あ
ら
ゆ

る
と
こ
ろ
に
ゆ
き
と
ど
く
。
も
し
自
分
に
仁
が
具
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
す
べ

て
は
自
分
と
無
関
係
に
な
る
。
そ
れ
は
手
足
が
し
び
れ
て
（
不
仁
）、
気
が
全

身
を
通
貫
せ
ず
、
自
分
の
手
足
で
な
い
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
と
同
様
だ
」（
程

顥
『
河
南
程
氏
遺
書
』
巻
二
上
・
一
七
条
） 

 

　
「（
性
を
定
め
る
と
い
う
と
き
の
）「
定
」
と
い
う
の
は
、
動
時
も
静
時
も
安

定
し
て
い
る
こ
と
で
、
物
事
に
引
き
ず
ら
れ
た
り
、
物
事
を
出
迎
え
た
り
も
し

な
い
し
、
自
己
の
内
と
か
外
と
い
う
区
別
も
あ
り
ま
せ
ん
。
…
…
…
内
と
外
を

別
々
の
原
理
と
考
え
た
ら
、
な
ぜ
「
定
」
な
ど
語
れ
ま
し
ょ
う
。
…
…
…
外
を

否
定
し
て
内
を
肯
定
す
る
よ
り
は
、
内
も
外
も
両
方
忘
れ
て
し
ま
う
の
が
よ
い

で
し
ょ
う
。
両
方
忘
れ
て
し
ま
え
ば
澄
然
と
し
て
何
事
も
な
く
、
何
事
も
な
け

て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
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学
』、
新
曜
社
（C

. D
aniel B

atson. （2011

）. A
ltruism

 in 

H
um

ans. O
xford U

niversity Press.

）

吾
妻
重
二
（
二
〇
〇
〇
）「
道
学
の
聖
人
概
念
」『
関
西
大
学
文
学
論
集
』
五
〇
│

二
（『
朱
子
学
の
新
研
究
』
創
文
社
、
二
〇
〇
四
所
収
）

井
上
厚
史
（
二
〇
一
三
）「
儒
教
は
「
東
ア
ジ
ア
共
同
体
」
の
紐
帯
と
な
り
う
る

か
」（『
北
東
ア
ジ
ア
研
究
』
別
冊
二
）

姜
広
輝
（
一
九
九
四
）「
理
学
聖
人
観
漫
議
」『
理
学
与
中
国
文
化
』
上
海
人
民
出

版
金
谷
治
（
一
九
九
九
）『
論
語
』
岩
波
文
庫
（
改
版
）

島
田
虔
次
（
一
九
六
七
）『
朱
子
学
と
陽
明
学
』
岩
波
新
書

竹
内
照
夫
（
一
九
六
四
）『
仁
の
古
義
の
研
究
』
明
治
書
院

田
尻
祐
一
郎
（
二
〇
一
一
）『
江
戸
の
思
想
史 

人
物
・
方
法
・
連
環
』
中
公
新
書

土
田
健
次
郎
（
一
九
七
六
）「
程
伊
川
に
お
け
る
「
理
一
」
の
性
格
」『
フ
ィ
ロ
ソ

フ
ィ
ア
』
六
四
、
早
稲
田
大
学
哲
学
会
（
土
田
健
次
郎
『
道
学
の
形
成
』（
二

〇
〇
二
）
所
収
、
第
四
章
第
一
節
）

土
田
健
次
郎
（
二
〇
〇
四
）「「
万
物
一
体
の
仁
」
再
考
」（『
東
洋 

比
較
文
化
論

集 

宮
沢
正
順
博
士
古
稀
記
念
』
青
史
出
版
）

湯
用
彤
（
一
九
九
一
）『
理
学
・
仏
学
・
玄
学
』
北
京
大
学
出
版
社

藤
井
倫
明
（
二
〇
〇
〇
）「
程
伊
川
の
聖
人
到
達
可
能
論
」『
中
国
哲
学
論
集
』
二

六
松
浦
勝
次
郎
（
一
九
九
六
）「
自
己
と
利
益
│
利
己
と
利
他
の
区
別
を
超
え
る
│
」

『
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
』
四
二
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顧
東
橋
書
」） 

 

　
「
大
人
は
天
地
万
物
を
一
体
と
思
う
人
だ
。
天
下
を
一
家
の
よ
う
に
、
中
国

を
一
人
の
人
間
の
よ
う
に
見
る
の
だ
」（
王
守
仁
『
大
学
問
』）

（
9
）　

土
田
（
二
〇
〇
四
）

（
10
）　

中
国
に
お
け
る
公
私
概
念
に
つ
い
て
は
溝
口
雄
三
（
一
九
九
五
）
を
参

照
。

（
11
）　

集
団
の
福
利
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
を
最
終
目
標
と
す
る
動
機
づ
け
。

（
12
）　

あ
る
道
徳
的
原
理
を
守
る
こ
と
を
最
終
目
標
と
す
る
動
機
づ
け
。

（
13
）　

バ
ト
ソ
ン
（
二
〇
一
二
）
第
九
章
。

（
14
）　
「
仁
」
と
聞
い
て
利
他
愛
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
は
儒
教
史
の
な
か
で
も

長
い
歴
史
が
あ
る
も
の
の
、
竹
内
照
夫
（
一
九
六
四
）
が
指
摘
し
て
き
た
よ
う

に
、「
仁
」
字
の
古
い
用
例
は
、
外
見
の
見
栄
え
の
よ
さ
（『
詩
経
』
な
ど
）
を

示
し
た
も
の
で
あ
り
、
孔
子
の
用
い
る
「
仁
」
の
語
も
、
大
ま
か
に
は
①
仁
徳

（
徳
や
品
性
に
近
似
）
②
仁
愛
（
愛
と
し
て
の
仁
）
に
区
分
さ
れ
、
②
仁
愛
の

用
例
は
全
体
的
に
は
少
数
で
あ
る
。「
愛
と
し
て
の
仁
」
を
強
調
し
た
の
は

『
孟
子
』
以
降
で
あ
り
、
以
後
は
〈
仁
＝
愛
〉
が
基
調
と
な
っ
て
現
代
ま
で
至

る
。
し
か
し
、「
仁
」
は
墨
子
が
提
唱
し
た
「
兼
愛
」（
博
愛
）
説
に
対
す
る

「
差
等
愛
」
と
し
て
展
開
し
て
き
た
経
緯
も
あ
り
、
血
縁
関
係
を
軸
に
関
係
の

濃
い
も
の
か
ら
薄
い
も
の
へ
、
更
に
は
無
関
係
の
も
の
へ
と
薄
ま
り
な
が
ら
広

が
り
ゆ
く
遠
心
的
な
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
遠
心
的
広
が
り
の
極
致
と
し

て
、
宋
代
に
及
ん
で
「
万
物
一
体
の
仁
」
が
高
唱
さ
れ
、「
仁
」
は
宇
宙
的
広

が
り
を
帯
び
る
こ
と
と
な
る
。

（
15
）　
「
以
上
列
挙
す
る
と
こ
ろ
の
科
学
的
倫
理
説
及
び
社
会
学
の
学
説
に
よ
り
、

更
に
人
類
の
歴
史
及
び
現
在
の
社
会
学
的
材
料
に
徴
す
れ
ば
、
第
一
に
、
道
徳

は
そ
の
源
を
自
己
保
存
の
観
念
に
発
し
て
お
る
の
で
す
。
第
二
に
、
今
日
に
お

い
て
も
、
究
竟
す
る
と
こ
ろ
、
道
徳
は
自
己
を
益
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
観

れ
ば
安
定
し
、
安
定
す
れ
ば
明
瞭
と
な
り
、
明
瞭
で
あ
れ
ば
ど
う
し
て
事
物
の

対
応
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
」（
程
顥
「
定
性
書
」『
河
南
程
氏

文
集
』
三
）

（
4
）　
「
物
と
我
と
は
一
つ
の
理
で
あ
る
。
少
し
で
も
一
方
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
、

す
ぐ
に
他
方
も
わ
か
る
。
こ
れ
が
内
外
を
合
す
る
道
だ
」（
程
頤
『
河
南
程
氏

遺
書
』
巻
一
八
・
四
八
条
）

（
5
）　
「
天
地
に
充
塞
す
る
の
は
私
の
体
、
天
地
を
統
帥
す
る
の
は
私
の
性
。
民

は
私
の
同
胞
、
物
は
私
の
仲
間
」（
張
載
『
西
銘
』） 

 

　
「
世
の
人
の
心
は
そ
の
見
聞
の
狭
い
範
囲
内
に
止
ま
っ
て
い
る
。
聖
人
は
本

性
を
尽
く
し
て
い
る
の
で
、
見
聞
の
範
囲
に
心
を
縛
ら
ず
、
天
下
を
見
て
も
あ

ら
ゆ
る
物
が
自
分
で
あ
る
」（
張
載
『
正
蒙
』
大
心
篇
）

（
6
）　
「
我
を
軸
に
し
て
物
を
観
な
い
と
い
う
の
は
、
物
に
な
り
き
っ
て
物
を
観

る
と
い
う
こ
と
だ
。
物
に
な
り
き
っ
て
物
を
観
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
間

に
我
が
介
在
す
る
こ
と
は
な
い
」（
邵
雍
『
皇
極
経
世
書
』
一
二 

観
物
篇
）

（
7
）　
「
昨
夜
、
荘
仲
は
「
人
は
万
物
と
均
し
く
気
と
理
を
稟
受
し
て
お
り
、
だ

か
ら
み
な
愛
す
べ
き
な
の
だ
」
と
述
べ
て
い
た
が
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い

の
だ
。
愛
の
字
は
同
体
と
い
う
観
点
か
ら
述
べ
る
も
の
で
は
な
く
、
同
体
に
属

す
る
事
柄
で
も
な
い
。
た
だ
そ
の
対
象
を
愛
す
る
だ
け
な
の
だ
。
す
べ
て
を
愛

す
る
よ
う
に
な
っ
て
こ
そ
、
同
体
た
り
え
る
の
で
あ
る
。
愛
は
自
然
に
愛
す
る

の
で
あ
っ
て
、
同
体
と
な
っ
た
後
に
よ
う
や
く
愛
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
」

（『
朱
子
語
類
』
巻
三
三
・
八
九
条
・
八
五
二
頁
）
※
以
下
、『
朱
子
語
類
』
は

『
語
類
』
と
略
記
し
、
巻
と
条
、
中
華
書
局
本
の
頁
数
を
附
す
。

（
8
）　
「
聖
人
の
心
は
、
天
地
万
物
を
一
体
と
し
て
い
る
。
天
下
の
あ
ら
ゆ
る
人

を
内
外
遠
近
の
区
別
を
つ
け
ず
、
す
べ
て
い
の
ち
（
血
気
）
の
あ
る
も
の
を
兄

弟
親
子
の
親
愛
に
よ
っ
て
そ
の
安
全
を
願
い
、
教
え
養
う
こ
と
を
願
っ
て
、
万

物
一
体
の
念
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
」（
王
守
仁
『
傳
習
録
』
中
「
答
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こ
う
し
て
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
利
己
心
の
上
に
築
か
れ
た
る
道
徳
と
い
う
は
、
直

接
に
且
つ
即
時
に
自
己
に
利
益
あ
る
こ
と
に
の
み
犠
牲
を
払
う
意
味
に
あ
ら
ず

し
て
、
究
極
に
お
い
て
自
己
を
益
す
る
こ
と
に
向
か
っ
て
犠
牲
的
努
力
を
致
す

こ
と
で
す
。
こ
の
と
こ
ろ
誤
解
な
き
よ
う
願
い
ま
す
」（
同
①
二
二
頁
）

（
17
）　
「
第
一
巻
第
一
章
〈
二
二
ペ
ー
ジ
〉
そ
の
他
に
「
道
徳
は
利
己
心
の
上
に

築
か
れ
た
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
」
を
述
べ
て
あ
り
ま
す
。
し
こ
う

し
て
、
こ
こ
に
「
利
己
心
」
と
い
う
は
『
法
華
経
』
に
い
わ
ゆ
る
「
己
利
」

〈
己
利
に
つ
き
て
は
本
書
第
十
二
章
第
六
項
第
九
節
以
下
参
照
〉
と
同
一
の
意

味
で
あ
っ
て
、
こ
の
利
己
心
は
普
通
の
利
己
的
本
能
と
は
異
な
る
の
で
あ
り
ま

す
」（
同
①
二
九
頁
） 

 

　
「
本
文
に
「
己
利
」
と
あ
る
は
す
な
わ
ち
自
己
の
利
益
と
い
う
こ
と
で
あ
り

ま
す
が
、
こ
の
自
己
の
利
益
と
い
う
こ
と
が
現
代
人
の
い
わ
ゆ
る
利
己
主
義
と

は
異
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
聖
人
の
い
わ
ゆ
る
利
己
主
義
は
最
高
道

徳
に
よ
り
て
自
己
の
最
高
品
性
を
完
成
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
自
己
の

品
性
完
成
の
ほ
か
、
自
己
の
利
益
と
な
る
も
の
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
」（
同

⑤
三
三
〇
頁
）

（
18
）　
「
釈
迦
究
極
の
理
想
を
伝
う
る
も
の
で
あ
る
と
せ
ら
る
る
大
乗
の
実
際
の

精
神
は
何
処
に
あ
る
か
と
い
う
に
、
そ
れ
は
実
に
菩
薩
の
大
誓
願
に
あ
る
と
い

わ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
上
に
向
か
っ
て
は
自
ら
菩
提
を
求
め
、
下
に
向
か
っ
て

は
衆
生
を
化
す
る
と
い
う
こ
と
〈
上
求
菩
提
、
下
化
衆
生
〉
で
あ
っ
て
、
一
面

に
お
い
て
は
無
窮
の
理
想
を
追
う
て
自
己
の
最
高
品
性
の
完
成
を
図
る
と
同
時

に
、
他
面
に
お
い
て
は
常
に
一
切
衆
生
を
同
時
に
救
済
せ
ん
と
発
願
し
且
つ
こ

れ
を
実
現
す
る
に
あ
る
の
で
す
。
し
か
も
大
乗
の
特
質
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
こ

の
上
求
菩
提
と
下
化
衆
生
と
を
両
方
の
努
力
と
分
け
な
い
で
、
こ
れ
を
帰
一
す

る
点
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
品
性
の
完
成
と
人
心
救
済
と

を
一
体
両
面
と
な
す
と
こ
ろ
に
大
乗
の
本
質
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
」

念
が
土
台
と
な
っ
て
お
る
の
で
す
。
も
し
道
徳
に
し
て
、
究
竟
、
自
己
を
益
せ

ず
し
て
単
に
自
己
を
損
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
道
徳
は
聖
人

の
ほ
か
何
人
も
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
よ
し
や

こ
れ
を
行
う
も
の
が
あ
る
も
、
永
く
続
け
且
つ
多
量
に
こ
れ
を
行
う
こ
と
は
出

来
ま
す
ま
い
。
し
こ
う
し
て
た
と
い
極
力
こ
れ
を
行
う
も
の
あ
る
も
、
そ
れ
は

社
会
一
般
人
の
模
範
と
は
な
ら
ず
、
衆
人
は
た
だ
は
る
か
に
こ
れ
を
敬
し
て
お

る
の
み
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
が
た
め
に
か
か
る
空
虚
な
る
道
徳
の
実
行
は

将
来
に
向
か
っ
て
十
分
な
る
道
徳
教
育
の
力
と
は
な
ら
ず
、
且
つ
社
会
発
達
の

力
と
も
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
道
徳
を
行
え
ば
、
た
と
い
中
途
に
苦
労
は
あ

る
も
、
最
後
に
物
質
的
も
し
く
は
精
神
的
に
何
も
の
か
で
必
勝
す
る
と
の
成
算

な
く
ば
、
自
分
は
と
に
か
く
、
こ
れ
を
他
人
に
奨
励
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ぬ
。
／
し
か
し
道
徳
そ
の
も
の
の
本
来
の
性
質
を
も
っ
て
、
た
だ
利
己
主
義
に

の
み
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
大
な
る
誤
り
を
生
じ
ま
す
。
元
来
、

道
徳
と
は
人
間
が
社
会
生
活
を
な
す
に
当
た
り
て
、
正
し
く
且
つ
幸
福
に
生
活

し
て
い
く
必
然
的
な
る
要
求
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
た

だ
利
己
主
義
に
の
み
基
づ
き
、
そ
れ
の
み
を
目
的
と
す
る
道
徳
は
、
お
の
ず
か

ら
社
会
進
化
の
法
則
に
反
し
ま
す
か
ら
、
道
徳
そ
の
も
の
も
、
こ
れ
を
行
う
者

も
、
と
も
に
そ
の
社
会
に
適
応
し
得
ぬ
よ
う
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
」（『
論

文
』
③
一
二
五
│

一
二
六
頁
）
※
『
道
徳
科
学
の
論
文
』
は
『
論
文
』
と
略
記

し
、
そ
の
下
に
冊
と
頁
の
番
号
を
附
し
た
。

（
16
）　
「
従
来
の
ご
と
く
、
道
徳
を
人
間
の
一
つ
の
装
飾
品
と
し
て
、
道
徳
を
行

う
こ
と
は
汝
の
義
務
な
り
と
か
、
人
間
の
人
間
た
る
ゆ
え
ん
な
り
と
か
、
神
の

命
令
な
り
と
か
い
う
よ
う
な
緩
慢
な
非
科
学
的
方
法
で
現
代
の
知
識
を
有
す
る

人
間
を
道
徳
に
信
服
さ
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
必
ず
や
道
徳
す

な
わ
ち
犠
牲
の
実
行
は
、
人
間
の
衣
食
住
と
相
並
び
て
人
間
の
生
存
と
発
達
と

の
基
礎
を
な
す
も
の
な
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
し



99 儒教及びモラロジーにおける利他の一考察

く
、
理
な
り
、
義
な
り
。
聖
人
は
先
づ
我
が
心
の
同
じ
く
然
り
と
す
る
所
を
得

た
る
の
み
」（
告
子
上
）
／
「
聖
人
も
我
と
類
を
同
じ
う
す
る
者
な
り
」（
同
）

／
「
何
を
か
以
て
人
に
異
な
ら
ん
や
。
堯
舜
も
人
と
同
じ
き
の
み
」（
離
婁
下
）

（
24
）　

心
と
性
の
本
来
的
同
一
性
を
万
人
に
内
在
す
る
理
（
天
理
）
と
し
て
捉
え

る
一
方
で
、
資
質
や
才
能
と
い
っ
た
差
異
を
気
の
稟
受
の
差
異
（
清
濁
・
厚

薄
・
正
偏
）
と
し
て
説
明
す
る
。
聖
人
は
内
在
す
る
本
来
的
な
理
を
そ
の
ま
ま

顕
現
さ
せ
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
、
理
や
天
理
そ
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
。

（「
蓋
し
形
骸
は
是
れ
人
と
雖
も
、
其
の
實
は
是
れ
一
塊
の
天
理
」「
聖
人
は
便

ち
是
れ
一
片
赤
骨
立
底
の
天
理
」『
語
類
』
巻
三
一
・
六
七
条
・
七
九
七
頁
）

（
25
）　

性
三
品
説
と
は
人
間
の
本
性
を
上
、
中
、
下
の
三
つ
に
格
付
け
す
る
考
え

方
で
、
孔
子
の
性
説
を
引
伸
し
た
も
の
。「
子
曰
く
、
性
は
相
近
し
、
習
え
ば

相
遠
し
」「
子
曰
く
、
惟
だ
上
智
と
下
愚
と
は
移
ら
ず
」（『
論
語
』
陽
貨
篇
）

（
26
）　

湯
用
彤
（
一
九
九
一
）。
藤
井
倫
明
（
二
〇
〇
〇
）
は
「
湯
用
彤
氏
は
、

竺
道
生
が
頓
悟
成
仏
説
を
唱
え
、
謝
霊
運
が
そ
の
頓
悟
成
仏
説
に
基
づ
い
て

「
辨
宗
論
」
を
著
し
て
以
降
、
成
聖
成
仏
を
永
遠
に
不
可
能
な
一
理
想
と
す
る

玄
遠
の
学
が
新
方
向
に
転
じ
、
成
聖
成
仏
は
誰
も
が
達
成
で
き
る
事
実
と
考
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
う
」
と
ま
と
め
て
い
る
。

（
27
）　

吾
妻
前
掲
論
文
。
意
識
の
有
無
を
も
っ
て
聖
人
・
賢
人
を
区
別
す
る
こ
と

（
聖
人
は
「
無
心
」、
賢
人
は
「
有
心
」）
や
、
気
稟
変
化
の
視
点
を
学
問
修
養

論
に
明
確
な
か
た
ち
で
導
入
し
た
の
は
六
朝
玄
学
の
影
響
と
指
摘
（
一
八
四

頁
）

（
28
）　

た
と
え
ば
姜
広
輝
（
一
九
九
四
）
で
は
、
宋
代
に
お
け
る
貴
族
制
度
の
廃

止
、
科
挙
に
よ
る
官
吏
登
用
が
影
響
を
与
え
た
と
論
じ
て
い
る
。

（
29
）　
「
或
い
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
之
を
知
り
、
或
い
は
學
び
て
之
を
知
り
、

或
い
は
困
し
み
て
之
を
知
る
。
其
の
之
を
知
る
に
及
び
て
は
一
な
り
。
或
い
は

安
ん
じ
て
之
を
行
い
、
或
い
は
利
し
て
之
を
行
い
、
或
い
は
勉
め
強
い
て
之
を

（
同
⑤
三
一
九
│

三
二
〇
頁
）

（
19
）　
「
利
己
」
と
「
利
他
」
を
超
え
る
「
自
己
意
識
」
を
論
じ
た
先
行
研
究
と

し
て
松
浦
（
一
九
九
六
）
を
参
照
。

（
20
）　
「
己
の
為
に
す
る
は
、
之
を
己
に
得
ん
こ
と
を
欲
す
る
な
り
。
人
の
為
に

す
る
は
、
人
に
知
ら
れ
ん
こ
と
を
欲
す
る
な
り
」（『
論
語
精
義
』
七
下
）、「
古

の
学
者
は
己
の
為
に
し
、
其
の
終
に
は
物
を
成
す
に
至
る
。
今
の
学
者
は
人
の

為
に
し
、
其
の
終
に
は
己
を
喪
う
に
至
る
」（『
河
南
程
氏
遺
書
』
巻
二
五
）。

共
に
程
頤
の
語
。

（
21
）　
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
も
し
く
は
キ
リ
ス
ト
の
ご
と
く
わ
が
身
を
殺
し
て
そ
の
目

的
を
達
し
た
も
の
も
あ
る
の
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
真
に
や
む
を
得
ざ

る
場
合
に
遭
遇
し
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
聖
人
の
正
統
的
教
説
の
本
旨
は
わ
が

身
を
殺
さ
ず
し
て
そ
の
目
的
を
遂
ぐ
る
に
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
教
説
に
一
貫
す

る
と
こ
ろ
の
平
和
の
教
訓
を
見
て
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
」（『
論
文
』
⑨
四
〇
四

頁
）

（
22
）　

溝
口
雄
三
・
伊
東
貴
之
・
村
田
雄
二
郎
（
一
九
九
五
）
一
五
二
頁
で
も
、

宋
代
に
お
け
る
聖
人
観
の
転
換
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
こ
う
し
た
聖

人
観
は
、
島
田
虔
次
氏
の
言
葉
を
藉
り
る
な
ら
、
伝
統
的
な
「
作
者
の
聖
」、

「
す
な
わ
ち
、
人
類
の
た
め
に
文
明
と
制
度
と
を
作
り
与
え
た
聖
天
子
」
で
は

な
く
し
て
、「
仁
義
道
徳
の
完
璧
な
体
現
者
」
と
し
て
、
徹
頭
徹
尾
、
い
わ
ば

「
人
格
」
と
「
境
位
」（
＝
心
境
）
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、「
聖
人
」
が
、
歴
史
的
な
存
在
（
歴
史
的
な
実
在
、
お
よ
び

そ
う
観
念
さ
れ
た
人
物
）
と
し
て
の
そ
れ
か
ら
、
可
能
的
に
は
万
人
が
到
達
し

得
る
ひ
と
つ
の
理
想
状
態
を
表
わ
す
概
念
へ
と
変
容
を
遂
げ
た
の
で
あ
っ
た
。」

引
用
文
中
の
「
島
田
虔
次
氏
の
言
葉
」
は
島
田
（
一
九
六
七
）
三
四
頁
。

（
23
）　
「
人
皆
な
以
て
堯
舜
た
る
べ
し
と
は
諸
れ
有
る
か
。
孟
子
曰
く
、
然
り
」

（『
孟
子
』
告
子
下
）
／
「
心
の
同
じ
く
然
り
と
す
る
所
の
者
は
何
ぞ
や
。
謂
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道
が
あ
る
、
つ
ま
り
道
徳
的
な
世
界
の
出
現
」
の
意
で
解
釈
し
た
。

（
39
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
余
英
時
（
二
〇
〇
五
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
40
）　
「
今
の
学
ぶ
者
は
み
な
「
彼
は
堯
舜
（
聖
人
）、
私
は
衆
人
。
ど
う
し
て
堯

舜
に
な
れ
よ
う
か
」
と
言
う
。
こ
う
述
べ
る
者
た
ち
は
、「
私
は
菩
提
心
を
起

こ
し
ま
し
た
が
、
何
を
実
行
す
れ
ば
仏
に
な
れ
ま
す
か
？
」
と
述
べ
た
善
財
童

子
に
及
ば
な
い
。
彼
ら
（
仏
教
）
は
仏
に
な
る
こ
と
を
わ
き
ま
え
て
い
る
の

に
、
我
ら
（
儒
教
）
は
堯
舜
に
な
る
こ
と
を
わ
き
ま
え
て
い
な
い
」（『
語
類
』

巻
一
一
八
・
一
五
条
・
二
八
三
八
頁
）

（
41
）　
「
私
の
志
は
た
だ
よ
い
人
に
な
る
こ
と
だ
け
で
、
ち
ょ
っ
と
道
理
が
わ
か

っ
た
ら
そ
れ
で
よ
い
の
で
す
な
ど
と
言
う
な
ら
ば
、
な
る
ほ
ど
修
養
が
進
ま

ず
、
し
だ
い
に
駄
目
に
な
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
わ
け
だ
」（
同
巻
三
四
条
・
二

八
四
五
頁
） 

 

　
「
い
ま
朋
友
た
ち
が
成
長
し
な
い
の
は
、
相
対
的
に
良
く
な
れ
ば
そ
れ
で
よ

い
と
い
う
心
が
あ
っ
て
、
聖
賢
に
な
ろ
う
と
い
う
志
が
な
い
か
ら
だ
」（
同
巻

一
二
一
・
二
四
条
・
二
九
二
六
頁
）

（
42
）　
「（
陸
象
山
の
「
当
下
便
是
（
そ
の
ま
ま
即
座
に
よ
い
）」
と
い
う
説
に
つ

い
て
）
聖
賢
の
教
え
に
こ
ん
な
言
葉
は
な
い
。
聖
人
は
み
な
日
常
の
実
際
の
場

に
お
い
て
努
力
す
る
よ
う
教
え
て
い
る
。
…
…
孟
子
は
「
人
は
誰
も
が
堯
舜
に

な
れ
る
」
と
は
言
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
「
堯
の
服
を
着
て
、
堯
の
言
葉
を

誦
し
、
堯
の
行
動
を
行
う
」（『
孟
子
』
告
子
下
）
か
ら
こ
そ
可
能
な
の
だ
」

（
同
巻
一
二
四
・
五
二
条
・
二
九
八
〇
頁
）

（
43
）　
「
私
に
言
わ
せ
れ
ば
、
聖
賢
に
な
る
の
は
非
常
に
難
し
い
こ
と
な
の
だ
。

釈
氏
の
よ
う
に
今
夜
一
回
説
法
す
れ
ば
、
賢
い
も
の
は
即
座
に
悟
る
と
い
う
よ

う
で
は
、
何
の
客
観
性
も
な
い
」（
同
巻
一
一
五
・
四
九
条
・
二
七
八
四
頁
）

（
44
）　
「
自
我
の
没
却
と
い
う
こ
と
は
、
物
質
的
に
無
一
物
に
な
れ
と
か
、
も
し

く
は
形
式
的
に
み
だ
り
に
頭
を
下
げ
よ
と
か
い
う
よ
う
な
小
事
で
は
な
い
の
で

行
う
。
其
の
功
を
成
す
に
及
び
て
は
一
な
り
。
…
…
誠
は
天
の
道
な
り
。
之
を

誠
に
す
る
は
人
の
道
な
り
。
誠
は
勉
め
ず
し
て
中
り
、
思
わ
ず
し
て
得
、
從
容

と
し
て
道
に
中
る
、
聖
人
な
り
。
之
を
誠
に
す
る
は
、
善
を
擇
び
て
固
く
之
を

執
る
者
な
り
」（『
中
庸
章
句
』
二
〇
章
）

（
30
）　
「
学
ぶ
者
と
聖
人
の
差
は
、
自
然
か
勉
強
（
勉
め
強
い
る
）
か
。
聖
人
の

行
動
は
自
然
で
堅
牢
。
学
ぶ
者
は
時
々
聖
人
の
よ
う
に
行
動
す
る
こ
と
が
あ
る

が
、
堅
牢
で
は
な
く
、
失
し
や
す
い
」（『
語
類
』
巻
二
七
・
五
三
条
・
六
八
六

頁
）

（
31
）　
「
顔
回
は
三
ヶ
月
も
違
（
た
が
）
う
こ
と
な
く
仁
の
心
を
持
続
さ
せ
、
間

断
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
三
ヶ
月
以
降
は
時
と
し
て
少
し
の
私
意
の
間
断
が

あ
っ
た
が
、
顔
回
は
間
断
が
あ
れ
ば
す
ぐ
に
気
づ
い
て
、
す
ぐ
さ
ま
持
続
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
間
断
が
な
く
な
れ
ば
聖
人
な
の
だ
」（
同
巻
三
一
・

一
四
条
・
七
八
二
頁
）

（
32
）　
「
聖
賢
は
熟
し
た
学
ぶ
者
。
学
ぶ
者
は
ま
だ
熟
し
て
い
な
い
聖
賢
」（
同
巻

三
二
・
八
三
条
・
八
二
五
頁
）

（
33
）　
「
聖
賢
と
は
、
人
が
な
す
べ
き
こ
と
を
徹
底
し
て
行
っ
た
と
い
う
に
す
ぎ

な
い
」（
同
巻
八
・
二
六
条
・
一
三
三
頁
）

（
34
）　

岩
波
文
庫
『
論
語
』
の
金
谷
治
訳
を
参
照
。

（
35
）　
「
蓋
し
仁
は
道
理
を
以
て
言
い
、
聖
は
地
位
を
以
て
言
い
、
自
ら
是
れ
同

じ
か
ら
ず
。「
博
く
施
し
て
衆
を
濟
う
」
を
仁
と
為
し
、
而
し
て
物
を
利
し
人

を
愛
す
る
小
小
な
る
者
も
亦
た
之
を
仁
と
謂
う
が
如
し
」（『
語
類
』
巻
三
三
・

五
八
条
・
八
四
二
頁
）

（
36
）　
「
仁
は
水
の
如
く
、
一
杯
の
水
有
り
、
一
溪
の
水
有
り
、
一
江
の
水
有
り
。

聖
は
便
ち
是
れ
大
海
の
水
な
り
」（
同
巻
・
八
一
条
・
八
四
九
頁
）

（
37
）　
『
論
語
』
微
子
。
金
谷
訳
。

（
38
）　

こ
の
「
聞
道
」
に
は
複
数
の
解
釈
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
古
注
の
「
世
に
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家
の
主
権
者
を
は
じ
め
、
す
べ
て
伝
統
を
軽
蔑
し
、
国
家
の
法
律
を
私
議
す
る

も
の
は
、
こ
れ
ま
た
異
端
で
あ
り
ま
す
。
さ
れ
ば
、
純
粋
正
統
の
学
問
に
て

は
、
自
己
の
品
性
を
修
め
、
一
家
を
和
合
し
、
且
つ
他
人
を
統
治
す
る
も
の
な

ら
で
は
、
こ
れ
を
完
全
の
人
と
見
な
さ
ぬ
の
で
、
そ
の
一
つ
を
欠
く
も
の
は
異

端
の
人
と
見
る
の
で
あ
り
ま
す
」（『
論
文
』
⑧
九
三
頁
）

（
キ
ー
ワ
ー
ド
：
自
他
融
合
、
聖
人
可
学
）

す
。
し
こ
う
し
て
も
っ
ぱ
ら
人
間
の
品
性
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
の
で
す
。」

（
⑧
一
九
二
頁
） 

 
　
「
現
時
の
人
は
、
自
我
を
没
却
す
れ
ば
、
自
由
と
幸
福
と
を
失
う
が
ご
と
く

に
誤
解
す
る
も
の
あ
れ
ど
、
今
回
の
最
高
道
徳
に
て
自
我
を
没
却
し
て
自
然
の

法
則
〈
神
の
心
〉
に
従
う
よ
う
に
な
れ
ば
、
漸
次
に
自
己
の
品
性
が
高
ま
り
、

権
利
が
出
来
、
信
用
が
重
く
な
り
、
だ
ん
だ
ん
社
会
の
地
位
が
上
が
っ
て
き

て
、
つ
い
に
大
な
る
自
由
と
幸
福
と
を
得
る
に
至
る
の
で
あ
り
ま
す
」（
⑨
一

〇
七
頁
）

（
45
）　
「
明
徳
と
は
『
尚
書
』
の
俊
徳
と
同
じ
意
味
に
て
、
神
様
の
精
神
と
行
為

と
を
指
す
。
す
な
わ
ち
天
地
自
然
の
法
則
・
天
地
の
公
道
・
人
類
進
化
の
法
則

す
な
わ
ち
最
高
道
徳
を
指
す
。
民
を
新
た
に
す
と
は
右
の
最
高
道
徳
を
人
民
の

精
神
に
扶
植
し
て
そ
の
人
心
を
立
て
直
す
こ
と
な
り
」（『
論
文
』
⑧
一
七
六

頁
）

（
46
）　

井
上
厚
史
（
二
〇
一
三
）
は
「
ど
う
し
て
も
強
弱
、
優
劣
、
大
小
、
上
下

と
い
う
垂
直
的
価
値
基
準
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
東
ア
ジ
ア
共
同
体

の
議
論
が
、「
ど
う
す
れ
ば
水
平
的
な
共
通
の
価
値
基
準
を
持
つ
こ
と
が
で
き

る
の
か
」
と
い
う
可
能
性
の
一
つ
と
し
て
、「
王
陽
明
、
李
退
溪
、
伊
藤
仁
斎

と
い
う
中
国
、
韓
国
、
日
本
を
代
表
す
る
儒
者
た
ち
が
共
通
し
た
他
者
認
識
を

提
唱
し
た
こ
と
の
意
義
」
を
強
調
し
て
い
る
。
日
本
で
は
以
前
よ
り
伊
藤
仁
齋

の
思
想
に
「
他
者
の
発
見
」
を
見
出
す
議
論
が
し
ば
し
ば
提
起
さ
れ
て
き
た
。

田
尻
祐
一
郎
（
二
〇
一
一
）
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。

（
47
）　
「
故
に
中
国
聖
人
の
教
え
は
ま
ず
自
己
の
品
性
を
完
成
し
、
次
に
他
人
を

統
治
す
べ
し
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
き
て

は
、
釈
迦
、
キ
リ
ス
ト
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
等
の
教
え
も
み
な
同
一
で
あ
り
ま
す
。

故
に
自
己
の
品
性
の
完
成
せ
ざ
る
人
に
し
て
、
他
人
を
統
治
せ
ん
と
す
る
は
異

端
で
あ
り
ま
す
。
し
か
る
に
自
己
の
品
性
い
か
に
高
き
も
、
神
・
聖
人
及
び
国




