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仏
教
は
自
己
と
他
者
の
関
係
性
を
「
自じ

他た

不ふ

二に

」
と
い
う
言
葉
で
と
ら

え
、
他
者
に
対
す
る
善
行
は
、
自
己
に
も
喜
び
と
幸
福
感
を
も
た
ら
す
と

捉
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
」
の
発

見
に
よ
っ
て
よ
り
一
層
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。

　

本
論
文
で
は
、
仏
教
の
「
自
他
不
二
」
と
い
う
言
葉
を
手
掛
か
り
と
し

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
科
学
的
研
究
の
成
果
を
紹
介
し
な
が
ら
、
利
他
と
幸
福

の
関
係
性
に
つ
い
て
論
考
し
た
い
。

　

ま
た
、
イ
ス
ラ
ー
ム
、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
の
分
野
で
活
躍
し
て
い
る

特
集
　
利
他
性
を
考
え
る

利
他
の
文
明
論

│
道
徳
の
科
学
的
研
究
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
倫
理
の
構
築
に
向
け
て）
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分
の
幸
福
を
保
証
す
る
究
極
的
で
最
善
の
方
策
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い

る）
4
（

。
リ
カ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
仏
教
は
親
が
感
じ
る
の
と
同
じ
親
密
さ
で
心

を
配
る
こ
と
こ
そ
が
真
の
利
他
で
あ
る
と
教
え
て
い
る）

5
（

。

　

仏
教
は
、
万
物
の
存
在
を
、
す
べ
て
が
相
互
依
存
関
係
に
あ
る
と
い
う

大
き
な
関
係
性
の
中
で
説
い
て
い
る
。「
人
の
た
め
に
な
る
こ
と
は
善
で

あ
り
、
人
を
害そ
こ
なう

こ
と
は
悪
で
あ
る
」
が
、
中
村
元
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で

言
う
「
人
」
は
、
他
人
の
み
な
ら
ず
「
自
分
を
も
含
め
て
考
え
て
差
し
支

え
な
い
」
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
仏
教
の
術
語
と
し
て
は
、「
自
他
不
二
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、「
他
人
と
自
分
と
は
切
り
離
せ
な
い
」

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る）

6
（

。

　

中
村
元
に
よ
れ
ば
、
初
期
の
仏
教
に
お
け
る
道
徳
成
立
の
基
本
は
、

「
ひ
と
は
何
人
と
い
え
ど
も
自
己
を
愛
し
て
い
る
し
、
ま
た
愛
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
道
理
」
に
置
か
れ
て
い
た
。
誰
に
と
っ
て
も
「
自
己

よ
り
も
さ
ら
に
愛
し
き
も
の
」
は
存
在
し
な
い
。「
同
様
に
他
の
人
々
に

も
そ
れ
ぞ
れ
自
己
は
愛
し
い
。
故
に
自
己
を
愛
す
る
者
は
他
人
を
害
す
べ

か
ら
ず
」、「
自
己
を
護
る
人
は
他
の
自
己
を
も
護
る
。
そ
れ
故
に
自
己
を

護
れ
か
し
」
と
い
う
こ
と
が
、
原
始
仏
教
に
お
け
る
自
己
と
他
者
の
関
係

性
で
あ
っ
た）

7
（

。

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
中
村
は
、「
自
己
を
護
る
こ
と
が
同
時
に
他
人
の

自
己
を
護
る
こ
と
で
も
あ
る
よ
う
な
自
己
は
、
も
は
や
互
い
に
相
対
立
し

相
争
う
よ
う
な
自
己
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
一
方
の
犠
牲
に
お
い
て
他
方

が
利
益
を
得
る
と
い
う
よ
う
な
自
己
で
は
な
い
。
む
し
ろ
他
人
と
協
力
す

現
代
の
三
人
の
賢
者
の
言
葉
を
吟
味
し
つ
つ
、
諸
宗
教
に
共
通
す
る
概
念

と
し
て
の
利
他
主
義
に
つ
い
て
論
考
し
、
そ
れ
を
地
球
倫
理
と
し
て
位
置

づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
利
他
の
文
明
を
構
築
し
て
い
く
可
能
性
に
つ
い

て
論
じ
た
い
。

一　

仏
教
に
お
け
る
利
他
〜
「
自
他
不
二
」
の
世
界
観

　

仏
教
は
利
他
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
イ
ン
ド
哲
学
者
の
中
村
元
に

よ
れ
ば
「
人
間
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
一
切
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の

幸
せ
を
め
ざ
す
の
が
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
願
い
」
で
あ
っ
た
。
ブ
ッ

ダ
は
「
一
切
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
よ
。
幸
福
で
あ
れ
、
安
泰
で
あ

れ
、
安
楽
で
あ
れ
」
と
願
っ
て
い
た）

2
（

。

　

最
初
期
の
仏
教
以
来
、「
他
人
に
対
す
る
心
的
態
度
と
し
て
、
他
人
を

尊
重
せ
よ
、
他
人
を
軽
視
し
て
は
な
ら
ぬ
」
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
き

た
。
後
に
シ
ャ
カ
の
前
世
物
語
と
し
て
語
ら
れ
た
『
ジ
ャ
ー
タ
カ
』
に
お

い
て
は
、「
互
い
に
助
け
合
う
と
い
う
精
神
」
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
思
想
を
受
け
て
、
大
乗
仏
教
に
お
い
て
は
、
利
他
が

昂
揚
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た）

3
（

。

　

分
子
生
物
学
の
分
野
で
フ
ラ
ン
ス
の
国
家
博
士
号
を
持
ち
、
細
胞
遺
伝

子
の
研
究
者
と
し
て
将
来
を
嘱
望
さ
れ
た
の
ち
に
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
中
で
三

十
五
年
以
上
に
わ
た
り
修
行
を
続
け
て
い
る
、
フ
ラ
ン
ス
人
チ
ベ
ッ
ト
仏

教
僧
マ
チ
ウ
・
リ
カ
ー
ル
は
、「
他
者
に
幸
福
を
も
た
ら
す
行
為
は
、
自
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て
い
る）

11
（

。
わ
が
国
の
禅
宗
に
お
い
て
も
、
慈
悲
の
実
践
の
成
立
す
る
根
拠

を
、「
自
他
不
二
」
の
理
に
置
い
て
い
る
。
道
元
は
「
自
他
一
如
」
を
強

調
し
、『
正
法
眼
蔵
』
の
中
で
、「
自
他
お
な
じ
く
利
す
る
な
り
」
と
説
い

て
い
る）

12
（

。二　

 「
自
他
不
二
」
と
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
自
他
不
二
」
と
は
、
自
分
が
他
人
と
同
じ
感
覚

を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
エ
ン
パ
シ
ー
（em

pathy

）、
す

な
わ
ち
「
共
感
」
な
い
し
は
「
感
情
移
入
」
と
同
義
の
も
の
と
言
え
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
」
の
発

見
に
よ
っ
て
、
よ
り
一
層
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
大
乗
仏
教
で
い
う

「
自
他
不
二
」
は
、
科
学
的
に
も
証
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

米
国
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
ア
ト
ラ
ン
タ
に
あ
る
、
ヤ
ー
キ
ー
ズ
国
立
霊
長
類

研
究
セ
ン
タ
ー
の
、
リ
ヴ
ィ
ン
グ
・
リ
ン
ク
ス
・
セ
ン
タ
ー
所
長
で
あ

り
、
エ
モ
リ
ー
大
学
心
理
学
部
教
授
で
も
あ
る
フ
ラ
ン
ス
・
ド
ゥ
・
ヴ
ァ

ー
ル
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
私
た
ち
は
綱
渡
り
を
見
て
い

る
と
き
、
は
ら
は
ら
す
る
、
そ
れ
は
、
曲
芸
師
の
体
の
中
に
自
分
が
入
り

込
ん
だ
よ
う
な
気
分
に
な
り
、
そ
う
な
る
こ
と
で
、
彼
の
経
験
し
て
い
る

も
の
を
共
有
す
る
か
ら
だ
。
私
た
ち
は
彼
と
い
っ
し
ょ
に
ロ
ー
プ
の
上
に

い
る
の
だ
…
…
。）

13
（

」
こ
れ
は
「
共
感
」
あ
る
い
は
「
感
情
移
入
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。「
私
た
ち
は
、
自
分
の
外
で
起
き
る
こ
と
は
何
も
感
じ
ら

る
こ
と
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
実
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
自
己
で
あ
る
。
自
我

の
観
念
と
他
我
の
観
念
と
を
撥は
つ

無む

し
、
無
し
と
見
な
し
た
場
合
に
、〈
自

己
の
利
〉
が
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る）

8
（

。

　
「
自
我
の
観
念
と
他
我
の
観
念
と
を
撥
無
し
、
無
し
と
見
な
」
す
と
い

う
こ
と
は
、
自
分
の
自
己
中
心
性
す
な
わ
ち
「
自
我
」
を
没
却
し
、「
他

人
と
協
力
す
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
、
自
他
が
共
に
〈
自
己
の
利
〉
を
得
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。「
慈
悲
の

実
現
」
と
は
、「
自
己
と
他
人
と
が
相
い
対
立
し
て
い
る
場
合
に
、
自
己

を
否
定
し
て
他
人
に
合
一
す
る
方
向
に
は
た
ら
く
運
動
」
で
あ
る
と
中
村

元
は
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
自
他
と
い
う
区
別
を
超
越
し
た
、「
無
差

別
」
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う）

9
（

。

　

中
村
元
に
よ
れ
ば
、
自
他
不
二
の
思
想
は
、
特
に
大
乗
仏
教
に
お
い
て

強
調
さ
れ
、
そ
の
実
践
理
想
と
な
っ
た）

10
（

。
こ
の
よ
う
な
自
己
と
他
者
と
の

関
係
性
は
「
自
他
互
融
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
隋
唐
時
代
の
天
台
宗
は
、
実

践
的
利
他
的
行
為
を
可
能
な
ら
し
め
る
根
底
と
し
て
の
理
を
「
自
他
不

二
」
と
し
、
華
厳
宗
は
「
一
即
一
切
、
一
切
即
一
」
を
説
い
た
。
中
国
に

お
け
る
浄
土
教
に
お
い
て
は
「
自
他
融
即
」
の
思
想
が
基
本
的
教
説
と
な

っ
た
。
中
国
南
北
朝
時
代
の
僧
で
中
国
浄
土
教
の
開
祖
と
さ
れ
る
曇
鸞

は
、「
自
ら
利
す
る
に
よ
る
が
故
に
能
く
他
を
利
す
。
自
ら
利
す
る
こ
と

能
わ
ず
し
て
他
を
利
す
る
こ
と
能
う
は
非
ざ
る
な
り
、
と
知
る
べ
し
」、

「
他
を
利
す
る
に
よ
る
が
故
に
能
く
自
か
ら
利
す
。
他
を
利
す
る
こ
と
能

わ
ず
し
て
能
く
自
ら
利
す
る
に
は
非
ざ
る
な
り
、
と
知
る
べ
し
」
と
説
い
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心
理
学
に
と
っ
て
途
方
も
な
い
重
要
性
を
持
ち
、
生
物
学
に
お
け
る
D 

N 

A
の
発
見
に
匹
敵
す
る
も
の
と
し
て
、
非
常
に
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
」

と
述
べ
て
い
る）

16
（

。

　
『
モ
ー
ラ
ル
ブ
レ
イ
ン
│
脳
科
学
と
進
化
科
学
の
出
会
い
が
拓
く
道
徳

脳
研
究
』（
麗
澤
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）
に
よ
れ
ば
、
今
日
の
神
経
科

学
の
研
究
は
、「
苦
痛
を
感
じ
て
い
る
他
者
を
観
た
だ
け
で
、
自
分
自
身

の
苦
痛
に
関
す
る
動
機
│
感
情
次
元
の
コ
ー
ド
化
の
た
め
の
神
経
回
路
が

反
応
す
る
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た）

17
（

。「
こ
の
よ
う
な
共
有
さ
れ
た
神
経

メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
一
人
称
の
情
報
と
三
人
称
の
情
報
の
間
に
機
能
的
な
橋

を
架
け
、
自
他
の
同
等
性
に
基
礎
を
与
え
る
」
も
の
と
言
え
る）

18
（

。

　

オ
ラ
ン
ダ
神
経
科
学
研
究
所
の
中
心
的
存
在
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
ク

リ
ス
チ
ャ
ン
・
キ
ー
ザ
ー
ズ
は
、
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
に
つ
い
て
「
私
た

ち
の
周
り
に
い
る
人
び
と
の
行
動
や
感
情
を
、
ま
る
で
そ
の
人
た
ち
が
私

た
ち
の
一
部
に
な
っ
た
か
の
よ
う
に
『
再
現
す
る
』（m

irror

）」
も
の
で

あ
る
と
定
義
づ
け
て
い
る
。
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
、
他
者
の
行
動
の
み

な
ら
ず
、
感
覚
や
情
緒
ま
で
も
映
し
出
す
も
の
な
の
で
あ
る）

19
（

。

　

東
京
大
学
名
誉
教
授
の
伊
東
俊
太
郎
は
、
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
を
「
他

者
の
意
図
や
喜
び
や
悲
し
み
を
自
分
が
直
接
に
理
解
す
る
ツ
ー
ル
を
与
え

る
も
の
で
あ
る）

20
（

」
と
定
義
づ
け
、
そ
こ
に
同
情
や
エ
ン
パ
シ
ー
、
共
感
・

感
情
移
入
の
本
質
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
私
た
ち
の
脳
に
は
、
他
者
を

理
解
し
共
感
す
る
神
経
組
織
で
あ
る
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
が
組
み
込
ま
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
伊
東
は
そ
れ
が
「
道
徳
の
根
源
」
に
な
っ
て
い
る
と

れ
な
い
が
、
無
意
識
の
う
ち
に
自
己
と
他
者
を
同
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
他

者
の
経
験
が
私
た
ち
の
中
で
こ
だ
ま
す
る
。
私
た
ち
は
、
他
者
の
経
験
を

わ
が
事
の
よ
う
に
経
験
す
る
。
こ
の
よ
う
な
同
一
化
は
、
学
習
や
連
想
、

推
論
と
い
っ
た
他
の
ど
ん
な
能
力
に
も
還
元
で
き
な
い
…
…
。
共
感
は

『
他
者
の
自
己
』
に
直
結
す
る
経
路
を
提
供
し
て
く
れ
る
」
と
ド
ゥ
・
ヴ

ァ
ー
ル
は
述
べ
て
い
る）

14
（

。

　

ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
共
感
と
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
に
つ
い
て
、
つ
ぎ

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
誰
か
が
苦
し
ん
で
い
る
の
を
目
に
す
る
と
、

痛
み
の
回
路
が
活
性
化
し
、
私
た
ち
は
歯
を
食
い
し
ば
り
、
目
を
閉
じ
る

し
、
子
ど
も
が
膝
を
擦
り
む
く
の
を
見
た
ら
『
痛
い
！
』
と
叫
ぶ
こ
と
さ

え
あ
る
。
私
た
ち
の
行
動
は
他
者
の
状
況
と
一
致
す
る
。
そ
の
状
況
が
私

た
ち
自
身
の
状
況
に
な
っ
た
か
ら
だ）

15
（

。」
ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル
は
続
け
て
、

「
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
発
見
は
、
こ
の
主
張
を
そ
っ
く
り
細
胞
レ
ベ
ル

で
後
押
し
し
て
く
れ
る
。
一
九
九
二
年
、
イ
タ
リ
ア
の
パ
ル
マ
大
学
の
研

究
チ
ー
ム
が
、
サ
ル
が
特
殊
な
脳
細
胞
を
持
つ
こ
と
を
初
め
て
報
告
し

た
。
そ
の
細
胞
は
、
サ
ル
自
身
が
物
に
手
を
伸
ば
し
た
と
き
ば
か
り
で
な

く
、
他
者
が
そ
う
す
る
の
を
目
に
し
た
と
き
に
も
発
火
す
る
の
だ
っ
た
。

…
…
こ
う
し
た
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
ど
こ
が
特
殊
か
と
言
え
ば
、
そ
れ

は
、
目
に
す
る
こ
と
と
実
際
に
や
る
こ
と
の
区
別
が
な
い
点
だ
。
ミ
ラ
ー

ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
自
他
の
境
界
を
消
し
去
る
。
そ
し
て
、
生
物
が
周
り
の
他

者
の
情
動
や
行
動
を
真
似
る
の
を
脳
が
ど
う
助
け
る
か
に
つ
い
て
、
最
初

の
手
掛
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
。
…
…
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
発
見
は
、
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に
、
ア
メ
リ
カ
の
科
学
雑
誌
『
米
国
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
紀
要
』
に
「
長
期

的
瞑
想
の
実
践
が
脳
に
お
よ
ぼ
す
影
響
の
研
究
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
。

主
に
リ
カ
ー
ル
が
実
験
台
と
な
り
、
三
十
秒
間
の
瞑
想
停
止
状
態
と
、
九

十
秒
間
の
瞑
想
の
状
態
が
交
互
に
繰
り
返
さ
れ
、
そ
の
時
の
脳
波
の
他

に
、
機
能
的
磁
気
共
鳴
画
像
法
（
f 

M 

R 

I
）
で
、
脳
の
血
流
状
態
が
測

定
さ
れ
た
。
f 

M 

R 

I
は
脳
を
め
ぐ
る
血
流
を
視
覚
化
す
る
画
像
法
で
あ

り
、
脳
の
活
性
化
し
た
部
分
に
は
血
液
が
集
ま
り
充
血
し
た
状
態
に
な
る

た
め
、
脳
の
ど
の
部
分
が
活
性
化
し
て
い
る
か
一
目
で
分
か
る
の
で
あ
る）

24
（

。

　

実
験
に
は
、「
利
他
の
愛
と
思
い
や
り
」、「
精
神
集
中
」、「
心
の
全

開
」、「
心
的
イ
メ
ー
ジ
の
ビ
ジ
ュ
ア
ル
化
」
の
四
種
類
の
瞑
想
が
用
い
ら

れ
た）

25
（

。
こ
の
実
験
の
結
果
、
リ
カ
ー
ル
を
は
じ
め
と
す
る
経
験
豊
か
な
チ

ベ
ッ
ト
仏
教
僧
の
場
合
、「
思
い
や
り
の
瞑
想
を
開
始
す
る
や
い
な
や
、

左
前
頭
前
野
の
活
動
が
異
常
に
活
発
化
す
る
」
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
あ

る
。「
思
い
や
り
の
心
」
と
は
、
他
者
の
幸
せ
に
対
す
る
関
心
を
示
す
感

情
活
動
、
す
な
わ
ち
「
利
他
の
心
」
と
言
え
よ
う
。
思
い
や
り
の
心
、
す

な
わ
ち
利
他
の
心
を
発
揮
す
る
と
、
大
脳
皮
質
の
左
前
頭
前
野
が
活
性
化

す
る
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
脳
の
こ
の
部
位
は
、
喜
び
や

熱
意
な
ど
の
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
感
情
」
を
司
る
部
位
で
も
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、「
利
他
」
を
行
な
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
思
い
や
り
の
心
を
発
揮

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
当
人
に
も
「
喜
び
」
と
い
う
「
利
」
が
も
た

ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う）

26
（

。

　

デ
イ
ビ
ッ
ド
ソ
ン
と
リ
カ
ー
ル
ら
に
よ
る
実
験
に
よ
っ
て
、「
最
も
利

論
じ
て
い
る
。
私
た
ち
の
脳
に
は
、
生
ま
れ
つ
き
「
社
会
的
状
況
に
お
い

て
い
か
に
道
徳
的
に
ふ
る
ま
う
べ
き
か
を
観
測
し
学
習
す
る
」
ツ
ー
ル
が

与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
キ
ー
ザ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、「
脳
は
倫
理
的

で
あ
る
よ
う
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
キ
ー
ザ

ー
ズ
の
い
う
「
直
感
的
利
他
主
義
」（intuitive altruism

）
を
、
生
ま
れ

な
が
ら
に
し
て
身
に
つ
け
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う）

21
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
言
わ
ば
「
自
他
の
境
界
を
消
し

去
る）

22
（

」
も
の
な
の
で
あ
り
、
仏
教
で
言
う
「
自
他
不
二
」
は
、
共
感
や
感

情
移
入
と
い
う
面
で
実
現
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

三　

利
他
と
幸
福
〜
脳
科
学
の
成
果
か
ら

　

さ
て
、
利
他
と
幸
福
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
科
学
的
研
究

が
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
二
〇
一
二
年
に
は
、
幸
福
を
め
ぐ
る
科
学
的
研
究

を
紹
介
し
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
「
h 

a 

p 

p 

y 

│
し
あ
わ
せ
を

探
す
あ
な
た
へ
」
が
わ
が
国
で
も
公
開
さ
れ
た）

23
（

。
そ
の
中
で
も
紹
介
さ
れ

て
い
る
、
米
国
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
マ
デ
ィ
ソ
ン
校
の
心
理
学
・
精
神

医
学
教
授
で
あ
る
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
デ
イ
ビ
ッ
ド
ソ
ン
に
よ
る
瞑
想
の
脳

科
学
的
分
析
は
、
特
筆
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

リ
チ
ャ
ー
ド
・
デ
イ
ビ
ッ
ド
ソ
ン
が
、
先
に
紹
介
し
た
マ
チ
ウ
・
リ
カ

ー
ル
を
は
じ
め
と
す
る
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
修
行
者
を
対
象
と
し
て
行
っ

た
、
瞑
想
と
脳
の
関
係
に
関
す
る
実
験
結
果
は
、
二
〇
〇
四
年
十
一
月
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う
。

　
「
利
他
」
と
は
言
っ
て
も
、
実
際
に
は
、
自
分
自
身
の
気
持
ち
の
み
を

満
足
さ
せ
る
た
め
の
手
段
に
な
っ
て
は
い
な
い
か
ど
う
か
、
常
に
自
己
を

省
み
る
、〈
自
己
に
反
省
す
る
〉
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
自
分
の
行
い

の
道
徳
性
を
は
か
る
重
要
な
指
針
は
「
動
機
」
で
あ
る
、
と
チ
ベ
ッ
ト
仏

教
の
指
導
者
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
四
世
は
述
べ
て
い
る
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十

四
世
に
よ
れ
ば
、「
で
き
る
か
ぎ
り
他
人
の
た
め
に
な
ろ
う
と
」
す
る
こ

と
、
そ
し
て
ま
た
、「
自
分
の
行
動
を
い
ち
い
ち
確
認
し
な
が
ら
、
そ
の

中
身
も
で
き
る
だ
け
よ
い
も
の
に
し
よ
う
と
努
め
る
こ
と
」、「
自
分
の
行

動
が
そ
の
場
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
将
来
に
お
い
て
、
他
人
の
幸
せ
に
つ

な
が
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
逐
一
考
え
」
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る）

29
（

。

　

ま
た
、
利
他
的
行
為
を
生
じ
さ
せ
る
「
共
感
」
は
、「
私
た
ち
」（us

） 

と
「
あ
の
人
た
ち
」（them

）
と
い
う
区
分
け
を
形
成
し
や
す
い
と
い
う

点
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。「
共
感
」
に
は
、「
協
力
関

係
」
を
形
成
す
る
場
合
と
、「
競
争
関
係
」
を
形
成
す
る
場
合
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。

　

先
に
紹
介
し
た
ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル
は
、「
概
し
て
霊
長
類
の
心
は
、
家

族
や
友
や
協
力
関
係
に
あ
る
相
手
の
福
利
を
気
遣
う
よ
う
に
で
き
て
い

る
」
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
人
間
は
、
協
力
関
係
を

結
ぶ
状
況
だ
と
相
手
に
共
感
す
る
が
、
競
争
相
手
に
は
『
反
共
感
的
』
に

な
る
。
敵
意
を
も
っ
て
扱
わ
れ
る
と
、
共
感
と
は
反
対
の
態
度
を
示
す
。

相
手
が
微
笑
ん
だ
と
き
に
自
分
も
微
笑
む
代
わ
り
に
、
相
手
の
喜
び
が
ま

他
的
な
人
は
、
人
生
で
最
も
高
い
満
足
感
を
享
受
す
る
、
と
い
う
心
理
学

者
の
研
究
を
裏
づ
け
る
結
果
が
得
ら
れ
た
」
の
で
あ
る）

27
（

。
こ
の
よ
う
に
、

利
他
は
幸
せ
や
喜
び
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
が
脳
科
学
的
に
立
証
さ
れ

つ
つ
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

ち
な
み
に
、
デ
イ
ビ
ッ
ド
ソ
ン
は
、
こ
れ
ま
で
に
一
度
も
瞑
想
を
し
た

こ
と
の
な
い
人
た
ち
に
、
と
て
も
シ
ン
プ
ル
な
瞑
想
を
行
わ
せ
る
と
い
う

実
験
も
行
っ
て
い
る
。
一
度
も
瞑
想
を
し
た
こ
と
が
な
い
人
た
ち
に
、
瞑

想
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
二
週
間
続
け
さ
せ
る
と
、
瞑
想
の
熟
練
者
と
ま
で

は
い
か
な
い
ま
で
も
、
そ
れ
に
準
ず
る
ほ
ど
の
変
化
が
彼
ら
の
脳
に
現
れ

る
の
で
あ
る
。
デ
イ
ビ
ッ
ド
ソ
ン
は
「
人
は
心
の
働
か
せ
方
に
よ
っ
て
、

自
分
の
脳
を
意
図
的
に
変
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る）

28
（

。

四　

 

利
他
を
め
ぐ
る
留
意
点

　

さ
て
、
利
他
に
つ
い
て
は
、
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ

る
。
ま
ず
、
利
他
的
行
動
は
、
誰
か
か
ら
強
制
さ
れ
て
や
る
べ
き
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
他
人
の
た
め
と
思
っ
て
や
っ
た
こ
と

が
、
結
果
的
に
は
「
親
切
の
押
し
売
り
」
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
、
押
し
付
け
が
ま
し
い
「
親
切
」
な
行
為
は
「
自
己
志

向
的
な
利
他
」
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
利
他
的
な
行
動
を
起
こ
す

前
に
、
自
分
の
行
動
が
、
本
当
に
他
者
を
喜
ば
せ
る
も
の
に
な
る
の
か
、

他
者
の
役
に
立
つ
こ
と
に
な
り
得
る
の
か
、
よ
く
考
え
る
必
要
が
あ
ろ



71 利他の文明論

が
、
世
界
の
人
々
の
心
に
不
足
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
世
界
人
類
の
平
和

を
実
現
す
る
た
め
に
は
、「
共
感
の
及
ぶ
範
囲
」
を
広
げ
て
い
く
こ
と
が

重
要
な
の
で
あ
る
。

五　

共
感
の
拡
大
と
「
利
他
の
文
明
」

　
「
あ
な
た
が
、
あ
な
た
の
家
族
が
幸
福
な
生
活
を
送
る
た
め
に
は
、
人

類
全
体
の
幸
福
を
ま
ず
考
え
る
べ
き
な
の
で
す
。
人
類
が
な
に
か
の
問
題

に
直
面
し
て
い
る
な
ら
、
人
類
の
一
員
で
あ
る
あ
な
た
が
そ
れ
か
ら
逃
れ

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
自
分
を
利
し
た
い
と
願
う
な
ら
、
ま
ず
他
者
の

幸
福
を
慮
る
べ
き
な
の
で
す
。
こ
う
し
た
こ
と
を
教
え
る
こ
と
は
可
能
な

は
ず
で
す
。
何
か
の
宗
教
を
信
じ
よ
う
が
信
じ
ま
い
が
関
係
あ
り
ま
せ

ん
。
誰
も
が
人
類
の
一
員
な
の
で
す
。」

│
こ
れ
は
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十

四
世
の
言
葉
で
あ
る）

31
（

。

　

利
他
と
は
、「
共
感
」
と
「
協
働
」
の
輪
を
広
げ
て
い
く
と
い
う
こ
と

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
個
々
人
の
、
そ
し
て
、
社
会
全
体
の
幸

福
度
を
上
げ
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
し
て
ま
た
「
利
他
」
の

「
他
」
に
は
、
人
間
社
会
の
み
な
ら
ず
、
自
然
環
境
・
生
態
系
も
含
ま
れ

よ
う
。
私
た
ち
は
、
地
球
資
源
を
慎
み
深
く
利
用
・
保
全
し
、
地
球
の
自

然
環
境
を
、
次
世
代
に
受
け
渡
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

私
た
ち
は
、
利
他
的
な
関
係
性
の
中
で
、
共
感
と
協
働
の
輪
を
広
げ
、

「
個
人
の
幸
せ
」（personal w

ell

│being

）
を
、
国
家
・
国
際
社
会
の

る
で
気
に
障
る
か
の
よ
う
に
顔
を
し
か
め
る
。
逆
に
、
相
手
が
苦
し
そ
う

だ
っ
た
り
悲
し
そ
う
だ
っ
た
り
す
れ
ば
、
相
手
の
痛
み
か
ら
喜
び
を
え
て

い
る
か
の
よ
う
に
ほ
く
そ
笑
む
。
あ
る
研
究
で
は
、
敵
対
的
な
実
験
者
へ

の
反
応
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。『
実
験
者
の
歓
喜
は
不
快
感
を

生
み
、
不
快
感
は
歓
喜
を
生
ん
だ）

30
（

』。」

　
「
私
た
ち
」
と
「
あ
の
人
た
ち
」
と
い
う
区
分
け
の
形
成
は
、
私
た
ち

の
人
間
性
の
負
の
側
面
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に

克
服
し
て
い
く
か
は
、
倫
理
道
徳
の
問
題
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
基
本

的
に
は
、
自
分
の
内
面
性
を
常
に
「
反
省
」
し
、「
敵
対
す
る
心
」
や

「
競
い
合
う
心
」
を
失
く
し
て
い
く
こ
と
、
自
我
、
す
な
わ
ち
自
分
さ
え

良
け
れ
ば
よ
い
と
い
う
自
己
中
心
性
を
没
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
克
服
す

る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

偏
狭
な
「
共
感
」
に
基
づ
く
排
他
的
な
「
仲
間
意
識
」、
す
な
わ
ち

「
私
た
ち
」
と
「
あ
の
人
た
ち
」
と
い
う
区
分
け
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

る
不
和
は
、
一
個
人
の
み
な
ら
ず
、
社
会
や
民
族
、
国
家
と
い
っ
た
集
団

レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
克
服
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル

は
、
現
代
の
国
際
社
会
が
直
面
す
る
最
大
の
問
題
は
、「
自
分
の
国
や
集

団
や
宗
教
に
対
す
る
過
剰
な
忠
誠
心
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。「
人

間
は
誰
で
あ
れ
外
見
や
考
え
方
の
違
う
者
に
は
強
い
軽
蔑
を
抱
き
う
る
」

の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
例
は
、
中
東
諸
国
を
は
じ
め
、
日
本
・
韓
国
・

中
国
を
は
じ
め
と
す
る
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
い
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。「
私
た
ち
」
の
み
な
ら
ず
「
あ
の
人
た
ち
」
に
も
共
感
す
る
気
持
ち
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現
代
世
代
の
私
た
ち
が
、
地
球
環
境
と
将
来
世
代
に
眼
差
し
を
向
け
、

利
他
的
な
行
動
を
重
ね
て
い
く
こ
と
。
そ
れ
こ
そ
が
、
今
日
の
文
明
を
築

き
上
げ
た
多
く
の
先
人
た
ち
の
努
力
に
報
い
る
報
恩
と
な
り
、「
先
人
た

ち
の
幸
せ
」（past generation’s w

ell

│being

）
を
も
実
現
す
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。

六　

多
様
性
と
利
他

　

今
日
、
人
類
社
会
は
地
球
的
規
模
の
気
候
変
動
に
直
面
し
て
お
り
、
人

為
的
な
原
因
に
よ
る
「
第
六
の
生
命
大
量
絶
滅
の
危
機
」
に
瀕
し
て
い
る

と
も
言
わ
れ
て
い
る）

33
（

。
こ
の
よ
う
な
地
球
的
規
模
の
危
機
に
直
面
し
て
い

る
今
、
私
た
ち
人
類
が
、
地
球
環
境
と
人
類
文
明
の
持
続
可
能
性
を
実
現

す
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
だ
ろ
か
。

　

二
十
一
世
紀
の
今
日
に
お
い
て
も
、
各
地
で
紛
争
が
続
い
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
紛
争
の
背
景
に
は
、
宗
教
に
基
づ
く
価
値
観
の
違
い
が
あ
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。「
宗
教
」
を
意
味
す
る
英
語 ‘religion’ 

は
、
ラ
テ
ン
語
の 

‘religare’

（
レ
リ
ガ
ー
レ
）
に
由
来
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
言
葉

に
は
「
結
び
つ
け
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
各
宗
教
は
、
そ
の
宗
教
を

信
仰
す
る
人
々
を
一
つ
の
民
族
な
い
し
は
集
団
と
し
て
束
ね
、
団
結
さ
せ

る
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
言
え
よ
う）

34
（

。

　

そ
の
信
仰
の
結
束
力
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、
同
じ
信
徒
同
士
の
絆
は

強
ま
る
だ
ろ
う
。
だ
が
一
方
で
、
そ
れ
は
往
々
に
し
て
異
な
る
信
仰
を
持

「
人
び
と
の
幸
せ
」（people’s w

ell

│being

）
へ
と
拡
大
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、
人
間
社
会
の
み
な
ら
ず
、
地
球
環
境

と
生
態
系
を
も
利
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
地
球
の
幸
せ
」（planetary 

w
ell

│being
）
に
、
十
二
分
に
配
慮
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
私
た
ち

は
、
こ
う
し
た
包
括
的
、
か
つ
、
多
角
的
な
視
座
を
持
ち
な
が
ら
、
日
々

の
暮
ら
し
の
中
で
、
さ
さ
や
か
な
利
他
的
・
道
徳
的
実
践
を
通
じ
て
地
球

規
模
の
幸
福
度
を
上
げ
る
べ
く
貢
献
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
私
た

ち
の
「
子
孫
の
幸
せ
」（posterity’s w

ell

│being

）
を
も
実
現
す
る
こ
と

で
あ
り
、
将
来
世
代
の
た
め
に
、
安
定
的
・
定
常
的
な
「
利
他
の
文
明
」

を
構
築
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

　

公
益
財
団
法
人
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
に
お
い
て
長
年
に
わ
た
り
研
究
部

長
を
務
め
た
大
澤
俊
夫
は
、
人
間
存
在
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
言
葉

を
残
し
て
い
る
。「
私
ど
も
の
後
に
は
ま
た
限
り
な
い
人
類
の
運
命
が
続

い
て
お
り
ま
す
。
私
ど
も
の
子
供
が
、
子
孫
が
、
次
の
世
代
が
続
い
て
お

り
ま
す
。
私
ど
も
が
真
の
自
由
人
た
る
べ
く
、
独
立
人
た
る
べ
く
、
本
当

に
自
分
の
生
命
を
い
と
お
し
み
、
社
会
に
対
し
て
い
く
ば
く
で
も
報
い
る

と
こ
ろ
あ
ら
ん
と
念
う
の
で
し
た
ら
、
私
ど
も
が
現
に
享
受
し
て
い
る
生

活
よ
り
も
、
た
と
え
少
し
な
り
と
も
住
み
よ
い
、
平
安
な
、
幸
せ
な
社
会

を
築
き
あ
げ
て
、
こ
れ
を
後
代
へ
譲
り
渡
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
先
人
へ
の
報
恩
と
、
後
代
へ
の
責
任
に
お
い
て
、

私
ど
も
の
生
活
も
ま
た
真
に
生
甲
斐
の
あ
る
、
豊
か
な
人
生
と
な
る
こ
と

で
あ
り
ま
し
ょ
う）

32
（

。」
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ラ
ウ
フ
に
よ
れ
ば
、
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
は
、
信
者
に
対
し
「
神
の
よ

う
に
な
り
な
さ
い
」
と
教
え
て
お
り
、
ア
ラ
ー
が
第
一
に
体
現
し
て
い
る

こ
と
は
慈
悲
で
あ
る
と
言
う
。
し
た
が
っ
て
、
ラ
ウ
フ
に
よ
れ
ば
、
ム
ス

リ
ム
（
イ
ス
ラ
ー
ム
の
信
者
）
の
「
目
標
と
使
命
は
、
慈
悲
を
活
発
に

し
、
慈
悲
を
行
動
に
移
し 

、
慈
悲
を
話
し
、
慈
悲
を
施
す
者
に
な
る
こ

と
」
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
今
日
の
世
界
に
お
い
て
慈
悲
が
不
足
し
て
い
る
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
ラ
ウ
フ
は
「
人
類
諸
悪
の
根
源
は
エ

ゴ
イ
ズ
ム
、『
我
』
に
起
因
し
て
い
る
」
と
し
「
地
球
上
に
あ
る
慈
悲
は

す
で
に
与
え
ら
れ
て
お
り
、
私
た
ち
の
内
に
あ
る
。
私
た
ち
は
た
だ
、
エ

ゴ
や
利
己
主
義
を
捨
て
れ
ば
良
い
の
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

ラ
ウ
フ
は
「
私
の
信
仰
の
歴
史
か
ら
分
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
他
の
信

仰
の
歴
史
か
ら
学
ん
だ
こ
と
」
と
し
て
、
あ
る
一
つ
の
「
共
通
認
識
」
を

提
示
し
て
い
る
。
ラ
ウ
フ
に
よ
れ
ば
「
神
は
絶
対
的
な
存
在
、 

絶
対
的
な

認
知
、
知
識
、
知
恵
、 

絶
対
的
な
慈
悲
と
慈
愛
の
姿
」
と
し
て
存
在
し
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
人
間
で
あ
る
こ
と
、
人
間
で
あ
る
こ
と
の
最
大

の
意
味
、
人
間
で
あ
る
こ
と
の
最
大
の
喜
び
と
は
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り

も
ま
た
、
内
に
あ
る
神
聖
な
息
吹
を
つ
か
さ
ど
り
、
そ
の
完
全
を
目
指
し

て
存
在
す
る
こ
と
、
生
き
る
こ
と
、
こ
こ
に
い
る
こ
と
、
ま
た
、
知
恵
や

意
識
や
認
知
、
そ
し
て
、
慈
悲
や
慈
愛
を
完
遂
す
べ
く
努
力
す
る
こ
と
」

で
あ
る）

37
（

。「
内
に
あ
る
神
聖
な
息
吹
を
つ
か
さ
ど
り
、
そ
の
完
全
を
目
指

し
て
存
在
す
る
」
と
は
、
言
い
か
え
れ
ば
自
己
の
「
品
性
の
完
成
」
を
目

つ
人
々
へ
の
排
他
性
を
も
強
め
て
し
ま
う
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か）
35
（

。

　

宗
教
や
文
化
の
多
様
性
は
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
豊
か
な
自

然
の
生
態
系
が
生
物
多
様
性
に
満
ち
て
い
る
よ
う
に
、
宗
教
や
文
化
の
多

様
性
は
、
人
類
社
会
に
豊
か
な
精
神
性
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
宗
教
的
価
値
観
の
「
違
い
」
が
、
人
類
社
会
に
様
々
な
対
立

と
紛
争
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
環
境
問
題
、
人
口
問
題
、

過
激
思
想
と
テ
ロ
と
い
っ
た
地
球
規
模
の
危
機
に
直
面
す
る
今
日
、
私
た

ち
は
、
互
い
の
宗
教
的
価
値
観
の
「
違
い
」
を
認
め
た
う
え
で
、
そ
の

「
共
通
性
」
に
も
目
を
向
け
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
や
私
た
ち

は
、
諸
宗
教
の
基
盤
に
共
通
す
る
概
念
、
通
底
す
る
価
値
観
を
見
い
だ

し
、
そ
れ
を
人
類
共
通
の
倫
理
、「
地
球
倫
理
」（global ethics

）
と
し

て
打
ち
立
て
る
べ
き
時
を
迎
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
下
、
イ
ス
ラ
ー
ム
、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
の
分
野
で
活
躍
し
て
い
る

現
代
の
三
人
の
賢
者
の
言
葉
を
吟
味
し
つ
つ
、
諸
宗
教
に
共
通
す
る
概
念

を
探
り
出
し
て
み
た
い
。

七　

フ
ァ
イ
サ
ル
・
ア
ブ
デ
ュ
ル
・
ラ
ウ
フ
〜
自
我
の
没
却

　

ま
ず
最
初
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
イ
マ
ー
ム
（
導
師
）
と
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
で
活
躍
し
て
い
る
フ
ァ
イ
サ
ル
・
ア
ブ
デ
ュ
ル
・
ラ
ウ
フ
の
言
葉
を

紹
介
し
た
い）

36
（

。
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八　

マ
チ
ウ
・
リ
カ
ー
ル
〜
思
い
や
り
の
心

　

つ
ぎ
に
、
す
で
に
紹
介
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
僧
マ
チ
ウ
・

リ
カ
ー
ル
の
言
葉
を
吟
味
し
よ
う）

39
（

。

　

リ
カ
ー
ル
は
「
今
や
私
た
ち
は
地
球
の
限
界
の
い
く
つ
か
を
大
幅
に
超

え
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
生
物
多
様
性
だ
け
を
見
て
も
、
今
の
ペ
ー
ス
で

は
二
〇
五
〇
年
に
は
地
球
上
の
全
て
の
種
の
う
ち
三
〇
％
が
滅
ぶ
で
し
ょ

う
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
危
機
的
状
況
の
下
で
、
人
類
は
何
を

す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。「
環
境
問
題
が
政
治
的
、
経
済
的
、
ま
た
科
学

的
に
い
か
に
複
雑
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
利
他
性
対
利
己
性
の
問
題
に
単

純
に
還
元
で
き
る
」
と
リ
カ
ー
ル
は
答
え
て
い
る
。

　

で
は
、
利
他
性
と
は
何
な
の
か
。
リ
カ
ー
ル
に
よ
れ
ば
「
そ
れ
は
『
他

の
人
々
が
幸
せ
に
な
り
、
幸
せ
の
源
を
見
つ
け
て
ほ
し
い
』
と
い
う
願

い
」
で
あ
る
。
利
他
性
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
自
己
と
他
者
と
の
関
係
性
を

捉
え
直
す
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
他
者
に
対
す
る
共

感
と
思
い
や
り
の
心
を
基
盤
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

で
は
次
に
、
よ
り
利
他
的
な
社
会
を
構
築
す
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば

良
い
の
だ
ろ
う
か
。「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
二
つ
で
す
。
個
人

の
変
化
と
社
会
の
変
化
で
す
」
と
リ
カ
ー
ル
は
答
え
て
い
る
。
で
は
、
個

人
の
利
他
性
を
高
め
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
リ
カ
ー
ル
に
よ
れ

ば
、
答
え
は
「
イ
エ
ス
」
で
あ
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
・
デ
イ
ビ
ッ
ド
ソ
ン
と

共
に
、
利
他
性
に
関
す
る
脳
科
学
的
な
研
究
を
行
っ
た
リ
カ
ー
ル
は
、

指
す
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
公
益
財
団
法
人
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
元
常

務
理
事
の
松
浦
勝
次
郎
は
、
私
た
ち
は
「
心
の
修
養
を
し
て
品
性
を
完
成

し
、
真
の
人
間
に
な
る
と
い
う
究
極
の
目
的
」
を
目
指
し
て
し
て
い
る
の

で
あ
り
、「
そ
の
目
的
の
た
め
に
は
、
人
生
の
中
で
自
分
の
身
に
起
こ
る

こ
と
に
無
駄
な
こ
と
は
何
も
」
な
い
と
述
べ
て
い
る）

38
（

。
こ
こ
に
は
ラ
ウ
フ

の
言
葉
と
重
な
る
も
の
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

ラ
ウ
フ
が
イ
ス
ラ
ー
ム
の
信
仰
、
そ
し
て
、
そ
の
他
の
信
仰
の
歴
史
か

ら
学
ん
だ
共
通
認
識
と
は
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
、
自
我
す
な
わ
ち
利

己
心
を
没
却
す
る
こ
と
、
他
者
に
対
し
て
寛
大
に
接
し
、
慈
愛
の
心
を
発

揮
す
べ
く
努
め
、
自
己
の
品
性
の
完
成
に
向
け
て
、
心
づ
か
い
と
行
動
を

改
め
る
べ
く
精
進
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ラ
ウ
フ
は
最
後
に
「
こ

の
共
通
認
識
に
私
た
ち
み
ん
な
が
立
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ

し
て
私
た
ち
が
こ
の
基
盤
を
中
心
と
す
れ
ば
、
必
ず
素
晴
ら
し
い
世
界
を

築
く
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
ま
す
」
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

　

私
た
ち
は
、
互
い
の
信
仰
や
価
値
観
、
文
化
の
「
違
い
」
を
尊
重
し
つ

つ
も
、
互
い
の
「
共
通
性
」
に
目
を
向
け
、
人
間
と
し
て
の
「
共
通
の
基

盤
」
の
上
に
立
ち
、
今
日
の
地
球
規
模
の
難
局
に
立
ち
向
っ
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
人
類
が
そ
れ
ぞ
れ
の
エ
ゴ
を
押
し
通
し
て
こ
の
ま
ま
対

立
と
紛
争
を
続
け
て
い
く
な
ら
ば
、
人
類
も
、
地
球
の
生
態
系
も
、
第
六

の
生
命
大
量
絶
滅
の
波
に
押
し
流
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
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建
し
た
廣
池
千
九
郎
は
、『
道
徳
科
学
の
論
文
』
に
お
い
て
「
最
高
道
徳

の
実
行
は
自
己
の
救
済
さ
る
る
こ
と
に
帰
着
す）

41
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ

を
受
け
て
松
浦
勝
次
郎
は
、「
最
高
道
徳
の
人
心
開
発
救
済
は
、
い
か
な

る
場
合
に
も
、
他
者
を
助
け
る
こ
と
が
自
分
が
助
か
る
こ
と
と
な
り
、
自

分
が
助
か
る
こ
と
が
他
者
を
助
け
る
こ
と
」
に
つ
な
が
る
の
で
あ
り
、

「
利
己
と
利
他
が
調
和
し
、
一
体
の
も
の
と
な
っ
て
、
相
手
に
も
第
三
者

に
も
真
の
利
益
を
与
え
、
し
か
も
そ
の
究
極
の
結
果
と
し
て
大
い
に
自
己

自
身
を
幸
福
に
す
る
こ
と
に
な
る
」
も
の
、「
ま
さ
に
誰
も
が
心
か
ら
納

得
で
き
る
真
の
善
事
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
利
他
に
よ
っ
て
自
己
に

喜
び
が
も
た
ら
さ
れ
、
自
己
が
喜
び
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
利
他

が
促
進
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
自
己
と
他
者
と
の
間
で
〈
善
〉
が
循
環

す
る
状
況
を
実
現
す
る
こ
と
。
そ
れ
が
廣
池
の
説
く
最
高
道
徳
に
お
け
る

人
心
開
発
救
済
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か）

42
（

。

九　

デ
イ
ビ
ッ
ド
・
ス
タ
イ
ン
ド
ル
＝
ラ
ス
ト
〜
感
謝
生
活

　

最
後
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
派
の
修
道
僧
で
あ
る
デ
イ

ビ
ッ
ド
・
ス
タ
イ
ン
ド
ル
＝
ラ
ス
ト
の
言
葉
を
見
て
み
よ
う）

43
（

。

　

ス
タ
イ
ン
ド
ル
＝
ラ
ス
ト
は
、
幸
福
と
感
謝
の
心
の
つ
な
が
り
を
重
視

し
て
い
る
。「
幸
せ
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。
そ
の
考
え
方
は
違
っ
て

も
、
幸
せ
に
な
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
私
た
ち
皆
が
共
有
し
て
い
る
も

の
な
の
で
す
」
と
ス
タ
イ
ン
ド
ル
＝
ラ
ス
ト
は
述
べ
て
い
る
。「
幸
福
」

「
二
千
年
に
わ
た
る
瞑
想
研
究
に
よ
る
と
、
答
え
は
イ
エ
ス
で
す
。
神
経

科
学
と
エ
ピ
ジ
ェ
ネ
テ
ィ
ク
ス）

40
（

に
よ
る
十
五
年
間
の
共
同
研
究
で
も
、
答

え
は
イ
エ
ス
で
す
。
利
他
性
の
訓
練
は
脳
を
変
化
さ
せ
ま
す
。
…
…
利
他

愛
を
抱
く
よ
う
訓
練
し
た
人
に
は
、
脳
の
構
造
的
・
機
能
的
変
化
が
明
ら

か
に
見
ら
れ
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
リ
カ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
瞑
想
や
物

事
の
見
方
や
捉
え
方
を
変
え
て
い
く
訓
練
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
利
他

性
を
高
め
る
べ
く
自
分
自
身
を
変
え
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
リ
カ
ー
ル
は
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
ロ
ー
カ
ル
な
場
面
で
貢

献
し
つ
つ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
責
任
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ

り
、
さ
ら
に
、
利
他
性
を
他
の
人
々
の
み
な
ら
ず
、
地
球
上
の
動
植
物
す

べ
て
に
ま
で
広
げ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
リ
カ
ー
ル
は
、
仏
教
の
側
面
か
ら
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り

が
、
利
他
性
、
す
な
わ
ち
、
他
者
に
対
す
る
思
い
や
り
の
心
、
慈
愛
の
心

を
広
げ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
利
他
性
の
核
心
と

な
る
も
の
は
、
他
者
に
対
す
る
思
い
や
り
の
心
、
慈
愛
の
心
で
あ
ろ
う
。

利
他
主
義
は
、
近
代
文
明
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
て
き
た
、
人
と
人
、
人
と

自
然
、
人
の
心
と
体
を
、
慈
愛
の
心
で
結
び
直
す
「
絆
の
思
想
」
と
言
え

る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
て
、
見
返
り
を
求
め
な
い
利
他
は
、
結
果
的
に
自
利
を
も
た
ら
す
も

の
と
言
え
よ
う
。
大
正
十
五
（
一
九
二
六
）
年
に
、
東
西
の
諸
聖
人
に
共

通
す
る
質
の
高
い
道
徳
（
最
高
道
徳
）
の
実
行
と
そ
の
効
果
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
の
新
し
い
学
問
と
し
て
「
モ
ラ
ロ
ジ
ー
」（m

oralogy

）
を
創
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第
三
と
し
て
い
る
「
自
ら
運
命
の
責
め
を
負
う
て
感
謝
す
」
と
い
う
格
言

を
め
ぐ
り
、「
実
際
に
は
、
一
般
に
幸
福
の
条
件
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

十
分
に
満
た
さ
れ
て
い
る
人
た
ち
よ
り
も
、
む
し
ろ
満
た
さ
れ
て
い
な
い

と
思
え
る
人
の
ほ
う
が
、
感
謝
の
真
の
意
味
を
知
っ
て
い
て
、
今
を
喜

び
、
今
に
満
足
し
て
い
ま
す
。
人
間
は
、
幸
せ
だ
か
ら
感
謝
す
る
と
い
う

よ
り
も
、
感
謝
す
る
か
ら
幸
せ
な
の
で
す
。
誰
も
が
、
ど
の
よ
う
な
と
き

に
も
、
す
べ
て
を
苦
し
み
、
す
べ
て
に
不
満
を
持
っ
て
不
幸
に
な
る
こ
と

も
、
あ
る
い
は
、
す
べ
て
を
喜
び
、
す
べ
て
に
感
謝
し
て
幸
せ
に
生
き
る

こ
と
も
で
き
る
の
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
松
浦
の
言
葉
は
、
ま
さ
に
ス

タ
イ
ン
ド
ル
＝
ラ
ス
ト
の
主
張
と
重
な
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う）

44
（

。

　
「
幸
福
」
は
万
人
が
望
む
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
「
感
謝
」
の

念
を
も
っ
て
生
き
る
「
感
謝
生
活
」（grateful living

）
が
重
要
で
あ
る

と
ス
タ
イ
ン
ド
ル
＝
ラ
ス
ト
は
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
幸
福
」
は

「
感
謝
」
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
廣
池
千
九

郎
も
『
道
徳
科
学
の
論
文
』
の
中
で
「
感
謝
的
生
活
」
な
い
し
は
「
感
謝

生
活
」
と
い
う
言
葉
を
何
度
か
用
い
て
い
る）

45
（

。
こ
の
「
感
謝
生
活
」
は
、

文
化
や
宗
教
を
越
え
て
万
人
が
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
「
普
遍
的
な

倫
理
」
な
の
で
あ
り
、
現
代
社
会
に
お
い
て
強
調
さ
れ
、
共
有
さ
れ
る
べ

き
「
地
球
倫
理
」
で
あ
る
と
ス
タ
イ
ン
ド
ル
＝
ラ
ス
ト
は
論
じ
て
い
る
。

と
は
、
誰
も
が
望
む
普
遍
的
な
目
標
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

で
は
、
人
は
ど
の
よ
う
な
時
に
感
謝
の
心
を
抱
く
の
だ
ろ
う
か
。
多
く

の
人
が
「
人
は
幸
せ
な
時
に
感
謝
す
る
」
と
答
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
し
か

し
、
ス
タ
イ
ン
ド
ル
＝
ラ
ス
ト
は
「
幸
せ
な
人
が
感
謝
し
て
い
る
と
い
う

の
は
本
当
で
し
ょ
う
か
？
」
と
問
う
て
い
る
。「
幸
せ
に
な
る
た
め
に
全

て
を
手
に
入
れ
て
も
、
ま
た
別
の
物
や
も
っ
と
多
く
の
物
を
欲
し
が
る
た

め
に
、
幸
せ
で
な
い
人
が
大
勢
い
る
」
一
方
で
、「
誰
も
が
決
し
て
望
ま

な
い
よ
う
な
不
運
を
た
く
さ
ん
背
負
っ
て
い
な
が
ら
、
心
の
底
か
ら
幸
せ

な
人
た
ち
」
も
い
る
と
、
ス
タ
イ
ン
ド
ル
＝
ラ
ス
ト
は
言
う
。

　

不
運
を
背
負
い
な
が
ら
も
、
心
の
底
か
ら
幸
せ
を
感
じ
る
人
が
い
る
。

そ
れ
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
ス
タ
イ
ン
ド
ル
＝
ラ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
そ

れ
は
彼
ら
が
感
謝
の
心
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
幸
せ
が
感
謝
を

も
た
ら
す
の
で
は
な
く
、
感
謝
が
私
た
ち
を
幸
せ
に
し
て
く
れ
る
の
で

す
。
も
し
、
幸
せ
が
感
謝
を
も
た
ら
す
と
考
え
て
い
る
な
ら
、
考
え
直
し

て
く
だ
さ
い
。
感
謝
が
、
私
た
ち
を
幸
せ
に
し
て
く
れ
る
の
で
す
」
と
ス

タ
イ
ン
ド
ル
＝
ラ
ス
ト
は
述
べ
て
い
る
。

　

ス
タ
イ
ン
ド
ル
＝
ラ
ス
ト
が
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
、
今
と
い
う
こ
の

一
瞬
一
瞬
に
生
か
さ
れ
、
そ
し
て
、
生
き
て
い
る
こ
と
に
感
謝
す
る
こ

と
、
そ
し
て
、
た
と
え
困
難
な
状
況
に
置
か
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
恩

寵
的
試
練
と
し
て
感
謝
の
心
で
受
け
と
め
、
前
向
き
に
立
ち
向
か
っ
て
い

く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

松
浦
勝
次
郎
は
、
廣
池
千
九
郎
が
「
最
高
道
徳
実
行
の
根
本
原
理
」
の
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「
持
続
可
能
な
調
和
」
の
た
め
に
重
要
な
、「
地
球
倫
理
」（global 

ethics

）
の
根
幹
を
成
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う）

47
（

。

　

国
連
は
二
〇
一
三
年
九
月
に
「
世
界
幸
福
度
報
告
書
二
〇
一
三
」
と
い

う
報
告
書
を
公
開
し
た）

48
（

。
こ
の
報
告
書
は
、
ギ
ャ
ラ
ッ
プ
世
界
世
論
調
査

の
二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
一
一
年
に
か
け
て
の
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
、
世

界
各
国
の
幸
福
度
を
十
点
満
点
で
評
価
し
た
も
の
で
あ
る
が
、「
幸
福
を

追
求
す
る
う
え
で
徳
倫
理
学
を
回
復
す
る
こ
と
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
付

け
ら
れ
て
い
る
そ
の
第
五
章
は
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
章
で

は
、
ブ
ッ
ダ
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
・
哲
学
、
そ
の
他
の
伝
統
的
諸

宗
教
は
、
人
間
の
幸
福
と
い
う
も
の
は
個
々
人
の
物
質
的
状
況
（
富
、
貧

し
さ
、
健
康
、
病
）
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
品
性
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
教

え
て
き
た
。
だ
が
、
そ
う
し
た
教
え
は
、
一
八
〇
〇
年
代
以
降
の
近
代
に

お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
た
。
幸
福
は
物
質
的
状
況
、
特
に
収
入
と
消

費
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
社
会
に
お
け
る
幸
福
を
高

め
る
た
め
に
は
、「
徳
倫
理
学
」
に
立
ち
戻
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
説

い
て
い
る）

49
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
今
や
国
際
社
会
は
、
人
び
と
の
「
幸
福
」
と
そ
の
実
現

の
た
め
に
必
須
と
な
る
「
徳
目
」
に
改
め
て
注
目
し
つ
つ
あ
る
。
ま
さ
に

今
、
諸
宗
教
に
通
底
す
る
「
徳
目
」
を
、
万
人
に
あ
て
は
ま
る
普
遍
的
な

「
地
球
倫
理
」
と
し
て
打
ち
出
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

十　
「
地
球
倫
理
」
の
可
能
性

　

以
上
、
イ
ス
ラ
ー
ム
、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
の
分
野
で
活
躍
し
て
い

る
、
現
代
の
三
人
の
賢
者
の
主
張
を
紹
介
し
た
。
彼
ら
は
、
い
ず
れ
も
、

自
分
の
信
仰
を
尊
重
し
な
が
ら
も
、
そ
の
枠
を
超
え
て
、
万
人
に
あ
て
は

ま
る
普
遍
的
な
教
え
を
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

三
人
の
主
張
に
は
、「
利
己
心
の
没
却
」「
共
感
」「
思
い
や
り
の
心
」

「
慈
悲
」「
調
和
」「
感
謝
」
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
よ
う
。
こ
れ
ら
は
他
者
と
の
関
係
性
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
る
徳
目
で
あ

り
、「
利
他
主
義
」
と
い
う
言
葉
で
総
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
古
来
よ
り
、
様
々
な
宗
教
、
思
想
・
哲
学

が
、「
他
人
が
喜
ぶ
こ
と
を
せ
よ
」
と
い
う
教
え
を
説
い
て
き
た
。
い
わ

ゆ
る
「
黄
金
律
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
黄
金
律
と
は
、
狭
義
に

は
、
新
約
聖
書
の
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
第
七
章
第
十
二
節
に
あ
る

「
人
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
こ
と
は
何
で
も
、
あ
な
た
が
た
も
人
に

し
な
さ
い
」、
お
よ
び
、「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
第
六
章
第
三
十
一
節
に

あ
る
「
人
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
こ
と
を
、
人
に
も
し
な
さ
い
」
と

い
う
教
え
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
様
の
慈
悲
、
慈
愛
に
基

づ
き
他
者
を
尊
重
せ
よ
と
い
う
教
え
は
、
他
の
思
想
・
宗
教
に
も
多
く
み

ら
れ
る
の
で
あ
る）

46
（

。

　

こ
の
よ
う
に
「
利
他
主
義
」
は
諸
宗
教
に
通
底
す
る
概
念
で
あ
り
、
ス

タ
イ
ン
ド
ル
＝
ラ
ス
ト
の
言
う
「
感
謝
生
活
」
と
共
に
、
人
類
社
会
の
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て
「
徳
目
」
と
し
て
体
系
づ
け
、
よ
り
洗
練
さ
せ
る
と
い
う
役
割
を
果
た

し
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
人
間
が
生
得
的
に
習
得
し
て
き
た
道
徳
的
・
利

他
的
な
特
性
は
、
特
定
の
宗
教
が
独
占
的
に
創
造
し
て
き
た
の
で
は
な
い

し
、
そ
れ
ら
は
特
定
の
宗
教
に
よ
っ
て
専
有
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な

い
。「
権
威
あ
る
絶
対
神
が
人
間
に
道
徳
を
授
け
た
」
の
で
は
な
い
の
で

あ
る）

52
（

。

　

人
類
が
進
化
の
過
程
で
生
得
的
に
習
得
し
て
き
た
道
徳
的
・
利
他
的
な

特
性
は
、
世
界
の
諸
宗
教
の
基
盤
と
し
て
、
諸
宗
教
に
通
底
す
る
も
の
と

言
え
る
。
伊
東
の
言
葉
を
借
り
て
表
現
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
概
念

は
、
特
定
の
宗
教
を
背
景
と
す
る
概
念
は
な
く
「
全
人
類
に
対
し
て
、
ヒ

ト
が
ヒ
ト
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
成
り
立
ち
得
る
倫
理
」
な
の
で
あ
る）

53
（

。

　

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
四
世
は
「
大
多
数
の
人
が
宗
教
を
実
践
し
て
い
な
い

今
、
わ
た
し
は
な
ん
と
か
し
て
、
宗
教
に
頼
ら
ず
に
す
べ
て
の
人
間
を
救

う
方
法
を
見
つ
け
た
い
」
と
述
べ
て
い
る）

54
（

。
宗
教
と
精
神
性
の
違
い
に
つ

い
て
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
、「
宗
教
と
い
う
の
は
、
そ
こ
で
約
束
さ
れ
て
い

る
救
済
を
信
じ
る
こ
と
」
で
あ
り
、
精
神
性
と
は
「
愛
情
や
思
い
や
り
、

我
慢
強
さ
、
寛
容
さ
、
許
す
心
、
満
足
す
る
心
、
責
任
感
、
協
調
性
と
い

っ
た
、
自
分
だ
け
で
な
く
他
人
に
も
幸
せ
を
も
た
ら
す
」「
人
間
の
称
え

る
べ
き
心
の
あ
り
よ
う
」
を
示
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る）

55
（

。
彼
は
さ
ら

に
、「
こ
う
し
た
心
の
あ
り
よ
う
は
必
ず
し
も
宗
教
と
は
関
係
が
な
い
。

特
定
の
宗
教
や
抽
象
的
な
信
仰
に
頼
ら
な
く
て
も
、
人
は
十
分
に
こ
う
し

た
心
を
育
て
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
…
…
ほ
ん
と
う
に
人
間
に
な
く
て
は

む
す
び

　

世
界
の
諸
宗
教
は
、
他
者
を
尊
重
し
親
切
に
せ
よ
と
い
う
「
黄
金
律
」

を
説
き
、
人
々
に
道
徳
的
な
向
上
を
う
な
が
し
て
、
個
人
と
社
会
の
幸
福

を
実
現
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
き
た
。

　

人
類
は
今
日
、
国
家
、
宗
教
、
文
明
と
い
っ
た
枠
組
み
で
互
い
の
エ
ゴ

を
ぶ
つ
け
あ
う
の
で
は
な
く
、
互
い
の
精
神
性
に
お
け
る
〈
違
い
〉
を
認

め
尊
重
し
つ
つ
、
そ
の
〈
共
通
性
〉
に
目
を
向
け
、
人
類
社
会
と
地
球
環

境
の
「
持
続
的
な
調
和
」
を
実
現
す
べ
き
時
を
迎
え
て
い
る
。
宗
教
や
文

化
の
多
様
性
を
尊
重
し
つ
つ
も
、
諸
宗
教
に
通
底
す
る
徳
目
、
す
な
わ
ち

「
利
他
主
義
」
を
「
地
球
倫
理
」
と
し
て
共
有
し
、
共
感
と
思
い
や
り
の

輪
を
広
げ
て
い
く
こ
と
が
二
十
一
世
紀
の
重
要
な
課
題
な
の
で
あ
る
。　

　

利
他
や
幸
福
に
つ
い
て
は
、
脳
科
学
の
み
な
ら
ず
、
動
物
行
動
学
、
ポ

ジ
テ
ィ
ブ
心
理
学
、
道
徳
心
理
学
な
ど
の
分
野
に
お
い
て
も
研
究
が
深
ま

り
つ
つ
あ
る）

50
（

。
伊
東
俊
太
郎
は
、
人
間
や
サ
ル
の
脳
に
は
「
他
者
の
意
図

や
喜
び
や
悲
し
み
を
自
分
が
直
接
に
理
解
す
る
ツ
ー
ル
」
と
も
言
え
る

「
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
」
が
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
他
者
を
理
解
し
、
他

者
と
共
感
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
道
徳
の
根
源
と
言
え

る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
道
徳
は
「
宗
教
以
前
に
成
立
し

て
」
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う）

51
（

。

　

人
類
の
道
徳
的
特
性
は
進
化
の
過
程
で
自
然
に
身
に
つ
い
て
き
た
も
の

で
あ
っ
て
、
伝
統
的
な
思
想
・
哲
学
、
宗
教
は
、
そ
れ
ら
を
言
語
を
用
い
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理
』（
春
秋
社
、
一
九
九
五
年
）
一
四
一
頁
。

（
3
）　

中
村
『
中
村
元
選
集
﹇
決
定
版
﹈
第
一
七
巻　

原
始
仏
教
の
生
活
倫
理
』

一
六
三
〜
一
六
四
頁
。

（
4
）　

マ
チ
ウ
・
リ
カ
ー
ル
著
、
竹
中
ブ
ラ
ウ
ン
・
厚
子
訳
『
幸
福
の
探
求
│
人

生
で
最
も
大
切
な
技
術
』（
評
言
社
、
二
〇
〇
八
年
）
三
〇
八
頁
。

（
5
）　

リ
カ
ー
ル
『
幸
福
の
探
求
』
二
六
四
頁
。

（
6
）　

中
村
元
『〈
生
き
る
道
〉
の
倫
理
』（
春
秋
社
、
二
〇
〇
五
年
）
一
七
三

頁
。

（
7
）　

中
村
元
『
慈
悲
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
〇
年
）
九
六
〜
九
七
頁
。

（
8
）　

中
村
『
慈
悲
』
九
七
〜
九
八
頁
。

（
9
）　

中
村
『
慈
悲
』
一
〇
〇
〜
一
〇
一
頁
。

（
10
）　

中
村
『
慈
悲
』
一
〇
一
頁
。

（
11
）　

中
村
『
慈
悲
』
一
〇
二
頁
。

（
12
）　

中
村
『
慈
悲
』
一
〇
二
頁
。

（
13
）　

フ
ラ
ン
ス
・
ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル
著
、
柴
田
裕
之
訳
『
共
感
の
時
代
へ
│
動

物
行
動
学
が
教
え
て
く
れ
る
こ
と
』（
紀
伊
國
屋
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
九
七

頁
。

（
14
）　

ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル
『
共
感
の
時
代
へ
』
九
七
頁
。

（
15
）　

ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル
『
共
感
の
時
代
へ
』
一
一
五
頁
。

（
16
）　

ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル
『
共
感
の
時
代
へ
』
一
一
五
〜
一
一
六
頁
。

（
17
）　

J
・
フ
ェ
ア
プ
レ
ツ
ェ
他
著
、
立
木
教
夫
、
望
月
文
明
監
訳
『
モ
ー
ラ
ル

ブ
レ
イ
ン
│
脳
科
学
と
進
化
科
学
の
出
会
い
が
拓
く
道
徳
脳
研
究
』（
麗
澤
大

学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）
一
六
〇
頁
。

（
18
）　

フ
ェ
ア
プ
レ
ツ
ェ
他 『
モ
ー
ラ
ル
ブ
レ
イ
ン
』
一
七
一
頁
。

（
19
）　

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
キ
ー
ザ
ー
ズ
著
、
立
木
教
夫
、
望
月
文
明
訳
『
共
感
脳

│
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
発
見
と
人
間
本
性
理
解
の
転
換
』（
麗
澤
大
学
出
版

な
ら
い
の
は
、
こ
う
し
た
基
本
的
な
精
神
性
だ
と
思
う
」
と
言
い
、「
わ

た
し
た
ち
は
宗
教
に
頼
る
こ
と
な
く
、
道
徳
や
倫
理
に
つ
い
て
語
る
こ
と

が
で
き
る
は
ず
で
す
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る）

56
（

。

　

文
明
史
的
な
「
変
容
の
時
代
」
を
迎
え
て
い
る
今
日
、
生
命
・
多
様

性
・
調
和
を
尊
重
す
る
立
場
か
ら
、
利
他
や
幸
福
を
め
ぐ
る
研
究
が
学
際

的
に
展
開
さ
れ
、
そ
の
成
果
か
ら
、「
地
球
倫
理
」、
す
な
わ
ち
「
ヒ
ト
が

ヒ
ト
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
成
り
立
ち
得
る
倫
理
」
が
打
ち
立
て
ら
れ
る

こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
広
く
人
類
に
共
有
さ
れ
、
か
つ
、
実
践
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
地
球
生
態
系
の
保
全
と
、
人
類
の
安
心
、
平
和
、
幸
福
を

実
現
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
地
球
規
模
の
環
境
破
壊
と
「
精
神

の
砂
漠
化
」
に
直
面
す
る
人
類
に
と
っ
て
、「
利
他
の
文
明
」
の
構
築
は

二
十
一
世
紀
に
お
け
る
危
急
の
課
題
な
の
で
あ
る）

57
（

。

注（
1
）　

本
稿
は
平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
四
・
二
十
五
日
に
開
催
さ
れ
た
平
成
二

十
六
年
度
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
発
表
会
に
お
け
る
発
表
原
稿
「
利
他
性
の
幸
福

論
」
お
よ
び
、
平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
三
・
二
十
四
日
に
開
催
さ
れ
た
平
成

二
十
七
年
度
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
発
表
会
と
平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
一
日
に
ベ

ト
ナ
ム
・
ホ
ー
チ
ミ
ン
市
に
て
開
催
さ
れ
た
ベ
ト
ナ
ム
国
家
大
学
ホ
ー
チ
ミ
ン

市
校
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
日
本
と
ベ
ト
ナ
ム
の
文
化
、
融
合
と
発
展
」
に
お

け
る
発
表
原
稿
「
地
球
倫
理
と
し
て
の
利
他
主
義
〜
諸
宗
教
に
通
底
す
る
も

の
」
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
）　

中
村
元
『
中
村
元
選
集
﹇
決
定
版
﹈
第
一
七
巻　

原
始
仏
教
の
生
活
倫
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（
33
）　

エ
リ
ザ
ベ
ス
・
コ
ル
バ
ー
ト
著
、
鍛
原
多
惠
子
訳
『
6
度
目
の
大
絶
滅
』

（
N 

H 

K
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
一
五
頁
。

（
34
）　

ニ
コ
ラ
ス
・
ウ
ェ
イ
ド
著
、
依
田
卓
巳
訳
『
宗
教
を
生
み
出
す
本
能
│
進

化
論
か
ら
見
た
ヒ
ト
と
信
仰
』（
N 

T 

T
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
四
〜
五
頁
。

（
35
）　

ウ
ェ
イ
ド
『
宗
教
を
生
み
出
す
本
能
』
一
二
頁
。
廣
池
千
九
郎
は
信
仰
に

向
き
合
う
二
つ
の
態
度
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
さ
て
、

神
を
認
め
こ
れ
を
信
ず
る
点
に
お
い
て
、
大
体
二
種
の
態
度
が
あ
り
ま
す
。
一

は
、
全
然
他
力
的
に
し
て
、
ひ
と
え
に
神
を
信
じ
こ
れ
を
礼
拝
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。
他
は
、
根
本
に
お
い
て
は
他
力
的
な
る
も
、
自
力
を
排
斥
せ
ざ
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
前
者
は
単
に
信
仰
的
生
活
で
あ
り
、
後
者
は
信
念

に
基
づ
く
道
徳
的
生
活
で
あ
り
ま
す
。」
廣
池
千
九
郎
『
新
版 

道
徳
科
学
の
論

文
』
第
七
冊
（
広
池
学
園
事
業
部
、
一
九
八
五
年
）
二
三
九
頁
。

（
36
）　

イ
マ
ー
ム
・
フ
ァ
イ
サ
ル
・
ア
ブ
デ
ュ
ル
・
ラ
ウ
フ
「
自
我
を
捨
て
、
慈

悲
を
見
つ
け
る
」T

E
D

 Salon 2009 C
om

passion, Film
ed O

ctober 2009. 

こ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
ラ
ウ
フ
の
発
言
は T

E
D

 T
A

LK
 

か
ら
の
引
用
。

（
37
）　

松
浦
勝
次
郎
『
真
に
意
味
あ
る
生
き
る
道
│
「
道
徳
科
学
の
論
文
」
に
学

ぶ
』（
公
益
財
団
法
人
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
、
二
〇
一
五
年
）
一
五
六
頁
。

（
38
）　

松
浦
『
真
に
意
味
あ
る
生
き
る
道
』
一
五
六
頁
。

（
39
）　

マ
チ
ウ
・
リ
カ
ー
ル
「
愛
他
性
に
導
か
れ
る
生
き
方
」T

E
D

 G
lobal 

2014, Film
ed O

ctober 2014.

こ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
リ
カ
ー
ル
の
発
言

は T
E

D
 T

A
LK

 

か
ら
の
引
用
。

（
40
）　

エ
ピ
ジ
ェ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ス
（epigenetics

）
は
「
後
成
遺
伝
学
」
と
も
訳

さ
れ
る
。
遺
伝
情
報
で
あ
る
D 

N 

A
の
塩
基
配
列
（
遺
伝
子
）
は
、
髪
の
毛
や

身
長
な
ど
の
肉
体
的
な
特
徴
だ
け
で
な
く
、
人
格
や
感
情
な
ど
に
も
影
響
を
与

え
る
。
し
か
し
エ
ピ
ジ
ェ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ス
の
研
究
の
進
展
と
共
に
、
遺
伝
子
の

作
用
は
そ
の
人
が
ど
ん
な
体
験
を
し
た
か
に
よ
っ
て
、
生
き
て
い
る
あ
い
だ
変

会
、
二
〇
一
六
年
）
一
一
頁
。
伊
東
俊
太
郎
『
変
容
の
時
代
│
科
学
・
自
然
・

倫
理
・
公
共
』（
麗
澤
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）
七
九
頁
。

（
20
）　

伊
東
『
変
容
の
時
代
』
八
〇
頁
。

（
21
）　

伊
東
『
変
容
の
時
代
』
八
二
頁
。

（
22
）　

ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル
『
共
感
の
時
代
へ
』
一
一
五
〜
一
一
六
頁
。

（
23
）　

こ
の
映
画
は
二
〇
一
一
年
に
ア
メ
リ
カ
で
公
開
さ
れ
た
。
原
題
は happy 

で
あ
る
。

（
24
）　

エ
レ
ー
ヌ
・
フ
ォ
ッ
ク
ス
著
、
森
内
薫
訳
『
脳
科
学
は
人
格
を
変
え
ら
れ

る
か
？
』（
文
藝
春
秋
、
二
〇
一
四
年
）
三
一
頁
。

（
25
）　

リ
カ
ー
ル
『
幸
福
の
探
求
』
二
四
一
頁
。

（
26
）　

デ
イ
ビ
ッ
ド
ソ
ン
と
リ
カ
ー
ル
の
f 

M 

R 

I
を
用
い
た
実
験
に
つ
い
て

は
、
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
シ
ャ
ロ
ン
・
ベ
グ
リ
ー
著
、
茂
木
健
一
郎
訳

『「
脳
」
を
変
え
る
「
心
」
│
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
と
脳
学
者
た
ち
に
よ
る
心
と
脳
に

つ
い
て
の
対
話
』（
バ
ジ
リ
コ
株
式
会
社
、
二
〇
一
〇
年
）
三
三
七
〜
三
四
四

頁
。

（
27
）　

リ
カ
ー
ル
『
幸
福
の
探
求
』
二
四
六
〜
二
四
七
頁
。

（
28
）　

ベ
グ
リ
ー
『「
脳
」
を
変
え
る
「
心
」』
三
四
四
頁
。
リ
チ
ャ
ー
ド
・
デ
ビ

ッ
ド
ソ
ン
、
シ
ャ
ロ
ン
・
ベ
ク
リ
ー
著
、
茂
木
健
一
郎
訳
『
脳
に
は
自
分
を
変

え
る
「
6
つ
の
力
」
が
あ
る
。』（
三
笠
書
房
、
二
〇
一
三
年
）
一
六
七
頁
。

（
29
）　

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
四
世
著
、
塩
原
通
緒
訳
『
幸
福
論
』（
角
川
春
樹
事
務

所
、
二
〇
〇
〇
年
）
四
七
頁
。

（
30
）　

ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル
『
共
感
の
時
代
へ
』
二
八
六
〜
二
八
七
頁
。

（
31
）　

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
法
王
他
『
こ
こ
ろ
を
学
ぶ
│
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
法
王
仏
教
者

と
科
学
者
の
対
話
』（
講
談
社
、
二
〇
一
三
年
）
二
三
九
頁
。

（
32
）　

大
澤
俊
夫
『
師
の
心
を
求
め
て
』（
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
、
二
〇
〇
五
年
）

一
六
〜
一
七
頁
。
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冊
二
二
五
頁
、
第
九
冊
二
八
六
頁
で
「
感
謝
生
活
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い

る
。『
新
版 

道
徳
科
学
の
論
文
』
第
七
冊
一
七
四
頁
で
は
「
感
謝
的
生
活
」
と

い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
。「
感
謝
生
活
」
と
い
う
言
葉
は
廣
池
の
講
演
録

『
近
世
思
想
近
世
文
明
の
由
来
と
将
来
』（
一
九
一
五
年
）
の
中
で
も
何
度
も
用

い
ら
れ
て
い
る
。

（
46
）　

さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
、
思
想
に
共
通
す
る
黄
金
律
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照

の
こ
と
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
四
世
テ
ン
ジ
ン
・
ギ
ャ
ツ
ォ
著
、
三
浦
順
子
訳

『
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
宗
教
を
語
る
』（
春
秋
社
、
二
〇
一
一
年
）
一
五
八
〜
一
五
九

頁
。

（
47
）　

長
年
に
わ
た
り
ユ
ネ
ス
コ
本
部
で
主
席
広
報
官
な
ど
の
要
職
を
務
め
、
現

在
は
公
益
財
団
法
人
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
道
徳
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
顧
問
な
ど

を
務
め
て
い
る
服
部
英
二
は
、「
地
球
倫
理
」
と
は
「
人
間
と
自
然
を
切
り
離

し
た
近
代
以
来
の
人
間
観
と
、
そ
れ
が
創
り
出
し
た
『
文
明
』
に
問
題
が
な
か

っ
た
の
か
を
問
い
、
地
球
環
境
問
題
の
底
に
は
究
極
的
に
倫
理
の
問
題
が
あ

る
、
と
す
る
も
の
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
服
部
英
二
『
未
来
を
創
る
地
球

倫
理
│
い
の
ち
の
輝
き
・
こ
こ
ろ
の
世
紀
へ
』（
公
益
財
団
法
人
モ
ラ
ロ
ジ
ー

研
究
所
、
二
〇
一
三
年
）
一
頁
。

（
48
）　John F. H

elliw
ell, Layard R

ichard, and Jeffrey Sachs, eds. W
orld 

H
appiness R

eport 2013. N
ew

 Y
ork: U

N
 Sustainable D

evelopm
ent 

Solutions N
etw

ork, 2013. 

（
49
）　

徳
倫
理
学
を
め
ぐ
る
最
近
の
文
献
と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ

る
。
フ
ィ
リ
ッ
パ
・
フ
ッ
ト
著
、
高
橋
久
一
郎
監
訳
『
人
間
に
と
っ
て
善
と
は

何
か
│
徳
倫
理
学
入
門
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
四
年
。
加
藤
尚
武
、
児
玉
聡

編
・
監
訳
『
徳
倫
理
学
基
本
論
文
集
』
勁
草
書
房
、
二
〇
一
五
年
。
ダ
ニ
エ

ル
・
C
・
ラ
ッ
セ
ル
編
、
立
花
幸
司
監
訳
『
徳
倫
理
学
』
春
秋
社
、
二
〇
一
五

年
。

化
し
得
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。
フ
ォ
ッ
ク
ス
『
脳
科
学
は
人
格
を
変
え
ら

れ
る
か
？
』
一
八
五
頁
。

（
41
）　

廣
池
千
九
郎
『
新
版 

道
徳
科
学
の
論
文
』
第
八
冊
（
広
池
学
園
事
業
部
、

一
九
八
五
年
）
一
八
八
頁
。
法
学
博
士
廣
池
千
九
郎
（
一
八
六
六
〜
一
九
三

八
）
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
イ
エ
ス
、
釈
迦
、
孔
子
な
ど
思
想
に
通
底
す
る
質
の

高
い
道
徳
を
「
最
高
道
徳
」
と
名
づ
け
、
そ
の
よ
う
な
道
徳
的
精
神
を
学
び
、

か
つ
、
実
践
す
る
こ
と
が
、
個
人
の
道
徳
性
や
品
性
を
向
上
さ
せ
人
類
の
幸
福

や
世
界
の
平
和
を
実
現
す
る
基
礎
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
大

正
十
五
（
一
九
二
六
）
年
に
、
最
高
道
徳
の
実
行
と
そ
の
効
果
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
の
新
た
な
学
問
と
し
て
「
モ
ラ
ロ
ジ
ー
」（m

oralogy

）
を
創
建
し
、

昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
に
『
新
科
学
モ
ラ
ロ
ジ
ー
を
確
立
す
る
た
め
の
最
初

の
試
み
と
し
て
の
道
徳
科
学
の
論
文
』
を
出
版
し
た
。

（
42
）　

松
浦
『
真
に
意
味
あ
る
生
き
る
道
』
一
五
六
頁
。
井
出
元
は
、
最
高
道
徳

の
格
言
に
関
す
る
廣
池
千
九
郎
自
身
に
よ
る
解
説
文
を
以
下
の
よ
う
に
紹
介
し

て
い
る
。「
最
高
道
徳
は
い
か
な
る
場
合
で
も
、
真
に
自
分
の
助
か
る
事
、
す

な
わ
ち
幸
福
に
な
る
事
を
目
的
と
す
る
の
で
、
他
人
と
か
、
社
会
と
か
と
い
う

事
を
眼
中
に
置
く
事
な
し
に
、
す
べ
て
を
思
考
し
、
決
断
し
、
実
行
す
る
の
で

す
。
真
に
自
分
の
幸
福
に
な
る
事
な
ら
ば
、
他
人
と
社
会
と
は
自
分
よ
り
前

に
、
自
分
の
た
め
に
幸
福
を
享
く
る
よ
う
に
な
っ
て
お
る
か
ら
で
す
。
…
…

（
廣
池
千
九
郎
関
係
資
料
）」
井
出
元
『
廣
池
千
九
郎
の
遺
志
』（
公
益
財
団
法

人
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
、
二
〇
一
一
年
）
二
四
〇
〜
二
四
一
頁
。

（
43
）　

デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ス
タ
イ
ン
ド
ル
＝
ラ
ス
ト
「
幸
せ
に
な
り
た
い
な
ら
感
謝

し
よ
う
」T

E
D

 G
lobal 2013, Film

ed June 2013. 

こ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
に
お
け

る
ス
タ
イ
ン
ド
ル
＝
ラ
ス
ト
の
発
言
は T

E
D

 T
A

LK
 

か
ら
の
引
用
。 

（
44
）　

松
浦
『
真
に
意
味
あ
る
生
き
る
道
』
一
二
三
、
一
三
二
頁
。

（
45
）　

廣
池
千
九
郎
も
『
新
版 

道
徳
科
学
の
論
文
』
第
八
冊
二
〇
〇
頁
、
第
八
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の
保
存
の
た
め
に
、
利
己
的
本
能
の
作
用
を
抑
制
す
る
役
目
を
果
た
す
の
で
あ

る
。」

（
53
）　

伊
東
『
変
容
の
時
代
』
七
七
頁
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
四
世
『
幸
福
論
』
三

四
、
四
〇
頁
。
マ
イ
ケ
ル
・
S
・
ガ
ザ
ニ
ガ
著
、
梶
山
あ
ゆ
み
訳
『
脳
の
な
か

の
倫
理
│
脳
倫
理
学
序
説
』（
紀
伊
國
屋
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
二
二
二
〜
二

四
一
頁
。

（
54
）　

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
四
世
『
幸
福
論
』
三
一
頁
。

（
55
）　

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
四
世
『
幸
福
論
』
三
四
頁
。

（
56
）　

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
四
世
『
幸
福
論
』
三
四
、
四
〇
頁
。

（
57
）　

服
部
英
二
は
、「
地
球
の
砂
漠
化
は
、
人
間
の
『
精
神
の
砂
漠
化
』
に
由

来
す
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
服
部
『
未
来
を
創
る
地
球
倫
理
』
一
八
五
頁
。

（
キ
ー
ワ
ー
ド
：
自
他
不
二
、
利
他
、
脳
科
学
、
地
球
倫
理
）

（
50
）　

道
徳
心
理
学
の
文
献
と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ジ
ョ
ナ
サ

ン
・
ハ
イ
ト
著
、
藤
澤
隆
史
、
藤
澤
玲
子
訳
『
し
あ
わ
せ
仮
説
│
古
代
の
知
恵

と
現
代
科
学
の
知
恵
』
新
曜
社
、
二
〇
一
一
年
。
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ハ
イ
ト
著
、

高
橋
洋
訳
『
社
会
は
な
ぜ
左
と
右
に
わ
か
れ
る
の
か
│
対
立
を
超
え
る
た
め
の

道
徳
心
理
学
』
紀
伊
國
屋
書
店
、
二
〇
一
四
年
。 

（
51
）　

伊
東
『
変
容
の
時
代
』
八
一
、
八
四
〜
八
五
頁
。
ウ
ェ
イ
ド
『
宗
教
を
生

み
出
す
本
能
』
二
一
頁
。
廣
池
千
九
郎
は
『
新
版 

道
徳
科
学
の
論
文
』
第
三

冊
（
広
池
学
園
事
業
部
、
一
九
八
五
年
）
一
一
〇
頁
「
第
二
節　

自
己
保
存
の

本
能
及
び
道
徳
的
本
能
」
に
お
い
て
、
同
情
が
「
人
間
の
道
徳
性
の
発
達
に
お

い
て
は
主
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
」
の
で
あ
り
、
人
間
が
「
他
人
の
喜
び

や
苦
し
み
に
反
応
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
52
）　

フ
ラ
ン
ス
・
ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル
著
、
柴
田
裕
之
訳
『
道
徳
性
の
起
源
│
ボ

ノ
ボ
が
教
え
て
く
れ
る
こ
と
』（
紀
伊
國
屋
書
店
、
二
〇
一
四
年
）
三
〇
九
頁
。

パ
ト
リ
シ
ア
・
S
・
チ
ャ
ー
チ
ラ
ン
ド
著
、
信
原
幸
弘
他
訳
『
脳
が
つ
く
る
倫

理
│
科
学
と
哲
学
か
ら
道
徳
の
起
源
に
せ
ま
る
』（
化
学
同
人
、
二
〇
一
三
年
）

二
八
二
〜
二
八
五
頁
。
廣
池
千
九
郎
は
「
凡
そ
人
間
は
道
徳
的
本
能
と
利
己
的

本
能
の
二
つ
を
含
む
」
と
述
べ
て
い
る
。『
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
』
七
六
号
（
二

〇
一
五
年
一
二
月
）「
廣
池
博
士
の
遺
稿
（
一
三
）『
別
科
卒
業
記
念
帖
』」
五

七
頁
。
ま
た
廣
池
は
『
新
版 

道
徳
科
学
の
論
文
』
第
三
冊
一
一
〇
頁
に
お
い

て
、
人
間
が
利
己
的
本
能
と
道
徳
的
本
能
を
有
す
る
と
い
う
サ
ザ
ラ
ン
ド

（A
lexander Sutherland

）
の
文
献
『
道
徳
的
本
能
の
起
原
及
び
発
達
』（T

he 

O
rigin and G

row
th of the M

oral Instinct, vol. 1. pp. 18-19.

）
か
ら
以
下

の
部
分
を
引
用
し
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
が
所
有
し
て
い
る
も
の
は
、
第
一
に

は
、
個
体
の
保
存
に
根
本
的
に
必
要
な
一
組
の
利
己
的
本
能
で
あ
る
。
第
二
に

は
、
そ
の
言
葉
の
古
く
か
ら
の
意
味
に
お
い
て
私
が
道
徳
的
と
呼
ぶ
本
能
で
あ

る
。
道
徳
的
本
能
は
同
情
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
集
団
あ
る
い
は
種


