
京
都
学
派
の
哲
学
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
「
宗
教
」
哲
学
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
こ
こ
で
、
「
そ
の
本
質
に
お
い
て
」
と
言
っ
た

の
は
、
そ
れ
が
単
に
一
つ
の
テ
ー
マ
と
し
て
「
宗
教
」
を
扱
う
冒
旨
印
ｇ
ご
呉
旦
喧
ｏ
己
（
宗
教
に
つ
い
て
の
哲
学
）
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、

ど
の
よ
う
な
テ
ー
マ
を
論
ず
る
と
き
に
も
「
宗
教
」
を
根
抵
と
す
る
旦
喧
ｏ
扁
嘗
き
め
８
ご
（
宗
教
的
な
哲
学
）
で
あ
る
と
い
う
意
味
に

お
い
て
で
あ
る
（
１
）
。
こ
の
こ
と
は
、
京
都
学
派
に
含
ま
れ
る
す
べ
て
の
哲
学
者
に
つ
い
て
あ
て
は
ま
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、

何
人
か
の
主
要
な
ｌ
現
代
に
お
い
て
も
積
極
的
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
Ｉ
哲
学
者
に
つ
い
て
、
確
か
に
妥
当
す
る
。

「
宗
教
」
は
し
ば
し
ば
、
「
倫
理
」
と
の
間
に
緊
張
を
孕
む
。
「
宗
教
」
は
、
「
倫
理
」
が
あ
く
ま
で
も
現
世
に
お
け
る
価
値
を
問
題
に
す

る
の
に
対
し
て
、
そ
の
価
値
観
を
根
抵
か
ら
引
つ
く
り
返
す
よ
う
な
も
の
を
含
む
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
京
都
学
派
の
「
宗

教
」
哲
学
は
、
そ
の
背
景
と
な
る
「
宗
教
」
が
、
大
部
分
の
西
洋
哲
学
の
背
景
を
な
す
キ
リ
ス
ト
教
で
は
な
く
仏
教
で
あ
っ
た
と
い
う
点

で
、
「
倫
理
」
に
関
し
て
一
層
大
き
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
西
洋
の
、
特
に
キ
リ
ス
ト
教
を
背
景
と
す
る
研
究
者
は
し
ば
し
は
、
仏
教

に
お
け
る
「
倫
理
」
へ
の
関
心
の
希
薄
さ
を
指
摘
す
る
。
そ
こ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
本
質
的
に
「
倫
理
」
的
な
宗
教
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

現
世
に
対
し
て
関
心
を
払
う
こ
と
の
少
な
い
仏
教
は
、
日
常
の
生
活
の
中
の
「
倫
理
」
を
軽
視
す
る
傾
向
を
も
つ
、
と
い
う
こ
と
が
主
張

さ
れ
る
（
２
）
。
以
下
に
紹
介
す
る
よ
う
に
、
近
代
に
お
け
る
仏
教
思
想
の
継
承
者
と
し
て
の
京
都
学
派
の
哲
学
も
、
「
倫
理
」
と
い
う
問

題
に
関
し
て
、
右
の
よ
う
な
観
点
か
ら
批
判
を
受
け
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

京
都
学
派
の
仏
教
的
宗
教
哲
学
か
ら
「
倫
理
」
へ
〔
杉
本
〕

京
都
学
派
の
仏
教
的
宗
教
哲
学
か
ら
「
倫
理
」
へ

杉
本
耕
一
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京
都
学
派
の
仏
教
的
宗
教
哲
学
に
お
け
る
「
倫
理
」
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
も
っ
と
も
原
理
的
な
レ
ベ
ル
で
問
題
に
さ
れ
る
の
は
、
京

都
学
派
の
説
く
「
無
」
あ
る
い
は
「
空
」
の
立
場
で
、
如
何
に
し
て
「
価
値
」
の
判
断
が
成
り
立
つ
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
倫
理
」

が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
Ａ
が
Ｂ
よ
り
も
価
値
が
あ
る
、
と
い
う
「
価
値
」
の
判
断
が
成
立
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
な
す
べ
き
こ
と
と
な
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
と
が
区
別
さ
れ
、
ま
た
、
「
善
」
と
「
悪
」
と
が
区
別
さ
れ
る
。
し
か
る
に
、

「
無
」
あ
る
い
は
「
空
」
の
立
場
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
十
分
に
確
立
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
が
、
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
き
た
。

た
と
え
ば
、
ト
マ
ス
・
カ
ス
リ
ス
ｇ
ｏ
ョ
尉
穴
尉
巨
房
は
、
京
都
学
派
の
代
表
的
な
宗
教
哲
学
者
で
あ
る
西
谷
啓
治
の
「
空
」
の
立
場
に
お

け
る
価
値
論
畠
。
ざ
閏
の
問
題
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
前
提
さ
れ
て
お
り
、
西
谷
に
お
い
て
明
ら
か
に

こ
れ
ら
の
批
判
が
正
し
け
れ
ば
、
京
都
学
派
の
仏
教
的
宗
教
哲
学
は
、
「
倫
理
」
と
い
う
問
題
に
関
し
て
根
本
的
な
弱
点
を
も
っ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
こ
と
に
よ
る
と
そ
れ
は
、
「
倫
理
」
を
否
定
し
、
無
に
帰
す
る
よ
う
な
性
格
さ
え
も
も
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
る
に
、
本
論
文
で
考
察
し
て
み
た
い
の
は
、
そ
の
よ
う
に
「
倫
理
」
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
京
都
学
派
の
仏
教
的

宗
教
哲
学
の
立
場
か
ら
、
あ
え
て
「
倫
理
」
を
語
る
と
い
う
こ
と
の
意
義
と
、
そ
の
可
能
性
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
、
こ
れ

ら
の
問
題
の
考
察
の
た
め
に
、
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
京
都
学
派
の
仏
教
的
宗
教
哲
学
に
含
ま
れ
る
、
「
倫
理
」
と
対
立
す
る
要
素
を
殊

更
に
強
調
す
る
こ
と
か
ら
議
論
を
は
じ
め
た
い
（
そ
の
た
め
に
本
論
文
で
は
、
「
倫
理
」
と
い
う
問
題
が
日
本
以
上
に
注
目
さ
れ
て
い
る

西
洋
に
お
け
る
諸
研
究
に
注
目
す
る
）
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
本
論
文
で
は
、
京
都
学
派
の
仏
教
的
宗
教
哲
学
が
、
「
倫
理
」
を
否
定
す

る
よ
う
な
哲
学
で
あ
る
か
ら
こ
そ
か
え
っ
て
可
能
と
な
る
「
倫
理
」
の
問
題
へ
の
貢
献
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
予
定
で
あ
る
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
六
号

一
「
倫
理
」
を
め
ぐ
る
京
都
学
派
批
判

九
二



否
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
或
る
も
の
が
他
の
も
の
よ
り
も
霊
的
な
意
味
で
重
要
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
。
「
空
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、

す
べ
て
の
も
の
は
平
等
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
者
も
、
す
べ
て
の
人
は
神
の
前
で
平
等
で
あ
る
と
言
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人

間
は
や
は
り
神
に
と
っ
て
石
よ
り
も
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
西
谷
の
存
在
論
は
、
こ
の
こ
と
を
否
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
」
戻
尉
昌
堕

キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
に
、
す
べ
て
が
そ
れ
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
「
神
」
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
神
」
へ
の
近
さ
に
よ
っ
て
、

も
の
の
価
値
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、
宇
宙
全
体
が
、
「
神
」
を
中
心
と
し
た
一
つ
の
大
き
な
秩
序
と
し
て
見
ら
れ
、
そ

の
秩
序
の
中
で
、
よ
り
「
神
」
に
近
い
人
間
は
「
神
」
か
ら
遠
い
石
よ
り
も
価
値
が
あ
る
と
、
ま
た
、
「
神
」
に
従
う
こ
と
が
な
す
べ
き
「
善
」

で
あ
り
、
「
神
」
に
背
く
こ
と
が
な
す
べ
か
ら
ざ
る
「
悪
」
で
あ
る
と
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
空
」
の
立
場
は
、
そ

の
よ
う
な
究
極
的
な
絶
対
者
を
「
有
」
と
し
て
立
て
る
こ
と
を
否
定
す
る
。
そ
こ
で
は
、
宇
宙
を
統
一
す
る
一
つ
の
秩
序
と
い
う
も
の
は

否
定
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
が
、
「
虚
無
」
の
上
に
立
つ
も
の
と
し
て
現
れ
て
く
る
。
し
か
し
、
「
空
」
の
立
場
は
、
単
な
る
虚
無
に
と

ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
「
空
」
の
立
場
を
徹
底
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
空
」
に
執
着
す
る
こ
と
（
「
常
見
」
に
対
す
る
「
断
見
」
）
を
も

空
ず
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
空
」
を
も
空
じ
た
徹
底
し
た
「
空
」
の
立
場
は
、
虚
無
の
深
淵
の
上
で
苦
に
苛
ま
れ
る
我
々
に
と
っ

て
救
済
論
的
な
意
味
を
も
つ
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
虚
無
」
の
立
場
を
経
過
し
た
「
空
」
の
立
場
に
お
い
て
は
、
西
谷
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、

あ
ら
ゆ
る
物
が
「
そ
の
本
来
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
お
い
て
如
実
に
現
前
す
る
」
皀
穴
の
ご
き
］
と
い
う
境
地
が
実
現
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
虚

無
」
の
立
場
で
は
統
一
を
失
っ
た
無
意
味
無
価
値
と
し
て
現
れ
て
い
た
物
が
、
こ
こ
で
は
如
何
な
る
「
有
」
的
な
も
の
の
統
一
か
ら
も
自

由
に
な
り
、
背
後
に
何
者
を
も
も
た
な
い
そ
れ
ら
自
身
と
し
て
、
そ
れ
ら
自
身
で
充
足
し
た
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
現
前
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
場
で
は
「
価
値
」
の
判
断
が
成
立
し
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
す
べ
て
が
、
一
つ
の
花
も
石
も
、
星
雲
も
銀
河
宇
宙
も
、
い
な
生
も
死
も
、
底
な
く
リ
ア
リ
テ
ィ
と
し
て
現
前
す
る
」
皀
尿
。
こ
さ
］
と

弓
電
抱
ご
上
］
（
３
）
。

京
都
学
派
の
仏
教
的
宗
教
哲
学
か
ら
「
倫
理
」
へ
〔
杉
本
〕
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言
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
も
花
や
石
も
、
共
に
そ
れ
ぞ
れ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
お
い
て
現
前
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
平

等
に
価
値
あ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
行
為
も
（
生
を
促
進
す
る
行
為
も
死
に
導
く
行
為
も
）
、
同
じ
く
価
値
あ
る

も
の
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
よ
り
価
値
の
あ
る
も
の
と
価
値
の
低
い
も
の
、
「
善
」
と
「
悪
」
、
な
す
べ

き
行
為
と
な
す
べ
か
ら
ざ
る
行
為
と
を
区
別
す
る
原
理
は
見
出
し
が
た
い
。

こ
の
こ
と
は
、
京
都
学
派
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
思
想
の
欠
点
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
西
谷
の
禅
哲
学
を
継
承
す

る
阿
部
正
雄
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。
「
仏
教
に
お
い
て
は
、
反
対
に
、
救
済
の
た
め
に
本
質
的
な
の
は
、
善
に
よ
っ
て
悪
を
克
服
し
、

最
高
の
「
善
」
に
参
入
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
善
と
悪
と
の
実
存
的
な
二
律
背
反
か
ら
解
放
さ
れ
、
善
と
悪
と
の
対

立
に
先
立
つ
「
空
」
に
目
覚
め
る
こ
と
で
あ
る
」
［
餌
胃
ら
駅
．
国
星
。
阿
部
に
と
っ
て
、
善
と
悪
と
い
う
二
元
論
的
な
区
別
は
、
「
空
」
に

目
覚
め
る
た
め
に
は
拭
い
去
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
離
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
肯
定
的
な
意
味
に
お
い

て
強
調
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
京
都
学
派
の
主
張
に
対
し
て
厳
し
い
批
判
を
投
げ
か
け
る
西
洋
の
研
究
者
の
一
人
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
父
と
し
て
、
宗

教
間
対
話
へ
の
関
心
か
ら
仏
教
お
よ
び
京
都
学
派
の
研
究
を
お
こ
な
っ
た
ヤ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
ブ
ラ
フ
ト
〕
昌
諒
口
国
国
唱
で
あ
る
。
ブ
ラ
フ

ト
は
、
京
都
学
派
の
「
無
」
あ
る
い
は
「
空
」
の
思
想
に
関
し
て
、
「
掃
蕩
的
で
す
べ
て
を
包
み
込
む
絶
対
無
に
よ
る
否
定
は
、
す
べ
て

の
対
立
を
、
す
べ
て
の
緊
張
関
係
を
、
ま
た
悪
を
、
取
り
去
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
み
え
る
」
豆
自
国
画
唱
己
這
．
以
望
と
述
べ
る
。
こ
こ
で

の
批
判
の
眼
目
は
、
「
空
」
の
立
場
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
実
現
し
た
も
の
と
し
て
同
じ
く
価
値
を
も

つ
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
よ
っ
て
結
局
の
と
こ
ろ
、
現
実
の
世
界
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
必
要
な
差
別
が
無
に
帰
せ
し
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
ブ
ラ
フ
ト
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
世
界
に
は
、
そ
の
よ
う
な
平
等
性
に
解
消
す
る
こ
と
の
許

さ
れ
な
い
、
明
ら
か
に
他
の
も
の
よ
り
も
価
値
を
も
つ
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
ｌ
た
と
え
ば
、
「
人
権
」
や
「
他

日
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者
」
な
ど
を
ブ
ラ
フ
ト
は
挙
げ
一

保
証
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
。

な
ど
を
ブ
ラ
フ
ト
は
挙
げ
て

こ
の
困
難
は
、
現
実
の
歴
史
的
世
界
の
問
題
に
直
面
し
た
と
き
、
一
層
大
き
な
問
題
と
し
て
現
れ
て
く
る
。
ブ
ラ
フ
ト
は
、
京
都
学
派

の
仏
教
的
宗
教
哲
学
に
含
ま
れ
る
上
述
の
問
題
点
を
、
第
二
次
世
界
大
戦
期
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
と
結
び
つ
け
る
。
ブ
ラ
フ
ト
は
、

京
都
学
派
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
当
時
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
十
分
に
抵
抗
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
批
判
的
に
指
摘
し
た

上
で
、
「
こ
の
抵
抗
へ
の
力
の
欠
如
の
根
源
を
掘
り
下
げ
て
ゆ
く
と
、
私
は
い
つ
も
、
私
が
も
っ
ぱ
ら
京
都
哲
学
の
「
大
乗
仏
教
的
性
格
」

と
名
づ
け
る
も
の
に
到
り
着
く
」
宮
自
国
国
唱
乞
這
心
望
］
と
述
べ
る
。
ブ
ラ
フ
ト
が
こ
こ
で
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
宗
教
的
な
「
超

越
」
と
「
国
家
」
と
を
め
ぐ
る
原
理
的
な
問
題
で
あ
る
。
ブ
ラ
フ
ト
は
言
う
、
「
歴
史
的
宗
教
が
明
確
な
超
越
の
概
念
と
共
に
形
成
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
民
族
の
脱
絶
対
化
や
個
人
の
成
立
が
可
能
と
な
る
」
［
同
Ⅸ
巴
。
我
々
が
現
在
属
し
て
い
る
民
族

あ
る
い
は
国
家
の
絶
対
化
を
避
け
、
そ
れ
を
批
判
し
う
る
た
め
に
は
、
明
確
な
「
超
越
」
へ
の
視
点
が
不
可
欠
で
あ
る
。
国
家
を
超
え
た

原
理
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
そ
の
国
家
が
現
に
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
、
そ
れ
が
従
う
べ
き
善
で
あ
る
の
か
、
そ

れ
と
も
批
判
す
べ
き
悪
で
あ
る
か
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
宗
教
的
な
「
超
越
」
こ
そ
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
働
き
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
ブ
ラ
フ
ト
の
考
え
で
は
、
大
乗
仏
教
的
な
「
空
」
の
立
場
は
、
そ
の
よ
う
な
基
準
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
原

始
仏
教
は
、
そ
の
浬
藥
の
思
想
の
中
に
明
確
な
超
越
性
を
措
定
し
て
い
た
。
し
か
し
大
乗
仏
教
に
お
い
て
は
、
生
死
即
浬
藥
と
い
う
こ
と

の
強
調
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
そ
れ
が
弱
め
ら
れ
て
い
る
」
［
同
］
・
大
乗
仏
教
に
お
い
て
は
、
「
生
死
即
浬
薬
」
と
い
う
「
即
」
の
論
理

の
も
と
で
、
現
実
に
現
れ
て
い
る
す
べ
て
の
も
の
が
平
等
に
肯
定
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
あ
る
も
の
を
他
の
も
の
よ
り
も
価
値
の
あ
る
も

の
と
し
て
推
進
し
、
そ
れ
に
反
す
る
も
の
を
価
値
に
反
す
る
も
の
と
し
て
排
斥
す
る
と
い
う
判
断
は
成
立
し
に
く
い
。
そ
の
結
果
、
「
空
」

の
立
場
は
、
現
実
の
世
界
の
歴
史
的
な
状
況
の
中
に
あ
っ
て
、
善
と
悪
と
、
為
す
べ
き
こ
と
と
為
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
と
に
つ
い
て
の
適

い
る
ｌ
が
あ
る
。
し
か
る
に
、
一
切
の
差
別
を
越
え
よ
う
と
す
る
「
空
」
の
立
場
で
は
、
そ
れ
ら
を

京
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仏
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京
都
学
派
の
仏
教
的
宗
教
哲
学
に
対
し
て
「
倫
理
」
と
い
う
観
点
か
ら
向
け
ら
れ
て
い
る
以
上
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
て
は
、
ど
の
よ

う
な
応
答
が
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
上
に
引
用
し
た
ブ
ラ
フ
ト
は
、
上
述
の
よ
う
な
仏
教
思
想
の
問
題
性
を
踏
ま
え
た
上
で
、
西
洋
人

が
仏
教
、
特
に
禅
仏
教
を
受
け
入
れ
る
た
め
の
条
件
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
条
件
を
提
示
し
て
い
る
。
「
少
な
く
と
も
、
禅
が
西
洋
倫
理

の
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
諸
点
ｌ
た
と
え
ば
人
権
の
完
全
な
理
解
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
な
ど
Ｉ
を
、
不
正
に
相
対
化
し
た
り
浸
蝕
し

た
り
し
な
い
こ
と
は
、
当
然
要
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
［
爵
ロ
四
画
嘱
呂
８
．
重
全
。
こ
の
要
求
は
、
「
倫
理
」
を
欠
い
て
い
た
禅
仏
教
に
、

西
洋
思
想
に
豊
か
に
含
ま
れ
て
い
た
「
倫
理
」
と
の
折
衷
を
勧
め
る
要
求
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
仏
教
思
想
と
「
倫
理
」
と
い
う
問
題
は
、
単
に
折
衷
に
よ
る
和
解
で
済
ま
さ
れ
る
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
と
い
う
の
も
、
京
都
学
派
が
「
倫
理
」
と
対
立
す
る
よ
う
な
立
場
に
立
た
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
り
、

京
都
学
派
の
宗
教
哲
学
の
一
つ
の
特
徴
は
、
「
倫
理
」
的
な
価
値
観
が
意
味
を
失
う
と
こ
ろ
か
ら
徹
底
的
に
思
索
す
る
と
い
う
点
に
こ
そ

あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
西
田
幾
多
郎
は
、
「
道
徳
の
立
場
か
ら
は
、
自
己
の
存
在
と
云
ふ
こ
と
は
問
題
と
な

ら
な
い
。
如
何
に
鋭
敏
な
る
良
心
と
云
へ
ど
も
、
自
己
そ
の
も
の
の
存
在
を
問
題
と
せ
な
い
。
．
：
…
宗
教
の
問
題
は
、
価
値
の
問
題
で
は

な
い
。
我
々
が
、
我
々
の
自
己
の
自
己
矛
盾
的
存
在
た
る
こ
と
を
自
覚
し
た
時
、
我
々
の
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
が
問
題
と
な
る
の
で
あ

切
な
判
断
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
性
々
に
し
て
状
況
へ
の
無
批
判
的
な
随
順
に
帰
着
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
、
京
都
学

派
が
第
二
次
世
界
大
戦
時
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
抵
抗
で
き
な
か
っ
た
思
想
的
な
背
景
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
ブ
ラ
フ
ト
の
見
解
で
あ
っ

た
。
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る
」
皀
宗
目
匡
い
Ｂ
］
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
西
田
の
宗
教
哲
学
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
あ
る
も
の
が
（
「
自
己
」
に
し
て
も
「
世
界
」

に
し
て
も
）
道
徳
的
に
善
か
悪
か
、
価
値
が
あ
る
か
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
善
と
か
悪
と
か
い
う
こ
と
以
前
に
、
そ
の
善
と

か
悪
と
か
言
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
の
存
在
そ
の
も
の
の
根
抵
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
問
題
が
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
以
上
、

「
倫
理
」
の
レ
ベ
ル
で
折
衷
的
な
調
和
を
図
る
こ
と
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
京
都
学
派
の
仏
教
的
宗
教
哲
学
を
も
っ
と
も
根
源
的
な
と

こ
ろ
で
稀
薄
化
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
「
倫
理
」
的
な
価
値
観
が
意
味
を
失
う
と
こ
ろ
か
ら
思
索
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
単
に
思
索
の
徹
底
と
し
て
望

ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
の
み
で
は
な
く
、
現
代
と
い
う
時
代
に
お
い
て
は
、
我
々
が
思
索
を
お
こ
な
う
際
の
、
歴
史
的
な
前
提
と
な
っ
て

い
る
と
さ
え
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
現
代
と
い
う
時
代
の
中
に
置
か
れ
た
我
々
に
と
っ
て
、
他
に
あ
り
え
な
い
出
発

点
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
西
谷
啓
治
の
哲
学
的
な
出
発
点
は
、
三
上
リ
ズ
ム
」
の
問
題
に
あ
っ
た
。
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
は
ま
さ
に
、
「
諸
々

の
最
高
価
値
が
価
値
を
喪
失
す
る
こ
と
」
冨
穴
ｏ
醇
箇
］
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
を
中
心
と
し
て
一
切
を
秩
序
づ
け
、
価
値
づ

け
て
い
た
も
の
ｌ
そ
れ
が
「
神
」
と
呼
ば
れ
よ
う
と
別
の
名
で
呼
ば
れ
よ
う
と
ｌ
が
意
味
を
失
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
西
谷
に
と
っ

て
の
思
索
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、
単
に
西
谷
の
個
人
的
な
状
況
で
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
の
世
界
を
覆
っ
て
い

た
歴
史
的
状
況
で
も
あ
っ
た
。
「
諸
々
の
最
高
価
値
」
が
す
で
に
失
わ
れ
て
い
る
以
上
、
従
来
の
「
倫
理
」
は
も
は
や
、
そ
の
ま
ま
の
形

で
は
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
西
谷
の
問
題
意
識
は
、
そ
の
歴
史
的
状
況
を
あ
く
ま
で
も
自
分
自
身
の
問
題
と
し
て
主
体
的
に
引
き

受
け
る
と
同
時
に
、
自
分
自
身
の
状
況
を
歴
史
的
な
、
し
た
が
っ
て
ど
う
し
て
も
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
と
し
て
問
う
と
い
う
と

こ
ろ
に
あ
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
父
と
し
て
の
ブ
ラ
フ
ト
は
、
自
身
の
も
つ
「
価
値
」
観
、
「
倫
理
」
観
へ
の
揺
る
ぎ
な
い
信
を
も
っ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
現
代
の
歴
史
的
状
況
は
、
西
谷
に
お
い
て
と
同
様
、
そ
れ
ら
が
疑
わ
し
く
な
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
か

ら
出
発
す
る
こ
と
を
、
我
々
に
余
儀
な
く
し
て
い
る
と
い
う
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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あ
る
い
は
、
西
谷
や
高
坂
正
顕
、
高
山
岩
男
ら
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
京
都
学
派
の
「
歴
史
哲
学
」
に
お
け
る
「
歴
史
主
義
」
の
問
題

も
、
同
じ
く
従
来
的
な
「
倫
理
」
を
信
ず
る
こ
と
の
困
難
を
示
し
て
い
る
。
「
歴
史
主
義
」
は
、
普
遍
的
な
一
つ
の
価
値
の
存
在
を
否
定
し
、

あ
ら
ゆ
る
価
値
が
結
局
の
と
こ
ろ
、
時
代
と
地
域
に
よ
っ
て
相
対
的
な
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
を
示
す
。
そ
こ
で
も
や
は
り
普
遍
的
な
価

値
基
準
に
基
づ
く
「
倫
理
」
は
成
立
し
え
な
い
。
そ
の
意
味
で
「
歴
史
主
義
」
は
、
何
ら
か
の
価
値
の
実
現
を
目
指
す
人
間
の
実
践
へ
の

力
を
弱
め
る
、
極
め
て
危
険
な
思
潮
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
い
く
ら
そ
れ
が
危
険
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
実
際
に
現
在
の
歴
史
的
状
況
が

そ
の
よ
う
な
思
潮
に
浸
透
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
か
ら
目
を
背
け
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
京
都
学
派
の
歴

史
哲
学
は
、
「
歴
史
主
義
」
を
現
代
の
歴
史
的
状
況
と
し
て
引
き
受
け
た
の
で
あ
っ
た
。
ブ
ラ
フ
ト
は
、
過
去
の
歴
史
に
た
い
し
て
「
倫
理
」

的
な
価
値
判
断
を
お
こ
な
う
際
、
つ
ま
り
、
京
都
学
派
の
戦
争
協
力
を
批
判
す
る
際
、
迷
い
な
く
当
時
の
日
本
を
断
罪
す
る
立
場
に
立
ち
、

高
坂
ら
の
時
局
的
発
言
を
「
酔
漢
の
気
炎
」
と
論
じ
捨
て
て
い
る
（
４
）
。
し
か
し
、
戦
後
期
の
政
治
的
な
価
値
観
が
い
い
意
味
で
も
悪
い

意
味
で
も
相
対
化
さ
れ
、
「
歴
史
主
義
」
の
浸
透
が
一
層
深
ま
っ
た
か
に
み
え
る
現
代
の
実
情
と
し
て
は
、
（
も
ち
ろ
ん
当
時
の
日
本
の
所

業
を
明
確
な
態
度
で
全
面
的
に
正
当
化
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
に
し
て
も
）
少
な
か
ら
ぬ
人
が
、
迷
い
な
く
こ
の
よ
う
な
明
確
な
態
度

を
と
る
こ
と
に
た
め
ら
い
を
感
ぜ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

京
都
学
派
の
哲
学
の
出
発
点
と
し
て
歴
史
的
に
与
え
ら
れ
て
い
た
三
上
リ
ズ
ム
」
あ
る
い
は
「
歴
史
主
義
」
と
い
う
状
況
を
考
慮
す

る
と
、
彼
ら
は
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
「
倫
理
」
を
越
え
た
と
こ
ろ
か
ら
出
発
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
彼
ら
の

思
想
に
「
倫
理
」
を
擴
無
す
る
危
険
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
単
に
折
衷
的
に
「
倫
理
」
を
取
り
込
め
ば
済
む
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
が
分
か
る
。
そ
し
て
そ
の
歴
史
的
状
況
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
京
都
学
派
に
と
っ
て
の
歴
史
的
状
況
で
あ
っ
た
の
と
同
時
に
、
か
な
り

の
程
度
に
お
い
て
現
在
の
我
々
の
歴
史
的
状
況
で
も
あ
る
。
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と
は
い
え
我
々
は
、
た
と
え
す
で
に
出
発
点
に
お
い
て
「
倫
理
」
を
越
え
て
し
ま
わ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
と
し
て
も
、

最
後
ま
で
「
倫
理
」
に
無
関
心
で
あ
り
つ
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
我
々
に
必
要
な
の
は
、
既
成
の
「
倫
理
」
を
前
提
す
る
こ
と
が
不

可
能
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
つ
つ
も
、
従
来
的
な
「
倫
理
」
と
折
衷
的
に
融
和
と
い
う
の
と
は
別
の
仕
方
で
、
再
び
「
倫

理
」
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
倫
理
」
を
否
定
す
る
面
を
も
つ
京
都
学
派
の
仏
教
的
宗
教
哲
学
の
立
場
か
ら
「
倫
理
」
に
つ
い

て
語
る
こ
と
に
積
極
的
な
意
味
が
あ
り
、
「
倫
理
」
へ
の
貢
献
の
可
能
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
こ
そ
そ
れ
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
我
々
が
期
待
す
る
の
は
、
京
都
学
派
の
哲
学
が
「
倫
理
」
を
否
定
す
る
よ
う
な
立
場
か
ら
出
発
す
る
哲
学
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

ヨ
ヒ
リ
ズ
ム
」
以
降
、
「
歴
史
主
義
」
以
降
の
、
従
来
の
「
倫
理
」
へ
の
信
用
が
失
わ
れ
た
現
代
の
歴
史
的
状
況
の
中
で
、
新
た
な
「
倫
理
」

る
で
あ
ろ
う
。
我
々
が
期
待
一

三
ヒ
リ
ズ
ム
」
以
降
、
「
歴
中

京
都
学
派
の
人
々
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
課
題
は
す
で
に
自
覚
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
阿
部
正
雄
は
、
特
に
西
洋
の
研
究
者
た

ち
と
の
議
論
の
中
で
、
「
空
」
の
立
場
か
ら
の
「
倫
理
」
の
可
能
性
に
つ
い
て
明
確
に
主
題
化
し
て
い
る
。
阿
部
に
よ
る
「
倫
理
」
の
問

題
へ
の
取
り
組
み
の
基
本
的
な
態
度
は
、
宋
代
の
禅
僧
（
５
）
青
原
惟
信
の
有
名
な
言
葉
（
６
）
を
参
考
に
し
た
一
つ
の
図
式
に
よ
っ
て
示
さ

れ
る
。
青
原
の
そ
の
言
葉
を
阿
部
の
英
訳
か
ら
の
翻
訳
に
よ
っ
て
挙
げ
て
お
こ
う
。
「
三
十
年
前
、
禅
の
弁
道
を
始
め
る
以
前
に
は
、
私

は
「
山
は
山
で
あ
り
水
は
水
で
あ
る
」
と
言
っ
た
。
良
き
師
の
導
き
に
よ
り
禅
の
真
理
へ
の
見
識
を
得
た
後
、
私
は
「
山
は
山
で
は
な
く

水
は
水
で
は
な
い
」
と
言
っ
た
。
し
か
し
今
、
最
後
の
休
息
の
場
所
（
つ
ま
り
悟
り
）
を
獲
得
し
、
私
は
「
山
は
山
で
あ
り
水
は
水
で
あ
る
」

と
言
う
」
富
富
ら
９
．
己
皇
。
阿
部
は
、
こ
の
論
理
に
依
拠
し
て
「
倫
理
」
の
問
題
を
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。
「
仏
道
修
行
の
以
前
、
私
は
「
善

を
提
供
す
る
可
能
性
で
あ
る
。

京
都
学
派
の
仏
教
的
宗
教
哲
学
か
ら
「
倫
理
」
へ
〔
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国
愚
四
四
つ
ｓ
」
団
］
。

は
善
で
あ
り
悪
は
悪
で
あ
る
」
と
考
え
た
。
仏
教
の
真
理
へ
の
見
識
を
得
た
と
き
、
私
は
「
善
は
善
で
は
な
く
悪
は
悪
で
は
な
い
」
と
理

解
し
た
。
し
か
し
今
、
真
の
空
に
目
覚
め
て
、
私
は
「
善
は
リ
ア
ル
に
善
で
あ
り
悪
は
リ
ア
ル
に
悪
で
あ
る
」
と
言
う
」
［
同
］
。
つ
ま
り
、

修
行
以
前
の
日
常
的
な
見
方
に
お
け
る
善
悪
が
、
真
実
の
智
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
旦
否
定
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
否
定
さ
れ
た
と

こ
ろ
か
ら
、
い
わ
ば
「
悟
り
」
の
体
験
に
基
づ
き
、
真
に
リ
ア
ル
な
善
と
悪
と
の
区
別
、
価
値
判
断
が
再
び
出
て
く
る
と
い
う
の
が
、
阿

部
に
よ
る
「
倫
理
」
の
構
想
で
あ
る
。

た
だ
し
、
右
の
図
式
だ
け
で
は
、
現
実
の
世
界
の
中
で
の
「
倫
理
」
の
確
立
の
た
め
に
、
な
お
不
十
分
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
阿
部

は
、
真
理
に
目
覚
め
た
「
悟
り
」
の
立
場
か
ら
真
に
リ
ア
ル
な
善
悪
の
価
値
判
断
が
出
て
く
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
成
立
す
る

価
値
判
断
の
基
準
の
具
体
的
な
内
容
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
「
悟
り
」
の
体
験
を
得
た
当
人
に
お
い

て
は
、
「
悟
り
」
の
立
場
か
ら
出
て
き
た
と
さ
れ
る
倫
理
的
な
価
値
判
断
は
、
明
確
な
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
疑
う
余

地
も
な
く
正
し
い
と
確
信
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
ら
の
そ
の
よ
う
な
確
信
を
保
証
し
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
客
観
化

を
拒
絶
す
る
当
人
の
「
悟
り
」
の
体
験
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
「
悟
り
」
の
体
験
と
い
う
の
は
他
人
に
よ
っ
て
（
あ
る
い
は
当
人
自
身
に
よ
っ

て
も
）
反
省
さ
れ
た
り
検
証
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
そ
こ
に
は
、
現
実
に
お
い
て
は
非
倫
理
的
と
し

て
非
難
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
行
為
が
、
「
悟
り
」
の
体
験
か
ら
出
た
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
誰
に
も
検
証
さ
れ
え
な

い
形
で
窓
意
的
に
正
当
化
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
懸
念
が
残
る
。
ブ
ラ
フ
ト
は
、
そ
の
よ
う
な
懸
念
が
現
実
化
し
た
例
と
し
て
、
ア
メ

リ
カ
の
僧
堂
に
お
け
る
師
家
の
性
的
・
金
銭
的
な
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
や
第
二
次
世
界
大
戦
時
の
禅
僧
の
戦
争
賛
美
に
言
及
し
て
い
る
［
課
ロ

こ
う
い
っ
た
事
態
に
陥
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
は
、
禅
の
立
場
か
ら
の
「
倫
理
」
的
な
価
値
判
断
の
基
準
を
、
無
媒
介
な
「
体
験
」

の
内
部
に
閉
じ
込
め
て
お
く
の
で
は
な
く
、
よ
り
具
体
的
な
内
容
に
踏
み
込
ん
で
規
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
目
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指
し
た
試
み
は
、
阿
部
に
よ
っ
て
も
す
で
に
行
わ
れ
て
い
る
。
阿
部
が
提
示
す
る
の
は
次
の
よ
う
な
議
論
で
あ
る
。
「
山
や
水
の
「
如
」

旨
。
盲
①
路
は
、
「
べ
し
」
。
屋
瞥
言
。
号
や
「
当
為
」
◎
自
警
ョ
⑥
脇
を
含
ま
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
汝
と
私
と
の
「
如
」
は
、
不
可
避
的
に
「
当

為
」
の
問
題
を
含
む
。
…
…
そ
れ
は
、
「
当
為
」
の
問
題
に
直
面
し
克
服
す
る
こ
と
を
通
し
て
の
み
、
正
し
く
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」

［
シ
富
己
電
．
陪
望
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
如
」
と
は
、
既
に
言
及
し
た
よ
う
な
仏
教
に
お
け
る
救
い
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
も
の
が
、
あ
り
の
ま
ま
の
姿
で
そ
の
本
来
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
お
い
て
現
前
す
る
と
い
う
事
態
を
意
味
す
る
。
問
題
は
、
そ
こ
で

ど
の
よ
う
に
し
て
倫
理
的
な
価
値
の
判
断
が
成
り
立
つ
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
阿
部
が
、
こ
の
問
題
を
解
く
鍵
と
し
て
注
目
す
る

の
は
、
山
や
水
と
い
っ
た
単
な
る
自
然
と
人
間
と
の
違
い
で
あ
る
。

山
や
水
は
、
は
じ
め
か
ら
い
つ
も
「
如
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
人
間
は
、
い
つ
も
「
如
」
で
あ
り
え
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
大
部
分
の
人
間
は
、
「
如
」
で
は
あ
り
え
て
い
な
い
。
人
間
は
抜
き
去
り
が
た
い
我
性
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
い

つ
も
自
分
の
「
我
」
を
中
心
に
立
て
て
物
を
見
よ
う
と
す
る
た
め
、
通
常
の
人
間
の
目
に
は
、
物
の
「
如
」
、
即
ち
あ
り
の
ま
ま
の
姿
は

映
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
人
間
に
と
っ
て
「
如
」
と
い
う
あ
り
方
は
、
は
じ
め
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
事
実
で
は
な
く
、
そ
こ
に

至
る
こ
と
を
目
指
し
て
努
力
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
常
に
「
当
為
」
を
と
も
な
う
。
人
間
は
、
「
如
」
に
入
る
た
め
に
は
、
自
分
は
何
を

な
す
べ
き
か
と
い
う
「
当
為
」
の
問
題
に
直
面
し
、
そ
れ
に
正
面
か
ら
取
り
組
む
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
問
題
を
一
つ
一
つ
克

服
し
て
ゆ
く
こ
と
を
通
し
て
ｌ
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
「
如
」
に
入
る
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
「
我
」
を
如
何
に
し
て
抜
き
去
る
か
、
と

い
う
問
題
で
も
あ
る
で
あ
ろ
う
ｌ
、
人
間
は
は
じ
め
て
「
如
」
に
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
。

阿
部
は
、
人
間
の
こ
の
よ
う
な
特
質
の
中
に
、
人
間
に
お
け
る
善
悪
の
価
値
判
断
の
基
準
を
見
出
す
。
つ
ま
り
、
「
如
」
と
い
う
あ
り

方
こ
そ
、
人
間
が
「
当
為
」
と
し
て
目
指
す
べ
き
あ
り
方
で
あ
り
、
人
間
に
お
い
て
は
、
「
如
」
に
向
か
う
行
為
こ
そ
が
な
す
べ
き
善
で

あ
り
、
そ
れ
に
背
く
行
為
は
な
す
べ
か
ら
ざ
る
悪
で
あ
る
（
７
）
、
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
立
て
ら
れ
る
価
値
判
断
の
基
準
で
あ
る
。
あ
る

京
都
学
派
の
仏
教
的
宗
教
哲
学
か
ら
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倫
理
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と
は
い
え
、
こ
こ
で
も
な
お
問
題
は
残
る
。
ジ
ョ
ン
．
Ｃ
・
マ
ラ
ル
ド
旨
冒
○
・
三
四
国
一
号
は
、
阿
部
の
上
記
の
考
え
に
含
ま
れ
る
問

題
点
と
し
て
、
次
の
点
を
指
摘
す
る
。
阿
部
が
言
及
す
る
「
当
為
」
と
は
「
意
志
」
の
立
場
で
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
「
意
志
」
の

立
場
は
、
西
谷
の
用
語
で
言
え
ば
、
「
空
」
の
場
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
「
意
識
」
の
場
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
意
識
の

場
、
意
志
の
立
場
と
は
ま
さ
に
、
人
が
「
如
」
を
体
得
体
認
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
」
盲
四
国
屋
。

己
呂
．
三
二
。
「
当
為
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
、
善
悪
の
価
値
が
問
題
と
な
る
の
は
、
為
す
べ
き
こ
と
を
為
す
べ
き
こ
と
と
し
て
「
意
識
」
し
、

そ
れ
を
し
よ
う
と
「
意
志
」
す
る
と
い
う
立
場
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
意
識
」
し
「
意
志
」
す
る
主
体
と
し
て
の
「
我
」
が
あ
っ

て
は
じ
め
て
成
立
す
る
。
し
か
し
、
「
如
」
の
立
場
と
い
う
の
は
そ
の
「
我
」
が
否
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
立
場
で
あ
る
の
だ
か
ら
、

「
意
志
」
の
立
場
は
、
「
如
」
の
立
場
に
至
る
た
め
に
は
「
克
服
」
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

阿
部
が
提
示
し
た
よ
う
な
「
如
」
の
倫
理
「
空
」
の
倫
理
と
い
う
こ
と
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
、
「
如
」
あ
る
い
は
「
空
」

い
は
、
「
如
」
に
入
る
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
「
我
性
」
と
い
う
観
点
か
ら
い
え
ば
、
我
性
を
抜
き
去
る
こ
と
へ
と
向
か
う
行
為
が
為
す
べ

き
善
で
あ
り
、
我
性
を
強
固
に
す
る
行
為
が
為
す
べ
か
ら
ざ
る
悪
で
あ
る
、
と
い
う
言
い
方
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
な
判
断
の
基
準
を
立
て
、
そ
れ
を
用
い
る
な
ら
ば
、
京
都
学
派
の
仏
教
的
宗
教
哲
学
に
基
づ
い
て
、
人
間
が
そ
の
場
そ
の
場
の
状
況
に

応
じ
て
為
す
べ
き
こ
と
と
為
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
決
定
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
へ
の
可
能
性
が
開
か
れ
る
。
ま
た
、
具
体
的
な
問
題
と

し
て
は
、
た
と
え
ば
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
暴
力
に
面
し
た
と
き
に
一
々
の
場
面
に
即
し
て
そ
れ
に
抵
抗
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、

そ
の
原
理
的
な
可
能
性
が
見
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
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の
立
場
と
「
倫
理
」
の
立
場
と
の
両
立
の
困
難
に
撞
着
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
「
倫
理
」
の
立
場
は
我
々
に
「
当
為
」
の
問
題
に
取
り
組
む

こ
と
を
要
求
す
る
が
、
「
如
」
の
立
場
は
我
々
に
「
当
為
」
の
問
題
を
乗
り
越
え
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
「
如
」
の
倫
理
は
、
「
如
」
に
入

る
と
い
う
こ
と
を
我
々
の
為
す
べ
き
こ
と
と
定
め
、
そ
れ
を
目
指
し
て
意
志
的
に
行
為
す
る
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
置
く
の
で
あ
る
が
、

そ
う
い
う
意
志
的
な
行
為
は
、
「
如
」
と
い
う
あ
り
方
、
つ
ま
り
あ
り
の
ま
ま
の
姿
で
あ
る
と
い
う
あ
り
方
と
は
正
反
対
の
あ
り
方
で
あ
る
。

前
者
は
、
我
々
の
「
我
」
が
確
立
さ
れ
て
い
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
後
者
は
、
そ
の
「
我
」
を
抜
き
去
る
と
い

う
と
こ
ろ
に
こ
そ
そ
の
要
点
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
「
如
」
の
「
倫
理
」
、
「
空
」
の
「
倫
理
」
と
い
う
こ
と
は
、
一
つ
の
矛
盾
概
念

仏
教
的
宗
教
哲
学
に
基
づ
い
た
「
如
」
の
倫
理
と
い
う
こ
と
が
何
ら
か
の
形
で
可
能
と
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
可
能
性
は
、
今
述
べ
た

よ
う
な
「
如
」
の
立
場
と
「
倫
理
」
と
の
両
立
の
困
難
に
直
面
し
た
と
こ
ろ
で
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
っ
て
く

る
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
両
者
が
交
わ
る
点
を
見
出
す
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
仏
教
的
宗
教
哲
学
の
側

か
ら
論
ず
る
と
き
に
は
、
「
如
」
の
立
場
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
「
倫
理
」
が
置
き
去
り
に
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
あ
り
方
を
探
る

こ
と
に
、
意
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
簡
単
に
答
え
の
出
せ
る
問
題
で
は
な
く
、
ま
た
紙
数
の
制
約
も
あ
る
の
で
今
十
分
に

論
ず
る
余
裕
は
な
い
。
た
だ
最
後
に
、
そ
の
探
究
の
一
つ
の
方
向
性
を
提
案
し
た
い
。
そ
れ
は
、
禅
仏
教
の
思
想
の
中
で
も
、
西
谷
あ
る

い
は
阿
部
に
見
ら
れ
る
臨
済
禅
的
な
「
空
」
理
解
に
対
し
て
、
道
元
禅
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
導
入
す
る
と
い
う
方
向
性
で
あ
る
。

臨
済
禅
と
道
元
禅
と
は
、
前
者
を
「
見
性
」
の
立
場
、
後
者
を
「
修
証
一
等
」
の
立
場
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
違

い
を
際
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
臨
済
禅
的
な
「
見
性
」
の
立
場
に
お
い
て
は
、
長
き
に
渡
る
修
行
が
あ
る
一
点
に
お
い
て
「
悟
り
」

に
転
換
す
る
体
験
が
強
調
さ
れ
る
。
今
の
問
題
に
即
し
て
言
え
ば
、
「
価
値
」
の
問
題
「
当
為
」
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
た
人
が
、
あ

る
一
点
に
お
い
て
そ
れ
ら
が
完
全
に
「
克
服
」
さ
れ
る
体
験
を
得
て
、
「
空
」
の
立
場
に
入
る
と
い
う
考
え
方
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
西

で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

京
都
学
派
の
仏
教
的
宗
教
哲
学
か
ら
「
倫
理
」
へ
〔
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そ
れ
に
対
し
て
、
道
元
禅
的
な
「
修
証
一
等
」
の
立
場
は
、
「
修
」
（
修
行
）
と
「
証
」
（
悟
り
）
と
の
関
係
と
し
て
、
前
者
か
ら
後
者

へ
と
転
換
す
る
一
点
（
「
見
性
」
）
を
想
定
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
（
９
）
。
そ
し
て
、
悟
り
は
あ
く
ま
で
も
無
窮
で
あ
っ
て
修
行
が
終
わ
っ

て
完
全
な
悟
り
が
隠
れ
な
く
顕
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
人
間
に
と
っ
て
は
あ
り
え
な
い
と
説
く
。
こ
れ
を
「
当
為
」
と
「
空
」
と

の
問
題
に
即
し
て
言
え
ば
、
「
空
」
の
立
場
と
は
、
我
々
が
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
直
接
に
そ
こ
に
立
つ
こ
と
の
で
き
な
い
、
あ
く
ま
で
も

窮
め
つ
く
す
こ
と
の
で
き
な
い
立
場
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
へ
向
お
う
と
す
る
「
当
為
」
は
、
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
「
克
服
」
さ

れ
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
無
限
に
取
り
組
み
つ
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
（
四
。
し
か
も
そ
の
無
限
に
終
わ
る
こ
と
の

な
い
「
当
為
」
の
問
題
へ
の
取
り
組
み
に
お
い
て
の
み
、
「
空
」
は
、
そ
の
人
に
は
知
ら
れ
な
い
仕
方
で
わ
ず
か
に
そ
の
一
端
を
現
す
（
Ⅲ
）
。

ざ
る
を
え
な
い
。

谷
や
阿
部
に
は
、
確
か
に
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
見
ら
れ
る
（
８
）
。
し
か
る
に
、
「
空
」
の
立
場
に
お
い
て
「
倫
理
』
の
成
立
が
困
難
に

な
る
原
因
の
一
つ
は
、
こ
の
よ
う
に
、
「
空
」
の
立
場
に
入
っ
た
体
験
に
お
い
て
「
価
値
」
や
「
当
為
」
の
問
題
が
「
克
服
」
さ
れ
、
乗

り
越
え
ら
れ
る
と
す
る
考
え
方
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

「
空
」
の
立
場
に
お
い
て
「
当
為
」
の
立
場
が
「
克
服
」
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
空
」
の
立
場
で
は
そ
れ
が
、
も
は
や
解
決
済
み
の

立
場
と
し
て
置
き
去
り
に
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
「
当
為
」
の
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
も
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
「
倫

理
」
的
な
価
値
判
断
を
お
こ
な
う
こ
と
も
、
す
で
に
乗
り
越
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
問
題
の
切
実
さ
を
失
っ
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
、
「
空
」

の
立
場
で
も
「
倫
理
」
の
問
題
は
全
く
無
視
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
阿
部
が
論
じ
て
い
た
よ
う
に
、
一
旦
「
空
」
の
立
場
に
立
ち
、
そ
こ

か
ら
「
倫
理
」
へ
と
降
り
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
形
で
「
空
」
の
立
場
か
ら
導
出
さ
れ
る
「
倫
理
」
は
、

結
局
の
と
こ
ろ
「
空
」
の
次
元
の
内
部
で
語
ら
れ
た
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
「
空
」
の
体
験
を
も
っ

た
当
人
の
中
で
の
み
意
味
を
も
つ
「
倫
理
」
で
あ
り
、
現
実
の
世
界
に
お
け
る
倫
理
的
な
価
値
判
断
の
基
準
と
は
別
の
次
元
に
と
ど
ま
ら

日
本
哲
学
史
研
究
第
六
号
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以
上
の
よ
う
な
考
え
方
が
、
道
元
禅
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
可
能
と
な
る
。
そ
こ
で
は
、
「
当
為
」
は
、
「
空
」
が
我
々
に
現
成
す
る
た
め

の
媒
介
と
し
て
、
最
後
ま
で
本
質
的
な
問
題
で
あ
り
続
け
る
。
「
倫
理
」
と
「
空
」
と
の
対
立
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
こ
に
な
お
「
空
」

の
立
場
で
の
「
倫
理
」
を
見
出
す
可
能
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
方
向
に
、
そ
の
一
つ
の
あ
り
方
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

注＊
本
論
文
は
、
日
本
倫
理
学
会
第
五
十
九
回
大
会
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
日
本
思
想
か
ら
倫
理
学
へ
」
（
平
成
二
○
年
一
○
月
五
日
）
に
お
け
る
提

題
「
宗
教
思
想
か
ら
倫
理
学
へ
ｌ
京
都
学
派
の
仏
教
的
宗
教
哲
学
を
中

心
に
」
を
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
１
）
た
と
え
ば
、
田
辺
元
お
よ
び
西
谷
啓
治
に
関
す
る
英
語
の
総
文
集

の
タ
イ
ト
ル
は
、
、
厚
①
胃
一
鐘
＠
房
里
言
い
ｇ
ご
具
園
口
号
の
■
畳
目
⑥
冒
昌
◎

目
・
霞
爵
揖
ら
ｇ
］
お
よ
び
司
胃
丙
竺
喧
◎
扇
要
旨
、
ｇ
ご
島
昌
吻
三
冨
凰
穴
①
嘗

冒
ｇ
ｏ
這
昌
と
題
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
後
に
も
言
及
す
る
ヤ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
ブ
ラ
フ
ト
は
言
う
。
「
キ
リ
ス

ト
が
伝
え
た
宗
教
的
な
言
葉
が
、
彼
以
前
の
預
言
者
た
ち
の
と
同
様
、
本

質
的
に
倫
理
的
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
仏
教
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
が
あ

ま
り
明
確
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
。
「
仏
教
に
お
け
る
解
脱
へ
の
智

は
、
差
別
を
無
化
し
、
日
常
的
な
人
間
の
意
職
を
超
え
る
。
そ
の
智
が
、

京
都
学
派
の
仏
教
的
宗
教
哲
学
か
ら
「
倫
理
」
へ
〔
杉
本
〕

差
別
的
な
こ
の
世
の
出
来
事
に
関
す
る
智
を
も
保
証
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
」
君
自
国
昌
唱
９
ｓ
・
国
ａ
。

（
３
）
こ
の
カ
ス
リ
ス
の
問
題
提
起
に
対
す
る
応
答
と
し
て
、
［
シ
罵

ら
＄
〕
、
〔
冨
幽
恩
匡
Ｃ
ｓ
湯
］
が
あ
る
。

（
４
）
ブ
ラ
フ
ト
が
そ
の
よ
う
に
断
ず
る
の
は
、
高
坂
正
顕
や
高
山
岩
男

ら
に
よ
る
所
謂
「
世
界
史
の
哲
学
」
に
お
け
る
時
局
的
発
言
に
対
し
て

で
あ
り
、
こ
の
言
葉
は
、
家
永
三
郎
の
、
今
日
か
ら
見
れ
ば
過
度
に
感

情
的
と
評
せ
ざ
る
を
え
な
い
批
判
に
由
来
す
る
［
忘
国
国
国
嗅
己
這
》
圏
里
。

（
５
）
阿
部
は
「
唐
代
」
と
誤
記
．

（
６
）
原
文
は
、
「
上
堂
。
老
僧
三
十
年
前
未
参
輝
時
。
見
山
是
山
。
見

水
是
水
。
及
至
後
來
。
親
見
知
識
。
有
箇
入
虚
。
見
山
不
是
山
。
見
水

不
是
水
。
而
今
得
箇
休
歌
虚
。
依
前
見
山
祇
是
山
。
見
水
祇
是
水
」
（
『
五

燈
会
元
』
巻
十
七
「
南
嶽
下
十
三
世
上
黄
龍
心
輝
師
法
嗣
吉
州
青

原
惟
信
揮
師
」
）
。

（
７
）
阿
部
は
別
の
と
こ
ろ
で
は
、
他
に
対
す
る
「
慈
悲
」
と
い
う
観
点

一
○
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も
入
れ
つ
つ
、
「
価
値
判
断
の
究
極
的
な
基
準
…
．
：
判
断
は
、
問
わ
れ
て

い
る
物
あ
る
い
は
行
為
が
、
そ
の
人
の
自
己
お
よ
び
す
べ
て
の
他
者
を
覚

に
導
く
誓
願
と
行
と
に
適
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
な
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
」
［
ン
胃
ゞ
葛
］
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
覚
」
と
い
う

こ
と
も
「
如
」
と
い
う
語
で
論
じ
ら
れ
た
こ
と
と
同
じ
事
態
を
表
す
も
の

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

（
８
）
阿
部
の
青
原
惟
信
に
依
拠
し
た
論
理
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
構
造

を
も
っ
て
い
る
。
西
谷
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
「
意
識
の
場
」
「
虚
無

の
場
」
「
空
の
場
」
の
三
段
階
説
に
お
い
て
、
前
二
者
（
特
に
第
二
の
立
場
）

を
、
「
空
の
場
」
に
至
る
た
め
の
単
に
「
過
渡
的
」
な
「
急
ぎ
走
り
過
ぎ
る
」

べ
き
立
場
で
あ
る
と
す
る
点
な
ど
に
、
こ
の
性
格
が
濃
厚
に
表
れ
て
い
る

皀
穴
、
胃
勗
竺
。

（
９
）
道
元
は
あ
ち
こ
ち
で
臨
済
禅
的
な
「
見
性
」
を
批
判
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
道
元
は
言
う
、
「
仏
法
い
ま
だ
そ
の
要
見
性
に
あ
ら
ず
。
西
天

二
十
八
祖
、
七
仏
、
い
づ
れ
の
と
こ
ろ
に
か
仏
法
の
た
冨
見
性
の
み
な
り

と
あ
る
」
（
『
正
法
眼
蔵
』
「
四
禅
比
丘
」
）
。

（
”
）
京
都
学
派
の
宗
教
哲
学
と
「
倫
理
」
の
問
題
に
取
り
組
み
、
無
限

に
つ
づ
く
動
的
な
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
観
点
か
ら
一
つ
の
解
答
を
試
み
た
注

目
す
べ
き
論
文
と
し
て
、
冒
豊
蔦
ｇ
星
が
あ
る
。
そ
こ
で
デ
ー
ビ
ス
氏
は
、

上
田
閑
照
氏
の
「
非
神
秘
主
義
」
に
即
し
つ
つ
、
「
非
神
秘
主
義
の
プ
ロ

セ
ス
〔
日
常
の
価
値
的
差
別
の
世
界
を
超
越
し
、
再
び
そ
こ
に
入
る
と
い

日
本
哲
学
史
研
究
第
六
号

＊
本
論
文
発
表
は
、
日
本
学
術
振
興
会
の
科
学
研
究
費
（
特
別
研
究
員

奨
励
費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

う
円
環
的
な
プ
ロ
セ
ス
〕
の
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
動
き
が
善
の
源
泉

で
あ
る
。
…
…
一
方
、
自
我
に
、
も
し
く
は
神
秘
的
な
合
一
に
留
ま
る

こ
と
が
、
悪
の
源
泉
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
［
同

塁
巴
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
上
田
氏
の
思
想
も
、
西
谷
や
阿
部
と

同
様
、
ま
ず
日
常
の
世
界
を
超
越
し
、
そ
の
体
験
を
得
た
後
、
再
び
日

常
の
世
界
に
降
り
て
ゆ
く
、
と
い
う
臨
済
禅
的
な
枠
組
み
に
基
づ
い
て

お
り
、
そ
こ
で
想
定
さ
れ
る
動
的
な
プ
ロ
セ
ス
（
そ
し
て
そ
れ
に
基
づ

く
「
倫
理
」
）
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
悟
り
」
の
次
元
の
内
部
に
止
ま
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
皿
）
こ
の
「
修
」
と
「
証
」
と
の
関
係
を
、
鳥
と
空
と
い
う
轡
え
に
よ
っ

て
印
象
的
に
描
い
た
道
元
の
言
葉
が
あ
る
。
「
う
を
水
を
ゆ
く
に
、
ゆ
け

ど
も
水
の
き
は
な
く
、
烏
そ
ら
を
と
ぶ
に
、
と
ぶ
と
い
へ
ど
も
そ
ら
の
き

は
な
し
。
し
か
あ
れ
ど
も
、
う
を
と
り
、
い
ま
だ
む
か
し
よ
り
み
づ
そ
ら

を
は
な
れ
ず
。
…
…
し
か
あ
る
を
、
水
を
き
は
め
、
そ
ら
を
き
は
め
て

の
ち
、
水
そ
ら
を
ゆ
か
ん
と
擬
す
る
鳥
魚
あ
ら
ん
は
、
水
に
も
そ
ら
に
も

み
ち
を
う
べ
か
ら
ず
。
と
こ
ろ
を
う
べ
か
ら
ず
。
こ
の
と
こ
ろ
を
う
れ
ば
、

こ
の
行
李
し
た
が
ひ
て
現
成
公
案
す
」
（
『
正
法
眼
蔵
』
「
現
成
公
案
二
。

一
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引
用
文
献

『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
岩
波
書
店
、
己
ａ
（
三
日
と
略
記
し
、
巻
数
と
頁

数
と
を
記
す
）
。

『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
創
文
社
、
己
駅
‐
（
ｚ
穴
。
と
略
記
し
、
巻
数
と
頁
数

と
を
記
す
）
。

諺
句
④
三
陽
画
。

這
蹟
Ｎ
ｇ
員
電
亀
雲
曾
討
雪
国
琴
目
函
雪
．
ご
巳
く
興
望
這
具
雷
画
毛
昌
卑
綴
の
．

這
囹
乏
筥
．
普
昌
§
も
且
霞
里
月
冨
。
冒
邑
目
ら
９
両
ご
と
這

這
＠
つ
六
⑥
三
目
言
。
◎
二
画
目
旦
口
望
弓
閏
三
。
ｍ
匡
．
哩
曽
色
．
冒
旨
ゴ
コ
ロ
○
．
ご
戸
］
、
幽
冒
ユ

。
壹
爵
さ
言
⑱
『
看
①
の
（
ａ
・
）
望
⑮
国
号
電
冒
的
。
○
寡
壁
画
豆
葦
冒
と
曹
身
苧
〔
￥
冨
望
冒
弓

、
ご
麸
馬
湧
昌
さ
ご
量
尋
』
昏
冒
。
』
胃
。
葛
。
。
具
○
弓
箭
ｍ
ｏ
ｏ
厨
．

ら
ｇ
ｏ
ｏ
具
国
冒
宮
旨
①
閉
酌
冒
旦
両
雲
弓
＄
．
旨
い
電
皇
号
酎
ミ
ロ
弓
旦
雪
国
苦
言
寺
。
冒
昏
函
馬
，

ｃ
己
ぐ
⑦
『
里
昌
具
題
勇
琶
農
淳
⑮
鵠
．
這
い
ｇ
舎

口
四
二
妙
国
『
鼻
室
《

９
房
冨
三
届
Ｑ
ｏ
ｇ
Ｑ
８
３
『
ｚ
ｏ
号
言
曾
駅
騨
匡
①
含
馨
胃
昌
①
昌
一
碗
ｚ
ｇ
‐

言
冒
亘
妨
ョ
騨
邑
言
①
。
ｇ
豊
呂
島
国
三
。
唖
旨
隠
画
冒
段
冨
９
．
冒
専
昌
爵
、
具

身
盲
電
閏
。
、
ミ
ｇ
ｇ
ミ
坪
罵
璽
圖
＆
里
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