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世
界
を
解
繹
す
る
の
に
、
経
験
を
根
櫨
と
す
る
か
、
理
性
の
論
理
性
に
黒
髭
す
る
か
は
、
相
容
れ
な
い
穀
界
槻
を
成
立
せ
し
め
る
二
つ

の
大
き
な
根
本
的
立
場
で
あ
る
。
た
と
ひ
醗
配
れ
が
騰
系
的
な
意
識
を
構
思
す
る
に
至
ら
な
い
場
含
に
於
い
て
も
、
爾
者
の
何
れ
に
璽
黙
を

置
く
か
に
依
っ
て
、
思
想
上
甚
し
き
距
離
を
生
ず
る
こ
と
は
、
精
親
鍵
〆
上
記
界
の
至
る
所
に
見
．
轟
さ
れ
る
藥
費
で
あ
り
、
麦
那
に
於
い
て

も
岡
よ
り
例
外
で
は
な
い
。

　
支
那
に
於
い
て
、
含
理
主
蔑
的
灘
界
概
が
成
立
す
る
の
は
、
紀
冗
萌
四
五
世
紀
、
春
秋
の
末
か
ら
戦
國
時
代
に
互
る
時
期
を
待
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
時
期
に
於
け
る
か
玉
る
展
開
を
可
能
な
ら
し
め
る
畏
め
に
は
、
入
閥
理
性
の
毅
見
、
入
聞
理
性
へ
の
信
頼
が
、

少
く
と
も
温
め
或
る
程
度
に
準
備
さ
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
勿
論
、
理
性
の
褒
見
の
し
か
た
、
信
頼
の
程
度
、
更
に
は
理
性
自
灘
の
解
麗

な
ど
の
諸
黙
に
關
し
て
、
種
々
の
豊
異
が
宿
る
こ
と
は
免
れ
な
い
が
、
よ
り
合
理
的
立
場
を
搬
見
し
建
設
し
よ
う
と
す
る
意
志
が
、
一
つ

の
支
配
的
方
向
を
取
っ
て
動
い
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
現
象
こ
そ
は
、
周
初
以
後
春
秋
肥
代
に
至
る
約
四
百
年
の
精
華
史

を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
辮
す
る
も
愚
嘗
で
な
い
。
以
上
の
如
き
、
合
理
主
震
成
立
に
先
沖
す
る
所
の
、
言
は
ゴ
蕊
公
的
動
き
は
、
大
饗
三

　
　
　
古
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郷
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念
論
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戊
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縦
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識

つ
の
黙
に
就
い
て
比
較
的
顯
著
に
把
握
す
る
こ
と
が
串
守
る
。
そ
し
て
、
此
の
三
者
は
春
秋
以
降
の
愚
想
的
獲
展
に
謁
し
、
そ
れ
ぐ
の

慧
味
に
於
い
て
寄
製
す
る
こ
と
少
か
ら
ざ
る
を
考
へ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
決
し
て
偶
然
で
な
い
所
以
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

二

　
さ
て
、
三
碧
の
第
一
は
、
道
徳
意
識
の
確
立
に
慰
し
て
現
れ
る
合
理
的
思
惟
で
あ
る
Q
殿
煽
．
彌
支
配
穣
の
交
代
は
、
精
瀞
簗
的
に
も
正

に
一
思
期
を
測
す
る
と
言
ふ
に
足
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
監
製
の
移
動
は
、
勿
論
そ
の
趨
動
力
と
し
て
の
諸
多
の
融
愈
的
條
件
の
麺
化

に
由
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
入
聞
精
淋
の
黄
化
も
當
然
そ
れ
に
伸
ふ
も
の
と
し
て
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
凋
初
の
支
配
階
級
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご

よ
っ
て
強
調
さ
れ
た
「
敬
徳
」
は
、
そ
の
意
味
に
於
い
て
大
い
に
操
舵
に
値
ひ
す
る
。
例
へ
ぽ
、
冷
語
の
召
諮
に
、

　
　
　
今
天
共
命
哲
命
吉
差
潮
歴
年
、
知
今
我
初
服
、
宅
一
薪
邑
↓
蔓
生
王
其
疾
敬
レ
徳
、
王
孫
ハ
徳
之
用
、
所
二
天
之
永
命
納

と
言
ふ
の
は
、
支
配
者
と
し
て
敬
徳
を
貴
ぶ
べ
き
を
論
い
た
も
の
で
あ
る
。
天
に
よ
っ
て
輿
へ
ら
れ
る
折
∵
吉
・
歴
年
．
長
久
と
い
ふ
よ
う

な
善
き
命
蓮
は
、
す
べ
て
尉
主
自
身
の
敬
徳
を
前
提
と
し
て
始
め
て
期
待
さ
れ
、
ま
た
鴛
主
が
天
の
永
き
庇
護
を
求
め
ん
と
欲
す
る
な
ら

ぽ
、
自
ら
徳
を
修
め
る
以
外
に
道
無
き
こ
と
を
蓮
べ
て
い
る
。
召
譜
で
は
ま
た
、
愚
・
凶
・
歴
年
短
小
と
い
ふ
が
如
き
悪
命
は
、
君
主
の

不
敬
徳
を
原
因
と
し
て
現
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
夏
蔦
の
王
が
「
不
敬
厭
徳
」
に
よ
っ
て
命
を
墜
し
滅
亡
に
董
つ
た
所
以
が
反
覆
力
詮

さ
れ
て
い
る
以
上
、
少
く
と
も
下
墨
陪
級
の
理
念
と
し
て
徳
の
問
題
が
新
た
に
幸
く
反
省
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
術
書
の
酒
諾
は
、
新
し
い
君
主
に
甥
し
て
瀬
を
愼
し
む
べ
き
な
戒
告
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
、
酒
の
歓
用
は
祭
祀
の

場
含
に
限
ら
れ
る
べ
き
こ
と
、
難
び
に
徳
を
以
て
自
ら
節
し
亀
鑑
に
隠
る
ま
じ
き
こ
と
を
遽
べ
て
い
る
。
徳
に
回
す
る
類
似
の
恩
惣
は
、

禰
初
蝶
配
階
級
の
理
念
と
し
て
樹
書
の
他
の
諸
篇
に
も
瀕
要
す
る
。
そ
れ
等
を
綜
合
し
て
舗
製
す
れ
ば
、
徳
は
人
聞
に
窺
極
的
幸
輻
を
約

束
す
る
も
の
で
あ
り
、
且
つ
其
れ
は
自
己
反
省
に
よ
る
感
性
的
誘
惑
か
ら
の
防
禦
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
、
と
考
へ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

結
論
さ
れ
る
Q
つ
ま
り
、
徳
は
人
間
自
身
の
主
翼
的
努
力
に
依
っ
て
の
み
生
み
出
し
得
る
精
製
的
能
力
で
あ
り
、
明
か
に
人
選
の
荷
ふ
灰
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の
一
箇
の
群
論
的
儂
寵
に
外
な
ら
な
い
Q
然
り
と
す
れ
ば
、
徳
は
人
人
の
自
畳
に
上
っ
た
謡
初
に
於
い
て
、
既
に
感
性
的
縫
箔
陶
工
の
原

理
と
し
て
出
現
し
た
事
に
な
る
が
、
こ
れ
は
將
來
道
徳
に
話
す
る
合
理
論
の
展
開
に
就
い
て
看
汚
し
得
な
い
意
霧
を
も
つ
て
い
る
Q

　
股
代
の
文
化
を
傳
へ
る
直
接
資
料
に
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
徳
の
概
念
を
示
す
恵
な
る
文
話
が
褒
見
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
股
の
如

き
宗
教
的
肚
愈
に
在
っ
て
は
入
溝
の
年
歯
的
解
放
が
極
め
て
不
完
全
で
、
心
の
自
主
的
作
用
に
よ
る
領
簸
の
意
識
が
搬
生
し
難
い
か
ら
に

外
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
精
紳
力
に
よ
る
感
性
的
快
樂
の
節
制
に
無
比
を
認
め
る
代
り
に
、
む
し
ろ
紳
意
に
封
ず
る
一
方
的
依
存

に
、
よ
り
高
い
錦
窯
意
識
を
抱
い
た
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
、
股
も
末
期
に
進
む
に
從
っ
て
、
徐
徐
に
精
淋
的
展
開
の
跡
を
冤
せ
て
は
い
る

が
、
徳
の
本
字
と
認
む
べ
き
恵
の
字
が
、
周
代
初
期
の
金
器
銘
に
至
っ
て
始
め
て
幽
現
す
る
事
費
は
、
そ
の
自
畳
が
磐
代
に
於
い
て
猫
ほ

雪
ふ
に
足
り
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
と
書
へ
よ
う
Q
卍
字
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
「
心
に
私
ひ
磁
の
聲
」
と
見
る
説
と
、
「
玉
転
」
を
古
癖

と
す
る
筆
意
丈
宇
と
見
る
論
と
が
並
存
す
る
が
、
何
れ
に
し
て
も
人
闇
の
誤
払
的
な
野
司
の
歌
誌
に
嘉
す
る
省
察
を
前
提
と
し
て
戯
質
し

た
丈
字
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
詳
し
て
徳
が
心
そ
の
も
の
x
属
領
か
ら
一
先
づ
離
れ
、
入
聞
の
行
爲
に
就
い
て
考
へ
ら
れ
る

場
合
に
お
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
で
の

　
　
　
王
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歌
人
紬
瓢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ぎ

　
　
　
我
周
之
凍
遜
、
督
鄭
是
依
、
蜘
今
以
・
・
小
門
一
帯
レ
之
、
是
以
こ
小
罪
噛
置
・
大
徳
一
也
、
謙

の
諸
例
に
晃
ら
れ
る
が
如
く
、
精
紳
的
に
せ
よ
物
質
的
に
せ
よ
、
す
べ
て
他
入
に
恩
愛
を
施
す
行
爲
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
後
に
孔
子
や

墨
子
な
ど
が
這
徳
の
淵
源
を
愛
構
に
求
め
た
事
賢
を
考
へ
る
時
、
い
か
に
も
．
干
瓢
の
不
可
分
關
係
を
思
は
し
め
る
に
足
る
が
、
人
に
恩
愛

を
典
へ
る
こ
と
は
、
自
己
の
感
性
的
快
樂
の
抑
制
と
表
裏
す
る
行
動
で
あ
り
、
少
く
と
も
意
味
的
に
は
密
接
な
聯
繋
の
う
ち
に
在
る
と
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

へ
る
。
孔
子
が
愛
と
霧
笛
と
を
以
て
仁
の
要
素
と
聴
し
、
墨
子
が
顛
愛
ど
節
欲
と
を
張
下
し
た
の
は
、
廼
徳
論
の
展
…
囲
と
し
て
見
た
場
合
、

決
し
て
偶
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
所
で
、
感
性
的
快
樂
の
否
定
の
上
に
成
立
す
る
精
淋
的
快
樂
の
褒
見
と
言
ひ
、
他
人
に
止
す
る
恩
愛
の
施
災
と
鴛
ひ
、
す
べ
て
自
ら
の

　
　
　
賞
代
支
郷
に
於
け
る
擬
念
論
の
熾
繊
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一
一
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欝
簿
牽
響
兜
　
　
第
騰
縦
騰
志
丁
編
ハ
糠
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聡

人
閤
性
へ
の
徹
底
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
る
純
入
間
的
な
も
の
で
、
紳
の
纏
威
と
は
、
直
接
に
何
等
の
關
聯
性
を
も
認
め
得
な
い
も
の
で
あ

る
。
か
エ
る
行
業
に
濫
徳
性
が
肯
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
以
上
、
債
値
に
關
す
る
認
識
に
根
本
的
繕
動
の
生
じ
た
こ
と
を
承
認
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
召
譜
の
思
想
で
、
善
悪
の
運
命
は
天
の
司
る
所
と
考
へ
ら
れ
て
い
る
勲
は
、
依
然
と
し
て
古
い
宗
敦
的
思
惟
の
遺
存
を
思
は

し
め
る
が
、
こ
の
尊
属
で
も
天
が
評
贋
の
擦
り
所
と
す
る
も
の
は
入
間
自
身
の
測
造
に
孫
る
徳
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
黒
雲
的

穣
威
は
、
や
は
り
人
言
理
性
の
諾
威
に
若
干
の
地
歩
を
譲
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
況
ん
や
、
潭
譜
の
場
合
の
如
く
、
快
樂
抑
制
の

原
理
と
爲
さ
れ
る
に
於
い
て
は
、
宗
教
的
権
威
と
は
最
早
荒
く
何
等
の
關
係
を
も
有
し
な
い
。
此
に
示
さ
れ
た
、
所
與
の
も
の
か
ら
自
己

の
側
沖
す
る
も
の
へ
の
信
頼
と
い
ふ
採
点
は
、
合
理
的
思
惟
の
展
開
を
そ
の
ま
蕊
端
的
に
反
映
し
た
も
の
と
考
へ
て
差
支
へ
な
い
。

三

　
蓮
徳
に
關
す
る
合
理
的
思
惟
は
、
周
の
中
期
以
降
い
よ
く
纈
著
に
展
開
す
る
Q
敬
徳
主
嚢
の
一
つ
の
褒
展
形
態
と
し
て
、
封
人
的
徳

島
の
分
化
が
行
は
れ
、
そ
の
数
が
可
威
り
増
回
し
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
　
仁
・
毅
。
禮
・
樂
・
孝
・
弟
・
忠
・
僧
・
知
∴
男
・

詳
・
点
・
正
・
直
・
利
の
如
く
、
比
較
的
頻
嘉
す
る
主
要
徳
目
の
み
な
畢
げ
て
も
、
優
に
十
指
に
勝
る
と
い
ふ
現
象
は
、
そ
の
こ
と
意
解

麟
に
寡
徳
意
識
の
向
上
を
物
語
る
関
左
で
あ
る
。
徳
隅
の
鹸
”
加
は
直
接
に
は
血
黒
部
諸
關
係
の
分
化
或
ひ
は
複
難
化
に
原
窮
し
て
い
る

が
、
そ
の
諸
關
係
に
点
す
る
含
理
的
思
惟
を
尽
く
場
含
に
は
、
か
鼠
る
道
徳
上
の
諸
概
念
は
擁
立
す
る
筈
が
無
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
更
に
重
要
な
こ
と
は
、
徳
目
が
燈
琵
労
し
た
の
み
で
な
く
、
そ
れ
等
は
決
し
て
孤
立
的
な
も
の
と
し
て
在
る
の
で
な
く
、
相
互
の
闘
に

例
等
か
の
合
理
的
關
係
が
考
へ
ら
れ
て
い
る
纂
賢
で
あ
る
。
例
へ
ば
、

　
　
　
名
以
出
レ
信
、
信
以
守
L
器
、
器
以
藏
‘
禮
、
禮
以
行
レ
震
、
詮
以
生
レ
利
、
利
以
六
丁
ダ
属
、
政
之
大
慾
…
也
、
縄

に
於
い
て
は
、
政
治
の
大
節
と
認
む
べ
き
諸
徳
の
漣
鎮
的
關
係
が
定
立
さ
れ
て
い
る
。
鄭
ち
、
劣
位
爵
號
に
よ
っ
て
相
州
信
頼
の
徳
が
確

立
さ
れ
、
こ
の
信
頼
の
徳
に
依
っ
て
階
級
性
の
表
徴
た
る
車
服
器
物
を
正
當
に
維
持
し
得
る
Q
車
服
．
器
物
こ
そ
は
禮
を
流
罪
的
に
明
示
す



る
も
の
と
言
へ
る
が
、
か
鼠
る
禮
的
秩
序
の
下
に
於
い
て
の
み
、
細
物
の
在
る
べ
き
正
し
い
在
り
方
が
保
讃
さ
れ
る
。
事
物
の
正
し
い
在

り
方
は
祉
會
の
幸
輻
を
麗
し
、
就
會
の
幸
輻
は
入
超
を
安
定
せ
し
め
る
、
と
い
ふ
の
で
あ
る
か
ら
．
、
こ
玉
で
は
信
禮
違
利
の
四
奢
は
…
つ

の
綜
含
的
…
麗
系
と
し
て
、
合
理
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
見
．
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
○
ま
た

　
　
　
敬
文
之
恭
也
、
忠
文
之
賢
也
、
信
交
之
孚
也
、
仁
文
之
愛
也
、
鷲
文
之
制
也
、
智
文
之
輿
也
、
勇
文
之
帥
也
、
教
文
之
徳
也
、
孝
文
之
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぱ

　
　
　
也
、
惑
文
之
慈
也
、
護
文
之
材
也
、
罷

に
在
っ
て
は
、
敬
よ
り
誕
に
至
る
十
一
の
縁
賦
が
す
べ
て
文
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
る
と
い
ふ
構
造
を
以
て
組
織
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
瓢

に
文
と
は
、
　
一
劫
遺
徳
の
根
源
に
在
る
城
高
の
原
理
を
指
す
か
ら
、
敬
以
下
の
十
一
徳
は
業
の
そ
れ
ぐ
の
特
殊
形
態
た
る
意
昧
に
於
い

て
、
調
和
的
不
可
分
關
係
に
在
る
も
の
と
考
へ
自
、
れ
る
。
道
徳
の
分
化
が
…
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
そ
の
統
一
原
理
が
幽
く
要
求
さ
れ
る
の
は

眩
然
で
あ
る
。
此
に
見
、
ら
れ
る
文
の
概
念
は
正
に
其
の
磨
砂
と
し
て
走
競
し
た
も
の
鼠
一
つ
で
あ
る
が
、
費
は
文
の
み
に
止
ら
な
い
。
伺

　
　
　
　
　
び

書
の
洪
範
は
敵
治
の
最
高
原
理
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
皇
枢
」
の
條
下
に
於
い
て
、
君
主
は
好
徳
の
人
を
撃
癒
す
べ
き
を
蓮

べ
た
の
に
績
け
て
、
蹴
ハ
理
由
に
言
及
し
、
若
し
君
主
が
か
く
の
如
く
す
れ
ば
、
応
用
さ
れ
た
人
は
必
ず
慮
勉
自
彊
し
て
、
皇
糎
帥
ち
大
中

の
道
に
進
む
で
あ
ら
う
、
と
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
道
徳
の
窮
極
に
在
る
も
の
を
「
中
」
と
試
し
、
道
徳
は
す
べ
て
「
申
」
の
原
理
か
ら

導
き
患
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
思
想
を
示
す
。
　
「
中
」
は
美
的
調
和
の
籟
敏
で
あ
る
か
ら
、
條
理
の
塾
主
を
意
味
す
る
「
文
」
の
場
合

と
岡
じ
く
、
道
徳
の
最
高
原
理
を
求
め
ん
と
す
る
含
蟻
的
思
惟
の
所
産
に
係
る
こ
と
は
説
明
を
要
し
な
い
・

　
以
上
の
如
く
、
周
忌
後
最
期
に
於
い
て
は
、
滋
徳
の
分
化
が
生
じ
て
徳
目
の
滅
し
き
鹸
員
殖
が
爲
さ
れ
る
と
共
に
、
そ
の
綜
合
的
理
解
を

促
進
し
な
け
れ
ば
已
ま
な
い
親
念
．
的
要
議
が
顯
．
署
で
あ
っ
た
こ
と
が
淀
員
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

803

四

擬
念
的
合
理
盤
の
造
求
は
、
決
し
て
猫
り
遜
徳
の
問
題
の
み
に
止
ら
な
か
っ
た
。
祭
祀
に
蘭
す
る
解
灘
の
麺
牝
は
、
そ
の
第
二
と
し
て

　
　
寅
代
寅
郷
に
於
け
る
親
念
論
齢
識
醸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
滋
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哲
撫
鰹
究
第
一
胃
醐
＋
穴
舞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

璽
要
で
あ
る
Q
入
聞
の
糖
類
能
力
が
徳
の
名
に
於
い
て
康
治
を
主
張
し
飴
…
め
た
時
に
當
っ
て
、
集
線
の
意
味
が
新
た
に
反
省
さ
れ
た
の
は

極
め
て
當
然
と
謂
は
な
け
れ
ば
な
為
．
な
い
。
祭
祀
の
鍔
象
と
な
る
灘
聖
者
の
性
格
は
薗
よ
り
複
雑
多
糠
で
あ
り
、
周
代
後
牛
に
於
い
て
は

自
然
銅
の
一
郡
も
灘
雄
と
嗣
じ
く
園
蒙
的
信
仰
の
封
象
と
爲
り
、
勝
っ
て
典
の
祭
祀
儀
禮
は
宗
廟
の
そ
れ
と
共
に
、
純
粋
な
山
南
的
行
事

と
昌
、
、
獅
ふ
よ
り
も
、
む
し
ろ
行
政
．
の
一
顧
を
形
づ
く
っ
て
い
る
状
態
に
在
っ
た
の
で
あ
る
が
、
特
に
此
の
種
の
祭
祀
が
先
づ
合
理
的
襲
爵
か

ら
北
ハ
の
意
味
を
稗
認
識
さ
れ
る
に
蓋
つ
た
の
・
で
あ
る
。

　
春
秋
の
始
め
、
魯
の
曹
劇
が
祭
祀
の
形
式
主
謎
を
批
評
し
て
、

　
　
　
夫
寅
艶
本
而
後
属
齢
二
宿
志
当
畏
和
術
後
紳
降
二
品
格
↓
嚇
甲
乙
以
・
．
盛
塩
叫
祀
以
…
掲
恭
（
縮
属
隷
レ
鶴
也
、
脚
弗
レ
輻
也
、
隷

と
言
っ
た
の
は
、
祭
祀
な
專
ら
政
治
的
側
面
か
ら
槻
擦
す
る
前
提
に
立
っ
て
の
論
議
に
は
相
異
な
い
が
、
紳
と
民
と
の
關
係
が
政
治
に
關

す
る
限
り
逆
韓
し
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。
嗣
じ
思
想
は
同
じ
頃
平
穏
に
よ
っ
て
も
展
閉
瀞
．
c
れ
た
。

　
　
　
夫
民
紳
之
主
也
、
琵
以
聖
王
先
域
属
、
而
後
致
「
・
力
於
紳
触
灘

こ
の
場
含
、
問
題
は
一
輪
明
確
に
解
決
さ
れ
て
い
る
。
劔
と
な
れ
ば
、
蜂
腰
は
上
の
語
に
績
け
て
祭
祀
の
形
式
的
蕗
備
の
無
意
難
を
帯
く

と
共
に
、
君
主
が
三
無
・
な
務
め
五
教
を
修
め
九
族
を
親
し
み
以
て
民
の
和
を
得
る
こ
と
が
、
紳
の
恩
惑
を
期
待
し
得
る
唯
一
の
條
件
た
る

べ
き
を
張
調
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
Q
三
時
を
諮
…
め
る
と
は
農
政
を
誤
ら
ざ
る
こ
と
を
謂
ひ
、
五
教
を
修
め
九
族
を
親
し
む
と
は
父
母
兄

第
　
妻
叫
†
な
寧
心
し
G
す
る
籔
族
一
五
h
序
を
錐
へ
る
こ
－
．
し
、
楓
艇
つ
で
岬
醗
・
無
生
．
｝
欝
に
於
け
・
る
塞
ふ
小
的
讃
｝
徳
秩
晶
暇
な
軸
擁
山
ユ
す
る
こ
し
仙
を
飾
職
ふ
。
仙
脚
繍
鳳
に

封
ず
る
敬
柔
な
る
奉
仕
が
、
総
て
の
幸
顧
を
約
束
す
る
，
唯
一
の
前
揚
を
崩
す
な
ら
ば
、
北
川
れ
は
如
何
な
る
意
味
に
於
い
て
も
十
分
絶
欝
者

と
し
て
の
擢
能
を
探
持
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
今
や
幸
輻
の
可
能
性
に
滑
す
る
嫡
持
は
、
特
定
の
行
政
的
成
功
を
選
鉱
と
し
て
始
め

て
許
さ
れ
る
と
解
騨
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
紳
の
性
格
は
著
し
い
憂
化
を
嚢
け
た
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
。
祭
祀
は
淋
．
盤
に
封
ず

る
直
接
的
行
爲
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
な
・
＼
坤
っ
て
書
跡
の
場
に
於
け
る
或
る
特
爲
的
贋
値
を
論
争
と
し
て
、
購
接
に
五
一
隈
に
關
係

す
る
行
爲
と
爲
さ
れ
て
い
る
。
此
は
敷
治
愚
想
と
し
て
見
れ
ば
、
所
謂
祭
政
一
致
と
…
冒
へ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
蒼
來
め
祭
政
一
致
と
は

臨
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實
町
上
頗
る
蹴
離
の
有
る
も
の
で
あ
る
。
紳
霜
諾
の
解
礫
と
し
て
見
れ
ば
、
幸
編
輿
奪
の
擢
限
は
昔
通
り
之
を
認
め
て
い
る
も
の
エ
、
こ
X

に
親
心
さ
れ
て
い
る
紳
は
、
政
」
治
の
可
否
に
就
い
て
常
に
霊
前
な
評
債
を
下
す
べ
き
合
理
的
愚
推
の
．
所
膚
蔚
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

ら
、
二
心
沈
め
て
難
曲
的
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
れ
は
轡
翻
・
季
梁
ら
自
身
の
理
性
の
反
映
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
か
エ
る

理
性
的
な
融
の
幾
念
は
、
や
が
て
典
の
人
路
性
な
葉
て
去
っ
て
、
抽
象
的
原
説
と
し
て
の
絶
野
心
く
、
移
行
す
る
於
湖
方
向
を
約
束
さ
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
の
專
は
天
の
毒
念
の
墾
燧
が
、
事
資
を
以
て
讃
解
す
る
。
森
秋
粋
代
の
文
順
い
に
見
え
る
天
の
撹
念
は
甚
だ
多
様
で
、
感
発
的
な
自
然

物
と
し
て
の
天
を
始
め
、
運
命
の
支
配
者
た
る
満
満
紳
，
蓮
命
そ
の
も
の
、
挙
鐵
の
原
蟻
、
と
い
ふ
よ
う
に
、
応
戦
の
内
容
を
以
て
欝
現

し
て
く
る
。
自
然
天
は
姑
ら
く
問
題
外
と
し
、
運
命
の
な
配
鋳
た
る
天
に
は
、
人
…
間
を
守
護
し
人
閉
に
霜
守
ら
毒
…
鵬
な
興
へ
る
糠
威
者
た
る

面
に
於
い
て
毒
念
さ
れ
る
場
合
と
、
逆
に
人
聞
に
取
っ
て
恐
る
べ
き
作
用
を
瞥
む
費
ヵ
者
た
る
面
に
於
い
て
、
擬
念
さ
れ
る
場
合
と
の
腿
別

は
有
る
が
、
等
し
く
人
惰
的
な
紳
と
考
へ
ら
れ
た
こ
と
は
、
疏
ハ
れ
が
供
犠
や
晒
竹
の
欝
象
と
爲
っ
て
い
た
事
賢
を
以
て
…
讃
明
さ
れ
る
。
か

」
る
宗
教
的
な
天
な
ら
人
格
性
が
漸
次
縮
薄
化
さ
れ
て
ゆ
く
と
、
藩
命
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
中
備
的
概
念
に
縛
化
す
る
。
例
へ
ば

　
　
　
囲
之
存
亡
天
也
・
漁
子
何
知
焉
・
轍

　
　
　
孤
始
額
不
’
及
“
此
、
鞭
及
之
、
歳
非
’
天
也
、
燃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛

の
如
き
も
の
で
、
こ
エ
で
は
実
二
者
た
る
人
格
的
要
素
は
殆
ん
ど
感
、
許
し
得
な
い
ま
で
に
弱
ま
り
、
　
一
箇
の
必
然
の
勢
と
し
て
拍
握
さ
れ

て
い
る
。
所
が
、
天
の
観
念
が
更
に
撚
穣
化
の
遠
謀
へ
進
む
聯
に
は
、
形
而
下
的
要
素
は
一
切
捨
象
さ
れ
て
途
に
発
く
理
法
の
概
念
に
到

蓬
す
る
Q

　
　
　
善
之
代
二
不
競
鼠
天
命
也
、
鰐

　
　
　
晟
天
之
生
也
、
知
γ
天
必
知
レ
民
突
、
調

の
譲
綱
が
麟
ち
典
叙
で
あ
る
Q
此
一
蹴
冨
ふ
天
命
が
凝
脂
の
運
命
の
意
味
で
な
い
こ
と
は
、
善
の
登
戸
に
代
ザ
螢
こ
レ
篇
が
魯
煽
熱
熱
法
に
外
な

　
　
　
古
靴
識
麟
に
於
評
る
鞭
念
義
の
繊
窯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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誓
學
醗
究
　
嬉
撚
欝
賊
十
穴
雛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

ら
な
い
所
以
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
全
燈
の
趣
旨
に
照
し
て
自
裁
で
あ
る
⇔
運
諏
は
人
力
を
以
て
如
憩
と
も
毒
し
得
な
い
超
越
的
橡
定
的

な
実
配
力
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
或
る
必
然
性
ぱ
当
然
是
認
さ
れ
て
よ
い
。
こ
の
意
味
か
ら
言
へ
ぽ
、
必
然
そ
の
も
の
た
る
理
法
と
極

め
て
親
近
性
を
有
す
る
と
讃
へ
る
。
天
命
な
る
語
が
蓬
命
と
理
法
と
の
爾
竣
を
勲
ね
得
る
所
以
は
正
に
既
に
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か

し
、
蓮
命
が
～
慮
自
ら
は
人
闘
的
要
素
を
斥
け
な
が
ら
、
4
5
帥
に
何
か
主
霊
的
人
格
を
共
の
背
後
に
惣
毒
し
よ
う
と
す
る
雰
圃
氣
を
帯
び
る
に

饗
し
、
理
法
は
共
の
徹
底
せ
る
自
律
性
の
故
を
以
て
、
か
玉
る
雰
園
氣
を
根
木
的
に
一
掃
し
た
冷
麗
な
費
在
に
外
な
ら
な
い
Q
そ
こ
に
は

宗
藪
野
選
物
は
金
く
褒
見
す
る
こ
と
が
轟
來
な
い
。
此
に
躍
れ
ば
天
の
入
格
的
盤
格
も
感
性
的
性
格
も
共
に
絶
滅
し
、
天
は
た
い
＾
糧
念
の

反
映
と
し
て
の
み
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
天
の
絶
轡
性
は
愛
化
な
く
存
績
が
許
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
濁
点
性
の
本
質
は
宗

教
的
な
も
の
か
ら
理
性
的
な
も
の
へ
と
移
行
し
た
の
で
あ
る
が
、
其
の
原
器
が
人
閤
理
性
の
中
に
在
る
こ
と
は
詮
明
す
る
ま
で
も
無
い
で

あ
ら
う
。

　
道
徳
及
び
祭
麗
と
並
ん
で
第
三
に
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
易
驚
の
解
毒
に
得
す
る
…
議
題
で
あ
る
。
神
の
意
志
が
人
闇
の
理
性

や
覇
断
に
優
越
す
る
と
信
ぜ
ら
れ
た
乗
開
時
代
か
ら
、
紳
の
最
高
の
意
志
を
知
る
べ
き
唯
一
の
聯
聖
な
手
嫁
き
と
し
て
、
長
く
其
の
勢
威

を
保
持
し
て
き
た
ト
筆
は
、
そ
れ
自
選
本
來
的
に
非
合
理
的
な
も
の
に
相
異
な
い
。
か
x
る
性
格
の
も
の
が
、
萄
く
も
含
理
主
達
哲
學
の

人
影
に
關
賀
し
て
一
つ
の
問
題
黙
と
爲
り
得
る
こ
と
は
、
或
ひ
は
奇
異
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
か
く
の
如
き
も
の
N

中
に
も
、
否
か
く
の
如
き
も
の
な
れ
ば
こ
そ
、
却
っ
て
含
量
的
愚
雛
の
進
む
に
作
っ
て
、
よ
り
懐
剣
な
揖
抗
が
生
じ
た
と
も
考
へ
ら
れ

る
。
周
の
後
牛
期
に
於
い
て
も
、
超
越
者
の
紳
秘
嘗
試
断
に
絶
欝
欝
意
騰
を
認
め
、
行
爲
の
最
後
の
櫨
…
り
嘘
と
爲
さ
う
と
す
る
宗
教
的
態

度
は
依
然
と
し
て
糠
績
さ
れ
て
い
る
が
、
瀞
秘
的
舗
麟
の
意
味
内
容
を
解
明
す
る
論
礁
に
就
い
て
、
煮
干
の
新
し
い
競
象
が
叢
生
し
た
こ

と
に
注
目
し
た
い
の
で
あ
る
。
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易
策
は
要
す
る
に
諾
意
を
求
め
る
爲
に
必
藝
な
一
定
の
瀞
聖
な
手
掌
き
で
あ
る
か
ら
、
之
に
依
っ
て
啓
示
さ
れ
た
神
意
を
無
識
の
其
膿

面
罵
．
項
に
當
て
は
め
て
訴
要
の
解
答
を
得
な
け
れ
ば
取
ら
な
い
。
転
意
を
蒲
屈
す
る
銭
盤
的
事
項
は
千
差
萬
別
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
叢
論

に
依
っ
て
蹴
ハ
へ
ら
れ
る
紳
意
な
る
も
の
ぱ
一
定
の
形
式
を
以
て
啓
示
か
、
c
れ
る
が
故
に
、
そ
の
ま
エ
で
ば
到
底
事
項
の
糊
別
性
に
軍
慮
し
得

な
い
、
或
る
講
説
の
抽
象
性
を
磨
し
て
い
る
Q
し
か
し
、
其
の
播
毒
性
は
、
橡
附
し
得
る
、
ま
た
は
経
毒
し
得
た
融
て
の
事
實
か
ら
湯
壷

さ
れ
た
所
の
許
遍
殿
原
理
性
で
は
な
く
、
糎
め
て
融
秘
的
非
台
灘
的
な
暗
示
約
表
現
に
偉
ふ
融
逓
性
と
で
も
挿
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
、

そ
の
意
味
内
容
は
甚
し
く
不
安
定
た
る
を
覚
れ
な
い
“
つ
ま
り
、
意
味
の
不
定
か
ら
謬
る
融
通
性
を
利
用
し
て
無
畜
の
掘
別
的
事
項
に
解

答
を
與
へ
て
き
た
の
で
あ
る
。
笠
に
つ
い
て
」
、
．
ロ
へ
ば
、
現
巌
「
周
易
」
の
卦
解
及
び
交
欝
が
、
此
の
役
割
を
果
し
て
き
た
最
も
古
い
鋼
麟

の
階
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
誌
代
の
後
牛
鰯
、
合
理
的
無
雑
の
前
に
先
づ
概
抗
と
爲
つ
た
の
は
此
の
黙
で
あ
っ
た
。
卦
僻
交
欝
の

不
合
理
性
が
時
代
の
含
理
的
要
求
に
堪
へ
ら
れ
な
く
な
っ
た
以
上
、
営
然
別
の
論
輝
が
轟
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
策
に
依
っ

て
得
ら
れ
た
卦
を
自
然
現
歌
に
置
き
換
へ
、
そ
の
聞
に
存
す
る
自
然
の
理
法
に
即
し
て
贋
饗
の
説
明
論
理
を
構
成
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ

る
Q
　
一
例
を
示
さ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
お
ヤ
て

　
春
秋
の
初
め
、
畢
萬
が
署
國
に
仕
へ
る
こ
と
の
晋
凶
を
溶
し
た
時
、
覇
断
の
塾
礎
と
す
べ
き
卦
と
し
て
得
ら
れ
た
の
は
、
屯
組
頚
及
び

比
響
で
あ
っ
た
。
辛
肇
い
ふ
譲
人
の
響
袋
の
如
く
で
・
の
る
。

　
　
　
立
＋
塵
’
日
鯉
口
、
屯
㎝
團
比
入
、
士
規
猟
∴
八
焉
、
諭
ハ
必
着
m
圓
、
頃
蔵
爲
μ
十
一
、
蹴
蓄
從
門
馬
、
足
’
居
レ
之
、
鷲
ん
長
♂
之
、
母
　
緯
r
之
、
衆
厚
面
之
、
六
百
不
レ
易
、
ム
ロ
晦

　
　
　
能
固
・
安
庸
能
殺
・
公
侯
之
卦
也
、
公
侯
之
子
孫
泌
復
典
始
ハ
軟

　
最
初
に
吉
と
言
ぴ
末
尾
に
公
侯
云
鼓
と
辮
す
る
に
よ
っ
て
、
結
論
は
読
明
す
る
ま
で
も
無
い
が
、
問
題
は
中
闇
の
論
理
に
在
る
。
屯

卦
の
構
域
要
素
た
る
震
は
土
の
象
微
た
る
…
鰯
を
取
れ
ば
、
畢
萬
が
勃
勃
を
得
て
諦
”
・
模
と
爲
る
べ
き
こ
と
が
搬
見
さ
れ
、
ま
た
震
が
車
を
、

比
の
構
域
要
素
た
る
坤
が
馬
を
象
寵
す
る
こ
と
に
齋
国
す
れ
ば
、
車
馬
を
備
へ
る
階
級
に
昇
る
可
能
性
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
言
へ
よ

う
。
筒
時
に
、
震
は
足
で
あ
り
長
男
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
へ
れ
ば
、
足
を
以
て
土
を
踏
み
、
首
、
長
と
し
て
婚
嫁
に
熟
齢
す
る
に
護
る
べ
き

　
　
　
古
代
亥
郷
に
於
け
る
鞭
念
識
の
巌
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
九
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鴛
畢
滞
駕
　
嬢
翅
醒
四
十
六
授
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

將
來
が
看
取
さ
れ
、
坤
が
母
並
び
に
大
衆
の
聖
訓
た
る
こ
と
に
擦
れ
ば
、
理
窟
を
母
の
如
く
愛
養
す
る
君
主
の
地
僚
が
約
束
さ
れ
て
い
る

と
劇
臨
さ
れ
る
。
討
つ
ま
た
、
周
は
顔
の
、
安
は
坤
の
、
投
は
震
の
性
説
か
ら
、
そ
れ
み
㌔
、
導
き
禺
さ
れ
る
の
で
8
5
る
が
、
此
も
急
難
が

山
を
、
紬
巳
が
地
を
、
．
震
が
雷
を
繰
満
す
る
・
．
一
い
ふ
灘
自
然
關
係
．
一
塞
く
も
の
で
あ
る
。
春
秋
以
後
に
於
け
る
鑛
の
解
灘
理
論
に
は
、
此
に

蓮
べ
た
方
式
を
取
る
も
の
が
漸
透
巨
す
る
点
訳
に
在
り
、
漢
代
に
至
れ
ば
此
が
最
も
典
型
的
な
方
式
と
し
て
固
定
す
る
。
此
の
新
し
い
理
論

を
麦
へ
る
原
理
は
、
卦
を
す
べ
て
自
然
解
禁
又
は
霞
然
物
の
穣
殿
と
考
へ
て
一
旺
そ
れ
に
置
2
。
c
換
へ
、
改
め
て
誉
れ
等
の
間
に
存
す
る
理

法
及
び
調
性
を
蓮
に
援
用
し
て
、
所
要
の
解
搾
を
導
き
斑
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
含
、
自
然
の
理
法
や
厨
性
は
人
聞
を
趨
え
た
漏
る
永

遠
性
を
外
す
る
の
み
な
ら
ず
、
蚕
鍵
的
新
和
の
極
致
を
形
づ
べ
、
る
も
の
と
し
て
、
入
聞
謎
會
に
漏
す
る
規
範
的
意
味
が
青
定
さ
れ
る
と
い

ふ
祷
提
が
存
在
す
る
こ
と
は
看
愚
で
き
な
い
。
從
っ
て
、
曲
伍
い
解
馨
の
方
式
に
比
す
れ
ば
大
い
に
含
理
的
で
あ
る
が
、
完
全
な
螺
仙
念
的
所

騰
で
は
な
・
＼
纏
験
的
銀
櫨
の
上
に
建
設
さ
れ
た
合
理
と
謂
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
め
り

　
以
上
蓮
べ
た
象
籔
主
義
は
易
雛
の
解
榔
理
論
に
關
す
る
釈
た
な
金
懲
性
の
成
立
と
し
て
灘
覇
的
で
あ
る
上
に
、
ま
た
次
の
意
味
に
於
い

て
も
注
織
す
べ
き
要
素
を
含
ん
で
い
る
Q
激
賞
・
王
謹
は
卦
離
び
に
そ
の
拷
威
要
素
を
一
旦
自
然
物
に
置
き
換
へ
、
典
の
自
然
物
に
捕
る
理

法
や
属
性
に
解
膣
の
墓
詣
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
誤
爆
理
論
の
根
猿
は
飽
く
ま
で
経
験
的
事
象
に
在
り
、
此
の
限
り
に
於

い
て
親
念
約
要
素
ぱ
排
除
さ
れ
る
。
か
く
て
事
藻
そ
の
も
の
は
純
騒
騒
的
で
あ
る
と
し
て
も
、
し
か
し
事
漿
相
互
の
關
係
を
実
配
す
る
法

則
並
び
に
事
象
の
本
質
の
理
解
や
認
議
に
…
喫
し
て
ま
で
、
槻
念
的
要
素
が
蒔
く
弁
入
し
て
い
な
い
と
考
へ
る
こ
と
は
斑
心
な
い
。
前
に
畢

げ
た
例
に
就
い
て
考
察
し
て
も
、
此
の
段
陪
に
於
い
て
は
、
む
し
ろ
蟻
盤
が
薯
し
く
進
出
し
て
い
る
こ
と
が
容
易
に
駿
見
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
事
象
の
理
法
や
厨
性
の
把
握
は
、
決
し
て
・
｛
二
榔
が
科
學
的
に
欝
さ
れ
”
4
9
の
で
ば
な
い
。
愉
し
二
本
的
態
度
を
論
題
と
す
る
な
ら
ば
、

親
へ
芯
的
と
さ
へ
昌
　
罠
ひ
谷
る
で
あ
ら
り
。
元
宋
b
．
一
那
に
於
け
る
潰
、
踊
献
管
槻
張
述
な
軸
貝
く
能
仙
度
が
非
科
照
叩
的
で
あ
る
こ
と
は
、
　
｛
般
に
指
摘
さ
、
れ

る
如
く
で
あ
る
◎
或
る
程
度
の
客
静
的
混
融
は
有
っ
て
も
、
や
が
て
薫
れ
に
三
夕
的
解
羅
が
加
へ
ら
れ
た
り
、
或
ひ
は
所
典
の
謎
愈
現
象

の
論
明
理
論
に
安
易
に
湯
壷
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
が
甚
だ
多
い
。
こ
れ
は
実
感
に
於
け
る
自
然
に
彊
す
る
塾
頭
的
態
度
の
署
し
い
特
色
で
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郷刺
に造
於的
1ぞ債
二野
念》
講のの　り
波　’

立野
　，瞬；

　約
　努
　力
　の
　所

　で
　三iう

　る
　と
　す
　る
　認
　識
　鱗

　や
　が
　て
　人
　開
　が
　か
　忍
＿＿

一創

の
能
力
を
所
有
す
る

び
宗
教
（
祭
祀
－
．
」
易
聖
霊
）
の
分
野
に
於
い
て
、
含
理
・
薫
差
的
立
場
が
徐
徐
に
確
立
さ
れ
つ
エ
あ
っ
た
こ
と

。
こ
瓦
に
見
ら
れ
た
合
難
的
思
惟
の
便
器
態
は
，
春
秋
職
國
博
代
σ
含
斑
的
世
界
親
に
捜
し
毬
々
の
形
で

ふ
ま
で
も
な
い
。
從
っ
て
之
を
個
別
的
に
取
り
上
げ
る
の
は
必
ず
し
も
安
曇
な
方
法
と
は
思
は
れ
な
い

に
於
い
て
、
先
づ
焦
黙
を
道
徳
に
絞
っ
て
品
濃
す
る
。

的
懇
惟
の
展
開
は
、
徳
を
感
性
客
思
樂
の
否
定
の
上
に
威
派
す
る
精
糖
的
快
楽
と
規
定
し
、
徳
目
の
分
化

綜
合
的
に
成
立
せ
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
慣
鹸
の
既
鹿
を
、
所
與
の
も
の
か
ら
自
己
の
創
出
す
る

の
主
盤
的
意
志
的
努
力
の
桝
産
に
外
な
ら
な
い
－
．
」
い
ふ
舘
信
に
到
達
し
た
の
で
あ
っ
た
。
孔
子
の
仁
も
墨

階
を
経
た
後
に
於
い
て
始
め
て
．
戯
悔
し
得
る
性
質
の
も
の
た
る
所
以
は
、
既
に
駆
れ
た
通
り
で
あ
る
Q
そ

の
で
あ
れ
ば
、
競
念
的
世
界
擾
の
蔵
立
に
さ
し
た
る
寄
凱
ハ
を
註
し
た
と
は
謂
へ
な
い
で
あ
ら
う
が
、
事
業

は
、
鋤
念
論
を
し
て
不
動
の
墓
礎
を
墨
池
盤
上
に
確
立
せ
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
Q
こ
鼠
に
注
腰
す
べ
き

あ
る
。
い
ま
易
繁
の
解
灘
に

許
す
と
い
ふ
の
は
、
自
然
の

は
な
く
し
て
、
理
性
に
よ
る

も
十
分
暗
示
さ
れ
て
い
た
一

立
を
、
い
ま
易
策
の
新
し
い

い
て
、
　
一
慰
経
験
的
事
穣
を
根
譲
、
と
し
つ
鼠
、
し
か
も
共
の
内
面
的
把
握
に
護
れ
ば
忽
ち
理
性
の
好
漁
を

騨
が
科
學
的
で
あ
る
よ
り
暫
學
的
に
偏
向
し
て
い
る
誰
充
と
∴
．
．
伺
へ
よ
う
。
あ
り
の
ま
蕊
の
答
観
的
認
識
で

鏡
的
理
解
の
態
度
だ
か
ら
で
あ
る
9
躍
然
に
蟹
す
る
哲
學
的
態
度
・
…
そ
れ
は
前
述
の
天
の
概
念
に
つ
い
て

こ
れ
は
欧
の
段
階
に
出
現
す
る
含
理
主
覇
灘
界
槻
と
密
接
に
關
罰
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
薔
汝
は
其
の
成

麗
理
論
の
申
に
端
な
く
も
黒
髪
し
得
た
の
で
あ
る
o
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脚
灘
堕
硲
究
　
　
第
…
陶
胃
…
門
轟
i
｛
ハ
縛
酬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
｝
…

理
由
、
及
び
所
有
の
し
か
た
等
に
滅
す
る
理
論
的
謹
明
を
要
求
す
る
。
　
こ
れ
は
思
惟
の
論
蓬
的
贋
開
と
し
て
雷
然
の
現
象
に
外
な
ら
な

い
。
此
の
問
題
が
哲
學
界
共
通
の
課
題
と
な
っ
た
の
は
孔
子
の
死
後
約
百
酒
器
で
あ
り
、
最
初
に
此
を
正
颪
か
ら
取
り
上
げ
て
、
と
も
か

く
選
る
程
度
の
解
決
を
難
訓
へ
た
の
は
孟
子
で
あ
っ
た
。
煮
子
は
此
の
問
題
を
解
決
に
導
く
認
め
に
は
人
闘
性
の
究
明
が
前
提
を
爲
す
と
の

見
解
を
取
り
、
こ
x
に
挫
論
の
名
を
以
て
呼
ば
れ
る
入
声
解
麗
が
試
み
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
周
知
の
如
く
、
霊
子
の
人
聞
解
灘
の
結
論
は
所
謂
性
善
論
で
あ
る
。
入
閣
…
は
賢
徳
約
債
植
を
創
造
し
得
る
素
質
を
先
天
的
に
備
具
し
、

良
知
良
能
に
依
っ
て
原
則
的
に
善
を
好
む
も
の
と
解
鐸
さ
れ
た
。
寒
し
て
漂
然
の
論
理
的
蛉
結
と
し
て
、
道
徳
の
内
在
性
が
巧
み
に
論
讃

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
問
題
は
結
論
よ
り
も
、
む
し
ろ
此
等
の
解
稗
の
芸
界
に
存
す
る
の
で
あ
る
Q

　
孟
子
は
欝
欝
性
の
善
を
結
論
す
る
爲
め
に
、
如
急
な
る
論
讃
の
方
法
を
取
っ
た
で
あ
ら
う
か
。
も
と
く
彼
の
性
善
説
は
囚
端
論
を
内

容
と
し
て
威
益
し
て
い
る
。
鱈
端
と
は
四
種
の
道
穂
的
端
緒
、
印
、
ち
煮
識
肝
魂
養
を
侯
っ
て
容
易
に
徳
性
に
ま
で
搬
達
し
得
べ
き
肉
畜
的

素
質
を
言
ふ
。
素
質
は
道
徳
的
傾
向
性
で
あ
る
。
こ
の
素
質
と
し
て
の
道
徳
的
商
芽
が
健
全
な
獲
達
を
揚
げ
る
と
き
、
そ
こ
に
仁
・
義
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
だ
ロ
　

禮
・
知
の
四
徳
が
威
立
す
る
。
故
に
黙
劇
の
端
締
を
育
嘉
す
る
と
否
と
は
、
｛
に
博
労
の
主
盤
的
努
力
に
繋
る
。
こ
れ
が
所
謂
四
幅
論
で

あ
る
。
是
に
於
い
て
、
素
質
と
し
て
の
端
緒
の
存
在
を
如
何
に
し
て
讃
明
す
る
か
ゴ
、
必
然
的
に
…
課
題
の
焦
黙
と
な
る
の
で
あ
る
。
因
子

は
四
端
の
存
在
を
讃
明
す
る
爲
め
に
、
先
づ
経
験
、
事
賓
、
に
根
．
櫨
を
求
め
た
Q
帥
ち
、
小
児
が
井
戸
に
陥
ら
ん
と
す
る
の
を
囲
撃
す
れ
ぽ
、

何
人
と
難
も
下
座
に
之
を
救
止
す
る
。
こ
の
愛
憐
的
行
程
は
、
救
止
に
魯
っ
て
憶
想
さ
れ
る
利
害
を
計
量
す
る
に
暇
無
き
、
人
間
と
し
て

の
本
能
的
反
射
的
な
も
の
に
外
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
こ
に
入
闇
の
本
性
が
爵
り
無
く
露
呈
さ
れ
て
い
る
と
劇
隣
し
て
差
震
へ
な
い
、
と
彼

は
主
張
す
る
。
而
し
て
此
の
愛
器
急
斜
と
範
吟
な
同
じ
く
す
る
凡
ゆ
る
猶
爲
の
起
動
力
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
を
「
測
陰
面
心
」
と
厳
し
、

こ
れ
を
以
て
仁
徳
に
嚢
蓬
し
得
べ
き
端
緒
と
す
る
。
同
じ
論
理
に
依
っ
て
、
義
に
毅
早
し
得
べ
き
「
響
町
之
心
」
、
禮
に
磯
蓬
し
得
べ
き

［、

s
丁
弥
縫
」
、
知
に
褒
話
し
得
べ
き
「
是
非
之
心
」
が
端
緒
と
し
て
内
在
す
る
こ
と
を
肯
定
す
る
。
四
種
の
端
緒
の
内
在
は
、
彼
に
よ
れ

ば
、
人
に
四
肢
が
有
る
の
と
同
じ
く
磁
鴛
に
し
て
且
つ
碧
瀬
納
、
譲
費
に
外
な
ら
な
い
か
む
、
此
を
墓
礎
と
し
て
人
　
闇
の
一
般
性
を
論
ず
る
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こ
と
は
誤
り
で
な
い
、
と
の
結
論
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
し
て
四
端
の
先
天
的
存
在
が
讃
明
さ
れ
」
ば
、
こ
れ
を
四
徳
に

褒
達
せ
し
め
る
こ
と
は
人
闇
性
の
自
己
展
閉
と
し
て
解
隷
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　
　
　
仁
鰻
灘
轡
、
非
・
由
L
外
環
w
我
也
、
我
圃
有
い
之
也
、
脚

と
言
ふ
所
以
は
此
に
在
る
。
彼
は
、
此
の
自
己
展
閉
を
難
威
す
る
主
審
的
努
力
を
「
四
聖
」
と
黒
し
、
自
邸
展
開
の
愚
程
を
「
火
の
燃
え

泉
の
達
す
る
が
如
き
」
に
讐
へ
て
、
そ
の
極
め
て
自
然
且
つ
容
易
な
灰
以
を
明
か
に
す
る
。
鑛
充
と
い
ふ
特
殊
の
精
紳
的
行
爲
が
、
徳
の

威
立
の
黒
め
に
不
可
映
の
手
段
と
考
へ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
道
徳
に
關
す
る
新
し
い
合
理
的
思
惟
の
輪
重
な
展
開
を
物
語
る
も
の
で

あ
る
。

　
さ
て
、
四
端
の
存
在
を
明
か
に
す
る
泌
程
に
在
っ
て
、
孟
子
が
客
獣
的
事
費
か
ら
遊
離
し
ま
い
と
す
る
努
力
」
．
姥
示
し
、
経
験
，
主
義
的
立

場
を
堅
持
し
た
こ
と
は
、
十
分
に
肯
定
さ
れ
る
。
維
験
的
に
は
車
垣
以
下
の
行
脚
は
確
か
に
善
で
あ
り
、
か
x
る
道
徳
的
駈
上
を
生
み
戯

す
源
泉
と
し
て
の
糊
陰
の
心
も
、
亦
圃
よ
り
善
と
総
す
る
に
値
ひ
し
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
此
に
言
ふ
心
は
挫
の
一
つ
の
現
象
形
態
を
意
味

し
、
入
閥
の
窮
極
に
在
る
も
の
と
し
て
の
所
謂
性
と
は
陶
一
で
な
い
◎
こ
の
性
に
欝
し
て
、
業
の
環
象
は
ま
た
情
と
も
呼
ば
れ
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

る
が
、
後
者
が
善
で
あ
る
こ
と
は
経
験
的
に
確
認
し
得
る
と
し
て
も
、
直
接
経
験
の
王
難
と
な
り
得
な
い
前
者
に
就
い
て
は
、
全
く
別
の

方
法
に
よ
る
論
謹
が
爲
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
然
る
に
孟
子
は
自
己
の
性
善
説
を
論
蓮
す
る
魎
程
に
於
い
て
、
情
の
警
を

有
力
な
論
櫨
と
し
て
直
ち
に
性
の
善
を
讃
明
す
る
力
法
を
取
っ
て
い
る
。
側
へ
ぽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噂

　
　
　
乃
若
箕
情
一
則
可
∴
以
爲
ジ
善
尖
、
乃
断
謂
善
也
、
孔

と
言
ふ
場
合
が
是
で
あ
る
。
こ
の
論
理
は
、
含
理
上
腿
の
展
開
史
に
於
い
て
は
看
過
し
得
な
い
問
題
を
含
む
と
愚
は
れ
る
。
四
端
の
存
在

に
解
す
る
考
察
の
範
園
に
於
い
て
は
、
経
験
無
断
を
守
り
事
賢
に
忠
順
の
態
度
を
示
し
た
彼
が
、
性
の
馬
廻
に
來
る
や
否
や
、
簡
輩
に
経

験
を
離
れ
て
大
漁
な
決
論
に
突
入
し
た
の
で
あ
る
。
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
性
善
説
は
荒
子
の
人
里
駈
上
の
聯
絡
的
結
論
で
あ
る
の
み
な
ら

ず
、
典
の
世
界
観
や
上
灘
懸
想
と
も
密
接
に
關
冠
す
る
根
本
的
主
張
で
あ
り
、
彼
は
至
る
研
で
之
を
絶
錯
の
貫
理
と
し
て
蓮
べ
て
い
る
・
に

　
　
　
宵
代
窯
那
に
於
け
る
槻
念
論
の
蹴
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
…
㎝
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哲
燕
丁
卿
鱈
脚
鳳
　
　
第
一
瞳
戸
群
四
工
丁
｛
ハ
瀞
幽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
照

拘
ら
ず
、
欝
欝
の
善
が
如
何
に
し
て
性
藁
、
の
も
の
捻
善
と
す
る
積
糎
的
論
擦
と
叢
り
得
る
か
と
い
ふ
論
理
的
説
明
は
、
荊
後
を
逓
じ
て
一

雷
と
難
も
興
へ
ら
れ
て
い
な
い
。
此
の
顯
か
ら
鋼
臥
す
る
と
、
此
の
間
隙
を
鎭
め
る
も
の
は
㍊
子
自
身
の
理
性
の
論
理
以
外
に
有
り
得
な

い
こ
と
に
な
る
。
彼
は
合
理
的
思
惟
に
振
幅
の
信
頼
を
置
い
て
、
情
の
善
か
ら
性
の
善
を
論
纂
し
得
る
と
考
へ
、
こ
x
に
理
性
の
果
敢
な

進
餌
を
認
め
る
結
果
に
な
っ
た
も
の
と
謂
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
人
膝
撃
騨
は
世
界
槻
に
為
す
る
一
つ
の
申
心
的
課
題
で
あ
る
。
そ
の
妻
問
解
霧
に
於
い
て
、
未
だ
嘗
〆
、
越
え
ら
れ
な
か
っ
た
経
験
よ
り

槻
念
へ
の
鴻
溝
が
越
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
擬
念
的
世
界
を
前
進
せ
し
め
る
上
に
綱
．
期
的
意
義
を
荷
ふ
も
の
と
言
っ
て
過
言
で
な
い
。
所

で
、
荒
子
が
か
く
の
如
き
跳
躍
を
試
み
た
の
は
偶
然
の
結
泉
で
あ
ら
う
か
。
將
た
何
か
必
然
の
然
ら
し
む
る
税
に
由
る
か
Q
明
か
に
後
蔚

で
あ
る
Q
彼
が
始
め
か
ら
人
閤
の
性
と
い
ふ
不
可
知
界
の
問
題
を
恩
考
の
欝
象
と
し
て
意
識
に
上
せ
て
い
た
こ
と
は
写
人
間
性
の
解
繹
が

當
隠
の
流
行
テ
！
叫
・
で
あ
っ
た
事
賢
か
ら
の
み
で
な
く
、
彼
自
身
の
著
蓮
に
よ
っ
て
殆
ん
ど
雛
ふ
徐
地
は
無
い
Q
然
り
と
す
れ
ば
、
彼
が

認
る
段
階
に
黙
し
た
時
突
如
男
能
，
界
を
離
れ
て
理
性
の
力
に
依
存
す
る
態
度
を
取
っ
た
の
は
、
正
に
豫
定
の
意
識
的
行
動
に
外
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
此
は
勿
論
黒
子
に
限
ら
れ
た
現
象
で
は
あ
り
得
な
い
。
箸
吾
は
此
の
一
斑
を
以
て
、
零
時
の
三
筆
界
の
塗
豹

を
推
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q
主
骸
と
し
て
の
自
己
－
人
間
性
…
の
探
求
が
學
の
醤
数
と
し
て
確
認
さ
れ
た
こ
と
自
誓
、
既
に
葉
理
的

思
惟
の
然
ら
し
む
る
所
に
外
な
ら
な
い
が
、
今
や
経
験
．
の
彼
岸
に
在
る
諸
問
題
を
放
置
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
ま
で
に
、
理
性
の
権
威

が
高
め
ら
れ
て
來
た
の
で
あ
る
Q
世
界
は
理
性
の
論
理
に
よ
っ
て
の
み
解
冒
し
得
る
と
す
る
合
理
豊
潤
漁
業
へ
の
意
志
が
、
學
界
の
張
力

な
傾
向
と
な
っ
て
成
立
す
る
恨
め
に
は
、
孟
子
の
入
閥
解
霧
は
踏
み
越
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
不
可
鮫
の
段
階
で

あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
Q

　
私
は
こ
x
で
　
＋
瓢
干
の
恩
想
や
誓
學
を
、
垂
臓
的
に
検
討
す
る
必
要
を
認
め
て
い
な
い
。
た
ゴ
彼
の
人
間
解
樺
に
見
ら
れ
る
理
性
へ
の
信

頼
が
、
概
念
的
世
界
槻
の
威
立
に
甥
し
て
果
し
た
役
割
を
明
か
に
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
Q
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七

　
孟
子
は
、
不
可
知
界
に
思
す
る
人
権
性
の
太
－
賀
を
究
め
る
方
法
と
し
て
築
三
的
可
知
的
な
藏
に
根
差
を
置
い
て
出
饗
し
た
爲
め
に
、
前

蓮
の
如
く
或
る
段
階
に
訟
っ
て
初
め
の
経
斎
主
鵜
的
．
態
度
を
一
越
し
て
理
性
の
含
理
約
思
惟
に
碕
存
し
、
始
め
て
所
期
の
鼠
的
を
遽
威
す

る
こ
と
が
掲
來
た
。
此
は
彼
に
取
っ
て
は
豫
定
の
行
動
で
あ
り
、
ま
た
斯
く
し
た
れ
ば
こ
そ
、
理
性
の
論
理
が
世
界
を
解
語
し
得
る
こ
と

を
公
然
と
立
讃
す
る
結
県
を
零
し
た
の
で
あ
る
が
、
入
間
解
粋
の
哲
學
と
し
て
は
、
経
験
主
業
と
思
念
主
義
と
の
無
理
な
合
作
と
評
さ
れ

て
も
仕
方
が
無
い
Q

　
此
の
早
晩
縮
…
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
の
鋏
陥
は
、
申
庸
の
轟
現
に
よ
っ
て
克
服
さ
、
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
孟
子
が
最
初

に
手
懸
り
と
し
た
経
験
的
事
忌
と
絶
縁
し
、
親
署
的
思
惟
に
よ
り
大
幅
に
依
存
す
る
方
法
に
依
っ
て
達
成
さ
れ
た
。
中
庸
は
内
君
上
新
蕉

二
つ
の
部
分
に
覆
別
さ
れ
る
が
、
何
れ
も
子
思
工
具
の
思
想
を
傅
へ
る
文
獄
で
あ
る
以
上
、
実
子
と
の
學
的
關
係
は
騙
よ
り
否
定
す
べ
く

も
な
い
の
で
あ
る
。

　
中
庸
の
古
［
い
部
分
で
は
、
申
の
慨
念
を
核
心
と
す
る
思
想
構
…
幾
が
特
…
徴
を
潤
す
。
こ
x
に
言
ふ
中
と
は
、
不
偏
不
窯
、
渦
不
及
無
き
を

意
味
す
る
。
從
っ
て
箪
な
る
算
術
的
不
均
で
は
な
く
、
美
的
調
和
を
内
容
と
す
る
特
殊
の
橿
念
で
あ
る
こ
と
は
、
後
の
展
開
を
考
察
す
る

爲
に
も
留
意
す
る
必
要
が
宿
る
が
、
形
而
上
的
な
概
念
と
し
て
確
賢
に
意
識
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
然
る
に
古

い
中
庸
を
耽
ハ
の
内
に
包
癬
し
つ
x
自
己
の
哲
學
な
樹
立
し
た
と
甑
6
3
へ
ら
れ
る
新
劇
庸
に
於
い
て
は
、
中
は

　
　
　
喜
怒
哀
樂
之
未
レ
褒
、
謂
之
申
↓
申
也
蛮
天
下
之
大
本
也
、

と
規
定
さ
れ
る
。
中
の
意
昧
内
容
は
蔚
と
は
黒
く
質
を
異
に
す
る
迄
に
蔓
化
し
た
の
で
あ
る
。
喜
怒
哀
樂
は
溝
で
あ
る
か
ら
、
典
の
未
だ

肇
せ
ざ
る
歌
態
は
、
蕾
の
本
纏
を
騨
題
と
し
た
と
き
、
始
め
て
意
識
に
上
る
概
念
で
あ
る
。
幣
の
本
髄
は
性
に
外
な
ら
な
い
以
上
、
こ
蕊

に
言
ふ
中
は
明
か
に
性
の
本
質
に
鰯
れ
た
も
の
と
謂
は
な
け
れ
な
ら
な
い
。
翫
が
、
牲
は
中
庸
の
濤
頭
に
於
い
て
、

　
　
　
古
代
皮
那
に
於
け
る
凝
念
論
の
疲
窯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
蹴
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新
鵡
瓢
磨
鮮
贈
蝉
瀞
　
櫨
耀
悶
再
郷
門
｛
一
編
ハ
緊
脚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
編
ハ

　
　
　
天
命
之
謂
レ
性
、

と
定
義
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
思
ふ
と
、
新
し
い
中
庸
に
於
い
て
は
、
中
は
入
間
性
の
木
質
で
あ
る
と
共
に
天
の
本
質
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
申
を
「
天
下
之
大
本
」
と
辮
す
る
哲
學
的
意
味
は
正
に
此
に
在
る
と
思
は
れ
る
。
か
く
し
て
性
が
天
の
命
ず
る
翫
で
あ
り
、
天
と
同

じ
く
申
を
共
の
本
質
と
す
る
も
の
と
早
れ
ば
、
入
際
盤
は
経
験
的
事
費
と
難
く
無
燈
係
の
裡
に
、
其
の
論
叢
が
完
了
さ
れ
た
と
言
っ
て
不

可
は
無
い
。
申
庸
と
い
ふ
語
は
、
湖
れ
ぽ
孔
子
に
於
い
て
も
醜
に
現
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
経
験
．
的
其
照
的
性
格
が
漸
次
黒
煙
さ
れ

て
途
に
純
概
念
的
内
審
の
概
念
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
。
こ
れ
が
新
中
庸
に
示
さ
れ
た
段
階
で
あ
る
Q
此
の
段
階
ま
で
選
る
と
、
経
験
，
の
補

助
を
断
り
る
こ
と
無
く
し
て
、
観
念
論
は
撃
墜
の
合
理
的
思
惟
を
以
て
入
闇
性
の
懸
守
的
本
質
を
論
焦
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
孟

子
か
ら
3
1
き
古
き
褒
達
し
て
き
た
毒
念
誓
學
は
、
是
に
至
っ
て
人
闘
解
縄
に
食
す
る
濁
り
、
不
純
要
素
を
完
全
に
排
除
し
て
威
功
裡
に
自

己
を
確
立
し
た
と
謂
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
は
主
と
し
て
道
徳
に
關
す
る
合
理
的
思
惟
の
問
題
で
あ
る
が
、
申
耀
の
誓
學
に
は
無
理
に
關
す
る
合
理
的
恩
惟
の
側
衝
か
ら
親
察

す
べ
き
樋
里
を
も
含
ん
で
い
る
。
前
蓮
の
如
く
、
申
庸
は
入
の
性
を
天
の
命
ず
る
所
に
難
し
た
黒
め
に
、
論
理
上
入
野
師
天
の
駅
馬
が
今

立
し
、
爾
者
は
本
質
上
書
一
も
の
と
爲
つ
た
。
こ
れ
は
紳
と
人
闇
と
の
關
係
に
於
い
て
一
時
期
を
訓
ず
る
と
雷
ふ
に
是
り
る
。
天
と
人
間

と
の
關
係
は
知
性
の
進
歩
に
伸
っ
て
幾
度
か
の
駐
車
を
見
せ
た
。
人
開
が
一
方
的
に
天
に
熱
　
逃
せ
し
め
ら
れ
て
い
た
時
期
の
後
に
、
天
の

親
鍵
か
ら
脆
慢
せ
ん
と
す
る
現
象
が
起
つ
た
。
こ
れ
は
確
か
に
合
理
的
な
段
階
に
相
異
な
い
が
、
こ
玉
で
は
淋
と
人
間
と
は
全
く
別
箇
の

世
界
で
そ
れ
ぐ
学
外
を
主
張
す
る
の
み
で
、
爾
齎
は
測
定
歌
態
か
ら
前
進
す
る
こ
と
が
塒
來
な
い
Q
こ
の
解
輝
は
天
を
純
自
然
科
些
細

認
識
の
封
醸
の
み
に
限
定
す
る
も
の
で
、
筍
子
ら
の
立
場
で
あ
る
が
、
爾
蔚
は
無
緯
の
も
の
と
し
て
断
絶
さ
れ
る
外
は
な
い
。
申
庸
の
合

理
主
薩
は
之
と
は
異
り
、
赫
と
人
闇
と
を
婆
方
か
ら
歩
み
寄
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
統
一
的
糎
界
に
お
け
る
完
蛮
な
結
含
を
成
就
し
た
。

「
天
命
之
謂
性
」
で
あ
る
以
上
、
人
間
は
軍
に
紳
と
本
質
を
同
じ
く
す
る
の
み
な
ら
ず
、
紳
は
入
興
に
内
在
す
る
の
で
あ
る
Q
赫
と
入
と

は
一
面
で
は
依
然
と
し
て
造
物
者
と
被
続
騰
と
の
上
下
關
係
に
在
り
ら
が
ら
、
紳
の
外
に
人
聞
性
な
る
一
物
が
別
に
存
在
す
る
の
で
は
決



し
て
な
い
。
．
南
者
は
超
越
と
嗣
騨
に
内
在
5
．
」
い
ふ
新
し
い
驕
係
を
以
て
、
調
和
の
申
に
共
存
す
る
こ
－
．
駄
か
可
能
と
な
っ
た
。
宗
敏
・
の
分
野

・
に
於
け
る
含
鰹
主
蔑
は
、
天
の
入
器
性
を
排
除
し
て
紬
象
的
原
理
へ
移
行
す
る
傾
向
を
夙
に
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
電
徳
上

の
合
遇
主
義
の
回
し
た
威
泉
と
結
含
し
た
所
に
、
此
の
新
し
い
紳
人
難
点
が
威
幽
す
る
に
灘
つ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

　
右
の
如
き
汎
紳
論
的
立
場
よ
り
す
る
解
稗
の
ほ
か
に
、
術
書
の
皐
陶
謹
に
．
見
「
え
る
解
鐸
が
注
目
を
引
く
。
削
「
ち
“
陶
漠
の
，

　
　
　
無
」
陵
庶
官
嚇
天
工
入
典
代
レ
之
、

に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
立
場
が
間
ハ
れ
で
あ
る
。
こ
N
に
天
工
と
は
天
の
職
事
を
意
味
し
、
此
の
眺
め
碗
接
　
、
、
最
ん
と
す
る
断
は
、
人
が
天

に
代
っ
て
行
ふ
べ
き
敷
治
的
職
事
の
潤
題
に
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
人
聞
は
天
の
職
事
な
糖
績
馬
簾
す
べ
・
．
ご
も
の
、
ま
た
典
の
能
力
を
有
．

す
る
も
の
と
考
へ
る
思
想
は
、
決
し
て
珍
し
く
な
い
の
み
、
な
ら
ず
、
そ
の
響
穣
も
勿
論
政
治
に
限
定
さ
れ
な
い
。
彩
陶
漠
の
場
会
で
は
、

五
典
・
五
茄
・
五
刑
な
ど
を
、
大
の
作
っ
た
も
の
と
醜
し
、
入
は
、
湯
器
に
代
る
べ
き
が
故
に
此
等
敵
治
上
の
基
本
的
論
法
を
土
用
せ
ざ
る
べ

か
ら
ず
と
い
ふ
結
輪
を
導
き
糺
す
。
つ
ま
り
、
人
闇
は
天
の
職
喜
を
糠
績
成
就
す
べ
き
も
．
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
此
の
考
へ
が
一
般
の
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
た
ソ

題
に
鑛
張
さ
れ
瓦
ば
、
人
聞
は
技
徽
予
行
爲
を
通
じ
て
神
と
或
る
關
係
に
結
ば
れ
る
窓
蓋
に
な
る
。
五
典
以
下
の
諸
典
法
は
要
す
る
に
徳

を
原
理
と
す
る
政
治
的
披
襯
…
に
外
な
ら
な
い
。
人
は
飽
く
ま
で
紳
の
意
志
に
忠
孝
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
紳
に
よ
る
所
輿
を

意
味
的
に
掌
篇
せ
し
め
る
自
由
が
許
さ
3
1
て
い
る
以
上
、
早
る
種
の
創
造
が
人
閣
下
衛
の
木
質
と
考
へ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
肯
定
さ
れ

る
。
　
「
．
天
工
入
典
代
憎
し
が
か
エ
る
精
紳
を
内
容
と
す
る
の
で
あ
紅
ば
、
こ
玉
に
見
ら
れ
る
紳
入
の
關
係
方
式
は
、
筋
播
と
言
は
ん
よ
り

寧
ろ
連
績
と
で
も
蔑
す
べ
き
挫
質
の
も
の
で
あ
る
Q
も
っ
と
も
、
構
書
の
此
の
場
合
の
天
に
は
、
人
格
的
藁
、
素
が
や
鼠
濃
厚
に
看
取
諏
・
」
れ

る
の
で
、
こ
の
思
想
が
全
綴
と
し
て
進
ん
だ
合
煙
性
に
よ
っ
て
志
．
瓦
へ
し
れ
る
と
は
昌
　
．
ロ
ひ
難
い
か
も
溢
れ
な
い
が
、
紳
と
人
聞
と
の
關
係
な

申
庸
な
ど
と
別
の
角
度
か
ら
別
の
理
論
を
以
て
規
定
し
よ
う
と
す
る
、
親
念
的
威
県
を
牧
め
て
い
る
貼
で
は
注
目
さ
れ
て
論
い
と
思
ふ
。

八

8Yo

古
代
支
那
に
於
け
る
親
念
講
の
成
立

一
七
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蟹
學
欝
究
一
夏
群
鰻
十
六
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
八

　
…
槻
念
的
世
界
槻
の
威
立
に
關
し
て
は
、
中
庸
に
就
い
て
猫
ほ
誕
に
論
及
す
べ
き
一
驚
が
繁
る
。
そ
も
／
＼
中
庸
の
古
い
蔀
分
に
於
い
て

も
、
統
に
調
和
的
美
と
い
ふ
よ
う
な
抽
象
的
債
歓
を
置
戸
の
内
容
と
し
て
所
有
し
て
い
た
中
の
概
念
は
、
新
し
い
榔
分
に
於
い
て
は
、
上
空

の
如
く
「
天
下
之
大
本
」
と
さ
れ
、
天
の
本
賞
即
ち
宇
慮
の
根
．
原
的
原
理
と
考
へ
ら
れ
る
ま
で
の
展
協
を
若
げ
た
Q
そ
こ
で
申
の
極
致
が

典
の
誤
宿
無
き
毅
動
た
る
和
と
共
に
、
「
天
地
位
焉
、
託
物
育
意
」
と
言
は
れ
て
い
る
の
は
、
中
が
天
地
右
側
の
存
立
の
原
理
と
し
て
解

鐸
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
首
章
に
於
い
て
中
の
概
念
を
猛
毒
と
し
た
．
甲
庸
は
、
他
の
章
に
在
っ
て
は
中
を
金

く
退
け
之
に
代
へ
る
に
誠
を
以
て
す
る
。

　
　
　
自
い
誠
明
謂
之
性
柵

　
　
　
唯
天
下
護
誠
、
爲
、
こ
能
蓋
共
性
納

と
言
ふ
の
類
は
、
人
聞
の
窮
枢
的
な
も
の
を
誠
に
よ
っ
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
Q
ま
た

　
　
　
誠
奢
物
之
絡
始
、
不
「
誠
無
レ
物
、

と
照
す
る
に
徴
す
れ
ば
、
誠
が
萬
廓
存
在
の
原
盤
と
考
へ
ら
れ
た
こ
－
、
焔
を
知
る
。
そ
し
て
存
在
の
根
原
な
る
が
故
に
隣
閥
的
に
も
飯
間
的

に
も
無
限
で
あ
る
既
以
を
、
　
「
博
厚
」
「
高
明
」
「
悠
久
」
の
語
を
以
て
表
現
し
て
い
る
。
元
末
誠
は
留
場
の
意
に
外
な
ら
な
い
か
ら
、
…
冒

ふ
迄
も
な
く
心
の
駿
態
或
ひ
は
穏
に
坐
す
る
擬
念
で
あ
る
。
要
れ
が
性
の
本
質
と
蒙
り
吏
に
天
地
萬
磨
の
原
理
と
罷
る
に
至
っ
た
こ
と
を

思
ふ
な
ら
ば
、
中
と
木
賞
的
に
飼
等
の
呉
る
靴
無
き
は
明
か
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
、
中
と
誠
と
が
新
中
庸
に
撃
っ
て
内
容
を
同
じ
く
す

る
概
念
で
あ
る
所
以
は
、
心
の
醜
嚢
な
る
歌
態
に
美
的
比
和
の
越
致
を
磯
見
し
、
こ
鼠
に
存
霧
の
最
高
原
理
を
求
め
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
N
で
一
震
曾
憶
説
淑
の
文
獣
に
蹴
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
N
に
曾
詰
襟
派
の
文
題
と
は
、
財
経
及
び
大
戴
髄
の
一
下
を

指
し
、
そ
の
成
立
は
新
中
庸
と
ほ
ぼ
並
行
す
る
煽
末
掛
詞
に
在
る
と
鳴
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
閣
題
は
此
の
書
に
於
い
て
孝
が
宇
宙

の
原
理
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
で
あ
る
。
牽
経
に
於
い
て
も
孝
な
軍
に
親
に
封
ず
る
最
高
謙
徳
と
し
て
説
く
に
止
る
こ
と
無
く
、
之
を

「
天
雷
維
し
「
地
之
磯
」
、
或
ひ
は
「
天
地
之
常
蓮
」
と
督
し
て
、
淵
源
な
天
地
嵐
然
の
法
瑚
に
求
め
た
の
は
、
孝
を
人
闇
の
生
物
的
感
繕
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に
本
づ
け
る
に
止
っ
た
孔
子
畔
代
の
解
隷
に
瀬
足
し
得
な
く
な
っ
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
◎
圃
よ
り
斯
る
養
化
は
孝
の
…
貯
留
を
筒
め
、
道

徳
と
し
て
の
當
爲
性
を
張
め
よ
う
と
す
る
吾
々
に
憾
へ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
．
論
と
し
て
、
孝
の
自
然
法
的
証
叢
を
明
か
に
す
る
門

経
の
立
場
か
ら
、
更
に
．
典
の
字
穣
原
節
煙
の
方
向
が
取
ら
れ
た
含
理
的
展
脇
は
注
口
に
飽
ひ
す
る
Q
大
綬
禮
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
な

　
　
　
夫
牽
置
レ
之
、
庸
然
↑
於
天
地
↓
衛
レ
之
瞬
衡
「
於
麟
方
↓
施
一
・
諸
後
世
空
輪
無
漏
タ
月
増
勤

は
共
の
～
例
で
、
こ
玉
で
は
孝
が
天
聴
四
方
朝
夕
を
超
え
て
威
煩
す
る
こ
と
に
依
っ
て
、
典
の
細
辛
闇
的
超
時
開
的
弓
毒
性
を
論
澄
せ
ん

と
試
み
て
い
る
。
是
に
於
い
て
、
孝
は
も
は
や
最
高
遁
徳
た
る
に
止
ら
ず
し
て
、
存
慮
の
原
理
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
が
看

取
さ
れ
る
。
孔
子
學
派
が
家
庭
道
徳
の
核
心
と
し
て
、
從
っ
て
祉
倉
秩
序
の
繋
礎
た
る
べ
き
も
の
と
し
て
重
要
観
し
た
孝
は
、
魯
子
の
學

統
に
於
い
て
は
著
し
く
…
観
念
化
的
心
癖
が
爲
さ
れ
、
途
に
萬
有
の
根
底
に
在
る
書
編
…
的
原
理
と
な
っ
た
Q
子
思
の
學
統
に
於
い
て
美
酌
調

和
性
が
さ
う
で
あ
っ
た
如
く
、
既
の
県
派
で
も
自
己
の
最
も
致
ん
ず
る
滋
徳
に
世
界
の
統
一
的
解
樫
の
原
蝿
が
求
め
ら
れ
る
結
泉
を
見
た

の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
寧
に
せ
よ
誠
に
せ
よ
將
　
た
孝
に
せ
よ
、
凡
ゆ
る
豆
鹿
の
根
底
に
在
る
べ
き
普
懸
嘉
徳
封
広
原
鰹
が
張
く
追
求
さ
れ
る
に
歪
つ
た

こ
と
は
、
合
懸
主
義
が
世
界
の
嘉
賓
を
纏
め
て
、
隔
発
約
な
課
題
と
考
へ
、
世
界
の
就
一
約
解
鐸
に
乗
り
出
し
た
こ
と
を
示
す
鮎
に
於
い
て

精
紳
露
霜
一
時
期
を
潮
す
る
と
産
し
て
遜
．
　
、
．
口
で
な
い
。
新
中
庸
以
前
の
す
べ
て
の
思
想
は
、
端
的
に
　
．
ロ
っ
て
、
そ
れ
義
Y
の
抱
懐
す
る
下

界
親
が
必
ず
し
も
明
瞭
で
な
い
。
人
生
に
於
け
・
る
凝
源
的
な
縦
位
擬
騎
は
決
し
て
不
十
分
と
は
言
へ
な
い
筈
で
あ
る
に
掬
ら
ず
、
糎
界
の

統
一
的
解
麗
に
つ
い
て
見
、
る
べ
さ
威
呆
が
現
れ
て
備
な
か
っ
た
の
は
、
睾
党
合
難
的
思
惟
の
展
開
の
段
階
に
關
係
す
る
問
題
で
あ
る
。
そ

れ
が
．
翫
子
の
時
期
に
．
核
心
的
課
題
た
る
入
關
の
統
一
的
解
舞
な
以
て
先
づ
開
飴
∵
、
．
C
れ
た
の
は
、
洵
に
然
る
べ
き
所
で
あ
っ
た
。
槻
念
哲

學
へ
の
第
一
歩
は
こ
x
で
互
大
な
是
跡
を
印
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
台
難
主
叢
の
嘗
然
の
要
講
は
ら
肖
己
の
鰹
系
を
樹
立
し
よ
う
と
す
る
一

面
、
萬
物
の
個
別
的
存
准
を
許
さ
罫
ら
ん
一
．
し
す
る
に
至
る
。
か
く
て
此
の
立
場
な
代
表
す
る
渚
声
言
で
は
、
遮
る
特
別
の
原
理
を
根
原
と

す
る
世
界
構
邉
が
詮
か
れ
、
世
界
は
恩
寵
の
カ
を
籍
り
る
こ
と
無
く
、
熱
く
蝿
性
の
論
理
に
レ
（
つ
て
解
灘
し
得
る
こ
と
を
讃
明
し
た
。
こ

　
　
　
膚
代
支
那
に
於
け
猿
糎
念
論
の
醐
識
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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哲
墨
観
撹
　
嬉
期
百
四
十
穴
號

轟
○

れ
は
．
疑
ひ
も
無
く
、
含
理
心
々
の
爲
め
に
不
動
の
基
礎
を
深
く
築
い
た
も
の
と
謂
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q
し
か
し
同
時
に
、
自
已
の
張

い
正
系
的
要
求
の
爲
め
に
、
當
に
暫
定
化
せ
ん
と
す
る
傾
向
か
ら
腕
却
し
得
な
い
蓮
命
を
約
束
さ
れ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
　
（
了
）

鰍
…
記
　
騨
帥
か
心
哲
｛
墨
に
就
い
て
は
、
古
代
の
み
に
限
っ
て
考
へ
て
も
、
一
薦
孜
す
べ
き
重
要
な
問
題
㎝
が
・
同
ほ
多
く
漁
還
距
・
・
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
す
べ
て
他
1
3
の
購

　
な
考
論
に
譲
り
、
今
叫
は
こ
れ
で
［
先
づ
掘
筆
す
る
こ
と
〉
す
る
。

詰
（
一
）
　
慾
を
尊
重
す
喬
意
瞭
で
、
敬
の
酢
偲
で
は
な
い
。

　
（
燃
）
　
識
語
に
、
　
顛
淵
問
レ
仁
、
予
日
、
克
己
復
縫
爲
レ
仁
、

　
　
　
ま
た
、
　
奨
知
問
仁
、
子
日
愛
“
人
、

へ
三
）
　
日
陥
凹
扁
の
洪
葡
獅
は
岬
甚
予
が
一
婦
の
武
ま
に
賛
け
た
と
」
襟
へ
ら
れ
る
が
、
内
瞬
げ
か
ら
想
定
さ
れ
る
思
想
奥
的
位
置
は
m
川
代
後
応
＋
に
賦
旧
す
る
。

　
（
四
）
　
獅
塑
の
解
知
樺
の
彫
㎝
で
展
醐
槻
だ
れ
た
ム
ロ
理
的
世
界
湘
…
唱
は
勿
r
院
線
ト
ほ
主
蟻
鋤
の
ぶ
で
は
な
い
。
覗
在
の
湘
又
凸
貢
傭
瞳
や
隔
暴
緋
縛
な
ど
に
け
兄
ら
旧
る
純
蝿
t
貌
、

　
　
並
び
に
象
微
主
義
と
㍍
び
つ
く
歌
埋
的
奮
現
・
巳
義
の
立
湯
も
、
崩
投
後
年
に
は
威
罪
し
て
い
る
。
こ
れ
は
期
憲
’
6
流
す
べ
き
意
義
を
有
す
る
。

　
（
・
・
ヨ
）
　
颪
予
や
中
庸
を
ヒ
た
る
骨
艦
の
一
つ
と
し
つ
｝
自
己
濁
特
の
哲
墨
慨
系
㌃
作
り
上
げ
た
芝
川
程
海
尉
派
は
、
端
を
未
完
、
奴
の
萌
芽
と
し
て
で
な

　
　
く
、
全
燈
の
一
部
と
解
す
る
。
從
つ
♂
、
性
と
隅
端
と
の
醗
係
は
顛
倒
し
、
性
は
氷
出
に
、
四
蝋
は
典
の
塵
溜
し
得
る
　
角
に
比
す
べ
き
騎
係
が
成

　
　
立
す
る
。
程
朱
摂
の
人
間
論
と
し
て
典
の
必
要
が
窮
つ
た
こ
と
は
摘
め
ら
れ
る
が
、
孟
予
の
解
膿
と
し
て
は
取
り
轟
な
い
。

（
六
）
　
蹴
勿
の
耀
購
離
婁
に
「
開
物
務
戒
」
と
い
ふ
譲
が
あ
る
。
　
「
萬
物
の
志
を
開
き
通
じ
潔
く
一
ト
の
傍
を
成
就
す
る
」
意
味
と
解
さ
れ
る
が
、
こ
の
鮒
物
｝
を

　
　
天
工
に
毒
し
て
「
天
工
開
物
し
を
題
名
と
す
る
渥
蓮
（
周
知
の
通
り
、
明
の
宋
三
星
の
撰
）
は
、
支
那
で
最
も
特
色
あ
る
技
衛
糎
n
の
一
つ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
寮
都
大
挙
突
墨
部
〔
支
那
哲
墨
史
〕
敷
賛
）
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The　Rise　of　ldealism　in　Aneient　China．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　By　Toshio　Shigesawa

　　The　period　of　four　or　five　hundred　years　ef　the　first　halfi　ofi　the　Chou

dynasty　（’ i’P，・i），　is　regarded　as　the’preparatory　stage　ior　the　formation　of

the　ide，alistic　philosophy　in　anclent　China．　ln　thls　perled　rational　think－

lng　conspicuously　developed　itselfi　on　the　£ollowing　three　problems．

Fir＄t　cofnes　the　problem　of　morals　in　regard　te　which　a　1〈ind　of　moralism

（一翼：餐g　is　emphasized．　It圭s　asserセed亡hat　v量rもue　is（1）aspiritual　va1鞭e

produced　by　man　himseif　and　that　it　is　（2）　a　spiritual　pleasure　・which

results　’ ?ｉｒｏｍ　the　control　oS　sensual　pleasu！’es．　ln　br1ef，　virtue　has　come

to　be　ye塞arded　as　a　property　o£　m乏灘as　鶏an，　i漁depende簸t　o至any　re猛一

glo”s　authorities．　Furthermore，　running　parallel　wit！a　the　elaboration

og　the　list　of　moral　virtues，　thelr　mutual　relations　also　are　rationally

explained．

　．Iln　the　second　place，　there　is　the　problem　ofi　reiigieus　rites．　lt　is

pointed　out　that　merely　｛ormal　perfectioR　o£　religious　rites　is　meaning－

leSs，　and．　that　a　pious　service　for　the　divine　spirits　has　no　primary

singi£icance．　Rather，　the　very　nature　of　the　spirits　should，　according

to　the　rationalists，　be　rational！y　re－interpreted．　｛t　was　during　this

period　that　the　concept　of　‘heaven’　began　losing　its　‘personal’

character，　flnally　to　be　transformed　into　an　abstract　principle・

　　The　third　problem　concerns　the　interpretation　of　the　1（易）．　Over

against　traditional　mystical　interpretation　are　now　proposed　symbolical

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



as　well　as　purely　rationalistic　interpretatiens　of　it．

　　After　such　a　preparatory　stages　there　appeard　2Me・ng　txze　（t，．nt．＝」“一一）．　He

researel．ied　into　human　nature　itself　which　lies　behind　all　human　pheno－

mena，　and　found　it　to　be　good．　ln　order　to　get　at　this　conclusion，　he

could　not　rely　on　expeyience　but　only　on　the　logic　o£　reason．　This　fact

can　not　be　overestimated　for　understanding　the　history　ofi　rationalistic

V玉eW　O董the　w◎rld．

　　’［rhe　doctrine　of　the　mean　in　the　“　Ch2ng　Y？g7ag　”　（　ri一；jilY）　and　the　doctrine

o£fi王拍1（iu£y　in重he‘‘」ISsiao　Cltintt”C紫経）and　the‘E　Ta　Tai　Ll，’（ソ（糞窯

ttlt’；．）　do　not　only　teach　the　most　ba＄ic　moral　laws，　btit　the　ultimate

prlnc1pies　of　the　cosmos．　These　philosophies　ave　not　empirically　con－

structed　but　developed　wlkoiiy　on　the　ground　ofi　rational　ioglc．　Kere　1t

is　rationally　demonstrated　that　the　divine　is　lmmanent　as　svell　as　trans－

cendent，　and　such　a　conception　of　the　divine－human　relationship　has　for

the　fiyst　time　made　the　permanent　co－existence　of　Ged　and　man　pcssible．

る　い

Uber　die

VO丑

Kantische

R・echt　tmd

Scheidkmg

致Σora1

’vo7g　Kunio　Toki

　1〈ant　spie！te　eine　groSe　Rolle　a”ch　in　der　Rechtsphilosophie　daduych，

den　Gedanken　“ber　die　Scheidung　von　Recht　und　Moral，　der　schon　voB

Tbomasius　gezeigt　worden　wAr，　methodisch　zu　vertie£en．　Der　Unterschied

von　Recht　und　Moral　besteht，　nach　1〈ant，　darin，　daB　das　Recht　＄ich　nur

磁圭し，Legalittiゼ’begnggt，　wahre蹴d　d三e　Mora！，，Mora1it畿”fordert，　u難δ

daP，　das　Recht　daher　mit　dern　tiu｛？eren　Zwang　verbunden　werden　kann，

den　die　Moral　von　sich　ausschlieSt．

　　Andererseits　aber　gek6rt　das　juridische　Gesetz　mit　dem　ethischen　Gesetze

zum　Gesetze　der　Freiheit，　das　moralisch　（im　weiteren　Sinne）　im　Unter－

schied　von　dem　Naturgesetze　heifit．　Und　dem　morallschen　Gesetze　ttber－

haupt，　＄ei　es　ethisch　oder　］’uridisch，　w　iderspreehen　die　Lega！itat　und　der

2


