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「
墨
子
」
兼
愛
説
に
封
ず
る
倫
理
學
的
考
察

保

田

清

一

「
墨
子
」
に
現
は
れ
た
倫
理
思
想
に
於
て
、
兼
ね
て
網
愛
し
交
女
相
利
す
る
の
主
張
は
、
其
の
中
心
的
位
置
を
占
め
る
も
の
と
書
へ
る
。

駈
で
此
の
兼
愛
説
に
瀾
し
て
、
倫
理
學
上
、
最
も
問
題
と
な
る
黙
の
一
つ
は
、
自
利
自
愛
に
就
い
て
で
あ
ら
う
。
捌
愛
を
非
と
し
、
兼
愛

交
利
を
之
に
易
へ
て
主
張
す
る
墨
子
一
派
に
於
て
、
慮
利
露
愛
に
蹴
れ
て
み
る
黙
を
、
現
代
に
於
て
薄
金
に
從
ふ
吾
人
が
兼
愛
説
を
理
回

せ
む
と
す
る
に
は
、
如
何
に
議
論
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
先
づ
此
の
問
題
を
採
り
上
げ
て
、
以
下
に
考
察
し
て
み
た
い
。

　
其
の
際
、
差
し
當
っ
て
考
へ
ら
れ
る
こ
と
は
、
象
愛
と
虜
愛
と
の
關
係
に
寒
し
、
大
嫁
し
て
三
種
類
の
解
繹
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
即

ち
第
一
に
は
、
墨
子
の
主
張
は
、
表
罫
は
兼
愛
を
嘱
へ
な
が
ら
も
、
そ
の
實
は
愛
装
せ
る
磨
愛
を
説
く
も
の
に
外
な
ら
な
い
、
と
考
へ
ら

れ
る
で
あ
ら
う
。
別
愛
よ
り
も
兼
愛
の
方
が
、
結
燭
、
自
利
自
愛
の
爲
に
な
る
が
故
に
兼
愛
を
主
張
す
る
の
で
、
從
っ
て
究
極
の
原
理
は

自
愛
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
。
第
二
に
は
、
墨
子
一
派
の
本
誌
の
趣
意
は
、
兼
愛
に
在
る
が
、
そ
れ
を
主
張
し
て
人
に
實
践
せ
し
め
る
爲
の
手

段
と
し
て
、
人
々
の
自
利
心
に
訴
へ
た
も
の
で
あ
る
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
當
時
、
既
に
甥
愛
の
設
が
行
は
れ
、
営
み
な
自
利
心
を
有
す
る

が
故
に
、
樹
令
、
象
愛
を
主
張
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
霞
利
心
を
も
満
足
せ
し
め
る
購
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
、
到
底
、
自
説
を
遵
奉
せ



し
め
難
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
解
せ
ら
れ
る
疇
の
象
愛
読
は
、
自
利
心
が
現
に
偶
女
存
在
す
る
こ
と
を
一
慮
は
認
め
る
が
、
墨
子

一
派
の
霊
張
そ
の
も
の
と
し
て
は
自
利
自
愛
を
承
認
許
容
し
て
は
み
な
い
課
で
あ
る
。
尤
も
此
の
場
合
に
、
所
謂
る
方
便
門
と
か
解
法
と

か
と
し
て
、
溝
極
的
に
で
は
あ
る
が
黒
雲
瞬
愛
を
、
理
論
上
、
前
提
乃
至
容
認
す
る
こ
と
も
あ
ら
う
。
更
に
第
三
に
は
、
兼
愛
と
鐵
愛
と

は
著
る
意
，
味
に
於
て
爾
黒
し
得
る
と
せ
ら
れ
た
と
、
解
す
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
。
薩
愛
は
喬
は
ば
．
兼
愛
の
中
に
苞
含
せ
ら
れ
る
が
故
に
、

溺
愛
に
止
ま
ら
ず
に
・
兼
愛
を
行
へ
ば
、
霞
利
も
從
っ
て
得
ら
れ
る
事
と
な
る
で
あ
ら
う
。
か
う
考
へ
る
な
ら
ば
、
肉
利
尋
常
は
兼
愛
説
に

於
て
原
理
的
な
位
罷
は
輿
へ
ら
れ
な
い
が
、
許
容
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
ら
う
。

　
尚
ほ
此
等
の
解
羅
以
外
に
も
、
何
等
か
の
解
繹
が
施
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
現
代
に
於
て
哲
學
す
る
吾
人
に
と
っ
て
、
　
「
墨
子
」
の
兼

愛
設
が
更
に
よ
く
理
會
せ
ら
れ
る
に
至
る
か
も
知
れ
な
い
。
吾
人
は
「
墨
子
」
書
中
に
傳
へ
る
飯
を
手
懸
り
と
し
て
、
簸
も
愚
論
的
な
解

繹
を
見
出
す
べ
く
、
こ
こ
に
努
力
し
て
み
よ
う
。
其
の
際
、
言
ふ
迄
も
な
い
事
で
あ
る
が
、
「
墨
子
“
書
が
一
人
の
手
よ
り
出
た
も
の
で
も

な
け
れ
ば
、
　
一
時
代
に
成
っ
た
も
の
で
も
な
い
事
に
留
意
し
、
所
読
の
本
質
的
な
も
の
を
類
型
的
に
捉
へ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

797

　
そ
こ
で
吾
人
は
最
初
に
「
兼
愛
扁
の
意
瞭
を
明
ら
か
な
ら
し
め
む
が
爲
に
、
　
「
墨
子
」
書
中
に
於
て
比
較
的
成
立
年
代
が
早
く
、
墨
子

没
後
の
墨
家
三
派
の
思
想
を
略
女
乗
へ
て
る
る
と
考
へ
ら
れ
て
る
る
部
分
に
、
其
の
手
懸
り
を
求
め
て
み
よ
う
。
兼
愛
篇
に
よ
れ
ば
、
胤

の
起
る
厨
以
の
も
の
は
、
自
利
自
愛
の
爲
に
根
愛
し
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
み
る
。
例
へ
ば
、

　
　
こ
こ
ろ
み
に
働
の
侮
れ
乗
り
起
る
か
を
察
す
る
に
、
網
愛
せ
ざ
る
自
り
起
る
。
臣
子
の
震
父
に
孝
な
ら
ざ
る
は
所
謂
る
鑑
な
り
。
子

　
は
自
ら
愛
し
て
父
を
愛
せ
ず
。
故
に
父
を
繕
き
て
自
ら
利
す
。
弟
は
自
ら
愛
し
て
兄
を
愛
せ
ず
。
故
に
兄
を
説
き
て
階
ら
利
す
。
臣
は

　
自
ら
愛
し
て
震
を
愛
せ
ず
。
故
に
霧
を
腐
き
て
自
ら
利
す
。
此
れ
所
謂
る
蹴
な
り
。
…
…
父
は
自
ら
愛
し
て
子
を
愛
せ
ず
。
故
に
子
を

　
好
き
て
墜
ら
利
す
。
兄
は
肖
ら
愛
し
て
弟
を
愛
せ
ず
。
故
に
弟
を
麟
き
て
自
ら
利
す
。
君
は
自
ら
愛
し
て
隠
を
愛
せ
ず
。
故
に
臣
を
腐
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き
て
自
ら
利
す
。
鳴
れ
何
ぞ
や
。
皆
相
愛
せ
ざ
る
よ
り
起
る
。
天
下
の
盗
賊
を
爲
す
者
に
至
る
と
難
も
、
亦
然
り
。
盗
は
其
の
室
を
愛

　
し
て
、
（
其
の
）
小
室
を
愛
せ
ず
。
故
に
異
室
を
霧
み
て
以
て
其
の
室
を
利
す
。
賊
は
其
の
身
を
愛
し
て
人
〔
の
身
〕
を
愛
せ
ず
。
故
に

　
人
〔
の
身
〕
を
賊
う
て
以
て
其
の
身
を
利
す
。
此
れ
何
ぞ
や
。
皆
網
愛
ぜ
ざ
る
よ
り
起
る
。
大
磯
の
家
を
根
観
し
、
諸
侯
の
國
を
相
攻

　
め
る
者
に
盃
る
と
難
も
、
亦
彫
り
。
・
：
－
天
下
の
親
物
こ
こ
に
具
は
る
の
み
。
こ
れ
何
れ
自
り
起
る
か
を
察
す
る
に
、
根
愛
せ
ざ
る
よ

　
　
（
1
）

　
り
起
る
。
（
無
愛
．
上
）

　
是
の
故
に
諸
侯
桐
愛
せ
ざ
れ
ば
則
ち
必
ず
野
職
す
。
家
主
相
愛
せ
ざ
れ
ば
購
ち
必
ず
根
纂
ふ
。
人
と
人
と
相
愛
せ
ざ
れ
ば
矧
ち
必
ず
根

　
賊
ふ
。
霜
臣
網
愛
せ
ざ
れ
ば
則
ち
恵
粋
な
ら
ず
。
父
子
相
愛
せ
ざ
れ
ば
購
ち
慈
孝
な
ら
ず
。
兄
弟
相
愛
せ
ざ
れ
ば
則
ち
和
卸
せ
ず
。
天

　
ド
の
人
皆
相
愛
せ
ざ
れ
ば
、
強
は
必
ず
弱
を
執
ら
へ
、
富
は
必
ず
貧
を
侮
り
、
貴
は
必
ず
賎
に
数
り
、
詐
は
必
ず
愚
を
欺
か
む
。
（
熟
愛
・

　
中
）

か
う
し
て
墨
子
一
派
は
、
自
利
自
愛
乃
至
携
愛
を
曳
け
て
兼
愛
劣
悪
を
主
張
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
即
ち

　
凡
そ
天
下
の
鍋
纂
怨
恨
、
其
の
起
る
所
以
の
者
は
、
相
愛
せ
ざ
る
を
以
て
生
ず
る
な
り
。
こ
こ
を
以
て
仁
者
は
之
を
非
る
。
既
に
以
て

　
之
を
非
と
す
。
何
を
以
て
之
に
易
ふ
る
か
。
子
墨
子
言
ひ
て
響
く
、
象
ね
て
穣
愛
し
聖
女
根
利
す
る
の
法
を
以
て
之
に
易
へ
む
。
然
ら

　
ば
則
ち
象
ね
て
相
愛
し
交
女
相
利
す
る
の
法
は
、
將
に
奈
写
せ
む
と
す
る
哉
。
子
墨
子
言
は
く
、
人
の
購
を
親
る
こ
と
、
其
の
國
を
硯

　
る
が
若
く
し
、
人
の
家
を
視
る
こ
と
、
其
の
家
を
廻
る
が
若
く
し
、
人
の
身
を
覗
る
こ
と
、
其
の
身
を
醗
る
が
若
く
す
。
こ
の
故
に
諸

　
侯
栢
愛
す
れ
ば
剛
ち
野
戦
せ
ず
。
家
主
桐
愛
す
れ
ば
則
ち
相
纂
は
ず
。
人
と
人
と
梱
愛
す
れ
ば
則
ち
害
意
は
ず
。
君
臣
相
愛
す
れ
ば
則

　
ち
恵
忠
な
り
。
父
子
棺
愛
す
れ
ば
購
ち
慈
孝
な
り
。
兄
弟
相
愛
す
れ
ば
鞭
ち
霜
調
す
。
天
下
の
人
皆
相
愛
す
れ
ば
、
強
は
弱
を
執
ら
へ

　
ず
、
躍
は
寡
を
劫
さ
ず
、
窟
は
貧
を
侮
ら
ず
、
貴
は
賎
に
敷
ら
ず
、
詐
は
愚
を
欺
か
ず
。
凡
そ
天
下
の
魅
了
怨
恨
、
起
る
こ
と
な
か
ら

　
し
む
可
き
者
は
、
相
愛
す
る
を
以
て
生
ず
る
な
り
。
（
熟
愛
・
中
）

　
（
故
に
）
入
の
室
を
視
る
こ
と
其
の
室
の
若
く
な
ら
ば
、
誰
か
籍
ま
む
。
人
の
身
を
認
る
こ
と
其
の
身
の
若
く
な
ら
ば
、
誰
か
賊
は
む
。



　
　
　
…
…
人
の
家
を
覗
る
こ
と
其
の
家
の
若
く
な
ら
ば
、
誰
か
観
さ
む
。
人
の
國
を
覗
る
こ
と
其
の
國
の
若
く
な
ら
ば
、
誰
か
攻
め
む
。
…

　
　
　
…
若
し
天
下
を
し
て
象
ね
て
網
愛
せ
し
む
れ
ば
、
國
と
國
と
根
攻
め
ず
、
家
と
家
と
梢
飢
さ
ず
、
盗
賊
罵
る
こ
と
な
く
、
震
園
父
子
み

　
　
　
な
能
く
孝
慈
な
ら
む
。
か
く
の
若
く
な
ら
ば
購
ち
天
下
治
ま
ら
む
。
…
…
故
に
天
下
兼
ね
て
相
愛
す
れ
ば
則
ち
治
ま
り
、
交
女
相
悪
め

　
　
　
ば
羅
ち
働
る
。
故
に
子
墨
子
日
く
、
以
て
人
を
愛
す
る
を
営
め
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
者
は
、
此
な
り
。
（
兼
愛
・
上
）

　
　
　
人
を
非
と
す
る
者
は
必
ず
以
て
之
に
易
ふ
る
あ
り
。
若
し
人
を
非
と
し
て
以
て
之
に
易
ふ
る
無
く
ん
ば
、
之
を
讐
へ
ば
猫
ほ
水
を
以
て

　
　
　
〔
水
を
救
ひ
火
を
以
て
〕
火
を
救
ふ
が
ご
と
し
。
其
の
説
將
に
必
ず
嫌
な
か
ら
む
と
す
。
こ
の
故
に
子
墨
予
臼
く
、
兼
以
て
別
に
易
ふ
、

　
　
　
と
。
…
…
い
ま
吾
、
象
の
生
ず
る
所
を
本
原
す
る
に
、
天
下
の
大
利
な
る
者
な
り
。
吾
、
溺
の
生
ず
る
所
を
本
原
す
る
に
、
天
下
の
大

　
　
　
害
な
る
者
な
り
。
こ
の
故
に
子
墨
子
日
く
、
励
は
非
に
し
て
兼
は
是
な
り
と
は
、
こ
の
方
に
出
つ
る
な
り
。
い
ま
吾
、
將
に
正
に
天
下

　
　
　
の
利
を
お
こ
し
て
之
を
取
る
こ
と
を
求
め
む
と
し
、
象
を
以
て
正
と
な
す
。
（
盆
愛
・
峯
）

　
　
　
此
等
の
寂
述
か
ら
み
れ
ば
、
墨
子
の
所
謂
る
兼
愛
と
は
、
虞
他
の
翻
別
に
よ
っ
て
愛
に
棺
箱
を
あ
ら
し
め
な
い
こ
と
で
あ
る
と
解
せ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
れ
る
。
自
己
と
の
關
係
如
何
に
よ
る
差
等
を
愛
に
設
げ
な
い
こ
と
が
主
張
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
掃
溜
、
蔭
利
自
愛
及
び
溺
愛
は
排

　
　
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
詳
言
す
れ
ば
、
慮
利
自
愛
と
は
自
己
ま
た
は
自
己
に
厩
す
る
も
の
な
る
が
故
に
そ
れ
を
愛
利
す
る
こ
と
で

　
　
あ
り
、
携
愛
と
は
自
己
と
の
嗣
係
の
親
等
に
よ
っ
て
愛
に
差
別
を
つ
け
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
自
愛
の
様
態
と
も
謂
ふ
べ
き
も
の
だ
か
ら
で

　
　
あ
る
。
而
も
墨
子
一
派
に
よ
れ
ば
、
天
下
の
大
害
は
專
ら
膚
愛
・
別
意
に
基
く
と
せ
ら
れ
る
。
さ
れ
ば
劉
愛
・
窮
愛
を
非
と
し
て
、
之
に

　
　
易
へ
る
に
象
愛
を
以
て
し
た
所
以
は
、
天
下
の
利
を
興
さ
む
と
す
る
に
在
る
鐸
で
あ
る
。
從
っ
て
象
愛
が
墾
落
せ
る
霞
愛
で
あ
る
と
い
ふ

　
　
解
繹
は
、
劉
底
、
成
立
し
難
い
と
書
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
掬
て
こ
の
や
う
に
自
己
と
の
關
係
如
何
に
拘
ら
ず
愛
す
る
こ
と
が
主
張
せ
ら
れ
る
と
、
人
を
愛
す
る
場
合
、
そ
れ
は
入
な
る
が
故
に
愛

　
　
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
人
が
自
己
に
利
を
齋
ら
す
が
故
に
愛
す
る
の
で
も
、
自
己
と
特
定
の
閉
柄
に
あ
る
が
故
に
愛
す
る
の
で
も
、
あ
っ

　
　
て
は
な
ら
な
い
。
從
っ
て
兼
愛
は
人
そ
の
も
の
を
、
人
一
般
を
、
愛
す
る
と
い
ふ
事
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
印
ち
兼
ね
て
網
愛
せ
よ
と

㎜　
　
　
　
　
「
墨
子
し
蕪
愛
設
に
封
ず
る
倫
理
學
的
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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驚
く
主
張
は
、
人
を
愛
せ
よ
と
の
教
に
書
ひ
換
へ
る
こ
と
が
出
古
る
。
上
に
も
引
い
た
如
く
、
兼
愛
・
上
篇
の
末
尾
に
於
て
、
人
を
愛
す

る
こ
と
を
鋤
め
る
と
述
べ
て
み
る
所
以
は
、
こ
こ
に
在
る
と
解
せ
ら
れ
る
。

　
「
墨
子
」
書
中
に
於
て
、
象
愛
篇
な
ど
に
艶
べ
て
成
立
年
代
が
後
れ
る
も
の
と
せ
ら
れ
て
る
る
経
篇
な
ど
を
み
る
と
、
上
記
の
如
き
、

人
を
愛
す
る
の
読
が
見
出
さ
れ
る
。
尤
も
膠
漆
な
ど
に
煮
て
は
、
論
理
學
乃
至
修
指
顧
に
労
す
る
叙
述
が
主
と
な
っ
て
を
り
、
蕪
愛
設
に

直
接
關
係
せ
る
積
極
的
な
倫
理
學
的
主
張
は
、
表
面
に
は
出
て
み
な
い
。
然
し
乍
ら
元
來
、
此
等
の
論
理
學
的
主
張
も
道
徳
乃
至
政
治
的

關
心
を
背
景
と
し
、
自
家
の
倫
理
思
想
を
擁
護
せ
む
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば

　
夫
れ
辮
な
る
者
は
、
將
に
以
て
蓬
非
の
分
を
明
ら
か
に
し
、
前
帯
の
紀
を
審
ら
か
に
し
、
同
異
の
庭
を
明
ら
か
に
し
、
名
費
の
理
を
察

　
し
、
利
害
に
庭
し
、
嫌
疑
を
決
せ
む
と
す
。
（
小
取
）

と
述
べ
て
み
る
。

　
此
等
諮
篇
に
現
は
れ
た
所
を
考
察
す
る
に
、
蓉
後
に
あ
る
倫
理
思
想
と
し
て
、
人
そ
の
も
の
を
愛
す
る
こ
と
が
読
か
れ
て
る
た
と
考
へ

ら
れ
る
。
而
し
て
人
を
愛
す
る
と
は
人
す
べ
て
を
愛
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
さ
れ
て
る
る
。
郎
ち

　
人
を
愛
す
る
は
、
周
ね
く
入
を
愛
す
る
を
待
ち
て
、
而
る
後
に
人
を
愛
す
と
爲
す
。
入
を
愛
せ
ざ
る
は
、
周
ね
く
人
を
愛
せ
ざ
る
を
待

　
た
ず
。
周
ね
く
は
愛
せ
ざ
れ
ば
、
因
り
て
人
を
愛
せ
ず
と
撫
す
。
馬
に
乗
る
は
、
周
ね
く
馬
に
乗
る
を
待
ち
て
、
然
る
後
に
馬
に
乗
る

　
と
は
爲
さ
ず
。
馬
に
乗
る
こ
と
有
ら
ば
、
因
り
て
馬
に
乗
る
と
爲
す
。
馬
に
乗
ら
ざ
る
に
至
る
に
忍
び
て
は
、
周
ね
く
馬
に
乗
ら
ざ
る

　
を
待
ち
て
、
蒲
る
後
に
馬
に
乗
ら
ず
と
爲
す
。
（
小
取
）

馬
に
乗
る
場
合
に
は
、
す
べ
て
の
馬
に
乗
ら
な
く
て
も
、
馬
に
乗
る
と
書
ふ
の
に
封
し
、
入
を
愛
す
る
と
言
ふ
場
合
は
、
す
べ
て
の
入
を

愛
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
反
封
に
、
馬
に
乗
ら
な
い
と
言
ふ
場
合
は
、
す
べ
て
の
馬
に
乗
ら
な
い
の
で
あ
る
の
に
濁
し
、
人
を

愛
し
な
い
と
言
ふ
時
は
、
す
べ
て
の
人
を
愛
し
な
い
こ
と
を
必
要
と
は
し
な
い
。
從
っ
て
、
特
定
の
人
を
愛
し
て
人
一
般
を
愛
す
る
の
で

は
な
い
自
愛
・
別
愛
は
、
入
を
愛
す
る
と
い
ふ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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こ
の
や
う
に
人
を
愛
す
る
こ
と
が
、
す
べ
て
の
人
を
愛
す
る
こ
と
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
せ
ら
れ
て
る
る
の
は
、
人
そ
の
も
の
を
愛

す
る
こ
と
が
主
張
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
自
己
と
の
關
係
如
何
に
掬
ら
ず
人
一
般
を
愛
す
る
こ
と
が
読
か
れ
た
。
そ
こ

で
掌
る
人
を
愛
す
る
の
は
、
そ
の
特
定
の
人
を
其
の
特
殊
性
の
故
に
愛
す
る
の
で
は
な
く
て
、
人
そ
の
も
の
を
愛
す
る
が
故
に
、
其
の
人

が
入
一
般
で
あ
る
語
り
に
於
て
之
を
愛
す
る
、
と
い
ふ
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
「
墨
子
」
に
は
次
の
如
く
述
べ
ら
れ
て
み
る
。

　
白
馬
は
馬
な
り
。
白
馬
に
乗
る
は
馬
に
乗
る
な
り
。
麗
馬
は
馬
な
り
。
膿
馬
に
乗
る
は
馬
に
乗
る
な
り
。
獲
は
人
な
り
。
獲
を
愛
す
る

　
は
人
を
愛
す
る
な
り
。
誠
は
人
な
り
。
減
を
愛
す
る
は
人
を
愛
す
る
な
り
。
こ
れ
乃
ち
是
に
し
て
然
る
者
な
り
。
獲
の
親
は
人
な
り
。

　
獲
、
其
の
親
に
事
ふ
る
は
入
に
事
ふ
る
に
非
ざ
る
な
り
。
其
の
弟
は
美
人
な
り
。
弟
を
愛
す
る
は
美
人
を
愛
す
る
に
非
ざ
る
な
り
。
車

　
は
木
な
り
。
車
に
乗
る
は
木
に
乗
る
に
非
ざ
る
な
り
。
船
は
木
な
り
。
船
に
い
る
は
木
に
い
る
に
非
ざ
る
な
り
。
（
小
取
）

即
ち
親
に
事
へ
る
の
は
、
自
己
と
の
特
殊
閥
係
に
あ
る
特
定
の
人
に
事
へ
る
の
で
あ
っ
て
、
人
一
般
に
事
へ
る
の
で
は
な
い
、
と
書
ふ
の

で
あ
る
。
從
っ
て
自
己
或
は
自
己
と
特
殊
な
關
係
に
あ
る
特
定
の
人
を
、
其
の
特
殊
性
の
故
に
愛
す
る
自
愛
乃
至
劉
愛
は
、
勿
論
、
人
一

般
を
愛
す
る
こ
と
で
は
あ
り
得
な
い
。
故
に
墨
子
一
派
の
主
張
す
る
所
を
自
愛
乃
至
別
愛
に
蹄
せ
し
め
る
事
は
出
來
な
い
。
前
者
は
如
何

な
る
人
を
も
、
從
っ
て
す
べ
て
の
人
を
愛
す
る
の
で
あ
り
、
後
者
は
特
定
の
者
だ
け
を
、
從
っ
て
一
部
の
人
を
愛
す
る
の
で
あ
る
。

　
か
う
し
て
人
を
愛
す
る
と
い
ふ
の
は
人
そ
の
も
の
を
愛
す
る
こ
と
で
あ
り
、
特
定
の
人
で
は
な
く
て
人
一
般
を
、
立
っ
て
す
べ
て
の
人

を
愛
す
る
と
い
ふ
事
に
な
っ
た
。
然
し
乍
ら
其
の
際
に
、
墨
子
一
派
は
人
そ
の
も
の
を
食
毒
論
的
見
地
か
ら
捉
へ
た
。
郎
ち
人
そ
の
も
の

と
は
本
來
の
人
の
こ
と
で
あ
り
、
人
た
る
に
値
す
る
晒
す
べ
て
を
包
含
す
る
が
、
假
令
、
存
在
と
し
て
は
人
で
あ
っ
て
も
確
た
る
に
値
し

な
い
者
は
含
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
人
を
愛
す
る
と
は
、
輪
重
の
人
を
愛
す
る
の
で
あ
っ
て
、
非
本
命
的
な
人
は
、
之
を
愛
利
し
な

い
と
い
ふ
事
に
も
な
る
。
例
へ
ば
盗
人
は
、
存
在
と
し
て
は
人
で
あ
っ
て
も
、
人
た
る
に
値
し
な
い
か
ら
、
之
を
殺
し
て
も
、
人
一
般
を

愛
せ
よ
と
す
る
主
張
と
は
、
矛
矯
し
な
い
灘
で
あ
る
。
帥
ち
磁
く
、

　
　
（
3
）

　
盗
（
人
）
は
人
な
り
。
盗
多
き
は
人
多
き
に
非
ざ
る
な
り
。
盗
な
き
は
露
な
き
に
非
ざ
る
な
り
。
呉
を
以
て
か
之
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
　
　
「
墨
子
し
兼
愛
競
に
封
ず
る
倫
理
學
的
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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五
八

　
盗
多
き
を
悪
む
は
、
人
多
き
を
悪
む
に
非
ざ
る
な
り
。
盗
な
き
を
欲
す
る
は
、
事
な
き
を
欲
す
る
に
非
ざ
る
な
り
。
世
、
相
輿
共
に
之

　
を
是
と
せ
む
。
若
し
是
の
若
く
な
ら
ば
、
則
ち
盗
（
人
）
は
人
な
り
と
難
も
、
盗
を
愛
す
る
は
人
を
愛
す
る
に
非
ざ
る
な
り
。
盗
を
愛

　
せ
ざ
る
は
人
を
愛
せ
ざ
る
に
非
ざ
る
な
り
。
盗
（
人
）
を
殺
す
は
人
を
殺
す
に
雰
ざ
る
な
り
。
（
小
取
）

人
そ
の
も
の
を
愛
し
、
人
な
る
が
故
に
入
を
愛
し
、
二
っ
て
如
何
な
る
入
を
も
、
人
た
る
に
値
す
れ
ば
、
す
べ
て
之
を
愛
す
る
こ
と
が
、

墨
子
一
派
に
於
て
主
張
さ
れ
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
吾
入
は
こ
こ
に
於
て
、
適
意
と
は
人
一
般
を
愛
す
る
こ
と
、
本
馬
の
人
を
愛
す
る

こ
と
な
の
で
あ
る
と
、
言
ふ
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ら
う
。

　
上
に
逡
べ
た
や
う
に
、
兼
愛
篇
な
ど
に
於
て
は
、
自
分
で
あ
る
か
・
他
人
で
あ
る
か
、
或
は
自
已
に
親
し
い
か
否
か
、
と
い
ふ
顯
が
重

硯
せ
ら
れ
、
さ
う
い
ふ
槻
瓢
に
立
っ
て
愛
に
差
別
を
つ
け
な
い
こ
と
が
主
張
せ
ら
れ
た
の
が
兼
愛
説
で
あ
る
。
露
己
と
の
親
疏
關
係
に
全

く
拘
ら
ず
に
人
を
愛
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
兼
愛
は
特
定
の
人
で
は
な
く
て
人
一
般
を
愛
す
る
こ
と
と
な
る
。
而
し
て
小
取
集
な
ど
に
在

っ
て
は
、
本
來
の
人
で
あ
る
か
否
か
、
入
た
る
に
値
す
る
か
・
存
在
と
し
て
の
人
で
は
あ
っ
て
も
人
の
懐
値
を
有
し
な
い
か
、
と
い
ふ
こ

と
に
重
鮎
が
置
か
れ
、
人
そ
の
も
の
を
一
般
に
愛
し
、
本
來
の
人
を
す
べ
て
愛
す
る
こ
と
が
説
か
れ
た
と
解
せ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
す
べ
て

の
本
尊
の
人
を
愛
す
る
こ
と
が
果
し
て
可
能
で
あ
る
か
、
と
い
ふ
間
題
が
出
て
來
る
こ
と
は
當
然
で
あ
ら
う
。
経
鼻
な
ど
に
は
此
の
烈
が

扱
は
れ
て
る
る
が
、
後
に
述
べ
る
こ
と
と
し
よ
う
。

三

　
こ
の
や
う
に
考
察
し
て
來
る
と
、
自
己
と
の
關
係
如
何
に
よ
っ
て
差
別
し
な
い
と
い
ふ
こ
と
に
重
黙
を
置
く
に
し
て
も
、
人
た
る
に
値

す
る
人
を
す
べ
て
と
い
ふ
黙
を
重
親
す
る
に
し
て
も
、
何
れ
の
場
合
に
於
て
も
、
兼
愛
乃
至
愛
入
の
主
張
で
は
、
玉
垂
・
麿
愛
と
い
ふ
も

の
が
、
原
理
と
し
て
容
認
せ
ら
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
書
ふ
迄
も
な
く
自
愛
・
出
嫁
と
は
、
自
己
ま
た
は
自
分
に
親
し
い
も
の
な

る
が
故
に
愛
す
る
こ
と
を
原
理
と
す
る
か
ら
、
藤
江
と
の
親
疏
關
係
に
依
っ
て
愛
に
厚
簿
を
つ
け
る
こ
と
で
あ
り
、
す
べ
て
の
本
來
の
人



　
　
を
、
人
そ
の
も
の
な
る
が
故
に
一
般
に
、
愛
す
る
こ
と
で
は
あ
り
得
な
い
。

　
　
　
然
る
に
「
墨
子
」
の
書
中
で
は
、
自
利
欝
愛
に
少
く
と
も
漁
れ
て
み
る
こ
と
は
、
如
何
と
も
碧
し
難
い
事
實
で
あ
る
。
　
一
・
二
の
例
を

　
　
左
に
暴
げ
る
と
、

　
　
　
夫
れ
人
を
愛
す
る
者
は
、
人
も
必
ず
從
う
て
之
を
愛
し
、
入
を
利
す
る
者
は
、
人
も
必
ず
願
う
て
之
を
利
す
。
人
を
悪
む
者
は
、
人
も

　
　
　
必
ず
從
う
て
之
を
悪
み
、
人
を
害
す
る
者
は
、
人
も
必
ず
從
う
て
之
を
害
す
。
（
勲
愛
・
中
）

　
　
　
湿
れ
入
を
愛
す
る
者
は
、
人
も
亦
、
繕
う
て
之
を
愛
し
、
人
を
利
す
る
者
は
、
人
も
亦
、
從
う
て
之
を
利
す
。
人
を
編
む
者
は
、
人
も

　
　
　
亦
、
從
う
て
之
を
．
悪
み
、
人
を
害
す
る
者
は
、
人
も
亦
、
從
う
て
之
を
害
す
。
（
集
愛
・
中
）

　
　
と
書
っ
て
、
い
つ
れ
も
兼
愛
説
を
欝
行
ず
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
根
魚
と
し
て
み
る
。
ま
た

　
　
　
子
墨
子
曰
く
、
姑
ら
く
由
み
に
之
を
孝
子
の
親
の
爲
に
度
る
者
に
本
原
す
る
に
、
翻
れ
識
ら
ず
、
孝
子
の
親
の
爲
に
煮
る
者
は
、
ま
た

　
　
　
人
の
其
の
親
を
愛
利
す
る
を
欲
す
る
か
、
そ
も
そ
も
人
の
其
の
親
を
悪
賊
す
る
を
欲
す
る
か
を
。
説
を
以
て
之
を
観
る
に
、
即
ち
人
の

　
　
　
其
の
親
を
愛
利
す
る
を
欲
す
る
な
り
。
然
ら
ば
師
ち
重
れ
悪
く
に
か
先
づ
事
に
從
う
て
郎
ち
此
を
得
む
。
こ
れ
測
れ
先
づ
人
の
親
を
愛

　
　
　
利
す
る
に
学
事
し
、
然
る
後
に
人
、
我
に
報
ゆ
る
に
吾
親
を
愛
利
す
る
〔
を
以
て
す
る
〕
か
。
そ
も
そ
も
薫
れ
先
づ
入
の
親
を
悪
〔
賊
〕

　
　
　
す
る
に
議
事
し
、
然
る
後
に
人
、
我
に
報
ゆ
る
に
吾
親
を
愛
利
す
る
を
以
て
す
る
か
。
部
ち
必
ず
吾
れ
先
づ
人
の
親
を
愛
利
す
る
に
從

　
　
　
事
し
、
然
る
後
に
人
、
我
に
報
ゆ
る
に
吾
親
を
愛
利
す
る
を
以
て
せ
む
。
（
盆
愛
・
下
）

　
　
な
ど
と
述
べ
て
み
る
。
前
に
引
い
た
の
が
、
實
島
上
に
於
て
で
は
あ
る
が
、
兼
愛
が
自
愛
に
依
存
す
る
黙
を
示
し
た
の
に
樹
し
、
こ
こ
に

　
　
墨
げ
た
の
は
、
別
愛
が
兼
愛
に
依
存
す
る
こ
と
を
説
い
て
み
る
。

　
　
　
尚
ほ
兼
愛
・
下
篇
に
は
、
生
還
を
期
し
難
い
や
う
な
場
慮
に
置
か
れ
た
時
、
家
族
を
叢
愛
の
士
に
寄
託
す
る
か
、
携
愛
の
士
に
寄
託
す

　
　
る
か
、
或
は
疫
病
な
ど
で
生
存
の
危
殆
に
直
面
し
て
み
る
民
を
し
て
、
兼
愛
の
君
と
別
処
の
鍛
と
を
選
ば
し
め
た
な
ら
ば
、
民
は
何
れ
を

　
　
取
る
か
、
な
ど
と
設
問
し
て
、
如
何
な
る
人
も
、
軍
素
は
兼
愛
設
を
非
と
す
る
人
と
雛
も
、
必
ず
兼
愛
の
方
を
選
ぶ
だ
ら
う
、
と
述
べ
て

038　
　
　
　
　
「
墨
子
」
勲
愛
読
に
封
ず
る
倫
理
學
的
考
察
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〇

〇4
8
　
み
る
。
こ
れ
は
人
の
繭
愛
・
甥
愛
の
心
に
訴
へ
た
も
の
と
も
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
が
、
い
は
ば
一
種
の
限
界
状
況
に
於
て
は
何
人
も
兼

　
　
愛
の
方
を
甥
愛
よ
り
も
便
値
あ
り
と
す
る
こ
と
を
説
い
て
、
兼
愛
設
の
具
騰
性
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
し
た
も
の
と
、
寧
ろ
言
ふ
べ
き
で

　
　
あ
る
。
何
庭
ま
で
も
自
利
心
を
前
提
と
す
る
考
方
に
立
て
ば
、
前
者
の
解
悟
し
か
虚
來
な
い
で
あ
ら
う
が
、
一
種
の
限
界
状
況
に
置
く
こ

　
　
と
に
よ
っ
て
、
霞
愛
・
別
愛
が
い
は
ば
挫
折
す
る
こ
と
を
示
し
て
、
其
の
抽
象
性
を
畳
ら
し
め
む
と
し
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
果
し
て

　
　
さ
う
だ
と
す
れ
ば
、
象
愛
の
主
張
そ
の
も
の
は
、
必
ず
し
も
自
利
心
を
豫
失
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
兎
に
角
こ
の
や
う
に
し
て
自
愛
・
別
愛
と
の
閥
係
如
何
と
い
ふ
黙
に
、
倫
理
思
想
と
し
て
の
「
墨
子
」
象
愛
読
解
繹
の
鳥
撃
が
存
す
る

　
　
と
書
は
ね
ば
な
る
ま
い
。
所
で
此
の
黙
に
寒
し
て
、
吾
人
に
問
題
解
決
の
等
温
を
暗
示
し
て
呉
れ
る
や
う
に
思
は
れ
る
手
懸
り
が
、
大
取

　
　
篇
に
見
出
さ
れ
る
。
印
…
ち

　
　
　
戯
の
其
の
親
の
爲
に
す
る
を
以
て
之
を
愛
す
る
も
、
其
の
親
を
愛
す
る
に
非
ざ
る
な
り
。
麟
の
其
の
親
の
爲
に
す
る
を
以
て
之
を
利
す

　
　
　
る
も
、
粟
の
親
を
利
す
る
に
非
ざ
る
な
り
。
（
大
取
）

　
　
こ
こ
は
盗
み
難
い
所
で
あ
っ
て
否
定
詞
を
術
字
と
す
る
説
も
あ
る
。
然
し
思
想
内
容
を
主
と
し
て
み
る
時
は
、
既
述
の
考
方
に
矛
鷹
す
る

　
　
解
繹
は
、
串
語
れ
ば
避
け
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
結
局
、
人
を
愛
す
る
こ
と
を
し
て
命
毛
・
自
愛
に
齢
せ
し
め
る
こ
と
を
、
不
可

　
　
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
而
も
亦

　
　
　
戚
の
己
を
愛
す
る
は
、
己
の
人
た
る
を
愛
す
る
が
爲
に
非
ざ
る
な
り
。
（
大
取
）

　
　
と
述
べ
て
、
自
愛
が
人
一
般
を
愛
す
る
の
と
は
異
る
こ
と
を
主
張
し
て
み
る
。
從
っ
て
吾
人
は
既
蓮
の
所
と
も
併
せ
考
へ
て
、
象
愛
・
愛

　
　
人
と
別
愛
・
露
愛
と
は
、
少
く
と
も
一
鷹
、
根
容
れ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
　
　
所
が
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
同
じ
く
大
取
篇
に

　
　
　
人
を
愛
す
る
は
己
を
外
に
せ
ず
。
己
は
愛
す
る
飯
の
中
に
在
り
。
己
れ
愛
す
る
研
に
在
れ
ば
、
愛
は
己
に
加
は
る
。
倫
列
の
己
を
愛
す

　
　
　
る
は
、
人
を
愛
す
る
な
り
。
（
大
取
）



　
　
と
も
述
べ
ら
れ
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
蝕
に
於
て
吾
人
は
、
兼
愛
・
愛
人
が
別
愛
・
嵐
愛
と
連
關
す
る
面
を
も
、
看
過
す
る
こ
と
が
出
來

　
　
な
い
。
然
ら
ば
如
何
な
る
意
味
に
於
て
連
繋
す
る
の
で
あ
ら
う
か
。
上
に
引
い
た
厨
を
手
懸
り
と
し
て
考
へ
る
に
、
自
愛
は
決
し
て
人
一

　
　
般
を
愛
す
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
論
纂
に
、
人
一
般
を
愛
す
る
場
合
に
は
、
自
己
も
そ
の
愛
の
封
象
の
中
に
入
り
得
る
と
言
ふ
の
で
あ
る
。

　
　
詳
書
す
れ
ば
、
人
一
般
と
い
ふ
中
に
は
自
己
も
含
ま
れ
得
る
か
ら
、
自
分
自
身
と
雛
も
入
そ
の
も
の
で
あ
る
盛
り
に
於
て
は
、
愛
の
饗
象

　
　
に
な
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
本
四
の
人
と
し
て
の
欝
己
を
愛
す
る
こ
と
は
、
人
一
般
を
愛
す
る
こ
と
に
、
決
し
て
矛
忘
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
上
記
の
引
用
文
の
末
羅
に
あ
る
「
倫
列
之
愛
己
愛
人
也
」
と
い
ふ
の
は
、
意
義
を
必
ず
し
も
詳
か
に
し
な
い
が
、
謀
る
特
別
な
條
件
の
下

　
　
に
嘗
て
は
、
己
を
愛
す
る
の
と
入
を
愛
す
る
の
と
が
一
致
す
る
こ
と
を
、
述
べ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
而
し
て
そ
れ
は
上
述
の
如
き
意
味
の

　
　
も
の
と
し
て
、
始
め
て
吾
人
に
と
り
理
會
せ
ら
れ
得
る
。

　
　
　
こ
の
や
う
に
「
墨
子
し
に
於
て
は
象
愛
を
主
張
し
な
が
ら
も
自
愛
に
鰯
れ
て
る
る
黙
は
、
象
愛
を
自
愛
に
灘
せ
し
め
る
も
の
と
解
す
べ

　
　
き
で
は
な
く
、
自
己
と
雛
も
本
來
の
人
と
し
て
は
人
一
般
の
中
に
属
す
る
が
故
に
、
兼
愛
と
自
愛
と
は
其
の
限
り
に
歴
て
一
致
す
る
と
爲

　
　
す
も
の
で
あ
る
。
從
っ
て
所
謂
る
自
愛
・
溺
愛
と
は
異
り
、
そ
れ
は
虜
他
の
人
一
般
と
し
て
の
圃
一
性
に
、
邸
ち
自
他
の
手
淫
に
拘
は
ら

　
　
な
い
人
そ
の
も
の
の
本
質
に
、
基
い
て
説
か
れ
る
繹
で
あ
る
。
故
に
假
令
、
兼
愛
読
そ
れ
自
身
の
積
極
的
原
理
と
し
て
で
は
な
い
に
し
て

　
　
も
、
自
利
自
愛
を
一
罪
、
い
は
ば
溝
極
的
原
理
と
し
て
肯
定
是
認
せ
る
も
の
、
と
も
解
す
べ
き
で
は
な
か
ら
う
。
世
人
の
自
愛
心
は
飽
く

　
　
迄
も
否
定
排
除
す
る
こ
と
を
象
認
容
は
主
張
す
る
も
の
で
、
自
他
を
通
じ
た
入
一
般
を
愛
す
べ
し
と
続
く
の
で
あ
る
。

　
　
　
一
筆
、
自
己
と
の
親
書
長
谷
に
よ
っ
て
愛
に
差
朋
を
つ
け
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
主
張
す
れ
ば
、
自
己
ま
た
は
自
己
に
親
し
い
が
故
に
愛

　
　
さ
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
も
、
其
の
反
面
に
於
て
岡
時
に
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
瞳
己
な
る
が
故
に
愛
す
る
こ
と
も
、
自
己
な
る
が
故
に

　
　
愛
さ
な
い
こ
と
も
、
共
に
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
人
た
る
に
値
す
る
人
を
、
人
一
般
を
、
愛
せ
よ
と
説
く
な
ら
ば
、
本
來
の
人
た

　
　
る
自
己
を
、
自
己
な
る
が
故
に
愛
さ
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
許
さ
れ
る
澤
に
は
ゆ
か
な
い
。
自
己
で
あ
ら
う
と
他
者
で
あ
ら
う
と
、
本
來

　
　
の
人
・
人
そ
の
も
の
を
一
般
に
愛
す
べ
き
で
あ
る
。
窟
己
ま
た
は
自
己
に
親
し
い
人
々
に
封
し
て
も
、
さ
う
で
な
い
他
の
人
々
に
封
ず
る

058　
　
　
　
　
「
墨
子
」
霰
櫓
幕
に
封
ず
る
倫
理
學
的
考
察
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場
合
と
同
様
に
愛
し
、
自
己
と
難
も
本
降
の
人
た
る
に
値
す
る
限
り
は
、
他
の
本
來
の
人
々
を
愛
す
る
の
と
同
様
に
、
之
を
愛
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
さ
う
い
ふ
意
味
に
於
て
は
、
自
愛
も
兼
愛
の
中
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
ζ
冨
へ
る
で
あ
ら
う
。

　
愛
と
い
へ
ば
自
愛
を
、
或
は
自
己
と
の
親
疏
に
慮
じ
て
愛
に
差
等
を
設
け
る
こ
と
、
帥
ち
別
愛
を
、
薗
提
と
し
た
考
方
に
呈
し
て
、
兼

愛
を
主
張
せ
む
と
す
る
か
ら
に
は
、
自
愛
に
鰯
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
ふ
こ
と
も
勿
論
あ
る
だ
ら
う
。
然
し
兼
愛
説
そ
の
も
の
と
し
て
は
、

自
愛
・
劉
愛
を
否
定
す
る
の
で
あ
っ
て
、
兼
愛
を
自
愛
に
麟
せ
し
め
る
こ
と
は
言
ふ
に
及
ば
ず
、
假
令
、
溝
極
的
な
意
味
に
於
て
で
あ
っ

て
も
、
上
越
・
自
愛
そ
の
も
の
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
兼
愛
が
人
一
般
・
人
そ
の
も
の
を
愛
す
る
の
で
あ
る
以
上
、
自
分
も
本

來
の
入
で
あ
る
限
り
に
於
て
は
、
愛
の
蔓
紫
に
當
聖
な
る
と
書
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
兼
愛
が
自
他
に
よ
っ
て
愛
を
相
傘
せ
し
め
な
い

事
で
あ
る
以
上
、
自
己
と
蹉
も
他
者
に
封
ず
る
場
会
と
岡
様
で
あ
る
逸
り
に
於
て
、
之
を
愛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
に
さ
う
い
ふ
意

味
に
於
て
の
み
、
從
っ
て
世
の
瞬
要
る
自
愛
と
は
異
っ
て
で
は
あ
る
が
、
象
愛
の
中
に
自
愛
も
含
ま
れ
る
繹
で
あ
る
。
兼
愛
説
と
し
て
は
、

自
己
を
愛
の
封
象
の
中
か
ら
軍
に
一
概
に
排
除
し
去
る
の
み
で
は
、
寧
ろ
其
の
趣
意
に
反
す
る
結
果
と
も
な
る
が
、
之
と
共
に
他
颪
、
　
一

部
分
の
原
理
と
し
て
で
も
自
愛
・
携
愛
を
容
認
す
る
こ
と
は
繊
來
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
や
う
に
し
て
「
墨
子
」
兼
愛
説
に
於
て
は
、
慮
愛
が
原
理
と
さ
れ
る
こ
と
は
忘
種
な
い
が
、
そ
れ
と
三
雲
に
反
面
に
湿
て
、
自
愛

を
た
だ
黒
く
否
定
・
排
除
し
去
る
こ
と
も
、
翻
っ
て
許
さ
れ
な
い
と
解
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
行
客
の
禽
鳥
と
し
て
の
自
我
の
立
場
に
在
っ

て
は
、
携
愛
は
、
從
っ
て
自
愛
も
亦
、
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
一
般
的
な
第
三
者
的
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
象
愛
は
膚
己
自
身
を
も

封
象
に
含
ま
ざ
る
を
得
な
い
が
故
に
、
其
の
隈
り
に
於
て
自
愛
は
兼
愛
に
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
に
於
て
自
愛
は
兼
愛
と

爾
立
す
る
。
自
愛
を
露
的
と
す
る
こ
と
は
要
り
許
さ
れ
な
い
が
、
結
果
と
し
て
の
自
愛
は
存
し
得
る
で
あ
ら
う
。

　
尤
も
巌
密
に
書
へ
ば
、
自
分
が
自
分
を
愛
す
る
の
で
は
な
く
て
、
肖
分
が
人
一
般
を
愛
し
、
自
分
も
人
一
般
で
あ
る
溜
り
に
於
て
自
己

自
身
に
よ
っ
て
愛
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
人
一
般
を
愛
す
る
他
者
が
、
人
一
般
と
し
て
の
霞
分
を
も
愛
し
て
呉
れ
る
、
と
い
ふ
課

な
の
で
あ
る
。
先
に
墨
げ
た
や
う
に
、
兼
愛
読
の
乱
行
が
容
易
で
あ
る
整
斉
と
し
て
自
愛
に
言
及
し
て
み
る
の
も
、
か
か
る
意
味
に
於
て



読
か
れ
た
も
の
と
解
す
る
時
、
吾
人
に
と
っ
て
理
會
す
る
こ
と
が
出
掌
る
。
自
愛
・
溺
愛
を
否
定
す
る
象
愛
論
が
、
軍
に
費
践
上
に
於
て

の
み
で
は
あ
っ
て
も
、
自
利
自
愛
心
に
依
存
す
る
と
い
ふ
事
が
、
可
能
で
あ
る
爲
に
は
、
上
蓮
の
如
く
理
會
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
故
に
自

愛
・
別
愛
は
、
い
は
ば
昇
華
さ
れ
て
る
る
の
で
あ
る
。
既
遽
の
如
く
、
彿
っ
て
脅
愛
・
別
愛
が
象
愛
に
依
存
す
る
と
さ
れ
る
所
以
は
、
此

庭
に
あ
る
。
自
愛
・
夕
明
が
抽
象
的
で
挫
折
せ
ざ
る
を
得
ぬ
こ
と
は
、
限
界
状
況
に
於
て
殊
に
際
立
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
反
償
値
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
と
い
ふ
意
味
で
、
兼
愛
が
假
令
、
否
定
的
・
溝
極
的
原
理
と
し
て
で
も
、
世

に
所
謂
る
自
愛
・
携
愛
を
包
含
す
る
も
の
と
は
、
解
す
べ
き
で
は
な
い
。
先
に
述
べ
た
や
う
に
、
雰
本
來
的
な
人
を
、
例
へ
ば
盗
人
を
、

人
一
般
か
ら
除
外
し
た
考
方
が
採
ら
れ
た
こ
と
を
も
、
吾
人
は
考
へ
併
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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上
蓮
の
如
く
、
自
己
で
も
他
人
で
も
な
い
入
一
足
の
立
場
で
象
愛
が
主
張
せ
ら
れ
る
が
故
に
、
自
愛
を
も
其
の
内
に
含
み
得
る
こ
と
と

な
っ
た
。
か
く
て
下
山
と
の
親
疏
に
よ
り
愛
に
差
甥
を
つ
け
な
い
兼
愛
は
當
然
、
人
一
般
を
愛
す
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
か
く
の
如
き
一
般
的
な
第
三
者
的
立
場
に
立
つ
と
い
ふ
こ
と
は
、
抽
象
的
普
遍
者
の
段
階
に
至
る
こ
と
で
あ
る
。
其
麩
に
「
墨
子
」

に
於
て
國
家
天
下
の
利
警
が
重
醗
せ
ら
れ
た
所
以
が
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
例
へ
ば

　
子
墨
子
言
ひ
て
B
く
、
仁
人
の
事
と
遇
す
所
以
の
者
は
、
必
ず
天
下
の
利
を
興
し
、
天
下
の
害
を
除
去
す
。
此
を
以
て
事
と
爲
す
者
な

　
り
。
（
鍛
愛
・
中
）

　
子
墨
子
言
ひ
て
臼
く
、
仁
人
の
事
は
、
必
ず
務
め
て
天
下
の
利
を
興
し
天
下
の
警
を
除
か
む
こ
と
を
求
む
。
（
兼
愛
・
下
）

と
述
べ
て
、
先
に
引
用
し
た
兼
愛
・
下
篇
の
文
に
も
知
ら
れ
る
如
く
、
兼
愛
を
天
下
の
大
利
を
生
ず
る
所
以
の
も
の
と
爲
し
た
。
ま
た

「
墨
子
」
で
は
、
雷
説
の
是
非
利
害
を
甥
ず
る
爲
の
標
準
を
三
つ
寛
げ
て
み
る
が
、
其
の
中
の
一
つ
と
し
て
、

　
蛮
し
て
以
て
刑
政
と
爲
し
、
其
の
國
家
百
姓
人
民
の
利
に
中
る
を
簸
る
。
（
非
命
・
L
）

　
　
　
「
墨
子
」
条
愛
読
に
封
ず
る
倫
理
學
的
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
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折
揖
學
研
卿
乃
　
紳
弟
四
百
五
十
六
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四

と
も
言
っ
て
み
る
。

　
而
も
「
墨
子
」
に
在
っ
て
は
、
父
子
・
兄
弟
・
君
臣
の
道
徳
ま
で
も
天
下
の
愚
筆
と
せ
ら
れ
て
る
る
。
即
ち
個
人
や
家
族
の
事
柄
ま
で

も
、
領
家
天
下
の
利
と
い
ふ
観
黙
に
於
て
扱
は
れ
て
る
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
往
々
に
し
て
、
近
世
、
主
と
し
て
英
臨
に
於
て
発
達
を
み

た
功
利
主
義
學
読
を
想
起
せ
し
め
る
。
然
し
乍
ら
後
者
は
寧
ろ
祉
會
の
無
燈
を
、
其
の
機
転
を
構
成
す
る
億
人
の
幸
福
を
集
積
し
た
も
の

と
み
る
な
ど
、
前
者
と
は
其
の
考
方
の
方
向
を
反
撃
に
す
る
所
が
あ
る
。
況
ん
や
功
利
主
義
が
自
利
を
原
理
一
決
し
て
唯
鴫
の
原
理
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

も
な
け
れ
ば
、
究
極
の
原
理
で
も
な
い
が
一
と
し
て
一
部
分
に
含
む
に
於
て
は
、
　
「
墨
子
」
兼
愛
説
を
断
じ
て
之
と
同
一
硯
す
る
こ
と

は
出
來
な
い
の
で
あ
る
。

　
所
で
墨
子
一
派
の
場
合
に
在
っ
て
は
、
観
述
の
如
く
、
人
一
般
が
慣
値
論
的
見
地
か
ら
捉
へ
ら
れ
、
兼
愛
と
は
本
來
の
人
を
愛
す
る
こ

と
な
の
で
あ
る
。
從
っ
て
存
在
と
し
て
は
人
で
あ
っ
て
も
人
た
る
に
値
し
な
い
人
は
、
之
を
愛
利
し
な
い
こ
と
こ
そ
．
兼
愛
で
あ
る
、
と
い

ふ
こ
と
に
な
る
。
存
在
論
的
観
黙
よ
り
す
れ
ば
、
現
に
人
と
し
て
存
在
す
る
も
の
は
、
如
何
な
る
人
も
す
べ
て
人
一
般
と
直
接
に
關
蓮
し

て
來
る
爲
、
い
は
ば
同
一
系
列
に
於
て
人
一
般
と
個
々
の
人
々
と
が
採
り
上
げ
ら
れ
る
。
然
し
慣
値
論
的
見
地
に
於
け
る
入
一
般
に
惜
し

て
は
、
現
實
に
存
在
す
る
個
々
の
人
と
人
一
般
と
が
、
一
致
す
る
か
否
か
が
先
づ
問
題
と
な
り
、
人
た
る
に
値
す
る
か
・
し
な
い
か
に
注

目
せ
ら
れ
る
。
從
っ
て
抽
象
的
一
首
者
と
具
騰
的
個
携
者
と
は
、
存
在
論
的
見
地
に
於
け
る
場
合
よ
り
も
、
　
一
六
聞
接
的
に
、
岡
一
な
ら

ぬ
系
列
に
於
て
、
取
扱
は
れ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
こ
の
こ
と
が
墨
子
一
派
を
し
て
、
抽
象
的
普
遍
者
と
具
膿
的
輪
講
者
と
を
懸
じ
意
味
に
於
て
存
在
す
る
も
の
と
考
へ
む
と
す
る
傾
向
を
、

漁
れ
し
め
た
で
あ
ら
う
。
繧
篇
な
ど
で
は
、
類
（
σ
q
o
⇒
⊆
。
。
）
と
種
（
。
・
℃
0
9
霧
）
と
個
（
ぎ
浮
く
凱
離
⊆
ヨ
）
と
の
臓
別
や
趨
掘
（
。
。
⊆
ぴ
。
。
⊆
導
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

℃
鳥
。
）
・
面
繋
（
。
・
魯
霞
亀
惹
賦
。
）
閥
係
に
封
ず
る
診
査
を
、
不
十
分
な
が
ら
も
署
し
て
み
る
こ
と
は
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
名
と
は
達
と
類
と
私
と
な
り
。
（
経
・
上
）

こ
れ
を
説
明
し
た
と
考
へ
ら
れ
て
る
る
経
読
・
上
篇
の
文
は
、
詳
細
の
黙
に
つ
い
て
は
異
論
が
あ
る
が
、
乙
名
と
し
て
「
物
」
を
、
類
名



　
　
と
し
て
「
馬
」
を
、
私
名
と
し
て
「
減
」
を
、
夫
女
墨
げ
て
外
延
に
注
冒
し
て
み
る
。
ま
た

　
　
　
牛
の
性
は
馬
と
異
れ
り
と
い
へ
ど
も
、
牛
欝
あ
り
馬
尾
あ
る
を
以
て
牛
の
馬
に
非
ざ
る
を
説
く
は
、
可
な
ら
ず
。
座
れ
倶
に
有
り
。
傭

　
　
　
へ
に
は
有
り
偏
へ
に
は
有
る
無
か
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
曰
く
、
　
〔
牛
〕
の
馬
と
類
せ
ざ
る
は
、
牛
角
あ
り
画
角
な
き
を
用
っ
て
、
是
れ
類

　
　
　
同
じ
か
ら
ざ
る
な
り
。
若
し
牛
角
あ
り
馬
角
な
き
を
暴
げ
て
、
是
を
以
て
類
の
（
不
）
隅
と
爲
す
や
、
是
れ
狂
墨
な
り
。
（
経
説
・
下
）

　
　
　
堅
・
白
は
根
外
せ
ず
。
（
維
．
上
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
　
石
に
於
て
は
嚇
な
り
。
堅
・
白
は
二
な
り
。
而
し
て
石
に
在
り
。
…
…
（
繧
論
．
下
）

　
　
な
ど
と
述
べ
て
み
る
。
先
に
引
用
し
た
小
取
篇
の
文
と
考
へ
併
せ
る
と
、
墨
子
一
派
で
は
、
白
馬
は
馬
で
あ
り
、
堅
石
は
岡
時
に
白
石
で

　
　
も
あ
り
得
る
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
邸
ち
「
白
馬
」
の
「
馬
」
に
封
ず
る
、
ま
た
「
堅
白
石
」
の
「
面
し
に
封
ず
る
、
昇
騰
關
係
と

　
　
か
、
　
「
白
」
や
「
堅
」
の
「
馬
」
や
「
石
」
に
封
ず
る
包
掘
応
仁
と
か
が
、
未
分
明
な
形
で
で
は
あ
る
が
、
問
題
に
さ
れ
て
み
る
。
然
る

　
　
に
「
盗
」
は
「
人
」
に
從
属
す
る
に
も
拘
ら
ず
、
盗
を
殺
す
の
は
人
を
殺
す
の
で
は
な
い
、
と
合
い
て
る
る
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
惟
ふ
に
、
存
在
論
的
見
地
よ
り
す
れ
ば
盗
も
人
で
あ
る
が
、
贋
値
論
的
見
地
に
立
て
ば
貸
本
來
的
な
人
は
人
一
般
か
ら
除
外
さ
れ
る
の

　
　
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
自
・
他
と
い
ふ
こ
と
は
、
本
來
的
な
人
で
あ
る
か
否
か
と
は
、
別
問
題
な
の
で
あ
る
。
自
分
で
あ
ら
う
と
他
者
で
あ

　
　
ら
う
と
、
そ
れ
が
本
來
的
な
人
で
あ
る
か
否
か
、
人
た
る
に
値
す
る
か
否
か
、
が
吟
味
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
從
っ
て
具
膿
的
個
別
者

　
　
は
、
人
そ
の
も
の
・
人
一
般
に
含
ま
れ
得
る
か
、
と
い
ふ
観
黙
か
ら
採
り
上
げ
ら
れ
、
個
人
と
人
一
般
と
が
薩
ち
に
同
一
系
列
に
厨
せ
し

　
　
め
ら
れ
は
し
な
い
。
故
に
両
者
が
同
じ
意
味
に
於
て
存
在
す
る
と
は
、
到
底
、
考
へ
ら
れ
ず
、
鼓
に
從
厨
・
包
掘
沼
緑
へ
の
反
省
を
刺
戟

　
　
し
た
も
の
が
漕
む
と
解
せ
ら
れ
る
。
か
く
て
存
在
面
に
於
て
も
、
白
馬
と
馬
と
が
同
じ
意
味
で
存
在
す
る
と
さ
れ
た
り
、
白
さ
も
竪
さ
も

　
　
夫
女
一
種
の
費
騰
の
如
く
に
考
へ
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
に
、
反
封
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
か
う
し
て
抽
象
的
普
遍
者
と
具
面
的
欄
甥
者
と
を
同
じ
意
味
で
存
在
す
る
も
の
と
す
る
誤
を
菟
れ
れ
ば
、
勢
ひ
抽
象
的
普
遍
者
を
、
現

　
　
實
の
存
在
者
に
甚
し
て
は
、
具
燈
的
野
溺
者
に
澄
せ
し
め
て
の
み
考
へ
る
こ
と
と
も
な
ら
う
。
從
っ
て
入
一
般
を
愛
せ
む
が
爲
に
は
、
具

脚　
　
　
　
　
「
墨
子
」
＾
兼
愛
設
に
封
ず
る
倫
理
學
的
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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哲
學
研
究
　
　
驚
〃
四
百
五
十
穴
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
照

門
的
個
携
者
た
る
一
々
の
悩
入
を
す
べ
て
愛
す
る
外
は
な
い
。
然
し
果
し
て
す
べ
て
の
人
々
を
愛
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ら
う
か
。
前
に

も
鰯
れ
た
如
く
、
か
か
る
問
題
が
起
っ
て
く
る
。
こ
れ
に
答
へ
る
も
の
は
、
次
に
引
く
箇
條
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
無
窮
は
兼
を
害
せ
ず
。
読
は
盈
否
（
知
）
に
在
り
。
（
経
．
下
）

　
　
（
8
）

　
南
な
き
は
、
窮
ま
り
あ
ら
ば
則
ち
鑑
く
す
可
し
。
窮
ま
り
な
け
れ
ば
則
ち
叢
く
す
可
か
ら
ず
。
窮
ま
り
あ
り
窮
ま
り
な
き
、
未
だ
智
る

　
可
か
ら
ず
。
購
ち
亡
く
す
可
き
煙
く
す
．
珂
か
ら
ざ
る
、
（
不
可
霊
）
未
だ
智
る
可
か
ら
ず
。
人
の
盈
（
之
）
と
否
と
、
未
だ
漏
る
可
か
ら

　
ず
。
而
し
て
人
の
尊
く
す
轟
き
を
必
ず
。
〔
人
の
解
く
す
可
き
〕
鑑
く
す
可
か
ら
ざ
る
も
亦
、
未
だ
智
る
可
か
ら
ず
。
而
し
て
人
の
盤
女

　
く
は
愛
す
可
〔
か
ら
ざ
る
〕
を
心
す
る
は
、
与
れ
り
。
人
若
し
下
血
を
盈
た
さ
ざ
れ
ば
、
則
ち
人
は
窮
ま
り
あ
り
。
窮
ま
り
あ
る
を
盤

　
く
す
は
難
き
こ
と
無
し
。
無
窮
を
盈
た
さ
ば
、
則
ち
窮
ま
り
無
き
こ
と
潔
く
。
窮
ま
り
あ
る
を
叢
く
す
は
難
き
こ
と
無
し
。
（
経
鏡
・
下
）

當
時
、
南
方
を
昏
怠
だ
と
考
へ
、
か
か
る
無
窮
の
世
界
に
在
る
人
々
を
叢
女
く
愛
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
し
、
以
て
兼
愛
読
を
穿

難
し
た
の
に
封
ず
る
反
駁
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
純
論
理
的
に
観
れ
ば
、
無
限
を
有
隈
に
置
き
換
へ
て
論
謹
し
て
み
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
無
隈
を
論
ず
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い

で
あ
ら
う
。
然
し
人
一
般
・
人
そ
の
も
の
を
愛
す
る
こ
と
を
、
本
金
的
な
る
個
々
の
人
々
す
べ
て
を
愛
す
る
と
い
ふ
形
で
考
へ
た
が
故
に
、

か
か
る
問
題
に
給
血
し
た
の
で
あ
る
。
從
っ
て
亡
子
一
派
が
、
　
扁
二
者
を
欄
二
者
と
い
は
ば
岡
系
列
・
岡
一
次
元
に
於
て
臓
ふ
が
爲
に
生

ず
る
白
馬
論
や
竪
白
石
論
の
綾
絹
に
、
陥
ら
な
か
っ
た
所
以
も
此
庭
に
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
此
の
意
味
に
於
て
は
、
上
記
の
論
謹
も
其

の
意
義
を
膚
す
る
こ
と
を
、
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
の
考
察
よ
り
し
て
、
吾
入
は
「
墨
子
」
の
出
漁
設
が
、
懲
・
他
の
観
購
に
立
つ
愛
の
差
贋
を
臭
し
て
、
人
一
般
・
人
そ
の
も
の
を

愛
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
り
、
兼
ね
て
相
愛
す
る
の
主
張
は
入
を
愛
せ
よ
と
説
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
從
っ
て
そ
れ
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は
當
然
、
自
愛
・
別
愛
を
否
定
す
る
が
、
人
一
般
と
い
ふ
抽
象
的
普
遍
者
の
立
場
に
在
る
が
故
に
、
年
率
と
難
も
人
そ
の
も
の
で
あ
る
隈

り
に
於
て
は
愛
の
封
象
と
さ
れ
る
。
ま
た
人
一
般
と
い
ふ
立
場
で
あ
る
か
ら
、
家
族
遽
徳
ま
で
も
天
下
の
治
胤
と
い
ふ
覗
黙
か
ら
観
ら
れ
、

天
下
の
道
徳
に
重
黙
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
然
し
其
の
際
、
人
一
般
と
い
ふ
抽
象
的
普
遍
者
は
償
値
論
的
見
地
か
ら
捉
へ
ら
れ
て
を
り
、
そ
の
こ
と
が
具
腱
的
欄
別
者
と
直
ち
に
嗣

系
列
に
於
て
之
を
扱
ふ
を
得
し
め
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
俘
ひ
、
類
概
念
に
算
す
る
反
省
が
根
當
に
進
め
ら
れ
た
が
、
而
も
白
馬
論
や
堅
白

石
論
の
誤
謬
に
陥
る
こ
と
を
菟
れ
た
。
蓋
し
抽
象
的
一
般
者
は
具
膿
的
個
捌
者
と
同
じ
意
味
に
於
て
存
在
す
る
も
の
と
は
考
へ
な
い
か
ら

で
あ
る
。
而
し
て
そ
れ
と
共
に
、
存
在
藤
に
就
い
て
は
具
髄
的
個
別
者
に
即
し
て
の
み
抽
象
的
普
遍
者
が
考
へ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
兼
愛
・

愛
人
の
主
張
は
、
個
々
の
本
來
的
な
人
々
す
べ
て
を
愛
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
共
に
、
非
本
來
的
な
人
は
愛
し
て
は
な
ら
な
い

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
園
庭
に
見
幽
さ
れ
る
考
方
は
隅
決
し
て
反
償
値
を
積
極
的
に
肯
定
せ
む
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
故
に
「
墨
子
」
書
申
に
自
愛
・
甥
愛

を
肯
定
す
る
が
如
き
叙
述
が
あ
る
の
も
、
暁
町
は
上
述
の
如
き
意
味
に
於
て
兼
愛
が
い
は
ば
昇
華
せ
ら
れ
た
自
愛
を
含
む
か
ら
で
あ
る
と

解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
和
平
値
の
原
理
と
し
て
自
愛
・
別
愛
を
包
含
乃
至
容
認
す
る
も
の
で
は
な
い
。
況
ん
や
象
愛
を
自
愛
に
齢
せ

し
め
る
が
如
き
解
繹
は
、
吾
人
を
し
て
兼
愛
読
を
理
髪
す
る
こ
と
を
不
、
苅
能
な
ら
し
め
る
。

　
吾
人
が
墨
子
學
派
の
倫
理
思
想
に
於
け
る
中
心
的
主
張
と
し
て
弾
奏
設
の
醜
態
を
、
　
「
墨
子
」
を
手
懸
り
と
し
て
類
型
的
に
把
捉
す
る

時
、
上
記
の
如
き
所
読
を
見
出
し
た
。
そ
こ
で
儒
家
思
想
と
其
の
特
色
を
滲
照
す
る
こ
と
に
、
絡
り
に
一
言
、
燭
れ
て
置
か
う
。
嚢
に
吾

人
は
先
秦
儒
家
の
倫
理
恩
賜
に
就
い
て
、
其
の
類
型
的
な
考
方
が
、
方
法
的
個
人
主
義
か
ら
國
家
・
天
下
の
道
徳
重
覗
へ
、
懐
値
論
的
見

地
の
優
越
か
ら
存
在
論
的
児
地
を
加
へ
重
ん
ず
る
方
向
に
、
及
び
反
磁
値
に
封
ず
る
關
心
の
積
極
化
、
と
い
ふ
飛
騨
に
於
て
展
開
し
た
こ

　
　
（
9
）

と
を
擬
た
。
い
ま
こ
れ
に
瀾
連
さ
せ
て
み
る
と
、
兼
愛
説
に
潤
て
は
、
個
人
主
義
・
利
己
主
義
は
否
定
せ
ら
れ
て
天
下
の
道
徳
を
重
慨
す

る
が
、
慣
値
論
的
見
地
が
存
在
論
的
晃
地
よ
り
も
遙
か
に
優
越
し
、
ま
た
反
償
値
の
原
理
を
積
極
的
に
包
含
す
る
に
は
至
っ
て
み
な
い
。

　
　
　
「
墨
子
」
象
愛
論
…
に
封
ず
る
倫
四
理
學
的
雌
乃
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七



　
　
　
　
　
折
篇
墨
・
研
究
　
　
第
四
百
五
十
六
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八

12
8
　
從
っ
て
第
一
の
黙
で
は
孟
子
一
派
に
後
れ
、
第
二
と
第
三
の
黙
で
は
素
子
一
門
に
先
だ
つ
と
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
故
に
思
想
内
容
の
原

　
　
理
的
蛮
展
段
階
よ
り
す
れ
ば
、
兼
愛
説
に
關
す
る
限
り
、
大
羅
に
於
て
孟
子
一
派
と
魚
子
一
門
と
の
中
間
に
、
墨
子
學
派
を
位
置
せ
し
め

　
　
る
こ
と
が
串
來
る
で
あ
ら
う
。

　
　
主
要
蓼
考
交
獄

孫
　
論
譲

萢
　
耕
研

梁
　
啓
超

大
塚
俘
鹿

杜
　
國
摩

　
〃

鵜
　
友
蘭

　
〃

墨
子
翔
詰

墨
辮
疏
謹

飲
泳
室
專
集

墨
子
の
研
究

先
秦
諸
子
的
若
干
硯
究

先
秦
諸
子
思
想
概
要

中
國
誓
學
史

〉
O
Q
ぎ
簿
譲
蓉
。
蔓
。
騰
O
窯
き
む
・
o
曳
難
9
0
立
受

証
（
王
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

引
用
す
る
原
文
は
、
墨
子
鵬
詰
に
上
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
。
（
　
）
は
省
く
べ
き
こ
と
を
、
〔
　
〕
は
鋪
ふ
べ
き
こ
と
を
示
す
。

「
墨
子
」
に
於
け
る
「
利
」
の
概
念
も
一
つ
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
興
れ
な
い
で
置
く
。

下
文
の
場
合
と
題
様
に
、
人
を
術
宇
と
す
べ
き
で
あ
る
。

「
祇
會
幸
編
童
義
の
立
場
」
（
京
都
大
學
教
養
部
刊
「
人
文
偏
第
二
集
・
昭
二
一
…
一
十
一
年
三
月
）
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。

臨
自
ヨ
9
昌
渇
ぴ
。
言
○
…
O
；
コ
偽
N
蛛
σ
q
σ
偽
。
『
轡
○
α
q
畔
毎
蕊
節
罠
望
押
ざ
唱
餌
集
。
篇
。
幽
霊
藁
。
も
・
o
覧
回
剛
。
（
も
a
●
一
？
寒
）
を
参
考
に
し
た
。

「
於
。
石
は
一
な
り
。
扁
と
讃
む
べ
き
で
も
あ
ら
う
。

「
知
扁
は
ざ
文
に
罵
せ
し
む
べ
き
で
あ
ら
う
。

「
無
。
南
は
…
…
」
と
讃
む
べ
き
で
も
あ
ら
う
。

「
先
秦
儒
家
倫
理
思
想
に
於
け
る
根
本
問
題
の
展
開
」
（
京
都
文
科
大
取
講
座
第
烈
巻
・
昭
和
二
十
三
年
八
月
）
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
尾
一
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　　Hegels　Anthropologie　macht　einen　Teil　der　Geistesphi｝osophie，　und

Lwar　den　AnfaBg　der　Lehre　des　subjektiven　Geistes．　Sie　verrnittelt　also

die　Geistesphiiosophie　mit　der　Naturphilosophie，　und　geht　der　Phanome－

nologie　und　dey　Psychologie　voran．　Sie　hat　als　ihren　Gegenstand　die

Seele　oder　den　Naturgeist，　wahrend　der　Gegenstand　der　Phanomenologie

das　BewuBtsein　und　der　Gegenstand　der　Psychologie　der　Geist　ist．　Von

dieser　Se2te　aus　gesehen，　scheint　Hegels　Anthropologie　sehr　realistisch　zu

sein．　Aber　sie　geh6rt　anderseits　zu　den　Wesenswissenschaften　gegenUber

den　Bewuittseins－und　Wirklichkeitswissenschaften，　wie　alle　anderen　phi－

Iosophischen　Wissenschaften　in　der　，，Enzyklopadie“．　Ohnehin　befaSt　sie

den　Geist　nach　seiner　nur　formellen　Seite　und　wie　er　im　Zustand　der

Krankheit　1st．

　　Hegels　Anthropoiogie　hat　insofern　einen　negativeR　Charakter，　als　sie

nur　noch　den　mit　der　Natttrlichkeit　behaf’teten，　oder　aber　wieder　in

d三ese圭be　versunkenen，　Geist　behandek．　Wenn“・lr　jedoch　den　Naturgelst

in　seinem　richtigen　Zusammenhang　mit　der　Natur　und　in　seinem

nattwlichen，　rationalen　Wesen　betrachten，　eckennen　wii一　seinen　positiven

Charakter，　der　von　m．　E．　durchgefuhrt　werden　soll．

　　Um　die　Anthropelogie　Kegels　richtig　zu　verstehen，　mttssen　wir　zuglei－

ch　lhren　negativen　und　positiven　Charakter　im　Blick　nehrnen．　Der　Ver－

fasser　halt　es　fi’r　sehr　wichtig，　daB　Hegel　seine　Antkropo｝ogie　zur　Grund－

lage　der　Phanomenologie，　und　dadurch　auch　der　rganzen　Geistesphiloso－

phie，　machte．

　　　÷：・　For　the　Japanese　eriginal　of　this　article，　see　Vol．　＞i〈一XiXIX，　No．　9　＆　le．

An］丁重hfca甚Co勲s量deでa電董。盤。ぜthe　c苑ie認α‘Doe重rξ取e　Gf歪he　Mo－t多it

b2　Kiyoshi　Yasuda

　　Seif一｝ove　or　sel£一interest　is　one　of　the　most　important　problems　ln　the

chien　ai　doctrine，　which　occupies　a　central　position　in　the　ethica　l

thought　of　the　Mo－tzzZ．　ln　its　chapters　on　chien　ai，　etc．，　both　self－love

and　Pieh　ai，　differentially　classif’ied　love　in　proportion　to　the　degree　o£’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2



famlliarity，　are　rejected，　and　it　is　mainta2ned　that　love　should　not　be

differentiated　from　tke　viewpoint　of　whether　the　object　of　love　is　familiar

to　“me”　or　not．　lt　1s　said　that　chien　ai，　undifferentiated　love，　is　the

source　of　all　interests　iR　the　world，　and　pieh　ai　that　of　all　evils．　ln　the

chapters　of　ching，　etc．，　it　1s　maintained　that　we　shou｝d　love　man　in

general，　i．　e．，　iove　all　men．　But　iove　ln　this　sense　is　to　iove　man　as

such，　instead　oHoving　those　Nvho　are　not　worth　being　calied　human

beings．　So　far　as　‘”1”　arn　worthily　human，　“1”　am　also　an　objec£　of　love．

Seif－love　is，　therefore，　not　affirmed　as　a　priRciple，　but　sublimated

self－love　may　be　said　to　be　included　in　chien　ai．

　　This　concept　of　“man　in　genera｝”　is　apprehended　from　the　viewpoint

of　value，　so　that，　ar　iologlcally　speaking，　man　as　an　abstract　universal

exists　ilt　a　more　true　sense　than　man　as　a　concrete　individuai，　while

ontologically　spealclng，　the　former　can　exist　only　as　the　latter．　To　love

man　as　such　accordingly　must　be　to　iove　all　men．

　　In　the　A40－ttu．　rnorai　values　of　the　wide　human　world　have　more

s呈gnificance　than　in　the　M｛勿酢∫忽，　but　its　viewpoi煎　is　Iess　ontological

and　has　less　cons圭derat圭on　of　the　unworthy　thanむhe飾伽＿彦ξz乙In　view

of　these　characteristics　of　the　chien　ai　doctrine　and　the　development　of

ethical　thought　1n　the　lu　school　before　the　Ch’in　dynasty，　the　Mo　school

may　be　placed　between　the　Meng　and　the　ilsdr’n　sckool，　as　far　as　the

process　of　development　of　thought　in　its　basic　principles　is　concerned．

On趣e　Dea重k　oぞG互orda且。　Br臓難。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　妙Jun－ichi　shim量zu

　　There　are　some　problems　about　the　life　ei　Giordano　B｝’uno，　especialiy

about　the　lnqulsitlons　in　his　later　years．　The　missing　documents　of　the

inquisitions　might　prexrent　us　ibr　ever　from　their　tborough　examination．

The　writer　would，　however，　systematically　coRsult　all　the　documents

which　have　appeared　to　this　day，　pursue　Bruno’s　attltude　during　his
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