
シ
ナ
の
倫
理
思
想
に
於
け
る
「
規
範
」
と
「
現
実
」

湯
　
浅

幸
　
孫

騨

　
　
　
ひ
と
つ
の
卑
近
な
、
し
か
し
こ
の
主
題
に
と
っ
て
き
は
め
て
示
唆
に
蟹
ん
だ
物
語
か
ら
始
め
よ
う
。

　
　
「
馨
者
の
福
生
は
挙
素
か
ら
謹
厚
な
人
で
あ
っ
た
。
或
夜
、
老
艦
が
金
の
腕
環
一
封
を
持
っ
て
來
て
、
そ
れ
で
堕
胎
藥
を
買
い
た
い
と
云

　
　
つ
た
。
虚
者
は
大
い
に
骸
い
て
、
こ
れ
を
峻
拒
し
た
。
次
の
夕
、
ま
た
眞
珠
の
花
か
ん
ざ
し
二
本
を
添
へ
て
頼
み
に
來
た
。
馨
者
は
ま
す

　
　
ま
す
無
き
、
き
つ
ば
り
追
携
っ
た
。
孚
鯨
帯
り
過
ぎ
て
か
ら
の
こ
と
、
ふ
と
冥
府
の
役
人
に
拘
へ
ら
れ
た
夢
を
み
た
。
殺
人
の
罪
で
馨
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
れ

　
　
を
訴
へ
た
も
の
が
あ
る
と
い
ふ
の
だ
。
冥
府
に
出
頭
す
る
と
、
髪
を
ふ
り
齪
し
た
ひ
と
り
の
女
が
、
潔
い
巾
で
首
を
綴
っ
て
を
り
、
泣
き

　
　
な
が
ら
藥
を
乞
う
た
の
に
與
へ
ら
れ
な
か
っ
た
事
由
を
陳
べ
た
。
そ
こ
で
馨
者
は
日
つ
た
。
　
『
藥
は
人
を
嘉
す
た
め
の
も
の
だ
。
人
を
殺

　
　
し
て
利
を
漁
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
お
前
自
身
の
姦
〔
通
に
よ
っ
て
、
　
か
う
な
っ
た
か
ら
と
て
、
　
私
に
何
の
罪
が
あ
ら
う
か
。
』
女
は
日

　
　
つ
た
。
　
『
私
が
藥
を
乞
ふ
た
時
に
は
、
孕
ん
で
は
み
た
が
、
ま
だ
胎
児
の
形
も
で
き
て
み
な
い
時
で
す
。
も
し
堕
す
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、

　
　
私
は
死
な
ず
に
す
ん
だ
の
で
す
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
知
・
贅
の
な
い
血
塊
を
破
る
こ
と
で
、
し
か
も
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ひ
と
つ
の
死
に
か
㌧

　
　
つ
て
み
る
命
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
既
に
藥
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
産
ま
ず
に
は
み
ら
れ
ず
、
そ
の
た
め
嬰
兇
は
範

　
　
殺
さ
れ
て
痛
苦
を
受
け
、
私
も
ま
た
世
間
の
墜
迫
に
堪
へ
か
ね
て
、
首
を
綴
る
こ
と
＼
な
り
ま
し
た
。
貴
方
が
～
命
を
全
う
し
よ
う
と
し

脚　
　
　
　
　
　
ウ
ナ
の
倫
理
思
想
に
於
け
る
「
規
範
」
と
「
現
費
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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5
　
た
、
め
に
、
反
っ
て
繭
命
を
殺
す
こ
と
＼
な
っ
た
の
で
す
。
罪
を
貴
方
に
負
は
せ
ず
し
て
、
誰
に
負
は
せ
ま
せ
う
か
。
』
冥
府
の
役
人
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
た
め
患
を
つ
き
な
が
ら
臼
つ
た
。
　
『
お
前
の
雷
ふ
と
こ
ろ
は
、
事
情
を
慰
宿
す
る
こ
と
で
あ
り
、
二
者
の
圓
執
し
た
の
は
理
で
あ
る
。
宋

　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
は
か
ぬ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
　
以
來
、
一
理
を
固
執
し
て
劣
勢
の
利
害
を
揆
ら
な
い
の
は
、
た
ぜ
こ
の
人
ば
か
り
で
は
あ
る
ま
い
。
お
前
も
ま
あ
さ
う
責
め
立
て
る
な
。
』

　
　
机
を
叩
く
審
が
し
て
、
馨
者
は
そ
っ
と
し
て
限
が
醒
め
た
」
（
紀
胸
「
如
是
我
聞
」
三
）
ゆ

　
　
　
か
の
「
四
庫
全
書
」
の
総
纂
官
と
し
て
、
彪
大
な
古
血
ハ
の
整
理
と
解
題
と
に
一
生
の
精
力
を
傾
注
し
た
紀
胸
（
一
七
二
四
…
一
八
〇
五
）

　
　
が
、
晩
年
、
熱
河
の
地
で
閉
職
に
在
っ
た
頃
、
　
「
志
怪
し
に
託
し
て
人
生
の
幽
微
を
探
り
、
自
己
の
襟
懐
を
述
べ
た
こ
の
物
語
は
、
淡
雅

　
　
な
筆
致
で
、
道
徳
騰
験
の
二
律
背
反
的
な
劇
的
性
格
を
よ
く
表
現
し
て
み
る
。
　
「
藥
は
以
て
人
を
活
す
。
豊
敢
て
人
を
殺
し
て
利
を
漁
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
ん
や
」
と
云
ふ
命
題
に
、
忠
實
で
あ
っ
た
と
云
ふ
限
に
於
い
て
、
馨
者
は
「
理
扁
に
循
つ
た
も
の
と
云
へ
よ
う
。
だ
が
そ
の
結
果
は
、
嬰

　
　
兜
と
そ
の
母
と
、
二
つ
の
生
命
を
殺
す
こ
と
＼
は
な
っ
た
の
だ
。
既
ち
、
紀
玩
の
示
唆
す
る
所
は
、
ひ
と
つ
の
「
理
」
を
固
執
す
る
こ
と

　
　
が
、
行
爲
者
の
善
意
圓
に
も
拘
ら
ず
、
世
上
の
現
實
的
な
秩
序
に
整
合
し
な
い
結
果
を
も
た
ら
す
か
も
知
れ
ぬ
、
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
　
近
代
丈
學
に
於
い
て
も
、
か
＼
る
倫
理
的
モ
チ
ー
フ
は
、
し
ば
し
ば
取
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
　
「
一
定
の
翁
島
秩
序
に
と
っ
て
、
正
義
を
極

　
　
度
に
愛
す
る
人
間
、
不
正
と
虚
儒
と
を
強
く
檜
悪
す
る
人
聞
は
危
瞼
で
あ
る
臨
と
か
、
　
「
純
粋
な
正
義
と
蕃
と
を
追
求
す
る
こ
と
は
、
人

　
　
生
の
意
味
を
失
は
せ
る
」
と
い
ふ
認
識
が
そ
の
原
型
で
、
例
へ
ば
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
諸
作
品
と
か
、
わ
が
太
宰
治
の
晩
年
の
作
晶

　
　
な
ど
に
形
象
化
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
　
　
い
っ
た
い
、
聖
な
る
動
機
、
又
は
、
あ
る
崇
高
な
理
想
を
目
ざ
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
起
さ
れ
る
戦
争
や
異
教
徒
の
虐
殺
ほ
ど
、
残

　
　
忍
で
無
慈
悲
な
も
の
は
あ
る
ま
い
。
寸
劇
書
の
儒
仰
と
か
、
剣
と
コ
ー
ラ
ン
の
信
仰
と
か
、
ド
イ
ツ
第
三
帝
國
の
信
仰
と
か
、
ア
ラ
ヒ
ト

　
　
ガ
ミ
の
信
御
と
か
、
或
は
、
　
一
切
の
搾
取
と
階
級
的
封
立
と
を
有
無
し
た
共
産
祇
會
の
信
仰
は
、
ヨ
リ
よ
き
秩
序
の
創
造
の
た
め
に
鍬
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヵ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
す
る
、
こ
の
種
の
面
識
あ
つ
き
人
々
を
、
正
し
い
使
命
感
を
持
っ
て
、
異
教
徒
の
殺
識
と
假
借
な
き
異
端
者
の
弾
座
と
へ
駆
り
立
て
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
（
マ
ル
ク
ス
主
義
及
び
そ
の
党
の
も
つ
宗
教
的
挫
格
、
　
マ
ル
ク
ス
の
自
壊
と
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
意
識
と
の
類
似
に
就
い
て
は
、
既
に
し
ば
し
ば
論
ぜ
ら



　
　
れ
て
き
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
が
窯
①
α
q
簿
…
く
①
Ω
く
岡
ω
甑
簿
鉱
陣
冤
と
呼
ば
れ
る
釈
以
で
あ
る
。
元
来
、
キ
リ
ス
ト
教
の
不
毛
な
土
壌
に
生
じ
た
中
国
共
産
党
が
、

　
　
翌
翌
の
民
族
憲
義
的
傾
向
を
包
蔵
し
て
み
る
こ
と
は
、
こ
の
点
か
ら
も
注
器
す
べ
き
で
あ
ら
う
）
。
「
殴
會
‡
　
義
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
祉
會
主
義
の

　
　
無
紳
論
者
よ
り
更
に
恐
ろ
し
い
も
の
で
す
」
と
作
寒
中
の
～
人
物
に
語
ら
せ
た
と
き
、
ざ
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
は
這
般
の
事
情
を
指
摘
し
た

　
　
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
彼
等
の
行
爲
を
麦
へ
て
る
る
の
は
、
霞
分
は
正
し
い
こ
と
を
行
っ
て
み
る
と
云
ふ
信
念
で
あ
り
、
そ
の
急
心
の

　
　
結
果
に
封
ず
る
考
慮
で
は
な
い
。
こ
＼
で
は
倫
理
的
命
令
は
そ
の
限
界
を
知
ら
な
い
。
命
令
は
そ
の
一
切
の
無
巡
演
性
に
於
い
て
示
さ
れ

　
　
る
。
人
生
は
し
ば
し
ば
、
主
擬
論
叢
實
と
客
槻
的
背
反
と
の
織
り
な
す
ド
ラ
マ
で
あ
る
こ
と
に
、
彼
等
は
盲
閣
で
あ
る
。
善
か
ら
は
善
の

　
　
み
が
、
悪
か
ら
は
悪
の
み
が
、
生
ず
る
と
い
ふ
命
題
が
こ
＼
で
は
要
嫁
す
る
。
　
「
下
着
を
取
ら
う
と
す
る
者
に
は
、
上
着
を
も
輿
へ
よ
」

　
　
と
い
ふ
命
令
は
、
無
條
件
で
あ
り
、
そ
れ
を
輿
へ
る
こ
と
が
、
他
人
に
と
っ
て
相
慮
し
い
か
否
か
は
、
何
ら
問
ふ
所
で
は
な
い
。
人
々
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
た
窟
無
條
件
に
そ
の
義
務
を
途
行
す
べ
き
で
あ
る
。
山
上
の
垂
訓
に
於
い
て
は
、
顯
…
暫
の
絶
封
的
倫
理
が
示
さ
れ
て
み
る
が
、
結
果
に
封

　
　
し
て
は
、
ま
さ
に
絶
食
的
倫
理
の
闘
ふ
所
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
行
爲
の
原
鋼
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
普

　
　
及
し
た
學
術
用
語
に
從
へ
ば
、
　
「
心
情
倫
理
」
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
に
賦
し
て
、
習
々
の
行
爲
の
豫
測
し
得
べ
き
結
果
を
考
慮
し
、
そ
れ
に

　
　
封
し
て
責
任
を
負
ふ
と
い
ふ
原
則
は
、
　
「
責
任
倫
理
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
。

　
　
　
こ
の
二
つ
の
原
則
は
、
根
本
的
に
深
い
封
立
を
は
ら
ん
で
み
る
。
心
情
倫
理
と
責
任
倫
理
と
を
一
つ
の
帽
子
の
下
に
も
ち
こ
む
こ
と
は

　
　
で
き
な
い
。
如
何
な
る
目
的
が
、
如
何
な
る
手
段
を
紳
聖
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
を
倫
理
的
に
決
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
手
段
と
躍
曲
と
の
緊
張
と
い
ふ
問
題
に
慨
し
て
、
心
情
倫
理
は
挫
折
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ら
う
し
、
行
爲
を
朝
る
意
圃
を
決
定
的
な
倫

　
　
理
的
準
則
と
見
倣
す
心
懸
倫
理
か
ら
み
れ
ば
、
行
爲
と
そ
の
結
果
と
の
結
び
付
き
ば
、
全
く
溺
個
の
領
域
に
於
い
て
、
し
か
も
、
本
質
的

　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
に
別
な
法
則
の
画
配
の
下
で
し
か
行
は
れ
な
い
（
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
法
の
誓
学
」
グ
ロ
ッ
ク
ナ
i
版
全
集
本
一
一
八
節
に
は
、
す
で
に
こ
の
こ
と
が
示

　
　
唆
さ
れ
て
み
る
）
。
心
情
倫
理
家
は
そ
の
道
徳
的
確
僑
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
。
純
輝
な
心
猜
か
ら
書
し
た
行
脚
が
、
た
と
へ
、
悪
し
き
結

　
　
果
を
も
た
ら
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
責
任
は
、
砒
會
の
機
構
に
、
他
人
の
愚
鈍
に
、
或
は
、
そ
の
や
う
に
こ
の
世
の
中
を
創
っ
た
章
々
の

495　
　
　
　
　
　
シ
ナ
の
倫
理
思
想
に
於
け
る
「
規
範
」
と
「
現
實
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
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八

振
理
と
か
、
蓮
命
と
か
に
、
遷
せ
ら
れ
る
。
こ
の
や
う
に
し
て
、
倫
理
の
領
域
と
、
他
の
人
間
的
現
實
と
の
間
に
顕
離
が
生
ず
る
。
こ
の

距
離
は
し
か
し
、
心
境
倫
理
の
範
疇
な
い
し
方
法
に
よ
っ
て
は
埋
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
云
ふ
の
は
、
心
椿
倫
理
の
そ
れ
は
、
ほ
か

な
ら
ぬ
こ
の
距
離
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ひ
と
つ
の
「
規
範
し
を
、
他
の
こ
れ
と
は
異
っ
た
倫
理
的
法
興
に
支
配
さ
れ
て
み
る
人

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

生
の
「
現
實
」
か
ら
切
り
は
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
心
情
倫
理
は
意
味
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。

二

　
一
般
的
に
云
へ
ば
、
こ
れ
は
恐
ら
く
、
漁
欧
思
想
史
と
の
封
比
に
於
い
て
、
顯
著
な
一
特
色
と
考
へ
ら
れ
る
が
、
シ
ナ
思
想
吏
で
は

「
心
情
倫
理
」
を
排
斥
す
る
。
勿
論
、
い
か
な
る
倫
理
思
想
と
い
へ
ど
も
、
　
「
心
情
」
そ
の
も
の
を
全
く
無
言
す
る
こ
と
は
有
り
得
な
い

で
あ
ら
う
が
、
人
々
が
「
心
情
倫
理
」
の
原
期
の
下
に
行
動
す
る
か
、
又
は
、
　
「
責
任
倫
理
」
の
原
則
の
下
に
行
動
し
、
そ
の
豫
如
し
得

べ
き
結
果
に
面
し
て
責
任
を
負
ふ
べ
き
か
は
、
類
型
的
に
捉
へ
る
限
り
、
根
本
的
に
戴
立
す
る
。
い
は
ゆ
る
宋
學
の
傳
統
に
は
、
行
爲
に

於
け
る
動
機
の
純
粋
性
（
日
舞
躍
p
。
ω
難
。
摂
瀞
）
を
重
ん
ず
る
影
向
が
あ
る
が
、
に
も
拘
ら
ず
、
心
箭
倫
理
の
原
則
に
立
つ
倫
理
設
は
殆
ど
験

上
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
儒
教
の
倫
理
學
を
特
徴
づ
け
て
る
る
の
は
、
自
然
法
思
想
の
優
越
と
、
道
徳
と
法
律
と
の
著
し
い
類
似
で
あ

る
。
家
族
及
び
國
家
に
於
け
る
上
下
又
は
相
互
の
軍
籍
は
、
細
か
い
黙
ま
で
「
禮
法
」
に
照
し
て
董
ら
れ
る
、
義
務
の
履
行
と
、
そ
れ
へ
の

反
訴
給
付
と
し
て
の
義
務
の
履
行
と
か
ら
な
る
、
　
一
個
の
艦
系
で
あ
る
。
古
典
に
設
か
れ
た
「
禮
〕
は
、
　
「
禮
儀
三
蒼
威
儀
三
千
偏
と
云

は
れ
、
個
人
の
日
常
的
な
動
作
進
退
の
規
範
か
ら
、
融
々
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
道
徳
的
乃
釜
法
律
的
規
定
を
含
む
、
雑
多
な
規
範

の
複
合
燈
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
支
配
し
て
い
る
原
則
は
、
何
事
に
も
度
を
越
え
る
な
の
考
慮
で
あ
る
。
　
「
孟
子
は
中
庸
に
依
る
」
（
「
礼

記
し
）
と
芸
は
れ
、
「
そ
の
繭
…
端
を
執
り
て
、
そ
の
中
を
民
に
用
み
る
」
（
「
礼
認
）
」
こ
と
が
、
聖
王
た
る
舜
帝
の
教
へ
で
あ
る
と
さ
れ
て
ゐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
な
は
だ

る
。
孔
子
に
つ
い
て
も
、
　
「
仲
尼
（
孔
子
）
は
已
甚
し
き
こ
と
を
爲
さ
ざ
る
者
な
り
」
（
「
霊
早
し
）
と
傳
へ
ら
れ
て
る
る
が
、
過
・
不
及
な

き
中
庸
が
理
想
と
さ
れ
た
。
孔
子
は
道
徳
的
義
務
を
旨
く
の
に
、
例
へ
ば
、
「
丈
」
と
「
質
」
と
、
或
は
、
「
温
」
と
「
腐
隔
と
、
「
威
」



　
　
と
「
不
猛
」
と
、
こ
の
や
う
に
、
し
ば
し
ば
相
反
す
る
徳
罠
の
偏
衙
す
る
こ
な
き
併
存
を
説
い
た
の
で
あ
る
（
「
論
語
」
）
。
人
間
の
「
作
爲
」

　
　
を
排
し
て
「
自
然
」
に
任
せ
る
こ
と
を
理
想
と
し
た
「
蕪
子
」
の
世
世
潮
で
も
、
善
・
悪
に
偏
傷
す
る
こ
と
な
く
　
（
養
生
主
篇
）
、
「
材
」

　
　
（
や
く
だ
つ
）
と
「
不
材
臨
　
（
や
く
だ
た
ぬ
）
と
の
調
和
に
身
を
逸
す
る
こ
と
が
（
山
本
篇
）
、
人
生
を
全
う
す
る
厭
以
だ
と
教
へ
て
る
る
。

　
　
　
そ
こ
に
は
、
人
間
を
騙
っ
て
ど
こ
ま
で
も
自
分
を
越
え
て
高
く
飛
翔
せ
し
め
る
や
う
な
、
力
奮
い
パ
ト
ス
は
認
め
ら
れ
な
い
。
　
「
自
ら

　
　
か
へ
り
　
　

な
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
ど

　
　
反
み
て
縮
か
ら
ば
、
千
萬
人
と
難
も
、
吾
往
か
ん
」
と
い
ふ
孟
子
の
英
雄
的
三
賀
の
倫
理
學
は
、
む
し
ろ
「
圭
角
が
あ
る
」
と
批
評
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
き

　
　
た
の
で
あ
る
。
宋
の
程
明
道
（
一
〇
三
エ
i
一
〇
八
五
）
が
、
　
「
孟
子
に
は
す
こ
し
英
氣
が
あ
る
。
す
こ
し
で
も
英
氣
が
あ
る
と
、
圭
角
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ろ
や
か

　
　
生
ず
る
。
顔
同
の
や
う
な
渾
厚
さ
が
無
い
。
孔
子
の
雷
と
く
ら
べ
る
と
、
玉
を
汰
や
水
贔
と
比
較
す
る
や
う
な
も
の
で
、
孔
子
に
は
自
ら

　
　
玉
の
や
う
な
温
潤
含
蓄
の
氣
象
が
あ
る
」
と
評
し
て
み
る
の
を
見
る
が
よ
い
。
か
く
て
、
道
徳
的
確
評
に
基
づ
く
人
格
的
自
由
が
昂
揚
す

　
　
る
代
り
に
、
む
し
ろ
、
法
律
の
條
文
の
獲
動
に
枳
慮
は
し
い
や
う
な
決
疑
論
的
な
諸
規
定
が
、
人
生
を
狡
即
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
既
存

　
　
の
秩
序
と
翌
俗
と
に
身
を
委
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
寧
を
求
め
よ
う
と
す
る
、
い
は
ゆ
る
「
賢
哲
保
身
」
と
も
云
ふ
べ
き
、
庭
世
訓
が

　
　
登
遙
し
た
の
で
あ
る
。
こ
と
に
人
生
を
合
理
的
に
解
聾
し
、
こ
の
世
の
秩
序
を
自
然
法
的
秩
序
と
受
取
り
、
肚
會
の
統
鰯
を
重
ん
ず
る
儒

　
　
家
思
想
で
は
、
天
爵
の
偉
人
が
認
め
ら
れ
ず
、
カ
リ
ス
マ
の
捲
ひ
手
と
し
て
の
英
雄
を
早
舞
す
る
、
と
云
っ
た
意
味
で
の
、
英
雄
崇
舞
は

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
行
は
れ
な
か
っ
た
（
「
英
雄
」
と
は
人
才
の
傑
出
せ
る
も
の
を
云
ふ
に
す
ぎ
ぬ
。
む
し
ろ
武
入
以
外
の
も
の
に
胴
ゐ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
）
。

　
　
　
い
っ
た
い
、
蓮
徳
駒
偏
侮
に
趨
る
英
氣
圭
角
の
倫
理
學
は
、
既
存
の
規
範
意
識
や
秩
序
の
維
持
に
と
っ
て
、
危
瞼
を
は
ら
ん
で
み
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
ひ
と
つ
の
「
規
範
」
を
國
駕
す
る
こ
と
が
、
人
生
の
「
現
費
狐
を
支
配
し
て
い
る
、
他
の
道
徳
法
則
と
電
量
す

　
　
る
と
き
、
如
何
に
す
べ
き
か
と
い
ふ
問
題
は
、
早
く
か
ら
、
そ
し
て
、
く
り
返
し
論
ぜ
ら
れ
て
き
た
。
既
に
、
紀
元
前
四
世
紀
後
年
の
孟

　
　
子
と
淳
干
髭
と
の
素
話
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。
例
へ
ば
、
「
舅
女
が
物
を
授
受
す
る
の
に
、
手
よ
り
手
と
直
接
に
授
受
し
な
い
の
は
『
禮
』

　
　
か
」
と
云
ふ
景
慕
髭
の
問
ひ
に
脅
し
て
、
　
「
そ
れ
は
男
女
の
別
を
立
て
嫌
疑
を
避
け
る
所
以
の
『
禮
』
で
あ
る
」
と
孟
子
は
答
へ
て
る
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
に
よ
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
と
う
と

　
　
と
す
れ
ば
、
　
「
も
し
艘
が
水
に
溺
れ
て
危
急
の
場
合
に
、
　
叔
た
る
も
の
は
、
こ
れ
を
救
ひ
上
げ
る
に
手
を
さ
し
だ
す
こ
と
が
で
き
る

515　
　
　
　
　
　
シ
ナ
の
倫
理
思
想
に
於
け
る
「
規
範
」
と
「
現
實
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九



　
　
　
　
　
　
哲
愚
ず
研
究
　
第
五
百
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
0

52
5
　
で
あ
ら
う
か
」
と
い
ふ
問
ひ
に
就
い
て
は
、
　
「
艘
が
水
に
溺
れ
て
危
険
な
総
会
に
、
こ
れ
を
救
ひ
上
げ
な
い
の
は
射
狼
で
あ
っ
て
人
で
は

　
　
な
い
。
李
生
、
男
女
が
親
ら
手
よ
り
手
と
物
を
授
受
し
な
い
の
は
『
禮
』
で
あ
る
が
、
捜
が
水
に
溺
れ
ん
と
す
る
に
際
し
て
、
手
を
以
て

　
　
こ
れ
を
救
ひ
上
げ
る
の
は
『
構
』
で
あ
る
」
と
設
い
て
る
る
。

　
　
　
「
椹
」
と
は
元
來
、
黄
色
い
花
を
つ
け
る
灌
木
の
名
構
で
あ
る
ら
し
い
が
、
一
般
に
「
か
け
る
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
た
「
縣
」
字
に

　
　
　
　
　
　
　
は
か
り
　
お
も
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か

　
　
假
借
さ
れ
て
、
秤
の
錘
を
云
ふ
。
　
「
擢
と
は
、
構
の
錘
で
あ
る
。
物
の
輕
重
を
簸
る
の
に
、
往
き
來
さ
せ
て
以
て
中
を
取
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
は
か
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
　
灌
り
て
中
を
得
る
、
こ
れ
が
乃
ち
『
禮
』
で
あ
る
」
と
朱
喜
…
は
解
読
し
て
み
る
が
（
「
孟
子
）
離
婁
章
句
上
）
、
　
「
中
と
は
急
騰
が
な
く
、
時

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
に
随
っ
て
在
る
。
こ
れ
乃
ち
函
数
の
理
で
あ
る
」
（
「
中
庸
」
朱
蕪
輩
句
）
と
述
べ
て
み
る
や
う
に
、
そ
の
時
そ
の
場
の
現
實
的
事
態
に
印
慮

　
　
し
て
在
る
べ
き
、
云
は
穿
、
　
「
衡
挙
」
（
Φ
ρ
蝕
蒙
り
息
出
α
q
犀
Φ
δ
の
原
理
が
「
権
」
で
あ
る
と
云
へ
よ
う
。

　
　
　
け
れ
ど
も
、
　
「
中
を
取
り
」
過
・
不
及
に
偏
訳
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
は
、
善
と
悪
と
の
中
間
と
か
、
利
己
で
も
な
い
、
利
他
で
も
な
い
、

　
　
そ
の
垂
髪
と
い
っ
た
こ
と
が
考
へ
ら
れ
て
る
る
の
で
は
な
い
。
徹
底
し
た
自
利
主
義
を
唱
へ
た
楊
朱
と
、
無
差
別
の
博
愛
を
主
張
す
る
墨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か

　
　
子
と
、
こ
の
論
者
の
間
を
度
っ
て
そ
の
中
落
を
執
り
、
一
孚
は
己
の
爲
に
し
、
一
年
は
人
の
爲
に
す
る
、
露
な
ら
ず
墨
な
ら
ず
の
中
間
を

　
　
「
道
」
と
読
く
子
莫
に
封
し
て
、
　
「
中
を
執
っ
て
権
の
無
い
の
は
、
恰
も
一
を
執
る
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
　
一
を
固
執
す
る
こ
と
を
悪
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
こ
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
こ
な

　
　
所
以
は
、
そ
れ
が
『
道
』
を
賊
ふ
か
ら
で
あ
る
。
…
を
墨
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
百
を
廃
す
る
か
ら
で
あ
る
、
」
と
孟
子
は
反
駁
し
て
み
る
。

　
　
一
定
の
「
中
」
に
膠
着
し
て
灌
節
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
の
は
、
や
は
り
一
理
を
固
執
す
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
　
「
中
」
と
い
ふ
も
の
は
、

　
　
現
實
の
事
態
に
慮
じ
て
考
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
意
味
で
可
攣
的
で
あ
り
、
特
定
の
「
中
」
と
し
て
固
執
さ
る
べ
き
で
は
な
い

　
　
か
ら
で
あ
る
。
宋
の
楊
時
（
一
〇
五
三
一
一
＝
二
五
）
は
、
一
門
人
の
、
　
「
或
人
は
、
中
は
常
を
立
て
る
所
以
で
あ
り
、
椹
は
攣
を
慰
す
所

　
　
以
で
あ
る
。
権
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
物
の
（
攣
化
に
）
慮
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
擢
を
知
っ
て
お
れ
ば
、
中
は
、
時
に
は
必
ず
し
も

　
　
用
み
ず
と
も
よ
い
、
と
日
ふ
が
、
こ
の
設
は
い
か
が
で
あ
ら
う
か
、
」
と
云
ふ
問
ひ
に
、
「
中
を
知
れ
ば
則
ち
権
を
知
り
、
灌
を
知
ら
な
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
は

　
　
れ
ば
、
中
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
答
へ
た
。
門
人
は
更
に
、
「
既
に
こ
れ
を
中
と
謂
ふ
か
ら
に
は
、
斯
ち
罷
る
所
が
あ
る
。
必
ず
罐



　
　
が
有
る
の
だ
と
す
る
と
、
（
樺
は
攣
に
卜
す
る
所
以
で
あ
る
か
ら
）
中
と
権
と
は
固
よ
り
異
る
こ
と
と
な
る
。
」
と
い
ふ
疑
問
に
封
し
、
次

　
　
の
様
な
比
量
を
用
み
て
、
「
中
」
と
「
権
」
と
の
關
係
を
説
明
し
て
み
る
。
「
例
へ
ば
長
さ
一
尺
の
物
に
就
い
て
、
こ
れ
を
五
寸
つ
つ
に
分

　
　
け
て
、
こ
れ
を
執
っ
て
『
中
』
と
し
て
も
、
　
一
尺
の
物
の
厚
さ
が
一
様
で
な
け
れ
ば
、
分
っ
て
執
る
所
の
も
の
の
輕
重
は
等
し
く
な
い
。

　
　
そ
れ
で
も
な
ほ
五
寸
を
執
っ
て
『
中
』
と
す
る
な
ら
ば
、
　
『
権
』
は
存
在
し
な
い
。
蓋
し
、
五
寸
を
執
る
こ
と
は
、
長
さ
の
『
中
』
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ら
は

　
　
つ
て
、
重
さ
の
『
中
』
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
重
さ
の
『
中
』
を
求
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
五
寸
に
執
れ
ず
、
輕
重
を
ぱ
知
る
こ
と
に
よ

　
　
つ
て
、
そ
の
『
中
』
は
得
ら
れ
る
。
故
に
、
　
『
権
』
は
『
中
』
を
以
て
行
は
れ
、
　
『
中
』
は
『
椹
』
に
因
っ
て
成
り
立
つ
。
　
『
中
庸
』
に

　
　
は
『
灌
』
を
言
は
亡
い
け
れ
ど
も
、
『
君
子
に
し
て
蒔
に
中
す
』
と
日
っ
て
み
る
の
は
、
蓋
し
い
は
ゆ
る
『
樒
』
の
こ
と
で
あ
る
」
（
「
亀
山

　
　
語
録
」
一
、
四
部
叢
刊
続
編
本
）
。

　
　
楊
氏
が
指
摘
す
る
や
う
に
、
あ
る
一
尺
の
物
に
就
い
て
「
中
」
を
云
々
す
る
に
し
て
も
、
長
短
の
「
芳
し
が
あ
り
、
厚
薄
の
「
中
」
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
あ
り
、
物
は
長
さ
の
法
則
と
重
さ
の
法
則
と
に
麦
配
さ
れ
て
み
る
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
網
異
る
法
則
の
調
和
に
於
い
て
「
中
」
が
求
め
ら

　
　
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
罐
に
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
「
…
権
」
は
そ
れ
故
に
、
又
、
　
「
調
和
」
の
原
理
と
云
へ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り
も
の
　
　
た
て
い
と

　
　
　
「
灌
」
に
封
労
す
る
概
念
は
「
経
」
で
あ
る
。
「
経
」
と
は
、
言
葉
の
本
塁
の
意
味
か
ら
云
へ
ば
、
「
織
の
從
競
」
で
あ
る
。
凡
そ
機

　
　
　
　
　
　
　
よ
こ
い
と

　
　
織
に
於
い
て
、
　
緯
は
動
く
が
、
　
「
経
」
は
静
に
し
て
不
動
で
あ
る
。
故
に
そ
の
機
能
の
上
か
ら
、
恒
常
的
に
し
て
不
攣
な
る
こ
と
を
音
心

　
　
罪
す
る
。
こ
＼
か
ら
引
伸
さ
れ
て
、
　
「
経
ハ
常
ナ
リ
」
と
訓
繹
さ
れ
、
天
文
で
は
恒
星
の
七
百
八
十
三
座
を
「
経
」
と
す
る
。
　
一
般
に
法

　
　
測
は
同
一
事
態
の
恒
常
的
な
反
覆
を
豫
想
し
て
み
る
が
、
外
國
語
に
於
い
て
も
、
．
．
曇
霞
ヨ
．
．
は
．
ゴ
O
H
露
寒
。
一
、
、
を
考
慮
し
て
み
る
や
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
「
経
」
は
ま
た
「
法
ナ
リ
」
と
も
注
せ
ら
れ
る
。
し
か
も
「
繧
書
」
と
い
ふ
言
葉
が
曙
示
す
る
や
う
に
、
倫
理
的
に
は
、
他
の
如
何
な
る

　
　
償
値
か
ら
も
導
き
得
な
い
「
正
義
」
　
（
甘
。
。
甑
。
ゆ
○
賃
①
o
げ
臨
α
Q
闘
魚
け
）
　
の
表
現
が
「
経
」
と
云
は
れ
る
。
周
知
の
や
う
に
、
ア
リ
ス
ド
テ
レ

　
　
ス
は
、
　
「
ニ
コ
マ
コ
ス
の
倫
理
學
」
の
例
の
有
名
な
一
節
に
於
い
て
、
　
「
衡
準
」
は
「
正
義
し
に
勝
る
べ
き
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
「
正

　
　
義
」
に
詐
言
す
る
論
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
正
義
」
の
一
種
で
あ
る
と
い
ふ
ジ
レ
ン
マ
に
就
い
て
語
っ
て
み
る
。
け
れ
ど
も
こ
＼

535　
　
　
　
　
　
シ
ナ
の
倫
理
思
想
に
於
け
る
「
規
範
」
と
「
現
費
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
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5
　
で
彼
は
、
　
「
正
義
」
と
「
衡
挙
」
と
は
異
る
慣
値
で
は
な
く
、
統
一
的
な
規
範
慣
値
に
到
達
す
る
た
め
の
異
る
道
程
で
あ
る
と
い
ふ
解
決

　
　
を
も
示
唆
し
て
み
る
。
「
正
義
」
は
欄
甥
的
な
事
態
を
普
遍
的
な
規
範
の
見
地
に
於
い
て
眺
め
、
「
衡
準
」
は
個
々
の
事
態
の
裡
に
、
こ
の

　
　
鷹
野
の
事
例
に
闘
有
な
法
踊
を
求
め
よ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
も
結
局
は
普
遍
飴
な
法
則
に
高
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
＼
る
意
味

　
　
に
於
い
て
、
黒
蜜
的
事
態
に
於
い
て
「
樺
」
を
考
慮
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
圃
蒔
に
、
普
遍
的
な
「
道
」
（
程
朱
学
派
の
慣
蕃
語
に
よ
れ
ば
「
理
」

　
　
で
あ
る
。
）
を
求
め
よ
う
と
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
清
代
の
焦
循
（
一
七
六
三
一
～
陶
工
○
）
が
、
　
「
い
っ
た
い
繧
な
る
も
の
は
法
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ン

　
　
あ
る
。
法
が
久
し
く
攣
ら
な
け
れ
ば
、
弊
害
を
生
ず
る
。
故
に
そ
の
法
に
反
し
、
経
を
ば
現
實
に
通
用
せ
し
め
る
。
…
…
こ
れ
経
に
反
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
あ

　
　
権
を
爲
す
事
書
で
あ
る
。
…
…
経
に
反
し
て
も
道
（
正
義
－
筆
者
注
）
を
柱
げ
る
こ
と
に
な
ら
な
け
れ
ば
経
に
反
す
べ
き
で
あ
る
。
道
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
柾
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
「
読
擢
」
の
～
締
で
読
く
や
う
に
、
「
繧
」
は
云
は
穿
「
正
義
」
の
形
式
的
表
現
で
あ
り
、
「
権
」
は
そ
の

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
實
質
的
表
濁
で
あ
る
が
、
注
意
深
い
悪
者
は
こ
＼
に
、
既
存
の
あ
ら
ゆ
る
立
法
よ
り
も
、
そ
の
法
を
或
る
窮
極
の
尺
度
に
、
即
ち
「
正
義
」

　
　
と
い
ふ
絶
学
的
な
規
準
に
、
求
め
よ
う
と
す
る
自
然
法
理
論
を
見
出
す
で
あ
ら
う
（
焦
循
の
「
雛
菰
集
」
に
紋
め
る
「
説
権
」
や
、
「
論
語
遁
釈
」

　
　
に
収
め
る
「
釈
権
」
と
「
駅
義
」
の
二
篇
は
、
法
誓
学
上
澄
逸
す
べ
き
文
献
で
あ
る
）
。
合
法
則
性
と
合
道
徳
性
と
の
混
濡
、
乃
至
は
形
式
合
理
性

　
　
よ
り
も
球
質
合
理
性
を
重
観
す
る
傾
向
は
、
シ
ナ
の
文
藝
に
於
け
る
裁
刹
物
語
の
多
く
が
、
法
律
閥
題
に
封
ず
る
解
答
を
、
主
知
主
義
的

　
　
な
操
作
で
法
典
か
ら
導
き
出
す
代
り
に
、
實
質
的
正
義
を
楼
賦
し
た
、
そ
れ
故
に
非
合
理
的
な
道
徳
感
情
に
訴
へ
る
、
機
運
圭
義
的
な
人

　
　
構
裁
判
（
囚
薮
こ
霧
爵
）
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
、
よ
く
現
は
れ
て
る
る
。
明
の
隆
慶
朝
に
内
閣
の
首
輔
で
あ
っ
た
高
供
（
一
五
ご
一
…
一
五

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
七
九
）
は
、
「
物
に
は
各
々
法
則
が
あ
る
。
こ
れ
を
繧
と
謂
ふ
。
物
を
稽
っ
て
そ
の
法
則
を
愛
當
な
ら
し
め
る
の
は
擁
で
あ
る
。
聖
人
（
孔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ず

　
　
子
を
指
す
）
が
耀
…
を
言
ひ
、
　
繧
に
一
団
及
し
て
み
な
い
の
は
、
　
こ
れ
を
潔
　
れ
た
の
で
は
な
く
、
灌
…
を
書
へ
ば
、
無
刀
は
そ
の
中
に
含
一
ま
れ
て
る

　
　
る
扁
（
（
楽
士
集
」
四
）
か
ら
で
あ
る
と
蓮
べ
て
る
る
が
、
全
文
を
通
覧
し
て
君
取
さ
れ
る
こ
と
は
、
「
事
物
の
属
性
」
（
p
簿
蝦
鑓
同
霞
窪
ヨ
）
に

　
　
規
範
が
は
じ
め
か
ら
内
在
し
て
み
る
と
考
へ
る
黙
で
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
自
然
法
思
想
が
前
提
さ
れ
て
お
り
、
決
疑
論
が
動
き
嫁
し
て
、

　
　
「
猛
然
法
」
が
現
實
化
さ
れ
、
個
々
の
行
乞
の
規
範
と
な
る
と
き
、
そ
れ
が
灘
催
し
と
考
へ
ら
れ
た
、
と
云
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
。
常
晴
の



　
　
流
行
語
を
用
み
れ
ば
、
　
「
経
」
と
「
擢
」
と
は
、
云
は
窟
、
　
「
膿
」
と
「
矯
」
と
の
蘭
係
に
な
る
。
そ
れ
故
に
彼
は
、
　
「
公
羊
傳
」
に
基

　
　
づ
い
た
漢
儒
（
董
仲
釘
・
頓
岐
）
の
、
「
経
は
鍵
に
反
す
る
」
と
の
説
に
は
、
　
一
慮
、
反
封
し
、
も
し
さ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
常
に
庭
し
て
は

　
　
則
ち
経
を
守
り
、
愛
に
遇
へ
ば
則
ち
描
を
行
ふ
」
と
い
ふ
こ
と
＼
な
り
、
　
「
経
と
穫
と
は
、
用
を
異
に
す
る
。
」
「
け
れ
ど
も
、
経
と
は
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
を
ば
が
り

　
　
を
立
て
る
も
の
で
、
恰
も
衡
の
如
く
、
禮
と
は
時
に
偉
く
も
の
で
あ
る
。
経
は
権
を
以
て
嗣
と
な
し
、
櫨
は
繧
に
用
ゐ
ら
れ
な
け
れ
ば
、

　
　
こ
れ
を
用
み
る
所
が
無
い
」
と
．
不
溜
…
の
口
吻
を
漏
し
て
み
る
。
然
し
、
「
繧
に
反
し
て
道
に
含
ふ
」
と
読
き
、
門
擢
」
は
時
庭
に
慮
じ
て
、

　
　
行
瀬
の
あ
り
方
を
決
め
る
、
自
然
法
的
規
範
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
、
程
朱
學
一
般
に
團
急
な
措
定
で
あ
っ
た
（
例
へ
ば
、
「
朱
子
語
類
し

　
　
黛
十
七
参
照
）
。

　
　
　
「
春
秋
公
羊
傳
」
に
は
、
自
己
の
擁
立
す
る
太
子
忽
を
裏
切
っ
て
急
心
の
存
立
を
劉
つ
た
家
老
の
祭
仲
が
、
　
「
権
」
を
知
る
賢
入
で
あ

　
　
る
と
稔
蟹
さ
れ
て
る
る
。
　
「
史
記
」
鄭
世
家
に
亮
え
る
史
傳
に
よ
る
と
、
初
め
、
祭
仲
は
主
鴛
薙
公
の
た
め
に
二
更
か
ら
妃
を
迎
へ
、
太

　
　
子
忽
が
生
れ
た
。
故
に
祭
仲
は
蕪
公
の
卒
後
は
、
忽
を
後
継
者
と
し
ょ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
蕪
公
は
更
に
宋
國
か
ら
二
軍
の
女
を
聰
り

　
　
突
を
生
ん
だ
。
宋
磁
は
祭
仲
が
忽
を
立
て
た
の
を
聞
き
、
祭
仲
を
誘
ひ
想
し
て
こ
れ
を
捕
へ
、
突
を
立
て
な
け
れ
ば
汝
を
殺
す
と
迫
っ
た

　
　
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
祭
仲
は
宋
と
盟
約
し
、
突
を
奉
じ
て
鄭
君
と
し
、
忽
は
國
外
へ
出
奔
し
た
と
云
ふ
。
　
「
公
羊
傳
篇
は
祭
伸
の
か
＼
る

　
　
庭
置
に
就
い
て
、
も
し
祭
仲
が
宋
の
要
求
を
入
れ
な
け
れ
ば
、
忽
は
殺
さ
れ
國
は
亡
ん
だ
で
あ
ら
う
。
故
に
、
宋
の
要
求
を
入
れ
て
鄭
國

　
　
の
存
立
を
治
り
、
主
君
忽
を
京
童
へ
出
奔
さ
せ
て
そ
の
生
命
を
助
け
た
こ
と
は
、
　
「
祭
仲
の
擢
」
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
憲
政
の
存

　
　
亡
か
、
主
霜
に
封
ず
る
忠
誠
か
、
と
二
者
樫
二
的
な
「
義
務
の
衝
突
」
と
は
解
せ
ず
、
國
を
存
し
忽
の
生
命
を
全
う
し
た
祭
仲
の
行
爲
を
、

　
　
時
宜
に
適
し
た
行
爲
と
し
た
の
で
あ
る
。
故
に
「
公
羊
傳
」
は
、
「
擢
と
は
何
ぞ
や
、
樺
と
は
経
に
反
し
て
、
然
る
後
、
善
あ
る
も
の
な

　
　
り
」
と
説
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ど
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

　
　
　
こ
と
に
「
公
羊
」
で
は
、
忽
を
死
亡
か
ら
救
っ
た
こ
と
を
特
に
張
醸
し
、
　
「
梅
の
設
す
所
は
、
死
亡
を
舎
き
て
超
す
所
な
し
。
…
…
人

　
　
を
害
せ
ず
以
て
…
催
を
行
ふ
。
」
と
述
べ
て
み
る
（
糎
公
十
一
年
九
月
条
）
。
こ
の
こ
と
は
、
　
「
湯
・
武
が
桀
と
討
と
を
越
し
、
周
智
が
管
と
察

獅　
　
　
　
　
　
シ
ナ
の
倫
理
思
想
に
於
け
る
「
規
範
」
と
「
現
實
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
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と
を
卑
し
た
」
こ
と
を
、
　
「
経
に
反
す
と
錐
も
、
自
ら
道
に
合
ふ
」
と
著
く
朱
喜
｛
の
論
と
、
形
式
的
に
は
矛
盾
す
る
け
れ
ど
も
、
爾
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

事
例
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、
一
定
の
禮
法
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
時
庭
に
随
っ
て
宜
し
き
を
得
る
、
か
＼
る
芝
露
こ
そ
、
　
「
権

を
知
る
し
と
爲
す
所
以
が
明
ら
か
と
な
ら
う
。

　
一
般
鈎
に
雪
ロ
へ
ば
、
春
秋
公
羊
學
は
、
行
爲
に
封
し
て
倫
理
的
禅
譲
を
加
へ
る
に
あ
た
り
、
　
「
春
秋
の
義
」
と
呼
稻
さ
れ
る
、
あ
る
統

一
鱈
な
法
則
を
定
立
し
、
こ
れ
を
男
擦
と
し
て
評
優
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
然
し
、
難
論
な
事
件
を
、
少
数
の
特
定
の
法
則
に
よ

っ
て
、
形
式
合
理
的
に
論
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
行
爲
者
の
「
心
猜
」
を
樹
酌
し
、
決
疑
論
鈎
操
作
に
よ
っ
て
、
「
春
秋
の
義
」

に
封
ず
る
合
法
則
性
を
求
め
よ
う
と
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
　
「
春
秋
の
義
」
と
さ
れ
る
法
則
を
、
形
式
合
理
的
に
貫
徹
さ
せ
る
こ
と
で
は

な
く
、
事
件
ご
と
に
、
何
が
「
正
義
」
で
あ
る
か
を
、
實
質
合
理
的
に
取
り
出
さ
う
と
す
る
態
度
で
あ
る
。
い
は
ゆ
る
「
春
秋
決
獄
」
と

言
は
れ
る
判
例
は
、
か
＼
る
道
徳
的
原
理
の
法
律
的
表
現
に
す
ぎ
な
い
。
　
「
春
秋
の
獄
を
治
む
る
や
、
心
を
論
じ
て
罪
を
定
む
。
志
、
蕃

に
し
て
法
に
違
ふ
者
は
寝
れ
、
志
、
悪
に
し
て
法
に
合
ふ
者
は
訣
せ
ら
る
」
（
「
塩
鉄
論
」
刑
徳
）
と
い
ふ
干
葉
も
、
現
存
す
る
「
春
秋
決
獄
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
判
例
か
ら
蹄
納
的
に
理
解
す
れ
ば
、
等
閑
を
行
爲
者
の
心
情
の
徴
表
と
し
て
の
み
見
よ
う
と
す
る
意
味
で
の
、
犯
罪
徴
蓑
説
の
立
場
を

取
る
も
の
で
は
な
い
（
洪
腰
燈
「
経
典
集
林
」
巻
二
に
、
少
数
で
は
あ
る
が
、
「
春
秋
決
獄
篇
の
疾
文
を
収
め
て
み
る
）
。
後
漢
の
枕
上
（
三
〇
…
一

二
四
）
の
「
五
繧
異
義
」
に
、
　
「
妻
甲
の
夫
乙
が
母
を
殴
打
し
て
み
る
の
を
見
て
、
甲
は
乙
を
殺
し
た
」
と
い
ふ
事
件
に
就
い
て
、
公
羊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
う
と
め

読
を
援
引
し
、
　
「
甲
が
姑
の
爲
め
に
夫
を
討
つ
は
、
猴
ほ
武
王
が
天
の
爲
に
紺
を
．
謙
す
る
が
如
し
」
と
断
じ
て
み
る
（
「
札
記
」
檀
弓
疏
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ワ
イ
ゲ
ワ
イ

と
こ
ろ
が
一
方
、
　
「
春
秋
公
羊
傳
」
の
、
魯
の
定
公
十
四
年
と
哀
公
一
　
年
及
び
三
年
の
記
事
に
見
え
る
、
術
の
籔
公
の
子
醐
縢
と
孫
の

テ
フ軌

と
の
相
績
孚
ひ
の
こ
と
に
就
い
て
、
　
「
公
四
穴
」
で
は
、
軽
が
父
の
入
隅
を
拒
否
し
、
祖
父
嬢
公
の
命
に
從
っ
て
纏
嗣
と
な
っ
た
こ
と

を
支
持
し
、
　
「
蝋
は
翻
駿
の
子
で
は
あ
る
が
、
翻
鵬
が
無
道
で
あ
っ
た
た
め
、
露
公
は
酬
縢
を
逐
っ
て
蝋
を
立
て
た
。
蜆
は
義
と
し
て
立

つ
べ
き
で
あ
る
。
」
何
と
な
れ
ば
、
「
父
の
命
を
以
て
義
父
（
祖
父
）
の
命
を
群
せ
ず
、
王
父
の
命
を
以
て
父
の
命
を
群
す
。
是
れ
父
の
子

に
行
は
る
＼
な
り
」
と
論
ず
る
。
以
上
の
二
つ
の
事
例
は
、
い
つ
れ
も
、
卑
者
が
慰
者
を
、
殺
す
と
か
邉
放
す
る
と
い
ふ
事
件
で
、
上
下



争
論
の
秩
序
を
重
ず
る
禮
法
の
許
さ
穿
る
行
爲
で
あ
る
が
、
前
者
は
、
妻
が
夫
を
殺
す
こ
と
を
許
し
、
後
者
は
、
子
が
父
の
位
を
奪
ふ
こ

と
を
是
認
し
て
み
る
。
爾
者
の
事
例
か
ら
知
ら
れ
る
や
う
に
、
公
誤
読
の
論
定
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
論
理
の
働
き
に
よ
っ
て
、
形
式
合

理
的
に
法
規
を
適
用
す
る
こ
と
で
な
く
、
實
質
的
原
理
と
し
て
の
、
倫
理
蘭
考
慮
、
衡
卒
、
合
目
的
性
に
從
っ
て
判
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。

一
般
的
な
客
量
的
規
範
に
制
約
さ
れ
る
の
で
な
く
、
圭
雪
気
決
議
論
に
よ
っ
て
庭
理
さ
れ
、
そ
の
際
に
、
描
法
と
か
、
先
例
と
か
が
、
擦

り
所
と
し
て
援
引
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
「
治
人
あ
り
て
治
法
な
し
」
と
か
、
「
良
法
あ
り
て
齪
る
＼
こ
と
は
あ
る
も
、
霜
子
あ
り
て
胤
る

る
こ
と
は
、
未
だ
か
つ
て
聞
か
ざ
る
な
り
」
と
い
ふ
雪
口
争
が
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
（
た
し
か
「
筍
子
」
の
語
で
あ
る
と
記
憶
す
る
）
、
「
法
」
に

は
定
膿
が
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
盗
用
す
る
「
人
」
を
得
る
こ
と
が
、
政
治
の
要
訣
と
考
へ
ら
れ
て
き
た
の
も
、
こ
の
た
め
で
あ
ら
う
。

三

　
　
　
先
に
一
言
し
た
や
う
に
、
シ
ナ
思
想
の
中
で
も
、
い
は
ゆ
る
程
朱
黒
派
の
倫
理
學
に
は
、
動
機
の
純
粋
性
を
重
じ
、
　
「
事
功
」
を
斥
け

　
　
る
所
に
そ
の
特
色
が
あ
る
。
例
へ
ば
、
朱
墨
の
友
入
会
拭
（
一
＝
ζ
一
…
＝
八
○
）
は
、
　
「
學
は
義
・
利
の
辮
よ
り
先
な
る
は
な
い
。
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
め

　
　
な
る
も
の
は
、
も
と
、
心
の
當
に
寄
す
べ
く
し
て
、
自
ら
認
む
能
は
ざ
る
厭
で
あ
っ
て
、
爲
に
す
る
所
あ
っ
て
、
こ
れ
を
漏
す
も
の
で
は

　
　
　
　
　
　
た
め

　
　
な
い
。
も
し
爲
に
す
る
所
あ
っ
て
、
こ
れ
を
著
す
な
ら
ば
、
皆
、
人
欲
の
私
で
あ
っ
て
、
天
理
の
存
す
る
所
で
は
な
い
」
と
云
ふ
。
「
義
」

　
　
と
「
利
」
を
峻
別
し
、
　
「
天
理
」
と
「
人
欲
」
と
に
恰
封
さ
せ
、
前
者
を
善
と
し
、
後
者
を
悪
と
見
倣
す
こ
と
は
、
後
世
の
朱
子
學
の
、

　
　
云
は
ば
、
公
案
と
な
る
が
、
張
民
に
よ
れ
ば
、
「
爲
に
す
る
所
あ
っ
て
心
す
」
と
、
「
爲
に
す
る
事
な
く
し
て
爲
す
」
と
、
に
よ
っ
て
「
義
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
め

　
　
と
「
利
」
と
が
分
れ
る
。
　
「
爲
に
す
る
所
な
し
」
と
は
、
　
「
蕪
子
」
の
云
ふ
や
う
な
、
　
「
無
爲
」
つ
ま
り
不
作
爲
を
意
味
す
る
の
で
は
な

　
　
い
。
感
性
的
な
傾
向
性
か
ら
自
由
な
、
道
徳
的
心
情
の
純
粋
性
を
意
味
す
る
。
張
拭
の
こ
の
言
は
、
朱
鷺
に
よ
っ
て
、
　
「
前
聖
の
未
だ
議

　
　
せ
ざ
る
所
を
譲
む
」
と
構
揚
さ
れ
て
る
る
　
（
「
朱
子
文
集
」
八
＋
九
、
右
文
殿
修
撰
張
公
神
道
碑
）
。
　
「
明
代
聖
意
の
冠
」
と
稻
蟹
さ
れ
た
曹
端

　
　
（
二
二
七
六
…
一
困
三
四
）
な
ど
も
、
一
身
を
主
宰
す
る
の
は
「
心
」
で
あ
る
か
ら
、
　
「
心
」
上
に
於
い
て
工
夫
（
努
力
）
を
積
む
こ
と
が
、

575　
　
　
　
　
　
シ
ナ
の
倫
理
思
想
に
於
け
る
「
規
範
」
と
「
現
實
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五



　
　
　
　
　
　
哲
灘
字
研
究
　
　
第
五
讐
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
寸

58
5
　
聖
蹟
の
正
路
で
あ
る
と
し
た
（
濾
に
云
ふ
。
「
心
し
字
は
も
と
心
臓
を
表
す
象
形
文
墨
で
あ
る
。
シ
ナ
で
は
久
し
く
、
思
考
・
記
憶
の
作
土
は
心
臓
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ニ
ろ
の
は
た
ら
ぎ
　
　
く
び
す
ぢ

　
　
機
能
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
十
七
世
紀
後
半
に
、
雲
隠
日
…
な
る
者
が
、
そ
の
著
「
中
説
補
」
で
、
「
中
　
　
道
は
山
根
の
上
、
禰
贋
の
闘

　
　
に
在
り
、
」
つ
ま
り
思
考
作
罵
は
大
脳
の
鋤
き
で
あ
る
と
云
ふ
穀
説
を
立
て
た
が
、
妖
人
と
廻
さ
れ
て
謙
せ
ら
れ
た
と
云
ふ
。
そ
の
後
、
欽
天
監
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ル
ビ
　
ス
ト

　
　
ベ
ル
ギ
ー
人
の
南
懐
仁
が
、
　
一
切
の
知
識
・
記
億
は
心
に
在
ら
ず
、
顛
脳
の
内
に
在
る
こ
と
を
説
い
た
け
れ
ど
も
、
や
は
り
不
経
の
欝
と
し
て
、
そ
の
著

　
　
「
窮
理
学
」
は
焚
鐵
さ
れ
た
。
早
く
か
ら
西
欧
の
麿
法
が
採
用
さ
れ
な
が
ら
、
地
動
説
と
生
理
学
と
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
当
時
を
支
配
し

　
　
た
朱
子
学
・
陽
明
学
と
雇
入
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ら
う
）
。
　
「
故
に
、
聖
を
學
ぶ
こ
と
は
一
心
を
主
と
し
、
事
事
す
べ
て
心
上
に
於
い
て
亡
失

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
を
算
す
。
…
…
心
を
事
と
す
る
の
學
は
萌
上
に
在
っ
て
力
を
入
れ
る
」
（
撃
滅
鯉
輯
「
池
月
川
鰻
塚
」
）
と
述
べ
て
み
る
。
「
萌
」
と
は
萌
兆

　
　
つ
ま
り
動
機
で
あ
っ
て
、
　
「
天
理
の
存
亡
は
、
た
穿
一
息
の
間
に
在
る
」
と
云
ひ
、
ま
た
「
生
死
路
頭
、
た
穿
理
に
順
ふ
と
欲
に
從
ふ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
に
在
り
し
と
説
い
て
み
る
。
こ
れ
は
騨
家
の
口
癖
を
思
は
せ
る
が
、
騨
と
儒
と
の
相
逮
は
、
輝
家
は
個
人
の
救
極
を
問
題
と
し
た
の
に
甥

　
　
し
、
儒
學
の
徒
は
常
に
、
　
「
経
世
濟
民
」
を
忘
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ら
は

　
　
　
朱
喜
…
の
「
贅
治
通
鑑
綱
臼
」
が
、
司
馬
光
の
成
文
の
史
録
に
就
い
て
、
功
業
の
適
度
に
拘
れ
ず
、
行
病
者
の
動
機
に
重
き
を
お
き
、
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　

　
　
義
に
よ
っ
て
褒
疑
を
瀦
へ
た
こ
と
も
、
朱
蕪
の
史
論
の
二
宮
で
あ
る
胡
寅
（
一
〇
九
三
一
＝
五
一
）
が
、
「
人
事
を
嘉
し
て
天
命
を
聴
つ
」

　
　
（
門
読
史
管
見
」
八
）
と
い
ふ
立
場
か
ら
、
し
ば
し
ば
史
實
を
論
じ
た
の
も
、
専
ら
、
純
響
な
心
情
の
燃
焼
に
、
運
命
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
ほ

　
　
か
な
ら
な
い
。
か
＼
る
道
徳
感
情
は
、
近
世
の
通
俗
交
藝
や
、
大
衆
の
間
に
深
く
根
を
下
し
た
「
道
教
」
の
教
へ
に
も
、
ひ
と
つ
に
は

　
　
「
蓮
命
倫
理
學
」
と
し
て
、
ひ
と
つ
に
は
「
心
構
倫
理
學
」
と
し
て
、
す
く
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

　
　
　
シ
ナ
に
は
古
く
か
ら
一
種
の
宿
命
説
が
あ
る
。
人
聞
の
死
生
壽
天
に
は
人
力
で
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
「
定
命
漏
が
あ
る
と
い
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
観
念
が
そ
れ
で
、
こ
㌧
か
ら
、
人
生
は
根
幕
の
な
い
、
晒
上
の
塵
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
身
を
自
然
に
委
ね
、
し
ば
し
酒
を
飲
ん

　
　
へ

　
　
で
人
生
の
憂
を
忘
れ
よ
う
と
云
ふ
、
文
學
上
の
自
然
主
義
を
生
ん
だ
（
魏
晋
時
代
の
楽
府
や
古
詩
に
は
、
か
～
る
感
情
を
詠
じ
た
も
の
が
す
く
な

　
　
く
な
い
。
漢
文
や
習
字
の
教
科
書
で
お
な
じ
み
の
「
盛
年
不
重
来
、
一
日
難
再
農
、
及
時
當
勉
励
、
歳
月
不
待
人
」
と
い
ふ
有
名
な
陶
幽
明
の
句
も
か
㌧
る



　
　
意
味
で
あ
る
。
道
学
め
い
た
意
味
は
き
ら
に
な
い
。
祇
詩
に
も
「
儒
朝
草
我
何
有
哉
、
孔
丘
盗
難
倶
塵
埃
、
…
…
生
前
相
遇
且
御
盃
」
、
辛
評
点
の
詞
に
も

　
　
「
干
古
光
陰
一
翼
時
、
且
進
盃
中
物
〕
と
あ
る
）
。
し
か
し
、
通
俗
的
な
大
衆
道
徳
は
、
善
人
は
必
ず
し
も
よ
い
報
い
を
受
け
る
と
は
限
ら
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
不
幸
に
見
舞
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
　
「
こ
れ
が
蓮
命
で
あ
る
し
（
此
乃
命
尽
）
と
、
あ
き
ら
め
る
こ
と
（
認
命
・
没
法
子
）
を
教
へ
た
の
で

　
　
あ
る
。
俗
文
學
に
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
、
　
「
時
挙
れ
ば
風
は
洪
｝
る
縢
王
閣
、
蓮
去
れ
ば
雷
は
轟
く
薦
編
碑
」
（
前
句
は
「
撫
雷
」
に
、
後
句

　
　
は
「
冷
斎
夜
話
」
に
本
事
が
見
え
る
。
何
事
も
運
次
第
の
意
で
、
漏
夢
竜
・
馬
致
遠
に
よ
っ
て
作
晶
化
さ
れ
て
も
み
る
）
と
か
、
　
「
萬
般
皆
是
命
、
孚

　
　
黙
も
人
に
由
ら
ず
」
（
す
べ
て
還
次
第
、
す
こ
し
も
人
の
ま
ま
な
ら
ぬ
）
と
い
ふ
諺
と
か
（
一
ご
夢
合
拍
・
漕
平
山
裳
話
本
）
、
コ
瓢
國
演
義
」
の
「
数

　
　
の
あ
る
所
は
、
理
も
こ
れ
を
奪
ふ
を
得
ず
、
命
の
あ
る
所
は
、
人
も
こ
れ
を
強
ひ
る
を
得
ず
」
と
い
ふ
雷
葉
は
、
人
閥
の
手
で
統
御
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ん
な
し
を
と
こ

　
　
こ
と
の
で
き
な
い
非
合
理
的
な
力
が
、
こ
の
世
を
支
配
し
て
み
る
と
い
ふ
、
人
生
の
艦
験
を
表
現
し
て
み
る
。
　
「
倒
蓮
漢
」
と
渾
名
さ
れ

　
　
た
文
選
虚
が
、
は
か
ら
ず
も
且
萬
の
富
を
得
る
と
い
ふ
物
語
は
、
文
字
遜
り
、
　
「
萬
事
々
已
定
、
浮
生
空
自
忙
し
　
（
な
に
ご
と
も
定
め
あ
り
、

　
　
こ
の
世
は
あ
く
せ
く
し
て
も
む
だ
）
と
い
ふ
こ
と
を
示
し
て
み
る
（
「
拍
案
驚
奇
」
一
）
。
通
俗
文
學
は
く
り
返
し
こ
の
こ
と
を
強
調
し
、
好
ん

　
　
で
か
＼
る
意
味
の
俗
諺
を
引
用
し
た
の
で
あ
り
、
夫
婦
の
縁
す
ら
、
「
姻
縁
懸
古
豊
前
定
し
（
前
世
の
定
め
）
と
考
へ
ら
れ
、
た
く
み
に
こ
れ

　
　
を
團
圓
に
も
ち
こ
む
こ
と
は
、
通
俗
作
家
の
常
套
季
段
で
あ
っ
た
。
ト
笠
を
信
ず
る
の
も
、
生
死
天
壽
と
か
榮
枯
盛
嚢
と
い
ふ
、
自
然
鯵

　
　
又
は
砒
溶
々
な
騰
験
を
、
吾
々
の
力
で
は
支
配
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
運
命
と
し
て
、
受
取
ら
う
と
す
る
宿
命
観
を
前
提
と
し
て
み
る
。

　
　
カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
は
か
つ
て
、
こ
の
や
う
な
微
界
髄
験
に
梱
撫
し
い
倫
理
學
を
、
「
使
命
倫
理
學
」
と
名
づ
け
た
が
、
そ
れ
は
、
蓮
命

　
　
と
い
ふ
不
可
解
な
力
に
澱
熟
せ
よ
と
い
ふ
命
令
を
本
質
と
し
て
み
る
（
際
卿
凱
暮
露
多
⑫
β
短
8
同
。
σ
q
《
露
山
d
ε
嘗
2
や
塔
9
マ
ン
ハ
イ
ム
は

　
　
恐
ら
く
．
．
①
夢
ざ
ω
O
｛
｛
陰
既
雛
難
、
、
に
よ
っ
て
、
ス
ト
ア
の
哲
学
を
考
へ
て
る
る
の
で
あ
ら
う
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ず
ら
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か

　
　
　
「
天
に
順
ふ
者
は
逸
に
、
天
に
逆
ふ
者
は
叢
る
」
（
コ
一
函
演
義
偏
）
も
、
か
＼
る
意
味
で
あ
る
が
、
庶
畏
に
人
氣
の
あ
っ
た
「
三
國
演

　
　
義
篇
の
劉
備
や
闘
…
羽
、
　
「
水
照
込
」
の
宋
江
も
、
既
存
の
秩
序
や
道
徳
観
念
に
挑
戦
す
る
、
カ
リ
ス
マ
的
英
雄
と
し
て
で
は
な
く
、
自
己

　
　
の
置
か
れ
た
諸
前
件
を
、
蓮
命
的
な
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
う
と
す
る
、
そ
の
や
う
な
道
念
の
持
ち
主
と
し
て
描
か
れ
て
み
る
。
近
世
の

59
5
　
　
　
　
　
　
シ
ナ
の
倫
理
思
想
に
於
け
る
「
規
範
」
と
「
環
蜜
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
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八
八

605　
　
通
俗
文
藝
を
通
じ
て
冤
出
さ
れ
る
の
は
、
集
子
學
と
遽
教
の
影
響
で
あ
る
が
、
わ
け
て
も
、
蓮
命
の
一
部
と
し
て
、
自
己
の
態
度
を
定
め

　
　
る
こ
と
を
教
へ
る
倫
理
読
で
あ
っ
た
と
云
へ
よ
う
か
。

　
　
　
い
は
ゆ
る
「
叢
量
営
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
画
く
流
布
し
た
「
立
命
読
」
に
、
豊
春
生
死
に
は
み
な
定
命
が
あ
る
が
、
一
般
の
凡
人
の
み
が

　
　
天
の
定
め
た
命
数
に
支
配
さ
れ
、
石
越
又
は
極
悪
の
人
は
そ
れ
に
麦
配
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
分
の
積
ん
だ
善
悪
の
行
ひ
に
よ
っ
て
業
報

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
を
受
け
る
と
設
い
て
る
る
の
は
（
や
は
り
「
善
書
」
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
命
聖
意
遇
竃
神
記
」
な
ど
も
、
行
為
者
の
心
情
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
、
応
報

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
可
能
な
効
果
が
左
右
さ
れ
る
と
説
く
。
十
九
世
紀
後
半
の
徐
時
棟
と
い
ふ
学
者
は
、
こ
れ
は
文
人
の
愚
空
捏
造
の
言
で
な
い
と
、
そ
の
「
煙
喚
楼
筆
記
」

　
　
の
中
で
も
ち
上
げ
て
み
る
）
、
善
に
は
善
が
報
い
、
悪
に
は
悪
が
報
い
る
と
云
ふ
簡
輩
な
命
題
で
は
乗
り
切
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
人
生
の

　
　
現
實
に
答
へ
た
の
で
あ
ら
う
。
大
衆
道
徳
は
一
般
に
、
た
亨
宿
命
を
無
く
ば
か
り
で
な
く
、
蓮
命
は
自
ら
作
る
も
の
で
あ
り
、
關
編
は
自

　
　
ら
求
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
く
り
返
し
強
調
し
て
み
る
。
そ
れ
は
人
生
に
定
命
が
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
志
的
な
努
力
を

　
　
輕
良
し
、
一
時
の
安
逸
に
身
を
委
ね
る
こ
と
を
戒
め
た
の
で
あ
る
。
「
中
庸
」
の
「
患
難
に
呈
し
て
患
難
を
行
ふ
」
の
句
は
、
「
四
書
」
の

　
　
普
及
し
た
近
世
で
は
、
通
俗
多
読
の
中
に
も
引
用
さ
れ
、
　
「
難
儀
な
こ
と
が
蓮
命
な
ら
、
そ
の
難
儀
を
受
け
て
み
よ
う
」
と
い
ふ
意
味
に

　
　
用
ゐ
ら
れ
て
る
る
が
、
「
た
ゴ
天
の
命
ず
る
所
は
、
人
な
ん
ぞ
よ
く
私
せ
ん
。
何
ぞ
必
ず
し
も
生
を
帯
し
み
、
死
を
悲
し
ま
ん
」
（
「
柳
田

　
　
志
異
」
陸
判
）
と
か
、
又
例
へ
ば
、
「
諺
に
云
ふ
、
コ
飲
一
国
、
前
定
に
上
る
な
し
』
と
。
況
ん
や
葺
合
を
や
。
故
に
遇
と
不
遇
と
は
、
此

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

　
　
の
中
、
大
い
に
機
縁
あ
り
て
強
ひ
る
べ
か
ら
ず
。
霧
子
も
ま
た
た
だ
命
に
安
ん
じ
て
天
に
聴
つ
の
み
。
何
ぞ
心
を
そ
の
間
に
入
れ
ん
や
」

　
　
（
製
陶
「
四
書
反
身
録
」
七
）
と
云
は
れ
た
や
う
に
、
自
己
の
環
境
を
避
け
難
い
運
命
と
し
て
受
取
り
、
そ
れ
に
合
理
的
に
適
翻
し
て
ゆ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
な
し
か

　
　
こ
と
は
、
士
庶
を
通
じ
て
の
塵
世
訓
で
あ
っ
た
。
読
話
鱒
の
引
く
古
語
に
、
　
「
善
に
は
善
報
が
あ
り
、
悪
に
は
悪
報
が
あ
る
。
報
い
が
な

　
　
い
の
で
は
な
い
、
ま
だ
そ
の
蒋
が
到
ら
ぬ
ま
で
」
と
云
ふ
言
葉
が
あ
る
。
「
天
公
」
（
天
の
神
）
は
い
つ
も
聯
繋
を
心
が
け
て
を
り
、
個
々
の

　
　
着
雪
を
は
っ
き
り
と
記
憶
し
て
み
る
と
考
へ
ら
れ
た
（
例
へ
ば
、
「
醒
世
劇
評
」
三
＋
四
）
。
「
天
道
親
な
く
、
常
に
善
人
に
く
み
す
」
と
云
ふ

　
　
が
、
義
人
の
伯
夷
叔
斉
は
首
陽
山
に
餓
死
し
、
大
盗
賊
の
虚
夢
は
長
壽
を
保
ち
得
た
で
は
な
か
っ
た
か
（
「
史
記
」
伯
夷
列
伝
）
。
歴
史
の
邉



　
　
程
に
封
ず
る
無
筆
慮
な
検
討
は
、
か
の
蟹
慮
寵
（
一
五
九
四
一
？
）
の
「
歴
代
史
略
鼓
詞
」
（
葉
徳
輝
編
「
製
梅
景
闇
叢
書
」
所
収
）
が
力
つ
よ

　
　
く
も
訴
へ
て
る
る
や
う
に
、
是
非
善
悪
は
し
ば
し
ば
顯
倒
し
て
、
善
人
は
怨
を
の
ん
で
埋
没
し
、
却
っ
て
悪
人
が
榮
え
た
の
で
あ
る
。
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
ウ
ス
の
ア
ブ

　
　
か
る
人
生
の
不
合
理
性
の
経
験
こ
そ
、
多
く
の
宗
教
の
歴
史
に
於
い
て
、
「
原
罪
観
」
や
、
「
宿
命
設
」
や
、
「
地
獄
読
」
や
、
「
目
に
見

　
　
ス
コ
ン
デ
イ
タ
ア
ス

　
　
え
な
い
紳
」
と
か
、
　
「
冥
府
に
於
け
る
審
判
」
と
い
ふ
観
念
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
道
教
」
に
於
け
る
「
冥
府
」
と
い
ふ
観
念
は
、
佛
教
の
地
獄
読
の
影
響
で
あ
る
が
、
そ
の
や
う
な
言
残
さ
を
敏
く
こ
と
が
特
色
で
あ

　
　
る
。
「
倶
舎
論
」
分
別
世
品
に
は
八
大
地
獄
設
が
あ
り
、
紀
元
四
・
五
世
紀
頃
の
イ
ン
ド
の
知
識
人
の
世
界
観
を
投
影
し
て
み
る
と
云
ふ
が
ハ

　
　
シ
ナ
で
は
野
末
準
率
、
冥
途
で
十
王
が
亡
者
を
裁
判
す
る
と
い
ふ
説
話
が
験
豪
し
（
「
仏
祖
統
罪
し
）
、
宋
代
に
は
「
十
王
経
」
が
儒
作
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
た
。
又
、
北
宋
の
蒔
に
既
に
作
ら
れ
て
み
た
と
潤
す
る
が
、
費
際
に
は
、
清
朝
の
中
期
以
．
後
、
圭
と
し
て
南
方
で
流
布
し
た
「
玉
歴
紗
傳
」

　
　
に
よ
れ
ば
、
冥
界
に
は
十
王
殿
が
あ
り
、
死
後
に
は
必
ず
十
王
の
審
刹
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
て
み
る
。
又
一
方
、
遍
俗
文
藝
に
し
ば
し

　
　
ば
現
れ
て
み
る
や
う
に
、
地
方
守
護
紳
た
る
城
隆
紳
が
、
冥
府
で
亡
者
の
生
前
の
行
爲
を
裁
制
す
る
と
い
ふ
俗
信
も
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
シ
ナ
の
裁
判
物
語
に
は
、
裁
判
官
が
夢
の
中
で
判
決
の
ヒ
ン
ト
を
得
た
と
か
（
例
へ
ば
「
巣
陰
雨
事
」
獄
吏
鰹
騰
・
「
包
公
案
」
竜
騎
竜
背
詩
梅

　
　
花
）
、
城
陛
紳
の
夢
の
お
告
げ
に
よ
っ
て
、
事
件
解
決
の
糸
口
を
つ
か
む
と
い
ふ
物
語
（
「
包
公
案
」
窓
外
黒
猿
）
が
あ
り
、
一
般
に
俗
文
學

　
　
で
は
、
被
害
者
の
亡
難
が
裁
判
官
の
夢
ま
く
ら
に
現
は
れ
、
犯
人
を
階
示
す
る
と
い
ふ
手
段
が
取
ら
れ
る
こ
と
が
す
く
な
く
な
い
の
も
、

　
　
冥
府
の
紳
々
が
こ
の
世
に
於
け
る
人
々
の
行
爲
を
監
碧
し
て
を
り
、
亡
者
は
冥
府
の
鋼
宮
の
裁
き
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
費
の
罪

　
　
に
隔
っ
た
も
の
は
冤
を
雪
ぎ
、
罪
を
犯
せ
る
も
の
は
必
ず
写
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
信
仰
に
基
づ
く
の
で
あ
ら
う
。

　
　
　
さ
て
、
朱
子
學
の
倫
理
思
想
は
、
　
「
道
教
」
の
心
情
倫
理
的
な
倫
理
學
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
例
の
「
聖
慮
篇
」
に
、
　
「
そ
れ
心
、

　
　
善
に
起
ら
ば
、
善
い
ま
だ
爲
さ
ず
と
い
へ
ど
も
、
吉
給
す
で
に
こ
れ
に
随
は
ん
。
或
は
、
心
、
悪
に
起
ら
ば
、
悪
い
ま
だ
爲
さ
ず
と
い
へ

　
　
ど
も
、
凶
賞
す
で
に
こ
れ
に
薩
は
ん
」
と
あ
る
の
は
、
行
雲
の
儂
値
を
定
め
る
の
は
、
心
情
の
善
悪
で
あ
る
こ
と
を
云
ふ
の
で
あ
ら
う
し
、

　
　
「
心
あ
っ
て
善
を
な
さ
ば
、
善
と
い
へ
ど
も
賞
せ
ず
、
心
な
く
し
て
悪
を
な
さ
ば
、
悪
と
い
へ
ど
も
罰
せ
ず
」
（
「
柳
斎
志
異
」
天
城
隆
）
と

615　
　
　
　
　
　
シ
ナ
の
倫
理
思
想
に
於
け
る
「
規
範
」
と
「
現
費
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
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九
〇

い
ふ
の
も
、
か
＼
る
意
味
の
誠
命
で
あ
る
。
一
般
に
、
難
癖
的
な
文
藝
は
、
陰
穂
を
鋤
め
、
善
悪
の
慮
報
を
曳
く
こ
と
が
多
い
が
、
こ
と

に
、
明
の
趙
弼
の
「
効
餐
集
」
、
墾
末
の
初
汐
「
拍
案
驚
奇
」
と
か
、
清
人
の
「
総
轄
石
目
や
杜
綱
の
「
娯
昌
論
調
編
し
な
ど
に
は
、
「
感

慮
篇
…
」
の
倫
理
概
念
が
濃
厚
に
投
影
し
て
み
る
。

　
然
し
、
既
に
示
唆
し
て
お
い
た
や
う
に
、
朱
子
學
的
思
惟
に
於
い
て
、
個
々
の
行
軍
の
基
礎
と
な
る
意
圓
の
善
悪
が
、
そ
れ
に
に
よ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

て
評
儂
さ
れ
る
規
範
は
、
宇
宙
と
い
ふ
．
．
難
麟
。
円
O
o
O
ω
ヨ
．
．
の
窮
極
的
寳
在
と
し
て
の
「
天
理
」
（
又
は
「
太
極
し
と
も
云
は
れ
る
）
に
根
概
を

ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

潔
く
が
、
こ
の
た
穿
一
つ
の
法
則
で
あ
る
所
の
世
界
の
構
造
を
規
定
す
る
原
理
と
し
て
の
「
天
理
」
は
、
同
時
に
、
個
別
的
全
一
膿
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

て
の
．
．
熱
禽
0
8
ω
ヨ
、
．
の
構
成
原
理
で
あ
り
、
人
間
性
に
先
天
的
に
内
在
し
て
「
本
然
の
性
」
と
な
る
も
の
と
見
台
さ
れ
た
。
　
「
聖
人
學

ん
で
至
る
べ
し
し
と
云
ふ
の
が
、
近
世
儒
學
の
徒
の
常
套
語
で
あ
っ
た
や
う
に
、
　
「
本
然
の
性
」
は
、
婁
人
に
も
凡
夫
に
も
、
等
し
く
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

龍
門
に
具
は
つ
て
を
り
、
後
装
す
る
や
う
に
、
萬
有
は
「
氣
」
の
集
散
に
よ
っ
て
成
立
す
る
が
、
混
濁
し
た
悪
し
き
「
氣
」
が
、
　
「
本
然

の
性
』
を
蔽
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
「
悪
」
が
生
ず
る
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
、
後
天
的
な
學
習
と
努
力
と
に
よ
っ
て
こ
れ
を
除
き
さ
へ
す
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

ば
、
ま
た
本
來
の
性
善
に
反
へ
る
と
云
ふ
、
～
種
の
慮
然
主
義
的
な
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
が
支
配
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
＼
か
ら
必
然
的
に
導
か
れ
る
こ
と
は
、
朱
干
學
的
思
惟
に
於
い
て
は
、
倫
理
的
規
範
は
、
つ
ね
に
自
然
法
陶
規
範
で
あ
っ
た
と
云
ふ

こ
と
で
あ
る
。
人
倫
の
階
言
置
秩
序
を
「
天
」
（
海
門
法
）
で
あ
る
と
す
る
見
解
は
、
儒
家
の
歴
史
と
共
に
古
く
、
轟
然
法
は
存
在
の
本
質

秩
序
に
初
め
か
ら
内
在
す
る
規
範
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
た
。
次
に
顯
著
な
こ
と
は
、
倫
理
的
努
力
の
欝
標
と
し
て
超
越
的
な
理
念
を
立
て

ず
、
人
間
性
に
等
し
く
具
有
す
る
「
本
然
の
性
偏
に
反
へ
る
こ
と
を
説
く
に
も
拘
ら
ず
、
具
騰
的
な
現
寸
の
「
人
間
」
は
、
感
性
に
繋
縛

さ
れ
た
存
在
と
し
て
、
　
「
人
欲
」
に
綱
約
さ
れ
て
み
る
か
ら
（
門
飲
食
男
女
、
入
の
大
欲
こ
れ
に
存
す
」
と
い
ふ
の
が
儒
教
の
人
間
観
の
基
本
的
テ

ー
ゼ
で
、
そ
れ
故
、
　
…
、
節
欲
L
を
説
い
て
も
、
衡
欧
思
想
に
固
有
な
禁
欲
主
義
は
、
シ
ナ
で
は
遂
に
成
立
し
な
か
っ
た
）
、
自
讃
麓
的
轡
ハ
蹉
晶
剛
に
は
、
「
・
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

然
の
性
」
つ
ま
り
「
天
理
」
は
、
却
っ
て
入
問
的
自
然
に
墓
礎
を
置
く
こ
と
が
で
き
ず
、
全
く
「
人
情
の
自
然
」
に
背
を
向
け
、
當
爲
≧

し
て
「
人
為
」
に
聯
立
す
る
に
罷
る
。
そ
の
結
果
「
人
情
の
自
然
体
に
暫
し
て
倫
理
を
轟
く
儒
教
本
來
の
倫
理
思
想
か
ら
み
れ
ば
、
む
し



　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
ろ
異
端
的
な
禰
狭
な
リ
ゴ
リ
ズ
ム
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
　
「
天
理
を
存
し
て
人
欲
を
去
る
」
と
い
ふ
誠
命
は
、
宋
の
胡
安
濃
（
～
〇

　
　
七
狸
i
一
一
三
八
）
に
始
ま
る
言
葉
ら
し
い
が
（
「
朱
子
語
類
」
＝
七
）
、
後
世
の
朱
子
學
の
徒
の
慣
用
語
と
な
り
、
朱
烹
及
び
そ
の
徒
は
、

　
　
　
　
　
　
と
り
ゆ

　
　
「
人
欲
を
邊
め
て
、
天
理
を
存
す
」
べ
き
こ
と
を
、
く
り
返
し
番
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
元
亨
、
儒
教
の
宇
宙
観
で
は
、
こ
の
宇
宙
に
は
「
氣
」
（
エ
…
テ
ル
の
如
き
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
る
た
。
）
が
充
満

　
　
し
て
お
り
、
こ
の
「
氣
」
の
集
散
離
含
に
よ
っ
て
、
萬
有
が
生
成
し
或
は
溝
滅
す
る
と
考
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
朱
子
學
に
よ
れ
ば
、

　
　
前
述
の
や
う
に
、
そ
の
「
節
し
の
集
散
離
合
を
圭
産
す
る
原
理
は
「
面
し
（
「
太
極
」
）
で
あ
り
、
こ
の
理
は
ま
た
一
切
の
個
物
に
内
在
す
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
そ
の
運
動
の
原
理
で
あ
る
と
見
敬
さ
れ
た
。
宇
宙
は
た
官
ひ
と
つ
の
法
則
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
有
機
膿
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
か
か
る

　
　
宇
宙
擬
に
即
難
し
て
、
有
機
膿
的
馳
會
槻
が
薮
饗
し
た
の
で
あ
る
。
人
聞
的
正
義
の
女
紳
テ
ミ
ス
が
、
季
勧
の
紳
と
、
物
理
的
法
則
及
び

　
　
道
徳
的
法
則
を
表
す
デ
イ
ケ
紳
と
の
母
で
あ
る
や
う
に
、
　
「
天
理
」
は
膚
然
界
の
物
理
的
法
劉
で
あ
る
と
と
も
に
、
人
間
杜
會
の
倫
理
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
則
で
も
あ
る
。
朱
鷺
に
よ
っ
て
、
　
「
愛
の
理
、
心
の
徳
」
と
定
義
さ
れ
た
「
仁
」
も
、
天
地
の
生
意
か
ら
生
れ
た
心
情
に
ほ
か
な
ら
な
い

　
　
（
朱
子
学
で
は
、
「
心
」
の
本
体
を
「
性
」
、
そ
の
薦
を
「
情
」
と
い
ふ
。
「
挫
」
は
外
に
発
し
て
「
幣
扁
と
な
る
。
「
愛
」
と
い
ふ
椿
緒
の
根
源
に
あ
る
理

　
　
を
、
「
仁
」
と
い
ふ
）
。

　
　
　
こ
と
に
近
潰
の
儒
學
は
、
　
「
四
書
」
の
中
で
も
「
大
幅
」
を
、
　
「
初
盆
の
徳
に
入
る
の
門
」
と
し
て
奪
重
し
、
　
「
修
身
斉
家
治
國
李
天

　
　
下
」
に
有
機
騰
論
図
解
繹
を
施
し
て
、
習
々
の
厭
属
す
る
集
鰯
が
、
「
家
」
か
ら
「
撰
し
へ
、
「
國
」
か
ら
「
天
下
」
へ
と
順
次
に
鑛
大
す

　
　
る
に
慮
じ
て
、
吾
々
の
道
徳
感
情
も
そ
れ
に
照
癒
す
る
と
考
へ
た
。
即
ち
、
家
族
の
量
的
掻
取
が
國
家
と
な
り
、
國
家
の
量
的
横
大
が
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
下
と
な
る
と
い
ふ
輩
純
な
推
論
の
上
に
、
道
徳
論
を
組
立
て
た
の
で
あ
る
。
騨
ち
、
天
下
も
國
家
も
、
質
的
に
家
族
共
同
膿
を
範
型
と
す

　
　
る
、
そ
の
空
間
的
な
鑛
大
形
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
、
各
軍
人
が
「
身
を
修
め
る
」
こ
と
が
、
朱
子
學
に
固
有
な
學
術
智
計
を

　
　
用
み
れ
ば
、
　
「
意
を
誠
に
し
心
を
正
す
」
こ
と
が
、
と
り
も
な
ほ
さ
ず
「
國
を
治
め
果
下
を
李
か
に
す
る
」
所
以
で
あ
る
、
と
云
ふ
オ
プ

　
　
テ
ィ
ミ
ズ
ム
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
官
界
の
腐
敗
も
、
敗
戦
に
よ
る
汗
血
も
（
例
へ
ば
、
宋
が
金
に
敗
れ
た
所
以
を
論
ず
る
場
合
に
、
し
ば
し
ば

63る　
　
　
　
　
　
シ
ナ
の
倫
理
思
想
に
於
け
る
「
規
範
」
と
「
環
實
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
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哲
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九
二

見
ら
れ
る
議
論
で
あ
る
が
）
、
各
人
が
「
誠
意
正
心
」
に
於
い
て
敏
く
る
所
が
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
こ
の
「
誠
意
正
心
」
こ
そ
、
學
問
の
根

本
で
あ
り
、
治
國
の
淵
源
な
り
、
と
見
倣
さ
れ
て
き
た
。
然
し
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
か
の
名
著
で
適
切
に
も
示
唆
し
て
み
る
や
う
に
、
「
家
」

と
、
　
「
國
」
や
「
天
下
」
と
の
間
に
は
、
　
「
閉
ぢ
た
牡
會
」
と
「
開
い
た
杜
會
」
と
の
誉
田
が
あ
る
。
こ
の
断
層
は
、
そ
の
ま
＼
で
は
埋

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

め
難
い
質
的
な
分
裂
で
あ
る
（
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
も
、
　
「
経
済
と
粒
会
し
の
祉
会
学
の
方
法
論
的
基
礎
を
論
じ
た
個
所
で
、
社
会
関
係
に
於
け

る
、
．
、
○
中
魯
冨
搾
”
、
と
．
、
O
Φ
ω
。
三
。
。
。
。
。
Φ
筈
Φ
津
”
”
と
の
溺
を
論
じ
て
み
る
）
。
か
く
し
て
、
吾
々
の
道
徳
的
責
務
も
不
可
避
的
に
、
「
長
内
道
徳
」

（
切
一
昌
口
㊦
画
図
O
H
鋤
一
）
と
「
封
外
道
徳
」
（
跨
¢
ω
ω
窪
ヨ
O
H
巴
）
と
の
分
裂
を
生
ず
る
。
十
七
世
紀
の
後
孚
、
明
末
か
ら
清
初
に
か
け
て
、
朱
子

學
の
衰
退
過
程
に
現
は
れ
た
、
そ
の
倫
理
読
に
封
ず
る
批
判
は
、
圭
と
し
て
こ
の
分
裂
を
無
課
し
た
、
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
の
非
現
書
聖
に

封
し
て
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

四

　
一
般
的
に
云
へ
ば
、
　
「
心
情
倫
理
」
は
、
各
人
の
「
善
」
と
す
る
所
が
、
萬
人
の
「
善
」
で
あ
り
、
且
又
そ
の
逆
で
も
あ
る
所
の
、
道

徳
的
に
等
質
的
な
肉
畜
を
静
定
し
な
い
限
り
、
現
實
的
に
は
挫
折
す
る
。
　
「
心
情
倫
理
」
の
法
則
は
、
個
人
に
毒
し
て
恰
も
殺
會
は
完
全

に
合
理
的
で
あ
る
か
の
や
う
に
、
た
と
へ
さ
う
で
な
い
と
き
で
も
、
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ら
び
と

　
「
昔
、
四
川
省
の
郷
里
に
善
人
が
窟
た
。
善
を
善
と
し
悪
を
悪
と
し
て
、
誠
信
に
し
て
人
を
欺
か
な
か
っ
た
。
郷
人
は
皆
こ
れ
に
感
服

し
た
。
そ
こ
で
あ
る
金
持
は
、
韻
文
も
取
ら
ず
千
金
を
貸
し
輿
へ
た
の
で
、
都
の
洛
陽
に
出
て
店
を
開
き
、
郷
里
の
人
々
に
封
ず
る
と
同

じ
態
度
で
人
々
に
接
し
た
。
し
か
し
人
々
は
皆
幌
ぱ
な
か
っ
た
。
か
く
て
三
年
し
て
借
り
た
金
を
す
っ
か
り
失
っ
て
郷
里
に
か
へ
っ
て
來

た
。
」
こ
れ
は
清
初
の
唐
瓢
（
一
六
一
二
〇
1
一
七
〇
翻
）
の
「
潜
書
」
辮
儒
篇
に
見
え
る
、
一
寓
話
で
あ
る
。
唐
茂
は
日
ふ
、
　
「
こ
の
人
は
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

う
し
て
善
人
で
な
か
っ
た
と
言
へ
よ
う
か
。
善
を
爲
し
て
人
の
千
金
を
失
っ
た
の
で
あ
る
」
と
。
更
に
宋
儒
を
謁
刺
し
て
臼
ふ
、
「
昔
、
宋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
す

は
國
力
が
巳
に
日
に
衰
へ
、
遽
に
江
南
の
地
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
諸
儒
が
縫
い
で
起
ち
、
正
心
誠
意
の
學
を
以
て
霜
を
耀
け
、



　
　
そ
の
風
俗
を
一
室
し
た
。
そ
の
た
め
金
人
は
畏
れ
て
、
南
侵
す
る
こ
と
を
や
め
た
。
そ
こ
で
宋
で
は
征
討
の
軍
を
出
し
、
一
土
も
殺
さ
ず
、

　
　
一
篇
も
傷
け
ず
、
一
矢
～
矛
も
用
み
ず
に
大
勝
を
嫉
め
、
金
人
を
駆
逐
し
、
途
に
、
北
は
幽
州
を
取
り
、
西
は
西
夏
を
築
定
し
、
東
西
に
地

　
　
を
拓
く
こ
と
数
千
里
、
先
帝
以
來
の
版
圓
に
ま
た
約
十
分
の
二
・
三
を
加
へ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
」
と
。
こ
れ
は
し
か
し
、
史
蟹

　
　
の
「
裏
返
し
」
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
（
事
実
と
虚
偽
と
の
箆
離
を
意
識
き
せ
る
飛
に
、
文
学
に
於
け
る
誠
刺
が
成
立
す
る
。
誠
刺
が
フ
モ
ー
ル
と
異
る

　
　
の
は
、
矛
盾
の
対
照
感
情
が
、
批
判
的
・
攻
撃
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
）
。
史
家
銭
大
害
（
一
七
二
八
－
一
八
〇
四
）
が
論
じ
て
み
る
や
う
に
、
道
下

　
　
の
諸
富
の
迂
闊
の
談
が
廟
堂
を
麦
配
し
た
こ
と
が
、
却
っ
て
南
宋
の
滅
亡
を
早
め
た
と
云
へ
よ
う
（
「
養
新
妻
」
）
。
唐
頸
は
明
宋
の
四
川
の

　
　
喪
齪
の
た
め
、
郷
里
を
逃
れ
、
明
減
無
芯
は
揚
州
に
流
寓
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
朱
子
學
の
徒
は
、
　
「
正
心
誠
意
」
を
説
く
の
み
で
、

　
　
「
事
功
」
を
忘
れ
て
み
る
こ
と
を
非
難
し
、
　
「
海
内
の
兄
弟
が
、
鱗
薩
に
死
し
、
兵
革
に
死
し
、
虐
政
に
死
し
、
外
暴
に
死
し
、
内
証
に

　
　
死
し
、
鍋
は
君
父
に
及
び
國
家
が
破
滅
し
た
と
き
、
身
心
を
修
め
て
自
分
は
聖
賢
な
り
と
謂
っ
て
み
る
。
世
が
既
に
多
難
な
る
と
き
、
己

　
　
一
人
が
ど
う
し
て
聖
賢
た
り
得
よ
う
か
」
と
、
そ
の
迂
拘
を
痛
罵
し
て
み
る
（
奇
書
良
習
篇
）
。
も
し
、
「
正
心
誠
意
」
の
み
あ
っ
て
、
「
事

　
　
功
」
を
忘
れ
る
な
ら
ば
、
結
果
は
往
々
悲
劇
的
で
あ
る
。
明
の
蕪
烈
帝
は
、
外
轍
に
包
園
さ
れ
て
自
殺
す
る
に
あ
た
り
、
　
「
我
あ
に
劉
宗

　
　
周
の
忠
臣
た
る
を
知
ら
ざ
ら
ん
や
。
必
ず
吾
を
し
て
尭
舜
た
ら
し
め
ん
と
欲
す
。
此
の
時
に
當
り
、
我
何
を
以
て
論
叢
た
ら
ん
」
と
悲
痛

　
　
の
雪
口
を
遺
し
た
と
云
ふ
。

　
　
　
十
七
世
紀
の
後
孚
無
智
、
程
朱
の
重
ん
じ
た
「
四
書
」
よ
り
も
「
五
経
し
を
重
税
し
、
儒
教
の
ヨ
リ
古
い
古
典
に
選
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
　
道
學
か
ら
の
解
放
を
求
め
る
新
傾
向
が
芽
生
え
た
の
で
あ
る
。
儒
家
の
古
典
が
読
く
最
も
重
要
か
つ
廣
般
な
教
説
は
、
　
「
禮
」
の
そ
れ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
あ
る
が
、
　
「
禮
甘
口
そ
の
も
の
は
、
行
爲
者
の
「
心
情
」
そ
の
も
の
の
あ
り
方
を
説
く
の
で
な
く
、
も
ろ
も
ろ
の
徳
日
に
封
ず
る
合
法
瑚

　
　
へ

　
　
性
を
求
め
て
み
る
こ
と
が
、
な
に
よ
り
特
徴
的
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
一
部
の
「
禮
記
」
を
嵩
む
が
よ
い
。
そ
こ
に
は
廣
般
に
し
て
且
雑
多

　
　
な
「
賭
し
が
、
法
典
類
似
の
明
確
さ
を
以
て
、
詳
記
さ
れ
て
み
る
。
吾
々
は
、
日
常
生
活
に
於
い
て
、
冠
婚
葬
祭
に
於
い
て
、
如
何
に
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
べ
き
か
、
「
冷
飯
」
は
、
決
疑
論
的
に
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
道
を
指
示
し
て
く
れ
る
。
「
論
語
」
の
讃
者
は
、
恰
も
法
律
家
が
、
過
去
の
判
例

聯　
　
　
　
　
　
シ
ナ
の
倫
理
思
想
に
於
け
る
「
規
範
」
と
「
現
費
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
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九
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

か
ら
適
切
な
規
範
を
見
出
す
や
う
に
、
彼
等
の
行
爲
の
た
め
に
選
繹
す
べ
き
範
例
を
見
付
け
だ
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ら
う
。
近
代
人
の
目

に
は
、
道
徳
の
法
律
化
は
、
道
徳
の
本
質
を
危
く
す
る
も
の
と
映
ず
る
か
も
知
れ
ぬ
。
た
し
か
に
、
禮
教
の
徒
に
は
、
し
ば
し
ば
「
行
旨
旨

は
罠
心
を
も
た
ぬ
。
観
察
す
る
人
の
み
が
軸
心
を
持
つ
」
と
い
ふ
、
あ
の
ゲ
ー
テ
の
…
冨
葉
が
妥
即
し
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
一
般
に

疑
ひ
も
な
く
、
自
然
法
の
基
本
的
な
措
定
が
、
法
と
道
徳
と
の
結
合
で
あ
り
、
自
然
法
の
教
義
は
合
法
則
性
と
合
道
徳
性
と
の
混
合
形
態

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
自
然
法
の
優
越
し
た
シ
ナ
の
土
壌
に
、
法
律
主
義
的
倫
理
學
が
根
を
下
し
た
こ
と
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。

　
か
つ
て
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
が
、
　
「
儒
教
と
道
教
篇
の
末
尾
で
、
儒
教
の
合
理
主
義
と
ピ
ユ
…
リ
タ
ン
の
そ
れ
と
を
…
欝
照
酌
に

捉
へ
、
　
「
儒
教
的
舎
理
主
義
は
世
界
に
封
ず
る
合
理
的
適
慮
を
意
味
し
た
。
ピ
ユ
ー
り
タ
ン
的
合
現
主
義
は
、
と
り
も
な
ほ
さ
ず
世
界
の

合
理
的
菱
配
で
あ
る
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
も
儒
教
徒
も
廉
直
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
合
理
的
廉
直
は
、
儒
教
徒
に
は
全
く
敏

け
て
る
た
力
強
い
パ
ト
ス
の
、
師
ち
、
西
歓
の
修
道
士
を
生
氣
づ
け
て
い
た
と
同
じ
パ
ト
ス
の
、
素
地
の
上
に
立
っ
て
る
た
。
」
と
述
べ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

る
る
の
は
吾
々
の
興
味
を
引
く
。
世
界
を
麦
配
し
よ
う
と
す
る
の
で
な
く
、
世
界
に
実
以
し
ょ
う
と
す
る
態
度
は
、
朱
子
學
を
含
め
て
儒

教
～
般
の
規
範
意
識
を
定
式
化
し
た
と
き
、
髪
結
に
見
出
さ
れ
る
傾
向
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
朱
子
學
の
携
ひ
手
で
あ
っ
た
の
は
、
近

世
シ
ナ
の
家
産
官
僚
國
家
の
官
僚
群
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
限
り
に
於
い
て
、
政
治
・
行
政
面
で
の
「
事
功
」
を
考
へ
ざ
る
を
得
な
か
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
な
し
い

た
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
し
て
、
　
「
そ
の
心
あ
っ
て
、
そ
の
政
の
無
い
の
が
徒
善
で
あ
り
、
そ
の
政
あ
っ
て
、
そ
の
心
の
無
い
の
が
徒

法
で
あ
る
」
（
「
煮
出
」
徒
善
は
云
々
の
朱
注
）
と
い
ふ
国
璽
な
命
題
に
定
式
化
し
得
る
や
う
な
、
　
「
心
術
篇
と
「
政
術
〕
と
の
直
接
的
な
結

合
が
、
　
「
明
膿
適
用
」
と
い
ふ
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
に
考
へ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
云
は
穿
「
宮
僚
的
功
利
主
義
」
の
表
現
で
あ

り
、
こ
と
に
、
父
と
子
と
の
罐
威
閣
係
に
基
礎
を
置
く
家
父
長
制
家
産
型
置
の
官
僚
群
は
、
つ
ね
に
「
民
の
父
母
」
と
し
て
仁
政
の
育
成

者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
幾
多
の
思
想
家
に
よ
っ
て
、
く
り
返
し
取
上
げ
ら
れ
た
「
構
」
の
設
も
、
既
存
の
道
徳
規
範
と
現
實
と
の
間
に
距
離
を
生
じ
た
と
き
、

「
規
範
」
を
「
現
實
」
に
尊
慮
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
一
理
を
固
執
し
て
、
如
何
な
る
事
態
に
封
し
て
も
、
そ
れ
を



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
貫
き
通
さ
う
と
い
ふ
や
う
な
、
力
づ
よ
い
パ
ト
ス
的
素
地
は
、
規
範
を
常
に
日
常
的
な
人
情
の
自
然
に
師
し
て
立
て
よ
う
と
す
る
儒
家
の

　
　
意
識
と
、
網
入
れ
な
か
っ
た
。
例
へ
ば
、
　
「
富
を
爲
せ
ぱ
仁
な
ら
ず
」
（
孟
子
・
朱
蕪
）
と
い
ふ
教
へ
は
、
俗
界
よ
り
隔
離
さ
れ
た
修
道
士

　
　
に
は
相
煙
し
い
か
も
知
れ
ぬ
（
例
へ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
8
鐸
ω
陣
欝
①
〈
碧
σ
q
9
＄
を
想
起
せ
よ
！
）
、
だ
が
、
現
贅
の
臼
常
生
活
に
於
て
は
、

　
　
軍
な
る
誠
命
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
。
現
實
の
紘
會
に
於
て
は
、
他
の
も
．
う
も
ろ
の
道
徳
的
義
務
と
調
和
し
轟
轟
し
得
る
限

　
　
り
で
の
富
を
得
る
こ
と
は
、
是
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
、
こ
の
命
題
を
一
義
的
に
理
解
し
、
絶
絵
鑑
命
令
と
し
て

　
　
心
情
倫
理
的
に
遽
行
ず
る
な
ら
ば
、
い
か
が
で
あ
ら
う
か
。
あ
る
「
黄
表
紙
し
作
家
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
表
現
の
中
に
、
譲
者
は
解
答
を
見

　
　
出
す
だ
ら
う
。
齢
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
へ
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぢ

　
　
　
呉
服
屋
も
、
幅
融
の
名
を
家
名
に
つ
い
て
は
、
縁
起
が
わ
る
い
と
て
、
尾
張
丁
の
ゑ
び
す
や
も
貧
乏
藤
屋
と
名
を
か
へ
、
ず
い
ぶ
ん
地

　
　
あ
ひ
　
　
　
　
　
　
　
し
ろ
も
の
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
　
合
の
わ
る
い
代
物
を
、
大
高
費
に
し
け
れ
ば
、
こ
と
の
外
は
や
り
、
買
手
山
の
ご
と
く
、
市
を
な
し
け
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
も
ん
め
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
　
（
客
）
「
も
ふ
五
匁
高
く
費
っ
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
木
綿
は
地
合
が
よ
す
ぎ
る
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

　
　
（
呉
服
歴
の
者
）
「
ナ
ニ
サ
、
六
百
鶴
な
ら
ず
い
ぶ
ん
高
ふ
ご
ざ
り
ま
す
。
こ
の
や
う
に
見
へ
て
も
、
と
つ
と
も
ふ
、
二
三
度
お
慌
し
な
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
や

　
　
る
と
、
ぢ
き
に
破
れ
ま
す
代
物
じ
ゃ
さ
か
い
、
こ
れ
よ
り
高
く
は
あ
げ
ら
れ
ま
せ
ぬ
。
」

　
　
（
同
）
「
古
語
に
も
、
『
千
金
の
装
あ
っ
て
千
金
の
布
な
し
』
と
申
し
ま
す
。
」

　
　
（
行
商
人
）
「
手
ぬ
ぐ
い
の
高
費
、
三
十
八
匁
一
。
」
さ
れ
ば
堺
丁
の
鷺
山
も
損
山
と
改
名
し
、
深
川
の
八
幡
も
富
が
岡
を
あ
ら
た
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
貧
が
岡
と
と
な
へ
、
人
々
や
り
手
と
い
ふ
名
を
う
ら
や
み
に
け
る
。

　
　
「
仁
義
傳
」
に
、
　
「
陰
徳
有
る
者
は
陽
に
之
を
報
づ
」
と
聞
き
、
陰
徳
を
ほ
ど
こ
さ
ん
と
、
爾
國
あ
る
い
は
山
下
の
贋
小
路
な
ぞ
に
は
、

　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
巾
着
切
ら
れ
俳
個
し
て
、
う
っ
か
り
ひ
よ
ん
と
し
て
い
る
油
断
を
見
す
ま
し
、
た
も
と
へ
胴
亀
や
紙
入
お
し
こ
ま
る
る
。
用
心
す
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
こ
う
し
　
じ
ま
と
ず
に
　
あ
み
ぞ
め

　
　
（
出
東
京
伝
「
孔
子
縞
子
時
藍
染
」
岩
波
骸
ヨ
本
古
典
文
学
大
系
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
京
都
大
学
文
学
部
〔
中
園
哲
学
史
〕
助
教
授
）

67F
O

　
　
　
　
　
　
シ
ナ
の
倫
理
思
想
に
於
け
る
「
規
範
」
と
「
現
實
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五



philosophers　to　final　liberation，　was　totally　unfamiliar　to　them．　ln　this　res－

pect　they　differed　essentially　from　the　Vedantins　and　the　Sa血khyas，　who，

following　the　Upanisadic　tradition，　regarded　the　dtman　as　being　transcendent

of　all　phenomena，　and　whose　systems　were　permeated　with　the　doctrine　of

Iiberation．　For　the　Naiyayikas，　there　was　no　discrimiRation　between　empiri－

cal　k：110wledge　and玉iberating　knowledge，　bo癒being　attributed　to　the　sa磁e

dtman．　Although　the　Naiyayikas　asserted　that　the　liberation　is　attained

through　the　true　1〈nowledge　of　the　‘objects　to　be　1〈nown’，　we　find　that　their

system　was　merely　in　the　guise　of　the　doctrine　of　liberation．

咽。撫sa面仇e　Ae繍a要し漉’量n　C臆nese　E撫。＆三Thought

by　Yukihiko　Yuasa

　　Confucian　ethics　does　not　take　norms　as　something　which　would　．crive　rise

to　the　strains　of　our　life．　According　to　Confucianism，　we　should　accomodate

norms　into　our　individual　situations　rather　than　follow　a　few　number　of

moral　principles　too　rigidly．　Probably　we　can　say　that　Confucianism　is　on．

the　whole　not　an　ldealistic　but　rather　a　naturalistic　ethics．　lt　tries　to　minimize

the　tension　between　the　person　who　acts　in　some　social　situations　and　the

norms　which　govern　the　society　to　which　he　belongs．　ln　this　sense，　it　is　a

1〈ind　of　rational　ethics．

　　Chinese　ethical　thinkers，　in　a　way，　stand　to　the　position　of　western　thinkers

in　a　strong　contrast；　Chinese　thinl〈ers，　Confucian　or　Taoist，　have　no　idea

of　the　religious　devaluation　of　the　actual　world．　To　Ch2nese　philosol　hers，

the　actual　world，　as　a　matter　of　fact，　is　the　best　of　all　possible　worlds，　and

human　nature，　as　they　teach　us，　should　be　subject　not　only　to　the　laws　of

nature　but　also　to　natural　laws　which　imply　the　concept　of　norms　in　any

case．　ln　other　words，　all　men　are　put　under　the　rule　of　their　destiny，　and

yet，　in　principle，　should　be　able　to　fulfil　the　moral　law　by　adapting　them－

selves　to　their　situations　rationally．

　　At　any　rate，癒e　au甑or　w圭11　explain　some　basic　problems　of　ethics　vested

with　Chinese　traditional　thought．
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