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清
沢
満
之
に
お
け
る
儒
教
徳
目
の
解
釈
と
そ
の
位
置
づ
け

―
―
仁
・
義
を
中
心
に
―
―

は
じ

め

に

近
代
化

を
急

務
と
し
た
明
治
の
日
本
は
、
科
学
的
な
知
見
を
重
視
し
、
道

徳
教
育

に
お
い
て

も
現
実
社
会

に
立
脚
し

た
教
え

を
必
要
と
し
た
。
そ
こ
で

注
目
さ

れ
た
の
が
儒

教
で

あ
り
、
一

八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年

に
は
、

儒
教

道
徳
を
尊
王

愛
国
の
立
場

か
ら
再
編
成
し

た
「
教
育
勅
語
」
が
発
布
さ
れ
る
。

一
方
、
仏
教
で

説
か
れ

る
因
果
応
報

の
説
、
地

獄
・
極

楽
の
存
在
は
、
非

科
学
的
な
信
憑

性
を
欠
く
も
の
と
み
な

さ
れ
。

さ
ら
に
仏
教
の
持
つ
脱
世
俗

的
な
性

格
は
。
世

俗
道

徳
と
相
容
れ
な

い
も

の
と

し
て
、
批
判
を
受
け
る
こ

と
に
な
る
。
明

治
期
の
仏
教
者

た
ち
は
、

こ
う
し
た
批
判
を
乗
り
越
え
よ
う

と
苦
慮
す
る
の
で

あ
る
が
、
殊

に
、
念

仏
の
み

を
行
と
し

戒
の
遵
守
を
不
要

と
す
る
浄
土
真
宗
に
お
い
て
、
世

俗
道

徳
を
い
か
に
位
置

づ
け

る
か
と
い
う

こ
と
は
、
他
力
信
仰
と
い
う
教
え

の
根
幹

に
関

わ
る
大
き

な
課
題
で
あ

っ
た
。

鈴
　
木
　
朋
　
子

浄
土
真
宗
の
仏
教
者
で

あ
る
清
沢
満
之
（
一
八
六
三
～
一
九
〇
三
）
は
、
こ

の
課
題

に
尽
力
し

た
一
人
で

あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で

は
、
清
沢

に
お
い
て
儒

教
徳
目

が
い
か

に
解
釈
さ
れ
、

い
か
に
位
置

づ
け

ら
れ
て

い
る
の
か
を
、

仁
・
義
を
中

心
と
し
て
検
討
し
。
日
本
仏
教
に
お
け

る
倫
理
・
道
徳
の
位
置

づ
け
と
い
う
問
題

を
解
明
す
る
一
助
と
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
。

一
　
「
宗

教

哲

学

骸
骨

」

初

稿

お

よ

び
宗

教

哲

学
講

義

の

草

稿

・

筆

録

に

お
け

る

儒

教
徳

目

の

解

釈

本

章
で

は
、
一

八
九
二
（
明
治
二
五
）
年

に
刊
行

さ
れ
た

『
宗
教
哲
学
骸

骨
』
の
初
稿
や
、
真
宗
大
学
寮
で
清
沢
が
行

っ
た
宗
教
哲
学
講
義
の
た
め
の

下
書
き
、
お
よ
び
そ
の
講
義
箪
録

か
ら
。
清
沢
に
お
け

る
儒
教
徳
目

の
解
釈

に
つ

い
て
検
討
す
る
。
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こ

れ
ら
の
資
料
に
よ
る
と
、
清
沢

に
お
い
て

道
徳

と
は
「
有
限
の
有
限
に

対
す

る
関
係
」
「
有
限
が
有
限
に
対
す

る
働
き

」
あ
る

い
は
、
自
己
保
存
・

同
類

保
存
と
い
う
「
二
方
面

の
関
係

を
全
う
す

る
」

こ
と
で

あ
る
と
述
べ
ら

れ
て

い
る
。
有
限
と
は
、
宇

宙
に
存
在
す
る
万
物
の
一

つ
一
つ
を
示
す
語
で

あ

る
。

し
た
が

っ
て
「
有
限
の
有
限

に
対
す

る
関
係
」
で

あ
る
道
徳

に
は
、

万
物

の
一
員

で
あ
る
自
己
の
自
己

に
対
す
る
関
係
と
、
自
己

の
他
者

に
対
す

る
関
係
と
の
二
つ
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
自
己
保
存
と
は
、
前
者
の
関
係
に

つ
い
て

い
わ
れ
る
こ

と
で
あ
り
、
自
己
が
自
己

に
楽
を
与
え
、
自
己
を
守
る

こ
と
で
あ
る
。
同
様
に
、
同
類
保
存
と
は
自
己
が
他
者
に
楽
を
与
え
、
他
者

を
守

る
こ
と
で

あ
る
。

つ
ま
り
。
清
沢
に
お
い
て
道
徳
的
行
為
と
は
、
自
他

共
に
対
し
楽
を
与
え
こ
れ
を
守
る
行
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま

た
清
沢
は
、
「
吾
人

か
良
心

の
指

導
に
よ
り
彼
我

の
間
に
行
為
す

る
に

当
て
茲
に
数
種
の
関
係
あ
ｈ
ソ
。
之
を
道
と
名
く
」
（
一
巻
、
三
四
八
頁
）
と
述

べ
、
自
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
を
、
良
心
に
よ
る
行
為
が
な
さ
れ
る
場

と
し

て
捉

え
、
そ

れ
を
道

と
称
し
て

い
る
。
具
体

的

に
は
、

親
子

・
夫
婦

・
兄

弟
・
君
臣
・
長
幼

・
同
朋
の
道
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
道
に
準
じ
て
行
為

す
る

各

々
の
性

能
が
。

徳
で
あ

る
と
さ
れ

る
。

ま
た
、
自
己

の

「
一

の
心

の
用

き
」
の
種
類

に
よ

っ
て
徳
を
分
類
し
た
も
の
に
は
、
仁
義
、
智
仁
勇
、
仁
義

礼
智
、
仁
義
智
勇
、
仁
義
礼
智
信
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
の
道
に

通
じ
る
根
本
的
な
徳
と
し
て
、
原
徳
と
も
呼
ば
れ
る
と
い
う
。
各
々
の
原

徳

に
対
す
る
解
釈
と
そ
れ
ら
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
以
下

の
よ
う
に
論
じ
ら
れ

て
い
る
。

ま
ず
、

清
沢
は
「
己
の
欲
す
る
所
、
之

を
人
に
施
せ
」
を
仁
、「
己

の
欲

せ
ざ
る
所
、
之
を
人
に
施
す
勿
れ
」
を
義
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
二
つ

の
文
言
は
道
徳
の
原
則
で

あ
り
、
仏
教
で
説
か
れ
る
「
諸
悪
莫
作
、
衆
善
奉

行
」
に
相
応
す
る
と
述
べ
て

い
る
。
し
か
し
、
施
す
所
、
施
さ
ざ
る
所

は
。

た
だ
感
情
の
ま
ま
に
己
が
欲
す
る
所
、
欲
せ
ざ
る
所
で
あ

っ
て
は
な
ら
ず
。

そ
れ
が
欲
す
る
べ
き
所
か
否

か
が
考
慮
さ
れ
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
こ
れ
を

判
断
す
る
も
の
が
智
で

あ
り

、
仁
・
義
を
実
行
へ
と
導
く
も
の
が
勇

、
こ
れ

ら
が
表
に
現
れ
た
と
こ
ろ

が
礼
で
あ
る
と
い
う
。

さ
ら
に
、
す
べ
て

の
徳
の

最

も
根
本
に
置
か
れ
て

い
る
の
が
、
至
誠
で

あ
る
と
こ
ろ
の
信
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で

、
清
沢

が
仁
を
表
す
文

言
と
し
て
挙
げ
て
い
る
「
己
の
欲
す
る

所

。
之
を
人

に
施
せ
」

は
、
『
新
約
聖
書
』

の
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
七
章

一
一
節
や
、
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
六
章
三
一
節
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

清
沢
は
こ
れ
を
「
カ
ン
ト
氏
の
倫
理
、
耶
蘇
教
の
倫
理
」
に
相
応
す
る
も
の

で
あ

る
と
述

べ
て
お
り
、
そ
の
出

典
が
聖
書
で
あ
る
と
知
っ
て

い
た
こ
と
が

わ

か
る
。

ま

た
、
「
己

の
施
せ
ざ
る
所
、
之

を
人

に
施
す
勿
れ
」
の
出

典
は
『
論
語
』

で
あ
り
、
衛
霊
公
お
よ
顔
淵
に
み
ら
れ
る
。
清
沢
も
こ
れ
を
「
東
洋
倫
理

即

ち
支
那

の
道
徳
」
で
説
か
れ
る
も

の
と
述

べ
て

い
る
。
し
か
し
、
衛
霊
公

に
お
い
て
こ
の
言
葉

は
、
恕
と
は
何
か
と

い
う
問

い
に
対
す
る
回
答
で
あ
り
、

顔
淵
で

は
こ
れ
を
仁
と
し
て

い
る
。
『
論
語
』

に
お
い
て
、

仁
と
は
明

確
に

定
義
さ
れ
ず
、
相
手
や
そ
の
質
問
内
容
に
よ

っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
説
か
れ
て

お

り
、
恕
と
は
仁
の
具
体
的
な
あ
り
方
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

、



こ
の
言
葉
が
恕
で
あ

る
と
同
時

に
仁
で
あ

る
こ
と

は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な

い
が
、
義
で

あ
る
と

い
う
叙
述

は
な
い
。
周

知
の
よ

う
に
、
義

に
仁
と
同
等

の
価
値
を
置
き
、
こ
れ
を
説

い
た
の
は
孟
子
で
あ

る
。

清
沢
に
よ

っ
て
こ
れ
ら
二
つ

の
文

言
で
示

さ
れ
て

い
る
仁
・
義
と

は
何

か

を
、
中
国
思

想
に
求

め
る
な
ら
ば

、
そ
れ
は
、
孟
子

に
始
ま
り
五
常
の
内

に

置
か
れ
た
仁
・
義
、
す
な

わ
ち
同

情
心
と
正

義
感

に
近
似
し
て

い
る
。
清
沢

は
、
そ
れ
を
わ
ざ

わ
ざ
『
新

約
聖

書
』

や
『
論
語
』
の
文
言
を
媒
介

に
解
釈

し
て
い
る
の
で
あ

る
が
、

そ
の
意
図

す
る
と
こ
ろ

は
、
五

常
の
仁
・
義
と
仏

教
の
「
諸
悪

莫
作
、
衆
善
奉
行
」

と
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
重
ね
る
こ
と
を
回
避

し
よ
う
と
す

る
点

に
あ

っ
た
と
考
え

ら
れ

る
。
つ
ま
り
、
清
沢
は
、
五
常
即

仏
教
、
世

俗
道
徳
即
仏
教
と

い
う
見

解
に
、
否
定
的
な
立
場
を
と

っ
て

い
る

の
で
あ
る
。

と
は
い
え
。
世
俗
道
徳
と
仏
教
と
を
区
別
す
る
と
い
う
清
沢
の
見
解
は
、

真
宗
教
団

に
お
け

る
真
俗
二
諦
論
を
容
認
す
る
も

の
で

は
な
い
。
当
時

の
真

俗
二
諦
論
で
は
、
来
世
の
救
済
に
関
わ
る
教
え
を
真
諦
・
仏
法
と
し
、
現
世

に
お
け
る
教
え

を
俗
諦
・
世

法
で

あ
る
と
区
別

し
な
が
ら
も

、
両
者

は
共

に

真
宗
の
諦
、
す
な
わ
ち
真
理
で
あ
る
と
説
く
。
つ
ま
り
、
仏
教
の
真
理
の
一

つ
と
し
て

世
法
を
そ
の
ま

ま
認
め
、
こ
れ
に
従
う
こ
と
が
求

め
ら
れ

る
の
で

あ
り
。
こ
の
真
俗
二
諦
論

こ
そ
が
世

俗
道
徳
即
仏
教

の
立
場

を
と

る
も

の
な

の
で

あ
る
。
し
た
が

っ
て
。
五

常
の

仁
・
義

を
即
「
諸
悪

莫
作
、

衆
善

奉

行
」
と
せ
ず
に
解

釈
を
ほ
ど

こ
し
て

い
る
と
い
う
事
実

は
、
こ
の
時
期
す
で

に
清
沢
が
、
真
俗
二
諦
論

に
対
し
て
否

定
的
な
姿
勢

を
と

っ
て

い
た
こ
と

を

立
証
す
る
、
一
つ
の
根
拠
と
な
り
得
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
清

沢
が
五

常
即
仏
教
と
し
な
か
っ
た
も
う
一
つ
の
理
由
と
し
て

考

え
ら
れ
る
の
は
、
世

俗
道
徳
が
「
有
限
が
有
限

に
対
す
る
働
き
」

に
と
ど
ま

る
と
い
う
点
で

あ
る
。
五
常

の
仁
・
義
も
「
諸
悪
莫
作
。
衆
善
奉
行
」

も
、

共
に
他
者
へ
楽
を
与

え
苦
を
与
え
な
い
と
い
う
意
を
含
ん
で
お
り
。
そ

れ
は

仏
教
で
説
か
れ
る
慈
悲
に
通
じ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
「
有

限
が
有
限
に
対

す
る
働
き
」
で
あ
る
世
俗
道
徳
は
、
互

い
に
隔
別
相
対

し
た

有
限
な
自
己

か
ら
有
限
な
他
者

へ
、
楽
を
与
え
苦
を
与
え
な
い
こ
と
で

成
立

す
る
も
の
で
あ
り
、
仏
教
用
語
に
換
言
す
る
な
ら
ば
、
凡
夫
に
よ
る
衆
生
縁

の
慈
悲
な
の
で

あ
る
。

し
か
し
、

大
乗

仏
教
に
お

い
て
は
、
自
己
と
他
者
と

い
う
対

立
を
離
れ
。

有
限
な
自
己

を
超
え

た
と
こ
ろ

か
ら
な
さ
れ
る
慈
悲
。
す
な
わ
ち
無
縁
の
慈

悲
が
、
有
限
対
有
限
と
し
て

な
さ
れ

る
衆
生
縁
の
慈
悲

に
比
し
て
上
位
に
置

か
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
「
諸
悪

莫
作
、
衆
善
奉
行
」
の
内
実

は
、
世

俗
道

徳
の
そ
れ
と
同
一
で
は
な
く
。
そ
こ

に
は
世
俗
道
徳
を
超
え
た
も
の
が
要

請

さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
清

沢
が
道
徳
と
宗
教
と
に
つ

い
て
論
じ
る
と
き
、

大
乗
仏
教
で
説
か
れ
る
こ
の
よ
う
な
慈
悲
の
あ
り
か
た
と

い
う
も
の
が
、
念

頭
に
置
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
　

倫

理

学

草
稿

に

お
け

る

儒
教

徳

目

の
解

釈

次
に
、
道
徳
と
宗
教
に
つ

い
て
の
清
沢
の
見
解
を
さ
ら

に
明
確
に
す
る
た

め
、
前
章
で
扱

っ
た
文
献
と

ほ
ぼ
同
時
期
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
、
倫
理
学
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草
稿
に
お
け
る
儒
教
徳
目
の
解
釈

に
つ

い
て
検
討

し
た
い
。

倫
理
学
草
稿
に
よ
る
と
、
我

々
が
行
為

を
な
す

そ
の
源

に
は
、
善
や
楽

に

対
す

る
希
求
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
し

か
し
、

他
人

に
苦
を
与
え
る

こ
と
に
よ
っ
て

得
ら
れ

た
楽

は
一
時
的

な
も
の

に
過
ぎ
ず
。
結
局
の
と
こ
ろ

悩

苦
と

な
る
。
し
た

が

っ
て
、

苦
を
避
け

る

た
め
に
は
、

真
善
真
美

の
安

全
・
快
楽
を
欲
し
、
目
指
す
と
こ
ろ

は
安
楽
界
で

な
く
て

は
な
ら
な
い
と
清

沢
は
い
う
。
そ
れ
は
、
自
他
共

に
楽
を
得
ら
れ

る
行
為

に
よ

っ
て
成
立
し
て

い
る
世

界
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
見
解

は
、
自
己
保
存
と
同
類
保
存
の
双
方

を
両
立
さ
せ
る
こ
と
を
説
く
、
宗
教
哲
学
関
連
の
文
献
と
一
致
し
て
い
る
。

さ
ら
に
清
沢

は
、
我

々
が
目
的
地
へ
到
着
す

る
た
め
に
は
歩
む
べ
き
正

し

い
道
が
あ
る
よ

う
に
、
安
楽
界
に
到
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
道
徳
的
行
為
に

お
い
て

も
正
し

い
道
が
あ
り
。
そ
の
道
を
進
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。

そ
れ

は
、
五
遠
道
あ
る
い
は
五
倫
と
称
さ
れ
る
、
君
臣
・
父
子
・
兄

弟
・
夫

婦
・
朋
友
の
道
で
あ
る
。
そ
の
道
を
守
り
「
目
的
の
境
遇
に
遠
せ
ん
と
す
る

性
質
」
あ
る
い
は
「
良
心
の
指
導
に
従
ひ
、
善
行
に
趣
向
す
る
性
能
」
が
徳

で

あ
る
。

徳
に
は
、
他
人

に
対
す

る
仁
、
已

に
対
す

る
義
、
仁
義
の
発
動
を
伴
助
す

る
勇
、

仁

義

の
裁

定

を
す

る

智

が
あ

る

と

さ
れ

る
。
ま

た
、
仁

恵

（
布

施
）
・
正

義

（
戒
律
）
・
勇

進
（
精
進
）
・
智
恵

（
知
識
）

と
い
う
四

徳
を
挙

げ
、
こ

れ
ら
を
貫

く
に
あ
た

っ
て
「
誠
を
以
て
す
」
と

い
う
記
述
も
あ
る
。

「
已

の
欲
す
る
所
、
之

を
人

に
施
せ
」
と

は
、

他
人
に
対

す

る
施
し

を
説
く

も

の
で
あ
り
、
「
已
の
欲
せ
ざ

る
所
、
之
を

人
に
施
す
勿
れ
」

は
、
自
己

へ

の
戒
め
を
説
く
も
の
で

あ
る
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、
徳
に
関
す
る
こ
れ
ら

の
解
釈
も
、
宗
教
哲
学
関
連
の
文
献
と
重
な
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
。

し
か
し
、
倫
理
学
草
稿
に
は
、
道
徳

が
自
他
に
善
き
も
の
。
楽
を
与
え
る

行
為
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
、
前
述
と

は
異
な
る
徳
の
解
釈
も
な
さ
れ
て

い

る
。
そ
れ
は
、
我
々
に
と
っ
て

善
き
も

の
、
楽
で

あ
る
も
の
、
つ
ま
り
一
身

上

に
お
い
て

大
切

な
も
の
を
、
生
命

・
財
産
・
品

位
（
自
由

・
名
誉
）
・
悟

達
と
し
、
そ
れ
ら
を
益
す

る
行
為
が
善
で
あ
る
と
す

る
主
張
で
あ
る
。
徳
と

は
、
こ
れ
ら
を
益
す

る
善
行

を
な
し
、
悪
行
を
避
け
よ
う
と
す
る
心
性
で

あ

り
。
生
命
・
財
産
・
品
位

・
悟
達
に
対
し
て
、
仁
慈
・
正
義
・
守
礼
・
智
恵

の
徳
が
あ
る
と
い
う
。

さ
ら
に
清
沢
は
、
善
行

を
な
す

に
あ
た
り
必
要
不
可

欠
な
真
実
至

誠
の
心
を
誠
信

の
徳
と
称
し
、
先

に
挙
げ
た
四

つ
の
徳
と
合
わ

せ
て
五

徳
と
し
て

い
る
。
ま

た
、
五
徳
を
守
り
善
行
を
実
践
す

る
に
際
し
て
、

そ
れ
を
助
長
す

る
も
の
と
し
て
剛
勇
の
徳
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
倫
理
学
草
稿

に
は
、
自
他
の
生
命
・
財
産
を
益
す

る
行
為

を
仁
・
義
と
す

る
解
釈

が
み

ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
仏
教
で
説

か

れ
る
十
善
を
念
頭

に
置

い
て

書
か
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し

て
は
、
同
時
期
に
書

か
れ

た
宗
教
学

に
関
す
る
草
稿

に
、
十
善
に
含
ま
れ
る

不
殺
生
・
不

偸
盗
を
他
称
し

た
も
の
は
仁
愛
・
正
義
で
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
。
ま
た
、
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
頃
の
も

の
と
推
定
さ
れ
て

い
る
ノ
ー
ト
に
は
、
十
善
・
五
戒
・
五
常
が
並
べ
て
記

さ

れ
、
十
善
・
五
戒
の
不
殺
・
不
盗
と
仁
・
義
が
、
各

々
相
応
す

る
も
の
と
し

て
結
ば
れ
て
い
る
。



し

か
し
、
倫
理
学
及

び
宗

教
学
草
稿
が
、
ど
の
よ
う
な
意
図
で

書

か
れ
た

も
の
で
あ

る
の
か
は
明
ら

か
で
な
く
、
こ
れ
ら
が
表
に
向
け
て

発
表
さ
れ
た

も
の
で

は
な

い
の
に
対
し

、
宗
教
哲
学
関
連
の
文
献
に
み
ら
れ
た
徳
の
解
釈

は
、
実
際

に
学
生

の
前
で

講
義
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
後
の
手

記

や
論
説
で

は
、

個
々
の
徳
目
の
解
釈
よ
り
も
、
道
徳
の
根
底
に
必
要
と
さ

れ
る
信

に
主
眼

が
置

か
れ
る
よ
う

に
な
る
が
、
一

八
九
九
（
明
治
三
二
）
年

に
書
か
れ

た
「
有

限
無
限
録
」

に
は
、
「
仁

は
対

他
的
な
り
。
義

は
対
自
的

な
り
」（
二
巻
、
一
〇
四
頁
）
と

い
う
叙
述
が
み
ら
れ

る
。
し
た
が

っ
て
、
生

命
・
財
産

を
益
す

る
行
為

を
仁
・
義
と
す
る
解
釈
は
、
儒
教
道
徳
と
仏
教
と

の
接
点
に
関
す

る
思

索
の
過
程

に
お
い
て

記
さ
れ
た
も

の
で

あ
り
、
「
己
の

欲
す
る
所
、
之
を
人

に
施
せ
」「
己
の
欲
せ
ざ
る
所
、
之
を
人

に
施
す

勿
れ
」

と
し
て
示

さ
れ
る
仁
・
義
が
、
道
徳
の
基
本
と
し
て
引
き
続
き
保
持

さ
れ
て

い
る
と
い

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
清
沢
は
各
々
の
徳
を
発
揮
す

る
に
あ
た
り
不
可

欠
な
徳
と
し

て
、
至
誠
で
あ
る
と
こ
ろ
の
信
を
置
い
て

い
る
。

清
沢

は
、
至

誠
を
欠
い
て

な
さ
れ
る
行
為
は
偽
道
徳
で
あ
る
と
も
述
べ
、
さ
ら
に
至

誠
は
信
仰
が
確
立

す
る
と
き
に
成
立
す
る
と

い
う
。
ま
た
、
宗
教
哲
学
関

連
の
文
献
に
お
い
て

は
、
施
す
所
、
施
さ
ざ
る
所
を
判
断
す
る
も
の
と
し
て

智
の
徳
が
挙
げ
ら
れ
、

倫
理
学
草
稿
で
は
悟
達
と
智
恵
の
徳
と
が
結
ば
れ
て

い
た
。
清
沢
は
、
我
々

に
お
い
て
最
も
必
要
な
も
の
、
す
な
わ
ち
施
す
所

の
終
極
は
、
安
心
立
命
で

あ
り
悟
達
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
信
に
よ
っ
て
智
を
獲
得
す
る

こ
と
が
悟
達
で
あ
り
、
ま

た
悟
達
と
い
う
安
心
立
命
の
境
地
へ
至
ら
し
め
る

行
為

が
、
清
沢

に
お
い
て
仁
な
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
一
連
の
流
れ
と

し
て
語

ら
れ
る
と
こ

ろ
が
、
清
沢
の
説
く
真
の
道
徳
な
の
で
あ
る
。

こ

の
よ
う
に
清
沢

は
、
信
・
智
・
仁

と
い
う
儒
教
徳
目
を
、
真
宗
に
お
い

て
要

と
さ
れ
る
信
、
通
仏
教
的

に
重
視

さ
れ

る
智
、
さ
ら

に
仏
教
の
目
的
と

す
る
と
こ
ろ

の
悟
り

に
配
し
て
、
道
徳
を
論
じ
て

い
る
。
し
た
が

っ
て
清
沢

は
、
儒
教
徳
目
に
基
づ
い
て
説

か
れ
る
道
徳
を
全
面
的

に
否
定
し
て

い
る
わ

け
で

は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
道
徳
と
仏
教
と

を
単

に
重
ね
あ
わ
せ
て
い

る
わ
け
で
も
な
い
。
清
沢
に
お
い
て
道
徳
と
仏

教
と
は
、
互
い
に
分
か
ち
難

く
結
び
つ
く
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
儒
教
徳
目
を

仏
教
の
枠
組
み
に
お
い
て
解
釈
し
直
し
、
信
仰

を
離
れ
た
世
俗
道
徳
を
偽
道

徳
で

あ
る
と
す
る
清
沢
の
見
解

に
は
、
や
は
り
当

時
の
真
俗
二
諦
論
に
対
す

る
批
判
的
な
態
度
が
看
取
さ
れ
よ
う
。

三
　

他
力

信

仰

に

お
け

る

道

徳

の

位

置

づ
け

清
沢

に
お

い
て

道
徳
と
は
、「
有
限
の
有
限

に
対
す

る
関
係
」
で

あ
り
、

自
他
双
方
が
楽

に
満

た
さ
れ
た
世
界
、
す
な
わ
ち
安
楽
界

を
目
指
す
も
の
と

さ
れ
て

い
た
。
つ
ま
り
、
道
徳
を
な
す
主
体
で
あ
る
自
己
は
、
他
者
と
隔
別

相
対
し

た
有
限
存
在
な

の
で
あ
る
。
し

か
し
、
自
己
と
他
者
が
別

々
の
も
の

で
あ
れ
ば
、
自
己

の
欲
す
る
楽
が
他
者

に
と

っ
て
も
楽
で

あ
る
と
は
限
ら
な

い
。
ま

た
、

他
者
に
対
す
る
親
疎
や
上
下
関
係
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
。
自
己

の
他
者

へ
対
す

る
施
し

は
、
無
差
別
平
等
な
も
の
と
は
な
り
得
な
い
。

さ
ら

に
、

道
徳
的
行
為
が
他
者
へ
楽

を
与
え
る
も
の
で

あ
る
と
同
時
に
、
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自
己

の
楽
を
伴
う
も

の
で

あ
る
の
は
、
道
徳
を
な
す
自
己
が
。
他
者
と
隔
別

相
対
す

る
有
限
な
自
己
で

あ
る
と

い
う
点

に
起
因
し
て

い
る
。
有
限
は
、
他

者

と
異

な
る
存
在
と
し
て

各
々
か
け
が
え
の
な
さ
を
持
つ
も
の
で

あ
り
、
そ

れ

を
守
ろ

う
と
す

る
自
己
愛
を
有
し
て

い
る
。
そ
し
て

、
自
己
は
他
者
と
の

関

係
性

の
内

に
存
在
す
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
自
己
を
愛
し
自
己
が
楽
を
得

る
た
め
に
は
、
同
時
に
他
者
も
楽
を
得
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な

る
。
つ
ま
り
、
道
徳
が
成
立
す
る
背
景
に
は
自
己
愛
が
あ
り
、
自
己
愛
を
持

つ
も
の

は
他
者
と
隔
別
相
対
し
た
有
限
な
自
己
な
の
で

あ
る
。

し
か
し
、
有

限

な
自
己

に
よ
る
道
徳
が
自
己
愛

に
根
ざ
し
た
も
の
で

あ
る
以
上

、
そ
れ
は

純
粋
な
も
の
と
は
い
え
な
く
な

っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

清
沢
が
、
信
仰
と
離
れ
た
世

俗
道
徳
を
偽
道
徳

と
し

た
理
由

は
、
以
上

の

よ
う
な
点
に
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
仁
・
義
が
完
全
に
実
践
さ
れ
、
自
他
共

に
楽
に
満
た
さ
れ
た
安
楽

界
と
は
。
自
己

が
有
限
で
あ
る
限
り
理
想
の
世
界

な
の
で

あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
清
沢

に
お
い
て

安
楽
界

は
ま

た
、
無
限
界
と
も
称
さ
れ
て

い

る
。
無
限
界
と
は
、
す

べ
て

の
相
対

有
限

を
超
え

た
唯
一
絶
対
の
世
界
で
あ

り
、
そ
こ
で
は
施
す
自
己

と
施
さ
れ
る
他
者
と

い
う
区
別

は
超
え
ら
れ
て

い

る
。
し
た
が
っ
て

、
先

に
述
べ
た
よ
う
な
偽
道
徳

に
陥
る
可
能
性

は
皆
無
で

あ
る
。
つ
ま
り

、
安
楽
界

へ
到

達
す
る
こ
と
と

は
、
他
者
と
隔
別
し
た
有
限

な
自
己

を
離
れ
、
有
限

な
自
己

に
よ

る
み
ず

か
ら
の
は
か
ら
い
を
離
れ
る
と

い
う
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
そ

れ
ゆ
え
清
沢

は
、
自
力
に
よ
る
道
徳
的
行

為
を
積
む
の
で
は
な
く
、
自
力
を
離
れ
る
こ
と
で
安
楽
な
る
無
限
へ
到
達
で

き
る
の
だ
と
信
じ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
無
限
へ
の
信
を
説
き
、
他
力
信
仰
と

い
う
立
場

を
と
る
。

と
は
い
え

、
こ

の
よ

う
な
清
沢
の
主
張
が
道
徳
的
行
為
を
放
棄
す
る
も
の

で
な
い
こ
と

は
、
「
避
悪

就
善
は
有
限
差
別
の
間
に
無
限
的
境
界
を
連
接
す

る
の
唯
一
法

な
れ
は
な
り
」
（
二
巻
、

二
一
六
頁
）
と

い
う
叙
述
に
明
ら

か
で

あ
る
。
無
限
界

へ
到
達
す

る
た
め
に
は
、
道
徳
の
完
全
な
遂
行
を
目

指
し
そ

の
限
界

に
突
き
当

た
り
、
自
力
の
有
限
性
を
徹
底
し
て
知
ら
し
め
ら

れ
る
と

い
う
過
程
が
必
要
と

さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
他
力
信
仰

に
お
い

て
道
徳
が
も
つ
意
義
の
一
つ
で
あ
る
。

ま
た
、
我
々
は
た
と
え
無
限
界
へ
到
達
で
き
た
と
し
て
も
、
有
限

な
自
己

を
捨
て
去
る
こ
と
は
で
ぎ
ず
、
有
限
界

に
立
ち
返
っ
た
自
己

は
、
君
臣
、
親

子
、
兄
弟
と
い
っ
た
区
別
を
も
っ
て

他
者
と
接
す
る
こ
と

に
な

る
。
し
か
し
、

無
限
界
へ
到
達
し
た
者
は
「
無
限
の
徳
用
に
感
激
し
て
其
行
為

は
皆
謝
恩
の

衷
情
に
発
す
る
も
の
た
る
べ
き
な
り
」（
二
巻
、
一
八
八
頁
）
と
清
沢
は

い
う
。

無
限
界
に
お
い
て
は
、
自
己
と
す
べ
て

の
他
者
と
が
一

つ
の
存
在
と
な

っ
て

い
る
た
め
。
自
己
は
す
べ
て
を
所
有
し
満
た
さ
れ
て

い
る
。
そ
う
気
づ
い
た

な
ら
ば
、
感
謝
の
念
を
持
ち
、
お
の
ず
と
他
者
へ
の
施
し

へ
と
向
か
う
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
が
、
他
力
信
仰
に
お
け
る
道
徳
の
二

つ
め
の
意
義
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
他
者
と
の
隔

別
相
対

を
超
え
た
見
地
か
ら
な

さ
れ
る
道
徳
で
あ
り
、

す
べ
て
の
者

へ
無
差
別
平
等

に
行
わ
れ
る
道
徳
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ

う
な
道
徳
も
ま
た
完
全
に
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
有

限
存
在
で
あ
る
自
己

を
捨
て

去
る
こ
と
の
で
き

な
い
我

々
が
な
す
仁
・
義
は
、



有
限
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
。
清
沢

は
「
修
善
を
勤

め
ん
と
せ
は
又

従
来
の
自
力
的
妄
念
の
紛

起
す
る
を
感
知
せ

ん
。
是
れ
却
て
愈

々
他
力
を
信

楽
す
る

の
刺
戟
な

る
べ
し
」
（
八
巻
、
三
六
六
頁
）
と

い
う
。
他
者
と

隔
別

相

対
し
た
自
己
を
離
れ
た
無
限
と
い
う
あ
り
よ

う
に
お
い
て

の
み
。
絶
対
の
善

が
な
さ
れ
絶
対
の
楽
に
満
た
さ
れ

る
。
無
限

へ
の
信

を
得
、
無
限
界
へ
到
達

し
た
上
で
「
修
善
を
勤
め
ん
」
と
す

る
者

は
、
そ
の
こ
と
を
「
感
知
」
し
他

力
へ
の
信
心
を
深
化
さ
せ
て

い
く
。

そ
れ

が
、
他
力
信
仰
に
お
い
て
道
徳
を

な
す
こ
と
の
三
つ
目
の
意
義
で

あ
る
。

お

わ

り

に

清
沢

に
お
け
る
儒
教
徳
目
の
解
釈
は
。
東
洋
の
さ
ま
ざ

ま
な
思

想
を
摂
取

し

た
彼
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て

、
彼
が
道
徳
の
基
本
と
し
た
も
の

は
、

「
己

の
欲
す
る
所
、
之
を
人

に
施
せ
」

と
「
己
の
欲

せ
ざ
る
所
、
之

を
人

に

施
す
勿

れ
」

の
二
つ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
完
全
に
実
行
さ
れ
う
る
真
善
真
美

の
安
楽
界

は
、
自
己
と
他
者
と
の
隔
別
を
超
え
た
無
限
界
で
あ

っ
た
。
清
沢

は
、
こ

の
無
限
界

に
到
達
す
る
契
機
に
な
る
も
の
と
し
て
、
道
徳
の
実
践
へ

と
向
か
い
挫
折

を
味

わ
う
こ
と
を
必
要
と
し
て

い
る
。
ま
た
。
無
限
へ
到
達

し

た
者

が
導
か
れ

る
す

べ
て
の
他
者
へ
対
す
る
無
差
別
平
等
な
施
し
も
、
再

び
自
力

の
限
界

を
知
ら
し

め
、
他
力
信
仰
を
深

め
る
も
の
と
し
て

位
置
づ
け

ら
れ
て

い
た
。

こ
の
よ
う
な
道
徳
と
信
仰
と
に
対
す
る
清
沢
の
見
解
は
、
そ
れ
が
語
ら
れ

る
際
、
い
ず
れ
に
比
重
が
置
か
れ
る
か

に
よ

っ
て
、
あ
る

い
は
受
け
手
が
い

ず
れ

に
着
目
す
る
か
に
よ
っ
て
、
正

反
対
な
評

価
を
生
む
こ
と
に
な
る
。
つ

ま
り
、
一
方
で

は
自
力
的
で
あ
る
と
受
け
取
ら
れ
、
ま

た
も
う
一
方
で

は
道

徳
の
実
践
を
あ
き
ら
め
た
も

の
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
。
一
見

肯
定
し
て

い
る
か
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
自
力
の
道
徳
も
、
否
定
的
な
ニ
ュ
ア

ン
ス
を
も

っ
て
語
ら
れ
る
道
徳
も
、
他
者
と
隔
別
相
対
し

た
有
限
な
自
己

に

お
い
て

な
さ
れ

る
道
徳
、
す

な
わ
ち
凡
央
に
よ
る
衆
生
縁

の
慈
悲
を
意
味
す

る
も

の
と
捉
え

る
こ
と
に
よ
り

。
こ
の
矛
盾
は
解
消
さ
れ

る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。衆

生
縁
の
慈
悲

は
、
無
縁
の
慈
悲

に
比
す
る
限
り
、
不
十
分
で
あ
り
否

定

さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
。

だ
が
。
我

々
は
有
限
な
自
己
を
捨
て
去
る
こ
と

が
で
き

な
い
た
め
、
無
縁
の
慈
悲
を
目
指
し
つ
つ
も
、
そ
の
行
為
は
衆
生
縁

の
慈

悲
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
免

れ
得
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
無
縁
の
慈

悲
を
志
向
し
続
け

る
こ
と
は
、
同

時
に
凡
夫
と
し
て
の
慈
悲
を
実
践
し
続
け

る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
り
、
そ
の
限

り
に
お
い
て
、
有
限
な
自
己

に
よ

っ
て

な
さ
れ
る
道
徳
は
肯
定
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

（
１
）
　
本
文
中
の
引
用
文
は
『
清
沢
満
之
全
集
』
（
全
九
巻
、
大
谷
大
学
編
集
、
岩

波
書
店
、
二
〇
〇

二
年

～
二
〇

〇
三

年
）
に
よ
る
。
本
文
中
に
は
巻
数
と
頁
数

を
記
す
。
な
お
。
片
仮
名
は
平
仮
名
に
、
旧
漢
字

は
新
漢
字
に
改

め
、
句
読
点

を
つ
け
、
傍
線
・
ル
ピ
は
す
べ
て
は
ず
し
た
。

（
２
）
「

だ
か
ら
、
人
に
し
て
も

ら
い
た
い
と
思
う
こ
と
は
何
で
も
、
あ
な
た
が
た

も
人
に
し
な
さ
い
。
こ
れ
こ
そ
律
法
と
預
言
者
で
あ
る
」
（
『
新
約
聖
魯
・
新
共

同
訳
』
日
本
聖
書
協
会
、
二
〇
〇
八
年
、
一
一
頁
）
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（
３
）

「
人

に
し
て
も
ら

い
た
い
と
思
う
こ
と
を
、
人
に
も
し
な
さ
い
」
（
同
右
、
一

一
三
頁
）

（
４
）

「
自
分
の
人
格
の

う
ち
に
も
他
の
誰
も
の
人
格
の

う
ち

に
も
あ
る
人
間
性
を
、

自
分
が
い
つ
で
も
同
時
に
目
的
と
し
て

必
要
と
し
、
決
し
て

た
だ
手
段
と
し
て

だ
け
必
要
と
し
な
い
よ
う
に
、
行
為
し
な
さ

い
」
（
『
人
倫

の
形
而
上
学
の
基
礎

づ
け
』
平

田
俊
博

訳
「
カ
ン

ト
全
集
七
」

岩

波
書
店
、

二
〇
〇
〇
年

、
六
五

頁

）

（
５
）

「
子
貫
問

う
て
日
く
、
一
言
に
し
て
以

つ
て

終
身
之
れ
を
行

な
ふ
可
き
者
有

り

や
。
子
日

く
、
其
れ

恕
か
。
己

れ
の
欲

せ
ざ

る
所
、
人

に
施
す
こ
と

勿
か

れ
」
（
『
論
語
』
全

釈
漢
文
大

系
第
一
巻
、

集
英
社

。
一
九

八
〇
年
、
四
四

三

頁
）

（
６
）

「
仲
弓
仁

を
問
ふ
。
子
日
く
、
門
を
出
で
て

は
大
賓
を
見

る
が
如
く
し
、
民

を

使
ふ
に
は
大
祭

に
承

ふ
る
が
如
く
す
。
己
れ
の
欲
せ
ざ

る
所
を
、
人
に
施
す

こ
と
勿

か
れ
。
邦

に
在
り
て
も
怨
み
無
く
、
家
に
在
り
て
も
怨
み
無
し
。
仲
弓

曰

く
、

雍
不
敏
な
り
と
雖
ど
も
、

銅
ふ
斯
の
語
を
事
と

せ
ん
」
（
同
右
。
三
三

〇
頁
）

（
７
）
　
信
楽
咬
麿
「
清
沢
満
之
の
真
俗
二
膀
説
」
（
「
清
沢
満
之
全
集
月
報
９
」
岩
波

書
店
、
二
〇
〇
三
年
）
。
久
木
幸
男

「
検
証
濟
沢
満
之
批
判
」
（
法
蔵
館
。
一
九

九
五
年
）
、
安
冨

信
哉
「
明

治
中
期
の
真
俗
二
諦

詒
と
済
沢
満

之
」
（
『
親
鷽
教

学
』
第
六
二
号
、
一
九
九
三
年
）
に
よ
る
と
、
こ
の
時
期
の
清
沢
は
当
時
の
真

宗
教
団
が
説

い
た
真
俗
二
蹄
詒
を
受
け

入
れ
て
い
た
、
と
指
摘
さ
れ
て

い
る
。

一
方
、
こ
う
し

た
見
解
に
異
諭
を
唱
え
る
も
の
と
し
て

は
、
保
呂
篤
彦

「
前
期

済
沢
満
之
に
お
け
る
宗
教
と
道
徳
」
（
『
岐
阜
聖
徳
学
園
大
学
仏
教
研
究
所
紀

要
』
第
五
号
、
二
〇
〇
五
年
」
が
あ
る
。
し
か
し
。
双
方
と
も
。
清
沢
に
お
け

る
儒
教
徳
目
の
解
釈
の
仕
方
と
い
う
点
に
は
、
言
及
し
て

い
な
い
。

（
８
）
　
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
真
仏
土
巻
に
は
、
曇
鷽
の
『
無
冊
一
寿
経
優
婆
提
舎
願

生
偈
註
』
か
ら
三
種
の
慈
悲
に
つ
い
て
述

べ
た
部
分

が
引
用

さ
れ
て

お
り
、
清

沢
は
こ
れ
を
大
学
四
年
度
の
ノ
ー
ト
に
抜
き
書
き
し
て
い
る
。
（
『
清
沢
満
之
全

集
』
四
巻
、
一
六
六
頁
参
照
）

（
９
）
　
五
戒
と
五
常
を
対
比
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
中
国
仏
教
に
お
け
る
『
提
謂

経
』
や
顔
之
推
の

『
家
訓
』
に
見
ら
れ
、
日
本
で
は
空
海
に
よ

っ
て
論
じ
ら
れ

て
い
る
。
（
中
村
元
『
東
洋
の
こ
こ
ろ
』
講
談
社
学
術
文
庫
。
二
〇
〇
五
年
、

一
一
八

～
ニ

ー○
頁
参
照
）

（
す

ず

ぎ

・
と

も

こ

、

日

本
倫

理

思

想

史

。

お

茶

の

水

女
子

大

学

大

学

院
）
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