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す
る
、
新
た
な
倫
理
学
体
系
を
築
い
た
の
で
あ
る
。
和
辻
の
「
間
柄
の
倫

理
学
」
そ
れ
自
身
は
、
日
本
独
自
の
も
の
で
は
な
く
普
遍
的
な
倫
理
に
根

差
す
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
て
は
い
る
が
、
和
辻
は
そ
の
具
体
例
を
日
本

の
伝
統
思
想
の
中
に
見
出
し
た
。

　
本
稿
で
は
、
現
代
日
本
に
も
見
過
ご
し
得
な
い
影
響
を
与
え
る
仏
教
、

儒
教
、
神
道
な
ど
の
伝
統
思
想
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
で
「
共
生
」
を
可
能

に
せ
し
め
る
基
盤
が
ど
う
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
。
そ
し

て
、
こ
れ
を
通
じ
て
、
昨
今
、
喫
緊
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
「
共
生
」
に

つ
い
て
考
え
る
て
が
か
り
を
得
た
い
。

一
　
仏
教
│
道
元
の
「
四
摂
法
」
観
を
て
が
か
り
と
し
て

　
ま
ず
、
道
元
（
一
二
〇
〇
〜
一
二
五
三
）
の
思
想
を
取
り
上
げ
る
。
道

元
は
、
六
〇
巻
本
『
正
法
眼
蔵
』
第
二
八
の
「
菩
提
薩
埵
四
摂
法
」
巻
の

中
で
、
四
摂
法
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
四
摂
法
と
は
、
菩
薩
が
衆
生
を

　
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
が
叫
ば
れ
て
久
し
く
、
ま
た
、
文
化
人
類
学
に
よ
る
西

洋
近
代
の
相
対
化
や
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
に
よ
る
啓
蒙
理
性
批
判
が
、

人
文
学
の
基
本
的
前
提
と
な
っ
て
い
る
昨
今
で
は
あ
る
が
、
現
代
社
会
の

人
間
像
の
典
型
は
、
今
な
お
、
デ
カ
ル
ト
に
端
を
発
す
る
近
代
的
自
我
に

基
づ
く
。
近
代
的
自
我
と
は
、cogito

に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

世
界
や
他
者
か
ら
孤
立
し
た
認
識
主
体
で
あ
る
。
近
代
的
自
我
の
問
題

性
、
特
に
、
他
者
を
操
作
対
象
と
見
做
す
が
故
に
、
真
の
意
味
で
他
者
と

の
関
係
を
結
べ
ず
、
し
た
が
っ
て
「
共
生
」
も
な
し
得
な
い
と
い
う
問
題

性
は
、
た
と
え
ば
、
日
本
近
代
の
代
表
的
倫
理
学
者
で
あ
り
、
今
回
の
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
言
わ
ば
「
準
拠
枠
」
と
な
る
中
村
元
（
一
九
一
二
〜
一

九
九
九
）
の
師
で
も
あ
っ
た
和
辻
哲
郎
（
一
八
八
九
〜
一
九
六
〇
）
が
重

ね
て
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
和
辻
は
、
人
間
を
間
柄
的
存
在
と
し
て

捉
え
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、「
共
に
生
き
る
」
人
間
観
を
基
盤
と
し
て
、

個
的
内
面
的
な
道
徳
意
識
か
ら
出
発
す
る
西
洋
近
代
の
倫
理
学
を
相
対
化

〈
特
集
１　
「
共
生
の
思
想
─
中
村
元
の
「
慈
悲
」
の
思
想
を
て
が
か
り
に
─
」〉

頼
　
住
　
光
　
子
　

　
日
本
思
想
に
お
け
る
「
共
生
」
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に
自
己
を
他
に
同
一
化
さ
せ
る
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
自
己
と
他

者
と
が
個
々
別
々
の
も
の
で
は
な
く
て
一
体
の
も
の
で
あ
り
、
相
互
相
依

的
に
互
い
を
成
立
さ
せ
合
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
は
、
自

か
ら
他
へ
、
そ
し
て
他
か
ら
自
己
へ
と
い
う
双
方
向
的
転
換
が
強
調
さ
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
他
が
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
に
冥
合
し
て
い
る
の
で
は
な

く
て
、
自
己
が
（
修
行
を
通
じ
て
）
世
界
へ
と
自
ら
を
開
き
続
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
世
界
も
自
己
に
対
し
て
真
な
る
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く

る
と
い
う
動
的
な
構
造
が
主
張
さ
れ
る
。
そ
し
て
、「
自
他
は
時
に
し
た

が
う
て
無
窮
な
り
」
と
、
時
間
性
を
導
入
し
つ
つ
無
限
性
、
永
遠
性
へ
と

議
論
が
展
開
し
て
い
く
。
こ
れ
は
、
自
己
が
修
行
を
通
じ
て
固
定
的
な
自

我
へ
の
執
着
を
乗
り
越
え
て
、
他
者
へ
そ
し
て
世
界
へ
と
開
か
れ
る
営
為

を
、
そ
の
時
々
に
お
い
て
な
し
続
け
て
い
く
な
ら
ば
、
そ
の
時
々
が
永
遠

を
宿
す
も
の
と
し
て
顕
現
し
続
け
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
二
つ
目
の
文
章
の
冒
頭
で
批
判
さ
れ

る
「
愚
人
」
と
は
、「
自
他
一
如
」
を
理
解
し
得
な
い
が
故
に
、
自
己
と

他
者
と
を
対
立
さ
せ
、
利
他
を
な
す
こ
と
は
自
己
の
利
益
を
損
な
う
こ
と

で
あ
る
と
い
う
誤
解
に
陥
っ
た
愚
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、「
自

他
一
如
」
の
立
場
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
自
他
は
、
本
来
は
密
接
に
結
び
つ

き
合
い
、
は
た
ら
き
合
っ
て
い
る
が
故
に
、
利
他
は
自
利
に
他
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
草
木
風
水
に
も
利
行
の
お
の
れ
づ
か
ら
不

退
不
転
な
る
道
理
、
ま
さ
に
利
行
せ
ら
る
る
な
り
」
と
、
草
木
風
水
と
い

う
心
を
持
た
な
い
無
情
も
が
、
お
の
ず
か
ら
自
利
利
他
の
行
を
保
持
し
続

け
る
（
不
退
不
転
）
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
道
元
が
し
ば
し
ば

教
え
導
く
た
め
の
四
つ
の
方
法
で
あ
り
、
特
に
大
乗
仏
教
に
お
い
て
は
、

修
行
者
の
行
動
様
式
、
行
為
規
範
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
た
。
具
体
的
に
は
、

衆
生
に
対
し
て
施
し
を
な
す
「
布
施
」、
親
愛
に
満
ち
た
言
葉
を
か
け
る

「
愛
語
」、
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
で
利
益
を
与
え
る
「
利
行
」、
分
け
隔
て
な

く
活
動
を
共
に
す
る
「
同
事
」
か
ら
な
る
。

　
さ
て
、
道
元
は
、
こ
れ
ら
四
つ
を
一
つ
一
つ
取
り
上
げ
て
説
明
を
行
っ

て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
慈
愛
の
心
」
で
衆
生
に
親
愛
の
言
葉
を
か
け
よ

と
「
愛
語
」
を
、
柔
和
な
温
顔
で
接
せ
よ
と
「
同
事
」
を
勧
め
る
。
言
動

に
お
い
て
他
者
に
同
情
し
配
慮
す
る
こ
と
は
世
俗
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い

て
も
推
奨
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
が
「
同

事
を
し
る
と
き
、
自
他
一
如
な
り）

1
（

」
と
い
う
言
葉
に
見
ら
れ
る
よ
う
に

「
自
他
一
如
」
に
基
づ
く
も
の
と
さ
れ
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
。「
自
他

一
如
」
の
内
実
を
、
以
下
の
よ
う
な
道
元
の
言
葉
を
て
が
か
り
に
検
討
し

て
み
た
い
。

①
　
他
を
し
て
自
に
同
ぜ
し
め
て
の
ち
に
、
自
を
し
て
他
に
同
ぜ
し
む
る

道
理
あ
る
べ
し
。
自
他
は
時
に
し
た
が
う
て
無
窮
な
り
。

②
　
愚
人
お
も
は
く
は
、
利
他
を
さ
き
と
せ
ば
、
自
が
利
、
は
ぶ
か
れ
ぬ

べ
し
と
。
し
か
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。
利
行
は
一
法
な
り
、
あ
ま
ね
く

自
他
を
利
す
る
な
り
。…
…
し
か
あ
れ
ば
、
怨
親
ひ
と
し
く
利
す
べ
し
、

自
他
お
な
じ
く
利
す
る
な
り
。
も
し
こ
の
こ
こ
ろ
を
う
れ
ば
、
草
木
風

水
に
も
利
行
の
お
の
れ
づ
か
ら
不
退
不
転
な
る
道
理
、
ま
さ
に
利
行
せ

ら
る
る
な
り
。

　
最
初
の
一
文
に
お
い
て
道
元
は
、
他
を
自
己
へ
と
同
一
化
さ
せ
、
さ
ら
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道
元
は
、「
布
施
」
と
は
、
自
己
か
ら
遠
く
離
れ
て
お
り
、
そ
も
そ
も
自

己
の
も
の
で
は
な
い
も
の
が
、
誰
か
の
と
こ
ろ
に
「
捨
て
ら
れ
る
」
に
過

ぎ
な
い
と
言
う
。
こ
こ
で
言
う
「
捨
て
る
」
と
は
要
ら
な
く
な
っ
た
も
の

の
所
有
権
を
放
棄
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
も
そ
も
自
分
が
所

有
し
て
お
ら
ず
執
着
も
し
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
強
調
で
あ
ろ
う
。

上
述
の
よ
う
に
、
元
来
、「
自
他
一
如
」
で
あ
れ
ば
、
自
他
の
区
別
も
所

有
と
い
う
観
念
も
な
く
、「
布
施
」
と
い
っ
て
も
己
の
所
有
物
を
与
え
た

り
与
え
ら
れ
た
り
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
だ
。

　「
自
分
の
も
の
で
は
な
い
も
の
」
を
「
捨
て
る
」
も
の
と
し
て
の
「
布
施
」

を
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
は
、
先
述
の
よ
う
な
世
界
把
握
、
す
な
わ
ち
、

世
界
全
体
は
「
自
他
一
如
」
な
る
も
の
と
し
て
緊
密
に
結
び
つ
き
合
い
、

は
た
ら
き
合
っ
て
お
り
、
そ
の
世
界
に
参
入
す
る
こ
と
が
修
行
で
あ
り
、

さ
ら
に
、
自
己
が
修
行
す
る
こ
と
で
世
界
全
体
も
共
に
修
行
し
、
悟
る
と

す
る
よ
う
な
世
界
把
握
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、「
布
施
」
と
は
、
全
存
在

が
修
行
し
悟
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
、
教
え
（
法
）
や
修
行
に
必

要
な
物
品
を
そ
れ
ぞ
れ
に
配
置
す
る
こ
と
で
あ
る
。
全
世
界
の
全
時
空
に

お
け
る
諸
事
物
が
自
己
と
と
も
に
修
証
で
き
る
よ
う
に
、
必
要
な
も
の
を

必
要
な
と
こ
ろ
に
行
き
渡
ら
せ
る
こ
と
こ
そ
が
、
道
元
に
と
っ
て
の
「
布

施
」
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
を
最
も
よ
く
示
し
て
い
る
の
が
、「
財
の
た
か
ら
に
ま
か
せ

ら
る
る
と
き
、
財
か
な
ら
ず
布
施
と
な
る
な
り
」
と
い
う
一
文
で
あ
る
。

仏
道
に
お
い
て
得
道
（
開
悟
）
す
る
こ
と
が
、
自
己
の
意
図
的
な
行
為
で

は
な
く
て
、「
仏
の
か
た
よ
り
お
こ
な
は
れ
」（「
生
死
」
巻
）
る
も
の
で

言
及
す
る
、
釈
迦
が
菩
提
樹
の
下
で
悟
っ
た
時
に
全
大
地
が
と
も
に
悟
っ

た
と
い
う
仏
教
の
原
事
実
が
語
る
よ
う
に
、
一
人
の
悟
り
は
全
世
界
へ
と

波
及
し
、
一
人
が
修
行
す
る
時
、
全
世
界
が
と
も
に
修
行
す
る
。「
ま
さ

に
利
行
せ
ら
る
る
な
り
」
と
受
動
態
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
の
は
、「
草
木

風
水
」
の
「
利
行
」
が
、
修
行
者
の
そ
れ
と
相
互
に
支
え
合
い
連
動
し
て

い
る
か
ら
な
の
だ
。

　「
利
行
」
と
並
ぶ
四
摂
法
の
一
つ
で
あ
り
、
六
波
羅
蜜
の
第
一
に
あ
た

る
「
布
施
」
に
関
し
て
道
元
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
そ
の
布
施
と
い
ふ
は
不
貪
な
り
。
不
貪
と
い
ふ
は
、
む
さ
ぼ
ら
ざ
る

な
り
。
…
…
た
と
へ
ば
、
す
つ
る
た
か
ら
を
し
ら
ぬ
人
に
ほ
ど
こ
さ
ん

が
ご
と
し
。
遠
山
の
華
を
如
来
に
供
し
、
前
生
の
た
か
ら
を
衆
生
に
ほ

ど
こ
さ
ん
、
法
に
お
き
て
も
物
に
お
き
て
も
、
面
面
に
布
施
に
相
応
す

る
功
徳
を
本
具
せ
り
。
我
物
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
布
施
を
さ
へ
ざ
る
道

理
あ
り
。
そ
の
も
の
の
か
ろ
き
を
き
ら
は
ず
、
そ
の
功
の
実
な
る
べ
き

な
り
。
道
を
道
に
ま
か
す
る
と
き
、
得
道
す
。
得
道
の
と
き
は
、
道
か

な
ら
ず
道
に
ま
か
せ
ら
れ
ゆ
く
な
り
。
財
の
た
か
ら
に
ま
か
せ
ら
る
る

と
き
、
財
か
な
ら
ず
布
施
と
な
る
な
り
。

　
こ
こ
で
、
道
元
は
、
布
施
に
つ
い
て
「
す
つ
る
た
か
ら
を
し
ら
ぬ
人
に

ほ
ど
こ
さ
ん
が
ご
と
し
」
と
言
う
。
俗
世
の
人
間
が
他
者
に
何
か
を
施
す

際
に
は
、
自
分
が
所
有
し
て
い
る
何
か
を
他
者
に
与
え
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
他
者
は
そ
の
何
か
を
新
た
に
所
有
す
る
と
い
う
、
所
有
を
め
ぐ
る
自

他
の
二
項
対
立
図
式
が
前
提
と
な
っ
て
い
よ
う
。
し
か
し
、「
す
つ
る
た

か
ら
」「
遠
山
の
華
」「
前
生
の
た
か
ら
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
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る
も
の
に
所
を
得
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
、
道
元
に
お
い
て
「
布
施
」
と
し

て
理
解
さ
れ
る
行
為
で
あ
っ
た
の
だ
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
、
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
共
生
」
に
焦
点

を
当
て
て
ま
と
め
て
お
く
と
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。「
菩
提
薩
埵
四
摂

法
」
巻
に
お
い
て
道
元
は
、
他
者
に
施
し
を
な
す
こ
と
、
暖
か
な
言
葉
を

か
け
柔
和
な
態
度
で
接
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
世
俗
に

お
け
る
「
共
生
」
の
作
法
と
合
致
す
る
が
、
世
俗
に
お
け
る
そ
れ
が
、
自

他
を
二
元
的
に
分
立
さ
せ
た
上
で
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
道
元
の

主
張
す
る
そ
れ
は
、
深
層
に
お
け
る
自
他
不
二
の
次
元
を
基
盤
に
し
て
い

る
。
そ
し
て
「
共
生
」
の
担
い
手
の
主
体
性
は
、
こ
の
次
元
へ
と
限
り
な

く
自
己
超
出
し
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
と
も
に
修
証
一
等
の
行
を
な

し
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
。「
布
施
」
も
「
愛
語
」
も
「
利
行
」

も
「
同
事
」
も
、
つ
ま
り
、「
共
生
」
の
た
め
の
す
べ
て
の
行
為
は
、
こ

の
次
元
を
踏
ま
え
、
か
つ
、
そ
れ
を
成
就
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
べ
き
な

の
で
あ
る
。二

　
儒
教
│
伊
藤
仁
斎
の
人
倫
日
常
の
学
を
て
が
か
り
と
し
て

　
次
に
、
日
本
独
自
の
儒
教
で
あ
る
古
学
（
古
義
学
）
を
築
い
た
伊
藤
仁

斎
（
一
六
二
七
〜
一
七
〇
五
）
の
思
想
を
て
が
か
り
と
し
て
、「
共
生
」

に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
仁
斎
は
、
青
年
期
、
熱
心
な
朱
子
学
の
信
奉
者
で
あ
り
、
朱
子
学
の
「
居

敬
窮
理
」
を
実
践
し
、
天
理
と
一
体
に
な
る
（
天
人
合
一
）
た
め
に
、
自

ら
の
内
に
あ
る
情
欲
（
人
欲
）
を
抑
え
て
心
を
純
粋
化
し
よ
う
と
し
た
。

あ
る
よ
う
に
、「
布
施
」
も
ま
た
自
己
が
自
分
の
所
有
物
を
好
き
な
よ
う

に
処
分
す
る
の
で
は
な
く
て
、
世
界
全
体
が
修
行
し
悟
る
こ
と
の
成
就
の

た
め
の
望
ま
し
い
配
置
を
目
指
し
て
、「
法
」
や
「
物
」
が
「
お
の
れ
づ

か
ら
」
落
ち
着
い
て
い
く
よ
う
に
せ
し
め
る
こ
と
、
ど
こ
か
に
滞
ら
せ
な

い
こ
と
で
あ
る
。
真
の
意
味
で
の
主
体
性
と
は
、
自
己
の
所
有
物
を
好
き

な
よ
う
に
処
分
す
る
こ
と
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
全
世

界
の
諸
事
物
と
と
も
に
全
世
界
を
真
な
る
世
界
へ
と
方
向
付
け
よ
う
と
す

る
意
志
に
お
い
て
確
保
さ
れ
る
と
道
元
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、「
法
に
お
き
て
も
物
に
お
き
て
も
、
面
面
に
布
施
に
相
応
す

る
功
徳
を
本
具
せ
り
」
と
言
わ
れ
る
。「
法
」（
教
え
）
や
「
物
」
を
施
す

と
、「
面
々
」（
各
人
）
に
そ
れ
に
相
応
し
た
功
徳
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
功
徳
は
、「
本
具
」、
す
な
わ
ち
、
本
来
的
に
備
わ
っ
て
い
た
も

の
だ
と
道
元
は
言
う
。
つ
ま
り
、
布
施
に
よ
っ
て
各
人
に
発
生
す
る
功
徳

（
善
き
も
の
を
実
現
す
る
力
）
は
、
布
施
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
顕
現
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
す
で
に
「
本
具
」
と
し
て
備
わ
っ
て
い

た
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、「
本
来
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
成
る
」

と
い
う
、
道
元
の
「
修
証
一
等
」
の
動
的
構
造
が
見
て
取
れ
る）

2
（

。
つ
ま
り
、

二
項
の
間
に
「
布
施
」
と
い
う
事
態
が
成
り
立
つ
そ
の
基
盤
と
し
て
、
す

で
に
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
働
き
合
い
結
び
付
き
合
う
深
層

│
そ
れ
は
す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
修
行
し
つ
つ
悟
り
を
成
就
し
て

い
る
真
な
る
次
元
で
あ
り
、
ま
た
仏
教
が
目
指
す
「
空
」
の
次
元
で
も
あ

る
と
道
元
は
捉
え
て
い
る

│
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を

基
盤
と
し
て
本
来
あ
る
べ
き
も
の
を
あ
る
べ
き
よ
う
に
実
現
し
、
あ
ら
ゆ
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た
と
え
ば
、
孟
子
は
、
惻
隠
の
心
と
し
て
、
子
供
が
井
戸
に
落
ち
そ
う
に

な
れ
ば
誰
も
が
驚
き
そ
れ
を
見
過
ご
せ
な
い
と
指
摘
す
る
。
こ
の
他
者
の

不
幸
を
見
過
ご
せ
な
い
心
は
「
忍
び
ざ
る
の
心
」
と
言
わ
れ
る
。
自
己
に

備
わ
っ
て
い
る
惻
隠
の
心
は
、
そ
の
ま
ま
に
放
っ
て
お
け
ば
断
片
的
に
、

そ
の
場
そ
の
場
で
表
れ
て
は
消
え
て
し
ま
う
儚
い
も
の
に
過
ぎ
な
い
が
、

こ
れ
を
、
自
覚
的
に
人
間
の
道
と
関
わ
ら
せ
て
捉
え
、
持
続
的
に
実
践
し
、

最
終
的
に
は
、
万
人
に
施
す
「
仁
」（
仁
愛
、
包
括
的
な
愛
）
に
ま
で
高

め
る
の
が
「
拡
充
」
で
あ
る
。

　「
四
端
の
心
」
を
出
発
点
と
し
て
、
自
己
が
生
き
て
い
る
場
に
お
い
て

「
道
」
を
自
覚
し
、
実
践
す
る
こ
と
が
仁
斎
に
と
っ
て
の
「
人
倫
日
用
の

学
」
で
あ
る
。
朱
子
学
は
、
世
俗
を
超
越
し
人
欲
を
離
れ
天
理
を
体
現
す

る
こ
と
（
修
己
）
で
得
た
絶
対
的
主
体
性
に
基
づ
い
て
、
聖
人
が
、
世
俗

を
統
治
す
る
こ
と
（
治
人
）
を
主
張
す
る
が
、
仁
斎
は
、
そ
の
よ
う
な
聖

人
に
な
る
こ
と
を
目
指
さ
ず
、
世
俗
に
お
い
て
眼
前
の
人
間
関
係
に
徹

し
、
そ
こ
に
お
い
て
自
ら
な
す
べ
き
こ
と
（
具
体
的
に
は
「
忠
信
敬
恕
」）

を
行
う
こ
と
を
説
く
「
日
常
卑
近
の
学
」
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
実
践
に
よ
っ
て
到
達
す
る
理
想
状
態
、
す
な
わ

ち
仁
の
完
成
（「
仁
の
成
徳
」）
に
つ
い
て
、『
童
子
問
』
は
、「
慈
愛
の
心
、

渾
淪
通
徹
、
内
よ
り
外
に
及
び
、
至
ず
と
い
ふ
所
無
く
、
達
せ
ず
と
い
ふ

所
無
ふ
し
て
」（
上
四
三
）、「
我
能
く
人
を
愛
す
れ
ば
、
人
亦
我
を
愛
す
」

（
上
四
四
）
と
言
う
。「
仁
の
完
成
」
さ
れ
た
状
態
で
は
、
世
界
の
隅
々
に

ま
で
、
個
々
人
が
発
揮
す
る
「
慈
愛
の
心
」
が
届
き
、
万
人
に
対
し
て
慈

愛
が
発
揮
さ
れ
る
。
人
々
は
互
い
に
愛
し
合
い
、
天
下
が
慈
愛
で
満
た
さ

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
実
践
を
続
け
て
い
る
う
ち
に
仁
斎
は
一
種
の
ノ
イ

ロ
ー
ゼ
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
こ
と
こ
こ
に
至
っ
て
は
じ
め
て
、
仁
斎
は
、

他
者
か
ら
孤
立
し
て
自
心
の
純
粋
化
を
窮
め
よ
う
と
す
る
朱
子
学
の
基
本

姿
勢
が
こ
の
よ
う
な
事
態
を
招
い
た
こ
と
に
気
付
い
た
。
人
間
に
と
っ
て

重
要
な
こ
と
は
、
孤
立
し
て
真
理
と
冥
合
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
人
倫
日

用
の
ご
く
あ
た
り
ま
え
の
世
界
、
つ
ま
り
眼
前
の
人
間
関
係
（
五
倫
）
の

中
で
生
き
る
こ
と
で
あ
り
、
孔
子
や
孟
子
が
主
張
し
て
い
た
の
も
、
ま
さ

に
こ
の
「
人
倫
日
用
の
学
」
で
あ
っ
た
と
言
う
の
だ
。

　
仁
斎
の
こ
の
よ
う
な
「
人
倫
日
用
の
学
」
を
端
的
に
示
す
の
が
『
童
子

問
』
の
「
人
の
外
に
道
無
く
、
道
の
外
に
人
無
し
」（
上
八
）
3
（

）
と
い
う
テ

ー
ゼ
で
あ
る
。
仁
斎
が
批
判
し
た
朱
子
学
で
は
、
人
道
は
、
天
道
と
密
接

に
結
び
付
い
て
お
り
天
理
に
よ
っ
て
掣
肘
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
仁
斎
は
、
天
道
か
ら
独
立
し
た
人
道
を
主
張
す
る
。
人
道

と
は
、
家
族
関
係
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
関
係
に
お
け
る

徳
の
実
践
的
実
現
の
道
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
践
と
し
て
、
仁
斎
は
、

「
拡
充
」（
拡
大
充
実
）
を
重
ん
じ
る
。

　
で
は
「
拡
充
」
と
は
何
か
。
仁
斎
は
、
孟
子
に
な
ら
っ
て
人
間
の
心
に

は
、「
四
端
の
心
」
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
。「
四
端
の
心
」

と
は
、
人
が
み
な
、
お
の
ず
か
ら
に
持
っ
て
い
る
功
利
打
算
を
超
え
た
心

で
あ
り
、「
惻
隠
」（
他
者
を
憐
れ
む
心
）、「
羞
悪
」（
不
正
や
悪
を
恥
じ

憎
む
心
）、「
辞
譲
」（
譲
っ
て
へ
り
く
だ
る
心
）、「
是
非
」（
良
し
悪
し
を

見
分
け
る
能
力
）
の
四
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
「
端
緒
」
と
し
て
、
そ
れ

を
押
し
広
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仁
義
礼
智
と
い
う
徳
目
が
実
現
す
る
。
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そ
し
て
、
人
間
に
と
っ
て
は
、
こ
の
生
々
の
運
動
を
自
覚
し
、
そ
れ
を

わ
が
身
に
体
現
し
続
け
る
こ
と
が
、
道
徳
的
行
為
と
な
る
。
こ
れ
こ
そ
が

「
拡
充
」
な
の
で
あ
る
。「
拡
充
」
と
は
、
自
ら
の
中
に
お
の
ず
か
ら
あ
る

「
四
端
の
心
」
を
他
者
に
向
か
っ
て
発
動
さ
せ
続
け
、
最
終
的
に
は
世
界

全
体
へ
と
押
し
広
げ
、
世
界
全
体
を
「
慈
愛
の
心
」
で
満
た
し
続
け
る
こ

と
で
あ
る
。「
拡
充
」
と
い
う
行
為
は
、
一
大
活
物
で
あ
る
世
界
の
生
々

を
基
盤
と
し
て
な
さ
れ
る
と
同
時
に
、
人
は
、
こ
の
「
拡
充
」
に
お
い
て

こ
そ
、
世
界
全
体
の
無
窮
の
「
生
々
」
に
参
与
し
、
世
界
全
体
を
無
窮
に

「
生
々
」
さ
せ
続
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る）

4
（

。

　
以
上
、
述
べ
た
仁
斎
の
思
想
を
、
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
共
生
」
の

観
点
か
ら
ま
と
め
て
お
こ
う
。
仁
斎
が
批
判
し
た
朱
子
学
に
お
け
る
理
想

的
人
間
で
あ
る
聖
人
が
、
人
倫
を
離
れ
て
自
ら
の
心
を
磨
き
上
げ
て
理
を

体
得
し
て
徳
を
成
就
し
、
そ
こ
で
得
た
絶
対
的
な
主
体
性
に
依
拠
し
て
、

今
度
は
人
倫
を
統
治
す
る
者
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
仁
斎
は
、
家

族
関
係
か
ら
は
じ
ま
る
す
べ
て
の
社
会
関
係
の
中
で
、
家
族
に
対
す
る
よ

う
な
親
愛
の
情
を
も
っ
て
行
為
す
る
こ
と
を
説
い
た
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に

「
共
生
」
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
「
共
生
」
は
、
個
々
の
人
間
が
、

世
界
全
体
が
一
大
活
物
と
し
て
生
々
し
続
け
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
、
そ

の
運
動
を
「
拡
充
」
と
し
て
担
い
、
自
分
か
ら
世
界
へ
と
常
に
「
慈
愛
の

心
」
を
発
動
し
続
け
る
こ
と
と
し
て
実
現
す
る
の
で
あ
る
。

れ
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
「
共
生
」
の
光
景
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
朱
子
学
が
、
自
己
の
心
に
お
け
る
道
徳
の
完
成
を
求
め
、
そ
の
完
成
者

で
あ
る
聖
人
が
天
下
を
治
め
る
と
い
う
モ
デ
ル
で
学
の
シ
ス
テ
ム
を
考
え

て
い
た
の
に
対
し
て
、
仁
斎
は
、
道
徳
的
実
践
は
、
世
俗
世
界
の
た
だ
中

に
お
い
て
な
さ
れ
、
そ
れ
を
究
極
ま
で
拡
充
す
れ
ば
、
世
界
を
自
己
の

「
慈
愛
の
心
」
で
満
た
す
こ
と
す
ら
可
能
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
個
々
の
「
慈
愛
の
心
」
に
基
づ
く
行
為
が
、
極
限
的
な
愛
の
光

景
で
あ
る
「
仁
の
成
徳
」
へ
と
確
か
に
導
か
れ
得
る
と
い
う
こ
と
は
ど
の

よ
う
に
保
証
さ
れ
て
い
る
の
か
。
こ
の
疑
問
に
対
し
て
端
的
に
答
え
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
、
仁
斎
の
世
界
把
握
の
根
源
に
あ
る
生
々
観
に
基
づ
く
と

言
え
る
。
世
界
を
次
々
に
新
し
い
事
物
事
象
を
生
み
出
し
て
留
ま
る
こ
と

の
な
い
一
大
活
物
と
し
て
捉
え
る
生
々
観
に
依
拠
し
て
、
仁
斎
は
、『
童

子
問
』（
中
六
九
）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
凡
そ
天
地
の
間
は
、
皆
一
理
の
み
。
動
有
っ
て
静
無
く
、
善
有
っ
て

悪
無
し
。
蓋け

だ
し静

と
は
動
の
止
、
悪
と
は
善
の
変
、
善
と
は
生
の
類
、
悪

と
は
死
の
類
、
両
の
者
相
対
し
て
並
び
生
ず
る
に
非
ず
。
皆
生
に
一
な

る
が
故
な
り
。

　
天
地
の
間
を
貫
く
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
生
み
出
す
根
源
的
な
生
々

力
で
あ
り
、
そ
の
力
を
受
け
て
万
物
は
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
生
々
の
運

動
が
無
窮
に
続
く
こ
と
が
善
で
あ
り
、
そ
れ
が
留
ま
る
こ
と
が
悪
で
あ

る
。
時
に
は
停
滞
し
運
動
が
休
止
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
そ
れ
は
、

一
時
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
生
々
し
続
け
て
い
く
の

で
あ
る
。
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恵
み
を
与
え
る
と
同
時
に
祟
り
も
も
た
ら
す
神
で
あ
り
、
自
然
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
神
格
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
和
辻
は
こ
の
神
は
、
基
本
的

な
パ
タ
ー
ン
と
し
て
、
立
ち
現
れ
た
時
に
は
圧
倒
的
な
力
を
示
し
つ
つ
顕

現
す
る
名
の
分
か
ら
な
い
神
で
あ
り
、
名
が
分
か
ら
な
い
と
い
う
意
味
で

「
不
定
の
神
」
で
あ
る
と
い
う
。（
名
の
不
明
は
、
人
間
の
側
の
枠
組
み
に

取
り
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
表
し
て
お
り
、
名
が
分
か
ら
な
い
か

ぎ
り
祀
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
一
定
の
名
を
与
え
る
こ
と
が
祭
祀

の
第
一
歩
で
あ
る
。）
そ
れ
に
対
し
て
、「
祀
る
神
」
と
は
、
祭
祀
の
執
行

者
を
神
格
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
自
然
は
、
人
間
に
は
如
何
と
も
し
難
い

圧
倒
的
な
力
を
持
つ
が
故
に
神
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
自
然
の
力
を
祭
祀
に

よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
得
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
祭
祀
者
は
、
そ
の
祭

祀
の
力
故
に
神
と
し
て
尊
貴
性
を
持
つ
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
和
辻
哲
郎
が
、
祀
る
神
は
祭
祀
の
持
つ
力

故
に
、
祀
ら
れ
る
神
よ
り
も
よ
り
高
い
尊
貴
性
を
持
つ
と
説
明
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
和
辻
の
前
提
は
、
神
、
す
な
わ
ち
人
間
の
共
同

体
の
外
部
に
あ
る
力
は
、
祭
祀
者
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
得
る
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
る
。
こ
の
側
面
か
ら
、
和
辻
は
、
祭
祀
の
役
割
を
、「
不
定
の
通

路
に
な
る
」
と
か
「
不
定
を
一
定
化
す
る
」
と
言
い
表
し
て
い
る
。
こ
こ

で
言
う
「
不
定
」
と
は
、「
不
定
の
神
」
の
さ
ら
に
背
後
に
あ
っ
て
、「
不

定
の
神
」
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
力
そ
の
も
の
で
あ
る
。
和
辻
の
説
明
を

見
て
み
よ
う
。

　
祭
祀
も
祭
祀
を
司
ど
る
者
も
、
無
限
に
深
い
神
秘
の
発
現
し
来
る
通0

路
と
し
て

0

0

0

0

、
神
聖
性
を
帯
び
て
く
る
。
そ
う
し
て
そ
の
神
聖
性
の
ゆ
え

三
　
神
道

　
　
│
和
辻
哲
郎
の
「
祀
る
神
」「
祀
ら
れ
る
神
」
理
解
を
め
ぐ
っ
て

　
日
本
の
神
道
に
お
け
る
「
共
生
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
八
百
万

の
神
々
を
祀
る
神
道
は
、
地
縁
・
血
縁
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
共
同
体
を
基

盤
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
、
特
に
「
祀
り
」
を
共
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
共
同
体
の
紐
帯
を
強
化
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化
を
目
指
す
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、
山
や
川
な
ど
の
自
然
物
を
神
と
し
て
尊
崇
の
対
象
と
す

る
神
道
的
思
惟
は
、
自
然
と
人
間
と
の
共
生
と
い
う
観
点
か
ら
、
近
年
注

目
を
集
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
神
道
は
、
共
同
体
に
お
け
る
人
と
人
、

ま
た
自
然
と
人
な
ど
の
「
共
生
」
を
前
面
に
出
し
た
も
の
と
言
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。

　
し
か
し
、
上
述
し
た
仏
教
や
儒
教
と
は
違
っ
て
、「
言
挙
げ
せ
ず
」
を

伝
統
と
し
、
本
来
、
文
字
化
さ
れ
た
教
義
を
持
た
な
い
神
道
の
「
共
生
」

の
思
想
を
直
接
に
検
討
す
る
こ
と
に
は
困
難
が
つ
き
ま
と
う
。
そ
こ
で
、

こ
こ
で
は
、
和
辻
哲
郎
が
記
紀
神
話
を
分
析
し
て
解
明
し
た
「
カ
ミ
」
に

対
す
る
祭
祀
理
解
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
神
道
に
お
け
る
「
共
生
」
の
基

盤
を
考
え
て
み
た
い
。

　
和
辻
は
、
主
著
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
に
お
い
て
、「
祭
祀
」
に
関
連

し
て
記
紀
神
話
を
分
析
し
、
神
に
は
、「
祀
る
神
」「
祀
る
と
と
も
に
祀
ら

れ
る
神
」「
単
に
祀
ら
れ
る
の
み
の
神
」「
祀
り
を
要
求
す
る
祟
り
神
」
の

四
種
類
が
あ
る
と
指
摘
し
た）

5
（

。
こ
の
四
種
類
の
神
は
、
大
き
く
「
祀
ら
れ

る
神
」
と
「
祀
る
神
」
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。「
祀
ら
れ
る
神
」
と
は
、
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以
上
、
日
本
の
仏
教
、
儒
教
、
神
道
に
お
け
る
「
共
生
」
の
基
盤
を
検

討
し
て
き
た
。
人
が
人
と
調
和
的
に
生
き
る
こ
と
の
肯
定
は
、
こ
の
三
者

に
共
通
す
る
が
、
そ
れ
を
支
え
る
思
想
的
な
基
盤
は
、
仏
教
の
場
合
は
自

他
対
立
す
る
世
俗
世
界
を
超
え
た
次
元
に
お
け
る
「
自
他
一
如
」（
無
自

性
空
、
縁
起
と
も
言
い
換
え
ら
れ
よ
う
）
で
あ
り
、
古
学
に
代
表
さ
れ
る

日
本
儒
教
で
は
「
生
々
」
し
続
け
る
「
一
大
活
物
」
と
し
て
の
世
界
で
あ

っ
た
。
仏
教
に
お
い
て
は
修
行
を
し
て
そ
の
世
界
を
自
覚
し
、
実
現
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
、
布
施
や
愛
語
等
の
具
体
的
実
践
も
そ
の
世
界
の
実
現

と
い
う
観
点
か
ら
意
義
付
け
ら
れ
た
。
日
本
儒
教
に
お
い
て
も
四
端
の
心

を
拡
充
す
る
道
徳
的
実
践
こ
そ
が
「
一
大
活
物
」
た
る
世
界
の
「
生
々
」

に
参
与
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
神
道
に
お
い
て
は
、
自
然
の
無
制

約
的
力
そ
れ
自
身
を
安
定
的
調
和
的
に
取
り
込
む
営
為
で
あ
る
祭
祀
に
よ

っ
て
、「
共
生
」
を
可
能
と
す
る
生
活
空
間
が
創
出
さ
れ
た
。

　
中
村
元
が
『
日
本
人
の
思
惟
方
法
』
に
お
い
て
適
切
に
指
摘
し
た
よ
う

に
）
7
（

、
日
本
人
は
、
伝
統
的
に
、「
人
間
結
合
組
織
を
重
視
す
る
傾
向
」「
与

え
ら
れ
た
現
実
の
容
認
」
を
特
性
と
し
て
持
つ
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
さ
に
、

日
本
人
の
現
実
的
共
同
態
に
お
け
る
「
共
生
」
の
重
視
と
い
う
伝
統
の
形

成
を
促
進
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
現
実
的
共
同
態
に
お
け
る
「
共
生
」

の
重
視
は
、
調
和
的
社
会
の
形
成
を
促
す
反
面
、
そ
れ
が
表
面
的
に
捉
え

ら
れ
た
場
合
、
主
体
性
を
喪
失
し
た
大
勢
へ
の
随
順
や
、
異
質
な
他
者
の

排
除
へ
と
つ
な
が
り
か
ね
な
い
側
面
を
も
持
つ
。
し
か
し
、
仏
教
に
し
て

も
儒
教
に
し
て
も
神
道
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
が
現
実
の
「
共
生
」
を
支
え

る
そ
の
原
理
的
基
盤
に
ま
で
遡
る
な
ら
ば
、
自
他
一
如
の
空
縁
起
、
生
成

に
神
々
と
し
て
崇
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
無
限
に
深
い
神
秘
そ

の
も
の
は
、
決
し
て
限
定
せ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
背
後
の
力

0

0

0

0

と
し
て
、

神
々
を
神
々
た
ら
し
め
つ
つ
も
そ
れ
自
身
遂
に
神
と
せ
ら
れ
る
こ
と
が

な
か
っ
た
。
…
…
究
極
者
は
一
切
の
有
る
と
こ
ろ
の
神
々
の
根
源

0

0

で
あ

り
つ
つ
、
そ
れ
自
身
い
か
な
る
神
で
も
な
い

0

0

。
言
い
か
え
れ
ば
、
神
々

の
根
源
は
決
し
て
神
と
し
て
有
る
も
の

0

0

0

0

に
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
も

の
、
即
ち
神
聖
な
る
「
無
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
根
元
的
な
一
者
を
対
象

0

0

的
に
把
捉
し
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。（
傍
点
は
和
辻
に

よ
る
）

　
確
か
に
あ
り
つ
つ
も
、
具
体
化
、
対
象
化
さ
れ
得
な
い
と
い
う
意
味
で

「
神
聖
無
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
、
無
制
約
的
な
自
然
の
力
を
、
人
間
の

生
活
に
役
に
立
つ
形
で
導
入
し
、
秩
序
を
創
出
す
る
の
が
祭
祀
の
役
割
で

あ
り
、
そ
れ
故
に
、
祭
祀
す
る
神
は
、
祭
祀
さ
れ
る
神
よ
り
も
尊
貴
な
存

在
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る）

6
（

。

　
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
通
じ
て
、
神
道
に
お
け
る
「
共
生
」
は
、
外
部
に

あ
る
根
源
的
な
力
（
端
的
に
は
自
然
の
力
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
）
を
祭
祀
に
よ

っ
て
、
共
同
体
を
利
す
る
か
た
ち
で
共
同
体
内
に
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
人
間
に

恵
み
を
与
え
る
と
同
時
に
時
に
は
荒
ぶ
っ
て
災
い
を
も
な
す
自
然
は
、
祭

祀
に
よ
っ
て
馴
致
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
に
と
っ
て
調
和
的
な
も
の

と
な
っ
た
。
人
と
人
、
人
と
自
然
が
「
共
生
」
で
き
る
場
は
、
ま
さ
に
祭

祀
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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　（
1
）
以
下
、「
菩
提
薩
埵
四
摂
法
」
巻
か
ら
の
引
用
は
、
大
久
保
道
舟
編
『
道
元
禅

師
全
集
』
上
巻
（
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
三
年
、
七
六
四
〜
八
頁
）
に
よ
る
。
た

だ
し
、
句
読
点
、
漢
字
字
体
等
の
表
記
に
つ
い
て
は
適
宜
改
変
し
た
。

　（
2
）
こ
の
構
造
に
つ
い
て
は
、『
正
法
眼
蔵
』
全
体
の
序
論
と
も
い
う
べ
き
「
弁
道

話
」
の
冒
頭
に
お
い
て
「
こ
の
法
は
、
人
人
の
分
上
に
ゆ
た
か
に
そ
な
は
れ
り

と
い
へ
ど
も
、
い
ま
だ
修
せ
ざ
る
に
は
あ
ら
は
れ
ず
、
証
せ
ざ
る
に
は
う
る
こ

と
な
し
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
詳
細
は
拙
著
『
道

元
の
思
想
　
大
乗
仏
教
の
真
髄
を
読
み
解
く
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
一
一
年
）

六
二
〜
四
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　（
3
）
伊
藤
仁
斎
『
童
子
問
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
九
七
『
近
世
思
想
家
文
集
』
岩

波
書
店
、
一
九
六
六
年
）
の
上
巻
第
八
章
を
意
味
す
る
。
以
下
、
同
様
。

　（
4
）
こ
こ
に
も
、
道
元
に
関
し
て
言
及
し
た
「
本
来
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
成
る
」

と
い
う
循
環
構
造
が
見
て
取
れ
る
。
こ
の
循
環
構
造
は
、
日
本
の
実
践
を
め
ぐ

る
思
想
に
お
い
て
し
ば
し
ば
登
場
す
る
も
の
で
あ
る
。

　（
5
）
「
日
本
倫
理
思
想
史
」
上
（『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
一
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一

九
六
二
年
）、
五
五
〜
七
三
頁
参
照
。

　（
6
）
た
だ
し
、
祭
祀
す
る
神
が
祭
祀
さ
れ
る
神
よ
り
も
尊
貴
性
が
高
い
と
い
う
の

は
、
祭
祀
を
す
る
側
、
つ
ま
り
、
秩
序
を
維
持
創
出
す
る
側
か
ら
の
価
値
付
け

で
あ
っ
て
、
存
在
論
的
に
は
、
祭
祀
さ
れ
る
側
の
方
が
、
つ
ま
り
共
同
体
の
外

部
に
あ
る
自
然
の
力
の
方
が
人
間
の
秩
序
よ
り
も
強
大
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　（
7
）
『
日
本
人
の
思
惟
方
法
』（『
決
定
版
中
村
元
選
集
第
三
巻
　
東
洋
人
の
思
惟

方
法
（
三
）』
春
秋
社
）
第
二
章
「
与
え
ら
れ
た
現
実
の
容
認
」、
第
三
章
「
人

間
結
合
組
織
を
重
視
す
る
傾
向
」
を
参
照
。

　（
8
）
中
村
元
『
慈
悲
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
〇
年
、
五
七
〜
六
二
頁
）
第

三
章
「
慈
悲
の
観
念
の
歴
史
的
発
展
」、
三
「
仏
の
慈
悲
と
凡
夫
の
慈
悲
」
参
照
。

な
お
原
本
は
、
一
九
五
六
年
、
平
楽
寺
書
店
よ
り
出
版
さ
れ
た
。

（
よ
り
ず
み
・
み
つ
こ
、
倫
理
学
・
日
本
倫
理
思
想
史
、

東
京
大
学
大
学
院
教
授
）

す
る
一
大
活
物
、
無
制
約
的
自
然
力
と
い
う
、
有
限
な
個
体
と
し
て
の
人

間
の
主
体
性
を
支
え
る
「
無
限
な
る
も
の
」
へ
と
行
き
着
く
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
よ
う
な
「
無
限
な
る
も
の
」
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
、
有
限
な
る
人
間
と
現
実
の
共
同
体
は
、
相
対
化
さ
れ
る
。
そ
の
こ

と
を
通
じ
て
、
自
己
絶
対
化
し
て
他
者
を
排
除
す
る
こ
と
を
免
れ
る
と
と

も
に
、
真
の
主
体
性
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿
を
結
ぶ
に
あ
た
っ
て
、
仏
教
の
慈
悲
の
精
神
が
日
本
人
の
倫
理
・

宗
教
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
説
く
中
村
元
の
著
作
『
慈
悲
』
所

載
の
、
慈
悲
に
関
す
る
重
要
な
論
点
に
触
れ
て
お
こ
う）

8
（

。
中
村
は
、
凡
夫

の
慈
悲
つ
ま
り
現
実
を
生
き
る
人
間
の
慈
悲
と
、
仏
の
慈
悲
と
を
区
別
す

べ
き
と
指
摘
す
る
。
凡
夫
の
行
う
慈
悲
は
、
置
か
れ
た
状
況
に
左
右
さ
れ

る
、
そ
の
意
味
で
限
界
付
け
ら
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
往
々

に
し
て
そ
れ
が
忘
れ
ら
れ
、
凡
夫
は
、
慈
悲
と
い
う
「
善
行
」
を
行
う
自

分
に
執
着
し
が
ち
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
凡
夫
に
と
っ
て
、
自
分
の
慈
悲

が
仏
の
無
限
の
慈
悲
に
は
至
り
得
な
い
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
は
、
人
間

的
な
も
の
の
限
界
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
知
る
こ
と
に
よ
り
我
々

は
真
な
る
共
生
へ
と
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
考
察
し
た
日
本
の

伝
統
的
な
諸
思
想
は
、
ま
さ
に
、
こ
こ
で
中
村
が
指
摘
す
る
「
無
限
な
る

も
の
」
の
自
覚
に
よ
る
有
限
な
る
自
己
の
相
対
化
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈

に
お
い
て
主
張
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　【
付
記
】　
本
稿
は
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
提
題
の
際
に
配
布
し
た
原
稿
に
基
づ
く
。
紙

幅
の
関
係
で
本
文
を
一
部
省
略
し
註
も
大
幅
に
削
減
し
た
。


