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王
充
に
お
け
る
道
徳
の
実
践

j竜

里子

手B

雄

P

中
国
思
想
に
お
い
て
、
「
知
る
」
と
い
う
こ
と
の
主
要
な
意
味
は
、
道
徳
的
な
問
題
を
知
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
道
徳
的
な
価
値
や
人

聞
の
行
為
の
善
悪
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
中
国
人
は
、
知
る
こ
と
と
道
徳
的
な
行
為
と
が
不
可
分
の
状
態
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
中
国
思
想
に
お
け
る
認
識
論
を
考
え
る
ァ
場
合
、
も
の
を
い
か
に
し
て
知
る
か
、
と
い
う
こ
と
の
み
で
な
く
、
知
る
こ
と

と
道
徳
的
な
実
践
と
が
ど
の
よ
う
に
一
致
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
ま
で
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
後
漢
の
王
充
を
と
り
あ
げ
、
王
充
に
お
い
て
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
。
ま
た
、

知
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
な
ぜ
道
徳
的
意
識
が
導
き
出
さ
れ
て
き
た
の
か
。
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
実
践
で
き
る
の
か
、
と
い
う

こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

人
間
の
認
識
能
力

周
知
の
よ
う
に
、
王
充
は
気
が
集
ま
っ
て
万
物
や
人
聞
が
形
成
さ
れ
、
死
と
と
も
に
ま
た
気
に
散
じ
て
し
ま
う
と
考
え
て
い
た
。
だ

か
ら
、
万
物
と
人
間
と
は
共
通
の
要
素
で
あ
る
気
か
ら
成
り
立
っ
て
い
て
、
万
物
と
人
間
、
さ
ら
に
は
宇
宙
全
体
が
一
体
と
な
っ
て
い
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る
と
考
え
た
。

こ
の
よ
う
に
、
元
気
(
万
物
に
変
化
す
る
元
の
気
)
か
ら
万
物
が
生
じ
る
と
き
、
そ
こ
に
性
や
命
と
同
ビ
く
、
ル
怖
が
あ
た
え
ら
れ
る
。

人
神
気
を
用
て
生
、
ず
。
(
『
論
衡
』
論
死
篇
。
以
下
『
論
衡
』
か
ら
の
引
用
は
、
篇
名
の
み
を
記
す
。
)

で
は
、
こ
の
神
は
人
間
の
中
で
ど
の
よ
う
な
作
用
を
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
王
充
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

そ
れ
人
は
神
を
用
い
て
思
慮
す
。
思
慮
決
せ
ず
、
故
に
蕃
亀
に
問
う
。
:
:
:
そ
れ
思
慮
は
、
己
れ
の
神
な
り
。
:
:
:
一
身
の
神
、

胸
中
に
あ
り
て
思
慮
を
な
す
。
(
ト
筆
篇
)

す
な
わ
ち
、
人
間
に
あ
た
え
ら
れ
た
神
を
「
思
慮
す
る
も
の
」
(
思
躍
す
る
働
き
を
す
る
も
の
)
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

す
る
と
、
こ
の
「
思
慮
す
る
も
の
」
で
あ
る
人
間
の
神
は
、
物
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
認
識
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
王
充
は
、
次
の

よ
λ
ノ
に
い
弓
ノ
O

療
狂
の
病
あ
り
。
〔
し
か
し
〕
も
し
其
の
物
の
然
る
を
知
り
て
こ
れ
を
理
む
れ
ば
、
病
す
な
わ
ち
愈
ゆ
。
(
論
死
篇
)

人

「
療
狂
の
病
」
に
か
か
る
と
「
路
上
で
歌
い
泣
き
、
東
西
も
わ
か
ら
ず
、
案
、
暑
も
悟
ら
、
ず
、
自
分
の
病
気
に
も
気
づ
か
、
ず
、
空
腹
や
満

腹
も
解
さ
な
い
」
(
率
性
篇
)
と
い
う
呆
然
と
し
た
状
態
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
て
も
「
思
慮
す
る
も
の
」
に
よ

っ
て
そ
れ
を
分
析
し
、
そ
れ
に
対
処
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
お
さ
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
玉
充
は
い
う
。

そ
れ
論
の
、
精
を
留
め
意
を
澄
ま
さ
ず
、
有
し
く
も
外
効
を
も
っ
て
事
の
是
非
を
立
て
、
間
見
を
外
に
信
ピ
、
内
に
詮
訂
せ
、
ざ
る

は
、
こ
れ
耳
目
を
用
う
る
の
論
に
し
て
、
心
意
を
も
っ
て
議
せ
ざ
る
な
り
。
そ
れ
耳
目
を
も
っ
て
論
ず
れ
ば
、
す
な
わ
ち
虚
象
を

も
っ
て
言
を
な
す
。
虚
象
も
て
効
あ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
実
事
を
も
っ
て
非
と
な
す
。
こ
の
故
に
是
非
な
る
者
は
、
徒
だ
に
耳
目
の



た
ず

み
な
ら
ず
、
必
ず
心
意
を
聞
く
。
墨
〔
家
〕
の
議
は
心
を
も
っ
て
物
を
原
ね
ず
。
荷
し
く
も
聞
見
を
信
ず
れ
ば
、
す
な
わ
ち
効
験

章
明
な
り
と
躍
も
、
な
お
実
を
失
す
と
な
す
。
(
薄
葬
篇
)

こ
の
よ
う
に
、
人
間
に
備
わ
る
「
思
慮
す
る
も
の
」
の
重
要
性
を
説
く
。
耳
目
な
ど
に
よ
っ
て
経
験
的
に
あ
た
え
ら
れ
る
も
の
だ
け
で

は
、
「
実
を
失
す
」
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
王
充
の
認
識
は
単
に
経
験
的
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
必
ず
「
思
慮
す
る
も
の
」
を
用
い

て
も
の
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
天
が
あ
た
え
た
も
の
の
、
人
間
の
側
に
存
在
す
る
「
思
慮
す
る
も
の
」
は
、
そ
れ
で
は
逆
に
、
天
に
対
し
て
そ
れ
を

玉充における道徳の実践

知
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

王
充
に
お
け
る
天
の
意
味

王
充
は
唯
物
論
者
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
よ
く
引
用
さ
れ
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
で
あ
る
。

そ
れ
天
は
体
な
り
、
地
と
異
な
る
な
し
。
も
ろ
も
ろ
の
体
あ
る
者
は
、
耳
み
な
首
に
つ
く
。
体
と
耳
と
殊
な
る
も
の
、

い
ま
だ
こ

れ
あ
ら
ざ
る
な
り
。
天
の
人
を
去
る
は
、
高
さ
数
万
里
。
耳
を
し
て
天
に
つ
け
、
数
万
里
の
語
を
聴
か
し
む
る
も
、
聞
く
能
わ
ざ
る

な
り
O
i
-
-
-況
ん
や
天
と
人
と
体
を
異
に
し
、
音
の
人
と
殊
な
る
を
や
。
:
:
:
天
を
し
て
体
な
ら
し
む
か
。
耳
高
く
し
て
、
人
の

言
を
聞
く
能
わ
ず
。
天
を
し
て
気
な
ら
し
む
か
。
気
は
雲
煙
の
若
く
ん
ば
、
安
く
ん
ぞ
よ
く
人
の
辞
を
聴
か
ん
。
(
変
虚
篇
)

こ
こ
か
ら
、
王
充
が
天
の
感
覚
性
、
有
意
志
性
、
神
性
を
否
定
し
、
天
の
物
質
性
を
は
っ
き
り
と
規
定
し
た
と
の
結
論
を
導
く
。

(
侯
外
底
主
編
『
中
国
思
想
通
史
』
第
二
巻
、
二
七
八
頁
)
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私
は
こ
う
し
た
立
場
を
全
面
的
に
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。



20 

時
代
は
下
る
が
、
南
宋
の
朱
裏
は
経
伝
に
見
え
る
天
の
字
の
意
味
を
問
わ
れ
た
の
に
対
し
て
、

蒼
蒼
と
説
く
者
あ
り
、
主
宰
と
説
く
者
あ
り
、
単
に
理
と
訓
ず
る
時
あ
り
。
(
『
朱
子
語
類
』
巻
一

f間

と
答
え
た
。
経
伝
に
見
え
る
天
に
は
三
つ
の
意
味
、
す
な
わ
ち
、
物
質
的
な
天
体
を
あ
ら
わ
す
蒼
蒼
の
天
、
万
物
の
主
宰
者
を
意
味
す

る
天
、
理
と
い
う
概
念
と
同
義
語
で
あ
る
天
、
の
三
者
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

」
う
し
た
朱
票
の
考
え
は
、
王
充
の
い
う
天
を
理

解
す
る
場
合
に
も
有
効
で
あ
ろ
う
。

王
充
は
、
天
の
動
き
は
人
間
の
動
き
と
同
じ
く
、
有
為
的
、
有
意
志
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
説
を
批
判
し
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

天
の
動
行
す
る
や
、
気
を
施
す
な
り
。
体
動
け
ば
、
気
す
な
わ
ち
出
で
、
物
す
な
わ
ち
生
ず
。
な
お
人

気
を
動
か
す
が
ご
と
く
、

体
う
ご
い
で
気
す
な
わ
ち
出
で
、
子
も
亦
た
生
ま
る
る
な
り
。
そ
れ
人
の
気
を
施
す
や
、
も
っ
て
子
を
生
む
を
欲
す
る
に
あ
ら
ず
、

気
施
さ
れ
子
お
の
ず
か
ら
生
ま
る
る
な
り
。
天
動
い
て
も
っ
て
物
を
生
ず
る
を
欲
せ
ず
し
て
、
物
お
の
ず
か
ら
生
、
ず
。
此
れ
す
な

わ
ち
自
然
な
り
。
気
を
施
す
は
、
物
を
為
る
を
欲
せ
ず
し
て
、
物
お
の
ず
か
ら
為
す
。
此
れ
す
な
わ
ち
無
為
な
り
。
(
自
然
篇
)

天
は
、
な
に
か
を
生
も
う
と
す
る
よ
う
な
有
意
志
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
気
に
運
動
を
与
え
る
に
す
、
ぎ
な
い
。
そ
の
動
行
は
「
自

然
」
で
あ
り
、
「
無
為
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
存
在
す
る
だ
け
で
何
事
も
行
な
わ
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
存
在
し
て
、
万
物
に

気
を
施
す
主
体
と
な
り
、
万
物
を
生
ず
る
中
心
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
で
あ
る
。

人
・
物
は
天
に
繋
が
れ
、
天
〔
は
〕
人
・
物
の
主
た
る
な
り
。
(
変
動
篇
)

こ
れ
は
、
人
間
の
行
為
が
天
に
感
応
し
て
、
災
異
が
起
る
と
い
う
こ
と
を
批
判
し
て
の
意
見
で
あ
り
、
人
格
的
な
意
味
で
の
主
宰
者
の

す

批
判
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
の
「
人
・
物
の
主
」
と
い
う
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
天
は
、
人
や
物
を
統
べ
る
も
の
で
あ
る
。
す
る

と
、
王
充
は
、
万
物
の
統
一
者
と
し
て
の
天
と
い
う
存
在
は
認
め
て
い
た
と
い
え
る
。



こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
王
充
は
天
の
意
味
を
多
義
的
に
用
い
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
王
充
は
そ
の
多
義
性
を
区
別
し
て

使
用
せ
ず
、
す
べ
て
天
と
い
う
同
じ
語
で
表
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
私
は
、
玉
充
の
把
握
す
る
天
を
考
え
る
と
き
、
物
質
的
な
天
の

性
格
だ
け
を
見
る
の
で
は
な
し
に
、
統
一
者
的
な
天
の
性
格
と
し
て
把
え
て
い
る
点
も
考
慮
に
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

要
す
る
に
、
天
を
た
だ
単
に
物
質
的
な
も
の
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、

一
で
述
べ
た
よ
う
に
「
思
慮
す
る
も
の
」
は
「
物
と
し
て
の
天
」

を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
な
ら
話
は
簡
単
に
な
る
が
、
天
の
も
う
一
つ
の
性
格
、
す
な
わ
ち
「
統
一
者
と
し
て
の
天
」
は
単

な
る
物
で
は
な
い
の
で
、

は
た
し
て
人
間
の
「
思
慮
す
る
も
の
L

で
把
握
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
王
充
は
統
一
者
的
な
天

玉充における道徳の実践

を
ど
の
よ
う
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

天
の
知
り
方

天
の
万
物
に
対
す
る
播
理
性
は
、
人
の
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
人
が
知
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
、
万
物
の
生
成
の
よ

動
い
て
物
を
生
ず
る
を
欲
せ
ず
し
て
、
物
お
の
ず
か
ら
生
、
ず
」
と
い
う
形
で
し
か
、

す
な
わ
ち
自
然
無
為
と
し
て
し
か
、
天
の
撮
理
性
を
認
識
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
は
天
の
統
一
者
的
性
格
を
、
部
ず
か
ら
(
ひ
と

う
な
所
与
的
な
現
象
の
み
で
あ
る
。
人
は
「
天

り
で
に
)
そ
の
よ
う
に
な
る
も
の
と
し
て
し
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
王
充
は
人
聞
が
知
る
こ
と
の
で
き
る
、
こ
う
し
た
所
与
的
な
現
象
を
「
自
然
無
為
は
、
天
の
道
な
り
」
(
初
菓
篇
)
と
い
う

ふ
う
に
天
道
と
よ
ん
だ
。

こ
の
王
充
の
い
う
道
(
天
道
)
は
、
『
論
語
』
の
中
で
、
「
天
な
に
を
か
言
わ
ん
や
。
四
時
行
わ
れ
、
百
物
生
ず
。
天
な
に
を
か
言
わ
ん

21 

ゃ
。
四
時
行
わ
れ
、
百
物
生
、
ず
。
天
な
に
を
か
言
わ
ん
や
」
(
陽
貨
篇
)
と
さ
れ
る
も
の
に
通
ず
る
。
王
充
は
、
こ
の

『
論
語
』
の
こ
と
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ば
を
次
の
よ
う
に
説
く
。

孔
子
日
く
「
天
な
に
を
か
言
わ
ん
や
。
四
時
行
わ
れ
、
百
物
生
、
ず
」
と
。
天
言
わ
ざ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
ま
た
人
の
言
を
聴
か
ず
。

天
道
は
自
然
無
為
な
り
。
(
ト
盤
篇
)

ま
た
、
王
充
は
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
言
う
。

天
道
は
無
為
な
り
、
故
に
春
は
生
ず
る
を
な
さ
ず
。
夏
は
長
ず
る
を
な
さ
ず
。
秋
は
成
す
る
を
な
さ
ず
。
冬
は
蔵
す
る
を
な
さ
ず
。

陽
気
お
の
ず
か
ら
起
り
て
、
物
お
の
ず
か
ら
成
蔵
す
。
(
自
然
篇
)

ま
た
、
王
充
よ
り
時
代
は
前
に
な
る
が
、
前
漢
の
董
仲
箭
は
、
『
春
秋
繁
露
』
の
中
で
、

天
の
道
は
、
春
媛
か
く
し
て
も
っ
て
生
じ
、
夏
暑
く
し
て
も
っ
て
養
い
、
秋
清
に
し
て
も
っ
て
殺
し
、
冬
寒
く
し
て
も
っ
て
蔵
す
。

(
四
時
之
副
篇
)

と
天
道
を
説
明
す
る
。

王
充
に
あ
っ
て
も
、
天
道
は
四
時
の
運
行
だ
と
か
、
万
物
の
生
の
営
み
と
い
う
、
現
実
世
界
の
現
象
性
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。

す
る
と
、
人
聞
は
統
一
者
と
し
て
の
天
に
対
し
て
、
認
識
す
る
こ
と
を
放
棄
し
、

天
と
人
と
は
道
を
同
ビ
く
し
、
好
悪
〔
は
〕
心
を
均
し
く
す
。
(
奇
怪
篇
)

と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
た
だ
単
に
天
の
行
為
(
天
道
)
と
人
聞
の
行
為
(
人
道
)
と
の
合
致
を
言
う
以
外
に
は
な
い
の
で

あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
は
天
の
掻
理
と
と
も
に
動
く
こ
と
に
な
り
、
天
の
行
為
に
合
致
す
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
が

出
て
く
る
。
「
好
悪
〔
は
〕
心
を
均
し
く
」
な
り
、
天
の
道
徳
的
な
価
値
判
断
と
合
致
さ
せ
て
ゆ
け
る
道
が
聞
か
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
人
聞
は
だ
れ
で
も
天
の
行
為
に
合
致
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。



四

聖
人
に
よ
る
道
徳
の
実
践

王
充
に
と
っ
て
人
聞
が
善
の
行
為
を
行
う
と
き
は
、
統
一
者
の
行
為
と
し
て
の
天
道
(
自
然
無
為
)
に
合
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
、

道
徳
的
な
価
値
判
断
の
基
準
と
な
る
。
王
充
は
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

b
a
h
v

ド
h

，、

人
道
は
善
を
善
し
、
悪
を
悪
む
。
善
に
施
す
に
は
賞
を
も
っ
て
し
、
悪
に
加
う
る
に
は
罪
を
も
っ
て
す
。
天
道
よ
ろ
し
く
然
る
ベ

し
。
(
謹
告
篇
)

王充における道徳の実践

道
徳
仁
義
は
、
天
の
道
な
り
。
戦
栗
恐
憶
は
、
天
の
心
な
り
。
道
を
廃
し
徳
を
滅
す
る
は
、
天
の
道
を
賎
し
む
。
航
船
も
て
恐
酔

す
る
は
、
天
の
意
に
惇
る
。
(
弁
崇
篇
)

王
充
は
、
こ
う
し
た
天
道
に
合
致
す
る
人
道
の
体
現
者
と
し
て
、
聖
人
を
設
定
す
る
。

至
徳
純
渥
の
人
は
、
天
の
気
を
裏
く
る
こ
と
多
し
、
故
に
よ
く
天
に
賊
り
自
然
無
為
な
り
。
気
を
菓
く
る
こ
と
薄
少
な
れ
ば
、
道

徳
に
遵
わ
ず
、
天
地
に
似
ず
、
故
に
不
肖
と
日
ぅ
。
(
自
然
篇
)

こ
れ
は
、
徳
の
す
ぐ
れ
た
人
は
、
天
道
(
自
然
無
為
)
に
自
己
の
行
為
を
合
致
で
き
る
が
、
そ
う
で
な
い
人
は
、
天
道

(
l道
徳
)

に
し
た
が
わ
ず
、
天
地
の
運
行
に
行
為
が
合
致
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
聖
人
の
そ
う
し
た
卓
越
性
を
王
充
は
い
ろ
い
ろ
な
角

度
か
ら
述
べ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
文
の
よ
う
に
で
あ
る
。

上
天
の
心
、
聖
人
の
胸
に
あ
り
、
そ
の
詰
告
す
る
に
及
び
で
は
、
聖
人
の
口
に
あ
り
、
聖
人
の
言
を
信
ぜ
ず
、
か
え
っ
て
災
異
の

気
を
然
り
と
し
、
上
天
の
意
を
求
索
す
る
は
、
何
ぞ
そ
れ
遠
き
ゃ
。
(
謹
告
篇
)

23 

さ
で
、
王
充
は
聖
人
以
外
の
人
間
に
つ
い
て
、
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人
の
善
悪
は
、
共
に
元
気
を
一
に
す
。
〔
し
か
し
〕
気
に
少
多
あ
り
。
故
に
性
に
賢
息
あ
り
。
(
率
性
篇
)

と
い
い
、
気
の
多
少
に
よ
る
賢
愚
の
差
を
認
め
る
。
さ
ら
に
、
「
善
人
は
道
に
順
う
。
悪
人
は
天
に
違
う
」
(
福
虚
篇
)
と
い
い
、
聖
人
と

そ
の
他
の
者
と
を
区
別
す
る
。
聖
人
は
容
易
に
天
道
に
の
っ
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

で
は
聖
人
以
外
の
者
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
に
引
い
た
「
譜
告
篇
」
の
文
に
一
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
た
だ
「
聖

人
の
言
」
を
天
の
意
志
と
し
て
聞
く
の
み
で
あ
る
の
か
。
そ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
王
充
の
自
然
無
為
観
を
も
う
一
度
見
て

み
る
こ
と
に
す
る
。

五

聖
人
以
外
の
人
閉
め
道
徳
の
実
践

道
家
の
思
想
で
は
、
作
為
的
な
も
の
を
否
定
し
、
自
然
無
為
を
尊
ぶ
。
王
充
も
こ
う
し
た
考
え
に
そ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
自
然
無
為

を
重
視
す
る
。
し
か
し
、
王
充
は
そ
の
反
面
、
こ
う
し
た
自
然
無
為
だ
け
で
は
不
完
全
で
あ
り
、
可
能
な
範
囲
に
お
い
て
は
、
そ
れ
に

補
助
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
に
で
あ
る
。

然
れ
ど
も
自
然
と
躍
も
、
ま
た
す
べ
か
ら
く
輔
助
を
為
す
こ
と
あ
る
べ
し
。
来
和
も
て
耕
転
し
、
春
に
よ
り
て
播
種
す
る
者
は
、

人
こ
れ
を
為
す
な
り
。
〔
し
か
し
〕
穀
の
地
に
入
る
に
及
び
て
や
、
日
夜
長
大
せ
し
む
る
〔
と
い
う
こ
と
〕
は
、
人
な
す
能
わ
ざ
る

を
五
ろ

な
り
。
〔
に
も
か
か
わ
ら
ず
〕
或
い
は
こ
れ
を
な
す
は
、
敗
の
道
な
り
。
宋
人
に
そ
の
苗
の
長
ぜ
ざ
る
を
脆
う
る
者
あ
り
。
就
き
て

ひ

し

わ

ず

こ
れ
を
堰
け
ば
、
明
日
枯
死
す
。
そ
れ
自
然
に
〔
対
し
て
無
理
に
〕
為
せ
ん
と
欲
す
る
者
は
、
宋
人
の
徒
な
り
。
(
自
然
篇
)

こ
の
よ
う
に
、
自
然
を
尊
ぶ
、
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
一
定
限
界
の
補
助
的
人
為
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え

は
、
王
充
だ
け
の
特
別
の
も
の
で
は
な
い
。
広
く
儒
家
の
中
に
見
ら
れ
る
考
え
で
あ
る
。



み

が

ニ

ニ

故
に
玉
琢
か
ざ
れ
ば
、
器
を
成
さ
ず
。
入
学
ば
ざ
れ
ば
、
道
を
知
ら
ず
。
:
:
:
是
を
も
っ
て
自
然
の
性
あ
り
と
離
も
、
必
ず
師
停

を
立
つ
。
(
『
白
虎
通
』
昨
薙
篇
)

と
あ
る
の
が
、
そ
の
例
で
あ
る
。
す
る
と
、
王
充
の
自
然
無
為
観
の
中
に
は
、
儒
家
的
な
考
え
が
潜
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
道
家
の
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
儒
家
的
な
考
え
も
見
ら
れ
る
王
充
の
自
然
無
為
観
は
、
ど
こ
か
ら
出
て
き
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
王
充
の
人
間
観
か
ら
す
る
と
、
世
の
中
が
聖
人
だ
け
で
あ
る
な
ら
、
も
し
く
は
、
天
か
ら
あ
た
え
ら
れ
た
性
が
善
だ
け
で

王充における道徳の実践

あ
る
な
ら
、
自
己
に
賦
与
さ
れ
た
性
を
つ
く
し
て
、
天
道
に
し
た
が
え
ば
よ
い
。
だ
が
現
実
は
、
す
べ
て
が
聖
人
で
あ
り
、
性
が
善
の

人
間
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
う
で
な
い
人
間
の
た
め
に
、
玉
充
は
礼
に
よ
っ
て
天
道
に
合
致
す
る
こ
と
を
説
く
。

富
貴
は
み
な
人
の
欲
す
る
と
こ
ろ
な
り
。
君
子
の
行
な
い
あ
り
と
躍
も
、
な
お
飢
渇
の
情
あ
る
が
ご
と
し
。
〔
し
か
し
〕
君
子
は
酔

く
礼
を
も
っ
て
情
を
防
ぎ
、
義
を
も
っ
て
欲
を
割
く
。
故
に
道
に
循
う
を
う
。
道
に
循
え
ば
す
な
わ
ち
禍
な
し
。
(
答
怯
篇
)

そ
し
て
、
そ
の
た
め
玉
充
は
学
問
を
重
視
す
る
。

故
に
そ
れ
学
は
情
に
反
し
て
性
を
治
め
、
材
を
尽
く
し
て
徳
を
成
す
ゆ
え
ん
な
り
。
(
量
知
篇
)

た
と
え
、
性
が
悪
で
あ
る
人
聞
に
も
、

A
7
か
の
性
悪
の
人
:
:
:
教
導
す
る
に
学
を
も
っ
て
し
、
漸
漬
(
『
漢
書
』
董
仲
皆
伝
の
顔
師
古
の
注
で
は
「
漸
」
も
「
漬
」
も
浸

潤
の
意
)
す
る
に
徳
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
ま
た
ま
さ
に
日
に
仁
義
の
操
あ
ら
ん
と
す
。
(
率
性
篇
)

と
述
べ
る
よ
う
に
、
教
化
の
意
義
を
認
め
る
。
こ
れ
は
実
は
、
道
家
的
な
無
為
自
然
観
と
対
立
す
る
考
え
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
道
家

25 

に
わ
い
て
は
学
問
、
教
化
は
有
為
の
も
の
と
し
て
逆
説
的
に
否
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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自
然
無
為
の
中
に
も
一
定
範
囲
の
有
為
の
有
用
性
を
認
め
た
王
充
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

そ
れ

天
道
(
「
天
」
字
は
、
「
夫
」
字
で
は
な
い
か
と
す
る
黄
嘩
の
説
が
あ
る
。
仮
に
こ
の
説
に
従
え
ば
、
「
道
」
は
方
法
と
い
っ
た
意
味

に
な
ろ
う
)
に
真
偽
あ
り
、
真
な
る
者
は
固
よ
り
お
の
ず
か
ら
天
と
相
い
応
ず
。
偽
な
る
者
は
人
〔
が
〕
知
巧
を
加
え
、
亦
た
真

な
る
者
と
も
っ
て
異
な
る
な
き
な
り
。
(
率
性
篇
)

こ
の
場
合
の
「
偽
」
と
は
、
も
ち
ろ
ん
「
知
巧
を
加
う
」
と
い
う
作
為
の
意
味
で
あ
る
。
ま
た
、
引
用
し
た
率
性
篇
の
全
体
の
文
意
で

は
技
術
的
作
為
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
拡
大
し
て
広
く
一
般
的
な
方
法
と
も
解
し
た
。

す
る
と
、
王
充
は
天
に
合
致
す
る
方
法
と
し
て
、
二
と
お
り
あ
る
と
考
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

一
つ
は
、
「
固
よ
り
わ
の
ず
か
ら
」

合
致
す
る
「
真
」
な
る
方
法
。
こ
れ
は
、
聖
人
の
場
合
に
可
能
で
あ
ろ
う
。
二
つ
め
は
、
「
知
巧
を
加
え
て
」
合
致
す
る
と
い
う
「
偽
(
有

為
)
」
の
方
法
。
こ
れ
は
、
人
間
の
努
力
に
よ
る
方
法
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
王
充
は
天
道
に
合
致
す
る
行
為

(
人
道
)
と
し
て
、
人
間
側
の
努
力
に
よ
っ
て
あ
る
い
は
可
能
な
方
法
を
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
、

一、Bae--

、
五
ま
で
の
所
説
を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

人
間
は
、
天
か
ら
あ
た
え
ら
れ
た
「
思
慮
す
る
も
の
L

を
用
い
て
、
も
の
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
王
充
は
考
え
た
。

人
間
に
こ
う
し
た
能
力
を
あ
た
え
る
天
は
、
物
質
的
性
格
を
有
す
る
だ
け
で
な
く
、
万
物
の
統
一
者
、
万
物
を
生
み
出
す
主
動
因
の

性
格
を
も
有
す
る
。

こ
の
よ
う
な
統
一
者
的
な
天
の
播
理
性
は
、
人
間
に
と
っ
て
理
解
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
天
の
播
理
性
の
反
映

し
た
天
の
動
行
は
、
「
無
為
自
然
」
と
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
天
の
動
行
に
自
分
の
行
為
を
合
致
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、



天
の
掻
理
を
知
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
。
す
る
と
、
世
界
の
秩
序
に
自
分
の
行
為
を
合
致
さ
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に

は
当
然
命
令
的
規
範
的
な
意
味
あ
い
、
「

1
す
べ
し
」
と
い
う
意
識
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。

王
充
は
、
こ
の
よ
う
な
天
の
う
ご
き
に
合
致
す
る
行
為
を
実
践
で
き
る
人
間
と
し
て
、
聖
人
を
設
定
す
る
。
聖
人
は
あ
る
が
ま
ま
で

実
践
で
き
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
世
の
中
は
聖
人
の
み
で
は
な
い
。
で
は
、
聖
人
以
外
の
人
間
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
王
充
は
、
そ
う
し
た
人

聞
は
学
問
や
知
巧
を
加
え
て
道
徳
的
な
行
為
を
実
践
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
て
い
た
。

玉充にわける道徳の実践

(
大
学
院
後
期
課
程
学
生
)
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