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つ
い
私
一
人
、

こ
の
席
を
汚
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
恐
ら
く
、
狩
野

本

H
は
懐
徳
堂
の
二
十
周
年
記
念
祭
に
常
り
ま
し
て
、

戴
く
こ
と
は
、
洵
に
身
に
餘
る
光
榮
と
存
じ
ま
ず
。
最
初
の
御
豫
定
で
は
、
狩
野
先
生
が
御
出
講
下
ざ
る
筈
で
あ
り
ま

し
た
。
狩
野
先
生
と
私
と
が
お
話
ざ
せ
て
戴
く
と
い
ふ
筈
で
あ
り
ま
し
た
所
が
、
先
生
が
俄
に
少
し
、
御
所
労
の
た
め

に
御
出
席
出
来
ま
せ
ん
で
、

先
生
は
非
常
に
緻
密
な
お
話
を
遊
ば
す
こ
と
＼
考
へ
ま
し
た
の
で
、
私
は
、

上
げ
た
い
、
斯
う
考
へ
ま
し
て
、
『
儒
教
の
倫
理
観
』
と
い
ふ
や
う
な
、
非
常
に
大
袈
裟
な
表
題
を
掲
げ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

懐
儒

数

の

倫

理

観

そ
の
前
席
に
極
く
大
ザ
ッ
パ
な
命
話
を
申

信

数

の

倫

理

観

磁

第

十

五

琥

（
堂
友
會
貝
籐
塚
誠
二
速
記
）

不
肖
私
が
念
招
き
を
う
け
ま
し
て
、

武

内

一
場
の
お
話
を
ざ
せ
て

義

雄



し
か
し
私
自
身
の
興
味
か
ら
申
し
ま
す
と
、
斯
う
い
ふ
大
き
な
問
題
よ
り
は
、

も
う
少
し
、
細
か
い
問
題
を
話
ざ
し
て

戴
い
た
方
が
よ
か
っ
た
か
と
思
ひ
ま
す
が
、
最
初
さ
う
い
ふ
風
に
考
へ
た
も
の
で
す
か
ら
、
今
夏
髪
へ
る
こ
と
も
出
来

こ
の
大
袈
裟
な
表
題
の
下
に
暫
く
御
消
聰
を
お
願
ひ
致
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。

題
目
は
儒
教
の
倫
理
観
と
申
し
ま
し
た
が
、
儒
教
は
申
す
ま
で
も
な
く
、
孔
夫
子
を
開
訓
と
致
し
ま
し
て
、

と
い
ふ
や
う
な
表
題
の
下
に
お
話
す
る
の
は
、
む
し
ろ
、
乱
暴
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
と
存
じ
ま
ず
。

の
極
く
、
重
要
な
貼
を
捉
へ
ま
し
て
、

一
寸
考
へ
て
み
た
い
と
m心
ひ
ま
ず
。

話
を
一
寸
ざ
し
て
戴
き
ま
す
。

そ
れ
で

そ
の
後

現
在
に
至
る
ま
で
、
凡
竺
一
千
五
百
年
の
永
い
歴
史
を
も
つ
て
居
り
ま
ず
。
従
っ
て
こ
れ
を
一
概
に
、
儒
教
の
倫
理
翻

し
か
し
そ
の
内

ざ
う
し
て
儒
教
の
倫
理
観
は
ど
う
い
ふ
も
の
で
あ
ら
う
か
と
い
ふ
や
う
な
こ
と

で
、
私
が
斯
う
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
考
へ
る
や
う
に
た
り
ま
し
た
動
機
の
お

そ
れ
は
、
先
年
廣
島
に
参
り
ま
し
て
、
廣
島
文
理
科
大
學
の
西
博
士
に
命
目
に
か
ヽ
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
博
士

は
文
理
科
大
學
で
、
倫
理
學
の
講
座
を
掬
任
し
て
居
ら
れ
る
碩
學
で
あ
り
ま
す
。
私
は
前
に
、

西
先
生
の
害
物
を
一
寸

拝
見
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
大
礎
興
味
深
く
戚
じ
ま
し
た
の
で
、
私
が
興
味
深
く
戚
じ
ま
し
た
と
い
ふ
の
は
、
私

共
が
チ
ョ
イ
／
＼
見
ま
す
倫
理
學
の
書
物
は
大
抵
西
洋
の
倫
理
學
を
紹
介
し
た
も
の
と
か
、
或
は
そ
れ
を
基
礎
に
し
て

研
究
ざ
れ
た
も
の
と
か
い
ふ
や
う
な
種
類
の
著
述
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
西
博
士
の
倫
理
學
に
は
非
常
に
東
洋
的

な
お
考
へ
が
あ
る
や
う
に
見
受
け
ま
し
た
の
で
、

を、 ま
せ
ず
、 懐

徳

そ
の
貼
に
就
て
興
味
深
く
思
つ
て
讀
ん
だ
の
で
あ
り
ま
す
。



博
士
に
お
目
に
か
A

っ
た
時
に
、
先
生
の
倫
理
學
を
非
常
に
面
白
く
拝
讀
致
し
ま
し
た
。
私
が
讀
み
ま
し
た
所
で
は
、

非
常
に
術
教
的
の
お
考
へ
を
も
つ
て
い
ら
っ
し
や
る
や
う
に
戚
じ
ま
す
が
、
先
生
が
あ
A

い
ふ
風
な
倫
理
學
を
お
立
て

に
た
り
、
組
立
な
ざ
れ
た
の
は
ど
う
い
ふ
や
う
な
動
機
か
ら
で
あ
り
ま
せ
う
か
。
斯
う
お
伺
ひ
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ざ
う
し
ま
す
と
、
博
士
の
お
答
へ
は
斯
う
い
ふ
の
で
あ
り
ま
し
た
。
自
分
は
長
年
此
庫
で
倫
理
學
の
講
義
を
し
て
ゐ
る

道
徳
を
設
明
す
る
も
の
で
あ
る
、
従
っ
て
ド
イ
ツ
の
倫
理
學
に
は
ド
イ
ツ
の
特
色
が
あ
り
、

フ
ラ
ン
ス
の
特
色
が
あ
り
、

れ
か
ら
成
程
と
思
つ
て
、
今
ま
で
讀
ん
だ
所
の
害
物
を
讀
み
返
し
て
み
る
と
、

の
國
民
道
徳
の
説
明
で
あ
り
、

の
説
明
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
氣
付
い
た
。

國
や
ド
イ
ツ
の
倫
理
學
を
そ
の
ま
A

受
賣
り
し
て
そ
れ
で
よ
い
で
あ
ら
う
か
。
考
へ
て
み
る
と
、

は
れ
な
い
で
あ
ら
う
と
考
へ
て
、
ど
う
い
ふ
風
に

8
本
の
倫
理
學
を
組
立
て
た
ら
よ
い
か
と
い
ふ
こ
と
を
い
ろ
／
＼
考

へ
た
の
で
あ
る
が
、
結
局
は
、

四
害
の
朱
註
を
精
細
に
讀
ん
で
判
ら
な
い
所
は
、
服
部
富
三
郎
ざ
ん
と
い
ふ
朱
子
學
の
大
家
が
い
ら
つ
し
や
っ
た
の
で
、

倍

数

の

倫

理

観

の
國
民
逍
穂
が
あ
る
繹
で
あ
る
。 又

、
英
國
の
倫
理
學
に
は
英
國
の
特
色
が
あ
る
、
斯
う
い
ふ
こ
と
が
苦
い
て
あ
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
の
は
フ
ー
フ
ン
ス
の
國
民
逍
穏
の
説
明
で
あ
り
、
英
國
の
は
英
國
の
國
民
逍
穂

し
か
ら
ば
、

そ
れ
に
、
倫
理
と
い
ふ
も
の
は
結
局
國
民

成
程
、

フ
ラ
ン
ス
の
倫
理
學
に
はそ

ド
イ
ツ
の
倫
理
學
は
ド
イ
ツ

日
本
に
於
て
、
倫
理
學
の
説
明
を
講
義
す
る
と
す
れ
ば
、
英

こ
の
國
民
道
癒
を
基
礎
に
し
た
倫
理
學
で
な
く
ち
ゃ
‘

H
本
の
國
民
道
徳
に
一
番
璽
大
な
関
係
を
も
つ
て
ゐ
る
の
は
四
害
の
朱
註
で
あ
る
か
ら
、

が
、
あ
る
時
に
、

フ
ラ
ン
ス
の
何
ん
と
か
い
ふ
學
者
の
著
述
を
讀
ん
だ
が
、

日
本
に
は

H
本
獨
特

8
本
の
倫
理
學
で
あ
る
と
い



H
本
の
道
穂
、
或
は
西
洋
の
道
偲
と
い
ふ
も
の
が
、

い
ろ

l
＼
な
方
面

そ
の
間
に
違
ふ
所
が
あ
り
と
す
れ
ば
、
ど
う
い
ふ
勁
で
あ
ら
う

そ
の
先
生
に
御
相
談
し
て
、

へ
て
、
多
年
考
へ
た
結
果
が
、

面
白
い
、

考
へ
て
、

懐

ざ
う
し
て
西
洋
人
が
や
る
や
う
に
、
朱
子
學
の
道
穏
を
思
想
的
に
把
握
し
て
み
た
い
と
考

あ
A

い
ふ
や
う
た
も
の
に
な
っ
た
の
だ
と
い
ふ
命
答
へ
で
あ
り
ま
し
た
。

と
申
し
て
は
失
需
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、

興
味
の
深
い
命
言
葉
だ
と
拝
認
し
て
蹄
り
ま
し
た
。

か
。
丁
度
西
博
士
の
お
言
葉
の
や
う
に
考
へ
て
ゆ
く
と
、

そ
れ
ぢ
や
、
私
は
、
儒
教
の
道
徳
思
想
と
、

と
を
少
し
考
へ
て
み
た
の
で
あ
り
ま
す
。

遡
つ
て
考
へ
る
と
、
割
合
に
、

そ
の
間
に
違
ひ
目
が
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
斯
う

西
洋
の
も
の
と
、
何
慮
か
に
逹
ふ
所
が
な
か
ら
う
か
と
い
ふ
こ

そ
の
考
へ
ま
し
た
所
は
至
っ
て
お
粗
末
で
あ
り
ま
し
て
、

か
ら
翻
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
が
、
私
が
氣
付
き
ま
し
た
所
の
た
ゞ
―
つ
の
勁
に
就
て
、

申
上
げ
ま
し
て
、
皆
様
の
御
訂
正
を
お
願
ひ
し
た
い
と
考
へ
る
の
で
あ
り
ま
ず
。

こ
れ
は
大
髪

お
話

段
々
に
骰
逹
致
し
ま
し
た
偏
教
と
か
、
或
は
西
洋
で
も
段
々
に
骰
逹
致
し
ま
し
た
倫
理
學
と
い
ふ
も
の
に
就
て
、
雨

方
比
較
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
餘
程
の
學
識
の
あ
る
方
で
な
い
と
困
難
で
あ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
が
、
極
く
初
め
の
方
に

そ
の
特
色
が
掴
み
得
る
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
考
へ
る
の
で
あ
り
ま
ず
。
立
派
な
お

宅
を
訪
問
致
し
ま
し
て
、
立
派
な
玄
関
に
立
つ
て
案
内
を
乞
う
て
、
應
接
間
に
通
ざ
れ
た
の
で
は
、
な
か
／
＼
そ
の
御

家
庭
の
模
様
を
知
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
が
、
裏
口
か
ら
一
寸
は
い
つ
て
覗
い
て
み
る
と
、
却
つ
て
そ
の
家
庭
の
模
様

が
判
る
と
い
ふ
や
う
に
、
立
派
な
倫
理
學
の
怪
形
を
成
し
た
も
の
に
就
て
考
へ
る
よ
り
も
、
極
く
出
初
め
の
所
に
就
て

想

四



考
へ
た
ら
、

そ
の
特
色
が
掴
め
な
い
か
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

現
在
日
本
に
於
き
ま
し
て
は
、

て
居
り
ま
す
。

西
洋
の
エ
シ
ッ
ク
ス

こ
の
倫
理
と
い
ふ
言
葉
は
、
矢
張
、
僻
教
の
範
典
に
初
め
て
出
て
来
る
文
句
で
あ
り
ま
し
て
、
私
の
知

る
範
間
に
於
て
は
、
膿
記
の
中
の
業
記
と
い
ふ
篇
に
出
て
参
つ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
燈
記
は
漢
の
時
代
に
戴
亜
と

い
ふ
學
者
が
編
纂
し
た
も
の
で
、
少
く
と
も
そ
れ
以
前
の
材
料
を
蒐
め
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
麓
記
は
四
十
九
篇
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
第
十
九
番
目
に
柴
記
と
い
ふ
篇
が
あ
り
ま
し
て
、
季
日
榮
の
こ
と
を
書
い
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の

中
に
倫
理
と
い
ふ
言
葉
が
初
め
て
出
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。

者
也
。
業
者
通
二
倫
理
一
者
也
。
是
故
知
＞
啓
而
不
＞
知
＞
昔
者
禽
獣
是
也
。
知
＞
幸
日
而
不
＞
知
＞
衆
者
衆
庶
是
也
。
唯
君
子
盆
r-

能
知
1
>

業
。
是
故
審
＞
贅
以
知
＞
一
平
日
。
審
＞
昔
以
知
＞
柴
。

言
1
>

昔゚

五

そ
れ
で
倫
理
と
い
ふ
言
葉
に
就
て
考
へ
て
み
た
い
と

そ
の
言
葉
を
朗
讀
致
し
ま
す
と
『
凡
昔
者
生
二
於
人
心
―

審
＞
柴
以
知
＞
政
。
而
治
道
備
突
。
是
故
不
＞
知
＞
臀
者
。
不
盗
塁
典

不
＞
知
＞
昔
者
不
＞
可
二
典
言
＞
業
。
知
＞
柴
則
幾
二
於
麓
一
突
。
霞
架
皆
得
謂
一
之
有
徳
f

』
斯
う
い
ふ
こ
と
が
書
い
て

あ
り
ま
ず
。
恐
ら
く
啓
と
い
ふ
の
は
言
葉
の
こ
と
で
あ
り
ま
ず
し
、
昔
と
い
ふ
の
は
調
子
の
あ
っ
た
年
日
柴
的
な
音
で
あ

ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
架
と
い
ふ
の
は
部
に
調
子
の
合
っ
た
音
業
と
い
ふ
だ
け
で
な
し
に
、
そ
こ
に
人
間
の
心
を
融
和
ざ
せ

る
と
い
ふ
や
う
た
目
的
を
も
っ
た
も
の
が
、
柴
で
あ
ら
う
と
斯
う
考
へ
ま
す
。
そ
こ
で
業
を
知
る
も
の
は
君
子
の
み
で
あ

つ
て
、
ざ
う
し
て
業
を
知
る
こ
と
に
依
つ
て
、
初
め
て
有
穂
の
人
と
な
り
得
る
と
い
ふ
所
か
ら
考
へ
ま
す
と
、
倫
理
と
い

儒

数

の

倫

理

観

思
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

(
E
t
h
i
c
s
)
 

と
い
ふ
言
葉
が
、
倫
理
と
い
ふ
言
葉
に
麟
繹
ざ
れ



社
會
の
道
と
か
い
ふ
や
う
な
意
味
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。

れ
ま
ず
が
、

い
ふ
謡
味
に
な
る
だ
ら
う
と
思
び
ま
ず
。

ふ
こ
と
は
、
所
謂
人
間
の
逍
怨
で
あ
ら
う
と
い
ふ
こ
と
が
、
大
怪
想
像
が
出
来
る
と
思
び
ま
す
が
、
少
し
く
そ
の
文

字
を
調
べ
て
み
ま
ず
と
、
倫
の
字
は
人
偏
に
Anll
の
字
を
掛
い
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、

た
ゞ
競
音
を
現
は
す
の
み
で
、

た

ゞ
人
間
に
関
す
る
も
の
で
命
の
年
日
で
競
音
ざ
れ
る
も
の
が
倫
で
あ
り
ま
す
。
設
文
を
開
い
て
み
ま
す
と
、
倫
は
J
A
>
人
、

倫
臀
、
輩
也
と
註
秤
ざ
れ
て
居
り
ま
ず
。
輩
と
い
ふ
の
は
、
と
も
が
ら
、
朋
輩
と
い
ふ
や
う
な
意
味
で
あ
り
ま
せ
う
か
ら
、

〈
rnl
と
い
ふ
字
は
朋
翡
と
い
ふ
意
味
で
あ
り
ま
せ
う
が
、
併
し
人
偏
が
附
い
て
ゐ
る
所
か
ら
考
へ
る
と
、
人
間
の
仲
間
と

そ
れ
か
ら
柴
記
の
古
い
註
秤
に
、
鄭
玄
の
註
と
い
ふ
の
が
あ
り
ま
し
て
、

と
註
秤
ざ
れ
て
居
り
ま
す
。
類
と
い
ふ
の
も
、
人
類
と
か
、
烏
類
と
か
い
ふ
類
の
意
味
で
あ
り
ま
す
。
結
局
、
倫
の
字

は
こ
の
二
つ
を
綜
合
し
て
み
ま
す
と
、
人
類
の
朋
輩
、
人
間
同
志
の
間
柄
と
い
ふ
謡
味
だ
ら
う
と
思
は
れ
ま
す
。

た
ま

こ
れ
と
詞
じ
ゃ
う
に
玉
に
属
す
る
も
の
で

昔
ざ
れ
る
も
の
で
、

こ
れ
が
轄
換
し
て
、

次
に
理
と
い
ふ
字
は
玉
偏
に
里
を
書
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、

ぎ
よ
く

そ
れ
は
玉
の
筋
目
の
正
し
い
綺
麗
な
模
様
の
は
い
つ
て
ゐ
る
の
が
最
初
の
意
味
で
あ
ら
う
と
忠
は

も
っ
と
抽
象
的
な
條
理
と
い
ふ
意
味
に
な
り
ま
し
て
、
ざ
う
し
て
條
理
の
あ
る
所

は
人
間
の
道
と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
て
、
後
に
は
理
が
道
と
い
ふ
意
味
に
髪
化
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ざ
う
考
へ
て
み
ま

ず
と
、
倫
理
と
い
ふ
こ
と
は
人
間
仲
間
の
道
と
い
ふ
こ
と
で
な
い
か
と
思
ひ
ま
ず
。
も
う
少
し
現
代
的
に
い
へ
ば
人
間

懐

徳．

そ
れ
を
見
ま
す
と
、
倫
と
い
ふ
の
は
類
也

六

『
リ
』
と
碑



七

そ
れ
な
ら
ば
、
な
ん
で
、
主
日
業
が
人
間
社
會
の
道
を
通
ず
る
か
と
い
ふ
疑
問
が
起
る
と
思
び
ま
ず
。

作
者
は
昔
業
を
ど
う
い
ふ
や
う
に
見
て
ゐ
る
か
と
申
し
ま
ず
と
、
業
記
の
中
に
斯
う
い
ふ
言
業
が
あ
り
ま
ず
。

地
之
和
也
。
和
故
百
物
皆
化
』
昔
業
は
天
地
の
和
で
あ
っ
て
、

君
臣
上
下
同
聰
＞
之
則
葵
＞
不
ー
ー
和
敬
『
在
二
族
長
郷
里
中
↓
長
幼
同
聴
＞
之
則
襄
＞
不
＿
＿
和
順
『
在

1

1

閏
門
之
内
「
父
子
兄
弟
同

聰
＞
之
則
菓
＞
不
＿
一
和
親
f

』
1

音
業
と
い
ふ
も
の
は
結
局
、

宗
廟
御
寮
屋
な
ど
で
奏
し
て
、

を
和
敬
す
る
や
う
に
な
る
。
又
一
族
郷
里
の
う
ち
で
、
若
い
者
、
年
寄
が
一
緒
に

1

音
業
を
聴
く
と
互
に
和
順
す
る
や
う
に

な
る
。

そ
れ
か
ら
家
庭
内
に
於
て
父
子
兄
弟
が
主
日
業
を
聴
く
時
は
命
互
に
和
親
す
る
。

地
の
和
で
あ
る
。
斯
う
い
ふ
言
葉
が
出
て
居
り
ま
す
。

業
が
倫
理
を
通
ず
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
音
業
が
人
間
の
道
を
通
じ
て
互
に
和
親
ぜ
し
め
る
、
或
は
調
和
ぜ
し
め
る
と
い

つ
ま
り
、
人
間
計
會
の
道

ふ
意
味
で
あ
ら
う
と
思
ひ
ま
ず
。

で
あ
り
ま
ず
が
、

そ
の
目
的
と
す
る
所
は
互
に
和
解
す
る
と
か
、
或
は
調
和
す
る
と
か
、
人
問
社
會
全
骰
が
調
和
し
て

行
く
こ
と
が
倫
理
だ
と
考
へ
て
居
り
ま
す
。

間
社
會
の
調
和
の
道
で
あ
る
。
斯
う
い
つ
て
い
A

か
と
思
ひ
ま
す
。
所
が
西
洋
の
エ
シ
ッ
ク
ス
と
い
ふ
言
薬
は
、
ど
う

い
ふ
所
か
ら
出
て
ゐ
る
か
と
申
し
ま
す
と
、
私
は
専
門
で
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
自
信
の
あ
る
お
話
を
申
上
げ
ら
れ
ま
ぜ

儒

数

の

倫

理

猿

そ
こ
で
榮
記
の

和
な
る
が
故
に
百
物
皆
化
す
。
『
是
故
榮
在
一
＿
宗
廟
之
中
↓

天
地
の
和
解
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
主
日
柴
を
お
宮
、

君
臣
上
下
の
も
の
が
こ
れ
を
共
に
蒻
く
と
、
皆
が
一
っ
氣
分
に
な
っ
て
、
祉
先
の
御
憲

そ
こ
で

1

音
衆
と
い
ふ
も
の
は
天

そ
こ
で
こ
の
雨
方
を
綜
合
致
し
ま
し
て
考
へ
ま
ず
と
、
結
局
、

そ
こ
で
柴
記
か
ら
見
ま
し
た
所
の
倫
理
と
い
ふ
も
の
は
、

ざ
う
致
し
ま
す
と
儒
教
或
は
支
那
に
於
て
倫
理
と
い
は
れ
る
も
の
は
、
人

『
業
天



こ
れ
は
．
ギ
リ
シ
ャ
の
エ
ト
ス
と
い
ふ
言
葉
か
ら
出
て
ゐ
る
。

き
上
げ
て
ゆ
く
の
が
ェ
シ
ッ
ク
ス
で
あ
る
の
で
あ
り
ま
ず
。

か
、
或
は
人
格
完
成
説
と
か
い
ふ
や
う
な
説
が
唱
へ
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
各
個
人
の
特
性
を
基
礎
に
し
て
、

派
な
も
の
に
朋
き
上
げ
て
ゆ
く
の
が
、

西
洋
の
倫
理
の
目
的
で
あ
り
ま
す
。

的
は
、
社
貪
全
骰
の
調
和
を
目
的
と
し
て
ゆ
く
。

と
、
我
を
通
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

質
で
な
い
か
と
私
は
考
へ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、

西
洋
風
た
倫
理
學
で
は
、
よ
く
自
我
賓
現
説
と

そ
こ
で
儲
教
の
道
穂
説
に
就
て
、

先
づ
最
初
に
考
へ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
孔
夫
子
の
道
で
あ
り
ま
す
c

と
い
ふ
お
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
と
を
代
表
的
な
學
詮
か
ら
振
返
つ
て
み
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
僻
教
の
道
徳
の
考
へ
方
と
、

こ
の
頃

西
洋
の
考
へ
方
と
違
つ
て
ゐ
る
特

そ
れ
を
立

そ
れ
か
ら
東
洋
、
殊
に
儒
教
の
倫
理
の
目

ざ
う
し
て
人
と
人
と
が
相
親
し
ん
で
、
平
和
な
人
生
を
築
き
上
げ
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
ゐ
る
や
う
に
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
人
間
の
各
個
人
の
特
質
な
ん
か
を
綜
合
し
て
考
へ
て

ゆ
き
ま
す
と
、
結
屈
調
和
と
い
ふ
こ
と
よ
り
も
、
良
く
行
け
ば
自
我
を
暦
き
上
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
せ
う
が
、
悪
く
ゆ
く

ど
う
い
ふ
風
に
見
て
ゐ
る
か
と
い
ふ

孔
夫
子
は
今
か
ら
約
二
千
五
百
年
前
、
魯
の
一

國
の
昌
平
郷
の
阪
邑
に
生
れ
ら
れ
た
所
の
お
方
で
あ
り
ま
し
て
、
常
に
魯
の
國
の
建
國
の
始
祉
と
も
い
は
れ
る
周
公
を

理
想
と
し
て
居
ら
れ
た
方
で
あ
り
ま
ず
c

論
語
の
述
而
篇
を
見
ま
す
と
、
『
甚
突
吾
衰
也
、
久
突
吾
不
―

-
1

復
夢
見
二
周
公
―
』

こ
の
意
味
は
、
自
分
の
若
か
っ
た
頃
は
夢
に
も
周
公
を
忘
れ
な
か
っ
た
が
、

特
質
と
か
い
ふ
意
味
で
あ
る
と
い
は
れ
て
居
り
ま
す
。

つ
ま
り
個
性
と
か
或
は
個
人
の
性
格
と
い
ふ
も
の
を
立
派
に
築

ん
が
、
専
門
家
の
話
に
依
る
と
、

エ
ト
ス
と
は
個
性
と
か

懐

徳
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周
の
王
室
の
基
礎
を
固
め
た
非
常
に
偉
い
政
治
家
で
あ
り
ま
ず
。

九

こ
の
言
葉
に

氣
力
が
衰
へ
て
、
周
公
を
夢
に
見
る
や
う
な
元
氣
が
な
く
な
っ
た
と
い
ふ
や
う
な
意
味
で
あ
り
ま
し
て
、

よ
っ
て
、
孔
子
が
常
に
周
公
を
理
想
と
し
て
、
周
公
の
制
定
ざ
れ
た
所
の
麓
業
を
復
活
す
る
こ
と
を
、
終
身
の

H
的
と
し

周
公
は
文
王
の
子
武
王
の
弟
で
あ
り
ま
す
。
武
王
は
殷
を
亡
ぼ
し
て
天
下
を
統
一
し
た
の
ち
に
死
な
れ
ま
し
た
が
、

し
か
し
そ
の
時
に
武
王
の
子
供
で
あ
る
成
王
が
ま
だ
い
と
け
た
か
っ
た
た
め
に
、
自
ら
掘
政
と
な
っ
て
成
王
を
輔
け
て
、

ざ
う
し
て
後
惟
の
僑
家
で
は
、
周
公
の
定
め
ら
れ
ま

し
た
制
度
橙
制
と
い
ふ
や
う
な
も
の
は
＼
周
麓
と
鏃
麓
と
い
ふ
本
に
書
か
れ
た
と
考
へ
ら
れ
て
居
り
ま
す
。
周
楼
と
い
ふ

あ
り
ま
す
。
儀
麗
と
い
ふ
の
は
、

そ
の
常
時
の
風
俗
習
慣
と
い
ふ
や
う
な
も
の
を
得
き
著
は
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
二
つ
が
周
公
の
定
め
ら
れ
ま
し
た
制
度
、
腔
俄
を
代
表
す
る
も
の
と
い
は
れ
て
居
り
ま
す
が
、
し
か
し
最
近
考
證

こ
の
二
つ
の
書
物
は
そ
ん
な
に
古
い
も
の
で
な
く
、
孔

子
の
時
に
は
ま
だ
出
来
て
ゐ
な
い
、
恐
も
く
閲
の
末
か
秦
の
初
め
に
出
来
た
も
の
だ
ら
う
と
い
ふ
や
う
な
意
見
が
段
々

出
て
居
り
ま
す
。
そ
こ
で
斯
う
い
ふ
古
物
に
依
つ
て
は
、
周
公
が
ど
う
い
ふ
制
度
を
樹
て
ら
れ
た
か
と
い
ふ
事
を
考
へ
る

こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
が
、
先
年
支
那
で
死
な
れ
ま
し
た
王
静
安
と
い
ふ
學
者
が
、
河
南
省
か
ら
骰
掘
ざ
れ
ま
し
た
殷
時

儒

数

の

倫

理

観

學
が
牧
逹
し
て
来
ま
し
て
、

そ
の
内
容
が
詮
索
ざ
れ
ま
す
と
・

の
は
周
の
麓
と
い
ふ
意
味
で
あ
り
ま
ず
が
、

こ
れ
は
霞
と
い
つ
て
も
制
度
官
制
と
い
ふ
や
う
た
も
の
を
書
い
た
も
の
で

て
一
言
し
た
い
と
思
ひ
ま
す
。

て
居
ら
れ
た
と
い
ふ
こ
と
が
よ
く
判
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
孔
子
の
道
に
就
て
考
へ
る
前
に
、
周
公
の
こ
と
に
就



れ
ど
も
、
自
分
は
天
子
に
即
か
な
い
で
成
王
に
継
が
せ
た
。

こ
れ
は
周
公
自
ら
率
先
し
て
父
子
相
績
法
と
い
ふ
も
の
に

居
り
ま
す
が
、

代
の
編
の
甲
に
彫
ら
れ
た
文
字
を
研
究
し
て
、

か
ら
、
倍
用
し
て
よ
い
と
思
ひ
ま
ず
が
、

居
り
ま
ず
。

そ
の
研
究
の
結
果
、
周
公
が
樹
て
ら
れ
た
制
度
と
、
殷
時
代
の
制
度
と

こ
れ
は
大
骰
確
な
材
料
に
依
つ
て
説
明
し
た
も
の
で
あ
る

そ
の
説
明
に
よ
り
ま
す
と
、
周
公
の
樹
て
ら
れ
た
制
度
の
根
本
と
い
ふ
も
の
一

は
、
第
一
に
相
績
法
を
改
め
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
第
二
に
封
建
制
度
（
分
家
）
を
確
立
し
た
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
て

こ
れ
は
ど
う
い
ふ
こ
と
で
あ
る
か
と
申
し
ま
す
と
、
史
記
の
殷
の
歴
史
を
帯
い
た
殷
本
紀
と
か
、
そ
れ
か

ら
組
の
甲
に
害
い
た
文
字
な
ど
か
ら
考
へ
て
み
ま
す
と
、
殷
の
天
子
は
凡
竺
―
―
十
代
程
績
い
て
居
り
ま
す
が
、

そ
の
内

こ
れ
も
兄
が
弟
に
譲
り
、
最
後
に
譲
る
べ
き
弟
が
無
く
な
っ
た
時
に
、
最
後
の
弟
の
子
が
天
子
を
相
績

ず
る
の
で
あ
り
ま
ず
。

こ
れ
が
殷
の
相
績
法
で
あ
っ
た
。
所
が
周
公
は
、
ざ
う
い
ふ
兄
弟
相
績
と
い
ふ
も
の
は
、

騒
動
が
絶
え
な
い
か
ら
、
ど
う
も
よ
く
な
い
と
い
ふ
こ
と
か
ら
、

若
し
殷
時
代
の
制
度
で
ゆ
け
ば
、
文
王
が
死
ん
で
武
王
が
織
ぎ
、
武
王
が
死
ん
だ
ら
常
然
周
公
、
が
継
ぐ
べ
き
で
あ
る
け

改
め
た
の
で
あ
り
ま
ず
。

は
、
封
建
制
度
を
樹
て
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
ず
。

父
子
相
績
ー
ー
西
親
子
相
績
と
い
ふ
も
の
に
改
め
た
。

こ
れ
は
周
公
の
政
治
方
針
の
第
一
に
注
意
ず
べ
き
貼
で
あ
り
ま
す
。
第
二
に
注
意
す
べ
き
貼

そ
れ
は
若
し
、
兄
弟
相
績
な
ら
ば
、

五
人
の
兄
弟
が
あ
れ
ば
嘗

り
前
に
上
か
ら
順
に
死
ん
で
行
け
ば
、
何
時
か
は
家
督
相
績
が
出
来
る
筈
で
あ
り
ま
す
。
所
が
嫡
子
相
績
に
決
つ
て
居

の
半
分
は
親
子
の
相
績
で
な
く
し
て
、
兄
弟
相
績
で
、

つ
ま
り
兄
が
弟
に
譲
つ
て
ゐ
る
。

の
違
ぴ

H
を
ざ
う
い
ふ
材
料
で
説
明
し
て
居
ら
れ
ま
す
。

懐

撼

お
家

半
分
位
は
親
が
子
に
譲
つ
て

1
0
 



ん
か
は
皆
占
ひ
の
用
に
供
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
ず
。

所
が
周
の
時
代
に
な
り
ま
ず
と
、
段
々
人
間
が
内
省
ず
る

け
な
ら
大
し
た
間
題
で
た
い
の
で
あ
り
ま
ず
が
、

こ
れ
に
は
一
っ
の
道
穂
的
の
意
味
が
あ
る
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

り
ま
ず
と
、
弟
及
び
弟
の
子
孫
は
永
久
に
家
を
績
ぐ
こ
と
が
出
来
な
い
。

そ
こ
で
弟
を
保
護
す
る
た
め
に
分
家
制
度
を

樹
て
た
の
で
あ
り
ま
ず
。

こ
の
封
建
制
度
と
嫡
子
相
績
の
制
度
と
い
ふ
も
の
が
、
周
公
の
樹
て
ら
れ
た
政
策
の
大
眼
目
で
あ
り
ま
ず
。

こ
の
分
家
制
度
が
、
即
ち
天
子
に
よ
っ
て
た
ざ
れ
た
時
に
は
、
封
建
制
度
と
た
る
の
で
あ
り

の
嫡
子
相
績
を
は
つ
き
り
ざ
せ
る
た
め
に
、
嫡
子
相
績
と
い
ふ
こ
と
を
細
か
く
論
ず
る
所
に
鐙
儀
の
書
物
が
出
て
来
る
。

中
に
は
親
の
喪
に
服
す
る
に
は
ど
う
い
ふ
風
に
す
る
か
と
い
ふ
喪
服
の
制
度
も
規
定
ざ
れ
て
く
る
。
そ
の
嫡
子
の
制
度

と
か
喪
服
の
制
度
と
か
は
儀
麗
に
粛
か
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
斯
う
い
ふ
父
子
相
績
を
決
め
ら
れ
た
結
果
、
永

い
間
に
段
々
骰
逹
し
て
来
た
も
の
で
あ
る
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
封
建
制
度
を
樹
て
ら
れ
た
結
果
、

に
、
王
侯
と
か
大
夫
と
か
士
庶
人
と
い
ふ
や
う
な
厘
別
を
細
か
く
規
定
ざ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ふ
や
う
な
も
の
に
進
ん
で
ゆ
く
第
一
歩
で
あ
る
。
斯
う
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
王
静
安
先
生
が
論
じ
て
居
ら
れ
ま
す
が
、

こ
れ
は
大
幾
そ
の
常
時
の
事
情
を
よ
く
見
抜
い
た
所
の
説
明
だ
と
思
ひ
ま
ず
。

支
那
の
古
代
で
は
ま
だ
人
間
自
身
が
菩
悪
を
判
断
す
る
と
い
ふ
や
う
た
こ
と
を
よ
く
考
へ
な
い
で
、
何
か
迷
ふ
こ
と

が
あ
る
と
何
時
も
占
ひ
を
し
て
判
断
し
て
居
っ
た
の
で
あ
り
ま
ず
。
編
の
甲
を
灼
い
て
占
つ
て
判
断
し
て
居
っ
た
の
で

あ
り
ま
す
。
殷
の
時
代
な
ど
は
殊
に
ざ
う
で
あ
り
ま
し
て
、
先
程
申
上
げ
ま
し
た
河
南
省
か
ら
出
た
集
の
甲
の
破
片
な

儒

数

の

倫

理

観

こ
れ
が
5

平
に
形
式
的
な
制
度
と
い
ふ
だ

こ
れ
が
周
膿
と
い

ま
ず
。

こ
A こ



言
換
へ
れ
ば
一
番
い
ヽ
こ
と
は
孝
だ
と
い
つ
て
居
り
ま
す
が
、

愛
で
あ
り
ま
ず
。
自
分
の
心
に
省
み
て
、
道
を
知
れ
と
教
へ
な
が
ら
、

そ
の
一
番
悪
い
罪
悪
は
不
孝
と
不
友
だ
と
い
ふ
。

ー
自
分
の
内
に
省
み
て
、
な
す
べ
き
こ
と
、
た
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
の
判
断
の
自
覺
が
は
つ
き
り
し
て
参
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
周
公
が
康
叔
と
い
ふ
人
を
衛
に
封
じ
た
時
に
、
康
諾
と
い
ふ
文
が
書
か
れ
て
居
り
ま
ず
。

康
叔
に
向
つ
て
、
『
天
畏
菜
＞
枕
、
民
情
大
可
＞
見
。

そ
れ
を
見
ま
す
と
、

小
人
難
＞
保
。
往
壺
二
乃
心
溢
竺
康
好
訟
逗
橡
『
乃
其
父
＞
民
。
』
斯
う
い

ふ
こ
と
を
い
つ
て
居
り
ま
す
。
政
治
を
う
ま
く
ず
る
こ
と
は
占
ひ
を
す
る
こ
と
で
な
く
し
て
、
自
分
の
心
を
礎
ず
、
自

分
が
考
へ
た
こ
と
を
正
直
に
賓
行
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
汝
は
國
に
就
い
た
な
ら
ば
よ
く
心
を
省
み
て
道
を
知
れ
、

心ヽ

こ
れ
は
人
間
が
自
覺
を
段
々
し
て
来
て
、
逍
癒
の
標
準
と
い
ふ
も
の

を
自
分
自
身
の
心
の
内
に
求
め
る
、
占
ひ
な
ん
か
に
求
め
な
い
で
、
自
分
の
心
の
内
に
求
め
る
と
い
ふ
こ
と
に
進
ん
だ

も
の
で
あ
る
と
思
は
れ
ま
ず
が
、

そ
の
康
詰
の
中
に
は
、
更
に
進
ん
で
、
人
間
の
一
番
悪
い
こ
と
は
不
孝
と
不
友
で
あ

る
と
言
っ
て
居
り
ま
す
。
孝
と
い
ふ
こ
と
は
申
ず
ま
で
も
た
く
、
親
孝
行
の
道
穏
で
あ
る
。
友
と
い
ふ
の
は
兄
弟
の
友

れ
つ
き
の
至
賊
、
偽
ら
な
い
威
情
と
い
ふ
も
の
は
、
親
子
の
威
情
が
第
一
で
、

ら
う
と
斯
う
考
へ

9

ら
れ
て
居
る
と
私
は
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

子
相
績
の
法
が
制
定
ざ
れ
、

こ
れ
は
恐
ら
く
、
周
公
自
身
の
考
へ
で
は
、
人
間
の
生

そ
れ
に
次
ぐ
も
の
は
兄
弟
の
愛
情
で
あ

そ
こ
で
親
子
の
愛
情
、
孝
を
全
く
す
る
が
た
め
に
、
嫡

そ
れ
か
ら
兄
弟
の
友
情
を
保
存
す
る
た
め
に
、
分
家
制
度
と
い
ふ
も
の
が
樹
て
ら
れ
た
の

で
あ
り
ま
す
。
斯
く
し
て
現
在
の
東
洋
に
於
け
る
到
る
所
の
家
族
制
度
と
い
ふ
も
の
が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

に
諮
つ
て
道
を
知
れ
と
と
訓
戒
し
て
居
り
ま
す
。

懐

徳



か
う
2

ふ
家
族
制
度
を
背
景
に
致
し
ま
し
て
、
孝
と
友
を
中
心
に
し
た
道
癒
を
樹
て
る
こ
と
が
周
公
の
孝
へ
方
で
あ
っ

た
の
で
あ
り
ま
す
。

周
公
を
理
想
と
ざ
れ
た
孔
子
は
、
ど
う
い
ふ
こ
と
を
教
へ
ら
れ
た
か
と
申
し
ま
ず
と
、
孔
子
の
道
は
仁
道
で
あ
り
ま

し
て
、
論
語
の
中
を
み
ま
す
と
、
屡
々
仁
の
こ
と
が
設
か
れ
て
居
り
ま
ず
。
私
自
身
で
掏
定
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
浦
朝
の
學
者
で
、
院
元
と
い
ふ
人
の
計
算
ず
る
所
に
依
り
ま
す
と
、
論
語
の
中
に
仁
を
設
い
た
の
が
五
十
八
章
あ

つ
て
、

仁
の
字
が
百
五
ヶ
所
に
出
て
ゐ
る
と
い
つ
て
居
り
ま
す
。

出
て
居
り
ま
す
が
、
『
君
子
去
＞
仁
悪
乎
成
＞
名
。

あ
の
短
い
間
に
そ
れ
程
仁
が
出
て
居
り
ま
ず
。

で
孔
子
の
道
は
仁
逍
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
殆
ん
ど
巽
議
の
な
い
こ
と
で
あ
る
と
思
ひ
ま
ず
。

君
子
無
二
終
＞
食
之
間
違
1
>

仁
。
造
次
必
於
＞
是
゜
顛
油
必
於
＞
是
。
』
『
荀

志
ー
】
於
仁
一
突
。
無
＞
悪
也
』
も
う
仁
だ
け
を
目
的
と
す
れ
ば
そ
れ
で
完
全
で
あ
る
と
い
ふ
や
う
に
説
い
て
居
ら
れ
ま
す
。

し
か
ら
ば
仁
な
る
も
の
は
ど
ん
な
道
で
あ
る
か
と
申
し
ま
す
と
、
論
語
の
中
に
い
ろ
／
＼
に
説
か
れ
て
居
り
ま
す
が
、

最
も
吾
々
の
眼
を
惹
く
こ
と
は
、
『
孝
悌
其
仁
之
本
典
』
と
い
ふ
語
で
あ
り
ま
す
。

公
の
孝
と
友
と
同
じ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
儲
教
の
中
に
は
、
親
子
の
道
癒
を
孝
と
い
ひ
、
兄
弟
の
愛
を
友
と
い
つ
て
居

悌
と
何
等
違
ひ
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
孝
友
は
文
字
は
継
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
賞
質
に
於
て
は
、
孝

こ
れ
は
矢
張
、
＇
周
公
の
孝
友
を
某
礎
に
ず
る
道
穂
を
織
承
ざ
れ
た
も
の
で
あ

る
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
と
思
ひ
ま
す
。
尚
そ
の
他
に
も
論
語
を
み
ま
ず
と
、

儒

数

の

倫

理

観

り
ま
す
が
、
論
語
で
は
孝
悌
と
い
つ
て
居
り
ま
す
。

『
弟
子
入
則
孝

9

出
則
弟
。
謹
而
信
。 そ

れ

小
學
校
の
教
科
害
に
も

こ
ヽ
に
孝
悌
と
あ
り
ま
す
の
は
、
周



め
と
い
ふ
意
味
で
あ
り
ま
す
。

と
い
ふ
字
は
人
偶
の
人
の
や
う
に
讀
め
と
言
つ
て
居
り
ま
す
。

の 汎
愛
＞
衆
゜
而
親
＞
仁
。
』
或
は
『
書
云
＞
孝
乎
。
惟
孝
友
＿
一
子
兄
弟
f

施
二
於
有
政
f

是
亦
盆
＞
政
』
と
い
つ
て
居
ら
れ
ま
す

こ
れ
は
孝
と
悌
と
を
人
間
道
徳
の
根
本
と
な
す
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、

の
は
周
公
の
定
め
ら
れ
た
楼
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
上
に
仁
と
い
ふ
新
ら
し
い
概
念
を
附
加
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
ひ
ま
す
。

ふ
も
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
に
就
て
、
少
し
説
明
ざ
し
て
戴
き
ま
す
。

仁
と
い
ふ
字
は
、
説
文
に
依
る
と
、
『
仁
親
也
。

を
愛
す
る
こ
と
だ
』
と
あ
り
ま
す
。
叉
中
庸
を
見
ま
す
と
、
『
仁
者
人
也
。
親
＞
親
盆
＞
大
』
と
あ
り
ま
ず
。

説
明
の
文
字
は
幾
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
意
味
は
大
骰
同
じ
こ
と
で
あ
ら
う
と
思
び
ま
す
。

『
仁
者
人
也
』
と
い
ふ
の
が
解
り
に
く
い
の
で
あ
り
ま
す
が
)

と
見
え
ま
し
て
、
陽
々
鄭
玄
の
註
の
中
に
見
え
て
居
り
ま
す
。

矢
張
相
親
し
む
と
い
ふ
字
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
人
偶
の
人
の
や
う
に
讀
め
と
い
ふ
の
は
、
親
し
む
と
い
ふ
意
味
に
讀

そ
こ
で
説
文
の
仁
は
親
な
り
と
い
ふ
説
明
は
、
餘
程
根
櫨
の
あ
る
説
明
で
あ
り
ま
す
が
、

文
字
の
構
造
か
ら
い
ふ
と
、
人
と
い
ふ
字
と
二
と
い
ふ
字
を
合
せ
て
出
来
た
字
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
孤
立
し
た
人
で
な

本
に
ざ
れ
た
も
の
と
思
は
れ
ま
す
。

が
ヽ

懐

徳

こ
の
人
偶
と
い
ふ
の
は
常
時
の
方
言
で
あ
り
ま
せ
う
が
、

こ
の
人

一
番
解
り
に
く
い
説
明
は
中
庸

そ
こ
で
仁
と
い
ふ
も
の
は
ど
う
い

そ
れ
か
ら
、
論
語
の
中
に

こ
の
貼
か
ら
考
へ
ま
し
て
も
、

こ
れ
を
根
本
と
し
た
の
は
、
矢
張
周
公
を

『
復
』
四
総
＞
仁
』
と
総
か
れ
て
ゐ
る
。

孔
子
の
仁
逍
は
、
周
公
を
理
想
と
ざ
れ
、

J
A
>
人
J
A
>
二
。
』
と
あ
り
ま
し
て
、
論
語
を
見
ま
す
と
『
仁
と
は
人

こ
れ
は
共
に

こ
れ
も
鄭
玄
の
麓
記
の
註
秤
を
見
ま
す
と
、

は

や

こ
の
人
偶
と
い
ふ
の
は
後
漢
の
時
代
に
流
行
っ
た
言
葉

四

こ
の
楼
と
い
ふ



ふ
こ
と
も
亦
文
字
の
解
秤
か
ら
申
し
ま
す
と
、
忠
は
中
と
心
と
組
合
せ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
自
分
の
心
に
振
返
つ
て

儒

数

の

倫

理

糠

＼
に
夫
子
の
道
と
い
っ
た
の
は
勿
論
仁
道
で
あ
り
ま
し
て
、

一
五

こ
の
仁
道
を
行
ふ
方
法
が
忠
恕
で
あ
り
ま
す
c

忠
恕
と
い

ら
、
曾
子
は
、
夫
子
の
道
は
忠
恕
の
み
と
言
っ
て
答
へ
た
。

こ
れ
が
忠
恕
の
文
字
の
典
櫨
で
あ
り
ま
す
。

仁
と
は
人
を
愛
ず
る
と
い
ふ
こ
と
に
た
る
。
結
局
、

る
と
い
ふ
所
に
、

で
あ
り
ま
す
。

ざ
う
し
て
こ

く
、
幾
人
か
の
人
と
人
と
が
互
に
相
親
み
合
ふ
と
い
ふ
の
が
仁
と
い
ふ
字
で
あ
る
。
人
と
人
と
が
相
親
し
む
と
い
ふ
こ

お
互
に
相
愛
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
愛
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

仁
道
と
は
人
と
人
と
が
相
親
し
ん
で
ゆ
く
逍
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と

が
非
常
に
は
つ
き
り
判
つ
て
来
ま
す
。
そ
こ
で
初
め
に
申
し
ま
し
た
儒
教
の
道
癒
は
、
人
間
祉
會
の
調
和
を
目
的
と
す

仁
道
と
い
ふ
も
の
が
ピ
ッ
タ
リ
常
嵌
ま
る
の
で
あ
り
ま
す
。
自
分
一
個
の
人
格
を
高
め
る
と
い
ふ
こ

と
で
な
く
し
て
、
人
間
計
合
が
相
愛
し
、
相
親
し
ん
で
ゆ
く
と
い
ふ
の
が
、
孔
子
の
仁
道
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
は
つ

そ
こ
で
孔
子
に
於
て
も
、

人
間
社
會
の
調
和
と
い
ふ
こ
と
を
願
つ
て
ゐ
る
の
だ
と
考
へ
る
の

次
に
孔
子
は
仁
を
行
ふ
方
法
と
し
て
、
忠
恕
と
い
ふ
こ
と
を
や
か
ま
し
く
説
い
て
居
り
ま
す
。
忠
恕
と
い
ふ
の
は
、

有
名
な
論
語
の
中
の
言
葉
で
あ
り
ま
ず
。
或
る
時
に
孔
子
が
曾
子
に
向
つ
て
、
自
分
の
道
は
た
ゞ
―
つ
で
あ
る
と
言
は

れ
た
ら
、
曾
子
は
、
成
程
如
何
に
も
と
答
へ
た
。
所
が
側
に
居
っ
た
他
の
門
人
な
ど
は
そ
れ
が
解
ら
な
か
っ
た
の
で
、

孔
子
が
其
慮
を
出
ら
れ
た
の
で
、
曾
子
に
向
つ
て
、

き
り
す
る
と
息
ひ
ま
す
。

と
は
、
言
葉
を
換
へ
て
い
へ
ば
、

あ
の
孔
子
ざ
ま
の
お
言
葉
は
ど
う
い
ふ
意
味
で
あ
る
か
と
諄
ね
た



居
る
。

こ

こ
れ
も
遡
つ
て
考
へ
ま
す
と
、
周
公
の
訓
戒
の
中
に
『
時
れ
枕
に
す
』
と
い
ふ
こ
と
を
言
っ
て
居
り
ま
ず
が
、

所
、
人
に
施
す
た
と
い
ふ
の
が
忠
恕
で
あ
り
ま
ず
。

こ
の
忠
恕
と
い
ふ
こ
と
を
仁
を
行
ふ
第
一
の
方
法
と
考
へ
ら
れ
て

成
程
と
考
へ
た
の
が
忠
で
あ
り
ま
ず
。
孟
子
の
頃
に
な
り
ま
す
と
、
忠
の
字
の
代
り
に
誠
と
い
ふ
字
が
使
は
れ
ま
す
。

中
庸
に
も
誠
と
い
ふ
字
に
な
っ
て
居
り
ま
ず
が
、
孔
子
の
時
分
に
は
誠
と
い
ふ
意
味
に
忠
の
字
が
使
は
れ
ま
す
。
後
惟
に

な
る
と
臣
下
が
君
に
封
す
る
道
徳
を
忠
と
呼
び
ま
す
る
が
、
論
語
の
時
の
忠
は
誠
と
い
ふ
慈
味
で
あ
り
ま
す
。
忠
は
中

心
の
意
味
で
、
自
分
の
心
に
斯
く
あ
り
た
い
と
希
ふ
と
こ
ろ
を
偽
ら
な
い
こ
と
郎
ち
誠
の
意
味
で
あ
り
ま
す
。

ざ
う
し

て
自
分
が
望
ま
し
と
戚
ず
る
所
は
他
も
同
じ
だ
と
考
へ
て
、
自
已
の
心
の
望
む
如
く
他
人
に
推
し
及
ぼ
ず
の
が
恕
で
あ

り
ま
ず
。

懐

そ
こ
で
論
語
に
は
『
夫
仁
者
。
已
欲
＞
立
而
立
＞
人
。
已
欲
＞
逹
而
逹
＞
人
』
と
説
明
し
て
居
り
ま
す
。
已
れ
逹
せ
ん

と
す
る
の
は
忠
で
あ
り
、
人
を
逹
せ
し
む
る
が
恕
で
あ
り
ま
す
。

枕
は
論
語
で
は
忠
、
中
庸
、

孟
子
に
な
る
と
賊
と
な
り
ま
す
。

も
う
一
っ
他
の
言
葉
で
言
へ
ば
、
己
れ
の
欲
ぜ
ざ
る

そ
れ
で
誠
と
い
ふ
の
が
大
事
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

併
し
誠
と
い
ふ
の
は
言
葉
を
換
へ
て
言
へ
ば
、
自
分
の
心
に
思
ひ
常
る
こ
と
で
あ
る
。
道
穏
を
直
覺
ず
る
こ
と
で
あ
る
。

い
。
牙
こ
で
孔
子
の
言
葉
の
中
に
は
、
餘
り
道
穏
性
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
設
い
て
居
り
ま
せ
ん
が
、

道
癒
を
直
覺
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
人
間
の
心
の
内
の
道
癒
性
と
い
ふ
も
の
が
、
先
天
的
に
な
く
ち
ゃ
な
ら
な

そ
の
後
孟
子
が

出
ま
す
と
、
孔
子
の
道
穂
説
を
根
櫨
づ
け
る
た
め
に
、
性
菩
説
と
い
ふ
も
の
を
唱
へ
た
。
性
菩
説
を
唱
へ
た
の
は
、

れ
は
何
の
た
め
か
と
申
し
ま
ず
と
、

つ
ま
り
忠
卸
ち
道
穏
を
直
覺
を
設
く
の
に
、
性
は
善
で
な
く
ち
ゃ
な
ら
ぬ
か
ら
、

稔

一
六



孟
子
は
人
間
の
心
に
は
測
隠
の
心
と
、
羞
悪
の
心
と
、

斯
く
の
如
く
、

て
居
る
。

性
菩
説
を
唱
へ
た
と
私
は
考
へ
て
居
り
ま
ず
。

會
の
調
和
と
い
ふ
こ
と
に
目
標
を
償
い
て
居
る
と
い
ふ
や
う
な
戚
じ
が
致
し
ま
す
。

ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

『
人
間
は
生
れ
る
と
同
時
に
心
の
官
と
い
ふ
も
の
と
、

る
。
即
ち
人
間
が
祉
會
に
生
れ
て
来
る
と
、
或
る
―
つ
の
境
遇
に
謹
か
れ
る
。
ざ
う
し
て
そ
の
境
遇
に
判
し
て
耳
目
の

官
が
外
界
に
向
つ
て
働
く
と
、
そ
こ
に
欲
と
い
ふ
も
の
が
出
来
る
。
ざ
う
し
て
欲
に
よ
っ
て
動
く
時
に
、
人
間
が
非
道

癒
的
な
も
の
に
な
る
。
所
が
心
の
官
と
い
ふ
も
の
は
外
界
の
刺
激
を
受
け
た
く
て
も
、

こ
の
慮
る
と
い
ふ
作
用
心
、

に
欲
が
起
る
の
で
あ
っ
て
、

儒

数

の

倫

理

観

一
七

恭
敬
の
心
と
、
是
非
の
心
と
が
あ
っ
て
、

そ
れ
が
置
直
ぐ
に
伸

耳
目
の
官
と
い
ふ
も
の
が
興
へ
ら
れ
て
ゐ

も
の
を
慮
る
と
い
ふ
力
を
も
っ

人
間
は
盆
す
べ
き
こ
と
と
、
盆
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
と
を
考
へ
る
こ
と
が
出
来

る
。
人
間
が
悪
い
こ
と
を
す
る
の
は
人
間
の
天
性
が
悪
い
の
で
な
い
、

心
の
官
は
必
ず
菩
悪
正
邪
を
正
確
に
判
断
す
る
。

た
ゞ
外
界
か
ら
刺
激
を
受
け
て
欲
が
働
く
と
心
の
判
断
通
り
に
行
へ
な
く
な
る
。
大
楚
立
派
な
も
の
を
見
て
欲
し
く
な

る
と
い
ふ
の
は
、
外
界
か
ら
耳

H
を
刺
激
し
て
欲
が
働
く
か
ら
で
あ
る
。
外
界
の
刺
激
を
閉
し
て
し
ま
つ
て
欲
を
無
く

し
て
し
ま
ふ
と
、
人
間
は
皆
逍
徳
的
な
も
の
ば
か
り
で
あ
る
』
と
い
ふ
の
が
、
孟
子
の
性
善
総
で
あ
り
ま
ず
。

孟
子
は

心
理
的
に
心
の
官
と
耳
目
の
官
と
を
並
べ
恥
祝
い
て
、
耳
目
等
の
五
官
が
外
界
の
刺
激
に
よ
っ
て
動
く
時

そ
の
欲
の
た
め
に
悪
が
起
る
が
、
人
間
の
天
性
の
心
の
判
断
と
い
ふ
も
の
に
は
、
悪
は
粉

逢
も
な
い
も
の
だ
と
考
へ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
然
ら
ば
人
間
の
心
の
判
断
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
と
、
、

そ
れ
は
孟
子
の
性
菩
説
は
斯
う
2

こ
の
孟
手
の
性
菩
説
を
考
へ
て
み
ま
す
と
、

や
は
り
こ
れ
も
亦
人
間
牡



び
て
行
け
ば
、

仁
義
開
智
の
倫
理
道
穏
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
四
つ
は
人
間
の
怜
に
手
足
が
あ
る
如
く
、
人
間
の

心
に
必
ず
備
は
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
人
間
の
性
は
菩
で
あ
る
。
斯
う
い
ふ
や
う
に
言
っ
て
居
る
。
人
間
の
性
は
菩
で
あ
る

か
ら
、
結
局
人
間
は
欲
を
抑
へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
徳
を
直
覺
す
る
。
盆
す
べ
き
こ
と
を
直
覺
す
る
と
い
ふ
の
が
、

ふ
億
が
列
べ
ら
れ
て
居
り
ま
す
。
同
時
に
欲
を
抑
へ
て
こ
の
四
つ
を
伸
し
て
行
け
と
教
へ
て
居
る
所
は
、

り
人
間
の
個
人
的
な
欲
を
抑
へ
て
、
社
會
全
骰
が
互
に
同
情
し
て
相
敬
ひ
合
っ
て
親
し
ん
で
行
く
と
い
ふ
こ
と
を
設
く

も
の
で
あ
り
ま
ず
。
孟
子
も
や
は
り
社
會
の
調
和
と
い
ふ
こ
と
を
、
道
穏
の
目
標
に
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
か
ら
う
、
か
と

考
へ
る
の
で
あ
り
ま
ず
。

そ
こ
で
子
皿
子
は
や
は
り
齊
の
宜
王
な
ん
か
に
諒
い
て
も
、
Dn

平
に
自
分
一
人
柴
し
む
の
と
、
民

と
偕
に
柴
し
む
の
と
ど
ち
ら
が
柴
し
い
か
、

や
は
り
民
と
偕
に
業
し
む
方
が
榮
し
い
と
言
っ
て
居
り
ま
す
。
王
道
は
民

と
偕
に
架
し
む
所
に
あ
り
と
言
っ
て
居
り
ま
す
。

こ
の
貼
か
ら
言
っ
て
も
、

に
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
よ
く
判
る
の
で
あ
り
ま
す
。

に
四
害
の
一
っ
と
し
て
有
名
な
大
學
に
就
て
考
へ
て
み
た
い
と
思
ひ
ま
ず
。

こ
れ
も
や
は

や
は
り
社
會
の
調
和
と
い
ふ
こ
と
を
理
想

大
學
は
現
在
叩
平
行
本
に
成
つ
て
ゐ
て
『
初
學
穏
に
入
る
の
門
な
り
』
と
非
常
に
重
ん
ぜ
ら
れ
て
居
り
ま
す
が
、
元
は

椴
記
の
中
の
一
篇
で
あ
り
ま
し
て
、
誰
が
作
っ
た
か
判
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
宋
の
朱
子
に
至
っ
て
、

の
門
人
の
筆
録
す
る
所
だ
と
言
っ
て
四
掛
の
―
つ
に
加
へ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
本
来
は
い
つ
の
時
代
に
出
来
た
か
、

孟
子
の
性
菩
説
の
根
本
の
士
旨
で
あ
り
ま
ず
。

初
め
て
曾
子

以
上
簡
Ao

平
に
孔
子
と
孟
子
と
に
就
て
述
べ
ま
し
た
が
、
次

そ
こ
で
こ
の
四
つ
の
中
に
同
情
心
、
或
は
目
上
の
人
を
敬
ふ
心
と
か
い

懐

徳

一
八



誰
が
作
っ
た
か
判
ら
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

が
、
私
の
考
へ
で
は
、
恐
ら
く
大
學
と
い
ふ
の
は
前
漢
の
初
め
か
、
中
頃
に
出
来
た
も
の
で
た
か
ら
う
か
と
思
ひ
ま
す
。

こ
の
大
學
は
や
は
り
孔
子
、
孟
子
な
ん
か
の
系
統
を
承
網
い
だ
所
の
―
つ
の
道
徳
説
で
あ
り
ま
す
。
要
ず
る
に
大
學
と

い
ふ
篇
は
、
大
學
に
於
て
如
何
に
人
間
を
教
育
す
る
か
と
い
ふ
こ
と
を
説
明
す
る
の
で
あ
り
ま
ず
。

に
、
大
學
教
育
の
目
的
は
、
明
穏
を
明
に
す
る
こ
と
、
親
民
1

民
を
親
し
め
る
と
い
ふ
こ
と
、

こ
れ
を
大
學
の
三
綱
領
と
い
つ
て
居
り
ま
ず
が
、

道
穏
性
で
あ
り
ま
ず
。

育
の
目
的
で
あ
り
ま
す
。

な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

儒

数

の

倫

理

観

次
に
至
菩
に
止
ま
る
と
い
ふ
の
が
定
め
ら
れ
て
居
る
。

止
と
い
ふ
の
は
、

一
九

正
心
、
誠
意
、
致
知
、
格
物
の
八
條

こ
の
賞
行
方
法

つ
ま
り
履
み
行
ふ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま

ふ
こ
と
、

そ
の
説
明
の
最
初

至
善
に
止
ま
る
と
い

士
翻
的
に
は
菩
性
を
明
に
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
客
観
的
に
は
民
を
親
し
め
る
こ
と
に

そ
こ
に
や
は
り
調
和
の
理
想
と
い
ふ
も
の
が
、
．
は
つ
き
り
現
れ
て
居
る
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

す
。
至
善
に
止
ま
る
と
い
ふ
の
は
、
簡
~
平
に
三
字
で
賓
行
方
法
を
現
は
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、2

目
に
分
け
て
説
明
し
て
居
り
ま
す
。

に
就
き
ま
し
て
は
、
更
に
下
に
至
り
ま
し
て
、
平
天
下
、
治
國
、
脊
家
、
修
身
、

郎
ち
至
善
に
止
ま
る
に
は
、
先
づ
自
分
自
身
の
身
を
修
め
、

を
正
し
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

心
を
修
め
、

て
天
下
を
平
か
に
ず
る
の
だ
と
説
い
て
居
り
ま
ず
。
所
が
身
を
修
め
る
に
も
や
は
り
方
法
が
あ
る
の
で
、

ざ
う
し

そ
れ
に
は
心

心
を
正
し
く
す
る
に
は
意
を
誠
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
意
を
誠
に
す
る
に
は

こ
れ
は
孟
子
の
性
善
説
と
同
じ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
苦
性
を
明
に
す
る
と
い
ふ
の
が
、
教

こ
の
中
の
明
徳
と
い
ふ
の
は
、
人
間
が
も
つ
て
居
る
所
の

こ
の
こ
と
を
詳
し
く
申
上
げ
ま
す
と
長
く
た
り
ま
す
か
ら
申
し
ま
せ
ん



い
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
ず
。

何
に
よ
る
の
で
あ
る
と
い
つ
て
も
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。

題
に
な
る
の
で
あ
り
ま
ず
。
大
學
そ
れ
自
身
を
公
平
に
讀
ん
で
見
ま
し
て
も
、
こ
の
致
知
格
物
と
い
ふ
言
葉
は
ど
の
位
重

要
性
を
も
つ
言
葉
で
あ
る
か
、
ど
う
い
ふ
意
味
で
あ
る
か
と
い
ふ
と
、

す
。
従
つ
て
大
學
で
は
至
菩
に
止
ま
る
と
い
ふ
第
一
著
手
貼
と
も
い
ふ
べ
き
致
知
格
物
が
、

り
ま
ず
。
要
ず
る
に
大
學
は
明
穏
を
明
に
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
孟
子
の
性
菩
説
と
一
脈
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
民

親
し
む
と
い
ふ
こ
と
は
孔
子
の
仁
に
一
致
し
て
居
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

ぜ
ん
炉
、
後
、
宋
に
至
り
ま
し
て
朱
子
が
出
ま
し
て
、
明
に
至
り
ま
し
て
王
陽
明
が
出
ま
し
て
、

し
て
、
非
常
に
細
か
い
説
明
を
し
て
居
り
ま
す
。

ざ
て
こ
の
二
つ
の
観
方
を
簡

u
U平
に
説
明
致
し
て
み
ま
す
と
ー
至
っ
て
未
熟
な
説
明
で
あ
り
ま
す
が
＇
~
朱
子
も
陽

明
も
、

そ
こ
で
朱
子
學
と
腸
明
學
の
分
れ
道
は
致
知
格
物
の
四
字
の
解
繹
如

や
は
り
調
和
と
い
ふ
こ
と
を
目
標
に
し
て
居
る
の
で
な
い
か
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
ず
。

そ
れ
を
お
話
し
て
み
た

こ
の
致
知
格
物
に
到

い
意
味
が
存
在
ず
る
と
m
心
ふ
の
で
あ
り
ま
ず
。

そ
こ
で
大
學
そ
れ
自
身
で
は
、
致
知
格
物
の
意
味
が
は
つ
き
り
致
し
ま

八
條
目
の
中
で
一
番
大
事
な
所
は
致
知
格
物
で
あ
り
ま
ず
が
、

知
を
致
ざ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
知
を
致
ず
に
は
物
に
格
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
學
で
は
斯
う
い
ふ
風
に
説
明
し

て
居
り
ま
ず
。

懐

こ
れ
を
大
學
の
八
條
目
と
申
ず
の
で
あ
り
ま
す
。

徳

何
だ
か
意
味
が
は
つ
き
り
し
な
い
の
で
あ
り
ま

は
つ
き
り
し
な
い
の
で
あ

そ
れ
を
賓
行
ず
る
方
法
と
し
て
大
學
の
新
し

こ
れ
を
ど
う
い
ふ
風
に
考
へ
る
か
と
い
ふ
こ
と
が
問

1
1
0
 



そ
こ
で
致
知
格
物
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
朱
ヂ
の
讀
方
に
よ
る
と
、
致
知
格
物
の
致
の
字
は
推
極
め
る
と
い
ふ

謡
で
、
自
分
の
智
慧
を
推
極
め
る
と
い
ふ
こ
と
が
卸
ち
格
物
だ
と
解
し
て
居
り
ま
ず
。
而
し
て
格
物
の
物
は
物
理
で
、
格

は
至
る
と
よ
み
物
の
理
に
窮
め
至
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
て
居
り
ま
す
。
『
致
＞
知
在
＞
格
＞
物
』

あ
る
。
陽
明
の
讀
方
は
『
致
＞
知
在
＞
正
＞
事
』
斯
う
い
ふ
や
う
に
讀
ん
で
居
り
ま
す
。

逹
で
あ
り
、
同
時
に
哲
學
の
相
違
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
ま
す
。
朱
子
の
哲
學
で
は
二
程
子
の
説
を
承
織
ぎ
ま
し
て
、
世

ゐ
ま
ず
。
朱
ー
ナ
の
哲
學
は
程
伊
川
の
考
へ
を
承
織
い
だ
も
の
で
あ
り
ま
す
。
程
伊
川
の
考
へ
で
は
、
宇
宙
の
本
骰
は
一

つ
の
理
で
あ
る
。
現
象
界
の
萬
物
事
象
と
い
ふ
も
の
は
理
の
作
用
で
あ
る
。

象
か
ら
離
れ
て
、

い
ふ
も
の
が
必
ず
あ
る
。
吾
々
は
事
象
現
象
界
の
こ
と
を
見
て
居
り
ま
す
が
、

と
考
へ
て
居
り
ま
す
。
事
象
の
方
は
、

で
あ
り
事
象
は
理
の
作
用
で
あ
っ
て
、

る
事
象
と
勘
と
、

超
越
し
て
存
在
す
る
の
で
な
く
し
て
、
理
の
現
は
れ
が
事
象
で
あ
る
か
ら
、
事
象
の
奥
底
に
は
理
と

は
つ
き
り
判
ら
な
い
本
骰
の
微
と
は
無
間
で
あ
る
と
い
つ
て
居
り
ま
す
。
斯
う
い
ふ
や
う
に
考
へ
て
、

伽

数

の

倫

理

観

も
の
で
あ
る
。
然
し
こ
の
事
象
と
理
は
別
な
も
の
で
な
く
し
て
、

お
互
に
―
つ
の
も
の
で
あ
る
。

即
ち
理
は
そ
の
本
骰

こ
れ
が
朱
子
の
讀
方
で

で
あ
る
か
ら
理
と
い
ふ
も
の
が
、

は
つ
き
り
吾
々
が
見
ら
れ
る
も
の
で
、

そ
の
内
に
一
つ
の
理
が
備
は
つ
て
居
る

理
の
方
は
吾
々
が
見
ら
れ
な
い
微
妙
な

こ
の
二
つ
は
離
れ
る
も
の
で
な
い
か
ら
、
怪
用
は
一
元
で
あ
る
。

は
つ
き
り
判

こ
の
現

界
の
本
骰
ー
—
—
宇
宙
の
本
骰
と
い
ふ
も
の
は
一
つ
の
理
で
、
こ
の
理
が
現
象
界
の
根
本
に
な
る
も
の
で
あ
る
と
考
へ
て

こ
の
讀
方
の
相
違
は
修
養
法
の
相



吾
々
は
修
養
を
す
る
た
め
に
は
、
色
々
の
中
に
理
が
分
れ
て
存
在
し
て
居
る
の
を
、

る
程
な
る
程
と
覺
れ
ば
覺
る
程
、
理
が
し
つ
か
り
覺
れ
て
、
本
常
の
致
知
に
至
る
。

り
と
い
ふ
こ
と
は
、
萬
物
に
存
す
る
所
の
理
を
一
っ
―
つ
窮
め
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
が
段
々
撰
充
ざ
れ
て
、
結

扁
理
全
怜
が
解
る
や
う
に
な
る
。
斯
う
い
ふ
や
う
に
考
へ
る
の
が
、
朱
子
の
格
物
の
考
へ
方
で
あ
り
ま
ず
。

ガ
は
程
子
が
ざ
う
い
ふ
考
へ
方
で
あ
り
ま
す
が
、
朱
子
は
こ
れ
を
承
綱
い
で
、
大
學
に
補
博
を
附
加
へ
て
『
所
謂
致
＞
知

の
中
に
も
賢
い
人
も
あ
り
賢
く
な
い
人
も
あ
る
が
、

こ
の
考
へ

そ
れ
は
程
度
の
相
違
で
結
局
完
全
な
も
の
で
な
い
か
ら
、

そ
こ
で

と
で
あ
J
ま
ず
。

理
と
象
と
の
開
係
は
、
本
骰
と
作
用
と
の
関
係
と
見
て
居
り
ま
す
が
、
併
し
吾
々
の
見
る
所
の
現
象
界
は
千
差
萬
別
で
、

―
つ
も
同
じ
も
の
が
た
い
。
唯
一
っ
の
理
が
ど
う
し
て
無
敷
の
物
と
な
っ
て
現
は
れ
る
か
と
い
ふ
と
、
伊
川
は
之
を
説
明

し
て
、
理
は
一
つ
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
理
の
受
方
が
偏
し
て
居
る
か
正
し
い
か
と
い
ふ
こ
と
に
依
つ
て
、
事
象
の
千
差
萬

別
が
出
て
来
て
居
る
の
だ
と
言
っ
て
居
り
ま
す
。
朱
子
は
程
子
の
考
へ
を
承
織
い
で
、
少
し
自
分
の
考
を
交
へ
て
、
程

こ
の
氣
と
理
の
関
係
に
依
つ
て
、

や
う
に
考
へ
て
居
り
ま
す
。
朱
子
と
伊
川
と
は
非
常
に
よ
く
似
て
居
り
ま
ず
、
か
、

た
ゞ
違
つ
て
居
る
所
は
、
現
象
界
の

差
別
の
戊
明
の
違
ぴ
で
あ
り
ま
し
て
、
兎
に
角
―
つ
の
理
が
現
象
界
の
源
を
な
し
て
居
る
の
だ
と
い
ふ
こ
と
は
同
じ
こ

そ
こ
で
―
つ
の
理
が
現
象
界
に
現
は
れ
て
居
る
と
す
る
と
、
人
間
も
―
つ
の
氣
で
あ
り
ま
ず
。
人
間

こ
れ
を
一
っ
―
つ
研
究
し
て
、
な

だ
か
ら
大
學
の
、
致
知
は
格
物
に
在

に
は
必
ず
理
が
存
在
す
る
。

ざ
う
し
て
、

千
差
萬
別
が
起
つ
て
来
る
。
斯
う
い
ふ

鼻
ナ
の
云
ふ
ご
と
く
宇
宙
の
本
骰
は
―
つ
の
理
で
あ
っ
て
、

こ
の
理
が
作
用
を
起
す
氣
が
あ
ら
は
れ
る
が
、

懐

徳

こ
の
氣
の
奥



在
＞
格
＞
物
者
。
言
欲
＞
致
―
―
吾
之
知
↓
在
加
げ
物
而
窮
↓
一
其
理
一
也
。
蓋
人
心
之
憲
。
促
＞
不
＞
有
＞
知
。
而
天
下
之
物
突
＞
不
＞

有
＞
理
c

惟
於
＞
理
有
＞
未
＞
窮
。
故
其
知
有
＞
不
＞
盛
也
。
是
以
大
學
始
教
。
必
使
r--
直
子
者
砧
竺
凡
天
下
之
物
菜
笠
太
＇
乙
因

1-

其
已
知
之
理
恥
皿
益
窮
＞
之
。

―
っ
―
つ
考
へ
て
行
っ
て
、

以
求
巾
＞
至
乎
其
極
『
』
と
言
っ
て
居
り
ま
ず
。
斯
う
い
ふ
風
な
考
へ
方
で
、
萬
物
の
理
を

全
骰
の
覺
り
を
開
く
、
斯
う
言
っ
て
説
明
し
て
居
り
ま
す
。
荻
に
叉
面
白
い
と
考
へ
ま
す

の
は
、
程
子
が
物
理
と
い
ふ
も
の
は
現
象
界
に
一
っ
―
つ
差
別
が
あ
る
と
認
め
た
。

け
れ
ど
も
差
別
の
中
の
共
通
性
の

―
つ
の
理
と
い
ふ
こ
と
を
窮
め
て
行
く
こ
と
に
依
つ
て
、
結
局
理
全
怪
が
覺
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
差
別
の
中
に
調
和

の
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
貼
に
於
て
朱
子
の
格
物
致
知
と
い
ふ
こ
と
が
、

や
は
り
調
和
を

H
的
と
し
て
居
る
こ

次
に
陽
明
の
こ
と
に
就
て
極
く
簡
Dn

平
に
申
上
げ
ま
す
。
朱
子
が
程
子
の
考
へ
を
訓
述
し
た
や
う
に
、
陽
明
は
陸
象
山

の
考
へ
を
訓
述
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
陸
象
山
と
い
ふ
人
は
唯
心
論
的
な
考
へ
方
の
人
で
、
宇
宙
の
こ
と
は
皆
自

分
の
心
の
内
に
外
な
ら
な
い
、

心
外
に
は
物
は
た
い
と
い
ふ
考
へ
方
で
あ
り
ま
す
。
王
陽
明
も
や
は
り
ざ
う
い
ふ
や
う

な
考
へ
を
以
て
、
自
分
一
個
の
心
即
理
、
朱
子
や
程
子
の
言
ふ
理
と
い
ふ
も
の
も
、
結
局
自
分
の
心
で
、
斯
く
あ
る
べ

き
だ
と
判
断
す
る
の
が
理
で
あ
る
。
別
に
惟
の
中
に
理
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
も
の
で
な
い
。
斯
う
い
ふ
や
う
に
設
い
て

居
り
ま
す
。
叉
陽
明
は
『
無
え
心
外
之
事
扁
竺
心
外
之
理
『
夫
物
理
不
＞
外
ー
ー
於
吾
心
『
外
盃
E

心
＿
而
求
．
物
理
五
竺
物
理
『
』

儒
数
の
倫
理
猥

と
で
な
か
ら
う
か
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

を
求
め
て
行
っ
て
、
最
後
に
全
骰
の
調
和
の
原
理
、

つ
ま
り
健
理
と
い
ふ
こ
と
が
完
全
に
行
は
れ
る
。
斯
う
考
へ
た
も



の
花
と
い
ふ
も
の
が
心
中
に
現
れ
て
来
る
の
で
あ
っ
て
、
見
な
い
う
ち
は
お
前
の
心
に
は
闊
係
の
な
い
も
の
で
あ
る
。

と
答
へ
て
居
り
ま
す
。

學
の
致
知
格
物
を
解
秤
し
て
居
り
ま
す
。
致
知
と
い
ふ
こ
と
は
吾
々
の
本
性
に
固
有
す
る
所
の
良
知
を
窮
め
る
こ
と
、

こ
れ
が
致
知
で
あ
る
。
良
知
を
窮
め
る
と
い
ふ
の
は
何
か
と
言
ふ
と
、

之
を
は
つ
き
り
ざ
せ
る
に
は
心
を
正
し
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
て
し
や
う
が
な
い
か
ら
、
吾
々
は
斯
く
あ
り
た
い
と
―
つ
の
窓
思
が
動
い
た
時
に
、

―
っ
―
つ
正
し
く
行
っ
て
行
く
こ
と
が
格
物
で
あ
る
。
斯
う
言
っ
て
居
り
ま
ず
。
結
局
陽
明
の
考
へ
で
行
け
ば
、
吾
々

が
遭
遇
す
る
総
て
の
こ
と
は
、
良
知
の
判
断
に
よ
っ
て
正
し
く
行
っ
て
、

も
の
が
完
全
に
た
つ
て
行
く
、
斯
う
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
せ
う
が
、

ま
し
て
、

の
外
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
、

又
吾
々
が
見
な
く
て
も
い
つ
か
は
凋
落
し
て
、
又
春
が
来
れ
ば
咲
く
で
は
な
い
か
、
ざ
う
す
る
と
こ
の
花
は
吾
々
の
心

心
外
に
理
な
し
と
言
は
れ
な
い
で
は
な
い
か
と
言
ひ
ま
す
と
、
陽
明
は
そ
れ
に
答
ヘ

ま
す
と
、

な
ど
と
言
っ
て
居
り
ま
し
て
、
唯
心
論
的
な
立
場
を
採
つ
て
居
り
ま
す
。

し
て
居
る
の
は
、
博
習
録
の
中
に
斯
う
い
ふ
こ
と
を
言
っ
て
居
り
ま
す
。
或
る
時
に
王
腸
叫
が
南
鎖
と
い
ふ
慮
に
行
き

一
人
の
門
人
が
、
谷
間
に
咲
く
花
を
指
し
て
、

懐

こ
の
花
は
お
前
が
見
な
い
時
に
は
、

徳

こ
の
立
場
か
ら
見
る
と
、

や
は
り
個
人

そ
れ
を
段
々
積
ん
で
行
っ
て
、
良
知
と
い
ふ

そ
の
意
思
を
良
知
の
判
断
通
り
、

こ
の
花
を
見
て
初
め
て
、

こ
れ
は
非
常
な
唯
心
論
的
な
立
場
の
考
へ
方
と
思
ひ
ま
す
。
斯
う
い
ふ
や
う
な
考
へ
方
か
ら
大

ざ
り
と
て
抽
象
的
に
心
を
正
し
う
せ
よ
と
言
っ
た

つ
ま
り
吾
々
は
心
を
も
つ
て
居
る
け
れ
ど
も
、

お
前
の
心
の
中
に
こ
の
花
が
な
い
の
だ
。

こ

こ
の
花
は
吾
々
が
来
な
い
先
か
ら
咲
い
て
居
る
で
は
な
い
か
、

こ
の
唯
心
論
的
な
立
場
を
最
も
は
つ
き
り
ざ

]

1

四



と
し
て
悲
し
い
臀
を
出
し
て
居
る
と
詞
情
心
が
起
る
。

二
五

の
心
と
い
ふ
も
の
が
非
常
に
重
き
を
な
し
て
居
り
ま
し
て
、
調
和
と
い
ふ
や
う
た
こ
と
が
言
は
れ
な
い
や
う
な
戚
じ
が

致
し
ま
す
。
併
し
な
が
ら
他
の
一
面
に
於
て
陽
明
は
、
大
學
の
明
癒
と
い
ふ
こ
と
と
、
親
民
と
い
ふ
こ
と
と
、

い
ふ
こ
の
三
つ
の
闊
係
を
説
明
致
し
ま
し
て
、
明
穏
を
明
に
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
致
知
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
明
徳

を
明
に
す
る
に
は
何
に
よ
っ
て
や
る
か
と
言
ふ
と
、
親
民
に
よ
っ
て
や
る
。

ふ
と
、
良
知
を
客
観
的
に
考
へ
た
も
の
で
あ
る
。
言
換
へ
れ
ば
、

も
の
で
あ
る
。
明
徳
を
明
に
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
長
ざ
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
。

ば
如
側
に
ず
べ
き
か
と
い
ふ
こ
と
を
計
つ
て
行
く
こ
と
が
明
偲
で
あ
る
。
明
穏
と
い
ふ
も
の
は
天
地
一
怪
の
仁
で
あ
る
。

天
地
一
骰
の
仁
と
い
ふ
の
は
、
宇
宙
総
て
を
一
貫
す
る
所
の
も
の
を
仁
と
い
ふ
。
吾
々
は
自
分
と
い
ふ
も
の
と
自
分
以

外
の
も
の
と
を
届
別
し
て
、

ざ
う
し
て
依
枯
贔
負
し
て
居
る
。
併
し
自
分
と
い
ふ
も
の
を
離
れ
て
考
へ
る
時
に
、

一
骰
の
仁
と
い
ふ
も
の
が
怜
得
出
来
る
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
こ
＼
に
一
人
の
子
供
が
川
へ
で
も
は
ま
ら
う
と
す
る
時
に
、

我
れ
を
忘
れ
て
救
は
う
と
す
る
の
は
、
自
分
の
心
と
子
供
の
心
と
が
一
怜
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
又
鳥
が
牌
に
死
な
ん

こ
れ
が
仁
で
あ
る
。
大
學
の
明
徳
を
明
に
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、

僻

数

の

倫

理

観

至
善
と

至
善
と
い
ふ
の
は
ど
う
い
ふ
こ
と
か
と
言

至
菩
と
い
ふ
も
の
は
、
瞥
へ
ば
―
つ
の
尺
の
や
う
な

こ
の
良
知
の
尺
に
よ
っ
て
、
人
間

天
地

こ
れ
は
吾
々
の
心
と
烏
の
心
と
が
二
餞
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。

天
地
二
骰
の
仁
を
明
に
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

斯
う
い
ふ
や
う
に
説
明
し
て
居
り
ま
ず
。
格
物
で
は
調
和
と
い
ふ
こ
と
が
現
れ
て
ゐ
な
い
が
、
明
億
を
明
に
す
る
と
い

ふ
解
秤
に
素
つ
て
、
非
常
に
調
和
と
い
ふ
こ
と
が
明
瞭
に
叫
ば
れ
て
居
る
や
う
に
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。



懐
癒
堂
が
重
建
以
来
既
に
二
十
年
、

う
な
傾
向
ざ
へ
現
れ
て
居
り
ま
す
。
斯
う
い
ふ
や
う
な
時
期
に
際
し
ま
し
て
、 ―

つ
の
倫
理
原
則
が
立
て
ら
れ
ヽ
ば
、
非
常

こ
れ
を
要
し
ま
す
の
に
、
朱
子
と
陽
明
と
は
儲
教
に
於
け
る
二
大
學
派
で
あ
り
ま
し
て
、

う
に
言
は
れ
て
居
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

中
心
に
し
て
、

懐

一
般
に
非
常
に
婁
っ
た
や

や
は
り
道
癒
の
目
標
を
、
人
間
計
會
の
調
和
と
い
ふ
勁
に
置
い
て
居
る
こ
と
は

圃
じ
で
あ
り
ま
す
。
廻
に
遡
つ
て
大
學
に
し
ま
し
て
も
、

孟
チ
に
し
ま
し
て
も
、
論
語
に
し
ま
し
て
も
、
人
間
社
會
が

人
と
人
と
相
愛
し
、
相
親
ん
で
、
平
和
な
祉
曾
を
つ
く
ら
う
と
い
ふ
こ
と
．
が
、
目
標
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
よ
く
判
る

と
思
ひ
ま
ず
。

曾
調
和
の
原
理
を
指
し
示
す
と
い
ふ
所
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
西
洋
の
倫
理
ェ
シ
ッ
ク
ス
と
い
ふ
も
の
が
、
個
性
を

つ
ま
り
儲
教
の
倫
理
翻
は
、
社

人
格
完
成
、
自
我
賓
現
な
ど
い
ふ
の
と
面
白
い
到
照
で
な
か
ら
う
か
と
思
ひ
ま
ず
。
恐
ら
く
も
う
一
っ

高
い
立
場
に
立
つ
て
見
た
ら
ば
、

西
洋
風
の
個
性
を
中
心
に
す
る
倫
理
説
に
も
確
に
重
要
な
意
味
は
あ
り
ま
せ
う
し
、

儒
教
の
こ
の
方
面
に
も
重
要
な
意
味
が
あ
り
ま
せ
う
か
ら
、
斯
う
い
ふ
二
つ
を
又
綜
合
し
て
、

こ
れ
を
古
今
に
通
じ
て
謬
ら
ず
中
外
に
施
し
て
作
ら
ず
と
い
ふ
や
う
た
、

に
は
つ
き
り
と
楡
快
だ
と
思
ひ
ま
す
が
、

も
う
一
っ
上
に
立
つ
て

と
も
か
く
も
現
代
の
計
曾
に
於
き
ま
し
て
は
、
相
常
深
く
個
人
主
義
的
た
傾

向
が
し
み
こ
ん
で
居
り
ま
し
て
、
時
に
は
人
間
の
計
會
と
い
ふ
も
の
を
階
級
闘
手
の
如
く
に
説
明
し
て
、
新
し
が
る
や

こ
の
僻
教
の
調
和
を

H
標
と
す
る
所
の

倫
理
諒
は
、
確
に
―
つ
の
有
蚊
な
棄
に
な
る
の
で
た
か
ら
う
か
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

い
つ
も
こ
の
儒
教
道
穂
を
中
心
に
し
て
、
大
阪
の
有
志
を
導
い
て
居
ら
れ
る
こ

こ
れ
が
柴
記
の
倫
理
と
い
ふ
概
念
と
丁
度
一
致
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

徳

二
六



化
を
刺
激
し
た
や
う
に
、
懐
徳
堂
の
學
風
が
、

叩
平
に
懐
億
堂
だ
け
で
な
し
に
、

8
本
國
家
の
た
め
に
非
常
な
幸
揺
で
あ
り
ま
す
。

二
七

と
は
、
非
常
に
有
意
義
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
若
し
億
川
時
代
の
如
く
、
大
阪
の
文
化
が
元
緑
享
保
頃
の
江
戸
の
文

日
本
全
骰
を
刺
激
し
風
靡
ず
る
や
う
な
時
代
が
来
る
や
う
に
な
れ
ば
、

上
と
下
と
が
相
和
解
し
て
、
柴
し
い

業
土
が
政
に
建
設
せ
ら
れ
る
こ
と
に
た
る
の
で
な
か
ら
う
か
と
、
私
は
密
に
そ
れ
を
希
望
し
て
已
ま
な
い
の
で
あ
り
ま

大
翅
ご
た

l¥’
し
た
お
話
を
申
上
げ
ま
し
て
洵
に
恐
縮
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
御
消
聴
下
ざ
い
ま
し
た
こ
と
を
お
楼
申

上
げ
ま
し
て
、

ず。

こ
れ
で
御
免
を
蒙
り
ま
す
。
（
昭
和
十
一
年
十
月
十
H
記
念
講
芭

傭

敦

の

倫

理

観


