
一

善
悪
の
基
準

道
徳
も
倫
理
も
そ
の
言
葉
の
源
は
﹃
礼
記
﹄﹃
易
経
﹄
な
ど
中
国
古
典
に
求
め
ら
れ
る
︒
明
治
初
期
に
移
入
さ
れ
た
西
洋
の
概
念

m
o
ra
l
や
e
th
ic
s
は
︑
西
周
に
よ
り
﹁
道
徳
論
﹂
や
﹁
名
教
学
﹂
と
訳
さ
れ
た
が
︑
一
八
八
一
︵
明
治
一
四
︶
年
の
﹃
哲
学
字
彙
﹄
で

は
E
th
ic
s
は
﹁
倫
理
学
﹂︑
M
o
ra
lity
は
﹁
道
義
﹂
と
訳
さ
れ
て
い
る
(

)

︒
井
上
円
了
は
一
八
八
七
年
の
﹃
倫
理
通
論
﹄
で
︑﹁
倫
理

１

学
と
は
西
洋
の
語
に
て
エ
シ
ッ
ク
ス
と
称
し
︹
中
略
︺
近
ご
ろ
こ
の
語
を
訳
す
る
に
道
徳
学
︑
道
義
学
︑
修
身
学
等
︑
種
々
の
名
称
を

用
う
る
も
の
あ
れ
ど
も
︑
余
は
特
に
倫
理
学
の
名
称
を
用
う
る
﹂
と
主
張
す
る

︒
そ
の
理
由
を
︑
儒
教
に
由
来
す
る
従
来
の

（
11:18）

修
身
学
が
﹁
仮
定
憶
想
の
説
﹂
に
す
ぎ
な
い
点
に
求
め
︑
倫
理
学
は
あ
く
ま
で
も
﹁
論
理
上
考
定
究
明
す
る
を
義
﹂
と
す
る
﹁
一
種

の
理
学
﹂
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
︒
さ
ら
に
円
了
は
︑﹁
倫
理
学
す
な
わ
ち
エ
シ
ッ
ク
ス
は
︑
善
悪
の
標
準
︑
道
徳
の
規
則
を

論
定
し
て
︑
人
の
行
為
挙
動
を
命
令
す
る
学
問
を
い
う
︒﹂

と
定
義
す
る
︒

（
ib
id
.）

倫
理
学
は
種
々
の
事
実
を
考
見
し
て
道
徳
の
性
質
規
則
を
審
定
す
る
だ
け
は
理
論
学
に
属
す
べ
き
理
な
れ
ど
も
︑
こ
れ
を
審
定

す
る
外
に
人
の
行
為
挙
動
を
命
令
し
て
倫
理
の
規
則
に
従
わ
し
む
る
を
教
う
る
を
も
っ
て
︑
ま
た
こ
れ
を
実
用
学
に
属
さ
ざ
る
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べ
か
ら
ず
︒
こ
れ
余
が
さ
き
に
倫
理
学
の
義
解
を
下
し
て
︑
善
悪
の
標
準
︑
道
徳
の
規
則
を
論
定
し
て
人
の
行
為
挙
動
を
命
令

す
る
学
問
な
り
と
い
う
ゆ
え
ん
な
り
︒（

11:20）

井
上
円
了
に
よ
れ
ば
︑
倫
理
学
の
課
題
は
善
悪
の
基
準
を
論
定
す
る
こ
と
に
あ
る
︒
だ
が
こ
れ
は
さ
ほ
ど
容
易
で
は
な
い
︒
円
了

は
功
利
主
義
の
立
場
か
ら
善
悪
の
基
準
を
幸
福
の
進
化
に
求
め
る
︒

人
生
の
目
的
は
幸
福
に
あ
り
︑
善
悪
の
標
準
は
幸
福
に
外
な
ら
ざ
る
ゆ
え
ん
︑
ま
た
お
の
ず
か
ら
知
る
べ
し
︒（

1
1:81）

﹁
お
の
ず
か
ら
知
る
べ
し
﹂
と
断
言
し
て
し
ま
っ
た
ら
︑
倫
理
学
を
﹁
論
理
上
考
定
究
明
す
る
を
義
﹂
と
す
る
﹁
一
種
の
理
学
﹂
は

成
り
立
た
な
い
︒

従
来
の
経
験
に
考
う
れ
ば
︑
幸
福
を
も
っ
て
目
的
と
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒
そ
も
そ
も
我
人
の
幸
福
と
す
る
と
こ
ろ
︑
人
に
よ
り

て
異
な
り
時
に
よ
り
て
不
同
あ
る
は
勢
い
の
免
る
べ
か
ら
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
と
い
え
ど
も
︑
衆
人
一
般
に
幸
福
と
す
る
と
こ
ろ

の
も
の
は
大
抵
一
定
し
た
る
も
の
の
ご
と
し
︒（

11:44）

従
来
の
経
験
や
衆
人
一
般
に
よ
る
大
抵
一
定
の
意
見
を
正
し
い
と
す
る
根
拠
は
何
か
︒
百
歩
譲
り
︑
善
悪
の
基
準
を
幸
福
に
置
く

と
し
て
︑
幸
福
と
は
何
か
︒
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人
の
富
貴
を
欲
す
る
も
長
寿
を
祈
る
も
︑
そ
の
実
︑
幸
福
を
求
む
る
も
の
に
外
な
ら
ず
︒（

ib
id
.）

つ
ま
り
︑
幸
福
と
は
具
体
的
に
は
富
貴
や
長
寿
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
個
人
の
富
貴
や
長
寿
に
限
定
さ
れ
な
い
︒
自
分
だ
け
で
富
貴

安
逸
と
長
寿
を
享
楽
し
︑
家
族
や
近
隣
さ
ら
に
は
世
界
の
人
び
と
が
不
幸
の
ど
ん
底
で
喘
い
で
い
る
な
か
で
は
幸
福
だ
と
は
言
え
な

い
の
が
人
情
で
あ
る
︒

た
と
え
ば
︑
従
前
は
一
〇
人
中
四
人
は
幸
福
を
得
て
他
の
六
人
は
禍
害
を
受
け
た
る
に
︑
今
後
は
一
〇
人
中
六
人
は
幸
福
を
得

て
四
人
は
禍
患
を
受
く
る
に
至
ら
し
む
る
こ
と
を
得
べ
し
︒
ま
た
従
前
は
苦
の
量
楽
の
量
よ
り
多
か
り
し
を
︑
今
後
は
楽
の
量

を
し
て
苦
の
量
よ
り
多
か
ら
し
む
る
こ
と
を
得
べ
し
︒
こ
れ
い
わ
ゆ
る
幸
福
を
増
進
す
る
も
の
に
し
て
︑
余
は
こ
れ
を
幸
福
の

進
化
と
名
付
く
︒
幸
福
の
進
化
と
は
︑
幸
福
の
分
量
を
増
し
︑
幸
福
の
品
位
を
進
め
︑
あ
わ
せ
て
こ
れ
を
受
く
る
人
の
数
を
増

加
す
る
を
い
う
︒
他
語
を
も
っ
て
こ
れ
を
い
え
ば
︑
最
上
等
の
幸
福
と
最
多
量
の
幸
福
を
最
多
数
の
人
に
与
う
る
も
の
こ
れ
な

り
︒（

11:4
7f.）

こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
功
利
主
義
の
一
般
原
則
で
あ
り
︑
円
了
の
倫
理
学
は
こ
の
立
場
を
踏
襲
し
て
い
る
(

)

︒
円
了
は
さ
ら
に
つ
ぎ

２

の
よ
う
な
事
態
を
認
め
る
︒

お
よ
そ
我
人
の
苦
楽
幸
福
は
相
対
し
て
存
し
︑
苦
を
離
れ
て
楽
な
く
︑
禍
を
離
れ
て
福
な
し
︒
故
に
人
も
し
そ
の
楽
を
得
ん
と

欲
せ
ば
︑
ま
ず
苦
を
求
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒
苦
を
感
じ
て
後
︑
始
め
て
楽
を
知
る
こ
と
を
得
べ
し
︒
苦
い
よ
い
よ
多
き
と
き
は
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楽
い
よ
い
よ
多
し
︒
労
苦
し
て
後
に
得
た
る
食
物
は
︑
平
時
よ
り
一
層
の
快
楽
を
感
ず
る
も
の
な
り
︒（

11
:4
7）

光
が
闇
を
前
提
と
す
る
よ
う
に
︑楽
は
苦
を
前
提
と
す
る
︒
苦
楽
は
不
可
分
で
あ
る
︒
だ
が
︑﹁
人
も
し
そ
の
楽
を
得
ん
と
欲
せ
ば
︑

ま
ず
苦
を
求
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
﹂
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
か
︒
人
は
﹁
苦
を
避
け
楽
に
就
き
︑
禍
害
を
い
と
い
幸
福
を
求
む
る
の

性
あ
り
︒﹂

と
円
了
自
身
語
っ
て
い
る
よ
う
に
︑
楽
を
得
る
た
め
に
苦
を
求
め
︑
幸
福
を
得
る
た
め
に
不
幸
を
求
め
る
な
ど
と

（
ib
id
.）

い
う
こ
と
は
机
上
の
空
論
に
す
ぎ
な
い
︒

﹃
倫
理
摘
要
﹄︵
一
八
九
一
年
︶
で
円
了
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
る
︒
た
と
え
ば
﹁
身
を
殺
し
て
仁
を
な
﹂
し
﹁
苦
を
侵
し
て

道
を
求
む
る
﹂
人
が
い
る
が
︑
そ
の
本
心
は
﹁
最
も
幸
福
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
選
び
て
こ
れ
に
就
き
し
は
明
ら
か
な
り
︒
す
な

わ
ち
道
を
求
む
る
も
の
は
道
を
も
っ
て
最
上
の
幸
福
と
し
︑
仁
を
な
す
も
の
は
仁
を
も
っ
て
第
一
の
幸
福
と
す
る
に
よ
る
︒﹂（

11:

人
が
仁
を
な
し
道
を
求
め
る
の
は
そ
う
す
る
こ
と
で
最
上
の
幸
福
が
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
主
張
は
︑
シ
ラ
ー
が
カ
ン

1
6
6）

ト
の
道
徳
意
志
に
投
げ
つ
け
た
揶
揄
を
想
起
さ
せ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
シ
ラ
ー
は
﹁
哲
学
者
﹂
と
い
う
詩
で
こ
う
語
る
︒﹁
私
は
喜
ん
で

友
人
に
尽
く
し
た
い
が
︑
残
念
な
が
ら
好
き
で
す
る
の
で
す
︒﹂
カ
ン
ト
は
偶
然
的
結
果
に
左
右
さ
れ
る
こ
う
し
た
幸
福
主
義
を
道
徳

か
ら
断
固
排
除
し
︑
人
間
の
主
体
性
・
自
律
性
を
と
こ
と
ん
追
求
し
た
︒
も
し
も
幸
福
主
義
な
い
し
功
利
主
義
を
柱
と
す
る
の
で
あ

れ
ば
︑
円
了
は
苦
楽
幸
福
相
対
主
義
を
排
し
と
こ
と
ん
幸
福
を
追
求
す
べ
き
で
は
な
い
か
︒

井
上
円
了
は
夏
目
漱
石
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
い
に
ど
う
答
え
る
だ
ろ
う
か
︒

﹁
そ
れ
か
ら
︑
君
は
今
︑
君
の
親
戚
な
ぞ
の
中
に
︑
是
と
い
つ
て
︑
悪
い
人
間
は
ゐ
な
い
や
う
だ
と
云
ひ
ま
し
た
ね
︒
然
し
悪
い

人
間
と
い
う
一
種
の
人
間
が
世
の
中
に
あ
る
と
君
は
思
つ
て
ゐ
る
ん
で
す
か
︒
そ
ん
な
鋳
型
に
入
れ
た
や
う
な
悪
人
は
世
の
中
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に
あ
る
筈
が
あ
り
ま
せ
ん
よ
︒
平
生
は
み
ん
な
善
人
な
ん
で
す
︑
少
な
く
と
も
み
ん
な
普
通
の
人
間
な
ん
で
す
︒
そ
れ
が
︑
い

ざ
と
い
ふ
間
際
に
︑
急
に
悪
人
に
変
わ
る
ん
だ
か
ら
恐
ろ
し
い
の
で
す
︒
だ
か
ら
油
断
が
出
来
な
い
ん
で
す
﹂
︵﹃
こ
ゝ
ろ
﹄
二

十
八
︶

苦
楽
幸
福
が
相
対
的
で
あ
る
な
ら
ば
︑
善
悪
に
お
い
て
も
︑
生
身
の
人
間
世
界
で
は
そ
れ
は
相
対
し
︑
つ
ね
に
反
転
し
あ
る
い
は

同
時
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
︒﹁
普
通
の
﹂
人
間
が
急
に
悪
人
と
な
る
の
は
そ
の
人
な
り
の
幸
福
欲
に
依
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒
普
通
の
人
間
が
幸
福
を
求
め
て
︱
︱
功
利
主
義
倫
理
学
に
よ
れ
ば
﹁
善
﹂
を
求
め
て
︱
︱
悪
を
な
す
こ
と
は
日
常
あ
り
う
る

こ
と
で
は
な
い
か
︒﹁
天
道
は
善
人
に
福
を
与
え
悪
人
に
禍
を
下
す
﹂
と
説
く
孔
孟
の
修
身
学
は
︑
根
拠
の
な
い
﹁
憶
説
に
過
ぎ
ず
﹂

倫
理
学
た
り
え
な
い
︑
と
円
了
は
批
判
す
る

︒
孟
子
は
人
の
悪
心
が
い
か
に
し
て
生
じ
る
か
を
少
し
も
証
明
し
な
い
で
︑

（
11:28）

人
性
は
善
だ
と
断
言
す
る
だ
け
で
あ
り
︑
そ
れ
は
︑
人
の
性
は
み
な
悪
だ
と
す
る
荀
子
で
も
同
様
で
あ
る
︑
と
︒
な
ら
ば
円
了
自
身

は
悪
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
︒

人
の
心
の
善
な
る
も
悪
な
る
も
そ
の
と
き
の
事
情
に
応
じ
て
起
こ
る
も
の
に
し
て
︑昨
日
善
を
な
し
て
今
日
悪
を
な
す
者
あ
り
︑

悪
心
は
転
じ
て
善
心
と
な
り
善
人
は
変
じ
て
悪
人
と
な
る
こ
と
あ
り
︒
こ
れ
他
な
し
︑
善
悪
は
そ
の
と
き
の
事
情
に
応
じ
て
生

ず
る
も
の
な
る
に
よ
る
︒
も
し
こ
れ
を
天
賦
に
属
す
る
と
き
は
︑
善
悪
の
外
情
に
応
じ
て
変
ず
る
ゆ
え
ん
を
解
す
べ
か
ら
ず
︒

（
1
1:67）

善
悪
は
天
賦
で
は
な
く
時
々
の
状
況
に
応
じ
て
生
じ
る
と
い
う
の
は
夏
目
漱
石
と
同
じ
考
え
と
解
せ
ら
れ
る
が
︑
こ
れ
を
そ
の
ま
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ま
認
め
た
ら
倫
理
学
は
成
り
立
た
な
い
︒
人
が
善
人
と
な
る
か
悪
人
と
な
る
か
は
︑
天
賦
で
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
︑
な
る
ほ
ど
﹁
み

な
教
育
経
験
の
し
か
ら
し
む
る
と
こ
ろ
﹂
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
が
︑
例
外
も
多
々
あ
る
︒

故
に
遺
伝
論
は
天
賦
経
験
両
説
を
統
合
折
衷
し
て
︑
そ
の
欠
点
を
補
う
も
の
な
り
と
い
う
べ
し
︒
他
語
を
も
っ
て
こ
れ
を
い
え

ば
︑
遺
伝
論
は
道
徳
の
進
化
を
証
示
す
る
も
の
に
し
て
︑
そ
の
進
化
を
証
示
す
る
に
順
応
遺
伝
の
二
種
の
規
則
を
用
う
る
も
の

な
り
︒（

11:73）

天
賦
で
は
な
く
遺
伝
だ
と
な
ぜ
言
え
る
の
か
︒
天
賦
が
不
可
な
ら
遺
伝
も
不
可
の
は
ず
で
あ
る
︒

ひ
と
た
び
発
達
を
得
た
る
道
徳
は
そ
の
子
孫
に
遺
伝
す
る
を
も
っ
て
︑
ま
す
ま
す
発
達
し
た
る
良
心
と
進
化
し
た
る
行
為
を
有

す
る
に
至
る
な
り
︒
故
に
道
徳
の
進
化
は
全
く
競
争
︑
淘
汰
︑
遺
伝
︑
順
応
の
規
則
に
よ
る
も
の
と
知
る
べ
し
︒（

11
:9
5）

道
徳
遺
伝
説
は
︑﹃
倫
理
通
論
﹄
に
よ
れ
ば
︑
ス
ペ
ン
サ
ー
に
由
来
す
る
︒
善
人
の
子
に
悪
人
あ
り
︑
悪
人
の
子
に
善
人
あ
る
と
い

う
反
論
に
対
し
て
︑
円
了
の
よ
う
に
﹁
遺
伝
に
は
連
続
遺
伝
と
間
歇
遺
伝
と
の
二
種
あ
り
︒﹂

と
答
え
て
し
ま
っ
て
は
何
で

（
11
:72）

も
あ
り
と
な
っ
て
︑
学
と
し
て
の
倫
理
学
は
崩
壊
す
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
悪
の
問
題
を
行
為
主
体
と
し
て
の
人
間
の
問
題
と
し
て
徹
底
的
に
考
察
し
た
の
は
カ
ン
ト
で
あ
る
︒
カ
ン
ト
に
よ
れ

ば
︑
人
間
が
道
徳
法
則
に
従
っ
て
行
為
す
る
こ
と
が
善
で
あ
り
︑
意
志
が
傾
向
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
場
合
は
悪
で
あ
る
︒
人
間

は
自
由
で
あ
る
が
ゆ
え
に
善
人
に
も
悪
人
に
も
な
り
う
る
︒
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
︑
人
間
が
悪
を
な
し
う
る
の
は
人
間
が
自
由
だ
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か
ら
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
善
悪
の
基
準
は
人
間
の
自
由
意
志
に
あ
る
︒
天
賦
や
遺
伝
は
人
間
の
自
由
に
は
な
ら
ず
︑
善
悪
が
そ
れ
ら

に
よ
る
と
し
た
ら
︑
そ
れ
は
人
間
の
責
任
の
埒
外
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
人
間
の
主
体
的
な
自
由
意
志
を
ぬ
き
に
し
て
善
悪
の
基

準
す
な
わ
ち
倫
理
は
問
題
と
な
し
え
な
い
︒
井
上
円
了
は
自
由
意
志
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒

﹃
倫
理
摘
要
﹄
で
円
了
は
こ
の
問
題
に
答
え
る
︒﹁
道
徳
上
の
行
為
は
意
志
作
用
に
属
す
る
を
も
っ
て
︑
そ
の
行
為
を
論
ず
る
に
は

意
志
の
性
質
を
説
か
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒﹂

だ
が
︑
カ
ン
ト
と
は
異
な
り
︑
円
了
の
場
合
人
間
の
意
志
が
自
由
で
あ
る
こ
と
は

（
11:1
91）

そ
も
そ
も
前
提
と
さ
れ
て
い
な
い
︒﹁
意
志
は
本
来
自
由
な
る
か
自
由
な
ら
ざ
る
か
﹂
を
ま
ず
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
と
言
う
︒

だ
が
︑
円
了
は
こ
の
問
題
に
直
接
答
え
ず
に
︑
行
為
論
に
入
る
︒

円
了
に
よ
れ
ば
︑
人
間
を
含
め
て
生
物
は
み
な
﹁
自
保
自
存
の
規
則
﹂

に
従
っ
て
い
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
人
間
を
含
め
て
あ

（
11:76）

ら
ゆ
る
生
物
は
そ
の
行
為
が
こ
の
規
則
に
合
致
し
て
い
れ
ば
善
︑
合
致
し
な
け
れ
ば
悪
と
判
定
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
ま
た
苦
楽
と
も
密

接
な
関
係
に
あ
り
︑﹁
保
存
に
益
あ
る
行
為
を
善
と
し
︑
保
存
に
害
あ
る
行
為
を
悪
と
す
る
規
則
を
知
る
と
き
は
︑
快
楽
す
な
わ
ち
善
︑

苦
痛
す
な
わ
ち
悪
に
し
て
︑
善
悪
の
別
は
苦
楽
の
感
覚
よ
り
生
ず
る
ゆ
え
ん
を
知
る
べ
し
︒﹂

た
だ
し
︑
動
物
は
苦
楽

（
11:81

,
195）

を
知
る
の
み
で
︑
人
間
に
し
て
初
め
て
こ
れ
を
善
悪
と
し
て
捉
え
う
る
︒
こ
れ
は
動
物
か
ら
人
間
へ
の
進
歩
で
あ
り
︑
こ
の
進
歩
は

﹁
一
朝
一
夕
に
成
る
も
の
に
あ
ら
ず
︑
数
世
数
万
年
間
の
習
慣
相
積
み
︑
遺
伝
相
受
け
て
こ
こ
に
至
る
な
り
︒
﹂

円
了

（
1
1
:8
1
,
196）

は
︑
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
善
悪
︑
禍
福
の
進
歩
増
進
を
遺
伝
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
︒
か
く
し
て
︑
善
悪
す
な
わ
ち
倫
理
の
問
題

を
井
上
円
了
が
︑
カ
ン
ト
と
は
異
な
り
︑
人
間
の
主
体
的
自
由
の
問
題
と
し
て
は
捉
え
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
︑
自
由
意
志
に
由
来
す
る
根
源
悪
と
い
っ
た
問
題
は
井
上
円
了
に
と
っ
て
存
在
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒

円
了
は
自
由
意
志
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
︒
自
由
意
志
論
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
存
在
す
る
が
︑
近
世
に
至
り
進
化
学

や
因
果
の
理
法
が
開
か
れ
て
必
至
論
が
主
流
と
な
り
︑﹁
世
の
理
学
者
大
抵
必
至
論
を
唱
え
︑
ま
た
自
由
意
志
を
説
く
も
の
な
し
︒﹂
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︵
﹃
真
理
金
針
﹄
一
八
八
六
年

︶
し
か
し
︑
ヤ
ソ
教
者
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
い
ま
だ
に
﹁
旧
説
を
信
じ
て
︑
意
志
は
本
来

3:34
自
由
な
り
と
唱
え
﹂
る

︒
キ
リ
ス
ト
教
は
︑
人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
自
由
意
志
が
あ
り
︑
そ
れ
に
基
づ
き
悪
を
避
け
善
を

（
ib
id
.）

な
す
と
す
る
が
︑
そ
の
自
由
意
志
は
﹁
天
帝
に
よ
り
賦
与
せ
る
も
の
﹂
と
し
て
い
る
の
は
論
証
に
値
し
な
い
︑
と
円
了
は
批
判
す
る
︒

人
は
だ
れ
で
も
善
を
求
め
悪
を
憎
む
が
︑
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
わ
れ
わ
れ
が
日
々
夜
々
思
う
と
こ
ろ
は
︑﹁
大
抵
意
の
ご
と
く
な

る
は
な
き
﹂︑﹁
常
に
苦
を
受
け
︑
禍
に
あ
う
も
の
多
﹂︑﹁
貧
賤
に
沈
み
︑
不
利
を
招
く
も
の
多
﹂

と
い
う
事
実
で
あ
る
︒
こ

（
3
:3
7）

う
し
た
情
況
に
あ
り
な
が
ら
︑
人
間
に
は
自
由
意
志
が
あ
り
良
心
が
あ
り
︑
そ
れ
は
天
賦
だ
と
言
う
の
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
﹁
妄

信
﹂
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
人
が
善
を
な
し
悪
を
避
け
る
の
は
︑
論
証
不
能
の
天
賦
で
は
な
く
︑
﹁
数
千
百
年
代
の
教
育
経
験
﹂﹁
数
千

百
年
代
進
歩
の
結
果
﹂
で
あ
る
︑
と
井
上
円
了
は
主
張
す
る
︒

根
源
悪
に
つ
い
て
円
了
が
語
る
と
こ
ろ
は
ま
だ
見
出
し
て
い
な
い
が
︑
人
間
の
根
源
的
な
悪
性
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
︑
そ
れ

を
キ
リ
ス
ト
教
が
説
く
悪
と
捉
え
て
批
判
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
キ
リ
ス
ト
教
で
は
﹁
善
悪
も
禍
福
も
み
な
天
帝
の
定
む
る
と
こ

ろ
と
す
﹂

る
が
︑
こ
れ
は
﹁
人
間
中
の
こ
と
を
も
っ
て
人
間
外
に
帰
す
る
﹂

も
の
で
あ
り
論
外
だ
と
い
う
︒
人
民
さ

（
3:44）

（
3:45）

ま
ざ
ま
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
ノ
ア
の
大
洪
水
は
同
一
の
罰
を
加
え
る
﹁
不
公
平
の
賞
罰
﹂
で
あ
り
︑
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
が
罪
を
犯

し
て
罰
を
受
け
る
の
は
当
然
だ
と
し
て
も
︑
そ
の
子
孫
万
世
に
至
る
ま
で
同
一
の
罰
を
科
す
の
は
理
解
し
難
い
︒
懐
妊
の
苦
と
い
う

罰
が
女
性
一
般
︑
さ
ら
に
は
動
物
に
ま
で
科
せ
ら
れ
る
の
は
﹁
不
公
平
中
の
不
公
平
﹂
に
ほ
か
な
ら
な
い

︒
し
か
る
に
︑
苦

（
3:51）

楽
や
禍
福
定
ま
り
な
く
︑
罪
に
大
小
軽
重
の
差
異
あ
り
︑
地
上
の
人
間
の
問
題
は
地
上
の
人
間
が
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
自

由
意
志
や
天
賦
良
心
が
あ
る
と
し
た
ら
︑
そ
れ
は
﹁
天
帝
の
与
う
る
と
こ
ろ
に
非
ず
し
て
︑
進
化
淘
汰
の
結
果
﹂

で
あ
り
︑

（
3:4
2
）

善
悪
禍
福
は
実
験
に
基
づ
く
因
果
の
理
法
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る

︒
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
︑
井
上
円
了
は
倫
理
学
す
な

（
3:52）

わ
ち
善
悪
の
基
準
に
つ
い
て
あ
く
ま
で
も
合
理
的
な
解
明
を
求
め
て
い
る
︒
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二

倫
理
と
宗
教

カ
ン
ト
の
道
徳
法
則
は
︑
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
に
妥
当
す
る
最
高
原
理
で
あ
る
が
︑﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄
第
二
版
序
文
で
カ
ン

ト
は
﹁
信
仰
の
場
を
得
る
た
め
に
知
を
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒﹂
と
い
う
有
名
な
一
節
を
加
え
る
︒
た
だ
し
︑
カ
ン
ト
の

場
合
︑
信
仰
と
は
理
性
信
仰
の
こ
と
で
あ
り
︑
そ
れ
は
﹁
純
粋
理
性
に
含
ま
れ
て
い
る
所
与
﹂
つ
ま
り
自
由
と
道
徳
法
則
以
外
に
は

基
礎
を
置
か
な
い
信
仰
で
あ
っ
て
︵﹁
思
考
の
方
向
を
定
め
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
﹂
︶︑
議
論
は
循
環
し
て
い
る
︒
だ
が
︑
い
ず
れ

に
せ
よ
カ
ン
ト
に
と
っ
て
信
仰
と
知
︑
宗
教
と
理
性
と
の
関
係
は
深
刻
な
課
題
で
あ
っ
た
︒

話
を
少
し
具
体
化
さ
せ
る
な
ら
ば
︑
戦
後
日
本
の
代
表
的
思
想
家
の
一
人
︑
吉
本
隆
明
が
対
談
で
述
べ
て
い
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
問

題
は
ど
う
考
え
る
べ
き
か
︒

ぼ
く
が
こ
の
辺
を
散
歩
し
て
い
て
も
︑﹁
一
隅
を
照
ら
す
﹂
と
か
﹁
一
日
一
善
﹂
と
か
︑
そ
う
い
う
の
が
お
寺
さ
ん
の
門
の
傍
の

掲
示
板
に
貼
っ
て
あ
っ
て
︑
お
経
か
ら
道
徳
的
に
わ
か
り
や
す
い
何
行
か
を
書
き
出
し
て
あ
る
の
を
よ
く
見
つ
け
ま
す
︒
︹
中

略
︺
現
世
の
社
会
の
秩
序
や
︑
社
会
の
存
在
か
ら
出
て
く
る
︿
善
悪
﹀
の
基
準
と
か
︿
倫
理
﹀
の
基
準
に
た
い
し
て
︑
少
し
で
も

補
う
視
点
か
ら
そ
れ
を
照
ら
す
と
い
う
の
で
は
な
く
て
︑
そ
れ
を
補
う
か
た
ち
の
こ
と
を
仏
教
の
運
動
み
た
い
な
も
の
が
し
て

し
ま
い
︑
道
徳
的
な
あ
る
い
は
倫
理
的
な
補
完
物
み
た
い
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
︹
中
略
︺
仏
教
は
︑
ど
こ
か
で
い
ま
あ
る
社
会
と

か
︑
現
世
の
世
界
と
か
を
超
え
る
も
の
で
す
︒
そ
れ
は
︑
道
徳
的
な
意
味
で
も
思
想
的
な
意
味
で
も
︑
あ
る
い
は
生
死
と
い
う

意
味
で
も
︑
現
実
を
超
え
る
も
の
を
ど
こ
か
に
示
す
の
が
︑
も
と
も
と
仏
教
の
大
き
な
眼
目
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
︒
で
す
か
ら
︑

︿
倫
理
﹀
を
示
す
ば
あ
い
︑
ど
こ
か
に
現
世
を
超
え
る
も
の
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
︱
︱
現
世
は
︑
道
徳
的
に
い
っ
て
も
︑
こ
れ
だ

け
の
限
界
が
あ
る
け
れ
ど
も
︑
限
界
を
と
っ
て
し
ま
え
ば
︑
こ
う
い
う
の
が
︿
善
﹀
だ
と
か
︑
こ
う
い
う
の
が
︿
倫
理
﹀
な
ん
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だ
︑
と
い
う
こ
と
を
云
え
る
み
た
い
な
︱
︱
そ
う
い
う
現
世
を
超
え
る
︿
倫
理
﹀
を
示
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
は
ず
で
す
︒︵
﹁
現

代
仏
教
の
課
題
﹂﹃
春
秋
﹄
第
二
五
三
号
︑
一
九
八
三
年
一
二
月
︶

仏
教
に
限
ら
ず
宗
教
は
道
徳
や
倫
理
の
補
完
物
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
生
涯
仏
教
徒
で
あ
り
続
け
た
井
上
円
了
は
︑
倫
理
学
を

論
じ
る
際
に
こ
う
し
た
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
の
だ
ろ
う
か
︒

﹃
倫
理
通
論
﹄
の
第
六
章
で
倫
理
学
と
宗
教
と
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
る
が
︑
そ
こ
で
は
倫
理
が
宗
教
の
範
囲
を
脱
し
え
て
い
な
い
と

批
判
さ
れ
る
︒
近
世
に
お
い
て
も
﹁
学
者
の
力
宗
教
に
抗
し
て
倫
理
の
一
学
を
開
立
す
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
﹂

情
況
で
あ

（
1
1
:2
2
）

る
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑﹁
そ
れ
宗
教
は
未
来
の
幸
福
を
目
的
と
す
る
も
︑
そ
の
目
的
を
達
す
る
に
は
現
世
の
勧
善
懲
悪
を
も
っ
て
せ
ざ

る
べ
か
ら
ず
︒﹂

宗
教
の
独
自
性
ど
こ
ろ
か
︑
宗
教
は
道
徳
に
従
属
す
る
と
述
べ
て
い
る
︒
第
一
一
章
で
は
︑
宗
教
は
法
律

（
11:2
3）

の
補
完
物
だ
と
さ
れ
る
︒
第
一
二
章
で
は
︑
宗
教
も
法
律
も
不
十
分
で
あ
り
︑﹁
こ
の
二
者
の
欠
点
を
補
っ
て
社
会
の
安
寧
を
保
全
す

べ
き
も
の
は
倫
理
学
な
り
︒﹂

と
述
べ
る
︒

（
11:2
7）

﹃
倫
理
摘
要
﹄
で
も
︑﹁
お
よ
そ
宗
教
は
そ
の
種
類
の
な
ん
た
る
を
問
わ
ず
︑
多
少
人
の
道
徳
を
説
か
ざ
る
も
の
な
く
︑
い
ず
れ
の

国
に
あ
り
て
も
宗
教
に
よ
り
て
道
徳
を
立
て
し
﹂
が
︑
近
年
よ
う
や
く
﹁
宗
教
の
範
囲
を
脱
し
て
道
徳
の
独
立
を
見
る
に
至
れ
り
︒﹂

と
述
べ
る

︒
た
だ
し
︑
宗
教
は
人
間
の
行
為
や
目
的
を
﹁
人
間
以
上
の
天
神
に
帰
す
﹂
が
︑
倫
理
学
は
﹁
人
間
世
界
に
あ

（
11:1
58）

り
て
人
智
を
も
っ
て
道
徳
の
性
質
を
講
究
す
る
﹂

と
い
う
違
い
は
あ
る
︒

（
ib
id
.）

い
ず
れ
に
せ
よ
︑
吉
本
隆
明
が
︑
現
今
の
宗
教
は
道
徳
の
補
完
物
に
堕
し
て
い
る
と
批
判
す
る
の
に
対
し
て
︑
井
上
円
了
は
︑
宗

教
の
欠
点
を
補
う
の
が
倫
理
学
だ
︑
と
言
う
の
で
あ
る
︒
倫
理
学
者
の
発
言
と
し
て
は
妥
当
だ
と
し
て
も
︑
仏
教
徒
と
し
て
は
こ
れ

で
良
い
の
だ
ろ
う
か
︒
も
っ
と
も
︑
こ
れ
を
逆
に
し
て
︑
倫
理
学
の
欠
点
を
補
う
の
が
宗
教
だ
と
言
う
の
で
は
︑
そ
れ
も
吉
本
隆
明
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の
批
判
に
応
え
ら
れ
な
い
︒

井
上
円
了
の
主
張
を
理
解
す
る
に
は
時
代
状
況
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
︑
円
了
が
e
th
ic
s
を
倫

理
学
と
訳
し
︑
当
時
同
じ
く
通
用
し
て
い
た
道
徳
学
と
か
道
義
学
と
か
の
言
葉
を
使
わ
な
か
っ
た
の
は
︑
倫
理
を
従
来
の
修
身
や
道

徳
か
ら
切
り
離
し
︑
あ
く
ま
で
も
論
理
的
な
学
問
と
し
て
こ
れ
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
︒
世
間
一
般
で
修
身
や
道
徳

を
説
く
の
は
儒
者
だ
け
で
な
く
僧
侶
に
も
少
な
か
ら
ず
い
る
が
︑
円
了
に
よ
れ
ば
︑﹁
実
に
今
日
の
僧
侶
は
無
資
力
︑
無
精
神
︑
無
学

識
︑
無
道
徳
の
極
に
達
し
た
り
と
称
し
て
可
な
り
︒﹂︵﹃
仏
教
活
論
序
論
﹄
一
八
八
七
年

︶
と
い
う
情
況
で
あ
れ
ば
︑
宗
教
が

3:353

倫
理
学
の
欠
点
を
補
う
ど
こ
ろ
か
︑
倫
理
学
が
宗
教
の
欠
点
を
補
う
こ
と
こ
そ
が
焦
眉
の
課
題
で
あ
っ
た
︒

倫
理
と
宗
教
と
の
関
係
を
相
互
補
完
関
係
と
考
え
た
ら
こ
の
問
題
は
解
決
で
き
な
い
︒
円
了
の
よ
う
に
あ
く
ま
で
も
倫
理
学
の
立

場
で
考
え
れ
ば
︑
倫
理
学
の
限
界
と
い
う
問
題
に
な
る
の
で
は
な
い
か
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑﹁
善
悪
の
彼
岸
﹂
と
い
う
問
題
は
円
了
に

と
っ
て
存
在
し
な
い
の
か
︒

円
了
は
︑
自
説
の
道
徳
進
化
論
も
︑
進
化
一
般
と
同
様
︑
そ
の
極
点
に
達
し
て
退
化
す
る
可
能
性
を
認
め
る

︒
い
ま
は

（
11:100）

ま
だ
そ
の
極
点
に
至
っ
て
い
な
い
し
︑
い
つ
極
点
に
達
す
る
か
も
不
明
な
の
で
︑
い
ま
は
進
化
に
向
か
っ
て
努
力
す
べ
き
だ
︑
と
述

べ
る
︒こ

れ
を
要
す
る
に
︑
道
徳
は
そ
の
行
為
も
そ
の
本
心
も
と
も
に
生
存
競
争
︑
自
然
淘
汰
︑
遺
伝
順
応
の
諸
則
に
従
っ
て
進
化
し
︑

今
後
ま
た
そ
の
諸
則
に
従
っ
て
発
達
す
べ
し
と
い
う
に
あ
り
︒
す
な
わ
ち
進
化
は
道
徳
の
通
理
通
則
な
り
と
い
う
に
あ
り
︒
こ

れ
に
よ
り
て
こ
れ
を
推
す
に
︑
余
が
人
生
の
目
的
は
幸
福
を
増
進
す
る
に
あ
り
︑
善
悪
の
標
準
も
進
化
幸
福
に
あ
り
︑
道
徳
の

本
心
も
進
化
に
よ
り
て
生
ず
と
い
う
ゆ
え
ん
を
知
る
べ
し
︒（

ib
id
.）
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道
徳
の
進
化
を
円
了
は
幸
福
の
進
化
と
言
い
換
え
る

︒
で
は
︑
幸
福
と
は
何
か
と
問
え
ば
︑
そ
れ
は
快
楽
だ
と
言
う
︒

（
1
1
:135）

そ
し
て
︑
快
楽
は
情
感
の
作
用
で
あ
り
心
性
の
発
動
で
あ
る
が
ゆ
え
に
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
は
心
理
学
の
問
題
で
あ
る
が
︑
心
理
学

は
心
性
の
現
象
を
論
じ
る
に
す
ぎ
ず
︑
そ
の
実
体
を
極
め
る
に
は
純
正
哲
学
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
︑
ま
た
︑
道
徳
の
本
心

は
経
験
よ
り
生
じ
る
が
︑
経
験
は
物
心
関
係
で
あ
る
か
ら
︑
こ
の
究
明
も
純
正
哲
学
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
︒
等
々
︒
要
す
る
に
倫

理
学
を
超
え
る
問
題
は
純
正
哲
学
の
問
題
だ
と
円
了
は
言
う
︒
こ
れ
で
は
問
題
の
先
送
り
に
す
ぎ
ず
︑
道
徳
と
は
何
か
を
倫
理
学
自

体
は
答
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
︒
倫
理
学
が
道
徳
を
定
義
で
き
な
い
と
し
た
ら
︑
そ
れ
こ
そ
倫
理
学
の
限
界
で

は
な
い
か
︒

円
了
の
後
期
著
作
で
あ
る
一
九
〇
九
年
刊
の
﹃
哲
学
新
案
﹄
で
は
︑
哲
学
を
知
性
お
よ
び
理
性
の
作
用
︑
宗
教
を
信
性
の
作
用
と

し
て
分
け
︑
さ
ら
に
哲
学
は
向
上
的
理
性
の
作
用
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
向
下
的
理
性
の
作
用
は
実
践
哲
学
で
あ
る
倫
理
で
あ
る
と

す
る
︒
ま
た
︑
理
性
は
知
的
無
限
性
で
あ
り
︑
信
性
は
情
的
無
限
性
で
あ
る
と
い
う
︒
そ
の
上
で
︑
倫
理
が
相
対
的
心
象
に
属
し
︑

相
対
差
別
の
心
面
に
発
言
す
る
の
に
対
し
て
︑
宗
教
は
無
限
性
を
帯
び
﹁
一
如
よ
り
直
接
に
向
下
す
る
﹂
と
い
う
違
い
が
あ
る（

1:

︒

3
98
）

宗
教
の
目
的
は
一
如
の
妙
境
に
吾
人
の
心
体
を
寄
託
し
︑
絶
対
の
彼
岸
に
安
住
せ
し
め
︑
も
っ
て
生
死
浮
沈
の
間
に
迷
わ
ざ
ら

し
め
ん
と
す
る
に
あ
り
︑
安
心
立
命
こ
れ
な
り
︒
倫
理
は
こ
れ
に
反
し
︑
理
性
の
命
ず
る
と
こ
ろ
に
従
い
︑
吾
人
の
良
心
に
満

足
を
与
え
︑
社
会
の
幸
福
を
拡
充
せ
ん
と
す
る
に
外
な
ら
ず
︒
た
と
え
倫
理
に
も
安
心
を
説
く
こ
と
あ
る
も
︑
そ
の
安
心
は
宗

教
の
所
説
の
ご
と
き
絶
対
的
の
も
の
に
あ
ら
ず
︒
す
な
わ
ち
宗
教
の
方
は
絶
対
的
安
心
立
命
︑
倫
理
の
方
は
相
対
的
安
心
立
命
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の
別
あ
り
︒（

1:399
）

若
い
頃
の
円
了
は
︑
世
俗
化
し
た
偏
狭
な
宗
教
の
影
響
か
ら
倫
理
を
守
ろ
う
と
し
た
が
︑
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
倫
理
よ
り
も
宗
教

を
上
位
に
位
置
づ
け
て
い
る
︒
さ
ら
に
晩
年
の
著
作
﹃
奮
闘
哲
学
﹄︵
一
九
一
七
年
︶
で
は
︑
倫
理
学
は
哲
学
の
向
下
門
に
属
す
る
が
︑

そ
の
範
囲
は
相
対
的
で
人
間
本
位
で
あ
る
が
ゆ
え
に
﹁
宗
教
よ
り
も
浅
く
し
て
卑
し
く
︑
宗
教
に
入
る
の
初
門
と
い
う
べ
き
も
の
﹂

と
い
う
よ
う
に
︑
倫
理
学
の
評
価
が
著
し
く
下
が
っ
て
い
る
︒
教
育
に
も
言
及
し
︑
教
育
は
﹁
良
心
を
磨
き
て
光
を
あ
ら
わ

（
2
:4
1
8
）

す
べ
き
を
教
う
る
﹂
も
の
だ
が
︑
な
に
ぶ
ん
人
間
本
位
で
あ
る
が
ゆ
え
に
﹁
上
辺
ば
か
り
の
修
養
に
過
ぎ
﹂

な
い
︒
こ
う
し

（
2:41
5）

て
﹁
倫
理
と
教
育
と
相
伴
う
て
か
え
っ
て
真
の
道
徳
を
破
壊
す
る
に
至
っ
た
﹂

︑
と
さ
ん
ざ
ん
な
悪
評
価
が
与
え
ら
れ
る
︒

（
2
:4
1
8
）

ど
う
し
て
倫
理
や
教
育
へ
の
評
価
が
こ
う
も
下
が
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
︒
そ
の
原
因
を
一
言
で
い
え
ば
︑
倫
理
や
教
育
が
﹁
知
育
に

傾
き
﹂﹁
徳
源
﹂
を
忘
却
し
た
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る

︒

（
2:41
9）

仏
教
に
死
仏
教
︑
活
仏
教
あ
る
が
ご
と
く
︑
哲
学
に
死
哲
学
︑
活
哲
学
あ
る
が
ご
と
く
に
︑
教
育
に
も
死
教
育
︑
活
教
育
の
二

通
り
が
あ
る
︒
例
え
ば
学
校
教
育
の
ご
と
き
文
字
を
も
っ
て
書
か
れ
た
る
書
物
ば
か
り
を
教
え
︑
こ
れ
を
活
用
す
る
こ
と
を
知

ら
し
め
ざ
る
は
死
教
育
で
あ
る
︒（

2:392）

倫
理
学
も
こ
れ
ら
と
同
様
だ
と
評
価
さ
れ
る
︒﹁
活
﹂
と
い
う
表
現
は
円
了
の
後
期
著
作
で
目
立
つ
が
︑
前
期
著
作
の
﹃
仏
教
活
論

序
論
﹄︵
一
八
八
七
年
︶
に
お
け
る
﹁
活
﹂
も
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
そ
こ
に
︑
明
治
﹁
維
新
﹂
後
の
若
者
︑
と
り
わ
け

知
識
人
の
意
気
込
み
が
垣
間
見
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
に
加
え
て
円
了
が
︑
哲
学
や
宗
教
︑
教
育
︑
倫
理
を
た
だ
活
力
を
吹
き
込
む
だ
け
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で
は
な
く
︑
そ
の
﹁
活
﹂
を
実
践
的
に
具
現
化
す
る
こ
と
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
︑
円
了
の
三
度
に
亘
る
世
界
旅
行
で
の

見
聞
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
と
く
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
キ
リ
ス
ト
教
会
が
人
び
と
の
日
々
の
生
活
に
与
え
て
い
る
影
響
を
見
て
︑
理
論

と
実
践
と
の
関
係
を
日
本
に
お
い
て
再
構
築
し
た
い
と
決
意
し
た
と
言
わ
れ
る
︒

一
九
一
二
年
刊
の
﹃
活
仏
教
﹄
で
は
︑
こ
う
語
ら
れ
る
︒

昨
年
来
︑
赤
道
以
南
を
周
遊
し
︑
豪
州
︑
南
ア
︑
南
米
︑
南
洋
等
を
巡
察
し
た
る
結
果
︑
わ
が
仏
教
を
革
新
し
て
国
家
の
原
動

力
に
い
く
ぶ
ん
の
新
勢
力
を
添
う
る
の
急
要
を
感
じ
︑
多
年
懐
抱
せ
る
宿
論
を
こ
こ
に
告
白
公
表
す
る
に
至
れ
り
︒
こ
れ
余
が

南
半
球
よ
り
将
来
し
た
る
旅
行
土
産
と
な
し
て
可
な
り
︒（

4:375
）

活
仏
教
︑
活
哲
学
︑
活
教
育
な
ど
と
並
ん
で
︑
活
倫
理
学
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒﹃
円
了
漫
録
﹄
︵
一
九
〇
三
年
︶
で
は
こ
う
語

ら
れ
る
︒

こ
と
に
わ
が
国
の
実
業
に
つ
き
て
︑
最
も
欠
け
た
る
も
の
は
哲
学
の
応
用
な
り
︒
そ
の
応
用
と
は
実
業
道
徳
の
修
養
を
い
う
︒

今
日
わ
が
国
の
実
業
家
が
︑
実
業
に
道
徳
は
無
用
な
る
が
ご
と
く
唱
う
る
も
の
多
き
は
︑
実
に
嘆
ず
べ
き
の
至
り
な
れ
ば
︑
今

後
︑
哲
学
館
出
身
者
は
進
み
て
実
業
界
に
入
り
︑
実
業
道
徳
を
奨
励
し
て
︑
実
業
と
哲
学
と
の
間
に
密
接
の
関
係
あ
る
こ
と
を

示
さ
れ
ん
こ
と
を
望
む
︒（

24:20
6）

し
か
し
︑
実
状
は
︑
先
述
の
﹃
奮
闘
哲
学
﹄
末
尾
で
の
慨
嘆
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑﹁
余
が
い
か
に
大
喝
絶
叫
し
て
も
︑
滔
々
た
る
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天
下
み
な
死
学
死
書
を
歓
迎
す
る
今
日
な
れ
ば
︑
一
人
の
学
者
も
一
人
の
学
生
も
︑
こ
の
教
外
別
伝
の
活
学
活
書
に
賛
成
す
る
も
の

な
い
か
も
計
り
難
い
︒﹂

と
い
う
情
況
だ
っ
た
︒

（
2:444）

三

人
倫
論

井
上
円
了
は
道
徳
と
倫
理
を
区
別
し
な
い
が
︑
仮
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
分
類
を
借
り
る
な
ら
ば
︑
道
徳
は
カ
ン
ト
哲
学
を
代
表
と
す
る

主
体
性
な
い
し
自
律
性
の
境
域
で
あ
り
︑
倫
理
は
そ
う
し
た
自
由
な
主
体
の
共
同
体
の
境
域
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
区
分
に
準
じ
て
井

上
円
了
の
倫
理
学
を
見
る
と
︑
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
︑
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
道
徳
論
で
あ
り
︑
共
同
体
論
は
ほ
と
ん
ど
展

開
さ
れ
て
い
な
い
と
言
え
る
︒
も
ち
ろ
ん
以
下
に
見
る
よ
う
に
井
上
円
了
が
共
同
体
論
を
展
開
し
て
い
な
い
と
言
う
の
で
は
な
い
︒

だ
が
︑
少
な
く
と
も
﹃
倫
理
通
論
﹄
な
ら
び
に
﹃
倫
理
摘
要
﹄
で
は
共
同
体
論
が
主
題
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
︒
両

著
作
と
も
︑
倫
理
学
と
政
治
学
と
の
違
い
に
言
及
し
て
い
る
が
︑
そ
の
際
ど
ち
ら
も
﹁
人
の
行
為
挙
動
を
命
令
す
る
学
問
﹂（

11:21）

だ
と
し
た
う
え
で
︑
政
治
学
を
﹁
国
家
の
政
法
を
論
ず
る
学
問
﹂﹁
一
国
政
法
の
上
に
行
為
の
規
則
を
論
じ
﹂

る
学
問
と
定
義

（
ib
id
.）

し
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
倫
理
学
は
﹁
一
身
一
個
人
の
上
に
行
為
の
規
則
を
論
ず
る
﹂

学
で
あ
り
︑
い
わ
ゆ
る
共
同
体

（
11
:2
2）

論
で
は
な
い
︒﹃
倫
理
摘
要
﹄
で
は
︑
人
間
を
﹁
衆
人
共
同
団
結
し
て
社
会
を
成
し
国
家
を
成
す
﹂﹁
社
会
的
動
物
﹂
と
定
義
す
る
が
︑

政
治
学
は
﹁
国
家
の
機
関
運
動
を
講
究
す
る
学
﹂

と
す
る
だ
け
で
︑
井
上
円
了
に
と
っ
て
倫
理
学
も
政
治
学
も
﹁
社
会
的

（
11:1
59）

動
物
﹂
の
あ
り
よ
う
を
講
究
す
る
学
問
と
し
て
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
︒

両
著
作
と
も
﹁
各
家
異
説
﹂
と
し
て
道
徳
に
関
す
る
諸
説
を
紹
介
し
て
い
る
が
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
の
項
を
見
る
と
︑﹁
そ
の
論
︑
第
一
は

純
理
の
道
徳
︑
第
二
は
一
個
人
の
道
徳
︑
第
三
は
社
会
の
道
徳
の
三
段
に
分
か
る
る
な
り
﹂
と
し
つ
つ
も
︑﹁
氏
は
心
性
作
用
中
意
志

を
も
っ
て
道
徳
の
起
点
﹂

と
す
る
と
述
べ
る
だ
け
で
︑﹁
社
会
の
道
徳
﹂
す
な
わ
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
が
倫
理
を
共
同
体
論

（
11:120

,
153）
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と
し
て
展
開
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
言
及
が
な
い
︒
コ
ン
ト
に
つ
い
て
︑﹁
氏
は
︑
人
の
行
為
の
規
則
は
一
個
人
に
つ
い
て

知
る
べ
か
ら
ず
し
て
︑
社
会
に
つ
い
て
知
る
べ
し
﹂
と
し
て
倫
理
学
を
﹁
社
会
学
の
一
部
分
﹂

と
捉
え
て
い
る
と
紹

（
11
:1
22
,
154）

介
し
て
い
る
が
︑
円
了
自
身
が
倫
理
学
を
そ
の
よ
う
に
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
見
ら
れ
な
い
︒

そ
れ
で
は
井
上
円
了
は
﹁
社
会
の
道
徳
﹂︑﹁
社
会
学
の
一
部
分
﹂
と
し
て
の
倫
理
学
と
い
う
理
解
を
持
っ
て
い
な
い
か
と
言
え
ば

け
っ
し
て
そ
う
で
は
な
い
︒
た
と
え
ば
︑﹁
日
本
一
種
の
倫
理
学
を
組
織
せ
ん
こ
と
を
期
し
﹂
て
一
八
九
三
年
に
公
刊
さ
れ
た
﹃
日
本

倫
理
学
案
﹄
で
は
︑﹁
国
家
的
道
徳
論
﹂
と
い
う
か
た
ち
で
共
同
体
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
そ
の
序
言
に
あ
る
よ
う
に
︑

本
書
の
﹁
精
神
は
徹
頭
徹
尾
勅
語
の
旨
意
に
基
づ
き
︑
経
も
緯
も
と
も
に
勅
語
を
も
っ
て
組
織
せ
る
も
の
﹂

で
あ
る
か
ぎ

（
11:214）

り
で
︑
ど
こ
ま
で
が
井
上
円
了
自
身
の
考
え
で
あ
る
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
︒

﹃
日
本
倫
理
学
案
﹄
は
冒
頭
に
﹁
勅
語
略
解
﹂
と
い
う
項
目
を
置
い
た
あ
と
︑
第
一
講
緒
論
第
一
節
﹁
道
徳
に
理
論
応
用
の
二
種
あ

る
こ
と
﹂
の
冒
頭
一
句
を
﹁
け
だ
し
人
倫
︑
道
徳
の
原
理
は
﹂
と
い
う
言
葉
で
書
き
始
め
て
い
る

︒﹁
人
倫
﹂
と
い
う
言
葉

（
11:222）

は
儒
教
概
念
で
あ
り
︑
人
間
関
係
を
成
り
立
た
せ
る
秩
序
を
意
味
す
る
︒
先
に
見
た
よ
う
に
︑
井
上
円
了
は
倫
理
学
か
ら
儒
教
的
道

義
学
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
た
め
︑
儒
教
的
概
念
も
極
力
使
用
し
な
い
よ
う
に
努
め
て
い
る
︒
﹁
人
倫
﹂
は
﹃
倫
理
通
論
﹄
で
は
孟
子

に
触
れ
て
二
箇
所
︑﹃
倫
理
摘
要
﹄
で
は
古
代
倫
理
史
概
説
で
一
箇
所
﹁
人
倫
道
徳
﹂

と
い
う
言
葉
で
使
わ
れ
て
い
る
に
す

（
11:14

7）

ぎ
な
い
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑﹃
日
本
倫
理
学
案
﹄
で
は
︑
忠
孝
の
儒
教
的
概
念
を
論
じ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
︑
四
四
回
登
場
す
る
︒

﹁
人
倫
の
種
類
﹂
と
い
う
節
さ
え
見
ら
れ
る
︒
そ
こ
か
ら
推
測
す
る
と
︑
こ
の
冒
頭
一
句
は
︑
明
ら
か
に
﹁
人
倫
﹂
と
﹁
道
徳
﹂
と
を

分
け
て
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
道
徳
の
応
用
で
あ
る
﹁
実
際
的
倫
理
学
﹂
の
う
ち
︑
﹁
道
徳
﹂
は
︑
﹃
倫
理
通
論
﹄

や
﹃
倫
理
摘
要
﹄
で
見
ら
れ
た
よ
う
に
﹁
個
人
的
道
徳
﹂
で
あ
り
︑
善
悪
の
基
準
を
個
人
の
主
体
的
活
動
か
ら
論
じ
た
も
の
︑
そ
れ

に
対
し
て
﹁
人
倫
﹂
は
本
書
の
分
類
で
言
え
ば
﹁
国
家
的
道
徳
﹂
を
指
す
と
い
う
よ
う
に
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
の
分
類
に
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影
響
さ
れ
た
私
た
ち
の
期
待
的
推
論
は
ハ
ズ
レ
で
あ
り
︑
井
上
円
了
は
先
述
の
﹁
人
倫
の
種
類
﹂
と
い
う
節
を
﹁
第
四
講

個
人
的

道
徳
論
﹂
の
冒
頭
に
置
い
て
い
る
︒
円
了
の
言
う
﹁
人
倫
の
種
類
﹂
と
は
﹁
個
人
的
道
徳
﹂
と
﹁
国
家
的
道
徳
﹂
の
二
種
で
あ
り
︑

前
者
は
﹁
自
己
﹂
と
﹁
家
族
﹂
に
︑
後
者
は
﹁
国
内
﹂
と
﹁
国
外
﹂
に
分
け
ら
れ
る

︒
こ
れ
を
要
す
る
に
︑
井
上
円
了
に

（
1
1:24
1）

は
﹁
道
徳
﹂
と
﹁
人
倫
﹂
と
の
概
念
的
区
別
は
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒

そ
も
そ
も
自
己
に
対
す
る
道
徳
は
実
に
人
倫
の
起
点
に
し
て
︑
一
国
︑
一
社
会
の
道
徳
は
み
な
そ
の
源
を
こ
こ
に
発
せ
ざ
る
は

な
し
︒
故
に
自
己
の
道
徳
を
全
う
す
る
と
き
は
︑
一
国
︑
一
社
会
の
道
徳
を
ま
っ
と
う
す
る
こ
と
を
得
べ
し
︒（

1
1:242

）

個
人
的
道
徳
論
で
語
ら
れ
る
﹁
自
己
に
対
す
る
徳
義
﹂
に
あ
る
右
の
一
節
で
は
︑﹁
一
国
︑
一
社
会
の
道
徳
﹂
と
し
て
﹁
人
倫
﹂
が

あ
り
︑
そ
の
起
点
と
し
て
﹁
自
己
に
対
す
る
道
徳
﹂
つ
ま
り
﹁
道
徳
﹂
が
あ
る
︑
と
い
う
よ
う
に
﹁
道
徳
﹂
と
﹁
倫
理
﹂
を
概
念
的

に
区
別
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
明
確
な
概
念
定
義
が
さ
れ
て
い
な
い
以
上
︑
こ
れ
以
上
深
追

い
す
る
こ
と
は
や
め
よ
う
︒
た
だ
し
︑
カ
ン
ト
で
も
ヘ
ー
ゲ
ル
で
も
そ
う
だ
が
︑
道
徳
︵
M
o
ra
litä
t︶
は
個
人
の
主
体
的
自
律
性
を
︑

人
倫
︵
S
ittlic
h
k
e
it︶
は
文
字
通
り
習
俗
︵
S
itte︶
に
基
づ
く
普
遍
的
自
由
な
い
し
自
由
な
共
同
態
を
意
味
す
る
と
い
う
近
代
哲
学
の

概
念
と
︑
円
了
の
こ
こ
で
の
﹁
道
徳
﹂
と
﹁
人
倫
﹂
と
の
使
い
分
け
は
無
縁
で
は
な
い
︒﹁
一
国
︑
一
社
会
の
道
徳
﹂
つ
ま
り
﹁
人
倫
﹂

は
﹁
自
己
の
道
徳
を
全
う
す
る
﹂
と
き
初
め
て
﹁
ま
っ
と
う
す
る
﹂
の
で
あ
り
︑
国
家
か
ら
個
人
に
上
意
下
達
的
に
道
徳
が
位
置
づ

け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
︒

一
国
は
一
家
よ
り
成
り
︑
一
家
は
一
人
よ
り
成
る
︒
故
に
国
家
団
体
の
元
素
は
人
民
な
り
︒（

1
1:230）
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も
ち
ろ
ん
︑
こ
こ
で
人
民
主
権
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
れ
は
︑
福
沢
諭
吉
の
﹃
学
問
の
す
ゝ
め
﹄
で
の
有
名
な

一
句
﹁
一
身
独
立
し
て
一
国
独
立
す
る
﹂
と
同
様
で
あ
る
︒
各
個
人
が
道
徳
主
体
と
な
っ
て
自
覚
的
に
行
為
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
︒
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
民
社
会
を
形
成
し
た
孤
独
な
実
存
と
し
て
の
個
人
で
は
な
い
し
︑
神
の
前
の
単
独
者
で

も
な
い
︒
一
家
︑
一
国
の
成
員
と
し
て
の
個
人
︑
一
家
︑
一
国
を
担
う
主
体
と
し
て
の
人
民
が
求
め
ら
れ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑

諸
個
人
が
自
ら
の
力
を
十
全
に
発
揮
で
き
る
場
︑﹁
人
民
の
中
心
と
な
る
べ
き
体
﹂

が
必
要
で
あ
り
︑
そ
の
体
は
君
主
で
あ

（
11
:2
31）

る
と
い
う
︒

人
民
こ
と
ご
と
く
こ
の
中
心
に
向
か
い
て
結
合
す
る
と
き
は
︑
す
な
わ
ち
一
国
の
和
合
を
見
る
べ
し
︒（

ib
id
.）

勅
語
に
も
あ
る
よ
う
に
︑﹁
忠
君
と
愛
国
と
一
に
し
て
二
な
ら
ざ
る
﹂
は
言
う
ま
で
も
な
く
︑
そ
れ
こ
そ
が
﹁
実
に
わ
が
国
特
有
の

国
家
的
道
徳
﹂

で
あ
る
︑
と
円
了
は
主
張
す
る
︒

（
11:2
56）

わ
が
国
に
あ
り
て
は
︑
国
内
に
対
す
る
も
国
際
に
対
す
る
も
︑
そ
の
徳
義
の
主
要
は
忠
君
に
し
て
︑
忠
君
も
愛
国
も
そ
の
致
一

な
れ
ば
︑
国
民
一
般
に
忠
君
愛
国
の
精
神
を
も
っ
て
︑
国
体
を
維
持
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒
し
か
る
と
き
は
︑
そ
の
国
は
確
固
不

抜
︑
泰
然
不
動
の
地
に
立
た
ん
こ
と
︑
疑
い
を
い
れ
ず
︒（

11:2
70）

こ
う
述
べ
た
か
ら
と
い
っ
て
井
上
円
了
は
い
わ
ゆ
る
偏
狭
な
忠
君
愛
国
論
者
で
は
な
い
︒
前
述
の
よ
う
に
︑
円
了
に
と
っ
て
国
家
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の
基
礎
は
人
民
に
あ
り
︑
国
家
的
道
徳
は
個
人
的
道
徳
の
基
礎
の
上
に
あ
る
︒
あ
く
ま
で
も
道
徳
主
体
は
個
々
の
人
民
で
あ
る
︒
そ

う
し
た
人
民
相
互
の
関
係
に
お
い
て
最
も
重
視
さ
れ
る
べ
き
は
公
益
と
博
愛
な
ら
び
に
正
義
で
あ
る
︒

そ
も
そ
も
仁
慈
博
愛
は
人
の
こ
の
世
に
処
す
る
道
徳
中
の
主
眼
に
し
て
︑
人
の
人
た
る
ゆ
え
ん
の
大
道
な
り
︒
公
益
を
広
め
世

務
を
開
く
も
︑
要
す
る
に
こ
の
博
愛
の
意
に
外
な
ら
ず
︒
我
人
は
ひ
と
り
親
戚
︑
朋
友
を
愛
す
る
の
み
な
ら
ず
︑
一
国
︑
一
社

会
の
人
民
は
み
な
わ
が
親
疎
の
親
戚
︑
朋
友
な
れ
ば
︑
ひ
と
し
く
こ
れ
を
愛
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒（

11
:2
58f.）

ち
な
み
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
旗
印
は
自
由
・
平
等
・
友
愛
で
あ
る
が
︑
平
等
に
関
し
て
は
円
了
は
否
定
的
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑

人
に
は
賢
愚
強
弱
︑
老
少
男
女
の
別
が
あ
り
︑
差
等
異
権
が
生
じ
る
の
は
自
然
の
勢
い
だ
か
ら
で
あ
る
と
い
う

︒
そ
う
し

（
1
1:232）

た
自
然
的
な
差
等
異
権
を
事
実
と
し
て
認
め
た
う
え
で
︑そ
の
差
異
を
カ
バ
ー
す
る
原
理
と
し
て
の
慈
博
愛
と
自
由
が
重
要
と
な
る
︒

慈
博
愛
が
国
家
的
道
徳
の
一
つ
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
︑
そ
れ
が
道
徳
で
あ
る
以
上
︑
諸
個
人
の
主
体
性
ぬ
き
に

は
あ
り
え
な
い
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
諸
個
人
の
自
由
に
基
づ
い
て
の
み
︑
慈
博
愛
も
公
益
も
そ
の
力
と
持
続
性
と
を
発
揮
し
う
る
の

で
あ
る
︒

人
に
は
自
由
の
権
利
を
有
す
︒
身
体
の
自
由
︑
思
想
の
自
由
︑
信
仰
の
自
由
こ
れ
な
り
︒
身
体
の
自
由
と
は
自
由
に
わ
が
手
足

を
使
用
す
る
を
い
い
︑
思
想
の
自
由
と
は
言
論
の
自
由
を
い
い
︑
信
仰
の
自
由
と
は
自
由
に
そ
の
好
む
と
こ
ろ
の
宗
教
を
信
ず

る
を
い
う
︒（

11:2
61）
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自
由
を
抑
止
す
る
こ
と
は
﹁
圧
政
﹂
で
あ
り
︑
人
民
か
ら
自
由
を
奪
い
物
品
同
様
に
扱
う
こ
と
は
﹁
奴
隷
制
度
﹂
で
あ
る

︒

（
ib
id
.）

そ
し
て
︑
自
由
を
保
護
す
る
こ
と
こ
そ
が
社
会
に
対
す
る
正
義
の
義
務
で
あ
る

︒

（
ib
id
.）

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
︑
井
上
円
了
の
人
倫
論
も
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
と
同
様
に
︑
個
人
の
自
由
で
主
体
的
な
行
為
で
あ
る
道
徳
性
を

前
提
と
し
た
う
え
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
日
本
倫
理
学
と
銘
打
ち
︑
日
本
独
自
の
倫
理
学
を
展
開
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
が
ゆ
え
に
︑﹁
あ
あ
︑
わ
が
国
土
は
こ
れ
皇
室
の
国
土
な
り
︒
あ
あ
︑
わ
が
財
産
は
こ
れ
皇
室
の
財
産
な
り
︒
わ

が
衣
食
住
は
こ
と
ご
と
く
天
皇
の
恩
賜
に
し
て
︑わ
が
身
体
も
生
命
も
天
皇
よ
り
授
け
た
ま
え
る
も
の
と
理
想
上
に
想
定
し
き
た
り
︒

身
命
を
な
げ
う
ち
︑
心
力
を
つ
く
し
て
世
界
無
比
︑
万
世
不
変
の
国
体
を
絶
対
的
に
完
成
せ
ん
こ
と
を
期
し
︑
も
っ
て
天
よ
り
も
広

く
地
よ
り
も
厚
き
君
恩
︑
皇
徳
の
万
一
に
報
答
し
奉
ら
ず
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
︒﹂

と
い
う
︑
他
国
で
は
通
用
し
な
い
主
張
が

（
11:284）

塗
り
込
ま
れ
て
い
る
と
し
て
も
︑
で
あ
る
︒
問
題
は
︑
井
上
円
了
に
よ
る
こ
う
し
た
自
由
で
自
立
的
な
個
別
的
主
体
性
に
基
づ
い
た

倫
理
学
が
︑
い
わ
ば
あ
っ
さ
り
と
︑
偏
狭
な
忠
君
愛
国
思
想
に
足
元
を
掬
わ
れ
る
理
由
は
ど
こ
に
あ
っ
た
か
︑
と
い
う
点
に
あ
る
(

)

︒

３

﹃
日
本
倫
理
学
案
﹄
の
半
年
後
に
公
刊
さ
れ
た
円
了
の
﹃
忠
孝
活
論
﹄
の
結
論
に
見
ら
れ
る
次
の
一
節
は
︑﹁
仮
定
憶
測
の
説
﹂
に

す
ぎ
な
い
︒
そ
う
し
た
儒
教
的
道
義
学
を
排
し
て
︑
あ
く
ま
で
も
﹁
論
理
上
考
定
究
明
す
る
を
義
﹂
と
す
る
﹁
一
種
の
理
学
﹂
と
し

て
の
倫
理
学
を
構
築
す
る
と
い
う
初
期
の
学
的
精
神
は
ど
こ
へ
消
え
た
の
だ
ろ
う
か
︒
死
学
死
書
を
捨
て
︑
活
学
活
書
を
唱
え
る
と

し
て
も
︑
そ
の
大
前
提
で
あ
る
﹁
学
﹂
を
捨
て
て
は
元
も
子
も
な
い
︒

そ
も
そ
も
わ
が
皇
国
神
州
は
︑
こ
れ
を
国
土
上
に
望
む
も
国
家
の
上
に
考
う
る
も
人
心
の
中
に
尋
ぬ
る
も
︑
理
想
特
殊
の
霊
気

の
開
発
に
よ
り
て
一
種
神
聖
の
国
家
を
な
せ
る
こ
と
︑
前
す
で
に
述
べ
た
る
が
ご
と
し
︒
す
な
わ
ち
神
聖
な
る
皇
室
と
和
魂
と

相
映
じ
︑
心
界
の
霊
と
物
界
の
美
と
相
映
じ
︑
も
っ
て
神
聖
な
る
忠
孝
の
至
誠
を
煥
発
し
︑
こ
れ
に
よ
り
て
一
系
連
綿
︑
天
壌
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無
窮
の
皇
運
国
体
を
護
持
す
る
は
︑
実
に
わ
が
国
の
特
有
性
な
り
︒
し
か
し
て
そ
の
性
た
る
や
︑
建
国
の
初
め
神
代
雲
深
き
所

よ
り
源
泉
混
々
と
し
て
流
れ
き
た
り
︑
も
っ
て
万
古
不
変
の
国
体
を
維
持
す
る
の
精
神
と
な
れ
り
︒（

11:33
6）

【

註
︼

＊

井
上
円
了
著
作
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
︑
東
洋
大
学
発
行
﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
を
用
い
︑
丸
括
弧
内
に
そ
の
巻
数
と
掲
載
頁
の
み
を
示
し
た
︒

(
１
)

久
野
昭
﹃
倫
理
学
の
概
念
と
形
成
﹄︵
以
文
社
︑
一
九
七
七
年
︶
参
照
︒

(
２
)

大
庭
健
は
﹃
善
と
悪
︱
︱
倫
理
学
へ
の
招
待
﹄︵
岩
波
新
書
︑
二
〇
〇
六
年
︑
一
九
二
頁
︶
で
﹁
道
徳
原
理
の
さ
し
あ
た
り
の
候
補
﹂
と

し
て
﹁
全
体
と
し
て
︑
最
も
多
く
の
人
の
・
よ
り
深
刻
な
い
わ
れ
な
き
苦
悩
が
減
る
よ
う
に
す
る
も
の
は
︑
善
い
︒﹂
を
挙
げ
︑
こ
れ
を

功
利
主
義
の
原
理
に
倣
っ
て
﹁
最
大
多
数
の
最
小
苦
悩
﹂
と
名
づ
け
て
い
る
︒
筆
者
に
は
こ
の
ほ
う
が
妥
当
性
と
汎
用
性
が
あ
る
と
思

え
る
︒

(
３
)

一
八
八
七
︵
明
治
二
〇
︶
年
﹃
仏
教
活
論
﹄﹃
倫
理
通
論
﹄
刊
︒
一
八
八
九
年
大
日
本
帝
国
憲
法
発
布
︒
一
八
九
〇
年
教
育
勅
語
︑
奉
安

殿
設
置
訓
令
︒
一
八
九
一
年
井
上
哲
次
郎
﹃
勅
語
衍
義
﹄︒
円
了
﹃
倫
理
摘
要
﹄
刊
︑
一
八
九
二
年
文
部
省
﹇
倫
理
﹂
を
﹁
修
身
﹂
と
改

め
る
︒
一
八
九
三
年
一
〇
月
箝
口
訓
令
︑
円
了
﹃
日
本
倫
理
案
﹄﹃
忠
孝
活
論
﹄
刊
︒
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