
「
聖
人
」
と
い
う
完
成
さ
れ
た
理
想
的
人
格

を
軸
に
|
|
」

江
戸
中
期
の
儒
学
者
荻
生
祖
棟
（
一
六
六
六
ー
一
七
二
八
）
の
学
が
朱
子
学
体
系
の
批
判
を
基
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、

描
く
人
間
像
ー
ー
あ
る
べ
き
自
己
の
措
定
の
仕
方
、
及
び
そ
の
成
就
の
道
筋
の
描
き
方
ー
—
に
つ
い
て
見
る
と
、
両
者
の
相
違
は
こ
と
に
顕
著
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の

人
格
的
完
成
者
た
る
「
聖
人
」
を
人
間
の
理
想
的
な
模
型
と
し
て
措
定
し
、
そ
れ
へ
の
到
達
を
目
標
に
自
己
修
業
を
行
う
こ
と
を
当
為
と
し
て
要
請
す
る
朱
子
学

に
対
し
、
祖
彼
は
人
間
が
共
有
す
る
普
遍
的
理
想
像
と
い
う
も
の
を
予
め
提
示
し
な
い
。
つ
ま
り
、
祖
彼
は
「
聖
人
」
に
成
る
と
い
う
一
元
的
な
自
己
完
成
の
型
を

「
聖
人
」
に
成
る
為
に
取
り
除
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
第
二
義
的
な
性
質
—
|
各
々
の
存
在
の
多
様
な
個
性
ー
|
を
重
視
す

る
。
祖
棟
は
、
こ
の
個
性
の
尊
重
の
観
点
か
ら
、
各
々
の
存
在
が
生
来
の
個
性
を
成
就
さ
せ
た
状
態
こ
そ
が
人
間
の
あ
る
べ
き
有
り
様
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え
る

の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
そ
れ
は
、
自
己
自
身
に
成
り
お
お
せ
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
、
生
来
の
個
性
を
重
視
し
、
人
間
の
理
想
像
を
多
様
な
も
の
と
し
て
措
定
す
る
考
え
方
は
、
思
想
史
上
同
じ
古
学
派
に
属
し
、
朱
子
学
批
判
か
ら
独

自
の
学
問
体
系
を
構
築
し
た
山
鹿
素
行
や
伊
藤
仁
斎
ら
の
ス
タ
ン
ス
と
軌
を
一
に
す
る
。
彼
ら
の
共
通
ス
タ
ン
ス
は
、

の
栢
桔
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
、
軽
視
さ
れ
た
人
間
の
情
的
活
動
性
の
見
直
し
を
図
り
、
生
き
生
き
と
し
た
人
間
像
を
構
築
し
直
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
素
行
が
「
已
む

こ
と
を
得
ざ
る
情
」
、
す
な
わ
ち
心
の
奥
底
か
ら
自
然
に
湧
き
出
る
「
誠
」
の
情
を
、
仁
斎
が
他
者
に
対
す
る
純
一
な
誠
実
さ
と
し
て
の
「
忠
信
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ

人
間
の
本
性
の
核
に
据
え
た
の
と
同
様
に
、
祖
彼
は
特
に
、
人
間
の
持
つ
各
々
の
個
性
の
価
値
を
位
置
付
け
直
す
こ
と
で
、
そ
れ
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。

「
荻
生
祖
棟
に
お
け
る
自
己
成
就
ー
〈
気
質
不
変
化
論
〉
を
軸
に
ー
」

否
定
す
る
の
で
あ
る
。
逆
に
祖
彼
は
、

は
じ
め
に

「
荻
生
祖
棟
に
お
け
る
自
己
成
就
I

〈
気
質
不
変
化
論
〉

田

畑

真

美
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祖
棟
は
こ
の
試
み
を
朱
子
学
の
人
間
本
性
論
及
び
自
己
修
養
論
の
基
盤
と
な
る
気
質
変
化
論
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
綿
密
に
行
っ
た
。
本
論
で
は
こ
の
視
点

を
〈
気
質
不
変
化
論
〉
と
し
、
こ
れ
を
軸
と
し
て
展
開
す
る
祖
棟
に
お
け
る
あ
る
べ
き
自
己
像
の
有
り
様
及
び
そ
の
成
就
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、

ま
ず
は
じ
め
に
、
議
論
の
根
幹
と
な
る
〈
気
質
不
変
化
論
〉
の
枠
組
み
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
。

と
〈
気
質
不
変
化
論
〉
の
相
違
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
見
る
こ
と
と
し
よ
う
。

「
聖
人
」
に
成
る
こ
と
が
出
来

そ
の

〈
気
質
不
変
化
論
〉
と
は
、
簡
単
に
言
え
ば
、
生
来
の
性
質
を

変
化
す
る
も
の
と
す
る
朱
子
学
の
議
論
を
否
定
し
、
そ
の
不
変
化
を
標
榜
す
る
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
両
者
の
相
違
は
、
気
質
ー
ー
人
間
の
本
性
を
変
化
す
る
も

の
と
捉
え
る
か
否
か
に
存
す
る
が
、
こ
の
見
解
の
相
違
は
そ
も
そ
も
、
人
間
の
本
性
の
捉
え
方
の
相
違
に
根
差
し
て
い
た
。
こ
の
点
を
念
頭
に
置
い
て
気
質
変
化
論

先
に
、
朱
子
学
の
気
質
変
化
論
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
朱
子
学
に
お
い
て
は
、
人
間
の
本
性
は
本
然
の
性
（
天
理
）
と
気
質
の
性
（
人
欲
）
に
二
分
さ
れ
る
。

前
者
は
人
間
に
と
っ
て
本
来
的
部
分
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
性
質
は
「
渾
然
至
善
」
、
す
な
わ
ち
絶
対
善
と
規
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
生
ま
れ
乍
ら
の
人
格
的

完
成
者
た
る
「
聖
人
」
と
同
質
の
部
分
で
あ
り
、
ま
た
全
て
の
人
間
が
共
有
す
る
所
の
も
の
で
あ
る
。

一
方
後
者
は
、
各
々
の
存
在
の
多
様
性
、
い
わ
ば
個
性
を
生
じ
さ
せ
る
副
次
的
な
要
素
で
あ
る
。
こ
の
要
素
の
た
め
に
、
人
間
一
般
は
生
来
「
聖
人
」
と
同
質
の

部
分
を
持
ち
な
が
ら
「
聖
人
」
た
り
え
な
い
。
つ
ま
り
、
気
質
の
性
は
人
間
が
本
来
的
有
り
様
と
し
て
の
「
聖
人
」
た
る
こ
と
を
妨
げ
る
マ
イ
ナ
ス
要
素
と
し
て
存

す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
本
性
を
本
来
的
／
非
本
来
的
と
二
分
す
る
考
え
方
か
ら
は
、
必
然
的
に
前
者
を
尊
重
し
、
後
者
を
軽
視
す
る
態
度
が
生
じ
る
。
人
間
は
自

ら
の
内
に
あ
る
「
聖
人
」
と
な
る
可
能
性
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
を
当
為
と
し
て
要
請
さ
れ
る
が
、
こ
の
場
合
、
そ
の
妨
げ
と
な
る
気
質
の
性
を
滅
し
な
く
て
な
ら
な

い
。
そ
の
た
め
に
朱
子
学
で
は
居
敬
窮
理
と
い
う
一
定
の
修
養
方
法
を
用
意
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
存
在
は
、
こ
の
一
定
の
修
養
を
後
天
的
に
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

I

換
言
す
れ
ば
学
ぶ
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
1

そ
の
過
程
に
お
い
て
各
々
の
能
力
差
に
応
じ
て
難
易
の
差
は
あ
る
に
し
て
も
、

ヽ

〈
気
質
不
変
化
論
〉
の
枠
組
み

人
間
観
の
素
描
を
試
み
た
い
。

＝ 
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さ
せ
、 )

の
よ
う
に
、
生
来
の
多
様
な
性
質
は
、

る
。
実
際
祖
棟
は
人
間
の
本
性
を
「
多
類
」

「
変
ず
べ
か
ら
ず
」
は
決
し
て
否
定
的
な
意
味
で
は
な
い
。

「
変
ず
」
と
言
う
と
き
、
祖
彼
は
気
質
を
滅
し
1
1
変
化

「
万
品
」

性
な
る
者
は
、
生
の
質
な
り
。
宋
儒
の
所
謂
気
質
な
る
者
こ
れ
な
り
。

質
に
分
け
る
一
一
元
論
を
採
ら
な
い
点
で
あ
る
。

こ
の
気
質
変
化
の
考
え
方
は
、

で
あ
る
。

（同）

つ
ま
り
、

「
聖
人
」
と
い
う
絶
対
善
の
体
現
者
と
な
る
こ
と
、
こ
れ
が
ま
さ
し
く
気
質
変
化
の
内
実

い
う
な
れ
ば
多
様
な
存
在
た
る
人
間
を
「
渾
然
至
善
」
た
る
「
聖
人
」
へ
と
向
か
わ
し
め
、
人
間
存
在
の
一
元
化
を
目
指
す
も
の

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
そ
れ
は
、
生
来
の
所
与
と
し
て
個
々
の
存
在
が
持
つ
筈
の
個
性
の
除
去
を
も
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
朱
子
学
の
気
質
変
化
論
に
つ
い
て
概
観
し
た
が
、
こ
の
論
に
対
し
、
祖
棟
の
考
え
が
大
き
く
異
な
る
の
は
次
の
点
、
す
な
わ
ち
人
間
の
本
性
を
本
然
・
気

と
い
う
よ
う
に
、
祖
棟
は
「
性
」

1
1
人
間
の
本
性
と
は
生
来
の
諸
性
質
で
あ
る
と
定
義
し
、
朱
子
学
の
概
念
で
言
え
ば
気
質
に
相
当
す
る
と
す
る
。

「性」

1
1
気
質
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
祖
棟
は
人
間
を
絶
対
善
と
い
う
一
定
方
向
へ
方
向
づ
け
る
本
然
の
性
の
存
在
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
性
」
の
定
義
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
祖
棟
が
本
然
の
性
を
否
定
す
る
一
方
、
気
質
の
性
そ
の
も
の
を
も
、
あ
る
一
定
の
様
相
や
特
質
、
例
え

ば
善
悪
の
価
値
尺
度
に
よ
っ
て
規
定
し
な
い
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
祖
棟
の
言
う
「
性
」
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
生
得
の
諸
性
質
の
広
く
包
含
す
る
こ
と
と
な

の
限
り
で
は
、
気
質
1
1
人
間
の
差
異
を
形
作
る
も
の
と
す
る
朱
子
学
の
定
義
と
余
り
変
わ
ら
な
い
。
重
要
な
の
は
、
祖
棟
が
こ
の
よ
う
な
多
様
な
性
質
を
滅
す
べ
き

も
の
と
い
う
よ
う
な
消
極
的
な
捉
え
方
は
せ
ず
、
む
し
ろ
積
極
的
に
承
認
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

人
の
性
は
万
品
に
し
て
、
剛
柔
・
軽
重
・
遅
疾
・
動
静
は
、
得
て
変
ず
べ
か
ら
ず
。

れ
る
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、

（
『
弁
道
』

7
)
、

来
る
。
こ
れ
が
祖
棟
の
言
う
〈
気
質
不
変
化
論
〉
の
基
本
路
線
で
あ
る
。

「
荻
生
祖
棟
に
お
け
る
自
己
成
就
ー
〈
気
質
不
変
化
論
〉
を
軸
に
ー
」
―
―
―

る
の
で
あ
る
。
後
天
的
な
修
養
に
よ
っ
て
生
来
持
つ
気
質
の
性
を
滅
し
、

（
『
弁
名
』
性
・
情
・
オ
1
)

（
『
名
』
性
・
情
・
オ
1
)
、
す
な
わ
ち
多
様
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
こ

「
変
ず
べ
か
ら
ず
」
、
す
な
わ
ち
自
己
と
は
全
く
異
質
な
様
相
へ
と
変
化
を
遂
げ
る
こ
と
な
く
、
所
与
の
形
で
保
存
さ

「
聖
人
」
に
成
る
と
い
う
質
的
変
化
を
想
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
祖
棟
は
「
聖
人
」
に
成
る
と
い
う
変
化
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
裏
を
返
せ

ば
、
生
来
の
多
様
性
の
積
極
的
な
価
値
付
け
を
意
味
す
る
。
人
間
は
「
聖
人
」
に
は
成
れ
な
い
、
し
か
し
生
来
の
所
与
の
諸
性
質
を
そ
の
ま
ま
現
出
す
る
こ
と
は
出
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次
に
示
す
の
は
、
以
上
の
〈
気
質
不
変
化
論
〉
を
端
的
に
ま
と
め
た
箇
所
で
あ
る
。

気
質
は
天
よ
り
稟
得
、
父
母
よ
り
う
み
付
候
事
に
候
。
気
質
を
変
化
す
る
と
申
し
候
事
は
宋
儒
の
妄
説
に
て
、
な
ら
ぬ
事
を
人
に
責
め
候
無
理
の
至
に
候
。
気
質

は
何
と
し
て
も
変
化
は
な
ら
ぬ
物
に
て
候
。
米
は
い
つ
迄
も
米
、
豆
は
い
つ
ま
で
も
豆
に
て
候
。

（
『
祖
棟
先
生
答
問
書
』
中
）

こ
こ
で
祖
棟
は
気
質
を
「
天
」
に
由
来
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
変
化
を
否
定
す
る
。
そ
れ
は
人
間
に
と
っ
て
不
可
能
な
こ
と
で
あ
り
、
ひ
い
て
は

（
『
道
』

14)
こ
と
を
も
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
生
来
、
豆
と
し
て
の
性
質
を
持
つ
も
の
は
豆
に
、
米
と
し
て
の
性
質
を
持
つ
も
の
は
米
に
成
る
と
い
う
よ
う
に
、

各
々
を
豆
や
米
た
ら
し
め
て
い
る
と
こ
ろ
の
性
質
個
性
ー
ー
は
、
変
わ
ら
ず
保
持
さ
れ
る
。
よ
り
積
極
的
に
言
え
ば
、
豆
は
豆
、
米
は
米
に
成
れ
ば
い
い
の
で

あ
る
。
こ
の
有
り
様
は
天
与
の
性
質
に
沿
う
も
の
、

つ
ま
り
「
天
」
に
則
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
あ
る
べ
き
有
り
様
の
具
現
の
道
筋
で
あ
る
と
言
え
る
。

つ
ま
り
祖
彼
は
、
気
質
の
保
存
こ
そ
は
天
意
に
沿
う
理
想
的
な
有
り
様
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

逆
に
、
こ
こ
で
豆
が
米
に
成
る
、
も
し
く
は
そ
の
反
対
と
い
っ
た
自
己
と
し
て
規
定
さ
れ
た
以
外
の
畏
質
な
有
り
様
に
成
る
こ
と
は
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
。

そ
の
最
た
る
例
が
「
聖
人
」
に
成
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
祖
棟
は
こ
の
こ
と
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

宋
儒
の
説
の
ご
と
く
気
質
を
変
化
し
て
渾
然
中
和
に
成
候
は
ば
、
米
と
も
つ
か
ず
豆
と
も
つ
か
ぬ
物
に
成
た
き
と
の
事
に
候
や
。

こ
こ
で
言
う
「
渾
然
中
和
」
は
、
朱
子
学
に
お
け
る
絶
対
善
の
よ
う
な
積
極
的
な
意
味
で
は
な
い
。
祖
棟
は
む
し
ろ
、
そ
れ
を
「
米
と
も
つ
か
ず
豆
と
も
つ
か
ぬ
」

（
同
）
中
途
半
端
な
状
態
と
し
て
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
渾
然
中
和
」
と
は
、
豆
や
米
が
い
わ
ゆ
る
豆
性
・
米
性
と
い
っ
た
個
性
を
消
失
し
、
何
者

で
も
な
い
無
名
の
状
態
に
成
っ
た
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
祖
棟
は
、

「
聖
人
」
に
成
る
こ
と
を
絶
対
善
と
い
う
至
上
価
値
を
手
に
入
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、

個
性
を
剥
奪
さ
れ
た
状
態
に
成
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、
そ
こ
に
価
値
を
置
か
な
い
の
で
あ
る
。
何
故
祖
彼
が
無
名
の
状
態
を
否
定
的
に
捉
え
る
か
に
つ
い
て
の
詳

細
な
検
討
は
次
章
に
譲
る
が
、
と
も
か
く
、
祖
棟
は
、
気
質
の
変
化
を
次
の
二
つ
の
点
に
お
い
て
否
定
す
る
。

―
つ
は
、
そ
れ
が
天
与
の
有
り
様
、
す
な
わ
ち
「
天
」

に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
も
う
―
つ
は
、
目
指
さ
れ
る
「
聖
人
」
の
状
態
が
余
り
価
値
の
無
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
裏
を
返

せ
ば
こ
う
し
た
見
方
は
、
人
間
が
「
聖
人
」
と
し
て
で
は
な
く
多
様
な
存
在
と
し
て
各
々
の
所
与
の
性
質
を
成
就
さ
せ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
個
性
に
即
し
た
生
を
開

示
し
て
い
く
こ
と
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
く
見
方
で
も
あ
る
。
祖
彼
は
、

よ
っ
て
、
人
間
の
生
来
の
多
様
な
個
性
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

「
性
」
を
気
質
に
限
定
し
て
解
釈
し
、
さ
ら
に
そ
の
質
的
な
変
化
を
否
定
す
る
こ
と
に

（
同
。
傍
点
論
者
） 「

天
に
反
す
る
」

四
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ば
ヽ

写

「
実
い
り
よ
く
」
な
る
こ
と
で
備
わ
る
い
わ

二
、
個
性
概
念
と
そ
の
特
質

前
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
祖
彼
の
〈
気
質
不
変
化
論
〉
は
、
人
間
の
持
つ
多
種
多
様
な
側
面
、
要
素
を
積
極
的
に
承
認
し
、
そ
れ
ら
に
場
を
与
え
た
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
個
性
の
承
認
は
、
単
な
る
所
与
の
性
質
へ
の
安
住
、
換
言
す
れ
ば
後
天
的
修
養
の
不
必
要
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
祖
株
は
各
々
の
持
つ

生
来
の
個
性
の
価
値
を
そ
の
多
様
性
ー
—
他
と
は
異
な
る
独
自
な
存
在
で
あ
る
こ
と
ー
の
み
に
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
も
う
少
し
、
祖
彼
の

先
の
例
で
祖
棟
は
、
豆
は
豆
、
米
は
米
に
成
る
と
い
う
一
見
ご
く
単
純
な
図
式
を
示
し
て
い
た
が
、
祖
彼
の
意
図
は
豆
や
米
が
た
だ
各
々
の
生
来
の
有
り
様
に
成

こ
こ
で
ま
ず
祖
彼
は
、
気
質
を
養
う
と
い
う
後
天
的
修
養
の
必
要
性
を
説
く
が
、
重
要
な
の
は
こ
の
「
養
ひ
」
の
内
実
で
あ
る
。
祖
彼
は

つ
ま
り
十
分
熟
し
て
実
の
つ
ま
っ
た
豆
や
米
に
成
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

「
実
い
り
よ
く
」
成
る
、

「
養
ひ
」

の
結
果
を
単

つ
ま
り
あ
る
条
件

付
け
を
こ
こ
で
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
た
と
え
外
見
上
、
豆
や
米
に
成
り
お
お
せ
て
い
て
も
、
中
身
が
「
し
い
な
」
、
す
な
わ
ち
不
作
の
状
態
で
は
望
ま
し
い

で
は
何
故
「
し
い
な
」
の
状
態
が
否
定
さ
れ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
が
「
用
に
立
ち
申
さ
ず
候
」
、
す
な
わ
ち
有
用
で
は
な
い
状
態
だ
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
言
え

ば
〈
有
用
性
〉
を
核
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
前
述
の
引
用
の
続
き
に
、

「
実
い
り
よ
く
」
な
る
こ
と
は
豆
や
米
が
有
用
な
存
在
と
な
る
必
須
条
件
で
あ
る
。
豆
の
豆
性
、
米
の
米
性
は
、

「
世
界
の
為
に
も
、
米
は
米
に
て
用
に
立
ち
、
豆
は
豆
に
て
用
に
立
ち
申
し
候
。
」

（
同
。
傍
点
論
者
）
と
あ
る
よ
う
に
、
有
用
な
存
在
た
る
こ
と
は
、
世
界
1
1
他
者
存
在
と
の
関
わ
り
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
豆
や
米
は
そ
れ
ぞ

れ
の
有
用
な
豆
性
や
米
性
を
開
示
す
る
こ
と
で
他
者
に
と
っ
て
意
味
あ
る
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。
各
々
の
存
在
に
要
請
さ
れ
る
個
性
と
は
、

な
く
、
こ
の
他
者
の
認
知
を
介
し
て
成
り
立
つ
〈
有
用
性
〉
を
備
え
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

「
荻
生
祖
棟
に
お
け
る
自
己
成
就
ー
〈
気
質
不
変
化
論
〉
を
軸
に
ー
」

そ
の
独
自
性
の
み
で

「
養
ひ
」
の
結
果
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

に
豆
や
米
に
成
る
こ
と
で
は
な
く
、

（
『
答
問
』
中
。
傍
点
論
者
）

る
こ
と
を
標
榜
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
次
に
引
用
す
る
箇
所
を
見
れ
ば
、
明
白
で
あ
る
。

米
は
い
つ
迄
も
米
、
豆
は
い
つ
ま
で
も
豆
に
て
候
。
只
気
質
を
養
ひ
候
ひ
て
、
其
生
れ
得
た
る
通
り
を
成
就
い
た
し
候
が
学
問
に
て
候
。
た
と
へ
ば
米
に
て
も
豆

に
て
も
、
そ
の
天
性
の
ま
ま
に
実
い
り
よ
く
候
様
に
こ
や
し
を
致
し
た
て
候
ご
と
く
に
候
。
し
い
な
に
て
は
用
に
立
ち
申
さ
ず
候
。

言
う
個
性
の
内
実
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
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富
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大
学
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部
紀
要

し
た
が
っ
て
、
先
に
触
れ
た
「
聖
人
」

11

「
渾
然
中
和
」
と
な
る
こ
と
は
、
そ
の
存
在
特
有
の
〈
有
用
性
〉
を
も
消
失
す
る
こ
と
と
な
り
、
他
者
と
の
関
係
性
も

何
ら
保
持
出
来
な
く
な
る
。

た
ぬ
故
に
無
価
値
と
さ
れ
る
。
祖
棟
が
「
聖
人
」
と
成
る
こ
と
に
価
値
を
置
か
な
い
の
は
以
上
の
故
な
の
で
あ
る
。

と
も
か
く
、
祖
棟
に
お
い
て
個
性
は
〈
有
用
性
〉
を
軸
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
〈
有
用
性
〉
は
、
個
性
を
持
つ
者
を
し
て

そ
し
て
、
前
に
も
少
し
触
れ
た
が
、
個
性
が
そ
う
し
た
〈
有
用
性
〉
を
発
揮
し
、
個
性
と
し
て
成
就
す
る
に
は
「
養
い
」
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
祖
棟

は
こ
の
「
養
い
」
の
契
機
の
一
っ
と
し
て
、
他
者
か
ら
の
働
き
掛
け
を
挙
げ
る
。
例
え
ば
、
附
子
や
石
膏
は
そ
れ
ぞ
れ
大
熱
の
性
、
大
寒
の
性
と
い
っ
た
独
自
の
性

質
を
持
つ
薬
で
あ
り
、
そ
の
各
々
の
特
質
に
合
っ
た
効
果
ー
ー
附
子
は
保
温
剤
と
し
て
、
石
膏
は
解
熱
剤
と
し
て
ー
ー
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

ら
は
即
自
的
に
そ
の
ま
ま
薬
と
し
て
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
各
々
の
性
質
は
、

「
大
」
と
い
う
語
が
示
す
よ
う
に
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
過
剰
な
も
の
で
あ
る
。

過
剰
で
あ
る
が
故
に
、
自
他
の
区
別
の
指
標
と
も
な
り
、
そ
の
意
味
で
過
剰
性
は
広
義
の
個
性
と
も
言
え
る
が
、
そ
れ
は
一
方
で

す
可
能
性
を
も
同
時
に
内
含
す
る
。
つ
ま
り
、
大
熱
の
性
、
大
寒
の
性
そ
れ
自
体
は
、
薬
と
も
毒
と
も
な
る
多
璽
性
を
持
つ
の
で
あ
る
。
薬
す
な
わ
ち
〈
有
用
性
〉

を
持
つ
も
の
へ
と
附
子
や
石
膏
が
方
向
づ
け
ら
れ
、
世
界
の
中
に
定
位
す
る
為
に
は
、
良
医
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
と
祖
棟
は
言
う
。
良
医
は
、
附
子
・
石
膏
の
持

つ
毒
性
を
中
和
し
、
そ
の
独
自
な
性
質
ー
—
大
熱
の
性
と
大
寒
の
性
ー
ー
を
薬
と
し
て
開
花
さ
せ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
良
医
の
中
和
と
い
う
働
き
か
け
は
、
元

か
ら
の
性
質
を
変
化
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
そ
れ
を
保
持
し
た
ま
ま
行
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
際
の
働
き
か
け
は
、
決
し
て
対
象
物
に
と
っ
て
強

制
的
な
も
の
で
は
な
い
。
い
わ
ば
そ
れ
は
、
他
者
の
力
を
介
し
て
、
潜
在
的
で
不
確
定
で
あ
っ
た
本
来
的
な
そ
の
も
の
の
よ
さ
が
成
就
す
る
と
い
う
道
筋
な
の
で
あ

こ
の
よ
う
に
、
個
性
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
を
持
つ
当
事
者
の
力
の
み
に
よ
っ
て
は
、
即
自
的
・
直
接
的
に
は
価
値
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
核
で
あ
る

〈
有
用
性
〉
が
他
者
か
ら
の
認
知
を
介
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
個
性
と
は
、
他
者
と
の
交
流
に
お
い
て
磨
か
れ
、

祖
棟
は
、
こ
の
よ
う
な
他
者
の
力
の
介
在
の
不
可
欠
性
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
人
間
の
個
性
を
成
就
さ
せ
る
も
う
―
つ
の
契
機
と
し
て

を
成
就
し
て
い
く
も
の
な
の
で
あ
る
。

る。 関
係
の
中
に
自
己
を
定
立
せ
し
め
る
璽
要
な
契
機
で
も
あ
っ
た
。

「
米
と
も
つ
か
ず
豆
と
も
つ
か
ぬ
」
状
態
は
、

「
何
の
用
に
も
立
ち
申
す
ま
じ
く
候
」

そ
の
本
来
の
有
り
様

「
道
」
を
呈
示
す
る
。

「
毒
」
と
し
て
人
間
に
害
を
及
ぽ

「
世
界
」
と
い
う
他
者
と
の

（
同
）
と
い
う
こ
と
で
そ
の
〈
有
用
性
〉
を
持
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う
な
も
の
か
。
祖
棟
は
そ
の
内
容
を
、

「
相
長
じ
相
輔
け
相
養
ふ
の
心
」
、

「
運
用
営
為
の
オ
」
、
及
び
「
能
く
」

七

「
移
化
」
す
る
性
質
、
す
な
わ
ち
〈
移
化
能
力

で
は
ま
ず
、

「
道
」
に
つ
い
て
の
詳
し
い
議
論
は
第
四
章
に
譲
る
が
、
少
し
こ
こ
で
説
明
し
て
お
く
と
、
こ
こ
で
言
う
「
道
」
は
、
も
の
を
背
後
か
ら
支
え
る
形
而
上
的
原
理
と
い
っ

た
従
来
の
儒
学
の
概
念
と
は
異
な
る
。
そ
れ
は
、
後
天
的
に
制
作
さ
れ
た
礼
楽
刑
政
等
の
治
世
の
為
の
諸
制
度
で
あ
る
。
こ
の
為
、
祖
棟
の

的
な
意
味
合
い
を
帯
び
る
が
、
祖
株
は
そ
う
し
た
意
味
の
ほ
か
に
人
間
の
「
性
」
を
養
う
と
い
う
重
要
な
役
割
を
「
道
」
に
課
し
て
い
る
。

己
を
成
就
し
て
い
く
為
の
必
然
的
契
機
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
祖
株
は
、
人
間
が
自
ら
の
個
性
を
養
う
場
面
に
お
い
て
外
的
要
素
ー
ー
他
者
存
在
と
「
道
」
ー
—
'
と
の
交
渉
を
設
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
外

的
要
素
に
よ
る
方
向
づ
け
を
必
然
的
と
す
る
に
し
ろ
人
間
存
在
の
側
に
そ
れ
を
受
容
す
る
用
意
が
な
く
て
は
し
か
る
べ
き
効
果
は
得
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
祖
棟

は
人
間
の
内
に
外
的
要
素
と
の
交
渉
に
よ
っ
て
自
己
を
養
い
う
る
内
的
契
機
が
存
す
る
と
考
え
る
。
こ
の
内
的
契
機
と
外
的
な
働
き
か
け
と
の
相
互
作
用
が
、

の
個
性
、
ひ
い
て
は
あ
る
べ
き
自
己
の
成
就
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。

「
養
い
」
の
内
的
契
機
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
祖
棟
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

い
わ
ゆ
る
中
な
る
者
は
、
性
の
徳
な
り
。
人
の
稟
質
は
、
も
と
禽
獣
の
偏
れ
る
が
ご
と
き
に
非
ず
。
知
愚
賢
不
肖
の
異
あ
り
と
い
へ
ど
も
、

相
輔
け
相
養
ふ
の
心
、
運
用
営
為
の
オ
あ
り
。
し
か
う
し
て
そ
の
習
ふ
所
に
随
ひ
、
能
く
こ
れ
に
移
化
す
。
な
ほ
中
に
在
る
者
の
以
て
左
す
べ
く
以
て
右
す
べ
く
以

て
前
す
べ
く
以
て
後
す
べ
き
が
ご
と
し
。
故
に
こ
れ
を
中
と
謂
ふ
。

（
『
名
』
中
・
庸
・
和
・
衷
3
)

こ
こ
で
ま
ず
祖
棟
は
、
そ
の
内
的
契
機
を
「
中
」
と
呼
び
、
偏
っ
た
性
質
を
持
つ
禽
獣
と
人
間
と
の
間
に
一
線
を
画
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

生
来
の
差
異
に
関
わ
ら
ず
人
間
に
遍
ね
く
存
在
し
、
人
間
を
人
間
た
ら
し
め
る
普
遍
的
性
質
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
人
間
故
の
偏
ら
な
さ
の
具
体
的
内
容
は
ど
の
よ

〉
の
一
二
つ
で
あ
る
と
規
定
す
る
。
こ
の
一
二
つ
が
備
わ
る
か
ら
こ
そ
、
人
間
は
人
間
た
り
え
る
の
で
あ
る
。

次
に
こ
の
一
っ
―
つ
の
性
質
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
ま
ず
第
一
の
性
質
は
「
親
愛
生
養
の
性
」

「
荻
生
祖
棟
に
お
け
る
自
己
成
就
ー
〈
気
質
不
変
化
論
〉
を
軸
に
ー
」

（
「
道
」

人
間

み
な
相
生
じ
相
長
じ

つ
ま
り
そ
れ
は
、

7
)
と
も
言
わ
れ
る
よ
う

三、

「
養
い
」
の
内
的
契
機
ー
普
逓
的
性
質
と
し
て
の
「
中
」

「道」

は
、
人
間
が
自

「道」

は
多
分
に
政
治
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と
す
れ
ば
、
個
性
を
持
ち
、
各
々
の
〈
有
用
性
〉
を
発
揮
す
る
こ
と
は
、
自
己
に
存
す
る
「
親
愛
生
養
の
性
」
、
す
な
わ
ち
〈
相
互
存
在
性
〉
を
実
現
す
る
為
の

具
体
的
か
つ
必
然
的
様
態
で
あ
る
と
言
え
る
。
い
わ
ば
、
個
性
の
存
在
は
、
相
互
に
養
い
合
う
と
い
っ
た
人
間
の
本
質
的
な
あ
り
方
を
根
底
で
支
え
て
い
る
の
で
あ

道
具
を
作
る
こ
と
を
始
め
と
し
た
、

あ
る
が
、
し
か
し
こ
こ
で
重
視
し
た
い
の
は
、
こ
の
基
礎
的
な
意
味
の
み
で
な
く
、
養
う
べ
き
も
の
と
し
て
の
個
性
を
持
つ
人
間
存
在
の
有
り
様
に
絡
ん
で
出
て
く

る
独
自
の
意
味
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
自
己
の
存
在
は
、
他
者
に
と
っ
て
何
ら
か
の
有
用
な
働
き
を
持
つ
も
の
と
し
て
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
言
う
「
運
用
営

為
の
オ
」
と
は
、
こ
う
し
た
自
己
の
持
つ
〈
有
用
性
〉
を
主
体
的
に
運
用
し
、
何
事
か
を
な
し
て
い
く
と
い
っ
た
、
具
体
的
・
実
践
的
活
動
を
可
能
に
さ
せ
る
力
な

の
で
あ
る
。
先
の
例
で
言
え
ば
、
人
間
が
単
な
る
自
然
状
態
、
す
な
わ
ち
生
物
学
的
な
意
味
で
の
ヒ
ト
に
留
ま
ら
ず
、
武
士
な
ら
武
士
と
し
て
の
独
自
の
力
を
運
用

で
は
次
に
、
第
二
の
性
質
、

る。 に
直
結
す
る
の
で
あ
る
。

富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

に
、
簡
単
に
言
え
ば
、
相
互
に
親
愛
の
絆
を
結
び
つ
つ
相
互
の
生
活
を
支
え
、
相
互
の
心
身
を
育
み
養
い
合
う
他
者
と
の
関
係
性
を
示
す
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

孤
立
し
た
状
態
で
は
自
ら
の
生
を
全
う
出
来
ず
、
必
然
的
に
他
者
と
の
関
係
を
結
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
っ
た
、
人
間
の
根
本
的
な
存
在
様
態
を
も
示
し
て
い

必
ず
相
互
に
養
い
合
い
つ
つ
生
を
営
む
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
相
互
に
相
手
に
と
っ
て
必
要
不
可
決
な
存
在
と
な
り
養
い
あ
う
、
こ
の
よ
う
な
存
在
様
態
は

存
在
性
〉
と
呼
ぶ
こ
と
も
出
来
よ
う
。

（
同
）
と
祖
棟
は
言
い
、
人
間
で
あ
れ
ば
、

た
と
え
盗
賊
の
よ
う
な
非
道
な
存
在
で
あ
っ
て
も
、

そ
し
て
、
こ
の
相
互
に
生
か
し
、
養
い
合
う
と
い
う
他
者
と
の
相
互
交
流
の
あ
り
方
は
、
先
に
見
た
〈
有
用
性
〉
と
し
て
の
個
性
と
本
質
的
に
結
び
つ
く
。
例
え

ば
、
士
農
工
商
の
例
で
言
え
ば
、
武
士
は
武
士
と
し
て
自
ら
の
領
地
の
安
全
と
平
和
を
守
り
、
民
の
生
活
を
保
証
す
る
こ
と
で
、
農
民
は
農
民
と
し
て
農
作
物
を
生

産
す
る
と
い
う
食
の
場
面
を
支
え
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
他
の
階
級
の
生
を
支
え
て
い
る
。
各
々
の
階
級
が
そ
れ
ぞ
れ
の
形
で
然
る
べ
き
職
務
を
果
た
す
こ
と
が
、

す
な
わ
ち
他
者
の
生
に
与
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
際
、
他
者
を
支
え
る
仕
方
は
各
々
の
階
級
に
応
じ
た
多
種
多
様
な
も
の
で
あ
る
。
換
言

す
れ
ば
そ
れ
は
、
各
々
の
個
性
、
す
な
わ
ち
各
々
に
特
有
な
〈
有
用
性
〉
が
発
揮
さ
れ
た
具
体
的
な
形
で
あ
る
。
つ
ま
り
個
性
の
発
揮
は
、
他
者
の
生
を
養
う
こ
と

る。

「
運
用
営
為
の
オ
」
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
ご
く
単
純
素
朴
に
考
え
れ
ば
、
創
意
工
夫
を
凝
ら
し
て
自
然
物
を
加
工
し
、

い
わ
ゆ
る
文
明
や
文
化
を
形
成
す
る
能
力
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
性
質
は
人
間
に
人
間
と
し
て
の
特
権
を
与
え
る
も
の
で

「
天
下
を
観
る
に
、
執
か
能
＜
孤
立
し
て
群
せ
ざ
る
者
ぞ
」

八

〈
相
互
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能
力
〉
は
、

「
親
愛
生
養
の
性
」
が
他
者
と
共
に
存
す
る
と
い
っ
た
人
間
の
根
本
的
な
存
在
様
態
を
根
底
か
ら
支
え
る
の
に
対
し
、

実
地
に
他
者
に
対
し
、
有
用
な
行
為
を
行
う
実
践
力
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
両
者
は
人
間
を
他
者
と
の
連
帯
の
中
に
組
み
込
み
つ
つ
、

各
々
の
独
自
の
生
を
保
証
す
る
と
い
っ
た
形
で
、
人
間
の
あ
る
べ
き
存
在
様
態
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
残
る
第
一
―
一
の
性
質
、

〈
移
化
能
力
〉
に
つ
い
て
は
、
こ
の
前
二
者
と
少
し
趣
が
異
な
る
。

る
。
前
の
引
用
を
踏
ま
え
る
と
そ
れ
は
、
融
通
無
得
な
自
由
な
変
化
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
別
の
箇
所
に
「
善
に
習
へ
ば
す
な
は
ち
善
、
悪
に
習
へ
ば
す
な
は
ち

（
「
名
」
性
・
情
・
オ
1
)
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
向
か
う
対
象
に
よ
っ
て
自
ら
の
性
格
付
け
を
多
様
に
行
う
流
動
性
を
示
す
。

し
か
し
、
こ
の
流
動
性
を
よ
り
積
極
的
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、

な
る
も
の
と
し
て
の
「
道
」
が
習
う
対
象
と
し
て
存
す
れ
ば
、
人
間
は
そ
れ
に
従
い
、
行
為
す
る
能
力
を
生
来
持
つ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

生
養
の
性
」

「
道
」
と
人
間
と
の
必
然
的
な
連
関
を
規
定
す
る
性
質
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
、

〈
移
化
能
力
〉
と
は
、
簡
単
に
言
え
ば
、
変
化
す
る
能
力
で
あ

「道」

「
道
」
と
〈
移
化
能
力
〉
と
の
関
係
か
ら
さ
ら
に
次
の
こ
と
も
導
き
出
し
う
る
。
先
の
引
用
箇
所
で
、

「
運
用
営
為
の
オ
」
の
直
後
に
「
し
か
う
し
て
」
と
い
う
接
続
語
に
引
き
続
き
呈
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
語
は
、

働
き
を
持
つ
が
、
こ
の
場
合
、

さ
し
く
「
道
」
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

「
移
る
」
は
前
二
者
を
前
提
と
し
た
上
で
成
立
す
る
変
化
と
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

九

「
道
」
に
「
養
わ
れ
る
」
と

そ
れ
で
と
い
う
順
接
の

間
の
生
来
の
〈
相
互
存
在
性
〉
及
び
有
用
な
存
在
と
し
て
自
ら
を
生
か
し
て
い
く
力
と
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
、
前
―
―
者
に
よ
っ
て
示
さ

れ
る
あ
る
べ
き
存
在
様
態
へ
と
「
移
る
」
能
力
を
生
来
具
備
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
「
移
る
」
有
り
様
を
具
体
的
に
実
現
さ
せ
る
の
に
必
要
不
可
欠
な
装
置
が
ま

以
上
の
よ
う
に
、
祖
棟
は
、
人
間
の
普
遍
的
性
質
を
か
な
り
具
体
的
に
描
い
て
い
た
。
そ
れ
は
、
人
間
の
到
達
す
べ
き
存
在
様
態
の
呈
示
で
も
あ
っ
た
が
、

そ
こ

で
は
、
個
性
を
成
就
し
て
生
き
る
こ
と
が
単
純
に
そ
の
存
在
の
生
の
完
成
と
い
う
自
己
完
結
的
・
個
別
的
事
態
の
み
に
留
ま
ら
ず
、
種
と
し
て
の
人
間
の
十
全
な
有

り
様
と
し
て
の
意
味
を
も
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
実
現
の
為
に
は
「
道
」
と
い
う
外
的
装
置
の
作
用
も
不
可
欠
で
あ
る
、
こ
の

「
荻
生
祖
棟
に
お
け
る
自
己
成
就
ー
〈
気
質
不
変
化
論
〉
を
軸
に
ー
」

で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、

「
善
」
な
る
も
の
と
し
て
祖
棟
が
想
定
す
る
の
は

「
移
る
」
有
り
様
は
、
人

「
移
る
」
と
い
う
性
質
は
前
二
者
「
親
愛

〈
移
化

で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
祖
彼
は
、

「善」

「
善
」
な
る
対
象
を
呈
示
さ
れ
れ
ば
そ
れ
に
沿
っ
た
形
で

「善」

悪
な
り
」

総
合
す
れ
ば
、

し
、
発
揮
出
来
る
の
は
、
こ
の
性
質
を
原
動
力
と
す
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

へ
と
変
化
し
う
る
能
力

「
運
用
営
為
の
オ
」

は
ヽ
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べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
祖
彼
は
、

（
『
学
則
』
六

「
道
」
を
「
極
」

11
準
拠
と
な
る
も
の
と
も
呼
ぶ
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、

「道」

の

は
到
達
困
難
な
理
念
型
と
し
て

し
か
も
そ
の
内
容
は
、

「
孝
悌
仁
義
よ
り
、
以
て
礼
楽
刑
政
に
至
る
ま
で
」

（
「
名
』
道
1
)
多
岐
に
渡
る
も
の
で
あ
っ
た
。

富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

い
う
こ
と
自
体
も
実
は
人
間
に
仕
組
ま
れ
た
、
生
来
の
存
在
様
態
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
人
間
は
、

で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
養
い
」
に
お
け
る
内
的
契
機
に
対
し
、
外
か
ら
の
作
用
は
実
際
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
人
間
を
養
い
、
導
く
も
の

「
道
」
と
人
間
の
「
性
」
と
の
関
係
は
一
言
で
言
え
ば
、

「
養
ひ
て
」

い
わ
ば
「
道
」
に
よ
っ
て
養
わ
れ
、
自
ら
「
養
う
」
存
在
と
し
て

「
成
す
」
こ
と
に
集
約
し
う
る
。
こ
の
場
合
、
前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
「
道
」

と
異
な
る
独
特
の
意
味
が
付
与
さ
れ
て
い
た
。
ま
ず
、
祖
棟
に
お
け
る
「
道
」
の
内
容
に
つ
い
て
少
し
詳
し
く
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

祖
棟
の
「
道
」
概
念
の
最
大
の
特
質
は
、
そ
れ
が
「
天
地
自
然
」
に
存
す
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、

と
い
う
よ
う
に
、

（
「
道
」

4
)
 

「
先
王
」

11

「
聖
人
」
と
い
う
卓
越
し
た
智
を
備
え
た
人
間
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
後
天
的
・
具
体
的
事
物
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
「
道
」
の
規
範
性
を
無
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。

「
道
」
は
多
種
多
様
な
内
容
を
持
ち
つ
つ
、
あ
く
ま
で
人
間
の
拠
る
べ
き
所
、
準
拠
す

で
は
な
く
、
人
間
の
生
来
の
「
賢
智
・
愚
不
肖
」
等
の
差
異
に
も
関
わ
ら
ず
、
各
々
に
相
応
し
た
拠
り
方
の
可
能
な
、
全
て
の
人
間
存
在
に
開
か
れ
た
も
の
と
し
て

設
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
道
」
は
、
全
て
の
人
間
に
適
用
可
能
性
を
持
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
「
養
い
」
と
い
う
機
能
面
か
ら
言
え
ば
、
全
て
の
人
間
は
遍
く
「
道
」
と
の
関
係
性
を
保
ち
、

「
道
」
の
「
養
い
」
の
傘
下
に
包
ま
れ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
こ
う
し
た
「
道
」
の
包
容
性
を
、
祖
棟
は
「
天
地
自
然
」
の
広
大
な
養
い
の
有
り
様
に
な
ぞ
ら
え
て
語
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
祖
棟
が
「
天
地
自
然
」

養
い
の
無
差
別
平
等
性
を
「
聖
人
の
道
」
に
見
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
祖
棟
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

天
地
は
虎
狼
を
厭
は
ず
、
雨
露
は
稗
弟
を
択
ば
ず
。
聖
人
の
道
も
、
ま
た
な
ほ
か
く
の
ご
と
き
か
な
。

「
先
王
の
道
は
、
先
王
の
造
る
所
な
り
。
」

四、

「
養
い
」
の
外
的
装
置
ー
「
道
」
の
内
容
と
機
能

と
し
て
の
「
道
」
の
内
実
及
び
機
能
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

自
己
を
形
成
し
て
い
く
存
在
な
の
で
あ
る
。

に
は
従
来

1
0
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と
い
う
よ
う
に
、

と
の
心
的
交
流
の
際
に
湧
出
す
る
情
感
と
は
捉
え
な
い
。

で
は
、

さ
れ
る
虎
狼
や
稗
弟
は
、

「
聖
人
の
道
」
で
は
「
仁
」
を
害
す
る
と
い
う
こ
と
で
、

J

こ
で
祖
彼
は
、

り
。
そ
の
悪
を
悪
む
に
非
ざ
る
な
り
。

（
同
。
傍
点
、

）
内
の
補
足
は
論
者
。
）

「
道
」
の
目
的
と
し
て
付
与
す
る
性
質
と
大
い
に
関
連
す
る
。

と
す
れ
ば
、

し」 る。

「
道
」
の
「
養
い
」
は
、

「
天
地
自
然
」
に
お
い
て
は
無
条
件
に
包
容
・
承
認

「
天
地
」
の
養
い
は
虎
狼
の
よ
う
な
人
間
に
危
害
を
加
え
る
存
在
に
も
、
ま
た
稗
弟
の
よ
う
な
取
る
に
足
ら
ぬ
何
の
用
に
も
立
た
な
い
も
の
に
も
、
遍
く
施
さ
れ

「
聖
人
の
道
」
の
基
底
に
も
こ
れ
と
同
様
の
無
差
別
平
等
性
が
存
す
る
と
、
祖
彼
は
考
え
る
。

（
同
）
と
い
う
よ
う
に
排
除
さ
れ
る
も
の
は
何
―
つ
無
く
、
全
て
が
生
か
さ
れ
、
世
界
内
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
棄
材
な
く
棄
物
な

こ
の
よ
う
な
「
聖
人
の
道
」
の
「
養
い
」
の
無
差
別
性
は
、
人
間
が
個
々
の
多
様
性
を
保
持
し
た
ま
ま
成
就
す
る
と
い
う
祖
彼
の
基
本
的
な
考
え
方
と
通
底
す
る
。

し
か
し
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
場
合
個
々
の
多
様
性
の
尊
重
が
無
条
件
に
所
与
の
状
態
を
全
肯
定
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
振
り
返
れ
ば
、
祖

棟
の
尊
重
す
る
個
性
と
は
、
厳
密
に
は
有
用
な
も
の
と
し
て
働
く
性
質
で
あ
っ
た
。
こ
の
〈
有
用
性
〉
を
養
っ
て
成
就
す
る
装
置
が
ほ
か
で
も
な
い
、

な
の
で
あ
る
。

「
聖
人
の
道
」

「
天
地
自
然
」
の
示
す
単
な
る
生
成
と
し
て
の
養
い
と
は
決
定
的
に
異
な
る
点
を
持
つ
。
そ
し
て
こ
の
点
は
、
祖
棟
が

そ
の
（
「
聖
人
の
道
）
已
む
を
え
ず
し
て
、
こ
れ
（
虎
狼
や
稗
弟
）
を
去
り
、
こ
れ
を
遠
ざ
け
、
こ
れ
を
扶
ち
こ
れ
を
殺
す
は
、

「
聖
人
の
道
」
と
「
天
地
自
然
」
と
の
決
定
的
相
違
を
「
仁
」
に
求
め
る
。
す
な
わ
ち
、

の
こ
と
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
逆
に
言
え
ば
、
こ
れ
ら
の
も
の
は
、

悪
と
さ
れ
る
作
用
を
表
出
し
な
け
れ
ば
、
最
終
的
に
包
容
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

「
荻
生
祖
棟
に
お
け
る
自
己
成
就
ー
〈
気
質
不
変
化
論
〉
を
軸
に
ー
」

そ
の
仁
に
害
あ
る
を
悪
め
ば
な

「
己
む
を
え
ず
」
排
除
さ
れ
る
可
能
性
を
持
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
前
述

「
仁
」
に
沿
う
形
に
な
れ
ば
世
界
内
に
場
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
こ

れ
ら
が
排
除
さ
れ
る
の
は
そ
の
存
在
そ
れ
自
体
に
由
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
よ
り
積
極
的
に
言
え
ば
、
こ
れ
ら
の
も
の
も
「
仁
」
に
与
す
る
よ
う
に
導
か
れ
、

そ
の

「
仁
」
と
は
何
か
。
こ
の
場
合
、
そ
れ
は
慈
愛
・
側
隠
の
心
と
い
っ
た
一
般
的
な
意
味
で
は
な
い
。
祖
棟
は
「
仁
」
を
個
人
的
な
心
情
、
も
し
く
は
他
者

（
『
名
』
仁
1
)

仁
な
る
者
は
、
人
に
長
と
な
り
民
を
安
ん
ず
る
の
徳
を
謂
ふ
な
り
。
こ
れ
聖
人
の
大
徳
な
り
。

(
8
)
 

「
仁
」
は
民
の
上
に
立
ち
そ
の
生
活
を
安
定
さ
せ
る
働
き
を
持
つ
徳
で
あ
っ
た
。
そ
の
限
り
で
「
仁
」

は
、
人
間
に
普
遍
的
に
内
在
す
る
徳

「
聖
人
の
道
」
の
「
養
い
」

の
元
で
は
、
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の
持
つ
個
性
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

天
下
を
安
ん
ず
る
は
、

一
人
の
能
く
な
す
所
に
非
ず
。
必
ず
衆
力
を
得
て
以
て
こ
れ
を
成
す
。

（同
14
。
傍
点
論
者
）

で
あ
る
。

も
う
少
し
こ
の
事
柄
の
内
容
に
つ
い
て
詰
め
て
み
よ
う
。

様
態
の
成
就
と
つ
な
が
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、

内
に
し
か
る
べ
く
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

天
下
安
定
と
い
う
方
向
性
を
持
っ
て
働
く
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
祖
彼
は
、

富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

で
は
な
く
、
統
治
に
携
わ
る
為
政
者
ー
ー
「
聖
人
」
や
君
子
の
持
つ
べ
き
徳
と
し
て
限
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
限
定
的
な
「
仁
」

て
の
「
道
」
の
目
的
と
も
符
合
す
る
。

先
王
の
道
は
、
天
下
を
安
ん
ず
る
の
道
な
り
。
そ
の
道
は
多
端
な
り
と
い
へ
ど
も
、
要
は
天
下
を
安
ん
ず
る
に
帰
す
。

「
道
」
の
目
的
を
「
天
下
を
安
ん
ず
る
」
こ
と
に
集
約
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
目
的
は

「
仁
」
に
よ
っ
て
具
現
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
先
程
の
「
仁
」
に
沿
う
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
か
な
り
明
確
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、

い
う
―
つ
の
方
向
性
に
沿
う
こ
と
が
ま
さ
し
く
「
仁
」
に
沿
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

一
人
一
人
の
存
在
価
値
は
、

「
道
」
の
「
養
い
」
は
、
単
に
人
間
を
生
物
学
的
に
生
か
す
こ
と
に
留
ま
ら
ず
、

い
わ
ば
こ
の
天
下
安
定
を
軸
に
測
ら
れ
、

「
天
下
を
安
ん
ず
る
」
と
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
人
間
の
個
性
の
成
就
、

ひ
い
て
は
人
間
と
し
て
の
あ
る
べ
き
存
在

「
天
下
を
安
ん
ず
る
」
と
い
う
「
養
い
」
の
方
向
性
は
、
単
に
経
世
済
民
的
な
意
味
で
捉
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。

―
つ
重
要
な
手
掛
か
り
と
な
る
の
は
、
天
下
安
定
が
為
政
者
の
独
力
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
上
か
ら
下
へ
の
一
方
通
行
の
営
み
で
は
な
い
と
い
う
点

つ
ま
り
祖
棟
は
、
天
下
安
定
を
「
衆
力
」
と
い
っ
た
多
数
の
人
間
の
助
力
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
「
衆
力
」
と
は
、
具
体
的
に
は
各
々

こ
れ
（
「
天
下
を
安
ん
ず
る
」
こ
と
が
「
衆
力
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
）
を
春
夏
秋
冬
備
り
て
、
し
か
る
の
ち
歳
功
成
す
べ
く
、
椎
繋
刀
鋸
備
り
て
、

る
の
ち
匠
事
な
す
べ
く
、
耐
寒
補
潟
備
り
て
、
し
か
る
の
ち
医
術
施
す
べ
き
に
辟
ふ
。
錐
は
そ
の
鋭
な
ら
ん
こ
と
を
欲
し
、
椎
は
そ
の
鈍
な
ら
ん
こ
と
を
欲
し
、
石

膏
は
大
寒
、
附
子
は
大
熱
な
り
。
し
か
ら
ず
ん
ば
、
先
王
、
天
下
を
治
む
る
に
、
そ
の
材
を
用
ふ
る
所
あ
る
こ
と
な
き
な
り
。

「
天
下
を
安
ん
ず
る
」
と

か
つ
そ
の
上
で
全
て
の
存
在
は
世
界

こ
こ
で
祖
棟
は
、
医
術
や
大
工
仕
事
を
別
に
、
多
種
多
様
な
個
々
の
働
き
が
全
体
的
な
大
事
業
を
成
り
立
た
し
め
る
こ
と
を
示
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

（同。

天
下
を
治

）
内
は
論
者
の
補
足
）

「
道
」
を
実
際
に
行
使
す
る

（
『
道
』

7
)

「
聖
人
」

や
君
子
のqヽ

し
カ

の
働
き
は
、
治
世
の
道
具
と
し
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J

の
よ
う
に
、

人
君
は
統
治
の
装
置
た
る
「
道
」
に
よ
っ
て
各
々
の
持
つ
、

と
く
人
君
の
民
の
父
母
と
な
り
給
ふ
を
助
け
候
役
人
に
候
。
」

「
天
下
を
安
ん
ず
る
」
と
う
言
葉
は
単
に
経

「
役
人
」
に
な
る
こ
と

「
役
人
」
と
さ
れ
た
個
々
の
立
場
か
ら
こ
の
箇
所
を
捉
え
直

め
る
と
い
う
大
事
業
に
も
あ
て
は
ま
る
。
例
え
ば
、
大
工
仕
事
に
お
い
て
錐
や
椎
等
様
々
な
働
き
を
な
す
道
具
が
揃
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
材
木
に
穴
を
あ
け
る
、
材

木
を
削
る
と
い
っ
た
作
業
が
出
来
ず
、
家
を
建
て
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
而
も
、

発
揮
し
て
こ
そ
価
値
を
持
つ
。
こ
れ
と
同
様
に
、
天
下
を
構
成
す
る
存
在
は
、
そ
の
多
種
多
様
な
働
き
に
お
い
て
ど
れ
も
必
要
不
可
欠
か
つ
代
替
不
可
能
な
要
素
で

あ
る
。
つ
ま
り
各
々
の
存
在
が
個
性
を
持
つ
そ
の
働
き
を
発
揮
す
る
こ
と
は
、
天
下
安
定
の
必
然
的
条
件
な
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

と
す
る
と
、
こ
こ
に
お
い
て
、
各
々
の
個
性
の
成
就
と
天
下
安
定
と
は
一
本
線
で
つ
な
が
り
う
る
。
各
々
の
存
在
の
個
性
の
尊
重
及
び
そ
の
成
就
の
結
果
が
す
な

わ
ち
天
下
安
定
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
祖
彼
は
為
政
者
の
み
で
な
く
「
民
」
も
ま
た
、
天
下
安
定
に
与
す
る
不
可
欠
で
有
効
な
存
在
と
し
、

(
『
答
問
』
上
）
、
す
な
わ
ち
「
役
人
」
と
も
呼
ぶ
。
素
朴
に
読
め
ば
、
こ
こ
は
全
て
の
人
間
の
価

値
を
天
下
の
統
治
の
道
具
た
る
こ
と
に
帰
す
、
上
か
ら
の
視
点
で
の
議
論
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

す
と
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
新
し
い
意
味
を
捉
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

「
満
世
界
の
人
こ
と
ご

既
に
見
た
よ
う
に
、
人
間
は
他
者
と
の
相
互
作
用
に
お
い
て
自
己
の
生
を
存
立
さ
せ
て
い
く
〈
相
互
存
在
性
〉
を
根
本
的
な
存
在
様
態
と
し
て
持
っ
て
い
た
。

「
役
人
」
と
し
て
他
者
に
何
ら
か
の
利
益
を
与
え
、
民
の
生
を
安
定
さ
せ
る
と
い
う
人
君
の
事
業
に
間
接
的
に
で
も
参
与
す
る
こ
と
は
、
こ
の
〈
相
互
存
在
性
〉
の
実

践
的
な
発
揮
を
意
味
す
る
と
も
言
え
る
。

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
る
べ
き
有
り
様
を
成
就
す
る
の
で
あ
る
。

（
「
道
』

7
)

能
＜
億
万
人
を
合
す
る
者
は
君
な
り
。
能
＜
億
万
人
を
合
し
て
、
そ
の
親
愛
生
養
の
性
を
遂
げ
し
む
る
者
は
、
先
王
の
道
な
り
。

人
君
は
多
数
の
人
間
を
ま
と
め
あ
げ
、
文
字
通
り
統
治
を
行
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
人
間
は
単
に
天
下
を
形
成
す
る
為
に
の
み
「
合
」
せ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

「
親
愛
生
養
の
性
」
を
「
遂
げ
」
し
め
る
。
つ
ま
り
、
人
間
が
「
役
人
」
と
し
て
天
下
の
体
系
に
組
み

込
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
者
と
必
然
的
に
関
わ
り
合
い
、
他
者
を
養
う
一
存
在
と
し
て
意
味
を
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
、

「
道
」
の
標
榜
す
る
「
天
下
を
安
ん
ず
る
」
と
い
う
目
的
は
、
人
間
の
側
か
ら
言
え
ば
そ
の
あ
る
べ
き
有
り
様
の
成
就
—
|
各
々
の
個
性
を
有
用

に
働
か
せ
、
他
者
を
養
う
存
在
と
し
て
自
ら
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
ー
ー
と
符
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

「
荻
生
祖
棟
に
お
け
る
自
己
成
就
ー
〈
気
質
不
変
化
論
〉
を
軸
に
ー
」

独
自
な
働
き
に
よ
っ
て
、
間
接
的
に
せ
よ
、

「
天
下
を
安
ん
ず
る
」
こ
と
に
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
人
一
人
の
存
在
は
そ
の

「
錐
」
は
「
鋭
」
、

「
椎
」
は
「
鈍
」
と
い
っ
た
各
々
の
働
き
に
合
っ
た
特
徴
を
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て
そ
れ
は
、
性
急
な
効
果
を
求
め
な
い
。

「
道
」
の
「
養
い
」
は
、

し
か
し
、

富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

世
済
民
的
な
次
元
か
ら
の
み
で
な
く
、
各
々
の
「
性
」
の
成
就
と
い
っ
た
人
性
論
の
観
点
か
ら
も
捉
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

話
が
少
し
元
に
戻
る
が
、
前
に
「
道
」
が
最
終
的
に
全
て
の
存
在
を
包
容
す
る
こ
と
に
な
る
と
延
べ
た
。
こ
れ
は
、

「仁」

11
天
下
安
定
へ
と
参
与
さ
せ
る
こ
と
で
全
て
の
人
間
を
世
界
内
に
位
置
付
け
る
か
ら
で
あ
る
。

ら
離
脱
す
る
も
の
は
な
く
、
各
々
の
価
値
は
承
認
さ
れ
、
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
る
。
祖
彼
の
言
葉
を
借
り
る
と
、
皆
「
所
を
得
」
る
の
で
あ
る
。

の
も
と
、
人
間
は
「
所
を
得
」
、
各
々
の
養
い
の
力
を
発
揮
す
る
場
所
を
世
界
に
得
る
と
同
時
に
、
他
で
も
な
い
自
己
と
い
う
場
所
に
定
ま
り
、
自
己
に
成
り
お
お

せ
る
の
で
あ
る
。

「
道
」
と
人
間
と
の
関
係
は
〈
養
ぃ
ー
養
わ
れ
る
〉
と
い
う
図
式
に
帰
着
す
る
。
こ
こ
で
さ
ら
に
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
人

間
が
い
か
な
る
過
程
を
経
て
、
自
ら
養
う
存
在
と
な
る
か
、
す
な
わ
ち
「
道
」
の
具
体
的
な
「
養
い
」
の
様
相
に
つ
い
て
で
あ
る
。

そ
の
大
概
の
イ
メ
ー
ジ
は
既
に
「
天
地
自
然
」
と
の
相
似
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、

「
道
」
の
「
養
い
」

特
質
と
し
て
挙
げ
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
の
自
然
性
及
び
余
裕
性
で
あ
る
。
祖
株
は
「
道
」
の
「
養
い
」
を
「
油
然
と
し
て
以
て
生
ず
る
」

わ
ち
悠
然
と
し
て
余
裕
あ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
片
や
気
質
変
化
を
目
指
す
朱
子
学
的
な
修
養
を
短
期
間
で
あ
ら
ゆ
る
善
を
身
に
つ
け
よ
う
と
す
る
性

（
同
）
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
昔
の
故
事
に
あ
る
よ
う
に
、
植
物
の
成
長
を
願
い
、
強
制
的
に
そ
れ
を

引
っ
張
っ
て
も
、
植
物
は
成
長
ど
こ
ろ
か
抜
け
て
し
ま
っ
て
死
に
至
る
。
つ
ま
り
努
力
は
水
泡
に
帰
す
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
そ
の
植
物
自
体
の
生
の
リ
ズ
ム
を
全
然

考
慮
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
気
質
変
化
も
こ
れ
と
同
様
で
あ
り
、
人
間
側
の
独
自
な
生
の
リ
ズ
ム
に
関
係
な
く
、
実
現
不
可
能
な
「
聖
人
」

る
も
の
で
あ
る
。

の
重
要
な
位
置

へ
と
向
か
わ
し
め

「
道
」
は
そ
の
対
象
で
あ
る
人
間
に
対
し
、
何
ら
強
制
力
を
持
た
ず
、
あ
く
ま
で
そ
れ
自
身
の
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
て
養
っ
て
い
こ
う
と
す
る
。
し
た
が
っ

急
な
も
の
で
、
喩
え
る
な
ら
そ
れ
は
「
苗
を
堰
く
」

以
上
の
よ
う
に
、 五、

「
備
る
を
目
前
に
求
め
ず
し
て
、
成
る
を
も
日
に
期
す
。
日
計
足
ら
ざ
る
も
、
歳
計
余
り
あ
り
。

「
養
い
」
の
風
景
＇
~
「
道
」
と
人
間
の
相
互
連
関

（
「
道
」

12)
、
す
な

「道」

の

「
養
い
」

「
道
」
の
「
養
い
」
の
も
と
で
は
、
最
終
的
に
「
天
下
」
か

「
道
」
が
「
親
愛
生
養
の
性
」
を
遂
げ
さ
せ
、

Ill! 
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く
ま
で
日
常
生
活
の
場
に
即
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
示
す
。
つ
ま
り
、

し
か
も
、

「
道
」
の
「
養
い
」
の
場
に
つ
い
て
目
を
転
じ
て
み
る
と
、

人
た
る
べ
き
存
在
は
、

歳
計
足
ら
ざ
る
も
、
世
計
余
り
あ
り
。
」

一
写

「
礼
楽
」

（同
20)
と
い
う
よ
う
に
、
時
間
的
な
余
裕
を
前
提
と
し
た
、
実
に
壮
大
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の

「
天
地
と
相
流
通
し
、
人
物
と
相
生
長
」

（
同
）
す
る
。
つ
ま
り
、

「
養
い
」
に
お
け
る
自
然
性
・
余
裕
性
は
、
実
に
養
う
側
と
養
わ
れ
る
側
の
相
互
交
流
を
可

こ
の
「
養
い
」
の
自
然
性
・
余
裕
性
は
、
養
わ
れ
る
人
間
の
側
か
ら
見
て
も
あ
て
は
ま
る
。

（
「
聖
人
の
道
」
は
）
そ
の
君
子
を
し
て
以
て
自
然
に
知
を
開
き
材
を
養
ひ
て
以
て
そ
の
徳
を
成
す
こ
と
あ
り
、
小
人
を
し
て
以
て
自
然
に
善
に
遷
り
悪
に
遠

ざ
か
り
て
以
て
そ
の
俗
を
成
す
こ
と
あ
ら
し
む
。

と
い
う
よ
う
に
、
人
間
は
「
養
い
」
の
場
面
に
お
い
て
あ
く
ま
で
無
自
覚
な
の
で
あ
る
。
こ
の
無
自
覚
さ
は
し
か
し
、
否
定
的
な
要
素
で
は
あ
り
え
な
い
。
注
目

(10) 

す
べ
き
点
は
、
君
子
な
ら
君
子
、
小
人
な
ら
小
人
と
し
て
の
各
々
の
独
自
の
生
が
、
生
来
の
差
異
に
応
じ
て
達
成
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
君
子
と
は
、
生
来
治

世
に
携
わ
る
器
量
を
持
っ
た
存
在
で
あ
り
、
小
人
と
は
大
多
数
の
民
を
指
す
が
、

「
俗
」
と
い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
に
相
応
し
い
生
の
成
就
形
態
が
示
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
は
、
小
人
と
し
て
生
ま
れ
た
「
小
量
」
な
る
器
の
存
在
が
「
大
量
」
な
る
存
在
と
し
て
の
君
子
に
な
る
こ
と
は
求
め
ら
れ
な
い
。
逆
も
ま
た
然
り
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
各
々
の
生
来
の
存
在
様
態
に
即
し
た
様
々
な
自
己
成
就
の
有
り
様
が
こ
こ
で
は
承
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
君
子
た
る
べ
き
存
在
の
自
己
成
就

は
、
生
来
の
様
々
な
資
質
を
磨
い
て
各
々
の
個
性
に
合
っ
た
官
職
に
就
き
、
実
際
「
天
下
を
安
ん
ず
る
の
用
に
共
す
る
」

（
『
道
』

7
)
こ
と
で
あ
る
。

「
俗
」
す
な
わ
ち
日
常
生
活
を
充
実
さ
せ
、
そ
こ
に
お
い
て
善
く
生
き
る
こ
と
で
あ
り
、
各
々
の
生
業
を
完
遂
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら

は
当
事
者
に
と
っ
て
何
ら
困
難
な
こ
と
で
も
不
可
能
な
こ
と
で
も
な
い
。

「
道
」
は
、
各
々
の
存
在
の
所
与
の
性
質
に
相
応
し
た
生
の
形
を
、
無
理
な
く
、
各
々
の

生
の
リ
ズ
ム
に
従
っ
て
開
示
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
「
道
」
の
「
養
い
」
は
、
人
間
固
有
の
生
の
リ
ズ
ム
11

〈
主
体
〉
を
尊
璽
す
る
の
で
あ
る
。

「
道
」
と
は
そ
も
そ
も
「
詩
書
礼
楽
」
を
中
心
と
し
た
治
世
の
道
具
で
あ
っ
た
。
祖
棟
は

特
に
「
礼
楽
」

1
1
様
々
な
具
体
的
儀
礼
を
「
道
」
の
代
用
と
し
て
使
用
す
る
が
、
こ
の
こ
と
は
「
養
い
」
が
何
か
特
別
な
教
化
と
し
て
行
わ
れ
る
ん
で
は
な
く
、
あ

「
養
い
」
は
、
人
間
の
生
活
空
間
に
足
を
つ
け
な
が
ら
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
そ
れ
は
、
人
間
に
対
し
て
教
え
喩
す
と
い
っ
た
厳
然
た
る
教
化
の
形
、
す
な
わ
ち
「
言
語
」
を
介
し
た
形
を
取
ら
な
い
。
祖
棟
は
む
し
ろ
、

「
荻
生
祖
棟
に
お
け
る
自
己
成
就
ー
〈
気
質
不
変
化
論
〉
を
軸
に
ー
」

「
徳
」
、

（同
20
、
傍
点
及
び

）
内
の
補
足
は
論
者
）

能
に
す
る
の
で
あ
る
。

は
な
く
、
天
地
人
物
と
相
互
交
流
し
な
が
ら
働
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

よ
う
な
「
道
」
の
働
き
は
さ
ら
に
、

「
養
い
」
の
対
象
に
対
し
、

一
方
、
小

一
方
的
に
働
き
か
け
る
の
で
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以
上
の
こ
と
に
一
貰
す
る
の
は
、

そ
れ
は
、

J

の
よ
う
に
、

一
方
、

六、

「
活
物
」
そ
し
て
「
命
」
ー
新
し
き
人
間
像

富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

(11) 

（
「
礼
」
）
の
示
す
事
物
性
こ
そ
が
「
言
語
」
以
上
に
そ
の
「
養
い
」
の
効
果
を
も
た
ら
す
と
考
え
る
。
具
体
的
に
は
、
実
際
様
々
な
儀
礼
を
行
い
、
実
践
す
る
こ
と

が
各
々
の
存
在
の
十
全
な
「
養
い
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
祖
棟
は
「
礼
楽
」
に
対
す
る
人
間
の
基
本
態
度
を
「
黙
っ
て
こ
れ
を
識
る
」

「
言
語
」
を
介
さ
ず
に
物
事
を
十
全
に
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
何
故
こ
の
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
を
祖
彼
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

習
ひ
て
以
て
こ
れ
（
「
礼
楽
）
に
熟
す
る
と
き
は
、

い
ま
だ
喩
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
心
志
身
体
、
す
で
に
潜
か
に
こ
れ
と
化
す
。

「
物
」
と
し
て
の
「
礼
楽
」
に
沿
う
こ
と
は
、
実
際
に
身
体
を
も
っ
て
「
習
う
」
こ
と
で
あ
る
。

（同。

「道」

は
人
間
の
所
与
の
存
在
様
態
を
歪

「
物
」
と
出
会
い
、
実
際
自
ら
の

-, 心

と
は
、
心
身
全
体
に
お
い
て
そ
の
対
象
物
を
自
己
の
も
の
と
し
て
取
り
込
み
、
そ
の
も
の
と
同
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
引
用
に
「
化
す
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の

と
の
同
化
過
程
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
状
態
は
い
わ
ば
物
我
一
如
で
あ
る
か
ら
、
余
す
と
こ
ろ
な
く
そ
の
も
の
を
知
り
、
習
得
し
た
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。

「
言
語
」
に
よ
る
教
化
は
い
っ
て
み
れ
ば
「
心
志
」
の
み
へ
の
働
き
掛
け
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
状
態
で
は
対
象
物
は
あ
く
ま
で
分
析
の
対
象
に
留
ま
り
、

し
た
が
っ
て
丸
ご
と
そ
れ
を
知
る
に
は
限
界
が
存
す
る
。
祖
彼
は
こ
の
よ
う
な
「
言
語
」
の
教
化
の
限
界
を
踏
ま
え
つ
つ
、

志
身
体
」
全
体
を
通
し
て
そ
れ
を
体
得
す
る
と
い
っ
た
「
道
」
に
よ
る
教
化
の
絶
大
性
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

「
道
」
の
「
養
い
」
は
、
人
間
を
日
常
生
活
か
ら
背
か
せ
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
の
場
に
密
着
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も

一
見
治
世
の
為
の
諸
制
度
の
形
を
取
り
つ
つ
も
、
人
間
の
あ
り
方
の
そ
の
も
の
に
対
し
て
、
絶
大
な
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。

「
養
い
」
の
対
象
物
と
し
て
の
人
間
存
在
の
生
を
尊
重
す
る
と
い
う
理
念
で
あ
る
。

曲
す
る
も
の
で
も
、
ま
た
強
制
的
な
教
化
を
強
い
る
も
の
で
も
な
い
。
人
間
は
確
か
に
、
無
自
覚
に
自
己
を
修
養
し
、
成
就
す
る
。
し
か
し
、

で
「
道
」
の
作
用
す
る
日
常
の
場
、
す
な
わ
ち
各
々
の
独
自
の
生
の
開
示
の
場
に
存
す
る
。

の
個
別
的
な
生
を
展
開
す
る
。
祖
彼
の
世
界
観
は
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
「
道
」
と
人
間
と
の
相
互
連
関
を
軸
に
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

）
内
は
論
者
の
補
足
）

あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
、

そ
の
基
盤
は
あ
く
ま

「
道
」
と
い
う
広
大
な
「
養
い
」
の
装
置
に
包
ま
れ
つ
つ
、
人
間
は
各
々

「物」

「
習
う
」
こ
と
の
積
み
重
ね
は
、
習
熟
へ
と
直
結
す
る
。
習
熟

つ
ひ
に
喩
ら
ざ
ら
ん
や
。

(
「
名
』
礼

1
)
に
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「
道
」
と
人
間
と
の
「
養
い
」
を
基
軸
と
す
る
関
係
の
様
相
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
見
ら
れ
た
自
己
の
生
の
リ
ズ
ム
11

〈
主
体
性
〉
の
尊
重
は
、

(12) 

人
間
存
在
を
「
活
物
」
ー
ー
生
き
生
き
と
し
た
活
動
体
ー
ー
と
し
て
捉
え
る
祖
彼
の
人
間
観
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
の
「
活
物
」
と
し
て
の
人
間
の
有
り
様
に
つ

で
は
な
く
、
自
ら
生
き
て
動
く
「
活
物
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
ち
ら
側
か
ら
の
一
方
的
な
働
き
掛
け
だ
け
で
は
十
分
な
関
係
は
成
立
し
な
い
。
人
間

を
「
物
」
と
し
て
見
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
身
の
持
つ
独
自
な
生
の
リ
ズ
ム
を
一
面
的
に
固
定
し
て
見
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
態
度
は
そ
の
本
来
の
姿
を

見
落
と
し
、

「
活
物
」
の
「
活
」
の
部
分
を
損
な
う
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
祖
棟
は
「
活
物
」
た
る
人
間
の
本
質
を
知
り
、
そ
れ
を
発
揮
さ
せ
る
に
は
、
そ
の
存
在
を
実
践
的
な
現
場
に
お
い
て
実
際
働
か
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

と
す
る
。
例
え
ば
祖
棟
は
、
あ
る
人
間
の
長
所
を
知
る
場
合
、
そ
の
人
を
一
日
中
静
観
・
観
察
し
て
い
て
も
掴
め
な
い
と
言
う
。
長
所
は
固
定
し
た
明
確
な
形
で
既

に
そ
れ
と
し
て
内
在
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
の
時
間
と
手
間
を
か
け
、
実
際
の
「
活
」
動
を
介
し
て
開
か
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
、
祖
彼
は
考
え
る
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
こ
こ
で
は
、
殊
更
そ
の
存
在
自
身
の
「
活
」
き
る
リ
ズ
ム
が
尊
重
さ
れ
る
。

み
で
は
な
い
。
長
所
の
例
を
他
者
と
の
間
で
有
用
な
も
の
と
し
て
個
性
を
発
揮
し
つ
つ
生
き
る
人
間
の
あ
る
べ
き
存
在
様
態
に
敷
術
す
れ
ば
、

そ
の
「
活
」
動
を
通
し
て
他
者
を
養
い
「
活
」
か
す
と
い
う
意
味
を
も
持
つ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
人
間
は
、
自
身
の
活
動
性
に
よ
り
他
者
を
「
活
」
か

し
、
ま
た
他
者
に
よ
っ
て
「
活
」
か
さ
れ
る
。
こ
の
有
り
様
は
ま
さ
し
く
、

体
的
〉
な
行
為
を
通
し
て
「
養
う
」
存
在
と
し
て
の
あ
る
べ
き
有
り
様
を
成
就
し
て
い
く
の
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
「
活
物
」
観
は
、

「
荻
生
祖
棟
に
お
け
る
自
己
成
就
ー
〈
気
質
不
変
化
論
〉
を
軸
に
ー
」

い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
「
活
」
動
の
有
り
様
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
検
討
す
る
と
、

な
い
自
ら
の
リ
ズ
ム
を
保
ち
つ
つ
動
く
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。

祖
彼
は
人
間
を
扱
う
場
合
、

「
木
に
て
人
形
な
ど
割
見
候
ご
と
く
」

い
て
、
詳
し
く
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

以
上
、

「
活
物
」
の
「
活
」

一七

は
そ
の
様
相
を
ま
さ
し
く
映
し
出
し
て

〈
養
ぃ
ー
養
わ
れ
る
〉
と
い
う
相
互
交
流
で
あ
る
。

つ
ま
り
人
間
は
、
自
ら
の
〈
主

「活」

は
、
実
は
、

（
「
答
問
』
中
）
に
単
純
に
は
行
わ
な
い
と
言
う
。
人
間
は
人
形
の
よ
う
な
単
な
る

ム
を
持
つ
「
活
物
」
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
活
」
と
い
う
語
は
単
に
自
ら
の
リ
ズ
ム
で
行
為
す
る
と
い
う
素
朴
な
意
味
を
持
つ
の

い
う
ま
で
も
な
く
〈
気
質
不
変
化
論
〉
と
根
底
で
結
び
つ
く
。
い
う
な
れ
ば
〈
気
質
不
変
化
論
〉
は
、

人
間
を
独
自
の
生
の
リ
ズ

「
活
物
」
と
し
て
の
人
間
の
基
底
は
、
他
に
由
来
す
る
も
の
で
は

「
人
物
」
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「
小
」
な
る
存
在
が
「
大
生
」
す
る
こ
と
は
理
論
的
に
要
請
さ
れ
な
い
。

「
命
」
す
な
わ
ち
天
命
は
、
生
来
人
間
の
在
り
方
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
人
間
は
そ
の
規
定
す
る
可
能
性
の
枠
内
に
お
い
て
自
ら
の
生
を
最
大
限
に
発
現
し

う
る
。
そ
し
て
、

「
聖
人
と
い
へ
ど
も
、
及
ば
ざ
る
」
程
度
に
ま
で
達
し
て
い
る
。
人
間
は
、
各
々
の
生
来
の
性
質
に
従
っ
て
、
あ

る
特
定
の
働
き
に
お
い
て
「
聖
人
」
を
も
凌
駕
す
る
程
に
自
己
を
成
就
出
来
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
つ
ま
り
、
そ
の
道
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
に
成
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
エ
キ
ス
パ
ー
ト
に
成
る
と
は
、
そ
れ
相
応
の
働
き
に
よ
っ
て
他
者
を
養
え
る
よ
う
に

な
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
豆
が
エ
キ
ス
パ
ー
ト
に
成
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
生
物
学
的
に
豆
と
し
て
成
長
す
る
の
で
は
な
く
、

上
の
豆
に
成
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
場
合
、
他
者
に
栄
養
を
与
え
る
働
き
は
「
聖
人
」
の
そ
れ
以
上
と
な
っ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
各
々
の
存
在
が
自
己
成
就
の

理
想
形
態
と
し
て
目
指
す
べ
き
こ
と
、
そ
れ
は
エ
キ
ス
パ
ー
ト
と
し
て
独
自
な
働
き
を
持
ち
、
世
界
に
揺
る
ぎ
な
き
自
己
の
場
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
「
聖
人
」
に
成
る
こ
と
は
何
ら
意
味
を
持
た
な
く
な
る
。

「
小
」
な
る
存
在
は
「
小
」
と
し
て
、
各
々
の
生
を
生
き
切
れ
ば
よ
い
。

い
や
む
し
ろ
、
こ
こ
で
「
聖
人
」
を
目
指
す
な
ら
ば
そ
れ
は
ま
さ
し
く
天
命
に
背
く
生
き
方
に
な
る
だ
ろ
う
。

「
命
」
と
し
て
規
定
さ
れ
た
あ
る
べ
き
自
己
像
を
、

あ
く
ま
で
自
己
の
リ
ズ
ム
を
保
ち
つ
つ
確
立
す
る
、
こ
れ
こ
そ
が
人
間
の
理
想
的
な
自
己
成
就
の
形
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
祖
棟
が
〈
気
質
不
変
化
論
〉
を
軸
と
し
て
導
き
出
し
た
も
の
は
、
各
々
の
「
命
」
に
即
し
た
個
性
を
発
揮
し
つ
つ
、
他
者
を
養
う
存
在
と
し
て
確

い
「
聖
人
」
と
成
る
こ
と
以
上
に
尊
い
の
で
あ
る
。

「
大
」
な
る
存
在
は
「
大
」
と
し
て
、 「

命
」
を
全
う
し
、
自
己
の
最
高
形
態
を
成
就
す
る
こ
と
は
、
何
物
で
も
な

そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
生
ま
れ
持
っ
た
「
命
」
の
実
現
で
あ
り
、

「
命
」
に
沿
っ
た
生
き
方
な
の
で
あ
る
。

「
実
い
り
」

「
器
」
の
成
就
し
た
状
態
は
、

れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

「
命
」
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。

「
大
」
な
る
器
量
の
存
在
は
「
大
生
」
し
、

大
な
る
者
は
大
生
し
、
小
な
る
も
の
は
小
生
す
。
あ
に
小
な
る
者
の
大
生
す
る
を
欲
せ
ざ
ら
ん
や
。
実
に
命
同
じ
か
ら
ず
。

ひ
ず
。
器
の
成
る
に
及
ん
で
や
、
聖
人
と
い
へ
ど
も
、
及
ば
ざ
る
所
あ
り
。
故
に
聖
人
は
敢
へ
て
こ
れ
を
強
ひ
ず
。

(
「
則
」
七
。
傍
点
論
者
）

富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

〈
気
質
不
変
化
論
〉
は
、
人
間
の
所
与
の
「
天
の
性
」
に
即
し
た
自
己
成
就
を
標
榜
す
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
〈
有
用
性
〉
と
い
う
一
定
の
方
向
に
則
っ
た
も
の

で
は
あ
る
が
、
各
々
の
独
自
の
生
の
リ
ズ
ム
は
前
提
と
し
て
保
た
れ
る
。
人
間
は
本
来
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
他
者
を
養
う
存
在
と
し
て
生
ま
れ
つ
い
て
い
る
。
そ

れ
は
い
わ
ば
、
天
命
の
よ
う
な
重
さ
を
持
つ
。
し
た
が
っ
て
祖
棟
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

君
子
は
命
を
知
る
。

の
よ
い
豆
、
極

故
に
こ
れ
を
強

「
小
」
な
る
器
量
の
存
在
は
「
小
生
」
す
る
。
各
々
に
所
与
の
大
小
と
い
う
性
質
に
相
応
し
た
生
の
達
成
が
目
指
さ

一
八

-287-



(
2
)
 

(
1
)
 『

護
園
随
筆
』
巻
一
に
お
い
て
、
理
論
的
に
否
定
し
て
い
る
。

一
九

祖
株
は
「
本
然
の
性
」
の
存
在
を
、

理
を
主
に
書
物
（
四
書
）
の
研
究
を
通
し
て
追
究
す
る
外
的
な
修
養
で
あ

的
に
は
尭
や
舜
、
文
公
等
、
古
代
中
国
の
王
を
指
す
が
、

つ
ま
り
、
祖
株

る。

ら
れ
る
こ
と
で
予
め
そ
う
あ
ら
し
め
ら
れ
た
特
定
の
存
在
で
あ
る
。
具
体

は
「
道
」
の
制
作
者
で
あ
り
、
そ
の
「
聡
明
叡
智
の
徳
」
を
天
か
ら
与
え

化
し
た
あ
る
種
、
観
念
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。

「
聖
人
」

「
至
善
」
を
性
格
と
し
て
持
ち
、

び
書
き
下
し
文
に
従
っ
た
が
、
適
宜
改
め
た
箇
所
も
あ
る
。

学
の
そ
れ
と
は
ず
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
朱
子
学
の
「
聖
人
」
は
人
格

「
則
』
、

『
答
問
』
と
略
記
し
た
。
表
記
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
原
漢
文
及

(
4
)
 

固
た
る
生
を
確
立
し
て
い
く
人
間
像
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
人
間
像
は
、
各
々
の
固
有
の
生
の
有
り
様
を
損
な
わ
な
い
と
い
う
意
味
で
、
非
常
に
健
康
的
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
朱
子
学
に
お
い
て
人
間
の
内
に
設
定
さ
れ
た
「
天
理
」

1
1

「
本
然
の
性
」
と
い
う
、

人
間
の
本
性
を
開
放
し
よ
う
と
し
た
の
が
祖
彼
の
狙
い
で
あ
っ
た
。
こ
の
試
み
は
、
個
性
を
軸
と
し
て
展
開
す
る
各
々
の
生
の
リ
ズ
ム
に
着
目
し
、

価
値
付
け
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
概
ね
成
功
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
人
間
は
独
自
の
個
性
に
基
づ
き
、

存
す
る
世
界
内
に
自
ら
を
位
置
付
け
な
が
ら
、
世
界
の
営
み
を
活
性
化
さ
せ
る
。

の
よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
人
間
肯
定
、
も
し
く
は
理
解
に
帰
着
す
る
の
で
あ
る
。

「
祖
棟
先
生
答
問
書
』

理
彙
篇
古
学
派
の
部
・
下
』
所
収
）
そ
れ
ぞ
れ
初
出
以
降
は
、

（
「
日
本
倫

「
道
』
、

『名』、

居
敬
は
心
を
敬
み
安
定
さ
せ
る
、
内
的
な
修
養
、
窮
理
は
外
物
に
宿
る

「
弁
名
』
情
・
情
・
オ
1
及
び

「
荻
生
祖
棟
に
お
け
る
自
己
成
就
ー
〈
気
質
不
変
化
論
〉
を
軸
に
ー
」

た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
点
は
、
祖
棟
の
「
聖
人
」
概
念
が
朱
子

的
完
成
者
で
あ
り
、

「
天
理
」
と
一
本

一
方
、
祖
棟
の

に
お
い
て
は
「
聖
人
」
は
あ
く
ま
で
具
体
的
人
格
と
し
て
存
し
、
人
間
全

そ
の
価
値
を
否
定
し
て
い
る
。

波
日
本
思
想
大
系
『
荻
生
祖
棟
』
所
収

巡
る
議
論
は
、

「
聖
人
の
道
」
に
は
な
い
非
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
、

本
稿
に
引
用
し
た
文
献
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

注

『
弁
道
』

「
学
則
』

（岩

(
3
)
 

『
弁
道
』

13
に
お
い
て
祖
棟
は
、
性
善
・
性
悪
等
、

「
養
い
」
の
働
き
を
他
者
に
対
し
て
施
し
、
他
者
と
共

人
間
を
一
定
の
型
に
閉
じ
込
め
よ
う
と
す
る
呪
縛
か
ら
、

そ
の
積
極
的
な

〈
気
質
不
変
化
論
〉
か
ら
出
発
す
る
祖
棟
の
個
性
及
び
そ
の
成
就
の
菫
視
は
、
こ

「
性
」
の
本
質
を
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(
7
)
 以

て
生
ず
。
生
ず
れ
ば
こ
こ
に
長
ず
。
あ
に
窮
り
已
む
こ
と
あ
ら
ん
や
。
」

「
聖
人
の
道
は
な
ほ
和
風
甘
雨
の
ご
と
き
か
。
物
、
そ
の
養
ひ
を
得
て

う
比
喩
に
よ
っ
て
、
人
材
登
用
論
の
形
で
示
さ
れ
て
い
る
。

（
以
上
、

て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
れ
を
乗
り
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
る
と
い

「
義
」
を
尽
く
し
切
れ
な
い
と
す
る
。

一
方
、

「
礼
楽
」
は

摘
す
る
。
同
様
の
議
論
は
、
同
書
に
「
く
せ
馬
」

（
暴
れ
馬
）
に
実
際
乗
っ

(11) 
祖
棟
は
、

個
性
を
積
極
的
に
評
価
し
、
有
用
な
も
の
と
し
て
活
用
す
る
重
要
性
を
指

薬
を
使
い
、
結
局
病
気
を
直
せ
な
い
「
下
手
医
者
」
を
対
照
的
に
挙
げ
、

(10) 

そ
の
効
果
を
上
げ
る
良
医
と
、
そ
れ
ら
を
毒
と
み
な
し
て
回
避
し
、
他
の

的
に
世
の
中
に
位
置
付
け
し
め
る
営
み
の
例
で
あ
る
。

(
6
)
 

『
祖
株
先
生
答
問
書
』
中
に
お
い
て
、
祖
棟
は
附
子
・
石
膏
を
使
用
し
、

排
除
す
る
の
で
は
な
く
、
ゆ
っ
く
り
と
時
間
を
か
け
て
消
失
さ
せ
、
最
終

大
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。

富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

「
智
」
に
お
い
て
超
越
し
て
い
る
以
外
は
あ
く
ま
で
「
人
」
で
あ
り
、
各
々

の
個
性
の
顕
現
と
し
て
考
え
る
の
で
あ
る
。

「
聖
人
」
た
る
こ
と
も
天
与

27
年
）
や
吉
川
幸
次
郎
氏
（
「
祖
棟
学
案
」
岩
波
日
本
思
想
大
系
「
荻
生

と
し
て
区
別
す
る
。
し
か
し
論
者
は
、
前
者
に
は
の
ち
に
見
る
よ
う
に
〈

有
用
性
〉
と
い
う
一
定
の
方
向
性
が
加
味
さ
れ
て
お
り
、
単
な
る
量
の
拡

す
な
わ
ち
統
治
の
対
象
と
な
る
民
も
、

信
）
を
有
し
、
身
近
な
人
間
関
係
の
中
で
他
者
を
養
う
力
を
持
つ
と
す
る
。

「
仁
」
と
「
仁
の
小
わ
り
」
と
の
差
は
、
生
ま
れ
つ
き
の
器
贔
の
「
大
小
」

に
よ
る
と
さ
れ
る
が
、

を
矯
め
て
お
く
こ
と
）

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ど
の
存
在
も
み
な
、
他
者
を
養

「
顔
琢
の
牙
」

を
役
立
た
な
く
さ
せ
る
こ
と
）

「
童
牛
の
桔
」

能
性
が
発
現
し
な
い
う
ち
に
、
そ
の
悪
の
根
源
た
る
角
や
牙
そ
の
も
の
を

こ
の
君
子
と
小
人
の
差
異
は
、
生
来
の
器
鼠
の
差
異
に
由
来
す
る
も
の

で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
、
広
義
の
個
性
と
呼
ぶ
こ
と
も
出
来
よ
う
。

「
言
語
」
の
喩
す
所
は
「
一
端
」
に
過
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て

寮
す
る
所
」
で
あ
り
、
存
在
と
し
て
十
全
性
を
持
つ
と
す
る
。

「
名
』
礼
1
)
そ
れ
故
に
、
祖
棟
は
後
者
の
教
化
の
前
者
の
そ
れ
に
対
す

る
優
越
性
を
説
く
の
で
あ
る
。

「
衆
義
の
包

（同
12)
を
挙
げ
る
。
い
ず
れ
も
悪
の
可

（
牡
の
猪
を
去
勢
し
、
鋭
い
牙

を
「
呈
的
変
化
」
、
朱
子
学
の
「
聖
人
」
と
成
る
変
化
を
「
質
的
変
化
」

(
9
)
 
具
体
例
と
し
て
祖
彼
は
、

（
小
さ
い
う
ち
か
ら
牛
の
角

祖
株
』
所
収
）
を
始
め
と
し
た
多
く
の
研
究
者
は
、
こ
の
豆
や
米
の
変
化

う
存
在
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
り
が
な
い
と
言
え
る
。

(
5
)
 
丸
山
真
男
氏
(
「

H
本
政
治
思
想
史
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和

の
個
性
を
持
つ
も
の
と
さ
れ
る
。
祖
棟
は
、

「
仁
の
小
わ
り
」

(
1
1
「
孝
悌
忠

体
の
範
型
た
り
う
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
、
祖
棟
の
「
聖
人
」
は
、

(
8
)
 
祖
棟
は
、

（
『
則
』
五
）

『
祖
棟
先
生
答
問
書
」
中
に
お
い
て
、

「
小
景
」
な
る
存
在
、

1
0
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二
項
に
基
づ
き
、
活
字
公
表
し
た
。

付

記

留
意
し
た
い
。

を
他
者
や
「
理
」
等
に
強
制
的
に
縛
ら
れ
ず
、
自
ら
の
独
自
の
生
の
リ
ズ

(12) 文
献
に
も
散
見
で
き
、
朱
子
学
に
お
い
て
も
一
般
的
に
使
用
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
場
合
、

し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
主
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
特
に
祖
彼
が
こ
の
概
念

ム
で
活
動
す
る
、
と
い
う
よ
り
積
極
的
な
意
味
で
使
用
し
て
い
る
こ
と
に

本
稿
は
、
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
に
平
成
九
年
九
月
十
六
日

付
で
提
出
、
平
成
十
年
三
月
三
十
日
付
で
、
博
士
．
（
文
学
）
の
学
位
を
取
得
し

た
同
名
論
文
の
要
約
で
あ
る
。
東
京
大
学
学
位
規
則
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第

「
荻
生
祖
株
に
お
け
る
自
己
成
就
ー
〈
気
質
不
変
化
論
〉
を
軸
に
ー
」

「
活
物
」
は
、
心
の
活
発
な
動
き
を
指
す
も
の
と

「
活
物
」
の
概
念
そ
の
も
の
は
、
室
鳩
巣
や
山
崎
闇
斎
等
朱
子
学
者
の
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