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大西祝における人倫の形而上学

大
西
祝
に
お
け
る
人
倫
の
形
而
上
学

脇        

崇    

晴

は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
明
治
時
代
の
哲
学
者
・
大
西
祝は

じ
め（

一
八
六
四
～
一
九
〇
〇
）
の
倫
理
学
を
い
わ
ば
﹁
人
倫
の
形
而
上
学
﹂
と
し
て

捉
え
る
こ
と
で
あ
る
︒
西
洋
の
文
物
が
急
激
に
移
入
さ
れ
た
明
治
初
期
で
は
日
本
の
近
代
化
あ
る
い
は
文
明
化
と
い
う
焦
眉
の
課
題

の
も
と
に
︑
当
時
の
思
想
界
の
中
心
で
あ
っ
た
福
沢
諭
吉
ら
明
六
社
の
思
想
家
た
ち
が
実
利
重
視
の
立
場
か
ら
特
に
功
利
主
義
や
社

会
進
化
論
を
取
り
入
れ
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
実
学
﹂
を
重
視
す
る
現
実
主
義
的
な
思
想
が
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
︒
そ
れ
に
対
し
︑
明

治
中
期
に
活
躍
し
た
大
西
は
創
設
さ
れ
た
ば
か
り
の
東
京
大
学
で
ド
イ
ツ
哲
学
を
中
心
に
学
び
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
批
評
主
義
﹂
の
方
法

に
よ
り
理
想
主
義
的
な
思
想
を
展
開
し
︑﹁
日
本
の
カ
ン
ト
﹂
と
も
評
さ
れ
て
き
た
︒
確
か
に
日
本
の
理
想
主
義
を
代
表
す
る
哲
学

者
と
し
て
彼
は
︑
実
学
を
重
視
す
る
福
沢
ら
と
は
思
想
の
上
で
一
線
を
画
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
従
来
の
研
究
で
大

西
は
明
治
期
の
先
進
的
な
倫
理
学
者
あ
る
い
は
美
学
者
と
し
て
描
か
れ
る
一
方
で
︑
形
而
上
学
者
と
し
て
の
面
は
あ
ま
り
評
価
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
第
一
節
を
参
照
）︒
し
た
が
っ
て
︑
現
在
に
至
っ
て
な
お
彼
の
思
想
を
形
而
上
学
と
い
う
観
点

か
ら
解
釈
す
る
試
み
も
い
ま
だ
ほ
ぼ
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
︒
彼
は
三
十
六
歳
の
若
さ
で
早
逝
し
て
い
る
が
︑
そ
の
短
い
生
涯
の
中
で

も
︑
主
著
﹃
良
心
起
源
論
﹄
を
は
じ
め
と
し
て
︑
と
り
わ
け
倫
理
学
的
な
著
述
に
労
力
が
注
が
れ
て
い
る
︒
彼
の
形
而
上
学
を
考
察

す
る
際
に
も
や
は
り
彼
の
倫
理
学
の
仕
事
を
見
過
ご
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
彼
の
倫
理
学
を
中
心
に
彼

の
形
而
上
学
的
思
想
を
描
き
出
す
こ
と
を
試
み
る
︒



二
二

そ
の
た
め
に
︑（
一
）
先
行
研
究
に
お
い
て
大
西
の
思
想
が
ど
う
評
価
さ
れ
て
い
る
の
か
を
概
観
す
る
︒（
二
）
本
論
へ
の
導
入
と

し
て
ま
ず
倫
理
学
の
目
的
が
わ
れ
わ
れ
の
﹁
道
徳
的
意
識
﹂（
＝
﹁
良
心
﹂）
の
究
明
を
通
し
て
倫
理
的
な
﹁
理
想
﹂
を
見
出
す
こ
と

に
あ
る
と
い
う
大
西
の
問
題
意
識
を
押
さ
え
て
お
く
︒（
三
）ま
た
議
論
の
前
提
と
し
て
︑彼
の
倫
理
学
で
主
題
と
な
っ
て
い
る﹁
良
心
﹂

が
そ
も
そ
も
何
を
意
味
す
る
の
か
を
︑
カ
ン
ト
と
の
思
想
的
関
係
に
お
い
て
明
確
に
す
る
︒（
四
）
そ
れ
か
ら
彼
が
カ
ン
ト
の
い
う

﹁
要
請
﹂
に
お
い
て
倫
理
学
か
ら
形
而
上
学
へ
と
至
る
通
路
を
見
出
し
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
上
で
︑（
五
）
彼
の
構
想
し
た
形
而

上
学
的
世
界
観
を
一
種
の
目
的
論
的
・
有
機
体
論
的
な
世
界
観
と
し
て
再
構
成
す
る
こ
と
を
試
み
る
︒（
六
）
最
後
に
そ
れ
ら
を
敷

衍
す
る
形
で
︑
彼
の
形
而
上
学
か
ら
見
出
さ
れ
る
倫
理
的
な
﹁
理
想
﹂
と
そ
れ
に
基
づ
く
道
徳
的
実
践
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
述
べ

る
︒
そ
れ
ら
の
考
察
に
よ
っ
て
︑
大
西
が
そ
の
倫
理
学
の
根
底
に
豊
か
な
形
而
上
学
的
思
想
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る

だ
ろ
う
︒
さ
ら
に
ま
た
彼
の
倫
理
学
を
い
わ
ゆ
る
﹁
人
倫
の
形
而
上
学
﹂
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
通
じ
て
︑
彼
を
近
代
日
本
の
先
鞭

を
な
す
本
格
的
な
形
而
上
学
者
と
し
て
再
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

一　

大
西
祝
の
「
理
想
主
義
」
と
「
形
而
上
学
」

大
西
の
倫
理
学
の
立
場
は
︑
彼
の
教
え
子
の
一
人
で
あ
る
綱
島
梁
川
に
よ
っ
て
﹁
進
化
論
的
理
想
説
（Evolutionistic 

Idealism

）﹂
と
名
づ
け
ら
れ
︑
今
日
に
至
る
ま
で
そ
う
呼
ば
れ
て
き
て
い
る⎝

₁
⎠︒﹁
進
化
論
的
理
想
説
﹂（
ま
た
は
﹁
進
化
論
的
理
想
主

義
﹂︑﹁
理
想
主
義
的
進
化
説
﹂
と
も
）
と
い
う
名
称
お
よ
び
性
格
づ
け
は
︑
現
代
の
大
西
研
究
で
も
︑
た
と
え
ば
平
山
洋
﹃
大
西
祝

と
そ
の
時
代
﹄
や
堀
孝
彦
﹃
大
西
祝
﹁
良
心
起
源
論
﹂
を
読
む
﹄︑
小
坂
国
継
﹃
明
治
哲
学
の
研
究
﹄
な
ど
で
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る⎝
₂
⎠︒

綱
島
は
こ
れ
に
説
明
を
加
え
て
い
な
い
が
︑
平
山
は
︑
大
西
の
﹁
随
思
随
録
﹂
と
題
さ
れ
た
文
章
の
一
節
﹁
道
徳
界
は
是
れ
人
界
の

真
意
な
り
︑
吾
人
は
此
真
意
を
実
現
せ
む
が
為
め
に
あ
る
な
り
︒
昔
日
の
道
徳
界
は
今
日
の
道
徳
界
に
あ
ら
ず
︑
吾
人
の
理
想
の
絶

え
ず
進
化
し
ゆ
け
ば
な
り
︒
止
む
な
き
の
理
想
の
進
化
︑
是
れ
吾
人
が
心
霊
の
生
命
な
り
﹂（
Ⅰ
・
三
一
九
頁⎝
₃
⎠）

が
﹁
進
化
論
的
理
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想
説
﹂の
立
場
を
表
す
と
し
て
自
著
に
引
用
し
て
い
る⎝

₄
⎠︒

た
だ
し
︑そ
の
引
用
お
よ
び﹁
進
化
論
的
理
想
説
﹂が
何
を
意
味
す
る
の
か
︑

平
山
自
身
は
解
釈
を
述
べ
て
は
い
な
い
︒
先
に
挙
げ
た
小
坂
の
研
究
書
で
は
﹁
理
想
主
義
的
進
化
説
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
︑
そ
の

意
味
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
し
た
箇
所
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
︒

ま
た
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
か
ら
の
多
大
な
影
響
を
顧
慮
し
て
︑
大
西
の
立
場
を
﹁
批
評
主
義
﹂（
ま
た
は
﹁
批
判
主
義
﹂）
と
呼
ぶ

研
究
の
潮
流
も
見
ら
れ
る
︒
比
較
的
早
い
時
期
の
研
究
で
は
︑
高
坂
正
顕
が
そ
の
立
場
を
﹁
批
判
的
理
想
主
義
﹂
と
名
づ
け
て
い

る⎝
₅
⎠︒

こ
れ
は
︑
明
ら
か
に
カ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
﹁
批
判
哲
学
﹂
の
影
響
を
意
識
し
た
呼
称
で
あ
る⎝

₆
⎠︒

高
坂
は
︑﹁
彼
﹇
＝
大
西
祝
﹈

は
︙
︙
認
識
批
判
を
媒
介
と
し
た
論
理
的
厳
密
性
を
も
つ
哲
学
を
要
求
し
た
の
で
あ
り
︑
ま
た
︙
︙
カ
ン
ト
的
な
あ
る
0

0

と
あ
る
べ
し

0

0

0

0

の
区
別
を
認
め
た
上
で
︑
し
か
も
グ
リ
ー
ン
的
な
理
想
主
義
的
形
而
上
学
を
メ
カ
ニ
カ
ル
＝
エ
ボ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
と
異
な
る
テ
レ
オ

ロ
ジ
カ
ル
＝
エ
ボ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
︙
︙
の
立
場
か
ら
樹
立
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
﹂⎝
₇
⎠と

そ
の
評
価
の
要
点
を
述
べ
て
い
る
︒

大
西
の
説
く
﹁
理
想
主
義
﹂
の
立
場
（
あ
る
い
は
大
西
の
い
う
﹁
理
想
﹂
の
意
味
）
を
明
確
に
捉
え
る
に
は
︑
形
而
上
学
的
次
元

で
の
考
察
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑彼
の
﹁
理
想
主
義
﹂
的
な
思
想
を
﹁
形
而
上
学
﹂
と
し
て
正
面
か
ら
論
じ
た
研
究
は
︑

管
見
で
は
︑
見
当
た
ら
な
か
っ
た
︒
高
坂
は
大
西
へ
の
総
評
と
し
て
﹁
要
す
る
に
大
西
の
立
場
は
完
成
さ
れ
な
い
ま
ま
の
批
判
主
義

0

0

0

0

的
理
想
主
義

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
﹂⎝

₈
⎠と
︑
大
西
の
哲
学
や
倫
理
学
が
未
完
成
に
終
わ
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
︒
最
近
の
研

究
で
も
︑
た
と
え
ば
小
坂
は
大
西
の
倫
理
学
に
つ
い
て
﹁
彼
﹇
＝
大
西
祝
﹈
は
い
わ
ば
良
心
の
形
而
上
学
的
基
礎
づ
け

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
お
こ
な
お

う
と
す
る
の
で
あ
る
﹂⎝
₉
⎠と
指
摘
す
る
も
の
の
︑
し
か
し
﹁
カ
ン
ト
が
︑﹃
実
践
理
性
批
判
﹄
に
お
い
て
は
道
徳
法
則
の
形
而
上
学
的

基
礎
づ
け
を
徹
底
し
て
お
こ
な
っ
た
よ
う
に
︑
大
西
も
良
心
の
形
而
上
学
的
基
礎
づ
け
を
徹
底
し
て
お
こ
な
う
必
要
が
あ
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
﹂
⎠
10
⎝

と
さ
れ
︑
大
西
の
形
而
上
学
の
内
実
に
つ
い
て
は
結
局
検
討
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
︒

こ
れ
ら
の
研
究
は
い
ず
れ
も
大
西
の
思
想
の
特
徴
を
﹁
理
想
主
義
﹂
と
し
て
押
さ
え
る
と
と
も
に
︑
未
完
成
の
思
想
︑
つ
ま
り

﹁
理
想
﹂
を
中
心
と
す
る
形
而
上
学
が
十
分
に
展
開
さ
れ
な
い
ま
ま
挫
折
し
た
も
の
と
評
価
を
下
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
評
価
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は
大
西
が
三
十
六
歳
で
早
世
し
た
と
い
う
事
実
か
ら
の
単
な
る
推
測
ま
た
は
思
い
込
み
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
少
な

く
と
も
︑
残
さ
れ
た
著
述
か
ら
最
大
限
大
西
の
思
想
を
汲
み
取
ろ
う
と
い
う
努
力
を
尽
く
し
た
上
で
の
評
価
と
は
と
う
て
い
思
え
な

い
︒
先
行
研
究
で
は
大
西
の
倫
理
学
が
﹁
理
想
主
義
﹂
と
し
て
評
価
さ
れ
る
も
の
の
︑
そ
の
内
実
は
今
も
な
お
漠
然
と
し
た
ま
ま
で

あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒

本
稿
で
は
な
る
べ
く
先
入
見
を
離
れ
︑
大
西
の
主
著
﹃
良
心
起
源
論
﹄
だ
け
で
な
く
講
義
録
や
単
発
の
諸
論
文
を
も
視
野
に
入
れ

て
テ
キ
ス
ト
を
精
査
し
丹
念
に
読
解
す
る
こ
と
で
︑﹁
理
想
主
義
﹂
と
呼
ば
れ
る
彼
の
思
想
を
で
き
る
限
り
再
構
成
す
る
こ
と
を
試

み
る
︒
そ
の
作
業
を
通
じ
て
︑
彼
の
倫
理
学
の
根
底
に
は
や
は
り
形
而
上
学
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
︑
そ
の
内
実
に
も
踏
み

込
む
形
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
︒
そ
の
際
︑
先
行
研
究
の
指
摘
を
踏
ま
え
︑
カ
ン
ト
か
ら
の
思
想
的
影
響
に
も
十
分
に
注

意
を
払
い
な
が
ら
︑
考
察
を
進
め
る
︒

二　

倫
理
学
の
企
図

大
西
の
形
而
上
学
を
問
題
に
す
る
前
に
︑
ま
ず
は
彼
が
倫
理
学
の
課
題
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
の
か
を
押
さ
え
る
︒
そ
の
よ
う
に

彼
の
問
題
意
識
を
掘
り
下
げ
た
上
で
︑
次
節
以
降
彼
の
倫
理
学
と
形
而
上
学
と
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
︒
彼
は
東
京
専

門
学
校
（
現
・
早
稲
田
大
学
）
で
行
っ
た
倫
理
学
講
義
の
中
で
︑
ま
ず
も
っ
て
倫
理
学
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
︒

倫
理
学
研
究
に
入
ら
ん
と
す
る
の
当
初
に
は
常
識
の
用
語
に
よ
り
て
善
悪
正
邪
又
為
す
べ
き
こ
と
︑
為
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
の

区
別
を
指
し
て
道
徳
的
判
別
と
名
づ
く
と
云
う
を
以
て
足
れ
り
と
す
︒
此
等
の
善
悪
正
邪
又
義
務
と
い
う
語
を
以
て
表
示
す
る

観
念
︑
是
れ
吾
人
の
道
徳
的
意
識
の
骨
子
を
為
す
も
の
と
謂
う
べ
し
︒
而
し
て
倫
理
学
は
此
の
道
徳
的
意
識
を
以
て
其
の
研
究

の
事
柄
と
な
す
も
の
也
（﹁
倫
理
学
﹂（
講
義
録
）︑
Ⅲ
・
一
六
～
七
頁
）︒
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こ
こ
で
倫
理
学
的
な
探
究
が
基
本
的
に
は
わ
れ
わ
れ
の
﹁
道
徳
的
意
識
﹂
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
道
徳
的
意
識
と
は
﹁
善
悪
正
邪
又
為
す
べ
き
こ
と
︑
為
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
の
区
別
﹂
を
す
る
意
識
だ
と
さ

れ
る
︒﹁
倫
理
攷
究
の
方
法
幷
目
的
﹂
と
題
す
る
論
文
の
中
で
彼
は
当
時
の
日
本
で
﹁
古
今
東
西
の
道
徳
上
の
事
実
を
蒐
集
し
て
そ

を
比
較
的
又
沿
革
的
に
調
ぶ
る
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
古
今
諸
国
の
風
俗
習
慣
を
調
ぶ
る
﹂
と
い
う
研
究
が
倫
理
学
と
し
て
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
を
挙
げ
（
Ⅰ
・
一
九
三
頁
）︑
そ
れ
ら
に
対
し
さ
ら
に
﹁
何
故
此
事
を
善
と
見
認
め
何
故
彼
の
事
を
悪
と
見
認
め
し
か
﹂
と

そ
の
善
悪
の
区
別
の
根
拠
を
尋
ね
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
批
判
す
る
（
Ⅰ
・
一
九
八
頁
）︒
そ
れ
も
ま
た
単
な
る
歴
史
的
研
究
に
と

ど
ま
る
こ
と
な
く
︑
な
お
進
ん
で
﹁
倫
理
の
攷
究
は
是
非
と
も
︙
︙
倫
理
上
の
理
想
を
推
究
せ
ざ
る
可
ら
ず
︑
此
攷
究
を
理
想
推
究

的
と
名
く
﹂（
Ⅰ
・
二
〇
一
頁
）
と
し
た
上
で
︑
倫
理
学
の
根
本
問
題
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
︒

今
若
し
倫
理
の
理
想
を
推
究
せ
ん
と
て
心
理
的
の
攷
究
を
為
し
て
我
心
中
を
自
観
す
れ
ば
先
ず
第
一
に
遭
遇
す
る
所
の
も
の
は

此
良
心
て
ふ
心
識
な
り
︒
此
心
識
の
由
来
す
る
所
︑
其
性
質
︑
其
価
値
を
明
に
す
る
が
倫
理
理
想
推
究
の
上
に
て
最
も
困
難
に

し
て
而
か
も
最
も
肝
要
な
る
問
題
な
り
（
Ⅰ
・
二
〇
九
頁
）︒

講
義
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
﹁
道
徳
的
意
識
﹂
の
究
明
と
し
て
規
定
さ
れ
た
倫
理
学
は
さ
ら
に
﹁
良
心
て
ふ
心
識
﹂
の
由
来
︑
性

質
︑
価
値
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
仕
方
で
敷
衍
さ
れ
る
︒
こ
こ
で
い
う
﹁
良
心
﹂
は
文
脈
上
﹁
道
徳
的
意
識
﹂
と
同
義
と
見
て
よ

い
だ
ろ
う
⎠
11
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︒
良
心
に
つ
い
て
の
探
究
は
﹁
倫
理
の
理
想
を
推
究
﹂
す
る
こ
と
と
も
言
い
換
え
ら
れ
︑
こ
れ
が
大
西
の
倫
理
学
に
お
け

る
最
重
要
の
課
題
を
示
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
︒

こ
こ
で
自
己
の
心
の
内
な
る
﹁
良
心
﹂（﹁
道
徳
的
意
識
﹂）
を
観
察
す
る
こ
と
が
﹁
倫
理
の
理
想
﹂
を
見
出
す
こ
と
へ
と
結
び
つ

く
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
︒
と
い
う
の
も
︑﹁
倫
理
の
理
想
﹂
の
探
究
と
い
う
仕
方
で
倫
理
学
が
﹁
理
想
﹂
と
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い
う
形
而
上
学
的
な
も
の
へ
と
つ
な
が
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
実
際
彼
は
﹁
此
純
理
哲
学
的
の
攷
究
若
し
く

は
其
仮
定
を
以
て
倫
理
攷
究
の
最
後
の
段
階
と
な
す
﹂（
Ⅰ
・
二
一
〇
頁
）︑
あ
る
い
は
﹁
倫
理
攷
究
の
学
理
の
辺
に
於
て
は
理
想
の

発
見
を
以
て
最
高
の
目
的
と
﹂
す
る
（
Ⅰ
・
二
一
一
頁
）
と
︑
倫
理
学
の
究
極
的
な
目
的
が
﹁
形
而
上
学
﹂
ま
た
は
﹁
理
想
の
発
見
﹂

に
あ
る
と
述
べ
る
（﹁
純
理
哲
学
﹂
は
（
英
）“m

etaphysics”

や
（
独
）„M

etaphysik“

に
対
す
る
当
時
の
訳
語
で
あ
る
）︒
こ
の
見

解
は
主
著
﹃
良
心
起
源
論
﹄
で
も
共
有
さ
れ
て
お
り
︑
良
心
の
由
来
（
起
源
）
を
捉
え
る
た
め
に
形
而
上
学
へ
と
至
ら
ね
ば
な
ら
な

い
旨
が
述
べ
ら
れ
る
（
詳
細
は
第
四
節
以
降
）︒
そ
こ
で
大
西
の
倫
理
学
に
お
い
て
﹁
良
心
﹂
と
﹁
理
想
﹂（
あ
る
い
は
﹁
倫
理
﹂
と

﹁
形
而
上
学
﹂）
が
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
︒

三　

良
心
と
は
何
か

大
西
の
主
著
が
﹃
良
心
起
源
論
﹄
と
題
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑﹁
良
心
﹂（
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
的
意
識
）
が
彼
の
倫

理
学
の
始
ま
り
で
あ
り
︑﹁
倫
理
の
理
想
﹂を
見
出
す
と
い
う
課
題
を
遂
行
す
る
た
め
の
重
要
な
手
掛
か
り
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
こ
で
︑

上
述
の
問
題
を
論
じ
る
前
に
彼
の
い
う
﹁
良
心
﹂
が
何
を
意
味
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
︒
そ
の
著
に
お
い
て

良
心
は
﹁
決
行
前
の
良
心
の
作
用
﹂
と
﹁
決
行
後
の
作
用
﹂
と
に
分
け
て
説
明
さ
れ
る
（
Ⅰ
・
三
十
三
頁
）︒
前
者
は
こ
う
言
わ
れ
る
︒

︙
︙
決
行
前
に
於
け
る
良
心
の
作
用
に
は
少
く
と
も
二
様
の
趣
あ
る
を
見
る
︒
一
は
義
務
に
対
す
る
心
識
︑
言
い
換
え
れ
ば
義

務
の
衝
動
︑
又
一
は
善
悪
の
褒
貶
︑
言
い
換
え
れ
ば
善
悪
の
判
別
な
り
（
Ⅰ
・
三
十
一
頁
）︒

﹁
良
心
﹂
に
は
﹁
義
務
﹂
の
意
識
（﹁
心
識
﹂）
と
﹁
善
悪
﹂
の
褒
貶
あ
る
い
は
判
別
と
い
う
二
つ
の
作
用
が
含
ま
れ
る
こ
と
と
な

る
︒
前
者
に
関
し
て
は
︑﹁
シ
テ
ハ
ナ
ラ
ヌ
又
セ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
と
云
う
語
は
︑
即
ち
決
行
前
の
良
心
の
作
用
を
表
す
る
者
な
り
︒
此
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作
用
の
心
識
を
名
け
て
良
心
の
命
令
と
云
う
︒
又
良
心
の
命
令
す
る
事
柄
を
名
け
て
義
務
と
云
う
﹂（
Ⅰ
・
二
十
四
頁
）
と
説
明
さ

れ
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
シ
テ
ハ
ナ
ラ
ヌ
﹂
と
い
う
禁
止
と
﹁
セ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
﹂
と
い
う
奨
励
を
命
じ
る
の
が
︑
一
つ
目
の
良
心
の
働
き

で
あ
る
︒
ま
た
後
者
は
﹁
此
判
別
は
一
を
ヨ
イ
と
褒
め
︑
一
を
ワ
ル
イ
と
貶
す
褒
貶
の
判
別
に
し
て
︑
単
に
知
力
的
の
も
の
に
は
あ

ら
ず
︒
︙
︙
善
悪
を
褒
貶
す
る
良
心
の
作
用
は
感
情
を
以
て
満
ち
充
た
さ
れ
た
る
判
別
な
り
﹂（
Ⅰ
・
二
十
五
頁
）
と
述
べ
ら
れ
る
︒

こ
の
善
悪
の
判
断
は
良
心
の
知
的
な
作
用
で
あ
る
と
と
も
に
︑
本
質
的
に
は
感
情
に
根
ざ
し
た
作
用
で
あ
る
と
い
え
る
︒
こ
こ
で
︑

前
節
の
引
用
で
善
悪
や
義
務
の
判
別
を
な
す
と
言
わ
れ
た
﹁
道
徳
的
意
識
﹂
が
﹁
良
心
﹂
と
同
一
で
あ
る
こ
と
が
︑
そ
の
内
実
と
と

も
に
確
認
で
き
る
︒

次
に
﹁
決
行
後
﹂
の
良
心
の
作
用
は
﹁
決
行
前
に
於
て
義
務
の
心
識
と
し
て
現
わ
る
る
も
の
に
追
従
し
て
︑
決
行
後
に
於
て
起
り

来
る
作
用
は
︑
其
義
務
を
果
し
或
は
果
さ
ず
と
云
う
心
識
に
伴
う
所
の
一
種
の
快
不
快
の
感
覚
な
り
﹂（
Ⅰ
・
三
十
三
頁
）
と
説
明

さ
れ
る
︒
義
務
を
果
た
し
た
と
き
に
は
﹁
良
心
の
喜
び
﹂
ま
た
は
﹁
良
心
の
平
安
﹂
を
生
じ
る
が
︑
逆
に
義
務
を
果
た
さ
な
か
っ
た

場
合
は
﹁
良
心
の
苦
み
﹂
あ
る
い
は
﹁
不
安
﹂
を
感
じ
る
こ
と
と
な
る
（
同
前
）︒
そ
う
し
た
﹁
良
心
の
苦
痛
﹂
が
だ
ん
だ
ん
重
く

な
る
と
﹃
良
心
に
恥
ず
る
﹄﹃
良
心
に
咎
め
ら
る
る
﹄﹃
良
心
に
責
め
ら
る
る
﹄
な
ど
の
語
に
て
表
わ
す
﹂
あ
り
よ
う
と
な
る
（
Ⅰ
・

三
十
四
頁
）︒

こ
う
し
た
良
心
の
捉
え
方
に
は
︑
大
西
が
そ
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
カ
ン
ト
と
の
共
通
点
が
見
ら
れ
る
︒
彼
の
﹃
人

倫
の
形
而
上
学
﹄﹁
徳
論
﹂
に
お
い
て
﹁
良
心
は
︑
人
間
に
法
則
に
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
に
お
い
て
罪
を
赦
す
か
有
罪
と
す
る

か
に
関
し
て
義
務
を
掲
げ
る
実
践
理
性
で
あ
る
﹂
⎠
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と
述
べ
ら
れ
る
︒
周
知
の
と
お
り
︑カ
ン
ト
は
﹁
良
心
﹂
を
﹁
内
的
法
廷
の
意
識
﹂

と
捉
え
⎠
13
⎝

︑
ま
た
﹁
す
べ
て
を
義
務
づ
け
る
も
の
（allverpflichtend

）﹂
と
し
て
の
﹁
内
的
裁
判
官
﹂
で
も
あ
る
と
す
る

⎠
14
⎝

︒（
一
）
決

行
前
に
お
け
る
良
心
は
﹁
警
告
す
る
良
心
﹂
で
あ
り
⎠
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︑
決
行
後
に
は
（
二
）
そ
こ
に
﹁
原
告
﹂
と
﹁
弁
護
人
﹂
が
現
れ
て
法
の
厳
正

さ
の
も
と
に
行
為
が
審
議
さ
れ
︑（
三
）
良
心
が
﹁
罪
を
赦
す
（loszusprechen

）﹂
か
﹁
有
罪
と
す
る
﹂
か
の
判
決
を
下
す

⎠
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︒（
一
）
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は
﹁
す
べ
て
を
義
務
づ
け
る
﹂﹁
内
的
裁
判
官
﹂
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
︑（
二
）（
三
）
で
は
な
さ
れ
た
行
為
が
有
罪
か
無
罪
か

を﹁
内
的
法
廷
﹂に
お
い
て
義
務
に
照
ら
し
て
判
決
す
る
こ
と
と
し
て
理
解
で
き
る
︒（
三
）で
は
さ
ら
に
有
罪
の
判
決
が
下
ら
な
か
っ

た
こ
と
に
対
し
て
良
心
の
（
消
極
的
な
）﹁
喜
悦
﹂
や
﹁
安
心
﹂
が
生
じ
る
と
も
言
わ
れ
る
︒
具
体
的
な
行
為
の
場
面
で
︑
良
心
の

働
き
を
決
行
前
と
決
行
後
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
捉
え
︑
そ
し
て
決
行
前
に
は
義
務
を
与
え
︑
決
行
後
に
は
な
さ
れ
た
行
為
が
義
務
に

従
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
と
考
え
る
点
で
︑
大
西
は
カ
ン
ト
の
い
う
良
心
の
意
味
を
踏
襲
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
︒

し
か
し
ま
た
両
者
の
相
違
点
に
も
注
意
し
な
く
て
は
い
け
な
い
︒
カ
ン
ト
は
良
心
の
作
用
を
あ
く
ま
で
義
務
を
与
え
る
ま
た
は
行

為
に
適
用
す
る
理
性
的
な
働
き
（﹁
実
践
理
性
﹂
の
働
き
）
と
し
て
の
み
考
え
る
︒
そ
れ
に
対
し
︑
大
西
に
お
け
る
良
心
は
単
に
理

性
的
で
あ
る
だ
け
で
な
く
︑﹁
感
情
を
以
て
満
ち
充
た
さ
れ
た
る
判
別
﹂
と
し
て
の
﹁
善
悪
の
褒
貶
﹂
で
も
あ
る
︒
そ
の
よ
う
に
し

て
﹁
善
悪
の
褒
貶
﹂
と
い
う
判
別
は
﹁
識
別
﹂（﹁
知
力
的
の
判
別
﹂）
と
﹁
感
別
﹂（﹁
一
種
特
別
の
快
不
快
﹂
の
判
別
）
が
﹁
相
密
着
﹂

し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
（
Ⅰ
・
二
十
九
～
三
〇
頁
）︒
こ
う
し
て
大
西
の
い
う
良
心
に
は
﹁
義
務
﹂（
べ
し
／
べ
か
ら
ず
）
と
﹁
善

悪
の
褒
貶
﹂
の
判
別
と
い
う
二
つ
の
作
用
が
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
⎠
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︒
カ
ン
ト
が
﹁
一
切
の
感
情
（
殊
に
快
不
快
の
感
覚
）
を
可な

る

成べ
く

徳
行
の
動
機
よ
り
除
き
去
ら
ん
と
力
め
た
﹂
の
に
対
し
︑﹁
吾
人
が
徳
行
の
動
機
は
︑
其
如
く
一
切
の
感
情
よ
り
分
離
し
得
べ
き
も

の
に
あ
ら
ず
﹂
と
す
る
の
が
道
徳
的
行
為
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
意
識
に
つ
い
て
の
大
西
の
洞
察
で
あ
っ
た
（
Ⅰ
・
四
十
二
頁
）︒

そ
れ
で
は
次
節
か
ら
︑
目
下
の
課
題
で
あ
っ
た
︑
大
西
に
お
け
る
﹁
人
倫
の
形
而
上
学
﹂
の
内
実
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
こ
と
と

す
る
︒

四　

倫
理
か
ら
形
而
上
学
へ

で
は
︑
こ
れ
か
ら
先
の
問
題
︑
す
な
わ
ち
良
心
と
理
想
︑
あ
る
い
は
倫
理
と
形
而
上
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
︒
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﹃
良
心
起
源
論
﹄
の
全
体
は
三
つ
の
章
に
分
か
た
れ
る
︒
ま
ず
前
節
で
見
た
よ
う
に
良
心
の
意
味
が
規
定
さ
れ
る
︒
そ
れ
か
ら
︑
彼

に
先
立
っ
て
良
心
の
起
源
を
論
じ
た
学
説
に
対
す
る
批
判
が
展
開
さ
れ
る
⎠
18
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︒
そ
の
上
で
︑
良
心
の
起
源
が
最
終
的
に
ど
こ
に
求
め
ら

れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
大
西
自
身
の
考
え
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
︒

即
ち
法
界
の
個
々
の
現
象
に
は
其
現
わ
る
る
の
目
的
あ
り
て
現
わ
る
る
と
の
事
を
仮
定
し
居
れ
り
︒之
を
裏
が
え
し
て
云
え
ば
︑

只
だ
物
質
界
の
機メ
カ
ニ
ズ
ム

械
論
を
以
て
は
法
界
の
真
相
は
穿
ち
得
ず
と
の
こ
と
を
仮
定
し
居
る
な
り
︒
此
純
理
哲
学
的
の
仮
定
は
茲
に

は
只
だ
仮
定
と
称
す
れ
ど
も
︑
そ
を
仮
定
と
見
做
さ
ず
し
て
論
定
し
得
る
の
道
あ
る
乎
︒
将
た
（
カ
ン
ト
の
語
を
仮
れ
ば
）
只

だ
道
徳
的
心
識
の
存
在
を
解
す
る
為
に
是
非
と
も
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
即
ち
其
心
識
の
ポ
ス
ト
ラ
ー
ト
と
見
る
よ
り
外
に
そ

を
断
定
す
る
の
道
な
き
乎
︒
是
れ
亦
純
理
哲
学
若
し
く
は
倫
理
学
の
本
領
に
属
す
る
問
題
に
し
て
︑
茲
に
は
論
じ
及
ぼ
さ
ざ
る

も
可
な
ら
ん
︒

　

兎
に
角
予
輩
の
考
う
る
所
に
て
は
︑
右
陳
ぶ
る
純
理
哲
学
的
の
思
想
を
許
容
せ
ず
ば
︑
良
心
て
ふ
心
識
の
起
源
は
説
明
し
得

べ
か
ら
ず
と
信
ず
る
な
り
（﹃
良
心
起
源
論
﹄︑
Ⅰ
・
一
五
一
～
二
頁
︑
ル
ビ
は
原
文
）︒

こ
こ
で
﹁
ポ
ス
ト
ラ
ー
ト
﹂（Postulat

︑﹁
要
請
﹂）
と
い
う
言
葉
に
着
目
し
た
い
︒﹁
形
而
上
学
﹂（
＝
﹁
純
理
哲
学
﹂）
は
﹁
道

徳
的
心
識
の
存
在
を
解
す
る
為
に
是
非
と
も
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
即
ち
其
心
識
の
ポ
ス
ト
ラ
ー
ト
﹂
に
お
い
て
﹁
仮
定
﹂
さ
れ
る

と
述
べ
ら
れ
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑﹁
形
而
上
学
﹂
が
倫
理
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
鍵
と
な
る
︒
こ
う
し
て
人
間
も
含
め
た
宇
宙

（﹁
法
界
﹂）
の
真
相
は
現
実
世
界
の
因
果
関
係
を
探
究
す
る
﹁
機メ
カ
ニ
ズ
ム
械
論
﹂
だ
け
で
は
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
︑﹁
良
心
の
起

源
﹂
は
究
極
的
に
は
形
而
上
学
に
求
め
ら
れ
る
︒
そ
し
て
そ
れ
は
︑
カ
ン
ト
倫
理
学
で
示
さ
れ
る
の
と
同
様
︑
倫
理
の
根
拠
を
説
明

す
る
た
め
に
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
形
而
上
学
的
な
次
元
が
﹁
要
請
﹂
と
い
う
形
で
開
か
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
︒
カ
ン
ト
の
い
う
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﹁
要
請
﹂
の
意
味
を
大
西
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
︒

但
し
其
の
如
き
自
由
は
知
的
理
性
の
方
面
よ
り
し
て
は
証
明
し
得
ざ
る
も
の
な
れ
ど
も
更
に
行
的
理
性
の
方
面
よ
り
考
ふ
れ
ば

道
徳
の
成
り
立
た
む
為
め
に
は
必
ず
無
か
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
吾
人
の
承
認
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
︒
約
言
す

れ
ば
︑
自
由
は
知
識
上
吾
人
の
論
証
し
得
べ
き
も
の
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
道
徳
上
の
要
求
（Postulat

）
と
し
て
承
認
す
べ
き
も

の
な
り
（﹃
西
洋
哲
学
史
下
﹄︑﹃
大
西
博
士
全
集
﹄
第
四
巻
︑
警
醒
社
︑
一
九
〇
四
年
︑
五
五
九
頁
）︒

こ
こ
で
大
西
は
︑﹁
要
請
﹂
と
は
知
識
（
あ
る
い
は
﹁
知
的
理
性
﹂）
の
面
か
ら
は
証
明
で
き
な
い
が
︑
実
践
（
あ
る
い
は
﹁
行
的

理
性
﹂す
な
わ
ち﹁
実
践
理
性
﹂）の
面
で
は
道
徳
が
成
立
す
る
た
め
の
不
可
欠
な
も
の
の
要
求
と
し
て
承
認
す
べ
き
も
の
だ
と
す
る
︒

上
の
引
用
は
︑
言
う
ま
で
も
な
く
︑
カ
ン
ト
の
い
う
﹁
自
由
の
要
請
﹂
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
︒
カ
ン
ト
に
お
け
る
﹁
要
請
﹂

の
意
味
を
確
認
す
る
た
め
に
︑﹃
実
践
理
性
批
判
﹄に
あ
る﹁
純
粋
実
践
理
性
の
要
請
と
し
て
の
魂
の
不
死
﹂の
項
目
を
参
照
し
て
お
く
︒

こ
の
よ
う
に
し
て
最
高
善
は
︑
実
践
的
に
は
︑
魂
の
不
死
と
い
う
前
提
の
も
と
で
の
み
可
能
と
な
る
︒
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
道

徳
法
則
と
不
可
分
に
結
び
つ
く
も
の
と
し
て
︑
純
粋
実
践
理
性
の
要
請
（Postulat

）
で
あ
る
︒（
そ
の
も
と
で
私
は
理
論
的
で

は
あ
る
が
し
か
し
そ
れ
自
身
証
明
不
可
能
な
命
題
を
︑
そ
れ
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
無
条
件
的
に
妥
当
す
る
実
践
法
則
に
不
可
分
に

依
存
す
る
限
り
︑
理
解
す
る
︒）⎠

19
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要
請
と
は
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
﹁
道
徳
法
則
﹂（
こ
こ
で
は
﹁
最
高
善
を
促
進
せ
よ
﹂）
に
従
っ
た
行
為
が
可
能
と
な
る
と
こ

ろ
の
対
象
（
こ
こ
で
は
﹁
魂
の
不
死
﹂）
を
必
然
的
に
前
提
（
ま
た
は
仮
定
）
す
る
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
る
⎠
20
⎝

︒﹁
道
徳
法
則
﹂
は
︑
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こ
こ
で
は
﹁
ア
プ
リ
オ
リ
に
無
条
件
的
に
妥
当
す
る
実
践
法
則
﹂
と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
に
由
来

す
る
要
素
（
感
情
や
欲
求
）
と
は
無
関
係
に
︑誰
も
が
な
す
べ
き
ま
た
は
な
す
べ
か
ら
ざ
る
行
為
の
規
則
を
命
じ
る
よ
う
な
命
題
（
わ

れ
わ
れ
の
意
志
が
わ
れ
わ
れ
自
身
に
課
す
普
遍
的
な
道
徳
的
命
法
）
を
意
味
す
る
︒
も
と
も
と
カ
ン
ト
は
こ
う
し
た
道
徳
法
則
と
不

可
分
に
結
び
つ
く
も
の
︑
つ
ま
り
道
徳
の
実
践
の
上
で
必
要
不
可
欠
と
な
る
形
而
上
学
的
実
在
（
た
と
え
ば
﹁
魂
の
不
死
﹂）
を
前

提
（
仮
定
）
す
る
こ
と
と
し
て
要
請
を
捉
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
れ
は
︑
要
請
を
︑
知
識
上
で
の
論
証
は
で
き
な
い
が
︑
実

践
上
倫
理
の
成
立
根
拠
を
説
明
す
る
た
め
に
形
而
上
学
的
次
元
を
仮
定
す
る
こ
と
と
し
て
捉
え
る
大
西
の
理
解
と
も
ほ
ぼ
合
致
し
て

い
る
︒
以
上
の
こ
と
か
ら
︑
大
西
が
︑
カ
ン
ト
の
い
う
﹁
要
請
﹂
を
倫
理
学
か
ら
形
而
上
学
へ
と
至
る
た
め
の
通
路
（
あ
る
い
は
結

節
点
）
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
︒

そ
れ
を
踏
ま
え
て
先
に
見
た
﹃
良
心
起
源
論
﹄
の
文
章
（
Ⅰ
・
一
五
一
～
二
頁
）
に
戻
る
と
︑﹁
道
徳
的
心
識
の
存
在
を
解
す
る

為
に
是
非
と
も
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
﹂
と
し
て
﹁
形
而
上
学
（
純
理
哲
学
）
の
思
想
﹂
が
﹁
要
請
﹂
さ
れ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て

い
た
︒
そ
れ
は
﹁
茲
に
は
論
じ
及
ぼ
さ
ざ
る
も
可
な
ら
ん
﹂
と
は
言
わ
れ
る
も
の
の
︑
し
か
し
続
い
て
﹁
純
理
哲
学
的
の
思
想
を
許

容
せ
ず
ば
︑
良
心
て
ふ
心
識
の
起
源
は
説
明
し
得
べ
か
ら
ず
と
信
ず
る
な
り
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
良
心
の
起
源
の
説
明
の
た
め
に
︑

や
は
り
彼
の
倫
理
学
に
お
い
て
﹁
形
而
上
学
﹂
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
⎠
21
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︒
そ
の
と
き
彼
の
い
う
要
請
と
は
︑

わ
れ
わ
れ
が
現
に
持
っ
て
い
る
﹁
良
心
﹂（﹁
道
徳
的
意
識
﹂）
の
根
拠
を
理
解
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
仮
定
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
︒

倫
理
的
実
践
上
の
事
柄
か
ら
形
而
上
学
的
な
次
元
へ
と
つ
な
が
る
通
路
と
し
て
﹁
要
請
﹂
が
機
能
し
て
い
る
と
い
う
点
に
両
者
の
共

通
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑倫
理
学
は
形
而
上
学
を
要
請
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
︒

で
は
大
西
の
考
え
る
形
而
上
学
的
世
界
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
︒
先
に
見
た
彼
の
文
章
で
は
﹁
法
界
の
個
々
の
現
象
に

は
其
現
わ
る
る
の
目
的
あ
り
て
現
わ
る
る
と
の
事
を
仮
定
﹂す
る
と
だ
け
言
わ
れ
て
い
た
︒
最
終
的
に
彼
は
自
身
の
立
場
と
し
て﹁
法

界
の
構
造
に
具
わ
り
居
る
吾
人
人
間
の
本
来
の
目
的
に
対
し
て
吾
人
の
有
す
る
関
係
に
良
心
て
ふ
心
識
を
生
じ
来
り
た
り
﹂（
Ⅰ
・
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二

一
七
一
頁
）
と
述
べ
る
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
彼
に
と
っ
て
﹁
形
而
上
学
﹂
と
は
宇
宙
（﹁
法
界
﹂）
に
内
在
す
る
人
間
本
来
の
目
的
を

提
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
そ
の
こ
と
は
︑
良
心
の
起
源
と
ど
う
関
係
す
る
の
か
︒
そ
の
問
題
を
検
討
す
る
前

に
︑
彼
の
形
而
上
学
的
世
界
観
を
明
ら
か
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒

五　

形
而
上
学
的
世
界
観

大
西
は
ど
の
よ
う
な
形
で
自
己
自
身
の
形
而
上
学
を
構
想
し
た
の
か
︒
そ
れ
を
解
釈
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
︒
と
い
う

の
も
︑
彼
は
そ
の
内
実
に
つ
い
て
あ
ま
り
多
く
を
語
ら
な
い
ま
ま
生
涯
を
終
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
様
々
な
文
章
に
見
ら

れ
る
断
片
か
ら
彼
の
形
而
上
学
的
世
界
観
を
再
構
成
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
だ
ろ
う
︒
そ
の
試
み
の
た
め
に
︑﹃
良
心
起
源
論
﹄

の
次
の
文
章
を
手
が
か
り
と
し
た
い
︒

若
し
猶
お
一
歩
を
進
め
て
︑
茲
に
純
理
哲
学
的
の
思
想
を
挿
む
を
得
ば
︑
予
は
利
他
的
性
情
の
右
等
の
三
個
の
要
素
は
唯
一
の

根
本
よ
り
出
で
た
る
三
条
の
枝
に
外
な
ら
ず
と
云
わ
ん
と
欲
す
︒
而
し
て
其
根
本
と
云
う
は
即
ち
一
方
よ
り
見
れ
ば
個
々
差
別

の
中
に
あ
る
吾
人
が
他
方
よ
り
見
れ
ば
皆
一
致
同
体
な
る
こ
と
を
悟
得
せ
ん
と
す
る
の
心
に
外
な
ら
ず
と
考
う
︒
故
に
愛
情
の

極
処
は
単
一
合
体
に
あ
り
と
謂
う
を
得
べ
し
（
Ⅰ
・
一
〇
八
頁
）
⎠
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︒

こ
の
引
用
で
は
︑
形
而
上
学
（
純
理
哲
学
）
的
思
想
と
し
て
﹁
単
一
合
体
﹂
す
な
わ
ち
﹁
個
々
差
別
の
中
に
あ
る
吾
人
が
他
方
よ

り
見
れ
ば
皆
一
致
同
体
な
る
こ
と
﹂
が
述
べ
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
﹁
利
他
的
性
情
﹂
す
な
わ
ち
﹁
愛
情
﹂
の
唯
一
の
根
本
で
あ
る
と
も

言
わ
れ
る
︒
そ
れ
は
︑
道
徳
上
の
実
践
で
は
︑
個
々
別
々
の
も
の
が
﹁
一
致
同
体
﹂
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
愛
の
行

為
が
発
動
す
る
と
い
う
こ
と
と
な
る
︒
こ
う
し
た
万
物
の
﹁
一
致
同
体
﹂
は
現
実
世
界
そ
の
ま
ま
の
あ
り
よ
う
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
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で
﹁
形
而
上
学
的
思
想
﹂
と
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
万
物
の
﹁
一
致
同
体
﹂
あ
る
い
は
﹁
単
一
合
体
﹂
は
﹁
道

徳
的
理
想
の
根
拠
﹂
と
し
て
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
︒

法
界
を
組
織
す
る
諸
物
は
個
々
皆
独
立
の
も
の
に
あ
ら
ず
︑
互
い
に
相
待
つ
の
関
係
を
有
す
と
云
う
を
得
べ
し
︒
法
界
は
個
々

の
部
分
の
相
関
聯
す
る
一
団
体
に
し
て
︑
其
一
部
分
を
動
か
せ
ば
他
の
部
分
を
も
動
か
さ
ざ
る
可
ら
ず
︑
一
部
分
が
其
一
定
の

状
態
に
存
在
せ
ん
に
は
他
の
部
分
が
ま
た
其
一
定
の
状
態
に
存
在
せ
ざ
る
可
ら
ず
︒
何
故
に
此
宇
宙
そ
の
物
の
存
在
す
る
か
は

知
ら
ず
と
す
る
も
︑
そ
の
存
在
す
る
以
上
は
︑
そ
を
組
成
す
る
諸
物
が
其
全
体
に
対
し
て
各
々
そ
れ
ぞ
れ
に
充
す
べ
き
処
を
有

す
と
謂
う
を
得
ん
︒
そ
の
充
す
べ
き
処
を
有
す
と
云
う
は
︑
其
処
を
充
た
さ
ず
ば
他
の
諸
部
分
の
存
在
し
得
ざ
れ
ば
な
り
︒
一

部
分
が
他
の
部
分
の
為
に
の
み
存
在
す
る
に
は
あ
ら
ず
︑
其
存
在
は
相
対
な
り
︒
︙
︙
而
し
て
そ
の
充
た
す
べ
き
処
が
其
部
分

の
目
的
な
り
と
云
う
を
得
ん
︒
各
部
分
の
目
的
は
固
よ
り
自
立
の
も
の
に
あ
ら
ず
︑
個
々
の
部
分
の
相
関
聯
し
て
成
す
法
界
の

存
在
に
懸
れ
る
な
り
︒
各
部
分
な
く
ば
素
よ
り
全
体
な
し
︒
然
れ
ど
も
全
体
な
く
ば
其
個
々
の
部
分
も
な
し
︒
全
体
は
個
々
物

に
先
た
ず
︑
個
々
物
も
亦
全
体
に
先
た
ず
︒
去
れ
ば
今
云
え
る
意
味
に
て
は
︑
烟
は
上
り
水
は
流
る
る
が
目
的
な
り
と
謂
い
つ

べ
し
（﹁
道
徳
的
理
想
の
根
拠
﹂︑
Ⅰ
・
三
七
〇
～
一
頁
）︒

こ
こ
で
い
わ
ば
一
種
の
目
的
論
的
か
つ
有
機
体
論
的
な
世
界
観
が
説
か
れ
る
︒
先
に
見
た
よ
う
に
︑﹃
良
心
起
源
論
﹄
で
も
宇
宙

に
形
而
上
学
的
な
仮
定
と
し
て
の
﹁
目
的
﹂
が
置
か
れ
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
目
的
論
的
世
界
観
が
示
さ
れ
て
い
た
︒
煙
が
上

る
こ
と
を
目
的
と
し
︑
水
が
上
か
ら
下
へ
流
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
よ
う
に
︑
当
然
人
間
に
も
宇
宙
の
全
体
に
対
し
て
充
た
す
べ

き
目
的
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
︒﹁
此
目
的
に
達
せ
ん
と
力
む
る
﹂
と
こ
ろ
に
﹁
理
想
と
い
う
観
念
を
生
じ
﹂︑
そ
の
よ
う
に
し
て
﹁
吾

人
の
生
じ
出
で
た
る
法
界
の
自
然
の
構
造
に
於
て
吾
人
に
素
よ
り
定
め
あ
る
目
的
が
吾
人
の
本
真
の
性
に
し
て
︑
今
日
現
に
具
有
す



三
四

る
有
様
は
（
そ
の
未
だ
吾
人
の
本
真
の
性
と
契
合
せ
ざ
る
の
辺
よ
り
見
れ
ば
）
仮
有
の
性
と
云
う
べ
き
も
の
な
り
﹂
と
述
べ
ら
れ
る

よ
う
に
（﹃
良
心
起
源
論
﹄︑Ⅰ
・
一
四
八
頁
）︑形
而
上
学
的
世
界
に
お
い
て
示
さ
れ
る
﹁
目
的
﹂
に
達
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
﹁
理

想
﹂
が
生
じ
る
の
で
あ
り
︑
そ
れ
は
﹁
仮
有
の
性
﹂（
現
実
）
を
去
っ
て
﹁
本
真
の
性
﹂（
理
想
）
す
な
わ
ち
真
の
自
己
を
実
現
す
る

方
途
を
示
す
も
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
目
的
論
的
世
界
観
に
続
い
て
︑そ
の
有
機
体
論
的
な
面
を
見
て
み
よ
う
︒
こ
こ
で
は
宇
宙
の﹁
全
体
﹂と
そ
の﹁
諸
部
分
﹂

の
関
係
が
考
え
ら
れ
︑
諸
部
分
で
あ
る
個
々
の
物
は
﹁
相
対
﹂
す
る
も
の
で
あ
っ
て
︑
そ
の
全
体
か
ら
独
立
で
は
な
く
︑
ま
た
個
々

の
物
は
互
い
に
関
係
し
合
っ
て
宇
宙
全
体
を
構
成
す
る
と
言
わ
れ
る
︒
そ
こ
で
は
個
物
が
全
体
に
先
立
つ
の
で
も
な
く
︑
同
時
に
全

体
が
個
物
に
先
立
つ
の
で
も
な
い
︒
全
体
と
そ
の
諸
部
分
で
あ
る
個
物
が
互
い
を
規
定
す
る
と
と
も
に
︑
個
々
の
物
が
相
俟
っ
て
互

い
を
規
定
す
る
と
い
う
有
機
体
論
的
な
世
界
が
描
か
れ
る
︒
彼
の
構
想
し
た
形
而
上
学
世
界
観
は
﹁
目
的
論
﹂
と
﹁
有
機
体
論
﹂
に

基
づ
く
﹁
一
致
同
体
﹂
を
理
想
と
す
る
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
（﹁
万
法
同
体
衆
理
帰
一
﹂（﹁
独
想
二
題
﹂︑
Ⅰ
・
二
八
九
頁
）
と

も
述
べ
ら
れ
る
）︒

先
述
の
よ
う
に
﹁
此
目
的
に
達
せ
ん
と
力
む
る
﹂
と
こ
ろ
に
﹁
理
想
と
い
う
観
念
を
生
じ
﹂
る
の
で
あ
り
︑
こ
う
し
た
形
而
上
学

的
世
界
観
に
﹁
良
心
﹂
の
起
源
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
︑
こ
こ
に
至
っ
て
彼
の
倫
理
学
を
﹁
人
倫
の
形
而
上
学
﹂
と

し
て
理
解
す
る
準
備
が
で
き
た
と
い
え
る
︒

六　

人
倫
の
形
而
上
学
と
し
て
の
大
西
倫
理
学

最
後
に
︑
大
西
の
形
而
上
学
的
世
界
観
に
基
づ
い
た
道
徳
的
実
践
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
彼
の

倫
理
学
が
﹁
人
倫
の
形
而
上
学
﹂
と
し
て
明
確
に
提
示
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒
す
で
に
示
唆
さ
れ
た
よ
う
に
︑
彼
自
身
の
想
い
描
い
た
形

而
上
学
的
世
界
観
に
お
い
て
は
﹁
一
致
同
体
﹂﹁
単
一
合
体
﹂
に
基
づ
く
﹁
愛
情
の
極
処
﹂
が
道
徳
的
理
想
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い



三
五

大西祝における人倫の形而上学

た
︒
た
だ
し
︑﹁
良
心
の
作
用
は
情
深
く
感
ず
る
に
あ
ら
ず
し
て
︑
只
だ
此
情
深
き
感
情
を
よ
し
と
す
る
に
あ
り
︒
之
を
善
と
見
て
︑

そ
れ
に
対
し
て
快
な
る
感
覚
を
発
す
る
に
あ
り
﹂（﹃
良
心
起
源
論
﹄︑
Ⅰ
・
四
十
六
頁
）
と
︑﹁
愛
情
（
利
他
的
性
情
）﹂
を
無
条
件

に
肯
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
の
こ
と
は
︑
良
心
の
起
源
が
わ
れ
わ
れ
の
直
接
的
な
感
情
や
本
能
に
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で

理
想
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
︒

第
四
節
の
終
わ
り
で
︑﹃
良
心
起
源
論
﹄
で
の
結
論
と
し
て
﹁
法
界
の
構
造
に
具
わ
り
居
る
吾
人
人
間
の
本
来
の
目
的
に
対
し
て

吾
人
の
有
す
る
関
係
に
良
心
て
ふ
心
識
を
生
じ
来
り
た
り
﹂（
前
出
）
と
述
べ
ら
れ
る
の
を
見
て
お
い
た
︒
前
節
で
の
考
察
を
踏
ま

え
る
と
︑﹁
法
界
の
構
造
﹂
と
は
彼
の
形
而
上
学
的
世
界
観
を
指
し
︑
そ
こ
か
ら
﹁
吾
人
人
間
の
本
来
の
目
的
﹂
と
し
て
の
道
徳
的

理
想
が
見
出
さ
れ
る
︒
そ
の
理
想
の
実
現
を
追
求
し
て
い
く
心
の
あ
り
よ
う
に
お
い
て
︑
わ
れ
わ
れ
の
﹁
良
心
﹂（
道
徳
的
意
識
）

の
作
用
が
生
じ
て
く
る
と
理
解
で
き
る
︒

敷
衍
し
よ
う
︒
大
西
の
い
う
﹁
法
界
の
構
造
﹂（
形
而
上
学
的
世
界
観
）
と
は
宇
宙
の
構
成
員
が
一
つ
の
目
的
論
的
な
有
機
的
連

関
を
成
す
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
は
宇
宙
の
全
体
と
個
物
が
同
時
的
に
か
つ
不
可
分
な
も
の
と
し
て
成
立
す
る
と
と
も
に
︑
個
物

同
士
は
お
互
い
に
相
待
っ
て
存
在
す
る
と
い
う
相
互
依
存
的
な
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
る
︒
人
間
に
お
い
て
も
︑
自
己
自
身
に
よ
っ
て

存
在
す
る
孤
立
的
な
個
人
と
い
う
の
は
お
ら
ず
︑
わ
れ
わ
れ
は
お
互
い
が
お
互
い
の
存
在
を
支
え
合
う
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
︒

こ
う
し
た
﹁
一
致
同
体
﹂﹁
単
一
合
体
﹂
が
﹁
利
他
的
性
情
﹂（
愛
情
）
の
根
本
と
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
︑
自
他
を
あ

た
か
も
一
つ
の
有
機
体
の
如
く
に
み
な
し
︑
そ
の
存
在
を
肯
定
す
る
こ
と
す
な
わ
ち
互
い
が
互
い
を
愛
す
る
あ
り
よ
う
が
道
徳
上
で

実
現
さ
れ
る
べ
き
﹁
目
的
﹂
と
な
り
︑
そ
の
目
的
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
道
徳
的
な
﹁
理
想
﹂
と
し
て
見
出
さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
わ

れ
わ
れ
の
心
が
そ
う
し
た
理
想
へ
と
向
か
う
と
き
に
﹁
良
心
﹂
の
作
用
が
生
じ
て
く
る
と
い
う
ふ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
︒

道
徳
的
理
想
に
お
い
て
自
他
一
致
の
範
囲
が
広
け
れ
ば
広
い
ほ
ど
︑わ
れ
わ
れ
は
広
い
範
囲
で
愛
情
を
も
っ
て
行
為
し
よ
う
と
し
︑
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﹁
愛
情
の
極
処
﹂
は
宇
宙
万
物
の
﹁
一
致
同
体
﹂﹁
単
一
合
体
﹂
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
︒
実
際
︑﹃
良
心
起
源
論
﹄
の
﹁
利
他

的
性
情
﹂
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
で
は
﹁
愛
情
﹂
の
一
方
面
を
﹁
押
し
拡
む
れ
ば
︑
人
類
一
般
又
猶
お
広
く
云
え
ば
凡
べ
て
有
情
の

者
を
そ
の
有
情
の
者
た
る
の
故
を
以
て
幸
い
せ
ん
と
す
る
の
心
︑
即
ち
世
に
所
謂
る
博
愛
の
心
と
な
る
﹂（
Ⅰ
・
一
〇
七
頁
）
と
言

わ
れ
る
︒
そ
れ
は
﹁
愛
情
の
最
も
抽
象
的
な
る
も
の
﹂（
同
前
）
と
も
言
わ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
愛
情
に
も
︑
身
近
な
家
族
や
友
人
へ

の
愛
情
と
い
う
ご
く
卑
近
な
も
の
か
ら
﹁
博
愛
の
心
﹂
と
い
っ
た
普
遍
的
な
も
の
に
至
る
ま
で
︑
様
々
な
レ
ヴ
ェ
ル
（
あ
る
い
は
過

程
）
が
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
う
し
て
み
る
と
︑
大
西
の
倫
理
学
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
道
徳
的
理
想
へ
と
向
け
て

そ
の
実
現
に
努
力
し
て
い
く
だ
け
で
な
く
︑
そ
う
し
た
わ
れ
わ
れ
の
抱
く
理
想
そ
の
も
の
も
ま
た
い
わ
ば
卑
近
（
特
殊
）
な
レ
ヴ
ェ

ル
の
も
の
か
ら
高
尚
（
普
遍
的
）
な
レ
ヴ
ェ
ル
の
も
の
へ
と
押
し
拡
め
ら
れ
て
い
く
と
理
解
さ
れ
て
い
る
（
第
一
節
で
触
れ
た
い
わ

ゆ
る
﹁
理
想
の
進
化
﹂）︒

た
だ
し
︑
そ
う
し
た
道
徳
的
理
想
の
追
求
に
よ
っ
て
現
実
が
す
べ
て
う
ま
く
い
く
と
は
大
西
は
考
え
て
い
な
い
︒
む
し
ろ
﹁
流
転

変
化
を
離
れ
て
安
心
立
命
を
求
め
︑
矛
盾
撞
着
を
離
れ
て
一
致
和
合
を
求
む
る
は
︑
是
れ
半
可
通
の
学
者
の
な
す
所
︑
生
煮
半
の
宗

教
家
の
な
す
所
な
り
﹂（﹁
独
想
二
題
﹂︑
Ⅰ
・
二
九
一
頁
）
と
︑
現
実
を
無
視
し
た
安
易
な
﹁
安
心
立
命
﹂
や
﹁
一
致
和
合
﹂
を
求

め
る
態
度
が
激
し
く
批
判
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
彼
は
理
想
と
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
強
く
意
識
し
て
い
た
と
い
え
る
︒
彼
は
︑﹁
吾

人
の
住
む
此
地
上
界
は
粒
々
辛
苦
の
世
に
し
あ
る
﹂（﹁
偶
思
録
﹂︑
Ⅰ
・
三
三
〇
頁
）
と
し
︑
そ
の
苦
し
み
の
意
味
が
﹁
吾
人
の
無

窮
の
活
動
（
言
い
換
う
れ
ば
無
限
の
理
想
を
慕
い
求
む
る
心
）
の
無
上
の
貴
さ
を
知
る
﹂（
同
前
︑
Ⅰ
・
三
二
七
頁
）
こ
と
に
あ
る

と
述
べ
る
︒
こ
の
よ
う
に
彼
は
︑
現
実
の
苦
し
み
を
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
不
可
避
な
も
の
と
し
て
正
面
か
ら
受
け
止
め
つ
つ
︑
理
想

と
現
実
と
の
矛
盾
の
只
中
で
﹁
無
限
の
理
想
﹂
を
慕
い
求
め
て
い
く
と
こ
ろ
に
︑
人
間
と
し
て
生
き
る
こ
と
の
無
上
の
貴
さ
を
見
出

し
た
︒



三
七

大西祝における人倫の形而上学

お
わ
り
に

以
上
︑
大
西
祝
の
倫
理
学
を
形
而
上
学
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
て
き
た
︒
彼
は
わ
れ
わ
れ
の
も
つ
﹁
良
心
﹂（
義
務
あ
る
い
は

善
悪
の
判
別
の
意
識
）
を
探
究
の
出
発
点
と
し
︑
そ
の
起
源
と
し
て
倫
理
上
の
﹁
理
想
﹂
を
見
出
す
こ
と
が
倫
理
学
の
根
本
問
題
だ

と
捉
え
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
問
題
に
答
え
る
た
め
に
は
﹁
形
而
上
学
﹂
が
﹁
要
請
﹂
さ
れ
な
く
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
た
︒
そ

の
と
き
彼
の
構
想
す
る
形
而
上
学
的
世
界
観
に
お
い
て
︑
宇
宙
の
万
物
が
各
々
の
目
的
を
持
ち
つ
つ
相
互
に
有
機
的
連
関
を
成
す
あ

り
よ
う
が
描
か
れ
て
い
た
︒
彼
の
形
而
上
学
的
世
界
観
に
基
づ
い
て
自
他
が
一
致
・
結
合
す
る
（
自
他
一
致
に
基
づ
く
﹁
愛
﹂）
と

い
う
﹁
目
的
﹂
が
見
出
さ
れ
︑
そ
の
目
的
を
実
現
さ
れ
る
べ
き
﹁
理
想
﹂
と
し
て
活
動
す
る
と
こ
ろ
に
わ
れ
わ
れ
の
良
心
の
作
用
が

生
じ
て
く
る
︒
そ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
︑
彼
が
そ
の
倫
理
学
の
根
底
に
豊
か
な
形
而
上
学
的
思
想
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
︒そ

れ
と
と
も
に
︑
彼
の
形
而
上
学
的
思
想
を
検
討
す
る
こ
と
は
︑
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
る
だ
ろ
う
︒
わ
れ
わ

れ
が
日
本
人
と
し
て
︑
西
洋
文
化
の
根
底
と
な
っ
て
き
た
哲
学
や
形
而
上
学
を
ど
う
受
け
止
め
る
べ
き
か
︑
ま
た
ど
の
よ
う
に
独
自

の
形
而
上
学
を
構
想
し
︑
提
示
し
う
る
か
と
い
う
問
題
（
あ
る
い
は
︑
哲
学
や
形
而
上
学
を
単
な
る
﹁
外
来
文
化
﹂
の
研
究
で
は
な

く
︑
自
己
に
内
在
的
な
問
題
の
探
究
と
し
て
捉
え
る
こ
と
）
を
考
え
る
上
で
︑
大
西
の
形
而
上
学
は
大
き
な
手
掛
か
り
を
与
え
て
く

れ
る
は
ず
で
あ
る
⎠
23
⎝

︒

【
注
】

（
１
） 

綱
島
梁
川
は
︑
東
京
専
門
学
校
（
現
・
早
稲
田
大
学
）
で
教
鞭
を
取
っ
て
い
た
こ
ろ
の
大
西
の
教
え
子
の
一
人
で
あ
る
︒
綱
島
は
大
西
没
後
の



三
八

追
憶
の
文
章
で
﹁
倫
理
の
見
解
に
つ
い
て
は
大
体
の
う
へ
か
ら
進
化
論
的
理
想
説

9

9

9

9

9

9

9

（Evolutionistic Idealism

）
と
で
も
い
ふ
よ
う
な
立
脚
地
に
ゐ

ら
れ
た
事
は
間
違
ひ
な
い
と
信
ず
る
﹂
と
述
べ
る
︒（﹁
大
西
操
山
先
生
を
追
懐
す
﹂︑
綱
島
梁
川
﹃
梁
川
文
集
﹄︑
日
高
有
隣
堂
︑
一
九
〇
五
年
︑

九
十
二
頁
︑
圏
点
は
原
文
の
ま
ま
）︒

（
２
） 
平
山
洋
﹃
大
西
祝
と
そ
の
時
代
﹄︑日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
︑一
九
八
九
年
︑一
九
二
頁
︑堀
孝
彦
﹃
大
西
祝
﹁
良
心
起
源
論
﹂
を
読
む
﹄︑学
術
出
版
会
︑

二
〇
〇
九
年
︑
一
四
五
頁
︒
小
坂
国
継
﹃
明
治
哲
学
の
研
究
﹄︑
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
三
年
︑
一
六
一
頁
︒

（
３
） 

大
西
祝
か
ら
の
引
用
は
︑︿
小
坂
国
継
編
﹃
大
西
祝
選
集
﹄（
全
三
巻
）︑
岩
波
文
庫
︑
二
〇
一
三
～
四
年
﹀
に
よ
る
︒
以
下
︑
著
述
の
題
名
（
文

脈
等
に
よ
り
明
白
な
場
合
は
省
略
）︑
巻
数
（
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
）︑
頁
数
の
み
を
記
す
︒﹃
大
西
祝
選
集
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
作
品
に
つ
い
て
は
︑﹃
大

西
博
士
全
集
﹄（
警
醒
社 

一
九
〇
三
～
七
年
︑
全
七
巻
）
を
用
い
る
︒

（
４
） 

平
山
前
掲
書
︑
一
九
二
頁
︒

（
５
） 

高
坂
正
顕
﹃
明
治
思
想
史
﹄︑
上
田
閑
照
監
修
︑
大
峯
顯
︑
長
谷
正
當
︑
大
橋
良
介
編
﹃
京
都
哲
学
選
書
﹄
第
一
巻
︑
一
九
九
九
年
︑
二
七
四
頁
︒

﹃
明
治
思
想
史
﹄
は
︑
そ
れ
以
前
で
は
﹃
高
坂
正
顕
著
作
集
﹄
第
七
巻
︑
理
想
社
︑
一
九
六
九
年
︑
に
収
録
さ
れ
て
い
た
︒

（
６
） 

高
坂
は
﹁
大
西
祝
に
至
っ
て
恐
ら
く
わ
が
国
に
初
め
て
カ
ン
ト
的
な
批
判
主
義

0

0

0

0

の
精
神
が
移
植
さ
れ
つ
つ
あ
る
﹂（
同
前
︑傍
点
は
原
文
の
ま
ま
）

と
し
︑
ま
た
﹁
彼
﹇
＝
大
西
祝
﹈
の
カ
ン
ト
的
批
評
主
義
は
︑
彼
が
知
識
0

0

を
論
じ
︑
理
性
0

0

を
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
明
瞭
で
あ
ろ
う
﹂（
同
前
︑

傍
点
は
原
文
の
ま
ま
︑
二
八
三
頁
︑﹇　

﹈
＝
論
者
・
補
）
と
︑
大
西
の
思
想
が
カ
ン
ト
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
大
西
の
立
場
を
﹁
批

評
主
義
﹂
か
ら
捉
え
る
見
方
は
︑
現
在
ま
で
の
研
究
を
見
る
と
︑
山
田
洸
﹁
大
西
祝
と
批
評
主
義
の
展
開
﹂（﹃
現
代
と
思
想
﹄）︑
平
山
洋
﹁
批
評

主
義
の
実
践
︱
︱
大
西
祝
︱
︱
﹂（
藤
田
正
勝
編
﹃
日
本
近
代
思
想
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
﹄︑世
界
思
想
社
︑一
九
九
七
年
︑所
収
）︑水
野
友
晴
﹁
批

評
主
義
の
ゆ
く
え
﹂（
藤
田
正
勝
編
︑︿
シ
リ
ー
ズ
・
近
代
日
本
の
知
﹀
第
一
巻
﹃
知
の
座
標
軸
︱
︱
日
本
に
お
け
る
哲
学
の
形
成
と
そ
の
可
能
性

︱
︱
﹄︑
晃
洋
書
房
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
所
収
）︑
御
子
柴
善
之
﹁
批
評
主
義
と
世
界
市
民
的
倫
理
学
︱
︱
大
西
祝
研
究
の
た
め
に
︱
︱
﹂（﹃
早
稲
田

大
学
史
記
要
﹄
第
43
巻
︑
早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
︑
二
〇
一
二
年
︑
所
収
）
と
い
っ
た
一
群
の
論
文
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
見
て
と
る

こ
と
が
で
き
る
︒

（
７
） 

同
前
︑二
八
二
頁
︒
な
お
︑こ
こ
で
言
及
さ
れ
る
﹁
グ
リ
ー
ン
﹂
と
は
イ
ギ
リ
ス
の
道
徳
哲
学
者
で
あ
る
ト
ー
マ
ス
・
ヒ
ル
・
グ
リ
ー
ン
（Thom

as 
H

ill G
reen　

一
八
三
六
～
一
八
八
二
）
を
指
す
と
思
わ
れ
る
︒

（
８
） 

同
前
︑
二
八
五
頁
︒
傍
点
は
原
文
の
ま
ま
︒

（
９
） 

小
坂
前
掲
書
︑
一
八
六
頁
︒
傍
点
は
原
文
の
ま
ま
︒﹇　

﹈
＝
論
者
・
補
︒

（
10
） 

同
前
︑
二
〇
三
～
四
頁
︒



三
九

大西祝における人倫の形而上学

（
11
） 

﹁
倫
理
攷
究
の
方
法
幷
目
的
﹂
で
は
﹁
倫
理
的
（
の
）
心
識
﹂（ethical consciousness

）
と
い
う
語
が
同
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
（
Ⅰ
・

二
〇
一
︑二
〇
五
頁
）︒
な
お
︑﹁
心
識
﹂
は
﹁
意
識
﹂
と
同
様
に
（
英
）“consciousness”

あ
る
い
は
（
独
）„B

ew
ußtsein“

の
当
時
の
訳
語
で
あ
る
︒

（
12
）	Im

m
anuel K

ant, M
etaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre, Felix M

einer Verlag, H
am

burg, 2008, S. 34. 

訳
文
＝
論
者（
以
下
同
様
）︒

和
訳
と
引
用
に
際
し
て
︑︿
樽
井
正
義
︑
池
尾
恭
一
訳
﹃
人
倫
の
形
而
上
学
﹄（﹃
カ
ン
ト
全
集
﹄
第
十
一
巻
︑
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
二
年
︑
所
収
）﹀

を
参
考
に
し
た
︒
な
お
︑
こ
の
言
葉
は
﹃
良
心
起
源
論
﹄
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
︒
大
西
の
訳
で
は
﹁
良
心
は
道
徳
の
法
則
に
接
す
る
毎
に
吾
人

に
義
務
を
掲
げ
て
︑
之
に
順し
た

が
う
を
允ゆ
る

し
之
に
逆
ら
う
を
允
さ
ざ
る
実
行
的
理
性
の
謂い
い

な
り
﹂（
Ⅰ
・
四
十
一
頁
）
と
な
っ
て
い
る
︒

（
13
）	ibid. S. 78.

（
14
）	ibid. S. 80.

（
15
） ibid.

（
16
）	ibid. S. 81.

（
17
）	

も
ち
ろ
ん
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
良
心
は
﹁
感
性
的
（ästhetisch

）﹂
で
︑﹁
自
然
的
な
心
の
素
質
（natürliche G

em
ütsanlagen

）﹂
で
あ
る
と
さ

れ
る
が
（ibid. S. 33

）︑
先
述
の
よ
う
に
基
本
的
に
は
義
務
づ
け
を
行
う
﹁
実
践
理
性
﹂
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
︒

（
18
）	

﹃
良
心
起
源
論
﹄で
は
大
別
し
て﹁
苦
楽
て
ふ
外
界
の
強
迫
力
に
帰
す
る
説
﹂（
Ⅰ
・
五
十
六
頁
）と﹁
利
他
的
性
情
﹂に
よ
る
説
明（
ダ
ー
ウ
ィ
ン﹃
人

類
の
起
源
﹄
に
述
べ
ら
れ
る
説
が
代
表
と
さ
れ
る
）
が
取
り
上
げ
ら
れ
︑
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
本
論
で
は
そ
の
詳
細
に
は
立
ち
入
ら
な
い
が
︑

こ
こ
で
ご
く
簡
単
に
だ
け
批
判
の
概
要
を
述
べ
て
お
く
︒

 
 

 

ま
ず﹁
苦
楽
て
ふ
外
界
の
強
迫
力
に
帰
す
る
説
﹂は
︑﹁
賞
罰
﹂や﹁
社
会
的
制
裁
﹂（
同
前
）と
い
っ
た﹁
外
界
の
強
迫
力
﹂に
よ
っ
て
受
け
た﹁
快
楽
﹂

ま
た
は
﹁
苦
痛
﹂
の
記
憶
が
﹁
良
心
の
命
令
﹂
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
説
と
理
解
さ
れ
る
（
Ⅰ
・
五
十
七
～
九
頁
）︒
こ
れ
に
対
し

て
大
西
は
︑﹁
其
制
裁
は
皆
畢
竟
ず
る
に
強
者
が
只
だ
我
威
力
を
以
て
我
が
好
む
が
儘
に
弱
者
を
強
迫
す
る
よ
り
外
の
も
の
な
る
可
ら
ず
︒
蓋
し

若
し
強
迫
を
施
す
強
者
に
し
て
︑
既
に
幾
分
な
り
と
も
善
悪
正
邪
の
区
別
を
感
知
し
て
そ
の
区
別
の
心
識
に
従
い
て
︑
我
同
族
若
し
く
は
配
下
な

る
弱
者
の
行
為
を
禁
止
或
は
奨
励
し
又
そ
を
禁
止
奨
励
せ
ん
が
為
に
強
迫
を
施
し
賞
罰
を
加
え
な
ば
︑
そ
の
賞
罰
を
加
う
る
と
云
う
事
の
中
に
既

に
良
心
の
作
用
を
仮
定
し
居
れ
ば
︑
そ
を
以
て
︑
良
心
の
起
源
と
は
為
し
得
ざ
る
べ
し
﹂（
Ⅰ
・
六
〇
頁
）
と
批
判
さ
れ
る
︒

 
 

 

次
い
で
﹁
我
が
好
む
﹂
所
で
は
な
く
︑﹁
利
他
的
性
情
﹂
に
よ
っ
て
良
心
の
起
源
を
論
じ
た
説
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
︒
そ
の
主
張
は
︑﹁
ダ
ル
ウ
ィ

ン
﹇
＝
ダ
ー
ウ
ィ
ン
﹈
の
考
う
る
所
に
よ
れ
ば
︑
吾
人
に
社
会
的
と
称
す
る
本
能
あ
り
て
︑
其
作
動
は
他
の
本
能
に
較
ぶ
れ
ば
最
も
間
断
な
く
発

現
す
る
も
の
な
り
︒
︙
︙
他
人
の
厚
生
を
目
的
と
す
る
社
会
的
の
本
能
は
︑
縦
令
い
一
旦
そ
の
作
動
を
現
じ
了
る
も
︑
こ
れ
に
て
全
く
其
跡
を
収

む
る
こ
と
な
く
︑
忽
に
復
た
心
識
に
現
じ
来
る
こ
と
を
得
る
も
の
な
り
︒
︙
︙
此
発
動
の
不
断
な
る
本
能
（
即
ち
社
会
的
本
能
）
の
要
求
が
（
ダ



四
〇

ル
ウ
ィ
ン
の
説
に
従
え
ば
）
吾
人
の
所
謂
る
義
務
の
心
識
（
即
ち
べ
し
て
ふ
心
識
）
の
根
元
な
り
﹂（
Ⅰ
・
一
一
二
～
三
頁
︑﹇　

﹈
＝
論
者
・
補
）

と
説
明
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
﹁
一
言
に
云
え
ば
︑
良
心
は
発
動
の
不
断
な
る
社
会
的
本
能
の
要
求
に
生
じ
た
る
も
の
也
﹂（
Ⅰ
・
一
一
四
）
と
要
約

さ
れ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
大
西
は
良
心
の
作
用
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
﹁
義
務
﹂
と
﹁
善
悪
﹂
の
二
つ
の
面
か
ら
批
判
を
行
う
︒
前
者
に
お
い
て

は
︑
な
ぜ
﹁
社
会
的
本
能
﹂（
利
他
的
性
情
の
本
能
）
の
要
求
か
ら
は
義
務
の
意
識
が
生
じ
︑
他
の
本
能
（
い
わ
ば
利
己
的
な
本
能
）
か
ら
は
生

じ
な
い
と
言
え
る
の
か
が
理
解
で
き
な
い
と
難
じ
ら
れ
る
（
Ⅰ
・
一
二
三
～
四
頁
）︒
さ
ら
に
﹁
最
も
単
一
な
る
道
理
﹂
に
よ
っ
て
﹁
社
会
的
本

能
﹂
を
拡
張
せ
﹁
ね
ば
な
ら
ぬ
﹂
と
い
う
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
主
張
を
取
り
上
げ
て
︑
そ
う
で
あ
れ
ば
社
会
的
本
能
と
は
別
の
﹁
道
理
﹂
に
義
務
（﹁
ね

ば
な
ら
ぬ
﹂）
の
根
拠
が
あ
る
こ
と
と
な
り
不
合
理
だ
と
し
て
退
け
ら
れ
る
（
Ⅰ
・
一
二
五
～
八
）︒
ま
た
︑
後
者
の
﹁
善
悪
﹂
に
関
し
て
︑（
そ

れ
を
判
別
す
る
）﹁
識
別
又
感
別
が
如
何
に
し
て
社
会
的
の
本
能
若
し
く
は
利
他
的
の
性
情
よ
り
生
起
し
た
る
乎
は
予
輩
の
甚
だ
解
し
難
し
と
す

る
所
な
り
﹂（
Ⅰ
・
一
二
八
頁
）
と
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
点
が
指
摘
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
あ
く
ま
で
﹁
利
他
的
性
情
﹂
が
道
徳
の
根
拠
と
な
ら

な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
が
道
徳
的
に
無
意
味
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
（
第
六
章
も
参
照
）︒

（
19
） Im

m
anuel K

ant, K
ritik der praktischen Vernunft, Felix M

einer Verlag, H
am

burg, 2003, S. 164-5. 

訳
文
＝
論
者
︒

（
20
） 

﹃
実
践
理
性
批
判
﹄
の
﹁
序
﹂
の
註
で
は
︑﹁
だ
が
そ
れ
﹇
＝
純
粋
実
践
理
性
﹈
は
あ
る
対
象
（
神
と
魂
の
不
死
）
そ
れ
自
身
を
必
当
然
的
な
実

践
的
法
則
か
ら
︑
し
た
が
っ
て
実
践
理
性
の
た
め
に
の
み
要
請
す
る
︒
そ
の
場
合
要
請
さ
れ
た
可
能
性
の
こ
う
し
た
確
実
性
は
︙
︙
主
観
に
関
し

て
︑客
観
的
で
は
あ
る
が
し
か
し
実
践
的
な
法
則
の
遵
守
に
と
っ
て
必
然
的
な
想
定
︑し
た
が
っ
て
単
に
必
然
的
な
仮
定
（H

ypothesis

）
で
あ
る
﹂

と
述
べ
ら
れ
る
（ibid. S.14

︑﹇　

﹈
＝
論
者
・
補
）︒

（
21
） 

別
の
論
文
で
も﹁
良
心
の
起
源
を
論
じ
て
其
窮
極
の
処
に
至
れ
ば
必
ず
如
何
か
の
純
理
哲
学
的
境
界
に
入
ら
ざ
る
可
ら
ざ
る
こ
と
と
考
う
﹂（﹁
道

徳
的
理
想
の
根
拠
﹂︑
Ⅰ
・
三
八
三
頁
）︑
あ
る
い
は
﹁
科
学
上
の
法
則
を
絶
対
に
確
実
な
る
も
の
と
見
ん
に
は
経
験
以
外
に
純
理
哲
学
上
の
一
飛

躍
を
為
す
こ
と
を
要
す
る
如
く
に
︑
吾
人
の
道
徳
的
理
想
を
絶
対
に
確
実
な
る
も
の
と
認
め
ん
に
も
亦
純
理
哲
学
上
の
一
飛
躍
を
要
す
る
也
﹂
と

述
べ
ら
れ
る
（﹁
倫
理
研
究
の
性
質
﹂︑
Ⅰ
・
四
二
九
頁
）︒

（
22
） 

﹁
利
他
的
性
情
﹂
の
﹁
三
個
の
要
素
﹂︑﹁
三
条
の
枝
﹂
と
は
﹁
第
一
︑
他
人
の
悲
を
悲
み
そ
の
喜
を
喜
ぶ
の
心
︑
次
に
︑
他
人
其
者
を
悦
び
求

む
る
の
心
（
即
ち
そ
の
者
と
と
も
に
な
り
又
そ
の
者
の
事
を
念
頭
に
浮
ぶ
る
を
だ
に
も
快
よ
く
思
う
の
心
）︑
第
三
に
︑
他
人
の
為
に
す
る
こ
と

を
求
む
る
の
心
な
り
﹂
と
述
べ
ら
れ
る
（
Ⅰ
・
一
〇
七
頁
）︒

（
23
） 

大
西
亡
き
後
︑
形
而
上
学
の
探
究
と
い
う
彼
の
課
題
を
受
け
継
い
だ
一
人
が
︑
西
田
幾
多
郎
で
あ
る
︒
西
田
は
︑﹁
余
は
認
識
論
を
以
て
止
る

こ
と
は
で
き
な
い
︑
余
は
形
而
上
学
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
﹂（﹃
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
﹄︑﹃
西
田
幾
多
郎
全
集
﹄
第
二
巻
︑
岩
波
書
店
︑

二
〇
〇
四
年
（
新
版
）︑
七
頁
）︑
あ
る
い
は
﹁
叡
智
的
存
在
の
世
界
が
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
︑
形
而
上
学
で
あ
る
と
云
ふ
な
ら
ば
︑
私
は
形
而
上



四
一

大西祝における人倫の形而上学

学
と
い
ふ
も
の
に
も
︑
そ
の
成
立
の
根
拠
と
権
利
と
を
与
へ
た
い
﹂（﹁
叡
智
的
世
界
﹂︑
同
前　

第
四
巻
︑
二
〇
〇
三
年
︑
一
四
九
頁
）
と
述
べ
る
︒

こ
れ
ら
の
言
葉
か
ら
︑
西
田
が
形
而
上
学
に
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒


