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王
陽
明
哲
学
に
お
け
る
善
概
念

鄭

に有

は
じ
め
に

　
上
善
」
と
い
う
用
語
は
中
国
哲
学
史
上
非
常
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
特
に
性
論
と
結
び
つ
い
て
人
性
論
の
発
展
を
も
た
ら
し

た
。
そ
し
て
、
人
性
論
が
中
国
哲
学
、
特
に
宋
明
哲
学
の
中
で
最
も
重
要
な
テ
ー
マ
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
善
も
重
要
な
哲
学
的
用
語

の
一
つ
と
し
て
の
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
善
と
い
う
語
を
善
そ
れ
自
体
と
し
て
取
り
上
げ

る
こ
と
、
即
ち
善
の
概
念
に
つ
い
て
哲
学
的
に
探
究
す
る
作
業
は
、
必
ず
し
も
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
い
い
か
え

れ
ば
「
性
は
善
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
悪
で
あ
る
か
」
等
と
い
う
面
で
の
み
善
が
扱
わ
れ
て
来
た
し
、
そ
の
善
そ
れ
自
体
が
何
の
意
味
を

持
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
に
も
目
を
向
け
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
論
文
で
は
、
特
に
王
陽
明
が
用
い
て
い

る
「
善
」
と
い
う
語
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
彼
以
前
の
哲
学
者
達
と
ど
の
よ
う
な
差
異
を
み
せ
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
善
概
念
自
体
に
重
点
を
置
き
な
が
ら
、
性
論
と
の
関
係
の
上
で
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

［
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今
日
、
我
々
が
使
っ
て
い
る
「
善
」
の
概
念
を
分
析
し
て
み
る
と
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
二
つ
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
が
わ
か

る
。
一
つ
は
我
々
が
善
と
い
う
行
動
を
す
る
た
め
に
は
、
何
か
善
な
る
性
質
が
既
に
備
え
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
に
従
っ
て
行
動
す
る
時
、

各
々
の
行
動
を
「
善
」
と
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
で
は
、
善
と
い
う
も
の
が
人
間
の
判



断
活
動
以
前
に
予
め
先
天
的
に
存
在
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
善
は
人
間
を
超
越
し
て
、
或
は
少
な
く
と
も
人
間

を
離
れ
て
そ
れ
自
体
で
存
在
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
自
然
に
善
そ
の
も
の
を
重
視
し
、
そ
の
善
を
最
高
存
在
、
完
全
な
存

在
、
或
は
絶
対
価
値
等
に
規
定
す
る
に
至
る
。
結
局
こ
の
観
点
で
は
、
善
を
固
定
さ
れ
た
存
在
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
一
方
、
も
う
一
つ
の
見
解
で
は
善
の
実
在
的
存
在
を
否
定
し
、
我
々
人
間
が
事
物
に
接
し
て
意
識
活
動
を
す
る
中
で
善
を
探
究
し
よ
う

と
す
る
。
即
ち
、
善
と
い
う
の
は
人
間
が
意
識
活
動
の
中
で
下
す
価
値
判
断
と
み
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
あ
る
定
め
ら
れ
た
善
の
性
質
と

い
う
も
の
は
な
く
、
あ
る
の
は
た
だ
意
識
活
動
だ
け
だ
と
見
な
す
。
前
者
が
善
を
先
天
的
な
も
の
と
み
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
は
実
践
的
、

経
験
的
に
み
る
思
考
方
式
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
見
解
で
は
善
の
実
在
性
が
否
定
さ
れ
る
と
同
時
に
、
人
間
と
離
れ
た
形
の

善
と
い
う
も
の
は
何
の
意
味
も
持
た
な
い
と
見
な
さ
れ
る
。

　
で
は
、
中
国
哲
学
史
上
、
特
に
聖
明
の
儒
学
者
た
ち
の
善
概
念
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
考
察
し
て
み
る
こ
と

に
す
る
。

二
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古
代
中
国
に
お
い
て
、
性
論
が
重
要
な
哲
学
的
テ
ー
マ
と
し
て
現
わ
れ
た
の
は
、
孟
子
に
始
ま
る
と
言
っ
て
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
『
論
語
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

陽
早
生
に
「
性
相
近
也
、
習
宏
遠
也
」
と
い
う
文
が
見
え
、
周
の
人
世
碩
も
「
性
有
善
有
悪
」
と
い
う
説
を
主
張
し
て
い
る
が
、
孔
子
自

身
は
性
に
つ
い
て
確
実
な
立
場
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
し
、
そ
れ
が
重
要
視
さ
れ
た
り
、
学
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
よ
う
で
も

な
い
。
そ
れ
が
確
実
な
一
つ
の
哲
学
的
問
題
と
し
て
の
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
孟
子
か
ら
で
あ
る
。

　
孟
子
は
そ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
哲
学
的
用
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
「
善
」
を
取
り
入
れ
て
、
独
特
の
性
論
を
提
唱
し
た
。
す
な

わ
ち
、
孟
子
以
前
に
使
用
さ
れ
た
「
善
」
と
い
う
語
は
主
に
素
朴
な
観
点
で
「
善
い
」
「
う
ま
い
」
「
り
っ
ぱ
で
あ
る
」
等
の
意
味
で
使
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

れ
て
来
た
が
、
孟
子
は
自
ら
の
哲
学
の
重
要
な
概
念
で
あ
る
「
性
」
と
「
善
」
と
を
結
び
つ
け
て
独
自
の
哲
学
体
系
を
作
り
だ
し
た
。

『
孟
子
』
告
子
上
篇
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
「
孟
子
曰
く
、
水
は
信
に
東
西
を
分
つ
こ
と
無
き
も
、
上
下
を
分
つ
こ
と
無
か
ら
ん
や
。
人
性
の
善
な
る
は
、
猶
ほ
水
の
下
き
に
就



　
　
く
が
ご
と
き
な
り
。
人
、
善
な
ら
ざ
る
こ
と
有
る
無
く
、
水
、
下
ら
ざ
る
こ
と
有
る
無
し
。
」

　
　
「
口
の
味
に
於
け
る
や
、
同
じ
く
書
む
こ
と
有
り
。
耳
の
聲
に
お
け
る
や
、
同
じ
く
聴
く
こ
と
有
り
。
目
の
色
に
於
け
る
や
、
同
じ

　
　
く
美
と
す
る
こ
と
有
り
。
心
に
至
り
て
、
濁
り
同
じ
く
蘇
り
と
す
る
所
無
か
ら
ん
や
。
」

　
孟
子
に
と
っ
て
「
性
」
と
い
う
の
は
、
人
間
だ
け
が
持
っ
て
い
る
独
特
な
性
質
、
即
ち
人
間
の
人
間
た
る
所
以
と
し
て
の
本
質
を
指
し

て
い
る
の
が
分
か
る
。
こ
の
本
質
は
正
に
仁
・
義
・
禮
・
智
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
人
間
で
あ
れ
ば
、
誰
も
が
持
っ
て
い
る
「
人
に
忍
び
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

る
の
心
」
と
し
て
の
側
隠
・
毒
悪
・
贈
号
・
是
非
の
心
と
い
う
四
聖
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
証
明
さ
れ
る
。
彼
は
こ
の
よ
う
に
先
天
的
に

具
わ
っ
て
い
る
人
間
の
本
質
を
「
善
」
と
規
定
す
る
。
こ
れ
は
確
か
に
善
を
あ
る
実
在
的
、
先
天
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
人
間
だ
け
が
持
っ
て
い
る
、
あ
る
独
特
な
本
質
を
善
だ
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
善
は
人
間
の
判
断
と

は
関
り
な
く
自
ら
善
と
し
て
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
厳
密
に
言
え
ば
孟
子
に
お
い
て
は
ま
だ
、
善
が
最
高
存
在
と
か
絶
対
存
在

と
か
い
う
意
味
で
は
使
わ
れ
て
い
な
い
と
言
え
る
。
特
に
彼
の
性
善
説
は
善
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

で
の
性
善
説
で
あ
る
か
ら
、
ま
だ
確
実
な
善
の
実
在
的
性
格
は
現
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
後
の
性
論
・
た
と
え
ば
荷
子
の
「
性
悪
説
」
を

は
じ
め
、
漢
代
田
仲
紆
と
揚
雄
の
「
性
三
品
」
「
性
善
悪
混
」
説
、
そ
し
て
罪
代
の
韓
愈
の
「
性
情
三
品
説
」
と
李
鞠
の
「
復
性
説
」
等

を
経
て
樽
代
の
紅
舌
、
二
塁
の
性
を
二
元
的
に
見
る
見
解
に
至
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
性
論
が
提
唱
さ
れ
て
来
た
が
、
そ
れ
ら
の
性
論
に

は
「
善
」
そ
れ
自
体
の
概
念
を
明
ら
か
に
す
る
よ
り
は
、
　
「
性
」
が
善
で
あ
る
か
、
否
か
に
つ
い
て
の
論
議
と
し
て
、
孟
子
の
性
論
の
範

囲
内
で
の
彼
に
対
し
て
の
反
封
、
応
用
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
自
然
に
善
も
人
間
の
価
値
判
断
と
い
う
概
念
よ
り
は
、
あ
る
先
天
的

な
属
性
を
指
す
語
と
し
て
使
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
性
論
が
『
中
庸
』
『
大
學
』
『
易
経
』
等
と
結
合
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
書
物
を
通
し
て
形

而
上
学
的
に
解
釈
さ
れ
て
行
く
が
、
そ
う
し
た
傾
向
は
朱
烹
に
至
っ
て
そ
の
絶
頂
を
む
か
え
る
の
で
あ
る
。

［
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三

　
朱
烹
は
宋
代
に
入
っ
て
目
覚
ま
し
い
ほ
ど
の
発
展
を
遂
げ
た
宇
宙
論
・
存
在
論
の
思
想
を
十
分
に
取
り
入
れ
て
、
宇
宙
論
と
人
性
論
の

結
合
を
試
み
る
。
彼
は
こ
の
世
界
を
理
と
気
の
概
念
で
把
握
し
、
気
の
前
に
存
在
す
る
普
遍
的
実
在
と
し
て
の
理
に
優
位
性
を
付
与
す
る
。



彼
に
と
っ
て
理
は
純
粋
な
も
の
で
善
そ
の
も
の
の
世
界
で
あ
る
。

　
　
「
然
れ
ど
も
此
の
理
は
却
っ
て
只
だ
重
れ
善
な
り
。
既
に
逼
れ
此
の
理
に
し
て
、
如
何
ぞ
悪
な
る
を
得
ん
。
所
謂
悪
と
は
、
却
っ
て

　
　
是
れ
気
な
り
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
朱
子
語
類
』
巻
四
・
性
理
一
）

　
こ
れ
が
人
性
の
問
題
に
も
、
そ
の
ま
ま
対
応
し
て
、
理
髪
は
性
情
に
現
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
性
を
本
然
の
性
と
、
そ
れ
が
気

に
入
っ
て
個
物
と
一
つ
に
な
る
時
の
性
で
あ
る
気
質
の
性
と
に
分
か
ち
、
純
粋
な
理
の
世
界
の
本
然
の
性
を
純
粋
な
る
も
の
と
捉
え
る
の

で
あ
る
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
「
心
に
善
悪
有
り
、
性
に
不
善
無
し
。
若
し
気
質
の
性
を
論
ず
れ
ば
、
亦
た
不
善
有
り
。
」
　
（
『
朱
子
語
類
』
巻
五
・
性
理
二
）

　
　
「
便
ち
本
然
の
性
は
不
善
有
る
こ
と
無
き
を
見
得
る
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
朱
子
語
手
』
巻
四
・
性
理
一
）

　
こ
れ
が
朱
烹
の
性
善
論
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
次
の
文
章
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
善
が
理
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
孟
子
に
お
い
て

は
そ
の
傾
向
性
だ
け
を
有
し
て
い
た
善
の
形
而
上
学
的
実
在
と
し
て
の
性
格
、
特
に
絶
対
・
最
高
の
真
理
と
し
て
の
善
概
念
が
登
場
す
る
。

　
　
「
既
に
こ
れ
を
大
本
と
謂
う
は
、
只
だ
是
れ
理
、
善
な
る
の
み
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
上
）

　
　
「
性
は
即
ち
理
な
り
、
当
然
の
理
は
不
善
有
る
こ
と
無
き
も
の
な
り
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
上
）

　
　
「
人
の
性
は
皆
な
善
な
り
。
然
れ
ど
も
生
ま
れ
下
り
来
り
て
善
な
る
も
の
有
り
。
生
ま
れ
下
り
来
り
て
便
ち
悪
な
る
も
の
有
り
。
此

　
　
れ
は
是
れ
気
稟
の
同
じ
か
ら
ざ
る
な
り
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
上
）

　
事
実
、
彼
は
程
伊
川
の
「
性
即
理
」
こ
そ
性
の
確
実
な
概
念
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
と
激
賞
し
て
止
ま
な
い
が
、
こ
れ
は
「
性
盆
市
」

の
立
場
か
ら
、
性
が
理
で
あ
る
か
ら
こ
そ
性
が
善
だ
と
主
張
す
る
こ
と
で
、
彼
の
理
の
概
念
か
ら
み
る
時
、
善
は
人
間
を
超
越
し
、
絶
対

的
権
威
を
も
っ
て
先
天
的
に
存
在
す
る
も
の
に
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　
　
「
前
輩
甚
ぞ
性
悪
、
善
悪
混
ず
と
説
く
。
都
て
頻
れ
曾
て
性
を
識
ら
ず
。
伊
川
に
到
り
て
性
は
便
ち
理
な
り
と
説
く
。
人
の
道
い
得

　
　
て
這
の
慮
に
到
る
無
し
。
理
は
便
ち
是
れ
天
理
、
又
た
那
ぞ
悪
有
る
こ
と
を
得
ん
。
孟
子
、
性
善
と
説
く
は
便
ち
都
て
馨
れ
理
の
善

　
　
を
説
く
。
是
れ
発
す
る
庭
に
就
き
て
説
く
と
難
も
、
然
れ
ど
も
亦
た
理
の
発
す
る
所
に
就
き
て
説
く
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
朱
子
語
類
』
巻
九
十
五
・
程
子
之
書
一
）

　
又
、
こ
の
よ
う
な
思
想
は
、
陳
淳
の
『
北
漢
字
義
』
に
も
現
わ
れ
て
い
る
が
、
彼
が
朱
烹
の
高
弟
と
し
て
朱
烹
の
思
想
に
基
づ
い
て
、
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（
5
）

こ
の
性
理
学
辞
典
を
作
っ
た
と
い
う
点
を
考
え
る
時
、
朱
墨
に
も
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
推
論
で
き
る
。

　
　
「
此
の
夫
子
の
所
謂
善
は
連
れ
人
物
未
だ
生
せ
ざ
る
の
前
、
造
化
源
頭
の
庭
に
就
き
て
説
く
。
善
は
乃
ち
重
字
に
し
て
実
物
た
り
。

　
　
孟
子
の
所
謂
性
善
の
若
き
は
則
ち
是
れ
之
を
成
す
者
は
性
な
り
の
庭
に
就
き
て
説
く
。
与
れ
人
生
ず
る
以
後
の
事
な
り
。
善
は
乃
ち

　
　
輕
字
に
し
て
此
の
性
の
純
粋
至
善
を
言
う
の
み
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
北
渓
字
義
』
巻
上
・
性
）

　
更
に
次
の
文
章
を
見
る
と
、
善
は
た
し
か
に
人
間
を
超
越
し
て
独
立
的
に
存
在
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
「
這
箇
の
理
、
天
地
の
間
に
在
る
時
は
、
只
だ
早
れ
善
に
し
て
、
不
善
な
る
者
有
る
こ
と
無
し
。
…
…
天
地
に
在
り
て
言
え
ば
、
則

　
　
ち
善
は
先
に
在
り
、
性
は
後
に
在
り
。
躍
れ
発
出
し
来
た
り
て
方
に
人
物
を
生
ず
。
発
出
し
来
た
る
は
群
れ
善
、
人
物
を
生
ず
る
は

　
　
便
ち
箇
の
性
を
成
す
な
り
。
人
に
在
り
て
言
え
ば
、
則
ち
性
は
先
に
在
り
、
善
は
後
に
在
り
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
朱
子
語
類
』
巻
五
・
性
理
二
）

　
今
、
実
在
的
存
在
と
し
て
の
善
が
天
理
と
い
う
最
高
存
在
を
指
す
こ
と
に
な
っ
た
た
め
に
、
人
間
が
圃
善
く
生
き
る
た
め
」
の
最
高
基

準
が
外
部
の
天
理
に
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
人
間
は
こ
の
善
を
ど
れ
だ
け
正
確
に
認
識
し
、
ま
た
そ
れ
に
一
致
し
、
そ
れ

を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
、
そ
の
道
徳
的
完
成
の
評
価
が
か
か
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
想
は
道
徳
的
基
準

を
確
実
に
提
示
し
、
強
力
に
そ
の
道
に
導
い
て
行
く
と
い
う
長
所
を
持
っ
て
は
い
る
が
、
一
方
で
そ
れ
は
人
間
の
自
由
を
束
縛
し
、
権
威

主
義
的
に
な
る
傾
向
性
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
狭
い
道
徳
的
硬
直
化
を
さ
け
難
い
と
い
う
短
所
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
宋
代
に
も
こ
の
よ
う

な
善
概
念
に
反
対
し
、
善
を
絶
対
存
在
か
ら
引
き
離
し
た
学
者
た
ち
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
朱
烹
に
始
ま
る
性
理
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

の
影
に
隠
れ
て
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
難
点
を
直
視
し
、
新
た
な
突
破
口
を
開
い
た
学
者
が
、
ま
さ
に
明
代
の
王
陽
明
な
の
で
あ
る
。

一
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四

　
陽
明
は
門
人
の
醇
侃
が
花
の
群
の
問
に
育
っ
て
い
る
雑
草
を
引
き
抜
き
な
が
ら
、
　
「
こ
の
世
の
中
は
、
何
故
善
は
育
て
に
く
く
、
悪
は

除
き
に
く
い
の
で
し
ょ
う
か
」
と
質
問
し
た
こ
と
に
対
し
て
「
こ
れ
ら
を
善
や
悪
と
考
え
る
の
は
、
皆
自
己
の
身
体
的
感
情
か
ら
起
る
も



の
で
、
そ
の
た
め
誤
り
を
犯
す
こ
と
に
な
る
の
だ
」
と
。
そ
し
て
ま
た
「
こ
れ
ら
の
善
悪
は
、
皆
皆
の
心
の
好
悪
の
感
情
か
ら
生
ま
れ
る

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
」
と
答
え
て
い
る
。
聖
上
の
質
問
は
あ
る
対
象
に
予
め
善
悪
を
帰
属

さ
せ
る
実
在
論
的
観
点
で
善
悪
を
把
握
す
る
典
型
的
な
思
考
方
式
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
陽
明
は
「
存
在
と
い
う
の
は
皆
な
宇
宙
の
生

命
の
波
が
う
ね
っ
て
い
る
場
と
し
て
、
そ
の
存
在
性
に
善
悪
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
善
悪
の
把
握

は
私
欲
（
個
人
的
好
悪
の
感
情
）
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
で
は
一
体
、
彼
が
言
っ
て
い
る
善
悪
と
は
何

だ
ろ
う
か
。

　
　
「
理
に
詠
う
は
便
ち
こ
れ
善
に
し
て
、
気
に
動
く
は
便
ち
こ
れ
悪
な
り
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
伝
習
録
』
上
）

　
　
「
吾
が
心
の
、
事
物
に
処
す
る
は
、
理
に
純
ら
に
し
て
人
偽
の
馨
る
な
し
。
こ
れ
を
善
と
謂
う
。
事
物
に
在
り
て
、
定
所
の
求
む
べ

　
　
き
あ
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
物
に
処
す
る
を
義
と
爲
す
。
こ
れ
吾
が
心
の
そ
の
宜
し
き
を
得
る
な
り
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
王
文
成
公
全
書
』
巻
四
・
与
王
純
適
）

　
こ
こ
か
ら
み
れ
ば
彼
が
言
う
「
善
」
と
は
、
心
が
私
的
な
好
悪
で
は
な
く
て
、
理
に
従
う
時
の
状
態
を
言
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
陽

明
に
と
っ
て
の
理
と
い
う
の
は
、
　
「
心
は
即
ち
理
な
り
。
こ
の
心
私
欲
の
蔽
な
け
れ
ば
、
す
な
わ
ち
こ
れ
天
理
に
し
て
、
’
外
面
よ
り
一
分

を
添
う
る
を
須
い
ず
。
」
（
伝
習
録
上
）
と
あ
る
よ
う
に
心
本
来
の
自
然
な
流
行
の
状
態
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
心
の
本
来
の
通
り
好

悪
が
起
る
の
が
正
に
「
善
」
だ
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
彼
は
こ
れ
を
一
分
の
意
思
も
添
加
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
起
こ
る
、
心
の
本
来

の
状
態
を
意
味
す
る
と
言
う
。
と
こ
ろ
が
、
前
の
陽
明
の
話
で
も
分
か
る
よ
う
に
心
の
状
態
と
い
う
の
は
、
あ
る
抽
象
的
な
も
の
で
は
な

く
、
絶
え
間
な
い
物
と
の
接
触
（
感
応
）
で
あ
り
、
そ
の
物
に
接
し
て
判
断
を
下
す
働
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
判
断
の
正
確
さ
、
即

ち
本
心
通
り
の
流
行
が
、
正
に
善
で
あ
る
の
が
分
か
る
。
故
に
善
と
い
う
の
は
、
外
部
の
実
在
と
し
て
、
先
天
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
性

質
、
ま
た
は
属
性
を
指
す
の
で
は
な
く
て
、
心
の
あ
り
方
が
ど
う
で
あ
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
善
悪
を
一
心
の
あ
り
方
に
帰

属
さ
せ
る
考
え
方
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
に
見
え
る
。

　
　
「
善
悪
は
一
念
の
間
に
由
る
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
王
文
成
公
全
書
』
巻
一
七
・
南
婬
薬
約
）

　
　
「
善
念
存
す
る
時
は
即
ち
是
れ
天
理
に
し
て
、
こ
の
念
は
即
ち
善
な
り
。
更
に
何
の
善
を
思
は
ん
」
　
　
　
（
『
伝
習
録
』
上
）

　
　
邑
事
事
物
物
の
上
に
お
い
て
至
善
を
求
む
る
は
、
却
っ
て
早
れ
義
外
な
り
。
至
善
は
是
れ
心
の
本
体
な
り
。
」
　
（
同
上
）

一
3
7一



　
こ
の
よ
う
な
文
章
を
み
る
と
、
少
な
く
と
も
善
悪
が
外
部
か
ら
規
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
と
言
え
よ

う
。
事
実
朱
烹
は
天
命
が
付
与
さ
れ
た
も
の
を
性
（
理
）
と
し
、
付
与
さ
れ
た
場
所
を
心
と
し
て
、
性
（
理
）
を
心
か
ら
分
離
さ
せ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

陽
明
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
否
定
し
、
性
（
理
）
と
心
を
一
致
さ
せ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
善
も
人
間
の
心
の
問
題
に
帰
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
善
が
心
に
あ
る
と
言
う
の
は
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
心
が
純
粋
に
本
来
の
状
態
の
ま

ま
感
応
す
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
っ
て
、
何
か
固
定
し
た
善
悪
が
心
に
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
念
頭
に
置
き
な
が

ら
、
善
悪
概
念
を
無
善
無
悪
論
を
通
じ
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

五

　
　
「
善
な
く
平
な
き
は
理
の
静
に
し
て
、
善
あ
り
悪
あ
る
は
気
の
動
な
り
。
気
に
動
か
ざ
れ
ば
、
即
ち
善
も
な
く
悪
も
な
し
。
こ
れ
を

　
　
至
善
と
謂
う
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
上
）

　
　
「
聖
人
の
善
な
く
悪
な
き
は
、
只
だ
こ
れ
好
を
作
す
有
る
無
く
、
悪
を
作
す
有
る
無
し
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
上
）

　
こ
の
文
章
と
〈
『
王
文
成
公
全
書
』
巻
軸
・
答
倫
彦
式
〉
の
「
故
に
理
に
循
う
、
こ
れ
を
静
と
謂
い
、
欲
に
従
う
、
こ
れ
を
動
と
謂
う
。
」

と
い
う
所
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
結
局
彼
が
言
う
無
理
無
悪
は
心
本
来
の
状
態
通
り
の
流
行
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
ほ
ん
の
僅
か
も
私

欲
が
添
加
さ
れ
て
い
な
い
状
態
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
無
善
無
悪
と
い
う
の
が
あ
る
固
定
さ
れ
た
状
態
を
意
味
す
る
の
で

は
な
く
て
、
生
生
し
て
息
む
こ
と
の
な
い
流
行
と
い
う
点
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
従
っ
て
無
玉
無
悪
は
流
行
の
面
か
ら
は
善

だ
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
彼
は
善
悪
を
実
在
的
な
も
の
と
見
な
し
て
外
求
す
る
見
解
を
憂
え
、
心
の
本
体
に
は
善
悪
と
い
う
、
意

識
活
動
か
ら
現
わ
れ
る
概
念
を
結
び
つ
け
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
か
ら
彼

の
有
名
な
四
句
教
が
出
て
来
る
。

　
　
「
事
な
く
歪
な
き
は
是
れ
心
の
体
、
善
あ
り
悪
あ
る
は
曇
れ
意
の
動
、
善
を
知
り
悪
を
知
る
は
憧
れ
良
知
、
善
を
な
し
悪
を
去
る
は

　
　
是
れ
格
物
な
り
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
伝
習
録
』
下
）

　
「
無
牽
連
悪
」
と
い
う
の
は
予
め
、
あ
る
価
値
規
定
を
も
っ
て
物
と
接
す
る
こ
と
、
言
い
か
え
れ
ば
「
定
理
」
・
と
い
う
考
え
方
を
否
定

一
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す
る
言
葉
で
あ
る
。
事
実
、
彼
の
力
動
的
な
哲
学
の
観
点
か
ら
み
る
時
、
　
「
無
聖
遷
悪
」
と
い
う
の
が
動
く
こ
と
な
く
止
ま
っ
て
い
る
状

態
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。
も
し
も
固
定
さ
れ
た
状
態
だ
と
み
れ
ば
、
再
び
善
を
実
在
的
な
も
の
と
し
て
見
な
す
誤
謬
を
犯
す
よ
う
に
な
る
。

に
蔵
か
か
わ
ら
ず
た
く
さ
ん
の
学
者
達
は
無
善
無
悪
と
し
て
の
「
心
の
体
」
を
相
対
的
善
悪
を
超
越
し
て
い
る
至
高
善
、
或
は
絶
対
善
で

把
握
す
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
見
解
は
全
て
善
を
実
在
的
存
在
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
心
体
は
虚
無
的
な
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

あ
る
か
ら
善
悪
で
は
説
明
で
き
な
い
と
い
う
面
で
、
無
善
無
悪
を
解
釈
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
善
が
意
識
か
ら
起
る
価
値
判
断
活

動
だ
と
い
う
点
に
は
気
づ
い
て
な
い
。
私
は
心
の
本
体
的
側
面
を
あ
げ
て
言
う
時
は
、
そ
こ
に
は
善
悪
と
い
う
言
葉
を
結
び
つ
け
て
言
え

な
い
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
の
心
の
体
は
、
自
ら
作
用
し
て
現
象
化
（
顯
現
）
す
る
と
い
う
「
体
用
一
源
」
の
観
点
か
ら
、
そ
の
心
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

体
は
虚
無
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
却
っ
て
活
溌
淡
地
に
流
行
不
署
す
る
も
の
で
、
そ
の
作
用
の
面
か
ら
は
善
だ
と
も
言
え
る
と
思
う
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
陽
明
が
心
体
の
無
善
無
悪
的
性
格
を
強
調
し
た
の
は
、
正
に
善
悪
等
の
概
念
は
先
天
的
、
実
在
的
な
も
の
で
は
な
い
か

ら
体
用
を
分
離
さ
ぜ
て
（
も
ち
ろ
ん
両
者
は
一
つ
で
あ
る
が
）
本
体
の
面
だ
け
を
言
う
時
、
そ
こ
に
は
善
悪
と
い
う
も
の
が
入
れ
な
い
と

い
う
こ
と
を
言
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
自
然
に
「
定
理
」
を
否
定
し
、
心
体
は
何
の
既
成
的
価
値
概
念
も
含
ま
な
い
純
粋
意

識
と
し
て
の
出
発
点
で
あ
る
こ
と
も
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
そ
の
発
出
上
で
は
人
馴
の
介
入
が
起
り
、
従
っ
て
「
有
善
春
宮
趣
意
笹
野
」
と
い
う
四
句
教
の
第
二
句
が
出
て
来
る
の
で

あ
る
。
こ
の
第
二
句
は
、
実
に
彼
の
善
概
念
が
明
確
に
表
わ
さ
れ
た
所
で
も
あ
る
。
無
蝿
叩
悪
に
引
き
続
い
て
有
善
有
悪
が
出
て
来
る
の

は
、
意
の
発
動
に
お
い
て
こ
そ
善
悪
と
い
う
価
値
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
善
悪
を
人
間
の
瞬
間
的
な
判
断
と
し
て
み
る
観
点

か
ら
来
た
思
考
方
式
で
あ
る
。
経
験
と
離
れ
て
い
る
善
と
い
う
の
は
あ
り
え
ず
、
善
は
た
だ
経
験
の
中
で
実
践
上
に
の
み
存
在
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
人
間
と
い
う
自
覚
主
体
に
善
が
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
暫
く
「
意
」
か
ら
展
開
さ
れ
る
彼
の
思
想
を
検
討
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
証
明
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

一
3
9一

六

「
身
の
主
宰
は
便
ち
選
れ
心
、
心
の
発
す
る
所
は
便
ち
早
れ
意
、
意
の
本
体
は
勝
ち
零
れ
知
、
意
の
在
る
所
は
便
ち
奉
れ
物
な
り
。
」



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
伝
習
録
』
上
）

　
こ
れ
は
彼
が
『
大
軍
』
の
心
、
意
、
知
、
物
を
解
釈
し
た
所
だ
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
中
で
三
句
が
意
を
通
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
彼
が
『
大
津
』
の
要
点
を
一
言
で
誠
意
だ
と
言
っ
て
い
る
（
『
王
文
成
公
全
書
』
巻
七
・
大
量
古
本
序
）
と
こ
ろ
が
ら
も
分
か
る

よ
う
に
彼
は
意
を
非
常
に
重
要
視
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
意
と
い
う
の
は
H
心
の
発
す
る
所
」
で
あ
り
、
発
動
庭
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

り
、
意
は
心
と
物
と
接
し
て
感
応
す
る
状
態
を
言
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
意
は
必
ず
指
向
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
「
～
に
つ
い

て
の
意
」
の
形
式
で
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
意
は
必
ず
物
と
対
に
な
る
。
物
と
い
う
の
は
、
陽
明
に
よ
れ
ば
、
客
観
的
事
物
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

あ
る
よ
り
も
事
と
し
て
、
意
が
着
し
た
も
の
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
、
親
親
、
仁
民
等
が
す
べ
て
物
の
範
疇
内
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
物
も
ま
た
本
体
の
流
行
で
あ
る
が
、
人
間
は
そ
れ
を
外
物
、
即
ち
、
心
の
外
に
存
在
す
る
も
の
だ
と
思
っ
て
外
求
す
る
よ
う
に
な
る
。

こ
こ
で
執
着
が
起
り
、
人
間
は
自
身
の
本
来
の
姿
か
ら
外
れ
て
詰
軍
の
世
界
、
即
ち
悪
へ
入
る
よ
う
に
な
る
。

　
　
「
先
生
南
鎮
に
遊
ぶ
。
一
友
、
岩
中
の
花
樹
を
指
し
て
問
い
て
曰
く
、
天
下
に
心
外
の
罪
な
し
と
、
こ
の
花
樹
の
ご
と
き
は
、
深
山

　
　
中
に
在
り
て
、
自
ら
開
き
自
ら
落
つ
。
我
が
心
に
お
い
て
亦
た
何
ぞ
相
関
せ
ん
や
。
先
生
曰
く
、
禰
未
だ
こ
の
花
を
看
ざ
る
時
、
こ

　
　
の
花
は
汝
の
心
と
同
じ
く
寂
に
帰
す
。
備
来
っ
て
こ
の
花
を
看
る
時
、
す
な
わ
ち
こ
の
花
の
顔
色
一
時
に
明
白
に
起
り
来
る
。
便
ち

　
　
知
る
、
こ
の
花
の
禰
の
心
の
外
に
在
ら
ざ
る
こ
と
を
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
伝
習
録
』
下
）

　
こ
こ
で
人
が
華
樹
を
見
て
な
い
時
は
、
意
の
感
応
が
な
い
時
で
あ
り
、
華
樹
を
見
て
い
る
時
は
意
の
感
応
が
起
っ
た
時
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
文
章
は
意
に
対
し
て
重
要
な
観
点
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
所
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
彼
は
決
し
て
事
物
の
非
存
在
性
を
主
張
す
る
の
で
は

な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
華
樹
を
見
て
い
る
と
か
見
て
な
い
と
い
う
の
は
華
樹
の
存
在
性
を
認
定
し
た
上
で
の
論
議
で
あ
り
、
さ
ら
に
見
て

な
い
時
も
、
そ
れ
が
「
無
」
、
即
ち
非
存
在
に
な
る
と
は
述
べ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
た
だ
人
間
と
の
感
応
が
な
い
時
は
「
寂
に

瞬
す
」
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
け
を
言
っ
て
い
る
。
　
「
寂
」
と
い
う
の
は
何
の
動
き
も
な
い
状
態
（
現
象
化
し
て
な
い
突
鼻
の
世
界
）
と
し

て
、
非
存
在
で
は
な
く
て
無
価
値
・
無
意
味
の
世
界
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
す
べ
て
の
客
観
事
物
は
人
間
の
意
識
と
共
に

な
っ
て
こ
そ
始
め
て
意
味
世
界
の
中
に
入
っ
て
真
の
存
在
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
と
の
感

応
は
無
意
味
・
無
価
値
の
存
在
か
ら
真
の
存
在
に
な
る
過
程
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
心
の
発
す
る
所
は
便
ち
薫
れ
意
」
「
意
の
在
る
所

は
便
ち
是
れ
物
」
と
い
う
文
章
と
も
一
致
す
る
思
想
で
あ
る
。
ま
た
陽
明
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

一
4
0【



　
　
「
天
も
我
の
詳
明
有
る
没
く
ん
ば
、
誰
か
他
の
高
き
を
仰
が
ん
。
地
も
我
の
蜜
明
有
る
没
く
ん
ば
、
誰
か
他
の
深
き
に
傭
さ
ん
。
…

　
　
…
天
地
鬼
神
万
物
も
、
我
の
蜜
明
を
離
却
せ
ば
、
便
ち
天
地
鬼
神
万
物
有
る
没
し
。
…
…
今
看
よ
、
死
せ
る
人
、
他
の
這
の
些
の
精

　
　
璽
は
游
散
せ
り
、
他
の
天
地
万
物
、
尚
ほ
何
処
に
在
り
や
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
伝
習
録
』
下
）

　
こ
れ
は
事
物
の
客
観
存
在
性
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
人
間
の
遅
明
に
よ
っ
て
意
味
を
持
つ
存
在
に
現
わ
れ
る
よ
う
に
な

る
「
人
間
と
事
物
と
の
必
然
的
関
係
」
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
絶
え
間
な
い
意
識
活
動
の
中
で
、
客
観
事
物
は
意
味
存
在
と

し
て
現
わ
れ
る
。
従
っ
て
我
々
の
前
で
現
象
に
自
己
を
顕
示
し
て
い
る
事
事
物
物
の
す
み
ず
み
ま
で
人
間
の
意
が
満
ち
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
観
点
で
は
当
然
人
間
と
事
物
は
一
体
の
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
陽
明
の
こ
の
語
が
正
に
「
万
物
一
体
」
の
質
問
に
対
し
て
の
答
え
で

あ
っ
た
の
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
善
悪
と
い
う
価
値
は
「
意
」
か
ら
現
わ
れ
る
と
見
る
の
も
、
無
理

の
な
い
考
え
で
あ
り
、
従
っ
て
「
意
」
が
発
動
す
る
以
前
に
善
・
悪
が
な
い
と
い
う
四
国
教
の
第
一
句
と
第
二
句
の
関
係
も
、
こ
の
よ
う

な
脈
絡
か
ら
理
解
で
き
る
と
言
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
ま
た
陽
明
は
、
し
ば
し
ば
善
悪
は
一
物
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、
そ
れ
も
こ
の
観
点
か
ら
見
る
と
当
然
な
帰
結
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
善
悪
が
、
あ
る
固
定
さ
れ
た
対
象
を
指
す
な
ら
、
笠
口
と
悪
と
は
絶
対
に
一
物
に
な
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
経
験
か
ら
現
わ
れ
る
一
心

の
あ
り
方
と
し
て
善
悪
を
説
く
時
、
両
者
を
一
物
に
見
な
す
根
国
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

「
4
1｝

七

　
以
上
、
意
か
ら
展
開
さ
れ
る
陽
明
の
思
想
を
考
察
し
て
み
た
が
、
事
実
、
意
と
い
う
の
は
個
体
的
で
あ
り
、
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
意
の
領
域
内
に
だ
け
善
・
悪
を
決
め
た
り
、
意
の
世
界
だ
け
に
言
及
す
る
こ
と
に
止
ま
る
な
ら
、
価
値
の
普
遍
性
を
提
示
し
え

な
く
な
る
。
こ
の
面
か
ら
、
陽
明
哲
学
の
最
も
大
き
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
良
知
説
が
提
唱
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
「
良
知
」
は
孟
子
が
最
初
に
提
唱
し
た
が
、
陽
明
は
こ
の
語
に
様
々
な
意
味
を
付
け
加
え
て
自
身
の
心
学
思
想
を
完
成
さ
せ
る
。
今
、

こ
こ
で
指
摘
し
て
置
き
た
い
の
は
、
良
知
と
い
う
の
は
「
天
」
か
ら
受
け
た
も
の
と
し
て
「
人
間
な
ら
誰
も
が
持
っ
て
い
る
も
の
」
従
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

て
、
そ
の
良
知
に
お
い
て
「
誰
で
も
が
聖
人
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
が
正
に
意
の
普
遍
的
根
拠
、
進
ん
で
、
善
と
い
う
普
遍
的



価
値
の
根
擦
に
な
る
所
だ
と
言
え
る
。
こ
こ
で
「
普
遍
性
」
と
言
う
の
は
、
あ
る
特
殊
な
状
況
の
下
で
だ
け
真
理
を
有
す
る
も
の
で
は
な

く
て
、
ど
の
よ
う
な
状
況
下
で
も
、
ど
の
よ
う
な
個
体
に
お
い
て
も
真
理
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
　
「
ど
の
よ
う
な
状
況
」
と
い
う
の
も

結
局
人
間
が
関
与
し
て
い
る
場
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
時
、
人
間
な
ら
だ
れ
も
が
持
っ
て
い
る
「
良
知
」
の
普
遍
性
は
当
然
な
帰
結
で
あ

ろ
う
。
で
は
こ
の
「
知
」
は
い
か
に
し
て
意
の
普
遍
的
根
国
に
な
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
陽
明
は
「
良
知
は
心
の
本
体
」
で
あ
り
、
良
知
の
「
感
に
応
じ
て
動
く
も
の
、
こ
れ
を
意
と
言
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
良
知
は
意
の
本

体
で
あ
る
か
ら
、
意
の
感
応
の
主
体
は
良
知
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
大
学
問
』
の
「
凡
そ
意
念
の
発
す
る
や
、
吾
が
心
の
良
知
は
自
ら
知
ら

ざ
る
も
の
あ
る
な
し
。
そ
の
平
な
る
や
、
惟
だ
吾
が
心
の
良
知
は
自
ら
こ
れ
を
知
る
。
そ
の
不
善
な
る
や
、
亦
た
惟
だ
吾
が
心
の
良
知
自

ら
こ
れ
を
知
る
。
こ
れ
皆
な
他
人
に
与
か
る
所
の
も
の
な
き
な
り
。
」
と
述
べ
た
と
こ
ろ
、
或
い
は
『
伝
習
録
』
上
の
「
道
は
す
な
わ
ち

こ
れ
良
知
な
り
。
良
知
は
原
こ
れ
完
完
全
全
な
り
。
是
な
る
的
は
他
の
是
と
す
る
に
還
し
、
異
な
る
的
は
他
の
非
と
す
る
に
還
す
。
是
非

只
だ
他
に
依
着
す
れ
ば
、
更
に
不
是
の
処
あ
る
こ
と
な
し
。
這
の
良
知
は
還
た
こ
れ
禰
の
明
師
な
り
。
」
と
述
べ
た
所
か
ら
も
わ
か
る
。

も
ち
ろ
ん
、
良
知
は
現
実
の
中
で
必
ず
し
も
完
全
に
発
揮
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
、
と
に
か
く
意
が
心
本
来
の
通
り
の
流
行
、

い
い
か
え
れ
ば
、
天
理
に
従
う
流
行
に
な
る
と
い
う
の
は
、
良
知
自
体
の
認
識
能
力
通
り
、
意
が
感
応
し
て
い
る
の
を
意
味
す
る
の
で
あ

り
、
こ
の
時
が
正
に
「
善
」
と
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
良
知
は
意
と
離
れ
る
こ
と
は
な
い
。
　
「
知
」
と
い
う
の
は
「
知
」
そ
の

も
の
だ
け
で
は
意
味
を
持
て
な
い
。
必
ず
、
対
象
と
結
び
つ
い
て
、
そ
の
知
が
作
用
す
る
面
に
お
い
て
積
極
的
意
味
を
持
つ
こ
と
が
で
き

る
。
だ
か
ら
「
格
物
」
の
物
を
良
知
の
感
応
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
捉
え
る
。
こ
う
見
る
時
、
彼
が
良
知
を
天
理
、
又
は
、
心
体
と
言
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

の
に
は
わ
け
が
あ
る
の
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
に
知
↓
意
↓
物
に
つ
な
が
る
思
考
の
中
で
彼
は
自
身
の
思
想
を
確
立
し
た
し
、
そ
の
中

で
、
前
に
述
べ
た
意
と
物
と
の
関
係
、
そ
し
て
、
そ
の
意
に
普
遍
性
を
附
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
人
的
感
情
の
好
悪
を
越
え
て
普
遍
的

価
値
と
し
て
の
善
の
根
回
を
提
示
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。

　
彼
の
哲
学
が
良
知
を
中
心
概
念
と
し
て
成
り
立
っ
て
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
彼
の
哲
学
が
非
常
に
力
動
的
で
あ
り
、
生

動
的
な
哲
学
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
又
「
生
知
安
行
」
「
関
知
利
行
」
「
困
知
勉
行
」
の
こ
と
を
論
じ
て
い
る
所
の
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

州
、
知
県
に
つ
い
て
の
解
釈
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
「
知
」
は
「
事
」
「
侯
」
と
は
違
っ
て
対
象
と
一
体
に
な
る
と
い
う
所
で
そ
の
意
義
を

み
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
「
知
」
と
い
う
の
は
対
象
に
対
し
て
の
単
純
な
知
識
で
は
な
く
て
、
対
象
に
向
っ
て
対
象
と
自
己
と
を
一
つ
に
す
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る
「
道
徳
的
自
覚
能
力
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
間
に
意
と
い
う
概
念
の
媒
介
な
し
に
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、

「
天
地
万
物
は
、
倶
に
我
が
良
知
の
軍
用
流
行
の
中
に
在
り
。
」
（
『
伝
習
録
』
下
）
と
い
う
思
想
の
裏
面
に
は
、
意
の
機
能
が
活
動
し
て

い
る
の
を
否
定
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
意
は
単
純
な
客
観
事
物
を
真
の
存
在
に
、
即
ち
、
寂
の
世
界
か
ら
意
味
の
世
界
へ
導
き
出
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
善
悪
発
生
の
場
に
な
る
の
を
み
る
時
、
彼
は
先
天
的
に
備
わ
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
て
経
験
と
一
緒
に
、
経
験
内
に

だ
け
そ
の
意
義
を
持
っ
て
る
善
・
悪
を
主
張
し
な
が
ら
も
、
個
人
的
な
次
元
に
止
ま
ら
ず
に
、
そ
れ
を
普
遍
性
の
世
界
へ
導
き
上
げ
て
い

る
の
が
分
か
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
良
知
は
心
の
本
体
と
し
て
先
天
的
能
力
だ
と
も
言
え
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
経
験
の
中
で
の
み
現
わ
れ

る
。
従
っ
て
、
致
知
ば
経
験
と
ば
離
ぜ
な
い
の
で
あ
り
、
実
質
的
に
ぱ
誠
意
の
形
で
現
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
意
の
過
程
で
善
・
悪
が

展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
正
に
体
用
一
源
の
哲
学
で
あ
る
。

　
以
上
で
概
略
朱
烹
の
先
天
的
善
概
念
と
陽
明
哲
学
に
現
わ
れ
る
善
概
念
の
特
徴
、
即
ち
「
経
験
的
善
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
。
今
、

そ
れ
ら
の
思
想
の
意
義
を
探
る
こ
と
で
一
応
の
結
論
と
し
た
い
。

お
わ
り
に

一
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人
間
の
最
大
目
標
が
「
善
く
生
き
る
こ
と
」
に
あ
る
の
は
古
今
東
西
不
変
の
事
実
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
そ
の
「
善
く
」
と
は
何
か
と
い

う
こ
と
が
非
常
に
重
要
な
問
題
と
し
て
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
善
の
問
題
が
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
性
善
の
場
合
に

も
、
性
無
善
無
悪
の
場
合
に
も
、
ま
た
性
悪
の
場
合
に
お
い
て
も
「
善
」
は
我
々
の
願
い
、
或
は
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
目
標
と
し

て
附
随
し
て
来
る
問
題
で
あ
る
。
と
こ
ら
が
、
そ
の
善
が
い
つ
の
間
に
か
、
抽
象
的
概
念
と
し
て
使
わ
れ
、
あ
る
存
在
の
性
質
、
或
は
善

と
い
う
も
の
の
性
質
が
別
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
故
に
そ
の
外
部
に
あ
る
対
象
に
従
っ
て
生
き
る
の
が
人
間
の

至
上
目
標
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
て
来
た
。
し
か
し
人
間
は
抽
象
的
存
在
で
は
な
い
。
今
、
正
に
、
こ
こ
で
食
べ
、
飲
み
、
苦
悩
し
な
が
ら

生
き
て
行
く
実
存
的
存
在
な
の
で
あ
る
。
即
ち
、
人
間
は
そ
の
「
性
」
の
場
で
瞬
間
瞬
間
に
判
断
を
下
し
な
が
ら
、
生
き
て
い
る
存
在
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
人
間
の
「
善
く
生
き
る
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
瞬
間
瞬
間
の
判
断
を
善
く
下
す
こ
と
に
帰
結
す
る
。
い
い
か

え
れ
ば
、
瞬
間
瞬
間
善
く
生
き
る
の
が
「
善
い
生
き
方
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
を
哲
学
的
に
洗
練
さ
せ
て
生
ま
れ
た
も
の
が
正
に



王
陽
明
の
「
良
知
心
学
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
思
想
は
も
と
よ
り
人
間
に
最
大
の
自
由
を
与
え
る
。
外
部
か
ら
我
々
を
束
縛
す
る

存
在
が
な
い
ま
ま
に
、
人
間
が
自
ら
自
分
の
本
来
の
あ
り
方
に
基
い
て
思
考
し
、
行
動
す
れ
ば
、
そ
れ
が
「
善
い
」
こ
と
な
の
で
あ
る
。

即
ち
、
固
定
的
・
先
天
的
な
善
概
念
を
拒
否
し
、
善
を
実
践
主
体
の
あ
り
方
に
求
め
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
王
陽
明
思
想
の
特
質
が
あ
っ

た
。
こ
れ
は
孔
子
の
「
人
能
く
道
を
弘
む
、
道
の
人
を
白
む
る
に
非
ず
」
（
『
論
語
』
衛
露
公
篇
）
の
思
想
を
実
現
し
た
も
の
だ
と
言
え
よ

う
。
た
だ
こ
の
よ
う
な
観
点
は
自
己
に
対
す
る
依
存
度
が
高
い
余
り
、
放
縦
自
恣
に
流
れ
る
恐
れ
が
あ
り
、
実
際
に
明
末
期
に
は
「
心
学

の
流
蔽
」
が
批
判
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
陽
明
的
善
概
念
が
、
朱
子
学
的
人
間
観
か
ら
「
自
己
」
（
心
）
を
解
放
し
て
い
く
役
割
を
果
た
し
、
明
器
社
会
に
お
け
る
人

間
解
放
の
思
潮
i
文
学
、
芸
術
等
1
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
。

　
〔
注
〕

（
1
）
　
「
周
人
世
碩
、
以
為
ら
く
、
人
性
善
有
り
悪
有
り
、
人
の
善
性
を
畢
げ
、
養
い
て
こ
れ
を
致
せ
ば
、
則
ち
善
長
じ
、
性
悪
を
ば
養
い
て
こ
れ
を
致
せ

　
　
ば
、
則
ち
悪
長
ず
、
と
。
」
（
『
論
衡
』
巻
三
・
本
性
論
）

（
2
）
　
「
性
善
（
性
は
善
で
あ
る
）
」
と
い
う
の
は
事
実
、
日
常
語
に
は
使
わ
れ
て
い
な
い
語
法
で
あ
る
。
善
を
こ
の
よ
う
な
形
の
名
詞
に
使
う
よ
う
に
な
つ

　
　
て
か
ら
形
而
上
学
的
に
善
を
解
釈
し
始
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
3
）
　
「
人
皆
人
に
忍
び
ざ
る
の
が
心
有
り
と
謂
う
所
以
の
者
は
、
今
、
人
乍
ち
儒
子
の
將
に
井
に
入
ら
ん
と
す
る
を
見
れ
ば
、
皆
休
場
雨
隠
の
心
有
り
。

　
　
…
：
贈
れ
に
由
り
て
之
を
観
れ
ば
、
側
隠
の
心
無
き
は
、
人
に
非
ざ
る
な
り
。
毒
悪
の
心
無
き
は
、
人
に
非
ざ
る
な
り
。
…
…
側
隠
の
心
は
、
仁
の
端

　
　
な
り
。
差
悪
の
心
は
、
義
の
端
な
り
。
僻
譲
の
心
は
、
禮
の
端
な
り
。
是
非
の
心
は
、
智
の
端
な
り
。
」
（
『
孟
子
』
公
孫
柱
上
）

（
4
）
　
「
孟
子
曰
く
、
乃
ち
其
の
情
の
若
き
は
、
則
ち
以
て
善
を
為
す
恥
し
。
乃
ち
所
謂
善
な
り
。
」
（
『
孟
子
』
面
子
上
）

（
5
）
　
少
な
く
と
も
そ
の
当
時
、
こ
の
よ
う
な
思
想
が
流
行
し
た
の
は
推
論
で
き
る
。

（
6
）
　
た
と
え
ば
蘇
執
は
、
　
「
陰
陽
交
り
て
物
を
生
ず
、
道
と
物
と
接
し
て
善
を
生
ず
。
物
生
じ
て
陰
陽
、
隠
る
。
善
立
ち
て
道
、
見
わ
る
。
故
に
曰
く

　
　
『
之
を
継
ぐ
者
は
善
な
り
』
と
。
」
（
『
東
披
山
千
』
巻
一
）
と
説
き
、
王
安
石
は
、
　
「
孟
子
、
人
の
性
は
善
な
り
と
言
い
、
皇
子
、
人
の
性
は
悪
な
り

　
　
と
言
う
。
被
れ
太
極
、
五
行
を
生
じ
て
、
然
る
後
利
害
生
ず
。
し
か
れ
ど
も
太
極
は
利
害
を
以
て
言
う
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
性
は
情
を
生
ず
、
情
有
り

　
　
て
然
る
後
楽
悪
形
わ
る
。
し
か
れ
ど
も
性
は
善
悪
を
以
て
言
う
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
…
…
故
に
曰
く
、
情
有
り
て
然
る
後
善
悪
形
わ
る
と
。
然
ら
ば
則

　
　
ち
善
悪
な
る
者
は
情
の
名
を
成
す
の
み
。
」
（
『
臨
川
文
集
』
巻
六
八
・
原
性
）
と
説
い
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
が
性
と
善
と
を
分
離
し
た
目
的
は
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性
を
形
而
上
学
的
な
最
高
存
在
、
或
は
絶
対
存
在
に
す
る
た
め
で
、
陽
明
が
性
を
体
用
の
観
点
で
活
溌
濃
地
に
作
用
す
る
も
の
と
に
見
た
の
と
は
差
が
あ
る

が
、
と
に
か
く
善
悪
が
そ
の
よ
う
な
絶
対
存
在
に
は
当
た
ら
な
い
と
見
る
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
胡
五
峰
の
「
性
な
る
も
の
は
、
天
地

鬼
神
の
奥
な
り
。
善
以
っ
て
こ
れ
を
言
う
に
足
ら
ず
、
況
ん
や
悪
を
や
。
」
（
『
胡
子
虚
言
疑
義
』
に
引
く
）
に
も
見
え
る
。

（
7
）
　
「
朱
子
の
所
謂
格
物
と
云
う
も
の
は
『
物
に
即
き
て
そ
の
理
を
窮
む
る
』
に
在
り
。
　
『
物
に
即
き
て
理
を
窮
む
』
と
は
、
こ
れ
事
事
物
物
の
上
に
就

　
　
き
て
そ
の
所
謂
『
定
理
』
を
求
む
る
も
の
な
り
。
こ
れ
吾
が
心
を
以
て
理
を
事
事
物
物
の
中
に
求
め
、
心
と
理
と
を
析
ち
て
二
と
為
す
な
り
。
」
と

　
　
（
伝
習
録
中
・
答
顧
東
橋
書
）

（
8
）
　
前
者
は
高
橋
行
司
の
「
王
陽
明
に
お
け
る
悪
の
成
立
」
（
大
東
漢
学
・
昭
3
6
）
、
後
者
は
呉
震
の
「
無
善
無
悪
論
に
つ
い
て
」
（
中
国
思
想
研
究
・
第

　
　
十
五
号
）
を
参
照
。
そ
の
外
に
も
、
た
と
え
ば
里
家
諮
の
『
王
陽
明
』
、
蒙
単
元
の
『
理
学
の
演
変
』
、
方
弥
加
の
『
王
陽
明
心
学
研
究
』
、
楊
国
榮
の

　
　
『
王
学
通
訥
』
等
に
も
こ
の
よ
う
な
観
点
が
み
え
る
が
、
彼
ら
は
大
体
前
者
と
後
者
を
合
わ
せ
て
述
べ
て
い
る
。

（
9
）
陽
明
が
心
の
本
体
、
又
は
良
知
を
善
（
至
善
）
だ
と
述
べ
た
所
は
「
無
善
無
悪
」
説
と
矛
盾
す
る
か
の
よ
う
に
み
ら
れ
て
、
郷
守
益
は
「
無
善
無
悪
」

　
　
の
無
善
を
至
善
に
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
い
（
『
郷
東
事
項
』
巻
二
・
青
原
贈
処
）
、
さ
ら
に
方
本
縄
は
「
無
等
量
悪
」
説
は
王
陽
明
の
思
想
で

　
　
は
な
く
て
、
王
龍
渓
の
思
想
だ
と
も
言
っ
て
い
る
（
『
桐
城
方
氏
七
代
遺
書
』
性
善
繹
・
巻
一
）
。
従
っ
て
、
黄
宗
義
は
心
の
本
体
を
性
と
見
な
い
こ
と

　
　
に
よ
っ
て
、
そ
の
矛
盾
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
（
『
明
儒
書
案
』
巻
三
六
・
泰
州
漁
戸
五
参
照
）
、
私
は
体
用
論
的
立
場
で
、
こ
の
両
者
は
却
っ

　
　
て
相
補
的
な
も
の
だ
と
考
え
る
。

（
1
0
）
　
「
心
の
発
動
の
庭
、
之
を
意
と
謂
う
」
（
『
伝
習
録
』
下
）
、
　
「
凡
そ
物
に
応
じ
て
念
を
起
す
処
、
皆
な
こ
れ
を
意
と
謂
う
。
」
（
『
陽
明
全
書
』
巻
六
・

　
　
答
魏
師
説
）

（
1
1
）
「
実
れ
格
を
解
き
て
正
の
字
の
義
と
作
し
、
物
を
事
の
字
の
義
と
作
す
」
（
『
伝
習
録
』
下
）
と
「
意
の
在
る
所
は
、
便
ち
盗
れ
物
な
り
」
（
『
伝
習
録
』

　
　
上
）
と
述
べ
た
所
を
参
照
。

（
1
2
）
　
「
至
善
は
心
の
本
体
な
り
。
本
体
上
わ
ず
か
に
些
子
を
過
ぐ
れ
ば
、
便
ち
こ
れ
悪
な
り
。
こ
れ
一
箇
の
善
あ
り
、
却
っ
て
ま
た
一
箇
の
悪
あ
り
、
来

　
　
り
て
相
対
す
る
に
は
非
ざ
る
な
り
。
故
に
善
悪
は
只
だ
こ
れ
一
物
な
り
。
」
（
『
伝
習
録
』
上
）

（
1
3
）
　
『
孟
子
』
蓋
心
上
を
参
照
。

（
1
4
）
　
「
這
の
良
知
は
人
人
皆
な
有
り
。
聖
人
は
只
だ
こ
れ
保
全
し
て
些
か
の
障
罪
な
し
。
」
（
『
伝
習
録
』
下
）

　
　
「
良
知
良
能
は
、
愚
夫
愚
婦
も
聖
人
と
同
じ
。
」
（
『
伝
習
録
』
中
・
尊
人
論
士
書
）

　
　
「
自
己
の
良
知
は
、
も
と
よ
り
聖
人
と
一
般
な
り
。
」
（
『
伝
習
録
』
中
・
答
周
道
講
書
）

（
1
5
）
『
伝
習
録
』
中
・
答
人
論
學
書
を
参
照
。

（
1
6
）
「
知
あ
り
て
洩
る
後
に
意
あ
り
。
知
な
け
れ
ば
、
則
ち
意
な
き
な
り
。
知
は
意
の
体
に
あ
ら
ざ
る
や
。
意
の
用
う
る
所
、
必
ず
そ
の
物
あ
り
。
物
は
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す
な
わ
ち
事
な
り
。
…
…
凡
そ
意
の
用
う
る
所
、
物
な
き
も
．
の
あ
る
こ
と
な
し
。

　
　
の
物
な
き
な
り
。
物
は
意
の
用
に
あ
ら
ざ
る
や
。
」
（
同
上
）

（
1
7
）
　
同
上
参
照
。

こ
の
意
あ
れ
ば
即
ち
こ
の
物
あ
り
、
こ
の
意
な
け
れ
ば
す
な
わ
ち
こ
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