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1一一一道教と中間の倫理

近
世
中
間
の
社
会
各
国
唱
の
人
々
の
閣
に
、
熱
心
に
信
帯
さ
れ
た
勧
普
書
、
い
わ
ゆ
る
普
書
の
噂
矢
を
な
す
道
議
本
功
過
絡
は
許
遜
仙
道

教
団
の
本
拠
、
江
西
省
高
昌
一
時
の
西
山
に
在
る
玉
隆
万
薄
宮
の
会
真
堂
に
お
い
て
道
士
又
京
子
の
乎
に
よ
h
v
筆
録
さ
れ
、
一
一
七
一
年
に

世
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
筆
者
の
所
説
は
、
幸
い
に
し
て
今
日
学
問
仰
の
示
認
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
よ
う
に
忠
わ
れ
丸
山
内
、

こ
の
許
譲
位
道
教
団
と
は
近
涯
に
お
け
る
新
道
教
の
形
成
に
襟
し
て
、
主
導
的
な
役
割
を
果
し
た
神
明
道
、
精
確
に
は
道
士
劉
玉
に
よ
っ

て
一
ニ
九
七
年
に
閉
鎖
さ
れ
る
浮
明
ハ
忠
孝
〉
道
教
団
の
笛
身
で
あ
り
、
約
二
千
年
に
も
立
る
道
教
の
授
史
の
中
で
、
最
も
活
発
な
教
団

の
革
新
運
動
が
展
開
さ
れ
た
南
宋
末
期
、
あ
い
継
い
で
出
現
し
た
全
真
教
・
太
一
一
教
・
葉
大
道
教
の
成
立
の
先
駆
的
役
割
を
祖
っ
た
教
自

で
あ
り
、
統
出
し
た
新
道
教
諸
派
の
中
に
あ
っ
て
も
、
頗
る
斬
新
、
且
つ
瞬
快
な
教
理
的
な
主
張
を
も
っ
た
教
抵
で
あ
る
。
そ
の
静
明
道

教
学
の
特
徴
は
、
既
に
指
摘
し
た
よ
九
口
、



(4) 

教
化
の
対
象
と
し
て
農
民
層
を
重
視
し
、
農
民
を
管
玉
、
官
僚
、
資
戚
等
と
対
等
な
存
在
と
し
て
取
り
扱
い
、

鰭
家
の
論
理
教
説
の
形
式
化
を
批
判
し
、
厳
し
い
内
面
的
立
倫
理
の
実
践
を
強
調
し
、

善
悪
、
功
過
の
行
為
に
倖
う
禍
福
の
許
置
を
天
神
か
ら
人
間
の
手
に
取
互
戻
し
、
娼
人
の
主
体
的
責
任
に
ゆ
だ
お
、

嬢
琉
な
呪
徳
的
、
功
利
的
な
教
法
を
清
整
し
、
主
知
的
、
合
理
的
な
教
法
を
樹
立
し
、

精
神
的
救
済
に
止
ま
ら
ず
、
貧
窮
民
の
現
実
生
活
に
お
け
る
苦
悩
を
救
う
為
の
、
社
会
的
な
実
践
的
活
動
を
説
き
、
脱
俗
的
な
出

2 

(1) (2) (3) (5) 

家
主
義
の
現
状
を
否
定
す
る
。

な
ど
、
侍
れ
も
こ
れ
ま
で
の
沼
道
教
の
所
説
の
中
に
は
全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
独
自
の
主
張
に
貫
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
特
異
な
教
法
を
も
っ
淳
明
道
の
関
創
に
先
立
つ
こ
と
百
有
余
年
前
、
同
じ
玉
隆
万
寿
宮
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
道
蔵
本
功

過
絡
の
所
設
が
、
浄
明
道
の
教
法
と
響
接
な
関
連
を
も
つ
こ
と
は
極
め
て
富
然
の
こ
と
で
為
る
と
い
っ
て
よ
い
が
、
特
に
深
い
関
孫
を
迫

り
う
る
ゆ
・

ωの
点
に
つ
い
て
、
功
過
格
成
立
の
背
景
に
さ
か
の
ぼ
り
、
若
干
の
説
明
帝
操
っ
て
お
こ
う
。
ま
ず
切
に
つ
い
て
、
許
遜
教

国
に
お
け
る
功
過
の
所
説
は
又
玄
子
の
時
代
に
突
如
現
れ
る
訳
で
は
な
く
、
許
遜
教
団
の
伝
統
的
な
教
説
の
形
成
過
程
、
概
ね
唐
代
末
期

こ
ろ
か
ら
上
清
涼
の
系
統
に
臆
す
る
所
謂
一
一
一
元
経
典
の
功
過
報
応
説
の
影
響
の
も
と
に
、
功
過
の
因
。
懇
が
徐
々
に
醸
成
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と

が
知
ら
れ
る
が
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
と
時
期
に
、
こ
の
功
過
の
理
法
と
対
応
し
、
所
謂
立
功
補
選
の
実
践
の
為
に
準
議
す
べ
き
一
行
動
の
規
範

的
指
標
と
し
て
「
功
過
式
に
功
漕
之
格
」
が
具
体
的
な
形
を
と
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
明
確
に
指
捕
す
る
こ
と
が
出
来
ハ
見
。
黙
し
な
が

ら
、
夫
坊
が
人
間
の
善
悪
の
行
為
に
対
し
、
吉
凶
鵠
福
を
附
与
す
る
際
の
準
期
と
し
て
顕
示
さ
れ
て
き
た
功
過
の
条
項
が
、
人
間
自
身
の

自
主
的
な
道
穏
的
省
察
の
た
め
の
準
則
と
し
て
変
質
し
、
天
神
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
功
過
の
監
察
を
、
自
己
の
行
為
の
克
明
な
反
省

的
記
録
の
結
果
に
基
づ
く
計
量
に
よ
り
、
自
ら
明
確
に
察
知
し
、
自
己
の
主
体
的
道
徳
的
自
覚
の
立
場
を
確
立
す
る
の
は
、
道
蔵
本
功
過

格
の
出
現
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
c

こ
こ
に
お
い
て
は
天
上
に
あ
っ
て
人
間
の
行
為
を
監
察
し
て
き
た
天
神
の
司
設
は
、
逆
に
人
間



ヤ明明

自
身
の
心
の
拘
に
取
り
込
ま
れ
、
本
人
自
身
の
自
律
的
な
功
過
の
判
断
、
計
麓
に
委
ぬ
ら
れ
る
と
い
う
、
正
に
画
期
的
な
転
換
の
行
わ
れ

ハ
4
〉

て
い
る
事
実
を
こ
こ
で
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

次
に
浮
明
滋
教
学
の
特
徴
と
し
て
指
摘
し
た
前
掲
∞
に
つ
い
て
、
就
中
、
揺
穣
の
い
わ
ゆ
る
心
意
主
義
に
つ
ら
な
る
厳
し
い
内
問
的
信

理
の
実
践
を
強
調
す
る
教
法
に
関
連
し
て
、
選
藤
本
功
過
格
の
過
律
の
中
の

速
の
条
項
に
注
閉
し
た
い
。

人
の
死
刑
を
謀
、
号
、
成
る
は
一
時
過
と
為
し
、
成
ら
ぎ
る
は
五
十
過
と
為
す
。
意
を
挙
す
も
作
さ
u

さ
れ
ば
十
過
と
為
す
。

殺
を
見
て
救
わ
ざ
る
は
本
人
の
遥
の
半
減
に
随
い
、
同
教
う
べ
き
無
く
、
慈
念
を
生
ぜ
ざ
る
は
ニ
過
と
為
し
、
殺
生
を
讃
鼓
す
る

は
五
過
と
為
す
。
救
い
う
る
若
き
を
見
て
救
わ
ざ
る
は
十
議
と
持
し
、
同
救
う
べ
き
無
く
、
慈
念
を
生
ぜ
ざ
る
は
一
過
と
為
す
。

③
人
の
袈
あ
る
を
見
て
解
釈
を
行
わ
ず
、
故
ら
に
暢
快
な
る
は
五
過
と
為
す
。

④
、
山
中
也
附
山
い
一
貯
鞍
ヤ
ゃ
い
、
人
一
人
を
払
げ
ん
時
間
せ
ん
-C
併
や
か
は
一
過
、
事
或
り
、
一
人
を
残
害
す
れ
ば
十
鴻
と
議
す
O

L

以
営
恥
か
砕

姪
、
雑
想
、
理
に
非
ざ
る
こ
と
は
一
事
一
遇
と
為
す
。

凡
そ
重
痕
あ
り
、
治
が
}ι

…
口
や
る
や
松
か
が
}
y
h
v
は
二
過
と
為
ず
。
小
疫
は
一
人
一
渦
と
為
す
。
ぬ
ぼ
診
か
れ
仰
が
い
小
作
品
町
一
過
と
為

e @ 
す
a

愈
え
ず
し
て
賠
を
受
く
る
は
百
銭
一
過
と
為
す
。

道教と中閣の倫理

(
5
)
 

以
上
に
挙
げ
た
五
つ
の
条
項
は
何
れ
も
「
不
仁
門
い
の
中
か
ら
選
訳
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
傍
点
を
付
し
た
部
分
に
見
え
る
人
聞
の
営

為
は
、
こ
れ
ま
で
の
中
関
の
法
律
諜
範
の
中
で
は
、
恐
ら
く
犯
罪
の
範
囲
に
含
ま
れ
な
い
も
の
の
み
で
為
り
、
他
人
に
何
等
か
の
被
害
を

与
え
た
既
遂
の
犯
罪
は

L

勿
論
、
未
遂
罪
を
含
め
て
過
律
の
対
象
と
す
る
の
は
当
黙
の
こ
と
と
し
て
も
、
吏
に
叢
し
く
不
仁
、
非
理
の
意
念

が
心
中
を
よ
ぎ
る

を
過
律
の
対
象
と
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
却
っ
て
逆
に
慈
悲
の
念
が
心
意
中
に
越
ら
な
か
っ
た
こ
と
ま

で
を
、
過
枠
の
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
な
、
若
干
の
特
別
の
事
併
を
除
き
、

の
偉
理
・
法
律
の
思
想
史
上
、

3 

誠
に
注
自
す
べ
き
こ
と
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



4 

筆
者
は
こ
の
よ
う
な
微
細
な
意
念
の
動
き
を
考
核
の
対
象
と
す
る
主
張
を
心
意
主
義
と
呼
ぶ
が
、
こ
の
様
な
峻
厳
な
省
察
を
課
す
道
蔵

本
功
過
格
の
倫
理
観
念
は
、
新
し
い
浄
明
道
教
学
の
中
に
既
に
具
体
的
に
説
か
れ
て
お
り
、
例
え
ば
浄
明
道
の
開
創
者
で
あ
る
劉
玉
(
一

二
五
七
:
=
三

O
)
が
臨
終
に
際
し
て
、
二
祖
黄
元
吉
(
一
二
七
O
I
一
三
二
五
)
に
要
訣
を
授
け
「
自
分
の
教
説
は
心
中
が
浄
明
に
な
る

こ
と
を
求
め
、
心
身
の
営
為
を
規
制
す
る
最
も
重
要
な
規
範
と
し
て
〈
忠
孝
V

を
貴
ぷ
」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
更
に
「
忠
と
は

君
に
対
す
る
道
を
守
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
君
と
は
心
の
中
に
あ
っ
て
万
神
を
主
宰
す
る
〈
心
君
v
の
こ
と
で
あ
り
、
僅
か
な
欺
り
の

心
が
あ
っ
て
も
忠
で
あ
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
訓
し
て
お
り
、
ま
た
孝
に
つ
い
て
は
「
子
が
親
に
対
し
て
充
分
な
孝
養
を
渇
し
て
い
る

と
考
え
、
謙
虚
な
反
省
の
心
を
失
う
よ
う
で
は
(
い
か
に
外
形
が
立
派
で
あ
っ
て
も
)
、
最
早
、
真
の
孝
と
は
い
え
な
い
。
何
よ
り
も
父
母
の

心
を
充
分
に
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
て
こ
そ
、
始
め
て
天
に
通
じ
る
真
実
の
孝
と
い
え
る
」
と
説
い
て
お
り
、
心
君
に
対
し
て
恥
じ
る

〈

6
)

と
こ
ろ
の
な
い
厳
し
い
内
面
的
な
反
省
の
上
に
立
つ
真
実
の
忠
孝
の
実
践
を
要
求
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
所
説
は
道
徳
的
実
践
に
お
け

る
天
神
の
司
命
応
報
を
説
く
に
止
ま
ら
ず
、
万
神
を
主
宰
す
る
心
君
と
の
対
面
に
よ
っ
て
生
れ
る
心
中
の
、
い
わ
ば
弁
証
法
的
な
緊
張
関

係
の
上
に
こ
そ
、
初
め
て
真
実
の
忠
孝
を
基
本
と
す
る
倫
理
的
実
践
が
成
立
す
る
こ
と
を
教
え
、
外
面
的
な
営
為
の
形
よ
り
も
芯
中
の
意

念
の
動
き
を
凝
視
す
る
人
間
の
内
面
的
な
道
徳
的
自
覚
を
強
調
し
た
こ
と
は
、
中
国
の
倫
理
・
宗
教
史
上
に
お
け
る
新
し
い
罪
悪
感
の
提

唱
と
し
て
重
要
で
あ
り
、
前
述
の
道
蔵
本
功
過
格
の
中
に
認
め
ら
れ
る
心
意
主
義
の
所
説
は
、
正
に
こ
の
浄
明
道
の
内
面
的
な
倫
理
重
視

の
教
説
と
基
盤
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
見
て
誤
り
あ
る
ま
い
。

と
も
あ
れ
、
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
道
蔵
本
功
過
格
の
所
説
と
浄
明
道
の
教
説
と
が
、
極
め
て
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

こ
と
が
出
来
た
が
、
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
心
意
主
義
的
な
倫
理
観
念
、
或
い
は
そ
の
萌
芽
は
果
し
て
何
処
ま
で
さ
か
の
ぽ
る
こ
と
が
出
来

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
差
し
当
っ
て
『
抱
朴
子
』
と
『
太
上
感
応
篇
』
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

軍
事

F

主ゎ

ret-E
一f
一号一

‘一



一
一
、
吋
抱
朴
子
』
と
『
太
上
感
応
第
』

古
来
、
善
室
置
の
筆
闘
と
し
て
伝
統
的
な
権
威
を
保
持
し
て
き
た
吋
太
上
感
応
篤
ら
は
清
朝
の
大
欝
、
恵
棟
ゃ
ん
取
機
ら
に
よ
っ
て
詳
細
な

注
釈
が
加
え
ら
れ
、
ま
た
早
く
か
ら
中
臨
近
世
に
お
け
る
民
衆
の
京
教
的
な
倫
理
思
想
の
重
要
資
料
と
し
て
、
研
究
者
の
注
話
会
浴
び
て

診
た
が
、
近
年
、
そ
の
撰
者
ハ
五
議
に
は
「
伝
L

と
儒
む
ら
れ
て
き
た
李
総
蹄
齢
に
つ
い
て
、
東
大
な
誤
解
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
、
本
当
の
撰
者
は
コ
木
史
』
ハ
巻
一
一
八
七
〉
の
太
平
興
国
の
遊
金
で
あ
る
李
昌
齢

2
0
0
八
年
没
〉
で
は
立
く
、
そ
れ
か
ら
約
二

と
李
高
齢
で
あ
る
事
実
が
吉
岡
藤
麗
博
士
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
の
読
に
よ
る
援

も
後
に
当
る
構
宋
初
期
の
同
名
人
、

与、
L

さ
き
に
或
立
を
確
定
し
え
た
一
一
七
一
年
の
遊
麗
本
功
過
格
と
、
こ
の
『
太
上
惑
応
策
a

加
の
成
立
年
代
は
著
し
く
接
近
し
、
殆
ど
向

時
代
に
お
か
れ
る
こ
と
と
な
与
、
共
通
し
た
所
説
を
も
っ
持
者
の
聞
の
成
立
、
な
ら
が
に
継
受
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
自
か
ら
再
検
討
を

迫
る
重
饗
な
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
と
も
な
っ
た
。

こ
の
問
題
の
検
討
に
入
る
前
に
、
ま
ず
平
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る

3
A上
惑
応
篇
』
と
匂
抱
朴
子
』
の
所
説
の
開
に
認
め
ら
れ
る
饗

5一一一還を教と中国の倫灘

接
な
関
係
に
つ
い
て
、
改
め
て
こ
こ
で
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
吉
岡
博
士
は
こ
の
点
に
つ
い
て
も
早
く
か
ら
深
い
関
心
を
示
ざ
れ
、

予
太
上
感
応
麓
お
の
全
文
を
西
六
十
九
条
項
に
分
け
、
こ
れ
に
対
応
す
る
吋
拙
朴
子
ら
内
篇
の
刀
対
毎
」
「
徴
己

E
ニ
粛
の
記
述
を
抽
出

し
、
頗
る
克
明
な
対
照
去
を
作
製
さ
れ
て
い
一
明
そ
の
結
果
は
博
士
の
信
者
見
通
り
、
両
者
の
聞
に
疑
う
余
地
の
な
い
明
瞭
な
継
受
関
係

の
為
る
こ
と
を
立
証
す
る
成
果
を
挙
げ
ら
れ
た
。
黙
し
こ
こ
で
筆
者
が
改
め
て
住
闘
し
た
い
の
は
そ
の
点
で
は
な
く
、
逆
に
吋
抱
朴
子
』

に
対
応
条
項
を
欠
い
て
い
る
約
五
十
条
項
、

つ
ま
り
吋
抱
朴
子
ら
に
対
応
す
る
も
の
が
な
く
、
開
J

叫
ん
上
感
応
篇
ら
に
新
た
に
追
加
さ
れ
た

部
分
の
条
項
内
務
で
あ
ち
、
そ
の
多
く
が
所
調
意
念
の
世
界
を
対
象
と
し
た
条
項
で
出
め
ら
れ
て
い
る
際
立
っ
た
傾
向
の
認
め
ら
れ
る
点



6 

に
つ
い
て
で
あ
る
。

21 

の
事
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
ハ
勾
頭
の
数
字
は
対
照
表
の
感
応
震
の
頼
序
を
一
示
す
〉
、

邪
径
を
壊
ま
ず
、
暗
室
を
欺
か
ず
。

① @ ② ④ φ 舎@ 命@ 

37 

患
を
施
し
て
報
を
求
め
ず
、
人
に
与
え
て
追
樺
せ
ず
。

49 

忍
び
て
残
害
を
為
し
、
陰
に
良
普
を
賊
い
、
暗
に
君
殺
を
梅
じ
、
そ
の
先
生
を
慢
る
。

67 

過
を
知
り
て
改
め
ず
、
普
を
知
り
て
為
さ
ず
、
昌
ら
弊
・
あ
り
て
地
を
引
く
。

74 

人
の
失
有
る
を
鞍
い
、
人
の
成
功
を
段
つ
ο

91 

免
か
も
れ
て
恥
無
く
、
思
を
己
に
認
め
て
過
を
人
に
推
し
ハ
下
略
〉
。

鈎
，
人
の
栄
費
を
毘
て
は
そ
の
流
疫
を
顕
い
、
人
の
富
有
を
見
て
は
そ
の
破
散
を
顕
い
、
人
の
色
の
英
な
る
を
見
て
は
心
に
こ
れ

を
私
せ
ん
こ
と
を
起
す
。

立1

心
は
議
に
し
て
、
貌
は
慈
む
。

134 

無
益
の
こ
と
を
作
為
し
、
懐
に
外
心
を
挟
み
、
自
ら
呪
い
、
儒
り
て
増
み
、
儒
り
て
愛
す
。

上
記
の
十
条
項
ハ
功
格
一
一
、
過
律
八
〉
に
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
何
れ
も
人
擦
の
耳
目
に
触
れ
る
こ
と
の
な
い
意
念
の
勤

160 

そ
れ
心
に
善
を
起
す
と
き
は
善
い
ま
だ
為
さ
ず
と
誰
も
、
吉
神
巴
に
こ
れ
に
館
、
っ
。

き
に
つ
い
て
の
条
項
に
限
ら
れ
、
従
っ
て
そ
れ
は
法
律
的
に
は
勿
論
の
こ
と
、
道
錨
秘
的
次
元
に
お
い
で
す
ら
何
等
関
わ
れ
る
こ
と
の
な
い

も
の
の
み
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
無
意
識
の
う
ち
に
見
過
ご
さ
れ
、
或
い
は
秘
重
し
還
す
こ
と
も
容
易
な
心
中
の
意
識
の
生
起
に
過

ぎ
な
い
。
就
中
、

φ
⑦

O
に
説
く
内
躍
の
凝
視
と
評
藷
に
見
ら
れ
る
議
し
い
省
察
の
態
度
は
所
謂
心
意
主
義
の
真
骨
演
で
あ
り
、
こ
れ
ら

に
回
世
紀
初
期
の
吋
抱
朴
子
"
幽
か
ら
、
ほ
ぽ
十
二
世
紀
後
半
の
替
書
吋
太
上
惑
応
第
』
の
成
立
に
至
る
関
に
進
展
し
た
心
意
主
義
の
歴
然

た
る
深
化
の
漣
を
培
関
克
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。



、
嬬
教
吉
呉
の

道
藤
本
『
太
徴
仙
君
功
過
格
品
以
捧
、
例
え
ば
消
末
の
玉
定
よ
品
科
輯
要
ら
に
至
る
ま
で
、
米
だ
そ
の
全
貌
を
把
鑑
し
難
い
程
の
功
過

絡
を
主
と
し
た
多
数
の
普
書
の
制
作
が
行
わ
れ
、
日
本
を
含
む
東
ア
ジ
ア
の
各
地
に
億
~
帯
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
善
書
を
貫
い
て
い

る
の
は
い
う
迄
も
な
く
、
人
の
善
悪
の
行
為
に
対
し
、
天
神
の
感
応
に
よ
っ
て
補
補
の
応
験
が
一
示
さ
れ
る
と
い
う
功
退
応
報
で
あ
る
と
い

っ
て
よ
い
が
、
こ
の
よ
う
な
善
国
籍
果
、
悪
因
悪
果
の
観
念
が
儒
教
古
典
の
中
に
数
多
く
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
、
例
え
ば

宋
代
の
碩
学
、
西
山
先
生
真
徳
秀
の
撰
す
る
吋
太
上
感
応
第
ら
の
賛
に
は
コ
世
に
感
応
の
言
、
独
り
老
仏
に
生
ず
る
と
摘
、
つ
は
非
な
り
。

欝
に
作
善
捧
詳
の
一
一
一
日
あ
り
、
易
に
穣
善
余
慶
の
首
あ
り
。
皆
こ
の
理
な
り
い
と
述
べ
、
索
機
の
吋
太
上
感
応
第
讃
韓
お
も
ま
た
、
そ
の
序

に
お
い
て
コ
」
の
議
、
道
家
の
書
と
撞
も
突
に
儒
家
の
旨
に
惇
ら
ず
い
と
い
い
、

い
て
詳
細
な
設
解
を
試
み
て
い
る
。
確
か
に
応
報
の
理
に
お
い
て
選
穫
の
一
併
設
は
械
め
て
類
叡
す
る
も
の
の
あ
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い

匂
易
経
』
『
春
秋
ゐ

伝
註
な
ど
を
盛
ん
に
引

が
、
涜
石
に
ん
削
機
に
し
て
も
「
感
応
篇
は
儒
家
の
教
也
慌
に
搾
る
も
の
で
は
な
い
い
と
い
い
、
ま
た
こ
れ
を
承
け
て
恵
様
も

の
童
固
と

7一一一道教と中罷の倫理

表
裏
す
る
い
と
述
べ
る
に

っ
て
い
る
こ
と
は
、
選
欝
の
惑
誌
の
観
念
が
同
一
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の

よ
い
が
、
持
れ
に
し
て
も
信
教
古
典
の
中
に
は
善
書
の
根
底
に
よ
こ
た
わ
る
宗
教
的
な
絶
対
者
と
し
て
の
天
神
の
存
在
を
見
出
す

の
中
か
ら
特
有
の
深
い
罪
過
の
意
識
を
一
諮
る
ニ
、
コ
一
の
事
例
を
ひ
い
て
、

こ
と
は
困
難
な
よ
う
で
あ
る
。
以
下
、

宗
教
的
な
罪
悪
観
念
と
辻
較
し
、
両
者
の
異
関
を
検
討
し
て
兇
ょ
う
。

)
 

1
 

(
 
3
%記
お
の
罪
過



s 

最
初
に
吋
札
記
』
(
檀
弓
上
〉
に

曾
子
と
子
夏
の
関
に
交
ざ
れ
た
罪
過
論
識
を
採
り
上
げ
る
。
そ
の
対
話
の
内
容
は
周
知
と
も
思
わ
れ
る
が
、
行
論
の
必
要
上
そ
の
概
略
を

る
「
天
な
る
か
な
、
予
、
罪
な
き
に
」
と
い
う
有
名
立
言
葉
で
知
ら
れ
る
孔
子
の
二
人
の
高
弟
、

詔
介
し
て
お
き
た
い
。

子
夏
は
子
を
喪
い
、
悲
し
み
の
あ
ま
り
苦
闘
と
な
っ
た
。

し
た
の
は
天
命
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
そ
の
よ
う
な
報
を
う
け
る
よ
う
立
揮
は
犯
し
て
い
な
い
の

こ
れ
を
見
舞
っ
て
突
し
た
。
子
夏
も
突
し
て
い
う
に
は
勺
私
が
失
明

と
い
っ
た
。
こ
れ
を
聞
い
た

曾
子
が
怒
っ
て
「
君
は
葬
を
犯
し
て
い
な
い
と
い
う
の
か
L

と
い
い
、
続
い

犯
し
た
三
つ
の
罪
を
挙
げ
て
反
省
を
求
め
た
。

そ
の

つ
の
罪
と
は
、

(一)

君
は
晩
年
、
撲
の
文
侯
の
訴
と
し
て
栓
え
、
河
西
の
隷
の
民
を
し
て
君
を
夫
子
そ
の
人
か
と
疑
わ
し
め
た
。

ω 

の
親
の
喪
に
際
し
て
、
民
た
ち
の
聞
に
孝
に
著
し
い
も
の
ハ
が
現
れ
た
こ
と
)
を
ま
だ
関
か
な
い
。

ヒ)

窺
を
喪
っ
て
失
明
せ
ず
、
子
を
喪
っ
て
失
明
し
た
の
は
、
親
に
対
し
て
ハ
悲
し
み
が
〉
薄
く
、
子
に
対
し

い
こ
と
を
証
す
る
も

の
だ
。
こ
れ
で
も
罪
を
犯
し
て
い
な
い
と
い
う
の
か
と
追
っ
た
。

こ
れ
を
開
い
て
子
夏
は
杖
を
捨
て
、
曾
子
を
拝
し
て
J
間
分
は
遜
っ
て
い
た
。
随
分
は
朋
友
と
離
れ
て
久
し
く
独
窟
し
、
修
饗
が
充

分
で
な
か
っ
た
の
で
過
っ
て
し
ま
っ
た
し
と

つ
の
罪
を
犯
し
た
こ
と
を
悔
恨
し
た
。

と
い
う
の
で
あ
る
。
第
一
の
罪
と
は
「
孔
子
を
推
し
尊
ぶ
こ
と
が
足
ら
ず
、
自
ら
諜
人
気
取
り
で
あ
っ
た
こ
と
。

つ
ま
り
故
意
の
儀
臨
で

は
な
い
に
し
て
も
、
他
人
の

っ
た
孔
子
と
の
港
開
を
積
極
的
に
解
こ
う
と
し
な
か
っ
た
罪
で
あ
る
。
そ
の
第
二
は
親
の
喪
礼
に
際
し
、

特
に
能
人
の
模
範
と
な
る
よ
う
な
服
喪
の
行
動
が
な
か
っ
た
こ
と
を
関
う
も
の
で
、
こ
‘
れ
は
礼
を
も
っ
て
散
に
立
つ
孔
門
の
正
統
を
も
っ

て
佐
ず
る
人
々
に
あ
っ
て
、
初
め
て
意
識
さ
れ
る
弊
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
最
後
の
第
五
の
弊
と
は
、
子
を
喪
っ
た
悲
し
み
が
、
競
の

そ
れ
よ
り
も
大
き
か
っ
た
こ
と
を
な
じ
る
も
の
で
、
こ
れ
も
学
を
絶
対
視
す
る
孔
門
に
お
い
て
初
め
て
問
わ
れ
る
罪
と
い
う
べ
く
、
特
に



て
、
孔
問
築
田
の
中
枢
部
に
お
け
る
特
殊
な
礼
の
観
念
に
発
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
曾
子
に
よ
っ
て
提
示
さ

れ
た
事
明
石
界
の
犠
拠
に
よ
こ
た
わ
る
蛾
厳
な
罪
過
の
意
議
の
存
在
に
は
自
を
見
張
る
も
の
が
あ
認
。
序
で
に
同
じ
元
記
三
檀
弓
下
〉

こ
の

か
ら
、
類
叡
す
る
つ
ニ
の
事
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

魯
の
大
夫
、
楽
正
子
春
は
母
が
死
ん
だ
際
に
五
日
間
も
食
事
を
せ
ず
、
六
日
目
に
よ
う
や
く
三
日
分
は
本
心
の
つ
も
り
で
為
っ
た
が
、

父
母
の
喪
礼
に
定
め
ら
れ
た
三

E
簡
の
断
食
に
止
め
ず
、
額
全
を
続
け
た
こ
と
は
、
地
入
に
対
す
る
見
栄
の
よ
う
な
筑
持
が
あ
っ
た
か

ら
だ
と
悟
り
、
後
悔
し
て
過
ち
を
改
め
た
い
と
い
っ
た
。

つ
ま
り
査
誠
で
あ
る
べ
き
母
親
の
饗
綴
に
当
っ
て
、

の
心
を
犠
る
よ
う
で
は
、
誰
の
喪
に
際
し
て
本
心
を
も
っ
て
騒
喪
出
来
る

か
と
反
省
し
、
礼
に
反
す
る
過
度
の
断
金
を
改
め
た
と
い
う
の
で
為
る
。

ま
た
子
患
は
母
の
死
の
報
せ
を
受
け
、
痛
で
突
泣
の
札
を
行
っ
た
が
、
門
人
か
ら
「
孔
家
か
ら
離
婚
し
、
衛
国
に
再
嫁
し
た
宏
氏
の
母

に
対
し
て
、
ど
う
し
て
孔
家
の
覇
で
突
泣
す
る
の
か
」
と
注
意
さ
れ
、
子
思
は
直
ち
に
「
吾
逼
て
ち
L

と
繰
り
返
し
、
他
室
に
移
っ
て

突
を
続
け
た
。

と
い
う
。
恐
ら
く
子
息
と
し
て
は
母
へ
の
部
い
思
い
や
り
か
ら
、
敢
え
て
母
の
家
瑚
ハ
孔
家
〉

の
で
あ
ろ
う
が
、
何
人
に
脅

9一一一一道教と中溺の倫理

め
ら
れ
、
過
を
認
め
て
窓
を
換
え
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
正
楽
?
?
響
が
敢
え
て
札
制
を
越
え
る
絶
食
を
全
て
、
或
い
は
子
閉
山
が
家
臨
織
に
お
け
る
突
礼
の
過
を
認
め
て
窓
を
移

し
た
の
は
、
儒
教
道
鋪
協
の
実
践
に
お
け
る
外
的
形
式
性
重
視
の
現
れ
で
あ
る
に
し
て
も
、
母
を
思
う
内
面
の
至
誠
の
あ
ま
与
礼
に
外
れ
、

シ
M
?な
っ

一
方
龍
入
の
賞
讃
を
期
待
す
る
あ
ま
り
、
礼
に
外
れ
て
自
ら
の
拝
歎
を
恥
じ
る
ニ
つ
の
行
為
は
、
互
い
に
相
反
す
る
側
面
を
も
っ
普
礼
の

事
mm
で
あ
る
が
、
越
脱
と
差
恥
に
至
る
二
つ
の
内
面
の
動
き
の
中
に
、
主
の
遵
守
を
め
ぐ
る
真
剣
立
内
彊
的
心
意
の
葛
藤
を
認
め
る
こ
と

が
出
来
よ
う
。



10 

然
し
な
が
ら
、
さ
ぎ
の
子
哀
の
三
罪
の
場
合
を
含
め
、
そ
の
結
果
と
し
て
改
め
ら
れ
た
過
そ
の
も
の
は
「
過
は
別
ち
改
む
る
に
摺
る
こ

と
勿
れ
い
ハ
学
雨
篇
〉
、
勺
過
ち
て
改
め
ざ
る
こ
れ
を
渦
と
諜
う
」
(
衝
諜
公
諜
〉
と
い
わ
れ
る
過
で
あ
り
、
こ
れ
は
神
と
の
関
わ
ち
に
お
け
る

罪
の
意
識
と
は
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
る
。
人
間
の
耳
目
の
レ
ベ
ル
を
超
え
て
、
天
神
、
心
君
と
直
接
に
対
蔀
す
る
限
り
、
人
間
に
は
己
の

た
め
に
外
形
を
飾
、
打
、
と
の
誠
を
偽
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
以
上
回
細
川
礼
記
h

の
五
つ
の
事
例
に
克
ら
れ
る
罪
過
の
意
識
に
は
伺
れ
も
内
面
に
お
け
る
隠
微
な
心
意
の
動
き
が
験
し
く
凝

課
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
が
、
行
為
の
是
非
勢
慈
の
判
断
の
根
拠
は
欝
家
集
団
に
お
け
る
人
倫
と
し
て
の
礼
で
あ
る

9

繰
り
返

す
ま
で
も
な
く
、
礼
は
外
形
重
視
の
規
範
で
為
り
、
札
制
約
に
搾
る
過
は
そ
の
堂
為
を
変
更
し
、
隣
人
に
謝
る
こ
と
で
改
め
る
こ
と
が
可
能
で

あ
り
、
そ
れ
は
神
に
よ
っ
て
放
さ
れ
る
こ
と
な
く
し
て
解
け
な
い
罪
の
意
識
と
は
掠
本
的
に
異
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と

す
る
な
ら
ば
神
の
前
に
あ
っ
て

「
起
心
」
と
い
わ
れ
る
徴
か
な
心
中
の
意
念
の
動
き
を
鋭
く
省
察
し
つ
つ
二
片
の
成
偽
を
も
許

さ
な
い
吋
太
上
感
応
篤
晶
、
『
道
蔑
本
功
鴻
格
島
田
等
に
説
く
罪
惑
の
観
怠
と
は
明
ら
か
に
似
て
非
な
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

然
し
佳
力
乱
持
を
語
ら
ず
と
泣
い
え
、
孔
子
自
身
に
は
宗
教
的
な
心
情
が
全
く
欠
如
し
て
い
た
訳
で
は
な
く
、
勺
帰
路
に
非
ず
し
て
こ
れ

を
祭
る
は
諮
う
な
り
」
(
為
政
簾
〉
、
「
そ
の
笑
に
姥
び
ん
よ
り
は
、
寧
ろ
寵
に
縄
び
よ
と
は
何
の
謂
ぞ
や
。
ハ
中
略
〉
罪
を
天
に
獲
れ
ば
器
開
る

所
な
き
な
り
い
ハ
八
借
第
〉
と
い
う
よ
う
に
、
人
間
と
天
と
の
関
に
介
在
す
る
鬼
神
を
欺
し
、
こ
れ
に
婦
び
諮
う
こ
と
を
諜
し
と
し
な
い
敬

捜
さ
を
も
っ
て
お
り
、
自
ら
死
に
諒
ん
で
吋
再
開
誰
を
か
歎
か
ん
、
天
を
歎
か
ん
や
」

と
嘆
じ
、
門
弟
遣
の
太
夫
札
を
行
わ
ん
と

の
援
策
を
拒
一
合
し
た
姿
勢
の
中
に
、
孔
子
が
「
天
」
の
存
在
を
否
定
せ
ず
、
こ
れ
に
濯
れ
の
心
情
を
懐
い
て
い
た
と
見
ら
れ
る
言
動
の
あ

る
こ
と
は
見
逃
す
べ
き
で
は
本
い
。
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司
春
秋
』
の
敵
意

、々.

の
所
説
と
儲
教
教
説
の
関
採
に
つ
い
て
、
『
礼
記
』
等
と
な
ら
ん
で
藤
々
引
用
さ
れ
る
も
の
に
『
春
秋
』
が
あ
る
。
例
え
ば

靖
朝
の
遊
光
一

ノ、

〉
に
刊
行
さ
れ
た
蕃
番
『
措
蜜
燈
ら
の
凡
例
に
、

〆側、

の
位
に
潜
り
、
春
秋
を
読
ま
ざ
れ
ば
別
ち
是
非
に
昧
く
、
そ
の
心
正
し
と
識
も
、
多
く
誤
蒋
り
て
そ
の
過
を
受

け
、
感
名
を
後
世
代
流
す
者
あ
り
、

亦
当
然
の
一
併
に
綜
く
、

し、

あ
ら
ん
-
X
云

と
述
べ
、
人
聞
の
行
動
の
是
非
、

も
つ
役
割
を
輩
べ
て
高
く
評
錯
し
て
い
る
。
ま
た
後
に
論

の
判
断
に
お
け
る
吋
春
秋
ゐ

述
す
る
清
朝
末
期
、
成
豊
六
年
三
八
五
六
〉
に
作
成
さ
れ
た
善
番
吋
金
科
輯
要
』
ハ
三
十
六
巻
〉
め
巻
蓄
の
諌
法
の
条
に
は
、

春
秋
と
金
科
は
そ
の
体
別
ち
異
る
も
、
そ
の
致
は
一
な
り
。
た
だ
春
秋
を
読
ま
u

さ
れ
ば
、
こ
の
科
を
読
む
と
難
も
、
こ
の
科
の
旨
を

明
ら
か
に
す
る
能
わ
ず
。
徒
ら
に
春
款
を
読
む
も
、
こ
の
科
を
読
ま
ざ
れ
ば
、
春
秋
の
回
訟
を
境
ち
か
に
す
る
語
わ
ざ
れ
ば
、
則
ち
こ

の
科
を
読
む
に
春
款
を
読
ま
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
春
秋
を
読
む
に
こ
の
科
を
読
ま
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
与
。

と
訓
え
、
両
者
が
単
に
是
非
善
悪
の
判
密
の
指
針
と
去
る
ば
か
り
で
な
く
、
互
い
に
椙
禎
い
合
う
緊
密
主
福
完
関
係
に
あ
る
こ
と
を
強
調

道教と中閣の倫環

し
て
お
り
、
斑
に
文
畠
帝
君
の
持
名
を
托
す
寄
撲
の
序
文
に
は
「
是
書
の
書
法
は
春
秋
と
諸
経
の
伝
述
す
る
者
に
比
勝
す
と
謂
う
」
と
い

わ
し
め
て
い
る
よ
う
に
、
欝
教
古
典
の
中
に
為
っ
て
も
、
特
に
吋
春
秋
ゐ
が
深
い
関
係
に
お
い
て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

に
し
、
仮
借
の
な
い
筆
訴
を
加
え
る
の
は
い
う
誌
も
な
く
「
公
羊
怯
」

最
も
離
し
い

で
あ
る
が
、
そ
の
流
れ
を
く
む
一
司
馬
還
は

に
触
れ
、

の

な
り
。
そ

の
中
で

の

れ
礼
は
未
然
の
前
に
禁
じ
、
法
は
巴
黙
の
後
に
識
す
い
と
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
吋
春
歌
a

加
を
「
礼
義
の

と
い
う
礼
と
は
い

11 

も
な
く
父
子
、
君
臣
、
夫
婦
、
長
幼
な
ど
、
社
会
を
構
成
す
る
種
々
の
人
間
関
保
の
秩
浮
で
為
与
、
ま
た
基
本
的
な
秩
序
原
溜
そ
の
も
の
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に
散
な
ら
な
い
。
今
春
秋
ら
は
こ
の
様
な
基
本
原
理
に
立
ち
、

い
て
事
の
是
非
静
態
を
竣
裂
し
、

っ
て
乱
世
を
治

め
、
王
道
を
援
興
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
匂
春
秋
n

闘
が
法
に
為
ら
ず
専
ら
礼
を
尊
ぶ
以
所
は
、
札
が
行
為
を
「
未
だ
祭
か
ら

ざ
る
読
ご

の
段
構
に
お
い
て
捉
え
、
巳
然
の
事
実
や
結
果
だ
け
で
な
く
、
来
然
の
意
図
を
捉
え
て
鍛
錬
を
加
え
、
窮
議
的
な
人
間

の
本
性
に
潜
む
内
在
的
秩
序
意
識
に
訴
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
事
の
評
価
に
当
っ
て
内
的
な
心
意
を
問
題
と
し
、
意
志
の
是
非

善
悪
を
問
題
と
す
る
『
春
秋
』
の
特
異
な
論
軒
、
即
ち
「
心
を
東
ね
て
罪
を
定
め
」
ハ
漢
書
巻
十
一
一
級
帝
紀
〉
、
或
い
は

J
慨
を
原
ね
て
過
を

定
め
」
ハ
後
漢
撃
春
四
十
八
童
謡
伝
〉
、
時
に
は
予
灘
さ
れ
る
未
来
の
行
為
に
対
し
て
ま
で
、
そ
の
心
情
の
是
非
替
惑
を
考
察
し
て
袈
設
、
笹
十

諒
を
加
え
る
と
こ
ろ
に
、
勺
公
羊
伝
」
の
本
領
が
あ
り
、
自
原
博
士
の
分
析
を
借
り
れ
ば
弘

は
、
例
え
ば
路
公
を
殺
害
し
て
即

の
知
く
」
記
す
ほ
か
、
「
そ
の
意
を
致
し
」
、
或
い
は
「
そ
の
意
を
遂
げ
」
さ
せ
る
等
、
独
特
の
論
理
と

(

ロ

〉

方
法
を
も
っ
て
筆
誌
を
加
え
た
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
態
傘
を
極
度
に
重
視
す
る
『
春
秋
』
の
典
型
的
な
心
意
主
義
の
存
荘
を
そ

註
し
た
額
公
を
批
判
し
勺
そ

こ
に
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。

然
し
な
が
ら
よ
惜
南
子
L

主
荷
織
に
『
春
歌
』
に
触
れ
て
、

い
み
じ
く
も
コ
帯
秋
は
主
子
が
王
道
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
、
ふ
罷
れ
る

こ
と
な
く
明
ら
か
な
畿
に
拠
り
、
理
を
持
、
っ
態
度
を
も
っ
て
、
こ
の
饗
款
を
作
っ
た
の
で
あ
り
、
鬼
持
を
い
わ
ず
、
敢
え
て
己
を
専
ら
に

せ
ず
い
と
述
べ
、
是
非
の
判
断
に
超
人
間
的
な
神
和
的
な
鬼
神
の
論
理
を
漉
じ
え
る
こ
と
な
く
、
会
正
、
無
私
の
立
場
に
立
っ
て
『
春

秋
』
を
作
っ
た
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
『
春
秋
』
は
行
為
の
意
志
の
あ
り
ょ
う
金
極
度
に
重
視
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を

く
「
界
L

の

判
密
に
お
い
て
、
そ
こ
に
は
鬼
神
は
介
在
せ
ず
、
従
っ
て
そ
こ
に
は
鬼
神
の
鶴
よ
り
追
求
さ
れ
る
譜
責
も
慾
罰
も
賄
罪
も
な
い
し
、

の
こ
と
な
が
ら
持
等
の
思
寵
も
救
済
も
立
い
。

叙
上
、
そ
の

部
を
も
っ
て
窺
見
し
て
き
た
『
礼
記
h

立
場
に
お
い
て
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
を
貫
く
倫
理
的
な
基
準
は
何
れ
も
礼
法
に
規
定
ざ
れ

に
認
め
ら
れ
る
欝
教
の
倫
理
接
客
、
就
中
罪
選
論
は
、
海
難
な
心
意
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る
儒
教
的
な
人
倫
の
次
元
に
限
ら
れ
、
こ
れ
を
超
え
る
宗
教
的
原
理
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
こ
こ
に

中
国
儒
教
論
理
の
罪
過
論
の
特
性
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
b
れ
る
。

四

に
お
け
る
心
意
主
義

、‘，，，
azze 

，g'
毛、

吋
心
律
』

さ
て
儒
教
古
典
の
心
意
主
義
の
窺
見
宏
終
え
、
再
び
行
論
の
対
象
を
ヲ
米
上
惑
応
篤
ゐ
以
鋒
『
金
科
輯
要
ゐ
に
至
る
近
世

の
，心

意
主
義
の
展
開
に
戻
す
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
間
に
続
出
す
る
数
多
く
の
善
審
類
の
中
で
、
ま
ず
注
目
を
引
く
の
は
恰
も
心
意
主
義
の
主

張
を
襟
携
す
る
か
の
如
き
吋
心
律
%
で
あ
る
。
こ
の

は
一
大
西
一
年
に
陳
或
捕
に
よ
っ
て
編
輯
さ
れ
た
コ
口
乾
初
様
μ

の
中
に

収
め
ら
れ
る
功
過
絡
の
一
種
で
あ
り
、
道
藤
本
功
濡
格
の
強
い
影
響
下
に
み
る
『
勧
戒
金
書
』
所
収
の
「
紫
府
太
徴
伯
君
捜
、
西
山
又
玄

子
伝
L

と
い
う
功
過
格
と
較
べ
て
条
項
に
は
多
少
の
出
入
が
み
る
が
、
格
自
を
問
じ
く
し
て
お
り
、
偶
者
の
関
に
密
接
な
綾
受
関
俸
が
脊

し
て
い
る
こ
と
が
襲
わ
れ
る
。
た
だ
し
『
勧
戒
金
書
』
所
叡
功
過
格
の
成
立
の
時
期
は
不
詳
で
あ
り
、
両
者
の
前
後
関
保
を
断
定
す
べ
き

道教と中国の倫理

品
約
料
に
乏
し
い
が
、
内
容
的
に
辻
較
す
る
限
り
吋
心
律
』
の
成
立
が
若
干
遮
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
瓦
い
に
格
闘
を
問
と
く
す
る

両
者
の
内
容
に
最
も
大
き
な
相
異
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
「
仁
愛
第
一
一
一
」
の
格
自
で
あ
り
、
吋
勧
戒
金
書
ら
所
収
の
功
過
絡
が

9
条
項
か
ら

成
っ
て
い
る
の
に
比
較
し
?
心
枠
制
加
は

M
条
寝
か
ら
な
り
、
第
叩
か
ら
第
誌
に
蕊
る
4
格
自
の
増
樟
が
行
わ
れ
て
い
る
。
就
中
、
注
目
さ

れ
る
第
日
搭
自
の
所
説
を
頒
瑞
を
寂
わ
ず
、
次
に
掲
げ
て
お
こ
う
。

人
の
死
期
を
謀
る
は
百
過
と
為
し
、
成
ら
ざ
る
は
正
十
過
と
為
し
、
意
を
挙
す
は
十
過
と
為
す
。

13 

草
剤
徒
刑
成
る
は
四
十
過
と
為
し
、
成
ら
ざ
る
は
ニ
十
過
と
為
し
、
意
を
挙
す
は
八
過
と
為
す
。
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杖
刑
成
る
は
十
議
と
為
し
、
成
ら
ざ
る
は
八
通
と
為
し
、
意
を
挙
す
は
五
過
と
為
す
。

算
期
成
る
は
五
過
と
為
し
、
成
ら
ぎ
る
は
四
滋
と
為
し
、
意
を
挙
す
は
三
過
と
為
す
。

家
に
麗
り
て
縛
僕
を
治
む
る
も
時
論
、
讃
助
す
る
者
も
関
論
。

以
上
は
最
後
の
一
環
を
徐
い
て
、
既
に
雷
及
し
た
道
蔵
本
功
過
棒
の
「
不
仁
門
」
に
、
ほ
詑
同
様
な
条
項
が
あ
る
が
、
ぞ
れ
以
下
の

官
吏
故
さ
ら
に
入
を
界
に
入
れ
、
明
ら
か
に
策
在
を
知
ち
て
権
勢
を
拘
怠
し
、
旧
案
を
執
守
し
、
伸
曹
を
与
え
ざ
る
者
は
棋
に
上
に

照
ら
し
て
同
議
。
強
心
の
錯
瞥
は
半
を
減
す
。

故
さ
ら
に
人
を
殺
傷
す
る
は

百
過
と
為
し
、
死
せ
ざ
る
は
八
十
過
、
入
札
乞
捜
っ
て
殺
す
は
関
論
。

火
を
放
ち
人
の
農
舎
出
林
を
焼
く
は
五
十
過
と
為
す
。
躍
っ
て
入
の
一
命
を
饗
す
る
は
百
遇
、
畜
を
害
し
後
事
を
殺
す
が
如
き
は
持

論
。
態
を
作
し
人
命
を
響
せ
ん
と
欲
す
る
者
は
百
過
と
為
し
、
成
ら
ざ
る
は
半
を
減
す
。

お
記
の
錯
断
ま
で
の
条
項
も
道
蔵
本
功
過
格
の
条
文
を
承
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
苔
刑
の
条
項
に
続
く
条
項
の
蛸
序
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
る
が
、
そ
の
道
議
本
功
過
格
の
原
文
は
「
凡
そ
官
吏
と
為
号
、
人
を
罪
に
入
れ
る
者
は
此
と
同
じ
く
論
ず
い
で
為
り
、
ァ
必
律
ゐ
が

人
を
謀
っ
て
罪
に
簡
れ
る
場
合
の
「
ぶ
成
い
と
勺
不
成
ふ
と
「
挙
意
」
を
離
別
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
人
を
裁
く
に
当
っ
て
、
正
し
か
ら
ざ

る
判
決
を
下
し
た
場
合
も
故
意
と
無
心
に
よ
る
誤
審
を
分
け
、
吏
に
誤
審
に
気
付
い
て
も
、
権
勢
に
拘
わ
っ
て
誤
審
を
改
め
ず
、
寛
罪
を

叫
町
一
沼
ぞ
機
会
を
与
え
な
か
っ
た
磁
場
合
等
、
裁
く
者
の
微
細
な
心
意
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
科
誤
を
論
定
し
て
お
り
、
新
た
に
「
作
意
」
の
犯
意

を
設
定
し
、
放
火
に
よ
る
殺
人
の
犯
罪
に
お
け
る
過
失
と
未
遂
の
意
念
の
動
き
ま
で
を
考
核
の
対
象
と
す
る
な
ど
、
選
議
本
功
過
格
に
見

ら
れ
る
所
謂
心
意
主
義
が
『
太
上
感
応
筆
』
合
経
て
、
句
、
心
律
』
に
軍
一
る
関
に
更
に
尖
鋭
住
し
て
い
る
点
の
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

も
う

つ
同
様
な
例
を
あ
げ
よ
う
。
『
心
枠
ゐ
〈
敬
畏
第
六
〉
の
一
一
一
項
目
に
次
の
よ
う
な
条
環
が
あ
る
。

経
書
を
読
み
て
差
漏
錯
乱
し
、
心
意
専
ら
な
ら
ざ
る
は
一
過
と
為
し
、
若
し
議
時
に
邪
念
雑
想
し
、
及
び
悪
事
を
思
う
は
五
過
と
為



し
、
鳴
を
発
す
る
は
一
一
過
と
な
し
、
人
を
罵
る
は
五
遇
、
人
を
打
つ
は
十
遇
、
逸
楽
し
て
善
を
念
ぜ
ざ
る
は
一
門
口
一
過
と
為
す
。

こ
の
条
項
も
、
条
文
の
前
後
関
係
か
ら

3
翻
戒
全
書
ゐ
功
過
慈
の
条
項

語
経
の
時
、
心
に
雑
念
を
起
す
は
一
過
と
為
し
、
安
念

を
起
す
は
一
一
通
と
為
す
」
の
原
文
を
科
条
、
斜
過
と
も
に
増
益
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
前
例
問
様
、

の
中
に
見

ら
れ
る
心
意
主
義
の
深
化
に
向
う
傾
向
を
如
実
に
示
す
事
例
と
い
っ
て
よ
い
で
為
ろ
う
。

就
中
、
功
過
格
類
の
発
展
に
最
も
基
本
的
な
役
鶴
を
担
っ
た
議
議
本
功
過
絡
は
、
底
抗
に
指
摘
さ
れ
て
い

近
瞥
中
国
に
お
け
る

る
よ
う
問
、
受
持
の
対
象
は
道
教
一
教
囲
内
の
修
行
者
で
あ
り
、
本
来
的
に
は
透
明
道
士
の
修
道
規
範
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ

り
、
叙
上
の
よ
う
立
条
項
増
益
の
現
象
は
、
功
過
務
が
次
第
に
教
団
道
士
に
対
す
る
宗
教
的
な
修
行
規
範
と
し
て
の
性
格
を
揮
め
、

の
普
遍
的
な
託
金
道
穫
と
し
て
の
性
格
を
増
し
て
ゆ
く
過
程
の
中
で
、
適
応
性
を
失
っ
た
特
殊
な
条
項
が
務
え
る

般

方
に
お
い
て
、
逆
に

多
く
の
条
項
が
締
密
化
さ
れ
、
増
大
北
し
て
ゆ
く
一
般
的
な
現
象
と
晃
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
事
実
は
単
な
る
礎
自
の
細
分
化
に
伴

う
数
量
的
増
加
と
は
異
り
、
功
過
患
想
の
中
に
新
た
に
生
れ
た
心
意
重
視
の
傾
向
に
基
づ
く
、
思
懇
的
、
設
格
的
な
変
化
の
一
環
と
し
て

理
解
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
を
更
に
字
佑
雲
拍
手
戒
功
過
格
ら
に
よ
っ
官
検
証
し
て
み
よ
う
。

15一一一道教と中露の倫現

吋
十
或
功
遇
措
』

(2) 

さ
て
吋
十
戒
功
適
格
ら
は
学
佑
上
春
日
強
天
師
の
示
定
と
さ
弘
、
昆
純
陽
の
降
示
に
托
さ
れ
て
い
る
が
、
出
現
の
経
緯
に
つ
い
て
は
ま

〈

M
V

だ
不
明
で
あ
る
。
た
だ
呂
続
楊
に
対
し
学
佑
智
君
の
等
号
が
加
封
さ
れ
る
の
は
え
の
軍
大
ハ
二
品

O
八

t
一
二
年
間
で
あ
り
、
そ
れ
以
後

こ
の
功
遇
措
を
坂
議
す
る
『
道
議
輯
要
』
が
編
輯
さ
れ
る
一
七
一
一
一
一
一
一
年
に
至
る
問
、
恐
ら
く
は
清
初
の
成
立
と
推
定
し
て
大
過
な
い
で
あ

ろ
う
。
こ
の
棒
が
一
六
回

年
編
纂
の
吋
勧
戒
金
書
目
脂
の
接
話
に
ま
だ
現
れ
ず
、
「
呂
経
陽
議
L

と
し
て
諒
さ
れ
る
序
文
の
中
に
、
功
鴻

格
を
め
ぐ
る
近
瞥
末
期
の
娯
教
的
倫
理
思
想
の
展
開
の
上
に
現
れ
る
、

つ
の
目
軒
し
い
進
展
が
窺
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。



16 

ま
ず
『
十
戒
功
過
務
%
の
冒
頭
に
掲
げ
る
柳
守
党
の
題
詞
は
、
本
格
の
精
妙
な
る
こ
と
を
特
筆
し
て
、

の
妙
は
十
戒
を
以
て
功
過
を
定
め
、
妙
を
復
し
三
業
を
以
て
功
過
を
定
む
。
そ
の
皆
は
精
に
し
て
厳
、
そ
の
畿
は
轄
に
し
て
該

わ
り
。

と
い
い
、
本
功
過
格
は
仏
教
鎗
理
に
い
う
十
戒
の
戒
自
営
「
芳
、
口
、
意
」
の

却
ち
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
営
為
の
上
に
及
ぽ
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
功
過
の
議
室
の
余
地
を
塞
寸
こ
と
を
誇
っ
て
い
る
。
柳
守
元
が
コ
一
一

っ
て
功
過
を
定
む
い
る
こ
と
を
改
め
て
打
ち
出

し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
専
ら
意
念
麓
説
の
方
向
に
収
飲
し
て
き
た
功
過
務
思
想
の
方
向
と
、

一
見
錯
誤
す
る
こ
と
を
疑
わ
し
め
る

も
の
が
あ
る
が
、
こ
の
点
は
「
序
」
に
、

ぞ
れ
い
わ
や
る
陰
枠
と
は
一
一
一
を
合
わ
せ
て
一
と
為
し
、
以
て
果
報
を
淀
む
る
も
の
な
り
c

と
は
何
ん
ぞ
や
。

諾
業
、
意
業

こ
れ
な
り
。

一
と
は
何
ん
ぞ
や
。
心
こ
れ
な
り
。
身
に
意
の
善
悪
を
合
わ
せ
、

一
心
を
以
て
権
衡
在
為
す
な
り
。

と
説
き
、
更
に
新
た
に
揚
律
の
概
念
を
用
い
、

陽
律
は
多
く
濯
を
論
ず
、
甚
だ
蹴
な
る
所
以
な
り

G

陰
律
は
た
だ
心
を
論
ず
、
甚
だ
欝
な
る
所
以
な
り
。

身
ーロ
ーの
悪、
在吋
治
む
る

を
知
り
、
揺
し

の
悪
を
治
む
る
を
知
ら
ざ
る
は
、
求
者
遂
い
本
を
忘
る
な
り
。

と
い
い
、
専
ら
謹
即
ち
設
勤
に
現
れ
る
罪
を
考
核
す
る
陽
律
と
、
心
持
ち
専
ら
内
面
の
意
念
の
罪
を
考
該
す
る
陰
律
を
も
っ
て
、
拐
め
て

三
業
に
及
ぷ
あ
ら
ゆ
る
罪
を
擁
挺
し
う
る
が
、
然
し
ぶ
受
寸
ω
は
受
口
を
該
ぬ
べ
き
も
、
身
口
は
必
ず
し
も
意
念
を
該
ぬ
能
わ
ざ
れ
ば
」
意

念
を
司
る
険
特
こ
そ
重
ん
ず
べ
き
で
あ
り
、
従
っ
て
コ
識
を
求
む
る
者
は
ハ
中
略
〉
必
ず
陰
葬
を
考
核
す
ベ
」
き
で
為
る
と
い
う
。
然
る

に
こ
れ
を
知
ら
ず
「
罪
を
引
い
て
功
と
な
し
、
軽
を
指
し
て
撃
と
な
し
、
卒
に
求
や
る
一
黙
を
遂
げ
ざ
る
い
に
主
る
こ
と
を
戒
め
、
こ
の
陰

枠
で
あ
る
『
十
戒
功
過
格
』
を
受
持
す
べ
き
こ
と
を
熱
心
に
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
様
に
吋
十
戒
功
過
格
"
酬
に
説
か
れ
る
除
律
と
は
、
専
ら
身
口
に
止
ま
る
疎
漏
な
陽
神
を
、
意
を
も
該
ね
る
精
密
な
陰
律
の
中
に
抱



摂
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
新
た
に
拡
張
さ
れ

所
説
を

段
と
深
化
し
、
や
が
て
よ
品
科
輯
要
ら
に
対
峠

L

さ
れ
る
新
た
な
段
階
に
進
む
こ
と
に
な
る
。
と
も
あ
れ
、
功
瀧
格
の
所
鋭
が
こ
の
よ
う
に
滋
教
、
鰭
教
に
加
え
て
仏
教
の

十
戒
の

教
税
を
組
み
込
ん

こ
と
は
、

上
に
鈍
か
れ
る
近
世
の
京
教
的
論
理
思
想
に
認
め
ら
れ
る
著
し
い
内

国
的
な
心
意
主
義
の
韻
斜
が
、
既
に
窺
見
し
た
欝
教
の
古
典
的
な
心
意
主
輔
の
延
長
上
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
仏
教
教
鋭
、
就
中
、
精
鯨

な
戒
律
思
想
の
影
響
を
被
る
も
の
で
為
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
釦
き
新
し
い
捨
揚
ニ
樟
の
思
想
に
基
づ
い
て
縞
輯

L

さ
れ
た
吋
十
戒
功
過
格
ゐ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら

微
細
な
条
自
を
追
っ
て
そ
の
全
容
を
検
討
す
る
余
裕
が
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

い
ず
れ
棋
を
改
め
て
紹
介
す
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で

は
従
来
の
陽
律
を
抱
合
し
た
新
し
い
陰
律
と
し
て
、
著
し
く
強
化
徹
底
さ
れ
た
心
意
主
義
の
所
読
を
、
専
ら
閉
廷
を
γ
竣
功
過
務
』
の
講
成
面

か
ら
窺
見
し
、
そ
の
特
徴
を
挙
げ
る
に
止
め
て
お
き
た
い
。

こ
の
功
過
格
が
「
十
戒
L

の
務
名
を
標
携
し
て
い
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
従
来
の
功
過
搭
に
用
い
ら
れ
て
き
た
儒
教
的
箆
自

に
よ
る
格
目
を
仏
教
戒
律
の
一
併
設
で
み
る
「
十
戒
」
却
ち
殺
、
資
、
淫
、
悪
口
、
両
舌
、
続
語
、
妄
語
、
貧
、
謀
、
壌
の
十
悪
に
置
き
換

え
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、

一
戎
殺
・
ニ
戒
盗
・
一
一
一
或
淫
等
の
順
序
に
従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
格
自
を
編
成
す
る
新
た
な
形
式
を
と
っ
て
い

滋教と中闘の倫理

る
。
こ
の
「
十
戒
い
の
条
自
は
更
に
議
或
行
為
に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
る
対
象
と
、
破
戒
行
為
を
行
う
者
の
意
念
の
う
え
か
ら
分
類
さ
れ

て
お
り
、
試
み
に
殺
戒
に
例
を
と
れ
ば
、
そ
の
対
象
的
う
え
か
ら
微
命
・
小
命
・
大
命
・
人
命
、
意
念
の
上
か
ら
増
毅
・
愛
殺
・
縦
殺
・

-
鍛
殺
・

-
普
殺
・
簸
故
殺
に
分
け
ら
れ
、
一
史
に
そ
の
程
度
、
方
法
、
状
況
等
を
者
架
し
た
科
読
の
条
項
が
定
め
ら
れ
て
い

ぬ
ま
で
も
、
こ
れ
に
近
制
限
或
い
誌
関
連
す
る
行
為
に
ぷ
紙
類
」

の
細
分
先
は
こ
れ
に

る

17 

こ
れ
に
対
応
し
て
ぷ
抑
制
約
い
が
設
け
ら
れ
、
ほ

〈
間
山
〉

構
成
に
従
っ
て
殺
の
反
留
で
み
る
救
命
の
功
務
の
条
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
彰
式
、
持
容
と
も
明
ら
か
に
仏
教

及
び
「
殺
機
い
の
項
目
を
加
え
て
殺
戒
の
料
開
制
が
携
成
さ
れ
て
い
る
。
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的
な
性
格
の
強
い
吋
十
戒
功
過
格
』
に
対
認
す
る
、
い
わ
ば
儒
教
的
功
過
誌
と
称
す
べ
き
も
の
に
次
の
『
金
科
輯
要
』
が
為
る
。

(3) 

『
金
科
概
要
ら

こ
れ
ま
で
『
太
上
感
応
簸
片
道
蔵
所
収
『
太
徴
仙
君
功
過
持
品
、
日
乾
初
楳
所
叡
吋
心
律
片
道
議
輯
要
所
取
『
十
戒
功
過
接
ゐ
を
対

裁
と
し
て
、
功
過
格
思
想
の
教
説
的
な
発
農
の
跡
を
心
意
主
義
の
議
農
を
追
っ
て
展
望
し
て
き
た
が
、
明
清
時
代
に
お
け
る
功
過
掲
の
麓

史
は
、
こ
の
様
な
功
過
の
教
説
的
発
展
と
並
ん
で
、
銅
々
の
功
満
轄
を
体
系
的
に
整
理
す
る
大
規
模
な
編
輯
事
業
が
行
わ
れ
て
お
り
、
渚

代
中
期
以
降
に
お
い
て
コ
腐
戒
全
議
ゐ
『
広
功
過
絡
新
編

h
Z築
纂
功
過
格
』
『
功
適
格
輯
要
品
等
が
編
輯
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
て

お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
つ
の
情
況
を
踏
ま
え
て
、

の
政
治
的
、
社
会
的
な
混
乱
に
対
応
し
、
功
過
格
思
想
を
振
興
し
て

留
民
倫
理
の
刷
新
を
図
る
べ
く
刊
行
さ
れ
た
の
が
、
功
過
絡
の
霊
史
の
最
後
の
頂
点
に
立
つ
吋
金
科
輯
要
弘
一
ニ
十
六
巻
で
あ
る

Q

こ
の
よ
品
科
輯
要
お
の
公
刊
に
際
し
、
智
准
施
行
を
求
め
て
い
る
清
末
の
者
力
宮
僚
、
李
鴻
章
の
記
し
た
奏
摺
に
よ
れ
ば
、

儲
教
の
道
認
は
孔
孟
以
後
振
わ
な
か
っ
た
が
、
宋
に
査
っ
て
復
興
し
純
儒
が
輩
出
し
た
。
次
の
金
一
死
の
擦
は
衷
え
、
明
代
日
い
は
や
や

複
興
し
た
が
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
然
し
靖
弐
に
は
賢
聖
が
鵠
カ
し
て
偽
学
邪
説
を
椅
息
し
、
車
道
を
正
す
こ
と
に
弾
力
し
た
が
、

民
心
は
掃
す
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
濯
辞
邪
説
が
涜
行
し
、
人
々
は
蕃
も
益
急
く
、
悪
も
憐
う
こ
と
無
し
と
い
い
、
孝
梯
忠
信
の

道
、
礼
畿
廉
恥
の
行
を
軽
蔑
し
、
島
叫
に
惑
を
行
、
つ
に
濯
っ
た
。
こ
の
た
め
如
何
に
璃
需
を
厳
正
に
し
て
も
実
効
が
挙
ら
ぬ
有
様
で
為

り
、
こ
の
際
入
会
を
正
し
、
祖
法
を
彼
す
る
た
め
に
こ
の
金
科
を
世
に
送
り
出
す
。

と
い
う
。
要
は
厳
格
な
刑
法
を
も
っ
て
し
て
も
如
詞
と
も
な
し
え
な
く
な
っ
た
道
徳
的
な
類
騰
を
建
て
直
す
た
め
、
新
た
な
国
民
的
論
理

指
導
書
と
し
て
金
科
を
世
に
送
る
と
い
う
の
で
る
る
。
然
ら
ぱ
金
科
に
対
し
、
こ
の
様
な
重
大
な
使
命
を
与
え
、
そ
の
実
現
を
期
待
し
た

人
々
は
、
こ
の
間
難
な
自
的
の
達
成
が
何
故
に
必
要
で
あ
り
、
ま
た
如
荷
に
し
て
可
能
と
考
え
て
い
た
の
か
。
被
等
の
主
張
は
、



本
来
、

の
定
め
る
罰
は
、
こ
れ
を
定
め
る
に
当
っ
て
、
一
一
一
扇
動
の
諸
に
あ
る
意
念
の
在
り
様
を
重
視
す
る
の
で
、
表
部
に
現
れ
る

常
勤
の
罪
は
逃
れ
て
も
、
内
面
に
お
け
る
心
意
の
罪
は
逃
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
G

ハ序〉

に
代
っ
て
教
化
を
行
う
が
、
長
夫
は
天
子
よ
り
誌
に
法
を
立
て
て
お
り
、
天
子
は
そ
れ
に
挺
っ
て
律
を
定
め
て
い
る
。

つ
ま
り
天
子
は
天
を
事
と
て
義
を
行
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
実
は
天
が
天
子
の
乎
を
帯
り
て
天
子
に
法
を
行
わ
し
め
て
い
る
の
で

あ
る
。
ハ
序
〉

天
は
こ
の
間
か
予
め
定
め
た
金
科
合
主
っ
て
お
り
、
天
子
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
法
鍔
が
専
ら
言
語
の
罪
を
鑑
重
に
取
ち
締
る
だ
け

で
、
意
急
の
動
向
に
つ
い
て
省
略
し
て
い
る
が
、
然
し
金
科
は
梁
款
を
も
っ
て
言
動
も
意
念
も
共
に
議
重
に
考
寂
す
る
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
人
心
を
正
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
(
序
〉

と
の
趣
旨
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
陽
律
と
し
て
の
現
実
の
国
法
の
ほ
か
に
、
こ
れ
ま
で
功
過
論
の
中
で
育
っ
て
き
た
所
謂
陰
律
の
機
能

を
更
に
拡
張
し
た
金
科
を
対
援
し
、
こ
の
二
つ
の
規
範
に
よ
っ
て
人
心
刷
新
の
践
的
を
達
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
説
い
て
い
る
。
然
し
こ

の
よ
う
な
議
論
は
必
ず
し
も
当
時
の
土
人
の
容
易
に
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
ら
し
く
、
冨
法
の
他
に
陰
搾
た
る
金
科
の
将
駐
を

是
認
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

道教と中国の倫理

こ
の
科
は
神
式
で
あ
る
が
、
本
来
、
一
火
に
一
一
日
が
無
い
よ
う
に
ニ
王
は
無
い
筈
で
あ
り
、
天
子
で
な
け
れ
ば
法
度
を
制
し
な
い
筈
で

あ
る
。
そ
れ
な
の
に

樟
が
既
に
行
わ
れ
て
い
る
め
に
何
故
に
更
に
一
律
が
あ
っ
て
よ
か
ろ
う
か
c

天
が
こ
れ
を
震
、
ね
て
誇
す
筈
は

な
い
で
は
な
い
か
。
(
発
凡
〉

の
錠
義
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
辻
、

こ
の
科
は
国
朝
の
名
法
と
表
裏
、
補
完
の
関
係
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
陽
、
法
の
及
ば
な
い
一
黙
を
除
か
に
こ
れ
を
継
ぎ
、
欝
法
の
太
緩

19 

な
一
演
を
除
か
に
速
め
る
役
割
を
果
た
す
も
の
だ
。
ハ
凡
邸
内
〉
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と
説
明
し
、
金
科
の
巣
し
う
る
有
効
な
機
能
と
役
裂
に
つ
い
て
、
一
史
に
説
得
を
重
ね
、

国
法
は
諸
事
を
見
極
め
、
事
実
を
証
拠
と
し
て
罪
を
定
め
て
罰
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
罪
を
施
し
て
も
後
に
善
に
惑
っ
て
鶏
変

す
る
者
に
対
し
て
は
、
事
実
に
基
づ
く
処
罰
が
出
来
な
く
な
り
、
公
正
安
欠
き
か
ね
な
い
。
ハ
発
凡
〉

こ
の
隷
な
揚
法
即
ち
盟
法
の
欠
陥
を
萄
う
も
の
が
金
科
で
あ
り
、
更
に
そ
れ
が
可
能
な
金
科
の
機
能
を
説
明
し
て
、

人
が
悪
を
行
う
に
は
、
ま
ず
意
念
が
怒
り
、
心
患
を
実
行
に
移
し
、
初
め
て
形
跡
が
著
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
悪
の
結
果
の
み

を
諒
し
て
も
、
そ
の
根
を
斬
ら
な
け
れ
ば
悪
は
止
む
こ
と
が
乏
い
。
ぞ
れ
故
に
こ
の
科
は
春
秋
の
書
法
を
も
っ
て
心
惑
を
諒
す
る
の

だ
。
(
発
凡
〉

と
述
べ
、
金
持
の
よ
っ
て
立
つ
心
意
主
義
の
正
当
性
を
春
款
の
書
法
に
比
し
、
吏
に
、

上
帝
の
監
観
は
藤
か
で
あ
り
、
神
の
行
う
処
罰
は
悪
を
起
念
の
際
に
銑
し
、
罪
が
ま
だ
実
行
さ
れ
る
前
に
諒
罰
す
る
こ
と
に
な
っ
て

お
り
、
実
際
に
金
科
内
定
例
を
観
て
も
遊
意
が
成
就
せ
ず
、
議
は
実
行
に
移
さ
れ
な
く
と
も
諒
的
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
他
人

に
容
を
与
え
た
場
合
、
そ
の
加
害
者
の
み
な
ら
ず
、
被
害
者
の
意
念
、
即
ち
護
審
者
の
当
人
が
犠
ん
で
い
る
か
否
か
、
或
い
は
念
っ

て
い
る
か
否
か
ま
で
を
究
め
て
の
ち
、
競
翻
の
軽
震
を
捜
定
丸
山
~
。
〈
発
凡
〉

と
い
い
、
金
科
の
も
つ
徴
細
に
し
て
填
重
な
心
意
主
義
的
な
省
察
の
長
所
を
具
体
的
に
あ
げ
、
閣
法
を
完
全
に
遵
守
せ
し
め
る
為
に
も
、

完
撃
な
陸
葬
と
し
て
の
金
科
は
不
可
欠
で
あ
り
、
両
者
は
瓦
い
に
相
補
う
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
人
心
を
正
道
に
震
し
う
る
と
強
調
し
、

「
疑
心
を
去
り
い
「
信
心
を
定
立
す
ベ
」
き
こ
と
を
繰
り
返
し
説
い
て
い
る
。
か
つ
て
宗
教
的
な
修
行
規
範
と
し
て
、
或
い
は
社
会
的
な
論

理
議
範
と
し
て
の
役
割
を
果
し
て
き
た
功
過
接
は
、
こ
こ
に
車
っ
て
大
き
な
変
質
を
被
り
、
専
ら
盟
家
的
な
視
点
か
ら
大
幅
に
改
訂
さ

れ
、
国
家
刑
法
の
不
舗
、
脱
漏
を
補
完
す
べ
き
国
民
的
な
鎗
理
規
範
と
し
て
改
変
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
如
き
意
関
を
も
っ
て
作
製
さ
れ
た
『
金
科
輯
要
弘
主
十
六
巻
の
路
大
な
内
容
を
具
体
的
な
項
目
に
立
ち
入
る
こ
と



は
紙
数
の
都
合
上
残
念
な
が
ら
断
念
し
、
専
ら
金
科
の
議
成
上
か
ら
、
勧
善
書
と
し
て
の
幾
つ
か
の
特
徴
に
一
言
及
す
る
に
止
め
な
け
れ
ば

0

0

0

0

 

な
ら
な
い
が
、
金
科
一
一
一
十
六
巻
は
「
金
科
例
諒
輯
要
ふ
と
並
ん
で
三
例
糞
」
、
「
例
宥
L

各
十
二
巻
か
ら
或
っ
て
お
り
、

は
悪
過
、

「賞
L

は
聾
功
に
当
り
、
「
宥
い
は
抹
と
賞
と
の
中
種
的
な
行
為
に
対
す
る
赦
免
と
不
数
の
評
価
判
断
を
恭
す
部
分
で
あ
る

9

そ
の
一
一
一
部
門

は
欝
記
の
如
く
、
そ
れ
ぞ
れ
「
孝
、
梯
、
忠
、
信
、
礼
、
義
、
襲
、
恥
」
の
八
鋼
に
分
類
さ
れ
、
更
に
そ
れ
ぞ
れ
の
割
自
が
「
統
、
奴
、

工
、
商
、
工
、

士
、
官
」
の
職
業
的
な
分
類
と
組
み
合
さ
れ
、
儲
々
の
条
目
ご
と
に
具
体
的
な
条
項
を
定
ぬ
る
形
式
を
と
っ
て

い
る
。
最
初
に
掲
げ
る
「
統
い
と
は
議
業
を
超
え
た
共
通
の
普
遍
的
な
入
論
競
範
を
示
す
部
分
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
条
項
は
こ
れ
に
続

く
七
つ
の
職
業
ご
と
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
業
務
内
容
、
職
賞
、
議
能
等
の
相
違
に
志
じ
て
硲
饗
と
さ
れ
る
具
体
的
規
範
が
潜
伏
さ

れ
、
配
列
さ
れ
る
仕
組
で
あ
る
。
こ
の
職
業
分
類
は
屡
々
社
会
構
壊
の
貴
賎
を
惹
別
ず
る
も
の
と
誤
解
さ
れ
や
す
い
が
、
少
く
と
も
滑
代

に
あ
っ
て
製
作
さ
れ
る
多
く
の
こ
の
種
の
善
欝
類
に
あ
っ
て
は
、
既
に
職
業
に
よ
る
賠
級
的
な
産
別
捜
念
は
所
謂
寸
大
衆
」
の
出
現
に
よ

っ
て
概
ね
消
滅
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
し
め
る
こ
と
を
注
意
し
て
お
き
た
い
。

と
も
あ
れ
、
金
科
め
条
目
に
は
前
述
の
如
く
八
鍋
の
密
閉
ご
と
に
「
薮
い
及
び
八
職
種
別
に
整
然
と
編
成
さ
れ
て
い
る
が
、
唯

つ
「
倒
的

の
「
忠
L

の
綱
院
に
例
外
が
あ
り
、
最
後
の
職
種
で
あ
る

県
令
、
典
吏
、
布
政
、
総
警
、
巡
撫
、

の
項
目
が
吏
に

お一一一道教と中舗の倫蓮

中
ハ
部
」
等
に
細
分
さ
れ
、
遇
制
約
の
数
倍
に
均
一
一
る
穴
富
条
に
も
の
ぼ
る
条
項
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

J
r
の
徳
自
の
範
穫
が
上
述

の
如
き
っ
心
忠
」
の
蜜
念
の
上
か
ら
著
し
く
拡
大
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
無
関
替
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
恐
ら
く
清
轄
の
政
治
的
、
社

会
的
護
乱
の
間
後
を
目
差
す
金
科
の
議
饗
立

つ
の
焦
点
が
、
官
僚
機
構
の
愈
理
的
勝
敗
の
実
正
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
反

映
す
る
も
の
と
晃
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
現
に
触
れ
た
よ
う
に
、
金
科
の
諒
、
賞
、

三
部
門
は
巻
数
こ
そ
均
等
に
十
二
巻
を
も
っ
て
構
成
す
る
形
式
を
と
っ
て
い
る

が
、
各
部
門
に
設
け
る
条
項

「
例
諒
L

の
部
門
が
正
観
的
に
多
く
、
ほ
ぽ
五
・

の
割
合
と
な
っ
て
い
る
。
金
科
作
製
の
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趣
旨
に
護
み

J
例
議
」
の
部
掛
け
に
重
点
が
お
か
れ
る
の
は
不
思
議
で
は
な
い
が
、
所
謂
心
意
主
義
の
徹
悲
北
に
伴
っ
て
、
兵
律
的
な
掠
罰

の
種
類
、
内
容
に
も
著
し
い
拡
張
の
捺
が
認
め
ら
れ
、
陽
法
た
る
国
家
刑
法
に
規
定
さ
れ
る
「
答
、
投
、
徒
、
流
、
軍
、

の
肉
体
的

刑
の
ほ
か
、
「
水
、
火
、
兵
、
毒
い
等
の
災
難
或
い
は
善
書
の
規
定
す
る
罪
過
と
し
て
「
奪
紀
、
奪
第
、
奪
薄
L

等
の
科
罪
か
ら
、
果
て

は
「
疫
疾
、
負
傷
、
天
安
L

の
不
幸
等
に
至
る
ま
で
甚
大
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
正
に
壮
観
の
一
語
に
尽
き
る
も
の
が
あ
る
が
、
回
g
頭
の

奏
摺
に
「
大
い
に
善
を
彰
し
、
悪
を
痘
る
に
い
た
る
。
略
、
国
家
の
律
令
の
如
く
、
包
ま
ざ
る
所
な
し
」
と
い
う
よ
う
に
、
質
量
の
両
面

か
ら
科
罰
の
拡
大
、
強
化
が
行
b
れ
た
結
果
、
金
科
は
在
刑
法
定
的
な
刑
法
の
も
つ
他
律
的
色
彩
を
濃
厚
に
し
、
心
意
主
義
的
性
捧
を
強

く
残
し
立
が
ら
も
、
か
つ
て
功
過
諮
患
想
の
中
に
芽
生
え
た
道
徳
的
判
断
に
お
け
る
自
律
性
が
後
退
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
否
定
し
難

す」 い
。
金
科
が
ご
」
の
科
は
礼
教
を
明
ら
か
に
す
る
尽
を
為
す
。
礼
教
は
実
に
こ
の
科
の
体
な
り

Q

こ
の
科
の
体
は
礼
教
と
椋
表
裏
を
為

も
の
と
は
い
え
、
混
乱
と
類
擦
の
極
に
あ
っ
た
清
末
の
世
の
「
人
心
を
正
し
、
古
道
を
復
す
る
」
こ
と
は
、
こ
の
捨
葬
の
効

用
を
も
っ
て
し
て
も
、
恐
ら
く
葉
む
べ
く
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
清
末
に
お
け
る
善
審
の

つ
の
終
震
を
見
る
患
い
が
す
る
。

ま

と

め

以
上
、
中
留
の
論
理
器
懇
の
中
に
認
め
ら
れ
る
罪
過
意
識
の
あ
り
ょ
う
を
、
道
蔵
本
功
過
格
を
乎
懸
り
と
し
て
、

上

辿
っ
て
き
た
。
謀
る
大
雑
把
な
検
討
で
は
あ
っ
た
が
、
論
及
し
た
所
説
の
す
べ
て
に
特
等
か
の
深
い
心
意
主
義
の
主
張
を
認
め
う
る
こ
と

に
つ
い
て
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

願
序
を
追
っ
て
整
理
す
れ
ば
、
ま
ず
吋
礼
記
』
が
伝
え
る
孔
門
の
師
弟
間
の
札
の
実
践
に
お
い
て
、
ま
た
弓
春
秋
』
が
札
す
君
臨
間
の

道
義
の
実
援
に
お
い
て
認
‘
め
ら
れ
る
道
徳
的
次
元
の
心
意
、
主
義
、
『
善
書
』
に
説
く
天
人
関
の
内
面
的
な
葬
の
自
覚
に
認
め
ら
れ
る
宗
教

F
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的
心
意
主
義
、
吏
に
吋
金
科
輯
要
ゐ
の
米
然
の
意
念
ま
で
を
刑
罰
の
対
象
と
す
る
立
法
上
の
法
律
的
な
心
意
主
義
に
分
類
す
る
こ
と
が
出

ハ
心
律
〉
、
勺
造

来
る
が
、
こ
の
間
に
あ
っ
て
一
一
一
者
を
繋
ぎ
、
調
え
ば
「
起
心
L

ハ
太
上
感
応
篇
〉
、
「
挙
意
」
ハ
遊
藤
本
功
過
格
〉
、

『
‘
心
感
」
ハ
金
科
輯
要
〉
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
議
し
い
罪
悪
の
意
識
を
徐
々
に
深
化
せ
し
め
つ
つ
、
独
特
な
所
講
陪
枠
思
恕
を
展
開
き

せ
て
ゆ
く
餐
替
の
所
説
の
中
に
、
道
教
の
中
国
の
倫
理
悪
態
に
及
ぼ
し
た
大
き
な
影
響
の
跨
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
よ
う
。
然
し
な
が
ら

普
書
が
恰
も
糾
え
る
識
の
如
く
、
永
年
に
わ
た
る
儒
仏
道
三
教
融
合
の
蓄
積
の
上
に
成
立
し
た
事
実
に
注
意
す
る
立
ら
託
、
中
国
の
論
理

思
懇
の
上
に
与
え
た
道
教
教
説
の
彰
響
の
実
態
は
必
ず
し
も
単
純
で
は
な
い
。
本
穣
は
専
ら
心
意
主
義
の
視
点
に
立
っ
て
、
そ
の
大
第
を

っ
た
が
、
今
後
、
東
に
多
角
的
な
検
討
が
長
要
で
あ
ろ
う
α

展
望
す
る
日

道教と中盤の倫理

門

難

〕

ハ1
〉
拙
著
司
中
国
近
世
道
教
の
m助
成
ら
ハ
都
文
社
刊
、
一
九
七
八
年
〉
第
八
章
ぷ
地
織
本
功
過
轄
と
許
議
教
団
、
な
お
、
遭
難
本
側
u

太
徴
仙
君
功
過

格
ゐ
は
問
名
の
功
過
格
と
の
漉
誌
を
避
け
、
道
蔑
本
功
過
格
と
略
称
す
る
。

ハ2
〉
向
上
第
十
掌
「
近
世
中
国
宗
教
史
上
に
お
け
る
浄
明
還
の
投
穣
に
つ
い
て
」
。

ハ3
〉
向
上
第
九
輩
「
太
教
信
揮
と
功
過
格
h

ハ4
〉
向
上
第
七
章
「
浄
明
道
教
学
考
L
O

(
5
〉
道
議
本
功
過
格
の
構
成
は
功
格
一
一
一
十
六
条
、
過
律
一
ニ
十
九
条
か
ら
成
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
左
記
の
四
門
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

概
略
を
示
す
誌
ら
ば
、

功

務

救
済
問
(
十
二
条
〉
一
切
衆
生
の
苦
悩
に
対
す
る
救
済
の
功
行
規
範

教
典
内
ハ
七
条
〉
経
典
、
教
法
の
取
り
扱
い
ハ
作
成
、
伝
捜
、
頒
布
〉
に
関
す
る
功
行
規
範

焚
修
門
ハ
五
条
〉
惨
道
ハ
章
醗
、
軒
穣
〉
の
実
修
の
功
一
行
規
範

23 
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用
事
門
(
十
ニ
条
〉
畏
衆
教
化
の
実
践
活
動
に
関
す
る
功
行
規
範

逼

律

不
仁
門
(
十
五
条
〉
鎗
理
道
援
の
実
践
、
特
に
修
行
者
の
立
場
か
ら
規
制
を
加
え
た
過
律
規
範

不
善
門
〈
八
条
〉
教
自
の
揚
構
成
員
に
要
求
さ
れ
る
修
業
、
布
教
上
の
過
律
規
範

不
義
門
〈
十
条
〉
教
富
の
護
法
員
に
対
す
る
爵
家
刑
法
の
履
行
に
つ
い
て
の
過
律
規
範

不
軌
門
ハ
六
条
〉
教
富
の
構
成
員
の
日
常
生
活
に
関
す
る
過
律
規
範

ハ6
〉
上
掲
註

(
4
〉。

ハ7
〉
吉
岡
義
豊
立
語
教
の
研
究
』
ハ
法
麓
態
明
、
一
九
五
ニ
年
〉
第
一
一
輩
「
感
応
篇
と
功
過
格
、

ハ8
〉
関
帯
。

ハ9
〉
こ
の
欝
勾
に
つ
い
て
は
宮
間
出
向
志
博
士
の
専
論
「
糖
識
を
欺
か
ず
の
語
に
つ
い
て

L
q東
方
宗
教
』
第
五
十
号
〉
が
あ
ち
、
捜
野
の
広
い
論
述

が
参
考
さ
れ
る
。

ハ
時
〉
の
没
後
、
そ
の
門
流
は
幾
っ
か
に
分
れ
吋

に
対
し
、

と
い
う
経
識
が
そ
の
響
景
に
あ
る
。
な
お

と
し
た
。

ハ日〉

g
原
潤
欝
句
春
秋
公
羊
伝
の
研
究
ゐ
ハ
斜
文
社
刊
、
一
九
七
六
年
〉

〈
ロ
〉
酒
井
忠
夫
主
口
警
の
研
究
お
ハ
弘
文
堂
刊
、
一
九
六

O
年
〉
一
一
一
八
一
品
質
、
世
間
義
建
立
瑠
教
の
研
究
ゐ
ハ
法
議
接
刊
、
一
九
四
九
年
〉

を
参
昭
関
さ
れ
た
い
。

『
道
義
輯
要
ら
繋
集
所
収
。

句
。
自
在
全
集
ゐ
所
集
、
呂
謹
年
譜
。

ハ
お
〉

〈
日
比
〉

る「
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(
時
)
こ
の
「
十
戒
」
の
戒
目
に
つ
い
て
は
、
仏
教
経
典
の
中
に
完
全
に
一
致
す
る
も
の
は
見
出
せ
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
『
究
網
経
』
(
大
正
大
蔵

経
、
二
四
巻
、
律
部
所
収
)
の
菩
薩
戒
、
及
び
『
玉
耶
女
経
』
『
玉
耶
経
』
(
大
正
大
蔵
経
、
二
巻
、
阿
含
部
所
収
〉
に
、
ほ
ぽ
同
一
の
戒
目
を
見

出
す
こ
と
が
出
来
る
。
然
し
、
こ
こ
で
は
『
太
上
業
報
因
縁
経
』
道
蔵
(
第
一
七
四
1

五
冊
)
の
「
十
戒
」
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

(
時
)
清
代
に
製
作
さ
れ
た
功
過
格
の
構
成
は
多
様
で
あ
る
が
、
身
口
意
三
業
の
所
説
を
承
け
る
も
の
に
『
警
世
功
過
格
』
等
が
あ
る
。
そ
の
全
体
は

功
格
と
過
格
に
二
分
さ
れ
、
両
格
は
そ
れ
ぞ
れ
三
格
目
、
即
ち
意
善
・
語
善
・
行
善
と
意
悪
・
語
悪
・
行
悪
か
ら
組
み
立
て
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ

に
も
功
過
格
の
基
本
的
部
分
に
対
す
る
仏
教
の
影
響
が
強
く
認
め
ら
れ
る
。

〈
口
)
こ
の
『
金
科
輯
要
』
は
一
九
八
三
年
に
発
行
さ
れ
た
『
道
教
文
献
』
〈
台
湾
丹
青
図
書
有
限
公
司
刊
)
に
収
め
ら
れ
て
注
目
を
集
め
る
こ
と
に

な
っ
た
が
、
既
に
酒
井
忠
夫
博
士
は
「
近
現
代
中
国
に
お
け
る
善
書
と
新
生
活
運
動
」
(
『
宗
教
社
会
史
研
究
』

E
、
一
九
八
五
年
)
の
中
で
紹
介

さ
れ
て
お
り
、
参
考
さ
れ
た
い
。

(
問
)
こ
の
引
用
の
原
文
は
巻
首
発
凡
二
十
九
の
「
今
、
そ
の
定
例
の
厳
た
る
こ
と
、
造
意
未
だ
成
ら
ず
、
意
未
だ
行
わ
れ
ざ
る
も
、
且
っ
た

T
雪

し
、
而
し
て
人
の
心
恨
む
や
否
や
、
長
を
犯
し
、
而
し
て
長
の
心
念
る
や
否
や
を
究
む
る
を
観
れ
ば
、
悦
然
た
る
ベ
し
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ

の
点
は
本
論
文
四
頁
に
触
れ
た
浄
明
道
の
〈
心
君
V
、
〈
忠
孝
V
の
教
説
を
訪
併
せ
し
め
る
も
の
が
あ
る
。
金
科
に
お
け
る
所
謂
心
意
主
義
の
適

切
な
事
例
と
い
え
よ
う
。

(
四
)
明
清
時
代
の
大
衆
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
酒
井
博
士
の
前
掲
著
書
の
ほ
か
「
明
末
・
清
初
の
社
会
に
お
け
る
大
衆
的
読
書
人
と
善
書
・
清
言
」

(
『
道
教
の
社
会
的
研
究
』
所
収
、
一
九
七
七
年
)
参
照
。

附

記本
論
文
の
執
筆
中
に
、
中
国
の
新
し
い
善
書
の
研
究
論
文
、
卿
希
泰
、
李
剛
両
氏
の
「
試
論
道
教
勧
善
書
」
〈
『
世
界
宗
教
研
究
』
一
九
八
五
年
、

第
四
号
〉
を
読
む
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
こ
の
論
文
の
目
論
見
は
勧
善
書
の
思
想
的
来
源
と
、
そ
の
社
会
的
な
背
景
及
び
影
響
を
さ
ぐ
り
、
中
国
思

想
研
究
に
資
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
研
究
内
容
は
ま
だ
こ
れ
ま
で
の
研
究
水
準
を
特
に
超
え
る
も
の
は
見
ら
れ
な
い
が
、
中
国
に
お
い
て
若

い
研
究
者
を
含
め
て
道
教
の
専
門
的
な
研
究
が
行
わ
れ
、
そ
の
成
果
が
徐
々
に
発
表
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
誠
に
欣
ば
し
く
、
今
後
に
大
き
な
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期
待
を
嬢
か
し
め
る
も
の
が
あ
る
。
家
教
に
関
す
る
真
執
事
な
探
究
が
社
会
制
科
学
的
な
視
肢
の
額
約
を
来
り
越
え
、

ん
こ
と
を
肴
っ
て
お
き
た
い
。
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