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は
じ
め
に 

 

倫
理
学
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
、
人
間
の
「
善
い

生
き
方
」
を
問
題
に
す
る
哲
学
部
門
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
人
間
の
「
善
い

生
き
方
」
を
、
一
方
で
は
理
念
的
に
求
め
て
何
ら
か
の
永
遠
で
普
遍
で
絶
対
的
な
規
範

を
考
え
る
、
例
え
ば
カ
ン
ト(Im

m
anuel K

ant, 1724-1804)

的
な
倫
理
学
だ
け
で
も
、

ま
た
他
方
で
は
、
歴
史
的
、
文
化
的
、
相
対
的
に
考
え
る
ロ
ッ
ク (John Lock, 

1632-1704)

的
な
、
唯
物
論
的
な
倫
理
学
の
考
え
方
だ
け
で
も
、
現
代
の
倫
理
学
と
し

て
は
既
に
妥
当
し
な
い
。
と
い
う
の
も
、
カ
ン
ト
的
な
単
に
形
式
的
、
観
念
的
な
倫
理

学
も
、
ま
た
単
に
経
験
論
的
な
倫
理
学
も
、
現
代
の
倫
理
的
な
諸
問
題
を
解
決
す
る
に

は
も
は
や
不
十
分
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
。
現
代
に
お
け
る
倫
理

学
な
い
し
道
徳
哲
学
に
お
け
る
諸
問
題
は
、
理
念
的
、
観
念
的
そ
し
て
絶
対
的
な
側
面

と
、
経
験
的
、
歴
史
的
、
相
対
的
な
側
面
と
が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
解
決

不
可
能
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

更
に
、
動
機
を
重
視
す
る
カ
ン
ト
的
な
「
心
術
の
倫
理
学
」（G

esinnungsethik
）

や
結
果
を
重
視
す
る
ベ
ン
サ
ム
的
な
「
結
果
の
倫
理
学
」（Erfolgsethik

）
も
、
い
ず

れ
か
一
方
だ
け
の
考
察
で
は
通
用
し
な
い
の
が
、
現
代
の
倫
理
学
の
諸
問
題
で
あ
る
。

ま
た
、
現
代
で
は
、
人
間
の
善
い
生
き
方
の
み
な
ら
ず
、「
自
然
の
権
利
」
も
主
張
さ

れ
も
す
る
環
境
倫
理
や
、
森
羅
万
象
が
包
摂
さ
れ
る
よ
う
な
責
任
の
倫
理
も
要
請
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
現
代
の
倫
理
学
で
は
、
神
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
で
あ
る
べ
き
か
に

つ
い
て
も
考
察
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

以
上
の
よ
う
な
二
十
世
紀
後
半
か
ら
二
十
一
世
紀
に
か
け
て
の
倫
理
学
に
お
け
る

大
き
な
変
化
に
ふ
さ
わ
し
い
新
た
な
倫
理
学
と
し
て
、
本
稿
で
は
Ａ
・
Ｎ
・
ホ
ワ
イ
ト

ヘ
ッ
ド
と
西
田
幾
多
郎
の
哲
学
を
介
し
て
新
し
い
可
能
性
を
秘
め
た
道
徳
、
倫
理
と
し

て
倫
理
学
が
究
明
さ
れ
る
。 

 

１
、
倫
理
学
と
そ
の
根
源
に
つ
い
て 

 

倫
理
学
は
二
種
類
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、
規
範
的
な
タ
イ
プ
の

倫
理
学
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
自
ら
の
立
場
の
絶
対
性
を
主
張
す
る
。 

も
う
一
つ
は
、

い
わ
ば
相
対
的
な
倫
理
学
と
名
づ
け
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
、
二
十
一
世
紀
の

始
め
に
お
け
る
倫
理
学
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
二
十
世
紀
後
半
の
倫
理
学
と
は
相
違

し
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
二
十
世
紀
後
半
以
降
の
倫
理
学
は
、
諸
個
人
や
多
様
な
種
族

間
や
諸
国
家
間
の
関
係
の
倫
理
学
の
み
な
ら
ず
、
以
下
の
よ
う
な
重
要
で
全
く
新
た
な

諸
問
題
を
も
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
生
命
医
学
の
発
展
に
よ
っ
て
基
礎

づ
け
ら
れ
た
、
脳
死
の
身
体
の
利
用
、
あ
る
い
は
生
体
か
ら
の
諸
々
の
内
臓
器
官
の
移

植
に
ま
つ
わ
る
生
命
倫
理
の
諸
問
題
、
二
酸
化
炭
素
の
過
剰
な
排
出
等
に
よ
っ
て
惹
起

さ
れ
た
地
球
温
暖
化
、
放
射
性
物
質
の
廃
棄
物
等
に
よ
る
環
境
倫
理
の
問
題
、
ま
た
、

情
報
技
術
の
凄
ま
じ
い
進
展
に
よ
っ
て
生
じ
て
き
て
い
る
情
報
倫
理
の
問
題
等
々
を

も
。
こ
の
よ
う
な
諸
問
題
を
前
に
し
て
は
、
規
範
倫
理
に
よ
っ
て
だ
け
で
は
、
考
察
は

不
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
方
の
歴
史
的
、
文
化
的
、
地
域
的
状
況
の
基
礎

に
立
脚
し
て
い
る
相
対
的
な
倫
理
学
に
よ
っ
て
の
考
察
だ
け
で
も
、
考
察
は
信
頼
す
る

に
足
る
も
の
と
は
言
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
後
者
の
相
対
的
な
倫
理
学
に
お
い
て
は
、

責
任
だ
け
で
は
な
く
し
て
、
各
界
の
権
力
者
た
ち
の
知
性
、
富
、
階
級
制
度
、
伝
統
、
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党
派
等
々
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
各
種
の
不
法
な
暴
力
へ
の
欲
望
が
隠
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

そ
こ
で
、
規
範
的
倫
理
と
相
対
的
倫
理
の
短
所
と
長
所
と
が
明
白
に
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
先
ず
第
一
に
、
規
範
的
倫
理
の
長
所
は
、
規
範
の
背
後
に
は
、
殆
ど
の
場

合
、
倫
理
的
な
決
定
を
命
令
す
る
絶
対
者
と
し
て
の
神
あ
る
い
は
仏
等
の
絶
対
的
な
存

在
が
隠
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
倫
理
学
は
、
絶
対
的
な
神
あ
る

い
は
絶
対
的
な
存
在
に
対
す
る
信
仰
を
持
っ
て
い
る
人
々
に
対
し
て
は
強
力
な
効
果

を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
逆
に
こ
の
倫
理
学
の
短
所
は
、
こ
の
長
所
の
裏
面

で
も
あ
る
が
、
今
日
の
若
人
の
よ
う
に
、
永
遠
で
普
遍
で
不
変
な
単
に
実
体
的
な
神
や

絶
対
的
な
存
在
を
信
じ
て
い
な
い
人
々
に
は
何
ら
の
効
果
的
な
力
を
も
持
っ
て
い
な

い
こ
と
で
あ
る
。 

 

第
二
に
、
各
時
代
、
各
国
、
各
歴
史
、
各
伝
統
等
々
の
中
で
の
諸
経
験
に
よ
っ
て
条

件
づ
け
ら
れ
て
い
る
所
謂
相
対
的
な
倫
理
学
の
長
所
は
、
各
々
の
状
況
に
適
し
て
い
る

倫
理
や
倫
理
学
が
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
こ
の
倫
理
の
短
所
は
、
長
所
の
裏
面
で

も
あ
る
が
、
責
任
の
所
在
が
明
白
で
な
く
、
生
命
や
人
格
や
自
然
の
権
利
や
安
全
性
が

護
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
地
球
や
地
球
上
の
森
羅
万
象
は
、
色
々
の
欲
望
や
暴
力

を
伴
っ
た
力
へ
の
欲
求
で
滅
び
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

そ
こ
で
、
既
述
の
二
種
の
倫
理
学
の
短
所
を
捨
て
て
長
所
を
受
け
継
い
で
い
る
よ
う

な
新
し
い
倫
理
学
を
、
私
た
ち
は
探
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
、
二
十

一
世
紀
に
ふ
さ
わ
し
い
新
し
い
倫
理
学
と
は
、
既
述
の
二
種
の
倫
理
学
の
根
源
に
開
け

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
両
者
の
倫
理
学
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
両
者
の
根
源
の
開
け

で
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
倫
理
学
は
、
Ａ
・
Ｎ
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
や
西
田
幾
多
郎
の
倫

理
学
に
見
出
さ
れ
得
る
。
と
い
う
の
も
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
西
田
の
哲
学
や
倫
理
学

に
お
い
て
は
、
創
造
者
と
し
て
の
実
体
的
な
絶
対
の
神
は
考
え
ら
れ
て
は
い
ず
、
創
造

性
が
、
あ
る
い
は
創
造
的
に
も
の
を
作
る
こ
と
が
、
最
も
重
要
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
で
は
神
は
、「
多
」(the  m

any)

と
「
一
」(the one )

と
共
に
究

極
的
範
疇
と
見
な
さ
れ
る
「
創
造
性
」(creativity)

に
よ
っ
て
、
森
羅
万
象
と
同
時
に

創
造
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
西
田
で
は
神
は
、
絶
対
の
否
定
性
と
し
て

の
「
絶
対
無
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
絶
対
無
の
働
き
は
、
自
ら
の
否
定
性
の
働

き
を
も
否
定
す
る
二
重
の
否
定
性
で
あ
り
、
こ
の
二
重
の
否
定
性
か
ら
迸
リ
出
て
く
る

ア
ガ
ペ
ー
と
し
て
の
愛
や
慈
悲
と
し
て
働
く
。
つ
ま
り
、
西
田
に
お
け
る
神
は
、
非
実

体
的
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
永
遠
の
実
体
と
し
て
の
神
で
は
な
く
、
働
き
な
の
で
あ

る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
い
て
は
倫
理
学
は
、「
創
造
性
」
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら

れ
て
お
り
、
ま
た
観
念
の
冒
険
を
試
み
な
が
ら
深
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
核
心
は
、
真

理
、
美
、
冒
険
そ
し
て
「
平
和
」（=

平
安
）
で
あ
る
。
西
田
に
お
い
て
は
、
倫
理
学
の

核
心
は
、「
善
」
で
あ
り
、
こ
の
善
の
中
心
は
、
森
羅
万
象
に
共
通
で
あ
る
「
真
の
自

己
」
の
人
格
性
と
な
っ
て
い
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
倫
理
学
に
お
い
て
は
、「「
真
理
」

は
、「
現
象
」
の
「
実
在
」
へ
の
順
応
」(

1)

で
あ
り
、「
美
」
は
、「
経
験
の
契
機
に
お

け
る
幾
つ
か
の
要
因
の
適
応
」(

2)

と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
真
理
に
お
い
て
は
、

現
象
と
実
在
の
間
の
調
和
は
美
に
お
い
て
見
出
さ
れ
、
諸
々
の
経
験
と
そ
れ
ら
の
諸
要

素
の
間
の
調
和
が
最
も
重
要
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け

る
平
和
で
は
、「
諸
調
和
の
調
和
」(

3)

が
意
味
さ
れ
て
い
て
、「
非
人
格
性
」
や
「
優

し
さ
」
が
意
味
さ
れ
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
両
者

は
重
要
概
念
で
は
あ
っ
て
も
、
非
人
格
性
は
既
に
あ
ま
り
効
用
の
な
い
概
念
で
あ
り
、

優
し
さ
は
、
狭
過
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
「
諸
調
和

の
調
和
」
と
し
て
の
平
和
は
、
彼
以
前
の
、
文
化
と
文
明
の
根
源
と
理
解
さ
れ
て
い
る

「
文
明
」
を
完
成
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。 

 
他
方
、
西
田
の
倫
理
学
に
お
い
て
は
、
真
の
自
己
（
の
人
格
性
）
で
あ
る
善
は
、
対

象
論
理
の
世
界
で
は
絶
対
に
矛
盾
し
て
い
る
「
世
界
」
と
「
自
己
」
と
が
、
絶
対
矛
盾

的
に
で
は
あ
る
が
自
己
同
一
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
絶
対
矛
盾
的
自

己
同
一
性
は
、「
真
の
自
己
」
に
目
覚
め
た
「
絶
対
無
の
場
所
」（=

「
絶
対
現
在
」、「
絶
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対
の
開
け
」）
に
お
い
て
は
、
絶
対
矛
盾
的
で
は
な
く
「
自
己
同
一
的
」
で
あ
る
こ
と

が
、
こ
こ
で
付
言
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
経
験
は
、「
天
地
同
根
、
万
物
一

体
」(

4)
の
経
験
で
あ
る
。
西
田
に
お
け
る
自
己
と
世
界
が
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一

的
」
で
あ
る
と
は
、
す
べ
て
の
事
柄
を
対
象
的
、
客
観
的
、
抽
象
的
に
理
解
す
る
対
象

論
理
の
立
場
で
は
勿
論
、
自
己
と
世
界
と
は
全
く
別
の
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
対
象
論

理
を
遡
っ
て
、
対
象
的
に
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
自
ら
の
事
柄
と
し
て
、
主
観
的
、

具
体
的
に
も
理
解
し
よ
う
と
す
る
、
い
わ
ば
思
弁
と
実
存
、
合
理
性
と
経
験
性
を
も
包

括
す
る
「
場
の
開
け
」
に
お
い
て
は
、
自
己
と
世
界
と
は
、
対
象
論
理
的
に
見
れ
ば
絶

対
に
矛
盾
す
る
に
も
拘
ら
ず
、
万
物
に
通
底
す
る
「
真
の
自
己
」（
久
松
真
一
の
所
謂

「
無
相
の
自
己
」）
を
要
と
し
て
い
る
の
で
「
自
己
同
一
的
」
に
成
り
立
つ
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
ま
た
、「
自
己
同
一
的
」
で
あ
る
と
は
、
対
象
化
し
て
一
切
を
理
解
し

よ
う
と
す
る
「
自
己
」
も
、
一
切
の
事
柄
の
い
わ
ば
渦
巻
き
の
中
で
一
切
が
自
ら
に
も

関
係
し
て
い
る
事
柄
、
出
来
事
で
あ
る
と
理
解
す
る
「
自
己
」
も
、
各
々
に
お
け
る
自

己
が
核
心
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
自
己
」
な
く
し
て
は
自
己
と
世
界
と
が
、

対
象
論
理
的
に
も
絶
対
の
矛
盾
で
あ
る
と
い
う
こ
と
す
ら
語
ら
れ
得
ず
、
各
々
に
お
け

る
自
己
が
中
心
に
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
自
己
と
世
界
と
の
絶
対
の
開
け

の
場
で
の
同
一
性
が
成
り
立
ち
得
る
こ
と
が
意
味
さ
れ
て
い
る
。 

 

更
に
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
西
田
と
は
、
宗
教
の
考
察
に
お
い
て
同
一
の
道
を
歩
ん

で
い
る
。
つ
ま
り
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
宗
教
と
は
世
界
に
対
す
る
「
誠
実
」(

5)

と
考
え
、
西
田
も
ま
た
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
如
き
、
実
践
理
性
の
領
野
で
の
道
徳
の
根

拠
を
「
誠
実
」(

6)

と
考
え
て
い
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
西
田
の
両
哲
学
者
の
倫
理

学
の
根
底
に
は
、
誠
実
が
即
ち
宗
教
の
核
心
と
も
言
え
る
誠
実
が
、
存
し
て
い
る
の
で

あ
る
。 

 

ニ
ー
チ
ェ (1844-1900)

は
、「
誠
実
」(W

ahrhaftigkeit)

を
弱
小
民
族
で
あ
る
が
故

の
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
「
力
へ
の
意
志
」（the w

ill to the pow
er

）
で
あ
る
と
理
解
し
た
。

と
こ
ろ
で
、「
誠
実
」
は
、
周
知
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
の
最
高
の
徳
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
や
西
田
に
お
け
る
「
誠
実
」
（loyalty, 

W
ahrhaftigkeit

）
は
「
生
」
の
哲
学
に
お
け
る
ニ
ー
チ
ェ
的
な
虚
無
主
義
的

ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク

な
視
点
で

繰
り
返
さ
れ
て
た
き
次
元
で
の
用
語
と
は
全
く
相
違
し
て
い
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
や

西
田
の
「
誠
実
」
は
、
宗
教
の
、「
今
此
処
」
と
い
う
意
味
で
の
根
源
と
見
な
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。 

 

２
．
倫
理
学
に
お
け
る
動
機
と
結
果
の
問
題 

 

先
ず
、
カ
ン
ト
（1724-1804

）
に
お
け
る
よ
う
な
「
心
術
の
倫
理
学
」

( G
esinnngsethik)

に
お
い
て
は
、
道
徳
法
則
に
従
っ
て
行
為
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、

そ
の
行
為
の
結
果
は
問
わ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
倫
理
学
の
長
所
は
、
例
え
ば
カ
ン
ト

に
お
い
て
は
、
自
律
的
人
格
の
行
為
の
動
機
は
、「
汝
の
行
為
の
意
志
の
格
律
が
常
に

同
時
に
普
遍
的
立
法
の
原
理
と
し
て
妥
当
す
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
」
と
い
う
道
徳
法
則

に
従
っ
て
行
為
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
種
類
の
倫
理
学
の

短
所
は
、
神
的
愛
と
し
て
の
ア
ガ
ペ
ー
（agape

）
や
慈
悲
を
、
あ
る
い
は
ホ
ワ
イ
ト

ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
よ
う
な
人
間
性
な
い
し
諸
調
和
の
調
和
で
あ
る
平
安
（
平
和
）
を
欠

い
て
い
る
。
そ
の
上
、
絶
対
命
令
と
し
て
の
道
徳
法
則
や
キ
リ
ス
ト
教
的
十
戒
や
仏
教

的
十
重
禁
戒
は
、
現
代
の
世
界
に
お
い
て
は
尊
重
さ
れ
る
力
を
も
は
や
持
ち
得
な
い
。

何
故
な
ら
、
今
世
紀
の
殆
ど
の
若
人
た
ち
は
、
実
体
的
、
無
実
体
的
を
問
わ
ず
、
絶
対

的
な
も
の
へ
の
信
仰
を
、
残
念
な
が
ら
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
、

内
在
的
に
対
象
化
可
能
な
も
の
を
信
じ
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

 
第
二
に
、
ベ
ン
サ
ム
（Jerem

y Bentham
, 1748-1832

）
に
お
け
る
よ
う
な
行
為
の

結
果
を
重
視
す
る
倫
理
学
は
、
一
方
で
は
行
為
の
責
任
が
行
為
者
に
帰
さ
れ
る
と
い
う

長
所
を
持
つ
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
、
そ
の
短
所
は
、
例
え
ば
「
最
大
多
数
の
最
大
幸

福
」
と
い
う
功
利
主
義
的
な
原
理
の
影
に
は
、
各
種
の
権
力
者
た
ち
の
放
恣
な
快
楽
、

邪
悪
な
欲
望
、
知
的
暴
力
や
権
力
欲
に
駆
ら
れ
た
各
種
の
暴
力
の
隠
さ
れ
た
危
険
性
が



 86 

潜
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 
行
為
の
動
機
か
結
果
の
い
ず
れ
か
を
重
視
す
る
倫
理
学
の
長
所
と
短
所
が
理
解
さ

れ
た
後
、
私
た
ち
は
こ
こ
で
、
規
範
的
倫
理
学
と
功
利
主
義
的
倫
理
学
の
「
今
此
処
」

と
い
う
根
源
（A

nfang, beginning

）
に
開
け
て
い
る
新
た
な
倫
理
を
探
求
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
心
術
（=

心
と
し
て
の
感
情
）
だ
け
で
は
な
く
、
責
任
を
も
ま
た
同
時

に
尊
重
す
る
、
現
代
の
人
々
に
ふ
さ
わ
し
い
新
た
な
倫
理
学
は
、
Ａ
・
Ｎ
・
ホ
ワ
イ
ト

ヘ
ッ
ド
や
西
田
の
倫
理
学
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。 

 

二
十
世
紀
の
前
半
期
ま
で
の
殆
ど
す
べ
て
の
倫
理
学
は
、
Ｍ
・
ブ
ー
バ
ー(M

artin  

Buber,1878-1965)

の
語
る
第
三
人
称
的
関
係
（I –it –relation

）
の
次
元
で
、
一
切
が

対
象
と
し
て
、
客
観
的
に
観
察
さ
れ
る
よ
う
な
「
主
観-

客
観-

図
式
」
の
土
台
の
上
で

築
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
や
西
田
に
お
け
る
倫
理
学
は
、

そ
れ
と
は
逆
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（384-322 B.C.
）
以
来
ヘ
ー
ゲ
ル
に
至
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
伝
統
的
な
主
流
の
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
を
支
配
し
て
い
た
主
観-

客
観

-

図
式
か
ら
解
き
放
た
れ
て
い
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
西
田
の
新
し
い
倫
理
学
で
は
、

感
情
と
意
志
が
土
台
と
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
以
前
の
伝
統
的
な
主
流
の
形
而
上
学
の
よ

う
に
感
情
と
意
志
か
ら
分
離
さ
れ
た
知
性
が
土
台
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
両
哲
学
者
に

お
け
る
倫
理
学
の
長
所
は
こ
の
他
に
も
、
倫
理
学
が
宗
教
の
核
心
と
な
っ
て
い
る
「
誠

実
」
に
根
づ
い
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
無
論
、
両
哲
学
者
に
置
け
る
宗
教
は
、

何
ら
か
の
既
成
宗
教
を
意
味
し
て
い
な
い
。
宗
教
と
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
で
は
「
世

界
に
対
す
る
感
謝
」(

7)

で
あ
り
、
西
田
で
は
「
心
霊
上
の
事
実
」(

8)

で
あ
り
、
そ

の
核
心
は
「
誠
実
」(

9)

と
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
西
田
の
両

倫
理
学
に
お
い
て
は
、
論
理
は
主
語
論
理
で
は
な
く
、
述
語
的
論
理
で
成
り
立
っ
て
い

る
。
と
い
う
の
も
、
両
哲
学
者
に
お
い
て
は
実
体
的
な
絶
対
者
が
考
え
ら
れ
て
い
な
い

か
ら
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
「
主
語
論
理
」
で
は
、
主
語
は
実
体
的
で
述

語
と
は
な
り
得
な
い
。
し
か
し
、
西
田
の
語
る
「
述
語
的
論
理
」
は
、
人
間
の
個
と
世

界
と
の
自
覚
の
論
理
の
核
心
と
な
っ
て
い
て
、
こ
こ
で
の
述
語
は
主
語
を
包
摂
す
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
有
機
体
の
哲
学
（organic philosophy

）
に
お
け

る
、
過
程
（process

）
と
し
て
の
合
成
（concrescence

）
の
次
元
で
の
非
実
体
的
な

神
と
、
実
在
（reality

）
と
し
て
の
現
実
的
実
有
（an actual entity

）
と
し
て
の
神
、

そ
し
て
西
田
哲
学
に
お
け
る
多
の
世
界
の
現
象
と
一
で
あ
る
神
と
は
、
非
常
に
類
似
し

て
い
る
。
し
か
し
、
次
の
一
点
に
お
い
て
相
違
し
て
い
る
。
即
ち
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド

に
お
い
て
は
、
西
田
哲
学
の
核
心
と
な
っ
て
い
る
「
絶
対
無
の
場
所
」
が
未
だ
開
か
れ

て
い
な
い
こ
と
に
お
い
て
。
し
か
し
な
が
ら
、
正
に
そ
の
故
に
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の

哲
学
や
倫
理
学
で
は
、「
絶
対
無
の
場
所
」
の
形
と
し
て
表
現
さ
れ
た
イ
デ
ア
で
あ
る

「
永
遠
的
客
体
（eternal object

）
が
合
生
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
あ
る
が
。 

 

さ
て
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
西
田
と
の
両
倫
理
学
で
は
、「
誠
実
」
が
宗
教
の
土
台

で
あ
り
、
誠
実
は
非
実
体
的
な
述
語
と
は
な
る
が
実
体
的
な
主
語
と
は
な
ら
な
い
こ
と

が
、
先
に
理
解
さ
れ
た
が
、「
誠
実
」
は
両
者
に
お
い
て
倫
理
学
の
根
源
で
も
あ
る
。

新
し
い
倫
理
学
は
、
そ
の
根
源
が
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
や
西
田
の
倫
理
学
に
お
け
る
よ

う
に
「
誠
実
」
で
あ
る
宗
教
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
実
は
、
各
時
代
、
各
国
、

各
種
族
、
各
部
族
、
各
個
人
等
々
の
具
体
的
状
況
に
よ
っ
て
常
に
相
違
し
て
い
る
。
そ

の
よ
う
な
倫
理
学
の
第
一
の
徳
目
と
し
て
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
で
は
、
真
剣
さ(

10)

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
因
に
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
（1813-1855

）
も
真
剣
さ
（Ernst

）

を
挙
げ
て
い
る
。
西
田
で
は
誠
実
の
基
礎
と
し
て
、
例
え
ば
仏
教
で
の
四
弘
誓
願
の
如

き
悲
願(

11)

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。 

 
３
、
倫
理
学
と
社
会 

 
倫
理
学
に
お
い
て
は
、
倫
理
と
社
会
の
関
係
が
常
に
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
い
う
の
も
、
倫
理
は
第
一
に
、
社
会
の
中
で
必
要
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ

ト
ヘ
ッ
ド
と
西
田
の
倫
理
学
で
は
、
倫
理
と
社
会
の
問
題
は
、
経
験
の
表
現
の
問
題
と

関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
は
、「
経
験
と
そ
の
表
現
」
の
問
題
を
引
き
起



 87 

こ
し
て
い
る
。 

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、「
表
現
は
、
…
孤
独
さ
か
ら
社
会
へ

の
帰
還
」(

12)

で
あ
る
。
西
田
で
は
、
経
験
の
表
現
の
問
題
は
、「
種
」
の
形
（
ギ
リ
シ

ア
語
のeidos

）
で
あ
る
「
文
化
」
に
関
係
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

先
ず
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
い
て
は
、
独
創
性
は
「
公
式
化
さ
れ
ず
に
残
さ
れ
た

表
現
の
要
素
」(
13)
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
彼
は
、
経
験
を
表
現
す
る
こ
と

が
創
造
的
で
あ
る
と
暗
示
し
て
い
る(

14)

。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
倫
理
学
の
基
礎
と

し
て
の
宗
教
へ
と
哲
学
が
転
換
す
る
場
合
に
、「
誠
実
」
の
基
礎
的
経
験
が
表
現
さ
れ

る
こ
と
は
、
孤
独
さ
か
ら
社
会
へ
帰
還
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。 

 

次
い
で
西
田
に
お
い
て
は
、
森
羅
万
象
に
通
底
の
「
真
の
自
己
」
へ
と
「
自
我
」
が

転
換
す
る
根
本
経
験
と
し
て
の
「
純
粋
経
験
」
は
、
現
象
の
世
界
で
の
真
実
在
の
経
験

が
意
味
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
西
田
で
は
、「
天
地
と
我
と
同
根
、
万
物
と

我
と
一
体
」（
碧
眼
集
第
四
十
則
参
照
）
と
い
う
根
本
経
験
は
、
常
に
実
在
と
し
て
の

真
理
の
論
理
の
世
界
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
華
厳
宗
の
用
語
を
借
り
て
表
現
す
る
と
、

世
界
が
自
覚
さ
れ
る
「
事
事
無
礙
」
の
経
験
は
、
西
田
で
は
も
う
一
度
「
理
事
無
礙
」

の
世
界
で
表
現
し
直
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
直
接
の
純
粋
経
験
の
世
界
で
あ
る
、

理
（
真
理
の
世
界
）
と
事
（
事
実
の
世
界
）
の
区
別
も
な
い
、
す
べ
て
の
出
来
事
が
融

通
無
礙
に
回
互
的
に
挿
入
し
合
う
事
事
無
礙
の
世
界
の
経
験
は
、
西
田
で
は
理
と
事
の

世
界
が
「
一
」
に
統
一
さ
れ
る
よ
う
な
「
理
事
無
礙
」
の
世
界
で
の
論
理
（
西
田
の
絶

対
無
の
場
所
の
論
理
）
で
表
現
し
直
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
次
の
事
実
か

ら
も
理
解
さ
れ
得
る
。
即
ち
、「
絶
対
無
の
場
所
の
論
理
」
の
提
唱
（1926

）
以
前
に
、

論
文
「
表
現
作
用
」(1925)

を
執
筆
以
来
、
西
田
は
常
に
表
現
や
表
現
作
用
の
問
題
を

論
じ
て
い
る
事
実
か
ら
も
。
従
っ
て
、
西
田
哲
学
に
対
す
る
一
般
的
な
批
判
、
す
な
わ

ち
、「
西
田
の
場
所
の
論
理
で
は
、
自
己
と
世
界
の
「
一
」
は
非
常
に
深
く
考
察
さ
れ

て
い
る
が
、「
社
会
存
在
の
論
理
」
で
あ
る
「
種
の
論
理
」
が
欠
け
て
い
る
」
と
い
う

批
判
は
、
正
当
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
西
田
は
常
に
社
会
の
問
題

を
、
根
本
経
験
が
表
現
さ
れ
る
場
合
の
問
題
と
の
連
関
の
お
け
る
倫
理
学
で
の
関
係
で

考
察
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

こ
こ
ま
で
の
論
述
か
ら
、
二
十
一
世
紀
に
ふ
さ
わ
し
い
新
し
い
倫
理
は
、
感
情
や
意

志
が
基
礎
と
な
っ
た
「
誠
実
」
と
し
て
の
宗
教
の
土
台
の
上
に
、
つ
ま
り
そ
の
核
心
が

非
実
体
的
な
真
剣
さ
や
他
者
へ
の
悲
願
で
あ
る
よ
う
な
人
格
性
の
上
に
、
築
か
れ
る
よ

う
な
倫
理
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

   ４
、
倫
理
学
に
対
す
る
神
の
関
係 

 

シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
（Schleierm

acher, 1768-1834

）
が
宗
教
を
形
而
上
学
や

倫
理
学
か
ら
分
離
し
て
、
宗
教
の
固
有
性
を
直
観
と
感
情
に
見
出
し
た
こ
と
は
、
彼
の

時
代
に
お
い
て
は
勿
論
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
宗
教
と
は
「
宇
宙

の
直
観
」
で
あ
り
、「
絶
対
憑
依
の
感
情
」
で
あ
る
。
ま
た
カ
ン
ト
で
は
、
単
な
る
理

性
の
範
囲
内
で
の
、
宗
教
独
自
の
領
域
が
主
張
さ
れ
て
、
宗
教
は
、
論
理
的
真
理
を
解

明
す
る
理
論
理
性
（=

悟
性
）
か
ら
も
倫
理
や
道
徳
の
善
が
究
め
ら
れ
よ
う
と
す
る
実

践
理
性
（=

狭
羲
の
理
性
）
か
ら
も
、
ま
た
芸
術
に
お
け
る
美
が
求
め
ら
れ
よ
う
と
す

る
判
断
力
か
ら
も
分
離
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
二
十
一
世
紀
に
お
い
て
は
、
単
に
内
在
的
な
倫
理
学
と
か
道
徳
の

領
域
あ
る
い
は
単
に
宇
宙
の
直
観
や
絶
対
憑
依
の
感
情
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
同
時

に
以
下
の
よ
う
な
次
元
に
お
い
て
も
論
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
西
田
に
お
い

て
の
如
き
、
そ
れ
ら
が
「
お
い
て
あ
る
場
所
（chora, field , Feld

）
で
あ
っ
て
、
常
に

同
時
に
「
絶
対
現
在
」
と
し
て
の
「
今
此
処
」（=

永
遠
の
今
）
に
お
い
て
か
、
あ
る
い

は
少
な
く
と
も
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
如
き
そ
の
よ
う
な
「
場
所
」
の
次
元
で
、

「
今
此
処
」
の
形
で
あ
る
イ
デ
ア
と
し
て
の
「
永
遠
的
客
体
」（eternal object

）
の
働

き
に
お
い
て
。 

 

さ
て
、
神
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
か
に
従
っ
て
、
倫
理
学
は
変
化
せ
ざ
る
を
得

な
い
。
し
か
し
、
各
宗
教
で
神
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
、
信
仰
さ
れ
て
い
る
か
は
、

多
種
多
様
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
神
の
理
解
や
信
仰
の
さ
れ
方
が
、
実
体
的
と
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非
実
体
的
の
二
種
類
に
分
け
て
考
察
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
西
田
や
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
で

は
神
は
、
非
実
体
的
で
対
象
化
さ
れ
得
な
い
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
伝
統
的
、

正
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
の
神
や
浄
土
真
宗
に
お
け
る
如
き
仏
陀
は
、
実

体
的
傾
向
が
強
い
。
従
っ
て
そ
れ
ら
は
、
永
遠
、
普
遍
、
不
変
で
あ
っ
て
、
対
象
化
さ

れ
易
い
。
後
者
の
実
体
的
に
理
解
さ
れ
易
い
絶
対
者
と
し
て
の
神
や
仏
は
、
西
田
や
ホ

ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
哲
学
や
倫
理
に
は
当
て
嵌
ま
ら
な
い
。
絶
対
者
が
実
体
的
で
あ
る
よ

う
な
各
宗
教
で
は
、
例
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
十
戒
や
仏
教
の
十
重
禁
戒
の
よ
う
な
い

わ
ば
規
範
的
倫
理
が
妥
当
し
易
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
十
一
世
紀
に
お
い
て
は
、
神

は
も
は
や
容
易
に
は
実
体
的
で
は
あ
り
得
な
い
。
と
い
う
の
も
、
第
二
次
世
界
大
戦
の

修
了
ま
で
実
体
的
な
神
の
基
礎
の
上
に
生
き
て
き
た
人
々
は
、
虚
無
主
義

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

に
陥
ら
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
周
知
の
よ
う
に
、
そ
の
際
に
は
、
実
体

的
な
神
や
仏
は
単
に
知
的
、
客
観
的
、
抽
象
的
、
理
性
的
な
計
算
や
効
率
や
技
術
に
偏

り
す
ぎ
て
、
情
意
的
、
主
体
的
、
具
体
的
、
経
験
的
な
も
の
が
捨
て
去
ら
れ
て
、
人
々

は
、
生
き
る
事
に
何
ら
の
意
味
も
意
義
も
価
値
も
見
出
し
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

更
に
言
え
ば
、
殆
ど
の
キ
リ
ス
ト
者
、
仏
教
者
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
時
の
ド
イ
ツ
の

ナ
チ
ス
に
よ
っ
て
迫
害
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
系
の
人
々
を
助
け
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
、
原
爆
が
、
カ
ン
ト
の
語
る
よ
う
な
目
的
自
体
と
し
て
の
人
格

性
を
持
っ
た
人
間
が
為
す
こ
と
と
は
到
底
思
え
な
い
仕
方
で
、
広
島
や
長
崎
の
市
民
た

ち
の
上
に
、
恐
ら
く
有
色
人
種
な
る
が
故
に
投
下
後
問
題
に
さ
れ
る
事
も
な
い
だ
ろ
う

と
の
当
時
の
人
種
差
別
思
想
に
基
づ
い
て
、
投
下
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
る
か
ら
な
の
で

あ
る
。 

 

さ
て
、
西
田
や
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
で
は
神
は
如
何
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
西
田
で
は
神
は
、
絶
対
無
の
神
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
で
の
神

は
、
彼
の
有
機
体
の
哲
学
に
お
け
る
三
つ
の
究
極
的
範
疇
の
一
つ
で
あ
る
「
創
造
性
」

（creativity

）
に
よ
っ
て
森
羅
万
象
と
同
時
に
創
造
さ
れ
た
神
で
あ
る
。
両
哲
学
者
で

は
共
に
神
は
非
実
体
的
と
理
解
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
両
者
の
神
理
解
の
相
違
に
よ

っ
て
、
両
者
で
の
倫
理
の
相
違
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
か
が
以
下
に
お
い
て

論
究
さ
れ
る
。 

 

５
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
西
田
に
お
け
る
倫
理
学
に
対
す
る
神
の
関
係 

(

ａ)

Ａ
・
Ｎ
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
神 

 

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
で
の
神
は
、
多
の
す
べ
て
の
被
造
物
と
同
時
に
、
三
つ
の
究
極
的

範
疇
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
の
創
造
性
（creativity

）
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
、
一
つ

の
現
実
的
実
有
（actual entity

）
と
し
て
の
神
で
あ
る
。
こ
の
神
は
、
こ
の
宇
宙
に
お

け
る
多
の
各
々
の
現
実
的
実
有
と
同
様
に
「
自
己
原
因
」（
ラ
テ
ン
語
で
は
、causa sui 

）

的
で
あ
る
。 

 

各
々
の
本
来
的
な
現
実
的
実
有
の
新
し
い
一
合
生
の
最
初
の
相
で
あ
り
、
か
つ
創
造

性
の
一
特
徴
で
あ
る
の
は
、
一
現
実
的
実
有
と
し
て
の
神
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い

て
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
神
は
、
神
と
呼
ば
れ
る
原
初
的
な
現
実
的
実
有
と
時

間
的
な
現
実
的
実
有
（actual occasion

）
と
を
意
味
す
る
す
べ
て
の
現
実
的
契
機
の
共

同
体
に
含
ま
れ
て
い
る(

15)

。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、 

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
『
過

程
と
実
在
』
（1929

）
の
冒
頭
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
存
在
（existence

）
の

一
範
疇
と
し
て
の
永
遠
的
客
体
（eternal object

）
は
、
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る
の

で
は
な
い(

16)

。
と
い
う
の
も
、
神
の
本
性
は
、
永
遠
的
客
体
が
神
を
必
要
と
す
る
の

と
同
様
に
、
永
遠
的
客
体
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
神
は
、
永
遠
的
客
体
の
関
係

の
基
礎
で
あ
り
、
永
遠
的
客
体
は
、
神
す
ら
も
含
め
た
す
べ
て
の
確
定
し
た
現
実
的
実

有
か
ら
抽
象
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
神
の
三
つ
の
本
性
が
、
こ
こ
で
問
題
と

な
る
。 

 

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
有
機
体
の
哲
学
で
は
、
神
の
三
つ
の
本
性
は
、
原
初
的
本
性
、

結
果
的
本
性
そ
し
て
自
己
超
越
的
本
性
で
あ
る
。
原
初
的
本
性
は
、
原
初
的
特
性
で
あ

る
創
造
性
に
よ
っ
て
得
ら
れ
て
い
る
本
性(

17)

で
あ
り
、
ま
た
、
潜
勢
態
の
絶
対
的
な
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富
の
無
制
限
な
概
念
的
実
現
で
あ
る(

18)

。
更
に
、
神
の
こ
の
本
性
は
、
「
感
じ
」

（feeling

）
の
た
め
の
誘
因
（lure

）
で
あ
り
、
欲
求
の
永
遠
的
衝
動
で
あ
る(

19)

。
神

の
原
初
的
本
性
の
反
対
の
極
で
あ
る
、
第
二
の
神
の
結
果
的
本
性
は
、
神
の
物
的
感
じ

を
神
の
原
初
的
概
念
に
織
り
込
む
こ
と
で
あ
る(

20)

。神
の
原
初
的
本
性
は
、自
由
で
、

完
全
で
、
原
初
的
で
、
永
遠
的
で
、
現
実
的
に
は
欠
如
的
で
、
非
意
識
的
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
神
の
結
果
的
本
性
は
、
限
定
さ
れ
、
未
完
で
、
結
果
的
で
、
永
続
的
で

あ
り
、
十
全
に
現
実
的
か
つ
意
識
的
で
あ
る
。 

 

第
三
の
、
神
の
自
己
超
越
的
本
性
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
時
間
的
事
例
に
お
い
て
超
越
的

創
造
性
を
制
約
す
る
神
の
特
殊
な
満
足
の
実

用

的

プ
ラ
グ
マ
チ
ィ
ッ
ク

な
価
値
と
い
う
性
格
で
あ
る

(

21)

。
換
言
す
れ
ば
、
神
の
原
初
的
本
性
は
、「
与
件
の
う
ち
に
す
べ
て
の
永
遠
的
客
体

を
含
む
概
念
的
感
じ
の
統
一
性
の
合
生
」(

22)
で
あ
る
。
ま
た
、
神
の
結
果
的
本
性
は
、

「
展
開
す
る
宇
宙
の
諸
現
実
態
の
神
に
よ
る
物
的
抱
握
」(

23)

で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ

ッ
ド
に
お
け
る
神
は
、
こ
の
故
に
、
創
造
性
に
よ
る
結
果
で
あ
り
、
秩
序
の
根
底
で
あ

り
、
ま
た
新
し
さ
へ
の
刺
激
物
で
あ
る(

24)

。
こ
の
神
は
、
実
用
的
な
価
値
と
い
う
特

性
を
持
っ
て
い
る
。 

 

（
ｂ
）
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
哲
学
に
お
け
る
、
神
の
倫
理
学
へ
の
関
係 

 

創
造
性
（creativity

）
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
神
は
、

万
物
の
創
造
者
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
は
相
違
し
て
い
る
。
彼
に
お
け
る
神
は
、

人
間
や
す
べ
て
の
も
の
に
対
し
て
規
範
的
倫
理
を
命
令
は
で
き
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
、

創
造
性
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
神
は
、
創
造
的
に
生
き
る
よ
う
に
助
け
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
三
つ
の
究
極
的
範
疇
の
う
ち
の
一
つ
で
あ

る
「
創
造
性
」
は
、
人
間
や
そ
の
他
の
す
べ
て
の
も
の
が
創
造
的
で
あ
る
こ
と
可
能
に

す
る
か
ら
で
あ
る
。 

  

し
か
し
な
が
ら
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
神
は
、
結
果
的
本
性
と
し
て
も
ま
た

同
時
に
働
く
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
同
時
に
秩
序
の
根
底
で
も
あ
る
。
更
に
、
秩
序
の
根

底
と
し
て
の
神
は
、
同
時
に
新
し
さ
へ
の
刺
激
物
で
も
あ
る
。
何
故
な
ら
、
神
は
種
々

様
々
の
時
間
的
事
例
を
制
約
す
る
、
神
の
自
己
超
越
的
本
性
と
し
て
も
働
く
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
神
は
、
す
べ
て
の
も
の
に
お

け
る
新
し
さ
の
根
源
で
も
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
神
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
は

相
違
し
て
は
い
る
が
、
す
べ
て
を
創
造
的
で
あ
ら
し
め
、
す
べ
て
の
秩
序
の
根
底
で
あ

り
、
実
用
的
な
諸
価
値
を
含
ん
だ
新
し
さ
を
可
能
に
す
る
。
従
っ
て
、
こ
の
点
で
は
、

キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
そ
れ
ほ
ど
の
相
違
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
彼
に
お
け
る
神

が
、
彼
の
現
存
在
（existence

）
の
八
つ
の
範
疇
の
な
か
の
一
つ
で
あ
る
永
遠
的
客
体

(eternal object)

と
は
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
キ
リ
ス
ト
教
と
は
著
し
く
相
違

し
て
い
る
こ
と
が
付
言
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド

に
お
け
る
永
遠
的
客
体
は
、「
事
実
を
特
殊
的
に
決
定
す
る
た
め
の
、
純
粋
な
潜
勢
態
」

(

25)

な
の
だ
か
ら
。
し
か
も
、
既
述
の
よ
う
に
、
神
の
本
性
は
永
遠
的
客
体
を
必
要
と

し
、
そ
の
逆
も
ま
た
真
だ
か
ら
で
あ
る
。 

 

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
永
遠
的
客
体
は
、「
場
所
」（
ギ
リ
シ
ア
語
のchora

）

の
限
定
さ
れ
た
形
、
つ
ま
り
、「
自
己
と
世
界
の
自
覚
の
イ
デ
ア
の
形
」(

26)

で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
で
の
ギ
リ
シ
ア
語 “chora” 

は
、「
場

所
」
を
意
味
す
る
が
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
『
観
念
の
冒
険
』(1933)

の
中
で
こ
れ
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る(

27)

。
し
か
も
、
西
田
に
お
い
て
も
ま
た
、
プ
ラ
ト
ン
の
同
書
の

同
一
箇
所
の
「
場
所
」(chora)

が
い
わ
ば
一
種
の
根
拠
と
な
っ
て
、「
絶
対
無
の
場
所
」

と
し
て
の
神
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
西
田
と
は
相
互
に
何
ら
の
交

流
も
な
く
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
の
場
所
（chora

）
と
い
う
同
一
の
用
語
を
ヒ
ン
ト
に
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
画
期
的
な
新
し
い
考
え
方
を
提
唱
し
た
わ
け
で
あ
る
。
場
所
（chora

）

に
関
し
て
の
両
哲
学
者
で
の
相
違
点
の
一
つ
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
ホ
ワ

イ
ト
ヘ
ッ
ド
で
は
、「
場
所
」
が
イ
デ
ア
と
し
て
限
定
さ
れ
た
形
が
「
永
遠
的
客
体
」

で
あ
り
、
西
田
で
は
「
場
所
」
は
、
森
羅
万
象
を
包
摂
す
る
「
働
き
と
し
て
の
神
」
と
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見
な
さ
れ
る
「
絶
対
無
の
場
所
」
の
直
接
化
し
た
「
歴
史
的
実
在
の
世
界
」
で
あ
る
と

同
時
に
、
常
に
森
羅
万
象
の
一
々
に
よ
っ
て
直
接
に
限
定
さ
れ
る
、
つ
ま
り
、
逆
限
定

さ
れ
る
「
絶
対
無
の
場
所
」
の
直
接
化
し
た
「
歴
史
的
実
在
の
世
界
」
で
あ
る
。
け
れ

ど
も
、
最
終
的
に
西
田
が
到
達
す
る
こ
の
「
歴
史
的
実
在
の
世
界
」
は
、
ポ
イ
エ
ー
シ

ス
（「
創
造
的
制
作
」）
の
世
界
と
表
現
し
直
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
西
田
の
最
終
到

達
の
境
界
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
出
発
点
に
据
え
ら
れ
た
三
つ
の
「
究
極
的
範
疇
」

の
中
の
一
つ
の
「
創
造
性
」（creativity

）
に
一
致
す
る
。
け
れ
ど
も
、
西
田
で
は
、

神
は
ホ
ワ
イ
ト
で
の
「
究
極
的
範
疇
」
の
一
つ
の
「
創
造
性
」
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
得

る
の
で
あ
る
。
更
に
、
西
田
で
の
「
表
現
」
の
問
題
は
、
此
処
で
は
詳
論
の
暇

い
と
ま

は
な

い
が
、
華
厳
宗
の
用
語
を
借
り
れ
ば
、
西
田
の
立
場
が
最
終
的
に
は
真
理
の
「
理
」
の

立
場
（=

「
理
法
界
」
）
と
現
実
の
経
験
の
「
事
」
の
立
場
（=

「
事
法
界
」）
と
が
、

絶
対
に
矛
盾
し
な
が
ら
も
森
羅
万
象
に
通
底
す
る
「
真
の
自
己
」
に
お
い
て
は
「
自
己

同
一
」
の
世
界
（=

「
理
事
無
礙
法
界
」）
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
理
事
無
礙
の
立
場
で

の
「
表
現
」
の
問
題
で
あ
る
の
で
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
絶
対
無
の
場
所
が
形
と
し
て

限
定
さ
れ
た
イ
デ
ア
と
し
て
の
「
永
遠
的
客
体
」
の
働
き
に
、
西
田
の
表
現
の
問
題
が

重
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
最
終
的
な
立
場
と
し
て
の
、
理
と
事
が

分
離
さ
れ
て
い
な
い
理
と
事
の
渾
然
一
体
の
世
界
と
し
て
の
「
事
事
無
礙
」
の
世
界
、

つ
ま
り
、
宗
教
と
倫
理
が
渾
然
一
体
と
な
っ
た
世
界
は
、
両
哲
学
者
で
は
開
き
示
さ
れ

て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。 

  

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
神
が
、
有
機
体
の
哲
学
の
核
心
と
な
っ
て
い
る
感
じ
（feeling

）

へ
の
誘
い
で
あ
る
限
り
、
そ
こ
で
の
倫
理
学
は
宗
教
の
核
心
と
し
て
の
「
世
界
に
対
す

る
誠
実
」
の
基
礎
の
上
に
成
り
立
っ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
倫
理
学
は
常
に
究
極

的
範
疇
の
一
つ
で
あ
る
「
創
造
性
」
や
現
存
在
の
範
疇
の
一
つ
で
あ
る
永
遠
的
客
体
に

よ
っ
て
正
さ
れ
、
揺
り
動
か
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
倫
理
学
で
は
、
森
羅
万
象
の

一
々
は
「
創
造
性
」
と
「
一
」
に
働
く
と
い
う
よ
り
は
、「
創
造
性
」
は
個
や
個
物
を

超
脱
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。 

  ６
．
西
田
に
お
け
る
、
神
の
倫
理
学
へ
の
関
係 

(

ａ)

西
田
哲
学
に
お
け
る
神 

 

西
田
の
『
善
の
研
究
』（1911

）
で
は
、
神
は
宇
宙
の
統
一
者
で
あ
り
、
ま
た
、
宇

宙
の
非
実
体
的
根
底
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
既
述
の
プ
ラ
ト
ン
の
『
テ
ィ
マ
イ

オ
ス
』
か
ら
の
ヒ
ン
ト
で
「
絶
対
無
の
場
所
の
論
理
」（1926

）
を
提
唱
し
て
以
来
、

西
田
で
は
神
は
「
絶
対
無
」（=

実
体
的
な
も
の
の
絶
対
の
否
定
性
）
と
理
解
さ
れ
て
い

る
。
絶
対
の
無
限
の
開
け
で
も
あ
る
絶
対
無
の
場
所
（=

開
け
、
絶
対
現
在
）
に
お
い

て
は
、
森
羅
万
象
の
一
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
世
界
と
宇
宙
を
形
成
す
る
絶
対
の
中
心
で
あ

る
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
を
形
成
す
る
そ
の
周
辺
上
の
単
な
る
一
点
で
し
か
な
い
。
そ
の

よ
う
な
「
開
け
」
な
い
し
は
絶
対
現
在
で
は
、
個
と
場
所
（=

開
け
）
あ
る
い
は
「
個

と
世
界
」
と
は
、
自
己
同
一
的
で
あ
る
。
が
、
こ
の
自
己
同
一
的
関
係
は
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
以
来
の
対
象
論
理
に
お
い
て
は
、「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
」
と
表
現
さ
れ

る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
開
け
で
は
、
私
た
ち
の
各
人
は
、「
私
は
場
所
で
あ
り
、

場
所
は
私
で
あ
る
」
と
言
い
得
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
で
は
、
私
も
場
所
も
非
実
体

的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
よ
う
な
場
所

（chora

）
の
形
と
理
解
さ
れ
る
「
個
と
場
所
」
あ
る
い
は
「
個
と
世
界
」
の
間
に
潜

勢
態
と
し
て
の
永
遠
的
客
体
は
存
在
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
ホ
ワ

イ
ト
ヘ
ッ
ド
で
の
「
創
造
性
」（creativity

）
に
は
、
西
田
の
「「
絶
対
無
の
場
所
」
が
、

従
っ
て
ま
た
「
絶
対
無
と
し
て
の
神
」
が
対
応
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き

る
。 

 
さ
て
、
一
切
の
実
体
性
の
否
定
性
で
あ
る
絶
対
無
の
神
の
、
倫
理
学
に
対
す
る
関
係

は
、
自
覚
に
存
す
る
。
つ
ま
り
、
絶
対
無
の
場
所
に
お
け
る
各
人
の
自
己
の
自
覚
は
、

世
界
が
各
個
に
お
い
て
真
の
世
界
に
自
覚
的
に
な
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お

い
て
、
西
田
の
倫
理
学
は
、
自
己
と
世
界
の
真
の
自
覚
の
基
礎
の
上
に
成
り
立
ち
得
る
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と
理
解
さ
れ
る
。 

 (

ｂ)
西
田
哲
学
に
お
け
る
、
神
の
倫
理
学
へ
の
関
係 

 

西
田
に
お
け
る
実
体
性
の
否
定
を
意
味
す
る
「
絶
対
無
の
神
」
は
、「
真
の
自
己
」

と
し
て
の
各
個
、
各
個
人
で
あ
り
、
ま
た
逆
に
、「
真
の
自
己
」
と
し
て
の
各
個
、
各

個
人
は
、「
絶
対
無
の
神
」
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
絶
対
無
の
神
は
、
絶
対
者
と
し
て

の
神
で
は
な
い
か
ら
で
あ
り
、
か
つ
万
物
に
通
底
す
る
「
真
の
自
己
」
は
、
実
体
化
、

絶
対
化
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
根
源
的
い
の
ち
」、「
永
遠
の
今
」
で
も
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
従
っ
て
、
絶
対
無
の
場
所
の
論
理
で
の
、
神
の
倫
理
学
へ
の
関
係
は
、
各
個

が
本
来
的
に
は
「
一
」
で
あ
る
「
真
の
自
己
」
と
「
真
の
世
界
」
と
の
両
者
を
包
み
込

む
「
真
の
自
覚
」
に
生
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
西
田
哲
学
の
前
期
で
は
、「
真
の
自

己
」
の
自
覚
に
生
き
る
こ
と
が
倫
理
で
あ
り
、
後
半
期
で
は
、「
自
己
の
自
覚
」
を
包

摂
す
る
真
の
「
世
界
の
自
覚
」
に
生
き
る
こ
と
が
倫
理
と
な
っ
て
い
る
。
西
田
哲
学
全

体
と
し
て
は
、
倫
理
学
は
、
宗
教
の
基
礎
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
西

田
哲
学
で
は
、
宗
教
は
「
心
霊
上
の
事
実
」
で
あ
り
、
倫
理
学
を
も
包
摂
す
る
哲
学
は

そ
の
説
明
だ
か
ら
で
あ
る
。
宗
教
と
し
て
の
「
心
霊
上
の
事
実
」
の
基
礎
の
上
に
築
か

れ
た
こ
の
よ
う
な
倫
理
学
で
の
各
個
は
、
絶
対
無
の
開
け
（=

場
所
）
と
、「
絶
対
矛
盾

的
自
己
同
一
的
」
関
係
に
あ
る
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
絶
対
無
の
場
所
に

た
と
え
瞬
間
的
で
あ
れ
生
き
得
る
時
に
は
「
真
の
自
己
」
に
お
い
て
両
者
は
「
自
己
同

一
的
」
で
あ
る
が
、
対
象
論
理
的
に
は
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
」
で
あ
る
と
表
現

せ
ざ
る
を
得
な
い
。
西
田
の
こ
の
よ
う
な
倫
理
学
に
お
い
て
は
、
発
生
論
的
に
は
「
場

所
」
が
「
個
」
に
対
し
て
先
行
す
る
が
、
事
柄
的
に
は
「
個
と
場
所
」
と
の
、
あ
る
い

は
「
個
と
世
界
」
と
の
関
係
は
、
時
間
的
な
前
後
関
係
で
は
な
く
、
時
空
に
お
い
て
同

時
的
で
あ
る
。 

  

「
場
所
」
が
、
た
と
え
潜
勢
態
と
し
て
で
あ
れ
、
形
（form

, idea

）
と
し
て
の
永
遠

的
客
体
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
、
各
人
の
創
造
的
働
き
と
し
て
の
倫
理
は
容
易
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
規
範
的
倫
理
学
へ
と
陥
る
危
険
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

臨
済
の
用
語
に
従
え
ば
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
で
の
倫
理
学
で
は
、「
途
中
（
＝
修
行
）

に
あ
っ
て
、
家
舎
（
＝
悟
り
＝
真
の
自
覚
）
を
離
れ
ず
」(

28)

が
、
西
田
の
倫
理
学
で

は
、「
家
舍
を
離
れ
て
、
途
中
に
在
ら
ず
」(

29)

が
、
基
礎
と
さ
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ

得
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
十
一
世
紀
の
こ
の
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
時
代
に
は
、
先

ず
「
絶
対
無
の
場
所
」
で
の
自
覚
の
論
理
を
踏
ま
え
た
倫
理
へ
の
探
求
を
続
け
て
行
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

注 

   (

1)  A
lfred N

orth  W
hitehead, Adventures of Ideas, (

『
観
念
の
冒
険
』）、 The Free Press, N

ew
 York, 1933, p.241. 

   (

2) O
p.cit.p.252. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

   

   (

3) O
p.cit.p.285. 

   (

4)

『
西
田
幾
多
郎
全
集
』 

第
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
、
一
五
六
頁
。 

   (

5) A
.N

. W
hitehead, Religion in the M

aking, (

『
形
成
途
上
の
宗
教
』)

、 Fordham
 Press, N

ew
 York, 2005, p.60. 

   (

6)

『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
十
一
巻
、
四
四
五
頁
。 

 
 

  
 

   (

7) A
.N

. W
hitehead, Religion in the M

aking, p.60. 

   (

8)

『
西
田
幾
多
郎
全
集
』 

第
十
一
巻
、
三
七
一
頁
。  

 
 

 
 

   (

9) 

注
の
（
６
）
参
照
。  

   (

10) A
.N

. W
hitehead, Religion in the M

aking, p.5. 

   (

11) 

注
の(

６)

を
参
照
。
日
本
語
の
『
悲
願
』
は
、
以
下
の
辞
書
に
よ
る
と
、｢

仏
陀
や
菩
薩
の
慈
悲
か
ら
生
じ

て
く
る
誓
願｣

で
あ
る
と
言
え
る
。Japanese -English Buddhist D

ictionary, D
aito Shuppan-press, 1979, 

p.105

参
照
。 

   (

12) A
.N

. W
hitehead, Religion in the M

aking, p.137. 
 
 
 

  

   (

13) O
p. cit. p. 136. 

   (

14) O
p. cit. p.132-133. 



 92 

   (

15) A
lfred N

orth W
hitehead, Process and Reality

（『
過
程
と
実
在
』）, The Free Press, A division of      

  M
acm

illan Publishing, N
ew

 York, 1929, p. 65. 

   (

16) O
p. cit. p.257. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

   (

17) O
p. cit. p.344. 

   (

18) O
p. cit. p.343. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 (

19) O
p. cit. p.344. 

   (

20) O
p. cit. p.345.                       (

21) O
p. cit. p.88. 

   (

22) O
p. cit. p.87f..                       (

23) O
p. cit. p.88. 

   (

24) O
p. cit. p.88.                        (

25) O
p. cit. p.22. 

   (

26) Eiko H
anaoka, Zen and C

hristianity-From
 the Standpoint of Absolute N

othingness       

       M
aruzen , 2008, p.437. 

   (

27) C
f. A

I, p. 187. 

   (

28) C
f .R

uth F. Sasaki, The Record of Lin-chi, The Institute for Zen Studies, K
yoto,  

       Japan, 1975, p.5. 

   (

29) C
f. op. cit. p.5. 

  

付
記 

 

本
稿
は
、
日
本
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
・
プ
ロ
セ
ス
学
会
・
第
三
十
回
学
術
大

会
（
於
・
青
森
公
立
大
学
、
二
０
０
八
年
）
の
英
文
発
表
と
国
際
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
学

会
・
第
七
回
国
際
大
会
（
於
・
イ
ン
ド
の
バ
ン
ガ
ロ
ー
ル
の
キ
リ
ス
ト
大
学
と
ダ
ー
ル

マ
ラ
ム
大
学
、
二
０
０
九
年
）
で
の
英
文
発
表
と
を
纏
め
て
邦
訳
し
、
加
筆
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
付
記
致
し
た
い
。 

   


