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人
間
の
特
定
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
お
け
る
行
動
規
範
を
道
徳
と
い
う
名
称
で
規
定
す
る
場
合
、
そ
の
道
徳
は
何
が
基
準
に
な
り
形
成

さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
幼
児
期
に
お
け
る
道
徳
性
の
形
成
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
仏
教
お
よ

び
仏
教
保
育
の
視
点
か
ら
探
求
し
て
い
く
こ
と
が
本
論
文
の
主
な
目
的
で
あ
る
。

　
　
　
　
一
、
宗
教
と
道
徳

　

通
俗
的
に
、
日
本
人
は
独
特
の
宗
教
観
を
持
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
通
常
、
道
徳
観
は
宗
教
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
キ
リ
ス

ト
教
圏
や
イ
ス
ラ
ム
教
圏
で
は
、日
本
に
お
け
る
道
徳
に
あ
た
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
は
神
と
の
契
約
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、

日
常
の
生
活
規
範
は
、
そ
れ
ら
の
宗
教
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
日
本
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
も
の
を
見
出
し
づ
ら
い
状
況
に
あ
る
。
例
え
ば
、
日
本
に
お
い
て
、
信
仰
す
る
宗
教
は
何
か

と
問
わ
れ
た
場
合
、「
家
の
宗
教
は
仏
教
の
○
○
宗
で
す
が
、
私
は
特
定
の
宗
教
は
信
じ
て
い
ま
せ
ん
。」
な
ど
と
返
答
す
る
の
が
一
般
的

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
宗
教
を
持
つ
者
か
ら
す
れ
ば
生
活
に
お
け
る
秩
序
を
形
成
す
る
た
め
の
基
準
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
結
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果
的
に
無
秩
序
状
態
に
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
方
で
日
本
人
が
無
秩
序
な
状
態
で
生
活
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
決

し
て
そ
の
よ
う
な
状
態
に
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

そ
の
意
味
で
は
、
日
本
に
お
け
る
宗
教
観
や
道
徳
観
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
り
、
日
本
人
は
、
ど
の
よ
う
な
規
範
意
識
に
よ
っ
て
生

活
を
秩
序
づ
け
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
に
考
察
を
加
え
る
こ
と
は
、
幼
児
期
の
道
徳
性
の
形
成
に
関
す

る
構
造
を
理
解
す
る
上
で
も
た
い
へ
ん
重
要
な
視
点
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

山
本
七
平
は
中
東
協
力
セ
ン
タ
ー
の
川
田
専
務
理
事
の
言
葉
を
引
用
し
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

　

以
下
、
イ
ス
ラ
ム
圏
で
実
務
を
担
当
す
る
者
の
代
表
者
と
も
言
う
べ
き
、
中
東
協
力
セ
ン
タ
ー
の
川
田
専
務
理
事
の
言
葉
を

引
用
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
。

　

あ
る
体
験
か
ら
、
こ
れ
（
イ
ス
ラ
ム
体
制
）
は
ち
ょ
っ
と
違
う
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
体
験

と
い
う
の
は
、
私
が
現
地
の
ロ
ー
カ
ル
・
ク
ラ
ー
ク
を
雇
っ
た
ん
で
す
。
ロ
ー
カ
ル
と
い
い
ま
し
て
も
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
を
出

て
イ
ギ
リ
ス
人
と
結
婚
し
て
い
る
と
い
う
、
ま
あ
、
そ
の
土
地
で
は
そ
う
と
う
の
イ
ン
テ
リ
な
わ
け
で
す
な
。
二
年
く
ら
い
一

緒
に
働
い
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
が
、
あ
る
と
き
宗
教
の
話
が
出
ま
し
て
、
あ
な
た
の
宗
教
は
何
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
私
は
結

婚
式
は
神
式
で
や
っ
て
葬
式
は
仏
式
で
や
る
と
い
う
、
極
め
て
平
均
的
な
日
本
人
で
す
か
ら
、
正
直
に
、
特
別
な
信
仰
は
な
い

と
言
い
ま
す
と
、
い
や
、
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
、
あ
な
た
の
行
動
を
見
て
も
、
他
の
日
本
人
を
見
て
も
、
絶
対
に
何
ら
か
の
宗

教
を
も
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
言
い
張
る
。
揚
句
は
、
も
し
日
本
人
が
宗
教
心
が
少
な
い
と
し
た
ら
、
日
常
の
生
活
は
ど
う
や
っ

て
規
律
が
保
た
れ
て
い
る
ん
だ
、
と
た
ず
ね
る
わ
け
で
す
。
た
と
え
ば
、
泥
棒
を
し
な
い
と
か
、
人
を
殺
さ
な
い
と
か
、
そ
う

し
た
社
会
に
共
通
の
ル
ー
ル
は
。

　

当
然
、
私
は
法
律
の
存
在
を
口
に
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
彼
が
答
え
る
に
は
「
法
律
が
あ
っ
た
っ
て
、
人
が
見
て
い
な
い
と
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こ
ろ
で
ど
う
や
っ
て
守
る
ん
だ
」
そ
の
と
き
、
私
、
愕
然
と
し
ま
し
て
ね
。
イ
ス
ラ
ム
教
と
い
う
の
は
、
平
均
的
日
本
人
が
考

え
る
と
こ
ろ
の
宗
教
と
は
ま
っ
た
く
別
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
痛
切
に
感
じ
と
り
ま
し
た
。
…
…

　

言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
場
合
、
相
手
が
宗
教
と
言
っ
た
の
は
「
絶
対
的
規
範
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
宗
教
と
は
何
ら
か

の
絶
対
性
を
も
っ
て
そ
の
人
を
規
定
し
て
い
る
「
掟
」
す
な
わ
ち
規
範
で
あ
る
こ
と
は
、い
ず
れ
の
社
会
で
も
同
じ
で
あ
る
。
従
っ

て
「
宗
教
が
な
い
」
と
言
わ
れ
た
と
き
、
相
手
は
そ
れ
を
「
無
規
範
」
と
受
け
取
っ
た
が
ゆ
え
に
非
常
に
驚
き
、
同
時
に
平
生

の
川
田
氏
を
見
て
、
絶
対
に
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
と
言
っ
た
わ
け
で
あ
る
（
１
）。

　

我
々
日
本
人
に
と
っ
て
宗
教
と
は
、
川
田
が
「
私
は
結
婚
式
は
神
式
で
や
っ
て
葬
式
は
仏
式
で
や
る
と
い
う
、
極
め
て
平
均
的
な
日
本

人
で
す
か
ら
」
と
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
宗
教
的
文
化
と
し
て
受
容
し
て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
、
自
ら
の
行
動
規
範
を
絶
対
的
に
規

定
す
る
信
仰
と
し
て
の
宗
教
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
教
育
の
面
に
も
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
宗
教
が
社
会
規
範
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
社
会
で
は
、
教
育
に
お
い
て
も
、
宗
教
が
そ
の
基
盤
に
な
る
。

　

例
え
ば
、「
し
つ
け
」
は
、
家
庭
に
お
け
る
教
育
の
根
本
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
親
自
身
の
子
ど
も
を
育
て
る
う
え
で
の
方
針
や
原
則

に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
。
そ
の
方
針
や
原
則
の
根
幹
を
な
す
の
が
宗
教
な
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
宗
教
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
教

育
の
根
本
と
な
る
方
針
や
原
則
が
な
い
と
捉
え
ら
れ
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
、
小
室
直
樹
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

日
本
に
限
っ
て
、
し
つ
け
は
宗
教
に
結
び
つ
い
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
ね
。
日
本
の
し
つ
け
は
、
社
会
の
中
か
ら
に
じ
ん
で
き

た
よ
う
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
欧
米
で
は
、
し
つ
け
は
密
接
に
宗
教
が
か
ら
ん
で
い
ま
す
（
２
）。
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小
室
は
、「
日
本
の
し
つ
け
は
、
社
会
の
中
か
ら
に
じ
ん
で
き
た
よ
う
な
も
の
」
で
あ
り
、
直
接
的
に
は
、
宗
教
を
基
盤
と
し
て
い
な

い
と
し
た
う
え
で
、
欧
米
で
は
、
そ
の
事
情
は
ま
っ
た
く
違
う
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
色
摩
力
夫
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
わ
た
し
は
若
い
こ
ろ
留
学
し
た
と
き
も
、
外
交
官
と
し
て
い
ろ
ん
な
国
に
行
っ
た
と
き
に
も
、「
あ
な
た
の
宗
教
は

何
か
」
と
い
う
質
問
を
よ
く
受
け
ま
し
た
。
わ
た
し
が
、「
別
に
な
い
。
日
本
に
は
神
道
や
仏
教
な
ど
伝
統
的
な
宗
教
が
あ
り
、

宗
教
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
わ
た
し
に
は
特
別
あ
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
答
え
る
と
、
み
ん
な
目
を
丸
く
し
て
驚
く

の
で
す
。
そ
し
て
、「
日
本
に
は
あ
な
た
の
よ
う
に
宗
教
が
な
い
人
が
大
勢
い
る
の
か
」
と
聞
く
の
で
、
う
っ
か
り
「
大
部
分
の

日
本
人
は
事
実
上
無
宗
教
、
い
わ
ば
無
神
論
者
だ
」
と
答
え
る
と
、
な
お
驚
い
て
、「
子
弟
の
教
育
は
ど
う
す
る
の
か
、
何
も
な

く
て
し
つ
け
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
、
困
ら
な
い
の
か
」
と
必
ず
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
こ
ち
ら
は
ぐ
っ
と
詰
ま
る
わ

け
で
す
。

　

西
洋
人
の
素
朴
な
確
信
と
し
て
、
宗
教
は
キ
リ
ス
ト
教
だ
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
キ
リ
ス

ト
教
以
外
の
異
教
徒
で
も
し
ょ
う
が
な
い
の
で
す
が
、
日
本
人
に
は
信
仰
が
な
い
と
言
う
と
、
あ
ち
ら
で
は
え
ら
い
騒
ぎ
に
な

る
わ
け
で
す
。
昔
は
欧
州
諸
国
の
入
国
審
査
の
と
き
に
「
宗
教
」
と
い
う
欄
が
あ
り
ま
し
た
ね
。
そ
れ
に
「
無
神
論
者
（atheo

）」

と
書
く
と
、
大
騒
動
に
な
り
ま
す
。
と
に
か
く
、
火
星
人
で
も
来
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
態
度
で
、
無
神
論
者
な
ん

て
冗
談
じ
ゃ
な
い
と
、
こ
ん
な
や
つ
を
入
国
さ
せ
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
と
入
国
審
査
官
は
悩
ん
だ
わ
け
で
す
。

 

わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
、「
無
神
論
者
」
と
言
う
と
き
の
深
刻
な
意
味
に
つ
い
て
、
よ
く
考
え
て
み
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
ね
（
３
）。

　　

色
摩
の
「
日
本
に
は
神
道
や
仏
教
な
ど
伝
統
的
な
宗
教
が
あ
り
、
宗
教
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
わ
た
し
に
は
特
別
あ
る
わ
け
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で
は
な
い
」
と
い
う
発
言
は
、
一
般
的
な
日
本
人
に
と
っ
て
充
分
に
首
肯
で
き
る
発
言
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
西
洋
人
の
反
応
の
方
が

我
々
に
と
っ
て
は
違
和
感
を
感
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
、
こ
こ
で
問
題
と
し
て
明
確
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
が
、
で
は
、
日
本
人
は
宗
教
に
よ
ら
ず
何
に
よ
っ
て
「
し
つ
け
」
を

行
い
、
ま
た
、
ど
う
や
っ
て
子
ど
も
の
道
徳
性
を
育
ん
で
い
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

文
部
科
学
省
が
著
作
権
を
所
有
す
る
冊
子
で
あ
る
『
幼
稚
園
に
お
け
る
道
徳
性
の
芽
生
え
を
培
う
た
め
の
事
例
集
（
４
）』

に
は
、
幼
児
が
道

徳
性
を
形
成
し
て
い
く
過
程
が
事
例
を
交
え
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
冊
子
に
よ
る
と
、
人
間
は
生
ま
れ
た
と
き
に
は
道
徳
性
を
持
っ
て

い
な
い
が
、「
他
者
と
共
に
あ
り
、
他
者
に
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
、
他
者
と
の
基
本
的
な
信
頼
関
係
を
求
め
る
欲
求
は
初
め
か
ら
も
っ
て

い
る
。
こ
の
対
人
的
な
志
向
性
は
、
人
と
し
て
の
基
本
的
な
信
頼
関
係
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
乳
幼
児
が
道
徳

性
を
獲
得
し
て
い
く
過
程
で
最
も
重
要
な
も
の
は
養
育
者
と
の
信
頼
関
係
で
あ
り
、
自
ら
の
内
面
に
自
然
と
備
わ
っ
て
い
る
「
基
本
的
な

信
頼
関
係
を
求
め
る
欲
求
」
に
よ
っ
て
道
徳
性
が
獲
得
さ
れ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
冊
子
で
は
、
信
頼
関
係
が
道
徳
性
を
獲
得
す
る
た
め
の
大
き
な
要
素
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
日
本
に
お
い
て
は
、
人
間
相

互
の
信
頼
が
道
徳
性
を
確
立
す
る
た
め
の
重
要
な
基
盤
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
幼

児
と
養
育
者
と
い
う
関
係
性
以
上
に
、
日
本
人
で
あ
れ
ば
必
ず
わ
か
り
あ
え
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
基
本
的
な
信
頼
感
が
根
底
に
流
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
西
洋
に
お
け
る
信
と
は
、
神
に
対
す
る
信
仰
を
意
味
す
る
が
、
日
本
に
お
い
て
は
人
間
ど
う
し
の
相
互
信
頼
を
意

味
す
る
。
こ
こ
に
着
目
す
る
と
日
本
人
の
道
徳
観
と
宗
教
観
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
く
る
。

　
　
　
　
二
、
日
本
人
と
宗
教

 　

日
本
に
は
、
元
来
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
根
底
と
す
る
土
着
の
宗
教
が
存
在
し
た
が
、
外
来
宗
教
で
あ
る
仏
教
が
入
っ
て
き
た
と
き
、
日



― 202 ―

本
人
は
結
果
的
に
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
世
界
の
三
大
宗
教
と
い
え
ば
、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、

現
在
、
日
本
に
根
付
い
て
い
る
と
言
え
る
の
は
仏
教
ぐ
ら
い
の
も
の
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
は
全
人
口
の
１
％
程
度
で
あ
る
と
言
わ
れ

て
い
る
し
、
イ
ス
ラ
ム
教
に
至
っ
て
は
、
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
受
け
入
れ
て
い
な
い
。
結
婚
式
を
キ
リ
ス
ト
教
の
形
式
で
挙
げ

る
人
は
多
い
が
、
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
宗
教
的
文
化
の
面
だ
け
を
受
け
入
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
場

合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

　

歴
史
的
に
み
れ
ば
、
江
戸
時
代
初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
弾
圧
以
降
、
特
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
に
お
い
て
は
、
宗
教

に
つ
い
て
政
府
が
大
き
く
規
制
を
加
え
る
と
い
う
環
境
に
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
っ
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
や

イ
ス
ラ
ム
教
は
日
本
に
根
付
い
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

　

で
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
小
室
は
、
山
本
七
平
の
「
日
本
教
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
次
の

よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　

日
本
人
の
国
民
宗
教
は
何
か
と
い
う
と
、
山
本
七
平
氏
は
「
日
本
教
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
。
な
に
し
ろ
、
儒
教
で
も
キ

リ
ス
ト
教
で
も
仏
教
で
も
、
み
ん
な
日
本
教
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
。

　

日
本
で
仏
教
が
な
ぜ
栄
え
た
の
か
と
い
う
と
、
日
本
教
に
変
化
し
て
戒
律
を
み
ん
な
取
り
払
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
（
５
）。

　

つ
ま
り
、
日
本
人
は
、
仏
教
の
戒
律
を
全
廃
す
る
こ
と
で
仏
教
を
日
本
教
に
吸
収
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
日

本
人
は
、
宗
教
を
基
盤
と
し
た
規
範
、
す
な
わ
ち
戒
律
を
こ
と
ご
と
く
排
除
し
て
き
た
。
こ
れ
も
日
本
人
の
宗
教
的
特
徴
と
し
て
特
筆
す

べ
き
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
仏
教
を
受
け
入
れ
た
原
因
は
そ
れ
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
戒
律
は
、
啓
典
宗
教
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、

キ
リ
ス
ト
教
に
も
聖
書
に
記
さ
れ
て
い
る
守
る
べ
き
も
の
は
存
在
す
る
し
、
イ
ス
ラ
ム
教
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
仏
教
と
同
時
に
他
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の
宗
教
に
関
し
て
も
戒
律
を
取
り
払
っ
た
う
え
で
受
け
入
れ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
他
の
理
由
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら

に
大
き
な
理
由
と
な
り
え
る
の
は
、キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
は
一
神
教
で
あ
り
、そ
の
こ
と
が
日
本
人
の
宗
教
観
と
合
致
し
得
な
か
っ

た
か
ら
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。　

　

要
す
る
に
、
神
と
い
う
超
越
的
な
存
在
と
の
関
係
性
よ
り
も
、
日
本
人
の
人
間
相
互
の
信
頼
関
係
を
重
ん
じ
る
志
向
が
強
く
影
響
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
日
本
人
の
道
徳
性
の
根
本
が
何
に
依
拠
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
か

と
い
う
こ
と
を
規
定
す
る
う
え
で
、
大
き
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
。

　

キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
と
仏
教
と
の
決
定
的
な
違
い
は
何
か
。
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
が
一
神
教
で

あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
思
う
が
、
重
要
な
の
は
、
こ
の
一
神
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
の
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
道
徳
性
と
い
う
視
点
で
見
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
は
、
自
分
が
神
を
信
じ
、
神
の
啓
示
に
従

う
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
行
動
を
律
し
て
い
き
、
そ
の
関
係
性
の
中
か
ら
道
徳
性
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
図
式
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　

で
は
、
仏
教
を
基
盤
と
し
た
道
徳
性
は
ど
の
よ
う
な
関
係
性
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
か
。

　

元
来
、
仏
教
は
こ
の
世
の
苦
し
み
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
方
法
を
説
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
絶
対
的
存
在
で
あ
る
神
の
よ
う
な

存
在
を
想
定
し
て
い
な
い
。
釈
迦
が
説
い
た
こ
と
は
、
永
遠
不
変
な
も
の
は
ど
こ
に
も
存
在
せ
ず
、
す
べ
て
の
も
の
が
常
に
変
化
し
て
い

く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
個
人
個
人
が
し
っ
か
り
と
理
解
し
、
正
し
い
智
慧
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
で
、
苦
か
ら
解
脱
す
る
こ

と
が
目
標
と
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
道
徳
性
の
方
向
と
い
う
視
点
で
見
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
に
は
、
外
部
に
神
を
求

め
、
そ
の
神
が
、
我
々
の
あ
る
べ
き
姿
を
規
定
す
る
と
い
う
道
徳
性
で
あ
る
の
に
対
し
、
仏
教
に
つ
い
て
は
、
自
己
の
あ
り
方
を
内
省
す

る
と
い
う
方
向
に
道
徳
性
が
向
か
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
方
向
性
が
、
日
本
人
の
従
来
か
ら
の
道
徳
観
に
合
致
し
た
結
果
、
日
本
人
に

仏
教
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
一
つ
の
要
因
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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小
室
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

　

ユ
ダ
ヤ
教
を
含
む
啓
典
宗
教
に
お
い
て
は
、
神
の
欲
す
る
こ
と
が
よ
い
、
神
が
欲
し
な
い
こ
と
が
悪
い
、
こ
れ
が
大
原
則
で

あ
る
。
神
の
命
令
は
絶
対
正
し
い
。
神
が
鏖
に
せ
よ
と
命
じ
た
ら
そ
の
と
お
り
に
鏖
に
し
な
い
と
い
け
な
い
。
例
外
を
設
け
た
り
、

許
し
た
り
し
た
ら
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
人
が
罰
せ
ら
れ
る
。

　

い
わ
ば
、
神
を
基
準
と
し
た
以
外
の
倫
理
観
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
先
の
日
本
人
学
生
は
、
個
人
と
し
て
の
倫
理
観
だ

と
か
、
日
本
人
と
し
て
の
倫
理
観
が
あ
る
の
で
、「
た
と
え
、
神
の
命
と
は
い
え
、
鏖
は
い
け
な
い
こ
と
だ
」
な
ど
と
考
え
る
。

か
く
の
ご
と
く
、
日
本
人
は
初
め
か
ら
宗
教
に
は
無
縁
な
人
た
ち
と
い
え
よ
う
。
こ
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
最
高
の
啓
典
た
る

聖
書
の
中
身
を
、
人
間
が
勝
手
に
選
択
す
る
な
ど
と
は
瀆
神
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
欧
米
で
は
小
さ
な
子
供
に
も
、「
ヨ

シ
ュ
ア
記
」
で
も
何
で
も
そ
の
ま
ま
聞
か
せ
て
い
る
。
だ
が
日
本
で
は
、
そ
ん
な
こ
と
は
全
く
考
慮
せ
ず
、
啓
典
の
一
部
に
も

拘
ら
ず
平
然
と
隠
し
て
聖
典
を
教
え
て
い
る
。
や
は
り
、
宗
教
無
知
の
日
本
人
ら
し
い
教
え
方
と
い
わ
ず
ば
な
る
ま
い
（
６
）。

　

こ
の
小
室
の
説
は
、
逆
説
的
に
論
じ
れ
ば
、
仏
教
は
、
神
を
想
定
し
な
い
た
め
、
神
と
の
契
約
と
い
う
考
え
方
自
体
が
存
在
せ
ず
、
そ

れ
ゆ
え
、
仏
教
に
日
本
人
独
特
の
倫
理
観
を
融
通
無
碍
に
取
り
入
れ
な
が
ら
土
着
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
完
全
に
取
り
込
ん
で
し
ま
っ

た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
仏
教
の
根
本
思
想
で
あ
る
因
果
律
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
何
の
違

和
感
も
生
じ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
仏
教
の
因
果
律
の
思
想
も
我
々
日
本
人
の
基
本
的
考
え
方
に
合
致
し
た
の
だ
と
思

わ
れ
る
。

　

因
果
律
を
日
本
人
が
違
和
感
な
く
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
理
由
に
、
日
本
の
気
候
風
土
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
稲
作
を
中

心
と
す
る
農
耕
を
生
活
の
糧
と
し
て
き
た
日
本
人
に
と
っ
て
、
春
先
に
種
を
ま
き
、
秋
に
は
収
穫
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
四
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季
を
通
じ
た
自
然
の
サ
イ
ク
ル
は
、
明
ら
か
に
原
因
と
、
縁
を
媒
介
と
し
た
結
果
に
つ
い
て
説
く
仏
教
の
考
え
方
に
合
致
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
現
在
も
、
こ
の
因
果
律
の
考
え
方
は
日
本
人
の
道
徳
観
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
事
例
を
検
証
す
る
と
、
日
本
人
の
宗
教
観
と
は
、
外
来
の
宗
教
に
対
す
る
と
き
、
伝
統
的
な
既
存
の
宗
教
観
に
合
致
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
部
分
は
取
り
入
れ
、
そ
う
で
な
い
部
分
は
排
除
す
る
と
い
う
形
で
取
り
込
み
、
決
し
て
原
型
の
ま
ま
、
ま
る
ご
と
受
け
入

れ
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
よ
っ
て
、
唯
一
の
神
を
信
じ
、「
神
の
欲
す
る
こ
と
が
よ
い
、
神
が
欲
し
な
い
こ

と
が
悪
い
」
と
い
う
道
徳
観
を
前
提
と
す
る
宗
教
を
、
日
本
人
は
な
か
な
か
受
け
入
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
傾
向
は
、
日
本
人
の
、
自
ら
の
宗
教
に
つ
い
て
問
わ
れ
た
と
き
の
応
答
に
如
実
に
表
れ
る
。
先
に
引
用
し
た
川
田
や
色
摩
の
発
言

は
、
一
般
的
な
日
本
人
の
宗
教
に
関
す
る
見
解
と
し
て
特
に
違
和
感
を
感
じ
る
面
は
な
い
。
先
に
、
色
摩
が
海
外
に
お
い
て
自
ら
の
宗
教

を
聴
か
れ
た
と
き
に
、「
別
に
な
い
。
日
本
に
は
神
道
や
仏
教
な
ど
伝
統
的
な
宗
教
が
あ
り
、
宗
教
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
わ

た
し
に
は
特
別
あ
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
答
え
た
と
い
う
事
例
を
挙
げ
た
が
、
日
本
国
内
で
あ
れ
ば
、
そ
う
答
え
る
こ
と
で
そ
れ
を
聴
い

た
日
本
人
は
逆
に
安
心
す
る
の
で
は
な
い
か
と
す
ら
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
こ
そ
が
山
本
の
言
う
「
日
本
教
」
の

信
者
と
し
て
の
反
応
だ
か
ら
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
は
、
神
に
よ
る
規
範
は
存
在
し
な
い
が
、
世
間
共
通
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
よ
る
規

範
は
存
在
す
る
。
自
分
の
、
特
定
の
宗
教
を
信
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
の
表
明
は
、
自
分
は
世
間
共
通
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス

に
よ
る
道
徳
観
に
よ
っ
て
生
き
て
い
ま
す
と
い
う
こ
と
の
表
明
な
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
表
明
す
る
こ
と
で
、
お
互
い
が
ど

の
よ
う
な
道
徳
観
、
価
値
観
に
よ
っ
て
生
活
し
て
い
る
か
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
海
外
に
お
け
る
自
ら
の
信
仰
の
表
明
は
、
例
え
ば
、
自
分
は
仏
教
の
規
範
に
添
っ
て
生
き
て
い
ま
す
と
か
、
キ
リ
ス

ト
教
の
規
範
に
基
づ
い
て
生
き
て
い
ま
す
と
い
う
こ
と
の
表
明
で
あ
る
た
め
、
相
手
は
、
仏
教
を
信
仰
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
基
本
的
に

こ
の
よ
う
な
考
え
方
で
生
活
し
て
い
る
の
だ
な
、
キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
価
値
観
を
持
っ
て
い
る
の
だ

な
と
い
う
こ
と
が
あ
る
程
度
わ
か
る
わ
け
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
そ
の
人
と
ど
の
よ
う
に
つ
き
あ
え
ば
よ
い
か
が
推
察
で
き
る
。
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そ
の
意
味
で
、日
本
人
に
お
い
て
は
、日
本
人
共
通
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
、い
わ
ゆ
る
常
識
と
い
う
も
の
が
日
本
人
の
生
活
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
常
識
は
宗
教
と
同
じ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
そ
の
常
識
と
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
る
の
か
。
日
本
人
相
互
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
よ
っ
て
常
識
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

は
、
そ
の
常
識
の
基
盤
は
常
に
そ
の
状
況
下
で
移
り
変
わ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
。

　

山
本
は
、『「
空
気
」
の
研
究
（
７
）』

に
お
い
て
、
日
本
で
は
、
そ
の
場
の
空
気
に
よ
っ
て
物
事
が
決
め
ら
れ
て
い
く
と
い
う
説
を
唱
え
て
い

る
。
ど
ん
な
に
正
論
で
、
ど
ん
な
に
合
理
的
な
発
言
で
あ
っ
て
も
そ
の
場
の
空
気
に
反
し
て
い
れ
ば
黙
殺
さ
れ
た
り
、
発
言
を
控
え
ざ
る

を
得
な
い
よ
う
な
強
い
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
感
じ
る
よ
う
な
状
況
に
追
い
込
ま
れ
る
場
合
が
多
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

現
在
に
お
い
て
も
、KY

（
空
気
が
読
め
な
い
）
で
あ
る
と
か
、「
空
気
を
読
め
よ
」
と
い
っ
た
発
言
が
若
者
た
ち
に
流
行
語
の
よ
う
に

使
わ
れ
て
い
る
。
若
者
た
ち
に
と
っ
て
も
人
間
関
係
を
形
成
す
る
う
え
で
、
お
互
い
が
醸
し
出
す
そ
の
場
の
「
空
気
」
は
、
物
事
を
決
め

る
上
で
の
重
要
な
要
因
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
を
垣
間
見
て
も
日
本
人
相
互
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
、
お
互
い
の
そ

の
場
に
お
け
る
「
空
気
を
読
む
」
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、「
空
気
を
読
む
」
た
め
に
は
、
周
囲
の
人
々
の
精
神
状
態
に
敏
感
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
子
ど
も
た
ち
は
幼
い
頃
か
ら
「
お

も
い
や
り
」
を
持
っ
て
行
動
す
る
よ
う
に
教
育
さ
れ
る
。
辞
書
に
よ
れ
ば
、「
お
も
い
や
り
」
と
は
「
人
の
身
に
な
っ
て
心
を
配
り
、
い

た
わ
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
気
持
ち
（
８
）。」
と
あ
る
。
相
手
の
立
場
に
な
っ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
心
を
持
つ
こ
と
が
思
い
や
り

の
心
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
、そ
の
心
を
持
つ
こ
と
が
「
空
気
を
読
む
」
こ
と
の
重
要
な
土
台
の
一
つ
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
そ
こ
に
、「
思
い
や
り
→
空
気
を
読
む
→
常
識
→
規
範
」
と
い
う
図
式
が
成
り
立
つ
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
が
、
日
本
人
に
と
っ

て
の
宗
教
の
代
わ
り
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
日
本
人
の
規
範
は
保
た
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

結
果
的
に
欧
米
の
よ
う
な
規
範
を
司
る
宗
教
は
、
不
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
規
範
は
、
そ
の
場
の
雰
囲
気
に
大
き

く
左
右
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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で
は
、
こ
の
常
識
に
基
づ
く
道
徳
観
を
子
ど
も
達
は
ど
の
よ
う
な
形
で
身
に
つ
け
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
三
、
子
ど
も
の
道
徳
観
の
形
成

　

先
に
取
り
上
げ
た
文
部
科
学
省
の
『
幼
稚
園
に
お
け
る
道
徳
性
の
芽
生
え
を
培
う
た
め
の
事
例
集
』
で
は
、子
ど
も
の
道
徳
性
に
は
、「
他

律
的
な
道
徳
性
」
と
「
自
律
的
な
道
徳
性
」
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

幼
児
期
に
は
、
母
子
間
で
の
一
対
一
の
関
係
性
か
ら
一
対
多
数
と
い
う
関
係
性
に
生
活
の
範
囲
が
急
速
に
広
が
っ
て
い
く
。
そ
う
な
る

と
、
人
間
関
係
を
形
成
す
る
上
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
約
束
事
も
増
え
て
く
る
。
さ
ら
に
、
保
育
所
や
幼
稚
園
で
集
団
生
活
を
す
る
よ
う
に
な

れ
ば
、
自
宅
で
の
ル
ー
ル
だ
け
で
な
く
、
集
団
生
活
を
す
る
う
え
で
の
約
束
事
も
生
じ
る
。
こ
こ
で
子
ど
も
は
そ
の
場
そ
の
場
で
ど
の
よ

う
な
行
動
を
取
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
学
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

幼
児
期
に
お
い
て
は
、
も
の
の
善
悪
を
判
断
す
る
場
合
、「
言
わ
れ
た
か
ら
」
と
か
、「
怒
ら
れ
る
か
ら
」
と
い
っ
た
大
人
か
ら
言
わ
れ

た
こ
と
を
正
し
い
と
考
え
て
行
動
す
る
場
合
が
多
い
。
良
い
か
悪
い
か
と
い
う
こ
と
を
自
分
で
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
大
人
か
ら
言
わ

れ
た
こ
と
を
材
料
に
し
て
判
断
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
他
律
的
な
道
徳
性
」
と
い
う
。

　

し
か
し
、
こ
の
「
他
律
的
な
道
徳
性
」
だ
け
で
は
道
徳
性
を
育
ん
で
い
る
と
は
言
え
な
い
。
正
し
い
道
徳
性
の
育
み
と
は
「
他
律
的
な

道
徳
性
」
と
「
自
律
的
な
道
徳
性
」
の
両
方
に
よ
っ
て
育
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。「
自
律
的
な
道
徳
性
」
と
は
、
自
ら
が

良
い
か
悪
い
か
を
自
分
の
頭
で
考
え
る
こ
と
で
自
分
の
行
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
け
る
道
徳
性
の
こ
と
で
あ
る
。

　

当
初
は
、「
他
律
的
な
道
徳
性
」
が
大
半
を
占
め
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
日
々
の
生
活
や
遊
び
を
通
し
て
、
な
ぜ
そ
の
行
為
を
し

て
は
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
経
験
的
に
学
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。
怒
ら
れ
た
か
ら
悪
い
と
い
う
捉
え
方
か
ら
、
ル
ー
ル
を
守
ら

な
け
れ
ば
お
互
い
が
仲
良
く
遊
べ
な
い
か
ら
悪
い
の
だ
と
い
う
よ
う
な
捉
え
方
に
変
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
ル
ー
ル
の
必
要
性
を
充
分
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に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
の
意
味
で
は
、
日
常
の
遊
び
が
子
ど
も
に
と
っ
て
社

会
生
活
と
い
う
も
の
を
身
に
つ
け
て
い
く
過
程
で
い
か
に
大
切
な
も
の
で
あ
る
か
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に「
他
律
的
な
道
徳
性
」と「
自

律
的
な
道
徳
性
」
の
両
方
に
よ
っ
て
道
徳
性
は
育
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
９
）。

　

し
か
し
、
子
ど
も
が
次
第
に
成
長
し
て
い
く
に
つ
れ
、
自
我
が
確
立
し
は
じ
め
る
と
、
反
抗
期
を
迎
え
「
他
律
的
な
道
徳
性
」
の
基
盤

に
な
っ
て
き
た
大
人
か
ら
の
行
動
の
規
制
に
反
発
を
覚
え
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
、「
自
律
的
な
道
徳
性
」
が
育
っ
て
い
れ
ば
問
題
な

い
が
、
盲
目
的
に
大
人
か
ら
言
わ
れ
た
こ
と
に
従
っ
て
き
た
場
合
、
道
徳
的
行
動
か
ら
著
し
く
逸
脱
し
た
行
為
を
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。「
他
律
的
な
道
徳
性
」
が
大
人
か
ら
の
規
制
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
き
た
場
合
、
大
人
へ
の
信
頼
感
が
保
た
れ
て
い
る
間
は
よ
い
が
、

そ
れ
が
消
失
し
た
場
合
、
道
徳
性
も
消
失
し
て
し
ま
い
、
反
社
会
的
行
動
を
取
る
よ
う
に
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
場
合
、
宗
教
に
よ
る
戒
律
、
つ
ま
り
宗
教
に
よ
る
規
制
が
生
活
の
基
盤
に
な
っ
て
い
れ
ば
、「
他
律
的
な
道
徳
性
」
は
依
然
と
し

て
保
た
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
神
は
い
か
な
る
と
き
も
絶
対
者
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

で
は
、
特
定
の
宗
教
へ
の
信
仰
心
を
持
た
ず
、
さ
ら
に
、
宗
教
か
ら
戒
律
を
取
り
払
っ
て
し
ま
う
日
本
人
は
、
道
徳
性
を
ど
の
よ
う
に

保
っ
て
い
る
の
か
。
先
の
引
用
に
も
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
、
欧
米
人
に
と
っ
て
は
大
き
な
疑
問
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
の
「
自
律
的
な
道
徳
性
」
に
つ
い
て
の
捉
え
方
に
関
し
て
考
察
を
加
え
て
い
く
こ
と
が
、
そ

の
疑
問
を
解
く
上
で
の
重
要
な
鍵
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

俗
に
、
日
本
人
は
何
で
も
「
道
」
に
し
て
し
ま
う
と
言
わ
れ
る
が
、
武
道
や
剣
道
、
書
道
や
茶
道
、
華
道
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
に

道
と
い
う
も
の
を
見
い
だ
し
、
ど
の
よ
う
な
道
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
を
究
め
て
い
く
こ
と
で
人
格
が
形
成
さ
れ
て
い
く
の
だ
と
い
う
考
え

方
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
自
律
的
な
道
徳
性
」
を
重
視
す
る
面
が
大
変
に
強
い
の
で
あ
る
。
先
の
文
部
科
学
省
の
冊
子
に
お
い
て

も
、「
他
律
的
な
道
徳
性
」
か
ら
「
自
律
的
な
道
徳
性
」
へ
の
移
行
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
。

　

他
人
に
対
し
思
い
や
り
を
持
ち
、
自
ら
は
し
っ
か
り
と
特
定
の
道
を
究
め
ら
れ
る
よ
う
に
精
進
す
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
伴
い
自
ら
を
内
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省
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
自
律
的
な
道
徳
性
」
が
高
ま
り
人
格
が
完
成
し
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
過
程
と
方
向
性
が
好
ま
し
い
と
感
じ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
本
人
が
外
部
か
ら
規
範
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
「
他
律
的
な
道
徳
性
」
で
は
な
く
、
自
分
で
自
分
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
「
自
律
的
な
道
徳
性
」
こ
そ
正
し
い
「
道
徳
性
」
で
あ
る
と
感
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　
　
　
　
四
、
子
ど
も
の
道
徳
観
の
形
成
と
仏
教

　

で
は
、
そ
の
よ
う
な
道
徳
性
を
備
え
る
こ
と
と
仏
教
の
考
え
方
に
は
、
ど
の
よ
う
な
関
連
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
仏
教

保
育
は
道
徳
教
育
と
い
う
側
面
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

日
本
人
の
道
徳
性
に
お
い
て
は
、「
自
律
的
な
道
徳
性
」
が
重
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
先
に
論
じ
た
が
、
こ

こ
で
は
、
さ
ら
に
論
を
進
め
、
道
徳
性
の
問
題
に
仏
教
の
考
え
方
を
持
ち
込
む
こ
と
で
「
他
律
的
な
道
徳
性
」
を
も
「
自
律
的
な
道
徳
性
」

へ
と
転
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
論
じ
る
。

　

仏
教
の
考
え
方
が
「
他
律
的
な
道
徳
性
」
を
「
自
律
的
な
道
徳
性
」
へ
と
転
化
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
れ
は
、

仏
教
が
一
神
教
と
は
大
き
く
そ
の
宗
教
的
性
質
を
異
に
し
て
い
る
と
い
う
点
に
起
因
す
る
。

　

先
に
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
一
神
教
に
お
い
て
は
、「
他
律
的
な
道
徳
性
」
が
神
と
い
う
存
在
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
。
そ
れ
を
、
仏

教
に
お
け
る
仏
に
そ
の
ま
ま
置
き
換
え
る
と
ど
の
よ
う
な
図
式
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
神
の
代
わ
り
に
仏
に
よ
っ
て
「
他
律

的
な
道
徳
性
」
が
担
保
さ
れ
る
と
い
う
図
式
を
想
定
す
る
と
ど
の
よ
う
な
図
式
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
着
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
仏
教
と
一
神
教
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
。
仏
教
に
お
い
て
は
、
人
間
は
悟
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏

陀
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
が
、
一
神
教
に
お
い
て
は
、
人
間
と
神
と
は
完
全
に
別
の
存
在
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
仏
の
存
在
は
自
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己
の
外
に
悟
っ
た
者
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
し
、
自
ら
の
心
を
仏
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
自

己
の
外
側
に
仏
を
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
自
己
の
内
側
に
仏
を
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
う
な
る
と
仏
を
媒
介
に
し
て
「
他

律
的
な
道
徳
性
」
を
「
自
律
的
な
道
徳
性
」
に
転
換
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
他
律
的
な
道
徳
性
」
＝
神
＝
（
転
換
）

＝
仏
＝
「
自
律
的
な
道
徳
性
」
と
い
う
図
式
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

文
部
科
学
省
の
冊
子
に
お
い
て
は
、「
他
律
的
道
徳
性
」
と
は
親
や
周
囲
の
大
人
か
ら
い
わ
れ
る
こ
と
に
従
お
う
と
す
る
こ
と
で
生
じ

る
道
徳
性
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
大
人
の
権
威
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
が
「
他
律
的
な
道
徳
性
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
一
神
教
の
世
界
で
は
そ
れ
を
神
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
可
能
な
た
め
、
た
と
え
大
人
の
権
威
が
失
墜
し
て
も
そ
れ
を
神
に
よ
っ
て

代
替
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
先
の
日
本
人
に
関
す
る
議
論
の
よ
う
に
、
一
神
教
の
よ
う
な
信
仰
を
持
た
な
い
者
に
と
っ
て
は
、

大
人
の
権
威
が
失
墜
し
て
し
ま
う
と
「
他
律
的
な
道
徳
」
が
完
全
に
消
滅
し
か
ね
な
い
。
そ
の
部
分
を
日
本
人
は
、仏
を
媒
介
に
し
て
「
自

律
的
な
道
徳
性
」
へ
と
転
換
し
内
包
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。　

　

元
来
、
仏
教
に
お
い
て
は
、
釈
尊
の
言
葉
で
あ
る
「
自
灯
明
」「
法
灯
明
」
と
い
う
言
葉
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
自
ら
を
拠
り
所
と
し
、

法
を
拠
り
所
と
し
て
い
く
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
を
道
徳
性
に
つ
い
て
の
議
論
と
結
び
合
わ
せ
る
と
、
仏
と
い
う
対
象

を
自
分
の
外
に
想
定
し
、
そ
の
教
え
で
あ
る
法
を
「
他
律
的
な
道
徳
性
」
と
し
て
規
定
す
れ
ば
、
法
を
拠
り
所
と
し
て
い
る
自
分
を
寄
り

ど
こ
ろ
と
す
る
「
自
律
的
な
道
徳
性
」
に
転
換
す
る
と
い
う
図
式
が
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
議
論
の
帰
結

と
し
て
、日
本
人
の
道
徳
性
に
お
い
て
は
、「
他
律
的
な
道
徳
性
」＝「
自
律
的
な
道
徳
性
」と
い
う
図
式
が
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

仏
教
保
育
に
お
い
て
は
、「
の
の
さ
ま
は
、
口
で
は
何
に
も
い
わ
な
い
が
、
あ
な
た
の
し
た
こ
と
知
っ
て
い
る
。」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
の

歌
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、「
の
の
さ
ま
」
の
存
在
と
い
う
他
律
的
な
存
在
を
「
あ
な
た
」（
自
分
）
の
中
に
自
律
的
な
存
在
と
し
て
規
定
し

て
い
く
働
き
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
普
段
、
子
供
た
ち
を
し
つ
け
る
と
き
に
、
子
供
の
良
心
に
訴
え
る
た
め
に
「
自

分
の
心
に
聞
い
て
み
な
さ
い
。」
と
い
う
よ
う
な
投
げ
か
け
を
行
う
が
、
こ
れ
は
、「
自
律
的
な
道
徳
性
」
を
よ
り
強
く
促
す
た
め
の
も
の
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で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
日
本
人
は
、
最
終
的
に
「
他
律
的
な
道
徳
性
」
を
「
自
律
的
な
道
徳
性
」
に
転
嫁
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
道
徳
性
を
担

保
し
て
い
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
五
、
道
徳
観
の
形
成
と
仏
教
保
育

　

次
に
こ
の
よ
う
な
道
徳
性
の
獲
得
に
際
し
て
仏
教
保
育
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
を
加
え

る
。

　

仏
教
系
の
保
育
者
養
成
校
で
は
、
必
修
科
目
と
し
て
仏
教
保
育
と
い
う
科
目
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
学
校
に
よ
っ
て
そ
の

位
置
づ
け
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
ろ
う
が
、
Ｔ
大
学
短
期
大
学
部
を
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
と
、
こ
の
科
目
は
、
将
来
保
育
者
を
目
指
す
学

生
に
対
し
て
仏
教
の
考
え
方
と
実
際
の
保
育
と
が
ど
の
よ
う
な
関
係
性
に
あ
る
の
か
、
仏
教
の
考
え
方
が
ど
の
よ
う
に
保
育
に
役
立
つ
の

か
と
い
う
点
を
中
心
に
授
業
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
仏
教
は
生
き
る
た
め
の
智
慧
を
育
む
宗
教
で
あ
り
、「
い
の
ち
」
に
つ
い
て

の
探
求
を
行
う
宗
教
で
あ
る
と
い
う
点
に
保
育
と
の
共
通
項
を
見
出
し
て
い
る
。

　

日
常
生
活
に
お
い
て
、
我
々
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
仏
教
思
想
に
影
響
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
、
学
生
は
、
宗
教
的
知
識
が
乏
し
い
た

め
、
そ
れ
ら
に
気
づ
い
て
い
な
い
場
合
が
多
い
。
仏
教
保
育
と
い
う
科
目
に
つ
い
て
も
、
初
期
の
段
階
で
は
、
保
育
と
仏
教
が
ど
の
よ
う

に
関
係
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
疑
念
を
抱
き
、
学
校
が
設
定
し
た
必
修
科
目
で
あ
る
た
め
履
修
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う

学
生
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
ま
ず
、
保
育
と
仏
教
は
「
い
の
ち
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
、
長
い
歴
史
を
通
じ
て

日
本
人
が
培
っ
て
き
た
宗
教
観
と
仏
教
思
想
が
日
常
に
ど
の
よ
う
に
生
か
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
る
こ
と
か
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ら
授
業
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。　

　

例
え
ば
、
因
果
律
は
、
仏
教
の
中
心
思
想
で
あ
り
原
因
と
縁
に
よ
っ
て
結
果
が
生
じ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
が
、「
因
を
種
子
、
縁

を
環
境
、
果
を
実
」
に
例
え
、
さ
ら
に
「
因
を
先
天
的
素
質
、
縁
を
社
会
環
境
、
果
を
人
格
形
１成
（
　
）

」
０

と
例
え
る
こ
と
に
よ
り
、
縁
の
役

割
を
担
う
者
と
し
て
の
保
育
者
の
役
割
を
印
象
づ
け
る
試
み
な
ど
も
行
わ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
私
た
ち
は
、「
自
分
が
し
た
こ
と
は
か
な
ら
ず
、
ま
わ
り
ま
わ
っ
て
自
分
の
と
こ
ろ
に
か
え
っ
て
く
る
」
で
あ
る
と
か
、「
情

け
は
人
の
た
め
な
ら
ず
」
な
ど
と
い
う
諺
の
通
り
、
因
果
律
に
よ
る
価
値
観
に
よ
っ
て
子
供
た
ち
の
道
徳
性
を
は
ぐ
く
む
場
面
が
あ
る
。

こ
れ
ら
を
、
仏
教
思
想
に
基
づ
く
考
え
方
で
あ
り
、
仏
教
保
育
で
あ
る
と
規
定
す
る
な
ら
ば
、
家
庭
で
も
保
育
の
現
場
に
お
い
て
も
、
仏

教
保
育
は
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
日
常
生
活
に
お
い
て
仏
教
に
お
け
る
考
え

方
が
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
再
確
認
し
意
識
す
る
こ
と
に
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
を
仏
教
思
想
を
通
し
て
客
観
的
に
把
握
し
、
保
育

を
分
析
的
に
捉
え
て
い
く
た
め
の
手
段
に
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
科
目
と
し
て
の
仏
教
保
育
は
、
先
に
述

べ
た
幼
児
の
道
徳
性
の
育
み
を
含
め
、
保
育
の
原
理
を
培
う
も
の
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
結

　

こ
れ
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
、
さ
ら
に
考
察
を
加
え
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
（
１
）
日
本
人
は
、
一
神
教
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
神
か
ら
の
啓
示
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
戒
律
と
し
て
の
社
会
秩
序
で
は
な
く
、
日

本
人
相
互
に
お
い
て
醸
成
さ
れ
る
価
値
観
に
よ
っ
て
社
会
秩
序
を
形
成
し
て
い
る
。

　

そ
の
価
値
観
の
形
成
は
、「
①
他
人
に
対
し
て
お
も
い
や
り
を
持
つ
→
②
他
人
に
対
し
て
お
も
い
や
り
を
持
つ
こ
と
で
、
そ
の
場
の
空

気
を
読
む
こ
と
が
習
慣
づ
け
ら
れ
る
→
③
そ
の
場
の
空
気
を
読
む
こ
と
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
常
識
を
獲
得
す
る
。
→
④
お
互
い
が
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常
識
を
醸
成
し
て
い
く
こ
と
で
暗
黙
の
規
範
を
形
成
す
る
。」
と
い
う
過
程
を
踏
ん
で
行
わ
れ
る
。

　
（
２
）
子
ど
も
の
道
徳
性
の
芽
生
え
に
は
、「
他
律
的
な
道
徳
性
」
と
「
自
律
的
な
道
徳
性
」
と
い
う
要
素
が
あ
る
。「
他
律
的
な
道
徳
性
」

と
は
、
大
人
か
ら
与
え
ら
れ
る
規
正
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
。
神
に
対
す
る
信
仰
を
持
っ
て
い
る
者
に
は
、
大
人
へ
の
従
順
な
信
頼
感
が

消
失
し
た
後
も
、
神
に
よ
っ
て
そ
れ
が
担
保
さ
れ
る
。

　

た
だ
し
、日
本
人
は
、元
来
、「
他
律
的
な
道
徳
性
」
よ
り
も
、「
自
律
的
な
道
徳
性
」
を
好
む
傾
向
が
強
く
、よ
っ
て
、「
他
律
的
な
道
徳
性
」

が
神
の
よ
う
な
絶
対
者
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
な
く
て
も
「
自
律
的
な
道
徳
性
」
を
強
め
て
い
く
こ
と
で
道
徳
性
を
保
っ
て
い
け
る
よ
う
な

文
化
を
形
成
し
て
い
る
。

　
（
３
）
一
神
教
に
よ
っ
て
成
立
す
る
「
他
律
的
な
道
徳
性
」
に
つ
い
て
、
神
を
仏
に
置
き
換
え
る
と
、「
他
律
的
な
道
徳
性
」
を
「
自
律

的
な
道
徳
性
」
へ
と
転
換
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
よ
っ
て
、
自
分
の
外
に
存
在
す
る
仏
を
強
く
意
識
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
自
分
の

内
面
に
存
在
す
る
仏
を
強
く
意
識
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
「
自
律
的
な
道
徳
性
」
が
よ
り
強
く
発
揮
さ
れ
る
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
（
４
）
こ
れ
ら
の
こ
と
を
含
む
仏
教
の
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
を
仏
教
保
育
の
根
本
原
理
と
し
、
そ
の
理
念
に
添
っ
て
仏
教
保
育
を
行
う
こ

と
で
幼
児
の
道
徳
性
の
形
成
が
促
進
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
保
育
者
が
仏
教
思
想
に
関
す
る
知
識
を
持
つ
こ
と
は
、

保
育
の
原
理
を
身
に
つ
け
る
上
で
非
常
に
有
用
な
こ
と
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
【
注
記
】　

（
１
）
Ｉ
・
ベ
ン
ダ
サ
ン
『
日
本
教
徒
』、
文
藝
春
秋
、
一
九
九
七
年
、
二
〇
八
頁
～
二
〇
九
頁
。

（
２
）
小
室
直
樹
・
色
摩
力
夫
『
人
に
は
な
ぜ
教
育
が
必
要
な
の
か
』、
総
合
法
令
、
一
九
九
七
年
、
五
二
頁
～
五
三
頁
。
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（
３
）
同
書
、
五
二
頁
～
五
三
頁
。

（
４
）
文
部
科
学
省
『
幼
稚
園
に
お
け
る
道
徳
性
の
芽
生
え
を
培
う
た
め
の
事
例
集
』、
ひ
か
り
の
く
に
株
式
会
社
、
二
〇
〇
一
年
。

（
５
）
小
室
直
樹
『
日
本
人
の
た
め
の
宗
教
原
論
』、
徳
間
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
五
一
頁
（
６
）。
同
書
、
一
九
頁
。

（
６
）
同
書
、
三
五
七
頁
～
三
五
八
頁
。

（
７
）
山
本
七
平
『「
空
気
」
の
研
究
』（
文
藝
春
秋
、
一
九
九
七
年
）
を
参
照
。

（
８
）
松
村
明
他
『
旺
文
社　

国
語
辞
典　

第
九
版
』
一
九
九
八
年
（
二
〇
〇
四
年
重
版
）
に
よ
る
。

（
９
）
文
部
科
学
省
、
前
掲
書
、
五
頁
を
参
照
。

（
１０
）
櫻
井
秀
雄
・
大
山
興
隆
他
『
仏
教
概
論
』（
曹
洞
宗
宗
務
庁
、
一
九
九
二
年
）
三
二
頁
を
参
照
。


