
「
則
天
去
私
」
と
個
人
主
義 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐 

藤 

幸 

三 
   

俗
世
で
生
活
す
る
「
生
」
が
人
と
の
軋
轢

あ
つ
れ
き

を
起
こ
す
こ
と
な
く
自
ら
の
欲
求
に
従
っ
て
生
き
た
い
と

願
う
と
き
、「
私
」
は
い
か
に
有
る
べ
き
か
、
理
想
と
す
る
姿
を
追
究
し
な
い
訳
に
は
い
か
な
い
。
そ
ん

な
思
念
を
抱
い
て
い
る
私
に
と
っ
て
、
夏
目
漱
石
は
常
に
気
に
掛
か
る
存
在
で
あ
る
。
醜
悪
な
る
「
エ

ゴ
イ
ズ
ム
」
へ
の
忌
避
は
対
立
す
る
概
念
と
し
て
の
「
則
天
去
私
」
と
い
う
理
想
を
産
ん
だ
。
だ
が
、

そ
れ
は
一
体
ど
の
よ
う
な
性
格
を
有
す
る
の
か
．
理
想
と
す
る
在
り
方
を
定
義
づ
け
る
も
の
な
の
か
。

そ
も
そ
も
、「
私
」（
エ
ゴ
イ
ズ
ム
）
が
希
求
す
る
「
天
」
と
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。

私
は
漱
石
研
究
家
で
は
な
い
が
、
そ
の
思
惟
に
沿
い
つ
つ
「
生
き
る
」
と
い
う
視
点
に
立
っ
た
関
心
と

し
て
気
の
赴
く
ま
ま
を
述
べ
て
み
た
い
。 

 

夏
目
が
生
涯
に
渡
っ
て
学
と
思
惟
に
費
や
し
た
労
力
は
人
並
み
で
は
な
か
っ
た
。
時
に
気
力
が
枯
れ

て
し
ま
う
と
鼻
毛
を
抜
い
て
机
上
に
並
べ
て
い
た
と
伝
え
聞
く
が
、
そ
れ
も
お
そ
ら
く
は
徒
然
な
る
思

索
を
と
も
に
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
知
識
で
満
た
さ
れ
た
碩
学

せ
き
が
く

に
と
っ
て
教
養
を

欠
い
た
輩

や
か
ら

が
侮
蔑
の
対
象
と
し
て
映
る
こ
と
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。『
我
輩
は
猫
で
あ
る
』
、

『
坊
ち
ゃ
ん
』
で
は
「
鼻
子
夫
人
」、「
赤
シ
ャ
ツ
」
な
ど
登
場
人
物
に
風
変
わ
り
な
渾
名

あ

だ

な

を
付
与
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
、
そ
の
人
物
を
茶
化
す
こ
と
に
よ
っ
て
世
俗
的
で
凡
庸
な
人
間
像
を
描
き
出

し
た
。
字
面

じ

づ

ら

だ
け
を
追
え
ば
傑
作
に
は
違
い
な
い
こ
れ
ら
作
品
の
根
底
に
も
し
夏
目
の
ユ
ー
モ
ア
が
流

れ
て
い
な
か
っ
た
ら
、
内
容
は
陰
惨
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
彼
の
人
間
へ
の
軽
蔑
に
は
養

父
で
あ
る
塩
原
と
の
関
係
が
働
い
て
い
る
可
能
性
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

学
的
信
念
に
裏
付
け
ら
れ
た
高
踏
的

こ
う
と
う
て
き

意
識
を
も
つ
人
間
に
と
っ
て
巷

ち
ま
た

を
浮
薄
な
「
自
我
」
が
徘
徊
す

る
の
は
耐
え
難
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
ん
な
心
的
様
態
を
も
つ
主
体
も
ま
た
同
様
に
「
自
我
」

を
負
っ
て
い
る
。
中
期
に
至
っ
て
、
夏
目
の
関
心
は 

「
他
」
か
ら
自
己
な
る
内
的
世
界
へ
と
移
っ
た
。

夏
目
に
と
っ
て
は
他
人
を
揶
揄

や

ゆ

し
、
茶
化
し
て
い
る
自
我
（
エ
ゴ
イ
ズ
ム
）
こ
そ
が
実
は
批
判
さ
れ
る

べ
き
で
あ
っ
た
。
自
己
愛
を
人
間
に
と
っ
て
は
必
然
の
も
の
と
し
て
前
提
す
る
と
き
、「
人
間
」
に
対
し

て
誠
実
で
あ
り
た
い
と
願
う
倫
理
的
欲
求
と
の
非
両
立
性
に
人
は
呻
吟
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
う
し
た

煩
悶

は
ん
も
ん

は
『
行
人
』
、『
心
』
に
見
事
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
が
、
自
己
愛
を
保
ち
つ
つ
、
人
と
軋
轢
を
起

こ
さ
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
が
全
体
と
し
て
自
ら
の
安
寧

あ
ん
ね
い(

放
下

ほ

う

げ)

と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

が
夏
目
に
と
っ
て
の
課
題
と
な
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
し
た
境
地
が
最
後
の
作
品
で
あ
る
『
明
暗
』
の

う
ち
に
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
。 

 

『
明
暗
』
で
主
人
公
を
務
め
る
津
田
の
清
子
へ
の
思
い
は
か
ね
て
よ
り
心
に
纏ま

と

わ
り
つ
い
て
い
る
も

の
で
あ
り
、
何
某
か
の
方
法
に
よ
っ
て
払
拭

ふ
っ
し
ょ
く

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
清
子
を
、
津
田

に
救
い
を
与
え
る
も
の
と
し
て
の
「
天
」
と
し
て
性
格
づ
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
つ
ま
り
、
聖
女
で
あ

る
清
子
へ
の
愛
に
忘
我
を
重
ね
る
の
で
あ
る
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
『
罪
と
罰
』
で
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ

コ
フ
に
ソ
ー
ニ
ャ
の
膝
を
抱
擁

ほ
う
よ
う

さ
せ
た
よ
う
に
、
ゲ
ー
テ
が
『
若
き
ヴ
ェ
ル
タ
ー
の
悩
み
』
を
通
し
て

口
ッ
テ
ヘ
の
熱
い
思
慕
を
表
現
し
た
よ
う
に
、
純
真
な
る
男
が
聖
な
る
女
性
に
救
済
の
方
途
を
求
め
る

と
い
う
こ
と
は
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
津
田
は
清
子
に
対
し
て
一
途
と
い
う
わ
け
で
は



な
く
、
や
っ
と
叶
っ
た
か
と
も
思
え
た
邂
逅

か
い
こ
う

に
も
、
直
面
し
て
た
め
ら
う
。
聖
女
思
想
を
「
明
暗
」
に

当
て
嵌は

め
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
津
田
の
逡

巡

し
ゅ
ん
じ
ゅ
ん

に
投
影
さ
れ
た
夏
目
漱
石
と
い
う

人
格
に
そ
の
ま
ま
し
っ
く
り
馴
染

な

じ

む
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
あ
ま
つ
さ
え
、「
天
」
を
「
聖
女
」
も

し
く
は
「
愛
」
と
性
格
づ
け
て
忘
我
の
手
段
と
す
る
こ
と
で
、
エ
ゴ
に
関
す
る
十
全
な
考
察
を
し
た
と

は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
津
田
の
「
お
前
に
人
格
と
い
う
意
味
が
解
る
か
。
高た

か

が
女
学
校
を
卒
業
し
た
位

で
、・
・
・
」(

百
二)
と
い
う
お
秀
に
対
す
る
罵
倒

ば

と

う

に
は
自
我
へ
の
強
い
執
着
が
伺
い
し
れ
る
。
そ
の
意

味
で
津
田
が
清
子
に
愛
を
感
じ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
ロ
シ
ア
文
学
で
描
か
れ
て
い
る
よ

う
な
「
与
え
る
愛
」
で
は
な
か
っ
た
。
津
田
は
自
ら
の
尊
厳
と
体
面
に
拘
泥

こ
う
で
い

し
、
人
か
ら
愚
弄

ぐ

ろ

う

さ
れ
る

こ
と
を
畏
怖

い

ふ

し
て
い
る
。
例
え
ば
、
津
田
を
揶
揄

や

ゆ

し
て
止
ま
な
い
小
林
が
、
彼
か
ら
無
心
し
た
金
を
彼

の
見
知
ら
ぬ
貧
し
い
青
年
芸
術
家
に
道
徳
の
名
の
下
に
与
え
て
し
ま
う
場
面
が
あ
る
。
そ
れ
を
み
て
津

田
は
、「
此
奴
等
二
人
は
共
謀
に
な
っ
て
先
刻
か
ら
俺
を
馬
鹿
に
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」(

百
六
十

六)

と
訝

い
ぶ
か

う
。
彼
は
プ
ラ
イ
ド
を
ひ
ど
く
損
な
う
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
そ
う
し
た
性
癖
は
津
田
の

細
君
で
あ
る
お
延
を
も
支
配
し
て
い
る
。
彼
女
は
津
田
と
し
っ
く
り
い
か
な
い
こ
と
に
苦
患

く

げ

ん

し
、
男
に

対
す
る
腕
を
有
っ
て
い
な
い
と
自
覚
す
る
こ
と
を
怖
れ
て
い
る(

四
十
七
参
照)

。
と
き
に
小
康
を
得
な

が
ら
も
夫
婦
が
打
ち
解
け
な
い
の
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
二
人
が
矜
持

き
ょ
う
じ

に
支
配
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
彼
ら
の
そ
う
し
た
有
様

あ
り
よ
う

を
お
秀
は
「
…
…
よ
ご
ざ
ん
す
か
。
あ
な
た
方
お
二
人
は
御
自
分

達
の
事
よ
り
外
に
何
に
も
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
方
だ
と
い
う
事
な
ん
で
す
。
…
…
」(

百
九)

と

評
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
想
い
を
強
く
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
る
軋
轢

あ
つ
れ
き

が
彼
ら
夫
婦
を

限
界
づ
け
て
い
る
。 

作
中
の
人
物
が
「
自
我
」
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、『
行
人
』
に
お
い
て
な
お
一
層
鮮
烈

で
あ
る
。
一
郎
の
強
い
衿
持
は
、
夫
婦
の
関
係
を
や
は
り
逸
し
た
も
の
に
し
て
い
る
。
直
（
一
郎
の
妻
、

そ
し
て
二
郎
の
嫂
）
は
彼
女
自
身
に
言
わ
せ
る
と
「
府
抜
」
な
の
だ
が
（
兄
、
三
十
一
）、
二
郎
は
彼
女

に
つ
い
て
、「
此
方
が
積
極
的
に
進
む
と
ま
る
で
暖
簾
の
様
に
抵
抗
が
な
か
っ
た
」（
兄
、
三
十
八
）
と

い
う
よ
う
な
感
想
を
抱
い
て
い
る
。
直
は
ま
た
、「
本
に
出
る
か
芝
居
で
遣
る
か
知
ら
な
い
が
、
妾

あ
た
し

ゃ

真
剣
に
そ
う
考
え
て
る
の
よ
。
…
…
一
所
に
飛
び
込
ん
で
御
目
に
懸
け
ま
し
ょ
う
か
」（
兄
、
三
十
七
）

と
い
う
発
言
を
唐
突
に
す
る
よ
う
な
不
可
解
さ
を
持
っ
て
い
る
（
一
郎
へ
の
満
た
さ
れ
ぬ
想
い
が
彼
と

二
人
き
り
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
高
じ
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
夏
目
自
身
の
願
望
す
る
女
性
像
が

こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
と
に
か
く
全
体
の
構
成
を
考
え
て
み
て
も
、
こ
の
台
詞

せ

り

ふ

は
作
品

に
溶
け
込
ん
で
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
）。
言
葉
寡す

く

な
い
冷
静
な
直
に
、
頑
是
無

が

ん

ぜ

な

い
娘
で
あ
る
芳
江
は
二

郎
に
と
っ
て
は
不
思
議
な
く
ら
い
よ
く
馴
付
い
て
い
る
（
帰
っ
て
か
ら
、
三
）。
母
子
な
の
で
そ
れ
は
当

然
と
も
受
け
取
れ
よ
う
が
、
直
の
ど
こ
か
人
を
魅
了
す
る
所
が
あ
る
の
は
、『
明
暗
』
で
の
清
子
と
似
て

い
る
。
津
田
は
清
子
に
詰
問
す
る
が
、
彼
女
は
そ
れ
に
柔
軟
に
対
応
し
て
掴
み
所
が
な
い
。
清
子
も
ま

た
暖
簾
の
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
予
定
な
ん
か
ま
る
で
な
い
の
よ
。
宅
か
ら
電
報
が
来
れ
ば
、
今

日
に
で
も
帰
ら
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
わ
」（
百
八
十
八
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
清
子
は
我
執
を
断
っ
た

人
で
あ
り
、
流
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
厭
わ
な
い
。
津
田
が
再
会
の
際
に
清
子
が
青
ざ
め
た
よ
う
に
見

え
た
の
を
取
り
上
げ
、
そ
の
事
実
の
有
無
を
尋
ね
る
と
、
清
子
は
、「
貴
方
が
蒼あ

お

く
な
っ
た
と
仰
し
ゃ
れ

ば
、
そ
れ
に
違
い
な
い
わ
」（
百
八
十
七
）
と
答
え
る
。
ま
た
、「
…
…
た
だ
昨
夕
は
あ
あ
で
、
今
朝
は

こ
う
な
の
…
…
」（
同
）、「
…
…
ど
う
し
た
っ
て
事
実
を
取
り
消
す
訳
に
は
い
か
な
い
ん
で
す
も
の
」（
百

八
十
六
）
と
い
う
よ
う
な
台
詞
は
清
子
の
性
格
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
と
思
え
る
が
、
そ
れ
が
津
田
を

し
て
、「
相
変
わ
ら
ず
貴
女
は
何
時
で
も
苦
が
な
さ
そ
う
で
結
構
で
す
ね
」
（
百
八
十
四
）
と
言
わ
し
め

て
い
る
。
清
子
は
「
事
実
」
を
あ
り
の
ま
ま
認
容
す
る
能
力
を
持
ち
合
わ
せ
た
人
で
あ
り
、
そ
れ
が
た



め
に
津
田
に
言
わ
せ
る
な
ら
苦
と
は
無
縁
で
あ
る
。
自
ら
へ
の
執
着
が
事
実
を
曲
解
せ
し
め
、
そ
れ
が

苦
の
原
因
に
な
る
と
す
る
仏
教
思
想
を
視
点
と
す
る
な
ら
、
清
子
は
「
無
明

む
み
ょ
う(

無
知)

」
を
脱
し
、
無
我

の
状
態
に
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
夏
目
は
晩
年
に
至
っ
て
仏
教
思
想
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と

聞
く
が
、
清
子
は
人
物
と
い
う
よ
り
は
仏
教
思
想
の
体
現
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
が
ゆ
え
に
摑つ

か

み
ど
こ
ろ

が
な
い
。
固
定
し
た
捉
え
方
が
出
来
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
す
で
に
柔
軟
を
失
っ
た
執
着
心
に
他
な
ら

な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
清
子
の
そ
ん
な
在
り
方
を
「
則
天
去
私
」
に
お
け
る
「
天
」
の
境
地
と
し
て
性

格
づ
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
。『
天
』
は
、
す
な
わ
ち
、
執
着
心
の
彼
岸
で
あ
る
。 

そ
う
し
た
有あ

り

様よ
う

は
老
子
を
通
し
て
眺
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
老
子
は
「
嬰
児

え

い

じ

は
水
の
ご
と
し
」
と

述
べ
、
子
ど
も
を
「
無
為
自
然
」
に
近
い
も
の
と
し
た
が
、
芳
江
が
直
に
な
つ
い
て
い
る
の
は
子
ど
も

で
あ
る
が
ゆ
え
に
な
さ
れ
る
自
然
な
呼
応
で
あ
る
。
自
然
で
あ
る
こ
と
へ
の
憧
憬

し
ょ
う
け
い

は
実
は
一
郎
自
身
の

根
底
に
も
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
…
…
つ
ま
り
、
人
間
と
合
わ
な
い
の
で
、
己
を
得
ず
自
然
の
方
に
心
を

移
す
訳
に
な
る
ん
だ
ろ
う
か
な
」（『
行
人
』
帰
っ
て
か
ら
、
六
）
と
い
う
台
詞
か
ら
推
察
で
き
る
。
一

郎
は
矜
持
を
持
ち
つ
つ
も
、
そ
れ
が
好
ま
し
い
も
の
と
考
え
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
そ
こ
に
憧
憬
と
矜

持
と
の
間
で
揺
れ
動
く
一
郎
の
息
苦
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。 

 「
己
は
講
義
を
作
る
た
め
ば
か
り
に
生
れ
た
人
間
じ
ゃ
な
い
。
然
し
講
義
を
作
っ
た
り
書
物
を
読
ん
だ

り
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
に
肝
心
の
人
間
ら
し
い
心
持
を
人
間
ら
し
く
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
で
な
け
れ
ば
先
方
で
満
足
さ
せ
て
く
れ
る
事
が
出
来
な
く
な
っ
た
の
だ
」 

（
帰
っ
て
か
ら
、
亓
）、 

「
…
…
二
郎
、
あ
る
技
巧
は
、
人
生
を
幸
福
に
す
る
た
め
に
、
ど
う
し
て
も
必
要
と
見
え
る
ね
」（
同
） 

 

こ
う
し
た
一
郎
の
言
葉
に
、「
私
は
こ
ん
な
に
知
識
を
有
ち
、
遊
惰
に
陥
る
こ
と
な
く
生
き
て
い
る
の

に
ど
う
し
て
人
は
理
解
し
な
い
」
と
い
っ
た
よ
う
な
呪じ

ゅ

誼そ

が
秘
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら

な
い
。
そ
こ
に
夏
目
自
身
の
孤
高
の
悩
み
が
覗
い
て
い
る
。
そ
の
人
格
を
瓦
解

が

か

い

さ
せ
る
こ
と
も
な
く
か

ろ
う
じ
て
支
え
て
い
る
の
は
、
一
郎
の
友
人
で
あ
る
Ｈ
さ
ん
に
言
わ
し
め
た
「
真
面
目
」
で
あ
る
。
一

郎
に
と
っ
て
「
自
我
」
は
自
ら
の
拠
り
所
で
あ
る
と
同
時
に
、
世
間
に
溶
け
な
い
、
硬
く
て
厄
介
な
代

物
で
あ
る
。 

こ
こ
で
少
し
ば
か
り
視
点
を
変
え
て
み
た
い
。
津
田
は
吉
川
の
奥
さ
ん
が
何
故
津
田
の
見
舞
い
に
来

た
の
か
漠
然
と
し
た
疑
を
抱
く
お
延
に
奸か

ん

策さ
く

を
巡
ら
す
。
そ
れ
が
成
功
し
た
の
を
知
っ
て
彼
は
、「
畢
竟

ひ
っ
き
ょ
う

女
は
慰
撫
し
易
い
も
の
で
あ
る
」
（『
明
暗
』
百
亓
十
）
と
悟
る
。
今
迄
述
べ
て
き
た
自
己
否
定
へ
の
理

想
と
は
矛
盾
す
る
よ
う
な
台
詞
だ
が
、
そ
の
比
較
の
う
ち
に
複
雑
な
「
自
我
」
の
有あ

り

様よ
う

を
推
察
す
る
こ

と
が
出
来
る
。『
私
の
個
人
主
義
』
の
な
か
に
は
、 

 「
世
界
に
共
通
な
正
直
と
い
う
徳
義
を
重
ん
ず
る
鮎
か
ら
見
て
も
、
私
は
私
の
意
見
を
曲
げ
て
は
な
ら

な
い
の
で
す
」
と
か
、 

「
私
は
そ
れ
か
ら
文
藝
に
對
す
る
自
己
の
立
脚
地
を
堅
め
る
た
め
、
…
…
一
口
で
い
ふ
と
、
自
己
本
位

と
い
ふ
四
字
を
漸
く
考
へ
て
、
其
自
己
本
位
を
立
證
す
る
為
に
、
化
學
的
な
研
究
や
ら
哲
學
的
の
思
索

に
耽
り
出
し
た
の
で
あ
り
ま
す
」 

 

と
い
う
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
夏
目
が
「
自
我
」
を
却
っ
て
肯
定
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
が
分
か
る
。
と
す
れ
ば
、「
則
天
去
私
」
に
お
い
て
去
る
べ
き
「
私
」
と
は
一
体
何
な
の
か
。
清
子
の

事
実
を
受
容
す
る
態
度
は
仏
教
思
想
と
同
等
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
述
し
た
。
し
か
し
、
仏
教
は
自

我
へ
の
執
着
を
放
擲

ほ
う
て
き

す
る
こ
と
を
本
義
と
す
る
。
こ
こ
で
、「
天
」
の
解
釈
は
再
び
的
確
さ
を
欠
く
こ
と

に
な
る
。
夏
目
が
日
本
の
急
速
な
西
欧
化
を
嫌
悪
し
、
ま
た
英
文
学
の
神
髄
を
理
解
で
き
ず
に
神
経
衰



弱
に
陥
っ
た
と
い
う
の
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
西
欧
化
は
日
本
人
固
有
の
精
神
性
を
も
狂
わ
し
、
西

洋
人
の
い
ふ
事
だ
と
云
え
ば
何
で
も
蚊
で
も
盲
従
し
て
威
張
る
」（『
私
の
個
人
主
義
』
）
人
間
を
至
る
所

に
作
り
だ
し
、「
自
我
と
か
自
覺
と
か
唱
へ
て
い
く
ら
自
分
の
勝
手
な
眞
似
を
し
て
も
構
は
な
い
と
い

ふ
」（『
同
』）
風
潮
を
産
ん
だ
。
夏
目
が
否
定
す
る
「
自
我
」
と
は
斯
か
る
種
類
の
「
自
我
」
で
あ
り
、

彼
自
身
に
言
わ
せ
る
な
ら
「
彼
等
は
自
分
の
自
我
を
飽
迄
尊
重
す
る
や
う
な
事
を
云
ひ
な
が
ら
、
他
人

の
自
我
に
至
っ
て
は
毫
も
認
め
て
ゐ
な
い
」（
同
）
よ
う
な
自
我
な
の
で
あ
る
。
個
性
の
発
展
の
た
め
に

他
人
の
個
性
を
尊
重
で
き
る
よ
う
な
自
我
を
夏
目
漱
石
は
却
っ
て
唱
道
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
、

肯
定
さ
れ
る
べ
き
「
自
我
」
に
は
自
由
が
保
証
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
義
務
を
伴

っ
て
い
る
と
き
彼
は
真
の
個
人
主
義
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
自
他
を
等
し
く
尊
重
す
る

と
い
う
夏
目
の
思
想
は
、
互
い
の
人
格
を
手
段
で
は
な
く
目
的
と
し
て
扱
え
と
す
る
カ
ン
ト
の
「
目
的

の
王
国
」
論
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
う
し
た
理
念
を
掲
げ
な
が
ら
カ
ン
ト
が
神
の
存
在
を
決
し
て
否
定
し

た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
夏
目
の
個
人
主
義
と
天
思
想
の
関
係
を
類
推
し
て
肯

う
べ
な

う
こ
と
は
で
き
よ

う
。 夏

目
の
語
る
「
私
」
は
ど
う
や
ら
全
的
自
我
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。「
私
の
個
人

主
義
」
講
演
と
『
明
暗
』
執
筆
の
間
に
は
二
年
間
の
隔
た
り
が
あ
る
。
そ
の
間
に
夏
目
の
心
境
に
劇
的

変
化
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
漱
石
研
究
者
で
は
な
い
私
は
知
ら
な
い
。
し
か
し
、
両
者
を
同
じ
土
俵

で
語
る
こ
と
が
も
し
許
容
さ
れ
る
な
ら
、
夏
目
の
「
私
」
は
一
義
的
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
結
論
さ
れ

る
の
で
は
な
い
か
。
天
は
、
森
三
樹
三
郎
に
よ
れ
ば
、「
超
越
的
な
人
格
神
」
と
か
、
「
自
然
現
象
に
内

在
す
る
法
則
」（
『
老
荘
と
仏
教
』
法
蔵
館
）
な
ど
と
定
義
づ
け
ら
れ
る
そ
う
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
中

国
思
想
に
お
い
て
最
高
の
原
理
で
あ
っ
た
に
は
違
い
な
い
。
そ
う
し
た
も
の
を
前
に
し
て
自
我
は
「
無
」

と
し
て
ま
っ
た
く
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
が
、
夏
目
に
と
っ
て
、

天
は
利
己
的
な
自
我
に
と
っ
て
の
み
意
味
を
持
つ
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
個
人
主
義
と
則
天
去
私
と
い

う
相
容
れ
な
い
思
想
の
間
で
、
夏
目
の
自
我
の
欲
求
と
天
へ
と
向
か
う
理
想
は
揺
れ
動
い
て
い
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。 

 

  

（
一
九
八
七
年
七
月
、
二
〇
十
二
年
一
月
加
筆
修
正
） 

     
 

※
こ
の
拙
論
は
、
。
夏
目
漱
石
の
作
品
を
読
ん
で
私
が
抱
い
た
素
朴 

 
 
 
 

 
 
 

 

な
感
想
を
あ
り
の
ま
ま
述
べ
た
も
の
で
、
高
校
三
年
次
の
倫
理

選
択
授
業
で
教
材
と
し
て
使
っ
て
も
み
ま
し
た
。
も
し
よ
か
っ

た
ら
、
ご
意
見
、
ご
感
想
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。 

 


