
善
に
関
わ
る
こ
と
を
も
う
少
し

掘
り
下
げ
て
み
ま
す
。
日
本
人
の

倫
理
行
動
の

中
で
、
い
っ
た
い

何
が

善
と
さ
れ
て
き
た
の
で
し

ょ
う
か
。
平
安
時
代
に
完
成
し
た

『
続
日
本
紀
』
に
は
天
皇
の
詔
を

意
味
す
る
「
宣
命
」
が
記
載
さ
れ

て
お
り
、
倫
理

意
識
と
し
て
必

要
な
も
の
と
し
て
、
「
清
・
明
・

直
」
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま

す
。「

清
」
は
心
が
清
ら
か
で
あ
る

こ
と
、
「
明
」
は
知
性
が
伴
っ
て

い
る
こ
と
、
「
直
」
は
真
っ
す
ぐ

な
意
志
が
あ
る
こ
と
を
示
し
ま

す
。
つ
ま
り
情
に
お
い
て
清
、
知

に
お
い
て
明
、
意
志
に
お
い
て
直

で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
は
ギ
リ
シ

ャ
で
人
間
の
修
養
に
お
い
て
重
要

と
さ
れ
る
「
知
情
意
」
と
見
事
に

一
致
し
ま
す
。
い
に
し
え
よ
り
わ

が
国
も
素
晴
ら
し
い
知
見
を
培
っ

て
き
た
の
で
あ
り
、
感
銘
を
受
け

ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
「
知
情
意
」
が
歴
史
の
中

を
巡
っ
て
き
た
流
れ
に
つ
い
て
私

は
、
大
き
く

７
０
０
年
ほ
ど
の

期
間
ご
と
に
「
古
代
・
中
世
・
現

代
」
に
分
け
て
考
え
ま
す
。
古
代

と
は
、
仁
徳
天
皇
の
治
世
の
５
世

紀
ご
ろ
か
ら
、
鎌
倉
幕
府
が
成
立

し
武
士
に
よ
る
政
治
支
配
が
始
ま

る

世
紀
ま
で
を
指
し
ま
す
。
中

世
は
、
武
士
政
権
が
長
く
続
き
、

明
治
維
新
を
迎
え
る
き
っ
か
け
と

な
っ
た
黒
船
来
航
ま
で
の

世
紀

で
す
。

古
代
は
、平
安
時
代
を
中
心
に
、

現
在
の
京
都
に
も
連
綿
と
引
き
継

が
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
が
花
開

き
ま
し
た
。
日
本
人
が
共
通
し
て

心
の
底
に
持
っ
て
い
る
美
意
識
に

基
づ
く
感
情
が
育
ま
れ
た
時
代
で

す
。中

世
は
、
江
戸
時
代
を
中
心
に

知
性
の
力
が
飛
躍
的
に
発
展
し
ま

す
。
関
孝
和
を
は
じ
め
盛
ん
に
研

究
さ
れ
た
和
算
は
世
界
一
級
の
水

準
で
し
た
。
外
科
医
の
華
岡
青
洲

が
始
め
た
開
腹
手
術
も
世
界
初
の

快
挙
で
あ
り
、
天
文
学
分
野
で
の

緯
度
計
算
な
ど
は
世
界
ト
ッ
プ
ク

ラ
ス
を
走
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
ま

す
。
江
戸
時
代
は
、
政
治
的
に
安

定
し
た
社
会
の
中
、
日
本
が
独
力

で
知
の
世
界
を
進
化
さ
せ
続
け
た

時
期
で
も
あ
り
ま
し
た
。

ア
メ
リ
カ
の
ペ
リ
ー
総
督
が
日

本
に
現
れ
現
代
に
入
り
ま
す
。
西

洋
文
化
の
流
入
が
加
速
、
「
自
分

の
意
志
を
持
ち
な
さ
い
」
「
個
性

を
大
事
に
し
な
さ
い
」
と
、
日
本

社
会
で
は
伝
統
的
に
必
要
と
さ
れ

な
か
っ
た
行
動
が
強
く
求
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
平

安
朝
で
情
の
文
化
が
完
成
し
、
次

代
で
知
性
が
加
わ
っ
た
と
す
る

と
、
現
代
で
残
る
の
は
意
志
の
力

を
鍛
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
は
目
指
す

べ
き
価
値
目
標
が
あ
り
ま
し
た
。

情
の
文
化
を
昇
華
さ
せ
た
平
安
朝

で
は
美
が
追
求
さ
れ
た
結
果
、
数

々
の
芸
術
が
生
ま
れ
、
知
の
時
代

で
は
科
学
を
は
じ
め
と
し
て
真
実

の
探
求
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
「
真

善
美
」
と
い
う
古
代
西
洋
か
ら
続

く
普
遍
的
概
念
に
の
っ
と
る
と
す

れ
ば
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
が
求
め

て
い
く
べ
き
は
必
然
的
に
善
に
な

り
ま
す
。

善
と
い
え
ば
、
京
都
大
の
哲
学

者
、
西
田
幾
多
郎
に
言
及
し
な
い

わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
彼
は
生

涯
を
か
け
て
執
筆
し
た
『
善
の
研

究
』
の
中
で
、
「
個
人
的
善
に
最

も
必
要
な
る
徳
は
強
盛
な
意
志
で

あ
る
」
と
説
き
ま
し
た
。
最
高
に

価
値
あ
る
も
の
は
善
で
あ
る
と

し
、
そ
こ
に
は
強
い
意
志
の
力
が

不
可
欠
と
喝
破
し
た
西
田
は
誠
に

慧け
い

眼が
ん

と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。

も
う
一
人
、
京
都
出
身
の
経
済

学
者
、
大
塚
久
雄
は
「
あ
る
客
観

的
な
目
的
あ
る
い
は
理
想
の
実
現

を
目
指
す
に
は
、
自
己
の
精
神
的

な
ら
び
に
肉
体
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

全
て
を
集
中
的
に
放
出
し
よ
う
と

す
る
訓
練
さ
れ
た
生
活
態
度
」
が

求
め
ら
れ
る
と
主
張
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
彼
は
、
放
出
さ
れ
る
肉
体

や
精
神
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
一
時

的
・
瞬
間
的
な
も
の
で
は
な
く
、

常
態
と
し
て
訓
練
さ
れ
た
も
の
が

必
要
と
強
調
し
ま
す
。
訓
練
と
は

禁
欲
あ
る
い
は
自
己
抑
制
の
こ
と

で
、
す
な
わ
ち
ス
ト
イ
シ
ズ
ム
に

よ
っ
て
自
ら
を
激
励
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
り
、
そ
こ
に
善
を
求
め

る
最
高
の
状
態
が
あ
る
の
だ
と
結

論
付
け
た
の
で
す
。

冒
頭
に
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、

「
令
」
と
は
「
善
」
で
す
。
新
し

い
時
代
を
迎
え
た
今
、
私
た
ち
現

代
に
生
き
る
一
人
一
人
が
進
め
て

い
く
べ
き
は
善
の
追
求
で
あ
り
、

令
和
は
ま
さ
に
そ
れ
を
希
求
し
て

い
く
時
代
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い

い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
た

め
に
必
要
な
こ
と
は
何
か
。
そ
れ

は
未
来
の
日
本
人
の
在
り
方
を
真

剣
に
考
え
る
「
意
志
の
力
」
、
そ

れ
こ
そ
が
今
こ
そ
問
わ
れ
て
い
る

の
で
す
。

新
元
号「
令
和
」は
基
本
的
に
、

和
の
精
神
に
満
ち
た
麗
し
い
大
和

の
国
を
意
味
し
て
い
る
と
私
は
理

解
し
て
い
ま
す
。
か
つ
て
明
治
維

新
を
迎
え
改
元
が
決
定
し
た
と

き
、
批
判
精
神
旺
盛
な
江
戸
っ
子

た
ち
は
「
上
か
ら
は
明
治
だ
な
ど

と
言
う
け
れ
ど
、
治
明
（
お
さ
ま

る
め
い
）
と
下
か
ら
は
読
む
」
と

か
ら
か
い
半
分
に
狂
歌
を
読
ん
だ

も
の
で
し
た
。

同
様
に
令
和
を
下
か
ら
読
む
と

す
れ
ば
「
や
ま
と
し
う
る
わ
し
」

と
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
は
る
か
昔
、
遠
国
を
次
々
と

平
定
し
終
え
た
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ

ミ
コ
ト
が
、
ふ
る
さ
と
を
目
前
に

し
て
息
絶
え
た
際
の
詩
「
や
ま
と

は

国
の
ま
ほ
ろ
ば

た
た
な
づ

く

青
垣

山
ご
も
れ
る

や
ま

と
し
う
る
わ
し
」
に
私
は
思
い
が

至
り
ま
す
。
懐
か
し
い
大
和
の
国

を
た
た
え
る
望
郷
の
念
が
情
感
豊

か
に
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
新
元
号

の
好
感
度
が
非
常
に
高
い
の
は
、

「
令
和
」
の
響
き
か
ら
さ
ま
ざ
ま

な
連
想
が
か
き
た
て
ら
れ
る
か
ら

で
し
ょ
う
。

「
令
」
の
字
を
中
国
最
古
の
辞

典
『
説せ

つ

文も
ん

解か
い

字じ

』
で
引
く
と
、
ま

ず
「
善
」
と
い
う
解
釈
が
出
て
き

ま
す
。
「
善
」
を
単
純
に
分
解
す

る
と
「
美
し
い
言
葉
」
の
意
に
な

り
ま
す
。
善
は
儒
教
の
大
典
『
論

語
』
に
も
頻
繁
に
登
場
す
る
こ
と

か
ら
も
、
中
国
は
論
理
性
に
富
む

言
語
に
美
を
見
い
だ
し
て
い
た
と

言
え
ま
す
。
つ
ま
り
「
美
し
い
言

語
」
を
善
と
考
え
、
最
高
の
美
徳

と
し
た
の
で
す
。

日
本
で
は
古
来
、
大
和
言
葉
の

表
現
方
法
か
ら
も
分
か
る
よ
う

に
、
伝
統
的
に

論
理
性
よ
り
も

愛
情
に

価
値
を
置
い
て
き
ま
し

た
。
そ
の
点
、
全
知
全
能
神
の
愛

を
説
く

西
洋
発
祥
の
キ
リ
ス
ト

教
思
想
と

通
じ
合
う
も
の
が
あ

り
ま
す
。
仏
教
に

目
を
向
け
る

と
、
愛
の
苦
し
み
か
ら
逃
れ
る
た

め
に
、
い
か
に

愛
を
捨
て
ら
れ

る
か
が
出
発
点
で
し
た
が
、
釈
尊

は
入
滅
前
に
「
晴
朗
」
と

い
わ

れ
る

境
地
に
達
し
、
愛
欲
を
持

つ
人
間
も

含
め
全
て
を
愛
す
る

教
え
を
説
く
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。私

は
、
小
泉
純
一
郎
氏
が
首
相

だ
っ
た
当
時
、
外
来
語
を
日
本
語

に
置
き
換
え
る
委
員
会
で
仕
事
を

し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で

最
後
ま
で
日
本
語
に
し
に
く
か
っ

た
英
語
は
「
ｐ
ｕ
ｂ
ｌ
ｉ
ｃ
ｉ
ｔ

ｙ
」
や
「
ｉ
ｄ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉ
ｔ
ｙ
」

で
し
た
。
こ
れ
ら
の

単
語
が
持

つ
概
念
が

日
本
に
は
存
在
し
な

か
っ
た
か
ら

で
す
。
中
国
語
の

「
令
」
も
、
当
時
の

日
本
に
該

当
す
る
観
念
が

な
く
、
抜
き
ん

で
た
意
味
を
持
つ

言
葉
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
。
結
果
、
音
読
み
の

「
レ
イ
」
だ
け
が

一
般
的
に
広

ま
り
、
訓
読
み
は
解
釈
が

か
な

り
広
く
な
る
「
よ
し
」
ぐ
ら
い
し

か

当
て
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

中
国
と
日
本
と
の
価
値
観
の
違
い

が
よ
く
現
れ
て
い
る
と
言
え
ま

す
。次

に
、
漢
和
辞
典
で
「
令
」
を

引
く
と
、
「
善
」
の
ほ
か
に
「
律

す
る
」あ
る
い
は「
使
（
し
む
）
」

と

出
て
き
て
、
人
に
何
か
を
さ

せ
た
り
、
強
い

た
り
す
る
意
味

が
あ
る
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。

新
元
号
が

令
和
と
発
表
さ
れ
た

際
、
「
命
令
」
を

感
じ
さ
せ
る

か
ら
良
く
な
い
と
の

指
摘
が
あ

っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
本
来

「
命
令
」
自
体
に

悪
い
意
味
は

あ
り
ま
せ
ん
。
一
部
の

不
適
切

な
命
令
が
良
か
ら
ぬ
印
象
を
与
え

て
い
る
だ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。「

冷
」
の
字
と
同
義
に
な
る
と

の
批
判
的
意
見
も
あ
り
ま
す
が
、

「
艶
」
を
加
え
て
使
わ
れ
る
中
国

伝
来
の
言
葉
「
冷
艶
」
は
、
つ
や

を
発
し
て
美
し
い
さ
ま
を
表
し
、

室
町
時
代
の
高
僧
、
心
敬
は
「
氷

ば
か
り
艶
な
る
は
な
し
」
と
冷
た

い
氷
の
比
類
な
き
麗
し
さ
を
た
た

え
ま
し
た
。

「
令
」
の
用
法
で
一
つ
、
『
論

語
』
に
登
場
す
る
「
巧
言
令
色
」

は
巧
み
な
言
い
回
し
と
良
い
人
を

装
う
こ
と
で
、
感
心
し
な
い
例
と

さ
れ
ま
す
。
た
だ
、
文
体
を
徹
底

的
に
工
夫
し
飾
る
こ
と
で
生
き
生

き
と
し
た
文
章
を
つ
づ
っ
た
天
才

作
家
、
太
宰
治
は
「
わ
れ
は
巧
言

令
色
を
欲
す
る
」
と
良
い
意
味
で

語
っ
て
い
る
こ
と
も
付
け
加
え
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

次
世
代
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
考
え
る
京
都
新
聞
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
「
日
本

人
の
忘
れ
も
の
」
知
恵
会
議
の
記
念
交
流
会
が

月
７
日
、
京
都
市
内
の
ホ

テ
ル
で
開
催
さ
れ
、
新
元
号
「
令
和
」
の
考
案
者
と
さ
れ
る
国
文
学
者
、
中

西
進
氏
が
講
演
し
た
。
中
西
氏
は
日
本
文
化
を
約
７
０
０
年
ご
と
に
「
古
代

・
中
世
・
現
代
」
と
捉
え
、
武
家
政
権
が
誕
生
す
る
ま
で
の
古
代
で
日
本
人

の
伝
統
的
感
情
が
育
ま
れ
、
黒
船
来
航
ま
で
の
中
世
で
知
性
が
開
花
し
、
現

代
は
意
志
を
強
固
に
か
た
ち
づ
く
る
時
代
と
し
た
。
そ
し
て
、
「
令
和
」
の

「
令
」
に
は
「
善
」
の
含
意
が
あ
る
と
し
、
現
代
は
個
人
に
内
在
す
る
意
志

を
も
っ
て
、
善
を
追
求
し
て
い
く
時
代
で
あ
る
と
説
い
た
。

令
和
は

令

が
意
味
す
る

善

を
追
求
す
る
時
代
と
語
る
中
西
進
氏

京
都
市
中
京
区

京
都
ホ
テ
ル
オ
ー
ク
ラ

京都を代表する文化人や経済関係者ら150人が中西氏の講演に耳を傾けた

下
か
ら
読
め
ば

や
ま
と
し
う
る
わ
し

時
代
ご
と
に
目
指
す
べ
き

価
値
目
標
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