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芳

遠

一
、
は
じ

め
に

人
間
は
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
行
動
す
る
。
そ
の
欲
求
充
足
の

方
法
は
、
先
天
的
た
気
質
を
土
台
と
し
、
社
会
生
活
の
中
で
開
発
さ
れ

た
能
力
を
意
志
に
よ

っ
て
い
か
に
ま
と
め
あ
げ
る
か
で
決
定
さ
れ
、
個

人
に
よ
り
そ
の
方
法
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
。

欲
求
は
生
来
的
に
喚
起
さ
れ
る
生
得
的
欲
求
と
経
験
や
学
習

に
依
存

し
て
生
ず

る
習
得
的
欲
求
と
に
分
け
ら
れ
る
が
、
実
相
は
そ
れ
ら
が
複

雑
に
絡
み
合
い
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
欲
求
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の

欲
求
は
人
間
が
生
き
て
い
る
限
り
な
く
な
る
こ
と
が
な
い
。

一
つ
の
欲

求
が
満
足
さ
れ
れ
は
、

必
ず
新
た
な
欲
求
が
生
じ
て
来
る
。
ま
た
、
そ

れ
ら
の
欲
求
が
完
全
に
満
足
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、

人
間
は
ほ
と
ん

ど
常
に
欲
求
不
満

の
状
態
に
あ
る
。

そ
の
欲
求
不
満
を
生
ぜ
し
め
る
欲
求
充
足

の
た
め
の
障
害
は
、
自
己

以
外
の
外
部
に
起
因
す
る
も
の
が
多
い
と
思
え
る
が
、
発
想
を
転
換
す

れ
は
、
自
己
の
能
力
不
相
応

の
高

い
欲
求
を
抱
い
て
い
た
り
、
客
観
的

に
は
な
ん
ら
障
害
と
な
り
得
な
い
も
の
を
障
害
と
受
け
取

っ
て

い

た

り
、
自
己
自
身
の
内
部
に
起
因
す
る
も
の
が
多

い
と
も
思
え
る
。

要
は
、
人
生
、
欲
求
不
満
が
な
く
、

日
々
心
安
ら
か
に
、
自
由

に
楽

し
く
過
ご
す
こ
と
が
、
願
わ
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
従

来

の
発
想
を
転
換
し
、
欲
求
充
足
の
障
害
は
す
べ
て
自
己
自
身
に
起
因

す
る
と
考
え
、
大
き
な
絶
対
の
存
在
を
信
じ
、

自
己
充
実
に
努
め
る
こ

と
で
あ
る
-
こ

れ
が
現
在
人
類
が
さ
ま
ざ
ま

の
経
験
と
思
索
か
ら
会

得
し
た
真
の
生
き
方
と
思
え
る
。

そ
の
よ
う
な
結
論
を
導

い
た
の
は
、
清
沢
満
之
の
精
神
主
義
と
老
荘

思
想
を
考
察
し
た
か
ら
で
あ
る
。
紀
元
前
五
世
紀
末
か
ら
三
世
紀
初
め

の
中
国
の
老
子

・
荘
子
と
、
十
九
世
紀
末
か
ら

二
十
世
紀
初
め
の
日
本

の
清
沢
満
之
と
は
、
時
代
も
民
族
も
異
な
る
が
、
不
可
思
議
と
思
え
る

ほ
ど
の
多
く
の
共
通
点
を
見
出
し
、
そ
こ
に
人
類
の
普
遍
思
想
を
意
識

し
た
。

二
、

絶
対
無
限
者
と
道

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
十
七
巻
第

一
號

昭
和
六
十
三
年
十
二
月

-201-



清
沢
満
之
に
お
け
る
老
荘
思
想

(渡

辺
)

人
間
が
生
き
る
拠
り
ど
こ
ろ
は
、
相
対
有
限
の
金
銭
で
も
、
地
位
で

も
、
愛
情

で
も
…
…
な

い
。
絶
対
的
根
源
者
、
究
極
的
存
在
、
人
間
の

救
済
者

(人
格
的
存
在
で
は
な
い
が
)
と

し
て
、
満
之
は

「
絶
対
無
限

者
」
を
、
老
荘
は

「
道
」
を
説
く
。

満
之
は

「精
神
主
義
」
の
冒
頭
で
、

「吾
人
の
世
に
在
る
や
、
必
ず
一
つ
の
完
全
な
る
立
脚
地
な
か
る
べ
か
ら

ず
。
若
し
之
な
く
し
て
、
世
に
庭
し
、
事
を
爲
さ
む
と
す
る
は
、
恰
も
浮
雲

の
上
に
立
ち
て
技
藝
を
演
ぜ
ん
と
す
る
も
の
ゝ
如
く
、
其
の
輔
覆
を
免
る
る

事
能
は
ざ
る
こ
と
言
を
待
た
ざ
る
な
り
。
然
ら
は
吾
人
は
如
何
に
し
て
盧
世

の
完
全
な
る
立
脚
地
を
獲
得
す
べ
き
や
、
蓋
し
絶
封
無
限
者
に
よ
る
の
外
あ

る
能
は
ざ
る
べ
し
。
…
…
精
神
主
義
は
自
家
の
精
神
内
に
充
足
を
求
む
る
も

の
な
り
。
故
に
外
物
を
追
ひ
他
人
に
従
ひ
て
、
爲
に
煩
悶
憂
苦
す
る
こ
と
な

し
。
而
し
て
其
の
或
は
外
物
を
追
ひ
、
他
人
に
従
ふ
形
状
あ
る
も
、
決
し
て

自
家
の
不
足
な
る
が
爲
に
追
従
す
る
も
の
た
る
べ
か
ら
ず
。
精
神
主
義
を
取

る
も
の
に
し
て
、
自
ら
不
足
を
感
ず
る
こ
と
あ
ら
ん
か
、
其
の
充
足
は
之
を

絶
封
無
限
者
に
求
む
べ
く
し
て
、
之
を
相
封
有
限
の
人
と
物
と
に
求
む
べ
か

ら
ざ
る
な
り
。」
(明
治
三
十
四
年
一
月

『精
神
界
』)

と
述
べ
、
さ
ら
に
、

「吾
人
が
自
己
心
中
に
満
足
を
得
る
模
様
を
検
察
す
る
に
、
吾
人
は
世
上
百

般
の
事
に
當
り
て
、
不
漏
足
の
爲
に
煩
悶
す
る
こ
と
あ
る
も
、

一
た
び
轄
じ

て
絶
封
無
限
、
如
来
大
悲
の
實
在
に
想
ひ
到
れ
は
、
先
の
不
満
足
の
煩
悶
は

換
然
と
し
て
消
散
し
、
満
足
の
漱
喜
は
油
然
と
し
て
流
出
す
る
を
畳

ゆ
。」

(明
治
三
十
四
年
十
一
月

『精
紳
界
』)

と
説
く
。
ま
た
、
『
在
床
繊
悔
録
(
三
)
』
では
、
独
立
無
限
者
は
無

限

の
性
能
を
具
備
し
て
お
り
、
慈
悲
も
智
恵
も
円
満
な
心
霊
的
性
能
も
具

備
し
て
い
る
、
と
教
え
る
。

『
老
子
』
第

一
章
の
冒
頭
は
、
「道
の
道
う
可
き
は
、
常

の
道

に
非

ず
。
」
と
、
ま
ず
形
而
上
的
窮
極

の
存
在
と
し
て

「
道
」
を
説
く
。

お

あ
や

第
十
六
章
で
は
、
「道
な
る
は
乃
ち
久
し
く
、

身
を
没
う
る
ま

で
殆

う
か
ら
ず
。
」
と
、
「道
」
は
永
久
で
あ
り
、
そ
れ
を
体
得
し
た
人
は
死

ぬ
ま
で
危
険
は
な
い
、
と
述
べ
、

そ

た
だ

第
四
十

一
章
で
は
、
「夫
れ
唯
道
は
善
く
貸
し
て
且
つ
成
す
。
」
と
、

「
道
」
こ
そ
は
何
に
も
ま
し
て

(す
べ
て
の
も
の
に
)
援
助
を
与
え
、
し

か
も

(そ
れ
ら
が
目
的
を
)
成
し
と
げ
る
よ
う
に
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
、

と
述
べ
る
。

ま
た
、
第
六
十
二
章
で
は
、
「
道
な
る
者
は
万
物

の
奥

な

り
。
善
人

い
に
し
え

の
宝
な
り
。
不
善

の
人
の
保
せ
ら
る
る
所
な
り
。
…
…
古

の
此

の
道

ゆ

え
ん

を
貴
ぶ
所
以
の
者
は
何
ぞ
。
以
て
求
む
れ
は
得
、
罪
有
る
も
以
て
免
る

い

た

と
日
わ
ず
や
。
故
に
天
下
の
貴
き
為
り
。
」
と
、

「道
」
は
あ
ら
ゆ
る
物

の
隠
れ
家
で
あ
り
、
善
で
あ
る
人
が
宝
と
す
る
も
の
、
不
善
で
あ
る
人

が
護
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
…
…
昔

の

(人
が
)

こ
の

「
道
」
を

と
う

と
ん
だ
理
由
は
何
で
あ

っ
た
か
、
「そ
れ
に
よ

っ
て
、
人
が
求
め
る
も
の

を
得
る
し
、
罪
が
あ

っ
た
と
き
も

(そ
の
報
い
を
)
免
れ
る
」
と
言
わ
れ

て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
、
そ
れ
故
に
天
下
に
お
い
て
最
も
と
う
と
い

も
の
と
さ
れ
る
、
と
述
べ
る
。
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三
、

絶
対
的
服
従
と
無
為
自

然

欲
求
不
満
が
な
く
、

日
々
心
安
ら
か
に
、
自
由
に
楽
し
く
過
ご
す
た

め
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
満
之

は

「
絶
対
無

限

者
」
を
、
老

荘

は

「道
」
を
説
か
れ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
属
性
と
し
て
、
「
絶
対
的
服
従
」

と

「
無
為
自
然
」
が
第

一
に
考
え
ら
れ
る
。

「精
神
主
義
は
完
全
な
る
自
由
主
義
な
り
。
若
し
其
れ
制
限
束
縛
せ
ら
る
ゝ

こ
と
あ
ら
は
、
是
れ
全
く
自
限
自
縛
た
る
べ
く
、
外
他
の
人
物
の
爲
に
制
限

束
縛
せ
ら
る
瓦
に
あ
ら
ざ
る
べ
し
。
自
己
も
完
全
な
る
自
由
を
有
七
、
他
人

も
完
全
な
る
自
由
を
有
し
、
而
し
て
彼
の
自
由
と
我
の
自
由
と
衝
突
す
る
こ

と
な
き
も
の
、
是
れ
即
ち
精
神
主
義
の
交
際
と
い
ふ
べ
き
な
り
。

而
し
て
通
常
の
場
合
に
於
い
て
は
、
彼
の
自
由
と
我
の
自
由
と
衝
突
な
き

能
ば
ざ
る
如
き
は
何
ぞ
や
。
他
な
し
、
此
の
如
き
自
由
は
完
全
な
る
自
由
に

あ
ら
ざ
る
が
故
に
、
完
全
な
る
服
従
と
平
行
せ
ざ
れ
は
な
り
。
今
精
紳
主
義

に
よ
り
て
云
ふ
所
の
自
由
は
、
完
全
の
自
由
な
る
が
故
に
、
如
何
な
る
場
合

に
於
い
て
も
、
常
に
絶
封
的
服
従
と
平
行
す
る
を
以
て
、
自
由
に
自
家
の
主

張
を
攣
更
し
て
他
人
の
自
由
に
調
和
す
る
こ
と
を
得
て
、
決
し
て
彼
の
自
由

と
衝
突
す
る
こ
と
あ
ら
ざ
る
な
り
。」
(明
治
三
十
四
年
一
月

『精
神
界
』)

と
、
満
之
は
完
全
な
る
自
由
を
得
る
た
め
に
は
、
す
べ
て
に
服
従
す

る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
説
く
。

老
荘
思
想
も
囚
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
自
由
な
自
己
を
持

つ
た

め

に

は
、
意
識
的
作
為
を
せ
ず

(無
為
)
「
道
」
の
働
き
に
従

う

(自
然
)
こ

と
を
説
く
。

『荘
子

(人
間
世
篇
)』
で
は
、
「夫
れ
、
物
に
乗
じ
て
以
て
心

を

遊

や

は
し
め
、
已
む
を
得
ざ
る
に
託
し
て
、
以
て
中
を
養
う
は
、
至
れ
り
。」

と
、
そ
も
そ
も
物
ご
と
の
移
り
ゆ
き
に
委
せ
て
心
を
解
放
し
、
人
の
力

で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
も
の
に
身
を
ゆ
だ
ね
て
、
中
正
の
立

場

(世

俗
の
霊
量
心に
と
ら
わ
れ
な
い
)
を
養

っ
て
い
く
の
が
、
最

上

の

こ
と

で

す
、
と
述
べ
て
い
る
。

誰
で
も
自
由
は
心
地
よ
い
が
、
服
従
は
苦
痛

で
あ
る
。
そ
の
苦
痛
で

あ
る
服
従
を
実
行
し
、
や
が
て
は
服
従
す
る
こ
と
が
歓
喜
と
な
る
た
め

に
は
、
(
1
)
絶
対
根
源
者
に
対
す
る
信
頼
、
(
2
)
万
物

一
体
の
認
識
、
(
3
)主

体
的
な
精
進
、
が
求
め
ら
れ
る
。

(1)
絶

対
根
源
者
に
対
す
る
信
頼

満
之

は

「精
神
主
義
」
で
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「精
紳
主
義
は
吾
人
の
世
に
塵
す
る
の
實
行
主
義
に
し
て
、
其

の
第

一
義

は
、
充
分
の
満
足
を
精
紳
内
に
求
め
得
べ
き
こ
と
を
信
ず
る
に
あ
り
。」
(明

治
三
十
四
年

一
月

『精
神
界
』)

「只
だ
夫
れ
絶
樹
無
限
に
乗
託
す
。
…
…
宇
宙
萬
有
の
千
攣
萬
化
は
、
皆
な

是
れ
一
大
不
可
思
議
の
妙
用
に
屡
す
。
…
…
一
も
我
等
の
自
ら
意
欲
し
て
左

右
し
得
る
所
の
も
の
に
あ
ら
ず
。
…
…
生
死
は
全
く
不
可
思
議
な
る
他
力
の

妙
用
に
よ
る
も
の
な
り
。
如
来
は
爾
が
た
め
に
必
要
な
る
も
の
を
、
爾
に
賦

與
し
た
る
に
あ
ら
ず
や
。
若
し
其
の
賦
與
に
お
い
て
不
充
分
な
る
も
、
爾
は

決
し
て
此
れ
以
外
に
満
足
を
得
る
こ
と
能
は
ざ
る
に
あ
ら
ず
や
。
蓋
し
爾
自

清
沢
満
之
に
お
け
る
老
荘
思
想

(渡

辺
)
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沢
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想

(渡

辺
)

ら
不
足
あ
り
と
思
ひ
て
苦
悩
せ
は
、
爾
は
愈
た
修
養
を
進
め
て
、
如
来
の
大

命
に
安
ん
ず
べ
き
こ
と
を
學
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
。」
(明
治
三
十
五
年

六
月

『精
神
界
』
)

「我
、
他
力
の
救
濟
を
念
ず
る
と
き
は
、
我
が
世
に
庭
す
る

の
道
開
け
、

我
、
他
力
の
救
濟
を
忘
る
二
と
き
は
、
我
が
世
に
庭
す
る
の
道
閉
づ
。」
(明

治
三
十
六
年
六
月

『精
神
界
』)

「私
共
の
精
神
主
義
と
は
、
如
来
の
廣
大
な
る
他
力
に
依
っ
て
、
絡
て
の
事

を
見
て
行
く
の
で
あ
る
。
…
…
只
だ
私
共
は
、
他
力
に
依
り
如
来
の
命
じ
給

ふ
所
に
依
り
て
、
事
を
爲
す
斗
り
で
あ
る
。」
(明
治
三
十
五
年
六
月
の
講
話

筆
記
、
精
榊
主
義
-
そ
の
三
-
)

苦
痛
に
感
ず
る
こ
と
も
、
す

べ
て
、
絶
対
無
限
者

(如
来
、
他
力
…

…
)
の
妙

用
、
お
は
か
ら
い
で
あ
る
と
思
え
は
、
そ
の
苦
痛
は
歓
喜

に

転
換
す
る
。
そ

の
信
頼
が
第

一
義
で
あ
る
。

か

『老
子
』
第
三
章
で
は
、
「常
に
民
を
し
て
無
知
無
欲
な
ら
し
め
、
夫

の
知
あ
る
者
を
し
て
敢
て
為
さ
ざ
ら
し
む
る
な
り
。
無
為
を
為
せ
は
、

則
ち
治
ま
ら
ざ
る
こ
と
無
し
。
」
と
説
く
。
人
為
を
捨
て
る
こ
と

に

よ

っ
て
、
自
然
の
力
が
現
わ
れ
る
。
自
然
は
内
在
す
る

「
道
」
の
働
き
に

よ
っ
て
、

そ
の
よ
う
に
な
る
こ
と
で
、
そ

の

「道
」
に
信
頼
を
寄
せ
て

い
る
。

苦
痛
に
感
ず
る
こ
と
も
、
す
べ
て
、
「
道
」
の
働
き
で
あ
る
と

思

え

は
、
そ
の
苦
痛
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
や
、
苦
痛
を
感
ず
る
、

感
じ
な
い
は
個
人
の
意
識
で
あ

っ
て
、
こ
の
世

の
す
べ
て
は
絶
対
根
源

者

(実
は
表
現
で
き
な
い
存
在
)
の
は
か
ら
い
な

の
で
あ
る
。
我

々
は
そ

の
は
か
ら
い
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従

っ
て
、
そ
の
は
か
ら

い

(絶
対
根
源
者
)
を
信
ず
る
こ
と
が
根
本
で
あ

る
。

(2)

万
物

一
体
の
認
識

満
之
は

「
精
神
主
義
」
で
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「萬
物

一
膿
の
眞
理
は
、
…
…
其
の
説
明
頗
る
多
様
な
り
と
難
も
、
要
す
る

に
、
宇
宙
間
に
存
在
す
る
千
満
無
量
の
物
膿
が
、
決
し
て
各
個
別
々
に
猫
立

自
存
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
、
互
に
相
依
り
相
待
ち
て
、
一
組
織
禮
を
成

す
も
の
な
る
こ
と
を
表
示
す
る
も
の
な
り
。
…
…
彼
の
萬
物
は
皆
な
我
が
爲

に
存
在
す
る
も
の
な
り
…
…
『
三
界
は
皆
な
是
れ
我
が
有
な
り
』
…
…
『
其

の
中
の
衆
生
は
悉
く
是
れ
吾
が
子
な
り
』
…
…
夫
れ
吾
人
を
し
て
最
も
吾
人

の
赤
心
を
表
せ
し
む
る
も
の
は
、
財
産
の
事
と
子
孫
の
事
と
に
過
ぐ
る
も
の

な
し
。
而
し
て
今
や
天
地
萬
物
が
皆
な
我
が
財
産
た
り
、

一
切
生
物
が
皆
な

我
が
子
た
り
、
吾
人
は
萬
物
を
保
重
し
、
生
物
を
愛
重
せ
ざ
ら
ん
と
す
る
も

能
は
ざ
る
べ
し
。」
(明
治
三
十
四
年
二
月

『精
神
堺
』)

苦
痛
を
感
じ
さ
せ
る
存
在
も
自
己
と

一
体
で
あ
り
、

こ
の
世
は
自
他

相
依

っ
て

一
体
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
れ
は
、
苦
痛

は
減
じ
ら
れ
る
。

荘
子
は
こ
の
世
を
差
別
せ
ず
、
渾
然

一
体
と
し
て
考
え
、
万
物
斉
同

を
説
く
。
善
悪
、
美
醜
な
ど
の
価
値
判
断
も
小
賢

し
い
人
間
の
勝
手
な

判
断
で
あ
り
、
客
観
世
界
の
真
実
の
姿
は
無
差
別
無
対
立
で
あ
る
と
考

え
る
。

苦
痛
を
感
じ
る
こ
と
も
、
す
べ
て
空
虚
な
相
対

的
価
値
観
で
あ
る
。
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大
自
然
の
中
に
融
化
し
、
対
象
と

一
体
に
な
る
と
苦
痛
は
減

じ

ら

れ

る
。

(3)
主

体
的
な
精
進

満
之
は

「精
神
主
義
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「所
謂
毒
蛇
悪
龍
な
る
も
の
あ
り
と
せ
ん
も
、
其
も
の
を
毒
蛇
悪
龍
と
見
る

か
、
薬
蛇
善
龍
と
見
る
か
は
、
是
れ
吾
人
の
精
神
如
何
に
よ
る
こ
と

に
し

て
、
吾
人
は
此
の
事
に
關
し
て
充
分
の
自
由
を
有
す
る
も
の
と
す
る
が
、
精

榊
主
義
の
一
大
要
義
と
す
る
所
な
り
。」
(明
治
三
十
四
年
十
月

『精
紳
界
』)

「我
が
心
機
だ
に
開
展
す
れ
は
、
如
何
な
る
事
に
封
し
て
も
、
決
し
て
怒
る

こ
と
な
く
、
常
に
喜
び
得
る
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
が
、
精
融
主
義
の
主
張
で

あ
り
ま
す
。」
(明
治
三
十
四
年
七
月
、
講
演
筆
記
、
精
榊
主
義
-
そ
の
二
-

第
二
回
)

外
物
、

他
人
に
は
か
り
こ
だ
わ
り
、
苦
悩
す
る
精
神
が
、
自
己
自
身

の
内
部
に
絶
対
無
限
自
由
自
在
な
実
在
を
発
見
す
る
よ
う
精
進
す
る
こ

と
が
肝
要

で
、
自
由
の
獲
得
は
自
己
自
身
の
精
進
如
何
で
あ
る
。

老
荘
思
想
も
主
体
的
に
自
由
を
追
求
す
る
も
の
で
、
世
俗
や
常
識
に

対
し
て
主
体
的
に
価
値
の
転
換
を
求
め
て
い
る
。
小
賢
し
い
知
的
分
別

が
差
別
を
生
じ
、
そ
の
差
別
が
執
着
を
産
み
、
執
着
が
苦
悩
を
招
い
て

い
る
、
と
説
く
。
「無
為
自
然
」
と
い
う
が
、

ま

っ
た
く
人
為
を

な

く

す
こ
と
が
、
反

っ
て
不
自
然
で
あ
り
、
自
然
に
従
う
人
為
は
当
然
で
あ

る
。し

か
し
、
主
体
的
精
進
と
い

っ
て
も
、
絶
対
根
源
者

の
は
か
ら
い
で

あ
り
、
個
人
の
精
進
は
有
限
で
あ
る
か
ら
、
無

限
な
る
存
在
を
信
じ
つ

つ
精
進
し
て
、
は
じ
め
て
完
全
な
る
自
由
と
安

心
が
獲
得
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

四
、

お
わ
り

に

満
之

の
精
神
主
義
も
老
荘
思
想
も
、
厭
世
主
義
、
逃
避
主
義
、
虚
無

主
義
な
ど
で
は
な
い
。
自
己
が
現
在
生
き
て
い
る
事
実
を
重
視
す
る
。

あ
る
意
味
で
は
と
も
に
現
実
的
成
功
を
求
め
て

い
る
と
も
思
え
る
。
絶

対
根
源
者
に
す
べ
て
を
お
ま
か
せ
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
現
実
的
成
功

が
あ
る
意
味
で
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
も
に
、
相
対
有
限
差
別
の
現
実

に
あ

っ
て
、
絶
対
根
源
者

の
存
在

を
信
じ
、
そ
の
現
実
を
内
包
す
る
絶
対
無
限
平
等

の
存
在
に
、
主
体
的

に
随
順
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
完
全
な
る
自
由
と
安
心
を
求
め
た
の
で

あ
る
。

あ
る
段
階
に
到
達
し
た
宗
教
信
奉
者
は
、
宗
教
宗
派

の
如
何
を
問
わ

ず
、

み
な
こ
の
よ
う
な
境
地
に
達
す
る
も
の
ら
し
い
。
人
間

の
欲
求
充

足
方
法
の
到
達
点
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
」

<
キ
ー
ワ
ー
ド
>
清

沢
満
之
、
老
荘
思
想

(熊
野
工
業
高
等
専
門
学
校
教
授
)

清
沢
満
之
に
お
け
る
老
荘
思
想

(渡

辺
)
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