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〔
論
説
〕

│
│
道
元
を
手
掛
か
り
に
│
│

佐

伯

啓

思

倫
理
と
無
常

一
人
間
の
倫
理
が
「
善
く
生
き
る
」
と
い
う
「
生
」
の
あ
り
方
と
結
び
つ
い
て
お
り
、「
善
き
生
」
の
目
的
が
「
幸
福
」
に
あ
る
、

と
し
た
の
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ
っ
た
。「
幸
福
」
を
意
味
す
る
「
ユ
ー
ダ
イ
モ
ニ
ア
（eudaimonia

）」
の
語
が
示
す
の
は
、
た

と
え
ば
プ
ラ
ト
ン
の
「
イ
デ
ア
」
の
よ
う
な
永
遠
の
超
越
的
存
在
に
つ
く
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
現
実
の
中
に
あ
っ
て
人
が
そ
の
活

動
（
実
践
）
に
お
い
て
具
体
的
に
選
び
取
る
よ
う
な
究
極
的
な
生
の
あ
り
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
究
極
的
な
善
で
あ
る
が
、
こ
の
善
は
、

人
間
が
そ
の
活
動
能
力
を
最
高
度
に
高
め
る
こ
と
で
、
つ
ま
り
、
卓
越
性
の
実
現
と
い
う
徳
の
高
度
な
実
践
に
お
い
て
実
現
で
き
る

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
人
は
、
こ
の
よ
う
な
卓
越
性
を
目
指
し
て
、
善
を
実
現
し
う
る
よ
う
な
生
を
繰
り
返
し
実
践
し
、
そ
れ

を
習
慣
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
に
「
エ
ー
ト
ス
（ethos

）」
と
し
て
の
「
エ
シ
ッ
ク
（ethic

）」
が
生
ま
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
西
洋
思
想
の
文
脈
で
い
え
ば
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
倫
理
観
念
が
そ
の
ま
ま
現
代
ま
で
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
古

代
と
現
代
の
中
間
に
あ
っ
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
的
倫
理
観
や
近
代
の
カ
ン
ト
の
実
践
理
性
に
基
づ
く
倫
理
観
か
ら
、
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
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る
ル
サ
ン
チ
マ
ン
と
し
て
の
倫
理
・
道
徳
へ
の
攻
撃
な
ど
、
倫
理
は
西
洋
思
想
を
通
じ
る
関
心
で
あ
っ
た
。
こ
の
小
論
で
、
私
は
、

西
洋
思
想
と
は
対
比
さ
れ
る
日
本
の
倫
理
観
の
源
泉
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
み
た
い
と
思
う
が
、
こ
の
場
合
、
こ
こ
で
大
事
な
の
は
、

西
洋
思
想
に
お
け
る
倫
理
観
念
の
変
遷
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
底
を
一
貫
し
て
流
れ
る
倫
理
観
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
、
人
間
の
生

の
充
実
、
幸
福
の
実
現
と
不
可
分
で
あ
り
、
そ
こ
に
い
ず
れ
、
幸
福
の
実
現
に
向
け
た
個
人
の
強
い
意
志
や
意
欲
が
想
定
さ
れ
て
い

る
と
い
う
点
に
あ
る
。

幸
福
が
、
ギ
リ
シ
ャ
の
ポ
リ
ス
に
お
け
る
卓
越
し
た
市
民
と
切
り
離
せ
な
い
に
せ
よ
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
禁
欲
的
な
隣
人
愛
の
実

践
と
い
う
社
会
的
・
宗
教
的
生
活
に
あ
る
に
せ
よ
、
何
ら
か
の
生
の
理
想
が
そ
こ
に
は
想
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
想
に
向
け
て
、

強
固
な
意
思
を
も
っ
て
自
己
実
現
を
は
か
る
と
こ
ろ
に
西
洋
の
倫
理
観
の
基
調
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
的
な
自

己
否
定
に
お
い
て
も
、
あ
る
い
は
、
カ
ン
ト
の
よ
う
に
絶
対
的
な
義
務
と
し
て
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
実
現
す
る
に
は
、
己
自
身
を

宗
教
的
義
務
や
定
言
命
令
的
義
務
に
従
わ
せ
る
強
固
な
理
性
的
な
意
思
が
必
要
で
あ
っ
た
。

こ
れ
も
ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
伝
統
に
従
う
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
善
き
生
活
」
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
ま
さ
に

人
間
が
人
間
で
あ
る
所
以
で
あ
り
、
で
は
、
人
間
が
動
物
と
区
別
さ
れ
る
点
は
何
か
と
い
え
ば
、
ま
さ
に
人
間
の
理
性
能
力
に
こ
そ

あ
る
、
と
い
う
の
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
見
解
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
倫
理
や
道
徳
、
幸
福
を
論
じ
る
時
で
も
、
そ
の
根
底
に
人
間

の
「
理
性
」
と
「
意
思
」
を
定
め
る
と
い
う
態
度
は
、
西
洋
思
想
あ
る
い
は
西
洋
文
化
の
中
核
を
形
作
っ
て
い
る
。

こ
れ
と
対
比
的
に
眺
め
れ
ば
、
日
本
の
倫
理
観
は
、
強
烈
な
自
己
実
現
や
あ
る
い
は
逆
に
強
固
な
自
己
否
定
に
倫
理
的
実
践
の
基

礎
を
求
め
よ
う
と
す
る
西
洋
的
倫
理
観
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
西
洋
思
想
の
根
本
が
人
間
の
「
理
性
」
と
「
意
思
」
に
あ
る

の
に
対
し
て
、
日
本
の
倫
理
的
観
念
は
、
人
間
に
固
有
の
「
理
性
」
や
「
意
思
」
を
む
し
ろ
否
定
し
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
そ
れ
を

超
え
た
「
お
の
ず
か
ら
な
る
」「
お
の
ず
か
ら
あ
る
」
と
い
う
態
度
へ
と
接
近
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
日
本
の
独
特
の
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自
然
観
へ
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。「
自
然
」
を
こ
の
世
の
万
物
す
べ
て
を
包
括
す
る
観
念
と
し
て
理
解
し
、
し
か
も
そ
の
上
で
、

自
然
（
シ
ゼ
ン
）
は
も
と
も
と
自
然
（
ジ
ネ
ン
）
で
あ
る
、
と
い
う
日
本
独
特
の
感
覚
は
、
西
洋
的
な
意
味
で
の
倫
理
観
念
と
は
大

き
く
異
な
っ
た
、
別
種
の
も
の
を
生
成
し
た
。

あ
え
て
日
本
的
な
倫
理
観
と
い
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
人
間
の
生
を
、
山
川
草
木
か
ら
四
季
の
移
ろ
い
、
聳
え
立
つ
山
々
か
ら

変
転
す
る
川
の
流
れ
、
発
芽
し
て
は
成
長
し
、
や
が
て
は
枯
れ
て
ゆ
く
草
花
と
い
っ
た
万
物
の
理
と
同
調
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
あ

る
だ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
の
「
自
然
」
は
、
た
え
ず
変
転
し
続
け
、
し
か
も
そ
の
変
化
を
作
動
さ
せ
る
外
的
な
動
因
を
も
た
な
い
。

そ
れ
は
人
間
に
は
計
り
知
れ
な
い
何
か
妙
な
る
力
に
よ
っ
て
自
ず
と
生
成
し
続
け
る
巨
大
な
運
動
体
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
何
の
目
的

も
完
成
も
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
、
人
間
が
あ
る
作
為
を
も
っ
て
こ
の
運
動
体
に
作
用
す
る
こ
と
は
意
味
を
も
た
ず
、
ま
た
、
そ
こ
に
人
工
的
な
究
極

目
的
を
作
り
出
そ
う
と
し
て
も
無
意
味
だ
、
と
い
う
あ
る
種
の
諦
念
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
諦
念
を
も
っ
て
、
こ
の
「
自
然
」

と
い
う
「
お
の
ず
か
ら
」
の
動
き
に
う
ま
く
同
調
す
る
覚
悟
こ
そ
が
、
強
い
て
い
え
ば
、
人
間
の
「
善
き
生
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

い
や
そ
の
た
め
に
は
、
何
よ
り
ま
ず
、
万
物
が
「
お
の
ず
か
ら
」
の
た
え
ざ
る
変
転
で
あ
り
、
意
味
な
き
生
成
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が

相
互
に
つ
な
が
っ
た
目
に
は
み
え
な
い
織
物
の
よ
う
な
途
方
も
な
い
偶
然
の
結
合
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
人
は
理
性
に
よ
っ
て
他
の
存
在
か
ら
区
別
さ
れ
る
特
権
的
存
在
で
は
な
く
、
し
ば
し
ば
「
主
体
」
と
い
う
名
を
冠
し
て
呼
ば
れ

る
よ
う
な
、
理
性
と
意
思
に
よ
っ
て
「
自
然
」
に
働
き
か
け
る
存
在
で
も
な
い
。

も
と
も
と
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
あ
っ
て
も
、「
自
然
」
概
念
は
「
ピ
ュ
シ
ス
」
と
呼
ば
れ
る
、
万
物
を
包
摂
し
て
永
遠
に
生
成
・
変

化
を
続
け
る
宇
宙
的
な
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
、「
ピ
ュ
シ
ス
」
と
「
ノ
モ
ス
」
の
対
比
と
と
も
に
、
人
間
の
働
き



7 倫理と無常

は
、
い
ず
れ
人
為
的
な
習
慣
化
や
制
度
を
意
味
す
る
「
ノ
モ
ス
」
の
方
へ
と
送
り
出
さ
れ
、
倫
理
も
「
ピ
ュ
シ
ス
」
と
の
つ
な
が
り

を
断
た
れ
て
「
ノ
モ
ス
」
の
側
へ
と
そ
の
場
所
を
変
え
て
い
っ
た
。
日
本
語
の
文
脈
で
い
え
ば
「
自
然
」
か
ら
「
作
為
」
へ
の
転
換

で
あ
る
。

だ
が
、
日
本
に
お
い
て
は
、「
ピ
ュ
シ
ス
」に
対
す
る「
ノ
モ
ス
」と
い
う
よ
う
な
対
比
は
基
本
的
に
は
生
じ
て
い
な
い
。「
自
然
」

と
「
作
為
」
の
対
比
も
、
丸
山
眞
男
の
か
な
り
無
理
な
徂
徠
解
釈
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
少
な
く
と
も
劇
的
な
形
で
生
じ
た
こ
と
は
な

い
。
そ
れ
が
生
じ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、
丸
山
も
、
後
年
に
な
っ
て
「
歴
史
意
識
の
古
層
」
を
問
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
日
本
の
倫
理
観
念
の
少
な
く
と
も
ひ
と
つ
の
特
徴
は
、
そ
れ
が
、
理
性
や
意
思
と
い
う
主
体
の
徹
底
し
た
主

意
主
義
へ
と
向
か
う
の
と
は
ま
っ
た
く
逆
に
、
人
間
の
理
性
や
意
思
へ
の
配
慮
な
ど
い
っ
さ
い
な
し
に
、
人
間
を
そ
の
ま
ま
自
然
の

な
か
に
溶
け
込
ま
せ
る
と
い
う
独
自
の
方
向
を
と
っ
た
と
い
う
点
に
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
は
、
た
だ
そ
の
よ
う
に
人
間
を
認
識
す

る
と
い
う
よ
う
な
観
照
的
知
識
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
本
当
に
そ
の
よ
う
な
境
地
に
た
つ
こ
と
が
、
一
種
の
真
実
の

知
覚
で
あ
り
、
ま
た
真
な
る
生
の
実
践
に
な
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
人
が
自
然
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
境
地
は
、
日
常
の
あ
る
種

の
た
え
ざ
る
実
践
に
よ
る
体
得
で
し
か
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
独
特
の
自
然
観
、
人
間
観
は
ま
た
、
日
本
に
個
性
的
な
文
化
的
感
覚
を
生
み
出
し
た
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
。
人
間
も
ま
た
他
の
一
切
の
存
在
と
同
様
に
、
自
然
の
な
か
で
た
え
ず
生
成
し
変
化
し
流
転
し
て
形
を
変
え
て
ゆ
く
も
の
だ

と
す
れ
ば
、
人
間
の
実
相
は
、
決
し
て
常
な
る
実
体
を
持
た
な
い
と
い
う
意
味
で
「
無
」
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ

は
人
間
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
万
物
が
す
べ
て
「
無
」
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
う
な
る
。
確
か
に
、
こ
の
現
実
世
界
に
あ
っ
て
、

様
々
な
出
来
事
や
事
態
に
遭
遇
し
、
常
に
自
我
に
囚
わ
れ
て
あ
く
せ
く
し
て
い
る
人
間
が
そ
の
ま
ま
で
自
己
が
「
無
」
で
あ
る
こ
と
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を
知
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
な
い
。
と
す
れ
ば
、
人
間
は
、
自
然
万
物
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
目
を
凝
ら
し
、
己
を
無
に
し
て
自
然
に

溶
け
込
み
、
自
然
と
同
調
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
恒
常
的
な
実
体
な
ど
存
在
し
な
い
こ
と
を
知
る
。
そ
の
時
、
自
然
に
没
入
す
る
自

我
な
ど
と
い
う
も
の
も
存
在
し
な
い
。そ
の
こ
と
を
し
か
と
分
か
る
こ
と
。言
葉
で
は
な
く
体
得
す
る
こ
と
。こ
う
し
て
一
切
が「
無
」

で
あ
る
と
い
う
非
言
語
的
な
真
の
境
地
へ
至
る
こ
と
を
「
覚
り
」
と
呼
ん
だ
の
だ
っ
た
。

こ
れ
が
日
本
的
倫
理
観
の
す
べ
て
と
は
い
わ
な
い
が
、
日
本
の
倫
理
観
念
の
ひ
と
つ
の
方
向
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い

だ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
こ
に
は
仏
教
の
影
響
が
強
い
。
い
や
、
よ
り
正
確
に
は
、
も
と
も
と
あ
っ
た
日
本
の
伝
統
的
な
自

然
観
や
カ
ミ
の
観
念
と
、
大
陸
伝
来
の
仏
教
が
結
合
し
て
独
特
の
人
生
哲
学
が
作
り
出
さ
れ
た
、
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
天
台
本

覚
思
想
や
密
教
に
そ
の
典
型
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
こ
こ
で
は
、
少
し
道
元
の
所
説
を
参
照
し
て
み
た
い
。

二
『
正
法
眼
蔵
』
の
「
唯
仏
与
仏
」
の
巻
に
次
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

人
が
ひ
と
り
生
き
て
い
る
と
し
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
始
ま
り
ど
の
よ
う
に
終
わ
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
終
わ
り
も
始
ま
り

も
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
人
は
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
。
ま
た
山
河
大
地
の
始
め
も
終
わ
り
も
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
人
は
そ
の
山
河

大
地
を
踏
み
歩
い
て
い
る
。
人
は
山
河
大
地
と
と
も
に
生
き
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
山
河
大
地
も
わ
が
生
と
等
し
い

も
の
と
し
て
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
発
心
し
て
か
ら
覚
り
を
え
る
ま
で
、
す
べ
て
の
山
河
大
地
と
、
そ
し
て
す
べ
て
の
衆

生
と
と
も
に
修
行
す
る
こ
と
で
、
す
べ
て
が
同
時
に
覚
り
に
達
す
る
の
で
あ
る
。

一
切
の
山
河
大
地
も
衆
生
も
す
べ
て
が
同
時
に
覚
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
が
、
自
然
と
と
も
に
覚
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で


