
「
易
し
恩
想
の
倫
理
学
的
意
義
に
つ

、レ

高
　
　
橋

進

一
、
　
「
易
」
と
ト
簸
者

　
「
易
」
は
も
と
ト
笠
の
書
で
あ
る
。
古
く
は
三
種
の
書
冊
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
『
周
礼
』
巻
第
六
一
春
官
宗
伯
下
の
「
大
ト
」
の
職
の

項
に
は
「
大
卜
、
掌
三
兆
之
灌
（
法
の
異
体
字
）
、
一
目
玉
兆
、
二
目
瓦
兆
、
三
目
原
兆
、
…
…
掌
三
易
之
灌
、
一
目
連
山
、
二
目
帰
蔵
、

三
目
周
易
、
」
と
あ
る
。
周
知
の
ご
と
く
、
連
山
一
帰
蔵
の
二
易
に
つ
い
て
は
伝
え
る
と
｝
」
ろ
な
く
不
明
で
あ
る
。
　
『
周
礼
』
の
こ
の
条

に
注
を
施
し
た
鄭
玄
に
よ
れ
ぱ
「
易
は
撲
著
変
易
の
数
に
し
て
占
う
べ
き
者
な
り
。
名
づ
け
て
連
山
と
い
う
は
、
山
、
内
気
を
出
す
に
似

た
る
な
り
。
帰
蔵
は
、
万
物
、
帰
し
て
其
の
中
に
蔵
せ
ざ
る
な
き
な
り
。
」
と
あ
っ
て
、
三
易
の
名
称
を
得
る
所
以
を
述
べ
て
お
り
、
ま

た
、
右
に
続
く
経
文
「
其
経
卦
皆
八
、
其
別
、
皆
六
十
有
四
」
に
対
し
て
、
「
三
易
の
卦
別
の
数
ま
た
同
じ
。
其
の
占
を
名
づ
く
る
こ
と

異
る
な
り
。
毎
卦
八
、
別
と
は
・
」
れ
を
重
ぬ
る
数
な
り
。
」
と
あ
っ
て
、
鄭
玄
は
三
易
の
内
容
を
知
れ
る
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か

し
二
易
は
亡
び
て
今
は
た
い
。
『
周
礼
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
種
々
の
疑
間
が
あ
る
が
、
春
秋
時
代
の
法
制
史
家
に
よ
る
典
型
的
な
国
家

の
官
制
。
文
物
の
説
明
の
書
が
周
代
に
｝
」
と
よ
せ
て
制
せ
ら
れ
、
前
漢
の
武
帝
の
頃
表
章
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
漢
代
以
前
の
時

代
に
「
大
ト
」
た
る
官
制
を
立
て
、
亀
甲
を
灼
い
て
そ
の
ヒ
ピ
の
形
状
（
兆
）
に
よ
っ
て
占
っ
た
こ
と
、
及
び
三
易
が
存
し
て
、
八
卦
と
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そ
の
重
卦
六
十
四
に
よ
り
占
っ
た
、
と
い
う
記
述
は
、
具
体
的
事
実
を
特
定
で
ぎ
な
い
ま
で
も
ト
占
が
古
代
に
お
い
て
政
治
と
深
い
関
係

を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
因
み
に
司
馬
遷
（
前
一
四
五
5
前
八
六
）
著
す
る
『
史
記
』
の
「
目
者
列
伝
」
（
巻
百
二
十
七
一
列
伝
第
六
十
七
）
を
開
く
と
、
冒
頭

に
「
古
よ
り
命
を
受
げ
て
王
た
り
。
王
者
の
興
る
、
何
ぞ
嘗
て
ト
笠
を
以
て
天
命
を
決
せ
ざ
ら
ん
や
。
其
の
周
に
於
け
る
尤
も
甚
だ
し
。

秦
に
及
び
て
見
る
べ
し
。
代
王
の
入
る
や
ト
者
に
任
ず
、
太
ト
の
起
こ
る
は
、
漢
の
興
る
に
由
り
て
あ
り
。
」
と
あ
っ
て
、
周
王
朝
よ
り

漢
に
至
る
ま
で
、
為
政
を
ト
占
に
頼
っ
て
決
す
る
俗
な
い
し
制
の
あ
っ
た
・
」
と
が
知
ら
れ
る
。
右
の
引
用
に
「
ト
笈
を
以
て
天
命
を
決
す

る
」
と
は
、
天
命
が
ど
の
よ
う
に
降
っ
て
い
る
か
、
降
っ
た
か
を
、
ト
笠
に
よ
っ
て
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
。
天
命
は
経
験
的
・
具
象
的

に
、
こ
れ
だ
と
決
し
か
ね
る
。
何
を
も
っ
て
天
命
と
判
ず
る
か
、
ど
の
よ
う
に
行
動
す
る
・
」
ど
が
天
命
に
順
う
所
以
で
あ
る
か
、
古
代
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

は
そ
れ
を
ト
笠
に
よ
っ
て
決
め
た
の
で
あ
る
。
卜
笠
に
よ
っ
て
示
さ
れ
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
も
っ
て
、
天
の
主
宰
的
意
志
の
顕
れ
と
す

る
、
そ
の
よ
う
な
も
の
の
見
方
一
考
え
方
な
い
し
行
動
の
し
か
た
は
、
素
朴
な
原
始
的
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
遺
制
と
も
み
ら
れ
る
が
、
漢

興
以
来
、
儒
家
思
想
が
諾
子
学
に
優
位
し
て
政
教
の
中
枢
に
そ
の
役
割
を
果
た
す
に
至
り
、
　
「
易
」
思
想
は
儒
教
と
結
合
し
て
、
六
経
と

し
て
一
系
の
学
的
体
系
を
構
成
す
る
。
そ
れ
は
漢
武
帝
の
末
期
、
司
馬
遷
が
『
太
史
公
書
』
（
の
ち
『
史
記
』
と
称
さ
れ
る
）
を
書
い
た

時
期
（
前
一
四
八
∫
前
八
八
）
に
は
既
に
、
詩
書
礼
楽
春
秋
と
共
に
六
経
と
し
て
自
覚
な
い
し
意
識
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
見
ら
れ

（
1
）

る
。
『
史
記
』
「
太
史
公
自
序
」
　
（
巻
百
三
十
一
第
七
十
）
に
「
易
は
天
地
陰
陽
四
時
五
行
を
著
す
、
故
に
変
に
長
ず
。
礼
は
人
倫
を
経
紀

す
、
故
に
行
に
長
ず
。
書
は
先
王
の
事
を
記
す
、
故
に
政
に
長
ず
。
詩
は
山
川
、
難
谷
、
禽
獣
、
草
木
、
牝
牡
、
雌
雄
を
記
す
、
故
に
風

に
長
ず
。
楽
は
以
て
立
つ
所
を
楽
し
む
、
故
に
和
に
長
ず
。
春
秋
は
是
非
を
弁
ず
、
故
に
人
を
治
む
る
に
長
ず
。
」
と
あ
る
の
を
み
て

も
、
い
わ
ゆ
る
六
経
が
そ
れ
ぞ
れ
長
所
と
す
る
と
こ
ろ
を
も
っ
て
一
系
の
も
と
に
組
織
さ
れ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
の
｝
」
と
は
、
司
馬
遷
（
な
い
し
父
の
談
を
含
め
て
）
の
頃
に
は
、
「
易
」
、
は
「
ト
笠
を
以
て
天
命
を
決
す
る
」
王
者
の
意
志
決
定
の

拠
り
所
と
さ
れ
る
位
置
か
ら
、
他
の
五
経
の
根
低
な
い
し
上
位
に
据
え
ら
れ
る
思
想
内
容
と
現
実
の
人
事
一
般
に
か
か
わ
っ
て
教
導
一
教

講
の
役
割
を
果
た
す
地
位
に
ま
で
展
開
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
先
掲
「
目
老
列
伝
」
に
は
、
当
時
長
安
の
都
に
売
ト
し



て
い
た
司
馬
季
主
と
中
大
夫
宋
忠
一
博
士
賢
誼
が
易
占
を
め
ぐ
っ
て
大
い
に
議
論
し
た
様
子
が
書
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
司
馬
季
主
と
宋

忠
一
賀
誼
の
や
り
と
り
は
、
　
「
易
」
の
当
時
に
お
げ
る
現
実
的
一
杜
会
的
意
義
や
役
割
を
描
き
出
し
て
誠
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
、
且

つ
本
論
文
の
主
旨
と
す
る
「
易
」
思
想
の
倫
理
学
的
意
義
を
考
察
す
る
ひ
と
つ
の
手
掛
り
を
与
え
て
く
れ
る
。
以
下
に
そ
の
要
点
を
略
述

し
よ
う
。

　
宋
忠
は
高
級
官
僚
、
賀
誼
は
学
者
で
と
も
に
知
識
人
で
あ
り
、
政
教
の
指
導
者
で
あ
る
。
一
目
、
休
暇
を
得
て
二
人
は
長
安
の
巷
に
出

た
。
途
中
の
論
議
で
、
　
「
易
」
な
る
も
の
は
先
王
聖
人
の
道
術
に
し
て
、
偏
く
人
情
を
究
め
て
い
る
が
、
そ
れ
か
ら
み
る
と
現
在
の
台
閣

に
は
治
老
た
る
の
適
格
者
は
い
な
い
、
と
交
々
歎
い
た
。
貿
誼
は
「
古
の
聖
人
は
、
朝
廷
に
人
物
な
き
時
は
、
必
ず
ト
画
医
の
中
に
あ
ら

ん
、
と
。
今
、
三
公
九
卿
朝
士
大
夫
を
み
る
に
、
い
ず
れ
も
凡
才
で
取
る
に
足
ら
ぬ
。
よ
っ
て
、
試
み
に
ト
者
の
中
に
そ
の
人
物
た
る
の

風
采
あ
る
者
を
観
察
せ
ん
。
」
と
い
っ
て
、
両
人
は
ト
者
の
集
っ
て
い
る
店
に
出
遊
し
た
。
ト
老
司
馬
季
主
が
閑
坐
し
、
弟
子
三
∫
四
人

に
「
天
地
の
道
、
日
月
の
運
行
、
陰
陽
吉
凶
の
由
っ
て
出
ず
る
本
源
」
を
説
い
て
い
た
。
そ
こ
へ
二
人
が
は
い
っ
て
行
っ
た
の
で
、
季
主

は
両
人
の
状
貌
を
視
て
、
と
も
に
知
識
人
と
判
断
し
、
礼
を
も
っ
て
迎
え
入
れ
、
先
の
説
明
を
総
括
し
て
続
げ
た
。
彼
は
易
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
る
し

天
地
の
終
始
、
日
月
星
辰
の
紀
（
規
則
）
を
分
別
し
、
仁
義
と
の
関
係
を
次
第
を
立
て
て
明
示
L
、
吉
凶
の
由
っ
て
生
ず
る
符
を
列
挙
し

て
説
き
明
か
し
た
。
そ
の
弁
説
は
数
千
言
に
も
及
び
、
遺
理
に
順
っ
て
外
れ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。

　
宋
忠
。
賀
誼
は
、
驚
き
灌
れ
て
綾
を
と
り
襟
を
正
し
て
危
坐
し
、
「
我
等
は
先
生
の
風
采
を
仰
ぎ
見
、
高
説
を
聴
く
に
、
未
だ
一
」
の
世

問
に
先
生
の
ご
と
き
優
れ
た
人
物
を
見
た
こ
と
が
な
い
。
然
る
に
そ
の
屠
処
は
何
故
に
か
く
も
卑
し
く
、
そ
の
行
た
っ
て
い
る
こ
と
は
何

と
自
ら
を
汚
し
て
い
る
｝
」
と
か
。
」
と
間
難
し
た
。
司
馬
季
主
は
腹
を
か
か
え
て
大
笑
し
、
「
貴
公
等
大
夫
を
観
る
に
道
術
あ
る
者
の
ご
と

く
で
あ
る
。
然
る
に
今
の
言
の
何
と
固
晒
に
し
て
、
辞
の
何
と
野
卑
で
あ
る
こ
と
か
。
今
両
夫
子
の
賢
と
す
る
所
の
者
は
何
か
。
高
尚
と

す
る
所
の
者
は
誰
で
あ
る
か
。
今
、
何
故
に
隠
居
ト
笠
の
長
者
を
卑
し
と
い
う
か
。
」
と
。
宋
忠
画
費
誼
は
い
う
。
「
尊
官
厚
禄
は
、
世
人

の
高
尚
と
す
る
所
で
あ
る
。
然
る
に
今
、
こ
こ
に
賢
才
が
屠
る
。
そ
の
居
る
処
は
そ
の
地
位
に
適
し
く
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
卑
し
と
い
っ

た
の
だ
。
（
あ
な
た
方
卜
者
の
）
言
う
こ
と
に
信
は
な
く
、
や
っ
て
い
る
こ
と
に
確
か
な
証
験
も
た
く
、
不
当
に
高
い
見
料
を
取
っ
て
い

3　r易」恩想の倫理学的意義について



る
か
ら
、
こ
れ
を
汚
し
い
と
い
っ
た
の
だ
。
卜
螢
者
は
そ
も
そ
も
世
俗
の
賎
し
み
粗
略
す
る
所
で
あ
る
。
世
人
は
皆
い
う
。
卜
者
は
徒
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
ろ

に
多
言
を
弄
し
、
威
厳
を
誇
張
し
て
（
も
っ
た
い
ぶ
っ
て
）
人
の
惜
を
つ
か
み
、
人
の
禄
（
収
入
）
の
高
く
な
る
を
い
い
加
減
に
予
見
し

て
言
い
な
し
、
も
っ
て
人
の
志
を
喜
ぱ
し
め
、
或
は
ほ
し
い
ま
ま
に
災
禍
を
予
言
し
て
人
の
心
を
傷
め
、
鬼
神
（
の
た
た
り
）
を
矯
め
る

と
い
っ
て
は
人
の
財
を
使
い
込
ま
せ
、
厚
く
謝
礼
を
求
め
て
そ
れ
を
私
す
る
。
こ
れ
が
恥
ず
べ
き
所
で
あ
る
か
ら
、
卑
汚
と
い
っ
た
の

だ
。
」
と
。

　
卑
巷
に
身
を
沈
め
て
ト
簸
を
ひ
さ
ぐ
司
馬
季
主
へ
の
非
難
と
そ
の
人
物
の
賢
才
を
惜
し
む
宋
忠
一
賢
誼
に
対
し
て
、
司
馬
季
主
は
ト
笠

老
の
信
念
と
役
割
、
及
び
「
易
」
本
来
の
意
義
を
、
以
下
の
よ
う
に
淳
々
と
説
く
。

①
賢
者
の
為
す
べ
き
は
、
道
を
正
直
に
し
て
（
君
主
を
）
正
諌
す
る
こ
と
、
三
た
び
諌
め
て
聴
か
れ
た
げ
れ
ぱ
則
ち
退
く
。
其
の
人
を
誉

　
む
る
や
、
そ
の
報
を
望
ま
ず
、
人
を
悪
む
や
、
そ
の
怨
を
顧
み
ず
、
国
家
に
便
し
、
衆
を
利
す
る
を
も
っ
て
本
務
と
す
る
。

②
故
に
、
官
は
そ
の
任
に
適
さ
な
げ
れ
ぱ
処
ら
ず
、
禄
は
そ
の
功
に
相
応
し
な
け
れ
ば
受
け
ず
、
人
の
不
正
を
見
れ
ぱ
貴
位
の
人
も
こ
れ

　
を
敬
し
な
い
。
人
に
汚
点
あ
れ
ば
、
高
貴
と
錐
も
礼
譲
せ
ず
、
（
地
位
を
）
得
て
も
喜
ば
ず
、
去
る
も
恨
み
と
し
な
い
。
其
の
罪
に
当

　
た
ら
ぬ
時
は
、
縄
目
の
屠
に
遇
う
と
も
悦
じ
な
い
。

③
今
、
貴
公
等
の
い
う
賢
者
は
、
皆
養
ず
べ
き
こ
と
を
平
然
と
為
す
こ
と
が
で
き
る
。
自
ら
諸
っ
て
官
に
進
み
、
謙
譲
を
装
っ
て
物
を
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
り
ぞ

　
い
、
勢
カ
を
も
っ
て
互
い
に
相
引
き
、
利
を
導
き
、
徒
党
を
組
ん
で
正
直
の
人
を
賓
げ
、
も
っ
て
尊
誉
を
求
め
、
公
奉
を
受
け
、
私
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ

　
を
事
と
し
、
王
法
を
柾
げ
て
農
民
を
猟
り
、
官
位
に
よ
っ
て
威
を
張
り
、
法
規
を
も
っ
て
人
を
陥
れ
、
利
を
求
め
て
暴
逆
を
施
す
。
白

　
　
　
　
　
　
　
お
ぴ
や
か

　
刃
を
も
っ
て
人
を
劫
す
者
に
異
る
｝
」
と
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
つ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
ど

④
（
然
る
に
）
卜
者
は
、
必
ず
天
地
に
法
り
、
四
時
に
象
り
、
仁
義
に
順
い
、
策
を
分
ち
卦
を
定
め
て
、
式
を
案
じ
棊
を
正
し
、
然
る
の

　
ち
に
天
地
の
利
害
、
事
の
成
敗
を
い
う
。
昔
先
王
の
国
家
を
定
む
る
も
、
必
ず
亀
策
目
月
を
先
に
ト
し
、
時
目
を
正
し
く
し
て
の
ち
政

　
事
に
入
っ
た
。
家
に
子
を
産
め
ぼ
、
必
ず
ま
ず
吉
凶
を
占
し
て
の
ち
こ
れ
を
養
育
し
た
。
伏
義
が
八
卦
を
作
り
、
周
の
文
王
は
三
百
八

　
十
四
交
を
も
っ
て
敷
術
し
て
天
下
は
治
ま
っ
た
。
し
か
も
ト
簸
者
は
、
座
を
清
め
て
坐
L
、
礼
容
を
正
し
て
（
占
の
）
事
を
い
う
。
そ



　
の
言
に
は
鬼
神
の
感
応
す
ら
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
忠
臣
は
上
に
事
え
、
孝
子
は
親
を
養
い
、
慈
父
は
子
を
畜
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ

　
た
。
ト
籏
者
の
徳
あ
る
が
故
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
数
十
百
銭
が
義
と
せ
ら
れ
て
置
か
れ
た
。
病
者
は
愈
ゆ
る
こ
と
あ
り
、
且
に
死

　
せ
ん
と
し
て
生
く
る
こ
と
あ
り
、
患
難
は
除
か
れ
、
事
は
成
る
。
か
か
る
福
徳
を
得
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
ど
う
し
て
数
十
百
銭
に
か

　
え
る
｝
」
と
が
で
き
よ
う
か
。
こ
れ
こ
そ
、
老
子
の
所
謂
「
上
徳
は
徳
と
せ
ず
、
是
を
以
て
徳
有
り
」
と
す
る
者
で
は
な
い
か
。

　
以
上
、
長
き
を
厭
わ
ず
ト
笈
老
司
馬
季
主
の
、
真
の
賢
者
と
ト
者
の
在
り
方
に
関
す
る
発
一
言
を
み
た
。
司
馬
遷
を
し
て
語
ら
し
め
る
司

馬
季
主
の
発
言
は
、
賢
老
に
つ
い
て
は
①
5
②
に
明
確
に
示
さ
れ
、
③
に
お
い
て
宋
忠
。
買
誼
等
を
含
む
今
の
在
官
者
の
不
忠
不
義
に
堕

落
し
切
っ
て
い
る
在
り
様
を
鋭
く
衝
く
。
そ
し
て
④
に
お
い
て
ト
者
が
「
必
ず
天
地
に
法
り
、
四
時
に
象
り
、
仁
義
の
道
に
順
っ
て
、
策

を
分
ち
卦
を
定
め
、
式
を
案
じ
棊
を
正
し
、
八
卦
画
三
百
八
十
四
交
の
意
味
す
る
所
を
展
開
し
、
然
る
の
ち
に
天
地
の
利
害
、
人
事
の
成

敗
を
判
断
す
る
」
も
の
で
あ
る
｝
」
と
を
述
べ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
王
者
は
天
下
を
正
し
く
治
め
、
人
事
は
義
宜
を
得
、
人
々
は
生
の
安

穏
を
得
る
・
」
と
が
で
き
る
の
は
、
ト
笠
老
そ
の
人
の
人
徳
に
よ
る
と
す
る
。
宋
忠
一
賀
誼
は
司
馬
季
主
の
言
を
聞
い
て
荘
然
自
失
し
、
言

う
べ
き
言
葉
も
な
く
そ
こ
を
辞
し
た
。
し
ば
ら
く
し
て
の
ち
、
宋
忠
は
旬
奴
に
使
い
し
、
使
命
を
果
た
さ
ず
し
て
途
中
で
帰
り
、
罪
せ
ら

れ
、
ま
た
賢
誼
は
梁
の
懐
王
の
補
佐
と
な
り
、
王
の
馬
か
ら
堕
ち
て
蘂
ず
る
や
、
自
ら
食
せ
ず
甚
し
く
怨
ん
で
死
ん
だ
　
　
と
い
う
オ
チ

ま
で
司
馬
遷
は
つ
け
、
い
か
に
も
ト
笠
に
よ
ら
な
い
老
の
非
業
の
命
運
の
果
て
を
印
象
づ
げ
て
い
る
。

　
で
は
、
こ
の
よ
う
に
司
馬
遷
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
「
易
」
と
は
、
｝
」
れ
を
倫
理
学
の
立
場
か
ら
み
た
場
合
、
い
か
な
る
学
的
意

義
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
の
が
小
論
の
主
題
で
あ
る
。

二
、

世
界
存
在
の
理
法

　
　
道
徳
的
善
の
原
理
の
成
立
根
拠
－
1

　
「
人
は
パ
ソ
の
み
に
て
生
く
る
に
あ
ら
ず
」
と
い
わ
れ
、
ま
た
酔
生
夢
死
の
ご
と
く
自
已
の
人
生
を
送
る
こ
と
を
潔
し
と
し
な
い
。
人

は
常
に
、
た
だ
生
き
る
よ
り
は
、
「
よ
く
生
き
る
」
こ
と
を
希
求
す
る
。
「
よ
く
生
き
る
」
と
い
う
限
り
、
既
に
そ
こ
に
は
「
よ
く
」
と
い
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う
価
値
判
断
が
伴
う
。
何
が
「
よ
く
生
き
る
」
こ
と
で
あ
る
か
、
い
か
に
行
為
す
る
こ
と
が
「
よ
く
生
き
る
」
こ
と
で
あ
る
か
、
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

問
い
が
そ
ト
」
に
生
ず
る
。
こ
れ
を
倫
理
学
的
に
み
れ
ぼ
、
生
き
る
と
い
う
行
為
の
善
さ
は
何
に
よ
っ
て
決
ま
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ

　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

り
、
善
き
こ
と
と
す
る
価
値
づ
げ
の
基
準
は
何
か
、
と
い
う
課
題
に
直
結
す
る
。
た
し
か
に
人
は
、
本
性
的
に
「
快
」
を
求
め
、
不
快
を

避
け
嫌
う
。
生
物
の
自
然
で
あ
り
、
或
は
論
理
以
前
の
生
の
事
実
で
あ
る
。
事
実
が
白
明
の
ご
と
く
そ
う
で
あ
る
な
ら
ぱ
、
人
は
自
ら
の

求
め
る
快
（
感
覚
的
で
あ
れ
、
感
情
的
で
あ
れ
、
或
は
更
に
崇
高
な
る
精
神
的
快
で
あ
れ
）
に
従
っ
て
生
き
、
且
つ
不
快
を
避
け
て
生
き

れ
ぱ
、
倫
理
的
に
「
よ
く
生
き
る
」
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
え
よ
う
か
。
人
は
い
う
ま
で
も
な
く
杜
会
的
存
在
で
あ
っ
て
、
自
己
一
人

孤
立
し
て
生
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
者
と
と
も
に
生
き
て
在
る
現
実
に
は
、
様
々
な
争
闘
一
競
合
。
誤
解
。
過
失
等
々
の
存
在
す
る

ほ
か
、
自
已
を
取
り
巻
く
人
間
的
。
杜
会
的
環
境
の
も
た
ら
す
要
因
に
よ
っ
て
、
自
ら
は
「
快
」
（
快
よ
さ
）
を
求
め
て
、
し
か
も
そ
れ

の
か
な
わ
ぬ
事
実
が
限
り
な
く
あ
る
。
他
者
の
た
め
に
善
か
れ
と
願
っ
て
行
た
っ
た
言
動
が
、
思
わ
ぬ
他
者
へ
の
迷
惑
や
好
ま
し
か
ら
ざ

る
結
果
を
招
来
す
る
こ
と
す
ら
あ
る
。
も
と
よ
り
、
正
当
な
る
目
的
。
使
命
に
基
づ
く
、
他
者
へ
の
献
身
一
貢
献
宙
協
力
等
や
、
自
身
の

自
已
形
成
に
資
す
る
営
為
一
修
練
等
に
伴
う
苦
痛
。
心
身
の
労
を
も
こ
・
」
で
は
避
け
て
通
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
そ
の
よ
う
な
苦
痛
や

心
身
の
労
は
、
む
し
ろ
一
時
的
で
あ
っ
て
、
目
的
達
成
の
の
ち
の
喜
び
や
快
さ
の
遇
程
で
あ
る
と
、
一
般
に
人
は
自
已
納
得
し
そ
れ
に
堪

え
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
こ
の
こ
と
を
前
提
と
し
た
と
し
て
も
、
な
お
且
つ
右
に
述
べ
た
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
人
問
の
杜
会
的
生
活
に
目
常

的
に
生
起
す
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
「
よ
く
生
き
る
」
と
い
う
人
の
生
き
方
は
、
直
ち
に
「
い
か
に
し
て
よ
く
生
き
る
か
」
と
い
う
間
い
に
連
繋
せ
ざ
る
を

　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
　
、
、
、
、
　
　
　
、
、
、
、
、
（
2
）

得
な
い
。
そ
こ
に
、
よ
き
生
き
方
、
よ
き
行
為
た
い
し
行
為
の
善
さ
の
拠
り
所
と
し
て
の
道
徳
的
原
理
が
追
究
さ
れ
る
根
拠
が
あ
る
。
換

言
す
れ
ぱ
、
そ
れ
は
倫
理
的
善
の
根
拠
、
或
は
「
善
と
は
何
か
」
と
い
う
間
い
に
も
連
な
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
間
い
を
一
般
的
田
抽

象
的
に
論
究
し
て
も
解
明
が
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
倫
理
的
な
行
為
の
善
さ
の
原
理
の
探
求
は
、
切
実
具
体
的
で
な
げ
れ
ば
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
総
じ
て
「
い
か
に
し
て
よ
く
生
き
る
か
」
と
い
う
倫
理
的
問
い
に
は
、
「
い
か
に
」
と
い
う
方
法
的
原
理
と
、

「
よ
く
」
と
い
う
価
値
的
原
理
の
追
究
が
必
然
的
に
内
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
は
二
つ
の
課
題
性
を
保
ち
な
が
ら
、
し
か
も
最
終



的
に
は
「
生
き
る
」
と
い
う
現
実
的
人
問
の
全
体
的
課
題
に
集
約
さ
れ
る
。
人
間
は
い
う
ま
で
も
な
く
世
界
内
存
在
で
あ
る
か
ら
、
右
の

課
題
に
応
え
る
た
め
に
は
、
ま
た
必
然
的
に
、
人
問
が
そ
こ
に
於
て
在
る
と
こ
ろ
の
そ
の
世
界
全
体
を
間
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
か
く
し

て
、
「
い
か
に
し
て
よ
く
生
き
る
か
」
と
い
う
間
い
に
は
、
「
こ
の
世
界
は
い
か
に
在
る
か
」
と
間
う
こ
と
、
及
び
「
そ
の
よ
う
に
在
る
世

界
の
中
に
、
人
間
は
い
か
に
在
る
の
か
」
と
間
う
こ
と
が
含
ま
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
間
う
｝
」
と
に
よ
っ
て
、
人
間
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

世
界
内
存
在
者
と
し
て
の
白
已
を
世
界
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
先
に
述
べ
た
行
為
の
善
さ
の
拠

　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

り
所
と
し
て
の
道
徳
的
原
理
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
あ
ら
か
じ
め
先
取
り
し
て
い
え
ぱ
、
「
よ
く
生
き
る
」
こ
と
に
関
し
て
こ
の
よ
う
な
間
題
関
心
を
わ
れ
わ
れ
が
持
つ
と
す
る
な
ら
ぱ
、

本
稿
で
敢
扱
う
「
易
」
の
思
想
な
い
し
易
的
論
理
は
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
間
い
に
真
正
面
か
ら
立
ち
向
か
っ
た
思
想
の
個
性
的
な
ひ
と
っ

だ
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
こ
で
以
下
に
お
い
て
、
「
易
」
の
思
想
の
う
ち
、
特
に
現
在
本
『
周
易
』
の
「
繋
辞
伝
」
に
わ
れ
わ
れ
は
注
目
し
、

こ
れ
を
中
心
に
し
て
そ
こ
に
盛
ら
れ
て
い
る
思
想
が
右
の
ご
と
き
倫
理
的
課
題
に
ど
の
よ
う
に
応
え
て
い
る
か
を
明
か
に
し
て
み
た
い
。

　
既
に
掲
げ
た
よ
う
に
、
司
馬
遷
は
「
易
は
天
地
陰
陽
四
時
五
行
を
著
す
、
故
に
変
に
長
ず
」
と
い
い
、
或
は
「
易
は
化
を
以
て
道
う
」

と
特
徴
づ
け
て
い
た
。
「
天
地
陰
陽
四
時
五
行
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
意
味
と
は
た
ら
き
を
も
っ
て
い
る
が
、
司
馬
遷
は
こ
れ
を
ま
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

め
て
、
「
易
」
は
そ
れ
を
著
し
示
し
て
い
る
か
ら
変
に
長
じ
、
化
を
道
う
と
し
て
い
る
。
逆
に
い
え
ぱ
、
「
易
」
は
「
変
」
（
か
わ
る
）
と

　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

「
化
」
（
か
わ
っ
て
も
と
と
違
っ
た
形
に
な
る
）
と
い
う
こ
と
を
「
天
地
陰
陽
四
時
五
行
」
に
よ
っ
て
著
L
示
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

で
き
る
。
ま
た
、
唐
の
孔
穎
達
の
『
周
易
正
義
』
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
も
ご
も

　
　
夫
れ
易
は
変
化
の
総
名
、
改
換
の
殊
称
な
り
。
天
地
開
闘
よ
り
、
陰
陽
運
り
行
き
、
寒
暑
迭
い
に
来
り
、
目
月
更
出
で
て
、
庶
類

　
　
　
（
ほ
寺
く
み
め
ぱ
え
さ
せ
）
　
　
　
　
（
か
た
も
や
し
つ
を
さ
だ
め
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

　
　
を
孚
萌
し
、
群
品
を
亭
　
毒
　
L
、
新
新
と
し
て
停
ら
ず
、
生
生
相
続
ぐ
。
変
化
の
力
、
換
代
の
功
に
非
る
な
し
。
然
し
て
変
化

　
　
運
行
は
陰
陽
二
気
に
在
り
。

と
あ
る
。
司
馬
遷
の
統
説
す
る
所
と
主
旨
は
同
じ
で
あ
る
が
、
よ
り
端
的
明
快
な
説
明
を
し
て
い
る
。
・
」
の
世
界
の
全
体
は
、
変
化
一

換
代
の
力
や
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
事
物
が
そ
れ
ぞ
れ
に
形
質
を
も
っ
て
生
育
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
は
一
時
も
停
滞
す
る
こ
と
な
く
賓
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、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

に
新
た
に
生
み
継
が
れ
て
行
く
。
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
変
り
換
っ
て
（
新
し
い
事
物
が
止
む
・
」
と
な
く
生
成
さ
れ
て
）
行
く
こ
と
の
総

称
を
「
易
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
変
化
な
い
し
換
代
し
つ
つ
歩
」
の
世
界
（
の
事
物
）
が
運
行
さ
れ
る
の
は
、
窮
極
的
に
は
陰
と
陽
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

二
気
の
は
た
ら
き
に
帰
せ
ら
れ
る
、
と
い
う
。
よ
っ
て
、
　
「
易
」
の
世
界
観
は
、
ま
ず
こ
の
世
界
は
変
化
交
代
に
よ
っ
て
生
成
一
運
行
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

て
い
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
世
界
存
在
の
理
法
は
変
化
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
こ
と
、
そ
の
変
化
の
理
法
を
「
易
」
と
い
う
の
だ
、
と
示

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
繋
辞
伝
」
は
「
易
」
（
『
周
易
』
）
の
理
論
的
解
説
書
で
あ
る
が
、
右
に
述
べ
た
ご
と
き
諾
家
の
特
徴
づ
け
は
、
具
体
的
に

ど
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
か
、
こ
れ
を
本
項
の
前
段
で
触
れ
た
「
易
」
思
想
の
倫
理
学
的
意
義
と
い
う
こ
と
を
関
心
に
持
ち
た
が
ら
検

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

討
し
て
み
ょ
う
。
ま
ず
作
易
の
態
度
を
間
う
。
「
繋
辞
伝
」
上
一
第
四
章
に
、

　
　
　
　
　
　
　
な
ぞ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
　
り
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と

　
④
易
は
天
地
と
準
う
。
故
に
能
く
天
地
の
道
を
弥
紛
す
。
仰
い
で
以
て
天
文
を
観
、
傭
し
て
以
て
地
理
を
察
す
、
是
の
故
に
幽
明
の
故

　
　
を
知
る
。
始
め
を
原
ね
終
り
に
反
る
、
故
に
死
生
の
説
を
知
る
。
精
気
は
物
を
為
し
、
遊
魂
は
変
を
為
す
。
是
の
故
に
鬼
神
の
情
状

　
　
を
知
る
。

　
と
あ
る
。
大
意
は
以
下
の
通
り
。
「
易
」
は
天
地
（
つ
ま
り
蒼
々
た
る
天
空
と
広
汎
な
る
大
地
の
間
に
存
在
す
る
も
の
、
及
び
存
在
の
し

か
た
）
に
な
ぞ
ら
え
、
・
」
れ
を
規
準
と
し
て
作
っ
た
か
ら
、
（
当
然
の
こ
と
な
が
ら
）
十
分
に
天
地
の
道
（
在
り
か
た
、
は
た
ら
き
か
た
）

　
　
　
　
　
　
（
5
）

を
お
さ
め
包
み
込
む
。
「
易
」
が
天
地
つ
ま
り
世
界
そ
の
も
の
を
包
摂
す
る
か
ら
、
そ
こ
に
存
在
す
る
理
法
を
も
っ
て
、
「
易
」
の
規
準
な

い
し
典
範
と
す
る
。
「
易
」
は
、
こ
の
世
界
H
天
地
と
そ
の
理
法
を
写
し
取
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

て
為
す
か
。
極
め
て
端
的
に
、
仰
い
で
は
天
文
つ
ま
り
日
月
星
辰
た
ど
の
懸
象
の
文
章
（
法
則
）
を
観
察
し
、
う
つ
向
い
て
は
地
理
つ
ま

　
　
　
　
　
　
（
き
わ
）
　
、
　
、

り
大
地
の
山
川
原
螺
に
条
理
の
あ
る
こ
と
を
明
察
す
る
、
と
い
う
。
傭
仰
し
て
天
の
文
章
、
地
の
条
理
を
十
分
に
観
察
す
る
か
ら
、
無
形

（
幽
）
の
眼
に
見
え
な
い
理
法
も
、
有
形
（
明
）
の
事
象
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
或
は
ま
た
、
「
易
」
は
事
物
の
起
こ
り
始
め
を
尋
ね
窮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

め
、
ひ
る
が
え
っ
て
事
物
の
終
末
を
見
極
め
る
故
に
、
事
物
の
生
か
ら
死
の
全
体
の
な
り
ゆ
き
を
明
か
に
知
る
汝
」
と
が
で
き
る
。
雑
り
げ

な
き
陰
陽
の
精
気
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
積
聚
す
る
と
事
物
は
形
成
さ
れ
、
そ
の
精
気
の
積
聚
が
極
ま
れ
ぱ
、
一
転
し
て
精
気
は
分
散
す



る
が
、
そ
の
様
子
は
、
気
が
ま
さ
分
散
せ
ん
と
す
る
と
き
、
そ
の
精
気
は
浮
遊
し
て
物
形
を
離
れ
去
る
か
ら
、
そ
こ
に
改
変
が
起
こ
り
、

生
が
変
じ
て
死
に
至
り
、
成
は
敗
に
変
り
、
ま
た
死
に
至
ら
ず
と
も
か
わ
っ
て
類
を
異
に
す
る
に
至
る
。
陰
陽
精
気
の
聚
散
宙
変
化
の
理

法
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
気
の
衰
え
て
行
く
さ
ま
（
鬼
）
と
気
の
す
ぐ
れ
て
は
た
ら
く
さ
ま
（
神
）
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
④
で
は
仰
観
傭
察
し
て
天
文
一
地
理
を
明
か
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「
幽
明
の
故
」
「
死
生
の
説
」
「
鬼
神
の
清
状
」
を

把
握
し
た
と
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
が
④
の
最
初
の
「
易
は
天
地
に
準
う
、
故
に
能
く
天
地
の
道
を
弥
総
す
」
の
内
容
に
当
た
る
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
「
天
地
の
道
」
は
｝
」
の
説
明
に
よ
っ
て
尽
く
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
易
」
の
思
想
で
は
、
こ
の
天

　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

地
し
た
が
っ
て
世
界
を
ど
の
よ
う
に
提
え
て
い
る
か
、
考
察
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
「
繋
辞
伝
」
上
の
第
一
章
を
み
る

と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
だ

　
⑧
天
は
尊
く
地
は
卑
く
し
て
、
乾
坤
定
ま
る
。
卑
高
以
て
陳
な
り
て
、
貴
賎
位
す
。
動
静
常
あ
り
て
、
剛
柔
断
ま
る
。
方
は
類
を
以
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら

　
　
聚
ま
り
、
物
は
群
を
以
て
分
れ
て
、
吉
凶
生
ず
。
天
に
在
り
て
は
象
を
成
し
、
地
に
在
り
て
は
形
を
成
し
て
、
変
化
見
わ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
る
お

　
　
こ
の
故
に
剛
柔
相
い
摩
し
、
八
卦
相
い
濠
か
す
。
こ
れ
を
鼓
す
る
に
雷
霧
を
以
て
し
、
こ
れ
を
潤
す
に
風
雨
を
以
て
し
、
冒
月
運
行

　
　
　
　
　
あ
る
い

　
　
し
て
、
一
は
寒
く
一
は
暑
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん

　
　
乾
道
は
男
を
成
し
、
坤
道
は
女
を
成
す
。
乾
は
大
始
を
知
り
、
坤
は
成
物
を
作
す
。
乾
は
易
を
以
て
知
り
、
坤
は
簡
を
以
て
能
く

　
　
す
。
易
な
れ
ば
知
り
易
く
、
簡
な
れ
ぱ
従
い
易
し
。
知
り
易
け
れ
ぱ
親
し
み
あ
り
、
従
い
易
げ
れ
ぱ
功
あ
り
。
親
し
み
あ
れ
ぱ
久
し

　
　
か
る
べ
く
、
功
あ
れ
ぱ
大
な
る
べ
し
。
久
し
か
る
べ
き
は
賢
人
の
徳
、
大
な
る
べ
き
は
賢
人
の
業
な
り
。
易
簡
に
し
て
天
下
の
理
得

　
　
ら
る
。
天
下
の
理
得
ら
れ
て
位
を
其
の
中
に
成
す
。

と
あ
る
。
韓
康
伯
は
「
乾
坤
は
其
れ
易
の
門
戸
、
先
ず
天
は
尊
く
地
は
卑
き
を
明
か
に
し
て
、
以
て
乾
坤
の
体
を
定
む
。
」
と
注
を
施
し

て
い
る
。
「
繋
辞
伝
」
下
の
第
六
章
に
「
子
日
く
、
乾
坤
は
其
れ
易
の
門
か
。
乾
は
陽
物
た
り
、
坤
は
陰
物
な
り
。
陰
陽
徳
を
合
わ
せ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
」
と

剛
柔
体
あ
り
、
以
て
天
地
の
撰
を
体
し
、
以
て
神
明
の
徳
に
通
ず
。
」
と
い
う
。
「
正
義
」
は
、
易
の
変
化
は
乾
坤
よ
り
起
こ
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
は
た
ら
き
〕

っ
て
、
人
が
行
動
を
興
す
と
き
ま
ず
門
か
ら
出
る
の
と
同
じ
、
乾
は
陽
そ
の
も
の
、
坤
は
陰
そ
の
も
の
で
、
｝
」
の
陽
と
陰
の
徳
が
合
わ
さ
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、
　
　
、

っ
て
は
た
ら
く
と
き
、
も
の
二
」
と
に
お
け
る
剛
と
柔
の
実
質
的
な
定
体
が
で
ぎ
あ
が
る
、
と
い
う
。
韓
康
伯
の
い
う
意
味
は
こ
れ
を
承

げ
て
、
乾
坤
は
「
易
」
の
全
体
系
の
出
発
点
。
門
口
で
あ
る
か
ら
、
乾
と
は
何
か
、
坤
と
は
何
か
と
間
わ
れ
る
と
き
、
先
ず
わ
が
上
な
る

　
　
ナ
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

天
は
尊
く
位
置
し
、
わ
れ
の
立
つ
地
は
そ
れ
に
比
べ
て
卑
い
と
認
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
乾
と
坤
の
定
体
を
規
定
し
た
の
だ
、
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
「
易
」
が
天
地
を
規
準
一
規
範
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
天
地
H
世
界
を
具
象
的
に
捉
え
る
と
き
、
ま

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、

ず
も
っ
て
、
高
い
と
卑
い
を
極
め
て
平
易
に
明
確
に
定
め
た
こ
と
は
、
中
国
人
が
あ
の
広
漠
た
る
大
地
に
立
っ
た
と
き
、
感
覚
的
に
最
も

強
く
迫
る
も
の
は
や
は
り
高
天
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
卑
い
大
地
に
思
い
を
走
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
に
よ
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
中
国
人
の
産
み
出
し
た
哲
学
の
基
本
的
立
脚
点
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
自
己
自
身
つ
ま
り
人
問
の
存
在
位

置
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
）
と
も
あ
れ
、
乾
坤
に
つ
い
て
は
、
極
め
て
具
体
的
に
天
の
尊
く
地
の
卑
き
を
も
っ
て
｝
」
れ
に
充
て
た
こ
と

に
、
「
易
」
思
想
の
世
界
観
の
特
質
を
み
る
｝
」
と
が
で
き
る
。

　
卑
い
画
高
い
の
基
本
的
規
準
が
、
天
と
地
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
と
、
天
地
問
に
存
在
す
る
事
物
も
当
然
に
或
は
高
く
或
は
卑
く
つ
ら

た
り
並
ぶ
。
「
貴
賎
位
す
」
と
は
、
「
位
」
と
は
そ
の
場
所
を
得
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
天
地
間
に
存
在
す
る
事
物
が
、
あ
る
い
は
貴
く
尊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

く
、
或
は
卑
く
、
賎
し
く
、
価
値
的
に
そ
の
位
置
を
得
る
、
定
め
ら
れ
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
所
的
な
い
わ
ぱ
高
一

低
か
ら
価
値
的
た
貴
一
賎
ま
で
、
事
物
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
乾
の
定
体
が
尊
二
局
で
、
坤
の
定
体
が
卑
一
低
で
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

と
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
乾
な
い
し
天
が
尊
貴
で
、
坤
た
い
し
地
が
卑
賎
だ
と
価
値
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
た
い
。
乾
坤
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

定
体
は
、
文
字
通
り
の
高
い
と
卑
（
低
）
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
定
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
体
」
の
性
質
。
特
性
だ
と

解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
般
的
一
普
遍
的
た
意
味
で
の
天
高
一
地
卑
が
、
天
地
問
に
具
体
的
に
存
在
す
る
事
物
の
場
所
的
な
高
画
低
の
位

置
や
、
万
物
の
価
値
的
な
貴
賎
を
定
め
る
規
準
と
な
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
さ
て
、
先
に
「
繋
辞
伝
」
下
の
第
六
章
の
一
文
を
引
い
た
が
、
そ
の
中
に
「
乾
は
陽
物
な
り
、
坤
は
陰
物
な
り
。
陰
陽
徳
を
合
わ
せ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

剛
柔
体
あ
り
。
」
と
あ
っ
た
。
乾
は
陽
物
（
陽
そ
の
も
の
）
、
坤
は
陰
物
（
陰
そ
の
も
の
）
と
い
う
の
は
、
明
か
に
陽
物
は
陽
気
、
陰
物
は

10



、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

陰
気
を
指
す
。
し
た
が
っ
て
、
乾
は
純
陽
、
坤
は
純
陰
で
あ
る
。
陰
陽
の
徳
と
は
、
動
静
の
は
た
ら
き
で
あ
る
・
」
と
か
ら
、
前
掲
⑮
の
引

用
で
は
「
動
静
常
あ
り
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
陰
の
常
体
は
静
で
あ
り
、
陽
の
常
体
は
動
と
い
う
こ
と
。
陰
陽
二
気
が
は
た
ら
い
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
動
と
静
の
常
体
一
常
度
が
あ
る
と
い
う
・
」
と
で
あ
る
か
ら
、
動
の
常
体
。
常
度
が
あ
っ
て
剛
が
成
り
、
静
の
常
体
画
常

度
が
あ
っ
て
柔
が
成
る
。
（
正
義
に
「
動
じ
て
常
あ
れ
ぼ
剛
を
成
し
、
静
に
し
て
常
あ
れ
ぼ
柔
を
成
す
」
と
あ
る
。
）
か
く
し
て
、
陰
静
画

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
だ

陽
動
の
常
度
一
常
体
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
剛
と
柔
が
分
か
れ
断
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
剛
の
定
体
は
、
も
の
二
」
と
の
か
た
い
∫
つ

よ
い
に
象
徴
さ
れ
、
柔
の
定
体
は
、
も
の
。
｝
」
と
の
や
わ
ら
か
い
∫
や
さ
し
い
に
象
徴
さ
れ
る
。

　
さ
て
、
現
実
に
生
起
す
る
事
々
の
動
く
方
向
や
成
り
行
き
は
、
お
の
ず
か
ら
類
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
り
、
現
に
存
在
す
る
物
々
は

（
グ
ル
ー
プ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

群
に
よ
っ
て
分
げ
ら
れ
る
。
同
類
の
動
く
方
向
に
同
じ
く
順
い
、
同
じ
物
の
群
に
同
じ
く
属
し
順
え
ば
、
そ
の
結
果
も
す
な
お
に
よ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

（
吉
）
も
の
と
た
り
、
そ
れ
に
逆
ら
え
ぼ
よ
く
な
い
（
凶
）
も
の
と
な
る
。
吉
凶
は
こ
こ
で
は
、
同
類
一
同
群
に
順
う
｝
」
と
が
、
も
の
一

こ
と
の
本
来
の
在
り
方
で
あ
り
、
逆
ら
え
ぱ
不
自
然
で
、
本
来
の
在
り
方
に
そ
ぐ
わ
ず
、
思
わ
L
く
た
い
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
を
意
味

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
ま
だ
、
諾
家
の
説
く
ご
と
き
、
人
問
の
行
為
な
い
し
そ
の
繕
果
と
し
て
の
吉
凶
を
直
接
的
に
示
し
た
も

　
　
　
（
6
）

の
で
は
た
い
。
そ
う
で
は
な
く
し
て
、
天
地
問
に
生
成
し
存
在
し
て
い
る
事
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
類
一
同
群
に
よ
っ
て
聚
ま
り
分
け
ら
れ

て
い
る
か
ら
、
そ
れ
に
順
え
ば
、
そ
の
事
物
の
本
来
の
個
性
。
自
然
性
を
獲
得
で
き
、
逆
ら
え
ぱ
そ
れ
が
得
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を

述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

　
天
高
一
地
卑
に
よ
っ
て
乾
坤
の
定
体
が
規
定
さ
れ
、
空
問
的
高
低
は
や
が
て
価
値
的
高
低
を
生
み
、
貴
と
賎
が
位
置
づ
げ
ら
れ
る
。
天

陽
一
地
陰
は
動
と
静
の
よ
っ
て
起
こ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
陽
動
一
陰
静
は
自
然
（
天
地
∫
世
界
）
の
常
体
一
常
度
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に

よ
っ
て
事
物
の
剛
と
柔
が
定
ま
る
。
事
物
は
同
類
一
同
群
に
よ
っ
て
、
そ
の
動
き
行
く
方
向
と
属
す
べ
き
居
処
（
場
所
）
を
得
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
ち

で
き
る
か
ら
、
そ
の
傾
向
や
類
か
ら
外
れ
る
か
そ
れ
に
順
う
か
に
ょ
っ
て
吉
凶
が
定
ま
る
。
天
に
懸
る
日
月
星
辰
は
そ
の
象
を
成
し
、
地

上
の
山
川
宙
動
植
の
事
物
も
ま
た
形
を
有
す
る
。
冒
月
星
辰
も
地
上
の
事
物
と
し
て
の
山
川
草
木
も
、
象
を
成
し
形
を
成
す
と
、
目
月
星

　
　
　
　
　
（
く
ら
い
）
（
あ
か
る
い
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

辰
は
運
転
し
て
昏
と
明
を
生
じ
、
山
や
沢
（
谷
）
が
あ
る
か
ら
気
は
動
い
て
通
じ
、
雲
を
生
じ
雨
を
降
ら
す
。
変
化
が
そ
こ
に
は
自
ら
現
わ

1I　r易」思想の倫理学的意義について



れ
る
。

　
事
象
が
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
陽
の
状
態
が
極
ま
る
と
変
化
し
て
陰
と
な
り
、
陰
の
状
態
が
極
ま
る
と
変
化
し
て
陽
と
た
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

と
、
陽
は
剛
、
陰
は
柔
で
あ
る
か
ら
、
陰
陽
の
変
化
は
具
体
的
に
は
剛
な
る
も
の
宙
柔
な
る
も
の
が
互
い
に
こ
す
れ
合
い
、
も
み
合
う
こ

と
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
八
卦
即
ち
乾
一
免
一
離
一
震
一
巽
一
玖
一
艮
一
坤
が
互
い
に
動
か
し
合
う
。
こ
・
」
に
い
う
「
八
卦
相
漫
」
も
、
吉

凶
と
同
じ
く
「
易
」
の
占
笠
の
た
め
の
卦
交
成
立
た
い
し
作
製
以
前
の
、
世
界
観
の
一
環
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
、
具
体
的
な
象
の

典
型
と
し
て
は
、
そ
の
八
卦
は
、
天
喧
沢
一
火
一
雷
一
風
。
水
一
山
一
地
に
象
徴
さ
れ
、
こ
れ
ら
が
互
い
に
揺
り
動
か
し
合
う
こ
と
が

㌔
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
み
た
り
・
い
な
づ
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
る
お

変
化
の
具
現
と
た
る
。
し
た
が
っ
て
、
　
雷
　
憲
は
こ
の
世
界
を
鼓
動
し
、
風
雨
は
こ
れ
を
潤
し
、
さ
ら
に
日
月
は
運
行
し
て
、
あ
る
い

は
寒
、
あ
る
い
は
暑
を
現
ず
る
。

　
天
陽
の
乾
が
は
た
ら
く
と
自
然
に
男
（
陽
的
な
力
強
い
も
の
）
が
で
き
、
地
陰
の
坤
が
は
た
ら
く
と
自
然
に
女
（
陰
的
で
優
柔
な
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
t
．
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、

の
）
が
で
き
る
。
乾
の
陽
気
の
は
た
ら
き
を
み
る
と
、
事
物
が
そ
こ
か
ら
始
ま
る
大
も
と
が
わ
か
り
、
坤
の
陰
気
の
は
た
ら
き
を
み
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、

と
、
形
を
も
っ
た
物
を
造
作
し
て
い
る
。
　
「
乾
知
太
始
」
の
「
知
」
を
つ
か
さ
ど
る
と
訓
む
読
法
が
あ
る
が
、
乾
が
太
始
を
主
宰
す
る
の

で
な
く
、
乾
陽
の
作
用
に
よ
っ
て
事
物
存
在
の
始
源
が
わ
か
る
、
陽
気
が
は
た
ら
か
な
い
と
も
の
画
こ
と
は
始
ま
ら
な
い
、
故
に
乾
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

っ
て
事
物
の
太
始
を
知
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
を
乾
－
坤
な
い
し
天
－
地
の
関
係
で
「
乾
知
太
始
、
坤
作
成
物
」
の
意
味
を
考

え
る
と
、
乾
天
の
陽
気
が
は
た
ら
き
始
め
る
と
、
こ
れ
を
受
げ
て
坤
地
の
陰
気
が
は
た
ら
き
具
体
的
事
物
を
作
り
成
す
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
乾
天
の
純
陽
の
気
と
坤
地
の
純
陰
の
気
が
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の
特
性
を
も
っ
て
は
た
ら
き
な
が
ら
、
両
者
相
呼
応
し
錯
雑
し
て
事
物

を
生
成
す
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
も
と

　
次
の
「
乾
以
易
知
、
坤
以
簡
能
」
と
は
、
先
に
事
物
の
太
始
は
乾
の
は
た
ら
き
を
も
っ
て
知
る
、
事
物
が
形
成
さ
れ
る
の
は
坤
の
は
た

ら
き
に
よ
る
、
と
い
っ
て
い
た
の
を
受
け
て
、
そ
の
よ
う
な
乾
坤
の
は
た
ら
き
、
つ
ま
り
天
陽
地
陰
の
活
動
は
、
特
別
の
支
障
も
困
難
も

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

た
く
、
ご
く
自
然
平
易
に
な
さ
れ
、
ま
た
き
わ
め
て
自
然
簡
省
に
な
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。
韓
康
伯
は
こ
れ
に
対
し
て
「
天
地
の
道
は
、

為
さ
ず
し
て
善
く
始
ま
り
、
労
せ
ず
し
て
善
く
成
る
。
故
に
易
簡
と
い
う
。
」
と
注
し
て
い
る
。
そ
の
は
た
ら
き
が
自
然
に
し
て
、
平
易

皿



で
あ
れ
ぱ
知
り
易
く
、
ま
た
自
然
に
し
て
簡
省
で
あ
れ
ぱ
従
い
易
く
、
し
た
が
っ
て
、
知
り
易
け
れ
ぼ
自
ら
親
し
み
近
づ
く
こ
と
が
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
あ
る
が
ま
ま
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
た
り
ゆ
ぎ
）

る
し
、
従
い
易
げ
れ
ぱ
自
ら
そ
の
も
た
ら
さ
れ
る
結
果
に
も
よ
い
功
果
が
あ
る
。
「
万
物
の
情
に
順
う
、
故
に
親
あ
り
。
天
下
の
志
に

（
わ
か
る
）

通
ず
る
、
故
に
功
あ
り
。
」
と
韓
康
伯
は
注
し
て
い
る
。
変
化
一
生
成
の
道
は
易
簡
で
あ
っ
て
無
理
が
な
い
。
も
の
二
」
と
の
在
り
方
に

素
直
に
親
し
み
順
う
か
ら
矛
盾
摩
擦
が
な
い
。
無
窮
に
応
ず
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
長
続
き
（
久
）
す
る
。
為
さ
れ
る
事
業
に
功
果
が
あ

れ
ぱ
漸
を
積
ん
で
大
を
成
す
・
」
と
が
で
き
る
。

　
い
っ
た
い
、
事
物
を
し
て
長
久
た
ら
し
め
る
の
は
、
万
物
を
よ
く
養
育
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
は
た
ら
き
を
賢
人
の
徳

と
い
う
。
ま
た
漸
を
積
ん
で
大
を
成
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
賢
人
の
事
業
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
。
・
」
の
世
界
（
天
下
）
に
な
ぜ
多
様
な

事
業
が
存
在
し
続
げ
、
生
成
の
功
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
え
ぱ
、
要
す
る
に
そ
れ
は
、
乾
坤
の
は
た
ら
き
が
自
然
易
簡
で
、
も
の

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

画
こ
と
の
生
成
の
あ
る
が
ま
ま
画
な
り
ゆ
き
に
順
い
通
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
事
物
の
生
成
の
は
た
ら
き
（
乾
坤
の
徳
）
が
複
雑
煩
墳

で
あ
れ
ぱ
、
停
滞
一
凝
着
が
起
こ
り
、
生
成
の
更
迭
長
久
は
得
ら
れ
た
い
。
逆
に
い
え
ば
、
こ
の
世
界
が
長
久
に
存
在
し
続
げ
る
・
」
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

で
き
る
の
は
、
事
物
を
根
源
的
に
始
生
す
る
乾
陽
の
は
た
ら
き
（
徳
）
と
そ
れ
に
呼
応
し
て
物
形
を
与
え
て
具
体
的
に
個
物
を
生
成
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

坤
陰
の
は
た
ら
き
（
徳
）
が
、
易
に
し
て
簡
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
或
は
ま
た
、
易
に
し
て
簡
な
る
乾
坤
の
徳
に
よ
っ
て
こ
そ
、
こ
の
世

界
（
天
下
）
は
長
く
久
し
く
存
在
し
続
げ
、
世
界
内
存
在
者
と
し
て
の
個
々
の
事
物
も
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
「
分
」
、
つ
ま
り
個
別
の
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

（
そ
の
も
の
を
し
て
、
そ
れ
と
し
て
在
ら
し
め
る
理
）
に
順
っ
て
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
し
て
、
易
簡
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
た
ら
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

こ
そ
、
天
下
1
1
世
界
存
在
の
在
る
在
り
方
、
っ
ま
り
理
が
得
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ぱ
、
乾
陽
一
坤
陰
の
徳
な
る
も
の
の
総
体
が
易
簡
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

る
こ
と
、
そ
の
ソ
」
と
が
そ
の
ま
ま
天
下
の
理
、
世
界
存
在
の
理
法
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
事
物
の
全
体
を
包
摂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

し
、
そ
れ
を
在
ら
し
め
る
天
下
H
世
界
の
理
法
が
得
ら
れ
て
・
」
そ
、
形
あ
る
も
の
（
象
）
は
そ
れ
ぞ
れ
に
、
・
」
の
天
地
の
う
ち
に
天
地
と

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

並
ん
で
世
界
内
存
在
者
と
し
て
そ
の
位
置
づ
げ
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
が
「
易
簡
に
し
て
天
下
の
理
得
ら
る
。
天
下
の
理
得
ら
れ

て
、
位
を
そ
の
中
に
成
す
。
」
の
論
理
的
意
味
で
あ
る
。
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三
、
世
界
の
理
法
と
人
間
の
理
法

　
前
項
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、
①
「
易
」
は
天
地
自
然
の
在
り
方
に
準
じ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
天
地
の
道
」
を
す
べ
て

包
摂
し
て
い
る
こ
と
、
②
そ
の
「
天
地
の
道
」
を
明
か
に
す
る
た
め
に
は
、
天
文
。
地
理
を
仰
観
一
傭
察
し
、
し
た
が
っ
て
、
幽
な
る
無

形
の
理
法
も
、
明
な
る
有
形
の
事
象
も
、
存
在
の
生
（
始
）
も
死
（
終
）
も
、
鬼
神
の
清
状
も
知
り
得
て
い
る
こ
と
、
③
視
覚
的
に
提
え

ら
れ
る
天
尊
と
地
卑
に
よ
っ
て
、
乾
坤
の
基
体
を
定
め
、
天
の
高
く
地
の
卑
い
こ
と
か
ら
、
価
値
的
な
貴
賎
を
根
拠
づ
け
位
置
づ
げ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
だ

る
こ
と
、
④
天
地
乾
坤
を
純
陽
純
陰
二
気
に
配
し
て
、
そ
の
運
動
つ
ま
り
動
静
の
常
体
か
ら
剛
柔
と
い
う
事
物
存
在
の
特
性
が
断
め
ら
れ

る
こ
と
、
⑤
天
地
問
つ
ま
り
世
界
内
存
在
と
し
て
の
事
物
一
事
象
の
在
り
成
る
方
向
は
同
類
を
つ
く
り
、
群
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
る
か

ら
、
事
物
一
事
象
は
、
同
類
一
同
群
に
順
え
ぱ
吉
（
生
成
発
展
、
好
結
果
）
が
、
逆
ら
え
ば
凶
（
停
滞
一
阻
害
）
が
生
ま
れ
る
こ
と
、
⑥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

天
に
日
月
星
辰
の
諸
象
が
懸
り
、
地
に
諾
物
が
形
を
成
し
て
生
ず
る
と
い
う
渉
」
と
は
、
す
で
に
陰
陽
二
気
の
交
感
変
化
に
よ
る
も
の
で
あ

り
、
ま
た
天
地
の
間
に
成
象
画
物
形
が
存
在
す
れ
ぱ
、
そ
れ
ら
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
の
陰
陽
二
気
の
運
動
に
よ
っ
て
、
ま
た
変
化
が

み
ら
れ
る
こ
と
、
⑦
天
地
間
つ
ま
り
世
界
の
複
雑
多
様
な
生
成
変
化
の
全
体
を
み
れ
ぱ
、
純
陽
な
る
乾
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
男
性
的

（
剛
健
）
た
る
も
の
が
、
純
陰
な
る
坤
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
女
性
的
（
柔
順
）
な
る
も
の
が
、
生
成
さ
れ
る
と
い
え
る
こ
と
、
⑧
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
も
と

乾
は
事
物
一
事
象
の
太
始
を
な
し
、
坤
は
実
際
に
そ
れ
を
生
み
出
し
成
形
す
る
は
た
ら
き
を
す
る
こ
と
、
⑨
こ
れ
ら
の
天
地
一
乾
坤
の
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

成
変
化
の
道
は
、
自
然
平
易
で
あ
り
、
自
然
簡
省
で
あ
る
か
ら
、
知
り
易
く
従
い
易
く
、
親
し
み
が
あ
り
、
功
益
も
あ
り
、
長
久
宙
大
業

の
賢
人
の
徳
に
擬
せ
ら
れ
る
こ
と
、
⑭
乾
坤
の
生
成
変
化
の
遣
が
易
簡
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
自
体
す
で
に
天
下
の
理
、
っ
ま
り
世
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

存
在
の
理
法
を
示
し
て
い
る
こ
と
、
等
々
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
・
」
れ
ら
の
世
界
に
関
す
る
諾
特
性
な
い
し
理
法
に
一
貫
し
て
い
る
こ
と

、
　
、
　
、
　
　
　
　
、
　
、
　
　
・
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

わ
り
性
が
、
変
化
と
易
簡
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
「
易
」
の
思
想
で
は
、
こ
の
よ
う
な
天
地
な
い
し
乾
坤
の
は
た
ら
き
の
間
に
あ
っ
て
、
人
間
存
在
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
げ

ら
れ
る
か
。
「
繋
辞
伝
」
下
㊥
第
十
章
に
は
、

旭



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
た
つ

　
◎
易
の
書
た
る
や
、
広
大
悉
く
備
わ
る
。
天
道
あ
り
、
人
道
あ
り
、
地
道
あ
り
。
三
材
を
兼
ね
て
こ
れ
を
両
に
す
。
故
に
六
な
り
、
六

　
　
は
宅
に
非
ず
、
三
材
の
道
な
り
。

と
あ
る
。
「
易
は
天
地
に
準
う
。
故
に
天
地
の
道
を
弥
紛
す
」
と
先
に
④
で
明
か
に
し
た
が
、
こ
こ
で
は
「
易
」
の
書
は
広
大
悉
く
傭

わ
っ
て
い
て
、
天
道
一
地
道
の
問
に
人
道
を
も
含
む
と
さ
れ
、
こ
れ
を
天
人
地
三
材
の
道
と
し
て
い
る
。
天
地
の
は
た
ら
き
に
加
え
て
人

間
の
所
為
な
い
し
人
間
の
在
る
べ
き
理
法
を
も
含
み
込
ん
で
三
材
と
し
、
世
界
を
天
人
地
の
一
系
に
通
貫
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
を
「
説

卦
伝
」
第
二
章
で
は
「
昔
、
聖
人
の
易
を
作
る
や
、
将
に
以
て
性
命
の
理
に
順
わ
ん
と
す
。
是
を
以
て
、
天
の
道
を
立
つ
、
目
く
陰
と
陽

と
、
地
の
道
を
立
つ
、
日
く
剛
と
柔
と
、
人
の
道
を
立
つ
、
日
く
仁
と
義
と
。
三
才
を
兼
ね
て
こ
れ
を
両
に
す
。
故
に
易
は
六
画
し
て
卦

を
成
す
。
陰
を
分
ち
、
陽
を
分
ち
、
迭
い
に
柔
剛
を
用
う
。
故
に
易
は
六
位
に
し
て
章
を
成
す
。
」
と
い
う
。
聖
人
と
は
、
今
は
特
定
す

べ
く
も
た
い
理
想
的
人
格
で
あ
っ
て
、
そ
の
優
れ
た
人
物
の
作
易
の
基
本
的
態
度
は
、
既
に
述
べ
た
ご
と
き
天
の
純
陽
の
気
の
定
体
で
あ

る
乾
と
、
地
の
純
陰
の
気
の
定
体
で
あ
る
坤
の
生
成
の
理
（
乾
は
始
生
し
、
坤
は
物
形
を
成
す
は
た
ら
き
の
理
法
）
に
し
た
が
い
、
ま
た

そ
の
二
大
生
成
力
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
万
物
の
本
性
と
個
別
の
（
使
）
命
の
理
法
に
し
た
が
う
の
が
、
人
間
も
す
べ
て
の
事
物
も
吉
を

得
て
凶
を
避
げ
る
所
以
で
あ
る
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
否
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
作
易
者
た
る
聖
人
は
、
み
ず
か
ら
も
ま
た
天
地
の
問
、
つ
ま

り
こ
の
世
界
内
存
在
者
と
し
て
、
自
已
が
或
は
人
問
の
全
体
が
い
か
に
「
よ
く
生
き
る
か
」
と
い
う
倫
理
的
課
題
に
応
え
る
た
め
に
は
、

天
地
の
生
成
の
理
と
万
物
の
性
命
の
理
に
順
応
す
る
・
」
と
が
最
も
適
し
い
と
の
、
い
わ
ぱ
倫
理
的
確
信
に
基
づ
い
て
作
易
を
し
た
も
の
と

も
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
そ
う
す
る
と
、
世
界
内
存
在
者
と
し
て
の
人
間
は
、
当
然
具
体
的
に
は
天
地
の
問
に
あ
る
も
の
と
の
位
置
づ
げ
が
出
て
く
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
当
然
と
は
い
っ
て
も
、
す
べ
て
の
哲
学
な
い
し
倫
理
学
説
が
世
界
内
存
在
と
し
て
の
人
問
を
か
く
位
置
づ
け
た
の
で
は
な

い
。
あ
の
広
漢
た
る
中
国
の
大
地
に
立
つ
人
問
に
、
最
も
視
覚
的
に
迫
る
も
の
は
、
そ
の
大
地
に
相
い
応
ず
る
か
の
ご
と
く
見
上
げ
ら
れ
る

無
隈
の
天
空
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
天
と
地
と
を
そ
の
よ
う
に
受
け
留
め
て
い
る
の
が
主
体
者
我
と
し
て
の
人
間
で
あ
る
。
世
界
内
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

在
（
と
い
う
現
代
の
哲
学
用
語
で
あ
る
が
）
と
し
て
〃
我
”
を
意
識
し
自
覚
す
る
座
標
軸
が
、
天
と
地
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
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て
、
い
わ
ゆ
る
聖
人
は
、
自
己
を
含
む
人
問
を
天
－
人
－
地
と
位
置
づ
げ
、
こ
れ
を
三
材
（
才
）
、
つ
ま
り
三
つ
の
持
ち
前
の
力
、
は
た

ら
き
あ
る
も
の
と
規
定
し
た
。
そ
れ
を
右
の
「
説
卦
伝
」
引
用
文
で
は
、
ま
ず
「
天
の
道
を
立
つ
、
目
く
陰
と
陽
と
」
と
い
う
。
天
の
遣

　
㍉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

の
道
と
は
、
壮
ご
」
で
は
よ
り
ど
・
」
ろ
の
意
味
、
し
た
が
っ
て
、
天
が
天
と
し
て
は
た
ら
く
そ
の
よ
り
ど
こ
ろ
は
陰
陽
二
気
で
あ
る
と
い
う

｝
」
と
。
逆
に
い
え
ぱ
、
陰
陽
二
気
の
は
た
ら
き
が
、
天
（
乾
）
の
始
生
の
徳
と
し
て
の
道
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
。
同
様
に
地
（
坤
）
は

形
を
成
し
て
個
物
を
生
成
す
る
が
、
そ
の
は
た
ら
き
（
徳
）
の
よ
り
ど
レ
」
ろ
は
剛
と
柔
で
あ
る
・
」
と
。
天
地
の
問
に
あ
っ
て
、
人
が
人
と

し
て
機
能
す
る
そ
の
よ
り
ど
こ
ろ
は
仁
と
義
で
あ
る
・
」
と
。
L
た
が
っ
て
、
　
「
易
」
は
天
人
地
三
才
を
兼
ね
包
み
、
そ
の
は
た
ら
き
を
両

面
か
ら
捉
え
る
の
で
、
一
卦
は
二
交
ず
つ
六
交
を
も
っ
て
構
成
し
、
陰
陽
一
剛
柔
に
分
か
れ
な
が
ら
変
化
流
通
す
る
声
」
と
を
あ
ら
わ
す
の

で
あ
る
。
か
く
し
て
、
人
問
は
天
地
一
乾
坤
の
間
に
在
っ
て
、
そ
の
生
成
変
化
は
、
天
（
乾
）
が
陰
陽
二
気
を
も
っ
て
始
生
し
、
地
（
坤
）

が
そ
れ
を
承
け
そ
れ
に
煩
っ
て
物
形
を
成
す
は
た
ら
き
（
徳
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
・
」
と
を
自
得
し
、
こ
れ
に
順
う
と
こ
ろ
に
、
（
事
物

も
そ
う
で
あ
っ
た
が
）
吉
を
得
、
凶
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
既
に
④
で
「
易
は
天
地
と
準
う
。
故
に
能
く
天
地
の
遣
を
弥
倫
す
・
…
・
。
」
を
挙
げ
た
。
易
は
天
地
の
理
法
を
悉
く
包
摂
し
、
仰
観
傭

察
し
て
天
文
一
地
理
を
明
か
に
し
て
い
る
か
ら
、
「
幽
明
の
故
」
「
死
生
の
説
」
「
鬼
神
の
惜
状
」
を
知
り
尽
く
す
と
さ
れ
た
。
作
易
者
の
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
た
ら
ぎ

め
る
理
想
の
生
き
方
は
、
そ
の
易
道
な
い
し
捉
え
ら
れ
た
易
理
に
順
い
、
そ
の
徳
を
一
に
す
る
・
」
と
で
あ
る
。
故
に
④
の
後
（
繋
辞
上
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
ね

第
四
章
）
に
「
天
地
と
相
似
た
り
。
故
に
違
わ
ず
。
知
は
万
物
に
周
く
し
て
、
遣
は
天
下
を
済
う
。
故
に
過
た
ず
。
労
く
行
き
て
流
れ

ず
、
天
を
楽
し
み
命
を
知
る
、
故
に
憂
え
ず
。
土
に
安
ん
じ
仁
に
敦
し
、
故
に
能
く
愛
す
。
」
と
い
う
。
作
易
の
聖
人
は
、
天
地
の
理
法

を
規
準
と
す
る
か
ら
、
こ
の
世
界
の
在
り
方
に
相
違
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
そ
の
知
は
万
物
に
普
く
行
き
わ
た
り
、
道
と
す
る
と
・
」
ろ
に

よ
っ
て
天
下
を
治
済
す
る
か
ら
過
つ
・
」
と
が
た
く
、
変
化
に
即
応
し
て
汎
通
す
る
が
放
縦
に
流
れ
な
い
。
か
く
し
て
作
易
の
聖
人
は
易
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
た
リ
ゆ
ぎ
）

を
体
得
し
て
い
る
が
故
に
、
天
の
自
然
の
変
化
一
運
行
に
順
っ
て
そ
れ
を
楽
し
み
、
自
已
を
自
已
と
す
る
個
別
化
の
原
理
と
し
て
の
（
天

の
）
命
を
知
得
し
て
い
る
か
ら
憂
い
も
な
く
、
屠
る
処
に
安
ん
じ
て
仁
の
徳
を
厚
く
す
る
か
ら
よ
く
人
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い

う
の
で
あ
る
。
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、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
こ
こ
に
天
地
の
道
を
悟
得
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
の
道
を
形
成
自
得
し
た
理
想
的
人
格
の
「
よ
く
生
き
る
」
方
途
が
示
さ
れ
る
。
「
繋

辞
伝
」
上
一
第
七
章
に
「
子
目
く
、
易
は
其
れ
至
れ
る
か
な
。
夫
れ
易
は
聖
人
の
徳
を
崇
く
し
業
を
広
む
る
所
以
な
り
。
知
は
崇
く
、
礼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
菰
ら

は
卑
し
。
崇
き
は
天
に
数
い
、
卑
き
は
地
に
法
る
。
天
地
位
を
設
げ
て
、
易
其
の
中
に
行
わ
る
。
性
を
成
し
存
を
存
す
る
は
、
道
義
の
門

な
り
。
」
と
あ
る
。
既
述
で
も
明
か
な
ご
と
く
、
「
易
」
は
天
人
地
三
才
の
す
べ
て
の
事
象
と
そ
の
生
成
変
化
の
理
法
を
包
摂
し
て
余
す
と

・
」
ろ
が
な
い
か
ら
、
作
易
者
た
る
聖
人
は
、
こ
の
理
法
を
体
得
し
て
愈
々
徳
を
崇
く
し
、
そ
の
事
業
を
広
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
知
の
崇

高
も
礼
の
卑
退
も
天
地
の
理
法
に
数
法
し
て
い
る
か
ら
で
、
し
た
が
っ
て
人
を
含
む
万
物
の
本
性
も
そ
の
天
地
の
理
法
に
数
法
し
て
成
就
ヰ

さ
れ
、
存
す
べ
き
も
の
を
そ
れ
と
し
て
保
持
す
る
。
　
「
易
」
の
理
法
は
そ
の
意
味
で
ま
さ
に
道
義
の
門
で
あ
る
。
「
正
義
」
に
は
、
「
道
は

開
通
を
謂
い
、
義
は
其
の
宜
し
き
を
得
る
を
謂
う
」
と
あ
る
。
性
を
成
し
、
存
を
存
す
れ
ぱ
、
物
は
す
べ
て
開
通
し
て
し
か
も
そ
の
宜
し

き
を
得
る
の
意
で
あ
る
。

　
天
地
（
世
界
存
在
）
の
理
法
に
数
い
法
る
と
・
」
ろ
に
、
人
は
よ
く
仁
で
あ
り
義
で
あ
り
得
る
。
然
ら
ぱ
人
の
行
為
の
善
否
は
、
そ
の
易

理
に
数
い
法
る
か
否
か
に
よ
る
。
教
法
す
れ
ぱ
も
の
の
在
り
方
に
順
う
の
で
あ
る
か
ら
、
吉
が
得
ら
れ
、
逆
え
ば
凶
を
得
る
。
「
繋
辞
伝
」

上
㊥
第
三
章
に
「
吉
凶
と
は
そ
の
失
得
を
言
う
な
り
。
悔
吝
と
は
其
の
小
疵
を
言
う
な
り
。
答
な
し
と
は
善
く
過
ち
を
補
う
な
り
。
」
と

あ
る
。
吉
凶
は
、
人
の
事
行
の
善
悪
を
価
値
的
に
直
ち
に
決
め
つ
げ
る
の
で
は
た
い
。
吉
は
「
得
る
」
こ
と
、
凶
は
「
失
う
」
こ
と
、
悔

　
　
　
　
　
ぎ
ず

吝
は
小
さ
な
疵
、
欠
点
で
、
自
已
の
過
失
を
よ
く
改
め
補
え
ぱ
答
な
き
を
得
る
、
の
意
で
あ
る
。
象
辞
画
教
辞
は
占
笈
の
事
項
に
即
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

て
、
杜
」
の
吉
凶
宙
得
失
を
予
見
す
る
語
辞
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
易
」
の
倫
理
思
想
は
、
人
の
行
為
は
善
か
れ
と
思
断
し
て
為
し
て

、
　
　
　
　
　
、
　
　
㌔
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

も
、
そ
れ
は
得
る
と
こ
ろ
、
失
う
と
こ
ろ
が
あ
る
、
そ
れ
故
に
、
天
地
の
理
法
つ
ま
り
易
理
に
よ
く
数
法
す
べ
き
を
説
く
。
価
値
的
な
行

為
の
善
悪
を
決
め
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
行
為
の
結
果
と
し
て
も
た
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
失
得
を
い
う
と
シ
」
ろ
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ

　
　
　
　
　
、

で
は
、
真
の
善
は
い
か
に
「
易
」
に
お
い
て
は
定
義
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
「
繋
辞
伝
」
上
一
第
五
章
で
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
◎
一
陰
一
陽
こ
れ
を
道
と
謂
う
。
｝
」
れ
を
継
ぐ
者
は
善
な
り
。
こ
れ
を
成
す
者
は
性
な
り
。

「
易
」
の
捉
え
た
天
人
地
の
三
才
、
な
い
L
天
地
万
物
は
生
成
変
化
L
て
止
む
t
と
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
既
述
L
た
。
そ
の
生
成
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変
化
は
い
う
ま
で
も
た
く
陰
陽
（
剛
柔
）
二
気
の
変
化
交
替
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
い
ば
陰
と
在
り
、
あ
る
い
は
陽
と
な
る
と
端
的
に
表
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

す
る
。
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
事
物
は
、
人
を
も
含
め
て
一
陰
し
一
陽
し
て
生
成
変
化
交
替
消
減
し
て
い
る
、
そ
の
こ
と
を
道
と
い
う
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

で
あ
る
。
道
は
要
す
る
に
、
変
化
し
て
存
在
す
る
万
物
個
万
象
の
存
在
の
典
型
で
あ
り
、
法
則
で
あ
り
、
理
法
で
あ
る
。
そ
の
道
を
継
ぎ

　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

そ
れ
に
順
う
と
・
」
ろ
に
善
が
実
現
さ
れ
る
。
・
」
の
善
は
し
た
が
っ
て
、
相
対
的
な
時
処
位
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
個
別
の
善
で
な
く
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

れ
を
あ
ら
し
め
る
善
の
型
、
善
の
典
型
で
あ
る
。
易
理
（
遣
）
は
人
に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
人
が
よ
く
生
き
ん
と
し
て
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

め
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
道
（
理
法
）
に
順
う
・
」
と
は
、
価
値
的
画
一
般
的
に
規
定
す
れ
ぱ
人
の
よ
き
あ
り
方
と
し
て
の
善
を
実
現

す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
善
は
、
｝
」
れ
ま
た
一
般
に
人
の
本
性
に
よ
っ
て
成
就
し
実
現
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
右
の
⑪
の
一
文

は
、
「
易
」
思
想
の
倫
理
学
的
論
理
を
最
も
端
的
に
示
す
と
と
も
に
、
｝
」
こ
に
ひ
と
つ
の
倫
理
学
体
系
の
骨
子
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
い
え
る
。

皿

結
語
に
か
え
て

紙
幅
の
制
約
が
あ
り
、
標
題
に
意
図
し
た
と
こ
ろ
を
概
説
す
る
に
止
ま
っ
た
が
、
　
「
繋
辞
伝
」
を
中
心
と
し
て
み
ら
れ
る
「
易
」
思
想

の
倫
理
学
的
特
質
を
い
く
つ
か
例
示
的
に
挙
げ
れ
ぱ
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
①
「
易
」
は
人
間
を
天
（
乾
）
地
（
坤
）
の
間
に
位
置
づ
げ
、
天
人
地
を
三
才
（
材
）
と
し
、
こ
の
世
界
の
物
象
の
生
成
を
陰
陽
二
気

の
「
変
化
」
と
「
易
簡
」
の
理
法
で
説
い
て
い
る
。

　
②
乾
坤
二
つ
の
常
体
か
ら
価
値
基
準
を
導
き
出
す
と
と
も
に
、
事
物
存
在
の
理
法
は
直
ち
に
人
倫
の
理
法
で
あ
る
と
す
る
。

　
③
人
の
行
為
の
善
悪
を
規
範
を
立
て
て
決
定
づ
け
る
よ
り
は
、
易
理
に
敷
い
法
る
か
或
は
逆
う
か
を
、
吉
凶
一
失
得
に
よ
っ
て
示
し
、

　
　
改
過
遷
善
を
勧
奨
す
る
。

　
④
事
勢
の
変
化
推
移
の
「
機
」
を
神
明
の
徳
（
わ
が
心
気
の
最
も
す
ぐ
れ
た
は
た
ら
き
）
に
よ
っ
て
鋭
敏
に
察
知
し
、
徴
を
慎
し
み
、

小
事
を
疎
略
に
せ
ず
、
発
展
の
契
機
を
敏
感
に
捉
え
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

⑤
目
に
新
た
に
、
目
々
に
新
た
に
努
め
る
こ
と
を
こ
そ
盛
徳
と
い
い
、
開
物
成
務
を
「
易
」
の
根
本
精
神
と
す
る
。

⑥
変
化
の
中
に
身
を
置
い
て
誤
り
な
き
を
期
す
る
に
は
、
自
己
の
処
る
位
置
を
自
覚
L
、
天
下
時
勢
の
赴
く
と
｝
」
ろ
に
よ
く
通
ぜ
よ
と

い
う
。

　
　
　
注

（
1
）
　
原
富
男
『
中
国
思
想
源
流
の
考
察
』
二
一
孟
頁
以
下
参
照
、
朝
日
出

版
杜
刊
。
同
　
　
『
修
成
道
徳
論
体
系
』
一
四
六
頁
以
下
参
照
、
春
秋
杜

　
刊
。

（
2
）
　
岩
崎
武
雄
氏
は
そ
の
著
『
倫
理
学
』
　
（
一
頁
以
下
）
に
お
い
て
、
自

　
己
の
立
場
を
「
人
間
の
立
場
の
倫
理
学
」
と
規
定
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
、

　
「
人
間
の
有
限
的
認
識
に
よ
っ
て
と
ら
え
う
る
隈
り
で
の
真
理
の
み
を
探

　
求
し
、
人
間
の
認
識
能
力
を
越
え
た
間
題
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る

　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
悪
し
き
意
味
で
の
形
而
上
学
を
排
す
る
」
と
し
、
さ
ら
に
そ
れ
は
「
遺
徳

　
的
善
な
る
も
の
を
岡
そ
れ
自
身
に
お
い
て
善
た
る
も
の
』
に
よ
っ
て
基
礎

　
づ
け
よ
う
と
す
る
・
」
と
を
や
め
て
、
　
『
行
為
の
原
理
の
善
さ
』
と
し
て
と

　
ら
え
る
｝
」
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
－
」
の
こ
と
に
関
L

　
て
は
筆
老
も
首
肯
で
き
る
と
｝
」
ろ
で
あ
る
。
立
場
は
固
よ
り
異
な
る
が
、

　
プ
ラ
ト
ソ
や
カ
ソ
ト
の
ご
と
く
、
　
「
そ
れ
自
身
に
お
い
て
善
な
る
も
の
」

　
た
い
1
）
は
そ
れ
に
近
似
す
る
理
念
的
な
も
の
を
追
究
す
る
・
」
と
を
、
筆
者

　
の
考
え
る
倫
理
学
の
基
礎
に
も
置
い
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
3
）
　
『
周
易
正
義
』
序
、
　
「
第
一
論
易
之
三
名
」
所
収
。

（
4
）
　
本
稿
の
原
文
に
つ
い
て
は
『
周
易
正
義
』
（
重
刊
宋
本
十
三
綴
注
疏
）

　
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
「
繋
辞
伝
」
等
十
翼
の
章
分
け
は
、
朱
子

　
の
『
周
易
本
義
』
に
よ
る
。
「
正
義
」
と
分
章
は
異
な
る
が
、
内
容
的
に
み

　
れ
ぱ
、
「
本
義
」
の
分
げ
方
が
合
理
的
た
る
を
認
め
ら
れ
る
。

（
5
）
　
以
下
の
論
述
で
は
、
『
閲
易
正
義
』
の
韓
康
伯
注
及
び
正
義
の
解
釈

　
を
適
宜
参
照
す
る
。
必
要
た
場
合
に
は
、
（
韓
康
伯
注
）
な
い
し
（
正
義
）

　
と
注
記
す
る
。

（
6
）
　
例
え
ぱ
高
田
。
後
藤
訳
『
易
経
』
下
（
二
二
二
頁
）
に
は
、
占
簸
に

　
よ
っ
て
得
ら
れ
た
結
果
と
し
て
吉
凶
が
別
れ
て
生
ず
る
、
と
あ
る
。
推
し

　
つ
め
て
行
げ
ぱ
そ
う
た
る
が
、
こ
こ
で
は
、
事
物
の
同
類
。
同
群
に
順
う

　
か
逆
う
か
に
よ
っ
て
、
吉
凶
が
生
ず
る
と
解
し
た
方
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

（
7
）
　
同
右
、
二
二
一
頁
。

（
8
）
　
『
周
易
正
義
』
巻
第
一
。
「
論
易
之
三
名
」
で
は
『
易
緯
乾
襲
度
』

　
を
引
き
次
の
文
を
載
せ
て
い
る
。

　
　
「
夫
れ
有
形
は
元
形
よ
り
生
ず
と
云
え
ぱ
、
則
ち
乾
坤
は
い
ず
れ
よ
り

　
し
て
生
ぜ
ん
。
故
に
太
易
あ
り
、
太
初
あ
り
、
太
始
あ
り
、
太
素
あ
り
。

　
太
易
は
未
だ
気
を
見
ざ
る
な
り
。
太
初
は
気
の
始
め
な
り
。
太
始
は
形
の

始
め
な
り
。
太
素
は
質
の
始
め
た
り
。
気
。
形
・
質
具
わ
り
て
、
未
だ
相

離
れ
ず
、
こ
れ
を
澤
沌
と
い
う
。
澤
沌
は
万
物
相
澤
沌
」
て
未
だ
相
離
れ

　
ざ
る
を
言
う
な
り
。
L

　
　
気
。
形
・
質
が
夫
々
分
化
し
て
は
た
ら
く
と
、
形
が
内
容
（
質
）
を
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

も
な
っ
て
で
き
あ
が
る
が
、
す
べ
て
そ
の
始
め
で
あ
る
か
ら
、
相
離
れ

ず
、
揮
沌
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
い
て
、
か
か
る
揮
沌
は
槻
。
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聴
一
触
の
対
象
に
た
ら
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
「
易
」
と
い
う
、
と
あ
る
。

　
そ
し
て
「
易
理
は
有
元
を
備
包
し
、
易
象
は
た
だ
有
に
在
り
。
」
と
孔
穎

　
達
は
い
う
。
　
「
繋
辞
伝
」
上
に
「
形
よ
り
し
て
上
恋
る
者
、
沖
」
れ
を
遣
と

　
謂
う
。
形
よ
り
し
て
下
た
る
者
、
｝
」
れ
を
器
と
謂
う
。
」
と
あ
る
「
遺
」

　
は
、
事
物
。
形
象
の
根
源
の
｝
」
と
わ
り
を
含
む
易
理
で
あ
り
、
　
「
器
」
は

　
そ
れ
を
承
げ
て
具
体
的
に
は
た
ら
く
形
象
一
事
物
を
指
す
。
孔
穎
達
が
、
。

　
「
易
理
は
有
元
を
備
包
」
す
と
い
う
の
は
、
意
味
深
長
で
あ
る
。

（
9
）
　
同
じ
く
「
繋
辞
伝
」
下
。
第
一
章
に
「
夫
れ
乾
は
確
然
と
し
て
人
に

易
を
示
す
。
夫
れ
坤
は
蹟
然
と
し
て
人
に
簡
を
示
す
。
」
と
あ
る
。

（
1
0
）
　
『
周
易
正
義
』
巻
第
一
。
「
論
易
之
三
名
」
に
は
、
孔
穎
達
が
「
易

　
は
一
名
に
し
て
三
義
を
含
む
。
所
謂
易
た
り
、
変
易
た
り
、
不
易
な
り
。
」

　
と
い
う
。
易
簡
一
変
易
は
本
文
で
触
れ
て
い
る
が
、
　
「
不
易
」
は
解
釈
上

　
の
義
で
あ
る
。
孔
穎
達
は
一
」
れ
に
つ
い
て
「
不
易
は
其
の
位
た
り
。
天
は

上
に
在
り
、
地
は
下
に
在
り
、
君
は
南
面
し
、
臣
は
北
面
し
、
父
は
坐

　
」
、
子
は
伏
す
。
こ
れ
其
の
不
易
な
り
。
」
と
い
っ
て
い
る
。
君
子
以
下

　
は
現
代
か
ら
す
れ
ぱ
彼
の
解
釈
の
過
ぎ
た
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
天
の

上
、
地
の
下
な
る
は
、
　
「
天
は
尊
く
地
は
卑
し
」
と
「
繋
辞
伝
」
の
冒
頭

　
に
も
あ
る
か
ら
、
天
地
の
定
体
を
示
す
語
と
解
せ
ら
れ
る
。
・
」
れ
を
も
っ

　
　
、
　
　
、

　
て
定
体
の
不
易
を
述
べ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
（
た
か
は
し
㊥
す
す
む
　
筑
波
大
学
哲
学
画
思
想
学
系
教
授
）

20


