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「
天
を
楽
し
み
命
を
知
る
」と「
之
に
安
ん
ず
る
こ
と
命
の
ご
と
し
」

―
儒
家
に
よ
る
生
死
の
知
恵
の
現
代
的
解
釈

鄭
暁
江
｜
江
西
師
範
大
学
教
授

生
死
の
知
恵
は
し
ば
し
ば
生
死
に
対
す
る
態
度
に
は
っ
き
り
と
現
れ
る
。
生
死
の
態
度
と
は
一
般
に
、
死
と
い
う
結
末
に
直
面

し
た
時
に
生
み
出
さ
れ
る
観
念
お
よ
び
心
理
的
精
神
的
働
き
と
、
そ
れ
が
外
に
現
れ
た
も
の
で
あ
る
行
為
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
精
神
が
挙
措
に
現
れ
て
来
る
融
合
体
な
の
で
あ
る
。
一
般
的
に
言
え
ば
、
特
定
の
文
化
は
生
死
に
対
す
る
特
定
の
態

度
を
形
成
す
る
。
中
華
民
族
に
は
五
千
年
以
上
の
悠
久
な
る
歴
史
が
あ
り
、
そ
れ
が
積
も
り
積
も
っ
て
深
く
厚
い
歴
史
文
化
の
伝

統
と
な
っ
た
。
こ
の
ゆ
え
に
中
国
人
は
、
他
の
国
家
や
民
族
と
は
異
な
る
独
特
の
生
死
に
対
す
る
態
度
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

台
湾
の
成
功
大
学
の
趙
可
式
博
士
は
、
臨
終
を
迎
え
た
人
に
つ
い
て
「
当
然
な
が
ら
心
の
安
ら
ぎ
が
最
も
望
ま
し
い
。
し
か
し
ど

う
す
れ
ば
心
の
安
ら
ぎ
を
得
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
の
か
。
と
て
も
興
味
深
い
こ
と
に
、
ま
さ
に
『
認
』
め
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。『
認
』
と
い
う
字
は
私
が
提
唱
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
病
人
が
こ
の
よ
う
な
指
摘
を
し
た
の
で
は
な
い
。
…
…
運
命

に
こ
れ
以
上
立
ち
向
か
う
こ
と
を
や
め
、
闘
う
こ
と
を
放
棄
し
た
時
、
そ
の
人
の
心
の
奥
底
に
あ
る
安
ら
ぎ
が
た
ち
ま
ち
現
れ
て

く
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
こ
れ
を
『
認
』
と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
中
国
人
だ
け
が
持
つ
言
葉
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
た1
。
多
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く
の
人
に
と
っ
て
、「
死
」
に
直
面
し
た
際
に
「
認
」
の
態
度
に
到
達
す
る
の
は
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
一
旦
こ

の
よ
う
な
「
認
」
に
到
達
す
れ
ば
、
つ
ま
り
ご
く
普
通
の
中
国
人
が
、
個
と
し
て
の
自
己
の
生
命
が
ま
も
な
く
終
わ
ろ
う
と
し
て

い
る
と
い
う
事
実
を
認
め
そ
し
て
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
方
法
を
尽
く
し
て
も
が
き
苦
し
ん
だ
後
の
、

あ
る
種
の
心
理
的
安
ら
ぎ
の
状
態
へ
と
進
ん
で
行
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
「
認
」
の
段
階
に
い
る
人
で
あ
っ
て
も
、
死

を
受
け
入
れ
る
と
い
う
の
は
往
々
に
し
て
、
仕
方
の
な
い
こ
と
、
心
か
ら
望
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
受
動
的
で
余
儀
な
く
さ

れ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
個
体
と
し
て
の
生
命
の
生
死
は
必
然
で
あ
る
と
「
認
」
め
る
段
階
か
ら
、
人
類
全
体
と
し
て
の
生
命
の

生
死
は
必
然
で
あ
る
と
体
認
す
る
段
階
へ
と
進
み
、
最
終
的
に
宇
宙
万
物
に
は
み
な
生
死
存
滅
の
必
然
性
が
あ
る
こ
と
を
意
識
し

て
、
は
じ
め
て
人
々
は
自
覚
的
か
つ
自
発
的
に
死
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
に
よ
う
に
な
り
、
か
つ
自
己
の
死
に
直
面
し
た

時
に
完
全
に
平
然
か
つ
釈
然
た
る
態
度
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
「
認
」
か
ら
「
命め
い

」
に
至
る
過
程

で
あ
り
、
中
国
古
代
の
儒
者
は
こ
れ
を
「
天
を
楽
し
み
命
を
知
る
」
と
言
っ
た
。
究
極
的
な
心
の
拠
り
所
と
普
遍
的
な
宗
教
信
仰

に
欠
け
る
中
国
人
は
、
生
死
の
関
門
に
直
面
す
る
と
、
多
く
の
人
は
た
だ
「
命
に
よ
っ
て
定
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
思
想
観
念
に

頼
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
し
か
し
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
中
国
の
伝
統
的
な
儒
家
に
よ
る
生
死
の
知
恵

は
、
重
大
な
理
論
的
意
義
と
現
実
的
な
応
用
的
価
値
を
持
っ
て
い
る
。

一
．
儒
家
に
よ
る
生
死
の
知
恵

中
国
の
道
家
は
一
般
に
、「
死
」
の
立
場
に
立
っ
て
「
生
」
を
見
、「
死
」
を
自
然
無
為
の
本
体
で
あ
る
「
道
」
に
回
帰
す
る
こ

と
と
見
な
す
が
、
こ
れ
が
す
な
わ
ち
自
然
の
必
然
性
と
し
て
の
「
命
」
で
あ
る
。
ゆ
え
に
理
想
的
な
処
世
術
と
は
「
無
為
」
で

あ
り
、
理
想
的
な
人
生
と
は
「
自
然
」
で
あ
り
、
追
求
し
た
生
死
に
対
す
る
態
度
と
は
「
之
に
安
ん
ず
る
こ
と
命
の
ご
と
し
」
で
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あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、「
妻
が
死
ぬ
と
、
盆
を
叩
い
て
歌
う
」
と
い
う

風
な
放
逸
な
態
度
と
し
て
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
人
を
以

て
天
を
滅
ぼ
す
な
か
れ
、
故
を
以
て
命
を
滅
ぼ
す
な
か
れ
」
と
い
う
観
念
に

よ
っ
て
、
世
の
人
々
は
生
死
の
問
題
に
つ
い
て
何
も
せ
ず
、
事
の
次
第
に
任

せ
て
変
化
に
身
を
委
ね
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
積
極
的
に
世

間
と
関
わ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
身
を
修
め
て
家
を
整
え
国
を
治
め
て
天
下
を

平
ら
か
に
す
る
、
と
い
う
儒
家
の
人
生
哲
学
と
は
全
く
合
わ
な
い
。
だ
か
ら

道
家
と
は
以
下
の
点
で
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
儒
家
は
通
常

「
生
」
か
ら
「
死
」
を
見
て
、
そ
し
て
「
蓋
棺
の
論
﹇
人
の
評
価
は
死
後
決
ま
る

と
い
う
諺
﹈」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
死
」
を
人
生
の
最
終
点
と
す
る
価
値

評
価
を
追
求
し
た
。
つ
ま
り
、「
死
」
の
い
か
な
る
意
義
も
そ
の
人
の
生
前
の
行
い
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
儒
者

た
ち
の
理
想
的
な
処
世
術
と
は
「
天
の
運
行
は
健
や
か
で
、
君
子
は
そ
れ
に
従
い
自
ら
努
力
し
て
休
ま
な
い
」
で
あ
り
、
理
想
的

な
人
生
の
過
程
と
は
「
身
を
修
め
て
家
を
整
え
、
国
を
治
め
て
天
下
を
平
ら
か
に
す
る
」
で
あ
り
、
提
唱
し
た
生
死
に
対
す
る
態

度
と
は
「
天
を
楽
し
み
命
を
知
る
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、「
生
き
て
は
従
順
、
死
ん
で
は
安
寧
」
と
い
う
風
な
平
然
た

る
態
度
と
し
て
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

遥
か
昔
の
人
の
観
念
で
は
、「
命
」
は
ま
ず
な
に
よ
り
も
一
種
の
盲
目
的
な
必
然
性
で
あ
り
、
そ
の
前
で
は
人
々
は
た
だ
ひ
れ

伏
す
こ
と
し
か
で
き
ず
、
完
全
に
受
動
的
に
従
い
、
主
体
性
積
極
性
と
言
え
る
も
の
は
全
く
な
か
っ
た
。
道
家
は
こ
の
思
想
の
出

発
点
か
ら
、「
命
」
を
自
然
の
必
然
性
と
位
置
づ
け
た
。
し
か
し
思
想
史
に
お
い
て
は
、「
命
」
の
観
念
の
発
展
に
は
別
の
道
筋
も

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
自
然
」
と
い
う
盲
目
性
の
中
に
だ
ん
だ
ん
と
主
体
性
を
滲
み
込
ま
せ
、
人
の
内
在
的
な
心
性
に
合
う
必
然

鄭暁江氏
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性
に
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。『
春
秋
』
の
中
に
「
民
は
天
地
の
中
の
気
を
受
け
て
生
ま
れ
て
く
る
が
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
命
で

あ
る
。
ゆ
え
に
動
作
、
礼
義
、
威
儀
に
決
ま
り
を
設
け
て
命
を
定
め
る
。
決
ま
り
を
守
る
こ
と
の
で
き
る
人
は
命
を
養
っ
て
福
と

し
、
で
き
な
い
人
は
命
を
壊
し
て
禍
を
招
く
。」
と
い
う
言
葉
が
あ
る2
。
こ
れ
は
、
一
面
で
は
人
々
は
天
の
粋―

「
中
」―

か
ら
命
を
授
か
っ
た
、
こ
れ
が
つ
ま
り
天
の
「
命
」
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
言
い
、
ま
た
一
面
で
は
、
人
々
が
社
会
生
活
の
中
で

従
う
倫
理
道
徳
の
基
準
は
、
実
際
に
は
「
命
」
の
現
れ
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
命
」
の
意
味
は
自

然
の
必
然
か
ら
応
然
の
必
然
﹇
人
間
と
関
わ
り
な
く
自
然
に
起
こ
る
必
然
性
か
ら
、
人
間
の
行
為
に
応
じ
て
起
こ
る
必
然
性
﹈
へ
と
転
化
し
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。

儒
家
が
世
の
人
々
に
提
供
し
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
応
然
の
必
然
性
と
し
て
の
「
命
」
と
い
う
生
死
の
知
恵
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、「
死
」
と
い
う
必
然
性
の
実
存
を
、
応
然
性
を
内
包
す
る
人
倫
道
徳
基
準
の
必
然
性
へ
と
変
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
生

死
の
「
命
」
は
人
の
力
で
変
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
人
々
は
、
生
き
て
い
る
時
に
人
倫
道
徳

の
体
得
と
実
践
に
励
む
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
死
ぬ
時
に
は
人
間
の
「
命
」―

道
徳
的
使
命―

を
自
分
で
完
成
さ
せ
た
、
と

い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
は
の
び
の
び
と
し
、
し
た
が
っ
て
心
残
り
も
な
く
、
気
が
か
り
も
な
く
、
恐
怖
も
ま
た
な
く
な
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
自
然
の
必
然
性
が
応
然
の
必
然
性
へ
と
転
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
儒
者
た
ち
は
充
実
し
た
「
生
」
と
平
然
た
る

「
死
」
を
得
た
の
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、
生
死
が
「
必
ず
そ
う
な
る
と
い
う
自
然
的
な
も
の
」
か
ら
、「
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
応
然
的
な
も
の
」

へ
と
変
わ
っ
て
い
く
の
を
、
い
か
に
し
て
肯
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
そ
こ
に
こ
そ
、
儒
家
が
生
死
に
対
す
る
独
特
の
態
度

を
構
築
し
た
鍵
が
あ
る
。
孔
子
は
一
般
に
死
後
の
「
鬼
神
」
に
つ
い
て
は
語
ら
な
か
っ
た
し
、
ま
た
「
ま
だ
生
を
知
ら
な
い
の
に
、

ど
う
し
て
死
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
」
と
考
え
て
い
た3
。
し
か
し
生
死
の
問
題
は
人
生
の
中
で
重
大
な
問
題
で
あ
る
。
ど
う

し
て
孔
子
先
生
が
こ
れ
に
つ
い
て
論
じ
ず
に
い
ら
れ
た
だ
ろ
う
か
。
孔
子
は
「
生
」
か
ら
「
死
」
を
見
る
と
い
う
視
点
を
示
し
た
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が
、
そ
れ
は
生
の
内
容
、
生
前
の
努
力
に
よ
っ
て
「
死
」
に
対
す
る
平
然
た
る
態
度
、「
死
」
の
栄
光
を
獲
得
す
る
、
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
孔
子
は
「
志
の
あ
る
人
、
仁
の
あ
る
人
と
い
う
の
は
、
生
を
求
め
て
仁
を
損
な
う
こ
と
は
な
く
、
生
を
抑

え
て
仁
を
成
す
」
と
言
っ
た
の
で
あ
り4
、
孟
子
は
「
生
も
私
が
望
む
も
の
で
あ
る
。
義
も
私
の
望
む
も
の
で
あ
る
。
両
者
を
と
も

に
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
生
を
捨
て
て
義
を
取
る
」
と
言
い5
、
荀
子
は
「
礼
と
は
生
死
を
治
め
る
時
に
つ
つ
し
む
も
の

で
あ
る
。
生
は
人
の
始
ま
り
で
あ
り
、
死
は
人
の
終
わ
り
で
あ
る
。
終
わ
り
と
始
ま
り
が
と
も
に
良
け
れ
ば
、
人
の
道
は
完
成
す

る
。
だ
か
ら
君
子
は
始
め
を
つ
つ
し
ん
で
終
わ
り
を
つ
つ
し
む
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る6
。
お
よ
そ
こ
う
い
っ
た
類
の
観
念
は
ど
れ

も
、
崇
高
な
道
徳
的
価
値
の
た
め
に
勇
ん
で
死
に
向
か
い
、
か
つ
徳
を
立
て
、
功
を
立
て
、
言
を
立
て
る
こ
と
で
死
を
超
越
す
る

よ
う
、
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

孔
孟
の
こ
う
い
っ
た
生
死
の
価
値
論
は
よ
い
こ
と
は
よ
い
の
だ
け
れ
ど
、
し
か
し
世
の
生
き
と
し
生
け
る
者
全
て
が
、
こ
の
よ

う
に
深
刻
な
生
死
に
お
け
る
価
値
選
択
の
問
題
に
遭
遇
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
々
が
経
験
し
、
そ
し
て
乗
り
越
え
る
死
の
出
来

事
と
は
、
親
族
が
こ
の
世
を
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
様
々
な
哀
し
み
の
問
題
か
、
ま
た
は
寿
命
を
全
う
し
て
死
ぬ
か

夭
折
す
る
か
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
生
死
の
問
題
か
、
そ
れ
と
も
水
害
、
火
災
、
戦
災
、
病
気
に
よ
っ
て
命
を
失
っ
た
り
自

殺
し
て
「
鬼
」﹇
幽
霊
﹈
に
な
る
こ
と
で
引
き
起
こ
さ
れ
る
生
死
の
痛
み
か
、
く
ら
い
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
死
に
直
面
し
た

時
に
発
せ
ら
れ
る
問
い
と
は
常
に
、「
死
と
は
何
か
」、「
な
ぜ
今
ま
さ
に
自
分
は
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」、「
死
後
に
自

分
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
儒
家
は
一
つ
の
特
殊
な
「
命
定
観
」
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

孔
子
先
生
は
か
つ
て
言
わ
れ
た
。「
ま
だ
人
に
仕
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
鬼
に
仕
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う

か
」、「
ま
だ
生
を
知
ら
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
死
を
知
ろ
う
か
」
と
。
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
大
き
な
関
心
を
払
っ
て
い
る
の
は

「
生
」
で
あ
っ
て
、「
死
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
語
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
『
論
語
』
の
中
に
は
、
孔
子
先
生
と
弟
子
た
ち

が
「
命
」
と
い
う
観
念
か
ら
「
死
」
の
問
題
を
語
っ
て
い
る
箇
所
が
多
く
あ
る
。
例
え
ば
孔
子
の
弟
子
の
子
夏
は
、「
死
生
に
は
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命
が
あ
り
、
富
貴
は
天
に
あ
る
」
と
言
っ
た8
。
こ
れ
は
、「
死
」
と
い
う
の
は
あ
ら
か
じ
め
運
命
で
決
め
ら
れ
て
い
る
も
の
な
の

だ
か
ら
恐
れ
る
必
要
は
全
く
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
よ
う
人
々
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
ま
た
伯
牛
が
悪
い
病
に
か
か
っ

た
時
に
は
、
孔
子
は
窓
か
ら
そ
の
手
を
執
り
、「
も
う
助
か
る
ま
い
、
命
で
あ
る
こ
と
よ
。
こ
の
人
に
し
て
こ
の
病
あ
り
。
こ
の

人
に
し
て
こ
の
病
あ
り
」
と
言
っ
た9
。「
死
」
を
「
命
」
と
見
な
す
の
は
、
あ
る
種
な
に
や
ら
よ
く
わ
か
ら
な
い
中
で
の
必
然
性

で
あ
り
、
こ
れ
は
儒
者
が
死
に
直
面
し
た
時
の
一
つ
の
独
特
な
「
認
」
の
態
度
で
あ
り
、
こ
の
「
認
」
に
よ
っ
て
死
の
到
来
を
認

め
、
肯
定
し
、
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。

『
史
記
』
に
は
ま
た
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
匡
の
人
は
ま
す
ま
す
厳
し
く
孔
子
を
拘
束
し
た
。
弟
子
た
ち
は
心
配
し
た
。
孔
子
は

言
っ
た
。『
文
王
は
既
に
没
し
た
が
、
文
王
の
遺
し
た
文
は
私
の
身
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
も
し
天
が
こ
の
文
を
滅

ぼ
そ
う
と
し
て
い
る
な
ら
ば
、
後
世
に
生
ま
れ
て
死
ぬ
私
が
そ
の
文
に
関
わ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
天
が
こ
の
文

を
滅
ぼ
そ
う
と
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
匡
の
人
が
何
を
で
き
る
だ
ろ
う
か
』11
」。
こ
こ
で
は
「
天
」
と
「
命
」
は
同
じ
よ
う
な
意
味

だ
が
、「
天
」
が
外
在
の
必
然
性
だ
け
を
重
視
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
命
」
は
主
に
人
が
受
け
た
「
天
」
の
必
然
性
、
す
な
わ

ち
必
ず
や
こ
う
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
人
生
の
実
存
状
態
を
指
し
て
い
る
。
孔
子
は
こ
の
よ
う
な
応
然
の
必
然
性
で
あ
る
「
命
」

を
堅
持
し
た
の
で
、
い
か
な
る
困
難
や
困
窮
の
さ
な
か
で
も
常
に
落
ち
着
い
て
泰
然
と
し
て
い
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
の
「
命
」
や

「
天
」
が
、
も
し
世
間
一
般
の
庶
民
が
考
え
る
よ
う
な
盲
目
的
で
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
必
然
性
に
成
り
下
が
っ
て
し
ま
っ
た

ら
、
人
々
は
波
に
漂
い
流
れ
に
身
を
任
せ
、
何
も
考
え
な
く
な
り
、
ひ
ど
い
場
合
に
は
、
形
に
と
ら
わ
れ
ず
自
由
気
ま
ま
に
振
る

舞
い
、
一
切
の
努
力
を
放
棄
し
て
、「
生
」
と
「
死
」
の
観
念
に
対
し
て
受
け
身
に
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
こ
の
よ
う
な
宿

命
論
は
、
儒
者
が
説
く
積
極
的
に
何
か
を
す
る
と
い
う
観
念
お
よ
び
行
為
と
は
合
わ
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
孔
孟
の
儒
か
ら
宋
明
の
諸
儒
に
至
る
ま
で
、
な
ぜ
死
生
観
に
お
い
て
「
死
生
に
は
命
が
あ
り
、
富
貴
は
天
に
あ
り
」
と
い

う
観
点
を
持
ち
な
が
ら
、
さ
ら
に
現
実
の
人
生
に
お
い
て
積
極
的
に
何
か
を
し
、
ま
た
必
ず
来
る
死
に
楽
観
的
に
向
か
い
合
う
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こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
鍵
は
儒
者
が
提
示
し
た
以
下
の
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
命
」
と
「
天
」
は

決
し
て
盲
目
的
な
必
然
性
で
は
な
く
、「
天
徳
」
と
「
天
理
」
を
内
包
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
が
人
の
性
や
人
の
徳
に
変
わ
る
時

に
、
生
涯
努
力
し
続
け
て
手
に
入
れ
そ
し
て
実
践
す
べ
き
仁
義
道
徳
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
儒
者
は
生

き
て
い
る
時
に
は
、
仁
を
修
め
義
を
行
う
こ
と
に
奮
起
努
力
で
き
、
富
貴
か
否
か
を
全
く
気
に
か
け
ず
に
す
む
。
こ
れ
を
「
天
に

あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
儒
者
は
ま
た
死
に
直
面
し
た
時
に
は
、
充
実
し
た
徳
性
を
備
え
、
現
世
の
道
徳
的
使
命
を
達
成
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
心
の
安
ら
ぎ
を
得
、
そ
し
て
生
死
や
寿
命
の
長
短
を
実
に
淡
々
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
。
こ
れ
を
「
命
が
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
孔
子
は
「
命
を
知
ら
な
け
れ
ば
君
子
で
は
な
い
」
と
言
っ
た

し11
、「
命
を
知
る
」
こ
と
を
、
道
徳
が
あ
り
自
己
修
養
す
る
も
の
に
と
っ
て
の
重
要
な
人
生
目
標
に
定
め
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か

ら
は
「
命
」
を
知
る
の
は
と
て
も
難
し
い
こ
と
が
わ
か
り
、
ゆ
え
に
彼
自
身
も
「
五
十
に
し
て
天
命
を
知
る
」
と
言
っ
た
の
で
あ

る12
。
こ
の
「
命
を
知
る
」
云
々
と
い
う
の
は
実
は
、
盲
目
的
客
観
的
な
必
然
性
を
、
人
の
知
性
の
働
き
に
よ
っ
て
応
然
の
必
然
に

転
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
主
体
と
合
わ
さ
っ
て
一
体
と
な
る
と
い
う
当
然
の
法
則
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
後
に
『
中
庸
』
は
こ

の
よ
う
な
努
力
を
概
括
し
て
「
天
の
命
の
こ
と
を
性
と
言
う
。
性
に
従
う
こ
と
を
道
と
言
う
。
道
を
修
め
る
こ
と
を
教
と
言
う
」

と
述
べ
た13
。「
天
命
」
と
人
の
心
性
と
は
も
と
も
と
一
致
し
て
お
り
、
人
々
が
性
に
従
っ
て
動
作
行
動
す
る
の
は
、
そ
の
実
「
天

命
」
を
遵
守
し
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

道
家
は
自
然
の
必
然
性
で
あ
る
「
命
」
を
唱
え
た
が
、
極
力
人
為
の
行
為
を
押
し
や
っ
て
、
い
か
な
る
主
体
性
を
も
排
除
し
た
。

儒
家
は
こ
れ
と
は
逆
に
、「
命
」
の
必
然
性
を
「
応
然
性
」
に
変
え
よ
う
と
懸
命
に
努
力
し
、
濃
厚
な
主
体
的
意
志
を
そ
れ
に
加

え
て
い
っ
た
。
孟
子
に
ま
で
発
展
す
る
と
、「
命
」
の
観
念
は
極
め
て
豊
富
に
な
っ
て
き
た
。
孟
子
は
「
人
力
で
し
よ
う
と
し
な

く
と
も
自
然
と
そ
う
な
る
の
が
天
で
あ
る
。
人
力
で
招
こ
う
と
し
な
く
と
も
自
然
と
そ
れ
に
至
る
の
が
命
で
あ
る
」
と
言
っ
た14
。

「
命
」
を
人
力
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
の
で
き
な
い
必
然
性
と
見
な
し
て
お
り
、
こ
れ
は
孔
子
先
生
の
見
方
と
一
致
す
る
。
た
だ
し
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孟
子
は
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、
人
に
内
在
す
る
「
性
」
と
外
在
す
る
「
命
」
を
緊
密
に
結
び
つ
け
て
お
り
、
こ
れ
は
儒
学
史
上
に

お
け
る
彼
の
重
大
な
貢
献
の
一
つ
で
あ
る
。「
口
が
お
い
し
い
も
の
を
欲
し
、
目
が
色
鮮
や
か
な
も
の
を
欲
し
、
耳
が
美
し
い
音

を
欲
し
、
鼻
が
良
い
匂
い
を
欲
し
、
四
肢
が
安
楽
を
欲
す
る
と
い
う
の
は
、
人
の
性
で
あ
る
。
し
か
し
命
と
い
う
も
の
が
あ
る
の

で
、
君
子
は
こ
れ
を
性
と
は
言
わ
な
い
の
で
あ
る
。
父
子
の
間
に
お
け
る
仁
、
君
臣
の
間
に
お
け
る
義
、
賓
客
と
主
人
の
間
に
お

け
る
礼
、
賢
者
に
お
け
る
知
、
天
道
に
お
け
る
聖
人
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
は
命
で
あ
る
。
し
か
し
性
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
、

君
子
は
こ
れ
を
命
と
は
言
わ
な
い
の
で
あ
る15
」。「
良
い
味
、
良
い
色
、
良
い
音
、
良
い
匂
い
」
は
み
な
、
人
の
生
理
的
本
能
に
よ

る
欲
求
で
あ
り
、
無
論
こ
れ
ら
は
人
の
「
性
」
な
の
で
あ
る
が
、
実
現
し
よ
う
と
し
て
も
、
主
観
的
な
欲
求
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
主
に
外
在
の
「
命
」
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
ゆ
え
に
「
性
」
で
は
あ
っ
て
も
君
子
は
「
性
と
は
言
わ
な
い
」
の

で
あ
る
。
一
方
で
、「
仁
、
義
、
礼
、
知
、
天
道
」
は
外
在
の
「
命
」
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
人
に
内
在
す
る
心
性
が
も

と
も
と
持
っ
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
人
々
が
実
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
達
成
で
き
る
も
の
な
の
で
、
外
在
の
「
命
」
の
制

限
を
一
切
受
け
な
い
。
ゆ
え
に
「
命
」
で
あ
っ
て
も
君
子
は
「
命
と
は
言
わ
な
い
」
の
で
あ
る
。
孟
子
は
こ
こ
で
、
現
世
に
お
け

る
人
倫
道
徳
の
基
準
は
「
命
」
で
も
あ
り
ま
た
「
性
」
で
も
あ
る
の
で
、
人
々
が
こ
れ
を
遵
守
し
実
践
す
れ
ば
「
天
の
命
」
に
適

う
う
え
に
、「
人
の
性
」
の
現
れ
に
も
な
る
と
特
に
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
「
命
」
と
「
性
」
が
一
体
と
な
っ
た
観
念
は
、
ち
ょ

う
ど
「
命
」
の
自
然
的
必
然
性
を
当
然
的
必
然
性
に
置
き
換
え
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
現
実
の
生
活
に
お
い
て
、
応
然
性
の
当
然
の
法
則
か
ら
自
然
性
の
必
然
の
法
則
を
体
認
す
る
の
は
や
は
り
難
し
く
、
両

者
の
間
に
は
な
お
大
き
な
差
異
が
あ
る
。
こ
の
た
め
に
孟
子
は
「
命
を
待
つ
」
と
い
う
問
題
を
提
起
し
た
。「
尭
や
舜
は
性
の
ま

ま
行
動
し
た
。
湯
や
武
は
性
に
立
ち
返
っ
て
行
動
し
た
。
動
作
容
儀
や
起
居
進
退
が
礼
に
適
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
盛
徳
の
極

致
で
あ
る
。
死
に
立
ち
会
っ
て
泣
い
て
悲
し
む
の
は
、
生
き
て
い
る
者
の
た
め
で
は
な
い
。
常
に
徳
を
持
っ
て
邪
な
気
持
ち
を
持

た
な
い
の
は
、
俸
禄
を
求
め
る
た
め
で
は
な
い
。
そ
の
言
葉
が
必
ず
真
実
で
あ
る
の
は
、
行
い
を
正
す
た
め
で
は
な
い
。
君
子
は
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法
を
行
っ
て
、
命
を
待
つ
の
み
な
の
で
あ
る16
」。
い
わ
ゆ
る
「
君
子
は
法
を
行
う
」
と
は
、
人
々
が
や
る
べ
き
こ
と
を
や
り
、
な

す
べ
き
こ
と
を
な
し
て
、
現
実
の
人
生
に
お
け
る
事
柄
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
運
命
の
按
配
に
任
せ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

「
命
を
待
つ
」
と
い
う
の
に
は
二
種
類
の
状
態
が
あ
る
と
言
え
る
。
一
つ
は
、
自
覚
な
く
た
だ
生
死
は
必
然
で
あ
る
と
意
識
す

る
が
ゆ
え
に
、
受
動
的
に
時
間
の
流
れ
を
待
ち
、
人
生
の
終
局
が
到
来
す
る
の
を
「
待
ち
」、
な
ん
ら
心
を
働
か
せ
る
こ
と
の
な

い
状
態
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
宇
宙
は
流
れ
行
く
と
い
う
真
理
を
自
覚
し
、
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
お
よ
び
必
ず
な
す
べ

き
こ
と
を
は
っ
き
り
理
解
す
る
が
ゆ
え
に
、
世
の
中
で
懸
命
に
努
力
す
る
こ
と
が
で
き
、
人
生
の
終
局
が
い
つ
ど
こ
で
訪
れ
る
か

を
気
に
せ
ず
に
い
ら
れ
る
状
態
で
あ
る
。
孟
子
は
当
然
、
後
者
の
「
命
を
待
つ
」
を
提
唱
し
た
の
で
あ
る
。

ゆ
え
に
「
命
を
待
つ
」
と
同
時
に
「
命
を
立
て
る
」
と
い
う
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。「
そ
の
心
を
尽
く
せ
ば
そ
の
命
を

知
る
。
そ
の
性
を
知
れ
ば
天
を
知
る
。
そ
の
心
を
保
ち
、
そ
の
性
を
養
う
の
が
、
す
な
わ
ち
天
に
仕
え
る
方
法
で
あ
る
。
寿
命
の

長
短
に
つ
い
て
疑
わ
ず
、
身
を
修
め
て
待
つ
の
が
、
命
を
立
て
る
方
法
で
あ
る11
」。
こ
れ
は
人
生
の
内
面
的
修
養
か
ら
生
死
に
対

す
る
態
度
を
確
立
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
天
命
」
や
「
天
理
」
を
掌
中
に
握
る
こ
と
で
、「
生
」
き
て
い
る
時
に
は
仁
義
道
徳

の
修
養
と
実
践
に
絶
え
ず
努
力
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
た
と
え
「
夭
折
」
で
あ
っ
て
も
怨
む
こ
と
も
悔
い
る
こ
と
も
な
い
。
こ
れ
が

「
疑
わ
ず
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
言
え
ば
、「
夭
折
」
と
い
う
の
は
世
の
人
に
と
っ
て
最
も
悲
痛
な
こ
と
で
あ
り
、
人
々

は
極
力
こ
れ
を
遠
避
け
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
儒
者
た
ち
は
「
天
道
」
と
「
人
道
」
を
つ
な
ぎ
、
ま
た
現
世
で
「
人
道
」
を
推
し

進
め
る
こ
と
を
己
の
大
任
と
し
た
の
で
、
も
し
生
き
て
い
る
時
に
人
倫
道
徳
に
専
念
で
き
れ
ば
、
長
寿
だ
ろ
う
と
夭
折
だ
ろ
う
と
、

ど
ち
ら
で
あ
っ
て
も
気
に
し
な
い
。
こ
れ
を
「
命
を
立
て
る
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
朱
熹
は
解
釈
し
て
言
っ
た
、「『
寿
命
の
長
短

に
つ
い
て
疑
わ
な
い
』
と
い
う
の
は
天
を
疑
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
一
日
死
な
な
け
れ
ば
、
一
日
ま
っ
と
う
に
生
き

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
百
年
死
な
な
け
れ
ば
、
百
年
ま
っ
と
う
に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
『
命
を
立
て
る
』
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。『
寿
命
の
長
短
に
つ
い
て
疑
わ
な
い
』
と
い
う
の
は
、
性
を
知
り
、
天
を
知
る
力
で
あ
り
、『
身
を
修
め
て
待
つ
』
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と
い
う
の
は
、
心
を
保
ち
性
を
養
う
た
め
の
努
力
で
あ
る18
」。
つ
ま
り
、
世
間
に
広
く
流
行
し
て
い
た
「
宿
命
」
と
い
う
も
の
が
、

儒
家
の
唱
導
す
る
「
天
命
」
へ
と
発
展
し
た
と
い
う
の
は
、
実
は
「
天
」
が
内
包
し
て
い
る
、
万
物
は
流
れ
流
れ
て
発
展
す
る
と

い
う
秩
序
を
、
現
世
の
人
倫
道
徳
の
基
準
へ
と
転
化
さ
せ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
外
在
す
る
客
体

と
し
て
の
「
天
」
と
主
体
で
あ
る
「
人
」
は
通
じ
て
一
つ
と
な
り
、
人
々
は
外
在
す
る
「
天
の
命
」
か
ら
、
人
倫
道
徳
を
実
践
す

る
確
実
さ
を
得
、
ま
た
死
に
直
面
し
た
時
の
平
然
た
る
態
度
を
得
た
の
で
あ
る
。

「
命
を
待
つ
」
と
「
命
を
立
て
る
」
以
外
に
孟
子
は
「
正
し
い
命
」
と
「
正
し
く
な
い
命
」
の
問
題
も
提
起
し
た
。「
人
の
寿
命

は
命
で
な
い
も
の
は
な
く
、
そ
の
正
し
い
命
を
従
順
に
受
け
る
。
ゆ
え
に
命
を
知
る
者
は
崩
れ
る
恐
れ
の
あ
る
岩
壁
の
下
に
は
立

た
な
い
。
そ
の
道
を
尽
く
し
て
死
ん
だ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
正
し
い
命
で
あ
る
。
枷
を
は
め
ら
れ
て
死
ん
だ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
正
し

い
命
で
は
な
い19
」。「
命
」
は
「
天
」
が
命
じ
た
必
然
性
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
君
子
た
ち
は
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
危
険
な
岩
壁
」

の
下
に
立
っ
て
「
命
」
に
甘
ん
じ
て
は
い
け
な
い
。
必
然
性
の
中
で
も
や
は
り
理
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
つ
ま
り

必
然
性
の
命
の
中
で
も
や
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
人
道
を
尽
く
し
仁
義
を
尽
く
し
て
死
ん
だ
な
ら
ば
正
し
い
命
と
な
り
、
規

範
に
従
わ
ず
枷
を
は
め
ら
れ
て
死
ん
だ
な
ら
ば
正
し
い
命
と
は
な
ら
な
い
。
朱
子
は
孟
子
の
思
想
を
解
釈
し
て
「
門
を
出
れ
ば
吉

凶
や
禍
福
が
わ
か
ら
な
い
が
、
た
だ
正
と
不
正
だ
け
は
あ
る
。
自
ら
は
た
だ
そ
の
正
し
い
も
の
を
従
順
に
受
け
入
れ
、
自
ら
の
行

為
に
過
ち
が
な
く
、
そ
う
や
っ
て
死
ね
ば
、
そ
れ
は
正
し
い
命
で
あ
る
。
も
し
今
に
も
崩
れ
そ
う
な
塀
の
下
に
立
っ
た
り
、
罪
を

犯
し
て
枷
を
着
け
ら
れ
て
死
ん
だ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
正
し
い
命
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
比
干
が
心
臓
を
裂
か
れ
た
の
も
、
正
し
い

命
と
言
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
述
べ
た21
。
朱
子
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
正
し
い
命
」
は
す
で
に
完
全
な
自
然
の
必

然
性
で
は
な
く
、
俗
世
に
お
け
る
倫
理
道
徳
の
応
然
性
と
な
っ
て
い
る
。
当
然
な
が
ら
、
儒
者
た
ち
の
目
か
ら
す
る
と
、
俗
世

に
お
け
る
倫
理
の
応
然
性
も
や
は
り
自
然
の
必
然
性
で
あ
っ
た
。
し
か
し
孔
孟
の
観
念
に
つ
い
て
言
え
ば
、「
命
」
と
は
ま
さ
に

「
天
」
の
自
然
の
必
然
性
と
「
人
」
の
理
性
の
応
然
性
を
、
様
々
な
観
点
か
ら
総
合
し
て
捉
え
直
し
た
一
つ
の
概
念
な
の
で
あ
る
。
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こ
の
応
然
の
必
然
性
と
し
て
の
「
命
」
の
観
念
は
、
儒
家
に
よ
る
生
死
本
体
論
の
雛
形
を
構
成
し
た
。
そ
の
儒
家
に
よ
る
生
死
本

体
論
の
う
ち
、
比
較
的
成
熟
し
た
も
の
は
『
易
大
伝
』
か
ら
宋
代
の
儒
者
に
至
っ
て
よ
う
や
く
完
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

『
周
易
』
繋
辞
上
に
は
「『
易
』
は
天
地
に
準
じ
て
作
ら
れ
て
お
り
、
ゆ
え
に
天
地
の
道
を
全
て
ま
と
め
て
条
理
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
上
を
向
い
て
は
天
文
を
観
察
し
、
下
を
向
い
て
は
地
理
を
観
察
す
る
。
ゆ
え
に
幽
と
明
の
こ
と
を
知
る
。
物
事
の
始

め
を
尋
ね
終
わ
り
を
求
め
る
。
ゆ
え
に
死
と
生
に
つ
い
て
知
る
。
精
気
は
物
と
な
り
、
游
魂
が
変
異
す
る
。
ゆ
え
に
鬼
神
の
実
情

を
知
る21
」
と
あ
る
。「
物
事
の
始
め
を
尋
ね
終
わ
り
を
求
め
る
」
に
は
、
具
体
的
な
生
き
る
と
い
う
境
地
を
抜
け
出
て
い
き
、
天

地
の
始
ま
り
や
万
物
の
根
源
か
ら
生
死
の
本
質
を
理
解
し
、
本
体
の
道
に
合
致
す
る
精
神
か
ら
「
人
道
」
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
「
天
を
楽
し
み
命
を
知
れ
ば
、
心
配
す
る
こ
と
が
な
い
。
地
に
安
ん
じ
て
仁
を
厚
く
す
れ
ば
、
愛
す
る
こ

と
が
で
き
る
。」
と
い
う
状
態
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
万
物
に
は
「
始
ま
り
」
が
あ
り
必
ず
「
終
わ
り
」
が
あ
る
。
人
に

は
「
生
」
が
あ
り
必
ず
「
死
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
変
わ
る
こ
と
の
な
い
天
地
の
道
理
で
あ
り
、
こ
の
「
命
」
に
安
ん
ず
れ
ば
、
心

配
す
る
こ
と
も
な
く
な
る
し
、
一
層
、
生
前
の
道
徳
修
養
と
実
践
に
専
念
で
き
る
よ
う
に
な
る
。『
易
』
に
見
ら
れ
る
こ
の
理
の

奥
深
さ
を
理
解
す
る
鍵
は
以
下
の
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
人
々
は
万
殊
（
万
事
万
物
）
の
中
か
ら
「
物
事
の
始
め
を
尋
ね
終
わ

り
を
求
め
」
て
行
き
、
本
体
を
体
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
自
己
を
個
と
し
て
い
く
生
き
方
か
ら
脱
し
、

生
命
の
根
本
で
あ
る
基
点
に
立
っ
て
「
生
死
」
の
問
題
を
考
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
儒
家
に
よ
る
「
物
事
の
始

め
を
尋
ね
終
わ
り
を
求
め
る
」
死
生
観
の
真
意
が
あ
り
、
儒
家
に
よ
る
生
死
の
知
恵
の
核
心
的
な
内
容
を
構
成
し
て
い
る
。

一
般
の
人
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
う
な
る
理
由
も
わ
か
ら
ず
に
そ
う
な
る
「
命
」
は
一
種
の
宿
命
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て

は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
た
だ
お
と
な
し
く
受
け
入
れ
る
し
か
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
修
養
を
行
い
一
定
の
境
地
に
到
達

し
た
人
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
う
な
る
理
由
の
わ
か
ら
な
い
命
を
、
そ
う
な
る
理
由
の
わ
か
る
「
命
」
に
変
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
が
倫
理
道
徳
の
基
準
を
内
包
し
た
仁
義
礼
智
の
「
命
」
な
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
人
の
生
死
と
は
す
な
わ
ち
「
乾
坤
」
で
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あ
り
、「
陰
陽
」
で
あ
り
、「
動
静
」
で
あ
り
、「
太
極
」
で
あ
り
、「
無
極
」
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
の
は
、
人
の
生
死
は
最

終
的
に
全
て
形
而
上
の
本
体
に
帰
す
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
を
知
れ
ば
生
死
を
知
る
こ
と
に
な
り
、
生
死
の
理
を
知
れ
ば
「
生
と
は

い
か
に
あ
る
べ
き
か
」、「
死
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
」
が
わ
か
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
儒
家
に
よ
る
生
死
の
哲
学

を
形
成
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
生
涯
か
け
て
何
を
追
求
す
る
か
を
計
画
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
ま
た
「
天
を
楽
し
み
命

を
知
る
」
と
い
う
生
死
に
対
す
る
態
度
を
形
成
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
儒
者
の
劉
宗
周
は
「
無
極
か
ら
万
物
へ
と
説
い

て
い
く
の
が
、
天
地
の
始
ま
り
と
終
わ
り
で
あ
る
。
万
事
か
ら
逆
に
無
極
へ
と
か
え
っ
て
い
く
の
が
、
聖
人
の
終
わ
り
か
ら
始
ま

り
で
あ
る
。
始
ま
り
と
終
わ
り
の
説
と
は
す
な
わ
ち
生
と
死
の
説
で
あ
り
、
天
地
の
始
ま
り
は
混
沌
と
し
て
お
り
、
人
の
生
死
は

こ
れ
に
は
関
わ
ら
な
い
。
こ
れ
を
理
解
す
る
者
は
と
も
に
道
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
静
を
主
に
す
る
こ
と
の
要
で
あ
り
、

知
に
到
る
こ
と
の
急
で
あ
る
」
と
言
っ
た22
。
い
わ
ゆ
る
「
人
の
生
死
は
こ
れ
に
は
関
わ
ら
な
い
」
と
い
う
の
は
、
人
々
が
「
始
め

と
終
わ
り
」
と
は
「
生
と
死
」
で
あ
る
と
い
う
道
理
を
理
解
す
れ
ば
、
死
に
直
面
し
た
人
々
で
も
心
を
安
ら
か
に
で
き
る
、
と
い

う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

実
際
に
、
儒
者
た
ち
が
も
し
生
前
に
本
当
に
全
力
を
尽
く
し
て
仁
義
道
徳
を
行
い
、
天
下
の
人
民
の
た
め
に
全
て
の
体
力
と
知

恵
を
使
い
果
た
し
の
で
あ
れ
ば
、
ま
さ
に
死
に
臨
ん
で
、
彼
ら
は
「
死
」
の
「
命
」
に
安
ん
ず
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
は
「
死
」

は
自
分
に
と
っ
て
最
高
の
休
息
で
あ
る
と
さ
え
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
臨
終
前
に
憂
慮
、
恐
怖
、

苦
痛
を
感
じ
た
り
な
ど
し
よ
う
か
。

大
賢
人
で
あ
る
荀
子
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　

子
貢
が
孔
子
に
尋
ね
て
言
っ
た
。「
私
は
学
問
に
疲
れ
た
の
で
、
君
主
に
仕
え
て
休
み
た
い
と
思
い
ま
す
」。
孔
子
は
言
っ

た
。「『
詩
経
』
に
『
温
雅
恭
虔
に
朝
夕
を
過
ご
し
、
政
治
を
行
う
に
は
慎
重
に
行
う
』
と
あ
る
。
君
主
に
仕
え
る
こ
と
は
難
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し
い
こ
と
で
あ
り
、
君
主
に
仕
え
て
ど
う
し
て
休
む
こ
と
が
で
き
よ
う
か
」。
子
貢
は
「
そ
れ
な
ら
ば
私
は
親
に
仕
え
て
休

み
た
い
と
思
い
ま
す
」
と
言
っ
た
。
孔
子
は
言
っ
た
。「『
詩
経
』
に
『
孝
行
息
子
は
努
力
を
惜
し
ま
ず
、
末
永
く
幸
せ
を
得

ら
れ
る
』
と
あ
る
。
親
に
仕
え
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
あ
り
、
親
に
仕
え
て
ど
う
し
て
休
む
こ
と
が
で
き
よ
う
か
」。
子

貢
は
「
そ
れ
な
ら
ば
妻
子
と
過
ご
し
て
休
み
た
い
と
思
い
ま
す
」
と
言
っ
た
。
孔
子
は
言
っ
た
。「『
詩
経
』
に
『
正
妻
に
模

範
を
示
し
、
そ
れ
を
兄
弟
に
ま
で
及
ぼ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
家
と
国
を
う
ま
く
治
め
る
』
と
あ
る
。
妻
子
と
過
ご
す
の
は

難
し
い
こ
と
で
あ
り
、
妻
子
と
過
ご
し
て
ど
う
し
て
休
む
こ
と
が
で
き
よ
う
か
」。
子
貢
は
「
そ
れ
な
ら
ば
友
人
と
過
ご
し

て
休
み
た
い
と
思
い
ま
す
」
と
言
っ
た
。
孔
子
は
言
っ
た
。「『
詩
経
』
に
『
友
人
は
助
け
る
も
の
、
助
け
る
に
は
威
儀
を
正

す
』
と
あ
る
。
友
人
と
過
ご
す
の
は
難
し
い
こ
と
で
あ
り
、
友
人
と
過
ご
し
て
ど
う
し
て
休
む
こ
と
が
で
き
よ
う
か
」。
子

貢
は
「
そ
れ
な
ら
ば
畑
を
耕
し
て
休
み
た
い
と
思
い
ま
す
」
と
言
っ
た
。
孔
子
は
言
っ
た
。「『
詩
経
』
に
『
昼
に
は
行
っ
て

茅
を
刈
れ
、
夜
に
は
縄
を
な
え
、
速
く
屋
根
に
乗
っ
て
修
理
を
し
ろ
、
も
う
種
蒔
き
が
始
ま
る
』
と
あ
る
。
畑
を
耕
す
の
は

難
し
い
こ
と
で
あ
り
、
畑
を
耕
し
て
ど
う
し
て
休
む
こ
と
が
で
き
よ
う
か
」。
子
貢
は
「
そ
れ
で
は
私
に
は
休
む
と
こ
ろ
が

な
い
の
で
し
ょ
う
か
」
と
言
っ
た
。
孔
子
は
言
っ
た
。「
墓
場
の
丘
を
見
れ
ば
、
高
く
、
こ
ん
も
り
と
し
て
、
釜
を
ふ
せ
た

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
れ
ば
休
む
べ
き
場
所
だ
と
わ
か
る
だ
ろ
う
」。
子
貢
は
言
っ
た
。「
偉
大
で
あ
る
よ
、
死
と

は
。
君
子
も
そ
こ
で
休
む
し
、
小
人
も
そ
こ
で
休
む
」23
。

こ
こ
で
は
生
死
の
境
地
に
つ
い
て
二
種
類
に
分
け
て
い
る
。
一
つ
目
は
「
小
人
」
で
あ
り
、
彼
ら
は
生
前
せ
っ
せ
と
利
を
求
め
、

何
で
も
や
り
、
何
も
気
に
か
け
な
い
。
そ
う
な
る
と
「
死
」
と
い
う
の
は
、
彼
ら
の
生
命
が
全
て
失
わ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ

れ
が
「
休
む
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
二
つ
目
は
「
君
子
」
で
あ
り
、
彼
ら
は
生
涯
ず
っ
と
道
徳
の
修
養
と
精
神
的
境
地
の

育
成
に
専
念
し
て
お
り
、
崇
高
な
理
念
と
整
然
と
し
た
現
実
の
行
為
を
目
標
と
す
る
の
で
、
生
涯
ず
っ
と
怠
っ
た
り
息
を
つ
い
た
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り
す
る
時
間
と
場
所
が
な
い
の
で
あ
る
。
学
び
、
政
治
に
携
わ
り
、
父
母
に
仕
え
る
時
は
も
ち
ろ
ん
、
家
庭
の
こ
と
を
行
い
、
友

人
と
交
わ
り
を
結
び
、
ひ
い
て
は
農
作
業
を
行
う
時
で
あ
ろ
う
と
も
、
い
つ
も
必
ず
全
力
で
立
ち
向
か
い
勤
勉
に
努
力
す
る
。
こ

の
よ
う
に
す
れ
ば
、
道
徳
と
人
格
の
精
神
的
な
崇
高
さ
に
よ
っ
て
後
世
に
顕
彰
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
、「
死
」
と
い
う
の
は

彼
ら
に
と
っ
て
生
命
の
全
て
が
消
失
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
が
「
休
む
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
休

む
」
と
い
う
の
は
さ
ら
に
深
い
意
味
を
内
包
し
て
い
る
。「
君
子
」
た
ち
は
内
在
的
な
道
徳
的
良
心
の
呼
び
か
け
を
受
け
、
そ
れ

を
厳
格
な
規
範
に
従
っ
た
生
活
と
社
会
的
行
為
と
し
て
表
す
の
で
、
そ
の
生
涯
を
終
え
る
ま
で
自
由
気
ま
ま
に
振
る
舞
っ
た
り
、

休
息
し
た
り
す
る
時
間
な
ど
有
り
得
な
い
。
た
だ
こ
う
す
る
こ
と
で
の
み
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
辛
い
こ
と
を
し
て
疲
れ
果
て
た
後

に
の
み
、「
君
子
た
ち
」
は
よ
う
や
く
「
死
」
が
最
高
の
人
生
の
休
息
で
あ
る
と
思
え
る
よ
う
に
な
り
、
従
っ
て
永
遠
な
る
幸
福

の
故
郷
と
し
て
の
巨
大
な
価
値
が
存
在
す
る
場
所
と
し
て
、「
死
」
を
享
受
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

道
家
と
儒
家
は
ど
ち
ら
も
「
死
を
以
て
休
息
と
す
る
」
と
い
う
観
念
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
の
性
質
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。

道
家
の
観
点
は
、
人
々
が
生
き
る
過
程
で
厳
格
に
「
自
然
無
為
」
の
基
準
に
則
っ
て
事
を
行
う
こ
と
で
、
よ
う
や
く
「
死
の
休

息
」
へ
と
進
む
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
儒
家
は
逆
に
、
生
き
る
中
で
た
ゆ
ま
ず
懸
命
に
道
徳
の
修
養
と

実
践
を
進
め
、
最
後
に
な
っ
て
よ
う
や
く
「
死
の
休
息
」
と
い
う
安
ら
ぎ
の
境
地
へ
と
到
達
す
る
よ
う
、
人
々
に
要
求
す
る
の
で

あ
る
。

二
．
儒
家
に
よ
る
生
死
の
知
恵
に
つ
い
て
の
現
代
的
沈
思

も
し
比
較
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
道
家
と
儒
家
に
よ
る
生
死
に
関
す
る
「
認
」
と
「
命
」
の
知
恵
、
そ
の
基
本
内
容
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
個
と
し
て
の
自
己
の
生
死
の
必
然
性
を
体
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
「
認
」
で
あ
る
。
し
か
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し
こ
れ
だ
け
で
は
全
く
十
分
で
は
な
く
、
生
死
に
つ
い
て
の
高
度
に
平
然
た
る
態
度
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
個
と
し

て
の
自
己
の
生
命
の
枠
を
超
え
て
、
万
物
の
存
滅
と
宇
宙
の
根
本
で
あ
る
基
点
に
立
っ
て
、
人
の
生
死
を
見
つ
め
直
す
必
要
が
あ

る
。
こ
う
し
て
「
認
」
か
ら
「
命
」
の
境
地
へ
と
進
ん
で
行
き
、
人
々
は
「
之
に
安
ん
ず
る
こ
と
命
の
ご
と
し
」
あ
る
い
は
「
天

を
楽
し
み
命
を
知
る
」
と
い
う
達
観
し
た
平
然
た
る
態
度
を
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
細
か
く
分
け
れ
ば
、
儒
家
と
道
家
の

生
死
の
知
恵
に
は
二
種
類
の
異
な
っ
た
モ
デ
ル
が
あ
る
。
あ
る
人
が
、
訪
れ
よ
う
と
し
て
い
る
「
死
」
に
面
し
て
そ
れ
を
「
認
」

め
な
い
時
に
は
、
道
家
に
よ
る
生
死
の
知
恵
は
彼
（
彼
女
）
に
こ
う
告
げ
る
。
生
死
と
は
人
の
必
然
性
の
「
命
」
で
あ
り
、
こ
れ

は
ま
た
自
然
性
の
「
道
」
に
由
来
し
て
い
る
。
認
知
か
ら
か
本
体
か
ら
か
を
問
わ
ず
、
誰
し
も
こ
れ
を
「
認
」
め
て
、
生
死
に
つ

い
て
の
安
ら
か
な
心
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
「
懸
解
」
と
か
「
之
に
安
ん
ず
る
こ
と
命
の
ご
と
し
」
と
呼
ぶ
と
。
し

か
し
同
様
に
「
死
を
認
め
」
な
い
で
と
て
も
苦
し
ん
で
い
る
人
に
対
し
て
、
儒
者
は
こ
う
告
げ
る
。
生
死
と
は
人
々
の
必
然
性
の

「
命
」
で
あ
り
、
こ
の
「
命
」
は
応
然
性
の
自
然
に
由
来
し
て
い
る
。
理
論
か
ら
も
根
本
か
ら
も
ど
う
し
て
「
認
め
」
な
い
で
い

ら
れ
よ
う
か
と
。
す
る
と
人
々
は
心
の
荷
を
下
ろ
し
て
、
生
き
て
は
従
順
、
死
ん
で
は
安
寧
と
な
り
、「
天
を
楽
し
み
命
を
知
る
」

の
で
あ
る
。
ま
た
儒
家
と
道
家
の
い
ず
れ
も
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
楽
観
し
て
物
事
に
こ
だ
わ
ら
ず
心
の
ま
ま
流
れ
に
任
せ
る
と

い
う
生
死
に
対
す
る
態
度
は
無
論
重
要
で
あ
る
が
、
生
死
の
問
題
に
つ
い
て
、
も
し
「
死
ん
で
も
亡
び
な
い
」
と
か
「
不
朽
で
あ

る
」
と
い
っ
た
知
恵
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
は
直
接
に
生
死
に
つ
い
て
の
最
高
の
境
地
に
達
す
る
。
こ
れ
に
は

「
小
我
」
と
し
て
の
生
命
は
有
限
で
亡
び
る
可
能
性
の
あ
る
生
命
だ
が
、「
大
我
」
と
し
て
の
生
命
は
無
限
で
永
遠
の
生
命
で
あ
る
、

と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。
し
か
し
、
儒
家
は
自
然
と
相
通
ず
る
応
然
性
の
倫
理
で
あ
る
「
理
」
か

ら
「
大
我
」
に
よ
る
不
朽
の
存
在
を
獲
得
す
る
の
に
対
し
、
道
家
は
自
然
無
為
の
「
道
」
か
ら
「
大
我
」
に
よ
る
永
遠
の
存
在
を

探
し
当
て
る
。
両
者
は
異
な
る
道
か
ら
同
じ
結
論
に
達
し
て
お
り
、
ど
ち
ら
も
精
神
あ
る
い
は
本
源
に
お
け
る
生
命
の
「
不
朽
」

を
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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現
代
社
会
と
現
代
人
の
生
死
に
関
す
る
問
題
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
、
仔
細
に
儒
家
に
よ
る
生
死
の
知
恵
を
探
求
す
る
と
、
以

下
の
い
く
つ
か
の
認
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
は
、
儒
家
に
よ
る
生
死
の
知
恵
に
関
す
る
特
徴
は
何
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
道
家
と
は
全
く
異
な
り
、
儒
家
に
よ
る
死

亡
観
は
人
生
観
の
基
礎
の
上
に
構
築
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
は
「
生
か
ら
死
を
見
る
」
方
法
と
言
う
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
は
生
死

を
応
然
の
必
然
性
と
見
な
す
知
恵
な
の
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
は
、
人
の
生
死
の
実
存
状
況
を
、
人
生
に
お
い
て
道
徳
的
価
値
を
追

求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
統
御
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
朱
子
は
「
命
に
は
二
種
類
あ
る
。
一
つ
は
貧
富
、
貴
賎
、
死
生
、
寿

命
の
長
短
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
清
濁
、
偏
正
、
智
愚
、
賢
不
肖
で
あ
る
。
一
つ
は
気
に
属
し
、
一
つ
は
理
に
属
す
る
」
と
言
っ

た24
。
朱
子
の
意
図
は
、
気
に
属
す
る
「
命
」
は
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
理
に
属
す
る
「
命
」
は
人
々
の
努
力
に
よ
っ
て
変

え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
人
々
は
観
念
上
、
ま
ず
最
高
の
道
徳
的
価
値
基
準
を
確
立
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
人
生
に
お
い
て
い
つ
い
か
な
る
状
況
で
も
常
に
こ
れ
を
究
極
的
に
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、「
生
」
か
「
死
」
か
、「
富
」
か
「
貧
」
か
、「
貴
」
か
「
賎
」
か
等
々
に
つ
い
て
は
、
ど
れ
も
気
に
す
る
必
要
の
な

い―

「
変
え
」
ら
れ
な
い
か
ら
、「
志
」
を
揺
り
動
か
す
こ
と
も
で
き
な
い―

事
と
な
っ
た
。
曾
子
は
「
士
は
意
志
が
強
く

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
任
務
は
重
く
道
は
ま
だ
ま
だ
遠
い
。
仁
を
自
分
の
任
務
と
な
す
、
な
ん
と
大
変
な
こ
と
か
。
死
ん
で
よ
う
や

く
そ
れ
は
終
わ
る
、
な
ん
と
遠
い
こ
と
か
」
と
言
っ
た25
。
儒
者
た
ち
は
仁
義
の
実
現
を
生
涯
追
求
す
べ
き
目
標
と
し
、
生
命
の
終

着
点
に
至
っ
て
よ
う
や
く
そ
れ
を
や
め
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
現
実
の
人
が
も
し
死
に
対
す
る
恐
怖
や
不
安
を
解
消
し
た
け
れ
ば
、

儒
家
に
よ
る
生
死
の
価
値
論
か
ら
い
く
ら
か
の
知
恵
を
汲
み
取
っ
て
、
人
生
の
過
程
の
中
で
な
ん
ら
か
の
価
値
を
構
築
し
、
生
死

を
超
越
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
々
が
「
生
」
き
て
い
る
時
に
こ
の
よ
う
な
価
値
を
堅
持
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
死
神
に
直

面
し
た
時
に
も
「
心
の
安
ら
ぎ
」
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
心
の
安
ら
ぎ
」
の
基
礎
は
「
理
と
し
て
得
る
」
こ
と
に
あ
る
。

ま
さ
に
宋
代
の
儒
者
陸
象
山
先
生
が
言
う
よ
う
に
「
生
よ
り
も
ず
っ
と
欲
し
い
も
の
で
あ
り
、
死
よ
り
も
ず
っ
と
憎
い
も
の
で
あ
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る
。
死
と
生
は
大
い
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
代
わ
り
に
は
な
ら
な
い
。
ま
し
て
や
富
貴
は
言
う
ま
で
も
な
い
」
の

で
あ
る26
。

第
二
は
、
生
死
本
体
論
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。
道
家
の
死
生
観
に
お
け
る
自
然
の
必
然
性
の
知
恵
と
儒
家
の
死
生
観
に
お

け
る
応
然
の
必
然
性
の
知
恵
と
は
、
ど
ち
ら
も
死
に
対
す
る
「
認
」
の
境
地
を
得
さ
せ
、
臨
終
前
の
平
然
た
る
態
度
と
心
の
安
ら

ぎ
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
死
に
対
す
る
「
認
」
か
ら
死
に
対
す
る
「
命
」
の
体
認
と
い
う
段
階
へ
行
く
た
め
に
は
、

や
は
り
生
死
本
体
論
を
構
築
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
死
を
超
越
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
国
の
道
家
に
よ
れ
ば
、
本
体
の
「
道
」

と
い
う
観
念
を
抱
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
が
「
万
物
の
根
」、「
万
化
の
本
」
で
あ
り
、
人
の
「
生
」
は
こ
の
世
で
一
度
き

り
の
「
道
」
に
よ
っ
て
「
与
え
ら
れ
た
形
」
に
過
ぎ
ず
、
ま
た
人
の
「
死
」
と
い
う
の
も
た
だ
「
道
」
に
回
帰
す
る
に
過
ぎ
な

い
の
で
、
ど
う
し
て
こ
れ
を
悲
し
む
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
ど
う
し
て
悲
し
む
こ
と
が
で
き
よ
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
生
死
を
超
越
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
中
国
の
道
教
は
「
内
丹
」
の
修
練
と
「
外
丹
」
の
服
用

を
通
じ
て
、
不
老
長
寿
と
肉
体
を
仙
人
に
変
え
る
こ
と
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
死
を
超
越
す
る
た
め
の
方
法
は
「
不
死
」

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
千
年
来
そ
の
実
証
は
得
ら
れ
て
お
ら
ず
、
逆
に
史
料
に
は
金
丹
を
飲
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
命
を
落
と

し
た
者
が
多
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。
仏
教
は
、
人
の
「
生
」
や
「
身
」
は
永
久
に
続
く
も
の
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
一
心
に
仏
に

向
か
い
一
心
に
念
仏
を
唱
え
さ
え
す
れ
ば
、「
涅
槃
」
に
よ
っ
て
来
世
で
の
永
遠
の
生
を
得
ら
れ
る
と
指
摘
し
た
。
そ
の
死
を
超

越
す
る
道
筋
は
「
来
世
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
論
法
は
事
実
と
も
偽
り
と
も
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
儒
家
は

生
死
超
越
論
に
お
い
て
、
道
家
の
観
念
に
賛
同
し
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
仏
教
と
道
教
の
観
点
に
も
反
対
し
、
精
神
的
生
命
と

道
徳
的
生
命
を
通
し
て
不
朽
に
到
達
す
る
こ
と
で
死
を
超
越
す
る
、
と
い
う
道
を
切
り
開
い
た
の
で
あ
る
。

第
三
は
、
儒
家
に
よ
る
生
死
を
超
越
す
る
道
筋
と
方
法
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。
儒
者
の
学
説
に
よ
れ
ば
、
人
に
は
物
理
的

生
命
が
あ
り
、
ま
た
精
神
的
生
命
が
あ
る
。
後
者
か
ら
は
さ
ら
に
道
徳
的
生
命
を
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
は
す
な
わ
ち
人
々
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が
俗
世
に
あ
っ
て
人
倫
道
徳
を
認
識
し
、
発
揚
し
、
実
践
す
る
こ
と
を
生
存
の
核
心
と
す
る
生
命
で
あ
る
。
物
理
的
生
命
は
人
々

の
寿
命
の
限
界
が
来
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
必
ず
完
結
す
る
日
が
く
る
。
一
方
、
永
久
に
語
り
継
が
れ
る
社
会
福
祉
事
業
に
よ
っ
て
、

ま
た
は
道
徳
的
模
範
と
し
て
こ
の
世
に
聳
え
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
は
そ
の
精
神
的
人
格
の
偉
大
さ
に
よ
っ
て
、
道
徳
的

生
命
が
輝
か
し
く
発
揚
さ
れ
れ
ば
、
時
空
の
枠
を
超
え
て
永
遠
不
朽
の
存
在
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
つ
ま
り
人
の

生
命
の
永
遠
を
実
現
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
現
象
界
で
の
「
滅
び
」
を
通
し
て
、
理
性

上
精
神
上
の
「
不
滅
」
を
得
ら
れ
る
か
と
い
う
の
は
、
人
々
が
合
理
的
な
死
の
観
念
を
構
築
す
る
基
礎
で
あ
り
、
ま
た
健
康
な
人

生
観
を
得
る
た
め
の
核
心
の
あ
り
か
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
儒
家
が
死
を
超
越
す
る
道
筋
は
、
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
自
己
と
し
て
の
生
命
を

肉
親
の
生
命
と
互
い
に
通
じ
さ
せ
、
自
己
を
家
庭
お
よ
び
家
族
と
あ
ら
ゆ
る
点
か
ら
総
合
し
て
一
つ
に
す
る
。
こ
の
よ
う
に
す
れ

ば
個
人
の
生
命
は
必
ず
い
つ
か
ど
こ
か
で
終
結
す
る
が
、
そ
の
血
脈
は
家
庭
お
よ
び
家
族
の
中
に
連
綿
と
受
け
継
が
れ
る
。
こ
れ

が
「
死
す
と
雖
も
な
お
生
き
る
が
ご
と
し
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
成
し
遂
げ
る
鍵
は
、
ま
さ
に
「
孝
」
道
を
実
践
す
る
こ
と

に
あ
る
。
第
二
に
、
個
と
し
て
の
自
己
の
生
命
を
社
会
お
よ
び
国
家
の
大
い
な
る
生
命
の
中
に
溶
け
込
ま
せ
る
。
国
を
治
め
天
下

を
平
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
に
名
を
留
め
、
永
遠
に
伝
え
ら
れ
て
、
不
朽
と
な
る
。
こ
れ
が
「
死
す
と
雖
も
な
お
栄
え

る
が
ご
と
し
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
成
し
遂
げ
る
鍵
は
、
ま
さ
に
「
忠
」
を
尽
く
す
こ
と
に
あ
る
。
第
三
に
天
と
人
を
つ
な

ぎ
、「
小
我
」
の
生
命
を
自
然
宇
宙
の
「
大
生
命
」
の
中
に
入
り
込
ま
せ
、「
大
生
命
」
の
無
窮
無
限
性
の
助
け
を
借
り
て
、
自
己

の
生
命
の
永
遠
を
手
に
入
れ
る
。
こ
れ
が
「
死
す
と
雖
も
永
く
存
す
」
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
成
し
遂
げ
る
鍵
は
、「
仁
」
徳
を

発
揚
す
る
こ
と
に
あ
る
。

儒
家
に
よ
る
死
を
超
越
す
る
方
法
と
は
「
そ
の
心
を
大
に
す
る
」
学
問
と
努
力
で
あ
る
。
陸
象
山
先
生
は
「
宇
宙
に
は
際
限
が

な
く
、
天
地
開
闢
よ
り
本
来
は
た
だ
一
つ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
先
哲
の
生
命
は
、
互
い
に
千
里
以
上
も
場
所
を
隔
て
、
千
年
以
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上
も
時
間
を
隔
て
な
が
ら
、
み
な
志
を
得
て
中
華
に
広
く
行
わ
れ
た
。
ま
る
で
符
節
が
合
う
か
の
よ
う
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
先
哲

も
一
つ
な
の
で
あ
ろ
う
」
と
言
い21
、
ま
た
「
宇
宙
は
す
な
わ
ち
私
の
心
で
あ
る
。
私
の
心
は
す
な
わ
ち
宇
宙
で
あ
る
」
と
説
い
た
。

な
ぜ
千
里
の
彼
方
を
隔
て
、
千
年
も
の
時
代
を
隔
て
た
「
聖
人
」
が
「
本
来
は
た
だ
一
つ
の
も
の
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど
う
し

て
「
宇
宙
」
と
「
己
の
心
」
が
同
じ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
象
山
先
生
か
ら
見
れ
ば
、
宇
宙
の
本
質
は
「
生
々
の
道
」
で
あ
り
、
人

は
宇
宙
が
作
り
上
げ
た
粋
で
あ
っ
て
、
そ
の
心
性
の
根
本
も
「
生
々
」（
仁
）
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
人
の
「
心
」

は
「
宇
宙
」
と
同
じ
で
あ
る
。「
そ
の
心
を
大
に
す
る
」
と
は
す
な
わ
ち
、
自
ら
に
か
え
っ
て
自
身
の
精
神
世
界
を
拡
充
し
、
真

に
「
生
々
」
の
「
仁
」
を
体
得
し
て
自
己
を
い
っ
ぱ
い
に
満
た
し
、
ま
た
天
地
を
溢
れ
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
具
体
的
な
人
生
の

活
動
の
中
で
「
生
々
」
の
「
仁
」
を
現
す
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
己
の
精
神
も
宇
宙
へ
と
到
達
す
る
が
、
こ

れ
は
つ
ま
り
「
天
地
と
同
じ
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
天
地
と
同
じ
に
な
っ
た
か
ら
に
は
、
人
に
は
「
死
」
な
ど
な
い
。

「
天
地
と
同
じ
に
な
り
た
い
」
と
い
う
志
を
立
て
た
か
ら
に
は
、
生
活
の
中
で
仁
義
礼
智
を
実
践
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
わ
か
る
の
は
、「
そ
の
心
を
大
に
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
生
命
の
普
遍
性
を
体
得
し
、
生
命
の
普
遍
性
を
現
し
て
、

そ
こ
か
ら
生
命
の
永
遠
性
を
実
現
す
る
、
そ
れ
に
よ
っ
て
死
を
超
越
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
内
在
す

る
心
性
の
修
養
に
よ
っ
て
「
生
か
ら
死
を
見
る
」
こ
と
を
通
し
て
、
さ
ら
に
「
死
か
ら
生
を
見
る
」
に
至
り
、
生
命
の
意
義
と
生

き
る
こ
と
の
価
値
を
得
る
よ
う
人
々
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
国
古
代
の
民
間
社
会
で
広
く
行
わ
れ
て
い
た
天
、
地
、
君
、

親
、
師
の
祭
祀
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
は
、
一
連
の
儀
礼
を
通
じ
て
「
小
我
」
の
精
神
を
祖
先
、
先
賢
、
天
地
と
互
い
に
通
じ

さ
せ
、「
大
我
」
と
し
て
の
存
在
を
得
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
孤
独
な
生
命
は
「
小
我
」
と
し
て
の
生
命
で
あ
る
。
こ
れ
を

祖
先
に
到
達
さ
せ
、
さ
ら
に
天
、
地
、
君
、
親
、
師
と
繋
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
「
大
我
」
と
し
て
の
存
在
を
得
、

そ
し
て
よ
う
や
く
最
終
的
に
死
の
限
界
を
超
え
て
永
遠
を
実
現
で
き
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
う
と
、「
天
地
」
は
人
の
自
然

宇
宙
的
生
命
を
構
成
し
、「
君
」
は
人
の
社
会
的
生
命
を
構
成
し
、「
師
」
は
人
の
精
神
文
化
的
生
命
を
構
成
し
、「
親
」
は
人
の
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人
倫
的
生
命
を
構
成
す
る
。
個
と
し
て
の
自
己
で
あ
る
物
理
的
生
命
に
と
ら
わ
れ
て
、
他
に
も
人
倫
的
生
命
、
社
会
的
生
命
、
精

神
文
化
的
生
命
お
よ
び
自
然
宇
宙
的
生
命
が
あ
る
と
ま
だ
意
識
し
て
い
な
い
時
に
は
、
必
ず
個
と
し
て
の
自
己
の
事
に
し
か
関
心

を
持
た
ず
、
幸
福
な
生
と
平
然
た
る
死
を
得
る
こ
と
は
難
し
い
。
た
だ
「
そ
の
心
を
大
に
」
し
、
自
己
の
生
命
の
他
に
、
肉
親
や

師
匠
、
国
家
、
天
地
自
然
と
繋
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
よ
う
や
く
素
晴
ら
し
い
人
生
の
あ
り
方
を
手
に
入
れ
、
最
後

に
は
「
死
を
超
越
す
る
」
道
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
陸
象
山
先
生
の
説
い
た
、「
人
は
み
な
暇
な
時

に
は
ど
う
し
て
も
思
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宇
宙
の
空
間
は
こ
の
よ
う
に
と
て
も
広
く
、
私
は
そ
の
中
に
立
っ
て
、
大
い
に

一
人
の
人
と
し
て
正
し
く
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る28
。「
大
い
に
一
人
の
人
と
し
て
正
し
く
生
き
る
」

と
は
、
実
は
己
の
「
心
」
を
宇
宙
の
「
心
」
に
ま
で
到
達
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
人
の
肉
体
は
有
限
で
あ
り
、
人
の
寿
命
に
も
時

間
の
限
り
が
あ
る
が
、
し
か
し
人
の
精
神
は
天
地
に
達
し
「
天
理
」
と
一
体
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
必

ず
有
限
を
超
越
し
て
無
限
が
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
人
々
は
行
う
べ
き
こ
と
を
行
い
、
な
す
べ
き
こ
と
を
な
し
、
私

心
な
く
恐
れ
な
く
、
た
だ
道
を
ま
っ
す
ぐ
に
行
き
、
一
個
の
「
大
人
」
と
な
っ
て
こ
の
上
な
い
快
楽
を
得
る
。「
大
人
と
い
う
の

は
、
極
め
て
公
正
で
、
極
め
て
広
大
で
、
極
め
て
平
ら
で
ま
っ
す
ぐ
で
あ
る
。
狭
い
見
識
を
切
り
開
き
、
不
公
平
を
打
ち
破
れ
ば
、

天
は
自
ず
か
ら
大
き
く
、
地
は
自
ず
か
ら
広
く
、
日
月
は
自
ず
か
ら
す
み
ず
み
ま
で
明
る
く
照
ら
し
、
人
の
生
は
も
と
よ
り
ま
っ

す
ぐ
で
あ
る
。
不
快
な
こ
と
な
ど
あ
ろ
う
か
。
楽
し
く
な
い
こ
と
な
ど
あ
ろ
う
か
」（『
陸
九
淵
集
』
巻
十
四
、一
八
三
頁
、「
包
敏

道
に
与
う
」）。
こ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
生
死
は
ど
ち
ら
も
楽
し
い
も
の
で
、
ど
う
し
て
「
死
」
が
や
っ
て
来
る
こ
と
を
苦
痛
に
思
う

だ
ろ
う
か
。
ゆ
え
に
生
死
を
超
越
し
て
よ
う
や
く
、
全
く
完
全
な
「
死
」
に
対
す
る
平
然
た
る
態
度
と
安
ら
か
な
心
を
得
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
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三
．
小
結

要
す
る
に
、
一
般
的
に
言
え
ば
、
現
代
の
人
に
と
っ
て
、「
生
死
」
の
関
門
に
直
面
し
た
際
、「
認
」
の
態
度
に
到
達
す
る
と
い

う
の
は
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
一
旦
こ
の
よ
う
な
「
認
」
の
態
度
に
到
達
す
れ
ば
、
つ
ま
り
個
と
し
て
の
自
己
の

生
命
が
ま
も
な
く
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
認
め
そ
し
て
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
方
法

を
尽
く
し
て
も
が
き
苦
し
ん
だ
後
の
、あ
る
種
の
心
理
的
安
ら
ぎ
の
状
態
へ
と
進
ん
で
行
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
「
認
」

の
段
階
に
い
る
人
で
あ
っ
て
も
、
死
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
の
は
往
々
に
し
て
、
仕
方
の
な
い
こ
と
、
心
か
ら
望
ん
だ
わ
け
で
は

な
い
こ
と
、
受
動
的
で
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
個
体
と
し
て
の
生
命
の
生
死
は
必
然
で
あ
る
と
「
認
」
め
る
段
階

か
ら
、
人
類
全
体
と
し
て
の
生
命
の
生
死
は
必
然
で
あ
る
と
体
認
す
る
段
階
へ
と
進
み
、
最
終
的
に
宇
宙
万
物
に
は
み
な
生
死
存

滅
の
必
然
性
が
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
、
は
じ
め
て
人
々
は
自
覚
的
か
つ
自
発
的
に
死
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
に
よ
う
に

な
り
、
か
つ
自
己
の
死
に
直
面
し
た
時
に
完
全
に
平
然
か
つ
釈
然
た
る
態
度
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
す
な
わ

ち
「
認
」
か
ら
「
命
」
に
至
る
過
程
で
あ
り
、
中
国
古
代
の
儒
家
は
こ
れ
を
「
天
を
楽
し
み
命
を
知
る
」
と
言
っ
た
し
、
道
家
は

「
之
に
安
ん
ず
る
こ
と
命
の
ご
と
し
」
と
言
っ
た
。
究
極
的
な
心
の
拠
り
所
と
普
遍
的
な
宗
教
信
仰
に
欠
け
る
中
国
人
は
、
生
死

の
関
門
に
直
面
す
る
と
、
多
く
の
人
は
た
だ
「
命
に
よ
っ
て
定
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
思
想
観
念
に
頼
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
し
、

ま
た
そ
の
よ
う
に
し
か
し
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
中
国
の
伝
統
的
な
儒
家
と
道
家
に
よ
る
生
死
の
知
恵
は
、
と
も
に
重
大
な
理

論
的
意
義
と
現
実
的
な
応
用
価
値
を
持
っ
て
い
て
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
世
界
的
に
生
死
の
問
題
を
解
決
す
る
貴
重
な
財
産
と
な
っ

て
、
全
人
類
に
貢
献
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
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﹇
註
﹈

1 

「
解
読
善
終
」（『
安
寧
照
顧
会
訊
』
二
十
四
、一
九
九
七
年
）、
十
九
頁
。

2 

『
十
三
経
注
疏
』、『
春
秋
左
伝
正
義
』
巻
二
十
七
、
成
公
十
三
年
（
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年
）、
一
九
一
一
頁
。

3 

楊
伯
峻
『
論
語
訳
注
』
先
進
篇
（
中
華
書
局
、
一
九
六
三
年
）、
一
二
〇
頁
。

4 
楊
伯
峻
『
論
語
訳
注
』
衛
霊
公
篇
（
中
華
書
局
、
一
九
六
三
年
）、
一
七
〇
頁
。

5 
楊
伯
峻
『
孟
子
訳
注
』
告
子
章
句
上
（
中
華
書
局
、
一
九
六
〇
年
）、
二
八
五
頁
。

6 

清
、
王
先
謙
『
荀
子
集
解
』
礼
論
篇
第
十
九
（
中
華
書
局
、
一
九
九
七
年
）、
三
五
八
頁
。

1 

楊
伯
峻
『
論
語
訳
注
』
先
進
篇
（
中
華
書
局
、
一
九
六
三
年
）、
一
二
〇
頁
。

8 

楊
伯
峻
『
論
語
訳
注
』
顔
淵
篇
（
中
華
書
局
、
一
九
六
三
年
）、
一
三
二
頁
。

9 

楊
伯
峻
『
論
語
訳
注
』
雍
也
篇
（
中
華
書
局
、
一
九
六
三
年
）、
六
十
二
頁
。

11 

『
史
記
』
孔
子
世
家
第
十
七
（
中
華
書
局
、
一
九
九
九
年
）、
一
五
四
七
頁
。

11 

楊
伯
峻
『
論
語
訳
注
』
尭
曰
篇
（
中
華
書
局
、
一
九
六
三
年
）、
二
一
八
頁
。

12 

楊
伯
峻
『
論
語
訳
注
』
為
政
篇
（
中
華
書
局
、
一
九
六
三
年
）、
十
三
頁
。

13 

朱
熹
『
四
書
章
句
集
注
』、『
中
庸
章
句
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
八
年
）、
十
七
頁
。

14 

楊
伯
峻
『
孟
子
訳
注
』
万
章
章
句
上
（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
三
年
）、
二
二
二
頁
。

15 

楊
伯
峻
『
孟
子
訳
注
』
尽
心
章
句
下
（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
三
年
）、
三
三
三
頁
。

16 

楊
伯
峻
『
孟
子
訳
注
』
尽
心
章
句
下
（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
三
年
）、
三
三
八
頁
。

11 

宋
、
朱
熹
撰
『
四
書
章
句
集
注
』、『
孟
子
集
注
』
尽
心
章
句
上
（
中
華
書
局
、
一
九
八
八
年
）、
三
四
九
頁
。

18 

宋
、
黎
靖
徳
編
『
朱
子
語
類
』
巻
第
六
十
（
中
華
書
局
、
一
九
九
九
年
）、
一
四
二
九
頁
。

19 

楊
伯
峻
『
孟
子
訳
注
』
尽
心
章
句
上
（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
三
年
）、
三
〇
一
頁
。

21 

宋
、
黎
靖
徳
編
『
朱
子
語
類
』
巻
第
六
十
（
中
華
書
局
、
一
九
九
九
年
）、
一
四
二
九
頁
。

21 

高
享
著
『
周
易
大
伝
今
訳
』
巻
五
、
繋
辞
上
（
斉
魯
書
社
、
一
九
八
三
年
）、
五
一
一
頁
。
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22 

『
宋
元
学
案
』
巻
十
二
、
濂
渓
学
案
下
（
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
）、
四
九
八
頁
。

23 

清
、
王
先
謙
撰
『
荀
子
集
解
』
大
略
篇
第
二
十
七
（
中
華
書
局
、
一
九
九
七
年
）、
五
〇
九―

五
一
一
頁
。

24 

宋
、
黎
靖
徳
編
『
朱
子
語
類
』
巻
第
四
（
中
華
書
局
、
一
九
九
九
年
）、
七
十
七
頁
。

25 

宋
、
朱
熹
撰
『
四
書
章
句
集
注
』、『
論
語
集
注
』
泰
伯
第
八
（
中
華
書
局
、
一
九
八
三
年
）、
一
〇
四
頁
。

26 
『
陸
九
淵
集
』
巻
十
二
「
与
趙
然
道
」（
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年
）、
一
五
八
頁
。

21 
『
陸
九
淵
集
』
巻
十
三
「
与
羅
春
伯
」（
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年
）、
一
七
七
頁
。

28 

『
陸
九
淵
集
』
巻
三
十
五
「
語
録
下
」（
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年
）、
四
三
九
頁
。

（
翻
訳　

梅
村
尚
樹
）


