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道
家
の
死
生
観

―
そ
の
思
想
的
特
徴
と
現
代
的
意
義

朱
暁
鵬
｜
杭
州
師
範
大
学
教
授

周
知
の
よ
う
に
、
西
洋
哲
学
が
宇
宙
の
客
体
に
関
す
る
問
題
を
探
求
す
る
の
に
重
き
を
置
く
の
に
対
し
て
、
中
国
哲
学
は
、
人

の
主
体
的
な
存
在
と
そ
の
生
命
の
価
値
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
、
よ
り
多
く
の
関
心
を
持
っ
て
思
考
し
て
き
た
。
中
国
哲
学
と

中
国
文
化
が
関
心
を
示
し
て
探
求
し
て
き
た
重
要
な
問
題
の
一
つ
が
、
人
生
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
伝
統
的
な
儒
・
仏
・
道
の

哲
学
は
み
な
こ
の
問
題
に
関
心
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
中
で
も
、
道
家
の
哲
学
は
特
に
こ
の
問
題
を
追
及
し
た
。
か
つ
て
荀
子
は
、

荘
子
を
「
天
に
蔽
わ
れ
て
人
を
知
ら
ず
」
と
批
判
し
た
。
後
世
の
人
々
も
常
に
そ
の
考
え
に
し
た
が
っ
て
、
道
家
は
人
に
は
関
心

が
な
い
、
も
し
く
は
人
の
問
題
は
分
か
っ
て
い
な
い
と
考
え
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
実
際
に
は
道
家
の
学
説
の
真
面
目
が
あ

る
と
こ
ろ
を
理
解
し
て
は
い
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る
。
道
家
の
哲
学
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
中
国
哲
学
の
中
の
生
命
の
本
義
を
最
も

深
く
完
全
に
体
現
し
て
お
り
、
多
種
多
様
な
生
命
へ
の
関
心
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
主
に
、
道
家
の
死
生
観
か
ら
、

道
家
の
生
命
へ
の
関
心
と
生
命
の
本
義
、
さ
ら
に
は
そ
の
死
生
観
の
思
想
的
特
徴
と
現
代
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
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一
．
生
命
的
本
体
論
と
し
て
の
「
道
の
論
」

道
家
の
哲
学
は
「
道
」
を
最
高
の
本
体
と
し
、
そ
の
「
道
の
論
」
を
基
礎
と
し
て
、
系
統
的
な
形
而
上
学
的
本
体
論
を
構
築

し
て
い
る
。
た
だ
し
、
道
家
に
お
い
て
、
そ
の
本
体
論
は
西
洋
の
形
而
上
学
の
本
体
論
と
は
違
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

そ
れ
は
自
然
的
本
体
論
で
は
な
く
、
一
種
の
生
命
的
本
体
論
な
の
で
あ
る
。
生
命
的
本
体
論
と
は
、「
生
命
」
を
宇
宙
万
物
の
本

体
と
認
め
、
こ
の
宇
宙
は
普
遍
的
な
生
命
が
流
動
し
、
か
つ
大
き
く
変
化
す
る
世
界
だ
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
中
国
の
伝
統
的

な
本
体
論
と
は
第
一
に
生
命
的
本
体
論
で
あ
る
、
と
見
な
し
た
の
は
方
東
美
が
最
初
で
あ
る
が
、
彼
が
説
い
た
よ
う
に
、「
中
国

の
先
哲
が
感
得
し
た
宇
宙
と
は
、
普
遍
的
な
生
命
が
流
動
す
る
領
域
な
の
で
あ
る
。
天
は
そ
の
生
命
を
育
み
、
万
物
は
そ
れ
を

よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
生
長
す
る
。
地
は
そ
の
生
命
を
拡
張
し
、
万
物
は
み
な
順
調
に
な
る
。
天
地
生
生
﹇
次
々
と
物
を
生
じ
る
﹈
の

大
い
な
る
徳
に
合
し
て
、
つ
い
に
宇
宙
を
形
成
す
る
」（
方
東
美
『
中
国
人

生
哲
学
概
要
』
問
学
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
、
四
十
四
頁
）。
こ
の
よ
う
な
、

生
命
を
宇
宙
の
根
源
と
す
る
本
体
論
は
、
道
家
の
哲
学
の
中
で
最
も
典
型

的
に
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
道
家
の
形
而
上
学
か
ら
す

る
と
、
宇
宙
は
決
し
て
機
械
的
な
物
質
活
動
の
場
所
で
は
な
く
、
死
せ
る

存
在
物
が
集
積
し
た
も
の
で
も
な
い
。
活
発
な
生
命
に
満
ち
た
世
界
な
の

で
あ
る
。
生
命
は
宇
宙
の
究
極
的
存
在
で
あ
り
、
天
地
万
物
の
根
源
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
道
家
が
称
揚
す
る
本
体
の
「
道
」
は
、
実
質
的
に
は
生
命
の
道

な
の
で
あ
る
。
老
子
の
「
道
」
に
対
す
る
様
々
な
描
写
を
み
る
と
、
生
命

と
い
う
意
味
合
い
に
満
ち
て
い
る
。「
物
有
り
混
成
し
、
天
地
に
先
だ
ち
て

朱暁鵬氏
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生
ず
。
寂せ
き

た
り
寥
り
ょ
う
た
り
、
独
立
し
て
改
め
ず
、
周
行
し
て
殆あ
や

う
か
ら
ず
、
以
て
天
下
の
母
と
為
す
べ
し
。
吾
れ
其
の
名
を
知
ら

ず
、
之
に
字
あ
ざ
な

し
て
﹇
名
づ
け
て
﹈
道
と
曰
う
」（『
老
子
』
第
二
十
五
章
）。
明
ら
か
に
、
老
子
は
「
道
」
と
い
う
も
の
を
、
万
物
を

包
容
し
、
延
々
と
続
い
て
絶
え
る
こ
と
が
な
く
、
流
動
し
て
や
ま
な
い
、
自
在
に
変
化
し
て
物
を
生
み
出
す
プ
ロ
セ
ス
だ
と
見
な

し
て
い
る
。「
天
地
の
間
、
其
れ
猶
お
橐た
く
や
く籥

﹇
ふ
い
ご
﹈
の
ご
と
き
か
。
虚
に
し
て
屈
せ
ず
、
動
じ
て
愈い
よ
い
よ々

出
ず
」（『
老
子
』
第
五

章
）、「
谷
神
は
死
せ
ず
、
是
れ
を
玄
牝
と
謂
う
。
玄
牝
の
門
、
是
れ
を
天
地
の
根
と
謂
う
。
綿
々
と
し
て
存
す
る
が
如
く
、
こ
れ

を
用
う
れ
ど
も
勤つ
か

れ
ず
」（『
老
子
』
第
六
章
）。
老
子
に
よ
れ
ば
、
道
は
宇
宙
万
物
の
一
切
の
存
在
の
本
体
と
し
て
、
大
き
く
変

化
・
拡
充
し
、
生
命
を
生
み
出
し
て
や
ま
な
い
と
い
う
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
老
子
は
道
を
「
天
下
の
母
」「
天
地
の
根
」
と
し

て
、
万
物
を
涵
養
す
る
究
極
的
な
基
礎
と
す
る
。
老
子
は
「
母
」
や
「
根
」﹇
と
い
っ
た
言
葉
で
﹈
道
を
喩
え
て
、「
其
の
母
を
得
て
」

「
其
の
母
を
守
り
」「
其
の
根
に
帰
る
」
こ
と
を
主
張
し
、
母
性
の
生
殖
能
力
に
対
す
る
崇
拝
を
表
現
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
本
質

的
に
一
種
の
生
命
崇
拝
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
老
子
の
道
の
論
は
こ
う
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
実
際
に
老
子
自
身
は
道

の
本
体
と
は
何
か
を
看
破
し
て
い
た
。
そ
れ
は
生
命
の
生
ず
る
源
で
あ
り
、
宇
宙
を
め
ぐ
り
ゆ
き
、
広
く
融
和
し
、
空
虚
で
あ
り

な
が
ら
尽
き
る
こ
と
は
な
く
、
動
け
ば
動
く
ほ
ど
多
く
出
て
く
る
。
一
つ
と
し
て
道
の
本
体
に
欠
け
た
所
は
な
く
、
一
つ
と
し
て

道
の
妙
用
に
欠
け
た
所
は
な
い
。
こ
の
大
道
と
は
、
ま
さ
し
く
普
遍
的
に
充
溢
し
て
い
る
生
命
な
の
で
あ
る
」（
方
東
美
『
中
国

人
生
哲
学
概
要
』、
五
十
九
頁
）。
道
家
の
生
命
を
本
体
と
す
る
道
の
論
は
、
そ
の
重
要
な
思
想
の
源
で
あ
る
『
周
易
』
と
軌
を
一

に
し
て
い
る
。『
周
易
』
の
重
要
な
原
理
は
「
生
生
﹇
次
々
と
も
の
を
生
じ
て
や
ま
な
い
﹈
の
理
」、
す
な
わ
ち
、「
生
生
こ
れ
を
易
と

謂
う
」（『
易
・
繋
辞
上
伝
』）、「
生
生
の
大
徳
」
で
あ
る
。
老
子
が
「
道
を
尊
び
徳
を
貴
ぶ
」
の
は
、
道
の
生
生
の
理
を
尊
重
し
、

道
の
生
生
の
徳
を
重
視
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
道
の
生
命
力
と
、
そ
の
生
命
力
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
、﹇
道
に
﹈
内
在
す
る
生
命

の
特
質
を
尊
重
す
る
よ
う
、
人
々
に
求
め
た
の
で
あ
る
。

道
家
は
道
の
本
体
を
生
命
で
あ
る
と
理
解
し
、
宇
宙
の
本
質
を
普
遍
的
な
生
命
の
存
在
と
そ
の
プ
ロ
セ
ス
と
見
な
し
た
。
ま
さ
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に
そ
の
た
め
に
、
道
家
は
、
宇
宙
の
生
命
の
本
質
と
人
類
社
会
の
生
命
存
在
は
同
質
性
を
持
つ
と
考
え
た
。
両
者
は
相
通
ず
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
人
の
生
命
存
在
と
宇
宙
万
物
の
生
命
存
在
は
、
統
一
さ
れ
た
全
体
性
の
あ
る
一
つ
の
有
機
的
世
界
・
生
命
の
世

界
を
構
成
し
て
い
る
。
そ
の
理
論
的
な
特
徴
か
ら
み
る
と
、
道
家
の
こ
の
よ
う
な
生
命
的
本
体
論
は
、
全
体
的
な
統
合
と
有
機
的

な
発
展
と
い
う
視
点
か
ら
、
存
在
の
本
体
を
把
握
す
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
体
と
万
物
の
関
係
を
本
末
・
源
と

下
流
・
根
と
枝
の
関
係
と
見
な
し
、
存
在
の
世
界
の
全
体
性
と
存
在
の
世
界
が
含
ん
で
い
る
内
在
的
生
命
と
の
関
係
を
鮮
明
に
し

て
い
る
。
道
家
は
、
そ
の
生
命
的
本
体
論
に
お
け
る
全
体
的
な
統
合
・
有
機
的
な
発
展
の
概
念
か
ら
一
歩
進
ん
で
、
自
然
と
人
の

調
和
と
統
一
に
関
す
る
「
天
人
合
一
」
の
思
想
を
導
き
出
し
た
。
そ
し
て
、
中
国
の
伝
統
文
化
に
お
け
る
、
人
と
自
然
お
よ
び
そ

の
相
互
関
係
に
関
す
る
独
特
な
思
想
の
形
成
に
対
し
て
、
重
要
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
老
子
に
よ
れ
ば
、
天
地
万
物
と
道

の
本
体
が
同
じ
く
真
実
の
存
在
で
あ
る
か
ら
に
は
、﹇
万
物
は
﹈
道
と
同
質
性
を
持
ち
、
内
在
的
な
統
一
性
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
人

類
は
天
地
万
物
の
一
部
分
と
し
て
、
お
の
ず
か
ら
道
と
同
質
性
・
内
在
的
な
統
一
性
を
持
っ
て
い
る
。
老
子
は
道
・
天
・
地
・
人

を
同
じ
く
「
域
中
の
四
大
」（『
老
子
』
第
二
十
五
章
）
と
し
て
、
自
ら
の
意
図
を
説
明
し
て
い
る
。
老
子
の
「
天
人
合
一
」
と
い

う
観
点
の
核
心
は
、
天
道
と
人
道
、
自
然
と
社
会
の
間
に
存
在
す
る
関
連
性
と
統
一
性
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
ね
ら
い
は
、

自
然
の
こ
と
を
借
り
て
人
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
天
道
で
人
道
を
導
く
こ
と
に
あ
る
。
人
が
天
と
合
し
、
天
に
よ
る
人
の
「
天

人
合
一
」
の
道
を
、
人
々
が
歩
む
の
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
老
子
の
こ
の
よ
う
な
「
天
人
合
一
」
の
思
想
か
ら
分
か
る
の

は
、
老
子
の
形
而
上
学
に
お
け
る
主
体
﹇「
道
」﹈
は
、
外
在
す
る
自
然
世
界
の
本
体
で
あ
る
と
同
時
に
、
内
在
す
る
人
文
的
な
価

値
と
意
義
の
本
体
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
全
て
の
社
会
に
お
け
る
人
生
の
意
義
と
価
値
の
究
極
的
な
根

拠
と
最
高
の
規
範
で
も
あ
る
。
老
子
は
言
う
。「
孔
徳
の
容
﹇
偉
大
な
徳
を
そ
な
え
た
人
の
あ
り
さ
ま
﹈、
た
だ
道
に
是
れ
従
う
」（『
老

子
』
第
二
十
一
章
）。
ま
た
、
こ
う
も
言
っ
て
い
る
。「
人
は
地
に
法
り
、
地
は
天
に
法
り
、
天
は
道
に
法
り
、
道
は
自
然
に
法

る
」（『
老
子
』
第
二
十
五
章
）。
人
が
道
を
模
倣
し
、
自
然
を
手
本
と
す
る
ゆ
え
ん
は
、
そ
れ
ら
が
み
な
同
質
性
を
持
つ
こ
と
に
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あ
る
。
そ
れ
ら
は
互
い
に
気
息
を
通
じ
、
交
流
し
て
互
い
に
移
り
変
わ
り
、
一
つ
の
統
一
的
な
生
命
的
有
機
体
を
形
成
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
生
命
的
有
機
体
の
内
部
に
お
い
て
、
人
類
を
含
む
全
て
の
事
物
は
、
そ
こ
で
発
生
し
て
い
る
絶
え
る

こ
と
の
な
い
生
と
死
の
循
環
の
中
に
い
る
。
ま
さ
に
、
そ
れ
ら
の
生
死
の
循
環
が
、
宇
宙
と
い
う
こ
の
巨
大
な
生
命
的
有
機
体
の

存
在
と
「
生
生
し
て
や
ま
な
い
」
変
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
道
家
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
。
個
人

や
個
体
﹇
と
い
っ
た
個
々
﹈
の
事
物
か
ら
み
れ
ば
、
み
な
生
死
が
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
生
死
は
み
な
一
定
の
偶
然
性
と
悲
劇
的

な
性
質
を
持
つ
。
し
か
し
、
も
し
全
宇
宙
の
有
機
的
全
体
か
ら
見
れ
ば
、
生
死
の
変
化
は
な
い
。
ま
た
こ
う
も
言
え
る
。
そ
の
個

体
的
・
局
部
的
な
生
死
の
変
化
は
、
た
だ
の
生
生
し
て
や
ま
な
い
一
つ
の
大
き
な
変
化
と
流
動
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。﹇
そ
れ
は
﹈

そ
の
巨
大
な
有
機
的
全
体
が
そ
の
存
在
の
新
陳
代
謝
を
維
持
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
り
、
必
然
性
と
合
理
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
、

と
。
前
者
は
「
物
﹇
の
立
場
﹈
か
ら
見
る
」、
後
者
は
「
道
﹇
の
立
場
﹈
か
ら
見
る
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
道
家
は
「
道
﹇
の

立
場
﹈
か
ら
見
る
」
と
い
う
態
度
を
と
る
こ
と
を
望
む
。﹇
そ
う
す
る
こ
と
で
﹈
一
切
の
生
と
死
の
現
象
、
お
よ
び
そ
れ
に
関
す
る
物

我
・
人
我
・
得
失
・
名
利
・
栄
辱
・
高
下
・
尊
卑
な
ど
、
世
人
の
「
物
﹇
の
立
場
﹈
か
ら
見
る
」
視
点
か
ら
す
る
と
巨
大
で
超
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
映
る
﹇
事
物
同
士
の
﹈
区
別
を
全
て
弱
体
化
し
て
消
滅
さ
せ
、
そ
れ
ら
の
﹇
区
別
の
﹈
有
限
性
と
相
対

性
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
荘
子
は
、「
其
の
異
な
る
者
よ
り
こ
れ
を
視
れ
ば
、
肝
胆
も
楚
越
な
り
﹇
肝
臓
と
胆
臓
と
の
へ
だ
た
り
さ

え
、
楚
の
国
と
越
の
国
の
間
ほ
ど
に
も
ひ
ら
く
こ
と
に
な
る
﹈。
其
の
同
じ
き
者
よ
り
こ
れ
を
視
れ
ば
、
万
物
も
皆
一
な
り
」（『
荘
子
』
徳

充
符
篇
）
と
指
摘
す
る
。
全
て
の
事
物
は
表
面
上
は
千
差
万
別
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
根
源
と
本
質
か
ら
す
れ
ば
、
全
て

は
同
じ
一
つ
の
「
道
」
に
基
づ
く
。
ま
た
、
み
な
同
じ
「
道
」
に
帰
し
、
何
も
根
本
的
な
違
い
は
無
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
道
を
以

て
こ
れ
を
観
れ
ば
、
物
に
は
貴
賎
な
し
」﹇
と
言
う
の
で
あ
る
﹈。「
道
を
以
て
こ
れ
を
観
」
れ
ば
、「
道
は
通
じ
て
一
」
で
あ
る
か
ら
、

生
と
死
は
共
に
生
命
の
異
な
る
形
態
に
す
ぎ
な
い
。
生
と
死
の
不
断
の
移
り
変
わ
り
は
、
ま
さ
に
宇
宙
の
普
遍
的
生
命
の
流
動

と
大
い
な
る
変
化
の
領
域
、
つ
ま
り
、「
道
」
の
領
域
な
の
で
あ
る
。
荘
子
は
言
う
。「
生
や
死
の
徒
、
死
や
生
の
始
め
、
孰た
れ

か
其
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の
紀
は
じ
め

を
知
ら
ん
。
人
の
生
や
、
気
の
聚あ
つ

ま
れ
る
な
り
。
聚
ま
れ
ば
則
ち
生
と
為
り
、
散
ず
れ
ば
則
ち
死
と
為
る
。
若
し
死
生
を

徒
﹇
同
類
﹈
と
為
せ
ば
、
吾
れ
又
た
何
を
か
患う
れ

え
ん
。
故
に
万
物
は
一
な
り
。
是
れ
其
の
美
と
す
る
所
の
者
を
神
奇
﹇
め
っ
た
に
な

い
貴
重
な
も
の
﹈
と
為
し
、
其
の
悪
と
す
る
所
の
者
を
臭
腐
﹇
腐
っ
た
汚
物
﹈
と
為
す
も
、
臭
腐
は
復
た
化
し
て
神
奇
と
為
り
、
神
奇

は
復
た
化
し
て
臭
腐
と
為
る
。
故
に
曰
く
、
天
下
を
通
じ
て
一
気
の
み
と
」（『
荘
子
』
知
北
遊
篇
）。
生
に
執
着
し
て
い
る
我
々

の
世
俗
的
な
観
念
か
ら
見
る
（
物
（
我
）﹇
の
立
場
﹈
か
ら
見
る
）
と
、
生
は
神
奇
、
死
は
臭
腐
と
な
る
た
め
、
人
が
生
を
好
み

死
を
嫌
う
の
は
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
し
か
し
、
も
し
（
道
﹇
の
立
場
﹈
か
ら
見
て
）
神
奇
と
臭
腐
が
互
い
に
入
れ
替
わ
る
も
の
で
あ

り
、
天
下
万
物
は
み
な
一
気
の
集
散
で
あ
る
こ
と
を
悟
れ
ば
、
死
を
嫌
悪
し
恐
怖
す
る
理
由
は
な
い
。
荘
子
は
言
う
。「
万
物
は

一
府
、
死
生
は
同
状
た
り
」（『
荘
子
』
天
地
篇
）、「
万
物
は
皆
な
機
よ
り
出
で
て
、
皆
な
機
に
入
る
」（『
荘
子
』
至
楽
篇
）、
と
。

宇
宙
の
一
切
は
み
な
自
然
の
「
造
化
」
も
し
く
は
「
物
化
﹇
万
物
の
変
化
﹈」
の
結
果
で
あ
り
、
自
然
か
つ
必
然
で
あ
る
「
物
化
」

に
従
っ
て
生
じ
、
同
じ
「
物
化
」
に
従
っ
て
死
ぬ
。「
已
に
化
す
﹇
も
う
変
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
﹈」
か
「
未
だ
化
せ
ず
﹇
ま
だ
変
化
し

て
い
な
い
﹈」
か
と
い
う
先
後
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、「
化
せ
ざ
る
﹇
変
化
し
な
い
﹈」
も
の
は
無
い
。
郭
象
は
言
う
。「
已
に
化
し
て

生
ず
、
焉
ぞ
未
だ
生
ぜ
ざ
る
の
時
を
知
ら
ん
や
。
未
だ
化
せ
ず
し
て
死
す
、
焉
ぞ
已
に
死
す
る
の
後
を
知
ら
ん
や
。
故
に
避
就
す

る
所
無
く
、
化
と
倶
に
往
く
な
り
」（
郭
象
の
『
荘
子
』
大
宗
師
篇
に
対
す
る
注
釈
）。
生
死
は
み
な
物
化
で
あ
り
、
人
は
そ
れ
を

知
り
尽
く
す
こ
と
は
難
し
く
、
そ
の
必
要
も
な
い
。
た
だ
化
に
従
う
の
み
で
あ
る
。
頑
な
に
化
と
不
化
を
分
け
、「
我
あ
り
」
と

し
て
人
生
と
肉
体
に
執
着
す
る
世
人
凡
夫
は
、
夢
か
ら
醒
め
ず
に
い
る
人
の
よ
う
に
、「
我
」
と
生
死
の
真
相
を
実
は
知
ら
な
い

の
で
あ
る
。
道
家
は
「
道
は
通
じ
て
一
た
り
」
と
い
う
観
点
か
ら
出
発
し
、
生
死
を
斉ひ
と

し
い
も
の
と
し
、
万
物
を
ひ
と
し
な
み
に

扱
う
。
さ
ら
に
は
、
生
命
的
本
体
論
の
観
点
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
全
宇
宙
の
生
命
存
在
と
生
命
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
お
い
て
、

個
体
の
生
命
と
人
の
生
死
を
観
照
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
々
が
生
と
死
に
正
し
く
対
応
す
る
た
め
に
、
有
限
で
あ

る
生
存
の
領
域
と
価
値
の
空
間
を
超
越
し
、
精
神
の
境
地
を
高
め
る
こ
と
の
基
礎
を
固
め
る
と
い
う
意
義
を
持
っ
て
い
る
の
は
間
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違
い
な
い
。
つ
ま
り
、
道
家
の
生
命
的
本
体
論
は
そ
の
人
生
論
と
緊
密
に
結
合
し
て
一
体
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
形
而
上
の

本
体
は
、
外
在
す
る
自
然
世
界
の
「
本
体
」
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
一
切
の
社
会
と
人
生
の
意
義
や
価
値
の
最
も
原
始
的
か
つ
究

極
的
な
根
拠
で
も
あ
る
。
道
家
の
形
而
上
学
は
自
然
の
道
を
ロ
ジ
ッ
ク
の
出
発
点
に
し
て
い
る
が
、
自
然
的
本
体
論
や
純
粋
な
科

学
的
知
識
で
は
な
い
。
人
の
生
命
の
価
値
に
対
す
る
開
拓
、
人
と
自
然
の
全
体
的
な
調
和
を
最
後
﹇
の
目
的
﹈
に
し
て
、
形
而
上

学
的
に
追
求
し
て
い
る
も
の
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
道
家
の
形
而
上
学
は
、
外
在
す
る
宇
宙
自
然
の
存
在
の
本

質
に
対
す
る
追
求
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
究
極
的
な
人
生
の
本
体
の
価
値
を
指
し
示
し
、
人
類
の
命
運
に
対
す
る
究
極
的
な
関
心
を

体
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
根
源
的
な
形
而
上
の
高
み
か
ら
、
人
生
の
た
め
に
安
心
立
命
を
追
求
す
る
努
力
と
執
着
で
も

あ
る
。
こ
れ
は
間
違
い
な
く
、
道
家
の
生
命
的
本
体
論
に
備
わ
っ
て
い
る
、
最
深
層
に
こ
め
ら
れ
た
意
味
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

道
家
の
哲
学
に
お
い
て
道
家
が
真
に
重
視
し
た
の
は
、
自
然
哲
学
で
は
な
く
、
単
純
な
本
体
論
で
も
な
く
、
ま
し
て
や
治
世
の
術

や
養
生
の
道
な
ど
で
は
な
い
。
人
類
の
生
存
状
態
を
変
え
て
人
生
の
た
め
に
幸
福
を
追
求
す
る
こ
と
に
究
極
的
な
関
心
が
あ
る
の

で
あ
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
道
家
の
道
の
論
の
真
の
立
脚
点
と
帰
着
点
は
全
て
人
で
あ
り
、
人
生
の
現
実
的
な
問
題
に
対
す
る
深
い

関
心
と
憂
慮
で
あ
り
、
人
生
の
理
想
の
境
地
へ
の
渇
望
と
追
求
で
も
あ
る
。
単
な
る
宇
宙
自
然
に
対
す
る
化
学
的
興
味
や
、
絶
対

的
か
つ
実
体
的
な
本
体
に
対
す
る
深
奥
な
思
索
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
か
ら
す
る
と
、
道
家
の
哲
学
の
本
体
論
と
は
、

一
種
の
自
然
的
本
体
論
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
間
学
的
な
生
命
的
本
体
論
な
の
で
あ
る
。

二
．
自
然
主
義
的
死
生
観

中
国
の
伝
統
文
化
に
は
、
全
体
的
に
生
死
の
問
題
を
論
じ
る
の
を
避
け
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
道
家
は
生
死
の
問
題

と
正
面
か
ら
向
き
合
う
だ
け
で
な
く
、
直
接
的
に
常
に
生
死
に
つ
い
て
論
じ
、
生
死
の
問
題
に
対
し
て
非
常
に
深
く
比
類
の
な
い
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認
識
を
持
っ
て
い
た
。

『
老
子
』
の
文
中
に
、「
生
」
と
い
う
字
は
合
計
三
十
九
回
、「
死
」
と
い
う
字
は
十
八
回
使
わ
れ
て
お
り
、『
荘
子
』
の
文
中
に

は
、「
生
」
と
い
う
字
が
合
計
二
五
〇
回
強
、「
死
」
と
い
う
字
が
一
七
〇
回
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
老
荘
が
生

死
の
問
題
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
に
十
分
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
道
家
の
死
生
観
は
深
遠
な
本
体
論
の
基

礎
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
他
の
中
国
の
伝
統
的
な
死
生
観
と
違
う
重
要
な
点
で
あ
る
。
無
と
自
然
を
根
本
と
す
る
道

家
の
生
命
的
本
体
論
は
、
そ
の
独
特
の
死
生
観
に
形
而
上
学
的
な
基
礎
を
与
え
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
生
死
を
超
越
し
た
生
命
へ

の
価
値
観
に
対
し
て
俯
瞰
す
る
場
所
を
提
供
し
て
い
る
。
道
家
の
生
命
的
本
体
論
の
観
照
の
も
と
で
の
死
生
観
と
は
、
実
際
に
は

生
死
を
自
然
的
存
在
と
自
然
の
プ
ロ
セ
ス
と
見
な
す
死
生
観
で
あ
る
。
老
荘
の
「
道
」
の
哲
学
に
よ
れ
ば
、「
道
」
は
一
切
の
存

在
の
本
質
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
、
生
命
の
本
質
で
も
あ
る
。
生
命
の
本
質
は
「
道
」
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
、
実
は
生
命
の
本
質

は
「
自
然
」
で
あ
る
と
言
う
の
に
も
等
し
く
、老
荘
は
生
命
が
生
じ
る
根
源
を
「
道
」
だ
と
結
論
付
け
る
。
老
荘
に
お
け
る
「
道
」

は
、
万
物
の
上
に
超
越
し
て
独
立
し
た
主
宰
者
、
も
し
く
は
実
体
的
な
存
在
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
自
然
に
根
ざ
し
た
生
命
力
、

自
然
の
大
き
な
変
化
と
流
動
の
う
ち
に
絶
え
ず
出
現
す
る
、
宇
宙
万
物
の
無
限
の
生
気
で
あ
り
、
そ
の
根
本
的
な
特
徴
は
自
然
性

に
あ
る
。
こ
の
意
味
で
言
え
ば
、「
道
」
は
非
実
体
的
な
意
味
で
の
自
然
で
あ
り
、
人
は
、
宇
宙
自
然
・
森
羅
万
象
の
中
に
お
け

る
、
一
切
の
自
然
的
存
在
﹇
の
一
つ
﹈
に
す
ぎ
な
い
。
ま
さ
に
そ
の
考
え
に
よ
り
、
老
荘
の
生
命
観
は
一
つ
の
重
要
な
価
値
を
持

つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
の
生
命
存
在
と
自
然
が
無
形
に
し
て
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
を
結
び
つ
け
て
、
あ
る
種
の
神
秘
的
・

超
自
然
的
な
力
が
人
の
生
命
を
主
宰
す
る
﹇
と
考
え
る
﹈
の
を
否
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
老
荘
は
、
個
体
の
生
命
を
宇
宙

自
然
の
中
に
置
く
こ
と
で
、
そ
の
存
在
す
る
意
義
を
解
き
明
か
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
生
命
の
本
質
が
一
つ
の
自
然
的
な
存
在

な
の
で
あ
る
か
ら
、
生
命
活
動
の
最
高
の
規
範
は
「
自
然
に
法
る
」
こ
と
で
あ
り
、
生
命
存
在
の
最
高
の
境
地
と
最
終
的
な
帰
着

点
は
、
自
然
に
回
帰
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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こ
の
道
家
の
自
然
的
生
命
観
は
、
そ
の
死
生
観
の
中
に
集
中
し
て
体
現
さ
れ
て
い
る
。
老
子
か
ら
す
れ
ば
、
人
の
生
死
の
プ
ロ

セ
ス
は
自
然
な
プ
ロ
セ
ス
な
の
で
あ
り
、
他
の
生
命
と
大
し
て
違
い
は
な
い
。「
飄
風
は
朝
を
終
え
ず
、
驟
雨
は
日
を
終
え
ず
﹇
暴

風
は
朝
ず
っ
と
吹
く
こ
と
は
な
く
、
豪
雨
も
一
日
中
は
降
り
続
か
な
い
﹈、
孰た
れ

か
此
れ
を
為
す
者
ぞ
、
天
地
な
り
。
天
地
す
ら
尚
お
久
し
き

こ
と
能
わ
ず
、
而
る
を
況い
わ

ん
や
人
に
於
て
を
や
」（『
老
子
』
第
二
十
三
章
）、「
人
の
生う
ま

る
る
や
柔
弱
に
し
て
、
其
の
死
す
る
や
堅

強
な
り
。
万
物
草
木
の
生
ず
る
や
柔
脆
に
し
て
、
其
の
死
す
る
や
枯
槁
な
り
」（『
老
子
』
第
七
十
六
章
）。
人
の
生
命
は
「
生
を

出
で
て
死
に
入
る
」（『
老
子
』
第
五
十
章
）
プ
ロ
セ
ス
に
す
ぎ
な
い
。
す
で
に
生
が
あ
れ
ば
、
必
ず
そ
の
死
が
あ
る
。
生
は
自
然

の
化
育
﹇
万
物
を
生
じ
育
て
る
こ
と
﹈
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
喜
ば
し
い
も
の
で
は
な
い
。
死
は
自
然
に
向
か
っ
て
回
帰

す
る
（「
其
の
根
に
帰
る
」）
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
必
ず
し
も
悲
し
む
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
一
切
は
た
だ
自
然
に
任
せ
れ
ば
よ
い

の
で
あ
る
。
荘
子
は
、
ま
さ
に
こ
の
老
子
の
思
想
を
基
礎
と
し
て
、
気
の
集
散
に
よ
る
死
生
観
を
明
示
し
た
。「
人
の
生
や
、
気

の
聚
ま
れ
る
な
り
、
聚
ま
れ
ば
則
ち
生
と
為
り
、
散
ず
れ
ば
則
ち
死
と
為
る
」（『
荘
子
』
知
北
遊
篇
）。﹇
荘
子
は
老
子
よ
り
も
﹈
さ

ら
に
踏
み
込
ん
で
、
非
常
に
超
越
的
で
自
由
闊
達
に
生
死
に
応
対
す
る
、
人
生
へ
の
態
度
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
生
死
の
変

化
に
関
す
る
最
も
注
目
す
べ
き
老
子
の
思
想
は
、「
其
の
根
に
帰
る
」
こ
と
で
あ
る
。
老
子
に
よ
れ
ば
、
天
下
に
は
万
物
が
あ
り
、

万
物
全
て
が
生
育
す
る
が
、
最
終
的
に
は
そ
の
根
源
に
回
帰
し
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、「
夫
れ
物
の
芸う
ん

芸う
ん

た
る
﹇
植
物
が
盛
ん
に
繁

茂
し
て
い
る
﹈、
各お
の

お
の
其
の
根
に
復
帰
す
。
根
に
帰
る
を
静
と
曰
い
、
是
れ
を
命
に
復か
え

る
と
謂
う
」（『
老
子
』
第
十
六
章
）。
こ

の
よ
う
な
観
念
が
生
死
の
問
題
に
お
い
て
確
か
な
も
の
と
な
り
、
老
子
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
の
が
、
中
国
文
化
の
特
色
を
持

つ
「
落
ち
葉
が
根
に
帰
る
」
と
い
う
伝
統
で
あ
る
。

老
子
の
い
わ
ゆ
る
「
落
ち
葉
が
根
に
帰
る
」﹇
と
い
う
伝
統
﹈
は
、
天
地
万
物
の
自
然
現
象
を
具
体
的
に
表
す
一
方
で
、
宇
宙
を

万
物
の
母
と
し
て
、
人
は
生
老
病
死
の
後
に
、
自
然
と
大
地
と
い
う
母
親
の
懐
に
回
帰
し
て
い
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
老
子
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。「
既
に
其
の
母
を
得
て
、
復ま

た
其
の
子
を
知
り
、
既
に
其
の
子
を
知
り
て
、
復
た
其
の
母
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を
守
れ
ば
、
没
す
る
ま
で
其
れ
殆あ
や

う
か
ら
ず
」（『
老
子
』
第
五
十
二
章
）。
彼
は
大
道
と
万
物
の
関
係
を
母
と
子
の
関
係
に
喩
え
、

一
切
の
宇
宙
の
万
物
は
母
親
よ
り
﹇
生
じ
て
﹈
来
て
、
母
親
の
も
と
に
帰
っ
て
い
く
こ
と
を
具
体
的
に
表
わ
し
て
い
る
。
一
切
の

落
ち
葉
は
最
後
に
は
大
地
に
帰
り
、
根
本
に
回
帰
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
言
い
方
で
言
え
ば
、「
一
切
は
土
か
ら
生
じ
、
土
に
帰

る
」（『
聖
書
』
創
世
記
・
第
三
章
第
十
九
節
）
の
で
あ
る
。
老
子
の
死
生
観
は
、「
自
然
論
」
に
属
す
の
で
あ
り
、「
運
命
論
」
や

「
宿
命
論
」
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

荘
子
は
、
老
子
の
自
然
主
義
的
死
生
観
を
継
承
し
て
発
展
さ
せ
た
。
荘
子
は
、
生
が
あ
れ
ば
必
ず
死
が
あ
る
と
い
う
、
客
観

的
・
必
然
的
か
つ
自
然
な
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
た
び
た
び
述
べ
て
い
る
。「
夫そ

れ
大
塊
﹇
大
地
﹈
我
れ
を
載
す
る
に
形
を
以
て
し
、

我
れ
を
労
す
る
に
生
を
以
て
し
、
我
れ
を
佚
に
す
る
﹇
休
息
さ
せ
る
﹈
に
老
を
以
て
し
、
我
れ
を
息い
こ

わ
し
む
る
に
死
を
以
て
す
」

「
死
生
は
命
な
り
。
其
の
夜
旦
の
常
あ
る
は
、
天
な
り
」（『
荘
子
』
大
宗
師
篇
）、「
死
生
終
始
も
将
に
昼
夜
た
ら
ん
と
す
、
而
し

て
こ
れ
を
能
く
滑み
だ

す
莫
し
」（『
荘
子
』
田
子
方
篇
）、「
生
の
来
た
る
や
却
し
り
ぞ

く
る
能
わ
ず
、
其
の
去
る
や
止と
ど

む
る
能
わ
ず
」（『
荘

子
』
達
生
篇
）、「
生
あ
り
、
死
あ
り
、
出
ず
る
あ
り
、
入
る
あ
り
」（『
荘
子
』
庚
桑
楚
篇
）、「
人
の
天
地
の
間
に
生
く
る
は
、
白

駒
の
郤げ
き

を
過
ぐ
る
が
若
く
﹇
白
い
馬
が
戸
の
隙
間
を
走
り
す
ぎ
る
間
の
よ
う
に
﹈、
忽
然
た
る
の
み
」（『
荘
子
』
知
北
遊
篇
）、「
天
と
地

と
は
窮
ま
り
な
く
、
人
の
死
す
る
は
時
あ
り
」（『
荘
子
』
盗
跖
篇
）。
こ
れ
ら
﹇
の
記
述
﹈
か
ら
分
か
る
の
は
、
荘
子
が
強
調
し
て

い
る
の
は
生
と
死
の
必
然
性
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
荘
子
は
同
時
に
こ
う
考
え
て
も
い
た
。
本
質
的
に
は
、
天
地

万
物
は
一
気
﹇
万
物
の
根
源
と
な
る
気
﹈
に
通
じ
て
い
る
。「
天
下
を
通
じ
て
一
気
の
み
」。
生
命
を
持
つ
個
体
で
あ
る
人
は
、
実
は

「
気
」
の
一
つ
の
存
在
形
態
に
す
ぎ
す
、「
形
を
天
下
に
比よ

せ
て
気
を
陰
陽
に
受
」（『
荘
子
』
秋
水
篇
）
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
人

の
生
死
と
い
う
の
は
気
が
流
動
変
化
す
る
中
で
集
合
離
散
す
る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。「
人
の
生
や
、
気
の
聚
ま
れ
る
な
り
、
聚

ま
れ
ば
則
ち
生
と
為
り
、
散
ず
れ
ば
則
ち
死
と
為
る
」（『
荘
子
』
知
北
遊
篇
）。
気
に
従
っ
て
集
散
し
、
人
の
生
死
も
絶
え
ず
か

わ
る
が
わ
る
変
化
す
る
。「
方ま
さ

に
生
ず
れ
ば
方
に
死
し
、
方
に
死
す
れ
ば
方
に
生
ず
」。
よ
っ
て
、
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
生
命
が
絶
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対
的
な
意
味
で
終
結
す
る
の
で
は
な
く
、
生
命
が
別
の
存
在
形
態
へ
と
移
り
変
わ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
草
花
や
落
葉

が
腐
乱
し
た
後
で
虫
が
生
ま
れ
、
虫
が
死
ん
で
腐
乱
し
た
後
で
草
花
を
生
長
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
自
然
的

存
在
の
生
命
形
態
の
転
換
と
生
死
の
流
転
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
気
の
集
散
と
変
化
、
万
物
の
生
死
と
転
化
は
、「
物
化
」
の

プ
ロ
セ
ス
を
経
て
実
現
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
荘
子
に
よ
れ
ば
、
宇
宙
の
中
に
存
在
す
る
最
も
普
遍
的
な
現
象
、
万
物
の
間
に

存
在
す
る
共
通
の
特
徴
と
は
変
化
で
あ
る 

。「
万
物
皆
な
化
す
」、「
天
地
は
大
な
る
と
雖
も
、
其
の
化
は
均
し
き
な
り
」。
そ
の

変
化
と
い
う
の
は
、
無
条
件
で
限
界
の
無
い
、
自
由
な
転
化
な
の
で
あ
る
。「
万
物
は
皆
種
な
り
。
同
じ
か
ら
ざ
る
形
を
以
て
相

い
禅か

わ
る
」。
人
は
自
然
界
の
万
物
の
一
つ
で
あ
っ
て
、「
物
の
数
を
号よ

ん
で
こ
れ
を
万
と
謂
い
、
人
は
一
に
処
る
﹇
物
を
数
で
名
づ

け
て
万
物
と
い
う
が
、
人
間
は
そ
の
う
ち
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
﹈」（『
荘
子
』
秋
水
篇
）。
よ
っ
て
、「
異
物
に
仮
り
て
、
同
体
に
托
し
﹇
様
々

な
種
類
の
物
を
寄
せ
集
め
て
一
つ
の
体
と
な
り
﹈」（『
荘
子
』
大
宗
師
篇
）
て
、
し
ば
ら
く
存
在
す
る
個
々
の
人
も
、
必
ず
や
「
已
に
化

し
て
生
ま
れ
、
又
た
化
し
て
死
す
」（『
荘
子
』
知
北
遊
篇
）
と
い
う
、「
偉
な
る
か
な
造
化
」﹇
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
﹈「
万
化
﹇
様
々

な
変
化
﹈」
の
流
れ
の
中
に
入
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
、
物
と
人
お
よ
び
物
と
物
の
間
に
お
け
る
無
条
件
で
自
由
な
転
化
を
、
荘
子
は
「
物
化
」
と
呼
ん
で
い
る
。

「
昔む
か
し者
荘
周
、
夢
に
胡
蝶
と
為
る
。
…
…
此
れ
を
こ
れ
物
化
と
謂
う
」（『
荘
子
』
斉
物
論
）。
こ
の
よ
う
に
、
人
の
生
死
自
体
が

「
物
化
」
の
プ
ロ
セ
ス
の
一
つ
な
の
で
あ
り
、「
其
の
生
や
天
行
、
其
の
死
や
物
化
」、
つ
ま
り
、
自
然
の
一
気
が
様
々
に
変
化
し

た
形
態
な
の
で
あ
る
。
生
死
を
気
の
変
化
と
す
る
道
家
の
思
想
は
、
実
質
的
に
は
自
然
物
質
で
あ
る
「
気
」
を
持
ち
出
し
て
、
人

生
と
死
の
本
質
お
よ
び
そ
の
転
化
と
い
う
問
題
を
提
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
宇
宙
の
生
命
・
自
然
的
存
在
、
変
化
・
流
動
と

い
う
生
命
的
本
体
論
の
視
野
に
お
い
て
、
人
の
生
死
と
い
う
現
象
を
観
照
す
る
の
で
あ
り
、
鮮
明
に
唯
物
論
と
無
神
論
の
色
合
い

を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
現
代
の
自
然
中
心
主
義
の
生
態
倫
理
の
意
味
を
含
み
、
重
大
な
思
想
の
解
放
と
い
う
大
き
な
意
義
が
あ

る
の
で
あ
る
。
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三
．
生
命
を
尊
重
し
、
生
を
貴
び
生
を
養
う

生
と
死
が
自
然
現
象
で
あ
り
自
然
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
以
上
、
道
家
は
、
我
々
が
自
然
主
義
的
な
態
度
で
生
死
に
対
応
す
る
べ

き
だ
と
考
え
る
。

道
家
の
死
生
観
が
我
々
に
伝
え
る
の
は
、「
生
」
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
「
死
」
が
、
本
質
的
に
は
自
然
の
気
が
集
散
変
化
す

る
う
ち
の
一
つ
﹇
の
形
態
﹈
で
あ
り
、
物
質
の
形
態
の
異
な
る
組
み
合
わ
せ
と
変
化
で
あ
り
、
実
際
は
自
然
の
大
き
な
変
化
・
変

遷
の
一
種
の
形
式
と
プ
ロ
セ
ス
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。﹇「
死
」
と
﹈「
生
」
と
は
実
際
は
一
貫
し
た
も
の
で
あ
り
、「
生
」

と
「
死
」
は
本
質
的
に
一
つ
の
も
の
で
あ
っ
て
区
別
は
無
い
の
で
あ
る
。
個
体
は
必
ず
し
も
、「
生
」
を
喜
び
と
し
、「
死
」
を
憂

え
る
こ
と
は
な
い
。
道
家
の
自
然
主
義
的
な
死
生
観
は
、
道
家
の
生
死
に
対
す
る
二
種
類
の
基
本
的
な
態
度
を
導
き
出
し
た
。
つ

ま
り
、「
生
を
貴
ぶ
」
こ
と
と
「
生
を
養
う
」
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
道
家
の
自
然
主
義
的
な
死
生
観
で
は
、
個
体
に

と
っ
て
は
、
必
ず
し
も
「
生
」
が
喜
び
で
あ
り
「
死
」
が
憂
う
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
は
考
え
な
い
。
し
か
し
、
自
然
の
造
化
の

一
員
と
し
て
、
個
人
は
変
化
流
動
の
中
に
積
極
的
に
参
与
し
、
自
然
が
我
々
に
付
与
し
た
生
命
の
時
間
を
活
か
す
よ
う
に
努
力

す
べ
き
だ
と
す
る
。
つ
ま
り
、
力
の
か
ぎ
り
「
身
を
保
ち
」「
生
を
全
う
し
」「
親
を
養
い
」「
年
を
尽
く
﹇
天
寿
を
全
う
す
る
﹈」
し

て
、「
其
の
天
年
を
終
え
て
、
中
道
に
夭
せ
ざ
る
﹇
途
中
で
若
死
に
し
な
い
﹈
者
」
と
な
る
こ
と
を
求
め
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
道
家
は
積

極
的
に
個
体
の
生
命
の
価
値
を
称
揚
し
、
生
命
の
尊
厳
を
極
力
守
り
、
個
体
の
生
命
は
世
界
万
物
の
中
で
最
も
大
切
な
存
在
だ
と

見
な
す
。
老
子
は
こ
う
考
え
る
。
個
体
に
つ
い
て
言
え
ば
、
名
利
得
失
な
ど
は
外
在
的
で
重
要
性
が
な
い
も
の
で
あ
り
、
た
だ
生

命
こ
そ
が
最
も
重
要
で
大
事
に
す
る
値
打
ち
が
あ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
生
命
と
身
体
を
惜
し
ま
ず
、
そ
れ
ら
を
代
償
に
し
て
名

利
を
追
い
求
め
る
行
為
は
賢
明
な
も
の
で
は
な
い
。
老
子
は
、
人
々
に
こ
の
よ
う
な
問
題
を
考
え
る
よ
う
に
導
く
。「
名
と
身
と

孰い
ず

れ
か
親
し
き
。
身
と
貨
と
孰
れ
か
多ま
さ

れ
る
。
得
る
と
亡
う
し
な

う
と
孰
れ
か
病
う
れ
い

な
る
」（『
老
子
』
第
四
十
四
章
）。
答
え
は
言
わ
ず
し
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て
お
の
ず
と
分
か
る
の
で
あ
る
。
老
子
は
ま
さ
に
こ
の
生
を
貴
ぶ
思
想
か
ら
出
発
し
、「
素
を
見あ
ら

わ
し
樸
を
抱
き
﹇
素
朴
な
あ
り
さ

ま
を
守
っ
て
﹈」「
甚
だ
し
き
を
去
り
、
奢
を
去
り
、
泰
を
去
る
﹇
傲
慢
さ
を
捨
て
る
﹈」
こ
と
を
懸
命
に
主
張
し
、「
足
る
を
知
れ
ば
辱

し
め
ら
れ
ず
、
止と
ど

ま
る
を
知
れ
ば
殆あ
や

う
か
ら
ず
」「
虚
を
致
す
こ
と
極
ま
り
、
静
を
守
る
こ
と
篤
」
く
す
る
こ
と
を
求
め
て
、
個

体
の
生
命
の
存
在
と
尊
厳
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
願
っ
た
の
で
あ
る
。
荘
子
は
、
老
子
の
生
命
を
尊
重
す
る
原
則
を
継
承

し
、
名
声
や
地
位
、
財
宝
ひ
い
て
は
天
下
よ
り
も
、
生
命
の
価
値
は
高
い
と
考
え
る
。「
夫
れ
天
下
は
至
重
な
り
。
而
も
以
て
其

の
生
を
害
そ
こ
な
わ
ず
。
又
た
況
ん
や
他
物
を
や
」（『
荘
子
』
譲
王
篇
）。
天
下
の
皇
帝
の
位
は
貴
重
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
子
州
支
父

﹇『
荘
子
』
譲
王
篇
の
登
場
人
物
﹈
は
、
皇
帝
の
位
に
つ
く
こ
と
で
自
ら
の
身
体
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
い
わ
ん
や
他
の

物
に
お
い
て
を
や
で
あ
る
。「
故そ

れ
天
下
は
大
器
な
り
。
而
も
以
て
生
に
易か

え
ず
。
此
れ
有
道
者
の
俗
に
異
な
る
所
以
の
者
な
り
」

（『
荘
子
』
譲
王
篇
）。「
譲
王
篇
」
の
中
で
、
荘
子
は
ひ
と
息
に
十
五
の
寓
言
と
故
事
を
語
り
、
生
命
を
貴
び
名
利
を
軽
ん
じ
、
生

を
重
ん
ず
る
思
想
を
は
っ
き
り
と
述
べ
、
人
々
が
生
命
を
大
切
に
す
る
よ
う
に
呼
び
か
け
る
。
そ
し
て
、「
今
、
世
俗
の
君
子
は
、

多
く
身
を
危あ
や

う
く
し
て
生
を
棄
て
、
以
て
物
に
殉
し
た
が

う
。
豈あ

に
悲
し
ま
ざ
ら
ん
や
」（『
荘
子
』
譲
王
篇
）
と
慨
嘆
し
、
個
体
の
生
命

と
天
下
の
名
利
な
ど
を
比
較
す
る
中
で
、
そ
の
﹇
生
命
の
﹈
優
先
性
を
疑
わ
ず
に
肯
定
す
る
に
至
る
。

こ
の
考
え
か
ら
出
発
し
、
荘
子
は
「
己
れ
を
物
に
喪
い
」、「
性
を
俗
に
失
う
」
こ
と
、「
人
を
以
て
天
を
滅
ぼ
し
」、「
故
﹇
こ

と
さ
ら
な
し
わ
ざ
﹈
を
以
て
命
を
滅
ぼ
し
」、「
得
﹇
本
来
の
徳
﹈
を
以
て
名
に
殉
ず
る
」
こ
と
に
反
対
す
る
。
そ
し
て
、「
天
に
法
り
、

真
を
貴
び
」「
督
﹇
中
道
﹈
に
縁
り
て
以
て
経つ
ね

と
為
す
」
こ
と
を
主
張
し
、「
以
て
身
を
保
つ
べ
く
、
以
て
生
を
全
う
す
べ
く
、
以

て
親
を
養
う
べ
く
、
以
て
年
を
尽
く
す
」（『
荘
子
』
養
生
主
篇
）
べ
き
こ
と
を
求
め
る
。
道
家
の
楊
朱
学
派
は
、
さ
ら
に
明
確
に

「
生
を
貴
び
」「
生
を
重
ん
じ
る
」
こ
と
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
し
て
、
人
々
の
行
動
が
「
生
を
貴
ぶ
」
こ
と
を
原
則
に
し
て
い
る
か
ど

う
か
を
、
利
害
と
実
情
を
評
価
す
る
際
の
基
準
、
生
死
存
亡
の
根
本
と
す
る
。「
生
を
貴
ぶ
に
由
り
て
動
け
ば
、
す
な
わ
ち
其
の

情
を
得
。
生
を
貴
ぶ
に
由
ら
ず
し
て
動
け
ば
、
そ
の
情
を
失
う
。
こ
の
二
者
は
、
生
死
存
亡
の
本
な
り
」（『
呂
氏
春
秋
』
仲
春
紀



朱暁鵬

道家の死生観

105

第
二
・
情
欲
篇
）。
ゆ
え
に
楊
朱
は
「
一
毛
を
抜
き
て
天
下
を
利
す
る
こ
と
も
為
さ
ざ
る
な
り
」
と
い
う
が
、「
天
下
を
悉つ
く

し
て
一

身
に
奉
ず
る
も
取
ら
ざ
る
な
り
」
と
も
述
べ
て
お
り
、
孟
子
が
排
斥
す
る
よ
う
に
、
単
純
な
私
利
私
欲
﹇
に
基
づ
い
て
い
る
の
﹈
で

は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
道
家
が
普
遍
的
に
主
張
す
る
「
生
を
重
ん
ず
る
」
観
念
の
極
端
な
表
現
に
す
ぎ
な
い
な
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
全
て
、
道
家
の
人
々
が
極
め
て
生
を
重
ん
じ
生
を
貴
ぶ
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

道
家
は
、
生
を
貴
ぶ
と
い
う
主
張
を
さ
ら
に
明
確
に
し
て
、
養
生
論
を
提
案
し
た
。
道
家
の
養
生
論
は
決
し
て
単
純
な
、
病
を

避
け
寿
命
を
延
ば
し
、「
長
生
久
視
」
を
追
求
し
、
生
を
貪
り
死
を
憎
む
よ
う
な
道
で
は
な
い
。
生
を
損
な
わ
ず
、
生
を
傷
つ
け

ず
、
力
の
か
ぎ
り
「
生
を
全
う
し
」「
年
を
尽
く
し
」、
生
命
の
自
然
な
発
展
を
実
現
し
て
、
生
命
の
自
然
な
プ
ロ
セ
ス
を
完
成
さ

せ
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
道
家
の
養
生
論
は
人
為
的
に
「
生
を
益
す
」
こ
と
に
反
対
し
、
樸
を
抱
き

真
を
守
り
﹇
素
朴
な
あ
り
さ
ま
を
守
っ
て
﹈
自
然
無
為
な
や
り
方
で
「
養
い
て
養
う
こ
と
な
き
」
こ
と
を
主
張
す
る
。
老
子
は
こ
う
考

え
た
。「
そ
の
兌
を
塞
ぎ
、
そ
の
門
を
閉
じ
﹇
感
覚
器
官
を
閉
じ
﹈」「
虚
を
致
す
こ
と
極
ま
り
、
静
を
守
る
こ
と
篤
く
」、
素
朴
な
あ

り
方
に
返
り
真
実
に
帰
着
し
、
私
情
と
欲
望
を
少
な
く
し
、
足
る
を
知
り
止
ま
る
を
知
り
、
謙
っ
て
争
わ
な
い
者
こ
そ
が
、「
死

地
無
く
」「
善
く
生
を
摂
す
る
者
﹇
生
命
を
全
う
す
る
こ
と
に
長
け
た
人
﹈」
で
あ
る
、
と
。
反
対
に
、
た
だ
「
生
を
生
と
す
る
こ
と
の

厚
き
﹇
生
き
る
こ
と
に
執
着
し
す
ぎ
る
﹈」
を
求
め
、
欲
望
に
か
ぎ
り
が
な
く
、
行
動
を
節
制
せ
ず
、
軽
挙
妄
動
し
、
競
争
心
が
強
く
、

名
誉
を
欲
し
物
質
に
恋
々
と
す
る
こ
と
し
か
知
ら
な
い
者
は
、「
皆
な
死
地
に
入
り
」「
自
ら
そ
の
生
を
伐
そ
こ
な

う
」
者
な
の
で
あ
る

（『
老
子
』
第
五
十
章
を
参
照
）。
そ
れ
ゆ
え
に
、
老
子
は
特
に
「
五
色
」「
五
音
」「
五
味
」﹇
視
覚
・
聴
覚
・
味
覚
を
刺
激
す
る
物
﹈「
得

難
き
の
貨
﹇
財
貨
﹈」
な
ど
の
外
物
が
、
人
の
本
来
性
と
養
生
を
損
な
う
作
用
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

荘
子
も
養
生
に
対
し
て
系
統
的
な
見
解
を
持
っ
て
い
た
。
荘
子
に
よ
る
と
、
個
体
の
生
命
の
価
値
を
肯
定
す
る
な
ら
ば
、
そ

の
基
本
的
な
前
提
は
生
命
の
存
在
を
保
証
す
る
こ
と
で
あ
る
。
生
命
存
在
は
ま
ず
は
じ
め
に
感
性
の
「
身
」
と
結
び
つ
く
の
で
、

養
生
が
目
指
す
の
は
、
第
一
に
感
性
の
「
身
」
を
守
る
こ
と
で
あ
る
。
荘
子
は
か
つ
て
、「
庖
丁
、
牛
を
解と

く
」
の
例
を
用
い
て
、
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い
か
に
し
て
「
天
理
に
依
り
」「
其
の
固
然
﹇
物
事
の
本
来
の
あ
り
さ
ま
﹈
に
因
る
」
か
を
詳
し
く
述
べ
た
。
自
然
の
道
理
に
従
っ
て
、

「
刃
を
遊
ば
す
に
必
ず
余
地
有
り
」、
重
き
を
持
ち
上
げ
て
軽
し
と
す
る
牛
の
解
体
の
仕
方
に
は
、
文
恵
君
も
感
慨
を
禁
じ
え
な

か
っ
た
。「
善
い
か
な
。
吾
れ
庖
丁
の
言
を
聞
き
て
、
養
生
を
得
た
り
」（『
荘
子
』
養
生
主
篇
）。
こ
の
道
理
に
よ
り
、
荘
子
は
い

く
つ
か
の
養
生
へ
の
戦
略
を
ま
と
め
て
い
る
。「
善
を
為
さ
ば
名
に
近
づ
く
こ
と
な
か
ら
ん
や
、
悪
を
為
さ
ば
刑
に
近
づ
く
こ
と

な
か
ら
ん
や
。
督
に
縁
り
て
以
て
経つ
ね

と
為
す
」（『
荘
子
』
養
生
主
篇
）。
名
誉
に
近
づ
け
ば
生
き
る
の
に
煩
わ
し
く
、
刑
罰
に
近

づ
け
ば
身
が
危
う
い
。
た
だ
外
物
の
誘
惑
と
束
縛
を
排
除
し
て
、
自
ら
に
固
有
の
自
然
の
道
理
に
し
た
が
う
こ
と
で
、
よ
う
や
く

「
身
を
保
ち
」「
生
を
全
う
し
」「
親
を
養
い
」「
年
を
尽
く
す
」
と
い
う
目
的
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
荘
子
に
あ
っ
て
は
、
養
生
自
体
の
意
味
は
、
た
だ
外
在
す
る
形
﹇
肉
体
﹈
を
養
う
こ
と
だ
け
と
は
限
ら
な
い
。
彼
は

か
つ
て
単
純
に
「
形
」
を
重
視
す
る
人
の
こ
と
を
「
養
形
の
人
」
と
呼
ん
だ
。「
吹
呴
呼
吸
し
、
吐
故
納
新
、
熊
経
鳥
申
﹇
熊
が

木
に
ぶ
ら
さ
が
っ
た
り
、
鳥
が
身
を
伸
ば
す
よ
う
な
格
好
を
ま
ね
て
体
操
を
す
る
﹈、
寿
を
為
す
の
み
。
こ
れ
道
（
導
）
引
の
士
、
養
形
の
人
、

彭
祖
寿
考
な
る
者
﹇
長
寿
で
有
名
で
あ
っ
た
彭
祖
の
よ
う
に
長
生
き
を
し
た
い
と
願
う
人
﹈
の
好
む
所
な
り
」（『
荘
子
』
刻
意
篇
）。
荘
子

か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
種
の
「
道
引
の
士
、
養
形
の
人
」
は
た
だ
た
だ
外
在
す
る
形
を
重
視
す
る
だ
け
で
あ
り
、「
存
在
」
の
目
的

を
真
に
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
世
俗
の
人
は
こ
の
こ
と
を
全
く
認
識
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
荘
子
は
そ
の
こ
と
に
対
し
て
、

次
の
よ
う
に
慨
嘆
し
た
。「
悲
し
い
か
な
、
世
の
人
の
、
形
を
養
え
ば
以
て
生
を
存
す
る
に
足
る
と
以お

為も

え
る
や
」（『
荘
子
』
達

生
篇
）。
荘
子
か
ら
す
れ
ば
、
養
生
に
は
む
ろ
ん
「
形
を
養
う
」
こ
と
が
必
要
で
は
あ
る
。「
生
を
有た
も

つ
に
は
必
ず
形
を
離
る
る
な

し
」「
形
を
養
う
に
は
必
ず
こ
れ
が
物
を
先
に
す
」（『
荘
子
』
達
生
篇
）。
し
か
し
、「
形
を
養
う
こ
と
果
た
し
て
以
て
生
を
存
す

る
に
足
ら
ず
」、
寿
命
を
増
す
﹇
努
力
の
﹈
度
が
過
ぎ
れ
ば
、
か
え
っ
て
生
を
損
な
う
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
形
を
養
う
の
と
比
し

て
、
荘
子
は
さ
ら
に
神
﹇
＝
精
神
﹈
を
養
う
こ
と
を
重
視
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
神
は
形
の
主
で
あ
り
、
神
が
無
け
れ
ば
形
も
生

き
ず
、
生
命
も
ま
た
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。『
荘
子
』
刻
意
篇
に
は
こ
う
あ
る
。「
純
粋
に
し
て
雑ま
じ

え
ず
、
静
一
に
し
て
変
わ
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ら
ず
、
淡
に
し
て
無
為
、
動
い
て
天
行
、
此
れ
神
を
養
う
の
道
な
り
」。
荘
子
は
、
神
を
養
う
道
は
虚
静
無
為
に
あ
る
と
考
え
て

い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
荘
子
は
繰
り
返
し
て
「
神
を
抱
き
て
以
て
静
か
に
す
る
」
こ
と
を
強
調
す
る
。
神
を
養
う
に
は
虚
静
が
重

要
と
考
え
て
い
た
か
ら
、「
静
な
れ
ば
則
ち
無
為
、
無
為
な
れ
ば
則
ち
事
に
任
ず
る
者
に
責
め
あ
り
﹇
仕
事
に
当
た
っ
た
者
が
そ
れ
ぞ

れ
に
責
任
を
果
た
す
﹈。
無
為
な
れ
ば
則
ち
兪
兪
﹇
愉
快
﹈、
兪
兪
な
れ
ば
憂
患
も
処
る
こ
と
能
わ
ず
、
年
寿
も
長
し
」。
ゆ
え
に
「
虚

静
恬
淡
・
寂
漠
無
為
は
、
万
物
の
本
」
な
の
で
あ
る
。
荘
子
の
養
生
の
道
は
、
心
・
物
・
形
・
神
が
と
も
に
養
わ
れ
る
こ
と
を
極

め
て
重
視
し
、「
物
を
養
う
」
こ
と
か
ら
「
心
を
養
う
」
こ
と
へ
進
み
、「
形
を
養
う
」
こ
と
か
ら
「
神
を
養
う
」
こ
と
に
至
る
の

を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。「
心
を
養
う
」
こ
と
は
決
し
て
「
物
を
養
う
」
こ
と
を
放
棄
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、「
物
を
養
う
」
こ

と
に
止
ま
ら
ず
に
そ
れ
を
超
越
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。「
神
を
養
う
」
こ
と
も
「
形
を
養
う
」
こ
と
を
放
棄
す
る
わ
け
で
は

な
く
、「
神
を
養
う
」
こ
と
は
「
形
を
養
う
」
こ
と
の
基
礎
の
上
に
追
求
し
て
進
め
て
い
く
も
の
な
の
で
あ
る
。
た
だ
心
・
物
・

形
・
神
を
と
も
に
養
い
、
ど
れ
か
一
つ
に
偏
ら
ず
、
生
命
の
異
化
と
負
担
を
消
し
て
い
く
こ
と
で
、
天
性
の
真
﹇
な
る
あ
り
さ
ま
﹈

を
守
る
こ
と
が
で
き
、
自
然
の
道
に
合
し
、「
其
の
天
年
を
尽
く
す
」。
そ
れ
に
よ
り
、
人
の
生
命
の
尊
厳
と
価
値
に
対
し
て
、
存

分
に
肯
定
と
顕
彰
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
生
命
存
在
を
重
視
す
る
中
で
の
「
心
を
養
」
い
「
神
を
養
う
」
と
い
う
精
神
の
次
元
と
関
わ
る
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
考

え
で
あ
る
。
荘
子
に
よ
れ
ば
、
生
命
の
死
は
人
の
生
命
の
外
在
す
る
形
に
か
か
わ
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
内
在
的
な
次
元
に

あ
っ
て
は
、
精
神
の
領
域
（「
心
」）﹇
の
死
﹈
を
も
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
世
の
中
で
最
も
悲
し
む
べ
き
現
象
は
、「
心
死
」
に

あ
る
。「
夫
れ
哀
し
み
は
心
死
よ
り
大
な
る
は
莫
く
し
て
、
人
死
は
亦
た
こ
れ
に
次
ぐ
」（『
荘
子
』
田
子
方
篇
）。「
心
死
」
は
精

神
的
な
生
命
が
終
着
点
に
向
か
う
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
と
相
対
的
な
「
人
死
」
は
肉
体
的
な
生
命
の
終
結
を
表
わ
し
て

い
る
。「
哀
し
み
は
心
死
よ
り
大
な
る
は
莫
し
」。
こ
の
命
題
の
内
包
は
「
心
」
と
「
形
」
に
あ
り
、「
心
死
」
と
「
人
死
」
が
以

上
の
よ
う
に
対
照
・
比
較
さ
れ
る
中
で
、
精
神
的
生
命
が
人
の
存
在
の
中
で
ま
す
ま
す
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
を
明
確
に
肯
定
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す
る
の
で
あ
る
。

四
．
死
を
超
越
す
る

「
生
」
と
相
対
的
で
あ
る
の
は
「
死
」
で
あ
り
、
上
述
し
た
「
生
」
へ
の
見
方
に
は
「
死
」
に
対
す
る
深
い
理
解
が
不
可
欠
で

あ
る
。
よ
っ
て
、
道
家
は
自
然
主
義
的
死
生
観
に
基
づ
い
て
、
生
命
の
価
値
を
肯
定
す
る
の
と
同
時
に
、
さ
ら
に
進
ん
で
死
を
超

越
す
る
一
連
の
概
念
を
導
き
出
し
た
。

一―
 

生
死
を
斉ひ
と

し
く
す
る

老
子
の
哲
学
は
弁
証
法
的
思
想
に
満
ち
て
い
る
。
彼
は
事
物
に
お
け
る
矛
盾
・
対
立
の
相
対
性
と
、
そ
の
対
立
面
の
統
一
と

転
化
に
内
在
す
る
法
則
を
見
出
し
た
。
よ
っ
て
、
生
死
の
問
題
に
つ
い
て
、
老
子
は
生
死
も
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
生
と
死

は
対
立
で
あ
る
と
﹇
同
時
に
﹈
統
一
で
あ
る
と
し
た
。
つ
ま
り
、「
柔
弱
な
る
者
は
生
の
徒
、
堅
強
な
る
者
は
死
の
徒
」「
敢
え
て

す
る
に
勇
な
れ
ば
則
ち
殺
し
、
敢
え
て
せ
ざ
る
に
勇
な
れ
ば
則
ち
活
か
す
」（『
老
子
』
第
七
十
三
章
）
の
で
あ
り
、﹇
こ
れ
ら
の
表

現
に
は
﹈
生
死
の
転
化
に
対
す
る
認
識
が
潜
ん
で
い
る
。
老
子
は
こ
う
も
言
っ
て
い
る
。「
生
を
出
で
て
死
に
入
る
」（『
老
子
』
第

五
十
章
）。﹇
そ
れ
に
対
し
、﹈
呉
澄
は
次
の
よ
う
に
注
釈
す
る
。「
出
で
れ
ば
則
ち
生
、
入
れ
ば
則
ち
死
。〝
出
る
〞
と
は
無
よ
り
有

に
見あ
ら

わ
れ
る
を
謂
い
、〝
入
る
〞
と
は
有
よ
り
無
に
帰
す
を
謂
う
な
り
」（
呉
澄
『
道
徳
真
経
注
』）。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
老

子
の
思
想
は
明
ら
か
に
生
死
を
一
体
の
も
の
と
し
て
、「
有
」「
無
」
の
対
立
・
統
一
と
転
化
流
動
の
プ
ロ
セ
ス
だ
と
見
な
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
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荘
子
は
そ
の
相
対
主
義
と
「
斉
物
論
」
か
ら
出
発
し
、
明
確
に
生
死
を
斉
し
い
も
の
と
す
る
見
方
を
示
し
た
。
荘
子
に
よ
れ

ば
、
宇
宙
の
中
の
具
体
的
な
事
物
は
複
雑
に
入
り
組
ん
で
お
り
、「
物
の
数
を
計
る
に
、
万
に
止
ま
ら
ず
」、
そ
の
区
別
は
大
き
く
、

「
恢
詭
譎
怪
﹇
非
常
に
奇
異
﹈」
で
あ
る
が
、
本
質
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。「
万
物
は
皆
な
種
な
り
」「
道
は
通
じ
て
一
た
り
」「
万
物

は
一
斉
な
り
」「
万
物
も
皆
な
一
た
り
」。
ゆ
え
に
、
人
が
認
識
の
主
体
と
し
て
事
物
に
対
応
す
る
際
に
は
、
万
物
を
同
一
に
扱
う

こ
と
を
基
本
的
な
態
度
と
す
べ
き
だ
と
す
る
。「
万
物
を
旁
あ
わ
せ
あ
つ
め

礴
て
以
て
一
と
為
さ
ん
」。
事
物
の
間
に
お
け
る
観
念
上
の
境
界
線

と
実
際
の
対
立
を
消
し
て
包
括
し
、「
成
心
を
師
と
す
る
﹇
一
定
の
意
見
に
固
ま
っ
た
心
に
師
事
す
る
﹈」
執
着
を
捨
て
去
っ
て
、
万
物

は
み
な
斉
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
生
命
の
全
体
性
を
感
得
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
相
対
主
義
と
斉
物
論
の
立
場
の
も
と
、
荘
子
は
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、
生
死
を
同
一
視
す
る
主
張
を
掲
げ
た
。
生
は
す

な
わ
ち
死
で
あ
り
、
死
は
す
な
わ
ち
生
で
あ
る
。
生
死
は
一
つ
の
も
の
で
あ
り
、
も
と
も
と
差
別
は
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

「
生
や
死
の
徒
、
死
や
生
の
始
め
、
孰
か
其
の
紀
は
じ
め

を
知
ら
ん
」（『
荘
子
』
知
北
遊
篇
）、「
方ま
さ

に
生
ず
れ
ば
ま
さ
に
死
し
、
方
に
死

す
れ
ば
ま
さ
に
生
ず
。
…
…
是
に
因
り
て
非
に
因
り
、
非
に
因
り
て
是
に
因
る
」（『
荘
子
』
斉
物
論
篇
）。
以
上
の
こ
と
か
ら
分

か
る
の
は
、
斉
物
論
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
個
体
の
生
命
が
直
面
し
て
い
る
、
永
遠
に
越
え
る
術
が
無
い
、
生
死
を
も
た
ら
す
自

然
の
寿
命
は
実
際
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ゆ
え
に
荘
子
は
繰
り
返
し
強
調
す
る
。「
死
生
を
以
て
一
条
と
為
す
」

（『
荘
子
』
徳
充
符
篇
）、「
万
物
は
一
府
、
死
生
は
同
状
た
り
」（『
荘
子
』
天
地
篇
）、「
死
生
存
亡
は
一
体
た
り
」（『
荘
子
』
大
宗

師
篇
）、「
有
無
死
生
は
一
守
﹇
一
つ
の
道
﹈
た
り
」（『
荘
子
』
康
桑
楚
篇
）、
と
。
ま
た
、「
死
生
を
以
て
一
条
と
為
す
」
こ
と
を
理

解
す
る
人
物
と
友
人
に
な
れ
る
よ
う
に
願
っ
て
い
た
（『
荘
子
』
大
宗
師
篇
な
ど
を
参
照
）。
以
上
の
よ
う
に
、
荘
子
は
相
対
主
義

を
応
用
し
、
本
体
論
の
角
度
か
ら
、
生
死
を
同
一
視
す
る
独
特
の
死
に
対
す
る
見
方
を
明
ら
か
に
し
、
人
々
が
生
死
の
苦
境
を
観

念
的
に
突
破
す
る
こ
と
を
実
現
す
る
の
を
助
け
た
。
こ
れ
は
古
代
人
類
の
精
神
世
界
に
対
す
る
最
初
の
巨
大
な
解
放
で
あ
る
の
と

同
時
に
、
現
在
に
至
る
ま
で
思
想
の
解
放
と
い
う
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
著
名
な
哲
学
者
で
あ
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
そ
の
名
著
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『
存
在
と
時
間
』
の
中
で
、
人
に
つ
い
て
実
存
的
な
分
析
を
し
、
定
義
を
下
し
て
こ
う
言
っ
た
。「
人
と
は
死
へ
向
か
う
存
在
で
あ

る
（being-tow

ards death

）。」﹇
こ
の
テ
ー
ゼ
は
﹈
人
の
、
生
死
が
一
体
と
な
っ
て
い
る
関
係
に
つ
い
て
、
実
に
深
い
指
摘
を
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
「
人
は
生
ま
れ
た
ら
必
ず
死
ぬ
」
と
い
う
動
か
せ
な
い
事
実
の
哲
理
に
対
す
る
肯
定
は
、
何
千
年
も
前

の
道
家
の
観
念
と
非
常
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

二―
 

死
を
楽
し
み
と
す
る

道
家
は
、
宇
宙
自
然
に
お
け
る
生
命
全
体
の
存
在
か
ら
人
の
存
在
を
見
て
、
万
物
を
同
一
視
す
る
大
き
な
視
野
の
中
で
人
の

生
死
を
観
照
し
、
生
死
を
斉
し
い
も
の
と
す
る
生
命
存
在
﹇
に
対
す
る
﹈
観
点
を
導
き
出
し
た
。
道
家
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
生
死

は
斉
し
く
一
つ
の
も
の
で
あ
り
、
生
と
死
は
二
つ
で
一
つ
で
あ
り
、
一
つ
で
二
つ
で
あ
る
と
い
う
等
し
い
関
係
に
あ
る
。
だ
か

ら
、
必
ず
し
も
生
を
喜
び
と
し
死
を
憎
む
こ
と
は
な
い
。
荘
子
は
こ
う
指
摘
す
る
。「
古
え
の
真
人
は
、
生
を
説
よ
ろ
こ

ぶ
こ
と
を
知
ら

ず
、
死
を
悪に
く

む
こ
と
を
知
ら
ず
。
其
の
出
ず
る
に
訴
よ
ろ
こ

ば
ず
、
其
の
入
る
に
距こ
ば

ま
ず
。
翛ゆ
う

然ぜ
ん

と
し
て
往
き
、
翛
然
と
し
て
来
た
る
の

み
」（『
荘
子
』
大
宗
師
篇
）。
も
し
荘
子
が
、
生
が
あ
れ
ば
必
ず
死
が
あ
る
と
い
う
角
度
か
ら
生
死
を
希
薄
化
し
た
の
だ
と
す
れ

ば
、
彼
は
生
死
を
一
つ
の
も
の
と
す
る
角
度
か
ら
生
死
﹇
の
あ
り
方
﹈
を
看
破
し
た
こ
と
に
な
る
。
生
死
が
自
然
で
あ
る
と
い
う

こ
と
か
ら
出
発
し
、
生
死
が
斉
し
い
も
の
で
あ
る
と
結
論
し
て
、
荘
子
は
死
生
観
の
上
で
偉
大
な
認
識
の
超
越
を
実
現
し
た
。
こ

の
超
越
と
い
う
の
は
純
粋
に
主
観
的
・
精
神
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
こ
の
超
越
性
を
有
し
た
が
た
め
に
、
荘
子
は
長
生
や

不
死
を
追
求
し
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
死
を
楽
し
み
と
す
る
精
神
的
境
地
に
向
か
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
荘

子
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。「
生
を
以
て
附ふ
ぜ
い
け
ん
ゆ
う

贅
県
疣
と
為
し
、
死
を
以
て
決け
つ
か
ん
か
い
よ
う

疣
潰
癕
と
為
す
﹇
生
を
コ
ブ
や
イ
ボ
の
よ
う
に
無
駄
な
も
の
と

し
、
死
を
腫
れ
物
が
潰
れ
る
か
の
よ
う
に
自
然
な
も
の
と
す
る
﹈」（『
荘
子
』
大
宗
師
篇
）、「
坦
塗
﹇
無
差
別
の
道
﹈
を
明
ら
か
に
す
、
故
に
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生
く
る
も
説
よ
ろ
こ

び
と
せ
ず
、
死
す
る
も
禍
わ
ざ
わ
い

と
せ
ず
。
終
始
の
故な
ず

む
﹇
執
着
す
る
﹈
べ
か
ら
ざ
る
を
知
れ
ば
な
り
」（『
荘
子
』
秋
水
篇
）。

こ
の
道
家
の
生
を
苦
と
し
死
を
楽
と
す
る
議
論
は
、
以
下
の
こ
と
を
表
わ
し
て
い
よ
う
。
道
家
は
生
を
重
ん
じ
て
貴
ぶ
が
、
生

を
貪
り
死
を
恐
れ
た
り
は
し
な
い
。
そ
し
て
、
生
を
苦
と
し
て
死
を
楽
と
す
る
死
生
観
か
ら
、
死
に
対
す
る
恐
怖
感
が
無
い
と

い
う
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
人
々
が
生
を
喜
び
と
せ
ず
、
死
を
憂
え
な
い
よ
う
に
な
れ
ば
、
平
然
と
し
て
死
の

到
来
に
直
面
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
道
家
か
ら
す
る
と
、
全
て
の
人
生
は
「
身
を
苦
し
め
て
疾つ
と

め
て
作な

し
」「
夜
以
て
日
に

継
ぎ
、
善
否
を
思
慮
す
」
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
終
身
役
役
と
し
て
其
の
成
功
を
見
ず
、
薾て
つ

然ぜ
ん

と
し
て
﹇
ぐ
っ
た
り
と
し

て
﹈
疲
役
し
て
其
の
帰
す
る
と
こ
ろ
を
知
ら
」
な
い
、
辛
い
労
役
の
過
程
な
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
人
生
は
苦
し
み
に
満
ち
て
い

る
。「
人
の
生
く
る
や
、
憂
い
と
倶
に
生
く
。
寿
い
の
ち
な
が

き
者
は
惛
惛
と
し
て
﹇
耄
碌
し
て
﹈、
久
し
く
憂
え
て
死
せ
ず
。
何
ぞ
苦
し
き

や
」（『
荘
子
』
至
楽
篇
）。
よ
っ
て
、
人
が
生
き
て
世
に
あ
れ
ば
、
身
体
の
疲
労
と
生
存
﹇
し
て
い
く
上
で
﹈
の
焦
慮
と
い
う
二
重

の
苦
し
み
を
受
け
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
人
が
生
き
て
い
く
こ
と
が
疲
労
と
苦
痛
で
あ
る
か
ら
に
は
、
死
は
一
種
の
解
脱
と
休
息

と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
其
の
生
や
浮
か
ぶ
が
若ご
と

く
、
其
の
死
や
休い
こ

う
が
若
し
」、「
夫
れ
大
塊
﹇
大
地
﹈
我
を
載
す
る
に
形
を
以
て

し
、
我
れ
を
労
す
る
に
生
を
以
て
し
、
我
れ
を
佚
に
す
る
に
老
を
以
て
し
、
我
を
息い
こ

わ
し
む
る
に
死
を
以
て
す
。
故
に
吾
が
生
を

善
し
と
す
る
者
は
、
乃
ち
吾
が
死
を
善
し
と
す
る
所
以
な
り
」（『
荘
子
』
大
宗
師
篇
）。
よ
っ
て
、
死
は
安
息
と
い
う
だ
け
で
な

く
、
無
上
の
快
楽
な
の
で
あ
る
。『
荘
子
』
至
楽
篇
で
は
、
荘
子
は
髑
髏
の
声
を
借
り
て
こ
う
言
っ
て
い
る
。「
死
す
れ
ば
上
に
君

な
く
下
に
臣
な
し
。
亦
た
四
時
の
事
し
ご
と

な
し
。
従
し
ょ
う

然ぜ
ん

と
し
て
天
地
を
﹇
天
地
自
然
の
悠
久
の
時
を
﹈
以
て
春
秋
と
為
す
。
南
面
の
王
の

楽
し
み
と
雖
も
、
過
ぐ
る
能
わ
ざ
る
な
り
」。
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
、
死
は
国
王
と
な
る
こ
と
よ
り
も
愉
快
だ
と
し
て
い
る
。
荘

子
が
髑
髏
の
た
め
に
元
の
生
命
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
っ
た
時
、
髑
髏
は
そ
れ
を
願
わ
な
か
っ
た
。「
吾
れ
安い
ず

く
ん

ぞ
能
く
南
面
の
王
の
楽
し
み
を
棄
て
て
、
復
た
人じ
ん
か
ん間
の
労
を
為
さ
ん
や
」。
さ
ら
に
は
、
生
と
は
漂
泊
す
る
こ
と
、
死
と
は
帰
宅

す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。「
生
を
以
て
喪
う
と
為
し
、
死
を
以
て
反か
え

る
と
為
さ
ん
と
す
」、「
生
は
寄
な
り
、
死
は
帰
な
り
」。
こ
の
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説
に
し
た
が
え
ば
、
死
は
決
し
て
恐
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
一
種
の
休
息
で
あ
り
、
帰
郷
で
あ
り
、
人
生
の
苦
痛

か
ら
の
解
放
で
あ
り
、
楽
し
む
べ
き
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
認
識
に
導
か
れ
て
、
荘
子
は
妻
が
死
ん
だ
後
、
盆
を
叩
い

て
歌
っ
て
い
た
（『
荘
子
』
至
楽
篇
）。
自
ら
が
死
に
瀕
し
た
時
も
死
を
帰
郷
す
る
よ
う
な
も
の
と
見
て
お
り
、
非
常
に
平
然
と
し

た
態
度
を
と
っ
て
い
る
。『
荘
子
』
列
御
寇
篇
に
よ
る
と
、
荘
子
は
死
な
ん
と
す
る
際
に
、
そ
の
弟
子
が
手
厚
く
葬
ろ
う
と
し
た

の
に
対
し
て
こ
う
言
っ
た
と
い
う
。「
吾
れ
天
地
を
以
て
棺
槨
と
為
し
、
日
月
を
以
て
連
璧
﹇
副
葬
品
の
宝
石
﹈
と
為
し
、
星
辰
を

珠
璣
﹇
珠
玉
﹈
と
為
し
、
万
物
を
齎し
そ
う送

﹇
葬
式
の
贈
り
物
﹈
と
為
す
…
…
何
を
以
て
か
此
れ
に
加
え
ん
」。
も
ち
ろ
ん
、
道
家
が
生
を

苦
と
し
て
死
を
楽
と
し
て
い
る
の
は
、
決
し
て
彼
ら
が
「
死
を
喜
び
生
を
憎
む
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
逆
に
、

道
家
は
自
殺
な
ど
の
生
を
軽
ん
ず
る
行
為
に
は
反
対
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、「
生
を
重
ん
じ
」「
生
を
貴
ぶ
」
と
い

う
主
張
に
よ
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。『
荘
子
』
盗
跖
篇
で
、
荘
子
は
盗
跖
の
口
を
借
り
て
、
伯
夷
・
叔
斉
・
鮑
焦
・
申
徒
狄
・
介

子
推
・
尾
生
の
六
人
が
「
名
に
離か
か

り
死
を
軽
ん
ず
﹇
名
声
に
と
ら
わ
れ
て
命
を
粗
末
に
す
る
﹈」
る
の
を
批
判
し
て
、
彼
ら
が
自
ら
命
を

絶
っ
た
の
は
、
生
命
の
根
本
を
重
要
視
し
て
い
な
い
行
動
だ
と
し
て
い
る
。
道
家
が
こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
の
は
、
人
々
に
対
し

て
、
生
は
絶
対
的
な
善
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
死
も
絶
対
的
な
悪
で
は
な
い
こ
と
を
告
げ
る
の
を
目
的
に
し
て
い
る
。
も
し
、

人
々
が
死
に
対
す
る
神
秘
的
な
感
情
と
恐
怖
心
を
な
く
し
、
生
を
貪
り
死
を
憎
む
間
違
っ
た
態
度
を
改
め
れ
ば
、「
死
生
も
己
を

変
う
る
こ
と
な
し
」（『
荘
子
』
斉
物
論
篇
）
と
い
う
、
自
然
で
平
然
と
し
た
洒
脱
な
姿
勢
で
生
と
死
に
直
面
で
き
る
の
で
あ
る
。

道
家
は
生
死
が
相
通
じ
て
等
し
い
も
の
と
し
、
ひ
い
て
は
生
を
苦
と
し
て
死
を
楽
と
す
る
観
念
で
も
っ
て
、
一
般
人
の
観
念

に
お
け
る
生
と
死
の
対
峙
と
﹇
相
互
の
﹈
否
定
に
取
っ
て
代
わ
ら
せ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
死
に
対
す
る
神
秘
化
と
超
越

化
、
お
よ
び
過
度
の
恐
怖
感
を
希
薄
に
し
て
解
消
す
る
こ
と
に
積
極
的
な
意
義
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、﹇
道

家
は
、﹈
現
実
の
人
生
に
対
す
る
冷
淡
さ
と
死
に
対
す
る
理
想
化
も
ひ
そ
か
に
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。
荘
子
が
盆
を
叩
い
て
歌
っ
て

死
を
喜
ん
で
受
け
入
れ
る
態
度
を
示
し
た
時
、
そ
の
「
生
」
に
対
す
る
立
場
が
に
じ
み
出
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
実
の
人
生
に
対
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し
て
過
度
に
真
剣
で
あ
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
荘
子
は
、
有
名
な
「
胡
蝶
の
夢
」
の
寓
言
に
お
い
て
、
人
生
は
夢

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、「
夢
」
と
「
覚
﹇
醒
﹈」
の
区
別
は
つ
け
が
た
い
と
し
て
、
現
実
の
人
生
の
虚
構
性
・
で

た
ら
め
さ
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
明
ら
か
に
、
そ
の
よ
う
な
人
生
も
﹇
こ
の
﹈「
世
」
で
過
ご
す
と
し
て
も
、
真
面
目
に
執
着
し

す
ぎ
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
荘
子
の
人
「
生
」
観
は
、
間
違
い
な
く
あ
る
程
度
の
消
極
的
な
傾
向
を
持
っ
て
お

り
、「『
生
』
に
対
す
る
畏
敬
の
念
」
に
欠
け
て
い
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
（
楊
国
栄
『
荘
子
的
思
想
世
界
』

北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
、
二
一
三
頁
）。
ま
た
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
提
唱
し
た
「
存
在
へ
の
勇
気
」（the courage to be

）

に
も
欠
け
て
い
る
（
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
「
存
在
へ
の
勇
気
」
を
参
照
。『
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
選
集
（
上
）』
上
海
三
聯
書
店
、
一
九
九
九
年
、

一
四
九
頁
。﹇
邦
訳
は
『
生
き
る
勇
気
』
平
凡
社
、
一
九
九
五
年
﹈）。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
荘
子
は
現
実
社
会
と
異
化
し
た
人
生
へ
の

批
判
を
意
図
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三―
 

超
越
を
追
求
す
る

一
つ
一
つ
の
個
体
に
つ
い
て
言
え
ば
、「
死
」
は
唯
一
性
・
一
回
性
・
代
替
不
可
能
と
い
っ
た
特
徴
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
存

在
の
有
限
性
と
常
に
関
連
し
て
い
る
。
こ
の
種
の
「
死
」
に
よ
っ
て
立
ち
現
れ
る
存
在
の
有
限
性
は
、
個
々
の
個
体
に
属
す
る
生

活
世
界
と
意
味
世
界
の
終
結
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
さ
に
王
陽
明
が
言
う
通
り
で
あ
る
。「
今
、
死
せ
る
人
を
看み

る
に
、
他か
れ

の
這こ

の
些
い
さ
さ
か
の
精
霊
は
遊
散
せ
り
。
他
の
天
地
万
物
な
お
何い
ず
こ処
に
在
る
や
」（
王
陽
明
『
伝
習
録
』
巻
下
）。
言
わ
ず
も
が
な
で
あ
る
が
、

こ
の
個
体
に
お
け
る
生
命
存
在
の
有
限
性
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
人
生
最
大
の
悲
劇
で
あ
り
、
多
く
の
悲
観
主
義
・
虚
無
主
義
お

よ
び
享
楽
主
義
を
引
き
起
こ
し
て
き
た
重
要
な
根
源
で
も
あ
る
。

し
か
し
、
道
家
の
立
場
か
ら
宇
宙
万
物
の
存
在
の
全
体
に
つ
い
て
言
え
ば
、
個
体
の
消
滅
は
決
し
て
全
体
的
な
存
在
の
生
命
の
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終
結
を
意
味
し
な
い
。
存
在
形
式
の
転
化
を
経
て
、
個
体
は
別
の
形
式
で
全
体
に
融
合
し
、
生
命
存
在
の
全
体
の
鎖
の
輪
を
形
作

り
、
も
の
を
生
じ
て
や
ま
な
い
生
命
の
循
環
と
変
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
生

死
の
苦
し
み
を
超
越
し
、
死
に
至
っ
て
も
滅
び
る
こ
と
な
く
、
不
死
不
生
と
い
う
最
高
の
存
在
の
境
地
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

老
子
は
「
其
の
所
を
失
わ
ざ
る
者
は
久
し
、
死
し
て
亡
び
ざ
る
者
は
寿
い
の
ち
な
が
し
」（『
老
子
』
第
三
十
三
章
）
と
考
え
る
。
い
か
に

「
死
し
て
亡
び
ず
」
に
い
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
？　

老
子
は
言
う
。「
吾
れ
に
大
患
有
る
所
以
の
者
は
、
吾
れ
に
身
有
る
が
た
め

な
り
。
吾
れ
に
身
無
き
に
及
び
て
は
、
吾
れ
何
の
憂
い
か
有
ら
ん
」（『
老
子
』
第
十
三
章
）。
老
子
は
こ
こ
で
、
己
の
身
の
存
在

の
有
限
性
を
い
か
に
超
越
し
、
大
い
な
る
変
化
の
中
に
融
合
す
る
か
と
い
う
、「
患
い
な
く
し
て
」
永
久
な
る
こ
と
を
求
め
る
存

在
の
問
題
を
明
確
に
表
し
て
い
る
。
荘
子
は
こ
う
考
え
る
。
人
の
肉
体
は
み
な
死
に
帰
し
、
腐
乱
し
た
後
で
黄
土
と
な
る
。
し

か
し
、
人
々
は
「
坐
忘
﹇
坐
っ
た
ま
ま
全
て
を
忘
れ
去
る
﹈」「
心
斎
﹇
雑
念
や
欲
望
を
排
し
て
、
心
を
落
ち
着
い
た
状
態
に
保
つ
﹈」
を
通
し
て
、

自
ら
の
身
体
の
存
在
と
欲
望
を
忘
れ
去
り
、
あ
ら
ゆ
る
物
に
通
じ
て
い
る
「
道
」
と
精
神
的
に
一
体
と
な
り
、
道
の
永
久
﹇
不
変

な
あ
り
さ
ま
﹈
の
助
け
を
借
り
て
、
個
体
の
生
命
の
永
久
に
た
ど
り
着
く
の
で
あ
る
。
荘
子
は
言
う
。「
忘
己
﹇
亡
我
﹈
の
人
、
是
れ

を
こ
れ
天
に
入
る
と
謂
う
」（『
荘
子
』
天
地
篇
）。
天
に
入
る
と
は
自
然
に
融
合
す
る
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
生
命
の
超
越
な
の

で
あ
る
。「
已
に
生
を
外
れ
て
、
而
る
後
に
能
く
朝
徹
す
。
朝
徹
し
て
而
る
後
に
能
く
独
を
見
る
。
独
を
見
て
而
る
後
に
能
く
古

今
な
し
。
古
今
な
く
し
て
而
る
後
に
能
く
不
死
不
生
に
入
る
」（『
荘
子
』
大
宗
師
篇
）。
荘
子
は
こ
う
考
え
た
。
人
は
ひ
と
た
び

肉
体
的
な
生
命
の
存
在
を
忘
れ
去
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
大
き
な
悟
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
る
で
朝
日
の
よ
う
に
清
新

で
澄
み
き
っ
た
気
持
ち
に
な
り
（
朝
徹
）、
絶
対
的
な
道
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
独
を
見
る
）。
そ
れ
に
よ
っ
て
時
間
を
超
越
し
、

肉
体
的
な
生
命
を
超
越
し
て
、
永
遠
の
存
在
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
、
と
。
荘
子
は
、
個
体
の
生
命
の
有
限
性
と
群
体

の
生
命
の
無
限
性
の
転
換
を
通
し
て
、
生
死
を
超
越
す
る
こ
と
を
実
現
す
る
方
法
を
明
確
に
し
た
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
荘
子
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が
提
示
し
た
「
薪
尽
き
れ
ば
火
伝
わ
る
」
と
い
う
命
題
は
こ
の
よ
う
な
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
荘
子
は
、
老
子
が
世
を
去
る
こ
と

を
述
べ
る
際
、
最
後
に
こ
う
言
う
。「
指
は
薪
を
爲す
す

む
る
に
窮
す
る
も
﹇
指
で
薪
を
お
し
す
す
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
も
﹈、
火
は

伝
わ
る
。
其
の
尽
く
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
」（『
荘
子
』
養
生
主
篇
）。
こ
の
説
に
対
し
て
、
歴
代
の
注
釈
家
た
ち
は
多
岐
に
渡
る

解
釈
を
し
て
き
た
が
、
褚
伯
秀
と
、
現
代
の
学
者
で
あ
る
李
存
山
、
お
よ
び
朱
哲
の
解
説
は
正
確
な
方
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
彼

ら
は
、「
薪
が
尽
き
て
火
が
伝
わ
る
と
は
、
個
体
の
生
命
の
有
限
性
が
、
群
体
の
生
命
の
無
限
性
の
中
で
超
越
に
至
る
こ
と
を
喩

え
た
の
だ
」（
朱
哲
『
先
秦
道
家
哲
学
研
究
』
上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
八
三―

一
八
四
頁
）
と
考
え
た
。
た
し
か

に
、
荘
子
の
薪
と
火
の
喩
え
は
、
個
体
の
生
命
が
宇
宙
の
大
き
な
変
化
の
中
に
融
合
す
る
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
個
体
の
生
命
の

有
限
性
と
群
体
の
生
命
の
無
限
性
と
の
関
係
を
も
指
し
示
し
て
い
る
。
個
体
の
生
命
が
有
限
で
あ
る
の
は
、
薪
に
は
尽
き
る
時
が

あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
群
体
の
生
命
が
無
限
で
あ
り
、
無
限
性
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
火
が
燃
え
移
っ
て
絶
え
な
い
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
個
体
の
生
命
は
、
無
限
性
を
持
つ
全
体
的
生
命
の
中
で
永
続
と
超
越
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ん
と
洒
脱
で
達

観
し
た
生
命
の
本
義
で
あ
ろ
う
か
！　

ま
た
、
な
ん
と
深
い
意
味
を
持
っ
た
超
越
的
な
精
神
で
あ
ろ
う
か
！

総
じ
て
、
以
上
の
よ
う
な
生
死
に
対
す
る
道
家
の
知
性
的
な
認
識
は
、
現
代
人
に
も
理
知
的
に
は
っ
き
り
と
生
と
死
の
本
質
を

認
識
さ
せ
、
自
ら
の
大
切
な
命
を
十
分
に
大
切
に
し
て
重
視
し
、
自
己
の
生
き
方
を
少
し
で
も
長
く
意
義
の
あ
る
も
の
に
す
る
よ

う
、
積
極
的
に
措
置
を
取
る
助
け
と
な
る
。
同
時
に
、
現
代
人
が
死
の
価
値
と
尊
厳
に
対
す
る
認
識
を
強
く
す
る
助
け
に
も
な
る
。

そ
し
て
死
へ
の
恐
怖
も
消
し
去
り
、
死
に
対
す
る
感
情
的
な
苦
痛
か
ら
脱
却
し
、
生
を
貪
り
死
を
恐
れ
る
誤
っ
た
傾
向
を
な
く
し
、

平
然
と
死
が
や
っ
て
来
る
の
を
迎
え
る
﹇
こ
と
が
で
き
る
﹈
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
生
き
る
に
際
し
て
は
、
生
を
心
か
ら
愛
し
、

大
切
に
し
、
思
う
存
分
に
生
き
る
。
死
に
際
し
て
は
、
こ
れ
に
真
正
面
か
ら
向
き
合
い
、
受
け
入
れ
て
、
平
然
と
死
ぬ
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
道
家
の
死
生
観
の
重
点
は
、
死
を
重
視
し
つ
つ
超
越
す
る
こ
と
に
あ
る
。
道
家
は
人
々
に
、
自
然
を
尊

び
、
無
為
を
尊
び
、
生
命
の
個
体
的
な
価
値
に
注
意
を
向
け
る
よ
う
に
求
め
る
。
も
し
人
々
が
死
に
直
面
し
た
な
ら
ば
、
死
を
笑
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い
飛
ば
す
よ
う
に
さ
せ
る
。
死
の
意
味
に
つ
い
て
悟
る
中
で
、
死
の
恐
怖
を
消
し
去
り
、
そ
の
上
で
思
い
通
り
の
人
生
を
送
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
道
家
の
先
哲
た
ち
は
、
生
命
存
在
な
ど
の
人
生
の
問
題
に
つ
い
て
、
深
く
理
性
的
な
思
考

を
為
し
遂
げ
た
。
そ
れ
は
彼
ら
が
自
ら
の
一
生
の
生
命
体
験
を
用
い
て
、
後
世
の
人
々
の
た
め
に
遺
し
た
貴
重
な
「
安
身
立
命
」

の
道
な
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
人
生
の
知
恵
と
叡
智
は
、
確
実
に
後
世
の
人
々
が
追
想
し
感
悟
す
る
に
値
す
る
も

の
な
の
で
あ
る
。

（
翻
訳　

酒
井
規
史
）


