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周

周
易

易
は
中
國
の
紐
書
の
―
つ
で
あ
り
ま
す
。
易
、
詩
、

羞
、
春
秋
、

こ
の
五
つ
が
五
紐
と
い
い
ま
し
て
、
儒
教
の
最
も
中
心
に
な
る

神
聖
な
書
物
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
紐
と
い
う
字
は
織
物
の
た
て
い
と
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
か
ら
す
じ
み
ち
、
人
の
ふ
む
べ
き

追
と
い
う
意
味
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
で
、
易
は
、
五
経
の
中
で
も
最
も
む
つ
か
し
い
、
宇
宙
と
人
と
を
一
貫
し
た
道
を
示
す
も
の
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

経
書
は
聖
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
黙
で
、
よ
け
い
に
櫂
威
を
も
つ
わ
け
で
す
が
、
易
も
や
は
り
昔
の
聖
人
に
よ
っ
て
作

ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
易
と
い
う
書
物
は
、
本
文
と
、
そ
の
解
説
の
部
分
|
ー
l

十
翼
と
い
う
ー
ー
と
か
ら
成
つ
て
い
ま
す
。
本

文
は
＝
＝
＝
と
か
一
＝
主
と
か
の
形
、
い
わ
ゆ
る
六
十
四
卦
と
、
そ
れ
に
附
け
ら
れ
た
文
句
と
か
ら
成
つ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
六
十
四
卦
は

宜
は
三
本
づ
つ
の
も
の
を
上
下
に
重
ね
て
で
き
た
も
の
で
し
て
、
三
本
づ
つ
の
は
‘
-
＝
乾
、
一
一
一
坤
‘
-
＝
震
‘
-
＝
巽
‘
―
―
一
次
、
一
-l
、
離

―-「艮

1
＝
兌
で
あ
り
ま
し
て
、
ふ
つ
う
八
卦
と
よ
ぶ
の
が
こ
れ
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
八
卦
を
作
っ
た
の
が
太
古
の
聖
人
伏
犠
、
こ
れ
を

重
ね
て
六
十
四
卦
に
し
た
の
が
紳
農
（
伏
欲
と
も
属
と
も
文
王
と
も
い
う
）
、
文
句
を
つ
け
た
の
が
周
の
文
王
（
周
公
と
も
い
う
）
、
解
説

部
分
の
十
爽
を
作
っ
た
の
が
孔
子
と
い
う
の
で
、

易

か
よ
う
に
代
々
の
聖
人
の
手
を
へ
て
お
り
、 本
し
か
も
内
容
が
い
か
に
も
玄
妙
で
不
可
思

田

清



紳
意
を
う
か
が
つ
て
決
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

議
で
あ
る
、
ま
た
未
来
を
も
知
り
う
る
、
こ
う
い
う
貼
で
、
易
は
五
鰹
の
中
で
も
第
一
に
尊
い
も
の
と
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
右
の
よ
う
な
こ
と
は
古
来
の
儒
者
の
言
い
偲
え
で
あ
り
ま
し
て
、
今
日
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
伏
犠
と
か

紳
農
と
か
い
う
聖
人
は
紳
話
中
の
人
物
で
賓
在
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
周
の
文
王
が
文
句
を
作
っ
た
と
申
し
ま
す
が
、
こ
の
文
句
も
一
時
に

一
人
の
手
で
で
き
た
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
孔
子
が
十
裳
を
作
っ
た
と
い
う
こ
と
も
疑
わ
し
い
。

世
紀
）
に
易
が
す
で
に
あ
っ
た
に
し
ま
し
て
も
、
孔
子
が
こ
れ
を
好
ん
で
讀
ん
だ
か
ど
う
か
。

つ
き
り
易
の
こ
と
に
鯛
れ
た
の
は
一
箇
所
だ
け
で
あ
り
ま
す
。

加
我
敷
年
、
五
十
以
學
易
、
可
以
無
大
過
突

「
我
に
敷
年
を
加
え
、
五
十
以
て
易
を
學
べ
ば
、
以
て
大
過
な
か
る
べ
し
」
天
が
私
を
長
生
き
さ
せ
て
く
れ
て
、
五
十
か
ら
易
を
勉
強

し
た
ら
、
大
き
な
過
ち
を
犯
さ
ぬ
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
文
章
が
も
と
に
な
っ
て
、
史
記
に
も
、
孔
子
が
晩
年
易
を
愛
諏
し
て
書
物

の
と
じ
糸
が
三
べ
ん
す
り
切
れ
た
、
と
い
う
よ
う
な
話
が
述
べ
ら
れ
、
十
翼
の
作
者
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
右
の
文
章
は
、
賓
は
必
ら
ず
し
も
孔
子
が
易
を
好
ん
だ
證
据
に
は
な
ら
な
い
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
右
の
文
中
の
「
易
」
の

え
さ

を
、
魯
の
國
の
儒
者
は
「
亦
」
に
詔
む
。
つ
ま
り
「
亦
」
の
候
借
と
見
る
の
で
あ
り
ま
す
。
す
る
と
右
の
文
は
、

加
我
敷
年
、
五
十
以
學
、
亦
可
以
無
大
過
突

「
…
…
五
十
以
て
學
べ
ば
、
ま
た
以
て
大
過
な
か
る
べ
し
」
長
生
き
で
き
て
五
十
の
手
習
い
を
し
た
ら
、
私
の
よ
う
な
も
の
で
も
、
大

過
が
な
く
な
ろ
う
、
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
し
て
、
こ
ち
ら
の
讀
み
方
の
ほ
う
が
ど
う
や
ら
本
嘗
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
と
も
か

く
論
語
の
右
の
文
章
が
、
孔
子
が
易
を
愛
詔
し
た
證
披
に
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
に
思
想
的
に
も
孔
子
の
考
え
方
は
易
と
必
ら
ず
し
も
相
い
容
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
孔
子
は
倫
理
道
徳
の
根
源
を
、
肺
か

道
徳
的
な
判
断
も
、

ら
人
間
に
移
し
た
貼
で
大
き
な
意
味
を
も
つ
て
い
ま
す
。
古
代
で
は
善
し
悪
し
は
紳
の
目
か
ら
見
て
の
善
し
悪
し
で
、
ど
う
す
べ
き
か
の

で
す
か
ら
殷
代
（
西
紀
前
十
八
ー
十
二
世
紀
）
に
は
占
い
が
全
盛
で
、

周

易

孔
子
の
言
行
を
記
し
た
論
語
の
中
で
、

は

大
腔
孔
子
の
時
代
（
西
暦
紀
元
前
六
ー
五



周

易

世
紀
）
の
い
つ
の
間
に
か
で
き
て
来
た
の
で
あ
り
ま
し
よ
う
。

巫
が
穂
理
大
臣
に
ま
で
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
西
周
時
代
（
前
十
ニ
ー
八
世
紀
）
に
入
っ
て
も
あ
る
傾
向
で
し
た
。
そ
れ
が
春
秋
時
代
（
前

八
ー
五
世
紀
）
に
な
っ
て
、
帥
に
封
す
る
信
仰
が
前
ほ
ど
で
な
く
な
り
、
人
間
の
比
重
が
高
く
な
っ
て
、
孔
子
の
よ
う
な
考
え
方
に
な
る
わ

一
應
人
間
の
生
活
か
ら
切
り
離
し
て
、
そ
つ
と
し
て
置
く
こ
と
に

し
ま
し
た
。

「
鬼
誹
を
敬
し
て
こ
れ
を
遠
ざ
く
」
と
い
つ
て
お
る
通
り
で
あ
り
ま
す
。

自
身
の
良
心
に
よ
っ
て
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
行
為
の
善
し
悪
し
は
、
結
果
で
な
く
て
、
動
機
に
よ
っ
て
き
ま
る
と
考
え
た
よ
う

で
あ
り
ま
す
。

「
荀
く
も
仁
に
志
せ
ば
悪
な
し
」
と
申
し
て
お
り
ま
す
の
は
そ
れ
で
、
動
機
が
道
に
か
な
っ
て
お
れ
ば
、
結
果
は
ど
う
で

と
こ
ろ
で
易
は
も
と
も
と
占
策
の
書
物
で
あ
り
ま
し
た
。
占
箪
は
一
種
の
紳
意
を
う
か
が
う
手
段
で
あ
り
ま
し
て
、

技
術
は
す
で
に
春
秋
時
代
の
賢
人
た
ち
が
疑
い
を
抱
い
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
占
い
で
、
と
る
べ
き
行
動
を
き
め
る
こ
と
は
、

孔
子
の
動
機
主
義
と
は
矛
盾
し
ま
す
。
こ
う
い
う
貼
で
孔
子
が
易
を
好
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
有
り
そ
う
に
な
い
。
と
こ
ろ
で
、

孔
子
は
「
天
命
を
知
る
」
と
い
う
こ
と

の
條
件
に
し
て
お
り
ま
し
て
、
こ
れ
か
ら
す
る
と
易
の
よ
う
な
未
来
を
知
る
技
術
を
受
け

容
れ
そ
う
に
も
見
え
ま
し
よ
う
が
、
孔
子
の
「
命
を
知
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
一
種
の
悟
り
の
境
地
、
人
事
を
盛
し
た
あ
と
は
笑
つ
て
運

命
を
甘
受
す
る
と
い
う
態
度
を
述
べ
た
も
の
で
し
て
、
占
い
に
よ
る
未
来
予
知
と
は
か
か
わ
り
が
な
い
。
こ
う
い
う
ふ
う
で
易
を
孔
子
と

結
び
つ
け
る
確
か
な
證
掟
は
な
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
孔
子
に
紹
く
孟
子
（
前
五
ー
四
世
紀
）
に
し
ま
し
て
も
一
言
も
易
に
つ
い
て
言
及
し

し
か
ら
ば
易
は
本
来
何
で
あ
っ
た
か
と
申
し
ま
す
と
、
輩
な
る
占
箇
の
テ
キ
ス
ト
だ
っ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
易
鰹
の
本
文
の
文

句
は
、
そ
れ
自
腔
で
は
別
に
深
い
哲
學
な
ど
を
含
ま
な
い
、
占
い
の
判
覇
の
こ
と
ば
で
し
て
、
そ
れ
も
一
時
に
で
き
た
も
の
で
な
し
に
、

い
卜
僻
の
残
り
や
お
み
く
じ
の
文
句
、

い
か
に
す
べ
き
か
の
決
定
は
、
で
す
か
ら
、
人
間

こ
う
い
う
た
ち
の

周
易
の
名
梱
に
し
ま
し
て
も
、
後
に
は
深
い
意
味
を
含
ま
せ
る
よ
う
に

く
ぷ
れ
に
諺
の
よ
う
な
も
の
を
加
え
て
で
き
た
も
の
で
、

西
周
か
ら
東
周
に
か
け
て
（
前
十
ニ
ー

て
お
ら
ず
、
易
が
も
と
も
と
儒
教
の
紐
典
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

一
方
、

も
、
そ
の
行
為
は
悪
く
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

け
で
あ
り
ま
す
。
孔
子
は
誹
に
蜀
し
て
尊
敬
は
拙
つ
て
お
り
ま
す
が
、



の
思
想
の
中
で
も
重
要
な
観
念
で
し
て
、
萬
物
を
作
る

の

で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
氣
と
も
よ
ば
れ
ま
す
が
、
氣
は
氣
臆
で
し
て
、

こ
の
陰
陽
と
い
う
の
は
中
國

め
た
こ
と
は
殿
然
た
る
事
賓
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

で
は
な
い
で
し
よ
う
。
易
が
経
典
に
な
っ
た
の
は
大
髄

と

か

げ

な
り
ま
し
た
が
、
も
と
は
、
周
は
圃
名
の
周
、
易
は
晰
蝙
の
象
形
文
字
で
、
お
そ
ら
く
占
い
者
の
同
業
組
合
が
附
け
て
お
っ
た
棚
識
、
看

板
が
と
か
げ
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
彼
ら
の
使
用
す
る
テ
キ
ス
ト
の
名
稲
に
も
な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
易
が
本
来
そ
の
よ
う
な
も
の
な
ら
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
襦
教
の
経
典
に
な
っ
た
か
が
問
題
で
あ
り
ま
す
。

一
言
で
申
せ
ば
、

儒
教
の
ほ
う
が
菱
つ
て
来
た
か
ら
で
あ
る
。
初
期
の
儒
家
は
政
治
と
か
倫
理
と
か
人
間
の
身
近
か
な
こ
と
だ
け
に
力
を
注
い
で
い
ま
し
た
。

そ
れ
が
戦
闘
時
代
（
前
五
世
紀
ー
三
世
紀
）
も
末
に
な
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
の
學
派
の
競
争
が
激
し
く
な
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
は
事
が
足
ら
な

い
。
宇
宙
の
構
造
と
か
、
萬
物
の
奥
に
あ
る
本
臆
と
か
、
天
と
人
と
を
一
貫
す
る
道
と
か
の
哲
學
的
な
問
題
が
、
新
た
に
人
々
の
闊
心
事

に
な
っ
て
来
て
お
る
。
そ
う
い
う
時
で
す
か
ら
、
儒
家
の
方
で
も
何
と
か
陣
容
を
強
化
し
な
け
れ
ば
時
代
に
取
り
残
さ
れ
る
。
そ
こ
で
古

い
占
い
の
書
物
で
あ
る
易
に
、
種
々
の
哲
學
的
な
理
論
を
く
つ
つ
け
て
、
新
し
く
紐
典
の
列
に
加
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
十
翼
と
い
う
の

は
、
こ
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
も
決
し
て
一
時
に
出
来
た
も
の
で
は
な
い
。
中
で
も
最
も
重
要
な
の
は
繋
僻
偉
で
、
こ
れ
に

よ
っ
て
こ
そ
、
易
は
継
典
と
さ
れ
る
だ
け
の
哲
學
性
を
獲
得
し
た
と
申
し
て

秦
（
前
三
世
紀
）
か
ら
漢
（
前
二
世
紀
ー
後
一
世
紀
）
の
初
め
に
か
け
て
で
あ
り
ま
し
よ
う
。

以
上
、
易
継
が
聖
人
の
作
で
も
な
ん
で
も
な
い
、
素
朴
な
占
い
の
書
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
申
し
ま
し
た
が
、
も
と
が
何
で
あ
っ
た
に
し

ま
し
て
も
、
出
来
上
っ
た
も
の
の
債
値
に
は
か
か
わ
り
は
な
い
。
以
後
二
千
年
に
わ
た
る
中
園
の
思
想
の
中
に
、
易
が
大
き
な
重
さ
を
占

以
下
に
、
十
翼
を
含
め
て
の
易
の
考
え
方
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
簡
箪
に
述
べ
て
見
ま
す
。

こ
う

易
0
卦
は
一
と
一
と
で
出
来
て
い
ま
す
。
交
と
い
い
ま
す
。
一
は
陽
の
交
、
「
は
陰
の
交
で
あ
り
ま
す
。

周

易

四



周

易

二
つ
に
割
る
。
こ
れ
は
天
と
地
に
象
ど
る
。

の
分
か
ら
一
本
を
取
っ
て

易
は
ま
た
数
で
も
あ
り
ま
す
。
一
は
九
、
一
は
六
と
よ
ば
れ
ま
す
。

長
男
、

て
う
し
た
場
合
は
、

五

そ
れ
ぞ
れ
の
卦
の
戦
争
や
結
婚
の
こ
と 逆

こ
れ
が
凝
縮
し
て
液
臆
に
も
固
鶴
に
も
な
る
。
ま
た
氣
は
呼
吸
の
意
味
で
も
あ
っ
て
、
生
命
源
で
も
あ
る
。
陰
陽
は
こ
う
い
う
氣
の
一

で
、
無
限
に
流
動
し
、
か
ら
み
合
い
、
愛
化
し
て
、
森
羅
萬
象
を
形
づ
く
つ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
繋
僻
侮
で
は
陰
と
陽
の
二
元
の
ま

た
も
と
に
な
る
原
理
を
考
え
て
お
り
ま
し
て
、
こ
れ
を
太
極
と
よ
ん
で
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
全
く
見
え
ず
聞
え
ぬ
本
骸
、
老
子
の
無
と
い

う
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
と
に
か
く
易
で
は
、
宇
宙
を
陰
陽
の
無
限
の
流
動
菱
化
で
も
つ
て
解
膵
す
る
。
世
界
を
愛
化
し
つ
つ
あ
る

も
の
と
見
る
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
愛
化
す
る
な
か
に
、
菱
化
し
な
い
も
の
が
あ
る
。
世
界
は
愛
動
し
て
や
ま
な
い
け
れ
ど
も
そ
の
愛
り
か
た
に
は
目
的
に
副
っ
た

愛
ら
ぬ
法
則
性
が
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
太
陽
や
月
星
の
動
き
の
法
則
性
か
ら
思
い
つ
い
て
の
こ
と
で
し
よ
う
。
そ
し

て
人
事
も
す
べ
て
天
の
運
行
と
平
行
す
る
と
見
る
の
が
易
の
考
え
方
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
宇
宙
を
麦
る
も
の
と
見
、
髪
る
中

に
愛
ら
な
い
も
の
が
あ
る
と
し
て
、
そ
の
菱
ら
ぬ
も
の
を
ど
う
し
て
つ
か
む
か
。
そ
れ
は
こ
と
ば
や
倫
理
で
は
つ
か
め
な
い
。
象
徴
と
敷

徽
す
る
。
卦
に
つ
け
ら
れ
た
文
句
も
す
べ
て
象
徴
的
に
解
せ
ら
れ
る
。

と
で
は
じ
め
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

易
は
象
徽
で
あ
り
ま
す
。
八
卦
の
形
は
す
べ
て
の
も
の
を
象
徴
し
う
る
。
＝
―
は
父
、
天
、
馬
：
…
•
、
一
一
一
は
母
、
地
、
牛
…
…
、
一
―
―
は

龍
…
•
•
•
‘
-
―
一
は
長
女
、
風
、
鳥
…
•
•
と
い
う
ふ
う
に
。
こ
の
八
卦
を
組
み
合
わ
せ
た
六
十
四
卦
は
さ
ら
に
複
雑
な
事
柄
を
象

た
と
え
ば
菩
一
一
師
は
戦
争
の
卦
で
あ
り
、
＝
＝
＝
婦
妹
は
結
婚
の

卦
で
あ
り
ま
す
が
、
結
婚
の
こ
と
を
占
つ
て
必
ら
ず
し
も
＝
＝
＝
の
卦
が
立
つ
と
は
限
ら
な
い
、
一
一
圭
の
卦
が
立
つ
か
も
知
れ
な
い
。

に
戦
争
の
こ
と
を
占
っ
た
場
合
、
一
i-i-
―
の
形
が
出
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

を
述
べ
た
文
句
は
、
漠
然
と
し
た
象
徴
と
し
て
受
け
取
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

卦
を
出
す
た
め
の
筑
竹
の
操
作
も
帥
秘
的
な
象
徴
的
な
敷
に
闘
係

し
て
お
る
。
五
十
本
の
筑
竹
を
用
い
て
、
そ
の
う
ち
一
本
は
終
始
除
い
て
お
く
。
こ
れ
は
太
極
に
か
た
ど
る
。
四
十
九
本
を
任
意
に
左
右

の
小
指
に
か
け
る
。

こ
れ
は
人
に
象
ど
る
。
そ
れ
ら
か



の
分
を
四
本
づ
つ
敷
え
て
ゆ
く
の
で
す
が
、
こ
の
四
は
四
季
に
か
た
ど
る
。
左
と
右
と
各
々
の
残
数
は
閏
に
か
た
ど
る
。
こ
の

歿
敷
と
左
小
指
に
か
け
た
一
本
と
の
総
和
は
必
ら
ず
九
か
五
。
こ
れ
を
除
い
た
四
十
四
本
或
い
は
四
十
本
で
同
様
の
操
作
を
す
る
と
残
敷

は
八
か
四
。
も
う
一
度
同
様
に
し
て
得
る
残
数
も
八
か
四
。
こ
れ
で
残
敷
が
た
と
え
ば
九
、
八
、
四
な
ら
一
、
五
、
四
、
八
な
ら
一
と
い

う
よ
う
に
、
求
め
る
卦
の
最
初
（
一
番
下
）
の
交
が
得
ら
れ
、
こ
れ
を
六
回
く
り
か
え
し
て
は
じ
め
て
卦
が
立
つ
の
で
あ
り
ま
す
。

よ
う
な
筑
の
操
作
の
敷
理
だ
け
で
な
く
、
易
に
は
い
ろ
ん
な
敷
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
宇
宙
の
な
か
の
愛
り
つ
つ
愛
ら
ぬ
も
の
、
法
則

性
が
こ
の
よ
う
な
敷
理
で
と
ら
え
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、

の
運
行
が
敷
で
解
け
る
こ
と
か
ら
の
聯
想
で
し
よ
う
が
、
も
う
一
つ
に
は
、

中
國
に
お
け
る
数
と
い
う
も
の
が
輩
な
る
抽
象
観
念
で
な
く
て
、
誹
秘
的
な
感
じ
で
受
け
取
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
も
あ
り
ま
す
。

、

、

ヽ

ヽ

じ

よ

う

げ

ん

。
後
獲
の
鄭
玄

と
も
か
く
易
は
象
徴
と
敷
を
も
つ
て
い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
宇
宙
の
、
ま
た
人
事
の
秘
密
を
た
や
す
く
解
明
で
き
る

と
い
う
學
者
は
、
易
の
名
稲
を
解
繹
し
て
、

を
含
む
」
と
申
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
い
か
に
も
中
図
的
な
面
白
い

「
易
は
一
字
で
、
愛
易
（
か
わ
る
）
、
不
易
（
か
わ
ら
ぬ
）
、
簡
易
（
た
や
す
い
）
の
三
つ
の
意
味

中
國
に
は
天
地
の
動
き
と
人
間
界
の
現
象
と
が
相
闘
係
す
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
、
そ
れ
は
易
の
十
翼
に
も
は
い
つ
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
で
す
か
ら
、
宇
宙
の
奥
に
あ
る
法
則
性
と
い
う
も
の
は
、
人
間
界
の
い
ろ
ん
な
事
柄
に
つ
い
て
も
存
在
す
る
。
つ
ま
り
人
間
の
運
命

は
い
か
に
も
遇
然
な
氣
ま
ぐ
れ
な
よ
う
に
見
え
て
も
、
天
地
同
様
に
、
そ
の
な
か
に
法
則
性
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

下
の
事
何
を
か
思
い
何
を
か
慮
ら
ん
。
同
婦
に
し
て
殊
塗
。
一
致
に
し
て
百
慮
。
天
下
の
事
何
を
か
思
い
何
を
か
慮
ら
ん
」
天
下
の
事
は

道
は
ち
が
つ
て
も
行
き
つ
く
所
は
一
っ
だ
し
、
あ
れ
こ
れ
考
え
て
も
結
果
は
同
じ
だ
か
ら
、
何
も
思
い
わ
ず
ら
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
意

味
で
、
ま
こ
と
に
架
天
的
な
考
え
で
あ
り
ま
す
。

孔
子
ら
は
運
命
と
い
う
も
の
を
氣
ま
ぐ
れ
な
も
の
、
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
も
の
と
考
え
ま
し
た
。
人
間
善
い
こ
と
を
し
て
も
必
ら
ず
し
も

善
い
運
に
は
遇
わ
な
い
か
ら
。
し
か
し
易
で
は
「
積
善
の
家
に
は
必
ら
ず
餘
慶
あ
り
」
と
申
し
て
、
道
徳
と
運
命
と
は
矛
盾
し
な
い
と
見

る
。
む
し
ろ
、
天
も
人
も
す
べ
て
太
き
な
調
和
し
た
法
則
性
が
そ
の
裏
に
あ
っ
て
、
そ
れ
に
乗
っ
か
り
随
が
う
こ
と
が
道
徳
だ
と
い
う
ふ

周

易

（
柴
天
と
い
う
の
も
易
の
こ
と
ば
で
す
が
。
）

え
方
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

六

「天
こ
の



周

易

そ
れ
な
ら
一
番
上
は
ど
れ
ほ
ど
良
い
か
と
い
う
と
、

す。

易
の
卦
の
六
交
に
は
「
位
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、

七

と
い
う
の
が
内
卦
（
上
半
分
）
と
外
卦
（
下

一
番
下
は
「
潜
め
る
龍
、
用
い
る
な
か
れ
」
で
、
人
間
な
ら
徳
を
抱
き
な

う
に
見
て
お
り
ま
す
。
で
、
そ
の
よ
う
に
人
事
に
も
法
則
性
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
易
の
象
徴
や
敷
で
簡
易
に
と
ら
え
ら
れ
る
か
ら
、
嘗
然

未
来
の
こ
と
、
吉
凶
の
き
ざ
し
も
予
見
で
き
る
の
で
、
そ
れ
を
見
て
適
嘗
に
行
動
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
て
は
ず
る
い
結
果
主
義
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
倫
理

し
か
し
ず
る
さ
と
い
う
こ
と
は
慮
世
の
智
惹
の
一
つ
で
あ
り
ま
し
て
、
易
は
、
で
す
か
ら
、
虞
世
術
の
す
ぐ
れ
た
教
科
書
で
も
あ
り
ま

子
に
認
め
ら
れ
る
運
勢
。

半
分
）
の
そ
れ
ぞ
れ
の
一
、
二
、
三
が
封
應
し
て
い
る
。

上
ほ
ど
高
い
の
で
あ
り
ま
す
。
＝
＝
＝
乾
の
卦
は
龍
が
だ
ん
だ
ん
地
中
か
ら
天

に
昇
つ
て
ゆ
く
と
い
う
象
徴
的
な
文
句
が
附
け
ら
れ
て
お
る
。

あ
ら

が
ら
民
間
に
隠
れ
て
い
る
状
態
。
下
か
ら
二
番
目
は
「
見
わ
れ
た
る
龍
田
に
あ
り
、
大
人
を
見
る
に
利
あ
り
」
よ
う
や
く
世
に
出
て
聖
天

こ
う
し
て
昇
つ
て
行
っ
て
五
番
目
が
「
飛
ぶ
龍
天
に
あ
り
、
大
人
を
見
る
に
利
あ
り
」
で
、
非
常
に
め
で
た
い
。

「
充
り
た
る
龍
悔
あ
り
」
で
か
え
つ
て
悪
い
。
つ
ま
り
出
世
し
す
ぎ
て
昇
り
つ
め
る

と
危
険
な
の
で
あ
り
ま
す
。
大
盟
六
交
の
中
で
一
番
良
い
位
は
五
、
二
で
あ
る
。

分
け
ら
れ
ま
す
が
、
五
の
位
、
二
の
位
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ま
ん
中
に
あ
た
る
。

つ
ま
り
中
庸
を
得
た
位
が
一
番
よ
く
て
、
高
過
ぎ
て
は
危
い

、
、
、

と
い
う
の
で
し
て
、
易
の
術
語
で
「
中
」
と
申
し
ま
す
が
、
こ
れ
な
ど
い
か
に
も
お
と
な
ら
し
い
慮
世
智
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
位
に
つ
い
て
「
正
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
下
か
ら
敷
え
て
一
、
三
、
五
の
奇
敷
位
に
陽
交
一
が
、
二
、
四
、
六
の
偶
数
位
に
陰

交

F
か
来
る
場
合
を
正
、
そ
の
反
封
を
不
正
と
い
い
ま
す
。
奇
敷
は
陽
の
敷
、
偶
敷
は
陰
だ
か
ら
。
つ
ま
り
強
い
者
は
強
い
位
に
、
弱
い

者
は
弱
い
位
に
あ
る
べ
き
で
、
弱
い
者
が
張
い
位
に
お
る
の
は
よ
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

み
ざ
い

右
の
原
則
で
ゆ
く
と
＝
＝
＝
未
演
の
卦
は
最
悪
に
な
り
そ
う
で
す
が
、
さ
ほ
ど
悪
く
な
い
。

つ
ま
り
通
算
し
て
敗
え
る
と
、

一
が
一
な
の
に
封
し
て
四
は
一
、
二
が
一
な
の

に
封
し
て
五
が
一
、
三
が
一
な
の
に
封
し
て
六
が
一
と
、
陰
陽
反
封
の
交
が
上
下
相
封
し
て
い
る
。
こ
れ
で
よ
ほ
ど
救
わ
れ
る
か
ら
、
六

交
す
べ
て
不
正
で
あ
る
の
に
あ
ま
り
悪
く
な
い
卦
に
な
っ
て
い
る
。

―
つ
の
卦
は
上
三
本
（
外
卦
）
と
下
三
本
（
内
卦
）
に

こ
う
い
う
闊
係
を
「
應
」
と
い
い
ま
す
。
人
事
で
い
え
ば
上
位
者
の



で
あ
っ
て
、
か
え
つ
て
つ
ま
ら
な
い
」
と
評
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
原
則
は
立
て
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
賓
、

ま
す
。

一
っ

こ
れ
ら
必
ら
ず
し
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
場
合
が
多
い
。
例
外
が
澤
山
あ
り

こ
れ
は
易
紐
の
成
立
過
程
か
ら
し
て
無
理
も
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
で
繋
僻
個
で
は
、
「
典
要
（
原
則
）
を
な
す
べ
か
ら
ず
、
た

だ
菱
の
ゆ
く
と
こ
ろ
」
と
い
つ
て
お
り
ま
す
。

揚
雄
と
い
う
人
が
太
玄
と
い
う
易
の
模
作
を
作
り
ま
し
た
。

宋
の
朱
子
が
「
こ
れ
は
典
要
を
な
す
べ

そ
の
他
い
ろ
い
ろ
問
題
は
毒
き
ま
せ
ん
が
、
概
略
は
右
の
よ
う
な
こ
と
に
止
め
て
、
最
後
に
易
が
中
園
人
の
も
の
の
考
え
方
一
般
と
ど

の
よ
う
な
貼
で
つ
な
が
つ
て
い
る
か
、
重
複
し
ま
す
が
、
お
お
ざ
っ
ぱ
に
見
て
ゆ
き
た
い
。

第
一
に
易
の
象
徴
と
敷
。

り
ま
す
。
繋
僻
偲
に
「
書
は
言
を
盛
さ
ず
、
言
は
慈
を
盛
さ
ず
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
ば
は
質
に
よ
く
使
わ
れ
る
。
言
語
や
論
理

に
信
頼
を
お
か
な
い
と
す
れ
ば
、
直
感
的
な
把
握
と
い
う
も
の
が
重
ん
ぜ
ら
れ
、
象
徴
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
克
明
な
描
窯
、
絞
述
よ
り

も
役
立
つ
と
い
う
ふ
う
な
場
合
が
出
て
来
る
。
中
園
の
詩
は
お
よ
そ
最
も
字
数
を
切
り
つ
め
た
箇
潔
な
詩
型
で
、
そ
の
一

的
な
働
ら
き
を
し
て
い
る
と
い
え
な
い
こ
と
も
な
い
。

好
も
一
般
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
、
も
の
ご
と

何
々
、
二
つ
何
々
、
と
数
で
も
つ
て
整
理
し
て
、
説
得
性
を
増
そ
う
と
す
る
な
ど
も
そ
れ
で
し
よ
う
。

六
交
の
う
ち
二
、
五
の
中
の
位
を
重
ん
ず
る
こ
と
、
こ
れ
も
い
ろ
い
ろ
の
書
物
に
説
か
れ
る
こ
と
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

中
庸
と
い
う
古
物
は
も
つ
ば
ら
物
事
の
よ
き
ほ
ど
、
中
脂
の
徳
を
説
き
、
老
子
は
滴
ち
れ
ば
餓
け
る
こ
と
を
戒
め
ま
す
が
、
易
の
考
え
も
、

引
き
な
ど
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
り
ま
し
よ
う
。

周

易

一
律
な
原
則
の
あ
て
は
ま
ら
な
い
と
こ
ろ
に
易
の
面
白
さ
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
樅
の

こ
れ
は
易
と
ち
が
つ
て
原
則
が
き
ち
ん
と
立
て
ら
れ
て
お
る
。

こ
れ
は
中
園
人
の
考
え
方
一
般
に
あ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
中
國
に
は
一
般
に
言
語
や
諭
理
へ
の
不
信
が
あ

い
わ
ゆ
る
南
盟
の
描
寓
に
は
多
分
に
象
徴
的
な
筆
づ
か
い
が
あ
り
ま
す
。
数
の
愛

と
か
五
と
か
い
う
誹
秘
数
で
も
つ
て
整
理
し
た
が
る
。
諭
客
が
話
を
す
る
の
に
、

八

こ
の
書
物
を

一
字
は
象
徴



゜

ぶ
ノ

周

易

こ
れ
ら
他
の
書
物
の
根
抵
に
あ
る
中
國
人
一
般
の
生
活
の
智
惹
か
ら
出
て
お
り
ま
す
。

九

さ
き
に
中
、
正
、
應
な
ど
の
原
則
が
必
ら
ず
し
も
一
貫
せ
ず
、
し
か
も
易
は
そ
れ
を
自
認
し
て
い
る
こ
と
を
申
し
ま
し
た
が
、
そ
の
よ

‘
 

う
な
例
外
を
許
容
す
る
幅
の
あ
る
態
度
は
、
中
國
の
思
想
一
般
に
あ
る
お
と
な
の
氣
風
で
あ
り
ま
し
よ
う
。
ま
た
例
外
の
許
容
か
ら
一
歩

進
ん
で
逆
説
の
愛
好
と
い
う
こ
と
が
中
園
に
は
あ
る
。
旺
子
や
老
子
は
そ
の
典
型
で
、
こ
れ
は
ユ
ー
モ
ア
を
愛
す
る
心
か
ら
来
て
お
り
ま

易
に
も
多
分
に
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
°
=
-
―
―
一
は
天
が
上
で
地
が
下
の
形
で
よ
さ
そ
う
な
卦
で
す
の
に
、
「
否
」
で
あ
る
0

m＝-

は
天
地
ひ
つ
く
り
か
え
つ
て
悪
そ
う
な
の
に
天
下
泰
平
の
「
泰
」
で
あ
る
。
易
鰹
の
六
十
四
卦
の
配
列
順
は
＝
＝
＝
乾
、
一
圭
一
坤
に
は
じ

み

ざ

い

き

ざ

い

ま
つ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
最
も
純
粋
な
形
の
良
い
卦
で
す
か
ら
常
然
で
す
。
終
り
の
方
を
見
ま
す
と
一
―

-
i
-

―
未
演
が
最
後
で
、
―
-
=
＝
既
演

が
そ
の
前
で
あ
り
ま
す
。
＝
＝
＝
既
箔
は
す
べ
て
の
交
が
正
で
、
常
然
中
と
應
を
え
て
お
り
、
最
も
臆
っ
た
形
で
、
名
前
も
「
す
で
に
わ

た
る
」
、
完
成
の
怠
味
が
あ
る
。
こ
れ
で
易
紐
の
最
後
を
し
め
く
く
れ
ば
よ
い
も
の
を
、
最
も
不
安
定
な
形
の
一

i
-
i
l

一
未
演
、
未
完
成
の

き
わ

卦
を
終
り
に
お
く
。
な
ぜ
か
と
申
し
ま
す
と
、
「
物
は
窮
む
べ
か
ら
ず
」
、
物
に
は
終
り
と
い
う
も
の
は
な
い
、
完
成
と
い
う
こ
と
は
な

い
、
だ
か
ら
完
成
の
卦
の
あ
と
を
受
け
る
の
に
未
完
成
の
卦
で
も
つ
て
受
け
た
。
こ
う
し
て
未
完
成
の
卦
を
易
続
の
最
後
に
お
く
こ
と
に

よ
つ
て
、
易
紐
全
骸
の
あ
ら
わ
す
世
界
と
い
う
も
の
は
、
そ
こ
で
終
ら
ず
に
、
さ
ら
に
無
限
に
生
々
流
轄
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で

あ
り
ま
す
。

す。

こ
れ
は
い
か
に
も
逆
説
的
な
興
趣
が
あ
る
。
そ
の
他
、
本
文
に
も
い
ろ
い
ろ
ュ
ー
モ
ア
や
皮
肉
が
あ
り
ま
し
て
、
易
の
愛
さ

れ
る
一
つ
の
要
素
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

易
の
宇
宙
に
愛
り
つ
つ
菱
ら
ぬ
法
則
性
を
認
め
る
考
え
方
、
こ
れ
も
中
國
人
の
考
え
方
一
般
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
た
と

か
か
み

え
ば
中
國
で
は
歴
史
を
箪
な
る
過
去
の
記
録
で
な
く
、
未
来
へ
の
鑑
と
見
る
の
が
普
通
で
す
が
、
こ
れ
は
や
は
り
世
界
の
現
象
の
中
に
衰

り
つ
つ
愛
ら
ぬ
も
の
を
認
め
て
い
る
、
歴
史
を
繰
り
返
す
も
の
と
見
る
か
ら
で
あ
り
ま
し
て
、
易
の
考
え
方
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ

た
だ
易
の
よ
う
な
考
え
方
で
す
と
、
人
間
は
宇
宙
の
、
時
間
の
、
大
き
な
循
環
的
な
動
き
に
乗
っ
か
つ
て
因
術
し
て
お
れ
ば
よ
い
、
と



い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
て
、

あ
ろ
う
。

す
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
も
あ
り
ま
し
よ
う
。
そ
う
し
た
人
間
の
主
骸
性
と
い
う
も
の
は
こ
の
因
循
と
い
う
道
徳
か
ら
は
出
て
来
な
い
で

こ
こ
に
易
の
よ
う
な
考
え
方
の
限
界
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
易
は
、

い
う
だ
け
で
な
く
て
、
各
人
各
様
に
楽
し
み
を
求
め
る
害
物
と
し
て
、
長
い
間
愛
讀
さ
れ
た
の
も
、
そ
の
故
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
り
ま
す
。 周

易

い
か
に
も
安
全
な
、
慮
世
的
に
は
賢
明
な
態
度
で
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
時
と
し
て
人
間
は
大
勢
に
坂
逆

い
ろ
い
ろ
の
意
味
で
、
も
っ
と
も
中
闘
的
な
考
え
方
を
盛
り
こ
ん
だ
書
物
で
あ
り
ま
し
て
、
続
書
だ
か
ら
と

（
本
稿
は
昭
和
三
十
四
年
五
月
二
十
九
日
、
恨
徳
堂
記
念
講
演
會
に
お
け
る
講
演
の
概
略
で
あ
る
）

。




