
は
じ
め
に

蠢
「
三
方
よ
し
」
と
い
う
用
語
の
由
来

蠡

諸
商
家
に
み
る
利
益
観
と
商
い
の
手
法

蠱

外
村
与
左
衛
門
家
の
家
訓
に
み
る
取
引
の
基
本
姿
勢

蠶

順
法
精
神
の
変
遷

む
す
びは

じ

め

に

二
〇
〇
三
年
三
月
に
社
団
法
人
経
済
同
友
会
が
、『「
市
場
の
進
化
」
と
社
会
的
責

任
経
営
―
企
業
の
信
頼
構
築
と
持
続
的
価
値
創
造
に
向
け
て
』
と
題
す
る
冊
子
を
発

表
し
た
。
そ
の
刊
行
以
来
、
企
業
の
社
会
的
責
任
と
い
う
意
味
で
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
（C

or-

porate
Social

R
esponsibility

）、
あ
る
い
は
Ｃ
Ｓ
Ｒ
経
営
と
い
う
言
葉
が
一
層
喧
伝

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

Ｃ
Ｓ
Ｒ
経
営
と
い
う
と
き
の
企
業
の
社
会
的
責
任
は
、
従
来
の
よ
う
に
、
単
な
る

経
済
価
値
の
実
現
、
コ
ス
ト
と
し
て
の
社
会
貢
献
、
法
令
順
守
と
い
っ
た
意
味
合
い

で
は
な
い
。
Ｃ
Ｓ
Ｒ
経
営
の
唱
導
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
情
報
化
の
進
展
に
よ
る
価

値
観
の
多
様
化
に
と
も
な
う
市
場
の
進
化
に
と
も
な
っ
て
、
市
場
の
主
導
権
を
消
費

者
や
需
要
者
が
握
る
よ
う
に
な
り
、
彼
ら
は
企
業
に
対
し
て
経
済
的
価
値
の
実
現
だ

け
で
な
く
社
会
的
価
値
を
増
大
す
る
こ
と
を
求
め
て
く
る
の
で
、
そ
れ
を
無
視
し
た

企
業
経
営
は
成
り
立
た
な
く
な
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ

か
ら
の
企
業
は
持
続
的
発
展
の
た
め
に
Ｃ
Ｓ
Ｒ
と
い
う
こ
と
を
結
果
や
義
務
と
し
て

で
は
な
く
、
最
初
か
ら
経
営
の
中
核
に
据
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
に

立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
本
に
お
け
る
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
喧
伝
は
、
企
業
活
動
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
地
球
環
境
の
異
変
、
内
外
で
の
企
業
不
祥
事
の
続
発
と
同
時
に
、
グ
ロ

ー
バ
ル
な
企
業
活
動
へ
の
憎
悪
を
含
む
９
・
１１
の
同
時
多
発
テ
ロ
を
背
景
に
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
企
業
の
社
会
的
責
任
と
い
う
観
点
か
ら
み
た
場

合
、
日
本
に
は
、
外
来
の
言
葉
で
あ
る
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
通
底
す
る
と
こ
ろ
の
多
い
生
え
抜

き
の
経
営
理
念
が
あ
る
。
近
江
商
人
の
売
り
手
よ
し
、
買
い
手
よ
し
、
世
間
よ
し
、

と
い
う
「
三
方
よ
し
」
に
代
表
さ
れ
る
経
営
理
念
で
あ
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
Ｃ
Ｓ

Ｒ
と
の
対
比
に
お
い
て
、
近
江
商
人
の
「
三
方
よ
し
」
経
営
理
念
を
、
そ
の
利
益

観
、
商
い
の
手
法
や
順
法
精
神
を
抽
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
検
討
す
る
こ
と
で
あ

近
江
商
人
の
経
営
理
念
に
つ
い
て

│
│「
三
方
よ
し
」
と
Ｃ
Ｓ
Ｒ
│
│
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る
。

蠢
「
三
方
よ
し
」
と
い
う
用
語
の
由
来

管
見
の
限
り
で
は
、
経
営
理
念
に
関
わ
っ
て
「
三
方
よ
し
の
商
法
」、「
三
方
よ
し

の
経
営
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
の
は
、
足
立
政
男
で
あ
る
。
足
立
は
、
京
都
の
老

舗
の
家
訓
を
分
析
す
る
な
か
で
、
大
丸
の
業
祖
正
啓
の
訓
戒
な
ど
を
引
用
し
な
が

ら
、「
商
人
の
商
人
た
る
ゆ
え
ん
も
、
商
い
の
商
い
た
る
大
義
も
、
自
分
一
個
の
利

益
を
得
よ
う
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
常
に
相
手
の
利
益
、
第
三
者
の
利
益
（
天
下

の
）
を
考
え
て
の
商
人
で
あ
り
、
商
い
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
三
方
よ

し
の
商
い
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
、「
三
方
よ
し
の
商
い
」
と
表
現
し
て

い
１る
。
ま
た
、
家
訓
の
作
り
方
を
提
示
す
る
と
し
て
、
家
訓
の
箇
条
の
一
つ
に
「
自

利
利
他
は
商
い
の
本
義
な
り
、
常
に
三
方
よ
し
の
商
法
に
徹
し
、
高
利
を
と
る
こ
と

な
か
れ
」
を
挙
げ
、「
三
方
よ
し
の
商
法
」
の
用
語
を
使
用
し
て
い
２る
。
さ
ら
に
、

論
文
「
京
都
に
お
け
る
老
舗
の
経
営
理
念
―
老
舗
の
家
訓
を
通
し
て
見
た
」
の
な
か

で
、
石
門
心
学
の
柴
田
鳩
翁
の
言
葉
を
引
用
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
、「
三
方

よ
し
の
経
営
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い
３る
。

心
学
者
の
柴
田
鳩
翁
は
、「
売
っ
て
悦
び
、
買
う
て
悦
び
、
誂
え
て
よ
ろ
こ

び
、
拵
え
て
喜
び
・
・
・
・
・
料
理
し
て
歓
び
、
食
べ
て
よ
ろ
こ
び
、
皆
双
方

が
悦
ぶ
」
と
述
べ
、
商
い
の
道
は
「
売
り
手
の
仕
合
わ
せ
、
買
い
手
の
仕
合
わ

せ
、
第
三
者
の
仕
合
わ
せ
」
に
な
る
商
い
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
て
い

る
。
換
言
す
れ
ば
「
三
方
よ
し
の
経
営
」
で
あ
り
、
老
舗
の
も
っ
て
い
る
社
会

的
責
任
を
常
に
自
覚
し
、
社
会
に
貢
献
す
る
経
営
手
法
を
採
用
す
る
こ
と
が
大

切
で
あ
り
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
積
善
の
家
に
余
慶
あ
り
」
と
の
言
葉
通
り
、

老
舗
が
永
続
し
、
繁
栄
し
得
る
大
な
る
ル
ー
ツ
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

足
立
の
い
う
「
三
方
よ
し
の
経
営
」
は
、
社
会
に
奉
仕
す
る
老
舗
の
経
営
手
法
と

し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
足
立
の
引
用
は
正
確
で
は
な
い
。
引
用
の
文
言

は
、
柴
田
鳩
翁
の
『
鳩
翁
道
話
拾
遺
』
に
載
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
世
間
で
は
当

事
者
双
方
が
よ
ろ
こ
ぶ
の
が
普
通
な
の
に
、
一
方
は
よ
ろ
こ
び
他
方
は
泣
く
こ
と
に

な
る
賭
勝
負
の
恐
ろ
し
さ
を
説
く
な
か
で
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
４る
。

あ
つ

一
切
世
間
を
ご
覧
じ
ま
せ
。
売
っ
て
よ
ろ
こ
び
、
買
う
て
よ
ろ
こ
び
、
誂
ら
え

こ
し

か
つ

て
よ
ろ
こ
び
、
拵
ら
え
て
よ
ろ
こ
び
、
駕
籠
に
の
っ
て
よ
ろ
こ
び
、
舁
い
で
よ

ろ
こ
び
、
料
理
し
て
よ
ろ
こ
び
、
食
べ
て
よ
ろ
こ
び
、
み
な
双
方
が
よ
ろ
こ
ぶ

の
に
、
賭
勝
負
ば
か
り
は
、
一
方
は
よ
ろ
こ
び
、
一
方
は
泣
く
。

商
い
の
道
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
も
と
よ
り
柴
田
鳩
翁
が
「
第

三
者
の
仕
合
わ
せ
」
な
ど
と
い
う
近
代
的
な
表
現
を
使
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
右
に

み
る
と
お
り
で
あ
る
。「
三
方
よ
し
の
経
営
」
と
い
う
表
現
は
、
足
立
が
独
自
に
付

加
し
た
も
の
で
あ
る
。
石
門
心
学
関
係
の
文
献
に
あ
た
っ
て
み
て
も
、「
三
方
よ
し
」

と
い
う
表
記
は
み
ら
れ
ず
、
そ
れ
に
相
当
す
る
表
現
も
な
い
。「
三
方
よ
し
」
は
、

石
門
心
学
に
根
ざ
す
表
現
で
は
な
く
、
京
都
の
老
舗
の
家
訓
分
析
を
通
し
て
足
立
が

感
得
し
た
事
柄
の
要
約
的
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。

近
江
商
人
の
経
営
理
念
と
の
関
連
で
「
三
方
よ
し
」
を
「
売
り
手
よ
し
、
買
い
手

よ
し
、
世
間
よ
し
」
と
表
現
し
た
の
は
、
小
倉
栄
一
郎
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
拙

論
で
す
で
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
５る
。
近
江
商
人
の
「
三
方
よ
し
」
は
、
商
取
引

近江商人の経営理念について（末永） （ 713 ）７４



に
お
い
て
は
当
事
者
の
売
り
手
と
買
い
手
の
双
方
だ
け
で
な
く
、
そ
の
取
引
が
社
会

全
体
を
益
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
の
世
間
よ
し
、
を
視
野

に
入
れ
て
い
る
点
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

近
江
商
人
は
、
地
元
の
近
江
を
活
動
の
場
と
せ
ず
、
近
江
国
外
で
活
躍
し
、
完
成

品
（
上
方
商
品
）
を
移
出
し
、
原
材
料
（
地
方
物
産
）
を
移
入
す
る
持
下
り
商
い
と

称
さ
れ
る
商
社
的
な
商
い
に
従
事
し
た
の
で
あ
り
、
現
代
の
日
本
の
経
済
と
経
営
を

先
取
り
し
た
よ
う
な
商
人
達
で
あ
っ
た
。

他
国
で
の
行
商
に
は
じ
ま
っ
て
、
や
が
て
日
本
全
国
に
開
い
た
出
店
を
発
展
さ
せ

よ
う
と
す
る
近
江
商
人
に
と
っ
て
、
何
の
ゆ
か
り
も
な
か
っ
た
地
域
の
人
々
か
ら
信

頼
を
得
な
け
れ
ば
商
い
は
成
り
立
た
な
か
っ
た
。
そ
の
他
国
商
い
の
た
め
の
心
構
え

を
説
い
た
教
え
が
、
現
代
で
は
「
三
方
よ
し
」
と
い
う
言
葉
に
代
表
し
て
流
布
す
る

よ
う
に
な
っ
た
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
三
方
よ
し
」
は
、
近
江
商
人

の
商
い
の
手
法
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
理
念
と
い
え
る
。

蠡

諸
商
家
に
み
る
利
益
観
と
商
い
の
手
法

「
三
方
よ
し
」
の
原
典
と
な
っ
た
の
は
、
麻
布
商
の
中
村
治
兵
衛
宗
岸
が
宝
暦
四

（
一
七
五
四
）
年
に
認
め
た
書
置
の
な
か
の
一
節
で
あ
る
。
以
前
に
拙
論
に
お
い
て

紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
行
論
の
都
合
上
、
再
度
掲
示
し
て
お
き
た
６い
。

た
と
ヘ
他
国
へ
商
内
ニ
参
候
而
も
、
此
商
内
物
、
此
国
之
人
一
切
之
人
々
皆
々

心
よ
く
着
被
申
候
様
ニ
と
、
自
分
之
事
ニ
不
思
、
皆
人
よ
く
様
ニ
と
お
も
ひ
、

高
利
望
ミ
不
申
、
と
か
く
天
道
之
め
ぐ
み
次
第
と
、
只
其
ゆ
く
さ
き
の
人
を
大

切
ニ
お
も
ふ
べ
く
候
、
夫
ニ
而
者
心
安
堵
ニ
而
身
も
息
災
、
仏
神
之
事
常
々
信

心
ニ
被
致
候
而
、
其
国
々
へ
入
ル
時
ニ
、
右
之
通
ニ
心
さ
し
を
お
こ
し
可
被
申

候
事
、
第
一
ニ
候

宗
岸
が
他
国
行
商
の
心
得
と
し
て
第
一
に
説
い
て
い
る
こ
と
は
、
自
分
の
持
ち
込

ん
だ
商
品
に
そ
の
国
の
人
々
が
満
足
す
る
こ
と
を
何
よ
り
も
優
先
さ
せ
る
よ
う
に
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
分
の
商
品
に
自
信
を
も
ち
な
が
ら
、
相
手
の
立
場
を
徹
底
し

て
尊
重
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
現
代
的
な
表
現
を
用
い
れ
ば
顧
客
満

足
（
Ｃ
Ｓ
）
を
第
一
に
せ
よ
と
い
う
こ
と
に
通
じ
る
。

第
二
は
、
行
商
の
結
果
と
し
て
の
損
得
に
つ
い
て
は
、
高
利
を
望
ん
で
は
な
ら
な

い
。
利
益
を
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
天
道
の
め
ぐ
み
次
第
で
あ
る
、
と
い
う
く
ら
い

の
つ
も
り
で
よ
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

第
三
は
、
遠
い
他
国
ま
で
行
商
に
来
た
以
上
は
何
と
か
儲
け
た
い
、
と
い
う
よ
う

な
自
分
本
位
の
私
的
な
欲
望
を
抑
え
る
こ
と
。
そ
の
た
め
に
神
仏
へ
の
信
心
を
深
め

る
よ
う
に
諭
し
て
い
る
。

こ
の
宗
岸
の
書
置
は
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
、「
他
国
ヘ
行
商
ス
ル
モ
總
テ
我
事

ノ
ミ
ト
思
ハ
ズ
、
其
国
一
切
ノ
人
ヲ
大
切
ニ
シ
テ
、
私
利
ヲ
貪
ル
コ
ト
勿
レ
、
神
仏

ノ
コ
ト
ハ
常
ニ
忘
レ
ザ
ル
様
致
ス
ベ
シ
」
と
、
簡
潔
に
要
約
さ
れ
て
一
般
に
流
布
す

る
よ
う
に
な
っ
７た
。
こ
の
要
約
文
か
ら
、
世
間
よ
し
を
盛
り
込
ん
だ
「
三
方
よ
し
」

が
生
れ
た
の
で
あ
る
。
世
間
よ
し
は
、
利
益
を
独
り
占
め
し
た
り
、
高
利
を
望
ん
だ

り
す
る
こ
と
を
否
定
し
、
利
益
を
抑
制
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

商
人
で
あ
り
な
が
ら
利
益
に
対
す
る
欲
望
を
抑
え
る
こ
と
を
説
い
た
の
は
、
宗
岸

だ
け
で
は
な
い
。
近
江
商
人
系
企
業
と
し
て
は
最
古
の
四
〇
〇
年
の
歴
史
を
有
す
る
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蒲
生
郡
近
江
八
幡
を
本
宅
と
す
る
西
川
甚
五
郎
家
（
現
、
西
川
産
業
譁
）
に
は
、
同

趣
旨
の
家
訓
が
あ
る
。
店
名
前
を
近
江
屋
久
右
衛
門
と
称
す
る
同
家
の
弓
を
中
心
と

し
て
扱
っ
た
江
戸
出
店
の
文
化
四
（
一
八
〇
七
）
年
の
「
勘
定
目
録
帳
」
文
末
に
載

っ
て
い
る
次
の
よ
う
な
家
訓
の
一
節
で
あ
８る
。

一
、
第
一
家
内
睦
鋪
致
、
同
店
随
分
致
志
毎
鋪
、
家
業
等
専
一
ニ
無
懈
怠
奉
公

致
、
出
情
可
申
候
、
付
り
商
内
事
諸
品
致
吟
味
薄
口
銭
ニ
而
売
捌
、
譬
舟
間

之
節
ニ
而
も
余
分
口
銭
申
請
間
鋪
候
、
惣
而
世
間
害
成
事
致
間
鋪
候
事

家
内
和
合
し
て
家
業
に
精
励
し
、
品
質
を
よ
く
吟
味
し
た
商
品
を
で
き
る
だ
け
少

な
い
口
銭
で
売
り
さ
ば
く
こ
と
を
も
と
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
た
と
え
商
品
を
補
充

す
る
船
の
来
航
と
来
航
の
合
間
の
、
供
給
不
足
の
と
き
で
も
余
分
の
口
銭
を
取
っ
て

は
な
ら
な
い
と
戒
め
、
何
事
で
あ
れ
世
間
の
害
に
な
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
以

後
、
同
家
で
は
毎
年
の
「
勘
定
目
録
帳
」
の
末
尾
に
同
様
の
文
言
が
綴
ら
れ
て
い

る
。
品
薄
の
と
き
で
も
、
余
分
の
口
銭
を
取
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
販
売
姿
勢

は
、
顧
客
満
足
を
重
視
し
た
利
益
に
対
す
る
禁
欲
的
態
度
の
表
れ
で
あ
り
、
薄
い
口

銭
に
徹
す
る
こ
と
を
家
訓
の
か
た
ち
で
連
年
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

小
野
権
右
衛
門
唯
貞
（
慶
友
）
は
、
湖
西
高
島
郡
大
溝
の
出
身
で
あ
り
、
小
野
善

助
包
教
（
補
救
）
の
弟
に
あ
た
る
。
京
都
と
南
部
に
店
を
開
い
た
。
四
代
目
権
右
衛

門
勝
候
は
、
別
家
に
対
し
て
文
政
七
（
一
八
二
四
）
年
一
〇
月
三
日
付
け
の
「
掟

書
」
を
定
め
９た
。
そ
の
な
か
に
は
、
次
の
よ
う
な
条
項
が
あ
る
。

一
、
過
分
ノ
金
銭
儲
方
有
之
候
共
、
不
実
ノ
商
売
筋
不
立
入
候
様
ニ
心
得
可
有

候
、
慾
ニ
迷
ヒ
身
上
滅
亡
ニ
成
候
人
々
ヲ
存
能
々
相
考
え
、
仕
来
ノ
商
売
自

身
立
入
、
無
油
断
家
業
出
精
専
一
ノ
事
ニ
候

欲
に
迷
い
不
実
の
商
売
に
手
を
出
し
て
得
た
過
分
の
金
儲
け
は
、
つ
い
に
は
身
上

を
滅
ぼ
す
こ
と
に
な
る
と
戒
め
、
堅
実
に
家
業
に
精
励
す
る
こ
と
を
も
と
め
て
い

る
。
高
利
と
不
実
の
商
い
を
同
列
に
と
ら
え
、
利
に
迷
う
こ
と
の
危
う
さ
を
諭
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

蒲
生
郡
日
野
出
身
の
初
代
中
井
源
左
衛
門
は
、
享
保
一
九
年
一
九
歳
で
二
両
の
自

己
資
金
を
も
っ
て
関
東
へ
の
行
商
を
開
始
し
、
八
一
歳
で
二
代
目
に
家
督
を
譲
っ
た

寛
政
八
（
一
七
九
六
）
年
に
は
純
資
産
を
八
万
七
二
五
〇
両
に
増
加
さ
せ
た
立
志
伝

中
の
人
物
で
あ
１０る
。
初
代
が
「
金
持
商
人
一
枚
起
請
文
」
を
著
し
、
始
末
と
吝
嗇
の

区
別
を
弁
え
な
が
ら
勤
勉
に
働
く
よ
う
な
善
人
を
子
孫
に
も
と
め
て
、
陰
徳
善
事
を

ほ
ど
こ
し
つ
つ
祈
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

同
家
の
家
訓
の
な
か
で
、
利
益
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
直
截
に
表
現
し
て
い
る
の

は
、
二
代
目
源
左
衛
門
が
筆
を
執
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
「
中
氏
制
要
」
と
題
す

る
下
書
様
の
次
の
よ
う
な
家
訓
の
一
節
で
あ
１１る
。

ト
ホ
シ

一
、
人
生
ハ
在
勤
ニ
、
勤
則
不
レ

匱
と
、
勤
ハ
利
の
本
な
り
、
能
勤
而
お
の
つ
か

ら
得
る
ハ
、
真
の
利
也
、
御
先
代
よ
り
初
置
れ
し
仕
成
の
売
買
大
切
ニ
守
、

正
直
ニ
取
扱
可
申
候
事
也
、
仍
而
者
買
置
事
、
相
場
事
や
う
の
儀
者
、
子
孫

門
葉
ニ
至
迄
堅
禁
制
た
る
へ
き
也
、
慾
を
ほ
し
い
ま
ゝ
に
す
る
よ
り
大
な
る

禍
ハ
な
し
、
人
の
非
を
そ
し
る
よ
り
大
成
悪
な
し
と
古
人
い
へ
り
、
此
二
は

ソ
ム

タ
ン
賈

義
理
に
乖
く
の
ミ
な
ら
す
、
身
を
亡
す
道
也
、
戒
へ
し
、
又
談
書
ニ
、
貪
家

ハ
三
レ

之
、
廉
賈
ハ
五
之
と
、
そ
の
意
正
直
の
商
人
は
人
の
進
を
買
、
乞
を

売
と
し
、
有
無
を
達
す
と
い
ふ
成
へ
し
、
商
道
の
本
意
ニ
あ
ら
す
や
、
故
ニ

自
然
利
の
廻
り
多
し
、
相
場
買
置
等
之
賈
術
ハ
所
謂
貪
賈
の
所
為
、
人
の
不
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自
由
を
〆
く
ゝ
る
者
、
他
の
難
儀
を
喜
も
の
な
れ
ハ
、
利
を
得
て
も
真
の
利

に
あ
ら
す
、
何
そ
久
し
か
ら
ん
や
、
常
平
倉
建
れ
し
仁
政
の
趣
意
と
は
、
同

日
の
論
に
あ
ら
す

人
生
の
目
的
は
ま
っ
と
う
に
働
く
こ
と
に
あ
る
。
働
け
ば
不
足
す
る
こ
と
は
な

い
。
勤
勉
に
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
利
益
こ
そ
真
の
利
益
で
あ
る
。
先
代
の
源
左

衛
門
の
は
じ
め
ら
れ
た
商
い
を
大
切
に
守
っ
て
、
正
直
に
家
業
に
精
を
出
す
こ
と
が

大
切
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
買
置
や
相
場
事
に
手
を
染
め
る
こ
と
は
子
々
孫
々
、

一
家
一
門
に
い
た
る
ま
で
禁
制
で
あ
る
。
野
放
図
な
欲
望
と
他
人
へ
の
悪
口
は
、
義

理
に
背
き
身
を
亡
ぼ
す
も
と
に
な
る
。
正
直
な
商
人
と
い
う
も
の
は
、
薦
め
ら
れ
れ

ば
買
い
、
乞
わ
れ
れ
ば
売
る
こ
と
に
よ
っ
て
有
無
を
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ

そ
商
い
の
本
道
で
あ
る
の
で
自
然
に
利
回
り
も
多
く
な
る
。
相
場
事
や
買
置
な
ど
の

行
為
は
、
他
人
の
不
自
由
や
難
儀
を
喜
ぶ
も
の
な
の
で
、
た
と
え
利
を
得
て
も
真
の

利
益
で
は
な
く
、
永
続
す
る
も
の
で
は
な
い
。
も
と
よ
り
こ
れ
ら
の
悪
徳
行
為
は
、

米
価
の
安
価
な
と
き
に
買
置
を
し
、
高
騰
し
た
と
き
に
売
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て

人
々
の
難
儀
を
救
う
こ
と
を
目
指
し
た
、
と
き
の
政
府
に
よ
る
常
平
倉
の
施
策
と
同

日
に
論
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
こ
で
「
中
氏
制
要
」
が
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
二
点
あ
る
。
一
つ
は
、
勤
勉
に

働
い
て
得
た
利
益
こ
そ
誰
は
ば
か
る
こ
と
の
な
い
真
の
利
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
利
益
の
正
当
性
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
、
相
場
事
や

買
置
な
ど
の
行
為
に
よ
っ
て
得
た
利
益
は
真
の
利
益
で
は
な
い
の
で
、
そ
う
し
た
不

当
な
利
益
を
も
と
め
る
貪
欲
心
を
抑
制
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
利
益
の

当
、
不
当
を
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
当
な
利
益
を
積
み
重
ね
た
家
業
の
永
続
を

は
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
商
人
ノ
買
利
ハ
士
ノ
禄
ニ
同
ジ
、
買
利
ナ
ク
ハ
士
ノ

禄
無
シ
テ
事
ガ
如
シ
」
と
喝
破
し
て
、
商
人
の
手
に
す
る
利
益
は
天
下
御
免
の
家
禄

に
等
し
い
と
い
う
石
門
心
学
を
創
始
し
た
石
田
梅
岩
に
通
じ
る
思
想
で
あ
１２る
。

総
合
商
社
の
伊
藤
忠
と
丸
紅
の
業
祖
で
あ
り
、
仏
教
の
篤
信
者
で
あ
っ
た
初
代
伊

藤
忠
兵
衛
は
、
商
機
を
韵
む
こ
と
に
腐
心
し
、
景
気
の
伸
縮
と
物
価
の
騰
落
に
つ
い

て
は
寸
時
の
油
断
も
し
な
か
っ
１３た
。
そ
の
一
方
で
、
売
買
の
い
ず
れ
か
が
傷
を
負
う

こ
と
に
な
る
投
機
を
蔑
み
、
有
無
を
通
じ
る
商
売
道
こ
そ
は
売
り
買
い
双
方
を
益

し
、
世
の
不
足
を
埋
め
る
も
の
な
の
で
、
菩
薩
の
心
に
か
な
う
も
の
と
信
じ
て
い
た

と
い
１４う
。

神
崎
郡
川
並
出
身
の
塚
本
定
右
衛
門
家
（
現
、
ツ
カ
モ
ト
譁
）
で
は
、
初
代
定
右

衛
門
定
悦
が
文
化
四
（
一
八
〇
七
）
年
、
一
九
歳
で
五
両
の
元
手
金
で
小
間
物
の
小

町
紅
と
若
干
の
麻
織
物
を
仕
入
れ
て
東
国
へ
の
持
下
り
行
商
を
開
始
し
た
後
、
甲
府

で
小
間
物
問
屋
を
開
業
し
た
文
化
九
年
を
創
業
年
と
し
て
い
１５る
。
万
延
元
（
一
八
六

〇
）
年
に
家
業
を
継
い
だ
二
代
目
定
右
衛
門
定
次
は
、
呉
服
太
物
の
卸
売
り
を
家
業

の
中
心
に
す
え
、
江
戸
時
代
に
開
店
し
た
京
店
に
つ
づ
い
て
東
京
店
、
小
樽
店
を
開

き
、
商
運
は
伸
展
し
た
。
明
治
二
二
（
一
八
八
九
）
年
に
塚
本
商
社
と
し
て
会
社
組

織
を
採
り
、
二
六
年
に
塚
本
合
名
会
社
に
改
組
し
、
資
本
金
一
〇
〇
万
円
の
株
式
会

社
塚
本
商
店
が
誕
生
す
る
の
は
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
で
あ
る
。

定
次
は
、
新
時
代
に
対
応
し
た
体
制
を
築
く
た
め
に
、
明
治
二
年
正
月
に
商
い
の

基
本
姿
勢
を
打
ち
出
し
た
「
家
内
申
合
書
」
を
制
定
し
た
。
そ
の
な
か
に
、「
華
主

乃
利
益
を
謀
る
」
と
題
し
た
次
の
よ
う
な
一
項
が
あ
１６る
。

一
、
旅
方
尓
於
て
ハ
、
御
得
意
先
の
た
め
派
口
の
よ
ろ
し
き
代
呂
物
を
大
山
尓
し
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て
売
り
き
れ
物
な
き
や
う
注
意
し
、
御
注
文
の
節
ハ
聊
た
り
と
も
不
捨
置
は

や
く
御
間
尓
合
せ
申
へ
し
、
御
店
へ
参
上
の
時
、
行
儀
正
し
く
御
店
中
を
は

し
め
出
入
方
迄
も
厚
く
敬
ひ
可
申
候
、
万
一
間
違
事
出
来
候
と
も
、
高
声
尓

争
者
ず
、
其
時
の
重
立
た
る
人
尓
談
し
あ
ひ
、
不
都
合
無
之
様
ニ
計
ふ
へ

し
、
左
候
得
者
、
天
理
と
し
て
自
然
尓
商
ひ
高
も
増
し
、
随
而
利
益
も
可
多

ニ
付
、
能
々
相
心
得
へ
し

行
商
先
で
は
得
意
先
の
た
め
に
品
質
の
良
い
商
品
を
十
分
に
準
備
し
て
、
売
り
切

れ
の
た
め
注
文
に
応
じ
ら
れ
な
い
こ
と
の
な
い
よ
う
に
配
慮
し
、
た
と
え
少
量
の
注

文
で
も
迅
速
に
対
応
す
る
こ
と
を
も
と
め
て
い
る
。
得
意
先
の
ほ
う
か
ら
来
店
し
た

場
合
は
、
店
員
は
も
ち
ろ
ん
、
出
入
り
の
職
人
も
丁
寧
に
礼
を
つ
く
さ
ね
ば
な
ら
な

い
。
万
一
、
商
談
中
に
行
違
い
が
あ
っ
て
も
声
高
に
言
い
争
わ
ず
、
重
職
の
店
員
と

相
談
し
て
穏
便
に
処
置
す
る
こ
と
。
そ
う
す
れ
ば
、
売
上
高
も
増
加
し
て
自
然
と
利

益
も
増
え
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
顧
客
本
意
の
商
い
を
し
て
い
る
と
、
結
果
と
し
て
利
益
の
増
加
に
つ

な
が
る
の
で
あ
り
、
徹
底
し
て
顧
客
満
足
を
追
究
す
る
こ
と
の
大
切
さ
が
説
か
れ
て

い
る
。
こ
の
精
神
に
基
づ
い
て
、
定
次
は
座
右
の
銘
を
「
薄
利
広
商
」
と
し
た
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
精
神
は
、
す
で
に
初
代
定
悦
の
考
え
方
に
発
す
る
も
の
で
あ
る
と
い

え
る
。
例
え
ば
、
初
代
は
、
天
保
一
〇
（
一
八
三
九
）
年
五
一
歳
の
と
き
に
次
の
よ

う
な
道
歌
を
詠
ん
で
い
１７る
。

お
と
く
い
の
ま
う
け
を
は
か
る
心
こ
そ
我
身
の
富
を
い
た
す
道
な
れ

さ
ら
に
、
明
治
二
一
年
五
月
一
八
日
、
六
三
歳
と
な
っ
た
定
次
に
は
次
の
よ
う
な

述
懐
が
あ
１８る
。

一
、
当
店
生
糸
商
と
為
替
業
を
す
る
も
本
業
の
太
物
呉
服
の
商
ひ
怠
り
な
く
し

て
、
旧
尓
倍
す
る
の
取
引
を
見
受
て
悦
ふ
な
り
、
其
商
売
ニ
付
競
争
の
止
む

へ
か
ら
さ
る
場
合
ハ
そ
れ
も
宜
し
か
ら
ん
、
さ
れ
と
も
人
を
欺
む
き
短
尺
無

マ
マ

幅
等
の
物
品
な
と
用
ゆ
へ
か
ら
す
、
只
潜
心
留
意
実
地
の
商
業
大
切
尓
し
て

長
久
を
計
る
へ
し
、
投
機
商
類
似
を
羨
む
へ
か
ら
す
、
目
下
の
利
を
見
る
も

損
ま
た
大
ひ
な
り
、
物
の
盛
な
る
ハ
衰
ひ
や
す
く
、
商
家
の
極
意
ハ
信
用
を

重
ん
し
内
外
の
好
評
を
得
る
尓
あ
り
、
然
る
尓
店
も
し
尓
せ
つ
き
金
の
融
通

も
よ
く
な
れ
者
、
わ
れ
し
ら
す
し
て
無
利
を
い
ふ
て
も
と
を
る
こ
と
あ
り
、

心
得
べ
し

ま
ず
自
家
の
家
業
は
、
生
糸
商
や
為
替
業
も
営
業
し
て
い
る
が
、
本
業
は
呉
服
太

物
商
で
あ
る
と
規
定
し
、
本
業
の
旧
に
倍
す
る
繁
昌
を
よ
ろ
こ
び
、
他
と
競
い
合
う

こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
大
事
な
こ
と
は
短
尺
物
や

無
幅
物
な
ど
の
人
を
欺
く
よ
う
な
商
品
を
取
り
扱
わ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
地
道
な
商

売
を
行
う
こ
と
に
専
心
し
、
家
業
の
永
続
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。
投
機
商
人
の
よ
う

な
や
り
方
は
、
た
と
え
一
時
の
利
得
を
得
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
損
失
も
ま
た
大
き

い
も
の
で
あ
る
。
商
家
の
本
意
は
、
信
用
を
重
ん
じ
て
内
外
の
好
評
を
得
る
こ
と
に

こ
そ
あ
る
。
た
だ
、
世
間
か
ら
老
舗
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
資
金
融
通
に

苦
労
し
な
く
な
り
、
取
引
で
も
無
理
を
い
い
掛
け
て
そ
れ
が
通
る
よ
う
に
な
る
の

で
、
そ
う
し
た
奢
り
が
ま
し
い
振
舞
い
に
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
は
、
不
正
な
利
得
を
忌
み
、
奢
る
こ
と
な
く
正
路
の
商
い
に
よ
っ
て
、
家

業
永
続
を
は
か
る
こ
と
を
も
と
め
た
経
営
姿
勢
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
利
益
と
商

近江商人の経営理念について（末永） （ 709 ）７８



い
の
手
法
は
不
可
分
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

蠱

外
村
与
左
衛
門
家
の
家
訓
に
み
る
取
引
の
基
本
姿
勢

初
代
が
麻
布
の
行
商
を
は
じ
め
た
元
禄
一
三
（
一
七
〇
〇
）
年
を
創
業
年
と
す
る

外
村
与
左
衛
門
家
（
商
号
は
外
与
、
現
、
外
与
譁
）
に
は
、
年
期
の
明
確
な
江
戸
期

に
作
成
さ
れ
た
家
訓
・
店
則
と
し
て
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
の
「
家
之
掟
」、

安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
の
「
心
得
書
」
と
「
作
法
記
」
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
一
〇

代
目
外
村
与
左
衛
門
応
信
が
制
定
者
に
な
っ
て
い
て
、
前
二
者
は
、
心
構
え
を
教
え

諭
す
家
訓
で
あ
り
、
後
の
「
作
法
記
」
は
主
に
、
奉
公
人
待
遇
・
来
客
・
慶
弔
等
に

つ
い
て
の
店
則
で
あ
る
。
両
親
を
相
次
い
で
喪
っ
た
一
〇
代
目
は
、
天
保
一
三
（
一

八
四
三
）
年
に
一
八
歳
で
当
主
と
な
っ
た
の
で
、「
家
之
掟
」
を
定
め
た
弘
化
三
年

は
、
ま
だ
二
一
歳
に
過
ぎ
な
い
。
壮
年
に
達
し
て
い
て
、
後
見
人
の
役
を
勤
め
、
文

久
二
（
一
八
六
二
）
年
に
五
〇
歳
で
分
家
す
る
初
代
外
村
市
郎
兵
衛
が
作
成
に
協
力

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
家
訓
・
店
則
の
制
定
さ
れ
た
当
時
は
、
ペ
リ
ー
来
航
に
よ
っ
て
米
・
英

・
露
・
仏
・
蘭
と
和
親
条
約
が
結
ば
れ
、
安
政
の
大
地
震
も
発
生
し
て
、
物
情
騒
然

と
な
っ
て
き
た
時
期
で
あ
る
が
、
外
与
の
家
運
は
最
盛
期
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

天
保
八
年
か
ら
万
延
元
（
一
八
六
〇
）
年
に
か
け
て
の
外
与
の
純
資
産
は
、
銀
六
〇

〇
〇
貫
を
前
後
し
て
い
１９る
。
そ
の
こ
と
は
世
評
に
も
上
り
、
弘
化
頃
の
作
成
と
考
え

ら
れ
る
近
江
商
人
の
番
付
で
あ
る
「
湖
東
中
郡
日
野
八
幡
在
々
持
余
家
見
立
角
力
」

で
は
、
外
村
与
左
衛
門
の
名
前
は
最
高
位
の
惣
後
見
と
し
て
中
央
に
大
書
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
万
延
元
年
正
月
の
「
大
日
本
持
餘
丸
長
者
鑑
」
と
い
う
全
国
資
産
家
番

付
で
は
、
近
江
商
人
の
な
か
で
も
最
高
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

安
政
三
年
制
定
の
四
四
カ
条
か
ら
な
る
「
心
得
書
」
は
、
問
屋
商
売
の
要
諦
を
達

意
の
文
章
で
記
し
た
家
訓
で
あ
２０る
。
こ
の
家
訓
で
は
、
売
買
に
と
も
な
う
外
与
の
基

本
的
な
立
場
を
次
の
よ
う
に
表
明
し
て
い
る
。

古
来
�
我
家
相
伝
之
欠
引
方
、
自
然
天
性
ニ
し
て
我
勝
手
斗
り
を
斗
ひ
候
事
、

一
切
不
相
成
、
自
他
共
ニ
弁
利
ニ
可
相
成
候
事
ヲ
深
ク
相
考
江
、
勤
メ
行
可
致

事
也
、
只
天
性
成
行
ニ
随
ひ
家
之
作
法
其
筋
目
ニ
不
違
様
、
目
先
当
前
之
名
聞

ニ
不
迷
、
遠
キ
行
末
を
平
均
ニ
見
越
、
永
世
之
義
ヲ
貫
キ
可
申
斗
ひ
也
、
是
則

先
祖
代
々
の
思
召
、
無
退
転
今
ニ
相
続
い
た
す
所
也
、（
中
略
）、
当
家
先
祖
�

伝
来
之
欠
引
ハ
、
売
買
共
天
性
成
行
ニ
に
随
ひ
、
さ
き
�
�
之
気
分
ニ
順
し
、

相
手
少
時
ニ
買
入
致
シ
候
ヘ
ハ
、
売
人
も
悦
ひ
可
申
、
又
、
さ
き
�
�
望
取
候

節
ニ
売
惜
ミ
な
く
売
払
候
ハ
、
得
意
も
弁
利
を
悦
ひ
申
べ
し
、
是
則
家
伝
極
意

之
心
得
肝
要
た
る
へ
き
事

前
段
で
は
、
取
引
に
お
い
て
は
作
為
を
排
し
て
自
然
天
性
に
し
た
が
う
売
買
を
も

と
め
、
自
分
の
都
合
の
み
を
押
し
通
す
こ
と
を
禁
じ
、
自
他
と
も
に
成
り
立
つ
取
引

で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
利
益
に
関
す
る
伝
来
の
家
の
作
法
は
、
目
先
の
こ

と
に
右
往
左
往
せ
ず
、
長
期
的
に
平
均
で
み
る
こ
と
で
あ
る
と
し
、「
永
世
之
義
ヲ

貫
ク
」
と
い
う
表
現
で
、
人
道
を
利
益
に
優
先
さ
せ
る
こ
と
を
明
確
に
宣
言
し
て
い

る
。後

段
で
は
、
自
然
の
成
り
行
き
に
し
た
が
う
と
い
う
駆
け
引
き
に
は
、
タ
イ
ミ
ン

グ
が
重
要
な
こ
と
を
例
示
し
て
い
る
。
仕
入
に
つ
い
て
は
、
競
争
相
手
の
少
な
い
と
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き
に
仕
入
れ
ば
、
売
る
方
は
悦
ぶ
。
販
売
に
つ
い
て
は
先
方
の
望
む
時
に
売
り
惜
し

み
せ
ず
売
り
払
え
ば
、
顧
客
も
悦
ぶ
も
の
で
あ
る
。
売
買
と
も
に
相
手
の
立
場
を
尊

重
す
る
こ
と
が
、
取
引
の
極
意
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
直
接
的
に
利
益
と
か
か
わ
り
の
あ
る
販
売
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
条

項
が
あ
る
。

売
方
ハ
総
而
諸
人
望
取
候
時
節
、
有
物
決
而
売
惜
な
く
買
人
之
気
配
ニ
順
じ
、

時
節
之
相
庭
た
と
い
不
引
合
た
り
と
も
其
時
之
成
行
相
庭
次
第
相
働
き
、
必
損

得
ニ
不
迷
諸
人
之
望
取
候
節
、
其
図
を
者
づ
さ
づ
順
ニ
売
払
可
申
候
事
、（
中

略
）
売
テ
悔
ム
事
、
商
業
之
極
意
肝
要
ニ
相
心
得
可
申
候
、
決
而
目
先
を
見
込

ニ
、
売
お
し
み
強
気
之
取
斗
ひ
致
間
敷
候
、
世
間
望
取
候
節
ニ
売
惜
ミ
、
品
物

不
弁
利
ニ
い
た
し
候
事
、
天
理
ニ
背
キ
、
且
家
風
ニ
背
キ
、
甚
以
心
得
違
也
、

た
と
い
強
気
見
込
之
取
斗
ニ
而
利
益
多
勝
ニ
有
之
候
と
も
、
自
然
自
利
利
他
之

弁
利
を
知
ざ
る
道
理
故
ニ
、
決
而
永
続
長
久
之
見
通
し
無
之
、
依
之
取
訳
目
先

当
前
之
見
込
見
越
之
取
斗
ハ
、
家
法
と
し
て
古
来
�
堅
ク
申
合
之
通
り
急
度
相

心
得
可
申
候
事

販
売
に
つ
い
て
の
心
得
は
、
顧
客
の
望
む
と
き
に
売
り
惜
し
み
せ
ず
に
、
た
と
え

利
益
が
出
な
く
と
も
、
そ
の
時
の
相
場
て
損
得
に
迷
わ
ず
売
り
渡
す
こ
と
で
あ
る
。

先
々
の
値
上
が
り
を
思
惑
し
て
売
り
惜
し
ん
で
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
だ
け
人
気
の
あ

る
商
品
を
、
こ
ん
な
安
い
値
段
で
売
る
の
は
「
ち
ょ
っ
と
惜
し
い
」
と
、
売
り
惜
し

み
、
悔
や
み
た
く
な
る
よ
う
な
取
引
を
せ
よ
、
こ
れ
こ
そ
一
番
の
極
意
で
あ
る
。
目

先
の
利
に
く
ら
ん
で
、
需
要
の
あ
る
時
に
強
気
に
出
て
売
り
惜
し
む
よ
う
な
こ
と

は
、
天
理
に
反
し
た
家
風
に
も
背
く
不
実
の
売
り
方
で
あ
る
。
そ
の
様
な
我
利
だ
け

を
見
越
し
た
販
売
は
、
た
と
え
当
座
は
多
少
の
利
益
が
出
て
も
、
相
手
の
立
場
を
考

え
な
い
取
引
だ
か
ら
長
続
き
す
る
も
の
で
は
な
く
、
思
惑
の
取
引
は
古
く
か
ら
家
法

と
し
て
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
厳
に
慎
む
べ
き
で
あ
る
。

さ
ら
に
販
売
に
つ
い
て
は
、「
売
テ
悔
ム
事
」
こ
そ
商
売
の
秘
訣
で
あ
る
こ
と
を

重
ね
て
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

高
直
ニ
て
売
り
附
其
後
下
落
い
た
し
、
都
合
能
売
祓
候
迚
利
勝
を
喜
ふ
事
、
尋

常
人
並
ニ
し
て
大
キ
ニ
我
身
勝
手
之
心
得
也
、
得
意
先
々
ニ
て
自
然
損
失
可
有

之
事
を
不
厭
心
得
不
実
な
り
、
行
末
を
思
ひ
斗
ル
べ
し
、（
中
略
）
総
而
売
物

ハ
高
直
ニ
に
な
ら
ざ
る
前
�
、
人
之
望
ニ
ま
か
せ
て
順
ニ
売
惜
ミ
な
く
売
払
可

申
事
、
売
テ
後
ニ
悔
ム
よ
ふ
な
ら
バ
サ
キ
�
�
ニ
利
益
有
也
、
是
重
畳
と
相
心

得
、
売
而
悔
ム
事
、
商
人
之
極
意
と
申
事
、
能
々
納
得
い
た
し
、
我
も
人
も
無

事
長
久
な
る
事
も
思
惟
し
て
専
勤
行
致
べ
し

た
と
え
都
合
良
く
高
く
売
り
抜
け
て
、
一
時
的
に
利
得
を
あ
げ
る
よ
う
な
取
引

は
、
相
手
の
損
失
や
心
情
を
無
視
し
た
身
勝
手
な
取
引
で
あ
り
、
長
続
き
す
る
も
の

で
は
な
い
。
顧
客
の
望
み
に
ま
か
せ
て
販
売
し
、
売
っ
た
方
が
安
売
り
し
す
ぎ
た
か

な
と
悔
や
む
よ
う
な
売
り
方
で
あ
れ
ば
、
買
い
方
の
商
人
に
も
利
益
の
出
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
取
引
は
、
結
果
的
に
双
方
と
も
に
満
足
す
る
か
ら
長
続

き
す
る
。
将
来
を
見
据
え
れ
ば
、「
売
テ
悔
ム
事
」
こ
そ
商
人
の
極
意
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
外
与
の
家
訓
に
表
出
し
、
一
貫
し
て
い
る
特
徴
的
な
考
え
方
の
一
つ

は
、
利
益
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
高
利
を
禁
じ
、
低
い
利
益
を
求
め
、
場
合
に
よ

っ
て
は
損
失
も
厭
わ
ず
、
利
益
を
奉
ず
る
こ
と
の
薄
い
こ
と
を
繰
り
返
し
も
と
め
、

奨
励
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
薄
利
に
対
す
る
見
方
を
支
え
て
い
る
の
は
、
取
引
や
相
場
を
長
期
的
な

平
均
の
動
勢
で
見
よ
う
と
す
る
観
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
相
場
の
見
方
に
つ
い
て
も

次
の
よ
う
に
ふ
れ
て
い
る
。

品
ニ
寄
不
時
成
ル
直
合
之
損
益
可
有
之
、
是
ハ
商
人
之
常
也
、
必
高
下
ニ
迷
ひ

心
配
致
ス
べ
か
ら
す
、
如
何
程
家
風
相
守
、
手
堅
ク
取
斗
ひ
い
た
し
候
共
、
直

合
ハ
天
性
成
行
、
損
も
有
レ
バ
又
益
有
べ
し
、
依
之
不
斗
利
益
有
共
訳
而
喜
ふ

へ
か
ら
ず
、
損
も
取
訳
心
痛
有
間
敷
、
高
下
ハ
冥
利
之
外
ニ
始
終
平
均
も
の
と

知
べ
し

商
品
相
場
や
物
価
の
値
合
い
は
、
売
買
一
般
と
同
じ
様
に
長
期
的
な
流
れ
を
見
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
ど
れ
ほ
ど
家
風
を
守
り
手
堅
い
商
売
を

し
て
い
て
も
、
相
場
や
物
価
と
い
う
も
の
は
、
自
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
て
、
特
定

の
商
人
が
左
右
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
時
に
よ
っ
て
高

下
が
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
損
益
が
あ
る
の
は
避
け
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
相
場
に
一

喜
一
憂
す
る
こ
と
は
な
く
、
長
期
的
に
平
均
的
に
見
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。

相
場
と
い
う
経
済
変
動
・
物
価
変
動
は
社
会
的
自
然
現
象
で
あ
り
、
個
人
の
力
で

左
右
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

の
見
地
か
ら
相
場
に
も
売
買
一
般
と
同
様
に
、
長
期
的
平
均
の
観
点
が
強
調
さ
れ
る

が
ゆ
え
に
、
短
期
的
利
益
を
も
と
め
る
こ
と
の
愚
を
諌
め
る
条
項
が
導
き
出
さ
れ
て

く
る
の
で
あ
る
。

蠶

順
法
精
神
の
変
遷

近
江
商
人
を
は
じ
め
商
家
の
家
訓
類
の
劈
頭
に
は
、
幕
府
の
法
度
を
守
る
べ
し
と

い
う
条
項
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
小
野
善
助
家
の
正
徳
四
（
一
七
一

四
）
年
八
月
一
八
日
の
「
覚
」
は
近
江
商
人
の
な
か
で
も
古
い
家
訓
で
あ
る
が
、
そ

の
第
一
項
に
は
「
御
公
儀
様
御
法
度
急
度
可
相
守
候
」
と
あ
２１る
。
三
代
目
市
田
清
兵

衛
が
正
徳
年
間
に
さ
だ
め
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
「
家
則
」
に
も
「
御
公
儀
ヨ
リ
ノ

法
度
堅
ク
相
守
リ
」
と
あ
２２る
。
さ
ら
に
同
家
に
は
安
永
四
（
一
七
五
五
）
年
九
月
の

「
高
崎
店
定
目
」
が
あ
り
、
最
初
の
条
項
に
は
、「
一
、
御
公
儀
様
御
法
度
之
趣
奉
承

知
堅
相
守
り
可
申
候
」
と
あ
２３る
。
谷
口
兵
左
衛
門
家
の
文
政
五
（
一
八
二
二
）
年
正

月
の
「
家
掟
定
目
」
の
第
一
条
は
「
御
公
儀
様
御
法
度
之
趣
急
度
相
守
可
申
事
」
で

あ
２４る
。
外
村
与
左
衛
門
家
の
弘
化
三
（
一
八
四
六
）
年
の
家
訓
で
あ
る
「
家
之
掟
」

で
も
、「
一
、
御
公
儀
様
よ
り
被
仰
出
候
御
法
度
之
趣
、
急
度
相
守
可
申
事
」
と
あ
２５る
。

江
戸
時
代
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
順
法
精
神
の
掲
示
は
、
封
建
体
制
の
枠
の
内
で

商
い
に
従
事
し
た
商
家
の
身
分
意
識
か
ら
創
り
出
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
２６る
。
確
か

に
、
商
い
は
世
の
中
が
平
穏
で
あ
っ
て
こ
そ
成
り
立
つ
こ
と
を
弁
え
、
為
政
者
と
し

て
の
幕
府
の
恩
徳
を
称
え
る
文
言
が
並
べ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
小
野
善

助
家
に
お
け
る
文
政
一
〇
年
一
一
月
の
「
定
」
の
第
二
条
の
文
言
は
、
次
の
通
り
で

あ
２７る
。

一
、
御
公
儀
御
国
恩
難
有
奉
存
、
今
日
安
穏
ニ
渡
世
仕
居
候
義
、
広
大
之
御
恩
徳

ニ
而
候
、
努
々
麁
略
奉
存
間
敷
事

同志社商学 第５６巻 第５・６号（２００５年３月）８１（ 706 ）



こ
の
よ
う
な
封
建
的
身
分
意
識
か
ら
く
る
国
恩
観
や
恩
徳
観
は
、
幕
末
維
新
の
動

乱
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
商
業
の
伸
展
を
も
た
ら
す
統
治
の
安
定
を
も
た
ら
し
た

全
国
統
一
政
権
へ
の
感
謝
と
な
っ
て
受
け
継
が
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
先
述
し
た
塚

本
定
右
衛
門
家
の
明
治
二
年
の
「
家
内
申
合
書
」
は
、「
家
名
相
続
し
て
国
恩
を
思

ふ
」
の
な
か
で
、
従
来
の
恩
徳
を
、
早
く
も
明
治
国
家
に
よ
る
国
恩
と
明
記
し
、
そ

の
内
容
に
つ
い
て
具
体
的
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

上
下
の
船
積
、
他
国
の
出
稼
き
、
道
中
往
還
等
尓
就
て
ハ
、
水
火
盗
難
或
ハ
世

上
の
人
気
動
揺
候
ハ
ヽ
、
仕
来
り
之
商
売
も
成
か
た
く
迷
惑
可
致
の
と
こ
ろ
、

何
国
へ
参
り
候
て
も
少
も
滞
な
く
商
ひ
致
し
候
ハ
全
く
大
政
府
の
御
蔭
尓
候
へ

ハ
、
御
国
恩
の
重
き
事
常
々
忘
る
ま
し
く
、
せ
め
て
ハ
時
々
仰
出
さ
れ
の
御
規

則
を
か
た
く
相
守
り
、
我
身
を
慎
ミ
渡
世
向
尓
精
を
出
す
へ
し

全
国
ど
こ
に
お
い
て
も
、
商
い
が
円
滑
に
で
き
る
の
は
明
治
大
政
府
の
御
蔭
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
国
恩
に
感
謝
し
な
が
ら
布
告
の
規
則
を
守
っ
て
家
業
に
精
を
出
さ
ね

ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
政
治
体
制
の
如
何
を
問
う
姿
勢
は
み
ら

れ
な
い
。
以
後
、
こ
う
し
た
意
識
は
近
代
社
会
の
進
展
と
と
も
に
、
法
に
抵
触
し
な

い
と
い
う
だ
け
の
消
極
的
な
順
法
意
識
を
脱
し
て
、
同
家
を
積
極
的
な
公
的
活
動
へ

導
く
の
で
あ
り
、
同
家
の
社
会
貢
献
は
治
山
治
水
事
業
な
ど
へ
の
多
額
の
寄
付
行
為

と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
２８る
。
そ
し
て
、
や
が
て
同
家
の
事
業
経
営
の
判
断

基
準
は
単
な
る
順
法
だ
け
で
な
く
、
徳
義
に
お
く
こ
と
を
旨
と
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
四
月
一
日
の
「
家
訓
」
の
な
か
で
は
、「
一
、
事
業

ノ
経
営
ニ
ハ
法
律
ヲ
遵
奉
ス
ト
雖
モ
、
徳
義
ヲ
根
拠
ト
ス
ベ
キ
事
」
の
一
項
を
、
三

代
目
塚
本
定
右
衛
門
を
は
じ
め
と
す
る
同
族
五
人
の
経
営
陣
が
立
て
る
に
い
た
っ
た

の
で
あ
２９る
。

む

す

び

前
述
の
社
団
法
人
経
済
同
友
会
の
冊
子
『「
市
場
の
進
化
」
と
社
会
的
責
任
経
営

―
企
業
の
信
頼
構
築
と
持
続
的
価
値
創
造
に
向
け
て
』
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
を
二
一
世
紀
の

経
済
社
会
の
発
展
に
企
業
の
立
場
か
ら
実
践
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
と
規
定
し
て
い

る
。
従
来
型
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
観
を
、
社
会
的
価
値
よ
り
も
経
済
的
価
値
の
実
現
を
主
と
考

え
、
利
益
の
社
会
貢
献
を
コ
ス
ト
と
う
け
と
め
、
法
令
順
守
を
義
務
的
取
り
組
み
と

考
え
て
い
る
と
整
理
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
現
今
の
新
し
い
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
本
質

は
、
社
会
的
価
値
と
経
済
的
価
値
の
実
現
は
一
体
の
も
の
で
あ
り
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
取
り

組
む
こ
と
は
利
益
を
生
む
投
資
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
義
務
と
し
て
の
法

令
順
守
を
超
え
た
自
主
的
な
取
り
組
み
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
要
す
る
に
、
現
今
の

Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
喧
伝
を
大
胆
に
要
約
す
れ
ば
、
企
業
と
社
会
は
持
続
可
能
な
発
展
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
の
た
め
の
資
源
は
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
で
い

て
地
球
環
境
は
保
全
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
矛
盾
し
た
命
題
を
企
業
の
立
場

か
ら
解
く
方
策
と
し
て
提
案
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

現
今
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
は
利
益
を
生
む
投
資
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
と
き
、
想
定

さ
れ
て
い
る
利
益
は
、
リ
ス
ク
の
低
減
や
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
差
別
化
に
よ
っ

て
確
保
で
き
る
よ
う
な
直
接
的
利
益
と
、
市
場
と
社
会
の
進
化
に
と
も
な
う
Ｓ
Ｒ
Ｉ

（
社
会
責
任
投
資
）
を
呼
び
込
み
、
企
業
活
動
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
へ
の
対
応
を
可
能

と
し
、
優
良
な
人
材
を
惹
き
つ
け
る
こ
と
に
よ
る
間
接
的
長
期
的
利
益
で
あ
る
。
い
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う
な
れ
ば
Ｃ
Ｓ
Ｒ
は
、
将
来
的
に
利
益
を
増
大
さ
せ
、
企
業
価
値
を
高
め
る
こ
と
に

つ
な
が
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

も
と
よ
り
近
江
商
人
の
経
営
行
動
と
現
今
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
を
直
接
対
比
す
る
こ
と
は
、

経
済
社
会
の
段
階
が
異
な
る
の
で
当
を
得
て
い
な
い
し
、
あ
ま
り
意
味
も
な
い
。
経

済
や
経
営
活
動
に
対
す
る
社
会
の
要
請
は
時
代
に
よ
っ
て
変
化
す
る
も
の
だ
か
ら
で

あ
る
。

し
か
し
、
経
営
行
動
を
支
え
規
定
し
た
経
営
理
念
の
精
髄
に
は
、
時
代
を
超
え
た

普
遍
性
が
あ
り
、
比
較
対
比
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
近
江
商
人
の
経
営
理
念

と
し
て
の
取
引
に
お
け
る
世
間
よ
し
・
禁
欲
的
な
薄
い
利
益
・
判
断
基
準
と
し
て
の

徳
義
の
尊
重
に
対
応
す
る
も
の
は
、
現
今
Ｃ
Ｓ
Ｒ
で
は
社
会
と
の
共
存
共
栄
・
差
別

化
に
よ
る
他
と
競
合
し
な
い
利
益
・
Ｃ
Ｓ
Ｒ
目
標
へ
の
主
体
的
で
積
極
的
な
接
近
で

あ
ろ
う
。

こ
の
な
か
で
も
っ
と
も
違
い
が
際
立
っ
て
い
る
の
は
、
利
益
の
と
ら
え
方
で
あ

る
。
近
江
商
人
の
場
合
は
薄
い
利
益
を
何
代
に
も
わ
た
っ
て
積
み
上
げ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
結
果
と
し
て
強
い
企
業
体
質
を
築
き
、
今
日
の
老
舗
企
業
群
の
一
角
を
形
成

し
て
い
る
。
現
今
Ｃ
Ｓ
Ｒ
で
は
、
積
極
的
に
利
益
獲
得
の
可
能
な
こ
と
を
標
榜
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
企
業
価
値
を
持
続
的
に
創
造
し
、
企
業
の
存
続
を
可
能
と
す
る
と

謳
う
の
で
あ
る
。

今
後
、
日
本
企
業
が
現
今
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
対
す
る
価
値
観
を
対
外
的
に
発
信
し
て
い
く

う
え
で
、
近
江
商
人
の
営
利
行
為
に
お
け
る
社
会
認
識
の
重
要
性
を
強
調
し
た
「
三

方
よ
し
」、
薄
利
に
徹
し
徳
義
を
重
ん
じ
た
経
営
理
念
は
、
日
本
生
え
抜
き
の
Ｃ
Ｓ

Ｒ
と
し
て
十
分
に
独
自
性
を
発
揮
で
き
よ
３０う
。

注１

足
立
政
男
『
老
舗
と
家
訓
―
現
代
商
法
を
問
い
直
す
』
東
洋
文
化
社
、
一
九
七
四

年
、
七
一
頁

２

同
書
、
二
〇
一
頁
。

３

竹
中
靖
一
・
宮
本
又
次
監
修
『
経
営
理
念
の
系
譜
―
そ
の
国
際
比
較
』
東
洋
文
化

社
、
一
九
七
九
年
、
一
一
八
頁
。

４
『
鳩
翁
道
話
』
平
凡
社
、
東
洋
文
庫
一
五
四
、
一
九
七
〇
年
、
二
八
七
頁
。

５

末
永
國
紀
「
近
江
商
人
中
村
治
兵
衛
宗
岸
の
「
書
置
」
と
「
家
訓
」
に
つ
い
て
―
「
三

方
よ
し
」
の
原
典
考
証
」（『
同
志
社
商
学
』
五
〇
巻
五
・
六
号
、
一
九
九
九
年
）。

６

同
論
文
。

７

井
上
政
共
編
述
『
近
江
商
人
』
松
桂
堂
、
一
八
九
〇
年

８

西
川
文
化
財
団
所
蔵
。
西
川
家
の
勘
定
帳
を
使
っ
た
最
近
の
研
究
に
、
賀
川
隆
行

「
畳
表
問
屋
西
川
甚
五
郎
家
の
経
営
構
造
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
第
三
六
号
、
二
〇
〇

二
年
）
が
あ
る
。

９

宮
本
又
次
『
小
野
組
の
研
究
』
第
一
巻
、
大
原
新
生
社
、
一
九
七
〇
年
、
三
五
三
頁
。

１０

江
頭
恒
治
『
近
江
商
人
中
井
家
の
研
究
』
雄
山
閣
、
一
九
六
五
年
、
八
八
九
頁
。

１１

滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
所
蔵
。「
中
氏
制
要
」
は
、
宇
佐
美
英
機
「
近
世
・

近
代
商
家
文
書
に
関
す
る
総
合
的
研
究
―
科
学
研
究
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
」
二

〇
〇
三
年
、
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

１２

石
田
梅
岩
『
都
鄙
問
答
』
巻
之
二
（『
近
世
思
想
家
文
集
』
日
本
古
典
文
学
大
系
九

七
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年
、
四
二
三
頁
）。

１３

古
川
鉄
治
郎
編
輯
『
在
り
し
日
の
父
』
一
九
三
七
年
、
四
五
頁
。

１４

同
書
、
三
〇
頁
。

１５
『
ミ
ュ
ー
ズ
塚
本
１７０
年
の
あ
ゆ
み
』
塚
本
商
事
株
式
会
社
、
一
九
八
五
年
、
三
五
頁
。

１６
「
聚
心
庵
」
所
蔵
。

１７
「
定
悦
翁
遺
詠
」、
塚
本
商
事
譁
「
当
社
家
訓
及
経
営
理
念
の
経
緯
」
所
収
。

１８

聚
心
庵
所
蔵
。

１９

末
永
國
紀
「
商
人
資
本
の
蓄
積
過
程
―
近
江
商
人
外
村
与
左
衛
門
家
の
場
合
」（
同
志

社
大
学
『
経
済
学
論
叢
』
五
二
巻
三
号
、
二
〇
〇
一
年
）。

２０
「
心
得
書
」
は
、
五
個
荘
町
史
編
集
委
員
会
『
五
個
荘
町
史
資
料
集
蠢
―
近
江
商
人
外
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村
家
の
家
訓
・
店
則
集
成
』
一
九
八
九
年
、
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

２１

前
掲
、
宮
本
『
小
野
組
の
研
究
』
第
一
巻
、
一
一
八
頁
。

２２

井
上
、
前
掲
書
、
二
〇
五
頁
。

２３

滋
賀
県
経
済
協
会
編
『
近
江
商
人
事
績
写
真
帖
』
下
巻
、
一
九
三
〇
年
、
二
三
二
図
。

２４

同
書
、
上
巻
、
二
二
七
図
。

２５

前
掲
、『
五
個
荘
町
史
資
料
集
蠢
』
所
収
。

２６
『
宮
本
又
次
著
作
集
』
第
二
巻
、
近
世
商
人
意
識
の
研
究
、
講
談
社
、
一
九
七
七
年
、

二
四
八
頁
。

２７

同
書
、
一
三
二
頁
。

２８

吉
本
襄
編
『
氷
川
清
話
』
前
田
大
文
館
、
一
九
二
七
年
、
一
〇
〇
〜
一
〇
三
頁
。

２９

前
掲
、
塚
本
商
事
譁
「
当
社
家
訓
及
経
営
理
念
の
経
緯
」
所
収
。

３０

例
え
ば
、
二
〇
〇
四
年
春
に
滋
賀
経
済
同
友
会
が
、「
三
方
よ
し
」
に
代
表
さ
れ
る
近

江
商
人
の
経
営
理
念
に
基
づ
い
て
、
経
営
の
現
状
把
握
と
改
善
の
た
め
の
「
滋
賀
Ｃ

Ｓ
Ｒ
モ
デ
ル
」
を
発
表
し
た
こ
と
は
、
時
宜
を
得
た
実
践
活
動
と
い
え
よ
う
。

本
稿
は
、
平
成
一
六
年
度
同
志
社
大
学
学
術
奨
励
金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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