
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「
知
者
は
楽
し
む
。

仁
者
は
寿
し
。」 

知
恵
や
知
識
の
あ
る
人

は
、
こ
の
変
化
の
激
し

い
世
の
中
に
、
上
手
に

身
を
置
き
、
う
ま
く
時

流
に
乗
っ
て
楽
し
ん
で

生
き
る
。
仁
徳
の
あ
る

人
は
、
環
境
の
変
化
に

も
心
を
動
揺
さ
せ
ず
、

自
然
体
で
、
心
が
安
定

し
て
い
て
る
の
で
、
お

の
ず
か
ら
長
寿
を
保

つ
。 

（『
論
語
』
は
孔
子
（
紀
元

前
五
五
一
年
か
ら
四
七
九

年
）
の
原
稿
を
弟
子
ら
が

編
集
・
記
録
し
た
も
の
。
） 

弥生 

そ
の
伍 

「
楽
し
み
も
ま
た
養
生
」 

 

人
は
楽
し
み
を
捨
て
て
は
い
け
な
い
。
欲
を
自
制

す
る
あ
ま
り
楽
し
み
を
な
く
し
て
し
ま
う
の
は
、

か
え
っ
て
よ
く
な
い
。
人
間
誰
し
も
、
そ
の
人
が

楽
し
く
日
々
の
生
活
を
過
ご
し
て
い
る
な
ら
ば
、

大
き
な
幸
福
と
い
え
る
。
日
本
に
は
四
季
が
あ
り
、

そ
れ
だ
け
で
も
楽
し
く
暮
ら
し
て
い
け
る
も
の
で

あ
る
。
静
か
に
家
の
中
で
す
ご
し
、
古
書
を
読
み
、

詩
歌
を
楽
し
み
、
香
を
た
き
、
名
書
を
見
、
山
水

を
眺
め
、
月
花
を
賞
し
、
草
木
を
愛
し
、
酒
を
少

量
た
し
な
み
、
自
家
栽
培
し
た
野
菜
を
煮
た
り
す

る
の
は
、
す
べ
て
心
を
楽
し
ま
せ
気
を
補
う
も
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
楽
し
い
生
活
を
年
多
く
続

け
て
い
け
ば
、
長
命
に
な
る
の
は
間
違
い
な
い
で

あ
ろ
う
。 

『
論
語
』
に
「
知
者

ち

し

ゃ

は
楽
し
む
。
仁
者

じ
ん
し
ゃ

は

寿
い
の
ち
な
が

し
。」

※

と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
近
づ
く
よ
う
な

生
活
を
行
え
ば
、
長
命
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

そ
の
六 

「
食
後
の
養
生
」 

 

朝
は
早
起
き
を
し
、
手
と
顔
を
洗
い
、
髪
を
整
え
、

便
所
に
い
き
、
食
後
は
腹
を
な
で
お
ろ
し
消
化
を

助
け
る
の
が
い
い
。
さ
ら
に
、
第
十
二
助
骨
部
〈
左

図
〉
の
部
分
を
人
差
し
指
の
内
側
で
す
じ
か
い
に
、

繰
り
返
し
て
な
で
る
の
が
よ
い
。
つ
い
で
腰
を
な

で
お
ろ
し
、
そ
の
下
部
を
静
か
に
た
た
く
こ
と
。

強
く
た
た
い
て
は
い
け
な
い
。
も
し
食
べ
物
が
胸

に
つ
か
え
た
と
き
は
、
上
を
向
い
て
２
か
ら
３
度

ば
か
り
ゲ
ッ
プ
を
試
み
る
と
効
果
的
で
あ
る
。 

朝
夕
の
食
事
の
後
は
、
長
く
座
っ
て
い
て
は
い
け

な
い
。
さ
ら
に
横
に
な
っ
て
寝
る
の
は
も
っ
と
よ

く
な
い
。
長
く
眠
れ
ば
、
気
を
ふ
さ
い
で
し
ま
い

病
気
に
な
り
、
そ
れ
を
続
け
る
と
短
命
に
な
る
。

食
後
は
３
０
０
歩
ほ
ど
歩
く
の
が
よ
い
。
時
に
は

も
う
少
し
長
く
歩
く
と
さ
ら
に
よ
い
。 

母 
父 
地 
天 

今月の養生訓 
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