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伊
藤
仁
斎
『
童
子
問
』
を
読
む
（
四
）

宮　

川　

康　

子

中　

谷　

仁　

美

辻　

本　

伊　

織

童
子
問
卷
の
下

洛
陽　

伊
藤
維
楨
著

凡お
よ

そ
五
十
三
章

第
一
章

問
う
、「
向さ
き

に
教き
ょ
う

誨か
い

を
蒙こ
う
む

る
、
孟
子
性せ
い

善ぜ
ん

の
説せ
つ

は
、
氣き

質し
つ

の
中う
ち

に
就つ

い
て
言
う
。
氣
質
を
離
れ
て
之
を
言
う
に
非あ
ら

ず
と
。
然し
か

れ

ど
も
諸し
ょ
じ
ゅ儒
の
説
、
紛ふ
ん
ぷ
ん
せ
き
せ
き

紛
藉
藉
と
し
て
、
適て
き

從じ
ゅ
う

す
べ
か
ら
ず
。
冀ね
が

わ
く
は
明め
い
べ
ん辨
極き
ょ
く

論ろ
ん

し
て
、
以
て
其
の
歸き

趣し
ゅ

を
發は
つ

せ
よ
」。
曰い
わ

く
、

「
孟
子
の
性せ
い

を
説と

く
は
、
古こ

今こ
ん

性
を
言
う
の
準じ
ゅ
ん
そ
く則
な
り
。
諸
儒
紛
紛
の
説
有
る
所ゆ
え
ん以
の
者
は
、
皆
善よ

く
孟
子
を
讀
ま
ざ
る
の
過あ
や
ま
ち

な

り
。
荀じ
ゅ
ん

子し

は
專も
っ
ぱ

ら
教お
し

え
を
主し
ゅ

と
す
る
こ
と
を
知
る
。
以お

も爲
え
ら
く
人ひ
と

教お
し

え
ざ
る
と
き
は
則す
な
わ

ち
善ぜ
ん

な
ら
ず
と
。
故
に
性せ
い
あ
く惡
と
説
く
。

善よ

く
教
え
を
受う

く
る
者
は
、
性
の
善
な
る
を
以
て
な
る
こ
と
を
知
ら
ず
。
揚
子
は
疑ぎ

信し
ん

兩り
ょ
う

端た
ん

、
一い
つ

に
歸き

す
る
こ
と
能あ
た

わ
ず
、
故

（
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）

（
2
）

（
3
）
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に
善ぜ
ん
あ
く惡
混こ
ん

ず
と
把と

る
。
韓か
ん

子し

は
以お

も爲
え
ら
く
『
孟
子
は
其
の
上じ
ょ
う

を
得え

、
荀じ
ゅ
ん

揚よ
う

は
各お
の
お
の

其
の
中ち
ゅ
う

下げ

を
得う

』
と
。
衆し
ゅ
う

説せ
つ

を
調ち
ょ
う

停て
い

し
て
、

自み
ず
か

ら
品ひ
ん

題だ
い

を
下く
だ

さ
ん
と
欲ほ
っ

し
て
、
故ゆ
え

に
『
性
に
三さ
ん
ひ
ん品
有
り
』
と
曰い

う
。
此こ
れ

等ら

皆
俗ぞ
つ

見け
ん

の
み
。
程て
い

張ち
ょ
う

の
二に

先せ
ん
せ
い生
に
至い
た

っ
て
、
又

本ほ
ん
ぜ
ん然
氣き

質し
つ

の
論ろ
ん

を
立た

て
、
以
爲
え
ら
く
『
孔こ
う

子し

は
氣き

質し
つ

の
性せ
い

を
説
き
、
孟
子
は
本
然
の
性
を
説
く
』
と
。
蘇そ

氏し

胡こ

氏し

、
又
以
爲

え
ら
く
『
性
本も

と
善
惡
の
言
う
べ
き
無
し
。
孟
子
之
を
善
と
謂
う
者
は
、
讚さ
ん
た
ん歎
の
辭じ

な
り
』
と
。
此こ
れ

亦
禪ぜ
ん
せ
つ説
よ
り
し
て
來き
た

る
。

凡お
よ

そ
此こ
れ

等ら

の
説
、
皆
徒た
だ

に
孟
子
の
本ほ
ん

旨し

を
知
ら
ざ
る
の
み
に
非
ず
、
實じ
つ

に
孟
子
の
文ぶ
ん

義ぎ

を
理り

會か
い

す
る
こ
と
能あ
た

わ
ざ
る
者
な
り
。

怪あ
や

し
む
べ
し
怪
し
む
べ
し
。
孟
子
の
意い

、
本も
と

天
下
の
性
、
皆
善
に
し
て
惡
無
し
と
謂
う
に
は
非
ず
。
氣
質
の
中う
ち

に
就つ

い
て
、
其

の
善
を
指さ

し
て
之
を
言
う
。
氣
質
を
離
れ
て
其
の
理り

を
論
ず
る
に
非
ず
。
其
の
所い
わ
ゆ
る謂
善
と
は
、
四し

端た
ん

の
心
に
就
い
て
言
う
。
未み

發は
つ

の
時
斯こ

の
理り

有
る
を
謂
う
に
非
ず
。
故
に
曰
く
、『
人
の
性
の
善
な
る
や
、
猶な
お

水
の
下し
も

に
就
く
が
ご
と
し
』
と
。
夫そ

れ
水
の
下

に
就
く
、
流り
ゅ
う

行こ
う

の
時
に
在
っ
て
見
つ
べ
き
と
き
は
、
則す
な
わ

ち
人
の
性
の
善
、
亦ま
た
は
つ
ど
う

發
動
の
時
に
就
い
て
之
を
言
う
こ
と
、
知
る
べ
し
。

又
曰
く
、『
人
の
是こ

の
四
端
有
る
や
、
猶
其
の
四し

體た
い

有
る
が
ご
と
し
』
と
。
言
う
こ
こ
ろ
は
四
端
の
心
、
人ひ
と
び
と人
具ぐ

足そ
く

し
て
、
他
に

求
む
る
こ
と
を
假か

ら
ず
、
猶
四
體
の
其
の
身
に
有
っ
て
、
相あ
い

離は
な

れ
得え

ざ
る
が
ご
と
し
。
見
つ
べ
し
孟
子
の
學
、
本も
と

未
發
已い

發は
つ

の

別べ
つ

無の

う
し
て
、
四
端
の
心
を
以
て
、
四
體
の
其
の
身
に
有
る
に
比
す
る
と
き
は
、
則
ち
性
善
と
は
、
即
ち
四
端
の
心
を
以
て
言

い
て
、
本ほ
ん
ぜ
ん然
の
理
に
非あ
ら

ざ
る
こ
と
。
下か

文ぶ
ん

又
曰
く
、『
惻そ
く
い
ん隱
の
心
無
き
は
、
人
に
非
ず
。
羞し
ゅ
う

惡お

の
心
無
き
は
、
人
に
非
ず
。
辭じ

讓じ
ょ
う

の
心
無
き
は
、
人
に
非
ず
。
是ぜ

ひ非
の
心
無
き
は
、
人
に
非
ず
』。
則
ち
知
る
孟
子
の
意
、
以お

も謂
え
ら
く
『
凡お
よ

そ
人
必
ず
耳じ

目も
く

四
體

有
っ
て
、
而し
か

る
後
之
を
人
と
謂
う
。
四
端
の
吾わ
が

身み

に
有
る
や
、
猶
四
體
の
其
の
身
に
有
る
が
ご
と
し
』
と
。
天
下
の
性
、
皆
善

に
し
て
惡
無
き
に
非
ず
や
。
然し
か

れ
ど
も
而し
か

も
天
下
の
衆お
お

き
、
間ま
ま

或あ
る
い

は
生
ま
れ
て
目め

無
き
者
有
り
、
或
は
耳
聞き

か
ざ
る
者
有
り
、

或
は
四
體
具そ
な

わ
ら
ざ
る
者
有
り
。
其
の
四
端
の
心
有
る
こ
と
無
き
者
も
、
亦
猶な
お

此か
く

の
如
し
。
左さ

氏し

の載
す
る
所
の
四し

凶き
ょ
う

・
子し

越え
つ

椒し
ょ
う

・
羊よ
う

舌ぜ
つ

氏し

の
類る
い

の
如
き
、
是
れ
の
み
。
猶
人
の
形か
た
ち

有
っ
て
耳
目
四
體
無
き
者
の
ご
と
し
。
然し
か

れ
ど
も
人
に
し
て
耳
目
四
體
無

（
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き
者
は
、
億お
く

萬ま
ん

人に
ん

中ち
ゅ
う

の
一い
ち

二に

の
み
。
人
に
し
て
四
端
無
き
者
も
、
亦
億
萬
人
中
の
一
二
の
み
。
故
に
『
天
下
の
性
、
皆
善
に
し

て
惡
無
し
』
と
曰い

う
。
當ま
さ

に
意
を
以
て
之
を
理
會
す
べ
し
。
其そ
の

下し
も

、
又
之
に
繼つ

い
で
曰
く
、『
凡
そ
我
に
四
端
有
る
者
は
、
皆
擴ひ
ろ

め
て
之
を
充み

つ
る
こ
と
を
知
ら
ば
、
火
の
始は
じ

め
て
然も

え
、
泉い
ず
み

の
始
め
て
達た
っ

す
る
が
若ご
と

し
』
と
。
言
う
こ
こ
ろ
は
天
下
或
は
亦
四

端
無
き
者
有
ら
ん
、
則
ち
固ま
こ
と

に
之
を
如い
か
ん何
と
も
す
る
こ
と
無
し
、
凡
そ
四
端
有
る
者
は
、
苟い
や

し
く
も
能
く
擴ひ
ろ

め
て
之
を
充
つ
る

所ゆ
え
ん以
を
知
る
と
き
は
、
則
ち
其
の
勢い
き
お
い

猶な
お

火
の
始
め
て
然
え
、
泉
の
始
め
て
達
し
て
、
漸ぜ
ん

次じ

張ち
ょ
う

皇こ
う

、
歇や

み
止や

む
こ
と
能
わ
ざ
る
が

ご
と
し
と
。
其
の
『
凡
そ
人
爲た

る
者
』
と
曰い

わ
ず
し
て
、『
凡
そ
我
に
四
端
有
る
者
』
と
曰
う
を
觀み

る
と
き
は
、
則
ち
知
る
其
の

四
端
無
き
者
は
、
所い
わ
ゆ
る謂
禽き
ん

獸じ
ゅ
う

の
心
、
人じ
ん

理り

を
以
て
論
ず
べ
か
ら
ざ
る
者
に
し
て
、
置お

い
て
論
ぜ
ず
。
其
の
性
善
と
道い

う
者
は
、

皆
其
の
四
端
有
る
者
に
就
い
て
之
を
言
う
。
孟
子
の
語ご

、
明
白
順じ
ゅ
ん

妥だ

、
復ま
た

疑う
た
が

う
べ
き
こ
と
無
し
。
從じ
ゅ
う

來ら
い

諸し
ょ

儒じ
ゅ

、
孟
子
の
意
を
誤あ
や
ま

り
認み
と

め
て
、
以お

も爲
え
ら
く
『
天
下
の
性
、
唯た
だ

善
一い
ち
よ
う樣
に
し
て
、
一い
つ

の
惡わ
る

き
者
無
し
』
と
。
然し
か

れ
ど
も
天
下
の
人
を
見
る
に
、
剛ご
う

柔じ
ゅ
う

善ぜ
ん

惡あ
く

、
氣き

稟ひ
ん

同お
な

じ
か
ら
ず
。
是こ
こ

に
於お
い

て
荀じ
ゅ
ん

揚よ
う

韓か
ん

が
説
興お
こ

る
。
理り

き氣
の
説
作お
こ

っ
て
よ
り
し
て
、
又
謂お
も

え
ら
く
、『
其
の
善
な
る
者

は
理り

に
し
て
、
堯ぎ
ょ
う

舜し
ゅ
ん

よ
り
塗と

人じ
ん

に
至
る
ま
で
異こ
と

な
ら
ず
。
其
の
同
じ
か
ら
ざ
る
者
は
、
則
ち
氣き

の
齊ひ
と

し
か
ら
ず
』
と
。
若
し
其

の
説
の
如ご
と

く
な
る
と
き
は
、
則
ち
下か

ぐ愚
の
移
る
べ
か
ら
ざ
る
者
有
る
こ
と
無
し
。
是こ
こ

に
於お
い

て
乃す
な
わ

ち
自じ

暴ぼ
う

自じ

棄き

の
者
を
以
て
之
れ

に
充あ

て
て
曰
く
、『
移
る
べ
か
ら
ざ
る
に
は
非
ず
。
肯あ

え
て
移
ら
ざ
る
の
み
』
と
。
是
れ
皆
孟
子
の
意
を
得
ざ
る
が
故
の
み
。
此

れ
は
是
れ
先せ
ん
じ
ゅ儒
未み

了り
ょ
う

の
公こ
う
あ
ん案
、
故
に
其
の
詞こ
と
ば

の
繁し
げ

き
こ
と
を
厭い
と

わ
ず
。
豈あ
に

千せ
ん
ざ
い載
の
一い
ち
だ
い大
快か
い

な
ら
ず
や
」。
童ど
う

子じ

の
曰
く
、「
唯い

」。

注（
1
）　

上
巻
第
十
五
章
参
照
。

（
2
）　

荀
況
（
前
三
一
三
―
前
二
八
六
）。
孔
子
学
派
の
儒
者
で
あ
る
が
、
性
悪
説
を
主
張
し
た
。

（
3
）　

楊
雄
（
前
五
三
―
後
一
八
）。
漢
代
の
儒
者
。「
性
は
善
悪
混
す
」
と
論
じ
た
。

（
14
）

（
15
）

（
16
）

（
17
）

（
18
）
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（
4
）　

韓
愈
（
七
六
八
―
八
二
四
）。
唐
代
の
文
人
。
儒
教
の
復
興
者
と
し
て
宋
学
の
先
駆
け
と
目
さ
れ
る
。

（
5
）　

韓
愈
の
「
原
性
」
の
説
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
が
、『
孟
子
は
其
の
上
を
得
、
荀
揚
は
各
其
の
中
下
を
得
』
と
い
う
言
葉
は
「
原
性
」

に
は
無
い
。

（
6
）　
『
程
氏
遺
書
』
第
十
八
、
十
九
巻
に
見
え
る
。

（
7
）　

蘇
軾
（（
一
〇
三
七
―
一
一
〇
一
）。
宋
代
の
代
表
的
文
人
。
巻
の
中
第
四
十
八
章
に
蘇
氏
学
派
と
程
氏
学
派
が
対
立
し
た
話
が
引
か

れ
て
い
る
。
胡
氏
は
胡
安
国
（
一
〇
七
四
―
一
一
三
八
）
と
胡
宏
（
一
一
〇
五
―
五
五
）
父
子
。
こ
こ
で
引
か
れ
る
言
葉
は
、『
朱
文
公

文
集
』
巻
七
十
二
、
七
十
三
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）　
『
孟
子
』
告
子
上
編
第
二
章
。

（
9
）、（
10
）　

と
も
に
『
孟
子
』
公
孫
丑
上
篇
第
六
章
。

（
11
）　

仁
斎
が
『
孟
子
』
の
主
旨
を
要
約
し
た
言
葉
。
巻
の
中
六
十
九
章
参
照
。

（
12
）　
『
春
秋
左
氏
伝
』
文
公
十
八
年
に
見
え
る
四
人
の
悪
人
。

（
13
）　

子
越
椒
は
春
秋
時
代
の
楚
国
の
大
臣
。
反
乱
を
起
こ
し
て
滅
亡
し
た
。
羊
舌
氏
は
春
秋
時
代
の
晋
国
の
大
臣
。
や
は
り
反
乱
を
起
こ

し
て
滅
亡
し
た
。
両
者
と
も
生
ま
れ
た
と
き
の
様
子
か
ら
悪
人
に
な
る
と
予
言
さ
れ
て
い
た
の
で
、
生
ま
れ
つ
き
四
端
の
心
を
持
た
な

い
者
の
例
に
引
か
れ
る
。

（
14
）　

少
し
前
の
「
天
下
の
性
、
皆
善
に
し
て
惡
無
き
に
非
ず
や
。」
と
い
う
言
葉
を
受
け
て
い
る
。

（
15
）　
『
孟
子
』
公
孫
丑
上
篇
第
六
章
。

（
16
）　
『
論
語
』
陽
貨
篇
第
二
章
。「
性
相
近
し
。
習
い
相
遠
し
。
唯
上
智
と
下
愚
と
は
移
ら
ず
」
を
指
し
て
い
る
。

（
17
）　
『
孟
子
』
離
婁
上
篇
第
十
章
に
、
自
暴
自
棄
者
に
つ
い
て
の
言
葉
が
あ
る
。

（
18
）　

程
頤
の
言
葉
。『
程
氏
遺
書
』
第
十
九
巻
。

（
口
語
訳
）

問
う
、「
前
に
お
教
え
を
受
け
た
と
こ
ろ
で
は
、
孟
子
の
性
善
説
は
、
生
来
の
気
質
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
も
の
で
、
気
質
を
離

れ
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
し
か
し
、
儒
者
の
説
は
諸
説
紛
々
と
し
て
い
て
、
ど
れ
に
従
え
ば
い
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い
か
判
り
ま
せ
ん
。
願
わ
く
は
、
は
っ
き
り
と
違
い
が
わ
か
る
よ
う
に
徹
底
的
に
論
じ
て
、
ど
れ
に
従
え
ば
い
い
か
を
お
教
え

く
だ
さ
い
」。

答
え
、「
孟
子
が
性
を
説
い
て
い
る
言
葉
こ
そ
、
古
今
に
わ
た
り
性
を
語
る
と
き
の
規
準
で
あ
る
。
諸
家
の
論
が
紛
々
と
し
て

錯
綜
し
て
い
る
の
は
、
皆
よ
く
『
孟
子
』
を
読
ん
で
い
な
い
こ
と
か
ら
お
こ
る
間
違
い
で
あ
る
。
荀
子
は
も
っ
ぱ
ら
教
え
を
主

と
す
る
こ
と
は
知
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
人
は
教
え
な
け
れ
ば
善
で
は
な
く
な
る
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
人
間
の
性
は
悪

だ
と
説
い
た
。
人
が
よ
く
教
え
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
性
が
善
で
あ
る
か
ら
だ
、
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
の
だ
。
揚

子
は
人
の
性
に
つ
い
て
疑
い
と
信
頼
が
半
々
で
、
ど
ち
ら
か
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
善
悪
が
混
合
し
て
い
る

と
し
た
。
韓
愈
は
『
孟
子
は
性
の
上
な
る
も
の
を
得
、
荀
子
、
揚
子
は
そ
れ
ぞ
れ
性
の
中
、
下
な
る
も
の
を
得
た
』
と
考
え
た
。

そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
説
を
調
整
し
て
、
等
級
を
付
け
、『
性
に
は
三
つ
の
等
級
が
あ
る
』
と
言
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
み
な
俗

見
に
過
ぎ
な
い
。
程
伊
川
と
張
載
の
二
先
生
に
至
っ
て
、
性
を
本
然
の
性
と
気
質
の
性
と
に
分
け
る
論
を
立
て
、『
孔
子
は
気
質

の
性
を
説
き
、
孟
子
は
本
然
の
性
を
説
く
』
と
し
た
。
蘇
軾
と
胡
安
国
・
胡
宏
父
子
も
ま
た
、『
性
は
元
々
善
と
か
悪
と
か
い
う

こ
と
は
で
き
な
い
。
孟
子
が
こ
れ
を
善
と
言
っ
た
の
は
、
称
賛
の
言
葉
で
あ
る
』
と
考
え
た
。
こ
れ
は
禅
宗
の
説
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
総
じ
て
こ
れ
ら
の
説
は
、
た
だ
孟
子
の
本
旨
を
知
ら
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
孟
子
の
文
章
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と

さ
え
で
き
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
な
ん
と
も
お
か
し
な
話
で
は
な
い
か
。
孟
子
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
天
下
の
人
々
の
性

が
全
て
善
で
あ
っ
て
悪
は
無
い
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
人
の
生
来
の
気
質
の
内
に
あ
る
善
を
指
し
て
言
う
の
で
あ
っ
て
、
気

質
を
離
れ
て
性
と
い
う
も
の
の
理
を
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
孟
子
の
い
う
善
と
は
、
四
端
の
心
を
指
し
て
言
う
の
で
あ
っ

て
、
四
端
の
心
が
未
発
の
時
に
本
然
の
性
と
し
て
の
理
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
故
に
、『
人
の
性
が
善
で
あ
る
と
い
う
の

は
、
水
が
下
に
流
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
』
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
水
が
低
い
方
に
流
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
水
が
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流
れ
て
い
る
か
ら
見
え
る
の
で
あ
っ
て
、
人
の
性
の
善
も
ま
た
発
し
て
動
く
と
き
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ

る
。
ま
た
『
人
に
四
端
の
心
が
あ
る
の
は
、
四
肢
が
あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
』
と
も
言
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
は
、
人
々
は

四
端
の
心
を
既
に
備
え
て
お
り
、
他
に
求
め
る
必
要
が
な
い
、
そ
れ
は
人
の
体
に
四
肢
が
元
々
備
わ
っ
て
い
て
、
離
れ
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
と
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
孟
子
の
学
問
に
は
、
本
来
、
未
発
・
已
発
の
区
別
は
無
い
。
四
端
の
心
を
四

肢
が
身
体
に
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
比
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
性
善
と
は
、
四
端
の
心
を
言
う
の
で
あ
り
、
本
然
の
理
を
さ
す

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
う
も
言
う
、『
惻
隠
の
心
が
無
い
の
は
人
で
は
な
い
。
羞
悪
の
心
が
無

い
の
は
人
で
は
な
い
。
辞
譲
の
心
が
無
い
の
は
人
で
は
な
い
。
是
非
の
心
が
無
い
の
は
人
で
は
な
い
』
と
。
こ
れ
を
み
れ
ば
孟

子
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
、『
人
に
は
必
ず
耳
目
や
四
肢
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
こ
れ
を
人
と
い
う
。
四
端
の
心
が
我
が
身
に
あ

る
の
は
、
四
肢
が
身
に
あ
る
の
同
じ
で
あ
る
』
と
い
う
こ
と
だ
と
わ
か
る
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
天
下
の
性
は
、
す
べ
て
善

で
あ
っ
て
悪
で
は
無
い
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
な
が
ら
天
下
の
多
く
の
人
々
の
中
に
は
、
時
に
は
生
ま
れ
つ
き
目
が
無
い
者
、

耳
が
聞
こ
え
な
い
者
、
四
肢
が
満
足
で
な
い
者
が
生
ま
れ
て
く
る
。
四
端
の
心
が
無
い
者
も
こ
れ
と
同
様
で
あ
る
。『
春
秋
左
氏

伝
』
に
載
っ
て
い
る
四
悪
人
や
子し

越え
つ

椒し
ょ
う

、
羊よ
う

舌ぜ
つ

氏し

等
の
類
が
こ
れ
で
あ
る
。
彼
ら
は
人
の
形
は
し
て
い
て
も
、
耳
目
四
肢
の
無

い
者
と
同
じ
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
人
で
は
あ
る
が
耳
目
四
肢
の
無
い
者
は
、
億
万
人
中
に
一
人
か
二
人
で
あ
る
。
人
で
あ
る
の

に
四
端
の
心
が
無
い
者
も
、
ま
た
億
万
人
中
に
一
人
か
二
人
で
あ
る
。
だ
か
ら
、『
天
下
の
性
は
、
み
な
善
で
あ
っ
て
、
悪
で
は

無
い
』
と
い
う
の
だ
。
こ
の
意
味
を
く
み
取
っ
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
こ
の
言
葉
に
続
い
て
、『
自
身
に
四
端
の

心
が
具
わ
っ
て
い
る
者
が
、
こ
れ
を
拡
充
し
て
い
く
こ
と
を
知
れ
ば
、
火
が
燃
え
始
め
、
泉
の
水
が
流
れ
て
い
く
よ
う
な
も
の

で
あ
る
』
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
広
い
天
下
に
は
四
端
の
心
が
無
い
者
も
い
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
れ
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
四
端
の
心
が
あ
る
者
す
べ
て
が
、
そ
れ
を
拡
充
さ
せ
て
い
こ
う
と
す
れ
ば
、
火
が
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燃
え
拡
が
り
、
泉
か
ら
湧
き
出
た
水
が
滔
々
流
れ
出
し
て
た
ん
だ
ん
広
が
っ
て
い
く
よ
う
に
、
そ
れ
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
孟
子
が
『
す
べ
て
人
で
あ
る
者
』
と
言
わ
ず
に
、『
す
べ
て
自
身
に
四
端
の
心
が
具
わ
っ
て
い
る
者
』

と
言
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
四
端
の
心
が
無
い
者
は
、
い
わ
ゆ
る
禽
獣
の
よ
う
な
心
を
持
つ
者
で
あ
っ
て
、
人
と
し
て
の
道

理
を
以
て
論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
あ
え
て
論
じ
な
か
っ
た
の
だ
。
孟
子
が
性
善
を
言
う
と
き
は
四
端
の
心
を
持
っ
た

者
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
孟
子
の
言
葉
は
明
瞭
で
筋
道
が
通
っ
て
お
り
、
疑
い
が
な
い
。
こ
れ
ま
で
儒
者
達
は
、

孟
子
の
主
旨
を
取
り
違
え
て
、『
天
下
の
性
は
、
た
だ
善
だ
け
で
あ
り
、
一
つ
の
悪
も
な
い
』
と
考
え
た
。
し
か
し
天
下
の
人
々

を
見
る
と
、
剛
柔
善
悪
さ
ま
ざ
ま
で
気
質
も
同
じ
で
は
な
い
。
こ
こ
か
ら
荀
子
や
揚
子
、
韓
愈
ら
の
説
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

ま
た
理
と
気
に
よ
っ
て
説
明
す
る
宋
学
の
説
が
興
っ
て
か
ら
は
、『
人
の
性
の
善
は
理
で
あ
っ
て
、
堯
舜
か
ら
普
通
の
人
に
至
る

ま
で
同
じ
理
を
持
っ
て
い
る
。
人
と
し
て
同
じ
で
な
い
の
は
気
が
等
し
く
な
い
の
で
あ
る
』
と
考
え
た
。
も
し
そ
の
通
り
な
ら

ば
、
そ
の
と
き
は
『
論
語
』
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
『
下
愚
は
変
化
し
な
い
』
と
は
言
え
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
程

伊
川
は
自
暴
自
棄
の
者
を
引
き
合
い
に
出
し
て
『
変
わ
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
は
な
い
。
敢
え
て
変
わ
ろ
う
と
し
な
い
の
だ
』

と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
み
な
孟
子
の
主
旨
を
理
解
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
以
上
は
こ
れ
ま
で
の
儒
者
達
が
解
答
を

出
し
て
い
な
い
公
案
で
あ
る
か
ら
、
言
葉
が
煩
雑
に
な
る
こ
と
も
厭
わ
ず
に
述
べ
た
。
こ
こ
に
解
答
を
出
し
得
た
の
は
千
年
に

一
度
あ
る
か
な
い
か
の
一
大
快
事
で
は
な
い
か
」。

初
学
者
は
言
っ
た
。「
は
い
」。

（
解
説
）

「
人
の
性
」
と
は
、
仁
斎
に
と
っ
て
人
が
生
ま
れ
つ
き
備
え
て
い
る
性
質
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
決
し
て
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
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な
い
。
人
に
手
足
が
あ
る
よ
う
に
、
誰
で
も
善
に
向
か
う
良
心
を
持
っ
て
い
る
。
幼
児
が
井
戸
に
落
ち
そ
う
に
な
っ
た
ら
、
誰

で
も
思
わ
ず
抱
き
留
め
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
孟
子
が
「
性
善
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
人
の
行
動
に
現
れ
て
い
る
性
質

を
指
し
て
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
善
性
が
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
と
い
う
問
い
を
立
て
る
と
、
人
は
目
に
見
え
る
現
象
の

背
後
に
、
そ
の
作
用
の
本
体
や
原
理
を
探
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
「
人
の
本
性
は
善
か
悪
か
」
と
い
う
議

論
が
生
ま
れ
、
や
が
て
現
象
と
し
て
の
「
気
質
の
性
」
と
そ
の
本
体
で
あ
る
「
本
然
の
性
」
を
分
け
て
考
え
る
宋
学
の
議
論
へ

と
発
展
し
て
い
く
と
仁
斎
は
い
う
の
で
あ
る
。

仁
斎
は
そ
の
よ
う
な
「
性
」
に
つ
い
て
の
議
論
を
歴
史
的
に
俯
瞰
し
な
が
ら
、
そ
の
誤
り
が
、「
気
質
を
離
れ
て
そ
の
理
を
求

め
る
」
こ
と
に
あ
る
と
い
う
。
孟
子
は
た
だ
「
人
に
は
生
ま
れ
つ
き
善
に
向
か
う
良
心
が
備
わ
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
、

明
白
な
事
実
と
し
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
人
の
本
性
や
善
一
般
の
根
拠
を
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
象
の
背
後

に
理
を
求
め
よ
う
と
す
る
理
気
二
元
論
や
本
体
論
的
思
考
の
枠
組
み
を
離
れ
な
け
れ
ば
、
孟
子
の
言
葉
の
本
当
の
意
味
を
理
解

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
仁
斎
が
、
こ
れ
を
「
千
載
の
一
大
快
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
思
考
の
一
大
転
換
を
意
識
し
て

い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

第
二
章

問
う
、「
宋そ
う

明み
ん

の
諸
儒
、
一い
っ

家か

各お
の
お
の

一
家
の
宗そ
う
し旨
有
っ
て
、
人
を
指
導
す
。
孰い
ず

れ
か
是ぜ

孰
れ
か
非ひ

、
願ね
が

わ
く
は
其
の
詳し
ょ
う

な
る
こ
と

を
聞
か
ん
」。
曰
く
、「
吾わ

れ

讀
書
の
一い

っ
ぽ
う法

有
り
。
今
子し

が
爲た

め
に
之
を
發は

つ

せ
ん
。
天
下
全ま

っ
た

く
是ぜ

な
る
の
書
無
く
、
又
全
く
非ひ

な
る

の
書
無
し
。
蓋け
だ

し
聖
人
を
降く
だ

る
こ
と
一
等
な
れ
ば
、
必
ず
一い
ち

短た
ん
い
つ一
長ち
ょ
う

無
き
こ
と
能あ
た

わ
ず
。
大だ
い

儒じ
ゅ

先せ
ん

生せ
い

と
雖い
え

ど
も
、
必
ず
小し
ょ
う

疵し

有

り
。
稗は
い
か
ん官
小
説
と
雖
ど
も
、
亦ま
た

或あ
る
い

は
至し

言げ
ん

有
り
、
取
ら
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。
然し
か

れ
ど
も
其
の
長ち
ょ
う
し
ょ處
は
、
必
ず
淡た
ん

然ぜ
ん

味あ
じ

無
く
、
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跡あ
と

の
尋た
ず

ぬ
べ
き
無
し
。
其
の
悦よ
ろ
こ

ぶ
べ
く
好
む
べ
き
者
は
、
必
ず
其
の
短た
ん
し
ょ處
。
故
に
短
處
は
得え

易や
す

う
し
て
、
長
處
は
得え

難が
た

し
。
若も

し
專も
っ
ぱ

ら
一
家
の
學
を
主し
ゅ

と
す
る
と
き
は
、
則
ち
必
ず
先ま
ず

其
の
短
處
を
得え

、
日
に
染そ

み
月
に
漬ひ
た

し
て
、
卒つ
い

に
終
身
の
深
害
と
爲な

っ

て
、
永
く
除
く
べ
か
ら
ず
。
宜よ
ろ

し
く
砂
を
披ひ
ら

い
て
金き
ん

を
簡え
ら

ぶ
が
如
く
な
る
べ
し
。
左さ

さ沙
右ゆ
う
た
い汰
、
悉こ
と
ご
と

く
塵じ
ん

沙さ

を
棄
て
去
る
と
き
は
、

斯こ
こ

に
眞し
ん
き
ん金
を
得う

。
苟い
や

し
く
も
諸
家
の
書
を
兼
ね
取
り
旁あ
ま
ね

く
搜さ

ぐ
り
廣ひ
ろ

く
求
め
並
べ
蓄た
く

わ
え
、
其
の
短た
ん

を
捨
て
て
其
の
長ち
ょ
う

を
取
る

と
き
は
、
則
ち
是
非
相あ
い

形あ
ら

わ
れ
、
彼ひ

し此
相あ
い

濟な

し
、
翫が
ん
さ
く索
既
に
久ひ
さ

し
ゅ
う
し
て
、
而し
か

る
後の
ち

一い
つ

の
至し

正せ
い

至し

當と
う

の
理
有
っ
て
、
自お
の
ず
か

ら
其

の
中な
か

に
在
り
。
徒た
だ

に
終
身
の
害
を
免ま
ぬ
か

る
べ
き
の
み
に
非あ
ら

ず
。
天
下
の
書
、
皆
吾
が
師
に
非
ず
と
い
う
こ
と
靡な

し
。
孔
門
博
學
を

貴と
う
と

ぶ
者
は
、
蓋け
だ

し
此
れ
が
爲た

め
な
り
。
今
朱し
ゅ

王お
う

氏し

の
學
を
講こ
う

ず
る
者
の
如
き
、
其
の
朱し
ゅ
が
く學
を
宗そ
う

と
す
る
者
は
、
專も
っ
ぱ

ら
晦か
い

翁お
う

の
書

を
讀よ

ん
で
、
象し
ょ
う

山ざ
ん

陽よ
う
め
い明
の
書
に
至い
た

っ
て
は
、
一
も
目
を
過す
ご

さ
ず
。
王お
う
が
く學
を
講
ず
る
者
も
亦
然
り
。
殊た

え
て
知し

ら
ず
。
朱し
ゅ

氏し

に
は

朱
氏
の
短た
ん
ち
ょ
う長
有
り
、
王お
う

氏し

に
は
王
氏
の
短
長
有
る
こ
と
を
。
其
の
長
を
知
り
、
又
其
の
短
を
知
る
、
是こ
れ

を
能よ

く
其
の
人
を
知
る

と
爲す

。
苟い
や

し
く
も
語ご

孟も
う

二に

書し
ょ

を
熟じ
ゅ
く

讀ど
く

翫が
ん

味み

し
、
此こ
れ

を
以
て
規き

く矩
繩じ
ょ
う

墨ぼ
く

と
爲し

て
、
其
の
是
非
を
校か
ん
が

え
、
其
の
得
失
を
覈あ
き
ら
か

に
せ
ば
、

則
ち
眞し
ん

是ぜ

眞し
ん

非ぴ

、
斤き
ん

兩り
ょ
う

適て
き

均き
ん

し
て
、
毫ご
う

の
差さ

爽そ
う

無
け
ん
。
今
一い
ち
い
ち一
枚ま
い
き
ょ擧
す
る
に
暇い
と

ま
あ
ら
ず
」。

注（
1
）　
『
論
語
』
雍
也
篇
第
二
十
五
章
に
「
君
子
博
く
文
を
学
び
、
こ
れ
を
約
す
る
に
礼
を
以
て
せ
ば
、
亦
以
て
畔そむ
か
ざ
る
べ
し
」、
子
張
篇

第
六
章
に
「
子
夏
の
曰
く
、
博
く
学
び
て
篤
く
志
し
、
切
に
問
う
て
近
く
思
う
」
な
ど
と
あ
る
の
を
指
す
。

（
2
）　

朱
子
と
王
陽
明
の
学
問
。
王
陽
明
（
王
守
仁
）
は
明
代
の
儒
者
（
一
四
七
二
―
一
五
二
八
）。
理
を
悟
る
だ
け
で
は
な
く
、
実
践
し
て

初
め
て
良
知
に
致
る
と
し
て
朱
子
学
を
批
判
し
た
。

（
3
）　

朱
子
の
こ
と
。

（
4
）　

陸
象
山
と
王
陽
明
。
陸
象
山
は
南
宋
の
儒
者
（
一
一
三
九
―
九
三
）。
王
陽
明
は
陸
象
山
の
学
問
を
継
承
し
て
い
た
の
で
、
陽
明
学
は

陸
王
の
学
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）
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（
口
語
訳
）

問
う
、「
宋
代
明
代
の
儒
者
達
は
、
各
学
派
そ
れ
ぞ
れ
の
学
説
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
人
を
指
導
し
て
い
ま
す
。
ど
れ

が
正
し
く
ど
れ
が
間
違
い
か
、
で
き
れ
ば
そ
の
詳
細
を
ご
教
示
下
さ
い
」。

答
え
、「
私
に
は
書
を
読
む
と
き
の
一
つ
の
準
則
が
あ
る
。
今
君
に
そ
れ
を
教
え
よ
う
。
天
下
に
は
す
べ
て
正
し
い
書
物
は
無

く
、
す
べ
て
間
違
っ
て
い
る
書
物
も
な
い
。
聖
人
よ
り
一
段
劣
っ
た
人
の
書
で
あ
れ
ば
、
必
ず
一
長
一
短
が
な
い
訳
が
な
い
だ

ろ
う
。
偉
大
な
儒
者
の
書
と
い
え
ど
も
、
必
ず
小
さ
な
欠
点
は
あ
る
も
の
だ
。
ま
た
民
間
の
物
語
や
小
説
に
も
、
時
と
し
て
立

派
な
言
葉
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
の
長
所
と
い
う
も
の
は
、
必
ず
あ
っ
さ
り
し
て
い
て
味

が
な
く
、
ど
こ
に
あ
る
の
か
よ
く
判
ら
な
い
。
読
ん
で
楽
し
く
面
白
い
の
は
、
必
ず
そ
の
本
の
短
所
で
あ
る
。
だ
か
ら
短
所
は

得
や
す
く
、
長
所
は
得
に
く
い
。
一
つ
の
学
派
の
学
問
だ
け
を
主
と
し
て
学
ぶ
と
、
必
ず
先
ず
そ
の
短
所
を
身
に
つ
け
て
し
ま

い
、
日
々
そ
れ
に
染
ま
り
、
月
々
そ
れ
に
浸
り
、
と
う
と
う
生
涯
に
わ
た
る
深
い
害
悪
と
な
っ
て
、
な
か
な
か
取
り
除
く
こ
と

が
で
き
な
く
な
る
。
そ
れ
よ
り
も
砂
を
選
り
分
け
て
金
を
探
し
出
す
よ
う
に
す
る
べ
き
で
あ
る
。
砂
を
左
右
ふ
る
い
に
か
け
て
、

細
か
な
塵
を
す
べ
て
取
り
除
け
ば
、
純
金
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ろ
い
ろ
な
学
派
の
書
物
を
合
わ
せ
て
採
り
上
げ
、
よ
く

探
し
広
く
求
め
、
そ
れ
ら
を
並
べ
蓄
積
し
て
、
そ
の
短
所
を
捨
て
て
長
所
を
採
り
上
げ
れ
ば
、
正
し
い
こ
と
と
間
違
い
と
が
は
っ

き
り
と
現
れ
、
互
い
に
補
い
合
い
、
よ
く
味
わ
い
な
が
ら
長
い
間
学
び
続
け
る
と
、
や
が
て
一
つ
の
こ
の
上
な
く
正
当
な
道
理

が
、
自
然
と
そ
の
中
に
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
終
身
の
害
悪
を
免
れ
る
だ
け
で
は
な
い
。
天
下
の
書
物
が
す
べ
て
自
分

の
師
と
な
る
の
で
あ
る
。
孔
子
の
門
人
が
広
く
学
ぶ
こ
と
を
尊
ぶ
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
今
朱
子
や
王
陽
明
の
学
問
を
講
義

す
る
者
た
ち
を
み
る
と
、
朱
子
学
を
信
奉
す
る
者
は
、
主
と
し
て
朱
子
の
書
の
み
を
読
ん
で
、
陸
九
淵
や
王
陽
明
の
書
物
に
至
っ

て
は
一
つ
も
目
を
通
す
こ
と
さ
え
し
な
い
。
陽
明
学
を
講
義
す
る
者
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
朱
子
に
は
朱
子
の
長
所
短
所
が
あ
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り
、
王
陽
明
に
は
王
陽
明
の
長
所
短
所
が
あ
る
こ
と
を
全
く
判
っ
て
い
な
い
。
そ
の
長
所
を
知
り
、
ま
た
そ
の
短
所
を
知
る
こ

と
、
こ
れ
を
そ
の
人
を
よ
く
知
る
と
い
う
の
だ
。
も
し
『
論
語
』、『
孟
子
』
の
二
書
を
熟
読
し
、
よ
く
味
わ
い
、
こ
の
二
書
を

規
範
・
準
拠
と
し
て
、
そ
の
是
非
を
考
え
、
得
失
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
、
本
当
に
正
し
い
こ
と
、
本
当
に
間
違
っ
て
い
る
こ
と

を
、
正
確
に
測
る
こ
と
が
で
き
て
僅
か
な
違
い
も
な
い
だ
ろ
う
。
今
一
つ
一
つ
数
え
上
げ
る
ひ
ま
は
な
い
」。

（
解
説
）

仁
斎
の
読
書
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
学
派
に
と
ら
わ
れ
な
い
柔
軟
な
も
の
で
あ
っ
た
。
山

崎
闇
斎
が
、
朱
子
学
を
至
上
の
も
の
と
し
て
、
弟
子
に
朱
子
学
以
外
の
書
を
読
む
事
を
禁
じ
た
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
砂
か

ら
砂
金
を
よ
り
分
け
る
よ
う
に
し
て
、
そ
の
得
失
を
見
極
め
な
が
ら
書
を
読
む
と
い
う
主
体
的
な
読
書
こ
そ
が
肝
要
な
の
で
あ

る
。
そ
の
た
め
の
規
準
と
な
る
の
が
『
論
語
』
と
『
孟
子
』
の
二
書
な
の
で
あ
る
。

第
三
章

問
う
、「
先
生
、
程て
い

子し

の
謂い
わ

ゆ
る
『
論
語
孟
子
既
に
治お
さ

ま
る
と
き
は
、
則
ち
六り
っ
け
い經
治
め
ず
し
て
明あ
き

ら
か
な
る
べ
し
』
と
い
う
を

以
て
、
名め
い
げ
ん言
と
爲す

。
如い
か
ん何
」。
曰い
わ

く
、「
二
書
は
猶な
お

權け
ん
こ
う衡
尺し
ゃ
く

度ど

の
ご
と
き
か
。
豈あ
に
た
だ翅
六
經
治
め
ず
し
て
明
ら
か
な
る
の
み
な
ら
ん

や
。
諸
子
百
家
、
祕ひ
さ
つ
お
う
ち
ょ
う

冊
奧
牒
と
雖い
え

ど
も
、
其
の
是ぜ

ひ非
得と
く
し
つ失
、
了り
ょ
う

了り
ょ
う

分ぶ
ん
め
い明
に
し
て
、
自お
の
ず
か

ら
能よ

く
其
の
情
を
の
が

る
る
所と
こ
ろ

無な

け
ん
。

大た
い
て
い抵

六
經
を
學
ぶ
者
は
、
專も

っ
ぱ

ら
其
の
名め

い
ぶ
つ物

度ど

數す
う

訓く
ん

詁こ

異い

同ど
う

を
研
究
す
る
を
以
て
事
と
爲す

。
博は

か
せ士

の
掌つ

か
さ

ど
る
所
と
雖い

え

ど
も
亦
然
り
。

非
な
り
。
蓋け
だ

し
六
經
の
學
は
、
其
の
大
意
を
得う

る
に
在
り
。
苟い
や

し
く
も
大
意
既
に
明
ら
か
な
る
と
き
は
、
則
ち
瑣さ

さ瑣
た
る
文
義

は
、
固ま
こ
と

に
道
に
補お
ぎ
な

い
無
し
。
置お

い
て
論
ず
る
こ
と
勿な
か

れ
。
學
者
苟い
や

し
く
も
二
書
を
熟じ
ゅ
く

讀と
く

せ
ば
、
猶な
お

身
堂ど
う

上じ
ょ
う

に
坐
し
て
、
堂ど
う

下か

の

（
1
）
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人
の
曲き
ょ
く
ち
ょ
く直
を
辨べ
ん

ず
る
が
ご
と
し
。
其そ
れ

天
下
の
言
に
於お
い

て
、
何
の
辨べ
ん
せ
き析
す
る
こ
と
能あ
た

わ
ざ
る
こ
と
か
之こ

れ
有
ら
ん
」。

注（
1
）　
『
程
子
遺
書
』
巻
二
十
五
、『
近
思
録
』
巻
三
。
巻
の
上
第
四
章
に
既
出
。

（
口
語
訳
）

問
う
、「
先
生
は
程
伊
川
の
『
論
語
と
孟
子
が
習
得
で
き
た
な
ら
、
六
経
は
学
ば
な
く
て
も
す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
は

ず
で
あ
る
』
と
い
う
言
葉
を
名
言
だ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
」。

答
え
、「『
論
語
』
と
『
孟
子
』
の
二
書
は
秤
と
物
差
し
の
よ
う
な
も
の
だ
。
六
経
を
学
ば
な
く
て
も
道
が
明
ら
か
に
な
る
と

い
う
だ
け
で
は
な
い
。
諸
子
百
家
の
書
や
、
不
可
思
議
で
難
し
く
奥
の
深
い
書
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
是
非
得
失
が
は
っ
き
り
と

明
ら
か
に
な
っ
て
、
自
然
と
そ
の
本
性
を
見
誤
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
い
て
い
六
経
を
学
ぶ
者
は
、
も
っ
ぱ
ら
物
の
名
前
、

礼
に
お
け
る
規
則
の
差
異
、
言
葉
の
解
釈
、
経
典
の
文
章
の
異
同
な
ど
を
研
究
す
る
の
を
仕
事
と
す
る
。
博
士
の
職
に
あ
っ
て

も
ま
た
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
。
私
が
思
う
に
、
六
経
の
学
問
は
そ
の
大
意
を
理
解
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
大
意
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
細
か
い
文
章
の
意
味
の
詮
索
な
ど
は
、
全
く
道
の
学
問
の
役
に
立
た
な
い
。

そ
ん
な
こ
と
は
捨
て
去
っ
て
論
じ
な
い
が
い
い
。
学
者
が
も
し
『
論
語
』、『
孟
子
』
の
二
書
を
熟
読
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
身
は

堂
上
に
座
し
て
、
堂
の
下
に
い
る
人
々
の
姿
勢
の
曲
直
を
判
断
す
る
よ
う
な
も
の
だ
。
天
下
の
言
論
に
つ
い
て
、
是
非
を
弁
別

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
な
ど
あ
る
は
ず
が
な
い
」。
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第
四
章

五ご

經き
ょ
う

の
理り

を
問
う
。
曰い
わ

く
、「
五
經
は
是
れ
宛え
ん
ぜ
ん然
た
る
天
地
萬
物
人
情
世せ

變へ
ん

の
圖ず

子し

の
み
。
天
下
の
書
、
論ろ
ん
せ
つ説
に
非あ
ら

ず
と
い
う

こ
と
靡な

し
。
唯た
だ

六り
っ
け
い經
論
説
に
屬ぞ
く

せ
ず
し
て
、
萬ば
ん

理り

畢こ
と
ご
と

く
具そ
な

わ
る
。
變へ
ん

化か

方ほ
う

無
く
、
取
る
に
隨し
た
が

っ
て
隨
っ
て
在あ

り
。
之
に
順し
た
が

う
と

き
は
則
ち
治お
さ

ま
り
、
之
に
逆さ
か
ら

う
と
き
は
則
ち
亂み
だ

る
。
之
に
從し
た
が

う
と
き
は
則
ち
存そ
ん

し
、
之
に
悖も
と

る
と
き
は
則
ち
亡ほ
ろ

ぶ
。
皆
人
を
し

て
思お
も

う
て
之
を
得え

し
む
。
論
孟
の
章し
ょ
う

章し
ょ
う

句く

句く

、
各お
の
お
の

其
の
義ぎ

有あ

っ
て
、
他た

の
義
を
兼か

ぬ
る
こ
と
能あ
た

わ
ざ
る
に
比ひ

せ
ず
。
故ゆ
え

に
論
語

は
宇う

宙ち
ゅ
う

第
一
の
書
爲た

り
と
雖い
え

ど
も
、
然し
か

れ
ど
も
猶な
お

有
る
べ
し
。
六
經
は
有
る
べ
か
ら
ず
。
其
の
故ゆ
え

何な
ん

ぞ
や
。
も

し
世
に
孔
子
有

ら
ば
、
自お
の
ず
か

ら
當ま
さ

に
論
語
の
書
有
る
べ
し
。
六
經
の
若ご
と

き
は
、
則
ち
唐と
う

虞ぐ

以
來
、
周し
ゅ
う

末ま
つ

に
至
る
ま
で
の
一い
つ

世せ

界か
い

有
っ
て
、
其
の
間あ
い
だ

又
極き
ょ
く

治ち

極き
ょ
く

亂ら
ん

の
時
有
っ
て
、
許き
ょ

多た

の
人
情
世
變
備そ
な

わ
る
に
非あ
ら

ず
ん
ば
、
則
ち
有
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
孔
子
と
雖
ど
も
亦
作
る

こ
と
能あ
た

わ
ず
。
此
れ
六
經
の
有
る
べ
か
ら
ざ
る
所ゆ
え
ん以
な
り
。
然し
か

れ
ど
も
本も

と
甚は
な
は

だ
し
き
異い

ぎ義
無
し
。
異
義
を
求も
と

む
る
と
き
は
則

ち
是ぜ

な
ら
ず
。
詩し

は
民み
ん

巷こ
う

の
歌か

謠よ
う

、
書
は
先せ
ん
の
う王
の
政せ
い

事じ

、
易え
き

は
陰い
ん
よ
う陽
消し
ょ
う
ち
ょ
う長
の
變へ
ん

、
春し
ゅ
ん
じ
ゅ
う秋
は
魯ろ

史し

簡か
ん

牘と
く

の
文ぶ
ん

、
本も

と
何な
ん

ぞ
異
義
有

ら
ん
。
但た
だ

其
の
理
自お
の
ず
か

ら
深し
ん
え
ん遠
な
る
の
み
。
古こ

來ら
い

六
經
を
註ち
ゅ
う

す
る
者
、
皆
議ぎ

論ろ
ん

と
作な

し
て
之
を
解か
い

す
。
淺
し
。
晉し
ん

の
陶と
う
せ
ん潛
、
夏か

日じ
つ

に
方あ
た

っ
て
北ほ
く
そ
う窓
の
下も
と

に
高こ
う

臥が

す
。
自み
ず
か

ら
以お

も爲
え
ら
く
『
犧ぎ

皇こ
う

上じ
ょ
う

世せ
い

の
人
』
と
。
其
の
見け
ん

固ま
こ
と

に
高
し
。
然
れ
ど
も
猶な
お

北ほ
く
そ
う窓
の
涼り
ょ
う

を

待
つ
こ
と
有
り
。
論
語
に
曰
く
、『
斯こ

の
民
は
、
三さ
ん
だ
い代
の
道
を
直な
お

う
し
て
行お
こ
な

う
所ゆ
え
ん以
な
り
』
と
。
苟い
や

し
く
も
六
經
の
理
に
邃ふ
か

き
と

き
は
、
則
ち
今こ
ん
に
ち日
即
ち
唐と
う

虞ぐ

三
代
の
時
、
斯こ

の
身み

即
ち
唐
虞
三
代
の
民た
み

、
固ま
こ
と

に
外
に
待
つ
こ
と
無
し
。
余よ

嘗か
つ

て
壁か
べ

に
題
す
る
詩

有
り
、
云い

わ

く
、『
天
空む

な

し
く
海
濶ひ

ろ

し
小し

ょ
う

茅ぼ
う

堂ど
う

、
四し

序じ
ょ

悠ゆ
う
ゆ
う悠

と
し
て
春し

ゅ
ん
し
ょ
く色

長
し
。
笑し

ょ
う

殺さ
つ

す
淵え

ん

明め
い

が
卓た

く
し
き識

無
き
こ
と
、
北ほ

く
そ
う窓

何な
ん

ぞ
必
ず

し
も
犧ぎ

皇こ
う

を
慕し
た

わ
ん
』
と
。
竊ひ
そ
か

に
此
の
意
を
述
ぶ
」。

（
1
）

（
2
）

（
3
）
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注（
1
）　

陶
淵
明
（
三
六
五
―
四
二
七
）。
晋
の
詩
人
。

（
2
）　
『
論
語
』
衛
霊
公
篇
第
二
十
四
章
。

（
3
）　
『
古
学
先
生
文
集
』
巻
二
所
収
。「
十
二
月
十
四
日
偶
題
」。

（
口
語
訳
）

五
経
の
道
理
に
つ
い
て
問
う
。

答
え
、「
五
経
は
天
地
万
物
の
あ
り
さ
ま
や
人
情
や
世
の
移
り
変
わ
り
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
描
い
た
絵
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
天
下
の
書
物
は
す
べ
て
論
説
で
あ
る
。
た
だ
六
経
は
論
説
に
属
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
中
に
す
べ
て
の
道
理
が
こ
と
ご

と
く
備
わ
っ
て
い
る
。
変
化
は
極
ま
り
な
く
、
ど
こ
を
取
っ
て
も
取
っ
た
と
こ
ろ
に
応
じ
て
道
理
が
存
在
す
る
。
こ
の
道
理
に

従
え
ば
世
は
治
ま
り
、
逆
ら
え
ば
乱
れ
る
。
こ
の
道
理
に
沿
っ
て
行
動
す
れ
ば
生
存
し
、
逆
ら
え
ば
滅
び
る
。
す
べ
て
そ
れ
ぞ

れ
の
人
の
考
え
に
よ
っ
て
得
る
も
の
が
ち
が
う
。『
論
語
』、『
孟
子
』
の
各
章
各
句
に
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
意
味
が
あ
っ
て
、
他
の

意
味
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
は
比
べ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
『
論
語
』
は
宇
宙
第
一
の
書
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、

そ
れ
で
も
そ
れ
に
匹
敵
す
る
書
は
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
六
経
は
も
う
二
度
と
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
は
何
故
か
。
も
し
世

の
中
に
孔
子
の
よ
う
な
人
が
現
れ
た
ら
、
自
ず
と
『
論
語
』
に
匹
敵
す
る
書
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
六
経
と
い
う
書
は
、

堯
舜
の
世
か
ら
周
の
末
に
至
る
ま
で
の
一
つ
の
世
界
が
存
在
し
て
、
そ
の
間
に
太
平
や
乱
世
の
時
代
が
あ
り
、
あ
ま
た
の
人
情

や
世
の
移
り
変
わ
り
が
備
わ
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
あ
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
孔
子
と
い
え
ど
も
こ
の
書
を
作
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
こ
れ
が
六
経
が
二
度
と
あ
り
得
な
い
理
由
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
六
経
に
は
元
々
書
か
れ
て
い
る
こ
と
以
外

の
特
別
な
意
味
が
あ
る
訳
で
は
な
い
。
特
別
な
意
味
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
は
正
し
く
な
い
。『
詩
経
』
は
民
間
の
流
行
歌
、『
書
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経
』
は
先
王
の
ま
つ
り
ご
と
、『
易
経
』
は
陰
陽
の
消
長
変
化
、『
春
秋
』
は
魯
の
国
の
歴
史
、
元
々
何
の
特
別
な
意
味
も
な
か
っ

た
。
た
だ
そ
の
道
理
が
お
の
ず
か
ら
深
遠
で
あ
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
昔
か
ら
六
経
を
注
釈
す
る
者
は
、
皆
六
経
を
議
論
の
書
と

し
て
解
釈
し
て
き
た
。
考
え
が
浅
い
。
陶
淵
明
が
夏
に
北
側
の
窓
辺
に
寝
そ
べ
っ
て
、
自
分
自
身
を
『
伏
犧
以
前
の
時
代
の
人

間
だ
』
と
い
っ
た
。
そ
の
見
識
は
確
か
に
高
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
北
の
窓
辺
の
涼
し
さ
を
待
っ
て
初
め
て
そ
う
い
っ
た
。『
論

語
』
に
、『
こ
の
民
は
夏
・
殷
・
周
三
代
の
頃
の
正
し
い
道
に
よ
っ
て
行
動
し
て
き
た
民
と
同
じ
で
あ
る
』
と
あ
る
。
も
し
六
経

の
道
理
を
深
く
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
今こ
ん
に
ち日
は
そ
の
ま
ま
堯
舜
三
代
の
時
で
、
こ
の
身
は
そ
の
ま
ま
堯
舜
三
代
の
民
な

の
だ
か
ら
、
決
し
て
北
の
窓
辺
の
涼
し
さ
の
よ
う
な
外
の
も
の
を
待
つ
必
要
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
私
に
は
以
前
壁
に
書
き
つ

け
た
詩
が
あ
る
。
そ
れ
は
、『
こ
の
小
さ
な
書
斎
に
も
大
空
と
海
原
が
広
が
っ
て
い
る　

四
季
は
悠
々
と
廻
り
春
の
景
色
は
ゆ
っ

た
り
し
て
い
る　

陶
淵
明
の
見
識
の
低
さ
を
笑
っ
て
や
ろ
う　

涼
し
い
北
の
窓
辺
で
な
け
れ
ば
伏
犠
を
慕
う
こ
と
が
で
き
な
い

と
は
』
と
い
う
も
の
だ
。
ひ
そ
か
に
こ
の
意
味
を
込
め
た
の
で
あ
る
」。

（
解
説
）

五
経
と
は
『
詩
経
』・『
書
経
』・『
礼
記
』・『
易
経
』・『
春
秋
』
を
い
い
、
六
経
と
は
失
わ
れ
て
伝
わ
ら
な
い
『
楽
経
』
を
加

え
て
六
経
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
経
典
は
孔
子
が
編
纂
し
た
も
の
と
さ
れ
、
漢
代
に
は
五
経
博
士
が
置
か
れ
て
儒
教

の
基
本
経
典
と
な
っ
た
。
宋
代
に
朱
子
が
『
論
語
』・『
孟
子
』・『
大
学
』・『
中
庸
』
に
注
釈
を
加
え
て
か
ら
四
書
と
し
て
尊
重

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
四
書
五
経
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。

仁
斎
は
こ
の
五
経
と
四
書
の
間
に
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
違
い
を
見
て
い
た
。
五
経
の
文
章
は
事
を
そ
の
ま
ま
記
録
す
る
も
の

で
あ
っ
て
論
説
で
は
な
い
と
い
う
仁
斎
の
指
摘
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
文
章
の
性
格
の
違
い
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
当
然
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そ
の
書
を
ど
う
読
む
か
と
い
う
読
者
の
側
の
視
点
に
関
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
章
と
同
様
、
こ
こ
で
も
仁
斎
は
読
者

の
主
体
的
な
読
み
の
必
要
性
を
説
く
。
五
経
は
事
を
そ
の
ま
ま
記
述
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
道
理
が
存
在

す
る
の
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
読
者
が
良
く
考
え
て
会
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
仁
斎
は
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
漢
代
以
来
、
五
経
を
研
究
す
る
学
者
た
ち
は
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
ず
、
一
語
一
句
の
意
味
の
解
釈
に
と
ら
わ
れ
て
き

た
。『
春
秋
』
の
記
述
に
こ
め
ら
れ
た
一
字
の
褒
貶
に
孔
子
の
意
図
を
読
み
取
る
な
ど
と
い
う
の
は
そ
の
代
表
で
あ
ろ
う
。
第
三

章
で
言
わ
れ
る
六
経
の
大
意
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
章
の
後
半
で
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
今
日
に

生
き
る
読
者
と
し
て
、
五
経
の
中
に
天
下
古
今
に
通
ず
る
普
遍
的
な
道
理
を
読
み
取
り
会
得
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

第
五
章

各か
つ
け
い經
の
大
意
を
問
う
。
曰
く
、「
韓か
ん

子し

が
原げ
ん
ど
う道
に
、
詩し

書し
ょ

易え
き

春し
ゅ
ん
じ
ゅ
う秋
を
以
て
列
を
爲な

し
て
、
禮ら
い

記き

を
數か
ぞ

え
ず
。
其
の
見け
ん

、
卓た
く

た
り
。

當ま
さ

に
韓
子
に
從し
た
が

っ
て
、
詩
書
易
春
秋
を
以
て
本ほ
ん
け
い經
と
爲な

す
べ
し
。
而し
こ
う

し
て
聖せ
い
も
ん門
專も
っ
ぱ

ら
詩
書
を
以
て
教お
し
え

を
爲す

る
者も
の

は
、
蓋け
だ

し
二に

經け
い

の
旨
、
平へ
い

易い

近き
ん

情じ
ょ
う

、
之
を
萬ば
ん

世せ
い

に
傳つ
た

え
て
弊つ
い

え
無
き
者
な
り
。
詩
は
以
て
情じ
ょ
う

性せ
い

を
道い

う
。
天
下
の
人
衆お
お

し
と
雖い
え

ど
も
、
古
今
の

生せ
い

窮き
わ

ま
り
無
し
と
雖
ど
も
、
其
の
情
爲た

る
所ゆ
え
ん以
の
者
を
原た
ず

ぬ
る
と
き
は
、
則
ち
三
百
篇
の
外そ
と

に
出い

づ
る
者
無
し
。
之
に
順し
た
が

う
と

き
は
則
ち
治
ま
り
、
之
に
逆さ
か
ら

う
と
き
は
則
ち
亂み
だ

る
。
故ゆ
え

に
先せ
ん
の
う王
之
を
保た
も

っ
て
傷や
ぶ

る
こ
と
無
く
、
之
を
愛
し
て
そ
こ
な

う
こ
と
勿な

し
。

其そ
の

能よ

く
數
百
年
の
宗そ
う
し
ゃ社
を
保た
も

っ
て
、
子
孫
猶な
お

王お
う

家か

に
賓ひ
ん

た
る
所
以
の
者
は
、
此こ
れ

を
以
て
な
り
。
此
を
知し

ら
ざ
る
と
き
は
、
則
ち

以
て
天
下
國
家
を
治お

さ

む
る
こ
と
莫な

し
。
申し

ん
し
ょ
う商

の
徒と

是こ
れ

の
み
。
此こ

れ

に
由よ

ら
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
以
て
教
を
立た

つ
る
こ
と
莫
し
。
佛ぶ

つ

老ろ
う

の
學が
く

是
の
み
。
詩
の
學
び
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
此か
く

の
如ご
と

し
。
且か
つ

古こ

書し
ょ

に
詩
を
引
く
者
、
多
く
章
を
斷た

っ
て
義
を
取

る
。
蓋け
だ

し
古こ

人じ
ん

詩
を
用も
ち

う
る
の
通つ
う
ほ
う法
な
り
。
此こ
れ

亦ま
た

詩
を
讀
む
者
の
當ま
さ

に
知
る
べ
き
所
な
り
。
書
は
以
て
政せ
い

事じ

を
道い

う
。
皆
古こ

先せ
ん

（
1
）

（
2
）
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聖
人
、
天
下
を
平へ
い

治ち

す
る
の
大だ
い
け
い經
大だ
い
ほ
う法
に
し
て
、
萬
世
能
く
其そ

の
上
に
出
づ
る
者
靡な

し
。
其
の
道み
ち

皆
人じ
ん
り
ん倫
日に
ち
よ
う用
通つ
う
こ
う行
の
典て
ん

、
亦

之
を
萬
世
に
傳
え
て
弊つ
い

え
無
き
者
な
り
。
故
に
孔
子
之
を
祖そ

述じ
ゅ
つ

憲け
ん

章し
ょ
う

し
て
、
而し
こ
う

し
て
三さ
ん

墳ぷ
ん

五ご

典て
ん

と
雖
ど
も
、
其そ
の

磅ほ
う
は
く

廣こ
う

大だ
い

、
萬

世
の
典
と
爲す

べ
か
ら
ざ
る
者
は
、
殫こ
と
ご
と

く
之
を
黜し
り
ぞ

く
。
故
に
今
尚し
ょ
う

書し
ょ

を
讀
む
者
は
、
二に

典て
ん

及
び
文ぶ
ん

武ぶ

の
誓せ
い
こ
う誥
に
非あ
ら

ず
と
雖い
え

ど
も
、

凡お
よ

そ
四よ

代だ
い

の
書
、
孔
子
定さ
だ

む
る
所
の
者
、
皆
當ま
さ

に
此
の
意
に
依よ

っ
て
之
を
求も
と

む
べ
し
。
世
俗
虚き
ょ

無む

恬て
ん

澹た
ん

無む

い爲
自じ

か化
を
以
て
至し

極ご
く

と
爲す

。
故
に
反か
え

っ
て
尚
書
を
平へ
い

視し

す
る
の
意
有
り
。
亦
誤あ
や
ま

れ
る
の
甚は
な
は

し
き
な
ら
ず
や
。
易え
き

は
以
て
陰い
ん
よ
う陽
を
道い

う
。
昔
聖
人
卦か

爻こ
う

を
畫え
が

い
て
、
以
て
陰い
ん
よ
う陽
消し
ょ
う
ち
ょ
う長
の
變へ
ん

を
盡つ
く

す
。
老お

ゆ
る
と
き
は
則
ち
變へ
ん

ず
。
滿み

つ
れ
ば
必
ず
損そ
ん

す
。
故
に
盈え
い
い

滿ま
ん

を
避さ

け
て
退た
い

損そ
ん

に

處お

る
者
は
、
易え
き

の
教お
し
え

な
り
。
孔
子
の
曰
く
、『
我
に
數
年
を
加ま

し
、
五ご

十じ
ゅ
う

以
て
易
を
學
び
ば
、
以
て
大だ
い

な
る
過あ
や
ま
ち

無
か
る
べ
し
』
と
、

是こ
れ

な
り
。
六ろ
く

十じ
ゅ
う

四し

卦か

、
三さ
ん

百び
ゃ
く

八は
ち

十じ
ゅ
う

四し

爻こ
う

、
其
の
義ぎ

多
し
と
雖
ど
も
、
然し
か

れ
ど
も
夫ふ
う

子し

大
な
る
過あ
や
ま
ち

無
か
る
べ
き
の
一い
ち
ご
ん言
、
以
て
之

を
蔽お
お

う
に
足た

れ
り
。
論
語
に
曰
く
、『
禮れ
い

は
其
の
奢お
ご

ら
ん
よ
り
は
、
寧む
し

ろ
儉け
ん

せ
よ
』。
又
曰
く
、『
奢お
ご

る
と
き
は
則
ち
不ふ

孫そ
ん

な
り
。

儉け
ん

な
る
と
き
は
則
ち
固い
や

し
。
其
の
不
孫
な
ら
ん
よ
り
は
、
寧
ろ
固い
や

し
か
れ
』。
孝こ
う

經き
ょ
う

に
曰
く
、『
節せ
つ

を
制せ
い

し
度ど

を
謹つ
つ
し

め
ば
、
滿み

ち

て
溢あ
ふ

れ
ず
、
高た
こ

う
し
て
危あ
や
う

か
ら
ず
』
と
。
皆
此
の
意
に
非あ
ら

ず
と
い
う
こ
と
莫な

し
。
夫
れ
陰
陽
の
消
長
、
變へ
ん
せ
ん遷
方ほ
う

無
く
、
進し
ん
た
い退
恆つ
ね

無
し
。
一い
つ

を
執と

っ
て
守ま
も

り
難が
た

し
。
故ゆ
え

に
論
語
に
曰
く
、『
與と

共も

に
立
つ
べ
し
。
未い
ま

だ
與と
も

に
權は
か

る
べ
か
ら
ず
』。
孟
子
曰
く
、『
中ち
ゅ
う

を

執と

っ
て
權け
ん

無
き
は
、
猶な
お

一い
つ

を
執と

る
が
ご
と
し
』。
亦
皆
易え
き

の
理
に
非あ
ら

ず
と
い
ふ
こ
と
莫な

し
。
古い
に
し
え者
易え
き
が
く學
自お
の
ず
か

ら
二に

か家
有
り
。
彖た
ん

象し
ょ
う

の

二
篇
は
、
儒じ
ゅ

家か

の
易
な
り
。
文ぶ
ん
げ
ん言
も
亦
然し
か

り
。
蓋
し
專
ら
彖た
ん

の
義ぎ

を
述の

ぶ
。
皆
陰
陽
消
長
の
理
を
論
じ
て
、
之
を
人じ
ん

事じ

に
推お

し
、

一い
つ

も
卜ぼ
く
ぜ
い筮
に
及
ぶ
者
無
し
。
繋け
い

辭じ

設せ
っ

卦か

等と
う

の
篇
、
專
ら
卜ぼ
く
ぜ
い筮
を
主
と
し
て
言
う
。
歐お
う

陽よ
う

子し

以お

も爲
え
ら
く
『
筮ぜ
い

師し

の
書
』
と
、
是こ
れ

な
り
。
蓋
し
義
と
卜ぼ
く
ぜ
い筮
と
相あ
い
は
ん反
す
。
義
を
言
ふ
と
き
は
則
ち
卜
筮
を
言
う
こ
と
を
須も
ち

い
ず
、
卜
筮
に
從し
た
が

う
と
き
は
則
ち
義
を
捨す

て
ざ
る
こ
と
能あ
た

わ
ず
。
故
に
論
孟
の
二
書
、
卜
筮
を
言
わ
ざ
る
者
は
、
此こ
れ

を
以
て
な
り
。
程て
い

傳で
ん

繋け
い

辭じ

に
從
う
と
雖
ど
も
、
其
の

實じ
つ

は
彖た
ん

象し
ょ
う

の
理
と
相あ
い

合が
っ

す
。
當ま
さ

に
之
に
從
う
べ
し
。
春し
ゅ
ん
じ
ゅ
う秋
は
以
て
名め
い
ぶ
ん分
を
道い

う
。
蓋
し
春
秋
は
聖
人
の
史し

な
り
。
古い
に
し
え者
は
載さ
い

籍せ
き

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）
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の
世よ

に
傳つ
た

う
る
無
し
。
善ぜ
ん

惡あ
く

淑し
ゅ
く

慝と
く

、
時
と
倶と
も

に
滅め
っ

し
て
、
天
下
後
世
に
暴あ
ら

わ
る
る
こ
と
無
し
。
故
に
亂ら
ん

臣し
ん

賊ぞ
く

子し

、
其
の
欲よ
く

を
肆
ほ
し
い
ま
ま

に
し
て
、
忌い

み
憚は
ば
か

る
所
無
し
。
故
に
孔
子
魯ろ

し史
に
因よ

っ
て
、
以
て
天
下
の
善
惡
を
紀き

す
。
亂
臣
賊
子
の
心こ
こ
ろ

を
制
す
る
所ゆ
え
ん以
な
り
。

孔
子
筆
を
秉と

っ
て
止や

ま
ず
。
直た
だ

ち
に
哀あ
い

公こ
う

十
六
年
四
月
己き

丑ち
ゅ
う

孔こ
う

丘き
ゅ
う

卒し
ゅ
っ

す
と
い
う
の
前
に
至い
た

っ
て
止や

む
。
左さ

丘き
ゅ
う

明め
い

又
夫
子
の
意
を

承う

け
て
、
引ひ

い
て
哀
公
二
十
三
年
秋
八
月
に
至
っ
て
止
む
。
是こ

れ
よ
り
し
て
後こ
う

世せ
い

史し

臣し
ん

、
各お
の
お
の

一い
ち
だ
い代
の
史し

有あ

り
、
及
び
荀じ
ゅ
ん

悦え
つ

・
習し
ゅ
う

鑿さ
く

齒し

・
宋そ
う

子し

京け
い

・
司し

ば馬
公こ
う

・
朱し
ゅ
こ
う
て
い

考
亭
の
諸し
ょ
だ
い
じ
ゅ

大
儒
、
亦
各
著ち
ょ
さ
く作
有
り
。
皆
孔
子
よ
り
之
を
發は
つ

す
。
故
に
春
秋
は
徒た
だ

に
二
百
四
十
四

年
の
間あ
い
だ

を
紀
す
る
の
み
に
非
ず
、
實じ
つ

に
二
千
年
以
來
を
紀
す
。
萬ば
ん
せ
い世
絶た

ゆ
る
こ
と
無
し
。
此こ

れ
聖
人
の
旨
な
り
。
春
秋
を
讀
む

者
は
、
當
に
專
ら
左さ

氏し

が
傳で
ん

に
據よ

る
べ
し
。
義ぎ

り理
明め
い
は
く白
、
自お
の
ず
か

ら
孟
子
の
意
と
合が
っ

す
。
公こ
う

穀こ
く

の
二に

傳で
ん

は
、
深し
ん
こ
く刻
過か

密み
つ

、
殆
ど
隱い
ん

語ご

を
解か
い

す
る
が
若ご
と

し
。
聖
人
の
意
に
非
ず
。
故
に
善よ

く
夫
子
の
意
を
得う

る
者
は
、
左
氏
に
若し

く
は
莫
し
。
胡こ

し氏
謂お
も

え
ら
く
『
公
穀

は
義
理
を
説
き
、
左
氏
は
故
事
を
備そ
な

う
』
と
。
非ひ

な
り
。
左
氏
の
經け
い

は
、
哀
公
十
六
年
四
月
己き

丑ち
ゅ
う

孔こ
う
き
ゅ
う
し
ゅ
っ

丘
卒
す
と
い
う
に
至い
た

っ
て

止や

む
。
公く

羊よ
う

穀こ
く

梁り
ょ
う

の
經
は
、
十
四
年
西に
し

の
狩か
り

に
麟り
ん

を
獲う

る
と
い
う
に
至
っ
て
止
む
。
蓋
し
公
穀
の
本ほ
ん

、
獲か
く
り
ん麟
以
下
を
脱だ
っ

す
。

後の
ち
な
お尚
二
年
の
經
有
る
こ
と
を
知
ら
ず
。
因よ

っ
て
『
孔
子
袂た
も
と

を
反か

え
し
て
泣
く
』
等
の
語
を
附ふ

會か
い

す
。
朱し
ゅ

子し

語ご

類る
い

に
説
く
『
公
穀

の
二
傳
、
本も
と

姓せ
い

姜き
ょ
う

の
人ひ
と

一い
っ
し
ゅ手
に
做な

す
』
と
。
卓た
っ
け
ん見
と
謂い

う
べ
し
。
左
氏
は
禮れ
い

の
一い
ち
じ字
を
以
て
春
秋
の
權け
ん
こ
う衡
と
爲し

、
孟
子
は
義
を

以
て
其そ
の

要よ
う

領り
ょ
う

と
爲す

。
然し
か

れ
ど
も
禮
は
義
を
以
て
起お
こ

る
と
き
は
、
則
ち
其
の
辭じ

異こ
と

な
り
と
雖
ど
も
、
理
は
則
ち
一い
つ

な
り
。
學
者
此こ
れ

を
以
て
之
を
求
め
ば
、
自お
の
ず
か

ら
其
の
大た
い

意い

を
見
ん
。
若も

し
夫そ

れ
日じ
つ
げ
つ月
名み
ょ
う

字じ

爵し
ゃ
く

位い

の
間あ
い
だ

に
於お
い

て
褒ほ
う

貶へ
ん

予よ

奪だ
つ

す
る
者
は
、
聖
人
の
意
に

非あ
ら

ず
。
四し

經け
い

の
旨む
ね

、
大た
い

略り
ゃ
く

此か
く

の
如
し
。
苟い
や

し
く
も
其
の
理
に
通つ
う

ず
る
と
き
は
、
則
ち
野や

し史
稗は
い
せ
つ説
を
見
て
、
皆
至し

理り

有
り
。
詞し

曲き
ょ
く

雜ざ
つ

劇げ
き

、
亦
妙み
ょ
う

道ど
う

に
通つ
う

ぜ
ん
。
學
者
唯た
だ

道
理
を
説
く
の
道
理
有
る
こ
と
を
知
っ
て
、
道
理
を
説
か
ざ
る
も
亦
道
理
有
る
こ
と
を
知

ら
ず
。
鄙い
や

し
い
か
な
。
其
の
詳つ
ま
び

ら
か
な
る
こ
と
は
予よ

將ま
さ

に
各か
っ
け
い經
の
傳で
ん

成
る
を
竢ま

っ
て
之
を
明あ

か
さ
ん
と
す
。
今
當ま
さ

に
語ご

孟も
う

字じ

ぎ義

を
參さ
ん

閲え
つ

す
べ
し
」。

（
12
）

（
13
）

（
14
）
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注（
1
）　

韓
愈
（
七
六
八
―
八
二
四
）『
原
道
』。

（
2
）　

申
不
害
は
戦
国
時
代
の
法
術
家
。
商
し
ょ
う

鞅おうは
戦
国
時
代
の
政
治
家
。
秦
の
宰
相
と
し
て
厳
し
い
法
治
主
義
を
断
行
し
た
。

（
3
）　
『
書
経
』
の
記
述
以
前
の
伏
犠
、
神
農
、
黄
帝
の
書
を
三
墳
と
い
い
、
少
昊
、
顓
頊
、
高
辛
、
唐
、
虞
の
書
を
五
典
と
い
う
。
巻
の
下

五
十
二
章
参
照
。

（
4
）　
『
論
語
』
述
而
篇
第
十
六
章
。

（
5
）　
『
論
語
』
八
佾
篇
第
四
章
。

（
6
）　
『
論
語
』
述
而
篇
第
三
十
五
章

（
7
）　
『
孝
経
』
諸
侯
章
。

（
8
）　
『
論
語
』
子
罕
篇
第
二
十
九
章
。

（
9
）　
『
孟
子
』
盡
心
上
篇
第
二
十
六
章
。

（
10
）　

欧
陽
脩
『
易
童
子
問
』。

（
11
）　

程
伊
川
（
程
頤
）『
易
伝
』。

（
12
）　

荀
悦えつ（
一
四
八
―
二
〇
九
）
は
後
漢
の
史
家
。『
漢
紀
』
を
著
し
た
。
習
鑿
齒
（
？
―
三
八
四
）
は
東
晋
の
史
家
。『
漢
晋
春
秋
』
を

著
す
。
宋
子
京
（
宋
祁き
・
九
九
八
―
一
〇
六
一
）
は
北
宋
の
史
家
。『
唐
書
』
の
編
纂
に
参
加
。
司
馬
公
（
一
〇
一
九
―
八
六
）
は
北
宋

の
政
治
家
、
史
家
。『
資
治
通
鑑
』
の
編
者
。
朱
考
亭
は
朱
熹
の
号
。『
資
治
通
鑑
綱
目
』
を
著
し
た
。

（
13
）　
『
春
秋
』
の
注
釈
書
『
公
羊
伝
』
と
『
穀
梁
伝
』。

（
14
）　

胡
安
国
。
下
巻
第
一
章
注
七
参
照
。

（
口
語
訳
）

五
経
そ
れ
ぞ
れ
の
大
意
を
問
う
。

答
え
、「
韓
愈
の
『
原
道
』
に
は
、『
詩
経
』、『
書
経
』、『
易
経
』、『
春
秋
』
を
列
挙
し
て
い
る
が
、『
礼
記
』
を
そ
の
中
に
入
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れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
卓
見
で
あ
る
。
韓
愈
の
言
う
通
り
、『
詩
経
』、『
書
経
』、『
易
経
』、『
春
秋
』
を
基
本
の
経
典
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
孔
子
の
門
下
で
た
だ
『
詩
経
』、『
書
経
』
の
二
書
の
み
を
教
え
た
の
は
、
こ
の
二
書
が
平
易
で
人
情

に
近
い
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
を
万
世
に
伝
え
て
も
問
題
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

『
詩
経
』
は
人
の
情
や
性
質
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
天
下
の
人
が
い
か
に
多
く
と
も
、
ま
た
古
か
ら
今
ま
で
数
限
り
な
く
人

が
生
ず
る
と
い
っ
て
も
、
人
情
の
元
を
つ
き
つ
め
れ
ば
、『
詩
経
』
三
百
篇
に
尽
き
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
世
は
治
ま
り
、
逆
ら
え

ば
世
は
乱
れ
る
。
だ
か
ら
先
王
は
『
詩
経
』
を
守
っ
て
破
る
こ
と
を
せ
ず
、
こ
れ
を
愛
し
て
損
な
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
数
百

年
に
わ
た
っ
て
周
の
宗
廟
と
社
稷
を
保
ち
、
周
が
滅
び
た
後
も
、
そ
の
子
孫
が
漢
の
武
帝
に
よ
っ
て
大
切
に
さ
れ
た
の
も
す
べ

て
こ
れ
に
よ
る
。『
詩
経
』
を
尊
ぶ
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
天
下
国
家
を
治
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
法
に
よ
っ
て
過
酷
な
政

治
を
行
っ
た
申
不
害
と
商
鞅
が
そ
の
例
で
あ
る
。
ま
た
『
詩
経
』
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
教
え
を
立
て
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
仏

教
や
老
子
の
教
え
が
そ
れ
で
あ
る
。『
詩
経
』
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
さ
ら
に
古
書
に
お
い
て

『
詩
経
』
を
引
用
す
る
者
の
多
く
は
、
原
詩
の
一
部
を
切
り
取
っ
て
用
い
、
あ
ら
た
な
意
味
を
引
き
出
し
て
い
る
。
こ
れ
が
古
人

が
詩
を
利
用
す
る
と
き
の
常
法
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
『
詩
経
』
を
読
む
者
が
知
っ
て
お
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

『
書
経
』
は
政
治
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
古
の
聖
人
が
天
下
を
太
平
に
治
め
る
為
の
大
道
で
あ
り

大
法
で
あ
っ
て
、
万
世
に
わ
た
っ
て
こ
れ
を
超
え
る
も
の
は
な
い
。
そ
こ
で
説
か
れ
る
道
は
、
人
々
の
間
に
日
常
行
わ
れ
る
べ

き
規
範
で
あ
り
、
こ
れ
を
万
世
に
伝
え
て
も
問
題
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
孔
子
は
『
書
経
』
を
祖
述
憲
章
し
て
、
三

墳
五
典
な
ど
堯
舜
以
前
の
聖
王
の
書
で
あ
っ
て
も
、
広
大
で
窺
い
知
る
こ
と
も
で
き
ず
、
万
世
の
規
範
と
な
ら
な
い
も
の
は
、

こ
と
ご
と
く
斥
け
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
今
『
書
経
』
を
読
む
者
は
、
そ
の
内
の
堯
典
、
舜
典
の
二
篇
や
文
王
武
王
の
言
葉
以

外
の
も
の
で
も
、『
書
経
』
に
収
め
ら
れ
た
四
代
（
虞
・
夏
・
商
・
周
）
の
書
は
、
す
べ
て
孔
子
が
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
の
だ
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か
ら
、
み
な
こ
の
孔
子
の
意
思
に
沿
っ
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
世
の
人
々
は
老
子
の
唱
え
る
虚
無
や
恬
淡
、
無
為
、

自
化
（
自
然
と
変
化
す
る
こ
と
）
の
境
地
を
最
上
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
か
え
っ
て
『
書
経
』
は
つ
ま
ら
な
い
も
の
の
よ
う
に
思

う
。
間
違
い
も
甚
だ
し
い
。

『
易
経
』
は
陰
陽
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
昔
聖
人
の
一
人
伏
羲
が
陽
爻
と
陰
爻
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
八
卦
を

描
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
陰
陽
が
消
長
す
る
変
化
の
あ
り
さ
ま
を
描
き
尽
し
た
。
陰
陽
そ
れ
ぞ
れ
の
気
が
老
い
る
と
反
対
の
気
に

変
化
す
る
。
満
ち
れ
ば
必
ず
欠
け
る
。
そ
れ
ゆ
え
満
ち
る
こ
と
を
避
け
、
退
い
て
い
な
さ
い
と
い
う
の
が
『
易
経
』
の
教
え
で

あ
る
。
孔
子
が
『
私
の
寿
命
に
数
年
を
加
え
て
易
を
学
べ
ば
、
大
過
な
し
に
世
に
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
』
と
言
っ
た

の
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
六
十
四
卦か

、
三
百
八
十
四
爻こ
う

、
多
く
の
意
味
が
あ
る
が
、
孔
子
の
こ
の
『
大
過
な
し
』
と

い
う
一
言
が
す
べ
て
を
包
括
し
て
い
る
。『
論
語
』
に
『
礼
は
豪
奢
で
あ
る
よ
り
、
む
し
ろ
倹
ま
し
く
し
な
さ
い
』
と
言
い
、
ま

た
、『
奢
る
と
き
は
不
遜
に
な
る
。
倹つ
つ

ま
し
く
す
る
と
陋い
や

し
く
な
る
。
不
遜
で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
陋
し
い
方
が
よ
い
』
と
も

言
っ
て
い
る
。『
孝
経
』
に
は
『
節
度
を
以
て
慎
重
に
事
を
行
え
ば
、
満
ち
て
も
溢
れ
る
こ
と
が
な
い
。
謙
虚
で
あ
れ
ば
危
険
な

こ
と
が
な
い
』
と
あ
る
。
み
な
こ
の
意
味
に
他
な
ら
な
い
。
陰
陽
の
消
長
も
変
遷
も
限
り
な
く
、
進
退
に
も
定
ま
り
が
な
い
。

一
つ
の
こ
と
を
守
り
通
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
『
論
語
』
に
『
共
に
道
に
立
つ
こ
と
は
で
き
て
も
、
時
の
宜
し
き
を
共

に
測
る
こ
と
は
で
き
な
い
』
と
い
う
の
で
あ
る
。
孟
子
は
『
中
を
執
る
と
い
っ
て
も
、
時
宜
を
権は
か

る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
一
つ

の
こ
と
に
固
執
す
る
こ
と
に
な
る
』
と
言
う
。
こ
れ
ら
は
み
な
『
易
経
』
の
道
理
を
い
う
の
で
あ
る
。
か
つ
て
易
学
に
は
二
派

が
あ
っ
た
。
彖た
ん

伝
・
象し
ょ
う

伝
の
二
篇
は
、
儒
学
者
の
易
で
あ
る
。
文ぶ
ん
げ
ん言
伝
も
同
様
で
あ
る
。
思
う
に
こ
れ
ら
は
も
っ
ぱ
ら
彖
伝
の

意
義
を
述
べ
て
い
る
。
儒
学
者
の
易
は
皆
陰
陽
消
長
の
道
理
を
論
じ
て
、
そ
の
理
を
人
間
世
界
の
事
象
に
推
し
及
ぼ
す
も
の
で
、

一
つ
と
し
て
占
い
に
言
及
す
る
も
の
は
な
い
。
繫け
い

辞じ

伝
や
説せ
つ

卦か

伝
等
の
篇
は
、
も
っ
ぱ
ら
占
い
を
主
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
欧
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陽
脩
が
こ
れ
ら
を
『
筮
師
の
書
』
と
い
う
の
は
こ
の
意
味
で
あ
る
。『
易
経
』
の
意
義
と
占
い
と
は
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
意

義
を
論
じ
る
と
き
に
は
占
い
に
言
及
し
な
い
し
、
占
い
に
従
う
と
き
は
意
義
を
捨
て
ざ
る
を
え
な
い
。『
論
語
』・『
孟
子
』
の
二

書
で
占
い
に
言
及
し
な
い
の
は
こ
の
故
で
あ
る
。
程
伊
川
の
『
易
伝
』
は
繫
辞
伝
に
従
っ
て
は
い
る
が
、
実
は
彖た
ん

伝
・
象し
ょ
う

伝
の

易
の
道
理
と
合
致
し
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
れ
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。

『
春
秋
』
は
名
分
に
つ
い
て
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
思
う
に
『
春
秋
』
は
聖
人
が
書
い
た
歴
史
書
で
あ
る
。
昔
は
後
世
に
伝
え

る
べ
き
歴
史
書
が
な
か
っ
た
。
そ
の
時
代
の
善
い
こ
と
も
悪
い
こ
と
も
時
の
経
過
と
と
も
に
忘
れ
去
ら
れ
、
後
世
に
伝
わ
る
も

の
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
乱
臣
賊
子
が
、
そ
の
欲
望
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
、
恐
れ
憚
か
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
孔
子

は
魯
の
歴
史
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
下
の
善
悪
を
正
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
乱
臣
や
賊
子
の
心
を
抑
え
る
た
め
で
あ
る
。

孔
子
は
筆
を
執
っ
て
書
き
続
け
、
魯
の
哀
公
十
六
年
四
月
己き

丑ち
ゅ
う

孔
子
死
去
す
と
い
う
文
章
の
直
前
で
筆
を
擱
い
た
。
弟
子
の
左

丘
明
が
孔
子
の
意
を
受
け
継
い
で
、
引
き
続
き
哀
公
二
十
三
年
秋
八
月
ま
で
を
書
き
終
え
た
。
こ
れ
以
降
後
世
の
史
官
は
各
王

朝
に
つ
い
て
の
歴
史
を
書
き
、
荀
悦
、
習
鑿
歯
、
宋
子
京
、
司
馬
光
、
朱
子
な
ど
の
大
儒
た
ち
に
は
各
々
歴
史
の
著
作
が
あ
る
。

こ
れ
ら
は
す
べ
て
孔
子
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
『
春
秋
』
は
単
に
二
百
四
十
四
年
間
の
魯
の
歴
史
を
記
録
し
て

い
る
だ
け
で
は
な
く
、
実
に
二
千
年
こ
の
か
た
を
記
録
し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
は
万
世
ず
っ
と
絶
え
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

こ
れ
こ
そ
が
聖
人
の
意
図
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。『
春
秋
』
を
読
む
者
は
も
っ
ぱ
ら
左
丘
明
の
編
纂
し
た
『
左
氏
伝
』
に
よ
っ
て

読
む
べ
き
で
あ
る
。
義
理
が
明
白
で
あ
り
、
お
の
ず
と
孟
子
の
考
え
と
合
致
し
て
い
る
。『
公
羊
伝
』、『
穀
梁
伝
』
の
二
伝
は
あ

ま
り
に
文
章
の
意
味
を
深
く
穿
鑿
し
す
ぎ
、
煩
雑
す
ぎ
て
ほ
と
ん
ど
暗
号
を
解
読
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
聖
人
の

意
図
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
孔
子
の
意
図
を
理
解
す
る
に
は
、『
左
氏
伝
』
を
読
む
に
優
る
も
の
は
な
い
。
胡
安
国

は
『
公
羊
伝
、
穀
梁
伝
は
義
理
を
説
き
、
左
氏
伝
は
故
事
を
備
え
て
い
る
』
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。『
左
氏
伝
』
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の
経
文
は
、
哀
公
十
六
年
四
月
己
丑
孔
子
死
去
と
い
う
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
い
る
。『
公
羊
伝
』、『
穀
梁
伝
』
の
経
文
は
、
十
四

年
西
に
狩
を
し
て
麒
麟
を
捕
え
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
い
る
。
お
も
う
に
『
公
羊
伝
』、『
穀
梁
伝
』
の
二
書
が
基
づ
い

た
原
本
に
は
麒
麟
を
捕
え
た
と
い
う
箇
所
以
下
の
部
分
が
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
更
に
二
年
余
の
歴
史
が
あ
る
こ
と

を
知
ら
な
い
の
だ
。
だ
か
ら
、『
孔
子
は
袂
を
翻
し
て
泣
い
た
』
な
ど
の
余
分
な
注
釈
を
付
け
加
え
る
の
で
あ
る
。『
朱
子
語
類
』

に
『
公
羊
伝
、
穀
梁
伝
の
二
つ
は
、
元
々
姓
が
姜
と
い
う
人
一
人
の
手
に
よ
る
著
作
で
あ
る
』
と
い
う
の
は
卓
見
と
い
っ
て
よ

い
。
左
氏
は
礼
の
一
字
を
以
て
『
春
秋
』
の
基
準
と
し
、
孟
子
は
義
を
以
て
『
春
秋
』
の
要
点
と
し
た
。
し
か
し
礼
は
義
に
よ
っ

て
起
こ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
言
葉
が
異
な
っ
て
い
て
も
道
理
は
一
つ
で
あ
る
。
学
者
は
こ
の
点
を
理
解
し
て
『
春
秋
』
を

読
め
ば
、
自
然
と
そ
の
大
意
を
掴
め
る
だ
ろ
う
。
日
月
名
字
爵
位
等
の
書
法
に
よ
っ
て
毀
誉
褒
貶
す
る
の
は
、
聖
人
の
意
図
で

は
な
い
。

四
経
の
趣
旨
は
大
体
以
上
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
し
そ
の
道
理
に
通
ず
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
民
間
の
野
史
や
小
説

を
読
ん
で
も
、
そ
の
中
に
至
極
の
道
理
を
発
見
で
き
る
だ
ろ
う
。
小
唄
や
歌
謡
雑
劇
な
ど
も
優
れ
た
道
に
通
ず
る
こ
と
が
あ
る

だ
ろ
う
。
学
者
は
た
だ
道
理
を
説
く
も
の
の
道
理
だ
け
を
知
っ
て
い
る
が
、
道
理
を
説
か
な
い
も
の
に
も
道
理
が
あ
る
こ
と
を

知
ら
な
い
。
な
ん
と
視
野
が
狭
い
こ
と
よ
。
こ
れ
以
上
詳
し
い
こ
と
は
、
い
ず
れ
私
が
各
経
典
の
注
釈
を
完
成
さ
せ
た
ら
、
そ

れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
今
の
と
こ
ろ
は
『
語
孟
字
義
』
を
参
考
に
し
て
ほ
し
い
」。

（
解
説
）

前
章
を
う
け
て
五
経
そ
れ
ぞ
れ
の
大
意
を
解
説
す
る
。『
詩
経
』・『
書
経
』・『
礼
記
』・『
易
経
』・『
春
秋
』
が
儒
教
の
正
式
な

経
典
と
し
て
大
学
で
教
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
漢
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
孔
子
は
そ
の
学
園
で
『
詩
経
』・『
書
経
』
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し
か
教
え
な
か
っ
た
。
孟
子
は
そ
こ
に
『
春
秋
』
を
加
え
た
。『
春
秋
』
は
も
と
も
と
史
官
た
ち
が
書
い
た
記
録
で
あ
る
が
、
孔

子
は
そ
れ
を
編
集
し
て
、
歴
史
に
よ
っ
て
世
の
人
々
に
是
非
善
悪
を
示
す
教
え
の
書
と
し
た
と
孟
子
は
い
う
。
以
来
学
者
た
ち

は
『
春
秋
』
の
中
に
こ
め
ら
れ
た
勧
戒
の
意
を
読
み
取
る
こ
と
を
目
指
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
注
釈
が
生
み
出
さ
れ
て
き
た
。
仁
斎

が
こ
の
章
で
『
左
氏
伝
』
を
取
り
、『
公
羊
伝
』、『
穀
梁
伝
』
を
退
け
る
の
は
、
後
者
が
い
わ
ゆ
る
「
一
字
の
褒
貶
」
に
孔
子
の

意
図
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
人
物
の
死
亡
記
事
で
、
死
、
卒
、
薨
な
ど
、
ど
の
字
が
使
わ
れ
て
い
る
か

に
よ
っ
て
、
そ
の
人
物
の
評
価
を
表
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
細
か
な
書
法
の
違
い
に
意
味
を
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
く
の

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
左
氏
伝
』
の
注
釈
は
経
の
本
文
の
背
景
と
な
る
出
来
事
な
ど
を
詳
し
く
記
し
て
い
る
。「
公
羊
伝
、

穀
梁
伝
は
義
理
を
説
き
、
左
氏
伝
は
故
事
を
備
え
て
い
る
」
と
い
う
胡
安
国
の
評
は
こ
れ
を
踏
ま
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し

か
し
仁
斎
が
『
左
氏
伝
』
を
高
く
評
価
す
る
根
拠
は
そ
こ
に
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
そ
れ
が
『
孟
子
』
の
道
理
と
通
じ
て
い
る

か
ら
な
の
で
あ
る
。『
論
語
』・『
孟
子
』
の
二
書
を
熟
読
し
て
そ
れ
を
基
準
に
五
経
を
読
む
と
い
う
原
則
が
貫
か
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

『
易
経
』
に
つ
い
て
も
、
仁
斎
は
こ
の
態
度
を
貫
い
て
い
る
。
こ
こ
で
基
準
と
な
る
の
は
孔
子
の
「
大
過
な
し
」
の
一
語
で
あ

る
。『
論
語
』
本
文
に
は
「
五ご

十じ
ゅ
う

以
て
易
を
學
び
ば
」
と
あ
る
が
仁
斎
『
論
語
古
義
』
で
は
、「
五
十
は
欠
字
と
し
て
こ
れ
を
解

釈
し
な
い
」
と
あ
る
の
で
口
語
訳
で
は
こ
れ
を
省
い
た
。

第
六
章

禮ら
い

記き

を
問
う
。
曰
く
、「
間ま
ま

格か
く
げ
ん言
多
し
。
然し
か

れ
ど
も
之
を
詩し

書し
ょ

易え
き

春し
ゅ
ん

秋じ
ゅ
う

に
列つ
ら

ぬ
る
に
足た

ら
ず
。
蓋け
だ

し
七し
ち

十じ
っ

子し

喪そ
う

し
て
、
大た
い

義ぎ

既

に
乖そ
む

く
。
戰せ
ん
ご
く國
以
來
、
齊せ
い

魯ろ

の
諸し
ょ
じ
ゅ儒
、
道み
ち

を
知
る
者
鮮す
く
な

し
。
理
を
論
ず
る
に
至い
た

っ
て
は
、
則す
な
わ

ち
皆
專も
っ
ぱ

ら
黄こ
う

老ろ
う

の
旨む
ね

を
主し
ゅ

と
す
。

（
1
）
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石せ
き

梁り
ょ
う

の
王お
う

氏し

之
を
辨べ
ん

ず
。
是ぜ

な
り
。
然し
か

れ
ど
も
猶な
お

未い
ま

だ
辨べ
ん

じ
盡つ
く

さ
ざ
る
者
有
り
。
或あ
る
い

は
王
氏
も
亦
以
て
聖
門
の
遺い

言げ
ん

と
爲し

て
、

實じ
つ

は
黄
老
の
中
よ
り
來き
た

る
者
、
間ま
ま

之
れ
有
り
。
樂が
っ
き記
に
載の

す
る
所
の
『
人
生う

ま
れ
て
靜し
ず
か

な
る
は
、
天
の
性
な
り
。
物
に
感
じ
て

動
く
は
、
性
の
欲
な
り
』
と
い
う
が
若ご
と

き
、
此
の
語ご

本も

と
老ろ
う

氏し

の
語ご

、
淮え

南な
ん

子じ

に
も
亦
之
れ
有
り
。
蓋け
だ

し
禮
記
之
を
剽ひ
ょ
う

竊せ
つ

す
。

晦か
い
お
う翁
之
を
取と

っ
て
、
詩し

傳で
ん

序じ
ょ

の
起き

頭と
う

と
爲す

。
深
く
考か
ん
が

え
ざ
る
の
み
。
論
語
に
曰
く
、『
先せ
ん
し
ん進
の
禮れ
い
が
く樂
に
於お

け
る
は
、
野や

人じ
ん

な
り
。

後こ
う
し
ん進
の
禮
樂
に
於
け
る
は
、
君く
ん

子し

な
り
。
若も

し
之
を
用も
ち

い
ば
、
則
ち
吾わ
れ

は
先
進
に
從し
た
が

わ
ん
』。
此こ
れ

を
以
て
之
を
推お

す
に
、
禮
記
の

諸し
ょ
へ
ん篇
、
大お
お

類む

ね
皆
繁は
ん

文ぶ
ん

縟じ
ょ
く

節せ
つ

、
恐お
そ

ら
く
は
盛せ
い

周し
ゅ
う

の
禮れ
い

に
非あ
ら

じ
。
審つ
ま
び

ら
か
に
之
を
擇え
ら

ん
で
可か

な
り
。
予よ

夫ふ
う

子し

の
意
に
因よ

っ
て
、
斟し
ん

酌し
ゃ
く

裁さ
い
て
い定
し
て
、
以
て
一い
っ
し
ょ書
と
爲せ

ん
と
欲ほ
っ

す
。
志こ
こ
ろ
ざ

し
有あ

っ
て
だ
未い
ま

果は
た

さ
ず
」。

注（
1
）　

黄
帝
と
老
子
。
道
教
を
指
す
。

（
2
）　

宋
代
の
学
者
。
石
梁
は
地
名
。

（
3
）　
『
礼
記
』
第
十
九
篇

（
4
）　

漢
の
高
祖
の
孫
、
准
南
王
劉
安
が
臣
下
に
命
じ
て
編
纂
し
た
書
。
道
教
思
想
が
色
濃
い
。

（
5
）　

朱
子
の
こ
と
。

（
6
）　
『
論
語
』
先
進
篇
第
一
章
。

（
口
語
訳
）

『
礼
記
』
に
つ
い
て
問
う
。

答
え
、「
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
為
に
な
る
言
葉
は
多
い
。
し
か
し
こ
れ
を
『
詩
経
』・『
書
経
』・『
易
経
』・『
春
秋
』
と
同
列
に
扱
う

わ
け
に
は
い
か
な
い
。
思
う
に
孔
子
の
弟
子
七
十
人
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
、
孔
子
の
教
え
の
大
義
か
ら
外
れ
る
よ
う
に
な
り
、

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）
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戦
国
時
代
以
降
、
斉
や
魯
の
儒
者
達
で
道
を
知
っ
て
い
る
者
は
少
な
く
な
っ
た
。
道
理
を
論
じ
る
際
に
は
、
皆
も
っ
ぱ
ら
道
教

の
趣
旨
を
主
と
し
て
い
た
。
宋
代
の
石
梁
の
王
氏
は
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
正
し
い
。
し
か
し
ま
だ
言
い
尽
さ

れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
あ
る
い
は
王
氏
が
孔
子
門
下
の
伝
承
と
し
て
い
る
も
の
で
、
実
は
道
教
か
ら
来
て
い
る
も
の
も

ま
ま
あ
る
。『
礼
記
』
の
中
の
『
楽
記
』
に
載
っ
て
い
る
『
人
が
生
ま
れ
て
静
か
で
あ
る
の
は
、
天
の
性
で
あ
る
。
も
の
に
感
じ

て
動
く
の
は
性
の
欲
で
あ
る
』
と
い
う
言
葉
は
、
元
々
老
子
の
言
葉
で
あ
り
、『
淮
南
子
』
に
も
こ
の
言
葉
が
あ
る
。
思
う
に

『
礼
記
』
は
こ
れ
を
剽
窃
し
た
も
の
で
あ
る
。
朱
子
は
こ
の
言
葉
を
取
り
上
げ
、
自
著
『
詩
集
伝
』
の
序
文
冒
頭
に
使
っ
た
。
軽

率
だ
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。『
論
語
』
に
『
先
人
た
ち
の
礼
楽
に
お
け
る
態
度
は
、
田
舎
者
の
素
朴
さ
が
あ
る
。
後
の
人
た

ち
の
礼
楽
に
お
け
る
態
度
は
、
君
子
の
よ
う
に
洗
練
さ
れ
て
い
る
。
も
し
私
が
用
い
る
と
し
た
ら
、
先
人
た
ち
の
や
り
方
に
従

う
だ
ろ
う
』
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
考
え
る
と
、『
礼
記
』
の
各
篇
は
概
ね
皆
煩
わ
し
く
面
倒
な
作
法
ば
か
り
で
、
お
そ
ら
く
周
の

全
盛
期
の
頃
の
礼
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
中
身
を
選
別
す
る
べ
き
で
あ
る
。
私
は
孔
子
の
考
え
に
従
い
、
あ
れ
こ

れ
照
ら
し
合
わ
せ
取
捨
選
択
し
て
、
一
書
に
纏
め
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
志
は
あ
る
が
い
ま
だ
果
た
せ
ず
に
い
る
」。

（
解
説
）

『
礼
記
』
の
中
に
道
教
思
想
が
混
じ
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
の
は
、
こ
こ
で
引
か
れ
る
王
氏
の
み
で
は
な
い
。
東
涯
の
『
童
子

問
標
註
』
に
は
陸
象
山
の
「
孔
子
の
門
人
の
中
に
は
、
老
子
の
門
人
と
相
通
じ
て
い
る
も
の
も
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
礼
記
の
言
葉

に
は
老
子
の
思
想
に
基
づ
く
も
の
が
多
い
」（『
象
山
語
録
』）
と
い
う
言
葉
が
引
か
れ
て
い
る
。
仁
斎
の
『
語
孟
字
義
』
上
巻

「
理
」
条
一
で
も
、「
天
理
の
二
字
は
し
ば
し
ば
『
荘
子
』
に
見
え
る
が
、
聖
人
の
書
に
は
な
い
。『
楽
記
』
に
天
理
人
欲
と
い
う

言
葉
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
も
と
も
と
老
子
か
ら
来
た
も
の
で
聖
人
の
言
葉
で
は
な
い
。
陸
象
山
が
こ
れ
を
明
ら
か
に
論
じ
て
い
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る
」
と
し
て
、
象
山
の
言
葉
を
あ
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
性
」
条
五
で
は
、
こ
の
章
と
同
じ
く
朱
子
が
『
詩
集
伝
』
の
序
に
『
楽

記
』
を
引
用
し
た
こ
と
を
批
判
し
、
こ
の
言
葉
は
も
と
老
子
の
弟
子
で
、
孔
子
と
同
時
代
の
文
子
の
書
（『
通
玄
真
経
』）
に
出

て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。

天
理
・
人
欲
、
理
と
性
と
い
う
の
は
、
朱
子
学
の
根
幹
を
な
す
概
念
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
老
荘
思
想
の
影
響
が
色
濃
く
現
れ

て
い
る
こ
と
を
仁
斎
は
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
章
で
は
そ
れ
が
『
礼
記
』
へ
の
批
判
と
し
て
現
れ
て
い
る
が
、『
語
孟

字
義
』
の
こ
の
二
章
も
参
照
し
て
ほ
し
い
。

第
七
章

蔡さ
い

氏し

が
書し
ょ
で
ん傳
載の

す
る
所と
こ
ろ

の
渾こ
ん

天て
ん

儀ぎ

の
制せ
い

を
問
う
。
曰い
わ

く
、「
知
ら
ず
」。
春し
ゅ
ん

秋じ
ゅ
う

春は
る

王お
う

正し
ょ
う

月が
つ

の
辨べ
ん

を
問
う
。
曰
く
、「
知
ら
ず
」。

童ど
う

子じ

の
云い
わ

く
、「
聞
く
、
先
生
幼よ
う

よ
り
心
を
經け
い
が
く學
に
留と
ど

む
と
。
今
此
の
二に

じ事
に
於お
い

て
知
ら
ざ
る
者
は
、
何な
ん

ぞ
や
」。
曰
く
、「
學が
く

に

本も
と

有
り
末す
え

有
り
。
必か
な
ら

ず
知
ら
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
者
有
り
、
必
ず
知
ら
ざ
る
所と
こ
ろ

在あ

る
者
有
り
。
學が
く

術じ
ゅ
つ

政せ
い

體た
い

、
己お
の
れ

を
修
め
人

を
治お
さ

む
る
の
術じ
ゅ
つ

の
若ご
と

き
是こ

れ
本も

と
、
必
ず
知
ら
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。
其
の
他ほ
か

進
ん
で
以
て
人
を
治
む
る
に
足た

ら
ず
、
退し
り
ぞ

い

て
以
て
己お
の
れ

を
修
む
る
に
足
ら
ざ
る
者
は
、
之
を
知
ら
ず
と
雖い
え

ど
も
害が
い

無
し
。
渾
天
儀
の
制
は
、
是
れ
有ゆ
う

司し

の
掌つ
か
さ

ど
る
所
、
春
王

正
月
の
辨
も
、
亦
學が
く

術じ
ゅ
つ

に
益え
き

無
し
。
故
に
左さ

氏し

も
亦
傳で
ん

せ
ず
。
大お
お
よ
そ凡

支し

干か
ん

孤こ

虚き
ょ

旺お
う

相し
ょ
う

、
律り
つ

呂り
ょ

八は
ち

を
隔へ
だ

て
て
相あ
い

生し
ょ
う

ず
る
の
屬ぞ
く

皆
然し
か

り
。
之
を
陰い
ん
よ
う陽
數す
う
が
く學
を
好こ
の

む
者
に
附ふ

し
て
可か

な
り
。
儒
者
の
先せ
ん

務む

に
非あ
ら

ず
。
今き
ん

世せ
い

の
小し
ょ
う

子し

、
學
を
爲す

る
の
法
を
知し

ら
ず
、
區く

く區

と
し
て
心
を
此こ

れ
等
の
細さ

い

務む

に
留と

ど

む
。
甚は

な
は

だ
不ふ

か可
な
り
」。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）
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注（
1
）　

蔡
沈
（
一
一
六
七
―
一
二
三
〇
）
は
朱
子
の
弟
子
。『
書
経
』
の
注
釈
書
『
書
集
伝
』
を
著
し
た
。

（
2
）　

天
体
の
運
行
を
表
わ
す
天
球
儀

（
3
）　

支
干
は
干え
と支

、
孤
虚
は
十
二
支
に
よ
っ
て
日
の
吉
凶
を
う
ら
な
う
法
、
旺
相
は
五
行
と
十
二
支
の
関
係
。

（
4
）　

十
二
律
の
音
階
を
、
管
の
長
さ
を
三
分
の
一
ず
つ
長
く
し
た
り
短
く
し
た
り
し
て
八
つ
離
れ
た
音
階
を
定
め
る
こ
と
で
確
定
す
る
方

法
。

（
口
語
訳
）

蔡さ
い

沈ち
ょ
う

の
自
著
『
書
集
伝
』
に
載
せ
て
い
る
渾
天
儀
の
し
く
み
に
つ
い
て
問
う
。

答
え
、「
知
ら
ぬ
」。

『
春
秋
』
の
経
文
で
、
毎
年
の
は
じ
め
に
書
か
れ
る
『
春
王
正
月
』
に
つ
い
て
の
論
を
問
う
。

答
え
、「
知
ら
ぬ
」。

初
学
者
が
言
っ
た
、「
先
生
は
幼
少
の
頃
か
ら
四
書
五
経
の
学
問
を
究
め
る
こ
と
を
心
掛
け
て
こ
ら
れ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

そ
れ
な
の
に
今
こ
の
二
つ
の
こ
と
を
ご
存
じ
な
い
と
お
っ
し
ゃ
る
の
は
ど
う
し
て
で
す
か
」。

答
え
、「
学
問
に
は
根
本
と
末
節
と
が
あ
る
。
必
ず
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
れ
ば
、
必
ず
し
も
知
ら
な
く
て
良
い

こ
と
も
あ
る
。
学
問
や
政
治
に
と
っ
て
、
自
身
を
修
め
人
を
治
め
る
術
は
根
本
で
あ
り
、
必
ず
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
と
は
別
に
、
進
ん
で
人
を
治
め
る
こ
と
も
で
き
ず
、
退
い
て
自
身
を
修
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
は
、
知
ら
な
く

て
も
害
は
な
い
。
渾
天
儀
の
し
く
み
は
、
専
門
の
官
吏
の
職
掌
で
あ
り
、「
春
王
正
月
」
に
つ
い
て
の
論
も
ま
た
学
問
に
と
っ
て

益
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
左
氏
も
注
釈
し
な
か
っ
た
。
だ
い
た
い
干
支
、
狐
虚
、
旺
相
な
ど
と
い
う
暦
や
占
い
に
関
す
る
こ
と
、

十
二
律
の
音
階
の
定
め
方
な
ど
の
類
は
み
な
同
様
で
あ
る
。
陰
陽
に
よ
る
占
い
や
数
術
を
好
む
者
に
任
せ
て
お
け
ば
よ
い
。
儒
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者
が
ま
ず
第
一
に
す
べ
き
事
柄
で
は
な
い
。
近
頃
の
若
者
は
学
問
を
す
る
方
法
を
知
ら
ず
、
一
所
懸
命
に
心
を
こ
れ
ら
の
細
事

に
傾
け
て
い
る
。
大
変
良
く
な
い
こ
と
で
あ
る
」。

（
解
説
）

「
春
王
正
月
」
と
い
う
の
は
、『
春
秋
』
経
文
の
一
年
の
始
め
に
記
さ
れ
る
言
葉
で
、
基
本
的
に
は
単
に
日
時
を
記
す
言
葉
な

の
だ
が
、『
公
羊
伝
』
な
ど
は
そ
こ
に
あ
え
て
哲
学
的
意
味
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
。
仁
斎
の
批
判
は
そ
こ
に
向
け
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
天
文
学
、
暦
数
学
、
音
楽
な
ど
は
み
な
道
の
学
問
に
と
っ
て
は
枝
葉
末
節
で
あ
る
と
仁
斎
は
考
え
て
い
た
。

第
八
章

問
う
、「
先せ
ん
じ
ゅ儒
謂い

う
『
戚せ
つ
け
ん
と
も

儉
倶
に
中ち
ゅ
う

を
失し
っ

し
て
及お
よ

ば
ず
。
聖せ
い
じ
ん人
已や

む
こ
と
を
得え

ず
し
て
時
の
弊つ
い
え

を
救す
く

う
』
と
。
先
儒
の
謂
う
所と
こ
ろ

の
若ご
と

く
な
る
と
き
は
、
則
ち
易え
き

論ろ
ん

語ご

と
雖い
え

ど
も
、
亦
道み
ち

に
合あ

わ
ざ
る
者
有
る
に
非
ず
や
」。
曰
く
、「
是こ

れ
中ち
ゅ
う

の
字
の
義
を
失し
っ

せ

り
。
中ち
ゅ
う

は
中
間
を
謂い

う
。
謂い
わ

ゆ
る
『
其
の
兩り
ょ
う
た
ん端
を
執と

っ
て
、
其
の
中な
か

を
民た
み

に
用も
ち

ゆ
』
と
、
是こ

れ
な
り
。
今
一い
ち

丈じ
ょ
う

の
つ
え

を
以
て
、

其
の
中
間
を
求
め
ん
に
、
子し

必か
な
ら

ず
五ご

尺し
ゃ
く

に
至い
た

る
に
及お
よ

ぶ
を
竢ま

っ
て
、
而し
か

る
後の
ち

之
を
中
と
謂
は
ん
。
纔わ
ず

か
に
及
ば
ざ
る
こ
と
一い
ち

分ぶ

な
れ
ば
、
便す
な
わ

ち
指さ

し
て
中ち
ゅ
う

に
非
ず
と
爲せ

ん
。
甚は
な
は

だ
泥な
ず

め
り
。
大お
お
よ凡
そ
四し

五ご

尺し
ゃ
く

よ
り
六ろ
く
し
ち七
尺
以
内
に
至
る
ま
で
、
皆
是こ
れ

中ち
ゅ
う

間か
ん

、
凡お
お

そ

を
把と

る
に
は
、
中ち
ゅ
う

間か
ん
は

柄へ
い

に
近
き
處と
こ
ろ

を
執と

る
を
便べ
ん

と
爲す

。
若も

し
五ご

尺し
ゃ
く

に
至
る
處
を
度は
か

つ
て
之
を
把と

ら
ん
と
欲ほ
っ

す
る
と
き
は
、

則
ち
必
ず
之こ

れ

を
過か

に
失し

っ

す
。
聖
人
人ひ

と

に
儉け

ん
せ
き戚

を
教
う
る
は
、
是
れ

は

柄へ
い

に
近
き
處
を
將も

つ
て
人
に
與あ

た

う
る
な
り
。
中ち

ゅ
う

を
失し

つ

す
と

謂い

う
べ
か
ら
ず
。
又
已や

む
こ
と
を
得え

ず
し
て
時と
き

の
弊つ
い
え

を
救
う
と
謂
う
べ
か
ら
ず
。
時じ

中ち
ゅ
う

と
謂
う
が
若ご
と

き
は
、
又
別べ
つ

に
是こ

れ
一い
ち

義ぎ

。

時
の
字
を
去
る
と
き
は
、
則
ち
舊き
ゅ
う

に
依よ

っ
て
只た
だ

是こ

れ
中ち
ゅ
う

間か
ん

。
易え
き
ど
う道
總す
べ

て
是こ
れ

退た
い

一い
っ
ぽ歩
の
法
、
老
子
の
弱じ
ゃ
く

を
以
て
強き
ょ
う

と
爲し

、
退た
い

を
進し
ん

（
1
）

（
2
）

（
3
）
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と
爲す

る
と
夐は
る

か
に
別べ
つ

な
り
」。

注（
1
）　

朱
子
の
高
弟
、
黄
勉
斎
（
黄
幹
・
一
一
五
二
―
一
二
二
一
）
を
指
す
。
こ
の
言
葉
は
『
論
語
集
註
大
全
』
に
引
か
れ
て
い
る
。

（
2
）　

朱
子
『
中
庸
章
句
』
第
六
章
。

（
3
）　

朱
子
『
中
庸
章
句
』
第
二
章
。「
君
子
に
し
て
時
に
中
す
」
を
指
す
。

（
口
語
訳
）

問
う
、「
宋
代
の
儒
者
黄
勉
斎
が
『
論
語
』
の
「
礼
は
豪
奢
で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
倹
約
し
な
さ
い
。
喪
は
立
派
に
整
え
る
よ

り
も
む
し
ろ
哀
傷
の
気
持
ち
を
現
し
な
さ
い
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、『
哀
傷
す
る
の
も
倹
約
す
る
の
も
、
ど
ち
ら
も
中
庸
か

ら
外
れ
て
い
て
不
十
分
で
あ
る
。
聖
人
は
や
む
を
得
ず
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
そ
の
時
代
の
弊
害
を
防
い
だ
の
だ
』
と
言
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
言
う
と
お
り
で
あ
れ
ば
、『
易
経
』
や
『
論
語
』
と
い
え
ど
も
、
ま
た
道
に
合
わ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い

で
す
か
」。

答
え
、「
こ
れ
は
中
の
字
の
意
味
を
誤
解
し
て
い
る
の
だ
。
中
と
は
中
間
の
こ
と
で
あ
る
。『
中
庸
』
に
『
そ
の
両
極
端
を
把

握
し
て
、
そ
の
中
間
を
民
に
用
い
る
』
と
い
う
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
今
一
丈
の
長
さ
の

で
、
そ
の
中
間
を
求
め
る
の
に
、
君

は
必
ず
五
尺
ち
ょ
う
ど
に
当
た
る
と
こ
ろ
に
至
っ
て
初
め
て
、
こ
れ
を
中
と
い
う
の
か
。
わ
ず
か
に
一
分
で
も
五
尺
に
及
ば
な

け
れ
ば
、
そ
れ
を
指
し
て
中
で
は
な
い
と
す
る
の
か
。
こ
だ
わ
り
過
ぎ
も
甚
だ
し
い
。
お
よ
そ
四
、
五
尺
か
ら
六
、
七
尺
以
内

に
達
し
て
い
れ
ば
皆
中
間
で
あ
り
、
た
い
て
い

を
つ
か
む
と
き
は
中
間
で
握
り
に
近
い
部
分
を
取
る
の
が
便
利
で
あ
る
。
五

尺
ち
ょ
う
ど
の
と
こ
ろ
を
測
っ
て
こ
れ
を
取
ろ
う
と
す
る
の
は
、
や
り
過
ぎ
で
あ
る
。
聖
人
が
人
々
に
倹
約
や
哀
傷
を
教
え
た
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の
は
、

の
握
り
に
近
い
と
こ
ろ
を
用
い
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
を
失
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
。『
中

庸
』
に
『
時
に
中
す
』
と
い
う
の
は
ま
た
別
の
意
味
で
あ
る
が
、
時
の
字
を
除
け
ば
や
は
り
た
だ
中
間
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

『
易
経
』
の
道
は
す
べ
て
一
歩
退
い
て
謙
虚
に
す
る
と
い
う
教
え
で
、
老
子
の
言
う
よ
う
な
、
弱
い
も
の
こ
そ
強
く
、
退
く
こ
と

こ
そ
進
む
こ
と
で
あ
る
な
ど
と
す
る
の
と
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
」。

（
解
説
）

朱
子
学
に
と
っ
て
『
中
庸
』
と
い
う
書
は
、
ま
さ
に
宋
学
の
道
統
の
根
拠
と
な
る
書
物
で
あ
り
、「
中
」
と
は
孔
子
学
派
の
心

法
を
伝
え
る
重
要
な
概
念
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
朱
子
は
も
と
も
と
『
礼
記
』
中
の
一
篇
で
あ
っ
た
こ
の
書
を
四
書
の
一
つ
と

し
て
取
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
朱
子
は
「
中
と
は
不
偏
不
倚
、
過
不
及
無
き
の
名
」
と
定
義
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
「
時
中
の
中
」

（
作
用
）
と
「
未
発
の
中
」（
本
体
）
に
分
類
す
る
。『
中
庸
』
の
第
一
章
に
は
「
喜
怒
哀
楽
の
未
だ
発
せ
ざ
る
、
之
を
中
と
謂
う
。

発
し
て
皆
節
に
中
る
、
之
を
和
と
い
う
」
と
あ
る
。
こ
れ
を
注
釈
し
て
、
朱
子
は
、
本
体
と
し
て
の
ど
こ
に
も
偏
ら
な
い
「
未

発
の
中
」
と
は
、
人
の
心
に
付
与
さ
れ
た
天
の
理
、
す
な
わ
ち
性
で
あ
り
、
そ
れ
が
外
に
発
し
て
喜
怒
哀
楽
な
ど
の
情
と
な
れ

ば
、
皆
過
不
及
な
く
当
を
得
た
正
し
い
も
の
と
な
る
。
そ
れ
が
「
時
中
の
中
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
一
節
は
朱
子
学
の

「
性
即
理
」、「
心
は
性
情
を
統
ぶ
」
と
い
う
根
本
テ
ー
ゼ
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
仁
斎
に
と
っ
て
「
中
」
と
は
、
剛
柔
、
大
小
、
深
浅
な
ど
の
両
極
の
中
間
で
あ
り
、
剛
な
ら
ず
柔
な
ら
ず
穏
当
、
平

正
で
あ
る
こ
と
を
指
す
。「
中
庸
」
の
道
と
は
、
過
不
及
無
く
、
平
常
行
う
べ
き
道
で
あ
る
が
、
世
の
中
に
処
し
て
い
く
た
め
に

は
、
ど
こ
に
も
偏
ら
な
い
中
心
と
い
う
た
だ
一
つ
の
基
準
に
固
執
し
て
い
て
は
判
断
を
誤
る
。
時
節
や
状
況
に
応
じ
た
臨
機
応

変
の
判
断
（
権
）
が
必
要
に
な
る
と
仁
斎
は
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
孟
子
は
「
中
は
必
ず
権
を
用
い
て
後
に
当
た
る
」
と
言
っ
た
の
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だ
と
。

こ
の
よ
う
に
仁
斎
は
孔
子
と
孟
子
の
言
葉
に
基
づ
い
て
、『
中
庸
』
の
本
文
を
徹
底
的
に
検
証
し
て
い
く
。
そ
し
て
先
の
「
喜

怒
哀
楽
の
未
だ
発
せ
ざ
る
、
之
を
中
と
謂
う
。」
以
下
の
四
十
七
文
字
を
、『
楽
記
』
の
一
節
が
混
入
し
た
も
の
で
『
中
庸
』
の

本
文
で
は
な
い
と
し
て
削
除
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
と
し
て
仁
斎
は
、
孔
子
、
孟
子
の
意
と
反
す
る
も
の
五
つ
、『
中
庸
』

本
文
の
中
で
矛
盾
す
る
点
五
つ
を
挙
げ
、
こ
れ
を
論
証
し
て
い
る
。
確
か
に
『
中
庸
』
は
、『
論
語
』・『
孟
子
』
と
並
ん
で
孔
子

学
派
の
教
え
を
伝
え
る
重
要
な
書
物
で
あ
る
が
、
こ
の
「
未
発
の
中
」
を
言
う
部
分
、
さ
ら
に
は
第
十
六
章
の
鬼
神
に
つ
い
て

述
べ
る
所
、
第
二
十
四
章
の
吉
凶
の
前
兆
に
つ
い
て
述
べ
る
部
分
な
ど
は
本
文
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
の
が
仁
斎
の
結
論

で
あ
っ
た
。

第
九
章

五ご

經き
ょ
う

と
論
孟
と
の
異い

同ど
う

淺せ
ん

深し
ん

を
問
う
。
曰
く
、「
異
同
を
論
じ
て
、
淺
深
を
論
ず
る
こ
と
勿な
か

れ
。
其そ

の
辭じ

艱か
ん

澁じ
ゅ
う

平へ
い
お
ん隱
の
異い

有
り

と
雖い
え

ど
も
、
然し
か

れ
ど
も
理り

は
則す
な
わ

ち
一い
つ

な
り
。
人
皆
以お

も謂
え
ら
く
『
易え
き

春し
ゅ
ん

秋じ
ゅ
う

は
深し
ん
お
う奧
に
し
て
通つ
う

じ
難が
た

く
、
論
語
孟
子
は
平へ
い

易い

に
し

て
知
り
易や
す

し
』
と
。
非
な
り
。
五ご

經き
ょ
う

は
猶な
お

天
地
の
萬ば
ん
ぶ
つ物
自お
の
ず
か

ら
有
っ
て
長ち
ょ
う

養よ
う

す
る
こ
と
を
知
ら
ざ
る
が
ご
と
し
。
論
孟
は
猶
聖
人

天
地
の
道み
ち

を
裁さ
い

成せ
い

輔ほ

相し
ょ
う

し
て
以
て
民
を
左さ
ゆ
う右
す
る
が
ご
と
し
。
禮れ
い

を
制せ
い

し
樂が
く

を
作
り
、
教お
し
え

を
立
て
範は
ん

を
垂
れ
、
以
て
中ち
ゅ
う

正せ
い

の
極き
ょ
く

を
建た

て
て
、
以
て
人じ
ん
り
ん倫
の
法
を
定
め
、
萬ば
ん

世せ
い

君く
ん
し
ん臣
父ふ

し子
夫ふ
う

婦ふ

朋ほ
う
ゆ
う友
昆こ
ん

弟て
い

を
し
て
、
各お
の
お
の

其そ

の
所と
こ
ろ

を
得え

て
、
禽き
ん

獸じ
ゅ
う

爲た

ら
ざ
ら
し
む
る

者
は
、
皆
聖
人
の
功こ

う

な
り
。
天
地
有
り
と
雖い

え

ど
も
、
然し

か

れ
ど
も
聖
人
を
得
て
之
れ
が
教
育
を
爲な

す
に
非
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
天

地
も
亦
天
地
爲た

る
こ
と
能
わ
ず
。
論
孟
の
五ご

經き
ょ
う

に
於お

け
る
、
亦
猶な
お

是か
く

の
如
し
。
吾わ

れ
故ゆ
え

に
論
語
を
以
て
宇う

宙ち
ゅ
う

第
一
の
書し
ょ

に
し
て
、

孟
子
は
論
語
に
亞つ

げ
り
と
爲す

る
者
は
、
此こ

れ
が
爲た

め
な
り
。
此
れ
論
孟
の
五
經
と
異こ
と

な
る
所ゆ
え
ん以
な
り
」。

（
1
）
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注（
1
）　
『
易
経
』
泰
卦
大
象
に
「
后きみ
以
て
天
地
の
道
を
財
成
し
、
天
地
の
宜
を
輔
相
し
て
以
て
民
を
左
右
す
」
と
あ
る
の
を
受
け
る
。

（
口
語
訳
）

『
五
経
』
と
『
論
語
』・『
孟
子
』
の
違
い
と
そ
の
内
容
の
浅
深
を
問
う
。

答
え
、「
違
い
を
論
じ
る
の
は
良
い
が
、
浅
深
を
論
じ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
文
辞
に
難
し
い
易
し
い
の
違
い
が
あ
る
と
し
て

も
、
そ
の
道
理
は
た
だ
一
つ
で
あ
る
。
人
は
皆
、『
易
・
春
秋
は
深
遠
で
分
り
に
く
く
、
論
語
・
孟
子
は
平
易
で
分
り
や
す
い
』

と
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
。『
五
経
』
は
天
地
の
万
物
が
あ
る
が
ま
ま
に
存
在
し
て
い
て
、
養
い
育
て

る
こ
と
を
知
ら
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。『
論
語
』・『
孟
子
』
は
、
聖
人
が
天
地
の
道
を
う
ま
く
調
整
し
て
補
助
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
民
を
助
け
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
礼
を
整
え
楽
を
作
り
、
教
え
を
立
て
て
模
範
を
示
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
中
正
の
基

準
を
立
て
、
人
の
守
る
べ
き
人
間
社
会
の
規
範
を
定
め
る
。
そ
し
て
万
世
に
わ
た
っ
て
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
・
朋
友
・
昆
弟
が

各
々
そ
の
守
る
べ
き
と
こ
ろ
を
得
て
、
禽
獣
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
た
の
は
、
す
べ
て
聖
人
の
功
績
で
あ
る
。
た
と
え
天
地
が

あ
っ
て
も
、
聖
人
が
現
れ
て
教
育
を
行
わ
な
け
れ
ば
、
天
地
も
ま
た
天
地
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。『
論
語
』・『
孟

子
』
の
『
五
経
』
に
対
す
る
関
係
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
私
は
、『
論
語
』
を
宇
宙
第
一
の
書
と
し
、『
孟
子
』
を
『
論

語
』
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
『
論
語
』・『
孟
子
』
が
『
五
経
』
と
異
な
る
所
で
あ
る
」。
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第
十
章

命め
い

を
知
る
の
説せ
つ

を
問
う
。
曰
く
、「
天て
ん

に
必ひ
つ

然ぜ
ん

の
理り

有
り
、
人
に
自み
ず
か

ら
取と

る
の
道み
ち

有
り
。
易え
き

に
曰
く
、『
善ぜ
ん

を
積つ

む
の
家い
え

に
は
、

必
ず
餘よ

慶け
い

有
り
。
不ふ

善ぜ
ん

を
積
む
の
家
に
は
、
必
ず
餘よ

殃お
う

有
り
』
と
。
是こ
れ

を
『
天
に
必
然
の
理
有
り
』
と
謂い

う
。
詩
に
曰
く
、『
永な
が

く
言お
も

う
て
命
に
配は
い

す
。
自み
ず
か

ら
多た

福ふ
く

を
求も
と

む
』
と
。
是
を
『
人
に
自み
ず
か

ら
取
る
の
道
有
り
』
と
謂
う
。
文ぶ
ん

王の
う

羑ゆ
う

里り

に
死し

せ
ず
、
孔
子

陳ち
ん

蔡さ
い

に
害が
い

せ
ら
れ
ず
、
此こ

れ
天
に
必
然
の
理
有
る
に
非
ず
や
。
孔
子
の
曰
く
、『
天
の
未い
ま

だ
斯こ

の
文ぶ
ん

を
喪ほ
ろ

ぼ
さ
ず
ん
ば
、
匡き
ょ
う
ひ
と人
其そ

れ
予よ

を
如い

か何
ん
』。
又
曰
く
、『
天
徳と
く

を
予よ

に
生し
ょ
う

ぜ
り
。
桓か
ん
た
い

其
れ
予
を
如
何
ん
』
と
。
此こ

れ
人
に
自
ら
取
る
の
道
有
る
に
非
ず

や
。
夫そ

れ
人
自
ら
取
っ
て
、
而し
か

る
後
天て
ん

之
に
命め
い

ず
。
天
の
命
ず
る
所
の
者
は
、
便す
な
わ

ち
人
の
自
ら
取
る
所
。
愼つ
つ
し

ま
ざ
る
べ
け
ん
や
」。

注（
1
）　
『
易
経
』
坤
卦
、
文
言
伝
。

（
2
）　
『
詩
経
』
大
雅
文
王
篇
。

（
3
）　
『
論
語
』
子
罕
篇
第
五
章
。

（
4
）　
『
論
語
』
述
而
篇
第
二
十
二
章
。

（
口
語
訳
）

「
天
命
を
知
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
伺
い
ま
す
。

答
え
、「
天
に
は
必
然
の
理
が
あ
る
。
人
に
は
自
ら
選
び
取
る
道
が
あ
る
。『
易
経
』
に
『
善
を
積
み
上
げ
て
い
る
家
に
は
、

必
ず
多
く
の
慶
事
が
あ
り
、
不
善
を
積
み
上
げ
る
家
に
は
必
ず
多
く
の
災
禍
が
あ
る
』
と
あ
る
。
こ
れ
を
『
天
に
は
必
然
の
理

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）
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が
あ
る
』
と
言
う
。『
詩
経
』
に
、『
い
つ
も
天
命
に
か
な
う
よ
う
に
努
力
す
る
。
多
く
の
幸
福
は
自
分
の
行
為
に
よ
っ
て
求
め

る
も
の
だ
』
と
あ
る
。
こ
れ
を
『
人
に
は
自
分
で
選
び
取
る
道
が
あ
る
』
と
い
う
の
だ
。
周
の
文
王
は
讒
言
に
よ
り
羑
里
に
幽

閉
さ
れ
た
が
死
な
な
か
っ
た
。
孔
子
は
陳
・
蔡
の
間
で
危
機
に
陥
っ
た
が
殺
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
天
に
必
然
の
理
が

あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
孔
子
は
『
天
は
こ
の
先
王
の
道
と
文
を
亡
ぼ
そ
う
と
は
し
な
い
。
ど
う
し
て
匡
人
が
こ
の
遺
文
の
保

持
者
で
あ
る
私
を
亡
ぼ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
』
と
言
っ
た
。
ま
た
『
天
は
私
に
徳
を
与
え
て
下
さ
っ
て
い
る
。
桓

ご
と
き

に
こ
の
私
を
ど
う
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
』
と
も
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
人
に
は
自
ら
選
び
取
っ
た
道
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
か
。
人
が
自
ら
道
を
選
ん
で
、
そ
の
後
天
が
こ
れ
に
命
ず
る
。
天
が
命
ず
る
も
の
は
、
そ
の
ま
ま
人
が
自
ら
選
び
取
っ

た
も
の
で
あ
る
。
慎
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

（
解
説
）

孔
子
が
各
国
を
遍
歴
し
て
い
る
間
に
は
、
様
々
な
苦
難
が
あ
っ
た
。
陳
と
蔡
の
家
老
が
孔
子
を
楚
に
行
か
せ
ま
い
と
し
て
陳

と
蔡
の
間
で
孔
子
の
一
行
を
包
囲
し
た
時
に
は
食
料
も
尽
き
て
難
儀
し
た
が
、
孔
子
は
静
か
に
琴
を
弾
い
て
い
た
と
い
う
。
ま

た
乱
暴
者
の
陽
虎
と
間
違
え
ら
れ
て
匡
の
地
に
拘
束
さ
れ
た
時
も
、
宋
の
国
で
大
臣
の
桓

に
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
時
も
、

こ
の
章
に
あ
る
通
り
孔
子
は
懼
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

こ
の
三
つ
の
出
来
事
の
う
ち
、
初
め
の
陳
蔡
の
難
が
、『
天
に
は
必
然
の
理
が
あ
る
』
の
例
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
の
は
、『
論

語
』
衛
霊
公
篇
第
一
章
に
あ
る
こ
の
厄
災
の
時
の
子
路
と
の
会
話
を
踏
ま
え
て
い
る
。
食
料
が
尽
き
、
従
者
ら
が
病
ん
で
立
ち

上
が
れ
な
く
な
っ
た
の
を
見
て
、
こ
の
事
態
を
怒
っ
た
子
路
が
「
君
子
も
ま
た
食
事
に
窮
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
か
」
と
聞

い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
孔
子
は
「
君
子
も
ま
た
実
際
に
窮
す
る
こ
と
は
あ
る
。
だ
が
小
人
が
窮
し
て
放
逸
に
流
れ
る
よ
う
な
こ
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と
は
、
君
子
に
は
な
い
」
と
答
え
る
。
仁
斎
は
こ
れ
に
注
釈
し
て
「
こ
の
章
の
意
味
は
、
こ
の
世
の
富
貴
は
天
の
決
す
る
も
の

で
あ
っ
て
、
君
子
も
実
際
に
困
窮
す
る
」
と
い
う
。
つ
ま
り
孔
子
で
さ
え
も
食
事
に
困
窮
す
る
と
い
う
事
態
は
、
人
に
は
ど
う

し
よ
う
も
な
い
「
天
の
必
然
の
理
」
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
あ
と
の
二
つ
の
例
は
、
先
王
の
道
を
伝
え
、
広
め
よ
う
よ
う
と
す
る
孔
子
自
ら
が
選
び
取
っ
た
道
が
言
わ
れ

て
い
る
。
孔
子
は
そ
の
自
ら
選
び
取
っ
た
道
を
ひ
た
す
ら
歩
み
続
け
た
と　

い
う
自
負
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
天
を
信
じ
「
私
を

亡
ぼ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
」
と
言
い
放
つ
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

第
十
一
章

問
う
、「
知ち

命め
い

の
説
に
於お
い

て
、
未い
ま

だ
釋し
ゃ
く

然ぜ
ん

た
る
こ
と
能あ
た

わ
ず
。
願ね
が

わ
く
は
其
の
奧お
う

旨し

を
發は
つ

せ
よ
」。
曰
く
、「
蓬よ
も
ぎ

麻ま

中ち
ゅ
う

に
生し
ょ
う

ず
、

直な
お

か
ら
ざ
る
こ
と
能あ
た

わ
ず
。
天て
ん
ど
う道
正せ
い
ち
ょ
く直
、
四し

旁ぼ
う

上じ
ょ
う

下げ

、
渾こ
ん
こ
ん
り
ん
り
ん

渾
淪
淪
、
通つ
う

徹て
つ

間へ
だ

て
無
く
、
斯こ

の
理
に
非あ
ら

ず
と
い
う
こ
と
莫な

し
。
火

に
近ち
か

づ
く
と
き
は
則す
な
わ

ち
焦こ
が

れ
、
水
に
近
づ
く
と
き
は
則
ち
濡う
る
お

う
。
豈あ
に

不ふ

正せ
い

不ふ

直ち
ょ
く

を
以
て
、
須し
ゅ
ゆ臾
も
身
を
其
の
間あ
い
だ

に
置お

く
こ
と
を

得え

ん
や
。
孔
子
曰
く
、『
君く
ん

子し

は
天て
ん
め
い命
を
畏お
そ

る
。
小し
ょ
う

人じ
ん

は
天
命
を
知し

ら
ず
し
て
畏お
そ

れ
ず
』。
其
の
之
を
畏
る
る
者
は
、
實じ
つ

に
畏い

ふ怖

す
べ
く
し
て
、
慢あ
な

ど
る
べ
か
ら
ざ
る
の
理
有
る
を
以
て
な
り
。
蓋け
だ

し
夫ふ
う

子し

五
十
に
し
て
天
命
を
知
る
以
後
、
初
め
て
語
を
置

く
こ
と
此か
く

の
如
し
。
一い
ち
ご
う毫
の
聰そ
う

明め
い

を
作な

さ
ず
、
一
毫
の
智ち

見け
ん

を
挾は
さ

ま
ず
、
至し

誠せ
い

正せ
い

直ち
ょ
く

、
内な
い
が
い外
表ひ
ょ
う

裏り

、
打う

っ
て
一い
っ
ぺ
ん片
と
成な

っ
て
、

而し
か

る
後の
ち

以
て
自じ

得と
く

す
べ
し
。
聰
明
智
見
を
以
て
之こ
れ

を
得う

べ
き
に
は
非
ず
」。

注（
1
）　
『
荀
子
』
勧
学
篇
に
あ
る
言
葉
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）
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（
2
）　
『
論
語
』
季
氏
篇
第
八
章
。

（
3
）　
『
論
語
』
為
政
篇
第
四
章
。

（
口
語
訳
）

問
い
、「『
天
命
を
知
る
』
の
説
が
ま
だ
釈
然
と
し
ま
せ
ん
。
ど
う
か
そ
の
深
奥
の
意
味
を
お
教
え
下
さ
い
」。

答
え
、「
蓬
の
よ
う
な
柔
ら
か
い
草
も
、
麻
の
よ
う
な
真
っ
す
ぐ
な
草
の
間
に
生
え
る
と
、
真
っ
す
ぐ
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

天
の
道
は
正
し
く
真
っ
す
ぐ
で
、
四
方
上
下
に
満
ち
、
渾
然
一
体
と
な
っ
て
全
て
に
行
き
渡
り
、
こ
の
一
つ
の
道
理
に
貫
か
れ

て
い
る
。
火
に
近
づ
け
ば
焦
げ
、
水
に
近
づ
け
ば
潤
う
。
不
正
不
直
の
状
態
で
は
、
瞬
時
と
い
え
ど
も
身
を
そ
の
中
に
置
く
こ

と
な
ど
で
き
よ
う
か
。
孔
子
は
『
君
子
は
天
命
を
畏
れ
る
。
小
人
は
天
命
の
何
か
を
知
ら
な
い
。
そ
れ
故
そ
れ
を
畏
れ
な
い
』

と
言
っ
た
。
天
命
を
畏
れ
る
の
は
、
天
命
が
ま
こ
と
に
畏
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
侮
っ
て
は
な
ら
な
い
道
理
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
思
う
に
孔
先
生
が
五
十
歳
で
天
命
を
知
っ
て
か
ら
後
、
初
め
て
天
命
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
の
が
こ
の
言
葉
で
あ
る
。
少

し
も
聡
明
さ
を
用
い
ず
、
知
見
を
さ
し
は
さ
む
こ
と
な
く
、
ひ
た
す
ら
誠
実
正
直
で
、
内
も
外
も
裏
も
表
も
す
べ
て
一
体
と
な
っ

た
後
に
、
天
命
を
漸
く
自
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
天
命
は
聡
明
さ
や
知
見
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
」。

第
十
二
章

問
う
、「
夫ふ
う

子し

南な
ん
よ
う容
を
謂い

う
、『
邦く
に

道み
ち

無
き
と
き
は
、
刑け
い
り
く戮
に
免ま
ぬ
か

れ
ん
』。
又
曰
く
、『
愚ぐ

に
し
て
自み
っ
ず
か

ら
用も
ち

う
る
こ
と
を
好こ
の

み
、

賎い
や

し
ゅ
う
し
て
自み
ず
か

ら
專も
っ
ぱ

ら
に
す
る
こ
と
を
好
み
、
今
の
世よ

に
生
ま
れ
て
、
古い
に
し
え

の
道
を
反か

え
す
、
此か
く

の
如
き
者
は
、
災わ
ざ
わ

い
其
の
身

に
及
ぶ
者
な
り
』。
又
桓か
ん

司し

ば馬
が
難な
ん

に
遭お

う
て
、
微び

服ふ
く

し
て
宋そ
う

を
過よ
ぎ

る
。
夫
子
何
ぞ
難
を
畏お
そ

る
る
こ
と
の
甚は
な
は

だ
し
き
や
」。
曰
く
、

（
1
）

（
2
）

（
3
）
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「
一い
ち
ぼ
く木
を
以
て
大た
い

廈か

の
倒た
お

る
る
を
支さ
さ

う
る
こ
と
は
、
君く
ん

子し

は
爲せ

ず
。
是こ

の
故
に
寧ね
い

武ぶ

し子
が
愚
を
以
て
、
及
ぶ
べ
か
ら
ず
と
爲な

し
、

き
ょ

伯は
く

玉ぎ
ょ
く

が
卷お
さ

め
て
之
を
懷ふ
と
こ
ろ

に
す
る
を
以
て
、
君
子
と
爲な

す
。
是こ
れ

を
實じ
っ

智ち

と
爲し

、
是
を
實じ
っ

徳と
く

と
爲す

。
淺せ
ん

見け
ん

諛し
ょ
う

聞ぶ
ん

の
能
く
窺う
か
が

い
測は
か

る

所
に
非
ず
。
子し

か夏
曰
く
、『
君
子
は
信
ぜ
ら
れ
て
後の
ち
い
さ諌
む
。
未い
ま

だ
信
ぜ
ら
れ
ざ
る
と
き
は
則
ち
以
て
己お
の
れ

を
謗そ
し

る
と
爲す

』。
亦
是こ

の

意い

な
り
。
上じ
ょ
う

表ひ
ょ
う

し
て
憲け
ん
そ
う宗
の
怒い
か
り

に
遭あ

い
、
面ま

の
あ
た
り
韓か
ん
た
く侘
冑ち
ゅ
う

が
奸か
ん

を
發は
つ

す
、
皆
己お
の

れ
に
損そ
ん

有あ

っ
て
、
天
下
に
益え
き

無
し
。
智ち

者し
ゃ

は
強し

い
て
爲せ

ず
、
有ゆ
う
と
く徳
の
者
は
自み
ず
か

ら
爲せ

ず
。
至い
た

れ
り
。
後ご

漢か
ん

黨と
う

錮こ

の
諸し
ょ
じ
ん人
、
其
の
禍わ
ざ
わ
い

最も
っ
と

も
甚は
な
は

だ
し
。
皆
學
問
を
主し
ゅ

張ち
ょ
う

す
る
こ
と

を
知し

っ
て
、
君
子
の
大だ
い
ど
う道
を
知
ら
ざ
る
に
由よ

る
故
な
り
。
宋そ
う
じ
ゅ
あ
や
ま

儒
謬
っ
て
中ち
ゅ
う

庸よ
う

明め
い
て
つ哲
保ほ

身し
ん

の
旨む
ね

を
解か
い

す
。
害が
い

を
善ぜ
ん
る
い類
に
胎の
こ

す
こ
と

甚は
な
は

だ
大だ
い

な
り
。
方ほ
う
こ
う
じ
ゅ

孝
孺
が
永え
い
ら
く樂
に
在あ

る
、
李り

夢ぼ
う

陽よ
う

等ら

が
正し
ょ
う

徳と
く

に
在
る
、
是こ

れ
の
み
。
謹つ
つ
し

ま
ざ
る
べ
け
ん
や
」。

注（
1
）　
『
論
語
』
公
冶
長
篇
第
一
章
。

（
2
）　

朱
子
『
中
庸
章
句
』
で
は
第
二
十
八
章
。

（
3
）　
『
孟
子
』
萬
章
上
篇
第
九
章
。
桓
司
馬
は
第
十
章
に
出
る
宋
の
大
臣
桓

の
事
。

（
4
）　
『
論
語
』公
冶
長
篇
第
二
十
章
。「
寧
武
子
、邦
道
あ
る
と
き
は
則
ち
知
な
り
。
邦
無
き
と
き
は
則
ち
愚
な
り
。
そ
の
知
に
は
及
ぶ
べ
し
。

そ
の
愚
に
は
及
ぶ
べ
か
ら
ず
」
に
基
づ
く
。

（
5
）　
『
論
語
』
衛
霊
公
篇
第
六
章
。「
君
子
な
る
か
な

伯
玉
。
邦
道
有
る
と
き
は
則
ち
仕
え
、
邦
道
無
き
と
き
は
則
ち
巻おさ
め
て
こ
れ
を
懐つつ

む
べ
し
」
に
基
づ
く
。

（
6
）　
『
論
語
』
子
張
篇
第
十
章
。

（
7
）　

後
漢
末
に
士
大
夫
ら
が
党
派
を
作
っ
て
、
宦
官
ら
の
不
正
を
た
だ
そ
う
と
し
た
が
、
多
く
の
人
々
が
処
刑
さ
れ
た
事
件
。『
後
漢
書
』

黨
錮
伝
に
記
事
が
あ
る
。

（
8
）　

朱
子
『
中
庸
章
句
』
で
は
第
二
十
七
章
。『
詩
経
』
大
雅
蒸
民
篇
の
「
明
哲
保
身
（
既
に
明
に
し
て
且
つ
哲
）」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
9
）　

方
正
学
（
一
三
五
七
―
一
四
〇
二
）。
明
初
の
学
者
。
帝
位
を
奪
っ
た
永
楽
帝
の
命
を
拒
み
処
刑
さ
れ
た
。

（
10
）　

李
夢
陽
（
一
四
七
二
―
一
五
二
九
）。
明
の
政
治
家
、
詩
人
。「
文
は
秦
漢
、
詩
は
盛
唐
」
を
唱
え
る
古
文
辞
学
派
を
主
導
し
て
「
正

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）
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徳
七
子
」
と
呼
ば
れ
る
。
政
治
家
と
し
て
は
剛
直
で
し
ば
し
ば
権
力
者
と
対
立
、
左
遷
、
投
獄
の
末
に
引
退
し
た
。

（
口
語
訳
）

問
う
、「
孔
子
が
弟
子
の
南
容
に
つ
い
て
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
、『
邦
に
道
が
な
い
と
き
に
は
、
よ
く
そ
の
言
を
謹
ん
で
刑
罰

を
免
れ
る
』
と
。
ま
た
『
中
庸
』
に
は
『
愚
か
で
徳
が
な
い
の
に
出
し
ゃ
ば
っ
て
、
低
い
身
分
に
あ
り
な
が
ら
専
横
を
ほ
し
い

ま
ま
に
す
る
、
今
の
世
に
あ
り
な
が
ら
、
に
わ
か
に
古
の
道
に
戻
そ
う
と
す
る
、
こ
の
よ
う
な
人
は
災
い
が
そ
の
身
に
及
ぶ
』

と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
『
孟
子
』
に
は
、
孔
子
は
桓

に
待
ち
伏
せ
さ
れ
る
と
い
う
難
に
会
っ
て
、
変
装
し
て
宋
を

通
過
し
た
と
あ
り
ま
す
。
孔
子
は
ど
う
し
て
難
に
会
う
こ
と
を
こ
れ
ほ
ど
恐
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
」。

答
え
、「
た
っ
た
一
本
の
木
で
大
き
な
建
物
が
倒
れ
る
の
を
支
え
る
よ
う
な
こ
と
を
君
子
は
し
な
い
。
だ
か
ら
孔
子
は
、
国
に

道
が
な
い
と
き
に
寧
武
子
が
愚
者
と
し
て
ふ
る
ま
っ
た
こ
と
を
、
と
て
も
真
似
の
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
と
褒
め
、

伯
玉
が

自
分
の
力
を
包
み
隠
し
た
こ
と
を
も
っ
て
君
子
と
認
め
た
。
孔
子
は
こ
れ
を
実
の
あ
る
智
と
し
、
実
の
あ
る
徳
と
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
真
意
は
、
考
え
が
浅
く
知
見
の
狭
い
者
の
窺
い
知
る
べ
く
も
な
い
も
の
で
あ
る
。
子
夏
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。『
君

子
は
君
に
そ
の
誠
実
が
信
じ
ら
れ
て
後
に
君
を
諌
め
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
君
は
そ
の
諫
言
を
自
分
を
た
だ
謗そ
し

る

も
の
と
受
け
取
る
だ
ろ
う
』
と
。
こ
れ
も
同
様
の
意
味
で
あ
る
。
韓
愈
が
文
書
を
奉
っ
て
諫
言
し
、
憲
宗
皇
帝
の
怒
り
に
触
れ

て
流
刑
に
遭
っ
た
り
、
朱
子
が
韓

冑
の
悪
事
を
、
そ
の
面
前
で
皇
帝
に
上
奏
し
て
、
侍
講
を
免
ぜ
ら
れ
た
り
し
た
の
は
、
皆

自
身
が
損
を
し
て
、
し
か
も
天
下
に
益
す
る
こ
と
が
な
い
。
智
者
は
敢
え
て
諫
言
し
よ
う
と
は
し
な
い
し
、
ま
し
て
徳
の
あ
る

人
は
自
ら
諫
言
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
こ
の
上
な
く
行
き
届
い
て
い
る
。
後
漢
の
党
錮
の
禍
に
遭
っ
た
人
々
は
、
そ
の
災
禍
が

最
も
ひ
ど
か
っ
た
。
こ
れ
ら
は
皆
学
問
的
正
し
さ
を
主
張
す
る
こ
と
は
知
っ
て
い
る
が
、
君
子
の
大
道
を
知
ら
な
か
っ
た
た
め
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で
あ
る
。
宋
儒
ら
は
『
中
庸
』
に
引
か
れ
た
『
明
哲
保
身
』
と
い
う
詩
句
の
意
味
を
、
間
違
っ
て
解
釈
し
た
。
そ
の
結
果
善
良

な
人
々
に
大
変
な
害
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
の
方
孝
孺
が
永
楽
帝
命
を
拒
ん
で
処
刑
さ
れ
た
り
、
李
夢
陽
等
が
宦
官
を

告
発
し
て
投
獄
さ
れ
た
り
し
た
の
は
、
こ
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

（
解
説
）

君
子
が
身
を
保
つ
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
単
な
る
保
身
術
で
は
な
い
。
し
か
し
ま
た
宋
学
者
た
ち
の
よ
う
に
「
明
哲
」
を
「
理

を
明
ら
か
に
し
、
時
宜
に
通
じ
、
行
い
が
常
に
中
庸
を
得
て
い
る
」
こ
と
と
解
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
自
然
に
身
に
害
が
及
ば
な

い
と
い
う
の
で
も
な
い
。
仁
斎
は
こ
の
よ
う
な
唯
一
の
天
理
を
追
求
す
る
よ
う
な
学
問
の
あ
り
方
を
、
つ
ね
に
「
無
理
や
り
門

を
開
け
よ
う
と
す
る
」
も
の
だ
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。『
中
庸
発
揮
』
に
も
、
こ
の
章
と
同
じ
く
宋
儒
の
解
釈
を
批
判
す
る
文

が
あ
り
、
そ
こ
で
は
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
、
自
ら
の
「
技
倆
を
用
い
る
」
者
、「
は
い

闔こ
う

の
術
」（
人
の
情
を
探
る
術
）
で
あ
る
と

批
判
し
て
い
る
。
た
し
か
に
理
を
明
察
し
、
中
庸
を
執
る
こ
と
を
第
一
義
と
す
る
な
ら
ば
、
自
ら
の
正
義
を
貫
く
た
め
に
は
「
死

す
べ
き
所
で
は
、
須
く
死
す
べ
し
」
と
い
う
極
論
も
生
ま
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
仁
斎
に
と
っ
て
「
明
哲
保
身
」
と
は
、

「
君
子
の
徳
を
尊
び
、
道
の
学
問
の
効
を
い
う
」（『
中
庸
発
揮
』）
も
の
で
あ
り
、
聡
明
さ
や
知
見
に
よ
る
の
で
は
な
い
道
の
実

践
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
君
子
の
徳
の
境
地
を
い
う
の
で
あ
る
。

第
十
三
章

問
う
、「
曾そ
う

子し

、
子し

襄じ
ょ
う

に
語つ

げ
て
曰
く
、『
自み
ず
か
じ

ら
反た
だ

し
ゅ
う
し
て
縮な
お

か
ら
ば
、
千せ
ん
ば
ん
に
ん

萬
人
と
雖い
え

ど
も
、
吾わ

れ
往ゆ

か
ん
』
と
。
夫ふ
う

子し

史し

魚ぎ
ょ

を
稱し
ょ
う

し
て
曰
く
、『
直ち
ょ
く

な
る
か
な
』
と
。
亦
前さ
き

の
論
ず
る
所
と
相あ
い
は
ん反
す
。
如い

か何
ん
」。
曰
く
、「
是こ

れ
勇ゆ
う

の
爲し

わ
ざ
な
り
。
勇

（
1
）

（
2
）
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と
は
、
義ぎ

の
發は
つ

。
義
と
は
、
聖
人
の
大だ
い
よ
う用
。
然し
か

れ
ど
も
義
を
好こ
の

む
者
は
必
ず
命め
い

を
犯お
か

す
。
命
を
言
う
者
は
義
を
盡つ
く

さ
ず
。
義ぎ

命め
い

合ご
う
い
つ一
、
是こ
れ

を
君
子
の
全ぜ
ん
と
く徳
と
爲す

。
大だ
い
ゆ
う勇
有
り
、
大た
い
ぎ義
有
っ
て
、
韜と
う
か
い晦
含が
ん
ぞ
う藏
し
て
、
形け
い
せ
き跡
を
露あ
ら
わ

さ
ざ
る
者
に
非あ
ら

ざ
る
と
き
は
、
則

ち
與と
も

に
君
子
の
域い
き

に
入い

る
に
足た

ら
ず
。
是こ
れ

を
學
問
の
準じ
ゅ
ん

的て
き

と
爲す

。
區く

く區
た
る
諸し
ょ
せ
い生
の
能
く
識し

る
所
に
非
ず
。
故
に
道み
ち
な
ら並
び
行お
こ
な

わ

れ
て
相あ
い
そ
む悖
か
ざ
る
に
至い
た

っ
て
、
學
問
の
極き
ょ
っ

功こ
う

と
爲す

。
難か
た

い
か
な
」。

注（
1
）　
『
孟
子
』
公
孫
丑
上
篇
第
二
章
。

（
2
）　
『
論
語
』
衛
霊
公
篇
第
六
章
。「
直
な
る
か
な
史
魚
。
邦
道
有
る
と
き
は
矢
の
如
く
、
邦
道
無
き
と
き
も
矢
の
如
し
」
と
あ
る
の
に
基

づ
く
。
第
十
二
章
（
注
）
5
の
引
用
の
前
半
部
分
。

（
口
語
訳
）

問
う
、「
曾
子
が
弟
子
の
子し

襄じ
ょ
う

に
語
っ
て
『
自
分
を
反
省
し
て
み
て
正
し
け
れ
ば
、
た
と
え
千
万
人
が
相
手
で
も
私
は
我
が
道

を
行
く
』
と
言
い
ま
し
た
。
ま
た
孔
先
生
は
史
魚
を
称
し
て
、『
史
魚
は
真
っ
す
ぐ
だ
ね
。
邦
に
道
が
有
る
と
き
に
は
矢
の
様
に

ま
っ
す
ぐ
に
伸
び
て
働
き
、
邦
に
道
が
無
い
と
き
に
も
矢
の
よ
う
に
ま
っ
す
ぐ
で
屈
す
る
こ
と
が
な
い
』
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
は
前
の
章
で
論
じ
ら
れ
た
こ
と
と
相
反
し
て
い
ま
す
が
、
如
何
で
し
ょ
う
か
」。

答
え
、「
二
人
の
行
動
は
勇
の
な
せ
る
も
の
で
あ
る
。
勇
と
は
義
が
発
し
た
も
の
で
あ
る
。
義
と
は
聖
人
の
大
き
な
は
た
ら
き

で
あ
る
。
し
か
し
義
を
好
む
者
は
必
ず
自
ら
の
天
命
を
害
う
こ
と
に
な
る
。
天
命
を
云
々
す
る
者
は
義
を
尽
く
し
き
ら
な
い
。

義
と
天
命
が
一
つ
に
合
わ
さ
る
こ
と
を
君
子
の
全
徳
と
す
る
。
大
勇
が
あ
り
、
大
義
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
包
み
隠
し
、
形
跡

を
表
に
出
さ
な
い
者
で
な
け
れ
ば
、
い
ず
れ
も
君
子
の
域
に
達
し
た
と
は
い
え
な
い
。
こ
れ
を
学
問
の
目
標
と
す
る
。
こ
れ
は
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未
熟
な
学
生
に
は
よ
く
理
解
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
だ
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
道
が
並
び
行
わ
れ
て
、
互
い
に
調
和
す
る
よ
う
に

な
る
こ
と
を
学
問
の
究
極
の
効
用
と
す
る
。
実
に
難
し
い
こ
と
だ
」。

第
十
四
章

屈く
つ

原げ
ん

を
問
う
。
曰い
わ

く
、「
道み
ち

を
知し

ら
ず
。
漁ぎ
ょ

父ほ

の
辭じ

に
曰
く
、『
世せ

人じ
ん

皆
濁に
ご

れ
り
我わ
れ

獨ひ
と

り
清す

め
り
。
衆し
ゅ
う

人じ
ん

皆
醉よ

え
り
我
獨
り
醒さ

め
た
り
』
と
。
是こ

れ
屈く
つ

子し

が
自み
ず
か

ら
其
の
禍わ
ざ
わ
い

を
取
る
所ゆ
え
ん以
な
り
。
子し

蘭ら
ん

が
讒ざ
ん

、
懷か
い

王お
う

の
不ふ

明め
い

の
能
く
爲す

る
所
に
非あ
ら

ず
。
禹う

の
曰
く
、

『
愚ぐ

ふ夫
愚ぐ

ふ婦
も
、
一い
ち
の
う能
予よ

に
勝ま
さ

れ
り
』。
孔
子
の
曰
く
、『
斯こ

の
民
は
、
三さ
ん
だ
い代
の
道
を
直な
お

う
し
て
行お
こ
な

う
所ゆ
え
ん以
な
り
』
と
。
豈あ
に

天
下
を

以
て
皆
濁
り
皆
醉
え
り
と
爲す

べ
け
ん
や
。
中ち
ゅ
う

庸よ
う

に
曰
く
、『
上か
み

に
居い

て
驕お
ご

ら
ず
、
下し
も

と
爲な

っ
て
倍そ
む

か
ず
、
國く
に

道み
ち

有
れ
ば
、
其
の
言げ
ん

以
て
興お
こ

る
に
足た

り
、
國
道
無
け
れ
ば
、
其
の
默も
く

以
て
容い

る
る
に
足た

れ
り
』
と
。
此こ

れ
學
問
の
成な

る
所
、
道ど
う
と
く徳
の
熟じ
ゅ
く

す
る
所
に
し

て
、
屈
子
が
能
く
及
ぶ
所
に
非
ず
」。

注（
1
）　

屈
原
（
前
三
四
三
？
―
前
二
七
七
？
）
戦
国
時
代
楚
国
の
文
人
・
政
治
家
。『
楚
辞
』「
漁
夫
の
辞
」
の
中
に
こ
の
言
葉
が
あ
る
。

（
2
）　

子
蘭
は
屈
原
の
政
敵
。
襄
王
に
讒
言
し
て
屈
原
が
追
放
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。

（
3
）　

懐
王
が
屈
原
の
献
策
を
斥
け
た
こ
と
を
指
す
。

（
4
）　
『
書
経
』
五
子
之
歌
篇
。

（
5
）　
『
論
語
』
衛
霊
公
篇
第
二
十
四
章
。
巻
の
中
第
二
十
一
章
に
既
出
。

（
6
）　

朱
子
『
中
庸
章
句
』
で
は
第
二
十
七
章
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）（

6
）
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（
口
語
訳
）

屈
原
に
つ
い
て
問
う
。

答
え
、「
屈
原
は
道
を
知
ら
な
い
。
彼
の
『
漁
夫
の
辞
』
に
は
『
世
の
人
々
は
み
な
濁
っ
て
い
て
、
私
一
人
が
清
ん
で
い
る
。

大
衆
は
皆
酔
っ
て
い
て
、
私
一
人
が
醒
め
て
い
る
』
と
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
屈
原
が
自
ら
そ
の
禍
を
招
い
た
原
因
で
あ
る
。
子
蘭

の
讒ざ
ん
げ
ん言
や
、
懐
王
が
賢
明
さ
を
欠
い
て
い
た
こ
と
が
原
因
な
の
で
は
な
い
。
禹
王
は
『
身
分
の
低
い
愚
か
な
夫
婦
で
も
何
か
一

つ
は
自
分
よ
り
優
れ
た
能
力
を
持
っ
て
い
る
』
と
言
っ
た
。
孔
子
は
『
今
の
世
の
民
も
、
三
代
の
頃
の
正
し
い
道
を
行
な
っ
て

い
た
と
き
の
民
と
同
じ
で
あ
る
』
と
言
わ
れ
た
。
ど
う
し
て
天
下
す
べ
て
の
人
が
皆
濁
り
、
皆
酔
っ
て
い
る
な
ど
と
す
る
こ
と

が
で
き
よ
う
か
。『
中
庸
』
に
は
『
高
い
位
に
い
て
も
驕
ら
ず
、
下
の
位
と
な
っ
て
も
叛
か
な
い
。
国
に
道
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
発
言
が
用
い
ら
れ
て
政
治
に
携
わ
る
位
に
つ
き
、
国
に
道
が
な
い
と
き
は
、
沈
黙
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
に
受
け
入
れ
ら
れ

る
』
と
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
学
問
の
完
成
し
た
姿
、
道
徳
の
成
熟
し
た
姿
で
あ
っ
て
、
屈
原
の
及
び
う
る
も
の
で
は
な
い
」。

第
十
五
章

問
う
、「
漁ぎ
ょ

父ほ

の
辭じ

に
云い

う
、『
聖
人
は
物も
の

に
凝ぎ
ょ
う

滯た
い

せ
ず
、
能よ

く
世よ

と
推お

し
移う
つ

る
』
と
。
此
の
語ご

亦
聖
人
の
旨む
ね

に
合が
っ

す
る
か
」。

曰
く
、「
智ち

者し
ゃ

の
言げ
ん

に
庶ち

か幾
し
。
但た
だ

一い
つ

の
義
の
字じ

を
欠か

く
。
後こ
う
せ
い世
の
儒
者
は
、
奚な
ん

爲す

れ
ぞ
其
の
髣ほ
う
ふ
つ髴
を
獲え

ん
」。

（
口
語
訳
）

問
う
、「『
漁
夫
の
辞
』
の
老
漁
夫
の
言
葉
に
『
聖
人
は
物
事
に
こ
だ
わ
ら
な
い
で
、
世
の
変
化
と
と
も
に
移
り
変
わ
る
こ
と

が
で
き
る
』
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
聖
人
の
考
え
に
合
う
も
の
で
し
ょ
う
か
」。
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答
え
、「
そ
れ
は
聖
人
で
は
な
く
智
者
の
言
葉
に
近
い
。
そ
れ
は
義
に
よ
っ
て
移
り
変
わ
る
と
い
う
義
の
一
字
を
欠
い
て
い
る
。

後
世
の
儒
者
に
は
、
そ
の
真
似
事
さ
え
で
き
な
い
だ
ろ
う
」。

第
十
六
章

問
う
、「
異い

端た
ん

の
語ご

に
も
、
亦
取
る
べ
き
者
有
る
か
」。
曰
く
、「
有
り
。
老ろ
う

子し

の
云い

う
、『
天て
ん
ど
う道
は
旋め
ぐ

る
を
好
む
』。
又
曰
く
、

『
天て
ん
も
う
か
い
か
い

網

、
疎そ

に
し
て
失う
し
な

わ
ず
』
と
。
至し

言げ
ん

な
る
か
な
。
詩し

書し
ょ

の
中な
か

に
入
る
べ
し
」。

注（
1
）　
『
老
子
』
巻
上
、「
其
の
事
は
還
る
を
好
む
」
を
踏
ま
え
る
か
。

（
2
）　
『
老
子
』
巻
下
。

（
口
語
訳
）

問
う
、「
異
端
と
呼
ば
れ
る
者
の
言
葉
に
も
、
ま
た
取
る
べ
き
も
の
は
あ
り
ま
す
か
」。

答
え
、「
あ
る
。
老
子
が
言
う
、『
天
道
は
巡
る
の
が
好
き
で
あ
る
』。
又
、『
天
の
網
は
大
き
く
て
目
が
粗
い
よ
う
に
見
え
る

が
、
悪
い
こ
と
を
す
れ
ば
必
ず
天
罰
が
下
る
』
と
。
至
言
で
あ
る
。『
詩
経
』・『
書
経
』
に
入
れ
て
も
良
い
言
葉
で
あ
る
」。

（
解
説
）

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
老
子
の
言
葉
は
、
そ
の
ま
ま
仁
斎
の
「
天
道
」
と
「
天
命
」
の
定
義
に
あ
て
は
ま
る
。「
天
道
は
巡
る
の

が
好
き
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
天
地
の
あ
い
だ
に
満
ち
る
一
元
気
が
、
一
陰
一
陽
し
て
循
環
し
止
む
こ
と
が
な
い
姿
を
言
う

（
1
）

（
2
）
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も
の
で
あ
り
、「
天
の
網
は
大
き
く
て
目
が
粗
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
悪
い
こ
と
を
す
れ
ば
必
ず
天
罰
が
下
る
」
と
い
う
の
は
、

人
力
を
尽
く
し
た
後
に
天
が
下
す
吉
凶
禍
福
を
い
う
の
で
あ
る
。

仁
斎
が
『
語
孟
字
義
』
で
「
天
道
」
と
「
天
命
」
の
項
目
を
分
け
て
い
る
の
は
、
宋
学
が
こ
れ
を
理
に
よ
っ
て
一
貫
す
る
も

の
と
し
て
論
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
仁
斎
が
論
ず
る
「
天
命
」
と
は
、
髪
の
毛
一
筋
ほ
ど
も
偽
り
を
容
れ
な
い
至
誠

の
天
道
が
下
す
命
令
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
力
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
し
か
し
、
も
し
ほ
ん
の
少
し
で
も
人
力
の
尽
さ
な
い

と
こ
ろ
が
残
っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
を
天
命
と
呼
ん
で
は
い
け
な
い
と
仁
斎
は
い
う
。
こ
の
よ
う
な
天
命
の
あ
り
方
を
信
じ
、
心

を
動
か
す
こ
と
が
な
い
者
を
君
子
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
君
子
は
天
命
を
畏
れ
、
慎
む
の
で
あ
る
。

第
十
七
章

問
う
、「
老ろ
う
そ
う莊
の
學が
く

、
聖
門
指さ

し
て
異い

端た
ん

と
爲す

。
然し
か

れ
ど
も
之
を
好
む
と
雖い
え

ど
も
、
亦
甚は
な
は

だ
害
無
き
に
似
た
り
」。
曰
く
、「
老

莊
の
害が
い

、
之
を
小し
ょ
う

に
徴し
る

す
と
き
は
、
則
ち
固ま
こ
と

に
見み

難が
た

し
。
之
を
大だ
い

に
徴し

る
し
て
、
而し
か

る
後の
ち

其
の
害
章し
ょ
う

章し
ょ
う

た
り
。
士し

庶し
ょ

人じ
ん

の
輩や
か
ら

之

を
好
む
と
き
は
、
則
ち
必
ず
禮れ
い
ほ
う法
を
惡に
く

み
、
拘こ
う
け
ん撿
を
厭い
と

う
。
故
に
業ぎ
ょ
う

を
墜お

と
し
家い
え

を
敗や
ぶ

る
に
至い
た

っ
て
止や

む
。
此こ

れ
其
の
害
の
小ち
い

さ
き
な
る
者
な
り
。
若も

し
夫そ

れ
大だ
い
じ
ん人
之
を
好
む
と
き
は
、
則
ち
其
の
害
家か
　
こ
く國
天て
ん

下か

に
及
び
、
人じ
ん
し
ん心
日
に
傷や
ぶ

れ
、
風ふ
う
ぞ
く俗
日
に
壞く
ず

れ
、

亂ら
ん

亡ぼ
う

尋つ

い
で
至
る
。
懼お
そ

れ
ざ
る
べ
け
ん
や
」。

（
口
語
訳
）

問
う
、「
老
子
や
荘
子
の
学
問
を
、
孔
子
の
学
派
で
は
異
端
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
老
荘
の
学
問
を
好
む
と
言
っ

て
も
、
別
に
害
は
な
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」。
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答
え
、「
老
荘
の
学
問
の
害
は
、
小
さ
な
も
の
の
上
で
見
れ
ば
実
際
そ
れ
ほ
ど
の
こ
と
も
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
こ
れ

を
大
き
な
も
の
の
上
で
み
れ
ば
、
そ
の
害
は
は
っ
き
り
と
明
ら
か
な
も
の
と
な
る
。
身
分
の
低
い
者
達
が
老
荘
の
学
問
を
好
む

と
き
は
、
き
っ
と
礼
儀
作
法
を
嫌
い
、
身
を
慎
む
こ
と
を
厭
う
。
だ
か
ら
家
業
を
怠
り
、
家
を
潰
す
に
至
る
。
こ
れ
は
老
荘
の

害
が
小
さ
い
場
合
で
あ
る
。
も
し
政
治
に
関
わ
る
地
位
の
あ
る
者
が
老
荘
を
好
む
と
、
そ
の
害
は
家
・
国
・
天
下
に
ま
で
及
び
、

人
心
は
日
々
す
さ
み
、
風
俗
は
日
々
に
乱
れ
、
反
乱
が
起
こ
り
国
が
滅
亡
す
る
に
至
る
だ
ろ
う
。
恐
ろ
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
」。

（
解
説
）

異
端
の
中
に
も
取
る
べ
き
言
葉
が
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
や
は
り
異
端
は
異
端
で
あ
る
。
そ
の
異
端
で
あ
る
所
以
を
仁
斎
は

こ
こ
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

第
十
八
章

問
う
、「
佛ぶ
つ

氏し

謂い

う
、
三さ
ん
だ
い代
以
前
は
、
聖
人
儒じ
ゅ

中ち
ゅ
う

に
生し
ょ
う

じ
、
三
代
以
後
は
、
聖
人
佛ぶ
っ

中ち
ゅ
う

に
生
ず
と
。
然し
か

る
か
」。
曰
く
、「
非ひ

な

り
。
近ち
こ

う
し
て
平へ
い

正せ
い

な
る
者
を
視み

て
は
、
必
ず
惰お
こ
た

っ
て
敬け
い

せ
ず
、
遠と
お

う
し
て
奇き

僻へ
き

な
る
者
を
視
て
は
、
必
ず
驚お
ど
ろ

い
て
以
て
高
し

と
爲す

。
古こ

今こ
ん

の
通つ
う
か
ん患
な
り
。
況い
わ

ん
や
人
の
視み

て
以
て
聖
人
と
爲す

る
者
は
自お
の
ず
か

ら
殊こ
と

な
り
。
故
に
其
の
之
を
稱し
ょ
う

す
る
所ゆ
え
ん以
の
者
、
亦

隨し
た
が

つ
て
異こ
と

な
り
。
儒じ
ゅ
し
ゃ者
は
仁じ
ん

智ち

合ご
う
い
つ一
至し

誠せ
い

息や

む
こ
と
無
き
者
を
以
て
聖
人
と
爲し

、
佛ぶ
つ

氏し

は
清し
ょ
う

淨じ
ょ
う

無む

欲よ
く

明め
い

鏡き
ょ
う

止し

水す
い

の
若ご
と

く
な
る
者

を
以
て
聖
人
と
爲す

。
是
れ
其
の
聖
人
と
爲す

る
者
、
大お

お

い
に
異こ

と

な
る
所ゆ

え
ん以

な
り
。
其
の
心
明
鏡
止
水
の
如
く
な
る
こ
と
、
本も

と

形け
い
が
い骸

を
具そ
な

う
る
者
の
及お
よ

ぶ
所
に
匪あ
ら

ず
。
藉た

と令
い
明
鏡
止
水
の
如
く
な
る
者
有
り
と
も
、
亦
但た
だ

一い
ち

長ち
ょ
う

歎た
ん

を
發は
っ

す
る
に
過す

ぎ
ず
し
て
、
天

下
國
家
の
治ち

に
於お
い

て
、
分ふ
ん
ご
う毫
の
補お
ぎ
な

い
無
し
。
奚な
ん

ぞ
以
て
貴と
う
と

し
と
爲す

る
に
足た

ら
ん
。
達だ
る
ま磨
・
慧え

能の
う

・
臨り
ん
ざ
い濟
・
雲う
ん
も
ん門
の
徒と

の
若ご
と

き
、

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）
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彼か

れ
素も

と
山さ
ん

林り
ん

に
屏へ
い

居き
ょ

し
、
人じ
ん

事じ

を
謝し
ゃ
ぜ
つ絶
し
、
内う
ち
じ
ん
り
ん

人
倫
の
累わ
ず
ら

い
無
く
、
外そ
と

職し
ょ
く

務む

の
紛ま
ぎ
ら

わ
し
き
無
し
。
故
に
其
の
高こ
う
ふ
う風
凛り
ん
ぜ
ん然
と
し

て
、
仰あ
お

ぐ
べ
く
欽つ
つ

し
む
べ
し
。
若も

し
其そ

れ
を
し
て
人じ
ん
り
ん倫
の
間あ
い
だ

に
居お

り
、
四し

民み
ん

の
業ぎ
ょ
う

を
執と

ら
し
め
ば
、
其
の
高
風
凛
然
た
る
者
、

必
ず
蕭し
ょ
う

索さ
く

蕩と
う

盡じ
ん

し
て
、
略ほ
ぼ

觀み

つ
べ
き
者
無
け
ん
。
且か
つ

妻さ
い

孥ど

を
呵か

責し
ゃ
く

し
、
奴ど

隷れ
い

を
毆お
う
げ
き撃
し
て
、
閨け
い

門も
ん

和わ

せ
ず
、
家か

法ほ
う

壞か
い

亂ら
ん

、
至
ら

ず
と
い
ふ
所
靡な

け
ん
。
又
其
れ
を
し
て
一い
っ
か
ん官
に
居お

り
、
一い
っ

職し
ょ
く

を
授
け
し
め
ば
、
必
ず
顛て
ん
と
う
さ
く
ら
ん

倒
錯
亂
、
庶し
ょ

事じ

曠こ
う

廢は
い

し
て
、
自み
ず
か

ら
劾が
い

を

投と
う

じ
て
去さ

る
に
至
ら
ん
。
良り
ょ
う

吏り

の
政
事
を
精せ
い
れ
ん練
す
る
者
に
若し

か
ざ
る
こ
と
遠
き
こ
と
甚は
な
は

だ
し
か
ら
ん
。
奚な
ん

ぞ
敢あ

え
て
房ぼ
う

杜と

韓か
ん

范ぼ
ん

の
諸し
ょ
け
ん賢
を
望の
ぞ

ま
ん
。
佛ぶ
つ

氏し

の
謂い
わ

ゆ
る
聖
人
と
い
う
者
、
豈あ

に
之
を
尚と
う
と

ぶ
に
足た

ら
ん
や
。
宋そ
う

三
百
年
、
禪
の
傑け
つ
ぜ
ん然
た
る
者
、
宗そ
う

杲こ
う

に
若し

く
は
莫な

し
。
然し
か

れ
ど
も
其
の
作さ

じ事
點て
ん
け
ん檢
少
く
、
喜き

ど怒
節せ
つ

に
中あ
た

ら
ざ
る
を
觀み

る
と
き
は
、
則
ち
實じ
つ

に
韓か
ん
は
ん范
の
諸し
ょ

公こ
う

百
分
の
一

に
及お
よ

ば
ず
。
其
の
人
亦
知し

ん
ぬ
べ
し
」。

注（
1
）　

巻
之
中
第
九
章
（
注
）
6
参
照
。

（
2
）　

巻
之
中
第
九
章
（
注
）
7
参
照
。

（
3
）　

臨
済
義
玄
。
唐
末
の
禅
僧
。
臨
済
宗
を
開
い
た
。

（
4
）　

雲
門
文ぶん
え
ん偃

。
五
代
の
禅
僧
。
雲
門
宗
を
開
い
た
。

（
5
）　

房
玄
齢
、
杜
如
晦
、
韓
琦
、
范
仲
淹
の
四
人
を
指
す
。
房
玄
齢
、
杜
如
晦
は
唐
の
太
宗
に
仕
え
た
大
臣
。
韓
琦
、
范
仲
淹
は
宋
の
仁

宗
に
仕
え
た
大
臣
。
後
世
賢
相
の
代
表
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

（
6
）　

大
慧
宗
杲
。
南
宋
の
禅
僧
。

（
口
語
訳
）

問
う
、「
仏
教
者
は
、
夏
・
殷
、
周
三
代
よ
り
以
前
は
、
聖
人
は
儒
教
の
中
か
ら
生
ま
れ
、
三
代
以
降
は
仏
教
の
中
か
ら
生
ま

（
5
）

（
6
）
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れ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
う
な
の
で
す
か
」。

答
え
、「
そ
う
で
は
な
い
。
人
は
身
近
に
い
る
公
平
で
正
直
な
人
を
疎
か
に
し
て
敬
わ
ず
、
遠
く
の
、
常
人
と
は
異
な
る
ふ
る

ま
い
を
す
る
人
を
見
る
と
、
驚
い
て
立
派
な
人
だ
と
思
い
が
ち
で
あ
る
。
こ
れ
は
古
今
を
通
じ
て
の
弊
害
で
あ
る
。
ま
し
て
人

が
誰
を
聖
人
と
す
る
か
が
自
ず
と
異
な
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
聖
人
と
称
す
る
理
由
も
ま
た
異
な
っ
て
い
る
。

儒
者
は
、
仁
と
智
が
一
つ
に
合
し
、
ど
こ
ま
で
も
誠
を
尽
く
す
人
を
聖
人
と
し
、
仏
教
者
は
、
清
浄
無
欲
で
明
鏡
止
水
の
よ
う

な
心
の
人
を
聖
人
と
す
る
。
こ
れ
が
聖
人
と
す
る
者
に
大
き
な
違
い
が
生
ず
る
理
由
で
あ
る
。
そ
の
心
が
明
鏡
止
水
の
よ
う
に

な
る
こ
と
は
、
本
来
肉
体
を
備
え
る
者
の
及
ぶ
境
地
で
は
な
い
。
た
と
え
明
鏡
止
水
の
境
地
に
達
し
た
者
が
い
た
と
し
て
も
、

た
だ
大
き
な
た
め
息
を
一
つ
つ
く
だ
け
の
こ
と
で
、
天
下
国
家
を
治
め
る
上
で
は
何
の
役
に
も
立
ち
は
し
な
い
。
そ
ん
な
こ
と

は
尊
ぶ
に
足
り
な
い
。
達
磨
・
慧
能
・
臨
済
・
雲
門
の
徒
な
ど
は
、
日
頃
か
ら
山
林
に
隠
棲
し
て
、
人
間
社
会
に
関
わ
る
こ
と

を
謝
絶
し
、
内
面
に
お
い
て
は
人
間
関
係
の
煩
わ
し
さ
が
な
く
、
外
面
に
お
い
て
は
仕
事
の
紛
ら
わ
し
さ
が
な
い
。
だ
か
ら
気

高
く
凛
々
し
い
様
子
で
、
人
は
そ
れ
を
敬
し
恭う
や
う
や

し
く
か
し
こ
ま
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
も
し
そ
の
人
を
人
間
関
係
の
中
に
置
き
、

世
間
の
人
々
の
仕
事
を
さ
せ
れ
ば
、
そ
の
気
高
く
凛
々
し
い
風
采
は
、
き
っ
と
み
じ
め
に
敗や
ぶ

れ
果
て
て
、
見
る
影
も
な
く
な
る

だ
ろ
う
。
し
か
も
妻
子
を
叱
り
責
め
立
て
、
奴
婢
を
殴
っ
て
、
一
家
の
和
は
な
く
、
家
法
は
崩
れ
乱
れ
て
、
そ
の
乱
れ
が
す
べ

て
に
行
き
わ
た
る
だ
ろ
う
。
又
そ
の
者
を
役
人
に
採
り
立
て
た
り
、
職
務
に
就
か
せ
れ
ば
、
き
っ
と
失
敗
し
て
混
乱
し
、
諸
事

職
務
が
滞
り
、
自み
ず
か

ら
責
任
を
と
っ
て
辞
職
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
有
能
な
役
人
が
政
事
に
練
達
し
て
い
る
の
に
は
、
は
る

か
に
遠
く
及
ば
な
い
。
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
人
に
房ぼ
う
げ
ん
れ
い

玄
齢
、
杜と

如じ
ょ

晦か
い

、
韓か
ん

琦き

、
范は
ん

仲ち
ゅ
う

淹え
ん

の
よ
う
な
賢
人
政
治
家
と
な
る
こ
と

を
期
待
で
き
よ
う
か
。
仏
教
者
が
い
う
聖
人
は
、
尊
ぶ
に
価
し
な
い
。
宋
代
三
百
年
を
通
じ
て
、
禅
僧
の
中
で
傑
出
し
て
い
る

の
は
宗そ
う
こ
う杲
が
随
一
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
行
為
に
は
綿
密
さ
が
足
り
ず
、
喜
怒
の
表
し
方
が
中
庸
を
得
て
い
な
い
の
を
み
る
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と
、
実
に
韓
琦
、
范
仲
淹
ら
の
百
分
の
一
に
も
及
ば
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
人
と
な
り
を
知
る
べ
き
で
あ
る
」。

第
十
九
章

問
う
、「
佛ぶ
っ
ぽ
う法
は
甚は
な
は

だ
熾さ
か

ん
に
し
て
、
孔
子
の
教お
し
え

寥り
ょ
う

寥り
ょ
う

た
る
者
は
、
何な
ん

ぞ
や
」。
曰
く
、「
常じ
ょ
う

を
厭い
と

ふ
て
新し
ん

を
喜よ
ろ
こ

び
、
正せ
い

を
嫉に
く

ん

で
奇き

を
好
む
は
、
古こ

今こ
ん

の
通つ
う
へ
い病
な
り
。
孔
子
の
曰
く
、『
邦く
に

道み
ち

有
る
と
き
、
貧ま
ず

し
ゅ
う
し
て
且か

つ
賎い
や

し
き
は
、
恥は
じ

な
り
。
邦
道
無

き
と
き
、
富と

ん
で
且
つ
貴と
う
と

き
は
、
恥
な
り
』。
儻も

し
儒じ
ゅ
き
ょ
う教
を
し
て
今
の
佛ぶ
っ

教き
ょ
う

の
熾さ
か
ん

な
る
が
若ご
と

く
な
ら
し
め
ば
、
則
ち
即す
な
わ

ち
是こ

れ
唐と
う

虞ぐ

三さ
ん
だ
い代
の
盛せ
い

の
み
。
後ご

漢か
ん

の
明め
い
て
い帝
、
唐と
う

の
太た
い
そ
う宗
の
文ぶ
ん

教き
ょ
う

を
崇
ぶ
を
以
て
す
と
雖い
え

ど
も
、
奚な
ん

ぞ
敢あ

え
て
其
の
萬ば
ん

一い
つ

を
比ひ

す
る
に
足

ら
ん
。
然し
か

れ
ど
も
佛ほ
と
け

の
教お
し
え

、
至
る
所
有
り
、
至
ら
ざ
る
所
有
り
、
之
を
用も
ち

う
る
と
き
は
則
ち
存そ
ん

し
、
之
を
舍す

つ
る
と
き
は
則
ち

息や

む
。
聖
人
の
道
、
處と
こ
ろ

と
し
て
在あ

ら
ず
と
い
う
こ
と
無
く
、
時と
き

と
し
て
然し
か

ら
ず
と
い
う
こ
と
無
き
に
如し

か
ず
。
本ほ
ん
ぜ
ん然
の
道
に
非あ
ら

ざ
る
が
故
な
り
。
今
天
下
の
人
を
度ど

し
て
、
悉こ
と
ご
と

く
僧そ
う

尼に

と
爲な

し
、
天
下
の
屋お
く
た
く宅
を
毀こ
ぼ

つ
て
、
皆
蘭ら
ん

若に
ゃ

と
爲せ

し
む
る
こ
と
能あ
た

わ
ざ

る
と
き
は
、
則
ち
是こ

れ
其
の
道み
ち

至
る
所
有
り
、
至
ら
ざ
る
所
有
る
な
り
。
且か
つ

唐と
う

虞ぐ

三
代
の
盛さ
か
ん

な
り
し
時
、
老ろ
う
そ
う莊
の
學
有
る
こ
と

を
聞
か
ず
。
後ご

漢か
ん

の
明め
い
て
い帝
以
前
、
又
未い
ま

だ
佛ぶ
っ

法ぽ
う

有
ら
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
之
を
須し
ゅ
ゆ臾
も
離は
な

る
べ
か
ら
ざ
る
の
道
と
謂い

う
べ
か
ら

ず
。
聖
人
の
教お
し
え

の
若ご
と

き
は
然し
か

ら
ず
。
東と
う

夷い

西せ
い

戎じ
ゅ
う

南な
ん

蠻ば
ん

北ほ
く

狄て
き

、
聲せ
い

教き
ょ
う

の
曁お
よ

ば
ざ
る
所
、
言げ
ん

語ご

の
通つ
う

ぜ
ざ
る
所
と
雖い
え

ど
も
、
必
ず
當ま
さ

に
君く
ん
し
ん臣
父ふ

し子
夫ふ
う

婦ふ

朋ほ
う
ゆ
う友
昆こ
ん

弟て
い

の
倫り
ん

有
る
べ
く
、
又
當
に
孝こ
う
て
い悌
忠ち
ゅ
う

信し
ん

を
以
て
善ぜ
ん

と
爲す

べ
し
。
大お
お
よ
そ凡
天
下
の
家
を
出い

で
て
衣こ
ろ
も

を
緇し

に

せ
ず
し
て
、
君
臣
父
子
夫
婦
昆
弟
朋
友
の
間あ
い
だ

に
在
る
者
、
擧み
な
み
な皆
儒じ
ゅ
じ
ん人
な
り
。
四し

民み
ん

の
業ぎ
ょ
う

を
執と

っ
て
、
不ふ

孝こ
う

不ふ

弟て
い

不ふ

忠ち
ゅ
う

不ふ

信し
ん

に
至い
た

ら
ざ
る
者
も
、
亦
皆
儒
人
な
り
。
學ま

な

ぶ
と
學
び
ざ
る
と
に
繋か

か
わ

ら
ず
。
故
に
子し

夏か

の
曰
く
、『
未
だ
學
び
ず
と
曰い

う
と
雖い

え

ど
も
、
吾わ

れ

は
必
ず
之
を
學
び
た
り
と
謂い

わ
ん
』。
見
つ
べ
し
堯ぎ
ょ
う

舜し
ゅ
ん

孔
子
の
道
は
、
日じ
つ
げ
つ月
と
照て
ら

す
こ
と
を
同お
な

じ
ゅ
う
し
て
、
天
を
極き
わ

む
る
ま
で

墜お

つ
る
こ
と
罔な

き
こ
と
を
。
猗あ

あ嗟
盛さ
か
ん

な
る
か
な
。
故
に
佛ぶ
つ
ぽ
う法
は
盛
な
る
が
如
く
に
し
て
實じ
つ

は
微か
す

か
な
り
。
孔
子
の
道
は
、
微か
す

か

（
1
）

（
2
）

（
3
）
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な
る
が
如
く
に
し
て
實
は
盛さ
か
ん

な
り
。
與と
も

に
比ひ

ぎ擬
を
爲す

べ
か
ら
ず
」。

注（
1
）　
『
論
語
』
泰
伯
篇
第
十
四
章
。

（
2
）　

唐
は
堯
帝
の
治
め
た
国
、
虞
は
舜
帝
の
治
め
た
国
。

（
3
）　
『
論
語
』
学
而
篇
第
七
章
。
巻
之
上
第
三
十
章
に
既
出
。

（
口
語
訳
）

問
う
、「
仏
教
は
非
常
に
盛
ん
で
す
が
、
孔
子
の
教
え
の
方
は
と
言
え
ば
寂
し
い
限
り
で
す
。
こ
れ
は
ど
う
し
て
な
の
で
し
ょ

う
」。答

え
、「
普
通
の
こ
と
を
嫌
っ
て
新
し
い
こ
と
を
喜
び
、
正
し
い
も
の
を
憎
ん
で
奇
抜
な
も
の
を
好
む
の
は
、
古
今
を
通
じ
て

の
弊
害
で
あ
る
。
孔
子
は
『
国
に
道
が
行
わ
れ
て
い
る
と
き
に
、
貧
し
く
地
位
も
な
い
の
は
恥
で
あ
る
。
国
に
道
が
行
わ
れ
て

い
な
い
と
き
に
、
富
ん
で
高
い
地
位
に
あ
る
の
は
恥
で
あ
る
』
と
い
わ
れ
た
。
も
し
儒
教
を
、
現
在
の
仏
教
の
よ
う
に
盛
ん
に

す
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
唐
、
虞
、
三
代
の
世
の
よ
う
に
道
が
隆
盛
に
な
る
だ
ろ
う
。
後
漢
の
明
帝
や
唐
の
太
宗
が
文
教
を
盛

ん
に
し
た
と
い
っ
て
も
、
そ
の
一
万
分
の
一
に
も
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
仏
教
の
教
え
は
行
き
渡
っ
た
と
こ
ろ
と
行
き
渡
っ

て
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
仏
教
を
用
い
れ
ば
仏
教
は
存
在
し
、
仏
教
を
捨
て
れ
ば
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
聖
人
の
道
が
、
ど
ん

な
と
こ
ろ
に
で
も
、
ど
ん
な
時
代
に
も
存
在
し
て
い
る
の
に
は
及
ば
な
い
。
そ
れ
は
仏
教
が
人
間
本
来
の
道
に
基
づ
い
て
い
な

い
か
ら
で
あ
る
。
今
天
下
の
人
を
得
度
さ
せ
て
、
こ
と
ご
と
く
僧
尼
と
し
、
天
下
の
家
々
を
壊
し
て
す
べ
て
寺
院
に
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
し
た
ら
、
仏
教
の
道
は
行
き
渡
る
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
行
き
渡
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
唐
、
虞
、
三
代
の
道
が
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盛
ん
で
あ
っ
た
時
に
、
老
荘
の
学
問
が
あ
っ
た
と
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
後
漢
の
明
帝
よ
り
以
前
に
は
、
ま
だ
仏
教
が
普
及
し

て
い
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
仏
教
の
教
え
を
、
瞬
時
も
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
道
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
聖
人
の
教
え

は
そ
う
で
は
な
い
。
東
夷
、
西
戎
、
南
蛮
、
北
荻
の
四
方
の
異
民
族
、
教
え
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
、
言
語
が
通
じ
な
い
と
こ
ろ

で
あ
っ
て
も
、
必
ず
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
・
朋
友
・
昆
弟
と
い
う
人
間
関
係
は
あ
る
は
ず
で
、
そ
こ
で
も
ま
た
孝
悌
忠
信
を
善

と
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
す
べ
て
天
下
の
、
出
家
し
て
黒
染
め
の
衣
を
着
る
こ
と
な
く
、
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
・
朋
友
・
昆

弟
の
関
係
の
中
に
身
を
置
く
者
は
、
す
べ
て
儒
教
の
人
で
あ
る
。
士
農
工
商
の
職
業
に
携
わ
り
、
不
孝
・
不
弟
・
不
忠
・
不
信

に
な
ら
な
い
者
も
ま
た
皆
儒
教
の
人
で
あ
る
。
そ
れ
は
儒
教
を
学
ぶ
と
学
ば
ざ
る
と
に
関
わ
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
子
夏
が
『（
賢

人
を
敬
い
、
父
母
に
仕
え
て
力
を
尽
く
し
、
君
に
仕
え
て
我
が
身
を
顧
み
ず
、
友
人
と
交
わ
っ
て
そ
の
言
葉
に
信
頼
が
あ
れ
ば
、）

ま
だ
学
ん
だ
こ
と
が
な
い
と
言
っ
て
も
、
私
は
こ
の
人
を
学
ん
だ
と
言
う
だ
ろ
う
』
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。
堯
舜
孔
子
の
道
は
、

日
月
と
同
じ
よ
う
に
世
界
を
照
ら
し
、
天
の
果
て
ま
で
行
っ
て
も
決
し
て
堕
ち
る
こ
と
が
な
い
こ
と
を
、
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
あ
あ
、
こ
の
教
え
は
何
と
盛
ん
な
こ
と
だ
ろ
う
。
仏
教
は
盛
ん
な
よ
う
に
見
え
て
も
実
は
微
か
な
も
の
で
あ
る
。
孔
子

の
道
は
微
か
な
よ
う
に
見
え
て
も
実
は
盛
ん
な
の
だ
。
一
緒
に
し
て
比
べ
て
は
な
ら
な
い
」。

（
解
説
）

本
文
中
に
い
う
「
本
然
の
道
」
と
は
、
こ
の
章
で
説
か
れ
て
い
る
通
り
、
人
々
の
存
在
す
る
と
こ
ろ
な
ら
ば
古
今
を
通
じ
て

普
遍
的
に
存
在
す
る
道
を
い
う
。
朱
子
学
で
い
わ
れ
る
理
と
し
て
の
「
本
然
の
性
」
と
は
異
な
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
巻
之
中
第
七
十
二
章
で
も
、「
本
然
の
徳
」
に
つ
い
て
、「
天
下
に
共
通
し
、
人
心
に
本
づ
き
、
風
俗
の
中
に
在
っ
て
、

永
遠
に
摩
滅
す
る
こ
と
が
な
い
も
の
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
理
に
道
徳
の
根
拠
を
置
く
朱
子
学
的
「
本
然
の
性
」
と
の
違
い
に
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つ
い
て
は
、
こ
の
巻
之
中
第
七
十
二
章
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。

仁
斎
に
と
っ
て
は
、
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
・
朋
友
・
昆
弟
と
い
う
人
間
関
係
こ
そ
が
、
宇
宙
に
共
通
す
る
普
遍
的
な
本
来
の

道
の
基
盤
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
十
章

問
う
、「
唐
の
裴は
い

相し
ょ
う

國こ
く

・
白は
く
ら
く
て
ん

樂
天
、
宋
の
蘇そ

東と
う

坡ば

・
呂り
ょ

原げ
ん
め
い明
が
儔と
も
が
ら

は
、
皆
高こ
う
め
い
は
く
が
く

明
博
學
の
士し

な
り
。
何な

ん
が
故
に
か
亦
禪ぜ
ん

を
好
む

や
」。
曰い
わ

く
、「
高
明
は
得え

易や
す

く
、
博
學
は
恃た
の

む
べ
か
ら
ず
。
唯た
だ

中ち
ゅ
う

庸よ
う

を
得う

る
を
難か
た

し
と
爲す

。
故
に
孔
子
顏が
ん

子し

を
稱し
ょ
う

し
て
曰
く
、

『
囘か
い

が
人
と
爲な

り
や
、
中
庸
を
擇え
ら

ぶ
』
と
。
此こ

れ
顏
子
の
大だ
い

賢け
ん

亞あ

聖せ
い

爲た

る
所ゆ
え
ん以
な
り
。
高
明
に
し
て
中ち
ゅ
う

な
ら
ざ
れ
ば
、
自お
の
ず
か

ら
異い

端た
ん

に
入
ら
ざ
る
こ
と
を
得
ず
。
博
學
に
し
て
正た
だ

し
か
ら
ざ
れ
ば
、
亦
異い

端た
ん

を
雜ま
じ

え
ざ
る
こ
と
を
得
ず
。
皆
其
の
自み
ず
か

ら
陷お
ち
い

る
所
以
、

固ま
こ
と

に
怪あ
や

し
む
に
足た

ら
ず
。
又
一い
っ
し
ゅ種
心こ
こ
ろ

憂ゆ
う

戚せ
き

多
く
、
或あ
る
い

は
、
世せ
い

事じ

違い

ご忤
、
強し

い
て
排は
い
け
ん遣
せ
ん
と
欲ほ
っ

す
れ
ど
も
能あ
た

わ
ず
、
忽た
ち
ま

ち
禪ぜ
ん
そ
う莊

の
説
を
聞き

い
て
は
、
其
の
廣こ
う

大だ
い
ほ
う
よ
う

包
容
、
事じ

じ事
礙と
ど
こ
お

り
無
き
こ
と
を
悦よ
ろ
こ

ん
で
、
覺お
ぼ

え
ず
自お
の
ず
か

ら
其
の
窠か

臼き
ゅ
う

に
陷お
ち
い

る
者
有
り
。
若も

し
平へ
い

正せ
い
つ
う通
明め
い

、
心し
ん

下か

泰た
い
ぜ
ん然
た
る
者
は
、
眞し
ん
ぶ
つ佛
有あ

っ
て
出い

で
て
、
之
れ
が
爲た

め
に
説せ
っ
ぽ
う法
す
と
雖い
え

ど
も
、
亦
爲た
め

に
動う
ご

か
さ
れ
ず
。
況い
わ

ん
や

有ゆ
う

道ど
う

の
士し

を
や
。
夫そ

れ
理
の
是ぜ

ひ非
に
於お

け
る
、
其
れ
猶な
お

黒こ
く

白び
ゃ
く

の
相あ

い
反は
ん

し
、
東
西
の
自お
の
ず
か

ら
定さ
だ

ま
る
が
ご
と
し
。
目め

有
る
者
は
皆

能よ

く
之
を
辨べ
ん

じ
、
知ち

有
る
者
は
皆
能
く
之
を
識し

る
。
迷ま
よ
い

の
甚は
な
は

だ
し
き
に
至い
た

っ
て
は
、
則
ち
黒こ
く

を
以
て
白は
く

と
爲し

、
西
を
認
め
て
東

と
爲
、
顛て
ん
と
う
さ
く
ら
ん

倒
錯
亂
、
言
語
を
以
て
云い

い
喩さ
と

す
べ
か
ら
ず
。
徒た
だ

に
愚ぐ
し
ゃ者
の
み
然し
か

り
と
爲す

る
に
非あ
ら

ず
、
賢け
ん

智ち

者し
ゃ

に
至い
た

っ
て
は
、
則
ち

益ま
す
ま
す

甚は
な
は

だ
し
。
自み

ず
か

ら
守ま

も

る
こ
と
甚は

な
は

だ
確か

た

く
、
自み

ず
か

ら
信
ず
る
こ
と
甚
だ
深ふ

か

し
。
聖せ

い
じ
ん
し
ゃ

人
者
有
っ
て
之
れ
が
爲た

め
に
鐵て

つ

を
抽ぬ

き
縛い

ま
し
め

を
解と

く

と
雖
ど
も
、
卒つ
い

に
首こ
う
べ

を
囘め
ぐ

ら
し
轍て
つ

を
改あ
ら
た

む
る
こ
と
能あ
た

わ
ず
。
吁あ

あ夫
、
迷ま
よ
い

の
遠と
お

か
ら
ざ
る
者
は
、
或あ
る
い

は
家
に
還か
え

る
こ
と
を
得え

、
千

里
の
外そ
と

に
迷ま
よ

う
者
は
、
終し
ゅ
う

身し
ん

歸か
え

る
こ
と
を
得
ず
。
愚ぐ

者し
ゃ

の
惑ま
ど
い

は
淺あ
さ

し
。
猶な
お

迷ま
よ
い

の
遠
か
ら
ざ
る
者
の
ご
と
し
。
賢け
ん

智ち

者し
ゃ

の
迷
は
深ふ
か

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）
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し
。
猶
千
里
の
外
に
迷
う
者
の
ご
と
し
。
吾わ
れ

愚
者
の
爲た

め
に
憂う
れ

え
ず
し
て
、
深
く
賢
智
者
の
爲た

め
に
懼お
そ

る
」。

注（
1
）　

裴
休
（
七
九
一
―
八
六
四
）。
唐
の
宣
宗
の
宰
相
。

（
2
）　

白
居
易
（
七
七
二
―
八
四
六
）。
唐
の
詩
人
。

（
3
）　

巻
之
下
第
一
章
、（
注
）
7
参
照
。

（
4
）　

呂
希
哲
。
北
宋
末
の
学
者
。
東
涯
『
標
注
』
に
よ
れ
ば
、微
宗
に
仕
え
、晩
年
禅
に
帰
依
し
て
「
仏
の
道
は
吾
が
聖
人
と
合
す
」
と
言
っ

た
と
あ
る
。

（
5
）　

朱
子
『
中
庸
章
句
』
で
は
、
第
八
章
。

（
口
語
訳
）

問
う
、「
唐
の
裴
相
国
、
白
楽
天
、
宋
の
蘇
東
坡
、
呂
原
明
な
ど
は
、
皆
な
高
潔
で
博
学
の
士
で
す
。
ど
う
い
う
わ
け
で
禅
を

好
む
の
で
し
ょ
う
」。

答
え
、「
高
潔
は
得
や
す
く
、
博
学
は
あ
て
に
は
な
ら
な
い
。
た
だ
中
庸
を
得
る
こ
と
が
難
し
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
孔
子
が

顔
回
を
称
し
て
、『
顔
回
の
人
と
な
り
は
、
中
庸
を
択
ぶ
』
と
い
わ
れ
た
の
だ
。
こ
れ
こ
そ
顔
回
が
大
賢
、
聖
人
に
準
ず
る
人
で

あ
る
理
由
で
あ
る
。
高
潔
で
あ
り
な
が
ら
中
庸
で
な
け
れ
ば
、
自
然
と
異
端
の
中
に
入
ら
ず
に
は
お
れ
な
い
。
博
学
で
あ
っ
て

も
正
し
く
な
け
れ
ば
、
や
は
り
異
端
が
混
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
彼
ら
が
皆
な
自み
ず
か

ら
異
端
に
陥
る
の
は
あ
や
し
む
に
足
り
な
い
。

ま
た
そ
の
他
に
、
心
に
憂
い
や
悲
し
み
を
抱
え
、
世
の
中
の
諸
事
が
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
こ
と
を
、
無
理
に
忘
れ
よ
う
と
し

て
も
で
き
ず
、
そ
の
よ
う
な
と
き
に
禅
や
荘
子
の
説
を
聞
い
て
、
そ
の
広
大
な
包
容
力
や
、
一
切
の
物
事
が
互
い
に
融
け
あ
っ

て
障
害
と
な
ら
な
い
こ
と
を
喜
ん
で
、
い
つ
し
か
そ
の
落
と
し
穴
に
陥
る
類
の
者
も
い
る
。
も
し
公
平
で
正
直
、
物
事
に
明
る
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く
、
心
が
ゆ
っ
た
り
と
落
ち
着
い
て
い
る
人
な
ら
ば
、
本
物
の
仏
が
現
れ
て
、
そ
の
人
の
た
め
に
説
法
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ

に
よ
っ
て
心
が
動
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
し
て
や
道
を
知
る
人
な
ら
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
道
理
に
か
な
っ
て
い
る
か
間

違
っ
て
い
る
か
を
み
れ
ば
、
黒
白
が
相
反
し
て
お
り
、
東
西
が
自お
の

ず
か
ら
決
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
見
る
目
が
あ

る
者
は
皆
よ
く
こ
の
こ
と
を
弁わ
き
ま

え
、
知
の
あ
る
者
は
皆
よ
く
こ
の
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
。
迷
い
が
甚
だ
し
い
者
に
至
っ
て
は
、

黒
を
白
と
し
、
西
を
見
て
東
と
し
、
倒
錯
混
乱
し
て
い
る
の
で
、
言
葉
に
よ
っ
て
諭
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
愚
か
な
者
だ

け
が
そ
う
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
賢
者
智
者
に
至
っ
て
は
、
益
々
そ
の
迷
い
が
甚
だ
し
い
。
自
分
を
守
る
こ
と
が
大
層
固
く
、

自
分
を
信
じ
る
こ
と
が
と
て
も
深
い
か
ら
で
あ
る
。
聖
人
が
現
れ
て
、
こ
の
人
の
た
め
に
繋
が
れ
て
い
た
柱
を
抜
き
、
縄
を
ほ

ど
い
て
や
っ
て
も
、
こ
ち
ら
を
振
り
向
か
せ
、
方
向
を
改
め
さ
せ
る
こ
と
は
つ
い
に
で
き
な
い
。
あ
あ
、
迷
っ
て
も
ま
だ
遠
く

ま
で
行
っ
て
い
な
い
者
は
、
家
に
帰
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
千
里
の
外
に
迷
い
出
た
者
は
、
死
ぬ
ま
で
戻
る
こ

と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
愚
か
な
者
の
迷
い
は
浅
い
。
迷
っ
て
も
遠
く
ま
で
行
っ
て
い
な
い
者
の
よ
う
で
あ
る
。
賢
者
智
者
の

迷
い
は
深
い
。
千
里
の
外
に
迷
い
出
た
者
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
私
は
愚
者
の
為
に
心
配
す
る
の
で
は
な
く
、
賢
者
智
者
の

為
に
深
く
恐
懼
す
る
」。

（
解
説
）

本
章
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
中
庸
』
の
本
文
は
、「
回
の
人
と
為
り
や
、
中
庸
を
択
ん
で
、
一
善
を
得
る
と
き
は
、
則
ち
拳
拳

服
膺
し
て
、
之
を
失
わ
ず
（
顔
回
の
人
と
な
り
は
、
中
庸
を
求
め
て
、
一
つ
善
が
得
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
大
切
に
守
っ
て
失
う

こ
と
が
な
い
）」
で
あ
る
。
仁
斎
『
中
庸
発
揮
』
に
は
、「
孔
子
は
顔
回
の
人
柄
を
、『
中
庸
を
択
ぶ
』
と
言
っ
て
賞
賛
し
た
。
こ

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
深
い
。
思
う
に
生
ま
れ
つ
き
聡
明
な
者
は
、
か
な
ら
ず
高
遠
な
と
こ
ろ
に
道
を
求
め
、
散
漫
で
ま
と
ま
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り
が
な
く
な
る
。
そ
の
終
わ
り
に
は
必
ず
異
端
の
虚
無
、
空
寂
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
人
柄
が
中
庸
を
択
ぶ
か
ら
、
よ
く
孔

子
の
教
え
を
守
っ
て
止
め
よ
う
と
し
て
も
や
め
ら
れ
な
い
ま
で
に
至
る
」
と
あ
る
。

第
二
十
一
章

朱し
ゅ

陸り
く

の
異い

同ど
う

を
問
う
。
曰
く
、「
朱
陸
を
以
て
朱
陸
を
辨べ
ん

ず
る
と
き
は
、
則
ち
朱
陸
の
是ぜ

ひ非
を
得え

ず
。
孔こ
う
も
う孟
を
以
て
朱
陸
を
辨

ず
る
と
き
は
、
則
ち
朱
陸
の
是ぜ

ひ非
判は
ん
ぜ
ん然
た
り
。
聖
人
は
天
下
古
今
同お
な

じ
く
然し
か

る
所
の
道
を
明あ
き

ら
か
に
し
て
、
天
下
古
今
同
じ
く

然
る
所
の
徳
を
尊と
う
と

ぶ
。
人
を
し
て
由よ

っ
て
行お
こ
な

わ
し
む
。
謂い
わ

ゆ
る
仁じ
ん

義ぎ

禮れ
い

智ち

、
是こ

れ
の
み
。
忠ち
ゅ
う

信し
ん

以
て
地ち

と
爲し

、
篤と
っ

敬け
い

以
て
之
を

守ま
も

り
、
恕じ
ょ

以
て
之
を
行お
こ
な

う
。
皆
夫か

の
仁
義
を
修お
さ

む
る
所ゆ
え
ん以
な
り
。
謂い
わ

ゆ
る
『
人
の
道
を
立
つ
、
曰
く
仁
と
義
と
』、
是こ
れ

な
り
。
二に

公こ
う

の
學が
く

、
煩は
ん
か
ん
と
ん
ぜ
ん

簡
頓
漸
の
不ふ

同ど
う

有
り
と
雖い
え

ど
も
、
然し
か

れ
ど
も
聖
門
の
學
よ
り
し
て
之
を
觀み

る
と
き
は
、
則
ち
其
の
道
に
差た
が

う
こ
と

は
一い
つ

な
り
。
何な
ん

ぞ
や
。
聖
人
未い
ま

だ
嘗か
つ

て
特
に
心こ
こ
ろ

を
曰
わ
ず
、
又
未
だ
嘗
て
特
に
理り

を
曰
わ
ず
。
其
の
謂
ゆ
る
心
と
は
、
皆
仁
義

の
良
心
を
指さ

し
て
言
う
。
虚き
ょ

靈れ
い

知ち

覺か
く

の
心
に
非あ
ら

ず
。
其
の
謂
ゆ
る
理
と
は
、
皆
事こ
と

の
條じ
ょ
う

理り

有
る
者
を
以
て
言
う
。
聲こ
え

も
無
く
臭に
お
い

も
無
き
の
理
に
非あ
ら

ず
。
後こ
う
ら
い來
の
稱し
ょ
う

す
る
所
と
夐は
る

か
に
別
な
り
。
晦か
い

翁お
う

の
學
博ひ
ろ

し
と
雖い
え

ど
も
、
然
れ
ど
も
大た
い
よ
う要
以お

も爲
え
ら
く
、『
人

の
學
を
爲な

す
所ゆ
え
ん以
の
者
は
、
心
と
理
と
の
み
』
と
。
象し
ょ
う

山ざ
ん

の
曰
く
、『
此
の
心
の
靈れ
い

、
此
の
理
の
明め
い

』
と
。
見
つ
べ
し
二
公
皆
天

下
同
じ
く
然
る
所
の
道ど
う
と
く徳
に
由よ

る
こ
と
を
求
め
ず
し
て
、
專も
っ
ぱ

ら
之
を
己お
の

れ
が
心
と
事じ

物ぶ
つ

の
理
と
に
求も
と

む
る
こ
と
を
。
此
れ
其
の

孔こ
う
も
う孟
に
詭た
が

い
無
き
こ
と
能あ
た

わ
ざ
る
所ゆ
え
ん以
な
り
。
夫そ

れ
人
の
學
問
に
於お

け
る
、
少す
こ

し
く
疎お
ろ
そ

か
な
る
と
き
は
則
ち
及
ば
ず
、
過す

ぎ
て

密み
つ

な
る
と
き
は
則
ち
過す

ぐ
。
二
公
の
學
、
皆
理
を
講こ

う

ず
る
こ
と
過
ぎ
て
密
な
る
に
坐ざ

せ
ら
る
。
是
れ
學
者
の
深し

ん

戒か
い

な
り
」。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）
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注（
1
）　

朱
子
と
陸
九
淵
。

（
2
）　
『
易
経
』
説
卦
伝

（
3
）　

朱
子
『
中
庸
章
句
』
序
に
出
る
言
葉
。

（
4
）　

朱
子

（
5
）　

陸
九
淵
「
雑
説
」（『
象
山
先
生
全
集
』
第
二
十
二
巻
）。

（
口
語
訳
）

朱
子
と
陸
九
淵
の
学
問
の
異
同
を
問
う
。

答
え
、「
朱
子
と
陸
九
淵
に
よ
っ
て
、
朱
子
と
陸
九
淵
を
論
じ
る
な
ら
ば
、
彼
ら
の
是
非
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

か
し
孔
子
と
孟
子
に
よ
っ
て
、
朱
子
と
陸
九
淵
を
論
じ
る
な
ら
、
彼
ら
の
是
非
は
は
っ
き
り
と
わ
か
る
。
聖
人
は
天
下
古
今
を

通
じ
て
変
わ
ら
な
い
道
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
天
下
古
今
に
同
じ
く
通
じ
る
徳
を
尊
ぶ
。
そ
の
徳
に
よ
っ
て
人
々
に
道
を
行
わ

せ
る
。
い
わ
ゆ
る
仁
義
礼
智
、
こ
れ
の
み
で
あ
る
。
忠
信
を
も
っ
て
土
台
と
し
、
篤
敬
を
も
っ
て
こ
れ
を
守
り
、
恕
を
も
っ
て

こ
れ
を
行
う
。
こ
れ
ら
は
み
な
仁
義
を
修
得
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。『
易
経
』
に
言
う
『
人
の
道
を
立
て
る
。
仁
と
義
で
あ

る
』
と
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
朱
子
と
陸
九
淵
の
学
問
は
、
煩
雑
で
漸
進
的
（
朱
子
）
か
、
簡
単
で
頓
悟
的
（
陸
九
淵
）
か
と

い
う
違
い
は
あ
る
が
、
孔
子
学
派
の
立
場
か
ら
こ
れ
ら
を
見
る
と
、
彼
ら
が
孔
子
の
道
と
違
う
と
こ
ろ
は
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ

は
一
体
何
か
。
聖
人
は
い
ま
だ
か
つ
て
取
り
立
て
て
心
を
言
わ
な
か
っ
た
し
、
ま
た
取
り
立
て
て
理
を
言
っ
た
こ
と
も
な
い
。

聖
人
の
い
う
心
は
、
み
な
仁
義
の
良
心
を
指
し
て
い
る
。
朱
子
の
い
う
『
虚
霊
知
覚
の
心
』（
実
体
は
な
い
が
す
べ
て
に
感
応
し

す
べ
て
を
知
る
こ
と
の
出
来
る
心
）
で
は
な
い
。
ま
た
、
聖
人
の
い
う
理
は
、
事
に
条
理
の
あ
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
宋
儒

の
い
う
、『
声
も
無
く
臭
い
も
無
い
理
』
で
は
な
い
。
後
世
の
人
々
の
称
し
て
い
る
と
こ
ろ
と
は
ま
っ
た
く
違
う
の
だ
。
朱
子
は
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博
学
で
は
あ
る
が
、
要
す
る
に
『
人
々
が
学
問
を
す
る
の
は
心
と
理
の
た
め
だ
け
で
あ
る
』
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
陸
九

淵
も
『
心
は
霊
で
あ
り
、
理
は
明
で
あ
る
』
と
言
っ
て
い
る
。
朱
子
と
陸
九
淵
の
二
人
は
、
天
下
に
同
じ
く
通
ず
る
道
徳
に
よ

る
こ
と
を
求
め
ず
、
も
っ
ぱ
ら
自
分
の
心
と
事
物
の
理
に
よ
る
こ
と
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
見
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
れ
が
孔
孟
の
教
え
と
異
な
っ
て
し
ま
う
理
由
な
の
だ
。
そ
も
そ
も
人
が
学
問
す
る
と
き
の
問
題
と
し
て
、
少
し

粗
雑
に
す
る
と
及
ば
ず
、
緻
密
過
ぎ
る
と
行
き
過
ぎ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
朱
子
と
陸
九
淵
の
学
問
も
、
理
を
講
ず

る
こ
と
が
緻
密
す
ぎ
た
部
類
で
あ
る
。
学
者
の
深
く
戒
め
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
」。

（
解
説
）

「
忠
信
を
も
っ
て
土
台
と
し
、
篤
敬
を
も
っ
て
こ
れ
を
守
り
、
恕
を
も
っ
て
こ
れ
を
行
う
」
と
い
う
の
は
、
仁
義
礼
智
と
い
う

徳
を
得
る
た
め
の
修
養
を
い
う
の
で
あ
る
。
仁
斎
は
「
学
問
に
は
本
体
が
あ
り
、
修
為
が
あ
る
」
と
い
い
、
仁
義
礼
智
は
天
下

の
達
徳
と
し
て
の
本
体
で
あ
り
、
忠
信
敬
恕
は
人
が
努
力
し
て
行
う
修
養
で
あ
る
と
い
う
。（『
語
孟
字
義
』
巻
の
下
、「
忠
信
」

5
）「
忠
信
」
に
つ
い
て
は
巻
の
上
、
第
三
十
四
―
三
十
六
章
、「
篤
敬
」
に
つ
い
て
は
第
三
十
七
章
、「
恕
」
は
第
五
十
八
章
を

参
照
し
て
ほ
し
い
。

第
二
十
二
章

問
う
、「
王お

う

陽よ
う
め
い明

、
徐じ

ょ

成せ
い

之し

に
答こ

た

う
る
二に

書し
ょ

、
自み

ず
か

ら
謂い

う
『
天
下
朱し

ゅ

を
是ぜ

と
し
陸り

く

を
非ひ

と
す
。
論ろ

ん

定さ
だ

ま
る
こ
と
既す

で

に
久ひ

さ

し
。

一い
っ
た
ん旦
之
を
反か
え

す
を
難か
た

し
と
爲す

。
姑し
ば
ら

く
調ち
ょ
う

停て
い

兩り
ょ
う

可か

の
説せ
つ

を
爲な

し
て
、
人
を
し
て
自み
ず
か

ら
思お
も

う
て
之
を
得え

せ
し
む
』
と
。
如い

か何
ん
」。
曰

く
、「
夫そ

れ
勇ゆ
う

は
斷だ
ん

に
生し
ょ
う

ず
。
斷
は
明め
い

に
生
ず
。
明
は
智ち

に
生
ず
。
智
は
學が
く

を
以
て
大だ
い

な
り
。
苟い
や

し
く
も
之
を
知
る
こ
と
明あ
き

ら
か

（
1
）
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な
る
と
き
は
、
則
ち
是ぜ

ぜ

ひ

ひ

是
非
非
、
一い
っ

刀と
う

兩り
ょ
う

斷だ
ん

、
少す
こ

し
も
假か

借し
ゃ
く

す
る
こ
と
を
得え

ず
。
故
に
孟
子
曰
く
、『
予わ
れ

豈あ
に
べ
ん辨
を
好こ
の

ま
ん
や
。
予わ

れ
巳や

む
こ
と
を
得
ざ
れ
ば
な
り
』。
陽よ
う
め
い明
の
人
と
爲な

り
や
、
聰そ
う

明め
い
ぜ
つ
り
ん

絶
倫
、
古こ

今こ
ん

に
縱ほ
し
い

ま
ま
な
り
。
二
公
と
雖い
え

ど
も
及
ば
ざ
る
こ
と

遠
き
こ
と
甚は
な
は

だ
し
。
然し
か

れ
ど
も
學
問
空く
う

疎そ

、
磨ま

勵れ
い

の
功こ
う

甚は
な
は

だ
少す
く
な

し
。
而し
こ
う

し
て
其
の
學が
く

本も
と

禪ぜ
ん
が
く學
に
得
て
、
孔
孟
の
宗そ
う

旨し

に
於お
い

て
は
、

實じ
つ

に
數す
う

塵じ
ん

な
り
。
故
に
其
の
書
含が
ん

糊こ

衡こ
う

決け
つ

、
二
公
の
肯こ
う
け
い綮
に
中あ
た

る
こ
と
を
得
ず
。
多
く
朱し
ゅ
も
ん門
の
爲た

め
に
廻か
い

護ご

す
る
に
似
た
り
。

但た
だ

書し
ょ

中ち
ゅ
う

に
謂い
わ

ゆ
る
『
朱
に
背そ
む

く
こ
と
を
重
ん
じ
て
孔こ
う

に
叛そ
む

く
こ
と
を
厭い
と

わ
ず
』
と
い
う
數す
う

句く

、
實じ
つ

に
今
の
學
者
の
眞し
ん
ぺ
い病
に
中あ
た

る
」。

注（
1
）　

王
守
仁
（
一
四
七
二
―
一
五
二
八
）。
朱
子
学
を
批
判
し
て
陸
九
淵
を
尊
崇
し
陽
明
学
を
提
唱
し
た
。
徐
成
之
に
答
え
た
二
通
の
書
簡

は
『
王
文
成
公
全
書
』
巻
二
十
一
収
録
。

（
2
）　
『
孟
子
』
滕
文
公
下
篇
第
九
章
。

（
3
）　

王
陽
明
「
羅
整
庵
少
宰
に
答
う
る
書
」、『
伝
習
録
』
巻
中
所
収
。

（
口
語
訳
）

問
う
、「
王
陽
明
が
徐
成
之
に
答
え
た
二
通
の
書
簡
で
は
、
自み
ず
か

ら
『
天
下
の
人
は
朱
子
学
を
是
と
し
、
陸
九
淵
の
学
を
非
と
し

て
い
る
。
こ
の
議
論
が
定
ま
っ
て
既
に
久
し
い
。
今
に
わ
か
に
こ
の
論
を
覆
す
の
は
難
し
い
。
そ
こ
で
当
面
は
両
者
を
調
停
し

て
、
両
方
と
も
良
い
と
し
、
人
々
に
自
分
で
考
え
て
良
い
方
を
選
び
取
ら
せ
る
』
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ど
う
思
わ
れ
ま

す
か
」。

答
え
、「
勇
気
は
決
断
か
ら
生
ま
れ
る
。
決
断
は
明
晰
さ
か
ら
生
じ
る
。
明
晰
さ
は
智
力
か
ら
生
じ
る
。
智
力
は
学
問
に
よ
っ

て
大
き
く
な
る
。
も
し
対
象
を
明
晰
に
知
る
な
ら
ば
、
良
い
も
の
は
良
い
、
悪
い
も
の
は
悪
い
と
一
刀
両
断
し
、
わ
ず
か
で
も

（
2
）

（
3
）
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見
逃
し
た
り
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
孟
子
は
、『
私
は
議
論
を
好
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
。
や
む
を
得
ず
論
じ
て
い
る
だ
け
で
あ

る
』
と
言
っ
た
の
だ
。
王
陽
明
の
人
と
な
り
は
、
聡
明
さ
が
群
を
抜
き
、
古
今
の
事
に
通
じ
て
い
た
。
朱
子
と
陸
九
淵
の
二
人

さ
え
遠
く
及
ば
な
い
。
し
か
し
そ
の
学
問
は
空
疎
で
、
学
問
を
練
磨
し
た
努
力
の
跡
が
見
え
な
い
。
そ
し
て
そ
の
学
問
は
元
々

禅
か
ら
得
た
も
の
で
、
孔
孟
の
教
え
の
主
旨
か
ら
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
の
著
作
は
曖
昧
で
首
尾
一
貫
せ
ず
、
朱

子
と
陸
九
淵
の
学
の
要
所
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
多
く
は
朱
子
学
派
を
擁
護
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
。
た
だ
書
簡
に

あ
る
『
朱
子
に
背
く
こ
と
は
重
大
視
す
る
が
、
孔
子
に
背
く
こ
と
は
厭
わ
な
い
』
と
い
う
数
句
は
、
ま
さ
し
く
今
の
学
者
の
真

の
病
を
言
い
当
て
て
い
る
」。

第
二
十
三
章

問
う
、「
朱し
ゅ

陸り
く

の
學が
く

、
皆み
な

天
下
古こ

今こ
ん

同お
な

じ
く
然
る
所
の
道
に
非あ
ら

ざ
る
こ
と
を
承
う
け
た
ま
わ

る
。
然
る
と
き
は
則
ち
古こ

人じ
ん

は
之こ

れ
を
己お
の

れ

が
心
と
事じ

物ぶ
つ

の
理り

と
に
求
め
ざ
る
か
」。
曰
く
、「
古
人
何な
ん

ぞ
嘗か
つ

て
己
れ
が
心
に
求
め
ざ
ら
ん
。
亦
何
ぞ
物ぶ
つ

理り

を
講こ
う

明め
い

せ
ざ
ら
ん
。

但た
だ

宋
の
諸し
ょ

老ろ
う

と
夐け
い

然ぜ
ん

と
し
て
自お
の
ず
か

ら
異こ
と

な
り
。
仁じ
ん

に
居お

り
義ぎ

に
由よ

り
、
忠ち
ゅ
う

信し
ん

以
て
之
を
守ま
も

り
、
敬け
い

恕じ
ょ

以
て
之
を
行お
こ
な

う
。
此こ

れ
古
人

の
己お
の

れ
が
心
に
求
む
る
所ゆ
え
ん以
な
り
。
後こ
う
せ
い世
の
學
問
は
、
聖せ
い
け
ん賢
の
書し
ょ

を
講こ
う

議ぎ

せ
ざ
る
に
は
非あ
ら

ず
。
然し
か

れ
ど
も
其
の
自み
ず
か

ら
學
を
爲す

る

所
以
に
至い
た

っ
て
は
、
則
ち
別べ
つ

に
一い
っ
ぱ
ん般
の
名め
い
も
く目
を
立
て
て
、
以
て
學
問
の
宗そ
う

旨し

と
爲す

。
無む

欲よ
く

主し
ゅ

靜せ
い

、
持じ

敬け
い

、
良り
ょ
う

知ち

を
致い
た

す
の
説
の

若ご
と

き
、
是こ

れ
の
み
。
物
理
を
講こ
う

究き
ゅ
う

す
る
が
若ご
と

き
、
古
人
も
亦
廢は
い

せ
ず
。
但た
だ

古
人
は
己お
の
れ

を
修お
さ

め
人
を
治お
さ

む
る
を
以
て
學
と
爲な

し
て
、

物
理
を
講
究
す
る
に
至い

た

っ
て
は
、
自お

の
ず
か

ら
其
の
餘よ

じ事
と
爲な

し
て
、
專も

っ
ぱ

ら
力
を
此こ

こ

に
用も

ち

い
ず
。
後こ

う
せ
い世

は
格か

く

物ぶ
つ

窮き
ゅ
う

理り

を
以
て
最さ

い
し
ょ初

入に
ゅ
う

門も
ん

の
功く

夫ふ
う

と
爲な

し
て
、
天て
ん

文も
ん

地ち

理り

律り
つ
れ
き
へ
い
け
い

暦
兵
刑
農の
う

圃ほ

醫い

卜ぼ
く

よ
り
、
以
て
一い
っ

草そ
う

一い
ち
ぼ
く木
の
微び

に
至
る
ま
で
、
鑽さ
ん

研け
ん

講こ
う

磨ま

し
て
、
以
て
其
の

理
を
求
め
ず
と
い
ふ
こ
と
莫な

し
。
其
の
言げ
ん

に
曰
く
、『
一い
っ
し
ょ書
を
讀
ま
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
一
書
の
理
を
闕か

く
。
一い
ち

事じ

を
窮き
わ

め
ざ
る

（
1
）
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と
き
は
、
則
ち
一
事
の
理
を
闕
く
』
と
。
夫そ

れ
天
下
の
書
、
其
の
多お
お

き
に
勝た

え
ず
、
天
下
の
事こ
と

、
其
の
繁し
げ

き
に
堪た

え
ず
。
如も
し

一い
ち
い
ち一
其
の
理
を
通つ
う

曉ぎ
ょ
う

せ
ん
と
欲ほ
っ

す
る
と
き
は
、
則
ち
惟こ

れ
日
も
足た

ら
ず
。
己お
の
れ

を
修お
さ

め
人
を
治お
さ

む
る
の
術じ
ゅ
つ

に
至い
た

っ
て
は
、
自お
の
ず
か

ら
之

を
度ど

外が
い

に
置
か
ざ
る
こ
と
能あ
た

わ
ず
。
近き
ん
せ
い世
の
諸し
ょ
た
い
じ
ゅ

大
儒
、
亦
多お
お

く
此こ
こ

を
以
て
許あ
ま

多た

の
歳さ
い
げ
つ月
を
糜び

爛ら
ん

す
。
惜お

し
む
べ
し
」。

注（
1
）　
『
朱
子
語
類
』
巻
一
一
七

（
口
語
訳
）

問
う
、「
朱
子
と
陸
九
淵
の
学
問
は
、
す
べ
て
天
下
古
今
に
同
じ
く
通
用
す
る
道
で
は
な
い
と
承
り
ま
し
た
。
も
し
そ
う
な
ら

古
え
の
人
々
は
、
道
を
自
分
の
心
と
事
物
の
理
に
求
め
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
」。

答
え
、「
古
え
の
人
々
が
ど
う
し
て
自
分
の
心
に
求
め
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
ま
た
ど
う
し
て
事
物
の
理
を
講
究
し
よ

う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
た
だ
宋
代
の
老
先
生
達
と
は
は
る
か
に
遠
く
異
な
っ
て
い
る
。
仁
を
離
れ
ず
義
に
依
っ

て
、
忠
信
を
も
っ
て
こ
れ
を
守
り
、
敬
恕
を
も
っ
て
こ
れ
を
行
う
。
こ
れ
が
古
え
の
人
々
が
自
分
の
心
に
求
め
る
方
法
で
あ
る
。

後
世
の
学
問
は
、
聖
賢
の
書
を
講
義
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
自
身
が
学
問
す
る
方
法
は
、
別
に
一
つ
の
主
題

を
立
て
て
、
そ
れ
を
も
っ
て
学
問
の
中
心
と
す
る
。
無
欲
主
静
、
持
敬
、
良
知
を
致
す
、
の
説
な
ど
が
こ
れ
で
あ
る
。
事
物
の

理
を
講
究
す
る
こ
と
は
、
古
え
の
人
々
も
廃
し
て
は
い
な
い
。
た
だ
古
え
の
人
々
は
、
自
分
を
修
め
人
を
治
め
る
こ
と
を
学
問

と
し
て
、
事
物
の
理
の
講
究
な
ど
は
余
事
と
し
て
、
こ
こ
に
も
っ
ぱ
ら
力
を
用
い
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
後
世
の

宋
儒
は
、
格
物
窮
理
を
最
初
の
入
門
の
修
養
と
し
、
天
文
・
地
理
・
律
暦
・
軍
事
法
律
・
農
業
・
医
学
占
術
な
ど
か
ら
一
木
一
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草
の
細
部
に
至
る
ま
で
、
研
鑽
を
重
ね
講
究
を
尽
く
し
て
そ
れ
ら
の
理
を
求
め
よ
う
と
す
る
。
朱
子
の
言
葉
に
、『
一
冊
の
書
を

読
ま
な
け
れ
ば
、
そ
の
一
冊
の
書
に
お
け
る
理
を
欠
く
。
一
事
を
極
め
な
け
れ
ば
、
そ
の
一
事
の
理
を
欠
く
』
と
あ
る
。
そ
も

そ
も
天
下
の
書
物
は
膨
大
な
数
で
あ
り
、
ま
た
天
下
の
事
象
は
煩
雑
で
極
ま
り
な
い
。
も
し
そ
れ
ら
一
つ
一
つ
の
理
に
通
暁
し

よ
う
と
す
れ
ば
時
間
が
足
り
な
い
。
そ
こ
で
自
分
を
修
め
人
を
治
め
る
と
い
う
修
養
の
方
は
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
。

近
世
の
大
儒
者
た
ち
の
多
く
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
多
く
の
時
間
を
無
駄
に
し
て
し
ま
っ
た
。
惜
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
」。

（
解
説
）

「
仁
を
離
れ
ず
義
に
依
っ
て
、
忠
信
を
も
っ
て
こ
れ
を
守
り
、
敬
恕
を
も
っ
て
こ
れ
を
行
う
」
と
い
う
の
は
、
第
二
十
一
章
で

説
か
れ
て
い
る
孔
孟
の
学
問
の
方
法
で
あ
る
。

第
二
十
四
章

問
う
、「
近き
ん
せ
い世
の
學
問
、
專も
っ
ぱ

ら
放ほ
う
し
ん心
を
求
む
る
を
以
て
要よ
う

と
爲す

。
故
に
程て
い

子し

曰
く
、『
聖せ
い
け
ん賢
の
千せ
ん
げ
ん言
萬ば
ん

語ご

、
只た
だ
こ
れ是
人
巳す
で

に
放は
な

つ

の
心
を
將も

っ
て
之
を
約や
く

し
て
、
反は
ん
ぷ
く復
し
て
身
に
入い

れ
來き
た

ら
し
め
ん
と
欲ほ
っ

す
』
と
。
今
説
く
所
と
、
異い

同ど
う

如い
か
ん何
」。
曰
く
、「
後
世

の
謂い
わ

ゆ
る
放
心
を
求
む
と
い
ふ
者
は
、
即す
な
わ

ち
佛ぶ
つ

氏し

の
謂
ゆ
る
定じ
ょ
う

心し
ん

の
謂い

い
に
し
て
、
孟
子
の
意
に
非あ
ら

ず
。
孟
子
の
謂
ゆ
る
放
心

と
は
、
仁じ
ん

義ぎ

の
良り
ょ
う

心し
ん

を
放ほ
う

失し
つ

す
る
を
謂い

う
。
蓋け
だ

し
慈じ

愛あ
い

惻そ
く

怛だ
つ

は
、
人
の
本ほ
ん
し
ん心
な
り
。
日ひ

に
不ふ

仁じ
ん

の
事こ
と

を
爲な

し
て
、
之
を
省か
え
り

み
る

こ
と
莫な

け
れ
ば
、
是こ

れ
其
の
心
を
放は

な

つ
な
り
。
之
を
求
む
と
云い

う
者
は
、
自み

ず
か

ら
其
の
非ひ

を
覺さ

と

っ
て
、
仁じ

ん
あ
い愛

を
以
て
心
に
存そ

ん

せ
ん

こ
と
を
欲ほ
っ

す
る
を
謂い

う
な
り
。
精
神
を
攝せ
っ
し
ゅ
う收
し
、
思し

慮り
ょ

を
排は
い
け
ん遣
し
、
專も
っ
ぱ

ら
此
の
心
を
守
る
を
謂
う
に
非あ
ら

ず
。
故
に
曰
く
、『
仁じ
ん

は
、

人
の
心
な
り
。
義ぎ

は
、
人
の
路み
ち

な
り
。
其
の
路
を
舍す

て
て
由よ

ら
ず
、
其
の
心
を
放は
な

っ
て
求も
と

む
る
こ
と
を
知
ら
ず
』。
又
曰
く
、『
人

（
1
）

（
2
）

（
3
）（

4
）
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に
存そ
ん

す
る
者
と
雖い
え

ど
も
、
豈あ
に

仁
義
の
心
無な

か
ら
ん
や
。
其
の
、
其
の
良
心
を
放
つ
所ゆ
え
ん以
の
者
、
亦
猶な
お
ふ

斤き
ん

の
木
に
於お

け
る
が
ご

と
し
』。
夫そ

れ
心
は
、
活か
つ
ぶ
つ物
な
り
。
學が
く

は
、
活か
っ
ぽ
う法
な
り
。
活
法
を
以
て
活
物
を
治お
さ

む
、
宜よ
ろ

し
く
草そ
う
も
く木
を
養や
し
な

う
が
如
く
、
潅か
ん
が
い漑
培ば
い

植し
ょ
く

を
務つ
と

め
て
、
摧さ
い
せ
つ
く
っ
と
う

折
屈
撓
し
て
、
以
て
其
の
生せ
い

氣き

を
た
く
そ
う
あ
つ
ぜ
つ

喪
遏
絶
す
べ
か
ら
ざ
る
べ
し
。
故
に
曰
く
、『
苟い
や

し
く
も
其
の
養よ
う

を
得う

れ
ば
、

物も
の

と
し
て
長ち
ょ
う

ぜ
ず
と
い
う
こ
と
無
く
、
苟
し
く
も
其
の
養
を
失う
し
な

え
ば
、
物
と
し
て
消し
ょ
う

せ
ず
と
い
う
こ
と
無
し
』。
近き
ん
ら
い來
所い
わ
ゆ
る謂
放
心

を
求も
と

む
る
者
は
、
無む

欲よ
く

主し
ゅ

靜せ
い

の
説
よ
り
出い

で
、
皆
摧
折
屈
撓
の
類る
い

の
み
。
書
に
曰
く
、『
一い
ち
に
ち日
二に

日に
ち

に
萬ば
ん

幾き

あ
り
』。
論
語
に
曰

く
、『
君く
ん

子し

に
九く

の
思
い
有
り
』。
天て
ん

子し

の
位く
ら
い

に
在
る
と
き
は
、
則
ち
天
子
の
職し
ょ
く

有
り
。
宰さ
い

相し
ょ
う

百ひ
ゃ
く

司し

の
任に
ん

に
居い

る
と
き
は
、
則
ち

宰
相
百
司
の
責せ

め
有
り
。
左さ
ゆ
う右
應お
う
せ
つ接
、
啓ひ
ざ
ま

ず
き
處お

る
に
遑い
と

ま
あ
ら
ず
。
苟い
や

し
く
も
區く

く區
死し

定て
い

し
て
、
此
の
心
を
束そ
く
ば
く縛
羈き

絏せ
つ

す
る

を
以
て
事こ
と

と
爲す

る
と
き
は
、
則
ち
是
れ
悉こ
と
ご
と

く
心
の
用よ
う

を
廢は
い

す
る
な
り
。
豈あ
に
ば
ん
ぺ
ん

萬
變
に
酬し
ゅ
う

酢さ
く

す
る
の
主し
ゅ

爲た

る
こ
と
を
得え

ん
や
。
孟
子

の
意
と
、
啻た
だ

に
氷ひ
ょ
う

炭た
ん

の
み
な
ら
ず
」。

注（
1
）　
『
孟
子
』
告
子
上
篇
第
十
一
章
。
巻
の
上
第
五
十
六
章
参
照
。

（
2
）　

程
明
道
の
言
葉
。『
程
氏
遺
書
』、『
近
思
録
』
巻
四
。

（
3
）　
『
孟
子
』
告
子
上
篇
第
十
一
章
。

（
4
）　
『
孟
子
』
告
子
上
篇
第
八
章
。

（
5
）　
『
孟
子
』
告
子
上
篇
第
八
章
。

（
6
）　
『
書
経
』
皐
陶
謨
篇
。

（
7
）　
『
論
語
』
季
氏
篇
第
十
章
。

（
5
）

（
6
）

（
7
）
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（
口
語
訳
）

問
う
、「
近
世
の
学
問
は
、
も
っ
ぱ
ら
『
放
心
を
求
め
る
』（
心
を
引
き
締
め
て
放
た
な
い
よ
う
に
す
る
）
こ
と
が
肝
要
だ
と

し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
程
明
道
は
『
聖
賢
の
千
言
万
語
は
、
す
べ
て
人
が
放
っ
て
し
ま
っ
た
心
を
収
め
て
、
元
通
り
自
分
の

身
に
戻
そ
う
と
す
る
も
の
だ
』
と
言
っ
て
い
ま
す
。
今
先
生
が
説
く
と
こ
ろ
と
の
違
い
は
何
で
し
ょ
う
か
」。

答
え
、「
後
世
の
儒
者
が
、『
放
心
を
求
め
る
』
と
い
う
の
は
、
仏
教
者
の
い
う
定
心
（
禅ぜ
ん

定じ
ょ
う

に
入
っ
た
状
態
の
心
）
の
こ
と

で
あ
り
、
孟
子
が
言
っ
て
い
る
意
味
と
は
異
な
る
。
孟
子
の
い
う
放
心
と
は
、
仁
義
の
良
心
を
放
り
出
し
て
失
う
こ
と
で
あ
る
。

思
う
に
人
を
慈い
つ
く

し
ん
だ
り
憐
れ
ん
だ
り
す
る
の
は
、
人
が
本
来
持
っ
て
い
る
心
で
あ
る
。
日
頃
仁
愛
に
背
く
こ
と
ば
か
り
し
て
、

反
省
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
良
心
を
放
り
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
求
め
る
と
い
う
の
は
、
自
ら
そ
の

非
を
悟
っ
て
、
仁
愛
を
心
に
保
と
う
と
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
精
神
を
統
一
し
、
雑
念
を
払
い
、
ひ
た
す
ら
こ
の
心
を

守
る
こ
と
を
い
う
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
孟
子
は
『
仁
は
人
の
心
で
あ
る
。
義
は
人
の
道
で
あ
る
。
そ
の
道
を
捨
て
て
通
ら
ず
、

そ
の
良
心
を
放
り
出
し
て
求
め
る
こ
と
を
知
ら
な
い
』
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
『
人
の
心
に
存
在
す
る
も
の
に
つ
い
て
考
え

て
み
て
も
、
ど
う
し
て
仁
義
の
心
が
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
そ
の
、
良
心
を
放
り
出
す
の
は
、
ち
ょ
う
ど

や
ま
さ
か
り
で

木
を
切
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
』
と
も
い
う
。
心
は
活
物
で
あ
る
。
学
問
は
そ
れ
を
活
か
す
手
段
で
あ
る
。
活
か
す

手
段
で
あ
る
学
問
で
、
活
物
で
あ
る
心
を
治
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
草
木
を
養
う
よ
う
に
、
常
に
水
を
遣
っ
た
り
土
に
植
え
た

り
す
る
こ
と
に
努
め
て
、
折
っ
た
り
曲
げ
た
り
し
て
、
そ
の
生
気
を
断
っ
て
枯
ら
し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
だ
か
ら
孟
子
は
『
正
し
く
養
育
す
れ
ば
、
も
の
は
必
ず
成
長
し
、
養
育
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
も
の
は
す
べ
て
消
滅

し
て
し
ま
う
』
と
い
う
の
で
あ
る
。
近
頃
の
『
放
心
を
求
め
る
』
と
い
う
の
は
、
無
欲
守
静
の
説
か
ら
出
た
も
の
で
、
皆
無
理

に
折
っ
た
り
曲
げ
た
り
と
い
う
類
い
ば
か
り
で
あ
る
。『
書
経
』
に
『
日
々
に
諸
事
万
端
の
事
柄
が
起
こ
る
』
と
い
い
、『
論
語
』
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に
『
君
子
に
は
九
つ
の
思
い
め
ぐ
ら
す
こ
と
が
あ
る
』
と
い
う
。
天
子
の
位
に
あ
る
と
き
は
天
子
の
職
務
が
あ
り
、
宰
相
や
諸

役
人
が
任
務
に
就
い
て
い
る
と
き
に
は
、
宰
相
役
人
そ
れ
ぞ
れ
の
責
務
が
あ
る
。
左
右
に
応
接
し
、
ゆ
っ
く
り
座
っ
て
落
ち
着

く
暇
も
な
い
。
も
し
い
ち
い
ち
判
で
押
し
た
よ
う
に
、
心
を
束
縛
し
繋
ぎ
止
め
る
こ
と
を
肝
要
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
こ
と

ご
と
く
心
を
働
か
せ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ど
う
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
に
対
応
す
る
主
体
と
な
れ
よ
う
か
。
孟
子
の
意

味
す
る
も
の
と
は
氷
と
炭
の
よ
う
に
異
な
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
」。

（
解
説
）

孟
子
の
『
放
心
を
求
め
る
』
と
い
う
言
葉
の
解
釈
に
つ
い
て
は
巻
の
上
第
五
十
六
章
に
既
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
無

欲
主
静
」
と
い
い
、「
明
鏡
止
水
」
を
目
指
す
宋
学
的
心
学
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
心
が
全
く
静
か
で
鏡
の
よ

う
に
動
か
な
け
れ
ば
、
そ
の
心
は
死
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
仁
斎
は
そ
れ
に
対
し
て
心
は
活
物
で
あ
り
、
そ
れ
を
活
か
す
も
の

が
学
問
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

第
二
十
五
章

問
う
、「
何
を
か
活か
っ
ぽ
う法
を
以
て
活か
つ
ぶ
つ物
を
治お
さ

む
と
謂い

う
」。
曰い
わ

く
、「
學
問
は
須す
べ
か
ら

く
活か
つ

道ど
う

理り

を
看み

ん
こ
と
を
要よ
う

す
べ
し
。
死し

道ど
う

理り

を

守し
ゅ

著ち
ゃ
く

せ
ん
こ
と
を
要よ
う

せ
ず
。
枯こ

草そ
う

陳ち
ん

根こ
ん

、
金き
ん
せ
き石
陶と
う

瓦が

の
器う
つ
わ

、
之
を
死
物
と
謂
う
。
其
の
一
定
し
て
增ぞ
う
げ
ん減
無
き
を
以
て
な
り
。
人

は
則
ち
然
ら
ず
。
進
ま
ざ
る
と
き
は
則
ち
退し

り
ぞ

く
。
退
か
ざ
れ
ば
必
ず
進
む
。
一い

っ
そ
く息

の
停と

ど

ま
る
無
し
。
死
物
の
若ご

と

く
然し

か

る
こ
と
能あ

た

わ
ず
。
故
に
君く
ん

子し

は
過あ
や
ま
ち

無な

き
こ
と
を
貴と
う
と

ば
ず
し
て
、
能よ

く
改あ
ら
た

む
る
を
以
て
貴と
う
と

し
と
爲す

。
宋そ
う

の
慶け
い

元げ
ん
し
ょ諸
老ろ
う

の
學
の
若
き
、
銖し
ゅ
し
ゅ銖
に

し
て
量は
か

り
、
寸す
ん
す
ん寸
に
し
て
校か
ん
が

え
、
把は

捉そ
く

矜き
ょ
う

持じ

、
一い
ち

毫ご
う

も
人
の
指し

摘て
き

を
容い

る
る
こ
と
無な

か
ら
ん
こ
と
を
欲ほ
っ

す
。
故
に
其
の
徳と
く

緊き
ん

急き
ゅ
う

（
1
）
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嚴げ
ん

勵れ
い

に
し
て
、
寛か
ん

裕ゆ
う

温お
ん

柔じ
ゅ
う

の
氣き

象し
ょ
う

を
見み

ず
。
此
れ
之
を
死
道
理
を
見
て
活
道
理
を
見
ず
と
謂い

う
。
惟た
だ

南な
ん
け
ん
と
う
ら
い

軒
東
莱
の
二に

公こ
う

、

寛か
ん
し
ゃ
く綽
樂た
の

し
む
べ
し
。
蓋け
だ

し
氣き

質し
つ

然
ら
し
む
。
學
問
に
至い
た

っ
て
は
、
多
く
爭あ
ら
そ

わ
ざ
る
の
み
。
君
子
終ひ
め
む
す
け
ん

日
乾
乾け
ん

す
、
夕ゆ
う
べ

ま
で
に
惕て
き

若じ
ゃ
く

た
り
。
戰せ
ん
せ
ん戰
兢き
ょ
う

兢き
ょ
う

、
深
き
淵ふ
ち

に
臨の
ぞ

む
が
如
く
、
薄う
す

き
氷こ
お
り

を
履ふ

む
が
如
し
と
。
然し
か

れ
ど
も
其
の
心
は
則
ち
綽し
ゃ
く
し
ゃ
く綽
然ぜ
ん

と
し
て
餘よ

裕ゆ
う

有

り
。
故
に
聖
人
の
言げ
ん

は
泛は
ん

然ぜ
ん

た
る
が
如
く
に
し
て
、
意い

實じ
つ

に
到い
た

る
。
活
道
理
を
見
る
が
故
な
り
。
大
學
に
曰
く
、『
先せ
ん

後ご

す
る
所

を
知
る
と
き
は
、
則
ち
道
に
近
し
』。
論
語
に
曰
く
、『
信し
ん

、
義ぎ

に
近
き
と
き
は
、
言げ
ん

復ふ

む
べ
し
。
恭き
ょ
う

、
禮れ
い

に
近
き
と
き
は
、
恥ち

辱じ
ょ
く

に
遠と
お

ざ
か
る
』。
若も

し
後こ
う
じ
ゅ儒
を
し
て
之
を
言い

わ
し
め
ば
、
必
ず
曰い

わ
ん
、『
先
後
す
る
所
を
知
る
と
き
は
、
則
ち
道
に
合が
っ

す
』

と
。
必
ず
曰
わ
ん
、『
信
、
義
に
合
し
、
恭
、
禮
に
合
す
』
と
。
近き
ん

の
字
を
用も
ち

ゆ
べ
か
ら
ず
。
然し
か

れ
ど
も
聖せ
い
け
ん賢
皆
近ち
か

し
と
言
う
者

は
、
何な
ん

ぞ
や
。
中ち
ゅ
う

庸よ
う

に
云
う
、『
忠ち
ゅ
う

恕じ
ょ

道
を
違さ

る
こ
と
遠
か
ら
ず
』。
亦
近ち
か

き
を
言
う
な
り
。
蓋
し
道
の
廣こ
う

大だ
い

、
何い
ず

れ
の
所
に
か

執と

り
守ま
も

ら
ん
。
故
に
唯た
だ

忠ち
ゅ
う

信し
ん

を
主し
ゅ

と
す
る
こ
と
を
要よ
う

し
て
、
強し

い
て
爲な

す
こ
と
を
要
せ
ず
。
忠
信
を
主
と
す
る
と
き
は
、
則
ち

中あ
た

ら
ず
と
雖い
え

ど
も
遠
か
ら
ず
。
強
い
て
爲
す
と
き
は
、
則
ち
外そ
と

似に

て
内う
ち
じ
つ實
は
非ひ

な
り
。
聖
人
の
道
、
優ゆ
う
ゆ
う優
洋よ
う
よ
う洋
、
促そ
く
は
く迫
す
る
こ

と
を
得え

ず
、
牽け
ん

強き
ょ
う

す
る
こ
と
を
得
ず
。
顏が
ん

子し

の
亞あ

聖せ
い

な
る
、
猶な
お

曰
く
、『
三さ
ん
が
つ月
仁じ
ん

に
違た
が

わ
ず
』
と
。
曾そ
う

子し

の
篤と
っ
こ
う行
な
る
も
、
亦
疾や
ま
い

革あ
ら
た

な
る
に
至い
た

っ
て
、
初は
じ

め
て
簀さ
く

を
易か

う
。
天
地
の
化か

も
亦
然し
か

り
。
二に

十じ
ゅ
う

四し

節せ
つ

、
七し
ち

十じ
ゅ
う

二に

候こ
う

、
或あ
る
い

は
進す
す

み
或
は
退し
り
ぞ

き
、
寒か
ん
ね
つ熱
温お
ん

涼り
ょ
う

、

截せ
つ
ぜ
ん然
と
し
て
悉こ
と
ご
と

く
其
の
數す
う

の
如ご
と

く
な
る
こ
と
能あ
た

わ
ず
。
亦
活
物
な
る
が
故
な
り
。
語ご

に
曰
く
、『
禮れ
い

は
其
の
奢お
ご

ら
ん
よ
り
は
、
寧む
し

ろ
儉け
ん

せ
よ
』。
又
曰
く
、『
奢お
ご

る
と
き
は
則
ち
不ふ

遜そ
ん

な
り
。
儉け
ん

な
る
と
き
は
則
ち
固い
や

し
。
其
の
不
遜
な
ら
ん
よ
り
は
、
寧む
し

ろ
固い
や

し

か
れ
』。
寧ね
い

と
は
、
庶し
ょ

幾き

の
辭じ

、
亦
近
き
の
謂い
い

な
り
。
聖
人
豈あ
に

其
の
一い
ち
い
ち一
中ち
ゅ
う

を
得う

る
こ
と
を
欲ほ
っ

せ
ざ
ら
ん
や
。
而
も
必
ず
得う

べ
か

ら
ず
。
故
に
之
を
寧ね
い

と
謂い

う
。
蓋け
だ

し
人
に
教お
し

う
る
に
一い
っ

歩ぽ

を
退し
り
ぞ

け
て
質し
つ

實じ
つ

に
就つ

く
こ
と
を
以
て
す
。
註ち
ゅ
う

家か

聖
人
微び

い意
の
在あ

る
所

を
知
ら
ず
、
乃す
な
わ

ち
前ぜ
ん

章し
ょ
う

に
於お
い

て
は
之
を
解か
い

し
て
曰
く
、『
禮
は
中
を
得
る
こ
と
を
貴と
う
と

ぶ
。
奢お
ご

る
と
き
は
則
ち
過す

ぐ
。
儉け
ん

な
る
と
き

は
則
ち
及
ば
ず
。
二ふ
た

つ
の
者も
の

皆
禮
に
合あ

わ
ず
』
と
。
又
後こ
う

章し
ょ
う

を
解か
い

し
て
曰
く
、『
奢し
ゃ
け
ん儉
倶と
も

に
中
を
失し
っ

す
。
已や

む
こ
と
を
得え

ず
し
て

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）
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時
の
幣つ
い
え

を
救す
く

う
な
り
』
と
。
果は
た

し
て
其
の
説せ
つ

の
若ご
と

く
な
る
と
き
は
、
則
ち
是こ

れ
聖
人
の
言げ
ん

、
皆
半は
ん

上じ
ょ
う

落ら
っ
か下
、
教お
し
え

と
爲す

る
に
足た

ら

ず
。
明め
い
ど
う道
先
生
曰
く
、『
道
の
浩こ
う
こ
う浩
た
る
、
何い
ず

れ
の
處と
こ
ろ

に
か
手
を
下く
だ

さ
ん
。
惟た
だ

誠ま
こ
と

を
立た

つ
れ
ば
、
纔わ
ず

か
に
居お

る
べ
き
の
處
有
り
』。

又
曰
く
、『
惟
誠
心
に
進
む
と
き
は
、
其
文ぶ
ん

章し
ょ
う

中あ
た

ら
ず
と
雖い
え

ど
も
遠
か
ら
ず
』。
伊い

川せ
ん

先
生
曰
く
、『
人じ
ん
ど
う道
は
唯
忠ち
ゅ
う

信し
ん

に
在あ

り
』
と
。

皆
確か
く
げ
ん言
。
人
其
の
意
味
の
深し
ん

長ち
ょ
う

な
る
こ
と
を
知し

ら
ず
」。

注（
1
）　
『
論
語
』
衛
霊
公
篇
第
二
十
九
章
に
「
過
っ
て
改
め
ざ
る
、
是
れ
を
過
ち
と
謂
う
」
と
あ
る
。

（
2
）　

張

（
一
一
三
三
―
八
〇
）
と
呂
祖
謙
（
一
一
三
七
―
八
一
）。
と
も
に
朱
子
の
友
人
。

（
3
）　
『
易
経
』
乾
卦
の
爻
辞
。

（
4
）　
『
詩
経
』
小
雅
小
旻
。『
論
語
』
泰
伯
篇
第
四
章
に
も
引
用
あ
り
。

（
5
）　
『
大
学
』
第
一
段
第
一
節
。

（
6
）　
『
論
語
』
学
而
篇
第
十
三
章
。

（
7
）　

朱
子
『
中
庸
章
句
』
で
は
第
十
三
章
。「
忠
恕
」
に
つ
い
て
は
巻
の
上
第
五
十
九
章
、
お
よ
び
解
説
を
参
照
。

（
8
）　
『
論
語
』
雍
也
篇
第
五
章
。

（
9
）　
『
論
語
』
八
佾
篇
第
四
章
。

（
10
）　
『
論
語
』
述
而
篇
第
三
十
五
章
。

（
11
）　

朱
子
『
論
語
集
注
』
に
こ
の
言
葉
が
あ
る
。

（
12
）　

朱
子
『
論
語
集
注
』
に
、
晁
説
之
の
言
葉
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
13
）　
『
程
氏
遺
書
』
巻
一
、『
近
思
録
』
巻
二
。

（
14
）　
『
程
氏
遺
書
』
巻
二
上
、『
近
思
録
』
巻
二
。

（
15
）　

朱
子
『
論
語
集
注
』
学
而
篇
第
八
章
に
「
程
氏
曰
」
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
13
）

（
14
）

（
15
）
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（
口
語
訳
）

問
う
、「
活
法
を
も
っ
て
活
物
を
治
め
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。」

答
え
、「
学
問
は
か
な
ら
ず
活
き
た
道
理
を
見
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
死
ん
だ
道
理
を
固
く
守
る
必
要
は
な
い
。
枯
草
や
干

根
、
金
石
陶
瓦
の
容
器
な
ど
、
こ
れ
ら
を
死
物
と
い
う
。
そ
れ
ら
は
一
定
し
て
お
り
増
減
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
そ
う

で
は
な
い
。
進
ま
な
い
と
き
は
退
く
、
退
か
な
け
れ
ば
必
ず
進
む
。
少
し
の
間
も
止と
ど

ま
り
休
む
こ
と
が
な
い
。
死
物
の
よ
う
に

止
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
君
子
は
過
ち
の
な
い
こ
と
を
貴
ば
ず
、
過
っ
て
も
す
ぐ
に
改
め
る
こ
と
を
貴
ぶ
の

だ
。
宋
代
の
慶
元
年
間
に
お
け
る
朱
子
学
派
の
儒
者
達
は
、
一
銖
一
寸
の
わ
ず
か
な
細
々
と
し
た
こ
と
ま
で
も
調
べ
あ
げ
、
考

察
し
、
そ
れ
を
し
っ
か
り
守
っ
て
誇
り
を
持
ち
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
他
人
の
指
摘
も
容
認
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
だ
か
ら

そ
の
徳
は
張
り
つ
め
た
厳
格
な
も
の
で
、
寛
容
で
暖
か
く
柔
ら
か
な
気
象
が
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
死
ん
だ
道
理

を
見
て
活
き
た
道
理
を
見
な
い
と
い
う
の
だ
。
た
だ
そ
の
中
で
も
張ち
ょ
う
し
ょ
く

と
呂
祖
謙
の
二
人
に
は
寛
い
で
ゆ
っ
た
り
楽
し
ん
で
い

る
雰
囲
気
が
あ
る
。
二
人
の
気
質
が
そ
う
さ
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
学
問
に
つ
い
て
言
え
ば
、
争
う
こ
と
を
好
ま
な
か
っ

た
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。『
易
経
』
に
『
君
子
は
終
日
つ
と
め
励
み
、
夕
べ
に
は
ま
た
反
省
し
て
懼
れ
慎
む
』、
ま
た
『
詩
経
』

に
『
君
子
は
戦
戦
兢
兢
と
し
て
、
深
い
淵
に
臨
ん
だ
と
き
の
よ
う
に
、
ま
た
薄
い
氷
を
踏
ん
で
渉
る
と
き
の
よ
う
に
気
を
つ
け

る
』
と
あ
る
が
、
そ
の
心
は
余
裕
綽
々
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
聖
人
の
言
葉
は
大
ま
か
な
よ
う
で
実
は
意
味
が
行

き
届
い
て
い
る
。
活
き
た
道
理
を
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。『
大
学
』
に
『
何
を
先
に
し
、
何
を
後
に
す
べ
き
か
を
知
っ
て
い
れ

ば
道
に
近
い
』
と
あ
る
。『
論
語
』
に
『
人
と
の
約
束
が
義
に
近
け
れ
ば
、
そ
の
約
束
は
遵
守
す
べ
き
で
あ
る
。
人
へ
の
恭
し
さ

が
礼
に
近
け
れ
ば
、
恥
辱
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
』
と
あ
る
。
も
し
宋
儒
に
こ
れ
を
言
わ
せ
れ
ば
、
必
ず
次
の
よ
う
に
言
う
だ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
『
後
先
を
知
っ
て
い
れ
ば
道
に
合
す
る
』、『
信
は
義
に
合
す
。
恭
は
礼
に
合
す
』
と
。「
近
い
」
と
い
う
言
葉
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は
決
し
て
用
い
な
い
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
聖
賢
は
み
な
「
近
い
」
と
い
う
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。『
中
庸
』
に
『
忠
恕
は
道

に
近
い
』
と
あ
る
。
こ
れ
ま
た
「
近
い
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
道
は
広
大
で
あ
る
、
ど
こ
を
捉
え
て
守
る
べ
き
か
わ

か
ら
な
い
。
そ
れ
故
た
だ
忠
信
を
主
と
す
る
こ
と
を
肝
要
と
し
て
、
無
理
じ
い
は
し
な
い
。
忠
信
を
主
と
す
れ
ば
、
道
に
あ
た
っ

て
い
な
く
て
も
遠
く
は
ず
れ
て
は
い
な
い
。
無
理
じ
い
す
れ
ば
、
う
わ
べ
は
道
に
適
っ
て
い
る
よ
う
で
も
、
内
心
は
実
は
違
う

も
の
で
あ
る
。
聖
人
の
道
は
ゆ
っ
た
り
広
々
と
し
て
い
て
、
急せ

き
立
て
て
迫
っ
た
り
、
無
理
じ
い
し
た
り
は
し
な
い
。
顔
回
の

よ
う
な
聖
人
に
次
ぐ
人
で
さ
え
、『
三
月
の
間
仁
か
ら
離
れ
な
い
』
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
曽
参
の
よ
う
な
篤
行
の
人
で
も
、

危
篤
に
な
っ
て
初
め
て
礼
に
合
わ
な
い
病
床
の
敷
物
を
と
り
か
え
た
。
天
地
自
然
の
変
化
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
二
十
四
節
、

七
十
二
候
と
い
う
暦
の
区
切
り
が
あ
る
が
、
あ
る
時
は
早
く
、
あ
る
時
は
遅
れ
、
暑
さ
寒
さ
、
暖
か
さ
涼
し
さ
が
、
き
ち
ん
と

そ
の
節
気
の
日
数
通
り
に
や
っ
て
く
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
こ
れ
も
ま
た
活
物
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。『
論
語
』
に
『
礼
は
豪
奢

で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
倹つ
つ

ま
し
く
し
な
さ
い
』
と
あ
り
、
ま
た
『
人
は
奢
れ
ば
不
遜
に
な
る
。、
倹
ま
し
け
れ
ば
陋い
や

し
く
な
る
。

し
か
し
不
遜
で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
陋
し
く
あ
れ
』
と
あ
る
。「
む
し
ろ
」
と
は
「
願
う
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、「
近
い
」
と

い
う
意
味
で
も
あ
る
。
聖
人
が
ど
う
し
て
ひ
と
つ
ひ
と
つ
中
を
得
る
こ
と
を
望
ま
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
し
か

し
必
ず
中
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
だ
か
ら
こ
れ
を
「
願
う
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
思
う
に
人
に
教
え

る
に
あ
た
っ
て
、
一
歩
ひ
い
て
質
実
を
こ
こ
ろ
が
け
る
こ
と
を
言
っ
た
の
で
あ
る
。
註
釈
家
は
聖
人
の
言
葉
に
こ
め
ら
れ
た
微

か
な
意
味
を
分
っ
て
い
な
い
。
例
え
ば
前
章
を
解
釈
し
て
『
礼
は
中
を
得
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。
奢
る
と
き
は
過
剰
と
な
り
、

倹
約
す
る
と
き
は
不
足
す
る
。
ど
ち
ら
も
礼
に
合
わ
な
い
』
と
い
う
。
ま
た
後
章
を
解
釈
し
て
『
奢
る
こ
と
も
倹
約
す
る
こ
と

も
中
と
は
言
え
な
い
。
や
む
を
え
ず
そ
の
時
代
の
弊
害
を
防
ご
う
と
し
た
の
で
あ
る
』
と
い
う
。
も
し
そ
の
解
釈
の
と
お
り
で

あ
れ
ば
、
聖
人
の
言
葉
は
す
べ
て
中
途
半
端
な
も
の
と
な
り
教
え
と
す
る
に
は
不
足
で
あ
る
。
程
明
道
は
『
道
は
実
に
広
々
と
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し
て
い
る
。
ど
こ
か
ら
手
を
つ
け
れ
ば
よ
い
も
の
か
。
た
だ
誠
を
立
て
れ
ば
少
な
く
と
も
居
場
所
だ
け
は
で
き
る
』
と
い
い
、

ま
た
『
た
だ
誠
心
に
進
む
と
き
は
、
そ
の
言
葉
は
中あ
た

ら
ず
と
い
え
ど
も
遠
く
は
な
い
』
と
言
っ
て
い
る
。
程
伊
川
は
『
人
道
は

た
だ
忠
信
に
あ
る
』
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
み
な
確
固
た
る
言
葉
で
あ
る
。
人
は
そ
の
意
味
の
深
く
重
い
こ
と
を
知
ら
な

い
」。

（
解
説
）

伊
藤
仁
斎
は
「
活
発
発
地
」
と
い
う
言
葉
を
好
ん
だ
。
こ
の
章
は
天
地
を
活
物
と
し
、
人
の
心
を
活
き
て
動
く
も
の
と
す
る

仁
斎
の
生
の
哲
学
を
「
生
き
た
道
理
」
と
し
て
説
く
。
そ
れ
は
一
つ
に
固
定
さ
れ
た
絶
対
的
原
理
で
は
な
く
、
生
き
て
動
く
人

間
世
界
の
現
実
の
あ
り
方
に
対
応
す
る
ゆ
と
り
を
持
っ
た
道
理
で
あ
っ
た
。

仁
斎
は
宋
学
の
中
で
も
、
初
期
の
程
明
道
、
伊
川
の
思
想
に
比
べ
て
、
南
宋
の
慶
元
年
間
に
大
成
さ
れ
て
い
く
朱
子
学
が
厳

密
さ
を
求
め
る
あ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
余
裕
を
失
っ
て
い
く
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。

第
二
十
六
章

問
う
、「
老ろ
う

子し

曰
く
、『
有ゆ
う

は
無む

に
生し
ょ
う

ず
』。
宋そ
う
じ
ゅ儒
以お

も爲
え
ら
く
『
無む

中ち
ゅ
う

有ゆ
う

を
含ふ
く

む
』
と
。
異い

同ど
う

如い
か
ん何
」。
曰い
わ

く
、「
兩り
ょ
う

説せ
つ

固ま
こ
と

に
當ま
さ

に
分ぶ
ん
べ
つ別
有
る
べ
し
。
然し
か

れ
ど
も
言げ
ん

有ゆ
う

無む

に
及お
よ

ぶ
と
き
は
、
則
ち
爭あ
ら
そ

う
所
亦
多お
お

か
ら
ず
。
老
子
虚き
ょ

無む

を
以
て
本も
と

と
爲し

、
以お

謂も

え
ら

く
『
禮れ

い

儀ぎ

三
百
、
威い

ぎ儀
三
千
、
皆
聖
人
意い

を
以
て
之
を
創は

じ

む
』
と
。
故
に
禮れ

い

を
以
て
僞い

つ
わ
り

と
爲し

、
人
を
矯た

む
る
の
具ぐ

と
爲す

。
宋
儒

以お

も爲
え
ら
く
『
至し

無む

の
中う
ち

、
自お
の
ず
か

ら
三
百
三
千
の
理り

有
り
。
特と
く

に
聖
人
之
れ
が
節せ
つ

文ぶ
ん

を
爲な

し
て
、
以
て
人
に
教お
し

う
』
と
。
是こ

れ
其

の
分ふ
ん

別べ
つ

有
る
所ゆ
え
ん以
な
り
。
然し
か

れ
ど
も
聖
人
の
禮れ
い

を
制せ
い

す
る
や
、
諸こ
れ

を
時じ

世せ
い

に
考か
ん
が

え
、
諸こ
れ

を
人じ
ん

事じ

に
揆は
か

り
、
或あ
る
い

は
時じ

俗ぞ
く

の
用も
ち

ゆ
る

（
1
）

（
2
）
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所
に
循し
た
ご

う
て
、
之
れ
が
節せ
つ

文ぶ
ん

を
爲す

す
。
何
ぞ
必
ず
至
無
の
中う
ち

此
の
理り

有
る
こ
と
を
察さ
っ

し
て
之
を
制せ
い

せ
ん
や
。
畢ひ
っ

竟き
ょ
う

飾し
ょ
く

詞し

の
み
。

晦か
い
お
う
え
ん
す
う

翁
袁
樞
に
答こ
た

う
る
詩
に
云い
わ

く
、『
若も

し
無む

中ち
ゅ
う

有ゆ
う

を
含ふ
く

む
象し
ょ
う

を
識し

ら
ば
、
君
に
許ゆ
る

す
親し
た

し
く
包ふ
っ

犧ぎ

に
見ま
み

え
來き
た

る
こ
と
』
と
。
即す
な
わ

ち

芥か
い

子し

須し
ゅ

彌み

を
納い

る
る
の
説せ
つ

な
り
。
易え
き

に
曰
く
、『
大だ
い

な
る
か
な
乾け
ん
げ
ん元
、
萬ば
ん

物ぶ
つ

資よ

っ
て
始は
じ

む
。
乃す
な
わ

ち
天て
ん

を
統す

ぶ
。
至い
た

れ
る
か
な
坤こ
ん

元げ
ん

、
萬
物
資よ

っ
て
生し
ょ
う

ず
。
乃
ち
順じ
ゅ
ん

に
し
て
天
に
承う

く
』
と
。
是こ

れ
天て
ん
ど
う道
の
極き
ょ
く

至し

、
萬ば
ん
ゆ
う有
の
本ほ
ん
げ
ん原
、
猶な
お

人
の
元げ
ん
よ
う陽
有
る
が
ご
と
し
。

謂
ゆ
る
太た
い

極き
ょ
く

と
云
う
者
は
、
亦
便す
な
わ

ち
此こ

の
一い
ち

元げ
ん

氣き

を
指さ

し
て
言い

う
と
き
は
、
則
ち
之
を
物も
の

無
し
と
謂い

う
べ
か
ら
ず
。
亦
此
の
上じ
ょ
う

面め
ん

に
向む
こ

う
て
、
別べ
つ

に
謂い
わ

ゆ
る
無む

と
い
う
者
を
求
む
べ
か
ら
ず
。
諸し
ょ

子し

區く

區く

と
し
て
有ゆ
う

無む

の
二
字
を
辧べ
ん

ず
る
者
は
、
皆
大だ
い
え
き易
の
奧お
う

旨し

を
知
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
大た
い
て
い抵
有ゆ
う

は
無む

に
生し
ょ
う

ず
る
の
論
は
、
本も
と

俗ぞ
っ

見け
ん

に
出い

づ
。
世せ

俗ぞ
く

字じ

を
識し

ら
ざ
る
の
人
と
雖い
え

ど
も
、
少
し
く

智ち

え慧
有
る
者
は
、
皆
能よ

く
道い

う
『
有ゆ
う

は
無む

に
生
ず
』
と
。
老
子
特
に
其
の
妙み
ょ
う

に
造い
た

る
の
み
」。

注（
1
）　
『
老
子
』
第
四
十
章
。

（
2
）　

周
濂
渓
『
太
極
図
説
』
な
ど
に
基
づ
く
。

（
3
）　
『
朱
文
公
文
集
』
巻
九
、
三
八
。
袁
枢
は
朱
子
と
同
時
代
の
学
者
。

（
4
）　
『
易
経
』
彖
伝
、
乾
卦
と
坤
卦
を
合
わ
せ
た
も
の
。
巻
の
中
第
六
十
三
章
に
既
出
。

（
口
語
訳
）

問
う
、「
老
子
は
『
有
は
無
か
ら
生
じ
る
』
と
い
い
、
宋
の
儒
者
達
は
『
無
の
中
に
有
が
含
ま
れ
て
い
る
』
と
し
ま
す
。
な
に

が
違
う
の
で
し
ょ
う
か
」。

答
え
、「
こ
の
二
つ
の
説
は
確
か
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
言
葉
が
有
無
の
問
題
と
な
る
と
、
争
点
は
多
く
は

（
3
）

（
4
）
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な
い
。
老
子
は
虚
無
を
本
と
し
て
、『
礼
儀
三
百
、
威
儀
三
千
、
ど
れ
も
皆
聖
人
が
意
図
を
以
て
こ
れ
を
創
っ
た
』
と
考
え
た
の

だ
ろ
う
。
だ
か
ら
礼
を
人
為
的
な
も
の
と
し
、
人
を
矯
正
す
る
手
段
と
し
た
。
宋
の
儒
者
達
は
、『
無
極
の
中
に
自お
の

ず
と

三
百
三
千
の
理
が
あ
る
。
聖
人
は
こ
れ
ら
を
美
し
く
整
え
て
、
人
に
教
え
た
の
で
あ
る
』
と
考
え
た
。
こ
こ
が
区
別
の
あ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
聖
人
が
礼
を
定
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
れ
を
時
代
に
照
ら
し
、
人
間
世
界
の
様
々
な
事
柄
に
配
慮
し
、

あ
る
い
は
そ
の
時
代
の
風
俗
に
従
っ
て
立
派
に
整
え
た
。
ど
う
し
て
無
極
の
中
に
理
が
あ
る
こ
と
を
察
し
て
礼
を
定
め
た
り
し

よ
う
か
。
結
局
こ
れ
は
う
わ
べ
を
飾
っ
た
言
葉
に
過
ぎ
な
い
。
朱
子
が
袁
枢
に
答
え
た
詩
に
、『
も
し
無
の
中
に
有
を
含
む
象か
た
ち

を

知
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
君
に
易
を
作
っ
た
伏
犠
と
親
し
く
相
ま
み
え
る
こ
と
を
許
そ
う
』
と
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
仏
教

の
芥
子
須
弥
の
説
（
小
さ
な
芥
子
粒
の
中
に
大
き
な
須
弥
山
を
納
め
る
と
い
う
説
）
と
同
じ
で
あ
る
。『
易
経
』
に
『
偉
大
で
あ

る
な
あ
乾
元
は
。
万
物
は
こ
れ
に
よ
っ
て
始
ま
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
天
を
統
一
す
る
。
こ
の
上
な
く
優
れ
て
い
る
な
あ
坤
元
は
。

万
物
は
こ
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
天
を
支
え
て
い
る
の
だ
』
と
あ
る
。
こ
れ
が
天
道
の
究
極
で
あ
り
、
万
物
の

根
源
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
に
も
と
も
と
生
命
力
が
備
わ
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
太
極
と
い
う
の
は
、
こ
の

一
元
気
を
指
し
て
い
う
の
で
、
こ
れ
を
物
が
無
い
状
態
だ
と
言
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
一
段
上
の
と
こ
ろ
に
無
と
い

う
も
の
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
。
い
ろ
い
ろ
な
哲
学
が
さ
ま
ざ
ま
に
有
無
の
二
字
に
つ
い
て
論
じ
た
の
は
、
皆
偉
大
な
る
易
の

奥
深
い
意
味
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
い
て
い
有
は
無
か
ら
生
じ
る
と
い
う
論
は
、
元
々
俗
世
間
の
考
え
か
ら
来
て
い
る
。

世
間
の
字
も
読
め
な
い
人
で
も
、
少
し
知
恵
が
あ
る
者
は
皆
、『
有
は
無
か
ら
生
じ
る
』
な
ど
と
い
う
。
老
子
は
特
に
そ
れ
を
巧

妙
に
創
作
し
た
だ
け
で
あ
る
。
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（
解
説
）

老
子
の
言
葉
は
「
天
下
の
物
有
に
生
じ
、
有
は
無
に
生
ず
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
東
涯
『
標
注
』
は
、
朱

子
学
か
ら
の
批
判
と
し
て
、
呉
臨
川
の
次
の
言
葉
を
上
げ
て
い
る
。「
万
物
は
動
植
物
の
類
を
指
し
て
い
う
。
有
の
字
は
陰
陽
二

気
を
指
し
て
い
う
。
無
の
字
は
無
形
の
道
体
を
指
し
て
い
う
。
理
は
気
中
に
あ
っ
て
理
と
気
は
相
離
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
老

子
は
ま
ず
理
が
あ
っ
て
、
そ
の
後
に
気
が
あ
る
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
。
張
横
渠
は
有
が
無
か
ら
生
ず
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と

い
い
、
朱
子
は
有
と
無
を
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
ま
ち
が
い
で
、
無
の
字
は
理
を
い
い
、
有
の
字
は
気
を
い
う
の
だ
と
い
う
」。

第
二
十
七
章

問
う
、「
老ろ
う

氏
の
虚き
ょ

無む

と
、
釈
氏
の
寂じ
ゃ
く

滅め
つ

と
、
亦
異こ
と

な
る
所
有
る
か
」。
曰い
わ

く
、「
淺せ
ん

深し
ん

有
る
が
若ご
と

し
と
雖い
え

ど
も
、
然し
か

れ
ど
も
其

の
歸き

は
則
ち
一い
つ

な
り
。
老
氏
は
天
地
萬ば
ん
ぶ
つ物
を
以
て
、
皆
虚
無
と
爲し

、
釋
氏
は
天
地
萬
物
を
以
て
、
總す
べ

て
寂
滅
と
爲す

。
後ご

漢か
ん
じ
ょ書
に

云い

う
、『
其
の
道み
ち

虚き
ょ

無む

を
以
て
宗そ
う

と
爲す

』
と
、
是こ
れ

の
み
。
其
の
他ほ
か

種し
ゅ
じ
ゅ種
の
奇き

特と
く

神じ
ん
つ
う通
を
説と

く
、
皆
方ほ
う
べ
ん便
の
説
の
み
。
老
氏
に
至い
た

っ

て
は
、
反か
え

っ
て
之
れ
無
し
。
佛ほ
と
け

は
慈じ

ひ悲
濟さ
い

度ど

を
以
て
主し
ゅ

と
爲す

。
禪ぜ
ん

に
至
っ
て
は
、
則
ち
一い
っ
こ
う向
に
棄す

て
去さ

る
。
理り

を
説と

く
こ
と
至し

高こ
う

、
必
ず
此こ
こ

に
到い
た

ら
ざ
る
こ
と
を
得
ず
。
其
の
慈
悲
濟
度
を
主
と
す
る
は
、
仁じ
ん

に
似
た
り
。
然
れ
ど
も
義
を
知
ら
ざ
る
こ
と
は
、

則
ち
一
な
り
。
殊た

へ
て
知
ら
ず
義
と
は
天
下
の
大た
い

路ろ

、
一い
ち
じ
つ日
も
離
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
。
老
氏
も
亦
然
り
」。

注（
1
）　
『
後
漢
紀
』
巻
十
。

（
1
）
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（
口
語
訳
）

問
う
、「
老
子
の
い
う
虚
無
と
仏
教
で
い
う
寂
滅
と
は
、
ま
た
違
う
と
こ
ろ
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
」。

答
え
、「
浅
い
深
い
の
違
い
は
あ
る
が
帰
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ
る
。
老
子
は
天
地
万
物
す
べ
て
を
虚
無
と
し
、
仏
教
は
天

地
万
物
す
べ
て
を
寂
滅
と
す
る
。『
後
漢
書
』
に
は
『
仏
教
の
道
は
虚
無
を
根
本
と
す
る
』
と
あ
る
。
結
局
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。

そ
の
ほ
か
様
々
な
奇
跡
や
神
通
力
を
説
く
が
、
す
べ
て
人
を
導
く
た
め
の
方
便
で
あ
る
。
老
子
に
は
反
対
に
こ
う
い
う
方
便
は

な
い
。
仏
教
で
は
慈
悲
や
救
済
を
主
と
す
る
。
禅
に
い
た
っ
て
は
、
慈
悲
や
救
済
ま
で
も
す
べ
て
棄
て
去
っ
て
し
ま
う
。
理
を

説
く
こ
と
が
極
限
の
高
み
に
達
す
れ
ば
、
必
ず
こ
う
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
慈
悲
救
済
を
主
と
す
る
こ
と
は
仁
に
似
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
義
を
知
ら
な
い
こ
と
は
や
は
り
同
じ
で
あ
る
。
義
は
天
下
の
大
路
で
あ
り
、
一
日
た
り
と
も
そ
こ
か
ら
離
れ
る

べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
ま
っ
た
く
分
っ
て
い
な
い
。
老
子
も
ま
た
同
様
で
あ
る
」。

第
二
十
八
章

儒じ
ゅ

釋し
ゃ
く

の
分わ
か

る
る
所ゆ
え
ん以
を
問
う
。
曰い
わ

く
、「
聖
人
は
天
下
と
共
に
斯こ

の
善ぜ
ん

を
同お
な

じ
ゅ
う
せ
ん
こ
と
を
欲ほ
っ

し
て
、
天
下
を
離
れ
て
獨ひ
と

り
其
の
身
を
善よ

く
す
る
こ
と
を
欲
せ
ず
。
故
に
曰
く
、『
吾わ

れ
斯
の
人
の
徒と
も
が
ら

と
與と
も

に
す
る
に
非
ず
し
て
、
誰
と
與
に
か
せ
ん
』。

釋し
ゃ
く

氏し

は
則
ち
然し
か

ら
ず
。
其
の
言げ
ん

に
曰
く
、『
天て
ん

上じ
ょ
う

天て
ん

下か

、
唯ゆ
い

我が

獨ど
く

尊そ
ん

』
と
。
此こ

れ
其
の
先ま
ず

聖
人
と
異こ
と

な
る
所ゆ
え
ん以
な
り
。
蓋け
だ

し
釋
氏

は
天
下
を
離
れ
て
獨ひ
と

り
其
の
身
を
善
く
せ
ん
こ
と
を
欲
す
。
故
に
其
の
始し

初し
ょ

功く

夫ふ
う

を
用も
ち

う
る
處と
こ
ろ

、
天
下
に
通つ
う

じ
、
萬ば
ん

世せ
い

に
達た
っ

し

て
、
須し

ゅ

臾ゆ

も
離
る
べ
か
ら
ざ
る
上う

え

に
在あ

ら
ず
。
專も

っ
ぱ

ら
其
の
一い

っ
し
ん身

に
就つ

い
て
意い

見け
ん

を
生し

ょ
う

ず
。
生せ

い

死し

念ね
ん

重お
も

く
、
愛あ

い

根こ
ん

絶た

ち
難が

た

く
、

心し
ん
え
ん猿
意い

ば馬
、
羈き
そ
く束
を
受う

け
ず
、
乍た
ち
ま

ち
出い

で
て
乍た
ち
ま

ち
入い

り
、
或あ
る
い

は
眞し
ん

或
は
妄も
う

、
變へ
ん

現げ
ん

起き

滅め
つ

、
奈い

か何
ん
と
も
す
べ
き
無
き
が
爲た

め
に
、

乃す
な
わ

ち
山
林
に
屏へ
い
き
ょ居
し
、
世せ

こ故
を
謝し
ゃ
ぜ
つ絶
し
、
坐ざ

禪ぜ
ん

面め
ん
ぺ
き壁
、
硬か
た

く
斯こ

の
心
を
澄ち
ょ
う

清せ
い

す
る
を
以
て
事こ
と

と
爲し

、
其
の
修し
ゅ

行ぎ
ょ
う

既す
で

に
久ひ
さ

し
く
、

（
1
）
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功く

夫ふ
う

既
に
成
る
に
及お
よ

ん
で
、
忽た
ち
ま

ち
天て
ん

地ち

萬ば
ん
ぶ
つ物
、
悉こ
と
ご
と

く
皆み
な
げ
ん
も
う

幻
妄
、
山さ
ん
せ
ん川
城じ
ょ
う

郭か
く

、
總す
べ

て
空く
う
そ
う相
を
現あ
ら

わ
し
て
、
獨ひ
と
り

此
の
心
孤こ

明め
い

歴れ
き

歴れ
き

萬ば
ん
こ
う劫
盡つ

く
る
こ
と
無
き
を
見
て
、
自み
ず
か

ら
三さ
ん
が
い界
を
超ち
ょ
う

脱だ
つ

す
と
謂い

う
。
遂つ
い

に
人じ
ん

事じ

を
廢は
い

し
て
修お
さ

め
ず
、
天
下
を
蔑
な
い
が
し
ろ

に
し
て
顧か
え
り

み
ず
、

顏か
お

を
抗あ

げ
眉ま
ゆ

を
揚あ

げ
、
肆し

然ぜ
ん

と
し
て
道み
ち

を
談だ
ん

ず
。
殊た

へ
て
知
ら
ず
其
の
孤
明
歴
歴
萬
劫
盡
く
る
こ
と
無
き
者
は
、
乃
ち
虚き
ょ

見け
ん

に

し
て
實じ
つ

理り

に
非あ
ら

ず
。
彼か

れ
天
地
を
微み

塵じ
ん

に
す
と
も
、
天
地
何な
ん

ぞ
曾か
つ

て
微
塵
な
ら
ん
。
人じ
ん
せ
い世
を
夢む

幻げ
ん

に
す
と
も
、
人
世
何
ぞ
曾
て

夢
幻
な
ら
ん
。
天て
ん

は
是こ

れ
天
、
地ち

は
是
れ
地
、
古い
に
し
え

は
是
れ
古
、
今い
ま

は
是
れ
今
、
晝ひ
る

は
是
れ
晝
、
夜よ
る

は
是
れ
夜
、
生せ
い

は
是
れ
生
、

死し

は
是
れ
死
、
夢ゆ
め

は
是
れ
夢
、
幻ま
ぼ
ろ
し

は
是
れ
幻
、
有あ

る
者
は
自お
の
ず
か

ら
有
り
、
無な

き
者
は
自
ら
無
し
。
明め
い
め
い
は
く
は
く

明
白
白
、
復ま
た

疑う
た
が

い
を
容い

る
る

所
無
し
。
萬ば
ん

古こ

の
前ま
え

も
此か
く

の
如ご
と

く
、
萬
古
の
後の
ち

も
亦ま
た

此
の
如
し
。
聖
人
は
有ゆ
う

は
其
の
有
に
還か

え
し
、
無む

は
其
の
無
に
還
え
し
、

亦
一い
ち
ご
う毫
の
智ち

え慧
を
其
の
間あ
い
だ

に
容い

れ
ず
。
本も
と

愕お
ど
ろ

く
べ
き
こ
と
も
無
く
、
亦
讚さ
ん

す
べ
き
こ
と
も
無
し
。
予よ

を
以
て
之
を
見
る
に
、
二に

氏し

の
教お
し
え

は
、
皆
其
の
意い

想そ
う

造ぞ
う
さ
く作
に
出い

で
て
、
自し

然ぜ
ん

の
正せ
い
ど
う道
に
非あ
ら

ず
。
夫そ

れ
人
の
當ま
さ

に
修お
さ

む
べ
き
所
の
者
は
、
人じ
ん
り
ん倫
の
み
。
人
の

當
に
務つ
と

む
べ
き
所
の
者
は
、
人じ
ん

事じ

の
み
。
天
下
仁じ
ん

に
非あ
ら

ざ
れ
ば
親し
た

し
ま
ず
、
義ぎ

に
非
ざ
れ
ば
行お
こ
な

わ
れ
ず
。
故
に
人
倫
を
外そ
と

に
し

て
道み
ち

無
く
、
仁じ
ん

義ぎ

を
外そ
と

に
し
て
教お
し
え

無
し
。
萬ば
ん

世せ
い

の
遠
き
、
四し

海か
い

の
廣
き
、
一い
ち
じ
つ日
も
離
る
る
こ
と
を
得
ず
。
故ゆ
え

に
仁じ
ん

に
居お

り
義ぎ

に

由よ

る
と
き
は
、
則
ち
坐ざ

禪ぜ
ん

せ
ず
面め
ん
ぺ
き壁
せ
ず
と
雖い
え

ど
も
、
然し
か

れ
ど
も
身み

自お
の
ず
か

ら
修お
さ

ま
り
、
家い
え

自
ら
齊お
さ

ま
り
、
國く
に

自
ら
治お
さ

ま
り
、
天
下

自お
の
ず
か

ら
平た
い
ら

か
に
し
て
、
往ゆ

く
と
し
て
可か

な
ら
ず
と
い
う
こ
と
無
し
。
苟い
や

し
く
も
仁じ
ん

に
居お

り
義ぎ

に
由よ

ら
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
設た
と

い
其

の
心
明め
い

鏡き
ょ
う

の
如
く
、
止し

水す
い

の
如
く
、
一い
ち
ご
う
じ
ん

毫
人
欲よ
く

の
私わ
た
く
し

無
く
と
も
益え
き

無
し
。
此
れ
聖
人
の
道み
ち

、
諸し
ょ

子し

百ひ
ゃ
っ
か家
に
度ど

越え
つ

し
て
、
宇う

宙ち
ゅ
う

の

間あ
い
だ

獨ひ
と

り
尊と
う
と

し
と
爲す

る
所ゆ
え
ん以
な
り
」。

注（
1
）　
『
論
語
』
微
子
篇
第
六
章
。
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（
口
語
訳
）

儒
教
と
仏
教
が
異
な
る
理
由
を
問
う
。

答
え
、「
聖
人
は
天
下
と
共
に
善
を
同
じ
く
し
よ
う
と
し
て
、
天
下
を
離
れ
て
一
人
だ
け
そ
の
身
を
善
く
し
よ
う
と
は
し
な

か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
孔
子
は
『
私
は
こ
の
人
々
と
共
に
で
な
く
て
、
い
っ
た
い
誰
と
共
に
い
る
と
い
う
の
か
』
と
言
っ
た
。
釈

迦
は
そ
う
で
は
な
い
。
釈
迦
は
『
天
上
天
下
、
た
だ
私
だ
け
が
尊
い
』
と
言
っ
た
。
こ
の
点
が
ま
ず
聖
人
と
異
な
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
釈
迦
は
天
下
を
離
れ
て
た
だ
自
分
一
人
の
身
を
善
く
し
よ
う
と
し
た
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
修
行
の
初
め
に
心
を
砕

い
て
追
求
し
た
の
は
、
天
下
に
通
じ
、
万
世
に
わ
た
っ
て
、
少
し
の
間
も
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
も
っ

ぱ
ら
自
分
の
一
身
に
つ
い
て
考
察
し
た
の
で
あ
る
。
生
死
に
つ
い
て
の
思
い
は
強
く
、
愛
の
根
は
断
ち
が
た
く
、
煩
悩
が
猿
の

よ
う
に
騒
ぎ
、
欲
情
が
暴
れ
馬
の
よ
う
に
制
御
し
が
た
く
、
出
た
り
入
っ
た
り
、
真
実
で
あ
っ
た
り
虚
妄
で
あ
っ
た
り
、
消
え

た
り
現
れ
た
り
し
て
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
そ
こ
で
山
の
中
に
隠
棲
し
、
世
間
の
付
き
合
い
を
謝
絶
し
、
壁
に
向
か
っ
て
座
禅

を
組
み
、
し
っ
か
り
と
心
を
澄
ま
し
清
め
る
こ
と
に
専
念
す
る
。
そ
の
修
行
が
長
年
に
わ
た
っ
て
成
就
す
る
と
、
た
ち
ま
ち
天

地
万
物
が
、
す
べ
て
み
な
幻
妄
と
な
り
、
山
川
城
郭
も
す
べ
て
空
相
を
現
わ
し
て
、
た
だ
自
分
の
心
だ
け
が
は
っ
き
り
と
独
自

の
光
を
放
っ
て
永
遠
に
尽
き
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
悟
り
、
自み
ず
か

ら
三
界
（
欲
界
、
色
界
、
無
色
界
）
を
超
脱
し
た
と
い

う
。
つ
い
に
は
人
間
社
会
の
諸
事
を
捨
て
去
っ
て
行
わ
ず
、
天
下
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
顧
み
ず
、
顔
を
上
げ
眉
を
吊
り
上
げ

て
、
思
い
の
ま
ま
に
道
に
つ
い
て
説
く
。
心
だ
け
が
は
っ
き
り
と
独
自
の
光
を
放
っ
て
永
遠
に
尽
き
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
の

は
、
空
論
で
あ
っ
て
実
の
あ
る
道
理
で
は
な
い
こ
と
を
全
く
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
彼
が
天
地
を
こ
な
ご
な
に
す
る
と

言
っ
て
も
、
天
地
は
決
し
て
こ
な
ご
な
に
な
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
人
の
世
は
夢
幻
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
人
の
世
は
決
し
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て
夢
幻
で
あ
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
天
は
天
、
地
は
地
で
あ
り
、
古い
に
し
え

は
古
、
今
は
今
で
あ
り
、
昼
は
昼
、
夜
は
夜
で
あ
り
、

生
は
生
、
死
は
死
で
あ
り
、
夢
は
夢
、
幻
は
幻
で
あ
り
、
有
る
も
の
は
も
と
か
ら
有
り
、
無
い
も
の
は
も
と
か
ら
無
い
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
明
々
白
々
と
し
て
、
疑
い
を
容
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
遥
か
な
昔
も
こ
う
で
あ
り
、
未
来
永
劫
こ
う
で
あ
る
。
聖

人
は
、
有
る
も
の
は
有
る
と
し
、
無
い
も
の
は
無
い
と
し
、
ほ
ん
の
僅
か
で
も
そ
こ
に
思
慮
を
差
し
挟
む
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。

も
と
も
と
驚
く
べ
き
こ
と
も
な
く
、
ま
た
讃
え
る
べ
き
こ
と
も
な
い
。
私
に
言
わ
せ
れ
ば
、
道
教
と
仏
教
の
教
え
は
み
な
想
像

の
産
物
で
、
自
然
の
正
し
い
道
で
は
な
い
。
人
が
本
当
に
修
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
人
と
し
て
の
道
だ
け
で
あ
る
。
人

が
本
当
に
務
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
人
間
社
会
の
営
み
だ
け
で
あ
る
。
天
下
に
仁
が
な
け
れ
ば
人
々
は
親
し
く
交
わ

ら
ず
、
義
が
な
け
れ
ば
道
は
行
わ
れ
な
い
。
だ
か
ら
人
と
人
の
交
わ
り
を
外
に
し
て
道
は
な
く
、
仁
義
を
外
に
し
て
教
え
は
な

い
。
万
世
の
長
き
に
わ
た
り
、
四
海
の
広
き
に
わ
た
っ
て
、
一
日
も
こ
の
道
を
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
仁
を
離

れ
ず
義
に
よ
る
な
ら
ば
、
壁
に
向
か
っ
て
座
禅
な
ど
し
な
く
て
も
、
身
は
自
然
と
修
ま
り
、
家
は
自
然
と
斎お
さ

ま
り
、
国
は
自
然

と
治
ま
り
、
天
下
は
自
然
と
平
安
で
あ
り
、
達
成
で
き
な
い
こ
と
は
何
も
な
い
。
も
し
仁
を
離
れ
義
に
よ
ら
な
い
と
き
に
は
、

た
と
え
そ
の
心
が
曇
り
な
い
鏡
の
よ
う
に
、
波
の
な
い
水
面
の
よ
う
に
、
ほ
ん
の
僅
か
な
私
欲
も
無
い
と
い
っ
て
も
何
の
役
に

も
立
た
な
い
。
こ
れ
こ
そ
聖
人
の
道
が
、
諸
子
百
家
を
遥
か
に
超
え
て
、
宇
宙
の
間
に
あ
っ
て
唯
一
尊
い
理
由
で
あ
る
」。

（
解
説
）

前
章
と
と
も
に
、
仏
教
や
道
教
の
教
え
が
実
体
の
な
い
空
論
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。

こ
の
よ
う
な
仁
斎
の
仏
教
批
判
は
仏
教
界
に
も
知
ら
れ
て
い
た
ら
し
く
『
先
哲
叢
談
』
は
、
次
の
よ
う
な
逸
話
を
載
せ
て
い

る
。
荻
生
徂
徠
と
難な
に
わ波
の
僧
鳳ほ
う

潭た
ん

は
周
知
の
間
柄
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
あ
る
時
鳳
潭
が
徂
徠
と
面
談
し
て
、
伊
藤
仁
斎
は
仏
教



 209 伊藤仁斎『童子問』を読む（四）

を
た
だ
空
だ
と
言
っ
て
批
判
す
る
が
、
仏
教
は
決
し
て
空
の
一
字
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
、
ど
う
思
う
か
と
議
論
を
吹
き
か

け
た
。
す
る
と
徂
徠
は
、
仁
斎
の
言
う
こ
と
は
皆
間
違
っ
て
い
る
が
、
仏
教
を
論
じ
て
た
だ
空
だ
と
言
う
の
だ
け
は
当
た
っ
て

い
る
と
答
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
徂
徠
学
派
の
伝
聞
ら
し
く
ど
こ
ま
で
が
本
当
の
話
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
仏
教
界
の
反
応

の
一
つ
と
し
て
興
味
深
い
。
鳳
潭
は
、
華
厳
宗
と
禅
の
習
合
を
批
判
し
て
純
粋
な
華
厳
教
学
の
復
興
を
目
指
し
た
傑
僧
で
あ
る
。

仁
斎
の
書
物
も
読
ん
で
い
た
に
違
い
な
い
。
禅
宗
を
批
判
す
る
こ
と
で
は
一
致
し
て
い
て
も
、
華
厳
教
学
は
そ
れ
と
は
違
う
と

い
う
自
負
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。「
か
つ
て
伊
藤
仁
斎
に
見ま
み

ゆ
」
と
あ
る
の
が
本
当
な
ら
ば
、
仁
斎
と
鳳
潭
は
こ
れ
に
つ
い
て
議

論
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

第
二
十
九
章

問
う
、「
禪
に
宗
派
の
圖ず

有
り
、
儒
に
道ど
う

統と
う

の
圖
有
り
。
然し
か

れ
ど
も
儒
者
の
道
統
は
、
禪ぜ
ん

林り
ん

の
祖そ

祖そ

的て
き
で
ん傳
、
相あ
い

付ふ

授じ
ゅ

す
る
の
正

し
き
に
如し

か
ず
」。
曰い
わ

く
、「
道
統
の
圖
は
、
近
世
の
陋ろ
う
じ
ゅ儒
宗
派
の
圖
を
倣な
ろ

う
て
作
る
所
、
聖
人
の
意
に
非あ
ら

ず
。
禪ぜ
ん

家か

的て
き
で
ん傳
の
若ご
と

き
、
是こ
れ

天
下
の
道
を
私わ
た
く
し

し
て
、
一い
っ
か家
の
物も
の

と
爲す

る
者
な
り
。
夫そ

れ
道
の
人
に
在
る
、
猶な
お

日じ
つ
げ
つ月
の
天
に
繋か
か

る
が
ご
と
く
、
目め

有
る

者
は
皆
能よ

く
覩み

る
。
豈あ
に

己お
の

れ
が
物
と
爲な

し
て
、
私
に
相
付
授
す
る
こ
と
を
得
ん
や
。
中ち
ゅ
う

庸よ
う

に
曰
く
、『
文ぶ
ん

武ぶ

の
政
ま
つ
り
ご
と

、
布し

い
て

方ほ
う
さ
く策
に
在あ

り
。
其
の
人
存そ
ん

す
る
と
き
は
則
ち
其
の
政
ま
つ
り
ご
と

擧あ

ぐ
。
其
の
人
亡う

す
る
と
き
は
則
ち
其
の
政
息や

む
』。
又
曰
く
、『
君く
ん

子し

の

道
は
、
費ひ

に
し
て
隱い
ん

な
り
。
夫ふ
う

婦ふ

の
愚お
ろ
か

な
る
、
以
て
與あ
ず
か

り
知
る
べ
し
。
夫
婦
の
不ふ

肖し
ょ
う

な
る
、
以
て
能よ

く
行お
こ
な

う
べ
し
』。
子し

貢こ
う

の
曰

く
、『
文ぶ

ん

武ぶ

の
道
、
未い

ま

だ
地
に
墜お

ち
ず
、
人
に
在あ

り
。
賢け

ん
じ
ゃ者

は
其
の
大お

お

い
な
る
者
を
識し

り
、
不ふ

賢け
ん

者じ
ゃ

は
其
の
小す

こ

し
き
な
る
者
を
識

る
。
文ぶ
ん

武ぶ

の
道
有
ら
ず
と
い
う
こ
と
莫な

し
』
と
。
夫そ

れ
道
の
流り
ゅ
う

行こ
う

す
る
や
、
時
と
し
て
然し
か

ら
ず
と
い
う
こ
と
無
く
、
處と
こ
ろ

と
し
て

在あ

ら
ず
と
い
う
こ
と
無
し
。
隱い
ん
け
ん顯
有あ

っ
て
斷だ
ん
ぞ
く續
無
し
。
付ふ

囑し
ょ
く

す
べ
き
の
語ご

有
っ
て
、
付
囑
す
べ
き
の
物
無
し
。
祖
祖
的
傳
と
謂

（
1
）

（
2
）

（
3
）
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う
者
は
、
非ひ

な
り
。
韓か
ん

子し

の
曰
く
、『
堯ぎ
ょ
う

は
是こ
れ

を
以
て
之
を
舜し
ゅ
ん

に
傳
え
、
舜
は
是
を
以
て
之
を
禹う

に
傳
え
、
禹
は
是
を
以
て
之
を

湯と
う

に
傳
え
、
湯
は
是
を
以
て
之
を
文ぶ
ん

武ぶ

周し
ゅ
う

公こ
う

に
傳
え
、
文
武
周
公
は
之
を
孔
子
に
傳
え
、
孔
子
は
之
を
孟も
う

軻か

に
傳
う
。
軻か

が
死し

し
て
其
の
傳で
ん

を
得
ず
』
と
。
夫そ
れ

道
の
浩こ
う
こ
う浩
た
る
、
天
を
極き
わ

む
る
ま
で
墜お

つ
る
こ
と
罔な

し
。
其
の
軻か

の
死
し
て
其
の
傳で
ん
ほ
ろ泯
ぶ
と
曰い

う
者
は
、
誤あ
や
ま

れ
り
。
韓か
ん

子し

蓋け
だ

し
孟
子
篇へ
ん

末ま
つ

に
、
堯
舜
禹
湯
文
武
周
公
孔
子
の
事
を
歴れ
き
じ
ょ敍
す
る
を
見
て
、
此こ

の
言げ
ん

を
爲な

す
。
必
ず

見
る
所
有
り
と
謂い

う
と
き
は
、
則
ち
非ひ

な
り
」。

注（
1
）　

朱
子
『
中
庸
章
句
』
で
は
第
二
十
章
第
一
節
。

（
2
）　

朱
子
『
中
庸
章
句
』
で
は
第
十
二
章
。

（
3
）　
『
論
語
』
子
張
篇
第
二
十
一
章
。

（
4
）　

韓
愈
『
原
道
』

（
口
語
訳
）

問
う
、「
禅
家
に
法
嗣
の
系
統
を
示
し
た
宗
派
の
図
が
あ
り
、
儒
家
に
も
道
統
の
図
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
儒
家
の
道

統
は
、
師
か
ら
弟
子
へ
と
代
々
直
に
伝
え
ら
れ
て
い
く
禅
家
の
正
統
性
に
は
及
び
ま
せ
ん
」。

答
え
、「
儒
家
の
道
統
の
図
は
近
世
の
見
識
の
低
い
儒
者
た
ち
が
、
禅
家
の
宗
派
の
図
を
真
似
て
作
っ
た
も
の
で
、
聖
人
の
意

に
反
す
る
。
禅
家
の
相
伝
な
ど
は
、
天
下
の
道
を
私
物
化
し
て
た
だ
自
分
た
ち
の
宗
派
だ
け
の
も
の
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
道
が
人
に
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
例
え
ば
日
月
が
天
に
あ
る
よ
う
に
、
目
の
有
る
も
の
な
ら
皆
見
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
我
が
物
に
し
て
私
的
に
伝
授
す
る
よ
う
な
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。『
中
庸
』
に
『
文
王
・
武
王
の
政
治

（
4
）
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は
文
書
に
記
さ
れ
て
広
く
行
き
渡
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
れ
を
理
解
し
実
行
で
き
る
人
が
い
る
と
き
は
そ
の
政
治
は
成
果
を
挙

げ
、
そ
の
よ
う
な
人
が
い
な
け
れ
ば
そ
の
政
治
は
終
息
し
て
し
ま
う
』
と
あ
り
、
ま
た
『
君
子
の
道
は
明
白
で
知
り
易
い
が
、

奥
深
く
極
め
が
た
い
微
妙
な
難
し
さ
を
併
せ
持
っ
て
い
る
。
愚
か
な
夫
婦
で
も
道
は
知
っ
て
い
る
も
の
だ
。
愚
か
な
夫
婦
で
も

道
を
行
う
こ
と
は
で
き
る
』
と
あ
る
。
子
貢
の
言
葉
に
も
、『
文
王
・
武
王
の
道
は
ま
だ
地
に
墜
ち
ず
に
人
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

賢
者
は
そ
の
大
き
な
道
を
記
し
伝
え
、
不
賢
者
は
そ
の
小
さ
な
道
を
記
し
伝
え
て
い
る
。
文
王
・
武
王
の
道
は
つ
ぶ
さ
に
こ
こ

に
あ
る
』
と
あ
る
。
道
が
広
が
り
行
わ
れ
て
い
く
あ
り
さ
ま
は
、
ど
ん
な
時
代
に
も
、
ど
ん
な
場
所
に
も
行
き
渡
ら
な
い
と
い

う
こ
と
が
な
い
。
見
え
隠
れ
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
断
続
す
る
こ
と
は
な
い
。
渡
し
伝
え
る
べ
き
言
葉
は
あ
っ
て
も
、
渡
し
伝

え
る
べ
き
物
は
存
在
し
な
い
。
禅
家
が
、
師
か
ら
弟
子
へ
代
々
伝
え
る
と
い
う
の
は
間
違
っ
て
い
る
。
韓
愈
は
次
の
よ
う
に
言
っ

た
、『
堯
が
舜
に
伝
え
、
舜
が
禹
に
伝
え
、
禹
が
文
王
・
武
王
・
周
公
に
伝
え
、
文
王
・
武
王
・
周
公
が
孔
子
に
伝
え
、
孔
子
が

孟
子
に
伝
え
た
。
孟
子
が
死
ん
で
か
ら
伝
授
す
る
人
が
な
く
な
っ
た
』
と
。
そ
も
そ
も
道
は
広
大
で
、
無
限
の
天
ま
で
上
っ
て

も
墜
ち
る
こ
と
は
な
い
。
孟
子
が
死
ん
で
、
そ
の
伝
は
滅
び
た
と
い
う
の
は
間
違
っ
て
い
る
。
韓
愈
は
お
そ
ら
く
『
孟
子
』
の

最
後
の
章
に
堯
、
舜
、
禹
、
湯
、
文
武
、
周
公
、
孔
子
の
事
績
を
歴
史
的
に
叙
述
し
て
い
る
の
を
見
て
、
こ
う
言
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
を
『
き
っ
と
何
か
考
え
が
あ
っ
て
こ
う
言
っ
た
の
だ
』
と
い
う
の
は
間
違
い
で
あ
る
」。

（
解
説
）

山
崎
闇
斎
の
学
派
は
儒
学
に
お
け
る
道
統
を
重
ん
じ
た
。
堯
舜
に
始
ま
っ
て
孔
子
、
子
思
、
孟
子
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
の

は
、
い
わ
ゆ
る
聖
学
の
心
法
で
あ
る
。
孟
子
の
後
、
千
年
以
上
も
途
絶
え
て
い
た
そ
の
伝
を
復
活
さ
せ
た
の
が
程
子
、
朱
子
の

宋
学
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
正
し
く
受
け
継
い
だ
の
が
日
本
の
闇
斎
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
道
統
の
意
識
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は
、
学
問
に
正
統
と
異
端
と
い
う
区
別
を
持
ち
込
み
、
正
統
性
を
め
ぐ
る
争
い
を
生
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
仁
斎
は
、

堯
舜
以
来
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
は
、
物
で
は
な
く
言
葉
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
道
は
、
人
間
が
存
在
す
る
か
ぎ
り
、

ど
ん
な
時
代
に
も
ど
ん
な
場
所
に
も
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
聖
人
の
道
は
、
そ
の
事
績
や
言
葉
を
伝
え
る
経
典
に
記
さ
れ
て

残
っ
て
い
る
。
賢
者
は
大
い
な
る
道
を
、
そ
し
て
凡
人
は
小
さ
な
道
を
そ
こ
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
道
の
学
問
は
す
べ

て
の
人
に
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
三
十
章

問
う
、「
古こ

今こ
ん

異い

端た
ん

の
教お
し
え

、
其
の
幾い
く

多た

と
い
う
こ
と
を
知
ら
ず
。
孰い
ず

れ
を
か
深
し
と
爲し

、
孰
れ
を
か
淺
し
と
爲し

、
何い
ず

れ
を
大だ
い

と

爲し

、
何
れ
を
小し
ょ
う

と
爲す

。
其
の
間あ
い
だ

亦ま
た
や
や稍
是ぜ

に
近
き
者
有
り
や
」。
曰い
わ

く
、「
古い
に
し
え

よ
り
書し
ょ

を
著あ
ら

わ
し
教お
し
え

を
立た

つ
る
者
、
紛ふ
ん
ぷ
ん
せ
き
せ
き

紛
藉
藉
、
其

の
衆お
お

き
に
堪た

え
ず
。
然し
か

れ
ど
も
三さ
ん
だ
い
か
ん

大
坎
に
過
ぎ
ず
。
其
の
高た
か

か
ら
ず
卑ひ

き
か
ら
ず
、
平へ
い

常じ
ょ
う

不ふ

易え
き

な
る
、
此こ
れ

を
一い
ち
だ
い
か
ん

大
坎
と
爲す

。
乃す
な
わ

ち
中ち
ゅ
う

庸よ
う

の
極き
わ
み

に
し
て
、
聖
人
の
宗そ
う

旨し

な
り
。
此こ

れ
よ
り
高
き
こ
と
一い
っ
と
う等
な
る
と
き
は
、
則
ち
虚き
ょ

無む

と
爲す

。
老ろ
う
ぶ
つ佛
の
學が
く

、
是こ

れ
の

み
。
此
れ
よ
り
卑ひ

き
き
こ
と
一
等
な
る
と
き
は
、
則
ち
功こ
う

利り

と
爲す

。
申し
ん

韓か
ん

商し
ょ
う

鞅お
う

が
徒と
も
が
ら

、
是
れ
の
み
。
老
佛
以
下
、
代よ

異こ
と

に
地ち

殊こ
と

に
、
交こ
も
ご
も々

出い

で
て
迭た
が
い

に
起お
こ

る
と
雖い
え

ど
も
、
此
の
二に

端た
ん

に
過
ぎ
ず
。
假た

と令
い
百ひ
ゃ
く

世せ
い

の
後の
ち

、
異い

端た
ん

者し
ゃ

有
っ
て
出い

で
て
、
舊き
ゅ
う

套と
う

に
因よ

ら

ず
、
創は
じ

め
て
新し
ん
せ
つ説
を
倡と
な

う
と
も
、
亦
此
の
二
端
に
出い

づ
る
こ
と
能あ
た

わ
ず
。
其
の
他ほ
か

區く

く區
た
る
半は
ん

上じ
ょ
う

落ら
っ
か下
の
徒と
も
が
ら

、
亦
論ろ
ん

ず
る
に
足た

ら
ず
。
趙ち
ょ
う

孟も
う

靜せ
い

・
林り
ん

兆ち
ょ
う

恩お
ん

が
若ご
と

き
、
乃
ち
近き
ん

時じ

の
小し
ょ
う

異い

端た
ん

、
然し
か

れ
ど
も
三さ
ん

教き
ょ
う

を
假か

っ
て
名な

を
爲な

す
に
過す

ぎ
ず
。
故
に
其
の
學が
く

大お
お

い
に
譟さ

わ

ぐ
に
至い

た

ら
ず
。
亦
笑わ

ら

う
べ
し
」。

（
1
）
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注（
1
）　

趙
貞
吉
（
一
五
〇
八
―
七
六
）
と
林
兆
恩
（
一
五
一
七
―
九
八
）。
と
も
に
明
末
の
学
者
で
三
教
合
一
を
唱
え
た
。
江
戸
初
期
に
日
本

に
紹
介
さ
れ
評
判
と
な
っ
た
。

（
口
語
訳
）

問
う
、「
古
今
に
異
端
の
教
え
は
、
数
え
き
れ
な
い
程
あ
り
ま
す
。
そ
の
異
端
の
内
、
ど
れ
が
深
く
、
ど
れ
が
浅
い
か
、
ど
れ

を
大
と
し
、
ど
れ
を
小
と
さ
れ
ま
す
か
。
ま
た
そ
の
中
に
や
や
正
し
い
教
え
に
近
い
と
言
え
る
も
の
は
あ
り
ま
す
か
」。

答
え
、「
昔
か
ら
書
物
を
著
し
教
え
を
立
て
た
者
は
、
多
種
多
様
に
入
り
混
じ
っ
て
、
そ
の
多
さ
は
計
り
知
れ
な
い
。
し
か
し

大
き
く
三
つ
の
部
類
に
分
け
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
高
く
も
な
く
低
く
も
な
く
、
平
易
で
常
に
変
わ
ら
な
い
も
の
、
こ
れ
を
第

一
の
部
類
と
す
る
。
こ
れ
こ
そ
中
庸
の
極
致
で
あ
り
、
聖
人
の
教
え
の
根
本
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
一
段
高
く
な
る
と
虚
無
に
な

る
。
老
子
や
仏
教
の
教
え
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
一
段
低
く
な
る
と
功
利
に
走
る
。
申
不
害
、
韓
非
子
、
商
鞅
ら
法
家
の

思
想
が
こ
れ
で
あ
る
。
老
子
や
仏
教
以
降
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
や
場
所
に
、
異
端
思
想
が
代
わ
る
が
わ
る
出
現
し
、
次
々
に
起

こ
っ
た
が
、
す
べ
て
こ
の
二
つ
の
ど
ち
ら
か
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え
百
世
の
後
に
、
異
端
者
が
出
現
し
て
、
古
い
形
式
に
因
ら

ず
、
独
創
的
な
新
説
を
唱
え
た
と
し
て
も
、
こ
の
二
つ
の
部
類
の
外
に
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
他
の
つ
ま
ら
ぬ

中
途
半
端
な
者
た
ち
は
、
論
ず
る
に
足
り
な
い
。
趙
孟
静
・
林
兆
恩
の
よ
う
な
者
は
、
近
頃
の
小
異
端
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も

儒
教
・
道
教
・
仏
教
の
三
教
一
致
を
唱
え
て
名
を
成
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
そ
の
学
問
は
大
き
な
影
響
を
持
つ
に
は
至
ら

な
か
っ
た
。
笑
う
べ
き
も
の
で
あ
る
」。
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（
解
説
）

す
べ
て
の
思
想
を
三
つ
に
分
類
す
る
仁
斎
の
考
え
方
は
明
解
で
あ
る
。
現
実
を
離
れ
た
抽
象
的
な
形
而
上
学
と
、
理
想
や
理

念
を
失
っ
た
現
世
的
な
功
利
主
義
の
中
間
に
、
中
庸
の
極
致
と
し
て
の
聖
人
の
道
が
あ
る
。
こ
れ
は
時
代
を
超
え
た
普
遍
的
な

基
準
で
あ
る
と
仁
斎
は
い
う
の
で
あ
る
。

第
三
十
一
章

問
う
、「
何な
ん

ぞ
古い
に
し
え昔
は
人じ
ん
ざ
い材
の
多お
お

う
し
て
、
後こ
う
せ
い世
の
尠す
く
な

き
や
」。
曰い
わ

く
、「
一い
つ

な
る
と
き
は
則
ち
達た
っ

し
、
多た

き岐
な
る
と
き
は
則
ち

迷ま
よ

う
。
後
世
の
人
材
を
成な

す
こ
と
能あ
た

わ
ざ
る
者
は
、
其
の
多
岐
な
る
が
爲た

め
な
り
。
夫そ

れ
學が
く

と
い
う
は
、
徳と
く

を
成な

し
材ざ
い

を
達た
っ

す

る
所ゆ
え
ん以
な
り
。
學が
く
し
ゃ者
内う
ち

名み
ょ
う

利り

の
膠こ
う

無
く
、
外そ
と

他た

じ事
の
擾じ
ょ
う

無
く
、
此こ
こ

に
衣い

食し
ょ
く

し
、
此
に
寢し
ん
し
ょ處
し
、
立た

つ
と
き
は
則
ち
其そ

の
前ま
え

に
參ま
じ

わ
る
を
見
、
輿よ

に
在あ

る
と
き
は
則
ち
其
の
衡こ
う

に
倚よ

る
を
見
、
積つ

ん
で
又
積つ

み
、
老お
い

の
將ま
さ

に
至
ら
ん
と
す
る
こ
と
を
知し

ら
ず
、
心し
ん

心し
ん

念ね
ん

念ね
ん

、
此こ
こ

に
專せ
ん

一い
つ

な
る
と
き
は
、
則
ち
何な

ん
の
徳
を
成
し
材
を
達
せ
ざ
る
こ
と
か
之こ

れ
有
ら
ん
。
舜し
ゅ
ん

も
人
な
り
、
我わ
れ

も
亦
人

な
り
。
堯
舜
の
事じ

業ぎ
ょ
う

、
孔
孟
の
學が
く

術じ
ゅ
つ

と
雖い
え

ど
も
、
亦
豈あ
に

遠
か
ら
ん
や
。
昔む
か
し

韓か
ん

幹か
ん

馬
を
畫え
が

く
こ
と
を
好
む
。
見
る
所
の
馬
、
皆

其
の
師
に
非あ
ら

ず
と
い
ふ
こ
と
莫な

し
。
夫そ

れ
然し
か

し
て
後の
ち

能よ

く
其
の
妙み
ょ
う

に
造い
た

り
、
古こ

今こ
ん

に
冠か
ん

絶ぜ
つ

す
。
古こ

人じ
ん

の
道ど
う
げ
い藝
に
於お

け
る
、
皆
然し
か

り
。
後の
ち

の
學
者
は
、
則
ち
然し
か

ら
ず
。
己お
の

れ
が
期き

す
る
所
、
父ふ

兄け
い

朋ほ
う
ゆ
う友
の
責せ

む
る
所
、
利り

名め
い

の
兩ふ
た

つ
の
者
に
過
ぎ
ず
。
有ゆ
う
よ
う用
の
事こ
と

講こ
う

ぜ
ず
、
有
用
の
書し
ょ

讀
ま
ず
、
無む

益え
き

の
章し
ょ
う
く句
を
守ま
も

り
、
無
益
の
空く
う
ぶ
ん文
に
騖は

せ
、
無
益
の
故こ

じ事
を
記き

し
、
一い
っ
さ
い切
し
て
以
て
時じ

好こ
う

に

徇し
た

が
い
、
名め

い

譽よ

を
邀も

と

め
、
旁ぼ

う
け
い蹊

多た

き岐
、
志こ

こ
ろ
ざ

し
を
用も

ち

う
る
こ
と
專も

っ
ぱ

ら
な
ら
ず
、
而し

こ
う

し
て
大だ

い
が
く學

問も
ん

大だ
い

事じ

業ぎ
ょ
う

に
於お

い

て
は
、
則
ち
之
を
度ど

外が
い

に
付ふ

す
。
藉た

と令
い
數ず
う
じ
っ
か
ん

十
卷
の
著ち
ょ

述じ
ゅ
つ

有
っ
て
世よ

に
行お
こ
な

わ
る
る
と
も
、
亦
兒じ

ぎ戲
の
み
。
行ゆ
く

々ゆ
く

將ま
さ

に
し

滅め
つ

に
就つ

か
ん
と
す
。
何な
ん

の
益え
き

か
あ
ら
ん
。
其
の
求
む
る
所
の
名な

と
利り

と
、
亦
皆
兒じ

女じ
ょ

子し

の
仰ぎ
ょ
う
た
ん歎
に
供き
ょ
う

す
る
の
み
。
何な
ん

の
人じ
ん
ざ
い材
を
成な

す
所
あ
ら
ん
や
。
少す
こ

し
く

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）
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智ち

慮り
ょ

有
る
者も

の
、
其
れ
取し
ゅ
し
ゃ捨
す
る
所
を
知し

ら
ざ
る
べ
け
ん
や
」。

注（
1
）　
『
論
語
』
衛
霊
公
篇
第
五
章
の
忠
信
・
篤
敬
を
説
く
言
葉
、「
立
つ
と
き
は
則
ち
其
の
前
に
參
わ
る
を
見
、
輿
に
在
る
と
き
は
則
ち
其

の
衡
に
倚
る
を
見
る
」
に
基
づ
く
。

（
2
）　
『
論
語
』
述
而
篇
第
十
八
章
に
孔
子
の
人
と
な
り
を
い
う
言
葉
、「
憤
り
を
発
し
て
食
を
忘
れ
、
楽
し
ん
で
憂
い
を
忘
れ
、
老
の
将
に

至
ら
ん
と
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
」
を
踏
ま
え
る
。

（
3
）　
『
孟
子
』
離
婁
篇
下
第
二
十
八
章
に
あ
る
言
葉
。

（
4
）　

唐
代
の
画
家
。

（
口
語
訳
）

問
う
、「
ど
う
し
て
昔
に
は
人
材
が
多
く
、
後
世
に
は
少
な
い
の
で
し
ょ
う
か
」。

答
え
、「
一
つ
の
こ
と
を
も
っ
ぱ
ら
行
え
ば
上
達
す
る
が
、
多
く
の
こ
と
を
行
お
う
と
す
る
と
迷
い
が
生
ず
る
。
後
世
に
人
材

が
育
た
な
い
の
は
、
行
う
こ
と
が
多
岐
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
学
問
と
い
う
も
の
は
、
徳
を
成
し
、
才
能
を
伸
ば

す
も
の
で
あ
る
。
学
ぶ
者
は
、
内
に
名
誉
と
利
得
へ
の
執
着
が
な
く
、
外
に
は
雑
事
の
煩
い
が
無
く
、
一
所
に
衣
食
し
、
寝
起

き
し
、
孔
子
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
『
立
て
ば
眼
前
に
忠
信
・
篤
敬
を
見
、
輿
に
乗
れ
ば
軛く
び
き

に
そ
れ
ら
が
よ
り
か
か
っ
て
い
る

よ
う
で
あ
り
』、
こ
の
よ
う
な
努
力
を
ひ
た
す
ら
積
み
続
け
て
『
老
い
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
さ
え
知
ら
ず
』、
心
に
念
じ
て
学
問

一
筋
に
励
め
ば
、
徳
を
成
し
才
能
を
伸
ば
せ
な
い
こ
と
な
ど
ど
う
し
て
あ
る
だ
ろ
う
か
。
舜
も
人
で
あ
る
。
我
も
ま
た
同
じ
人

で
あ
る
。
堯
・
舜
の
業
績
、
孔
子
・
孟
子
の
学
問
と
い
え
ど
も
け
っ
し
て
遠
い
も
の
で
は
な
い
。
昔
、
韓
幹
と
い
う
画
家
は
馬

を
描
く
こ
と
が
好
き
だ
っ
た
。
彼
が
見
る
馬
は
す
べ
て
彼
の
師
匠
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
後
に
そ
の
画
技
は
絶
妙
と
な
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り
、
古
今
随
一
の
画
家
に
な
っ
た
。
古
人
の
道
徳
や
芸
術
に
お
け
る
精
進
は
皆
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
後
世
の
学
者
は
そ
う
で

は
な
い
。
自
分
が
目
指
す
所
も
、
ま
た
父
兄
・
朋
友
が
彼
に
求
め
る
の
も
、
利
益
と
名
声
の
二
つ
に
す
ぎ
な
い
。
有
用
な
事
を

学
ば
ず
、
有
用
の
書
を
読
ま
ず
、
無
益
な
章
句
の
解
釈
に
固
執
し
、
無
益
な
空
文
を
書
き
連
ね
、
つ
ま
ら
ぬ
故
事
を
記
憶
し
、

い
っ
さ
い
を
時
流
に
合
わ
せ
て
名
誉
を
求
め
、
横
道
や
脇
道
に
踏
み
込
ん
で
志
を
ひ
と
つ
に
絞
ら
ず
、
大
学
問
・
大
事
業
に
つ

い
て
は
考
え
よ
う
と
も
し
な
い
。
こ
れ
で
は
た
と
え
数
十
巻
の
著
作
が
あ
っ
て
世
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
し
て
も
児
戯
に
ひ
と

し
い
。
す
ぐ
に
そ
れ
ら
は
消
滅
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
何
の
益
も
な
い
。
求
め
る
利
益
と
名
声
も
子
ど
も
や
女
子
が
有
り
難
が

る
だ
け
だ
。
そ
ん
な
人
間
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
人
材
に
な
る
と
い
う
の
か
。
少
し
で
も
分
別
の
あ
る
者
な
ら
ば
、
ど
の
よ

う
に
取
捨
選
択
す
べ
き
か
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」。

第
三
十
二
章

問
う
、「
孔こ
う
も
ん門
に
博は
く
ぶ
ん
は
く
が
く

文
博
學
の
訓お
し
え

有
り
。
今
説と

く
所
と
大お
お

い
に
異こ
と

な
る
に
似
た
り
。
如い
か
ん何
」。
曰い
わ

く
、「
亦
異
な
る
こ
と
無
し
。

夫ふ
う

子し

の
曰
く
、『
賜し

や
、
女な
ん
じ

予わ
れ

を
以
て
多
く
學
ん
で
之こ
れ

を
識し

る
者
と
爲す

る
か
』。
對こ
た

え
て
曰
く
、『
然し
か

り
。
非ひ

か
』。
曰
く
、『
非
な

り
。
予わ

れ
は
一い
つ

以
て
之
を
貫つ
ら
ぬ

く
』
と
。
一
は
多た

學が
く

と
對た
い

し
、
貫か
ん

は
識し

る
す
と
對
す
。
一
と
は
、
不ふ

じ二
の
稱し
ょ
う

、
道
を
主し
ゅ

と
し
て
他た

な
ら
ざ
る
、
之こ

れ
を
一
と
謂い

う
。
志
こ
こ
ろ
ざ
し

を
用も
ち

い
て
分わ
か

た
ざ
る
、
之
を
一
と
謂
う
。
所い
わ
ゆ
る謂
博
文
博
學
と
は
、
便す
な
わ

ち
一
以
て
之
を
貫つ
ら
ぬ

く

の
謂い
い

、
多
學
と
相あ
い
は
ん反
す
。
啻た
だ

に
霄し
ょ
う

壤じ
ょ
う

の
殊こ
と

な
る
の
み
な
ら
ず
」。

注（
1
）　
『
論
語
』
衛
霊
公
篇
第
二
章
。

（
1
）
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（
口
語
訳
）

問
う
、「
孔
子
学
派
に
は
博
文
博
学
と
い
う
教
え
が
あ
り
ま
す
。
今
説
か
れ
る
と
こ
ろ
と
随
分
異
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、

い
か
が
で
し
ょ
う
か
」。

答
え
、「
別
に
異
な
っ
て
は
い
な
い
。
孔
先
生
が
子
貢
に
言
わ
れ
た
、『
賜
や
、
お
前
は
私
を
、
多
く
学
ん
で
、
た
く
さ
ん
の

知
識
を
持
っ
て
い
る
者
だ
と
思
う
の
か
』。
子
貢
が
答
え
て
、『
そ
う
で
す
。
違
い
ま
す
か
』
と
言
っ
た
。
す
る
と
孔
先
生
は
、

『
違
う
。
私
は
一
を
も
っ
て
そ
れ
を
貫
く
者
だ
』
と
言
わ
れ
た
。『
一
』
と
は
『
多
く
学
ぶ
』
こ
と
に
対
し
、『
貫
く
』
と
は
『
知

識
を
持
つ
』
こ
と
に
対
し
て
言
わ
れ
て
い
る
。
一
と
は
、
二
つ
と
な
い
こ
と
で
あ
り
、
道
を
主
と
す
る
以
外
に
な
い
こ
と
を
一

と
言
っ
て
い
る
の
だ
。
志
を
守
っ
て
他
に
心
移
り
し
な
い
こ
と
、
こ
れ
を
一
と
い
う
の
だ
。
孔
先
生
の
言
わ
れ
る
博
文
博
学
と

は
、
そ
れ
ゆ
え
一
を
も
っ
て
貫
く
と
い
う
こ
と
で
、
多
く
学
ぶ
こ
と
と
は
相
反
す
る
も
の
だ
。
天
と
地
ほ
ど
の
隔
た
り
が
あ

る
。」。

（
解
説
）

『
論
語
』
の
中
に
は
、「
博
く
文
を
学
び
」、「
博
く
学
び
て
」
な
ど
の
言
葉
が
三
箇
所
ほ
ど
で
て
く
る
。
な
か
で
も
雍
也
篇
第

二
十
五
章
の
「
博
く
文
を
学
び
、
之
を
約
す
る
に
礼
を
以
て
せ
ば
、
亦
以
て
畔そ
む

か
ざ
る
べ
し
」（
顔
淵
篇
第
十
六
章
に
重
出
）
が

有
名
で
あ
る
。
仁
斎
『
論
語
古
義
』
の
注
釈
に
は
、「
文
と
は
先
王
が
遺
さ
れ
た
文
章
で
あ
る
。
先
王
の
道
は
す
べ
て
そ
こ
に
あ

る
。
先
王
の
遺
文
に
学
ぶ
こ
と
は
、
平
生
の
見
聞
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
知
識
の
類
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
博
く
学
ぶ
と

い
う
」
と
あ
り
、
ま
た
「
大
意
」
に
は
、「
博
文
、
約
礼
と
は
、
己
の
知
と
行
い
と
の
法
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）
今
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の
世
で
博
学
と
い
う
の
は
、
諸
家
の
学
を
取
り
混
じ
え
た
雑
家
者
流
の
雑
学
で
あ
っ
て
、
孔
門
の
い
う
博
学
で
は
な
い
。
思
う

に
博
学
と
は
本
を
一
に
し
て
博
く
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
。
博
学
と
雑
学
の
違
い
に
つ
い
て
は
次
章
に
説
か
れ
る
。

第
三
十
三
章

問
う
、「
尋じ
ん

常じ
ょ
う

以お

も爲
え
ら
く
『
博は
く
が
く學
と
多た

學が
く

と
一い
っ
ぱ
ん般
』
と
。
今
相あ
い

反は
ん

す
と
謂い

う
は
、
何な
ん

ぞ
や
」。
曰い
わ

く
、「
一い
つ

に
し
て
萬ば
ん

に
之ゆ

く
、

之こ
れ

を
博
學
と
謂
う
。
萬
に
し
て
又
萬
、
之
を
多
學
と
謂
う
。
博
學
は
猶な
お

根ね

有
る
の
樹き

、
根
よ
り
し
て
而し
こ
う

し
て
幹み
き

、
而
し
て
枝え
だ

、

而
し
て
葉は

、
而
し
て
花か

實じ
つ

、
繁は
ん

茂も

稠ち
ゅ
う

密み
つ

、
算か
ぞ

え
數か
ぞ

う
べ
か
ら
ず
と
雖い
え

ど
も
、
然し
か

れ
ど
も
一い
つ

氣き

流り
ゅ
う
ち
ゅ
う注
し
て
、
底い
た

ら
ず
と
い
う
所
無

く
、
彌い
よ
い
よ

長ち
ょ
う

じ
て
彌
己や

ま
ざ
る
が
ご
と
し
。
多
學
は
猶な
お

剪せ
ん
さ
い綵
の
花
、
枝し

葉よ
う

花か

實じ
つ

、
頭と
う
と
う頭
相あ
い
は
い排
し
、
爛ら
ん
ま
ん
ひ
ん
ぷ
ん

漫
繽
紛
、
觀み

つ
べ
く
愛あ
い

す
べ

し
と
雖い
え

ど
も
、
然し
か

れ
ど
も
乾か
ん

燥そ
う

枯こ

槁こ
う

、
長ち
ょ
う

養よ
う

を
受
け
ず
、
限か
ぎ

り
有あ

っ
て
增ま

す
こ
と
無
き
が
ご
と
し
。
猶な
お

生せ
い

死し

の
相
反
す
る
が
ご

と
し
。
概が
い

し
て
之
を
一い
つ

に
す
べ
か
ら
ず
。
初し
ょ
が
く學
察さ
っ

せ
ず
、
世せ

俗ぞ
く
は
く

雜ざ
つ

の
學が
く

を
以
て
博は
く
が
く學
と
爲す

る
者
は
、
誤あ
や
ま

れ
り
」。

（
口
語
訳
）

問
う
、「
普
通
、
博
学
と
多
学
は
同
じ
だ
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
先
生
が
相
反
し
て
い
る
と
仰
る
の
は
ど
う
し
て
で
し
ょ
う

か
」。答

え
、「
一
を
貫
い
て
、
そ
れ
が
万
の
こ
と
に
通
じ
て
い
る
、
こ
れ
を
博
学
と
言
う
。
万
の
こ
と
を
や
っ
て
万
の
こ
と
に
通
じ

て
い
る
、
こ
れ
を
多
学
と
言
う
。
博
学
は
い
わ
ば
根
の
あ
る
樹
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
根
か
ら
幹
、
枝
、
葉
、
花
、
果
実
へ

と
繋
が
っ
て
い
く
。
よ
く
茂
っ
て
ぎ
っ
し
り
と
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
実
が
成
る
が
、
そ
れ
も
こ
の
一
つ
の
気
が
ど
こ
ま
で
も

流
れ
て
ゆ
き
わ
た
り
、
い
よ
い
よ
大
き
く
成
長
し
て
止
ま
る
こ
と
が
な
い
。
一
方
多
学
は
、
造
花
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
枝
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葉
や
花
や
果
実
が
頭
を
並
べ
て
、
爛
漫
と
咲
き
乱
れ
て
、
見
る
に
は
美
し
い
が
、
乾
燥
し
て
枯
れ
て
お
り
、
成
長
も
せ
ず
、
限

り
が
あ
っ
て
増
え
て
い
く
こ
と
も
な
い
。
こ
の
二
つ
は
ま
こ
と
に
生
と
死
が
相
反
す
る
よ
う
で
は
な
い
か
。
こ
れ
ら
を
一
つ
に

ひ
っ
く
る
め
て
は
な
ら
な
い
。
初
学
者
に
は
判
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
世
俗
の
雑
多
な
学
を
も
っ
て
博
学
と
す
る
の
は
誤

り
で
あ
る
」。

第
三
十
四
章

問
う
、「
書し
ょ

を
讀よ

む
に
は
何
を
以
て
要よ
う

と
爲す

る
」。
曰い
わ

く
、「
識し
っ
け
ん見
を
要
と
爲す

。
書
を
讀
ん
で
識
見
無
き
は
、
猶な
お

讀
ま
ざ
る
が
ご

と
し
。
苟い
や

し
く
も
識
見
を
得
ん
と
要よ
う

せ
ば
、
當ま
さ

に
其
の
歸き

宿し
ゅ
く

す
る
所
を
尋た
ず

ぬ
べ
し
。
徒い
た
ず

ら
に
渉し
ょ
う
り
ょ
う獵
す
る
こ
と
勿な
か

れ
。
須す
べ
か
ら

く
外そ
と

に

在あ

る
者も
の

の
家い
え

に
歸か
え

る
こ
と
を
求も
と

む
る
が
如ご
と

く
す
べ
し
。
迷め
い

子し

の
道
路
を
行
く
が
如
く
す
べ
か
ら
ず
。
外
に
在
る
者
の
家
に
歸
る

や
、
迂う

途と

に
由よ

ら
ず
、
外が
い

事じ

を
省か
え
り

み
ず
、
一い
っ
ぽ歩
、
一
歩
よ
り
も
急
に
、
一い
っ
こ
う行
、
一
行
よ
り
も
速す
み

や
か
な
り
。
凡お
よ

そ
嚢の
う
た
く槖
資し

糧り
ょ
う

途と

中ち
ゅ
う

少か

く
べ
か
ら
ざ
る
の
具ぐ

を
携た
ず
さ

え
て
、
一い
っ
こ箇
も
無む

用よ
う

の
長ち
ょ
う
ぶ
つ物
を
齎も
た

ら
ず
。
書
を
讀
む
者
も
亦
須
く
歸き

計け
い

を
作な

す
が
如
く
す
べ
し
。

先ま

ず
其
の
有ゆ
う
よ
う用
無む

用よ
う

を
辨べ
ん

じ
、
其
の
學が
く

術じ
ゅ
つ

政せ
い

體た
い

に
關か
か
わ

り
、
己お
の

れ
を
修お
さ

め
人
を
治お
さ

む
る
の
切せ
つ
よ
う要
な
る
者
を
取と

っ
て
、
其
の
泛は
ん

然ぜ
ん

切せ
つ

な
ら
ず
、
實じ
つ
よ
う用
に
益え
き

無
き
者
は
、
之
を
闕か

い
て
可
な
り
。
古こ

人じ
ん

の
書
、
或あ
る
い

は
議ぎ

論ろ
ん

聞き

く
べ
く
し
て
之
を
實
用
に
施ほ
ど
こ

す
べ
か
ら
ざ

る
者
有
り
。
或
は
古い
に
し
え

に
宜よ
ろ

し
く
し
て
今
に
宜
し
か
ら
ざ
る
者
有
り
。
或
は
彼か

れ
に
宜
し
く
し
て
此こ

れ
に
宜
し
か
ら
ざ
る
者
有
り
。

一い
ち
い
ち一
體た
い
さ
つ察
せ
ん
こ
と
を
要よ
う

す
。
放ほ
う

過か

す
べ
か
ら
ず
。
此か
く

の
如
く
工く

夫ふ
う

を
用も
ち

う
る
と
き
は
、
則
ち
一
卷
の
書
を
讀
め
ば
、
斯こ
こ

に
一

卷
便す

な
わ

ち
己
れ
が
用よ

う

と
爲な

り
、
十
卷
の
書
を
讀
め
ば
、
斯
に
十
卷
便
ち
己
れ
が
用
と
爲な

っ
て
、
乃す

な
わ

ち
數す

う

百ひ
ゃ
く

千せ
ん

卷か
ん

に
至い

た

っ
て
も
皆
然し

か

り
。
迷
子
の
途み
ち

に
在あ

る
や
、
東と
う
ざ
い西
を
識し

ら
ず
、
南な
ん
ぼ
く北
を
分わ
か

た
ず
、
面お
も
て

に
從し
た
が

い
脚あ
し

に
信ま
か

せ
、
行ゆ

き
行
き
て
巳や

ま
ず
、
茫ぼ
う
ぜ
ん然
と
し
て

立
ち
、
偃え
ん

然ぜ
ん

と
し
て
憩い
こ

い
、
卒つ
い

に
其
の
家
の
何い
ず

れ
の
處と
こ
ろ

に
在
り
と
い
う
こ
と
を
知
ら
ず
。
今
の
書
を
讀
む
者
、
有
用
無
用
を
辨べ
ん
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ぜ
ず
、
多た

を
貪む
さ
ぼ

り
靡び

を
鬪た
た
か

わ
し
め
、
僻へ
き
し
ょ書
奇き

編へ
ん

、
祕ひ

記き

奧お
う

牒ち
ょ
う

に
至
る
ま
で
、
索さ
く
そ
う搜
遺の
こ

す
こ
と
無
か
ら
ん
こ
と
を
欲ほ
っ

す
。
數す
う

行ぎ
ょ
う

倶と
も

に
下く
だ

り
、
積つ

む
に
數す
う

寸す
ん

を
以
て
す
る
の
捷し
ょ
う

有
り
と
雖い
え

ど
も
、
其
の
成な

る
所
を
顧か
え
り

み
る
に
、
卒
に
無む

識し
っ

見け
ん

の
人
爲た

り
。
數
十
卷
の

著ち
ょ
さ
く作
有
り
と
雖
ど
も
、
然し
か

れ
ど
も
許
か
く
ば
か
り

の
大だ
い

議ぎ

論ろ
ん

、
以
て
後こ
う
せ
い世
に
貽の
こ

す
に
足た

る
者
無
し
。
況い
わ

ん
や
聖せ
い
け
い經
を
羽う

翼よ
く

し
、
國こ
っ

家か

を
黼ほ

黻ふ
つ

す
る
に
於お
い

て
は
、
則
ち
萬ば
ん

里り

の
阻へ
だ

て
有
り
。
豈あ
に

書
を
讀
む
と
稱し
ょ
う

す
る
に
足た

ら
ん
や
。
今
の
書
を
讀
む
者
、
奚な
に

を
以
て
か
迷
子
の

道
路
を
行
く
に
異こ
と

な
ら
ん
。
噫あ
あ

」。

（
口
語
訳
）

問
う
、「
書
物
を
読
む
と
き
に
は
何
が
肝
要
で
し
ょ
う
か
」。

答
え
、「
見
識
が
肝
要
で
あ
る
。
書
物
を
読
ん
で
も
見
識
が
な
け
れ
ば
、
読
ま
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
見
識
を
得
よ
う
と
す

る
な
ら
ば
、
そ
の
学
問
の
基
づ
く
所
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。
無
駄
に
あ
れ
こ
れ
読
み
漁
っ
て
は
な
ら
な
い
。
外
に
い
る
者
が

家
に
帰
ろ
う
と
す
る
時
の
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
迷ま
い
ご子
が
道
路
を
さ
ま
よ
い
歩
く
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
外
に

い
る
者
が
家
に
帰
る
と
き
は
、
遠
回
り
を
せ
ず
、
他
の
こ
と
を
気
に
か
け
ず
、
一
歩
ご
と
に
先
を
急
ぎ
、
一
足
ご
と
に
歩
を
早

め
る
。
袋
に
金
や
食
料
、
途
中
必
要
な
物
だ
け
を
入
れ
て
、
一
つ
も
無
用
の
物
を
持
ち
歩
か
な
い
。
書
物
を
読
む
者
も
ま
た
家

に
帰
る
時
の
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
ず
そ
の
書
が
有
用
か
無
用
か
を
見
極
め
、
学
問
や
政
治
に
関
わ
る
も
の
、
自
身
を
修

め
人
を
治
め
る
為
に
必
要
な
も
の
を
取
り
上
げ
、
浮
つ
い
た
ど
う
で
も
い
い
も
の
、
実
用
の
役
に
立
た
な
い
書
物
は
捨
て
て
よ

い
。
古
人
の
書
物
の
中
に
も
、
議
論
は
聞
く
価
値
が
あ
る
が
、
実
用
の
役
に
は
立
た
な
い
も
の
も
あ
る
。
あ
る
い
は
古
代
に
は

適
切
で
あ
っ
て
も
、
今
の
時
代
に
は
合
わ
な
い
も
の
も
あ
る
。
ま
た
あ
ち
ら
に
は
良
く
て
も
、
こ
ち
ら
に
は
良
く
な
い
も
の
も

あ
る
。
一
つ
一
つ
自
身
で
よ
く
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
努
力
を
重
ね
る
時
に



 221 伊藤仁斎『童子問』を読む（四）

は
、
一
巻
の
書
物
を
読
め
ば
、
そ
の
一
巻
が
直
ち
に
自
分
に
役
立
つ
も
の
と
な
り
、
十
巻
の
書
物
を
読
め
ば
十
巻
が
直
ち
に
自

分
に
役
立
つ
も
の
と
な
っ
て
、
数
百
巻
数
千
巻
に
な
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
迷
子
が
道
を
歩
く
と
き
は
、
東
西
も
南
北
も
判
ら

ず
、
顔
の
向
く
ま
ま
足
に
任
せ
て
、
ど
こ
ま
で
も
歩
い
て
行
き
、
呆
然
と
立
ち
尽
く
し
た
り
、
疲
れ
果
て
て
休
息
し
た
り
、
つ

い
に
は
家
が
ど
こ
に
あ
る
か
判
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
今
の
書
物
を
読
む
者
は
、
有
用
か
無
用
か
を
見
極
め
ず
、
多
く
の
書

を
読
む
こ
と
に
専
心
し
、
そ
の
多
さ
を
競
い
合
い
、
人
に
知
ら
れ
て
い
な
い
書
物
や
奇
書
、
秘
記
奥
牒
に
至
る
ま
で
、
探
し
求

め
て
止
ま
な
い
。
た
と
え
数
行
を
一
度
に
読
み
下
し
、
厚
さ
数
寸
の
書
物
を
た
ち
ま
ち
に
読
む
速
さ
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
成
果

は
と
見
て
み
る
と
、
結
局
見
識
の
な
い
人
で
あ
る
。
数
十
巻
の
著
作
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
の
大
議
論
の
中
に
、
後
世
に
残

す
価
値
の
あ
る
議
論
は
全
く
な
い
。
ま
し
て
や
聖
学
の
経
典
の
補
助
と
な
り
、
国
家
繁
栄
の
助
け
と
な
る
に
は
、
遠
く
万
里
も

及
ば
な
い
。
こ
れ
が
ど
う
し
て
書
物
を
読
む
と
称
す
る
に
価
し
よ
う
か
。
今
の
書
物
を
読
む
者
は
、
迷
子
が
道
を
行
く
の
と
同

じ
で
あ
る
。
あ
あ
、
情
け
な
い
こ
と
だ
」。

（
解
説
）

こ
こ
で
い
う
「
見
識
」（
識
見
）
と
は
、「
物
事
を
見
分
け
、
判
断
す
る
能
力
」
の
こ
と
で
あ
る
。
本
を
読
む
時
に
は
、
こ
の

見
識
を
十
分
に
働
か
せ
て
、
そ
の
価
値
を
見
分
け
る
能
力
を
養
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
現
代
の
情
報
社
会

に
、
最
も
肝
要
な
の
は
こ
の
見
識
で
あ
ろ
う
。
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第
三
十
五
章

問
う
、「
宋そ
う
じ
ゅ儒
謂お
も

え
ら
く
『
天て
ん
も
ん文
地ち

り理
律り
つ
れ
き
へ
い
け
い

暦
兵
刑

五ご

運う
ん

六り
っ

氣き

及
び
素そ

問も
ん

等と
う

の
書し
ょ

、
皆
當ま
さ

に
理り

會か
い

す
べ
し
』
と
。
此
の
意い

如い
か
ん何
」。
曰い
わ

く
、「
大お
お

凡よ
そ

學が
く

術じ
ゅ
つ

政せ
い

體た
い

に
關か
か
わ

る
者
は
、
皆
當
に
講こ
う

究き
ゅ
う

す
べ
し
。
其
の
他ほ
か

は
知
る
も
亦
好よ

し
、
知
ら
ざ
る
も
亦
害が
い

無
し
。

禮れ
い
が
く
へ
い
け
い

樂
兵
刑
は
、
天
下
を
治お
さ

む
る
の
具ぐ

、
講こ
う

ぜ
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。
然し
か

れ
ど
も
先ま
ず

其
の
理り

如い

か何
ん
と
講
究
せ
ん
こ
と
を
須し
ゅ

要よ
う

す
。
若も

し
其
の
度ど

數ず
う

條じ
ょ
う

目も
く

の
詳つ
ま
び

ら
か
な
る
こ
と
は
、
則
ち
時
に
臨の
ぞ

ん
で
之
を
考か
ん
が

う
る
も
、
亦
可か

な
り
。
律
暦
の
法ほ
う

は
、
伶れ
い
か
ん官
星せ
い

翁お
う

の
職つ
か
さ

ど
る
所
、
此こ

れ
を
以
て
儒じ
ゅ
し
ゃ者
の
業ぎ
ょ
う

と
爲す

る
と
き
は
、
則
ち
非ひ

な
り
。
故
に
曰
く
、『
へ
ん

豆と
う

の
事
は
、
則
ち
有ゆ
う

司し

存そ
ん

せ
り
』

と
。
蓋け
だ

し
古い
に
し
え者
は
其
の
才さ
い

有
る
と
き
は
、
則
ち
之
を
爲な

し
、
其
才さ
い

に
非
ず
、
又
其
の
好こ
の

み
に
非あ
ら

ざ
る
と
き
は
、
則
ち
強し

い
て
爲な

さ
ず
。
醫い

藥や
く

の
事
も
亦
然
り
」。

注（
1
）　

五
運
・
六
気
は
と
も
に
中
国
最
古
の
医
学
書
で
あ
る
『
素
問
』
に
出
て
く
る
も
の
で
、
五
行
に
基
づ
く
時
の
運
行
と
そ
の
健
康
へ
の

影
響
や
、
宇
宙
に
存
在
す
る
六
つ
の
気
と
病
の
関
係
を
説
く
も
の
で
あ
る
。

（
2
）　
『
論
語
』
泰
伯
篇
第
五
章
。

（
口
語
訳
）

問
う
、「
宋
の
儒
者
は
、『
天
文
・
地
理
・
律
暦
・
兵
刑
・
五
運
・
六
気
や
素
問
な
ど
の
書
物
を
す
べ
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
』
と
言
っ
て
お
り
ま
す
が
。
こ
れ
は
如
何
で
し
ょ
う
か
」。

答
え
、「
一
般
に
学
問
や
政
治
に
関
わ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
研
究
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
の
こ
と
は
知
る
も
良

（
1
）

（
2
）
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い
し
、
知
ら
な
く
て
も
害
は
な
い
。
礼
楽
兵
刑
は
、
天
下
を
治
め
る
た
め
の
道
具
で
あ
る
か
ら
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
、
ま
ず
そ
の
道
理
が
ど
う
で
あ
る
か
を
研
究
す
る
こ
と
が
肝
心
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
数
字
や
細
目
な
ど
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
必
要
と
な
っ
た
時
点
で
考
え
れ
ば
良
い
。
音
階
や
暦
の
法
則
は
、
宮
廷
楽
師
や
天
文
家
の
仕
事
で
あ
り
、
こ
れ
を
儒
学
者

の
仕
事
と
す
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
。
だ
か
ら
『
論
語
』
に
『
皿
の
数
や
並
べ
方
な
ど
祭
祀
儀
式
の
細
事
は
、
担
当
の
役
人
に

任
せ
れ
ば
よ
い
』
と
い
う
の
で
あ
る
。
思
う
に
昔
の
人
は
そ
の
才
能
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
行
い
、
そ
の
才
能
が
な
く
又
自
分
の
好

み
で
も
な
い
と
き
は
、
強
い
て
は
行
わ
な
か
っ
た
。
医
薬
の
こ
と
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
」。

第
三
十
六
章

問
う
、「
予よ

平へ
い
ぜ
い生
專も
っ
ぱ

ら
力ち
か
ら

を
經け
い

を
治お
さ

む
る
に
用も
ち

い
て
、
史し

漢か
ん

通つ

鑑が
ん

等と
う

の
書し
ょ

に
於お
い

て
は
、
未い
ま

だ
嘗か
つ

て
一ひ
と

た
び
も
目め

を
其
の
間あ
い
だ

に
過す
ご

さ
ず
。
或あ
る
ひ
と

は
謂い

う
『
必か
な
ら

ず
須す
べ
か
ら

く
史
を
讀
む
べ
し
』
と
。
或
は
謂
う
『
既す
で

に
經
に
明
ら
か
な
ら
ば
、
何な
ん

ぞ
必
ず
し
も
史
を
讀よ

ま
ん
』

と
。
如い
か
ん何
」。
曰い
わ

く
、「
史
と
は
、
治ち

亂ら
ん

得と
く
し
つ失
の
林は
や
し

、
讀
ま
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。
詩し

書し
ょ

春し
ゅ
ん
じ
ゅ
う秋
は
、
皆
古い
に
し
え

聖
人
の
史
。
故
に
經け
い

史し

と
稱し
ょ
う

す
。
苟い
や

し
く
も
史
書
を
讀
ま
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
略ほ
ぼ

道
理
を
通つ
う

曉ぎ
ょ
う

す
る
こ
と
を
得う

る
と
雖い
え

ど
も
、
然し
か

れ
ど
も
其
の
智
局き
ょ
く

促そ
く

寡か

陋ろ
う

、
反か
え

っ
て
意い

し思
條じ
ょ
う
ち
ょ
う暢
す
る
こ
と
を
欠か

く
。
譬た
と

え
ば
則
ち
人
遐か

陬す
う

僻へ
き

壤じ
ょ
う

に
生せ
い

長ち
ょ
う

し
て
、
通つ
う

都と

大だ
い
ゆ
う邑
に
走は
し

り
、
賢け
ん

士し

大だ
い

夫ふ

の

間あ
い
だ

に
周し
ゅ
う

旋せ
ん

し
、
風
俗
の
美び

、
人
物
の
雅が

を
觀み

ざ
る
者
は
、
郷き
ょ
う

俗ぞ
く

の
習な
ら
い

、
終し
ゅ
う

身し
ん

除の

ぞ
か
ず
、
其
の
智
も
亦
膚ふ

淺せ
ん

隘あ
い
ろ
う陋
、
動や
や

も
す
れ

ば
措そ

ち置
を
失う
し
な

う
。
故
に
語ご

孟も
う

詩し

書し
ょ

既
に
通つ
う

ず
る
の
後の
ち

は
、
必
ず
史
を
讀
ま
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。
多た

を
貪む
さ
ぼ

る
こ
と
勿な
か

れ
。
強き
ょ
う

記き

を
事
と
す
る
こ
と
勿
れ
。
但た

だ

古こ

今こ
ん

の
大だ

い

治ち

亂ら
ん

、
大だ

い

機き

會か
い

、
大だ

い
せ
い
は
い

成
敗
、
及
び
賢け

ん
じ
ん人

君く
ん

子し

の
讜と

う
ろ
ん論

懿い

行こ
う

に
於お

い

て
は
、
須す

べ
か
ら

く
歴れ

き
れ
き歴

記き

取し
ゅ

す
べ
し
」。
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（
口
語
訳
）

問
う
、「
私
は
普
段
も
っ
ぱ
ら
力
を
経
書
を
学
ぶ
こ
と
に
用
い
て
、『
史
記
』
や
『
漢
書
』、『
資
治
通
鑑
』
な
ど
の
歴
史
書
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
一
度
も
目
を
通
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る
人
は
、『
必
ず
歴
史
は
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
』
と
言
い

ま
す
。
又
あ
る
人
は
、『
す
で
に
経
書
に
通
じ
て
い
れ
ば
、
歴
史
を
読
む
必
要
は
な
い
』
と
言
い
ま
す
。
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
」。

答
え
、「
歴
史
は
世
の
中
の
治
乱
、
成
功
と
失
敗
の
例
の
集
積
で
あ
り
、
読
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。『
詩
経
』・『
書
経
』・『
春

秋
』
は
、
ど
れ
も
昔
の
聖
人
の
書
い
た
歴
史
で
あ
る
。
だ
か
ら
経
史
と
並
び
称
さ
れ
る
の
だ
。
も
し
歴
史
を
読
ま
な
け
れ
ば
、

ほ
ぼ
道
理
に
通
じ
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
の
知
は
限
ら
れ
た
狭
い
も
の
で
、
意
思
の
伸
び
や
か
さ
を
欠
い
て
い
る
。

例
え
ば
人
が
僻
地
に
育
っ
て
、
大
都
市
に
出
て
き
て
、
立
派
な
知
識
人
や
有
力
者
と
付
き
合
い
、
風
俗
の
美
し
さ
や
人
物
の
優

雅
さ
を
知
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
田
舎
の
風
俗
習
慣
は
死
ぬ
ま
で
抜
け
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
知
も
浅
は
か
で
狭
く
、
ど
う
か
す

る
と
措
置
を
誤
る
。
だ
か
ら
『
論
語
』・『
孟
子
』・『
詩
経
』・『
書
経
』
に
精
通
し
た
後
は
、
必
ず
歴
史
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
か
し
多
読
を
事
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
記
憶
す
る
こ
と
に
重
き
を
置
い
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
古
今
の
大
治
乱
、
大

き
な
画
期
、
大
き
な
成
功
と
失
敗
、
お
よ
び
賢
人
君
子
の
す
ぐ
れ
た
言
葉
や
徳
行
に
つ
い
て
は
、
全
て
は
っ
き
り
と
記
憶
し
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
解
説
）

巻
の
下
第
五
章
に
各
経
典
の
大
意
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
る
の
で
参
照
し
て
ほ
し
い
。
こ
の
章
以
下
、
読
書
の
方
法
と
い
う

観
点
か
ら
、
歴
史
を
ど
う
読
む
か
が
説
か
れ
て
い
く
。
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第
三
十
七
章

史し

を
讀
む
の
法ほ
う

を
問
う
。
曰い
わ

く
、「
經け
い

は
、
道
を
載の

す
る
者
な
り
。
史
は
、
道
を
以
て
之
を
裁さ
い

す
る
者
な
り
。
故
に
道
を
知
る

者
に
非あ
ら

ざ
れ
ば
、
則
ち
史
の
用よ
う

を
盡つ
く

す
こ
と
無
し
。
大お
お
よ
そ凡
史
を
讀
む
、
そ
く

水す
い

通つ

鑑が
ん

、
朱し
ゅ

子し

綱こ
う
も
く目
を
以
て
要よ
う

と
爲す

。
本ほ
ん
ま
つ末
相あ
い

貫つ
ら
ぬ

き
、

次し

第だ
い

相あ
い

承う

く
。
古こ

今こ
ん

の
治ち

亂ら
ん

成せ
い
は
い敗
、
犂り
ゅ
う

然ぜ
ん

と
し
て
畢こ
と
ご
と

く
見あ
ら

わ
る
。
謂い

っ
つ
べ
し
史し

か家
の
權け
ん
こ
う衡
な
り
と
。
一い
ち
だ
い代
の
治ち

亂ら
ん

得と
く
し
つ失
典て
ん

故こ

人じ
ん
ぶ
つ物
を
觀み

ん
と
欲ほ
っ

せ
ば
、
須す
べ
か
ら

く
正せ
い

史し

を
見
る
べ
し
。
萬ば
ん
も
く目
擧あ
が

っ
て
紀き

綱こ
う

正た
だ

し
か
ら
ざ
る
者
有
り
、
紀
綱
正た
だ

し
ゅ
う
し
て
人じ
ん

意い

に

滿み

た
ざ
る
者
有
り
、
紀
綱
萬
目
を
併あ
わ

せ
て
漫ま
ん
ぜ
ん然
と
し
て
統と
う

無
き
者
有
り
。
是
れ
史
を
看み

る
の
要よ
う

な
り
。
此こ
な
た方
の
學
者
、
大お
お

類む

ね

史
を
以
て
小し
ょ
う

説せ
つ

の
流り
ゅ
う

と
做な

し
て
看み

る
。
笑
う
べ
き
こ
と
甚は
な
は

だ
し
。
古
今
の
史し

臣し
ん

、
卓た
く
し
き識
有
る
者
寡す
く
な

し
。
其
の
著あ
ら

わ
す
所
の
論ろ
ん
さ
ん贊
、

膚ふ

淺せ
ん

冗じ
ょ
う

雜ざ
つ

、
觀み

る
に
足た

る
者
無
し
。
須
く
諸し
ょ
じ
ゅ儒
の
論ろ
ん

評ぴ
ょ
う

を
考
え
て
以
て
斷だ
ん

を
爲す

べ
し
。
但た
だ

其
の
間あ
い
だ

議ぎ

論ろ
ん

刻こ
く
は
く薄
反か
え

っ
て
實じ
つ

を
失う
し
な

う

者
有
り
。
辨べ
ん

ぜ
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。
史
を
讀
む
に
須
く
經
を
以
て
斷
と
爲
べ
し
。
史し

中ち
ゅ
う

よ
り
功く

夫ふ
う

を
作な

す
こ
と
勿な
か

れ
。
晦か
い

翁お
う

、
老ろ
う
せ
ん泉
父ふ

し子
の
學
、
皆
史し

き記

戰せ
ん
ご
く國
策さ
く

中ち
ゅ
う

よ
り
功
夫
を
作
す
こ
と
を
譏そ
し

る
。
又
東と
う
ら
い莱
の
博は
く
が
く學
純じ
ゅ
ん

正せ
い

を
以
て
、
猶な
お

其
の
全ぜ
ん

體た
い

史し

學が
く

な
る
こ
と
を
譏
る
。
皆
し
ん

門も
ん

頂ち
ょ
う
じ
ょ
う上
の
一い
っ
し
ん針
な
り
」。

注（
1
）　

司
馬
光
『
資
治
通
鑑
』。『
温
公
通
鑑
』
と
も
。
戦
国
時
代
始
め
か
ら
北
宋
建
国
ま
で
の
一
三
六
二
年
間
の
通
史
。
二
九
四
巻
。

（
2
）　

朱
子
『
資
治
通
鑑
項
目
』。
五
九
巻
。『
資
治
通
鑑
』
に
よ
っ
て
重
要
項
目
を
綱
と
し
て
立
て
、
そ
れ
に
朱
子
学
的
立
場
か
ら
詳
し
い

注
釈
で
あ
る
目
を
加
え
て
再
編
集
し
た
も
の
。

（
3
）　

司
馬
遷
の
『
史
記
』
以
降
、
各
王
朝
の
歴
史
を
紀
伝
体
で
記
す
史
書
。

（
4
）　

朱
子
の
こ
と
。

（
5
）　

蘇
洵
・
蘇
軾
父
子

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）
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（
6
）　

司
馬
遷
『
史
記
』

（
7
）　

前
漢
末
の
学
者
劉
向
（
前
七
七
―
六
）
が
撰
述
。
戦
国
時
代
の
遊
説
家
た
ち
の
献
策
や
言
論
を
国
別
に
編
集
し
た
も
の
。

（
8
）　

呂
祖
謙
。
巻
の
下
第
二
十
五
章
に
既
出
。

（
口
語
訳
）

歴
史
を
読
む
方
法
を
問
う
。

答
え
、「
経
書
は
、
道
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
史
書
は
、
道
に
よ
っ
て
歴
史
を
裁
く
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
道
を
知

る
者
で
な
け
れ
ば
、
史
書
の
効
用
を
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
史
書
を
読
む
に
は
、
司
馬
光
の
『
資
治
通
鑑
』・
朱
子
の
『
資

治
通
鑑
項
目
』
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
二
書
は
首
尾
一
貫
し
て
お
り
、
出
来
事
を
順
を
追
っ
て
記
し
て
い
る
。
古
今
の
治
乱
成

敗
が
す
べ
て
正
確
に
描
か
れ
て
い
る
。
歴
史
家
の
規
準
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
あ
る
一
つ
の
時
代
の
治
乱
・
得
失
・
故
実
・

人
物
を
知
り
た
い
な
ら
、
当
然
正
史
を
読
む
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
正
史
に
は
、
細
か
い
事
実
は
き
っ
ち
り
と
書
か
れ
て
は
い

る
が
根
本
の
要
綱
が
正
し
く
な
い
も
の
も
あ
れ
ば
、
根
本
の
要
綱
は
正
し
く
整
っ
て
い
る
が
、
そ
の
細
目
が
人
々
の
意
に
満
た

な
い
も
の
も
あ
り
、
要
綱
も
細
目
も
、
両
方
と
も
漫
然
と
し
て
ま
と
ま
り
の
な
い
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
違
い
を
読
み
取
る

の
が
史
書
を
読
む
う
え
で
の
要
点
で
あ
る
。
我
が
国
の
学
者
は
、
大
概
、
史
書
を
小
説
の
類
い
と
見
做
し
て
読
む
。
笑
止
千
万

で
あ
る
。
古
今
の
史
臣
で
優
れ
た
見
識
を
持
つ
も
の
は
少
な
い
。
彼
ら
の
書
い
た
史
実
に
関
す
る
評
論
は
、
浅
は
か
で
ま
と
ま

り
が
な
く
、
読
む
に
堪
え
な
い
。
必
ず
色
々
な
儒
者
の
論
評
を
参
考
に
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。
但
し
、
そ
れ
ら
の
中
に
も

議
論
が
厳
格
過
ぎ
て
、
逆
に
実
体
を
見
失
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
を
わ
き
ま
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
史
書
を
読
む
と
き
は
、

必
ず
経
書
を
参
考
に
し
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歴
史
そ
の
も
の
の
中
で
考
察
を
進
め
て
は
い
け
な
い
。
朱
子
は
蘇
洵
・

蘇
軾
親
子
の
学
問
が
、『
史
記
』
や
『
戦
国
策
』
に
基
づ
い
て
思
考
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
朱
子
は
ま
た
呂
祖
謙
の
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博
学
や
純
粋
さ
を
も
っ
て
し
て
も
、
そ
の
学
問
が
経
学
で
な
く
史
学
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
皆
核
心
を
つ
い
た

批
判
で
あ
る
」。

第
三
十
八
章

問
う
、「
古こ

今こ
ん

の
史し

き記
、
亦
巧こ
う
せ
つ拙
有
り
や
」。
曰い
わ

く
、「
昔
よ
り
司し

馬ば

遷せ
ん　

班は
ん

固こ

を
以
て
良り
ょ
う

史し

と
稱し
ょ
う

す
。
文ぶ
ん

章し
ょ
う

は
則
ち
之こ
れ

有
り
。

議ぎ
ろ
ん
た
い
せ
い

論
體
製
は
則
ち
未い
ま

だ
し
。
人
の
爲た

め
に
傳で
ん

を
立
つ
る
者
は
、
其
の
道ど
う
と
く徳
事じ

業ぎ
ょ
う

、
節せ
っ

操そ
う

行こ
う

義ぎ

、
萬ば
ん

世せ
い

に
師し

表ひ
ょ
う

た
る
に
足た

っ
て
、

而し
か

る
後の
ち

以
て
之
を
傳で
ん

す
べ
し
。
然し
か

ら
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
立
つ
べ
か
ら
ず
。
蘇そ

張ち
ょ
う

が
姦か
ん
け
い計
詐さ

謀ぼ
う

は
、
曠こ
う

古こ

の
罪ざ
い
に
ん人
な
り
。
史
遷

之
れ
が
爲
に
傳
を
立
つ
る
は
、
何
ぞ
や
。
司し

ば馬
相し
ょ
う

如じ
ょ

が
如
き
も
、
亦
傳
す
る
に
足
ら
ず
。
貨か

殖し
ょ
く

・
日に
っ
し
ゃ者
・
龜き

策さ
く

等と
う

の
傳
皆
然し
か

り
。

若も

し
此こ
こ

に
就つ

い
て
當
時
の
風ふ
う
ぞ
く俗
人じ
ん
ぶ
つ物
を
掲け
い

示じ

せ
ん
と
欲ほ
っ

せ
ば
、
須す
べ
か
ら

く
之
を
本ほ
ん

紀ぎ

世せ
い

家か

の
間あ
い
だ

に
散さ
ん
け
ん見
す
べ
し
。
別
に
傳
を
立
つ
べ

か
ら
ず
。
晉し
ん

の
孫そ
ん

恩お
ん

、
宋そ
う

の
李り

全ぜ
ん

等ら

は
、
盜と
う
ぞ
く賊
の
み
。
亦
別
に
傳
を
立
つ
る
者
は
、
何
ぞ
や
。
蓋け
だ

し
史
遷
俑よ
う

を
作つ
く

っ
て
、
後の
ち

の
史

臣
卓た
く
し
き識
無
し
。
故
に
其
の
例れ
い

を
改あ
ら
た

む
る
こ
と
能あ
た

わ
ず
。
青せ
い

史し

を
汚お
べ
つ

す
と
謂い

っ
つ
べ
し
。
班
固
が
五ご

行ぎ
ょ
う

志し

も
亦
然
り
。
其
の
記き

せ
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
者
は
、
當ま
さ

に
之
を
本
紀
に
附ふ

す
べ
し
。
其
の
志
を
設も
う

く
る
は
、
不ふ

か可
な
り
。
先
儒
范は
ん

曄よ
う

が
方ほ
う

伎ぎ

傳で
ん

を
著あ
ら

わ
す
を
以
て
、
深
く
非ひ

と
爲す

。
甚は
な
は

だ
是ぜ

な
り
。
唯た
だ

歐お
う

陽よ
う

公こ
う

の
五ご

代だ
い

史し

、
體た
い
せ
い製
議ぎ

論ろ
ん

、
實じ
つ

に
古
今
の
冠か
ん
べ
ん冕
爲た

り
。
讀よ

ま
ず

ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。
凡お
よ

そ
國こ
っ

家か

の
治ち

亂ら
ん

成せ
い

敗は
い

風ふ
う

俗ぞ
く

政せ
い

體た
い

に
關か
か
わ

り
、
百ひ
ゃ
く

代だ
い

の
鑑か
ん

戒か
い

と
爲す

る
に
足た

る
者
に
し
て
、
而し
か

る
後の
ち

紀き

す
べ

し
。
其
の
瑣さ

さ瑣
た
る
事じ

跡せ
き

、
小し
ょ
う
せ
つ説
稗は
い
か
ん官
に
入い

る
べ
き
者
は
、
書し
ょ

せ
ざ
る
を
是ぜ

と
爲す

。
是こ

れ
史
を
作つ
く

る
の
法
な
り
」。

注（
1
）　

前
漢
の
歴
史
家
（
前
一
四
五
―
八
六
？
）。『
史
記
』
を
著
し
た
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）
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（
2
）　

後
漢
初
期
の
歴
史
家
（
三
二
―
九
二
）。『
漢
書
』
を
著
し
た
。

（
3
）　

蘇
秦
と
張
儀
。
と
も
に
戦
国
時
代
の
権
謀
術
数
家
。
各
国
に
合
従
連
合
を
説
い
て
暗
躍
し
た
。

（
4
）　

前
漢
の
宮
廷
詩
人
（
前
一
七
九
―
一
一
七
）。

（
5
）　

東
晋
末
に
起
こ
っ
た
宗
教
一
揆
、
孫
恩
の
乱
の
首
謀
者
。

（
6
）　

南
宋
末
期
の
反
乱
集
団
の
首
領
。

（
7
）　

南
宋
の
政
治
家
、
歴
史
家
（
三
九
八
―
四
四
五
）。『
後
漢
書
』
を
著
し
た
。

（
8
）　

医
術
、
神
仙
術
、
占
い
な
ど
不
思
議
な
能
力
を
持
つ
人
。

（
9
）　

欧
陽
修
（
一
〇
〇
七
―
七
二
）。『
五
代
史
』
を
著
し
た
。

（
口
語
訳
）

問
う
、「
古
今
の
歴
史
書
に
、
巧
拙
は
あ
り
ま
す
か
」。

答
え
、「
昔
か
ら
司
馬
遷
と
班
固
の
書
が
良
史
と
さ
れ
て
い
る
。
文
章
は
確
か
に
そ
の
通
り
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
議
論
や

構
成
は
不
十
分
で
あ
る
。
誰
か
の
伝
記
を
『
列
伝
』
と
し
て
記
す
の
な
ら
ば
、
そ
の
人
の
道
徳
や
事
業
、
節
操
や
品
行
が
、
万

世
に
わ
た
っ
て
模
範
と
な
る
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
い
時
は
、
伝
記
を
記
し
て
は
な
ら
な
い
。
戦
国
時
代
の

蘇
秦
と
張
儀
の
悪
だ
く
み
や
陰
謀
は
、
史
上
稀
に
見
る
罪
人
の
所
業
で
あ
る
。
司
馬
遷
が
彼
ら
の
伝
記
を
書
き
遺
し
た
の
は
ど

う
い
う
こ
と
か
。
司
馬
相
如
の
よ
う
な
者
も
、
や
は
り
伝
記
を
遺
す
に
は
価
し
な
い
。
財
産
家
・
占
星
術
者
・
占
い
師
等
の
伝

記
も
同
様
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
等
を
記
す
こ
と
で
当
時
の
風
俗
や
人
物
を
表
そ
う
と
す
る
の
な
ら
、
そ
れ
を
『
本
紀
』
や
『
世

家
』
の
中
に
散
見
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
別
に
伝
を
立
て
る
必
要
は
な
い
。
晋
の
孫
恩
、
宋
の
李
全
等
は
、
盗
賊
に
す
ぎ
な
い
。

わ
ざ
わ
ざ
別
に
伝
を
立
て
る
と
は
何
ご
と
か
。
思
う
に
司
馬
遷
が
悪
い
先
例
を
作
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
後
の
史
臣
に
は
優
れ
た

見
識
を
持
つ
者
が
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
先
例
を
改
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
歴
史
を
汚
し
た
と
い
う
べ
き
で
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あ
る
。
班
固
が
『
漢
書
』
の
中
に
、『
五
行
志
』
と
し
て
奇
怪
な
出
来
事
を
記
録
し
た
の
も
同
様
で
あ
る
。
記
録
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
事
柄
が
あ
れ
ば
、
当
然
『
本
紀
』
に
書
く
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
『
志
』
を
設
け
る
こ
と
は
、
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
。
南
宋
の
羅ら

大だ
い
け
い経
は
、
范
曄
が
『
後
漢
書
』
に
『
方
伎
伝
』
を
著
わ
し
た
の
を
、
非
常
に
悪
い
こ
と
だ
と
し
た
。
ま
さ
に
そ

の
通
り
で
あ
る
。
た
だ
欧
陽
修
の
『
五
代
史
』
は
、
構
成
・
議
論
共
に
、
実
に
古
今
の
史
書
の
中
で
最
も
優
れ
た
も
の
で
あ
る
。

読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
よ
そ
史
書
と
い
う
も
の
は
、
国
家
の
治
乱
・
成
敗
・
風
俗
・
政
治
に
関
わ
り
、
百
代
の
手
本
と

す
る
に
足
る
も
の
で
あ
っ
て
、
初
め
て
そ
れ
を
記
録
す
べ
き
で
あ
る
。
些
細
な
事
柄
や
、
小
説
奇
談
に
載
せ
る
べ
き
事
柄
な
ど

は
書
か
な
い
こ
と
が
正
し
い
。
こ
れ
が
歴
史
を
書
く
と
き
の
規
範
で
あ
る
」。

（
解
説
）

司
馬
遷
の
『
史
記
』
は
紀
伝
体
で
書
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
中
国
の
正
史
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
。
紀
伝
体
は
、
代
々
の
皇
帝

の
事
績
を
記
し
た
「
本
紀
」
を
中
心
と
し
、
皇
帝
に
仕
え
た
家
臣
た
ち
の
家
の
歴
史
で
あ
る
「
世
家
」、
そ
の
時
代
の
傑
出
し
た

人
物
の
伝
記
で
あ
る
「
列
伝
」
な
ど
が
そ
の
周
り
に
配
さ
れ
る
と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
「
志
」
と
い
う
の
は
、
そ

の
時
代
の
制
度
や
礼
楽
な
ど
文
化
史
的
な
も
の
の
記
述
で
あ
る
。
後
の
正
史
は
、
こ
れ
ら
を
皆
完
備
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
す
べ
て
こ
の
紀
伝
体
で
書
か
れ
て
い
る
。

司
馬
遷
が
悪
い
例
を
作
っ
た
と
仁
斎
が
い
う
の
は
、「
列
伝
」
の
な
か
に
、
こ
の
章
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
他
に
も
、
刺
客
列
伝
、

游
俠
列
伝
な
ど
、
必
ず
し
も
道
徳
的
模
範
に
な
ら
な
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
な
か
で
も
仁
斎
が
批
判
す
る
の

は
、
陰
陽
五
行
説
に
基
づ
い
て
奇
怪
な
出
来
事
を
解
説
し
た
り
、
占
星
術
や
妖
術
な
ど
を
記
録
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
孔
子
は

決
し
て
「
怪
力
乱
神
」
に
つ
い
て
語
ら
な
か
っ
た
。
仁
斎
が
特
に
『
漢
書
』
の
「
五
行
志
」
や
『
後
漢
書
』
の
「
方
伎
伝
」
を
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挙
げ
て
い
る
の
は
、
歴
史
記
述
に
そ
の
よ
う
な
も
の
を
持
ち
込
ん
で
は
な
ら
な
い
と
い
う
合
理
主
義
の
表
わ
れ
と
も
い
え
よ
う
。

仁
斎
に
と
っ
て
「
歴
史
」
と
は
あ
く
ま
で
も
人
間
世
界
の
出
来
事
で
あ
り
、
そ
こ
に
奇
妙
不
思
議
の
出
来
事
は
あ
る
は
ず
が
な

い
の
で
あ
る
。

第
三
十
九
章

問
う
、「
學が
く
し
ゃ者
好
ん
で
詩
を
作
る
、
道
に
害が
い

無
き
や
否い
な

や
」。
曰い
わ

く
、「
詩
は
性せ
い

情じ
ょ
う

を
吟ぎ
ん
え
い詠
す
。
之
を
作
る
も
固ま
こ
と

に
好
し
。
作
ら

ざ
る
も
亦
害が
い

無
し
。
古
人
六り
く
げ
い藝
を
以
て
人
に
教お
し

う
。
甚は
な
は

だ
意い

し思
有
り
。
人
と
し
て
藝げ
い

無
き
と
き
は
、
必か
な
ら

ず
材ざ
い

を
成
す
こ
と
能あ
た

わ

ず
。
其
の
人
も
亦
知し

ん
ぬ
べ
し
。
醫い

書し
ょ

に
云
う
、『
五ご

か菓
以
て
輔ほ

と
爲す

』。
然し
か

れ
ど
も
多
く
食く
ら

う
と
き
は
、
必
ず
害
有
り
。
詩
は

藝げ
い

中ち
ゅ
う

の
雅が

翫が
ん

な
り
と
雖い
え

ど
も
、
然し
か

れ
ど
も
甚は
な
は

だ
嗜こ
の

む
と
き
は
、
則
ち
必
ず
害
有
り
。
若も

し
夫そ

れ
山さ
ん
り
ん林
の
隱い
ん

士し

、
遺い

世せ
い

營い
と
な

み
無な

き

の
徒と
も
が
ら

は
、
聊い
さ
さ
か

懷か
い

を
詠え
い

じ
情じ
ょ
う

を
抒の

べ
、
其
の
幽ゆ
う

鬱う
つ

無ぶ

聊り
ょ
う

の
心こ
こ
ろ

を
發は
っ

す
る
、
固ま
こ
と

に
可か

な
り
。
公こ
う

卿け
い

將し
ょ
う

相し
ょ
う

、
學が
く

士だ

大た
い

夫ふ

、
身み

職し
ょ
く

務む

有
る

者
、
苟い
や

し
く
も
心
を
詩
に
溺お
ぼ

ら
す
と
き
は
、
則
ち
志
こ
こ
ろ
ざ
し

荒す
さ

み
業ぎ
ょ
う
や
ぶ

る
。
戒い
ま
し

む
べ
し
」。

（
口
語
訳
）

問
う
、「
学
者
は
好
ん
で
詩
を
作
り
ま
す
が
、
道
を
学
ぶ
こ
と
に
害
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
」。

答
え
、「
詩
は
人
の
本
性
や
感
情
を
吟
詠
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
作
る
の
は
ま
こ
と
に
良
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
作

ら
な
く
て
も
害
は
な
い
。
古
人
は
六
芸
（
礼
・
楽
・
射
・
書
・
御
・
数
）
を
も
っ
て
人
に
教
え
た
。
深
い
考
え
が
あ
っ
て
の
こ

と
で
あ
る
。
人
と
し
て
な
ん
の
芸
も
な
け
れ
ば
、
才
能
を
伸
ば
す
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
人
物
と
し
て
の
器
量
も
同
じ
で
あ
る
。

医
学
書
に
、『
五
種
類
の
果
物
に
よ
っ
て
穀
物
の
補
助
と
す
る
』
と
あ
る
。
し
か
し
果
物
を
食
べ
過
ぎ
る
と
、
必
ず
害
が
あ
る
。
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そ
れ
と
同
様
に
、
詩
は
芸
の
中
で
も
上
品
な
遊
び
で
あ
る
が
、
好
み
す
ぎ
る
と
必
ず
害
が
あ
る
。
例
え
ば
山
林
に
隠
棲
す
る
人

や
世
を
捨
て
て
仕
事
も
な
い
よ
う
な
人
が
、
自
分
の
思
い
や
感
情
を
歌
い
、
や
る
せ
な
い
心
を
晴
ら
す
の
な
ら
良
い
が
、
高
位

の
貴
族
や
将
軍
、
大
臣
、
知
識
人
、
官
僚
等
、
公
職
に
つ
い
て
い
る
も
の
が
、
心
を
詩
に
溺
れ
さ
せ
る
な
ら
ば
、
志
は
な
お
ざ

り
と
な
り
、
仕
事
を
怠
る
。
戒
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

第
四
十
章

問
う
、「
文ぶ
ん

を
作つ
く

る
如い
か
ん何
」。
曰い
わ

く
、「
詩
は
三
百
篇
に
起お
こ

る
、
文
は
尚し
ょ
う

書し
ょ

に
本も
と

づ
く
。
詩
は
以
て
志
こ
こ
ろ
ざ
し

を
言
う
、
文
は
以
て
道

を
明あ
き

ら
か
に
す
。
其
の
用よ
う

同お
な

じ
か
ら
ず
。
詩
は
之
を
作
る
固ま
こ
と

に
可か

な
り
。
作
ら
ざ
る
も
亦
害が
い

無
し
。
文
の
若ご
と

き
は
必か
な
ら

ず
作
ら
ず

ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。
言げ
ん

に
非あ
ら

ざ
れ
ば
以
て
志
こ
こ
ろ
ざ
し

を
述の

ぶ
る
こ
と
無
し
。
文
に
非あ
ら

ざ
れ
ば
以
て
道
を
傳つ
た

う
る
こ
と
無
し
。
學ま
な

ん
で

文ぶ
ん

無
き
は
、
猶な
お

口く
ち

有
っ
て
言
う
こ
と
能あ
た

わ
ざ
る
が
ご
と
し
。
然し
か

れ
ど
も
文
の
律り
つ

に
入い

る
亦
難か
た

し
。
司し

馬ば

遷せ
ん

・
董と
う

仲ち
ゅ
う

舒じ
ょ

・
劉り
ゅ
う

向き
ょ
う

・

班は
ん

固こ

を
以
て
正
と
爲す

。
韓か
ん

柳り
ゅ
う

歐お
う

曾そ
う

二に

そ蘇
が
文
、
皆
法ほ
う

の
在あ

る
所
、
熟じ
ゅ
く

讀と
く

せ
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。
方ほ
う
せ
い
が
く

正
學
・
王お
う

遵じ
ゅ
ん

巖が
ん

・
歸き

震し
ん

川せ
ん

等ら

、
皆
近き
ん
せ
い世
の
大た
い

家か

、
正た
だ

し
ゅ
う
し
て
法ほ
う

有
り
。
必
ず
之
を
讀
む
べ
し
。
文
は
詔し
ょ
う

奏そ
う

論ろ
ん
せ
つ説
を
以
て
要よ
う

と
爲す

。
記き

序じ
ょ

志し

傳で
ん

之
に
次つ

ぐ
。
尺せ
き
と
く牘
の
類る
い

は
、
文
と
爲す

る
に
足た

ら
ず
。
賦ふ

騷そ
う

及
び
一い
っ
さ
い
か
ん

切
間
戲ぎ

無む

益え
き

の
文も
ん

字じ

、
皆
作
る
べ
か
ら
ず
。
甚は
な
は

だ
道
に
害が
い

あ
り
。
葉し
ょ
う

水す
い
し
ん心
が
曰
く
、『
文
を
作つ
く

っ
て
世せ

教き
ょ
う

に
關か

か
ら
ず
ん
ば
、
工た
く
み

な
り
と
雖い
え

ど
も
益え
き

無な

し
』
と
。
此こ

れ
文
を
作
る
の
律り
つ

、
亦
文
を
看み

る

の
縄じ
ょ
う

尺し
ゃ
く

な
り
」。

注（
1
）　

第
三
十
八
章
（
注
）
1
参
照
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）
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（
2
）　

前
漢
の
学
者
（
前
一
七
六
―
一
〇
四
）。
巻
の
中
第
七
十
六
章
参
照
。

（
3
）　

第
三
十
七
章
（
注
）
7
参
照
。

（
4
）　

第
三
十
八
章
（
注
）
2
参
照
。

（
5
）　

韓
愈
、
柳
宗
元
、
欧
陽
修
、
曾
鞏
、
蘇
軾
、
蘇
轍
の
六
人
。
曾そう
鞏きょ
うは

北
宋
の
文
人
（
一
〇
一
九
―
八
三
）。
こ
れ
に
王
安
石
と
蘇
洵

を
加
え
て
唐
宋
八
大
家
と
呼
ば
れ
る
。

（
6
）　

方
孝
孺
。
第
十
二
章
（
注
）
9
参
照
。

（
7
）　

王
遵
巖
（
一
五
〇
九
―
五
九
）。
明
代
の
文
人
。

（
8
）　

明
代
の
文
人
（
一
五
〇
六
―
七
一
）。

（
9
）　

葉
適
（
一
二
五
〇
―
一
三
二
三
）。
南
宋
の
文
人
。

（
口
語
訳
）

問
う
、「
文
を
作
る
こ
と
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
す
か
」。

答
え
、「
詩
は
『
詩
経
』
三
百
篇
に
始
ま
り
、
文
は
『
書
経
』
に
本
源
が
あ
る
。
詩
は
志
を
述
べ
る
も
の
で
あ
り
、
文
は
道
を

明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
役
割
は
同
じ
で
は
な
い
。
詩
を
作
る
こ
と
は
ま
こ
と
に
良
い
こ
と
で
あ
が
、
作
ら
な
く
て

も
害
は
な
い
。
し
か
し
文
は
必
ず
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
葉
で
な
け
れ
ば
志
を
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
文
に
よ
ら

な
け
れ
ば
道
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
学
ん
で
文
を
作
ら
な
い
の
は
、
口
が
あ
る
の
に
物
が
言
え
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
文
章
を
書
く
規
範
を
修
得
す
る
の
は
難
し
い
。
司
馬
遷
・
董
仲
舒
・
劉
向
・
班
固
の
文
章
を
正
し
い
文
章
と
す
る
。

韓
愈
・
柳
宗
元
・
欧
陽
脩
・
曾
鞏
・
蘇
軾
・
蘇
轍
の
文
は
、
ど
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
基
づ
く
規
範
が
あ
り
、
熟
読
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
方
正
学
・
王
遵
巌
・
歸
震
川
な
ど
は
皆
、
近
世
明
代
の
大
家
で
、
正
し
い
規
範
を
持
っ
て
い
る
。
必
ず
こ
れ
ら
を
読
ま

ね
ば
な
ら
な
い
。
文
の
中
で
は
、
天
子
の
詔
勅
や
上
奏
文
、
議
論
が
重
要
で
あ
る
。
由
来
や
形
状
を
し
る
す
記
、
序
文
、
記
念
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の
文
で
あ
る
志
、
伝
記
が
こ
れ
に
次
ぐ
も
の
で
あ
る
。
書
状
の
類
い
は
、
文
と
は
言
え
な
い
。
賦
や
騒
な
ど
の
韻
文
、
お
よ
び

全
て
の
暇
つ
ぶ
し
で
無
益
の
文
章
は
作
っ
て
は
な
ら
な
い
。
道
に
と
っ
て
非
常
に
害
が
あ
る
。
葉
水
心
が
『
文
を
作
っ
て
世
の

人
々
の
教
え
と
な
ら
な
い
も
の
は
、
巧
み
な
文
で
あ
っ
て
も
役
に
立
た
な
い
』
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
文
を
作
る
上
で
の
規

範
で
あ
り
、
ま
た
文
を
読
む
上
で
の
基
準
で
あ
る
」。

（
解
説
）

中
村
幸
彦
氏
は
、
こ
の
章
の
「
文
の
若
き
は
必
ず
作
ら
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。
言
に
非
ざ
れ
ば
以
て
志
を
述
ぶ
る
こ
と
無

し
。
文
に
非
ざ
れ
ば
以
て
道
を
傳
う
る
こ
と
無
し
。
學
ん
で
文
無
き
は
、
猶
口
有
っ
て
言
う
こ
と
能
わ
ざ
る
が
ご
と
し
」
と
い

う
文
章
を
引
い
て
、「
徂
徠
の
『
訳
筌
』
は
漢
文
和
訳
の
為
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
古
義
堂
の
『
字
訣
』
は
、
そ
れ
と
は
逆
に
漢

作
文
の
為
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
た
し
か
に
古
義
堂
で
行
わ
れ
て
い
た
訳
文
会
は
、
漢
文
を
読
み
下
す
だ
け
で
は
な
く
、

そ
れ
を
再
び
元
の
漢
文
に
戻
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
漢
文
を
書
く
際
に
間
違
い
や
す
い
と
こ
ろ
を
学
ん
で
い
く
方
法
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
唐
宋
八
大
家
以
下
の
文
人
の
名
前
は
、
お
そ
ら
く
訳
文
会
で
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

第
四
十
一
章

問
う
、「
詩
文
編
集
甚は

な
は

だ
多
し
。
孰い

ず

れ
を
か
正せ

い

を
得え

た
り
と
爲す

る
」。
曰い

わ

く
、「
三
百
篇
の
後の

ち

、
唯た

だ

漢か
ん

魏ぎ

の
際さ

い

、
遺い

響き
ょ
う

尚な
お

存そ
ん

す
。

厥そ

の
後の
ち

唯
杜と

少し
ょ
う

陵り
ょ
う

子し

が
作さ
く

、
庶ち

か幾
し
と
爲な

す
。
蓋け
だ

し
古こ

人じ
ん

の
詩
は
、
皆
咨し

さ嗟
詠え
い
た
ん歎
の
餘よ

に
發は
つ

し
て
、
一い
つ

も
事じ

實じ
つ

に
非あ
ら

ざ
る
者
無

し
。
謂い
わ

ゆ
る
性せ
い

情じ
ょ
う

に
本も
と

づ
く
と
い
う
、
是こ

れ
の
み
。
後こ
う
じ
ん人
の
事こ
と

無の

う
し
て
強し

い
て
作
る
が
若ご
と

き
に
非あ
ら

ず
。
其
の
感か
ん
た
く托
す
る
所
無

（
1
）
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う
し
て
、
徒い
た
ず

ら
に
光
景
に
流り
ゅ
う

連れ
ん

し
、
物ぶ
っ

象し
ょ
う

を
摸も

寫し
ゃ

す
る
者
は
、
状か
た

ど
り
難が
た

き
の
景け
い

を
寫う
つ

し
て
、
目も
く
ぜ
ん前
に
在あ

る
が
如
し
と
雖い
え

ど
も
、

畢ひ
っ

竟き
ょ
う

徒と

作さ
く

の
み
。
風ふ
う
う
ん雲
月げ
つ

露ろ

、
山さ
ん
せ
ん川
草そ
う
も
く木
、
本も

と
天
地
自お
の
ず
か

ら
有あ

る
の
物
、
詩
人
の
之
を
摸
寫
す
る
こ
と
を
須も
ち

い
ず
。
唯
杜と

甫ほ

平へ
い
ぜ
い生
國
を
憂う
れ

え
民
を
愛あ
い

し
、
忠ち
ゅ
う

憤ふ
ん

感か
ん
げ
き激
、
一い
つ

に
皆
之
を
詩
に
寓ぐ
う

す
。
世よ

詩し

し史
と
稱し
ょ
う

す
。
故
に
杜と

詩し

の
妙み
ょ
う

、
巧こ
う
せ
つ拙
の
間あ
い
だ

に
在あ

ら
ず

し
て
、
眞し
ん

情じ
ょ
う

盈え
い
い
つ溢
し
て
、
歇や

み
止や

む
べ
ら
か
ず
、
托た
く

物ぶ
つ

比ひ

興き
ょ
う

に
意い

無
う
し
て
、
托
物
比
興
、
在
ら
ず
と
い
ふ
所
無
き
に
在
り
。

後こ
う
せ
い世
或あ
る
い

は
其
の
質し
つ

野や

に
近
き
を
譏そ
し

り
、
或あ
る
い

は
其
の
間あ
い
だ

村そ
ん
ろ
う陋
の
句く

有
る
を
誚そ
し

る
。
明み
ん

の
鄭て
い

善ぜ
ん

夫ぷ

に
至い
た

っ
て
は
、
亦
褒ほ
う
へ
ん貶
是ぜ

ひ非
、
少す
こ

し
も
假か

借し
ゃ
く

せ
ず
。
後
世
徒い
た
ず

ら
に
詩し

か家
の
縄じ
ょ
う

墨ぼ
く

を
以
て
之
を
糾た
だ

す
こ
と
を
知
っ
て
、
此こ

れ
反か
え

っ
て
是こ

れ
其
の
妙み
ょ
う

處し
ょ

な
る
こ
と
を
知

ら
ず
。
李り

白は
く

詩し

に
神し
ん

な
り
と
雖い
え

ど
も
、
其
の
意い

識し

り
易や
す

し
。
杜
詩
に
至
っ
て
は
、
註ち
ゅ
う

す
る
者
亡す
べ
て慮
數す
う

十じ
っ
か家
。
是
れ
李
が
及
ば
ざ

る
所
。
人
の
感
ず
る
所
自お
の
ず
か

ら
異こ
と

な
る
を
以
て
な
り
。
文
に
至
っ
て
は
、
則
ち
蕭し
ょ
う

統と
う

が
文も
ん
ぜ
ん選
を
本も
と

と
爲す

。
然し
か

れ
ど
も
識し
っ

見け
ん

正た
だ

し
か

ら
ず
、
銓せ
ん
た
く擇
精く
わ

し
か
ら
ず
。
多
く
淫い
ん

麗れ
い

蕪ぶ

蔓ま
ん

實じ
つ
よ
う用
に
益
無
き
者
を
載の

す
。
甚は
な
は

學が
く
し
ゃ者
に
害が
い

あ
り
。
特た
だ

東と
う
ら
い莱
の
文ぶ
ん
か
ん鑒
、
西せ
い
ざ
ん山
の

正せ
い
そ
う宗
、
正せ
い

を
得
た
り
と
爲す

。
然し
か

れ
ど
も
正せ
い

宗そ
う

中ち
ゅ
う

、
猶な
お

退た
い

之し

が
畫が

の
記き

等と
う

を
載の

す
る
、
則
ち
未い
ま

だ
純じ
ゅ
ん
ぜ
ん善
な
り
と
謂い

う
べ
か
ら
ず
。

呉ご

訥と
つ

が
辨べ
ん
た
い體
、
愼し
ん

蒙も
う

が
明み
ん
ぶ
ん
そ
く

文
則
、
稍や
や

可か

な
り
」。

注（
1
）　

杜
甫
（
七
一
二
―
七
〇
）。
盛
唐
の
詩
人
。

（
2
）　

明
の
文
人
、
画
家
（
一
四
八
五
―
一
五
二
三
）。

（
3
）　

盛
唐
の
詩
人
（
七
〇
一
―
七
六
二
）。

（
4
）　

南
朝
梁
の
昭
明
太
子
（
五
〇
一
―
三
一
）。
春
秋
戦
国
時
代
か
ら
南
北
朝
時
代
ま
で
の
賦
・
詩
・
文
を
ジ
ャ
ン
ル
別
に
収
録
し
た
詩
文

集
『
文
選
』
三
十
巻
を
編
集
し
た
。

（
5
）　

呂
祖
謙
。
第
二
十
五
章
（
注
）
2
参
照
。『
宋
文
鑑
』（『
皇
朝
文
鑑
』
と
も
）
百
五
十
巻
を
撰
述
し
た
。

（
6
）　

真
徳
秀
（
一
一
七
八
―
一
二
三
五
）。
南
宋
の
学
者
。
唐
宋
の
文
章
を
ジ
ャ
ン
ル
別
に
選
ん
だ
『
文
章
正
宗
』
を
撰
述
。

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）



 235 伊藤仁斎『童子問』を読む（四）

（
7
）　

韓
愈
の
「
画
の
記
」。
韓
愈
に
つ
い
て
は
巻
の
上
第
五
十
五
章
解
説
参
照
。

（
8
）　

明
の
学
者
呉
訥
（
一
三
七
二
―
一
四
五
七
）
の
『
文
章
弁
体
』
五
十
巻
。

（
9
）　

明
の
学
者
愼
蒙
（
一
五
一
〇
―
八
一
）
の
『
皇
明
文
則
』
二
十
巻
。

（
口
語
訳
）

問
う
、「
詩
や
文
の
作
品
集
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
ど
れ
が
正
し
い
も
の
で
し
ょ
う
か
」。

答
え
、「『
詩
経
』
三
百
篇
の
後
、
漢
か
ら
三
国
の
魏
に
か
け
て
は
、『
詩
経
』
の
余
韻
が
ま
だ
残
っ
て
い
た
。
そ
の
後
は
杜
甫

の
作
品
が
『
詩
経
』
に
近
い
と
い
え
る
。
思
う
に
古
人
の
詩
は
、
嘆
き
や
感
動
が
溢
れ
出
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
、

全
て
事
実
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
『
詩
は
人
情
に
基
づ
く
』
と
い
う
の
が
す
べ
て
で
あ
る
。
後
世
の
人
が
、
事
実
が
な
い
の
に
無

理
や
り
詩
を
作
る
の
と
は
違
う
。
感
情
を
こ
め
る
こ
と
も
な
く
、
た
だ
景
色
を
描
き
続
け
、
物
の
か
た
ち
を
模
写
す
る
も
の
は
、

形
容
し
に
く
い
景
色
を
目
前
に
あ
る
か
の
よ
う
に
描
写
し
て
見
せ
て
も
、
結
局
は
無
駄
な
作
品
で
あ
る
。
風
雲
月
露
、
山
川
草

木
な
ど
は
、
も
と
も
と
天
地
に
自
然
に
存
在
す
る
も
の
で
、
詩
人
が
模
写
し
て
作
品
に
す
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
杜
甫
は
、
つ

ね
に
国
を
憂
え
て
民
を
愛
し
、
衷
心
か
ら
の
憤
り
や
感
激
を
詩
に
託
し
た
。
世
の
人
は
彼
を
詩
史
（
詩
に
よ
っ
て
歴
史
を
書
く

人
）
と
呼
ぶ
。
そ
れ
ゆ
え
杜
甫
の
詩
の
素
晴
ら
し
さ
は
、
巧
拙
な
ど
と
い
う
技
巧
的
な
こ
と
で
は
な
く
、
真
情
が
満
ち
溢
れ
て

と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
物
に
託
し
て
心
情
を
詠
も
う
と
意
図
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
物
に
託
さ
れ
た
心
情
が
す
べ
て

に
行
き
渡
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
。
後
世
、
あ
る
人
は
そ
の
詩
が
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
質
朴
で
あ
る
と
批
判
し
、
又
あ

る
人
は
そ
の
詩
の
中
に
田
舎
っ
ぽ
く
あ
か
抜
け
な
い
も
の
が
あ
る
と
批
判
す
る
。
明
の
鄭
善
夫
に
至
っ
て
は
、
褒
め
た
り
貶
し

た
り
肯
定
し
た
り
否
定
し
た
り
と
、
全
く
容
赦
が
な
い
。
後
世
は
た
だ
職
業
詩
人
の
基
準
で
杜
甫
の
詩
を
批
判
し
た
り
し
て
い

る
が
、
実
は
そ
こ
が
彼
の
詩
の
優
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
を
分
っ
て
い
な
い
。
李
白
は
詩
の
天
才
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
は
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判
り
や
す
い
。
一
方
杜
甫
の
詩
と
な
る
と
、
注
釈
す
る
者
が
お
よ
そ
数
十
人
も
い
る
。
こ
れ
は
李
白
が
到
底
及
ば
な
い
と
こ
ろ

で
あ
り
、
杜
甫
の
詩
に
人
々
が
感
ず
る
と
こ
ろ
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
文
に
関
し
て
は
蕭
統
が
編
纂
し
た
『
文
選
』

を
基
本
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
見
識
は
正
し
く
な
く
、
選
び
方
も
行
き
届
い
て
い
な
い
。
過
度
に
飾
り
立
て
、
だ
ら
だ
ら
と
冗

長
で
、
実
用
に
役
立
た
な
い
文
を
多
く
載
せ
て
い
る
。
学
ぶ
者
に
大
い
に
害
が
あ
る
。
た
だ
、
呂
祖
謙
の
編
ん
だ
『
宋
文
鑑
』、

真
徳
秀
の
編
ん
だ
『
文
章
正
宗
』
は
、
正
し
い
選
択
が
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
『
文
章
正
宗
』
の
中
に
も
、
な
お
韓
愈
が
た
わ

む
れ
に
書
い
た
「
画
の
記
」
等
を
載
せ
て
い
る
の
は
、
純
粋
に
正
し
い
と
は
言
い
難
い
。
呉
訥
の
『
文
章
弁
体
』、
慎
蒙
の
『
皇

明
文
則
』
は
ま
あ
ま
あ
で
あ
る
」。

（
解
説
）

前
章
に
続
き
仁
斎
の
文
章
論
と
し
て
重
要
な
章
で
あ
る
。
仁
斎
は
杜
甫
の
詩
を
最
も
高
く
評
価
し
た
。
そ
れ
は
東
涯
に
も
引

き
継
が
れ
て
い
る
。
最
後
に
挙
げ
ら
れ
た
呉
訥
の
『
文
章
弁
体
』
は
文
体
論
で
あ
り
、
の
ち
に
東
涯
に
よ
っ
て
和
刻
版
が
出
版

さ
れ
て
い
る
。
や
が
て
こ
れ
ら
の
中
国
の
文
章
論
が
、
東
涯
『
授
幼
文
規
』
な
ど
の
作
文
入
門
書
に
結
実
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

第
四
十
二
章

問
う
、「
今き
ん

時じ

の
學が
く

者し
ゃ

、
何
ぞ
聖せ
い
が
く學
に
志
す
者
の
少す
く
の

う
し
て
、
雜ざ
つ
が
く學
を
好
む
者
の
多
き
や
」。
曰い
わ

く
、「
豪ご
う
け
つ傑
な
る
者
は
少
う
し

て
、
庸よ

う
ざ
い材

な
る
者
は
多
し
。
古こ

今こ
ん

皆
然
り
。
予よ

鷹た
か

を
養
う
者
の
説せ

つ

を
聞
く
。
鷹た

か

の
捷さ

と

き
者
は
必か

な
ら

ず
先
ず
鶴つ

る

の
最
も
大だ

い

な
る
者
を

撃う

つ
。
其
の
捷
か
ら
ざ
る
者
は
、
必
ず
鶴
の
小し
ょ
う

な
る
者
を
見
て
之
を
撃
つ
。
鷹
の
最
も
神し
ん

俊し
ゅ
ん

な
る
者
を
、
海か
い
と
う東
青せ
い

と
號ご
う

す
。
建け
ん

酋し
ゅ
う

に
産さ
ん

す
。
海か
い
だ
い内
得う

べ
か
ら
ず
。
韓か
ん
お
う歐
古こ

文ぶ
ん

を
好
む
者
既す
で

に
少す
く
な

し
。
伊い

洛ら
く

の
學が
く

に
志
す
者
益ま
す
ま
す

少す
く
な

し
。
況い
わ

ん
や
孔
孟
の
正せ
い
が
く學
に
志

（
1
）
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す
者
は
、
千せ
ん
ば
ん萬
人に
ん

中ち
ゅ
う

の
一い
ち
に
ん人
の
み
。
其
の
韓
歐
古
文
を
好
む
者
は
、
鶴
の
稍や
や

小
な
る
者
を
撃
つ
の
類る
い

な
り
。
伊
洛
の
學
に
志
す

者
は
、
鷹
の
捷
き
者
な
り
。
孔
孟
の
正
學
に
志
す
者
は
、
建
酋
の
海
東
青
な
り
。
其
の
雜
學
詞し

章し
ょ
う

記き

誦し
ょ
う

の
類
を
好
む
者
は
、
亦

小し
ょ
う

隼じ
ゅ
ん

の
麻ま

雀じ
ゃ
く

鶉じ
ゅ
ん

鸚あ
ん

を
撃
つ
の
類
の
み
。
貴と
う
と

ぶ
に
足た

ら
ず
。
子し

其そ

れ
自み
ず
か

ら
勵は
げ

む
所
を
知
ら
ざ
る
べ
け
ん
や
」。

注（
1
）　

韓
愈
と
欧
陽
修
の
提
唱
し
た
古
文
文
体
。

（
2
）　

程
顥
・
程
頤
が
伊
水
と
洛
水
の
間
に
い
た
こ
と
か
ら
程
氏
や
朱
子
の
学
問
を
指
す
。

（
口
語
訳
）

問
う
、「
最
近
の
学
者
は
、
ど
う
し
て
聖
人
の
学
問
に
志
す
者
が
少
な
く
、
雑
学
を
好
む
者
が
多
い
の
で
し
ょ
う
か
」。

答
え
、「
豪
傑
は
少
な
く
、
凡
人
は
多
い
。
古
今
み
な
同
じ
で
あ
る
。
私
は
鷹
匠
の
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
鷹
の
俊
敏
な

も
の
は
必
ず
先
ず
鶴
の
群
の
中
で
最
も
大
き
な
も
の
を
襲
う
。
俊
敏
で
な
い
鷹
は
必
ず
鶴
の
小
さ
い
も
の
を
見
つ
け
て
こ
れ
を

襲
う
。
鷹
の
中
で
最
も
賢
く
俊
敏
な
種
を
海
東
青
と
呼
ぶ
。
中
国
東
北
部
の
建
酋
が
原
産
地
で
あ
る
。
日
本
に
は
い
な
い
。
韓

愈
や
欧
陽
修
が
唱
え
た
古
文
文
体
を
好
む
者
で
す
ら
既
に
少
な
い
。
程
朱
の
学
に
志
す
者
は
ま
す
ま
す
少
な
い
。
ま
し
て
や
孔

孟
の
学
問
に
志
す
者
は
、
千
万
人
に
一
人
く
ら
い
で
あ
る
。
そ
の
韓
愈
・
欧
陽
修
の
古
文
文
体
を
好
む
者
は
、
鶴
の
や
や
小
さ

い
も
の
を
襲
う
類
い
で
あ
る
。
程
朱
の
学
に
志
す
者
は
、
鷹
の
俊
敏
な
も
の
で
あ
る
。
孔
孟
の
正
し
い
学
問
に
志
す
者
は
、
建

酋
の
海
東
青
で
あ
る
。
雑
学
や
美
文
制
作
、
経
書
の
暗
記
な
ど
を
好
む
者
は
、
小
さ
な
隼は
や
ぶ
さ

が
雀
や
鶉う
ず
ら

を
襲
う
よ
う
な
類
い
に
す

ぎ
な
い
。
貴
ぶ
こ
と
は
な
い
。
君
は
自
ら
ど
ん
な
学
問
に
励
む
べ
き
か
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」。

（
2
）
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第
四
十
三
章

問
う
、「
天
下
の
善ぜ
ん

、
如い
か
ん何
な
る
を
か
最さ
い

と
爲す

る
」。
曰い
わ

く
、「
學が
く

を
好
む
を
最
と
爲す

。
穎え
い
び
ん敏
之
れ
に
次つ

ぐ
。
材さ
い
か
ん幹
又
之
れ
に
次

ぐ
。
蓋け
だ

し
學
を
好
む
の
益え
き

は
、
深ふ
こ

う
し
て
測は
か

る
べ
か
ら
ず
、
高た
こ

う
し
て
及
ぶ
べ
か
ら
ず
。
天
下
の
材
幹
穎
敏
を
極き
わ

む
と
雖い
え

ど
も
、

皆
及
ば
ざ
る
所
な
り
。
故
に
學
を
好
む
は
天
下
に
優ゆ
た

か
な
り
。
孔こ
う
も
ん門
の
諸し
ょ

子し

、
聰そ
う
め
い明
顏が
ん

子し

に
若し

く
は
莫な

し
。
然し
か

れ
ど
も
夫ふ
う

子し

其

の
聰
明
を
稱し
ょ
う

せ
ず
し
て
、
特
に
、
其
の
學
を
好
む
こ
と
を
稱
す
。
中ち
ゅ
う

庸よ
う

に
曰
く
、『
舜し
ゅ
ん

問と

う
こ
と
を
好こ
の

ん
で
、
好
ん
で
邇じ

言げ
ん

を
察さ
っ

す
』。
孟
子
舜し
ゅ
ん

を
稱し
ょ
う

し
て
曰
く
、『
耕こ
う

稼か

陶と
う

漁ぎ
ょ

せ
し
よ
り
、
以
て
帝て
い

爲た

る
に
至
る
ま
で
、
人
に
取
る
に
非あ
ら

ざ
る
者
無
し
』。
又
曰
く
、

『
一い
つ

の
善ぜ
ん
げ
ん言
を
聞
き
、
一
の
善ぜ
ん
こ
う行
を
見
る
に
及
ん
で
は
、
決き

れ
る
江こ
う

河か

の
沛は
い

然ぜ
ん

と
し
て
之
れ
能よ

く
禦ふ
せ

ぐ
こ
と
莫な

き
が
若ご
と

し
』。

子し

し思
孟
子
、
皆
其
の
聖せ
い

を
稱
せ
ず
し
て
、
一い
つ

は
問
う
こ
と
を
好
む
と
稱
し
、
一
は
人
に
取
る
に
非あ
ら

ざ
る
者
無
し
と
稱
す
。
見み

つ

べ
し
學
を
好
む
は
天
下
に
優ゆ
た

か
な
る
こ
と
を
。
人
皆
聰
明め
い

の
貴と
う
と

ぶ
べ
き
こ
と
を
知
っ
て
、
學
を
好
む
の
功こ
う

、
聰
明
に
倍ば
い

す
る
こ

と
實じ
つ

に
萬ば
ん

萬ば
ん

な
る
こ
と
を
知
ら
ず
。
聰
明
人
に
如し

か
ざ
る
こ
と
を
患う
れ

え
ん
よ
り
は
、
自み
ず
か

ら
其
學
を
好
む
の
志
こ
こ
ろ
ざ
し

を
篤あ
つ

う
せ
ん
に
は

如
か
ず
」。

注（
1
）　
『
孟
子
』
告
子
下
篇
第
十
三
章
。「
善
を
好
め
ば
天
下
に
優
な
り
」
の
言
い
換
え
。

（
2
）　
『
論
語
』
雍
也
篇
第
二
章
、
先
進
篇
第
六
章
に
「
顔
回
な
る
者
有
り
、
学
を
好
む
」
と
あ
る
。

（
3
）　

朱
子
『
中
庸
章
句
』
で
は
第
六
章
。

（
4
）　
『
孟
子
』
公
孫
丑
上
篇
第
八
章
。

（
5
）　
『
孟
子
』
盡
心
上
篇
第
十
六
章
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）
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（
口
語
訳
）

問
う
、「
天
下
の
善
の
中
で
、
何
を
最
上
と
す
る
の
で
し
ょ
う
か
」。

答
え
、「
学
問
を
好
む
こ
と
を
最
上
と
す
る
。
聡
明
さ
が
そ
の
次
で
あ
り
、
実
務
能
力
が
ま
た
そ
の
次
で
あ
る
。
思
う
に
学
問

を
好
む
こ
と
の
益
は
、
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
深
く
、
及
び
も
つ
か
な
い
ほ
ど
高
い
。
天
下
の
聡
明
さ
と
実
務
能
力
を
極
め
た
者

で
あ
っ
て
も
皆
及
ば
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
学
問
を
好
め
ば
天
下
を
治
め
て
も
ま
だ
余
力
が
あ
る
。
孔
子
門
下
の
弟
子
達
は
、
聡
明

さ
で
は
顔
回
に
及
ぶ
者
は
い
な
い
。
し
か
し
孔
先
生
は
顔
回
の
聡
明
さ
を
褒
め
ず
に
、
特
に
学
問
を
好
む
こ
と
を
褒
め
た
。『
中

庸
』
に
、『
舜
は
質
問
す
る
こ
と
が
好
き
で
、
日
常
の
身
近
な
言
葉
か
ら
大
事
な
こ
と
を
学
ん
だ
』
と
あ
る
。
孟
子
は
舜
を
称
え

て
、『
農
耕
や
製
陶
、
漁
業
に
携
わ
っ
て
い
た
頃
か
ら
、
皇
帝
と
な
る
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
の
人
の
行
い
や
言
葉
か
ら
学
ん
で

自
分
の
も
の
に
し
た
』
と
言
い
、
ま
た
、『
一
つ
で
も
善
言
を
聞
き
、
一
つ
で
も
善
行
を
見
る
と
、
揚
子
江
や
黄
河
の
堰
が
切
れ

た
よ
う
な
勢
い
で
、
そ
れ
を
自
分
の
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
』
と
言
っ
た
。
子
思
も
孟
子
も
皆
舜
の
聖
な
る
聡
明
さ
を
称
え
る

の
で
は
な
く
、
一
人
は
質
問
す
る
こ
と
を
好
ん
だ
こ
と
を
、
一
人
は
人
か
ら
学
ん
で
自
分
の
も
の
と
し
た
こ
と
を
称
賛
し
た
。

見
な
さ
い
、
学
問
を
好
め
ば
天
下
を
治
め
て
も
ま
だ
余
力
が
あ
る
こ
と
を
。
人
は
皆
聡
明
を
貴
ぶ
こ
と
は
知
っ
て
い
て
も
、
学

問
を
好
む
こ
と
の
功
が
、
聡
明
で
あ
る
こ
と
の
実
に
何
万
倍
に
も
な
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
聡
明
さ
が
人
に
劣
る
こ
と
を
嘆
く

よ
り
、
自
ら
学
問
を
好
む
志
を
篤
く
す
る
方
が
良
い
」。
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第
四
十
四
章

問
う
、「
先せ
ん
じ
ゅ儒
多
く
佛ぶ
つ

老ろ
う

の
語ご

を
用も
ち

い
て
、
以
て
聖
人
の
書し
ょ

を
解か
い

す
。
或あ
る
い

は
以
て
非ひ

と
爲し

、
或
は
以
て
相あ
い

妨さ
ま
た

げ
ず
と
爲し

、
或
は

以
て
善よ

く
聖せ
い

言げ
ん

の
到い
た

ら
ざ
る
所
を
補お
ぎ
な

う
と
爲し

、
紛ふ
ん
ぷ
ん紛
定さ
だ

ま
ら
ず
、
知し

ら
ず
孰い
ず

れ
の
説せ
つ

を
か
是ぜ

と
爲す

る
」。
曰い
わ

く
、「
其
の
佛
老
の

語
を
以
て
聖
人
の
書
を
解
す
る
を
善よ

し
と
す
る
者
は
、
是こ

れ
其
の
學が
く
も
と本
禪ぜ
ん
そ
う莊
の
理り

よ
り
來き
た

る
。
故
に
之
を
善
し
と
す
。
相
妨
げ

ず
と
謂い

う
者
は
、
是
れ
泛は
ん

然ぜ
ん

と
し
て
愛あ
い
ぞ
う憎
無
き
者
の
言げ
ん

、
取
る
に
足た

ら
ず
。
其そ
の

非ひ

と
爲す

る
者
は
似に

た
り
。
然し
か

れ
ど
も
徒い
た
ず

ら
に

禪ぜ
ん
そ
う莊
の
語
を
惡に
く

ん
で
之
を
非
と
す
る
の
み
。
吾わ

れ
恐お
そ

ら
く
は
眞ま
こ
と

に
佛ぶ
つ

老ろ
う

の
吾
が
儒じ
ゅ

と
は
薫く
ん
ゆ
う蕕
氷ひ
ょ
う

炭た
ん

の
相あ
い

入い

れ
ざ
る
が
猶ご
と

く
な
る

を
知
っ
て
之
を
非
と
す
る
に
非あ
ら

ざ
ら
ん
こ
と
を
。
學が
く

脈み
ゃ
く

自お
の
ず
か

ら
照し
ょ
う

應お
う

有
り
、
言げ
ん

語ご

自お
の
ず
か

ら
由ゆ

來ら
い

有
り
。
彼か
れ

を
言
う
と
き
は
則
ち
此こ

れ

を
言
う
こ
と
を
得
ず
。
此こ
れ

を
言
う
と
き
は
則
ち
彼か
れ

を
言
う
こ
と
を
得
ず
。
富ふ
う

貴き

の
人
は
猶な
お

自お
の
ず
か

ら
寒か
ん
き
つ乞
の
語
を
作な

さ
ず
。
矧い
わ

ん
や

邪じ
ゃ

正せ
い

塗み
ち

を
殊こ
と

に
し
、
水す
い

火か

氣き

を
異こ
と

に
し
、
一い
ち

毫ご
う

も
假か

借し
ゃ
く

す
る
こ
と
を
得
ず
。
其
の
之
を
非
と
す
る
者
も
、
亦
眞
に
知
っ
て
眞
に

之
を
非
と
す
る
者
甚は
な
は

だ
鮮す
く
な

し
。
大た
い
て
い抵
書
を
讀
む
者
、
本も
と

實じ
っ

見け
ん

無
し
。
是ぜ

と
謂
う
も
亦
得え

、
不ふ

是ぜ

と
謂
う
も
亦
得
、
茫ぼ
う

乎こ

と
し
て

定て
い

準じ
ゅ
ん

無
し
。
皆
相
妨
げ
ず
と
謂
う
の
類る
い

な
り
。
諸こ
れ

を
譬た
と

う
る
に
人
來き
た

っ
て
其
の
父ち
ち

を
毆う

つ
者
有
ら
ん
。
又
一い
ち
に
ん人
有あ

っ
て
來き
た

っ
て
、

旁か
た
わ
ら

よ
り
之
を
拯す
く

わ
ん
に
、
之
れ
が
子こ

た爲
る
者も

の
、
其
の
父
を
拯
う
者
を
謝し
ゃ

せ
ん
や
、
將ま
さ

に
其
の
父
を
毆
つ
者
を
謝
せ
ん
と
す
る

や
。
禪ぜ
ん
そ
う莊
の
理
を
以
て
孔
孟
の
書
を
説
く
者
の
若ご
と

き
は
、
是こ

れ
其
の
父
を
毆う

つ
者
な
り
。
其
の
孔
孟
の
旨む
ね

に
非あ
ら

ざ
る
こ
と
を
辨べ
ん

ず
る
者
は
、
是
れ
其
の
父
を
拯
う
者
な
り
。
今い
ま

痛い
た

く
孔
孟
の
旨
に
非
ざ
る
こ
と
を
辨
ず
る
者
を
誚そ
し

っ
て
、
禪
莊
の
理
を
用も
ち

ゆ
る

者
を
囘か

い

護ご

す
る
は
、
是
れ
其
の
父
を
拯
う
者
を
謝
せ
ず
し
て
、
反か

え

っ
て
其
の
父
を
毆
つ
者
に
黨く

み

す
る
な
り
。
凡お

よ

そ
子
爲た

る
者
に

在あ

っ
て
は
、
則
ち
佗た

人に
ん

之
を
拯
う
こ
と
を
待
た
ず
し
て
、
當ま
さ

に
自み
ず
か

ら
死し

力り
ょ
く

を
出い
だ

し
て
、
其
の
父
を
毆
つ
者
と
相あ

い
鬪た
た
こ

う
て
而し
こ
う

し

て
可か

な
る
べ
し
。
豈あ
に

其
の
父
を
毆
つ
者
を
謝
す
べ
け
ん
や
。
斯こ

れ
之
れ
を
是ぜ

ひ非
の
類る
い

を
知
ら
ず
と
謂
う
。
思
わ
ざ
る
こ
と
甚は
な
は

だ
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し
」。

（
口
語
訳
）

問
う
、「
先
儒
達
の
多
く
が
仏
教
や
老
子
の
言
葉
を
用
い
て
、
聖
人
の
書
を
解
釈
し
て
い
ま
す
。
あ
る
者
は
そ
れ
を
非
と
し
、

あ
る
者
は
互
い
に
妨
げ
な
い
と
し
、
あ
る
者
は
む
し
ろ
聖
人
の
言
の
至
ら
な
い
と
こ
ろ
を
補
っ
て
い
る
と
す
る
な
ど
、
諸
説
紛
々

と
し
て
定
ま
ら
ず
、
ど
の
説
を
正
し
い
と
す
る
べ
き
か
判
り
ま
せ
ん
」。

答
え
、「
仏
教
や
老
子
の
言
葉
を
用
い
て
聖
人
の
書
を
解
釈
す
る
こ
と
を
善
し
と
す
る
者
は
、
そ
の
学
問
が
元
々
禅
や
荘
子
の

理
論
か
ら
出
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
れ
を
善
い
と
す
る
の
だ
。
互
い
に
妨
げ
な
い
と
す
る
者
は
、
あ
い
ま
い
で
何
を
愛
し
何
を
憎

む
か
は
っ
き
り
し
な
い
者
の
言
で
取
る
に
足
ら
な
い
。
非
と
す
る
者
は
正
し
い
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
た
だ
禅
や
荘
子
の
言

葉
を
憎
ん
で
非
と
し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
だ
。
私
が
恐
れ
る
の
は
、
彼
ら
が
本
当
に
、
仏
教
や
老
荘
思
想
が
我
々
の
儒
学
と
は
、

芳
香
と
悪
臭
、
氷
と
墨
の
よ
う
に
相
容
れ
な
い
こ
と
を
判
っ
て
非
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
学
問
の
系

統
に
は
自
ず
か
ら
互
い
に
照
応
す
る
も
の
が
あ
り
、
使
わ
れ
る
言
葉
に
も
そ
の
由
来
が
あ
る
。
仏
老
思
想
を
語
る
と
き
に
は
儒

学
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
儒
学
を
語
る
と
き
は
仏
老
思
想
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
金
持
ち
は
自
然
と
貧
乏
く
さ
い
言

葉
は
使
わ
な
い
。
ま
し
て
や
正
邪
の
道
理
が
異
な
り
、
水
と
火
の
よ
う
に
気
質
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
、
ほ
ん
の
僅
か
で
も

そ
の
言
葉
を
借
り
用
い
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
仏
老
の
言
葉
で
聖
人
の
言
葉
を
解
釈
す
る
こ
と
を
非
と
す
る
者
も
、
本
当
に

判
っ
て
い
て
非
と
す
る
者
は
極
め
て
少
な
い
。
大
抵
書
物
を
読
む
者
は
、
元
々
は
っ
き
り
し
た
見
解
を
持
っ
て
い
な
い
。
是
と

い
っ
て
も
よ
い
し
、
非
と
い
っ
て
も
よ
い
し
、
ぼ
ん
や
り
と
し
て
定
ま
っ
た
基
準
も
な
い
。
こ
れ
ら
は
皆
互
い
に
妨
げ
な
い
と

い
う
類
い
で
あ
る
。
喩
え
て
い
う
と
、
誰
か
が
来
て
、
自
分
の
父
を
殴
る
と
す
る
。
ま
た
別
の
人
が
来
て
、
脇
か
ら
父
を
助
け
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よ
う
と
し
た
ら
、
子
と
し
て
は
、
そ
の
父
を
救
う
人
に
礼
を
言
う
だ
ろ
う
か
、
父
を
殴
る
人
に
礼
を
言
う
だ
ろ
う
か
。
禅
や
荘

子
の
道
理
に
よ
っ
て
孔
孟
の
書
を
論
じ
る
人
と
い
う
の
は
、
父
を
殴
る
人
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
禅
や
荘
子
の
道
理
が
孔
孟

の
教
え
に
背
く
こ
と
を
説
く
人
は
、
父
を
助
け
よ
う
と
す
る
人
で
あ
る
。
今
、
孔
孟
の
教
え
に
背
く
こ
と
を
説
く
人
を
ひ
ど
く

謗
っ
て
、
禅
や
荘
子
の
道
理
を
用
い
る
人
を
弁
護
す
る
の
は
、
父
を
助
け
る
人
に
礼
を
言
わ
ず
、
反
対
に
父
を
殴
る
人
に
味
方

す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
子
た
る
も
の
は
、
他
人
が
父
を
助
け
る
の
を
待
た
ず
に
、
自
分
か
ら
死
力
を
尽
く
し
て
、
父
を

殴
る
人
と
闘
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
ど
う
し
て
父
を
殴
る
人
に
礼
を
言
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
是
非

の
区
別
が
判
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
考
え
の
無
い
こ
と
甚
だ
し
い
」。

第
四
十
五
章

問
う
、「
先
生
常
に
孔
孟
の
旨む
ね

を
し
て
、
復ま
た

天
下
に
明あ
き

ら
か
な
ら
し
め
ん
と
欲ほ
っ

し
て
、
言げ
ん

を
建た

て
書し
ょ

を
著あ
ら

わ
し
、
千せ
ん

辛し
ん

萬ば
ん

苦く

を

犯お
か

し
て
敢あ

え
て
爲な

す
。
而し
か

る
に
今
之
を
信
ず
る
者
有
り
、
信
ぜ
ざ
る
者
有
り
、
或あ
る
い

は
甚は
な
は

だ
之
を
譏き

摘て
き

す
る
者
有
り
。
奈い
か
ん何
ぞ
其そ

れ
を
し
て
盡こ
と
ご
と

く
信
ぜ
し
む
る
こ
と
能あ
た

わ
ざ
る
」。
曰い
わ

く
、「
學が
く

者し
ゃ

當ま
さ

に
下か

問も
ん

を
恥は

じ
ず
、
己お
の

れ
を
舍す

て
て
人
に
從し
た
が

う
を
以
て
志こ
こ
ろ
ざ

し

と
爲す

べ
し
。
苟い
や

し
く
も
此か
く

の
如ご
と

き
の
志
こ
こ
ろ
ざ
し

有
る
と
き
は
、
則
ち
天
下
何
の
善ぜ
ん

か
之
に
如し

か
ん
。
予よ

や
第た
だ

孔
孟
の
旨む
ね

、
復ま
た

世
に
明
ら

か
な
ら
ん
こ
と
を
欲
し
て
、
其
の
信し
ん

不ふ

信し
ん

を
較は

か
ら
ず
。
况い
わ

ん
や
其
の
言
の
必
ず
行
わ
れ
ん
こ
と
を
欲
せ
ん
や
。
苟
し
く
も
孔

孟
の
直ち
ょ
く

指し

を
闡せ
ん
め
い明
し
て
、
明
ら
か
に
以
て
我
れ
に
告
ぐ
る
者
有
ら
ば
、
是こ

れ
吾
が
大お
お

い
に
聞
く
こ
と
を
欲
す
る
所
な
り
。
吾
れ

將ま
さ

に
む
ち

を
執と

っ
て
以
て
之
に
從し

た
が

わ
ん
と
す
。
豈あ

に

其
の
我
を
譏そ

し

る
こ
と
を
尤と

が

め
ん
や
。
孔
子
の
曰
く
、『
丘き

ゅ
う

や
幸さ

い
わ
い

な
り
。
苟
し
く
も

過あ
や
ま
ち

有
れ
ば
、
人
必か
な
ら

ず
之
を
知
る
』
と
。
凡お
よ

そ
人
の
我
を
信
ぜ
ざ
る
、
我
に
服ふ
く

せ
ざ
る
、
皆
吾
が
誠ま
こ
と

の
未い
ま

だ
孚ま
こ
と

あ
ら
ざ
る
な
り
。

惟た
だ

當ま
さ

に
自み
ず
か

ら
修し
ゅ
う

省せ
い

す
べ
き
の
み
。
苟
し
く
も
人
至し

當と
う

の
説せ
つ

を
以
て
之
を
告
ぐ
る
こ
と
有
ら
ん
に
、
吾
れ
我
が
説
を
守
っ
て
之
を

（
1
）
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拒こ
ば

ま
ば
、
是
れ
自み
ず
か

ら
善ぜ
ん
ど
う道
に
絶た

つ
な
り
。
是
れ
自み
ず
か

ら
吾
が
身み

を
戕し
ょ
う

害が
い

す
る
な
り
。
予
愚お
ろ
か

な
り
と
雖い
え

ど
も
、
未い
ま

だ
此か
く

の
如ご
と

き
の
甚は
な
は

だ
し
き
に
至
ら
ず
。
予
門も
ん
じ
ん人
小し
ょ
う

子し

の
説
と
雖
ど
も
、
苟
し
く
も
取
る
べ
き
者
有
る
は
、
皆
之
に
從
う
。
論
語
孟
子
を
解か
い

す
る
皆

然し
か

り
。
乃す
な
わ

ち
門
人
と
商し
ょ
う

搉か
く

し
、
衆し
ゅ
う

議ぎ

定
ま
っ
て
、
而し
か

る
後の
ち

之
を
書し
ょ

に
命め
い

ず
。
若も

し
理り

に
合
わ
ざ
る
者
有
れ
ば
之
を
却し
り

ぞ
く
。
是

れ
子し

が
識し

る
所
な
り
。
若
し
夫そ

れ
私し

心し
ん

を
以
て
之
を
攻せ

め
、
私し

説せ
つ

を
持じ

し
て
之
を
難な
ん

ぜ
ば
、
是
れ
吾
が
聞
く
こ
と
を
欲
せ
ざ
る

所
な
り
。
後こ
う
せ
い世
有ゆ
う

道ど
う

の
人
有あ

っ
て
出い

で
ば
、
必
ず
吾
が
言げ
ん

に
於お
い

て
、
符ふ

節せ
つ

を
合あ

わ
せ
た
る
が
若ご
と

く
な
ら
ん
。
是
れ
吾
が
自み
ず
か

ら
恃た
の

む
所
な
り
。
子
其そ

れ
諒ま
こ

と
と
せ
よ
」。

注（
1
）　
『
論
語
』
述
而
篇
第
三
十
章
。

（
口
語
訳
）

問
う
、「
先
生
は
常
に
孔
孟
の
教
え
を
、
再
び
天
下
に
明
ら
か
に
し
た
い
と
望
ま
れ
て
、
考
え
を
述
べ
、
書
物
を
著
わ
し
、
大

変
な
苦
労
を
し
て
頑
張
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
今
そ
の
言
葉
を
信
じ
る
人
も
い
る
し
、
信
じ
な
い
人
も
い
ま
す
。
ま
た
、

ひ
ど
い
中
傷
を
す
る
人
も
い
ま
す
。
ど
う
し
て
そ
れ
ら
の
人
達
を
こ
と
ご
と
く
信
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
か
」。

答
え
、「
学
者
は
、
目
下
の
者
に
質
問
す
る
こ
と
を
恥
と
せ
ず
、
自
分
を
捨
て
て
他
人
の
善
に
従
う
こ
と
を
志
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
も
し
こ
の
よ
う
な
志
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
天
下
の
ど
の
よ
う
な
善
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
。
私
は
た
だ
孔
孟
の
教

え
を
、
再
び
世
の
中
に
明
ら
か
に
し
た
い
と
望
ん
で
い
る
が
、
人
々
に
信
じ
ら
れ
る
か
信
じ
ら
れ
な
い
か
は
、
考
え
た
こ
と
は

な
い
。
ま
し
て
や
、
自
分
の
言
葉
が
必
ず
行
わ
れ
る
な
ど
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
も
し
孔
孟
の
直
接
の
教
え
を
明
ら
か
に
し
て
、
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は
っ
き
り
と
私
に
教
え
て
く
れ
る
人
が
い
る
な
ら
、
こ
れ
こ
そ
私
が
大
い
に
聞
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
私
は

を
執
っ
て
そ
の
人
の
御
者
に
な
り
付
い
て
い
く
だ
ろ
う
。
ど
う
し
て
私
を
誹そ
し

る
人
を
咎と
が

め
た
り
し
よ
う
か
。
孔
子
は
言
っ
て
い

る
、『
私
は
幸
い
で
あ
る
。
も
し
過
ち
を
犯
す
こ
と
が
あ
れ
ば
、
人
が
そ
れ
を
知
り
、
教
え
て
く
れ
る
』
と
。
そ
も
そ
も
人
々
が

私
を
信
じ
ず
、
私
の
言
う
こ
と
に
承
服
し
な
い
の
は
、
す
べ
て
私
の
誠
意
が
ま
だ
十
分
で
な
い
か
ら
だ
。
た
だ
自
身
を
反
省
し

修
養
す
べ
き
で
あ
る
。
も
し
人
が
適
正
な
説
を
唱
え
て
孔
孟
の
教
え
を
示
し
て
く
れ
る
の
に
、
私
が
自
説
に
固
執
し
て
そ
の
説

を
拒
絶
し
た
ら
、
自
ら
善
の
道
と
の
つ
な
が
り
を
絶
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
自
ら
自
分
の
身
を
傷
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
私

は
愚
か
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
ま
で
ひ
ど
く
は
な
い
。
私
は
、
門
人
や
若
者
の
説
で
あ
っ
て
も
、
も
し
取
る
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
れ

ば
、
そ
れ
に
従
う
。『
論
語
』
や
『
孟
子
』
の
解
釈
に
お
い
て
も
皆
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
門
人
達
と
あ
れ
こ
れ
引
き
比
べ
て

相
談
し
、
皆
の
意
見
が
定
ま
っ
た
ら
、
こ
れ
を
書
物
に
書
き
記
す
。
も
し
道
理
に
合
わ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
採
用
し
な
い
。

こ
の
こ
と
は
君
も
知
っ
て
の
通
り
だ
。
も
し
私
心
に
よ
っ
て
攻
撃
し
た
り
、
自
説
に
固
執
し
て
非
難
し
た
り
す
る
者
が
い
れ
ば
、

そ
れ
は
私
が
聞
き
た
く
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
後
世
に
道
に
達
し
た
人
が
出
現
す
れ
ば
、
必
ず
私
の
言
葉
と
符
節
を
合
わ
せ
た

よ
う
に
同
じ
こ
と
を
言
う
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
私
の
自
負
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
君
は
こ
の
こ
と
を
信
じ
て
ほ
し
い
」。

第
四
十
六
章

問
う
、「
吾
が
曹と
も
が

ら
雅も
と

よ
り
多
く
書し
ょ

を
讀
ま
ず
。
經け
い

解か
い

の
中う
ち

、
多
く
禪ぜ
ん
そ
う莊
の
語ご

を
用も
ち

ゆ
と
雖い
え

ど
も
、
識し
き
べ
つ別
す
る
こ
と
能あ
た

わ
ず
。

願ね
が

わ
く
は
一い

ち
い
ち一

拈ね
ん

出し
ゅ
つ

し
て
以
て
之
を
告
げ
よ
」。
曰い

わ

く
、「
近き

ん

思し

録ろ
く

、
四し

書し
ょ

集し
っ

註ち
ゅ
う

等と
う

に
、
禪
莊
の
語
を
用
ゆ
る
者
、
悉こ

と
ご
と

く
擧あ

ぐ
る
に

暇い
と

ま
あ
ら
ず
。
今い
ま

其
の
尤い
ち
じ
る

し
き
者
を
摘て
き

出し
ゅ
つ

し
て
之
を
告
げ
ん
。
曰
く
靜せ
い

、
曰
く
忘ぼ
う

、
曰
く
公こ
う

、
曰
く
無む

欲よ
く

、
曰
く
無む

情じ
ょ
う

、
曰
く

無む

極き
ょ
く

、
曰
く
將し
ょ
う

迎げ
い

無
し
、
曰
く
冲ち
ゅ
う

漠ば
く

無む

朕ち
ん

、
曰
く
明め
い

鏡き
ょ
う

止し

水す
い

、
曰
く
廓か
く

然ぜ
ん

大だ
い
こ
う公
、
曰
く
尸し

居き
ょ

龍り
ょ
う

見け
ん

、
皆
老ろ
う
そ
う莊
書し
ょ

中ち
ゅ
う

の
要よ
う

語ご

、
曰

（
1
）

（
2
）
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く
喚か
ん
せ
い醒
、
曰
く
常じ
ょ
う

惺せ
い

惺せ
い

の
法
、
曰
く
虚き
ょ

靈れ
い

不ふ

昧ま
い

、
曰
く
體た
い

用よ
う
い
ち
げ
ん

一
源
、
顯け
ん

微び

間へ
だ

て
無
し
、
此こ

れ
等ら

の
語ご

、
皆
禪ぜ
ん
し
ょ書
に
出
づ
。
及お
よ

び

靜せ
い

坐ざ

の
功く

夫ふ
う

、
調ち
ょ
う

息そ
く

の
箴し
ん

、
亦
專も
っ
ぱ

ら
老ろ
う
ぶ
つ佛
の
法ほ
う

を
用
ゆ
。
語
孟
二に

書し
ょ

、
本も
と

此
の
語ご

も
無
く
、
亦
此
の
理り

も
無
し
。
聖
人
が
ん

囈げ
い

の
中う
ち

と
雖い
え

ど
も
、
自お
の
ず
か

ら
此こ

れ
等ら

の
語ご

を
作な

さ
ず
。
其
の
本も
と

異こ
と

な
る
を
以
て
な
り
」。

注（
1
）　

朱
子
と
呂
祖
謙
が
編
集
し
た
、
周
濂
渓
、
張
横
渠
、
程
明
道
、
程
伊
川
の
四
人
の
著
作
か
ら
重
要
な
文
章
を
選
出
し
、
ジ
ャ
ン
ル
別

に
ま
と
め
た
書
物
。
朱
子
学
の
入
門
書
と
し
て
日
本
で
も
広
く
読
ま
れ
た
。

（
2
）　
『
論
語
』、『
孟
子
』、『
大
学
』、『
中
庸
』
の
四
書
に
朱
子
が
注
釈
を
加
え
た
も
の
。
巻
の
上
第
二
章
参
照
。

（
3
）　

朱
子
が
作
っ
た
呼
吸
法
。『
朱
子
文
集
』

（
口
語
訳
）

問
う
、「
我
々
は
今
ま
で
あ
ま
り
多
く
の
書
物
を
読
ん
で
い
ま
せ
ん
。
経
典
の
解
釈
の
中
に
、
多
く
禅
や
荘
子
の
言
葉
が
用
い

ら
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ど
う
ぞ
一
つ
一
つ
拾
い
出
し
て
、
教
え
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
」。

答
え
、「『
近
志
録
』、『
四
書
集
註
』
等
に
、
禅
や
荘
子
の
言
葉
を
用
い
て
い
る
例
は
多
過
ぎ
て
、
全
て
を
挙
げ
る
だ
け
の
暇

が
な
い
。
今
そ
の
内
か
ら
顕
著
な
も
の
を
抜
き
出
し
て
教
え
よ
う
。
例
え
ば
静
、
忘
、
公
、
無
欲
、
無
常
、
無
極
、
将
迎
な
し
、

冲
漠
無

、
明
鏡
止
水
、
廓
然
大
公
、
尸
居
龍
見
、
ど
れ
も
老
荘
の
書
中
の
重
要
な
言
葉
で
あ
る
。
ま
た
例
え
ば
、
喚
醒
、
常

醒
醒
の
法
、
虚
霊
不
昧
、
体
用
一
源
、
顕
微
間
て
無
し
、
こ
れ
ら
の
言
葉
は
す
べ
て
禅
の
書
に
出
て
い
る
。
且
つ
静
座
の
方
法
、

呼
吸
法
な
ど
、
こ
れ
ら
も
又
も
っ
ぱ
ら
老
子
や
仏
教
の
方
法
を
用
い
て
い
る
。『
論
語
』・『
孟
子
』
の
二
書
に
は
、
元
々
こ
の
よ

う
な
語
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
道
理
も
な
い
。
聖
人
は
た
と
え
寝
言
の
中
で
も
、
こ
れ
ら
の
言
葉
を
発
し
な
い
。
そ
の
根
本
が

（
3
）
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異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」。

（
解
説
）

『
近
志
録
』
や
『
四
書
集
註
』
は
、
当
時
儒
学
を
学
ぶ
者
が
必
ず
読
む
教
科
書
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
章
で
も
、
朱
子
学
の

敬
の
心
法
や
理
の
思
想
の
批
判
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
言
葉
が
実
は
老
荘
思
想
や
仏
教
か
ら
き
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
き

た
。「
静
」
が
老
子
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
巻
の
下
第
六
章
、「
無
欲
」
に
つ
い
て
は
第
十
八
、
二
十
三
、
二
十
四
章
、「
無
極
」

に
つ
い
て
は
第
二
十
六
章
、「
明
鏡
止
水
』
に
つ
い
て
は
第
十
八
、
四
十
七
章
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。

そ
の
他
、「
忘
」
は
荘
子
に
多
く
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
、『
近
思
録
』
に
は
「
外
物
を
わ
が
心
を
乱
す
も
の
と
し
て
非
と
し
、

内
な
る
わ
が
心
を
是
と
す
る
よ
り
は
、
た
だ
理
に
従
っ
て
内
外
と
も
に
忘
れ
る
が
よ
い
」（『
近
思
録
』
巻
二
程
、
明
道
「
定
性

書
」）
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
。「
無
情
」
は
「
何
に
対
し
て
も
好
悪
の
私
情
が
な
い
」
こ
と
、「
将
迎
な
し
」
は
、「
外
か
ら

来
る
に
し
て
も
外
へ
去
る
に
し
て
も
こ
ち
ら
か
ら
働
き
か
け
な
い
」
こ
と
、「
廓
然
大
公
」
は
「
心
が
広
々
と
し
て
一
点
の
私
意

も
な
い
」
こ
と
で
、
こ
れ
ら
も
先
に
引
用
し
た
『
近
思
録
』
の
文
章
の
続
き
に
見
え
る
。「
冲
漠
無

」」
は
老
子
、
荘
子
に
見

え
、
仁
斎
は
『
語
孟
字
義
』
理
条
五
で
、
程
伊
川
が
こ
の
言
葉
を
用
い
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。「
尸
居
龍
見
」
は
『
荘

子
』
天
運
篇
の
言
葉
で
「
尸
の
よ
う
に
全
く
動
か
な
く
て
も
威
儀
が
備
わ
り
立
派
で
あ
る
こ
と
」
だ
と
い
う
説
明
が
東
涯
の
『
標

注
』
に
あ
る
。

「
喚
醒
」・「
虚
霊
不
昧
」
は
『
碧
巖
録
』、「
常
醒
醒
の
法
」
は
『
無
門
関
』
に
載
る
言
葉
で
、
禅
の
心
の
修
養
法
で
あ
る
。「
体

用
一
源
、
顕
微
間
て
無
し
」
に
つ
い
て
は
巻
の
中
第
七
十
七
章
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。
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第
四
十
七
章

問
う
、「
先
生
深
く
明め
い

鏡き
ょ
う

止し

水す
い

等と
う

の
語ご

を
惡に
く

む
所ゆ
え
ん以
の
者
は
、
何な
ん

ぞ
や
。
願ね
が

わ
く
は
、
詳つ
ま
び

ら
か
に
喩さ
と

さ
れ
よ
」。
曰い
わ

く
、「
此
の

語ご

聖
人
に
於お
い

て
啻た
だ

に
氷ひ
ょ
う

炭た
ん

の
み
な
ら
ず
、
實じ
つ

に
生せ
い

死し

の
差た
が

い
有
り
。
請こ

う
其
の
見み

易や
す

く
喩さ
と

し
易
き
所
の
者
を
以
て
し
て
、
而し
か

る

後の
ち

詳つ
ま
び

ら
か
に
其
の
理り

を
論ろ
ん

ぜ
ん
。
凡お
よ

そ
聖せ
い
け
ん賢
の
譬た
と
え

を
設も
う

く
る
、
本も

と
甚は
な
は

だ
精く
わ

し
ゅ
う
し
て
且か

つ
嚴お
ご
そ
か

な
り
。
蓋け
だ

し
道み
ち

や
、
性せ
い

や
、

心こ
こ
ろ

や
、
皆
生せ
い
ぶ
つ物
に
し
て
死し

物ぶ
つ

に
非
ず
。
故ゆ
え

に
生
物
を
以
て
喩た
と

う
べ
く
し
て
、
死
物
を
以
て
比ひ

す
べ
か
ら
ず
。
若
し
死
物
を
以
て

之
を
比
す
る
と
き
は
、
則
ち
翅た
だ

に
引い
ん

喩ゆ

當と
う

を
失し
っ

す
る
の
み
に
非あ
ら

ず
、
必か
な
ら

ず
邪じ
ゃ

を
以
て
正せ
い

と
爲し

、
西に
し

を
認み
と

め
て
東ひ
が
し

と
爲な

し
、
其
の

人
を
錯あ
や
ま

ら
ざ
る
者
は
鮮す
く
な

し
。
何
と
な
れ
ば
、
流り
ゅ
う

水す
い

は
源み
な
も
と

有あ

っ
て
流り
ゅ
う

行こ
う

す
。
活か
つ
ぶ
つ物
な
り
。
止し

水す
い

は
源み
な
も
と

無の

う
し
て
停て
い
ち
く蓄
す
。
死
物
な

り
。
故
に
孟
子
水
を
以
て
譬
を
取
る
、
常
に
流
水
に
就つ

い
て
言げ
ん

を
爲な

し
、
未い
ま

だ
嘗か
つ

て
一い
ち
ご
ん言
も
止
水
を
以
て
譬
を
爲
す
者
有
ら
ず
。

嘗
て
曰
く
、『
人じ
ん
せ
い性
の
善ぜ
ん

な
る
や
、
猶な
お

水
の
下し
も

に
就
く
が
ご
と
し
。
人
不ふ

善ぜ
ん

有
る
こ
と
無
く
、
水
下く
だ

ら
ざ
る
こ
と
有
る
こ
と
無

し
』。
又
曰
く
、『
火
の
始
め
て
然も

え
、
泉い
ず
み

の
始
め
て
達た
っ

す
る
が
若ご
と

し
』。
又
曰
く
、『
流
水
の
物も
の

爲た

る
や
、
科あ
な

に
盈み

ち
ざ
れ
ば
行す
す

ま
ず
』
と
。
其
の
意い

亦
明め
い
は
く白
な
ら
ず
や
。
鏡か
が
み

の
物も
の

爲た

る
亦
然し
か

り
。
妍け
ん
し

大だ
い

小し
ょ
う

、
物
に
應お
う

じ
て
遣の
こ

す
こ
と
無
し
。
靈れ
い

な
り
と
謂い

っ

つ
べ
し
。
能よ

く
影か
げ

を
寫う
つ

す
と
雖い
え

ど
も
、
物
を
照て
ら

す
こ
と
能あ
た

わ
ず
。
徒い
た
ず

ら
に
其
の
虚き
ょ

な
る
を
以
て
、
故
に
能
く
物
の
影
を
受う

く
る

の
み
。
日じ
つ
げ
つ月
の
光ひ
か

り
を
放は
な

ち
、
燈と
う

燭し
ょ
く

の
遠と
お

く
照て
ら

す
が
如ご
と

く
な
る
こ
と
能
わ
ず
。
其
の
生
物
に
非あ
ら

ざ
る
が
故
な
り
。
故
に
舜し
ゅ
ん

の

十じ
ゅ
う

二に

章し
ょ
う

、
日じ
つ
げ
つ月
曁お
よ

び
火ひ

の
象し
ょ
う

を
取と

っ
て
、
鏡
を
取
ら
ざ
る
者
は
、
亦
豈あ
に

其
の
美び

惡あ
く

を
分わ
か

た
ず
、
好こ
う

醜し
ゅ
う

を
辨べ
ん

せ
ず
、
物
來き
た

れ
ば
則

ち
寫
し
て
、
揀か

ん
た
く擇

す
る
所と

こ
ろ

無
き
を
以
て
す
る
に
非
ず
や
。
佛ぶ

つ

老ろ
う

は
空く

う
き
ょ虚

を
尚と

う
と

ぶ
。
聖
人
は
實じ

つ

理り

を
尚
ぶ
。
故
に
佛
老
の
書
に
、

鏡
を
以
て
譬
を
爲
す
こ
と
、
勝あ

げ
て
擧あ

ぐ
べ
か
ら
ず
。
活こ
う

浩こ
う

た
る
六り
く

籍せ
き

語ご

盂も
う

、
一い
つ

も
鏡
に
及
ぶ
者
無
し
。
其
の
生
死
の
差た
が

い
有

る
が
爲た

め
な
り
。
夫
れ
道み
ち

と
は
、
君く
ん
し
ん臣
父ふ

し子
夫ふ
う

婦ふ

昆こ
ん

弟て
い

朋ほ
う
ゆ
う友
の
交ま
じ
わ
り

に
し
て
、
能
く
此
の
五い
つ

つ
の
者
を
維い

じ持
す
る
所ゆ
え
ん以
は
、
亦
恩お
ん

（
1
）（

2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）
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義ぎ

の
兩ふ
た

つ
の
者
に
在
り
。
盂
子
の
曰
く
、『
父ふ

し子
の
間あ
い
だ

は
善ぜ
ん

を
責せ

め
ず
。
善
を
責せ

む
る
と
き
は
則
ち
離は
な

る
。
離は
な

る
る
と
き
は
則
ち

不ふ

祥し
ょ
う

大だ
い

な
る
は
莫な

し
』。
孔
子
の
曰
く
、『
兄け
い
て
い弟
に
は
怡い

い怡
た
り
』。
又
曰
く
、『
君く
ん

子し

の
親お
や

に
事つ
か

う
る
孝こ
う

あ
り
。
故
に
忠ち
ゅ
う

、
君き
み

に

移う
つ

す
べ
し
』。
皆
此
の
心
を
養や
し
の

う
て
恩お
ん

義ぎ

を
全ま
っ
と

う
す
る
所
以
に
非あ
ら

ず
と
い
う
こ
と
莫な

し
。
佛
老ろ
う

の
教お
し
え

の
若ご
と

き
は
、
専も
っ
ぱ

ら
清し
ょ
う
じ
ょ
う淨
無む

欲よ
く

を
以
て
務つ
と

め
と
爲す

。
修し
ゅ

行ぎ
ょ
う

既す
で

に
熟じ
ゅ
く

し
、
功く

夫ふ
う

既
に
成な

る
と
き
は
、
則
ち
本ほ
ん
し
ん
え
い

心
瑩
然ぜ
ん

と
し
て
明
鏡
の
空む
な

し
き
が
如
く
、
止
水
の
湛た
た

え
た
る
が
如
く
、
一い
ち

塵じ
ん

染そ

ま
ら
ず
、
一い
っ

疵し

存そ
ん

せ
ず
、
難か
た

し
と
謂い

っ
つ
べ
し
。
然し
か

れ
ど
も
恩
義
の
心
、
た
く
そ
う
ざ
ん
ぜ
つ

喪
斬
絶
、
地ち

を
掃は
ろ

う
て

盡つ

き
、
父
母
を
捨
て
、
妻
子
を
絶た

ち
、
綴て
い

旒り
ゅ
う

の
如
く
、
土ど
こ
う

の
如
く
、
恬て
ん

然ぜ
ん

と
し
て
其
の
愛あ
い

を
用も
ち

う
る
所と
こ
ろ

無な

し
。
況い
わ

ん
や
君
臣

を
や
。
況
ん
や
兄
弟
を
や
。
此こ
こ

に
到
る
と
き
は
、
則
ち
聖
人
の
道
と
、
實じ
つ

に
天て
ん

淵え
ん

な
り
。
皆
明
鏡
止
水
の
説せ
つ

の
到い
た

す
所
な
り
。

其
の
深
く
之
を
惡に
く

む
こ
と
、
亦
宜む
べ

な
ら
ず
や
」。

注（
1
）　
『
孟
子
』
告
子
上
篇
第
二
章
。

（
2
）　
『
孟
子
』
公
孫
丑
上
篇
第
六
章
。
巻
の
上
第
四
十
二
章
に
既
出
。

（
3
）　
『
孟
子
』
盡
心
上
篇
第
二
十
四
章
。

（
4
）　

舜
が
天
子
の
服
の
模
様
と
し
て
定
め
た
十
二
の
物
。

（
5
）　

六
経
と
『
論
語
』・『
孟
子
』

（
6
）　
『
孟
子
』
離
婁
上
篇
第
十
八
章
。

（
7
）　
『
論
語
』
子
路
篇
第
二
十
八
章
。

（
8
）　
『
孝
経
』
広
揚
名
章
。

（
6
）

（
7
）

（
8
）
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（
口
語
訳
）

問
う
、「
先
生
が
明
鏡
止
水
等
の
言
葉
を
深
く
嫌
悪
さ
れ
る
の
は
ど
う
し
て
で
し
ょ
う
か
。
ど
う
ぞ
詳
し
く
教
え
て
く
だ
さ

い
」。答

え
、「
こ
の
言
葉
は
聖
人
の
言
葉
と
、
氷
と
炭
の
違
い
ど
こ
ろ
か
、
実
に
生
と
死
程
の
違
い
が
あ
る
。
理
解
し
や
す
い
よ
う

に
判
り
や
す
い
例
を
挙
げ
て
、
そ
の
後
で
詳
し
く
道
理
を
論
じ
よ
う
。
総
じ
て
聖
賢
の
譬
え
の
用
い
方
は
、
非
常
に
精
密
で
且

つ
厳
粛
な
も
の
で
あ
る
。
思
う
に
道
や
、
性
や
、
心
は
、
ど
れ
も
生
物
で
あ
っ
て
死
物
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
生
物
を
以
て
譬

え
る
べ
き
で
あ
り
、
死
物
を
以
て
譬
え
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
死
物
を
以
て
比
喩
と
す
る
と
き
は
、
比
喩
の
仕
方
が
適
当
で
な

い
だ
け
で
な
く
、
邪
を
正
と
し
た
り
、
西
を
東
と
し
た
り
と
、
人
を
間
違
わ
せ
る
こ
と
が
多
い
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
流
水
は

す
べ
て
源
が
あ
っ
て
流
れ
て
行
く
の
で
あ
り
、
活
物
で
あ
る
。
止
水
は
源
が
な
く
溜
ま
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
死
物
で
あ
る
。

だ
か
ら
孟
子
が
水
を
譬
え
に
取
る
と
き
に
は
、
必
ず
流
水
に
つ
い
て
言
う
の
で
あ
っ
て
、
一
度
も
止
水
を
以
て
譬
え
た
こ
と
は

な
い
。
孟
子
は
嘗
て
こ
う
言
っ
た
、『
人
の
性
が
善
で
あ
る
の
は
、
水
が
下
に
向
か
っ
て
流
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
人
の
性

が
不
善
で
な
い
よ
う
に
、
水
も
必
ず
下
へ
流
れ
る
』
と
。
ま
た
『
火
が
燃
え
広
が
り
、
泉
の
水
が
流
れ
出
す
よ
う
な
も
の
で
あ

る
』
と
も
、『
流
水
と
い
う
も
の
は
、
穴
が
い
っ
ぱ
い
に
満
ち
な
け
れ
ば
流
れ
て
行
か
な
い
』
と
も
言
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
は
明
白
で
は
な
い
か
。
鏡
は
物
で
あ
り
、
止
水
と
同
様
死
物
で
あ
る
。
鏡
は
美
醜
や
大
小
、
す
べ
て
を
写
し
て
、
余

す
と
こ
ろ
が
な
い
。
霊
妙
と
い
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
鏡
は
良
く
物
の
姿
を
写
す
が
、
物
を
照
ら
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
だ
そ
れ
自
体
が
空
虚
で
あ
る
か
ら
、
よ
く
物
の
姿
を
受
け
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
日
や
月
が
光
を
放
ち
、
灯
が
遠
く
を

照
ら
す
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
。
鏡
が
生
物
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
舜
が
定
め
た
皇
帝
の
衣
服
の
模
様
に
は
、
日

と
月
お
よ
び
火
の
模
様
は
あ
っ
て
も
、
鏡
の
模
様
が
な
い
。
そ
れ
は
、
鏡
が
美
悪
・
好
醜
を
区
別
せ
ず
、
物
が
あ
れ
ば
そ
の
姿
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を
す
べ
て
写
し
て
、
選
ぶ
こ
と
が
な
い
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
仏
老
は
空
虚
を
尊
ぶ
。
聖
人
は
実
理
を
尊
ぶ
。
だ
か
ら
仏

老
の
書
に
は
、
鏡
を
以
て
譬
え
る
こ
と
が
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
あ
る
。
し
か
し
大
部
の
六
経
や
『
論
語
』・『
孟
子
』
に
は
、

一
つ
と
し
て
鏡
を
例
に
取
る
も
の
は
な
い
。
そ
こ
に
は
生
物
・
死
物
の
違
い
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
道
と
い
う
も
の

は
、
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
・
昆
弟
・
朋
友
の
人
間
関
係
に
あ
り
、
こ
の
五
つ
を
支
え
て
い
る
の
は
、
恩
と
義
と
い
う
二
つ
の
も

の
で
あ
る
。
孟
子
は
『
父
子
の
間
で
は
善
を
行
う
よ
う
強
制
は
し
な
い
。
善
を
強
制
す
れ
ば
疎
遠
に
な
る
。
疎
遠
に
な
る
こ
と

は
不
孝
の
最
た
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
』
と
言
っ
た
。
孔
子
は
『
兄
弟
は
和
や
か
に
仲
良
く
す
べ
き
で
あ
る
』
と
言
っ
た
。
ま

た
『
君
子
は
親
に
仕
え
る
と
き
は
孝
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
を
忠
に
変
え
て
君
主
に
仕
え
る
こ
と
が
で
き
る
』
と
『
孝
経
』
に

あ
る
。
皆
こ
の
よ
う
な
心
を
養
っ
て
恩
義
を
全
う
す
る
こ
と
で
あ
る
。
仏
老
の
教
え
は
、
も
っ
ぱ
ら
清
浄
で
無
欲
で
あ
る
こ
と

を
務
め
と
す
る
。
修
行
が
熟
し
て
、
心
の
工
夫
が
完
成
す
れ
ば
、
自
分
の
本
心
が
明
ら
か
に
輝
い
て
、
何
も
写
っ
て
い
な
い
明

鏡
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
静
か
に
澄
み
切
っ
た
止
水
の
よ
う
に
、
一
つ
の
塵
も
傷
も
な
い
心
境
に
な
る
。
こ
れ
は
至
難
の
こ
と

だ
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
恩
義
の
心
が
刈
り
取
ら
れ
て
す
っ
か
り
な
く
な
り
、
父
母
を
捨
て
、
妻
子
と
縁
を
切
り
、

ま
る
で
吹
き
流
し
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
土
や
木
で
作
っ
た
人
形
の
よ
う
に
、
心
に
何
も
感
じ
ず
、
そ
の
愛
を
用
い
る
こ
と
も

な
い
。
ま
し
て
や
君
臣
や
兄
弟
に
つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
と
こ
こ
に
至
る
と
、
聖
人
の
道
と
は
実
に
天
と
深
い
淵
の

よ
う
に
大
き
く
隔
た
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
ら
は
皆
明
鏡
止
水
の
説
が
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
私
が
深
く
こ
れ
を
嫌
悪
す
る
の

は
、
当
然
の
こ
と
だ
ろ
う
」。

（
解
説
）

こ
の
章
の
「
明
鏡
止
水
」
に
関
す
る
批
判
は
、
巻
の
上
第
五
十
六
章
な
ら
び
に
巻
の
下
第
十
八
章
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。「
明
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鏡
止
水
」
は
仁
斎
が
最
も
嫌
っ
た
言
葉
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
仁
斎
が
好
ん
だ
の
は
「
活
発
発
地
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は

道
は
活
物
で
あ
る
と
い
う
仁
斎
の
生
の
哲
学
が
現
れ
て
い
る
。

第
四
十
八
章

先
生
學が
く

問も
ん

の
家か

法ほ
う

を
問
う
。
曰い
わ

く
、「
吾わ
れ

に
家
法
無
し
。
論
語
盂
子
の
正せ
い
ぶ
ん文
に
就つ

い
て
理り

會か
い

す
。
是こ

れ
吾わ

が
家
法
の
み
。
近
ご

ろ
日に
っ

札さ
つ

の
中う
ち

一い
ち
だ
ん段
、
學が
く

を
爲な

す
法ほ
う

を
論ろ
ん

ず
。
甚は
な
は

だ
學が
く

を
爲な

す
肯こ
う
け
い綮
を
得
た
り
。
又
子し

が
爲た

め
に
之
を
誦し
ょ
う

せ
ん
。
曰
く
、『
儒じ
ゅ
し
ゃ者
の

學
は
、
最も
っ
と

も
闇あ
ん
ま
い昧
を
忌い

む
。
其
の
道
を
論ろ
ん

じ
經け
い

を
解か
い

す
る
、
須す
べ
か
ら

く
是
れ
明め
い
は
く白
端た
ん
て
き的
、
白は
く
じ
つ日
に
十じ
ゅ
う

字じ

街が
い
と
う頭
に
在あ

っ
て
事こ
と

を
作な

す
が

若ご
と

く
に
し
て
、
一い
ち

毫ご
う

も
人
を
瞞あ
ざ
む

き
得
ず
し
て
方ま
さ

に
可か

な
る
べ
し
。
切せ
つ

に
附ふ

會か
い

す
べ
か
ら
ず
、
牽け
ん
ご
う合
す
べ
か
ら
ず
、
假か

借し
ゃ
く

す
べ
か

ら
ず
、
遷せ
ん

就じ
ゅ
う

す
べ
か
ら
ず
、
尤も
っ
と

も
囘か
い

護ご

し
て
以
て
其
の
短た
ん

を
掩お
お

う
こ
と
を
嫌き
ら

う
。
又
粧し
ょ
う

點て
ん

し
て
以
て
媚び

悦え
つ

を
取と

る
こ
と
を
戒い
ま
し

む
。

從じ
ゅ
う

前ぜ
ん

の
諸し
ょ
じ
ゅ儒
、
動や
や

も
す
れ
ば
此
の
諸し
ょ
へ
い病
を
犯お
か

す
。
惟た
だ

道
を
論ろ
ん

じ
經け
い

を
解か
い

す
る
に
害が
い

有
る
の
み
に
非あ
ら

ず
、
必
ず
大お
お

い
に
人
の
心し
ん

術じ
ゅ
つ

を
壞や
ぶ

る
、
知
ら
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。
又
大だ
い

蒜さ
ん

子し

を
剥む

い
て
、
銀ぎ
ん

盤ば
ん

子し

の
内う
ち

に
盛も

る
に
、
潔け
つ

潔け
つ

淨じ
ょ
う

淨じ
ょ
う

、
渾こ
ん
し
ん身
透と
う
め
い明
な
る
が
若ご
と

く
な
ら
ん
こ
と
を
要
す
。
臭し
ゅ
う

物ぶ
つ

を
蓋が
い
へ
い蔽
し
て
、
諸こ
れ

を
器き

中ち
ゅ
う

に
藏お
さ

む
る
と
き
は
、
則
ち
佗た

物ぶ
つ

亦
皆み
な

氣き

に
觸ふ

れ
類る
い

に
染そ

ま
れ
、
悉こ
と
ご
と

く

臭し
ゅ
う

腐ふ

に
就つ

い
て
用も
ち

ゆ
べ
か
ら
ざ
る
が
若ご
と

く
な
ら
ん
こ
と
を
要よ
う

せ
ず
。
學
問
の
進
ま
ざ
る
、
徳と
く

義ぎ

の
修お
さ

ま
ら
ざ
る
、
一い
つ

に
皆み
な

此こ
れ

が

坐た

め
な
り
。
此こ

れ
は
是
れ
儒じ
ゅ

者し
ゃ

講こ
う

學が
く

第
一
の
要よ
う
け
つ訣
、
學が
く
し
ゃ者
須す
べ
か
ら

く
此
れ
を
以
て
安あ
ん
し
ん身
立り
つ
め
い命
の
根こ
ん

基き

と
爲な

し
て
、
常じ
ょ
う
じ
ょ
う常
體た
い
し
ゅ取
し
て
、

遣い

忘ぼ
う

す
べ
か
ら
ざ
る
べ
し
』。
中ち
ゅ
う

庸よ
う

に
曰
く
、『
善ぜ
ん

に
明あ
き

ら
か
な
ら
ず
ん
ば
、
身み

に
誠ま
こ
と

あ
ら
ず
』。
又
曰
く
、『
明め
い

な
る
に
自よ

っ
て

誠ま
こ
と

あ
る
、
之
を
教お

し
え

と
謂い

う
』。
此
の
一い

ち
だ
ん段

即す
な
わ

ち
中
庸
の
謂い

わ

ゆ
る
明め

い

の
字
の
謂い

い

」。

（
1
）

（
2
）

（
3
）
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注（
1
）　
「
仁
斎
日
札
」
第
一
条
。「
仁
斎
日
札
」
は
仁
斎
の
思
想
的
随
筆
。
岩
波
書
店
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
仁
斎
日
札
・
た
は
れ
草
・
不

尽
言
・
無
可
有
郷
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
2
）　

朱
子
『
中
庸
章
句
』
で
は
第
二
十
章
。

（
3
）　

朱
子
『
中
庸
章
句
』
で
は
第
二
十
一
章
。

（
口
語
訳
）

先
生
の
学
問
に
お
け
る
家
法
を
問
う
。

答
え
、「
私
に
は
家
法
な
ど
な
い
。『
論
語
』・『
孟
子
』
の
本
文
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
、
私
の
家
法
は
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。

近
頃
『
日
札
』
の
第
一
条
に
、
学
問
の
方
法
を
論
じ
た
。
こ
れ
は
学
問
を
す
る
上
で
の
要
点
を
よ
く
抑
え
て
い
る
。
今
君
の
為

に
こ
れ
を
読
み
聞
か
せ
よ
う
。

『
儒
者
の
学
問
は
、
曖
昧
で
あ
る
こ
と
を
最
も
嫌
う
。
道
を
論
じ
経
書
を
解
釈
す
る
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
明
ら
か
で
は
っ
き

り
と
し
て
、
白
昼
に
十
字
路
の
真
ん
中
で
事
を
行
う
よ
う
に
、
微
塵
も
人
を
欺
く
こ
と
が
な
い
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

決
し
て
無
理
に
こ
じ
つ
け
た
り
当
て
は
め
た
り
、
間
違
い
を
見
逃
し
た
り
、
相
手
に
妥
協
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
か
で

も
本
当
の
こ
と
を
覆
い
隠
す
こ
と
を
最
も
嫌
い
、
ま
た
飾
り
立
て
て
媚
び
て
取
り
入
る
こ
と
を
戒
め
る
。
こ
れ
ま
で
の
儒
者
は
、

ど
う
か
す
る
と
こ
れ
ら
の
弊
に
染
ま
っ
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
た
だ
道
を
論
じ
経
書
を
解
釈
す
る
の
に
害
が
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、

必
ず
大
き
く
人
の
心
構
え
を
損
な
う
と
い
う
こ
と
を
肝
に
銘
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大に
ん
に
く蒜
を
剥む

い
て
銀
の
皿
に
盛
っ
た
よ
う

に
清
ら
か
で
全
体
が
透
き
通
る
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
臭
い
も
の
に
蓋
を
し
て
器
の
中
に
収
め
て
お
く
と
、
他
の
物
も

み
な
そ
の
臭
気
に
触
れ
て
臭
い
に
染
ま
り
、
全
て
腐
臭
に
よ
っ
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
で
は
い
け
な
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い
。
学
問
が
進
ま
ず
、
徳
義
が
治
ま
ら
な
い
の
は
、
全
て
こ
の
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
儒
者
の
学
問
研
究
に
お
け
る
要
訣

で
あ
り
、
学
問
を
す
る
者
は
全
て
こ
れ
を
以
て
安
心
立
命
の
基
盤
と
し
て
、
常
に
こ
の
学
問
の
法
を
体
得
し
て
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
』。

『
中
庸
』
に
『
善
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
、
自
身
に
誠
が
備
わ
ら
な
い
』
と
い
い
、
ま
た
『（
善
を
）
明
ら
か
に
し
て
、
そ

こ
か
ら
誠
に
行
き
着
く
、
こ
れ
を
教
え
と
い
う
』
と
言
う
。
こ
の
第
一
条
は
即
ち
『
中
庸
』
に
お
け
る
『
明
』
の
字
の
意
味
を

述
べ
た
も
の
で
あ
る
」。

（
解
説
）

「
仁
斎
日
札
」
は
、
お
そ
ら
く
『
童
子
問
』
の
第
一
稿
と
並
行
し
て
書
き
継
が
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
互
い
に
連
関
す
る

と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

第
四
十
九
章

問
う
、「
盂
子
の
曰い
わ

く
、『
夫ふ
う

子し

堯ぎ
ょ
う
し
ゅ
ん舜
に
賢ま
さ

れ
る
こ
と
遠と
お

し
』。
程て
い

子し

の
曰
く
、『
聖せ
い

を
語か
た

る
と
き
は
、
則
ち
異こ
と

な
ら
ず
。
事じ

功こ
う

は
則
ち
異
な
る
こ
と
有
り
。
夫
子
堯
舜
に
賢
れ
り
と
い
う
は
、
事
功
を
語
る
な
り
』
と
。
此
の
説せ
つ

頗す
こ
ぶ

る
牽け
ん
ご
う合
に
似に

た
り
。
如い
か
ん何
」。

曰
く
、「
聖
人
も
亦ま
た
ひ
と人
の
み
。
安い
ず
く

ん
ぞ
人じ
ん
じ
ん人
皆
同お
な

じ
き
こ
と
を
得
ん
。
天て
ん

地ち

の
化か

と
雖い
え

ど
も
、
豐ほ
う

年ね
ん

有
り
、
歉け
ん

歳さ
い

有
り
、
年ね
ん
ね
ん年
同お
な

じ
か
ら
ず
、
歳さ

い
さ
い歳

相あ
い
こ
と異

な
り
。
千せ

ん
ざ
い歳

の
遠と

お

き
を
經ふ

る
と
雖い

え

ど
も
、
一い

っ
さ
い歳

も
同お

な

じ
き
こ
と
を
得
ず
。
奚な

ん

ぞ
獨ひ

と

り
聖
人
に
於お

い

て
之
を

疑う
た
が

わ
ん
。
程て
い

子し

專も
っ
ぱ

ら
理り

の
字じ

を
以
て
懸け
ん
だ
ん斷
し
て
、
其
の
實じ
つ

を
視み

る
こ
と
を
知
ら
ざ
る
が
故
な
り
。
予よ

以お

も謂
え
ら
く
、
盂
子
の
後の
ち

、

道
を
識し

る
者
は
程て
い
し子
に
若し

く
は
莫な

し
。
然し
か

れ
ど
も
猶な
お

高こ
う
え
ん遠
を
悦よ
ろ
こ

ぶ
の
意
有
り
。
故
に
孔
盂
の
旨む
ね

に
於お
い

て
齟そ

ご齬
す
る
所
の
者
間ま

ま々

（
1
）

（
2
）
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多
し
。
盂
子
只た
だ

堯
舜
に
賢
れ
り
と
曰い

い
て
、
其
の
堯
舜
に
賢
れ
る
所ゆ
え
ん以
の
者
如い

か何
ん
と
曰い

わ
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
未い
ま

だ
必
ず
定さ
だ

め
て
事
功
を
以
て
之
を
言
う
と
爲す

べ
か
ら
ず
。
王お
う

陽よ
う
め
い明
萬ば
ん
い
つ鎰
の
金き
ん

を
以
て
堯
舜
に
譬た
と

え
、
九き
ゅ
う

千せ
ん

鎰い
つ

の
金
を
以
て
孔
子
に
譬
う
、

尤も
っ
と

も
非ひ

な
り
。
以
て
道
を
知
る
者
の
大だ
い
き
ゃ
く噱
に
供き
ょ
う

す
べ
し
。
故
に
實じ
つ

に
盂
子
の
本ほ
ん

指し

を
知
っ
て
、
而し
か

る
後の
ち

能よ

く
孔
子
の
孔
子
爲た

る

所
以
を
知
ら
ん
。
孔
子
の
孔
子
爲
る
所
以
を
知
っ
て
、
而
る
後
眞ま
こ
と

に
其そ
の

堯
舜
よ
り
賢
れ
る
所
以
を
知
ら
ん
」。

注（
1
）　
『
孟
子
』
公
孫
丑
上
篇
第
二
章
。
宰
我
の
言
葉
と
し
て
孟
子
が
引
い
て
い
る
。

（
2
）　

朱
子
『
孟
子
集
註
』
公
孫
丑
上
篇
第
二
章
の
朱
子
の
注
釈
の
中
に
、「
程
子
曰
く
」
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）　

王
陽
明
『
伝
習
録
』。

（
口
語
訳
）

問
う
、「
孟
子
は
『
孔
子
は
堯
舜
よ
り
は
る
か
に
優
れ
て
い
る
』
と
言
っ
て
い
ま
す
。
程
子
が
こ
の
言
葉
に
つ
い
て
、『
聖
性

に
つ
い
て
い
え
ば
孔
子
も
堯
舜
も
違
い
は
な
い
が
、
業
績
と
い
う
点
で
は
異
な
っ
て
い
る
。
孔
子
の
ほ
う
が
堯
舜
よ
り
優
っ
て

い
る
と
い
う
の
は
、
業
績
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
の
だ
』
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
説
は
か
な
り
無
理
な
こ
じ
つ
け
の
よ
う
に

思
い
ま
す
が
、
如
何
で
し
ょ
う
か
」。

答
え
、「
聖
人
と
言
っ
て
も
人
で
あ
る
。
ど
う
し
て
人
が
皆
同
じ
で
あ
ろ
う
か
。
天
地
自
然
の
造
化
に
お
い
て
も
、
豊
年
も
あ

れ
ば
、
不
作
の
年
も
あ
り
、
年
々
同
じ
で
は
な
い
し
、
年
ご
と
に
異
な
っ
て
い
る
。
千
年
の
永
い
時
を
経
て
も
一
年
と
し
て
同

じ
年
は
な
い
。
ど
う
し
て
た
だ
聖
人
に
だ
け
違
い
が
あ
る
こ
と
を
疑
う
の
だ
ろ
う
か
。
程
子
は
も
っ
ぱ
ら
理
と
い
う
観
点
か
ら

根
拠
の
な
い
推
論
で
も
っ
て
判
断
し
て
お
り
、
そ
の
実
体
を
見
る
こ
と
を
知
ら
な
い
の
だ
。
私
が
思
う
に
、
孟
子
の
後
、
道
を

（
3
）
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知
る
人
は
程
子
に
優
る
人
は
い
な
い
。
し
か
し
程
子
に
は
ま
だ
高
遠
を
喜
ぶ
気
持
ち
が
あ
る
。
だ
か
ら
孔
孟
の
趣
旨
と
食
い
違

う
と
こ
ろ
が
時
々
あ
る
。
孟
子
は
た
だ
孔
子
が
堯
舜
よ
り
優
っ
て
い
る
と
言
う
だ
け
で
、
ど
こ
が
優
っ
て
い
る
の
か
を
言
っ
て

い
な
い
の
に
、
業
績
を
言
っ
て
い
る
の
だ
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
王
陽
明
は
万
鎰
の
黄
金
に
よ
っ
て
堯
舜
に
譬
え
、

九
千
鎰
の
黄
金
に
よ
っ
て
孔
子
に
譬
え
た
。
大
変
な
間
違
い
で
あ
る
。
道
を
知
る
者
の
お
笑
い
種
に
な
る
だ
ろ
う
。
孟
子
が
、

『
孔
子
は
堯
舜
よ
り
優
っ
て
い
る
』
と
い
っ
た
本
当
の
意
味
を
知
っ
て
、
初
め
て
孔
子
が
ま
さ
に
孔
子
で
あ
る
訳
を
知
る
の
で
あ

る
。
孔
子
が
孔
子
で
あ
る
訳
を
知
っ
て
、
初
め
て
本
当
に
堯
舜
よ
り
優
れ
て
い
る
理
由
を
知
る
の
で
あ
る
」。

第
五
十
章

問
う
、「
然し
か

ら
ば
則
ち
孔
子
の
堯
舜
よ
り
賢ま
さ

れ
る
所ゆ
え
ん以
の
者
、
果は
た

し
て
何い
ず
く

に
か
在あ

る
」。
曰い
わ

く
、「
此こ

れ
は
是こ

れ
古こ

今こ
ん

未み

了り
ょ
う

の

大だ
い
こ
う
あ
ん

公
案
、
學が
く
し
ゃ者
の
道
に
於お

け
る
、
其
の
知
る
と
知
ら
ざ
る
と
、
得う

る
と
得
ざ
る
と
、
總す
べ

て
此こ
こ

に
決け
っ

す
。
一い
ち
ご
ん言
の
能よ

く
悉つ

く
す
所

に
非あ
ら

ず
。
學
者
眞ま
こ
と

に
能よ

く
高こ
う
え
ん遠
廣こ
う

大だ
い

知
り
難が
た

く
行
い
難
き
の
説せ
つ

は
、
即
ち
邪じ
ゃ
せ
つ説
暴ぼ
う
こ
う行
に
し
て
、
人じ
ん
り
ん倫
日に
ち
よ
う用
平へ
い

常じ
ょ
う

行
う
べ
き
の
道
、

實じ
つ

に
至し

極ご
く

爲た

る
こ
と
を
知し

っ
て
、
而し
か

る
後の
ち

自お
の
ず
か

ら
其
の
堯
舜
よ
り
賢
れ
る
所
以
の
實じ
つ

を
知
ら
ん
。
今い
ま

且か

つ
事じ

實じ
つ

を
以
て
之
を
明あ

か

さ
ん
。
夫そ

れ
源み
な
も
と

愈い
よ
い
よ

深ふ
か

き
と
き
は
則
ち
流な
が

れ
愈
遠と
お

し
。
根ね

愈
大だ
い

な
る
と
き
は
則
ち
樹き

愈
盛さ
か
ん

な
り
。
故
に
其
の
教お
し
え

の
遠と
お

く
被こ
う
ぶ

る
を
見

る
と
き
は
、
則
ち
其
の
道
の
本も
と

大
な
る
こ
と
を
知
る
。
其
の
化か

の
遠
く
及
ぶ
を
見
る
と
き
は
、
則
ち
其
の
徳と
く

の
甚は
な
は

だ
廣
き
こ
と

を
知
る
。
堯
舜
は
、
天
子
な
り
。
宜よ
ろ

し
く
其
の
聲せ
い

教き
ょ
う

の
遠
く
曁お
よ

ん
で
、
餘よ

澤た
く

の
久ひ
さ

し
く
流
る
べ
し
。
然し
か

れ
ど
も
治ち

績せ
き

九き
ゅ
う
し
ゅ
う州
に
過す

ぎ
ず
、
子し

孫そ
ん

の
襲し

ゅ
う

封ほ
う

も
、
亦
後こ

う
せ
い世

に
及お

よ

ば
ず
。
仲ち

ゅ
う

尼じ

は
、
匹ひ

っ

夫ぷ

な
り
、
旅り

ょ
じ
ん人

な
り
。
然し

か

れ
ど
も
道ど

う
と
く徳

遠
く
曁
ぶ
こ
と
、
限げ

ん

量り
ょ
う

す

べ
か
ら
ず
。
地
を
以
て
す
る
と
き
は
、
則
ち
鄒す
う

魯ろ

の
郷き
ょ
う

よ
り
、
海う
み

の
内な
い
が
い外
を
問と

わ
ず
、
四し

夷い

の
遠
き
に
至
る
ま
で
、
凡お
よ

そ
文も

じ字

有
る
の
國
は
、
夫ふ
う

子し

の
教
を
尊そ
ん
す
う崇
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
莫な

し
。
禮れ
い

を
以
て
す
る
と
き
は
、
則
ち
身
天
子
の
服ふ
く

裳し
ょ
う

を
被こ
う

ぶ
り
、
天
子
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の
禮れ
い
が
く樂
を
用も
ち

い
、
春し
ゅ
ん
じ
ゅ
う秋
の
二に

仲ち
ゅ
う

、
天
子
親み
ず

か
ら
雍よ
う

に
臨の
ぞ

ん
で
、
上か
み

大だ
い
が
く學
よ
り
、
下し
も

州し
ゅ
う

縣け
ん

の
學が
く

に
至
り
、
延ひ

い
て
夷い

服ふ
く

の
地
に
及お
よ

ぶ
ま
で
、
各お
の
お
の

釋せ
き
て
ん奠
の
禮
を
修お
さ

め
て
惟こ

れ
謹つ
つ
し

め
り
。
時と
き

を
以
て
す
る
と
き
は
、
則
ち
夫
子
の
時
よ
り
今
に
到
る
ま
で
、
既す
で

に
二
千

餘
年
、
猶な
お

一い
ち
じ
つ日
の
ご
と
し
。
其
の
子
孫
も
亦
封ほ
う

爵し
ゃ
く

を
相あ

い
襲お
そ

い
、
今
に
到
る
ま
で
絶た

え
ず
。
猗あ

あ嗟
盛さ
か
ん

な
る
か
な
。
夫
れ
人じ
ん
り
ん倫
有

る
と
き
は
則
ち
天て
ん

地ち

立
つ
。
人
倫
無
き
と
き
は
則
天
地
立た

た
ず
。
大お
お
よ
そ凡
天
下
の
君く
ん
し
ん臣
父ふ

し子
夫ふ
う

婦ふ

昆こ
ん

弟て
い

朋ほ
う
ゆ
う友
、
親し
た

し
く
夫
子
の
書し
ょ

を
讀
み
、
夫
子
の
教
に
服ふ
く

せ
ず
と
雖い
え

ど
も
、
然し
か

れ
ど
も
夫ひ
と
び
と人
仁じ
ん

義ぎ

を
善よ
み

し
、
忠ち
ゅ
う

孝こ
う

を
崇と
う
と

み
、
君
臣
父
子
夫
婦
昆
弟
朋
友
の
倫り
ん

を

失う
し
な

わ
ざ
る
者
、
其そ

れ
誰た

れ
が
力ち
か
ら

ぞ
や
。
夫
子
の
道
、
肌き

膚ふ

に
浹あ
ま
ね

く
、
骨こ
つ
ず
い髓
に
淪し
ず

み
、
永な
が

く
自お
の
ず
か

ら
冥め
い
め
い冥
の
中う
ち

に
行お
こ
な

わ
る
る
に
非あ
ら

ず

ん
ば
、
豈あ
に

能よ

く
然し
か

ら
ん
や
。
昔む
か
し

夫
子
管か
ん

仲ち
ゅ
う

が
仁じ
ん

を
稱し
ょ
う

し
て
曰
く
、『
民た
み

今
に
到い
た

る
ま
で
其
の
賜た
ま
も
の

を
受う

く
。
管
仲
微な
か

り
せ
ば
、
吾わ

れ

其そ

れ
髮か
み

を
被こ
う
ぶ

り
衽え
り

を
左ひ
だ

り
に
せ
ん
』
と
。
夫
子
の
徳と
く

の
盛さ
か
ん

な
る
が
若ご
と

き
、
之
を
管
仲
に
視く
ら

ぶ
る
に
、
奚な
ん

ぞ
翅た
だ

萬ば
ん

萬ば
ん

の
み
な
ら
ん
。

止た
だ

天
地
の
道
を
裁さ
い

成せ
い

輔ほ

相し
ょ
う

す
と
謂い

う
の
み
に
非
ず
。
仲
尼
は
即
ち
天
地
な
り
。
故
に
中ち
ゅ
う

庸よ
う

之
を
贊さ
ん

し
て
曰
く
、『
聲せ
い

名め
い

中ち
ゅ
う

國ご
く

に

洋よ
う
い
つ溢
し
て
、
施ひ

い
て
蠻ば
ん
ぱ
く貊
に
及
ぶ
。
舟し
ゅ
う

車し
ゃ

の
至
る
所
、
人じ
ん

力り
ょ
く

の
通つ
う

ず
る
所
、
天て
ん

の
覆お
お

う
所
、
地ち

の
載の

す
る
所
、
日じ
つ
げ
つ月
の
照て
ら

す
所
、

霜そ
う

露ろ

の
隊お

つ
る
所
、
凡お
よ

そ
血け
っ

氣き

有
る
者
、
尊そ
ん
し
ん親
せ
ず
と
い
う
こ
と
莫な

し
。
故
に
曰
く
、「
天て
ん

に
配は
い

す
」
と
』。
夫
子
、
堯
舜
に
賢

れ
る
所
以
の
實
、
略ほ
ぼ

知し

ん
ぬ
べ
し
。
故
に
孔
子
を
最さ
い

上じ
ょ
う

至し

極ご
く

宇う

宙ち
ゅ
う

第だ
い
い
ち一
の
聖
人
と
爲し

、
論
語
を
最
上
至
極
宇
宙
第
一
の
書
と
爲す

。

謂い
わ

ゆ
る
生せ
い

民み
ん

よ
り
以い

來ら
い

、
未い
ま

だ
孔
子
よ
り
盛さ
か
ん

な
る
は
有あ

ら
ず
。
道
を
知
る
者
に
非あ
ら

ず
ん
ば
、
孰た
れ

か
能よ

く
之
を
識し

ら
ん
。
難か
た

い
か

な
難
い
か
な
」。

注（
1
）　
『
論
語
』
憲
問
篇
第
十
八
章
。

（
2
）　

朱
子
『
中
庸
章
句
』
で
は
第
三
十
一
章
。

（
3
）　
『
孟
子
』
公
孫
丑
上
篇
第
二
章
。
第
四
十
九
章
（
注
）
1
に
引
か
れ
た
言
葉
の
後
に
あ
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）
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（
口
語
訳
）

問
う
、「
そ
れ
で
は
孔
子
が
堯
舜
よ
り
優
っ
て
い
る
理
由
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
」。

答
え
、「
こ
れ
は
昔
か
ら
今
に
至
る
ま
で
解
か
れ
た
こ
と
の
な
い
大
問
題
で
あ
る
。
学
者
が
道
に
つ
い
て
、
知
っ
て
い
る
か

知
っ
て
い
な
い
か
、
理
解
し
て
い
る
か
理
解
し
て
い
な
い
か
は
、
す
べ
て
こ
こ
で
決
ま
る
。
一
言
で
言
い
尽
せ
る
も
の
で
は
な

い
。
学
ぶ
者
が
、
非
常
に
高
遠
で
広
大
、
理
解
し
が
た
く
行
う
の
も
難
し
い
説
は
、
邪
説
暴
行
で
あ
っ
て
、
人
倫
社
会
で
日
常

行
う
べ
き
道
こ
そ
が
実
に
最
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
本
当
に
よ
く
理
解
し
て
、
そ
の
後
に
自
然
と
孔
子
が
堯
舜
よ
り
優
っ
て

い
る
本
当
の
理
由
を
知
る
で
あ
ろ
う
。
今
ま
さ
に
事
実
を
以
て
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
そ
も
そ
も
源
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ

ど
水
の
流
れ
は
ま
す
ま
す
遠
く
ま
で
行
く
。
根
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
樹
は
ま
す
ま
す
勢
い
良
く
伸
び
る
。
だ
か
ら
教
え

が
遠
く
ま
で
及
ん
で
い
る
の
を
見
れ
ば
、
そ
の
道
の
本
源
が
大
き
い
こ
と
が
判
る
。
そ
の
教
化
が
遠
く
ま
で
及
ん
で
い
る
の
を

見
れ
ば
、
そ
の
徳
が
非
常
に
広
い
こ
と
が
判
る
。
堯
舜
は
天
子
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
の
威
光
と
教
え
が
遠
く
ま
で
及
び
、
そ

の
恩
恵
が
末
長
く
続
い
て
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
政
治
の
功
績
は
国
内
の
九
州
に
及
ん
だ
に
過
ぎ
ず
、
子
孫
が
王
位
を
受

け
継
い
で
後
世
に
及
ぶ
こ
と
も
な
か
っ
た
。
孔
子
は
、
一
庶
民
で
あ
る
。
旅
人
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
道
徳
が
遠
く
ま
で
及
ぶ

こ
と
は
、
は
か
り
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
土
地
で
い
う
な
ら
ば
、
孟
子
と
孔
子
の
出
身
地
で
あ
る
鄒
や
魯
の
国
か
ら
、
海
の

内
外
を
問
わ
ず
、
遠
く
四
方
の
夷
狄
の
地
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
文
字
が
あ
る
国
で
、
孔
子
の
教
え
を
尊
崇
し
な
い
国
は
な
い
。

礼
に
つ
い
て
い
え
ば
、
孔
子
像
は
天
子
の
服
を
着
、
天
子
の
礼
楽
を
用
い
、
春
分
・
秋
分
の
日
に
は
、
天
子
自
ら
大
学
に
臨
幸

し
、
上
は
大
学
か
ら
、
下
は
州
や
県
の
学
校
に
至
る
ま
で
、
さ
ら
に
は
夷
狄
の
地
に
至
る
ま
で
、
孔
子
を
祀
る
釋
奠
を
う
や
う

や
し
く
営
ん
で
い
る
。
時
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
状
態
が
、
孔
子
の
時
代
か
ら
今
に
至
る
ま
で
、
既
に
二
千
年
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余
り
変
わ
ら
ず
続
い
て
い
る
。
孔
子
の
子
孫
は
代
々
官
爵
を
授
け
ら
れ
、
今
に
至
る
ま
で
絶
え
て
い
な
い
。
あ
あ
何
と
盛
ん
な

こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
人
の
道
が
あ
る
と
き
は
世
界
は
保
た
れ
る
。
人
の
道
が
失
わ
れ
た
と
き
に
は
世
界
は
保
た
れ
な
い
。
す
べ

て
天
下
の
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
・
昆
弟
・
朋
友
の
関
係
に
あ
る
人
々
が
、
皆
自
分
自
身
で
孔
先
生
の
書
を
読
み
、
先
生
の
教
え

に
服
さ
な
い
ま
で
も
、
人
々
が
仁
義
を
称
え
、
忠
孝
を
貴
び
、
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
・
昆
弟
・
朋
友
の
道
を
失
わ
な
い
の
は
、

い
っ
た
い
誰
の
力
に
よ
る
も
の
か
。
孔
子
の
道
が
、
肌
に
広
く
浸
透
し
、
骨
髄
に
染
み
込
み
、
長
い
間
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち

に
行
わ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
な
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
昔
孔
子
が
管
仲
の
仁
を
称
え
て
言
っ
た
。

『
民
は
今
に
至
る
ま
で
そ
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
。
も
し
管
仲
が
い
な
け
れ
ば
、
私
は
夷
狄
の
よ
う
に
髪
を
結
う
こ
と
も
せ
ず
、

襟
を
左
前
に
し
て
い
た
だ
ろ
う
』
と
。
孔
子
の
徳
の
盛
大
な
こ
と
は
、
管
仲
と
比
べ
て
、
何
万
倍
も
優
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け

で
は
な
い
。
た
だ
天
地
の
道
を
完
成
し
補
助
し
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
孔
子
は
そ
の
ま
ま
天
地
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
『
中

庸
』
は
孔
子
を
称
え
て
言
う
の
で
あ
る
、『（
孔
子
の
）
名
声
は
中
国
に
満
ち
溢
れ
、
さ
ら
に
夷
狄
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
船
や

車
の
通
う
限
り
の
と
こ
ろ
、
人
の
力
で
行
け
る
限
り
の
と
こ
ろ
、
天
が
覆
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
地
が
載
せ
て
い
る
と
こ
ろ
、
日

月
が
照
ら
す
と
こ
ろ
、
霜
露
が
落
ち
る
と
こ
ろ
の
、
す
べ
て
の
血
の
通
っ
た
生
命
あ
る
者
で
、（
孔
子
を
）
尊
び
親
し
ま
な
い
者

は
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
「
天
に
も
等
し
い
」
と
言
う
の
で
あ
る
』
と
。
孔
子
が
堯
舜
に
優
る
本
当
の
理
由
は
、
大
体
判
っ
た
で

あ
ろ
う
。
だ
か
ら
孔
子
を
最
上
至
極
宇
宙
第
一
の
聖
人
と
し
、『
論
語
』
を
最
上
至
極
宇
宙
第
一
の
書
と
す
る
の
で
あ
る
。
孟
子

が
言
う
よ
う
に
、
民
が
生
ま
れ
て
以
来
、
い
ま
だ
に
孔
子
よ
り
偉
大
な
人
は
い
な
い
。
道
を
知
る
人
で
な
け
れ
ば
、
誰
が
こ
の

こ
と
を
よ
く
理
解
で
き
よ
う
か
。
難
し
い
こ
と
だ
。
難
し
い
こ
と
だ
」。
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（
解
説
）

仁
斎
は
、
巻
の
下
第
一
章
で
、
性
を
廻
る
議
論
に
つ
い
て
、
や
は
り
「
先
儒
未
了
の
公
案
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
章
で
は
、
孔
子
が
何
故
堯
舜
よ
り
は
る
か
に
優
る
聖
人
で
あ
る
か
を
「
古
今
未
了
の
大
公
案
」
と
し
て
論
じ
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
章
で
も
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
最
後
に
「
孔
子
を
最
上
至
極
宇
宙
第
一
の
聖
人
と

し
、『
論
語
』
を
最
上
至
極
宇
宙
第
一
の
書
と
す
る
」
自
ら
の
立
場
を
も
う
一
度
再
確
認
し
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
が

性
を
廻
る
議
論
と
と
も
に
、
自
身
が
は
じ
め
て
提
唱
し
た
「
古
今
未
了
の
大
公
案
」
に
答
え
る
大
発
明
で
あ
る
と
い
う
確
信
が

こ
こ
に
は
あ
る
。

第
五
十
一
章

問
う
、「
夫ふ
う

子し

既す
で

に
堯
舜
に
賢ま
さ

れ
る
と
き
は
、
則
ち
奚な
ん

ぞ
自み
ず
か

ら
之
を
作さ
く

せ
ず
し
て
、
而し
こ
う

し
て
之
を
祖そ

述じ
ゅ
つ

す
る
や
」。
曰い
わ

く
、「
此こ
れ

汝な
ん
じ

が
識し

る
所
に
非あ
ら

ず
。
其
の
之
を
祖
述
す
る
者
は
、
是こ
れ

自み
ず
か

ら
之
を
祖
述
す
る
な
り
。
其
の
文ぶ
ん

武ぶ

を
憲け
ん

章し
ょ
う

す
る
者
も
、
亦
是
自み
ず
か

ら

之
を
憲
章
す
る
な
り
。
孟
子
人ひ
と

に
教お
し

う
る
に
、
又
堯
舜
の
道
を
表ひ
ょ
う
し
ょ
う章
し
て
、
未い
ま

だ
嘗か
つ

て
一い
ち
ご
ん言
も
堯
舜
以
前
の
事こ
と

に
及
ば
ず
。
即

ち
夫
子
祖
述
の
意い

な
り
。
夫そ

れ
堂ど
う

下か

稠ち
ゅ
う

人じ
ん

の
中な
か

に
厠ま
じ

わ
る
と
き
は
、
則
ち
堂
下
の
人
の
曲き
ょ
く
ち
ょ
く直
を
辨べ
ん

ず
る
こ
と
能あ
た

わ
ず
。
身み

堂ど
う

上じ
ょ
う

に
在あ

っ
て
、
乃す
な
わ

ち
能よ

く
堂
下
の
人
の
曲き
ょ
く
ち
ょ
く直
を
辨
ず
。
夫
子
の
堯
舜
を
祖
述
す
る
や
、
夫
子
實じ
つ

に
堯
舜
に
及
ば
ざ
る
所
有あ

っ
て
之

を
祖
述
す
る
に
非
ず
。
蓋け
だ

し
高
く
天
下
の
上う
え

に
出い

づ
る
の
明め
い

有あ

っ
て
、
能
く
天
下
の
覩み

ざ
る
所
を
燭て

ら
す
。
能
く
天
下
の
覩
ざ

る
所
を
燭
ら
し
て
、
能
く
天
下
の
至し

極ご
く

す
る
所
を
知
る
。
道
と
は
、
中ち

ゅ
う

庸よ
う

に
至い

た

っ
て
極き

わ

ま
る
。
人じ

ん
り
ん倫

日に
ち
よ
う用

の
間あ

い
だ

に
出い

で
ず
し
て
、

天
下
萬ば
ん
せ
い世
須し
ば
ら
く臾
も
離
る
べ
か
ら
ざ
る
所
な
り
。
夫
子
高
く
天
下
の
上
に
出
づ
る
の
明
を
以
て
、
能
く
天
下
の
覩
ざ
る
所
を
燭
し
、

洞ほ
が

ら
か
に
古こ

今こ
ん

を
照て
ら

し
、
群ぐ
ん

聖せ
い

を
歴れ
き
せ
ん選
す
。
其
の
中
庸
の
極き
わ
み

に
造い
た

つ
て
、
萬ば
ん

世せ
い

の
標ひ
ょ
う
じ
ゅ
ん準
爲た

る
べ
き
者
は
、
唯た
だ

堯
舜
の
み
。
是こ

れ
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其
の
之
を
祖
述
す
る
所ゆ
え
ん以
な
り
。
藉た

と令
い
堯
舜
に
非あ
ら

ず
と
も
、
若も

し
能
く
中
庸
の
極
に
造
っ
て
、
以
て
萬
世
に
師し

表ひ
ょ
う

た
る
に
足た

れ
る
者
有
ら
ば
、
夫
子
亦
必
ず
之
を
祖
述
せ
ん
。
何な
ん

ぞ
必
ず
し
も
堯
舜
の
み
な
ら
ん
や
。
謂い
わ

ゆ
る
文
武
を
憲
章
す
と
い
う
者
も
、

亦
是こ
れ

な
り
。
憲
章
と
は
、
顯あ
き

ら
か
に
之
を
表
章
す
る
な
り
。
亦
祖
述
の
謂い
い

。
夫そ

れ
其
の
意い

に
非あ
ら

ざ
る
と
き
は
、
則
ち
之
を
祖
述

せ
ず
。
其
の
意
に
非
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
亦
之
を
憲
章
せ
ず
。
猶な
お

身
堂
上
に
在
っ
て
、
堂
下
の
人
の
直す
ぐ

な
る
者
を
指さ

し
て
之
を

示し
め

す
が
ご
と
し
。
故
に
曰
く
、『
其
の
之
を
祖
述
す
る
者
は
、
是こ

れ
自み
ず
か

ら
之
を
祖
述
す
る
な
り
。
其
の
之
を
憲
章
す
る
者
は
、
是

れ
自
ら
之
を
憲
章
す
る
な
り
』
と
。
其
の
伏ふ
っ

犧き

・
神し
ん
の
う農
・
黄こ
う
て
い帝
を
取と

ら
ず
、
又
少し
ょ
う

昊こ
う

・
顓せ
ん

頊ぎ
ょ
く

・
高こ
う
し
ん辛
を
列れ
っ

せ
ず
、
獨ひ
と

り
堯
舜
を

祖
述
す
、
是
れ
夫
子
の
獨
り
す
る
所
に
し
て
、
堯
舜
と
雖い
え

ど
も
亦
及
ば
ざ
る
所
な
り
。
故
に
堯
舜
を
祖
述
す
る
者
は
、
是こ

れ
其

の
堯
舜
に
賢ま
さ

れ
る
所ゆ
え
ん以
な
り
。
子
曰
く
、『
述の

べ
て
作さ
く

せ
ず
』。
又
曰
く
、『
信
じ
て
古い
に
し
え

を
好こ
の

む
』
と
。
夫
れ
夫
子
の
大だ
い
せ
い聖
を
以
て

し
て
、
卒つ
い

に
我わ
れ

よ
り
古
を
作な

さ
ず
。
是こ

れ
孔
子
の
本ほ
ん
し
ん心
に
し
て
、
學が
く

問も
ん

の
極き
ょ
く

則そ
く

な
り
。
故ゆ
え

に
論
語
泰た
い

伯は
く

堯ぎ
ょ
う

曰え
つ

の
二に

篇へ
ん

、
群ぐ
ん

聖せ
い

を

歴れ
っ
き
ょ擧
す
る
、
皆
堯
舜
に
始は
じ

め
て
、
文ぶ
ん

武ぶ

に
終お

う
。
許き
ょ
こ
う
し
ん
の
う

行
神
農
の
言げ
ん

を
爲な

す
と
き
は
、
則
ち
孟
子
亦
折せ
っ

衷ち
ゅ
う

す
る
に
堯
舜
の
天
下
を

憂う
れ

う
る
を
以
て
す
。
所ゆ

え以
に
中
庸
、
夫
子
の
徳
を
贊さ
ん

し
て
、『
堯
舜
を
祖
述
し
、
文
武
を
憲
章
す
』
と
曰い

う
。
其
の
意い

み見
つ
べ
し
。

而し
か

る
に
宋そ
う

の
諸し
ょ
た
い
じ
ゅ

大
儒
、
或
は
天て
ん
の
う皇
・
地ち

皇こ
う

・
人じ
ん

皇の
う

を
以
て
三さ
ん

皇こ
う

と
爲し

、
庖ほ
う

犧き

・
神
農
・
黄
帝
・
堯
・
舜
を
以
て
五ご

帝て
い

と
爲し

、
或あ
る
い

は
別べ
つ

に
伏ふ
っ

犧き

・
神
農
・
黄
帝
・
堯
・
舜
を
以
て
列れ
つ

を
爲な

す
。
皆
夫
子
堯
舜
を
祖
述
す
る
の
意
を
知
ら
ざ
る
が
故
な
り
」。

注（
1
）　

こ
の
章
の
初
め
に
自
ら
言
っ
た
言
葉
を
指
す
。

（
2
）　

伏
犠
は
易
を
作
っ
た
と
い
わ
れ
る
伝
説
上
の
皇
帝
。
蛇
身
人
首
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
神
農
は
同
じ
く
伝
説
上
の
皇
帝
で
、
農
業
と

薬
草
を
人
に
お
し
え
た
。
人
身
牛
頭
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
黄
帝
は
伝
説
上
の
皇
帝
。『
史
記
』五
帝
本
紀
の
冒
頭
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
3
）　

少

は
黄
帝
の
子
。
顓
頊
は
黄
帝
の
孫
。・
高
辛
は
黄
帝
の
曾
孫
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）
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（
4
）　
『
論
語
』
述
而
篇
第
一
章
。

（
5
）　
『
論
語
』
述
而
篇
第
一
章
の
前
注
部
分
に
続
く
言
葉
。

（
6
）　
『
孟
子
』
滕
文
公
上
篇
第
四
章
。

（
7
）　

朱
子
『
中
庸
章
句
』
で
は
第
三
十
章
。

（
8
）　

伏
犠
に
同
じ
。

（
口
語
訳
）

問
う
、「
孔
子
は
堯
舜
よ
り
優
っ
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
自
ら
新
し
く
創
作
せ
ず
、
堯
舜
を
祖
述
さ
れ
た
の
で
す
か
」。

答
え
、「
こ
れ
は
君
知
る
こ
と
で
は
な
い
。
孔
子
が
堯
舜
を
祖
述
し
た
の
は
、
孔
子
自
ら
が
祖
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
文

王
・
武
王
を
憲
章
す
る
の
も
、
孔
子
自
ら
が
憲
章
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
孟
子
も
ま
た
人
に
教
え
る
際
に
、
や
は
り
堯
舜
の
道

を
表
彰
し
た
が
、
い
ま
だ
嘗
て
一
言
も
堯
舜
以
前
の
こ
と
に
言
及
し
た
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
は
孔
子
の
祖
述
の
意
を
汲
ん
だ
も

の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
堂
下
の
庭
で
人
ご
み
の
中
に
い
る
時
に
は
、
そ
こ
に
い
る
人
達
の
曲
直
は
判
ら
な
い
。
し
か
し
堂
の
上

か
ら
下
を
見
下
ろ
せ
ば
、
そ
こ
に
い
る
人
達
の
曲
直
は
判
る
も
の
だ
。
孔
子
が
堯
舜
を
祖
述
す
る
の
は
、
孔
子
が
堯
舜
に
及
ば

な
い
か
ら
で
は
な
い
。
思
う
に
高
く
天
下
の
上
に
出
る
『
明
』、
が
あ
っ
て
初
め
て
、
天
下
の
人
が
見
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
照
ら

す
こ
と
が
で
き
る
。
天
下
の
人
が
見
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
照
ら
す
こ
と
で
、
天
下
の
行
き
着
く
と
こ
ろ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

の
だ
。
道
は
、
中
庸
に
極
ま
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
々
の
人
間
関
係
や
日
常
生
活
か
ら
出
る
こ
と
な
く
、
し
か
も
天
下
の

人
が
万
世
に
わ
た
っ
て
少
し
の
間
も
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
孔
子
は
そ
の
は
る
か
に
高
い
『
明
』、
で
、
天
下
の
見
え
な
い

と
こ
ろ
を
照
ら
し
、
古
今
を
す
っ
か
り
見
渡
し
て
、
聖
人
た
ち
を
選
り
す
ぐ
っ
た
。
そ
し
て
中
庸
の
極
致
に
至
っ
て
、
万
世
の

標
準
と
な
る
べ
き
人
は
、
た
だ
堯
舜
の
み
で
あ
る
と
考
え
た
。
こ
れ
が
堯
舜
を
祖
述
し
た
理
由
で
あ
る
。
た
と
え
堯
舜
で
な
く
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と
も
、
も
し
中
庸
の
極
致
に
至
っ
て
、
万
世
の
模
範
と
な
る
人
が
い
れ
ば
、
孔
子
は
必
ず
そ
の
人
を
祖
述
し
た
だ
ろ
う
。
必
ず

堯
舜
に
限
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
文
王
・
武
王
を
憲
章
す
る
と
い
う
の
も
、
こ
れ
と
同
様
で
あ
る
。
憲
章
と
は
そ
の
人
の
徳

を
明
ら
か
に
し
て
表
彰
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
祖
述
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
に
値
し
な
い
と
考
え
る
な
ら
、
祖
述
し
な
い
の

で
あ
る
。
ま
た
同
様
に
憲
章
す
る
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
自
身
が
堂
上
に
い
て
、
下
の
庭
に
い
る
人
を
見
て
真
っ
直

ぐ
な
人
を
指
し
示
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
私
は
『
孔
子
が
堯
舜
を
祖
述
す
る
の
は
、
自
ら
が
祖
述
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
ま
た
孔
子
が
文
王
・
武
王
を
憲
章
す
る
の
も
孔
子
自
ら
が
憲
章
し
て
い
る
の
で
あ
る
』
と
言
っ
た
の
だ
。
伏
犠
・
神
農
・

黄
帝
を
取
り
あ
げ
ず
、
又
、
少

・
顓
頊
・
高
辛
を
列
に
加
え
ず
、
た
だ
堯
舜
だ
け
を
祖
述
す
る
の
は
、
こ
れ
は
孔
子
だ
か
ら

こ
そ
で
き
た
こ
と
で
あ
り
、
堯
舜
で
さ
え
も
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
堯
舜
を
祖
述
す
る
者
こ
そ
が
、
堯
舜
よ
り
優

る
の
で
あ
る
。
孔
子
は
、『
祖
述
は
す
る
が
創
作
は
し
な
い
』
と
言
う
。
ま
た
、『
古
を
好
み
、
信
じ
て
い
る
』
と
言
う
。
孔
子

程
の
偉
大
な
る
聖
人
で
も
、
自
ら
創
作
し
、
後
世
の
模
範
と
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
孔
子
の
本
心
で
あ
っ
て
、
学
問

の
最
も
重
要
な
原
則
で
あ
る
。
だ
か
ら
『
論
語
』
の
泰
伯
、
堯
曰
の
二
篇
に
お
い
て
多
く
の
聖
人
を
列
挙
し
て
称
賛
す
る
が
、

ど
れ
も
堯
舜
か
ら
始
ま
っ
て
、
文
王
・
武
王
で
終
わ
る
。
許
行
が
、
神
農
の
農
事
こ
そ
が
重
要
だ
と
い
う
意
見
を
述
べ
た
と
き

に
、
孟
子
は
堯
舜
の
天
下
を
憂
え
る
心
を
以
て
答
え
た
。
そ
れ
ゆ
え
『
中
庸
』
は
孔
子
の
徳
を
称
賛
し
て
、『
堯
舜
を
祖
述
し
、

文
王
・
武
王
を
憲
章
す
る
』
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
を
よ
く
理
解
し
な
さ
い
。
そ
れ
な
の
に
宋
の
諸
先
生
達
は
天
皇
・

地
皇
・
人
皇
を
三
皇
と
し
た
り
、
庖
犧
、
神
農
、
黄
帝
、
堯
・
舜
を
五
帝
と
し
た
り
、
あ
る
い
は
別
に
伏
犠
・
神
農
・
黄
帝
・

堯
・
舜
を
排
列
す
る
場
合
も
あ
る
。
皆
孔
子
が
堯
舜
を
祖
述
し
た
意
味
を
判
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
」。
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（
解
説
）

孔
子
が
堯
舜
に
ま
さ
る
こ
と
は
、
巻
の
上
第
五
章
に
お
い
て
す
で
に
説
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
中
庸
の
徳
が
至
高
で
あ
る
こ

と
も
巻
の
上
第
十
章
、
十
一
章
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
度
々
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
全
体
の
締
め
く
く
り
と
し
て
、
こ
の

こ
と
を
真
に
理
解
す
る
こ
と
が
学
問
の
基
礎
と
な
る
こ
と
を
述
べ
る
。「
明
」
と
い
う
言
葉
を
敢
え
て
訳
さ
な
か
っ
た
の
は
、
こ

れ
が
『
中
庸
』
に
言
わ
れ
る
「
善
を
明
ら
か
に
す
る
」
の
「
明
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
の
第
四
十
八

章
の
最
後
に
言
わ
れ
て
い
る
「
こ
の
第
一
条
は
即
ち
『
中
庸
』
に
お
け
る
『
明
』
の
字
の
意
味
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
」
と
い

う
に
対
応
し
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
見
て
ほ
し
い
。

第
五
十
二
章

問
う
、「
伏ふ
っ

犧き

・
神し
ん
の
う農
・
黄こ
う
て
い帝
・
少し
ょ
う

昊こ
う

・
顓せ
ん
ぎ
ょ
く頊
・
高こ
う
し
ん辛
、
皆
上じ
ょ
う

古こ

の
聖せ
い

神し
ん

。
夫ふ
う

子し

奚な
に

を
以
て
か
取
ら
ざ
る
」。
曰い
わ

く
、「
夫
子
明あ
き

ら
か
に
其
の
之
を
取
ら
ざ
る
の
意い

を
言い

わ
ず
。
今
得え

て
詳つ
ま
び

ら
か
に
す
べ
か
ら
ず
。
孟
子
の
曰
く
、『
堯
舜
の
道
は
、
孝こ
う

弟て
い

の
み
』。

又
曰
く
、『
規き

く矩
は
、
方ほ
う
え
ん員
の
至い
た

り
な
り
。
聖
人
は
、
人じ
ん
り
ん倫
の
至
り
な
り
。
君き
み

と
爲な

し
て
君
の
道
を
盡つ
く

さ
ん
こ
と
を
欲ほ
っ

し
、
臣し
ん

と

爲
し
て
臣
の
道
を
盡
さ
ん
こ
と
を
欲
す
。
二ふ
た

つ
の
者
皆み
な

堯
舜
に
法の
っ
と

ら
ん
の
み
』。
又
曰
く
、『
舜
は
庶し
ょ
ぶ
つ物
を
明あ
き

ら
か
に
し
て
、

人じ
ん
り
ん倫
を
察さ
っ

す
。
仁じ
ん

義ぎ

に
由よ

っ
て
行お
こ
な

う
、
仁
義
を
行
う
に
非あ
ら

ず
』
と
。
是こ

れ
に
由よ

っ
て
之
を
觀み

れ
ば
、
三さ
ん
こ
う
さ
ん

皇
三
帝て
い

の
道
、
豈あ
に

其そ

れ

人じ
ん
り
ん倫
日に
ち
よ
う用
の
道
に
宜よ
ろ

し
か
ら
ざ
る
者
有あ

っ
て
之
を
黜し
り
ぞ

く
る
か
。
漢か
ん

の
孔こ
う
あ
ん
こ
く

安
國
尚し
ょ
う

書し
ょ

の
序じ
ょ

に
曰
く
、『
伏ふ
っ

犧き

・
神し
ん
の
う農
・
黄こ
う
て
い帝
の
書し
ょ

、

之
を
三さ

ん
ぷ
ん墳

と
謂い

う
。
大だ

い
ど
う道

を
言
う
な
り
。
少し

ょ
う

昊こ
う

・
顓せ

ん
ぎ
ょ
く頊

・
高こ

う
し
ん辛

・
唐と

う

・
虞ぐ

の
書
、
之
を
五ご

典て
ん

と
謂
う
。
常じ

ょ
う
ど
う道

を
言
う
な
り
』。
孔

子
墳ふ
ん

典て
ん

を
討と
う
ろ
ん論
し
て
、
唐と
う

虞ぐ

よ
り
斷だ
ん

じ
て
、
以
て
下し
も

周し
ゅ
う

に
訖い
た

る
。
其
の
大
道
を
言
う
と
曰
う
を
觀み

る
と
き
は
、
則
ち
三さ
ん

皇こ
う

の
道

は
、
專も
っ
ぱ

ら
磅ほ
う
は
く

廣こ
う

大だ
い

無む

爲い

自じ

か化
を
尚と
う
と

ん
で
、
實じ
つ

に
人じ
ん
り
ん倫
常じ
ょ
う
ど
う道
に
宜よ
ろ

し
か
ら
ざ
る
者
有あ

る
こ
と
、
知し

る
べ
し
。
吁あ
あ

、
天て
ん

下か

豈あ
に

常じ
ょ
う

道ど
う

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）
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よ
り
大
な
る
者
有あ

ら
ん
や
。
其
の
常
道
の
上う
え

に
出い

で
て
別べ
つ

に
大だ
い
ど
う道
有
り
と
爲す

る
と
き
は
、
則
ち
其
の
道
豈あ
に

磅ほ
う
は
く

廣こ
う

大だ
い

、
人じ
ん
り
ん倫

日に
ち
よ
う用
に
宜よ
ろ

し
か
ら
ず
し
て
、
堯
舜
の
道
と
差た
が

い
異こ
と

な
る
者
有あ

る
に
非
ず
や
。
磅

廣
大
無
爲
自
化
の
道
は
、
乃す
な
わ

ち
方ほ
う
が
い外
高こ
う

達た
つ

の

士し

の
必
ず
口
に
藉や
と

い
て
以
て
其
の
説せ
つ

を
託た
く

す
る
所
に
し
て
、
邪じ
ゃ
せ
つ説
暴ぼ
う
こ
う行
の
由よ

っ
て
興お
こ

る
所
な
り
。
然し
か

ら
ば
則
ち
夫ふ
う

子し

の
取と

ら
ざ

る
こ
と
、
其
の
意い

知し

ん
ぬ
べ
し
」。

注（
1
）　
『
孟
子
』
告
子
下
篇
第
二
章
。

（
2
）　
『
孟
子
』
離
婁
上
篇
第
二
章
。

（
3
）　
『
孟
子
』
離
婁
下
篇
第
十
九
章
。

（
4
）　

前
漢
の
学
者
。
生
没
年
不
詳
。
孔
子
十
世
の
孫
。『
書
経
』
の
注
釈
を
書
い
た
。

（
口
語
訳
）

問
う
、「
伏
犠
・
神
農
・
黄
帝
・
少

・
顓
頊
・
高
辛
、
は
皆
昔
の
聖
な
る
神
々
で
す
。
孔
子
は
ど
う
し
て
彼
ら
を
取
り
上
げ

な
い
の
で
す
か
」。

答
え
、「
孔
子
は
は
っ
き
り
と
は
彼
ら
を
取
り
上
げ
な
い
意
図
を
言
っ
て
い
な
い
の
で
、
今
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
孟

子
は
『
堯
舜
の
道
は
孝
弟
だ
け
で
あ
る
』
と
言
い
、。
ま
た
『
コ
ン
パ
ス
と
定
規
は
四
角
形
と
円
を
作
る
た
め
の
こ
の
上
な
い
基

準
で
あ
る
。
聖
人
は
人
の
道
の
こ
の
上
な
い
手
本
で
あ
る
。
君
主
と
な
れ
ば
君
主
の
道
を
尽
く
そ
う
と
し
、
臣
下
と
な
れ
ば
臣

下
の
道
を
尽
く
そ
う
と
す
る
。
ど
ち
ら
も
堯
舜
を
模
範
と
し
て
行
う
だ
け
だ
』、『
舜
は
色
々
な
も
の
を
明
ら
か
に
し
て
、
人
と

し
て
の
道
を
省
察
し
た
。
そ
の
行
い
は
仁
義
か
ら
自
然
に
現
れ
て
き
た
も
の
で
、
仁
義
を
行
っ
た
の
で
は
な
い
』
と
言
っ
て
い
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る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
君
が
今
言
う
三
皇
三
帝
の
行
っ
た
道
は
、
人
倫
日
用
の
道
に
宜
し
く
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て

退
け
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
孔
安
国
の
『
尚
書
』
序
に
『
伏
犠
・
神
農
・
黄
帝
の
書
を
三
墳
と
言
う
。
こ
れ
ら
は
大
道
を
説
い

て
い
る
。
少

・
顓
頊
・
高
辛
・
唐
・
虞
の
書
物
を
五
典
と
言
う
。
こ
れ
ら
は
常
道
を
説
い
て
い
る
』
と
あ
る
。
孔
子
は
三
墳

五
典
を
検
討
議
論
し
、
唐
・
虞
か
ら
周
ま
で
を
取
り
上
げ
た
。
大
道
と
い
っ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
伏
犠
・
神
農
・
黄
帝
の
三

皇
の
道
は
、
は
て
し
な
く
広
大
で
自
然
の
ま
ま
の
変
化
を
貴
ん
で
、
人
が
常
に
従
う
べ
き
道
に
と
っ
て
良
く
な
い
と
こ
ろ
が
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
あ
あ
、
天
下
に
常
道
よ
り
偉
大
な
も
の
が
あ
ろ
う
か
。
そ
の
常
道
の
上
に
、
別
に
大
道
が
あ
る
と
す
る
の

は
、
そ
の
道
が
は
て
し
な
く
広
大
で
、
人
々
の
人
倫
日
用
に
相
応
し
く
な
い
も
の
で
、
堯
舜
の
道
と
違
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
は
て
し
な
く
広
大
で
自
然
の
ま
ま
に
変
化
す
る
こ
と
を
貴
ぶ
道
は
、
世
を
捨
て
て
高
尚
ぶ
る
隠

者
が
必
ず
口

実
と
し
て
依
拠
す
る
も
の
で
、
邪
説
暴
行
が
起
こ
る
原
因
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
れ
ば
孔
子
が
取
り
上
げ
な
か
っ
た
理
由
も
判
る

だ
ろ
う
」。

第
五
十
三
章

問
う
、「
中ち
ゅ
う

庸よ
う

、
聲せ
い
め
い名
施ひ

い
て
蠻ば
ん
ぱ
く貊
に
及
ぶ
を
以
て
、
夫ふ
う

子し

盛せ
い
と
く徳
の
驗し
る

し
と
爲す

。
然し
か

れ
ど
も
佛ぶ
つ

老ろ
う

子し

の
名な

も
亦
然し
か

り
。
獨ひ
と

り
孔

子
の
み
な
ら
ず
。
佛ほ
と
け

の
稱し
ょ
う

號ご
う

に
至い
た

っ
て
は
、
益ま
す
ま
す々

熾さ
か
ん

な
り
。
此
の
方か
た

固ま
こ
と

に
老ろ
う

子し

の
宮み
や

無
し
。
然し
か

れ
ど
も
漢か
ん

土ど

に
在あ

っ
て
は
、
道ど
う

觀か
ん

佛ぶ
つ

寺じ

と
相あ

い
埓ひ
と

し
き
と
き
は
、
則
ち
其
の
盛さ
か
ん

な
る
こ
と
知し

ん
ぬ
べ
し
」。
曰い
わ

く
、「
怪か
い

を
好こ
の

ん
で
常じ
ょ
う

を
好
ま
ず
、
奇き

を
喜よ
ろ
こ

ん
で

正せ
い

を
喜よ

ろ
こ

ば
ざ
る
は
、
天
下
古こ

今こ
ん

の
通つ

う
か
ん患

、
人じ

ん
じ
ん人

皆
然し

か

り
。
道ど

う

士し

は
多
く
禪ぜ

ん
せ
つ説

を
假か

借し
ゃ
く

し
、
又
人
の
爲た

め
に
醮し

ょ
う

祭さ
い

祈き

祷と
う

す
。
其
の

陋ろ
う

知し

ん
ぬ
べ
し
。
佛ぶ
つ
し
ゃ者
は
莊し
ょ
う

嚴ご
ん

を
務つ
と

め
、
誇か

大だ
い

を
好こ
の

む
。
專も
っ
ぱ

ら
傳で
ん

燈と
う

を
以
て
要よ
う

と
爲し

、
愚ぐ

民み
ん

を
蠱こ

惑わ
く

し
、
賢け
ん

智ち

を
誘ゆ
う

入に
ゅ
う

し
、
周し
ゅ
う

羅ら

綢ち
ゅ
う

繆び
ゅ
う

、
至い
た

ら
ず
と
い
ふ
所
無
し
。
蓋け
だ

し
其
の
法ほ
う

の
或あ
る
い

は
斷だ
ん
ぜ
つ絶
し
て
、
其
の
教お
し
え

の
或あ
る
い

は
至
ら
ざ
る
所
有あ

ら
ん
こ
と
を
懼お
そ

れ
て
な
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り
。
此
れ
其
の
聲せ
い
め
い名
の
盛さ
か
ん

な
る
所ゆ
え
ん以
な
り
。
夫
子
の
若ご
と

き
は
則
ち
然し
か

ら
ず
。
子し

貢こ
う

の
曰
く
、『
夫
子
は
温お
ん

良り
ょ
う

恭き
ょ
う

儉け
ん

讓じ
ょ
う

以
て
之
を
得

た
り
』。
蓋け
だ

し
五い
つ

つ
の
者
は
、
己
れ
を
謙く
だ

し
人
に
下く
だ

り
外ほ
か

を
願ね
が

わ
ざ
る
の
事
、
佛ぶ
つ

老ろ
う

の
莊し
ょ
う

嚴ご
ん

を
務つ
と

め
、
誇か

大だ
い

を
好こ
の

む
と
異こ
と

な
り
。

蓋け
だ

し
夫
子
の
教お
し
え

は
、
天
地
自し

然ぜ
ん

の
道ど
う

理り

、
人じ
ん
し
ん心
に
根
ざ
し
、
風ふ
う
ぞ
く俗
に
徹て
っ

し
、
時
と
し
て
然し
か

ら
ず
と
い
う
こ
と
無
く
、
處と
こ
ろ

と
し
て

在あ

ら
ず
と
い
う
こ
と
無
し
。
故
に
莊し
ょ
う

嚴ご
ん

を
務つ
と

め
ず
、
誇か

大だ
い

を
好
ま
ず
、
而し
こ
う

し
て
其
の
聲せ
い
め
い名
赫か
っ
か
く赫
、
施ひ

い
て
蠻ば
ん
ぱ
く貊
に
及
ぶ
。
此こ

れ

其
の
大だ
い

な
る
所ゆ
え
ん以
な
り
。
苟い
や

し
く
も
眞ま
こ
と

に
夫
子
の
道み
ち

の
徳と
く

の
大だ
い

、
實じ
つ

に
堯ぎ
ょ
う
し
ゅ
ん舜
に
賢ま
さ

つ
て
、
生せ
い

民み
ん

以い

來ら
い

、
未い
ま

だ
嘗か
つ

て
有
ら
ざ
る
所

の
盛さ
か
ん

を
知
ら
ば
、
則
ち
汝な
ん
じ

に
許ゆ
る

す
眼ま
な
こ

宇う

宙ち
ゅ
う

を
空む
な

し
ゅ
う
す
」。
童ど
う

子じ

の
曰
く
、「
大だ
い

な
る
か
な
言げ
ん

や
。
始は
じ

め
て
未い
ま

だ
嘗か
つ

て
聞
か
ざ

る
所
を
聞
く
こ
と
を
得
た
り
。
何な

ん
の
幸さ
い
わ
い

か
之
に
如し

か
ん
」。
衽え
り

を
斂お
さ

め
て
退し
り
ぞ

く
。

注（
1
）　
『
論
語
』
学
而
篇
第
十
章
。

（
口
語
訳
）

問
う
、「『
中
庸
』
に
は
、
孔
子
の
名
前
が
中
国
だ
け
で
な
く
蛮
国
に
ま
で
及
ん
で
い
る
の
は
、
孔
子
の
徳
が
盛
ん
な
こ
と
の

証
拠
だ
と
あ
り
ま
す
。
し
か
し
仏
や
老
子
の
名
も
同
様
に
普
及
し
て
い
ま
す
。
孔
子
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
の
称
号
を
唱

え
る
こ
と
は
ま
す
ま
す
盛
ん
で
す
。
我
が
国
に
は
道
教
寺
院
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
中
国
で
は
道
教
寺
院
は
仏
教
寺
院
と
同
じ
く

ら
い
あ
り
、
そ
の
盛
ん
な
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
」。

答
え
、「
奇
怪
な
も
の
を
好
ん
で
、
普
通
の
も
の
を
好
ま
ず
、
珍
し
い
も
の
を
喜
ん
で
正
し
い
も
の
を
喜
ば
な
い
の
は
、
天
下

古
今
に
共
通
の
弊
害
で
、
人
も
皆
そ
う
で
あ
る
。
道
教
の
道
士
は
禅
の
学
説
を
借
用
し
、
人
々
の
た
め
に
厄
除
け
の
祭
り
を
行
っ

（
1
）
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た
り
す
る
。
そ
の
く
だ
ら
な
さ
が
わ
か
る
。
僧
侶
は
寺
を
飾
り
立
て
る
こ
と
に
熱
心
で
、
大
げ
さ
な
こ
と
を
好
む
。
も
っ
ぱ
ら

師
弟
間
の
法
統
伝
授
を
大
事
に
し
、
愚
か
な
民
を
惑
わ
し
、
賢
く
知
恵
あ
る
人
を
誘
い
込
み
、

間
な
く
網
を
巡
ら
し
て
ま
と

わ
り
付
き
、
そ
の
た
め
に
は
何
で
も
す
る
。
思
う
に
そ
れ
は
法
統
が
途
切
れ
た
り
、
教
え
の
至
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を

恐
れ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
仏
の
名
声
が
盛
ん
な
理
由
で
あ
る
。
し
か
し
孔
子
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
い
。
子
貢
が
『
孔

先
生
は
常
に
温
和
で
易
し
く
、
人
に
接
し
て
恭
し
く
し
、
自
分
を
飾
ら
ず
、
謙
譲
で
あ
る
ゆ
え
評
判
と
な
っ
て
そ
の
国
の
政
治

に
参
与
す
る
こ
と
を
得
る
の
だ
』
と
言
っ
て
い
る
。
思
う
に
温
良
恭
儉
讓
の
五
つ
の
も
の
は
、
己
を
慎
し
み
、
人
よ
り
へ
り
く

だ
っ
て
他
の
事
を
願
わ
な
い
こ
と
で
、
仏
教
や
道
教
が
飾
り
立
て
た
り
大
仰
な
こ
と
を
好
む
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
孔
子
の

教
え
は
、
天
地
自
然
の
道
理
と
人
心
に
根
差
し
て
お
り
、
風
俗
に
染
み
渡
り
、
時
に
よ
っ
て
違
う
と
い
う
こ
と
な
く
、
場
所
に

よ
っ
て
無
い
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
だ
か
ら
飾
り
立
て
た
り
せ
ず
、
大
げ
さ
を
好
ま
ず
、
そ
の
名
声
は
異
民
族
に
ま
で
及
ん
で

い
る
。
こ
れ
が
そ
の
偉
大
さ
の
理
由
で
あ
る
。
も
し
孔
子
の
道
徳
の
偉
大
さ
が
、
堯
舜
に
優
り
、
民
が
生
ま
れ
て
以
来
い
ま
だ

嘗
て
な
い
ほ
ど
に
盛
ん
で
あ
る
こ
と
を
、
君
が
本
当
に
理
解
す
る
な
ら
、
君
の
眼
中
に
は
宇
宙
す
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
」。

初
学
者
は
「
何
と
偉
大
な
お
言
葉
を
聞
か
せ
て
頂
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
初
め
て
今
ま
で
聞
い
た
こ
と
の
な
い
こ
と
を
伺
い

ま
し
た
。
こ
ん
な
幸
せ
な
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
」
と
言
い
、
襟
を
正
し
て
退
出
し
た
。

童
子
問
卷
の
下
畢

先せ
ん

師し

古こ

學が
く

先
生
、
師し

傳で
ん

に
由よ

ら
ず
、
深
く
鄒す
う

魯ろ

の
こ
ん

奥お
う

に
造い
た

る
。
平へ
い
ぜ
い生
の
得う

る
所
、
具そ
な

わ
っ
て
成せ
い
し
ょ書
有
り
。
其
の
經け
い

旨し

の
委い

は
、
語ご

孟も
う

古こ

ぎ義
字じ

ぎ義
の
二に

書し
ょ

之
を
詳つ
ま
び

ら
か
に
す
。
平へ
い

素そ

講こ
う

明め
い

す
る
所
人じ
ん
り
ん倫
日に
ち
よ
う用
の
工く

夫ふ
う

に
至い
た

っ
て
は
、
即
ち
畢こ
と
ご
と

く
此
の
書し
ょ

に
備そ
な
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わ
る
。
予よ

向さ
き

に
既す
で

に
字じ

義ぎ

書し
ょ

二に

巻か
ん

を
刊え

り
て
、
廣ひ
ろ

く
人じ
ん
か
ん間
に
傳つ
た

う
。
此
の
書
未い
ま

だ
印い
ん

流り
ゅ
う

を
遂と

げ
ず
、
謄と
う
し
ゃ寫
轉て
ん

訛か

、
學が
く
し
ゃ者
憾う
ら

む
。

仍よ
っ

て
先
生
の
令れ
い

嗣し

長ち
ょ
う

胤い
ん

に
請こ

う
て
點て
ん

校こ
う

せ
し
め
、
遂つ
い

に
梓し

に
鋟え

り
て
以
て
世よ

に
公お
お
や
け

に
す
。
三さ
ん
が
ん巻
凡お
よ

そ
百
八
十
九
條じ
ょ
う

。
苟い
や

し
く
も

此
の
書し
ょ

を
讀
む
者
は
、
先
生
の
堂ど
う

に
升の
ぼ

っ
て
、
先
生
の
誨お
し
え

を
耳き

く
が
如
し
。
手し
ゅ

澤た
く

の
存そ
ん

す
る
所
、
神し
ん
め
い明
人ひ
と

に
在あ

り
。
其
の
人
已す
で

に
陳ち
ん

な
り
と
謂い

い
て
其
の
書
を
忽ゆ
る
が
せ

に
す
る
こ
と
勿な
か

れ
。

寶ほ
う

永え
い

四よ

年ね
ん

丁て
い

亥が
い

重ち
ょ
う

陽よ
う

の
日ひ　

門も
ん
じ
ん人
林は
や
し

景け
い

范は
ん

文ぶ
ん
し
ん進
頓と
ん
し
ゅ
は
い
し
ょ

首
拝
書

亡
き
師
古
学
先
生
伊
藤
仁
斎
は
、
先
師
か
ら
の
伝
授
に
因
ら
ず
深
く
孔
孟
の
学
問
の
奥
義
に
到
達
さ
れ
た
。
先
生
が
こ
れ
ま

で
に
考
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
纏
ま
っ
た
著
作
が
あ
る
。
そ
の
経
書
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、『
論
語
・
孟
子
古
義
』
と

『
語
孟
字
義
』
の
二
書
に
詳
し
く
解
説
さ
れ
て
い
る
。
平
素
講
究
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
人
倫
日
用
に
お
け
る
努
力
に
つ
い
て
は
、

す
べ
て
こ
の
『
童
子
問
』
に
備
わ
っ
て
い
る
。
私
は
以
前
既
に
『
語
孟
字
義
』
二
巻
を
刊
行
し
、
広
く
世
間
に
公
開
し
た
。
こ

の
書
は
ま
だ
出
版
流
通
を
遂
げ
て
い
な
い
。
書
き
写
す
と
間
違
い
も
起
こ
っ
て
、
学
者
は
残
念
に
思
う
。
そ
こ
で
先
生
の
後
継

者
で
あ
る
長
胤
伊
藤
東
涯
先
生
に
お
願
い
し
て
訓
点
を
入
れ
、
校
正
を
し
て
も
ら
い
、
つ
い
に
印
刷
発
行
し
世
に
出
す
こ
と
と

な
っ
た
。
三
巻
全
百
八
十
九
条
。
こ
の
書
を
読
む
者
は
、
先
生
の
教
室
に
入
り
、
先
生
の
教
え
を
聴
く
の
と
同
じ
で
あ
る
。
先

生
の
手
あ
か
の
殘
る
書
物
に
は
、
先
生
の
精
神
が
こ
も
っ
て
い
る
。
そ
の
人
が
既
に
故
人
と
な
っ
て
も
そ
の
書
物
を
い
い
か
げ

ん
に
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
。

宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
年
）
丁
亥
重
陽
の
日
（
旧
暦
九
月
九
日
）　

門
人
林
景
范
文
進
頓
首
拝
書


