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『
漢
書
』「
芸
文
志
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
当
時
、
弟
子
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
先
生
の
言

葉
を
記
録
し
た
も
の
を
持
っ
て
い
た
。
先
生
が
亡
く
な
っ
て
い
た
の
で
、
門
人
は
そ
の

記
録
し
た
も
の
を
集
め
て
「
論
M
（
編
集
）」
し
た
。
だ
か
ら
こ
の
書
物
を
「
論
語
」

と
言
う
の
で
あ
る
と
。
こ
れ
に
拠
れ
ば
、「
芸
文
志
」
が
言
う
「
門
人
」
と
は
、
孔
子

の
弟
子
の
門
人
と
い
う
意
味
で
、
孔
子
の
門
人
で
は
な
い
。『
論
語
』
の
「
語
」
と
は
、

孔
子
の
言
葉
と
い
う
意
味
で
あ
る
。『
論
語
』
に
は
時
々
、
弟
子
の
言
葉
も
あ
る
が
、

そ
れ
は
付
記
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
書
名
が
示
す
内
容
で
は
な
い
。

学
而
第
一
【
此
れ
書
の
首
篇
為た

り
。
故
に
記
す
所
本
を
務
む
る
の
意
多
し
。
乃

す
な
わ
ち
道
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『
論
　
語
　
逢
　
原
』

水
　
哉
　
館
　
学

朱
子
『
集
註
』
に
拠
る
。

「
芸げ

い

文も
ん

志し

」
に
曰
く
、
当
時
弟
子
各
々
記
す
所
有
り
。
夫ふ
う

子し

既
に
卒
し
ゅ
っ
す
れ

ば
、
門
人
相
い
与と

も

に
輯あ

つ

め
て
論ろ

ん

Mさ
ん

す
。
故
に
之
を
論
語
と
謂
う
と
（
1
）
。
此
を
按

ず
る
に
、「
門
人
」
と
は
、
弟
子
の
門
人
を
謂
い
、
孔
門
の
人
に
非
ず
。「
語
」

と
は
、
孔
子
の
語
を
謂
う
な
り
。
間ま

々ま

弟
子
の
語
有
り
と
雖
も
、
是
れ
附
記

な
る
の
み
。
題
号
の
指
す
所
に
非
ず
。

訳
注
『
論
語
逢
原
』（
2
）

久
　
　
米
　
　
裕
　
　
子

要
　
旨

本
稿
は
、
中
井
履
軒
『
論
語
逢
原
』
の
訳
注
で
あ
る
。
中
井
履
軒
（
一
七
三
二
―
一
八
一
七
）
は
、
懐
徳
堂
学
派
を
代
表
す
る
人
物
で
あ
り
、
特
に
そ
の
膨

大
な
経
学
研
究
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
中
で
も
『
論
語
逢
原
』
は
、
履
軒
の
最
も
す
ぐ
れ
た
注
釈
書
の
一
つ
と
さ
れ
る
。
履
軒
の
『
論
語
』
解
釈
の
原
点
は
、
朱
子
『
論

語
集
注
』
に
あ
る
が
、
履
軒
は
朱
子
の
解
釈
に
し
ば
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
を
批
判
的
に
継
承
し
、
独
自
の
解
釈
を
展
開
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
の
点
を
ふ

ま
え
、
朱
子
の
説
と
履
軒
の
説
を
対
比
さ
せ
る
た
め
、『
論
語
逢
原
』
に
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
朱
子
の
注
解
を
本
文
中
に
試
み
に
逐
一
挿
入
し
て
み
た
。
今
回
訳
出
し

た
の
は
『
論
語
逢
原
』「
学
而
篇
」
で
あ
る
が
、『
論
語
』
の
本
文
な
ら
び
に
朱
子
の
注
解
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
数
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て

は
、
そ
の
書
き
下
し
文
を
記
す
だ
け
に
止
め
た
。
ま
た
、
参
考
の
た
め
、
巻
末
に
『
論
語
逢
原
』
の
原
文
を
付
し
た
。

（
キ
ー
ワ
ー
ド
）
懐
徳
堂
、
中
井
履
軒
、
論
語
逢
原
、
朱
子
、
論
語
集
注
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と
に
分
類
さ
れ
た
も
の
は
無
か
っ
た
。
後
の
人
は
分
類
さ
れ
た
書
物
を
目
に
す
る
こ
と

に
慣
れ
、
往
々
に
し
て
昔
の
人
を
引
き
込
ん
で
今
の
例
に
従
わ
せ
よ
う
と
す
る
。
こ
れ

は
大
い
に
難
し
い
事
で
あ
る
。
他
篇
も
す
べ
て
こ
れ
に
倣
う
。

○
子
のマ
マ

曰
く
、
学
び
而
し
て
時
に
之
を
習
う
、
亦
説
よ
ろ
こ
ば
し
か
ら
ず
や
。【「
説
」、

悦
同
じ
。
○
「
学
」
の
言
為た

る
效
な
り
。
人
の
性
皆
善
な
れ
ど
、
覚さ

と

る
に
先
後
有
り
。

「
後
覚
の
者
は
必
ず
先
覚
の
為
す
所
に
效な

ら

え
ば
」（『
孟
子
』
万
章
上
）、
乃

す
な
わ
ち
以
て
善
に
明
か

な
り
て
其
の
初
め
に
復か

え

る
べ
し
。「
習
」
は
鳥
の
数

し
ば
し
ば

飛
ぶ
な
り
。
之
を
学
び
て
已や

ま
ざ
る

こ
と
、
鳥
の
数
飛
ぶ
が
如
し
。「
説
」
は
喜
ぶ
意
な
り
。
既
に
学
び
て
又
時
時
に
之
を
習

え
ば
、
則
ち
学
ぶ
所
の
も
の
熟
し
て
、
中
心
喜
説
し
、
其
の
進
む
こ
と
自お

の

ず
か
ら
已
む
能

わ
ず
。
程
子
曰
く
、「
習
」
は
、
重
ね
習
う
な
り
。
時
に
復ま

た

思し

繹え
き

し
て
、
中
に
浹

し
ょ
う

洽こ
う

す
れ

ば
、
則
ち
説

よ
ろ
こ
ぶ
な
り
と
。
又
曰
く
、
学
ぶ
者
将
に
以
て
之
を
行
わ
ん
と
す
る
な
り
。
時

に
之
を
習
え
ば
、
則
ち
学
ぶ
所
の
も
の
我
に
在
り
。
故
に
説
ぶ
な
り
と
。
謝
氏
曰
く
、「
時

に
習
う
」
と
は
、
時
と
し
て
習
わ
ざ
る
無
き
な
り
。「
坐
す
る
に
尸

か
た
し
ろの
如
く
す
」（『
礼
記
』

曲
礼
上
）
は
、
坐
す
る
時
の
習
い
な
り
。「
立
つ
に
斉

も
の
い
みす
る
が
如
く
す
」（
同
前
）
は
、
立
つ

時
の
習
い
な
り
と
（
4
）

。】

「
性
は
善
な
り
」、「
初
め
に
復か
え

る
」、
及
び
「
先
後
覚
」
は
、
此
の
章
必
ず
し

も
言
わ
ず
。

朱
注
の
「
人
の
性
質
は
善
で
あ
る
」、「
本
来
も
っ
て
い
る
善
な
る
性
質
に
立
ち
帰
る
」、

お
よ
び
「
人
に
先
立
っ
て
道
を
悟
っ
た
人
」、「
人
よ
り
後
れ
て
道
を
悟
っ
た
人
」
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
、
本
章
で
は
必
ず
し
も
言
及
し
て
い
な
い
。

6448 6444

に
入
る
の
門
、
徳
を
積
む
の
基

も
と
い
に
し
て
、
学
ぶ
者
の
先
務
な
り
。
凡お

よ

そ
十
六
章
。】

「
論
語
」
は
、
帙ち
つ

上
の
標
題
な
り
。「
学
而
第
一
」
は
、
巻
上
の
籖せ
ん

題だ
い

な
り
。
古い
に

者し
え

今
人
の
篇
首
に
連
書
す
る
が
如
き
に
非
ず
。
他
並
び
に
此
に
放な
ら

う
。

「
論
語
」
は
、
帙
（
書
物
を
包
む
お
お
い
）
の
上
に
つ
け
る
書
名
で
あ
る
。「
学
而
第

一
」
は
、
書
物
の
巻
頭
に
つ
け
る
篇
名
で
あ
る
。
昔
は
今
の
人
が
篇
の
冒
頭
に
書
名
と

篇
名
を
連
ね
て
書
く
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
他
も
す
べ
て
こ
れ
に
倣
う
。

註
の
「
本
を
務
む
る
の
意
」、「
道
に
入
る
の
門
」
等
、
必
ず
し
も
言
わ
ず
。

「
為
政
篇
」
も
、
亦
「
孝
を
問
う
」
の
数
章
有
り
（
2
）
。「
本
を
務
む
る
」
に
非
ざ

る
か
。
凡お

よ

そ
語
を
録
す
る
に
、
多
く
類
を
以
て
相
い
随
う
。
斯か

く
の
如
き
の

み
。「
本
を
務
む
る
」
を
以
て
重
き
を
首
篇
に
帰
す
る
を
得
ず
。
且か

つ
篇
第
の

下
、
当ま

さ

に
一
切
の
硬
論
を
作な

す
べ
か
ら
ず
。
古
い
に
し
えの
書
は
固も
と

よ
り
分
門
類
聚
す
る

者
有
ら
ず
（
3
）
。
後
人
分
門
せ
る
書
籍
を
見
る
に
慣
れ
、
往
往
に
し
て
古
人
を
引

き
て
其
の
例
に
随
わ
せ
ん
と
欲
す
。
是
れ
大
い
な
る
難
事
な
り
。
他
篇
並
び

に
此
に
放な

ら

う
。

朱
注
の
「
学
而
篇
」
は
「
基
本
に
力
を
入
れ
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
」、「
道
徳
に
進
み

入
る
入
口
で
あ
る
」
等
は
、『
論
語
』「
学
而
篇
」
で
は
必
ず
し
も
言
及
し
て
い
な
い
。

「
為
政
篇
」
に
も
、「
孝
に
つ
い
て
尋
ね
る
」
い
く
つ
か
の
章
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
基

本
に
力
を
入
れ
る
」
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
一
般
に
言
葉
を
記
録
す
る
際
に
は
、
内
容

の
似
た
も
の
が
つ
づ
く
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。「
基
本
に
力
を
入

れ
る
」
と
い
う
理
由
で
重
点
を
首
篇
に
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
つ
篇
名
の
下
に

は
、
強
引
な
議
論
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
。
昔
の
書
物
に
は
言
う
ま
で
も
な
く
内
容
ご

4444444448 6448
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「
時
」
は
、「
時
に
措お

く
」（『
中
庸
』
第
二
十
五
章
）
の
時
の
如
し
。
其
の
時
に

当
り
て
嘗
て
学
ぶ
も
の
を
脩
行
す
る
を
謂
う
。
譬た

と

え
ば
礼
を
学
ぶ
が
如
し
。

「
剣
を
進
む
る
に
首
を
左
に
し
」（『
礼
記
』
曲
礼
上
）、「
玉
を
受
く
る
に
掬き

く

を

以
て
す
」（
同
前
）。
既
に
嘗
て
学
べ
ば
、
乃

す
な
わ
ち
授
受
の
時
に
当
た
り
、
而
し
て

其
の
学
ぶ
所
の
「
左
首
」・「
以
掬
」
を
脩
行
す
。
是こ

れ
な
り
。
其
の
他
「
色
を

柔や
わ

ら
げ
」（『
礼
記
』
内
則
）、「
声
を
怡
よ
ろ
こ
ばす
」（
同
前
）、「
唯い

し
て
諾だ
く

せ
ず
」（『
礼

記
』
玉
藻
）、「
敢
て
疾
怨
せ
ず
、
起さ

ら

に
敬
し
起さ
ら

に
孝
す
」（『
礼
記
』
内
則
）
の

類
、
皆
然
ら
ざ
る
莫な

し
。
未
だ
「
時
時
」
を
以
て
解
す
べ
か
ら
ず
。
古
い
に
し
え「
時
」

を
以
て
「
時
時
」
と
作な

し
て
用
う
る
者
無
し
。
又
「
十
二
時
」
の
「
時
」
に

非
ず
。
謝
註
に
、「
坐
す
る
時
の
習
い
」・「
立
つ
る
時
の
習
い
」
と
。
之
を
得
。

但
だ
「
時
と
し
て
習
わ
ざ
る
無
し
」
の
句
の
み
、
之
を
失
す
。

「
時
」
は
、『
中
庸
』
の
「
し
か
る
べ
き
時
に
実
施
す
る
」
の
「
時
」
の
よ
う
に
解
釈
す

べ
き
で
あ
る
。
そ
の
し
か
る
べ
き
時
に
、
か
つ
て
学
ん
だ
こ
と
を
実
践
す
る
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
た
と
え
ば
礼
を
学
ぶ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。「
剣
を
渡
す
と
き
に
は
剣
の

柄
を
左
に
」
し
、「
宝
玉
を
受
け
と
る
と
き
に
は
両
手
で
す
く
い
上
げ
る
」。
こ
の
こ
と

を
し
っ
か
り
学
び
、
授
受
の
時
に
際
し
て
、
そ
の
学
ん
だ
「
柄
を
左
に
す
る
」・「
両
手

で
す
く
い
上
げ
る
」
を
実
践
す
る
。
即
ち
こ
れ
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
親
に
対
し
て
、

「
顔
色
を
や
わ
ら
げ
る
」、「
言
葉
を
や
わ
ら
げ
る
」、「「
は
い
」
と
答
え
て
「
う
ん
」
と

返
事
し
な
い
」、「
敢
え
て
怨
ま
ず
、
さ
ら
に
敬
い
さ
ら
に
孝
行
す
る
」
の
類
は
、
す
べ

て
そ
う
で
な
い
も
の
は
な
い
。
朱
注
の
よ
う
に
「
時
」
を
「
時
時
（
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
）」

と
し
て
解
釈
す
べ
き
で
は
な
い
。
ま
た
時
刻
を
表
す
「
十
二
時
」
の
「
時
」
で
も
な

い
。
な
お
朱
注
が
引
く
謝
良
佐
の
注
に
「
座
る
と
き
の
き
ま
り
」・「
立
つ
と
き
の
き
ま

り
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
適
切
で
あ
る
。
た
だ
「
片
時
も
習
わ
な
い
と
き
は
な
い
」
の

句
だ
け
は
、
間
違
っ
て
い
る
。

64444444444444444448

「
学
」
と
「
習
」
と
は
、
同
類
に
し
て
異
事
な
り
。「
学
」
は
是
れ
人
に
従
い
指

道
を
受
く
る
な
り
。
或
い
は
之
を
書
伝
に
考
え
、
古
人
の
言
行
に
択え

ら

び
、
而
し

て
之
を
師
法
と
す
る
な
り
。
未
だ
行
い
に
著

あ
ら
わ
れ
ず
。「
習
」
は
則
ち
駸
駸
と
し

て
行
い
に
入
る
な
り
。
当ま

さ

に
「
之
を
学
び
て
已や

ま
ざ
る
」
を
以
て
「
習
」
と
為

す
べ
か
ら
ず
。

「
学
」
と
「
習
」
は
、
似
て
い
る
が
別
の
こ
と
で
あ
る
。「
学
」
と
は
、
人
に
従
っ
て
指

導
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
は
古
人
の
書
い
た
書
物
を
参
考
に
し
、
そ
こ
か
ら
古

人
の
す
ぐ
れ
た
言
行
を
選
び
取
り
、
そ
れ
を
手
本
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、

学
ん
だ
こ
と
は
ま
だ
実
際
の
行
為
に
現
れ
て
い
な
い
。「
習
」
と
は
、
ど
ん
ど
ん
行
動

に
移
す
こ
と
で
あ
る
。
朱
注
の
よ
う
に
「
休
み
な
く
学
び
つ
づ
け
る
」
こ
と
を
「
習
」

と
す
る
べ
き
で
は
な
い
。

鳥
の
雛
稍や
や

長
じ
、
飛
ば
ん
と
欲
し
、
而
れ
ど
も
未
だ
能
わ
ず
。
且
し
ば
ら
く
樹
枝
を

尋
ね
、
咫し

尺せ
き

の
飛
を
作な

し
、
頻し
き

り
に
上
下
左
右
す
。
之
を
「
習
」
と
謂
う
の

み
。
程
説
の
「
重
ね
習
う
」
も
、
亦
「
之
を
学
び
て
已や

ま
ず
」
と
謂
う
も
、
未

だ
允あ

た

ら
ず
。「
思し

繹え
き

」・「
浹
し
ょ
う

洽こ
う

」
も
、
亦
「
習
」
に
非
ず
。
宜
し
く
脩
行
の
上

に
在
り
て
、
解
を
著
す
べ
き
の
み
。

鳥
の
雛
が
し
だ
い
に
成
長
し
、
飛
ぼ
う
と
し
て
も
、
ま
だ
飛
べ
な
い
。
し
ば
ら
く
木
の

枝
を
た
ど
っ
て
、
ほ
ん
の
少
し
ば
か
り
飛
ん
で
、
し
き
り
に
上
下
左
右
す
る
。
こ
れ
を

「
習
」
と
言
う
だ
け
で
あ
る
。
朱
注
に
引
く
程
子
の
説
が
言
う
「
何
度
も
復
習
す
る
」

と
い
う
の
も
、
朱
注
に
「
休
み
な
く
学
び
つ
づ
け
る
」
と
言
う
の
も
、
妥
当
で
は
な

い
。「
考
え
た
ず
ね
る
」・「
あ
ま
ね
く
ゆ
き
わ
た
る
」
も
「
習
」
で
は
な
い
。「
習
」

は
、
道
理
を
身
に
つ
け
て
実
践
す
る
と
い
う
点
に
限
定
し
て
、
解
釈
す
る
の
が
よ
い
。

644444448 644444448
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近
く
の
人
が
訪
ね
て
来
る
と
い
う
の
は
ま
だ
そ
れ
を
楽
し
み
と
な
す
に
値
し
な
い
。
だ

か
ら
た
だ
遠
方
か
ら
来
た
場
合
だ
け
を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
朱
注
に
「
遠
方
か
ら

も
来
る
の
だ
か
ら
、
近
く
の
人
に
つ
い
て
は
推
し
て
知
る
べ
し
」
と
あ
る
が
、
本
章
の

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
損
な
っ
て
い
る
。

孔
子
門
人
に
於
け
る
も
、
亦
毎つ
ね

に
「
朋
」
と
称
す
。「
朋
友
死
し
て
帰
る
所

無
し
」（『
論
語
』
郷
党
）
の
類
も
亦
多
し
。
当ま

さ

に
拘
解
す
べ
か
ら
ず
。

孔
子
は
門
人
に
対
し
て
も
、
い
つ
も
「
朋
（
友
人
）」
と
称
し
て
い
た
。『
論
語
』
に
も

「
友
人
が
死
ん
で
身
を
寄
せ
る
所
が
な
か
っ
た
」
と
い
っ
た
類
の
記
事
が
多
い
。「
朋
」

の
意
味
に
こ
だ
わ
っ
て
注
解
す
る
べ
き
で
は
な
い
。

人
知
ら
ず
し
て
慍い

か

ら
ず
、
亦
君
子
な
ら
ず
や
。【「
慍
」、
紆
問
の
反
。
○
「
慍
」
は

怒
り
を
含
む
意
。「
君
子
」
は
、
成
徳
の
名
。
尹
氏
曰
く
、
学
は
己
に
在
り
、
知
る
と
知
ら

ざ
る
と
は
人
に
在
り
。
何
の
慍
る
こ
と
之
有
ら
ん
と
。
程
子
曰
く
、
人
に
及
ぶ
を
楽
し

む
と
雖
も
、「
是ぜ

と
せ
ら
れ
ず
し
て
悶
す
る
こ
と
無
き
」（『
周
易
』
文
言
伝
）
は
、
乃

す
な
わ
ち
所

謂
君
子
な
り
と
。
愚
謂お

も

え
ら
く
、
人
に
及
び
て
楽
し
む
は
順
に
し
て
易
く
、
知
ら
れ
ず

し
て
慍
ら
ざ
る
は
逆
に
し
て
難
し
。
故
に
惟
だ
成
徳
の
者
の
み
之
を
能
く
す
。
然
れ
ど
も

徳
の
成
る
所
以
も
、
亦
学
ぶ
こ
と
の
正
し
く
、
習
う
こ
と
の
熟
し
、
説
ぶ
こ
と
の
深
く
、

而
し
て
已
ま
ざ
る
を
曰
う
の
み
と
。
○
程
子
曰
く
、「
楽
」
は
「
説
」
に
由
り
て
後
に
得
。

楽
し
む
に
非
ず
ん
ば
以
て
君
子
を
語
る
に
足
ら
ず
。】

「
慍
」
は
、
怒
気
の
胸
中
に
蘊
蓄
す
る
を
謂
う
。

6448 64448

「
亦
」
は
、
旁
及
の
辞
。
人
固も

と

よ
り
悦
ぶ
べ
き
の
事
有
り
。
其
の
類
一
に
非

ず
。
而
し
て
此
れ
も
亦
悦
ぶ
べ
き
の
事
と
爾し

か
云
う
。
猶
お
『
易
』
の
所
謂

「
亦

醜は

ず
べ
き
な
り
」（
観
卦
・
六
二
）、「
亦

喜
ぶ
べ
し
」（
損
卦
・
六
四
）

な
り
（
5
）
。

「
亦
」
は
、
上
を
受
け
て
あ
ま
ね
く
下
に
及
ぶ
言
葉
で
あ
る
。
人
に
は
言
う
ま
で
も
な

く
喜
ぶ
べ
き
こ
と
が
有
り
、
そ
の
種
類
は
一
つ
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
も
ま
た
喜
ぶ

べ
き
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
ち
ょ
う
ど
『
易
経
』
に
言
う
「
恥
ず
べ
き
こ
と
で
あ
る
」、

「
喜
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
る
」
と
同
じ
で
あ
る
。

「
悦
」
と
「
喜
」
と
は
同
じ
か
ら
ず
。「
喜
」
は
外
に
発
揚
し
、「
悦
」
は
内
に

自
得
す
。

「
悦
」
と
「
喜
」
は
同
じ
で
は
な
い
。「
喜
」
は
自
分
の
外
に
現
れ
る
感
情
で
あ
り
、

「
悦
」
は
自
分
の
内
に
覚
る
感
情
で
あ
る
。

朋
有
り
遠
方
よ
り
来
る
、
亦
楽
し
か
ら
ず
や
。【「
楽
」、
音
洛ら

く

。
○
「
朋
」
は
同

類
な
り
。
遠
方
よ
り
来
れ
ば
、
則
ち
近
き
者
知
る
べ
し
。
程
子
曰
く
、
善
を
以
て
人
に

及
ぼ
せ
ば
、
信
従
す
る
者
衆お

お

し
。
故
に
楽
し
む
べ
し
と
。
又
曰
く
、「
説
」
は
心
に
在
り
、

「
楽
」
は
発
散
し
て
外
に
在
る
を
主
と
す
と
。】

近
き
者
未
だ
以
て
楽
し
み
と
為
す
に
足
ら
ず
。
故
に
唯た

だ
遠
方
の
み
を
挙
ぐ
。

註
に
「
近
き
者
知
る
べ
し
」
と
。
語
気
を
失
す
。

648 64448
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す
。「
上
を
犯
す
」
と
は
、
上
に
在
る
人
を
干
犯
す
る
を
謂
う
。「
鮮
」
は
少
な
り
。「
乱
を

作
す
」
と
は
則
ち
悖は

い

逆
ぎ
ゃ
く
・
争そ

う

闘と
う

の
事
を
為
す
な
り
。
此
れ
言
う
こ
こ
ろ
は
、
人
能
く
孝
弟

な
れ
ば
、
則
ち
其
の
心
和
順
に
し
て
、
上
を
犯
す
を
好
む
こ
と
少
な
く
、
必
ず
乱
を
作な

す

を
好
ま
ざ
る
な
り
。】

「
乱
」
は
、「
争
闘
」
劫
き
ょ
う

殺さ
つ

の
類
を
謂
う
。
必
ず
し
も
「
悖
逆
」
乱
常
な
ら
ず
。

「
乱
」
は
、
争
い
闘
い
、
脅
か
し
て
殺
す
類
の
こ
と
を
言
う
。
必
ず
し
も
目
上
の
者
に

そ
む
い
て
害
を
与
え
、
人
の
常
に
行
う
べ
き
道
を
乱
す
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

君
子
は
本
を
務
む
。
本
立
ち
而
し
て
道
生
ず
。
孝
弟
な
る
者
は
、
其
れ
仁
を
為つ
く

るマ
マ

の
本
か
。【「
与
」
は
平
声
。
○
「
務
」
は
力
を
専
ら
に
す
る
な
り
。「
本
」
は
猶
お
根

の
ご
と
し
。「
仁
」
は
愛
の
理
、
心
の
徳
な
り
。「
仁
を
為
す
」
と
は
、
猶
お
仁
を
行
う
と
曰

う
が
ご
と
し
。「
与
」
は
疑
い
の
辞
。
謙
退
し
て
敢
え
て
質
言
せ
ざ
る
な
り
。
言
う
こ
こ
ろ

は
、
君
子
は
凡お

よ

そ
事
専
ら
力
を
根
本
に
用
う
。
根
本
既
に
立
て
ば
、
則
ち
其
の
道
自お

の

ず

か
ら
生
ず
。
上
文
に
謂
う
所
の
「
孝
弟
」
の
若ご

と

き
は
、
乃

す
な
わ
ち
是
れ
仁
を
為
す
の
本
な
り
。
学

ぶ
者
此
を
務
む
れ
ば
、
則
ち
仁
道
此
よ
り
生
ず
る
な
り
。
○
程
子
曰
く
、
孝
弟
は
順
徳

な
り
。
故
に
上
を
犯
す
を
好
ま
ず
。
豈あ

に
復ま

た

理
に
逆
ら
い
常
を
乱
す
の
事

有
ら
ん
や
。

徳
に
本
あ
り
。
本
立
て
ば
、
則
ち
其
の
道
充
大
す
。
孝
弟
家
に
行
わ
れ
て
而
る
後
に
仁

愛
物
に
及
ぶ
。
所
謂
「
親
を
親
し
み
て
民
を
仁
す
」（『
孟
子
』
尽
心
上
）
な
り
。
故
に
仁

を
為
す
は
孝
弟
を
以
て
本
と
為
す
。
性
を
論
ず
れ
は
則
ち
仁
を
以
て
孝
弟
の
本
と
為
す
と
。

或
ひ
と
問
う
、
孝
弟
は
仁
を
為
す
の
本
な
れ
ば
、
此
れ
是
れ
孝
弟
よ
り
以
て
仁
に
至
る
べ

き
や
否
や
と
。
曰
く
、
非
な
り
。
仁
を
行
う
に
孝
弟
よ
り
始
む
る
も
、
孝
弟
は
仁
の
一
事
。

648

「
慍
」
は
、
怒
り
の
気
持
ち
が
胸
中
に
溜
っ
た
状
態
を
言
う
。

此
の
章
、
三
節
三
平
に
し
て
、
相
い
紐
連
す
る
と
す
る
を
得
ず
。
註
に
、「
学

ぶ
こ
と
の
正
し
く
」、「
習
う
こ
と
の
熟
し
」
等
と
。
並
び
に
正
意
を
失
す
（
6
）
。

本
章
は
、
三
つ
節
が
す
べ
て
並
列
の
関
係
に
あ
り
、
三
節
が
有
機
的
に
結
び
つ
い
て
い

る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
朱
注
に
「
学
ん
だ
こ
と
が
正
し
く
」、「
復
習
し
た
こ
と

が
熟
し
」
等
と
あ
る
が
、
す
べ
て
『
論
語
』
の
真
意
を
取
り
違
え
て
い
る
。

「
説
」・「
楽
」
は
元
よ
り
工
夫
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
亦
難
事
に
非
ず
。
程
註

に
、「
楽
し
む
に
非
ず
ん
ば
以
て
君
子
を
語
る
に
足
ら
ず
」
と
。
大
い
に
之
を

失
す
。「
楽
し
み
は
説
ぶ
に
由
り
て
得
」
も
、
亦
紐
連
の
失
な
り
。
語
気
を
傷そ

こ

な
う
者
な
り
。
所
謂
玩
味
の
巵
言
（
7
）
と
は
、
此
の
類
を
謂
う
な
り
。

「
説
」・「
楽
」
は
そ
も
そ
も
努
力
す
る
も
の
で
は
な
く
、
難
し
い
事
で
は
な
い
。
朱
注

に
引
く
程
子
の
注
に
「
楽
し
む
の
で
な
け
れ
ば
君
子
を
語
る
に
値
し
な
い
」
と
あ
る

が
、
大
い
に
誤
っ
て
い
る
。「
楽
し
む
気
持
ち
は
喜
ぶ
気
持
ち
を
へ
て
得
ら
れ
る
」
も
、

ま
た
各
節
が
有
機
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
思
い
こ
み
に
よ
る
誤
り
で
あ
る
。
本

章
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
損
な
う
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
玩
味
の
巵
言
（
臨
機
応
変
な
解

釈
、
転
じ
て
身
勝
手
な
解
釈
）
と
は
、
こ
の
類
の
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。

○
有
子
曰
く
、
其
の
人
為た

るマ
マ

や
孝
弟
（
8
）
、
而
し
て
上
を
犯
す
を
好
む
者
、
鮮
す
く
な
し
。

上
を
犯
す
を
好
ま
ず
、
而
し
て
乱
を
作な

す
を
好
む
者
は
、
未
だ
之
れ
有
ら
ざ
る
な

り
。【「
弟
」・「
好
」
皆
去
声
。「
鮮
」
は
上
声
。
下
同
じ
。
○
「
有
子
」
は
孔
子
の
弟
子
。

名
は
若
。
善
く
父
母
に
事つ

か

う
る
を
「
孝
」
と
為
し
、
善
く
兄
長
に
事
う
る
を
「
弟
」
と
為

644444448 6448 68
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読
み
方
は
程
子
に
従
う
の
が
よ
い
。
あ
る
人
の
説
な
ど
は
、
は
じ
め
か
ら
「
為
」
字
を

用
い
な
い
の
が
よ
い
。

此
の
句
、
試
み
に
一
「
為
」
字
を
削
り
、
惟
だ
「
其
れ
仁
の
本
か
」
と
の
み
言

え
ば
、
義
同
じ
。
必
ず
し
も
葛
藤
を
生
ぜ
ず
し
て
、
可
な
り
。

こ
の
句
は
、
試
し
に
「
為
」
の
一
字
を
削
り
、
た
だ
「
仁
の
基
本
で
あ
る
か
」
と
だ
け

言
え
ば
、
意
味
は
同
じ
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
必
ず
し
も
葛
藤
が
生
ま
れ
な
い
。「
為
」

の
字
を
削
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
。

程
註
に
、「
本
立
て
ば
則
ち
其
の
道
充
大
」
と
。
此
の
句
太
は
な
は
だ
迫
な
り
。
夫

れ
之
を
充
大
す
る
も
、
亦
自お

の

ず
か
ら
工
夫
有
り
。
本
立
ち
て
即
成
す
る
も

の
に
非
ず
。
蓋け

だ

し
本
既
に
立
ち
、
而
れ
ど
も
道
未
だ
充
大
せ
ざ
る
者
、
古
今

甚
だ
多
し
。
其
の
得
る
と
得
ざ
る
は
、
其
の
人
に
存
す
。
未
だ
理
を
以
て
之
を

断
ず
べ
か
ら
ず
。

朱
注
に
引
く
程
子
の
注
に
、「
基
本
が
確
立
す
れ
ば
そ
の
道
は
拡
充
す
る
」
と
あ
る
が
、

こ
の
句
の
議
論
は
あ
ま
り
に
性
急
す
ぎ
る
。
そ
も
そ
も
道
を
拡
充
す
る
に
も
、
そ
こ
に

は
努
力
が
必
要
で
あ
る
。
基
本
が
確
立
し
て
即
座
に
完
成
す
る
の
で
は
な
い
。
思
う
に

基
本
が
確
立
し
て
も
、
道
が
ま
だ
拡
充
し
な
い
人
は
、
昔
か
ら
今
に
至
る
ま
で
非
常
に

多
い
。
そ
れ
が
で
き
る
か
で
き
な
い
か
は
、
そ
の
人
に
よ
る
。「
基
本
が
確
立
す
れ
ば

そ
の
道
は
拡
充
す
る
」
と
い
う
理
論
に
だ
け
基
づ
い
て
決
断
を
下
す
べ
き
で
は
な
い
。

又
「
親
を
親
し
み
て
民
を
仁
す
」
を
引
く
。
是
れ
孝
弟
は
本
に
し
て
仁
は
末
な

る
こ
と
、
亦
大
い
に
明
白
な
り
。

644444448 6448 64

之
を
仁
を
行
う
の
本
と
謂
え
ば
則
ち
可
な
れ
ど
、
是
れ
を
仁
の
本
と
謂
え
ば
則
ち
不
可
な

り
。
蓋け

だ

し
仁
は
是
れ
性
な
り
。
孝
弟
は
是
れ
用
な
り
。
性
中
只た

だ
箇こ

の
仁
義
礼
智
の
四
者

あ
る
の
み
。
曷な

ん

ぞ
嘗
て
孝
弟
の
来
る
こ
と
有
ら
ん
。
然
れ
ど
も
仁
は
愛
を
主
と
し
、
愛
は

親
を
愛
す
る
よ
り
大
な
る
は
莫な

し
。
故
に
曰
く
、「
孝
弟
な
る
も
の
は
其
れ
仁
を
為
す
の
本

か
」
と
。】

「
仁
」
字
、
上
文
の
「
上
を
犯
す
」・「
乱
を
作
す
」
と
相
い
照
ら
せ
ば
、
是
れ

外
に
施
行
す
る
も
の
を
謂
い
、
意
頗

す
こ
ぶ
る
汎ひ
ろ

し
。「
性
中
」
に
在
り
て
討
論
す
る

に
非
ず
。

「
仁
」
の
字
は
、
上
文
の
「
目
上
の
人
に
逆
ら
う
」・「
乱
を
起
こ
す
」
と
対
照
さ
せ
る

と
、
外
に
対
し
て
実
践
す
る
も
の
を
言
い
、
そ
の
意
味
は
か
な
り
広
い
。
性
の
中
に
限

定
し
て
議
論
す
る
も
の
で
は
な
い
。

「
惟こ

れ
孝

兄
弟
に
友
に
、
有ゆ
う

政せ
い

に
施
す
」（『
尚
書
』
陳
君
（
9
）
）
、
是
れ
「
孝
弟
」

は
本
に
し
て
、「
政
に
施
す
」
の
「
仁
」
は
末
為た

り
。「
家
斉
と
と
の
い
て
国
治
ま

る
」（『
大
学
』
経
一
章
）
も
、
亦

然
り
。「
或
ひ
と
の
説
」
も
亦

不
可

無

し
。
但
だ
読
法
は
宜
し
く
程
子
に
従
う
べ
き
の
み
。「
或
ひ
と
の
説
」
の
若ご

と

き

は
、
元
よ
り
宜
し
く
「
為
」
字
を
用
い
ざ
る
べ
し
。

『
書
経
』
に
「
親
に
よ
く
つ
か
え
、
兄
弟
は
む
つ
み
あ
う
、
こ
れ
も
政
治
に
役
立
っ
て

い
る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、「
孝
弟
」
は
本
で
あ
り
、「
政
治
に
役
立
つ
」
と
い
う

「
仁
」
は
末
で
あ
る
。『
大
学
』
の
「
一
家
が
と
と
の
っ
て
一
国
が
治
ま
る
」
の
場
合

も
、
ま
た
そ
う
で
あ
る
。
朱
注
に
引
く
あ
る
人
の
説
も
ま
た
ま
ず
い
点
は
な
い
。
た
だ

44448 6448
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れ
な
ら
ば
朱
注
が
こ
だ
わ
る
「
仁
の
本
」
と
「
仁
を
為
す
の
本
」
に
は
何
の
違
い
が
あ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
為
」
字
は
も
と
も
と
必
ず
し
も
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
は
な
い

の
で
あ
る
。

又
曰
く
、「
仁
は
是
れ
性
な
り
」
と
。
亦
大
は
な
は
だ

容
易
な
り
。「
孝
弟
は
是
れ
用

な
り
」
も
、
亦
大
快
に
傷そ

こ

な
う
。

朱
注
は
さ
ら
に
「
仁
は
性
で
あ
る
」
と
言
う
が
、
こ
れ
も
ま
た
あ
ま
り
に
も
簡
単
に
結

論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。「
孝
弟
は
作
用
で
あ
る
」
と
い
う
の
も
、
ま
た
結
論
を
急
ぎ
す

ぎ
る
点
に
問
題
が
あ
る
。

性
は
善
な
り
。
仁
は
是
れ
徳
の
名
な
り
。
而
し
て
其
の
道
は
則
ち
善
中
の
大
綱

な
り
。
孝
弟
も
亦

善
中
の
一
事
な
り
。
性
を
論
じ
而
し
て
仁
を
挙
ぐ
れ
ば
、

則
ち
孝
弟
仁
中
に
囿と

ら

わ
れ
、
別
に
頭
を
出
さ
ざ
る
な
り
。
仁
既
に
性
中
に
存

す
れ
ば
、
孝
弟
豈あ

に
独ひ
と

り
逃
出
す
る
を
得
ん
や
。

性
は
善
で
あ
り
、
仁
は
徳
の
名
前
で
あ
る
。
そ
し
て
仁
の
道
は
善
の
中
の
大
綱
で
あ

る
。
孝
悌
も
善
の
中
の
一
事
で
あ
る
。
性
に
つ
い
て
議
論
し
て
仁
を
取
り
あ
げ
る
な
ら

ば
、
孝
悌
は
仁
の
中
に
拘
束
さ
れ
て
、
仁
と
は
別
に
頭
角
を
現
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

仁
が
性
の
中
に
存
在
す
る
以
上
、
ど
う
し
て
孝
悌
だ
け
が
性
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き

よ
う
か
。

「
其
の
人
為た

る
や
孝
弟
（
10
）
」
は
、
有
子
豈あ

に
性
を
論
ぜ
ん
や
。
凡お
よ

そ
性
を
以
て

解
を
作な

す
も
の
は
、
皆
非
な
り
。
孝
弟
は
行
い
な
り
。
仁
も
亦
行
い
な
り
。

『
孟
子
』
の
「
親
を
親
み
て
民
を
仁
す
」
が
如
き
は
、
並
び
に
行
い
の
上
に
在
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さ
ら
に
朱
注
は
『
孟
子
』
の
「
父
母
を
親
愛
し
て
人
民
を
仁
愛
す
る
」
を
引
い
て
い
る

が
、
こ
れ
に
拠
れ
ば
、
孝
悌
が
本
で
あ
っ
て
仁
が
末
で
あ
る
こ
と
は
、
大
い
に
明
白
で

あ
る
。

又
曰
く
、「
性
を
論
ず
れ
ば
、
則
ち
仁
を
以
て
孝
弟
の
本
と
為
す
」
と
。
夫
れ

有
子
未
だ
嘗
て
性
を
論
ぜ
ず
。
此
れ
何
の
労ろ

う

擾
じ
ょ
う
ぞ
。
他
無
し
。
元
来
玩
味

の
巵
言
に
し
て
、
不
可
な
る
者
無
し
。
註
解
に
援
入
す
れ
ば
、
便

す
な
わ
ち
其
の
病

を
見

あ
ら
わ
す
。
凡お
よ

そ
程
子
の
言
、
他

並
び
に
此
に
放な
ら

う
。
謝
・
楊
氏
の
若ご
と

き
は
、

則
ち
同
じ
か
ら
ず
。

さ
ら
に
朱
注
が
引
く
程
子
の
注
に
次
の
よ
う
に
言
う
。「
性
に
つ
い
て
論
じ
る
な
ら
ば
、

仁
を
孝
弟
の
本
と
す
る
」
と
。
だ
が
そ
も
そ
も
有
若
は
性
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
な

い
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
何
の
騒
ぎ
か
。
他
で
も
な
い
、
玩
味
の
巵
言
（
臨
機
応
変
な
解

釈
、
転
じ
て
身
勝
手
な
解
釈
）
で
あ
る
。
玩
味
の
巵
言
は
、
も
と
も
と
良
く
な
い
も
の

で
は
な
い
が
、
こ
れ
を
注
解
に
取
り
入
れ
れ
ば
、
そ
の
欠
点
が
現
れ
て
く
る
。
一
般
に

程
子
の
言
葉
に
つ
い
て
は
、
他
も
す
べ
て
こ
れ
に
倣
う
。
な
お
謝
良
佐
や
楊
時
な
ど

は
、
程
子
と
は
違
う
。

古い
に

者し
え

の
言
に
、
徳
は
政
の
本
な
り
と
。
或
ひ
と
の
言
に
、
徳
は
政
を
為
す
の
本

な
り
と
。
両
言
其
の
義
同
じ
。
然
ら
ば
則
ち
「
仁
の
本
」
と
、「
仁
を
為
す

の
本
」
と
何
の
別
あ
ら
ん
。「
為
」
字
元
よ
り
必
ず
し
も
少か

く
べ
か
ら
ざ
る
も

の
に
非
ず
。

昔
の
言
葉
に
、「
道
徳
は
政
治
の
本
で
あ
る
」
と
あ
る
。
ま
た
あ
る
人
の
言
葉
に
「
道

徳
は
政
治
を
行
う
本
で
あ
る
」
と
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
言
葉
は
同
じ
意
味
で
あ
る
。
そ
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是
れ
豈あ

に
混
同
し
て
論
を
作な

す
べ
け
ん
や
。
諸
解
の
謬
あ
や
ま
り
、
皆
混
同
よ
り
生

ず
。

『
孟
子
』
の
「
父
母
を
親
愛
す
る
」
は
行
為
で
あ
る
。
同
じ
く
『
孟
子
』
の
「
人
民
を

仁
愛
す
る
」
も
、
ま
た
行
為
で
あ
る
。「
父
母
を
親
愛
し
て
人
民
を
仁
愛
す
る
」
こ
と

が
で
き
る
そ
の
訳
は
、
我
々
が
性
を
た
も
ち
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ど
う
し
て

混
同
し
て
注
解
を
施
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
諸
注
解
の
誤
り
は
、
す
べ
て
こ
の
混
同
か

ら
生
じ
て
い
る
。

『
孟
子
』
に
曰
く
、「
親
を
親
し
む
は
仁
な
り
。
長
を
敬
す
る
は
義
な
り
」（『
孟

子
』
尽
心
上
）
と
。
今
乃

す
な
わ
ち
必
ず
「
孝
弟
」
を
「
仁
義
」
よ
り
剖さ

か
ん
と
欲

す
。
烏

い
ず
く
んぞ
可
な
ら
ん
。

『
孟
子
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。「
父
母
を
親
愛
す
る
の
は
仁
で
あ
り
、
年
長
の
も
の
を

尊
敬
す
る
の
は
義
で
あ
る
」
と
。
今
、
朱
注
は
何
と
か
孝
悌
を
仁
義
か
ら
切
り
離
そ
う

と
し
て
い
る
。
ど
う
し
て
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

「
仁
」
は
大
に
し
て
遠
く
、「
孝
弟
」
は
小
に
し
て
近
し
。
是こ

れ
人
の
行
い
の
本

末
な
り
。
有
子
は
蓋け

だ

し
人
の
近
小
を
忽
ゆ
る
が
せ
に
し
て
、
遠
大
に
務
む
る
も
、
亦

終つ
い

に
成
ら
ざ
る
を
病う
れ

い
、
故
に
之
に
「
本
を
務
む
る
」
を
勧
む
る
な
ら
ん
。

仁
は
大
き
な
事
で
深
遠
な
も
の
で
あ
り
、
孝
悌
は
小
さ
い
事
で
卑
近
な
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
人
の
行
為
の
根
本
と
末
節
で
あ
る
。
思
う
に
有
若
は
人
が
身
近
で
小
さ
な
事
を

い
い
か
げ
ん
に
し
て
は
、
い
く
ら
深
遠
で
大
き
な
事
に
力
を
入
れ
て
も
、
結
果
と
し
て

成
功
し
な
い
こ
と
を
心
配
し
、
そ
の
た
め
人
に
「
基
本
に
力
を
入
れ
る
」
こ
と
を
勧
め
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り
て
言
う
な
り
。
行
い
に
遠
近
有
り
。
故
に
本
末
の
説
有
り
。
若も

し
性
を
論

ず
れ
ば
、
孝
弟
と
仁
と
、
綱
目
の
差
有
る
の
み
。
本
末
と
し
て
指
す
べ
き
も

の
無
し
。

「
そ
の
人
柄
は
孝
弟
で
あ
る
」
の
章
は
、
ど
う
し
て
有
若
が
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
性
を
持
ち
出
し
て
き
て
注
解
す
る
も

の
は
、
す
べ
て
誤
り
で
あ
る
。
孝
悌
は
行
為
で
あ
り
、
仁
も
ま
た
行
為
で
あ
る
。
た
と

え
ば
『
孟
子
』
の
「
父
母
を
親
愛
し
て
人
民
を
仁
愛
す
る
」
も
、
す
べ
て
行
為
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
。
行
為
に
は
卑
近
な
も
の
と
深
遠
な
も
の
が
あ
る
。
だ
か
ら
本
末
の
説

が
あ
る
の
で
あ
る
。
も
し
性
に
つ
い
て
議
論
す
る
な
ら
ば
、
孝
悌
と
仁
に
は
、
大
綱
と

細
目
の
違
い
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
本
末
に
該
当
す
べ
き
も
の
は
な
い
。

「
仁
義
礼
知マ
マ

」
は
、
人
性
の
綱
な
り
。
綱
は
是
れ
統
目
の
称
。
孝
弟
豈あ

に
仁
義

の
目
に
非
ざ
ら
ん
や
。
乃

す
な
わ
ち
「
性
中
に
四
者
有
る
の
み
」
と
言
う
。
豈あ

に
理

あ
ら
ん
や
。「
然
れ
ど
も
仁
は
愛
を
主
と
す
」
以
下
、
其
の
説
窮
ま
る
に
似
た

り
。

「
仁
義
礼
智
」
は
、
人
の
性
の
大
綱
で
あ
る
。
大
綱
は
細
目
を
統
べ
る
も
の
の
名
前
で

あ
る
。
ど
う
し
て
孝
悌
が
仁
義
の
細
目
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
の

に
朱
注
に
引
く
程
子
は
「
性
の
中
に
は
仁
義
礼
智
の
四
者
し
か
な
い
」
と
言
う
。
ど
う

し
て
こ
ん
な
理
屈
が
あ
ろ
う
か
。
ま
た
朱
注
の
「
し
か
し
仁
は
愛
を
つ
か
さ
ど
る
」
以

下
、
そ
の
説
は
い
き
づ
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

「
親
を
親
し
む
」
は
行
い
な
り
。「
民
を
仁
す
」
も
亦
行
い
な
り
。
其
の
能
く

「
親
を
親
し
み
て
民
を
仁
す
る
」
所
以
は
、
則
ち
性
を
有
し
て
存
す
れ
ば
な
り
。
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或
ひ
と
曰
く
、「
為
」
は
衍え
ん

文ぶ
ん

な
り
。
当ま
さ

に
削
る
べ
し
と
。
此
の
言

誠
に
理

有
り
。
然
れ
ど
も
有
子
の
語
、
毎つ

ね

に
弛
漫
迂
滞
た
り
。
蓋け
だ

し
其
れ
癖
な
ら
ん
と

云
う
。
陸
象
山
詬

は
ず
か
しめ
て
「
支
離
」
と
為
す
（『
陸
九
淵
集
』
巻
三
十
四
）
も
、

亦
多
失
な
ら
ず
。
故
に
此
れ
必
ず
し
も
衍え

ん

な
ら
ず
。
読
者
「
為
」
の
有
無
に

拘
こ
だ
わ
ら
ず
し
て
、
可
な
り
。

あ
る
人
が
次
の
よ
う
に
言
う
。「
為
」
の
字
は
衍
字
（
文
中
に
誤
っ
て
入
っ
た
余
分
な

文
字
）
で
あ
り
、
削
る
べ
き
で
あ
る
と
。
こ
の
あ
る
人
の
言
葉
は
本
当
に
理
に
適
っ
て

い
る
。
し
か
し
有
若
の
言
葉
は
、
い
つ
も
し
ま
り
が
な
く
ま
ど
ろ
っ
こ
し
い
。
思
う
に

こ
れ
は
有
若
の
癖
で
あ
ろ
う
。
陸
象
山
が
「
有
若
の
言
葉
は
支
離
滅
裂
で
あ
る
」
と
口

汚
く
の
の
し
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
欠
点
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
「
為
」
の

字
は
必
ず
し
も
衍
字
と
は
限
ら
な
い
。
読
者
は
「
為
」
の
字
の
有
無
に
と
ら
わ
れ
な
く

て
よ
い
。

「
仁
は
愛
の
理
、
心
の
徳
」
は
、
其
の
意
明
白
な
り
。
元
よ
り
人
の
暁さ
と

り
易
き

を
欲
す
る
な
り
。
然
れ
ど
も
此
の
言
有
る
に
よ
り
、
講
解
益
ま
す
繁
た
り
。

辨
説
往
往
に
し
て
数
紙
に
連
な
り
て
も
了お

わ

ら
ず
。
今
言
わ
ざ
る
の
愈ま
さ

る
に
如し

か
ず
。
是
れ
此
の
言
に
謬
あ
や
ま
り
有
る
に
非
ず
。
而
し
て
後
人
自
ら
謬
る
の
み
。

朱
注
の
「
仁
は
愛
の
理
で
、
心
の
徳
で
あ
る
」
は
、
そ
の
文
意
自
体
は
明
白
で
あ
る
。

も
と
も
と
人
に
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
と
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
注
釈

が
あ
る
た
め
、
本
章
に
対
す
る
説
明
解
釈
が
ま
す
ま
す
繁
雑
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
弁

証
は
往
々
に
し
て
数
頁
に
わ
た
っ
て
も
終
わ
ら
な
い
。
今
、
沈
黙
に
ま
さ
る
も
の
は
な

い
。
朱
注
の
こ
の
語
に
間
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
後
の
人
た
ち
が
勝
手
に
間
違
っ

て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
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た
の
で
あ
ろ
う
。

孝
弟
元
よ
り
是こ

れ
行
い
の
名
。
而
し
て
能
く
之
を
身
に
得
る
も
の
な
り
。
因よ

り
て
之
を
称
し
て
徳
と
為
す
（
11
）
。

孝
悌
は
も
と
も
と
行
為
の
名
称
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
身
に
つ
け
る
こ
と
の
で
き
た

も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
を
称
し
て
「
徳
（
得
）」
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。

『
孟
子
』
に
言
う
、「
惻
隠
の
心
は
、
仁
の
端
な
り
」（
公
孫
丑
下
）
と
。
此
れ

本
語

為た

り
。
其
の
端
を
拡
充
し
、
以
て
仁
徳
を
成
す
べ
き
を
謂
う
。
又

言

う
、「
惻
隠
の
心
は
仁
な
り
」（
告
子
上
）
と
。
是
れ
推
窮
の
言
な
り
。
而
し
て

意
に
緩
急
有
り
。
後
人
往
往
に
し
て
徒

い
た
ず
らに
推
窮
の
言
に
靠よ

り
、
而
し
て
本
語

に
闇く

ら

し
。
故
に
性
中
の
存
否
、
徒
然
と
し
て
焦
唇
し
、
大
い
に
孔
孟
の
意
を
失

す
。
然
れ
ど
も
今
辨
正
す
る
所
は
、
姑

し
ば
ら
く
推
窮
の
言
に
就つ

き
て
爾し

か
云
う
。

『
孟
子
』
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
惻
隠
の
心
は
、
仁
の
端
緒
で
あ
る
」
と
。
こ
れ
は

『
孟
子
』
の
本
来
の
語
で
あ
る
。
仁
の
端
緒
を
拡
充
し
て
、
仁
徳
を
完
成
さ
せ
る
べ
き

で
あ
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
ま
た
『
孟
子
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。「
惻
隠
の
心

は
仁
で
あ
る
」
と
。
こ
れ
は
推
窮
の
言
（
は
し
ょ
っ
た
表
現
）
で
あ
り
、
両
者
の
意
味

に
は
緩
急
の
差
が
あ
る
。
後
の
人
は
往
々
に
し
て
む
な
し
く
推
窮
の
言
に
基
づ
き
、
そ

の
結
果
、
本
来
の
語
の
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
性
の
中
の
存

否
に
つ
い
て
も
、
無
駄
に
苦
労
し
、
大
い
に
孔
子
・
孟
子
の
意
図
か
ら
は
ず
れ
て
い

る
。
し
か
し
今
、
辨
じ
正
そ
う
と
し
て
い
る
所
は
、
し
ば
ら
く
推
窮
の
言
に
従
う
。
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「
巧
」
の
訓
「
好
」
と
作な

せ
ば
、
則
ち
意
味
浅
短
な
り
。
宜
し
く
本
字
に
就つ

い

て
、
其
の
便
侫
機
変
の
意
を
看
い
出
す
べ
し
。

朱
注
の
よ
う
に
「
巧
」
の
意
味
を
「
好
」
と
す
れ
ば
、「
巧
」
の
解
釈
は
不
十
分
な
も

の
と
な
る
。
本
来
の
字
に
従
っ
て
、「
巧
」
の
字
が
も
つ
そ
の
口
先
ば
か
り
が
巧
み
で

実
が
な
く
そ
の
場
に
応
じ
て
適
切
に
対
応
す
る
と
い
う
意
味
を
見
い
だ
す
の
が
よ
い
。

「
令
色
」
は
、
本も
と

醜
辞
に
非
ず
。『
詩
』
に
云
う
、「
儀
を
令よ

く
し
色
を
令よ

く

す
」（
大
雅
・
烝
民
）
と
。
是
れ
な
り
。
然
れ
ど
も
此
と
「
巧
言
」
と
駢
挙
す

れ
ば
、
則
ち
其
の
便
嬖
巧
詐
し
て
、
務
め
て
人
意
に
中あ

た

ら
ん
と
す
る
を
知
る
べ

し
。

「
令
色
」
と
い
う
語
は
、
も
と
も
と
悪
い
言
葉
で
は
な
か
っ
た
。『
詩
経
』
に
「
威
儀
を

善
（
令
）
く
し
顔
色
を
善
（
令
）
く
す
る
」
と
あ
る
の
が
、
即
ち
こ
れ
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
語
と
「
巧
言
」
を
並
べ
挙
げ
る
と
、
人
に
迎
合
し
て
媚
び
へ
つ
ら
い
巧
み
に
あ

ざ
む
き
、
ぜ
ひ
と
も
人
に
気
に
入
ら
れ
よ
う
と
す
る
と
い
う
意
味
に
な
る
こ
と
を
知
っ

て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

「
鮮
」
字
は
、「
寡
」
字
・「
少
」
字
と
同
じ
か
ら
ず
。
又
「
無
」
字
と
間

有

り
。
是
れ
「
得
難
し
」、「
有
り
難
し
」
の
類
な
り
。

「
鮮
」
の
字
は
、「
寡
」
や
「
少
」
の
意
味
と
は
異
な
る
。
さ
ら
に
「
無
」
の
意
味
と
も

隔
た
り
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
得
難
い
」、「
有
り
難
い
」
と
い
っ
た
よ
う
な
意
味
で
あ

る
。
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「
心
」
字

竟つ
い

に
釈
然
と
せ
ざ
る
は
、
此
れ
是
れ
宋
学
な
れ
ば
な
り
。『
孟
子
』

の
本
語
に
据よ

ら
ず
、
而
し
て
推
窮
の
言
を
用
う
れ
ば
、
蓋け
だ

し
「
心
」
は
惟
だ
宜

し
く
性
を
論
ず
べ
き
の
み
。
未
だ
徳
と
称
す
べ
か
ら
ず
。
徳
は
只た

だ
人
の
行
い

の
上
に
の
み
在
り
。
而
し
て
其
の
理
は
「
心
」
に
根
ざ
す
。
自お

の

ず
か
ら
内
外
本

末
の
辨
有
り
。

朱
注
の
「
心
」
の
字
の
説
明
が
、
最
後
ま
で
釈
然
と
し
な
い
の
は
、
こ
れ
が
宋
学
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。『
孟
子
』
の
本
来
の
語
に
拠
ら
ず
、
推
窮
の
言
（
は
し
ょ
っ
た
表
現
）

を
採
用
す
る
な
ら
ば
、
思
う
に
「
心
」
は
性
を
説
明
す
る
だ
け
で
よ
い
で
あ
ろ
う
。
徳

と
呼
ぶ
べ
き
で
は
な
い
。
徳
は
た
だ
人
の
行
為
の
上
に
だ
け
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
理
は
「
心
」
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
内
外
・
本
末
の
区
別
が
あ
る

の
で
あ
る
。

根
の
上
も
て
本
と
為
す
。
是
れ
末
に
対
し
て
言
う
な
り
。
若も

し
枝
に
対
し
て
言

わ
ば
、
幹
を
指
し
て
本
と
為
す
。
此
の
章
の
義
に
非
ず
。

根
っ
こ
の
上
の
部
分
が
「
本
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
末
」
に
対
し
て
言
う
の
で
あ
る
。

も
し
「
枝
」
に
対
し
て
言
う
な
ら
ば
、「
幹
」
の
部
分
が
「
本
」
に
な
る
が
、
本
章
の

主
旨
で
は
な
い
。

○
子
曰
く
、
巧
言
令
色
、
鮮す
く

な
し
仁
。【「
巧
」
は
好
、「
令
」
は
善
な
り
。
其
の
言
を

好よ

く
し
、
其
の
色
を
善
く
し
て
、
飾
を
外
に
致
し
、
務
め
て
以
て
人
を
悦
ば
し
む
れ
ば
、
則

ち
人
欲

肆
ほ
し
い
ま
まに
し
て
本
心
の
徳
亡
ぶ
。
聖
人
の
辞
迫
切
な
ら
ず
。
専
ら
「
鮮
し
」
と
言

え
ば
、
則
ち
絶
え
て
無
き
こ
と
知
る
べ
し
。
学
ぶ
者
当ま

さ

に
深
く
戒
む
べ
き
所
な
り
。
○
程

子
曰
く
、
巧
言
令
色
の
仁
に
非
ざ
る
を
知
れ
ば
、
則
ち
仁
を
知
る
。】
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訳注『論語逢原』（2） 163（ 54）

三
者
を
以
て
日
々

其
の
身
を
省
み
る
。
有
れ
ば
則
ち
之
を
改
め
、
無
け
れ
ば
則
ち
加ま

す

々ま
す

勉
む
。
其
の
自
ら
治
む
る
こ
と
誠
切
な
る
こ
と
此か

く
の
如
し
。
学
を
為
す
の
本
を
得
た
り

と
謂
う
べ
し
。
而
し
て
三
者
の
序
は
、
則
ち
又
「
忠
信
」
を
以
て
「
伝
習
」
の
本
と
為
す

な
り
。
○
尹
氏
曰
く
、「
曾
子
守
る
こ
と
約
な
り
」（『
孟
子
』
公
孫
丑
上
）。
故
に
動や

や

も
す

れ
ば
必
ず
諸こ

れ

を
身
に
求
む
と
。
謝
氏

曰
く
、
諸
子
の
学

皆

聖
人
よ
り
出
ず
。
其
の
後

愈
い
よ
い
よ

遠
く
而
し
て
愈
其
の
真
を
失
う
。
独ひ

と

り
曾
子
の
学
の
み
専
ら
心
を
内
に
用
う
。
故
に

之
を
伝
え
て
弊
無
し
。
子
思
・
孟
子
を
観
て
見
る
べ
し
。
惜
し
い
か
な
、
其
の
嘉
言
・
善

行
、
尽
く
は
世
に
伝
わ
ら
ず
。
其
の
幸
い
に
存
し
て
未
だ
泯ほ

ろ

び
ざ
る
者
は
、
学
ぶ
者
其
れ

心
を
尽
く
さ
ざ
る
べ
け
ん
や
と
。】

「
三
」
は
去
声
。『
論
語
』
の
「
三
た
び
黜
し
り
ぞ
け
ら
る
」（
微
子
）、「
三
た
び
思
う
」

（
公
冶
長
）、「
三
た
び
復
す
」（
先
進
）
は
、
註

之
に
音
し
て
去
声
と
為
す
。

「
三
た
び
省
る
」（
学
而
）、「
三
た
び
嗅
ぐ
」（
郷
党
）、「
三
た
び
仕
え
、
三
た

び
已や

む
」（
公
冶
長
）、「
三
た
び
天
下
を
以
て
譲
る
」（
泰
伯
）
は
、
並
び
に
音

せ
ず
。
蓋け

だ

し
義
例

無
か
ら
ん
。『
孟
子
』
の
「
三
た
び
往
き
て
聘へ
い

せ
使し

む
」

（
万
章
上
）、「
三
た
び
伍
を
失
う
」（
公
孫
丑
下
）
も
、
亦
音
せ
ず
。
音
せ
ざ

る
を
以
て
別
に
解
を
生
む
勿な

か
れ
。「
省
」
は
猶
お
検
討
す
る
な
り
。

「
三
」
は
去
声
で
読
み
、「
再
三
」
の
意
味
に
取
る
。『
論
語
』
の
「
三
た
び
退
け
ら
れ

る
」、「
三
た
び
考
え
る
」、「
三
た
び
復
唱
す
る
」
に
つ
い
て
は
、
朱
注
に
「
三
」
の
発

音
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
三
た
び
省
み
る
」、「
三
た
び
嗅
ぐ
」、「
三
た
び
仕
え
、
三
た

び
辞
め
る
」、「
三
た
び
天
下
を
譲
る
」
に
つ
い
て
は
、「
三
」
の
発
音
が
記
さ
れ
て
い

な
い
。
思
う
に
決
ま
っ
た
凡
例
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
。『
孟
子
』
の
「
湯
王
は
三
た
び

使
者
を
遣
わ
し
て
伊
尹
を
招
い
た
」、「
三
た
び
隊
伍
を
離
れ
る
」
に
つ
い
て
も
、
ま
た
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古
人
「
鮮
」
字
を
用
う
る
や
、
例
皆
此か

く
の
如
し
。
独ひ
と

り
聖
人
の
み
然
り
と

為
す
に
あ
ら
ず
。
亦
是
れ
言
語
の
道
な
る
の
み
。
註
に
即も

し
「
古
人
の
詞
迫

切
な
ら
ず
」
と
云
わ
ば
、
則
ち
可
な
り
（
12
）
。
然
れ
ど
も
猶
お
一
屑
を
隔
つ
る
は
、

蓋け
だ

し
字
法
の
自
然
な
ら
ん
。
元
よ
り
「
切
不
切
」
に
由
ら
ず
。

昔
の
人
が
「
鮮
」
の
字
を
用
い
る
場
合
、
そ
の
用
例
は
み
な
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
た

だ
聖
人
だ
け
が
そ
う
し
た
の
で
は
な
い
。
こ
れ
も
ま
た
万
人
に
開
か
れ
た
言
語
の
道
で

あ
る
。
朱
注
に
も
し
「
昔
の
人
の
言
葉
遣
い
は
と
げ
と
げ
し
く
な
い
」
と
言
う
な
ら

ば
、
差
し
支
え
な
い
。
だ
が
そ
れ
で
も
な
お
聖
人
と
そ
れ
以
外
の
昔
の
人
の
言
葉
遣
い

に
わ
ず
か
な
隔
た
り
が
あ
る
の
は
、
思
う
に
文
字
の
使
い
方
に
お
い
て
ご
く
自
然
な
こ

と
で
あ
ろ
う
。
も
と
も
と
「
と
げ
と
げ
し
い
か
と
げ
と
げ
し
く
な
い
か
」
と
い
う
違
い

で
は
な
い
。

此
の
章
、「
剛
毅
木
訥
」（『
論
語
』
子
路
）
の
章
と
連
読
す
れ
ば
、
意
自お
の

ず
か

ら
分
明
た
り
。

本
章
は
、『
論
語
』
の
「
意
志
が
強
く
、
物
事
に
屈
せ
ず
、
飾
り
け
が
な
く
、
口
下
手

で
あ
る
こ
と
は
、
仁
に
近
い
」
の
章
と
続
け
て
読
め
ば
、
そ
の
意
味
は
お
の
ず
と
明
ら

か
に
な
る
。

○
曾
子
曰
く
、
吾
日
に
三
た
び
吾
が
身
を
省
か
え
り
み
る
。
人
の
為た
め

に
謀
り
而
し
て
忠

な
ら
ざ
る
か
。
朋
友
と
交
り
而
し
て
信
な
ら
ざ
る
か
。
習
わ
ざ
る
を
伝
う
る
か
。

【「
省
」、
悉
井
の
反
。「
為
」
は
去
声
。「
伝
」
は
平
声
。
○
「
曾
子
」
は
孔
子
の
弟
子
。
名

は
参
、
字
は
子
輿
。
己
を
尽
す
、
之
を
「
忠
」
と
謂
う
。
実
を
以
て
す
、
之
を
「
信
」
と
謂

う
。「
伝
」
は
之
を
師
に
受
く
る
を
謂
う
。「
習
」
は
之
を
己
に
熟
す
を
謂
う
。
曾
子
此
の
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作
す
べ
か
ら
ず
。

「
伝
」
は
、
左
か
ら
も
ら
っ
て
右
に
渡
し
、
上
か
ら
受
け
て
下
に
授
け
る
類
の
こ
と
を

言
う
。「
国
に
伝
わ
る
」、「
盃
を
伝
え
る
（
順
に
杯
を
手
渡
し
て
酒
を
酌
み
交
わ
す
）」

の
「
伝
」
と
同
じ
で
あ
る
。『
春
秋
左
氏
伝
』
に
「
顔
高
の
弓
は
重
さ
六
鈞
で
あ
っ
た
。

あ
ま
り
に
珍
し
い
の
で
、
み
な
手
に
と
っ
て
こ
れ
を
受
け
渡
し
て
見
た
」
と
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
に
必
ず
複
数
の
人
が
ま
じ
り
あ
っ
て
文
意
が
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
朱
注

の
よ
う
に
単
に
「
受
け
る
」
を
「
伝
え
る
」
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
ま
た
単
に
「
授

け
る
」
を
「
伝
え
る
」
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
。

曾
子
嘗
て
孔
子
に
聞
く
所
の
者
、
其
の
躬
未
だ
習
熟
せ
ず
し
て
、
輙
す
な
わ
ち
門
人

に
授
予
す
、
此
れ
「
習
わ
ざ
る
を
伝
う
」
と
為
す
な
り
。
譬た

と

え
ば
未
だ
試
さ
ざ

る
の
薬
方
を
以
て
、
人
に
授
け
之
を
服
せ
し
む
る
が
如
し
。
其
れ
能
く
傷そ

こ

な
わ

ざ
ら
ん
や
。
古

い
に
し
えの
註
解
、
元
よ
り
此か

く
の
如
し
。

曾
子
が
以
前
、
孔
子
か
ら
聞
い
た
こ
と
を
、
ま
だ
十
分
に
身
に
付
い
て
い
な
い
ま
ま
、

そ
の
都
度
た
や
す
く
門
人
に
教
え
る
、
こ
れ
が
「
よ
く
習
熟
し
て
い
な
い
こ
と
を
伝
え

る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
る
な
ら
ま
だ
自
分
で
試
し
た
こ
と
の
な
い
薬
の
処

方
を
、
人
に
与
え
て
飲
ま
せ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
人
に
害
を
与
え
な
い

こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
朱
子
以
前
の
昔
の
注
解
は
も
と
も
と
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

旧
解
の
如
く
せ
ば
、
文
例
え
ば
、「
伝
」
の
下
に
宜
し
く
「
而
」
字
有
る
べ

し
。
今
之
無
け
れ
ば
、
以
て
語
勢
の
同
じ
か
ら
ざ
る
を
見
る
に
足
る
。
語
勢

同
じ
か
ら
ざ
れ
ど
、
文
理
相
い
類
し
、
三
事
並
び
に
人
に
与
う
る
の
上
に
在

り
。
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「
三
」
の
発
音
を
記
し
て
い
な
い
。
発
音
を
記
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
深
読
み
し

て
新
た
な
別
の
解
釈
を
作
り
出
し
て
は
な
ら
な
い
。「
省
」
は
ち
ょ
う
ど
検
討
す
る
と

い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。

古
の
人
の
「
信
」
字
を
用
う
る
や
、
大
抵
後
世
の
「
誠
」
字
を
用
う
る
が
如

し
。『
易
』
の
伝
の
「
信

ま
こ
と

豚
魚
に
及
ぶ
」（
中
孚
・
彖
伝
）
は
、
尤
も
っ
と
も
徴
す
べ

し
。
子
思
『
中
庸
』
を
作
り
し
の
後
、「
誠
」
字
日
々
益
重
す
。
漢
儒
五
行

を
以
て
五
常
に
配
す
れ
ば
、「
信
」
字
日
々
益
軽
す
。
軽
重
相
い
遠
く
、
Nば

く

乎こ

た
る
こ
と
千
里
。
此
の
「
信
」
を
訓よ

み
て
「
誠
」
と
作な

す
は
可
な
り
。
註

に
、「
実
を
以
て
す
」
と
。
未
だ
允あ

た

ら
ず
。

昔
の
人
の
「
信
」
の
字
の
使
い
方
は
、
お
お
よ
そ
後
世
の
人
の
「
誠
」
の
字
の
使
い
方

と
同
じ
で
あ
る
。『
易
経
』
に
「
心
中
の
誠
（
信
）
が
無
知
な
フ
グ
に
ま
で
及
ぶ
」
と

あ
る
の
が
、
非
常
に
よ
い
手
が
か
り
と
な
る
。
子
思
が
『
中
庸
』
を
作
っ
て
か
ら
、

「
誠
」
の
字
は
日
に
日
に
重
み
を
増
し
て
い
っ
た
。
一
方
、
漢
代
の
儒
者
が
五
行
（
木

火
土
金
水
）
を
五
常
（
仁
義
礼
智
信
）
に
配
当
し
た
の
で
、「
信
」
の
字
は
日
に
日
に

軽
さ
を
増
し
て
い
っ
た
。
そ
の
軽
重
の
差
は
遠
く
、
は
る
か
千
里
の
彼
方
に
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
「
信
」
の
意
味
を
「
誠
」
と
し
て
よ
い
。
朱
注
に
「
信
」
は
「
内
容
が
あ
る

こ
と
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
注
釈
は
妥
当
で
は
な
い
。

「
伝
」
は
、
之
を
左
に
得
て
右
に
致
し
、
之
を
上
に
受
け
て
下
に
授
く
る
の
類

を
謂
う
。「
国
に
伝
う
る
」、「
盃
を
伝
う
」
の
「
伝
」
の
如
し
。『
左
伝
』
に
、

顔
高
の
弓
六
鈞
。
皆
取
り
て
之
を
伝
え
観
る
」（
定
公
八
年
）
と
。
此
れ
必

ず
参
合
し
而
る
後
に
文
義
を
成
す
者
な
り
。
当ま

さ

に
単
に
「
受
く
」
を
謂
い
て

「
伝
う
」
と
作な

す
べ
か
ら
ず
。
亦
当
に
単
に
「
授
く
」
を
謂
い
て
「
伝
う
」
と

644444444448 6444
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註
に
、「
字
は
子
輿
」
と
。
必
ず
し
も
言
わ
ず
。「
加ま
す

々ま
す

勉
む
」
も
、
必
ず
し

も
言
わ
ず
。
蓋け

だ

し
ぐ
うR
対た
い

の
祟
り
な
ら
ん
と
云
う
。
三
者
の
序
も
、
亦
必
ず
し

も
言
わ
ず
。

朱
注
に
「
曾
子
の
字
は
子
輿
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
本
章
で
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

必
ず
し
も
言
及
し
て
い
な
い
。「
ま
す
ま
す
は
げ
む
」
に
つ
い
て
も
、
必
ず
し
も
言
っ

て
い
な
い
。
思
う
に
こ
れ
は
何
事
も
対
句
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
の
弊
害
で
あ
ろ

う
。
朱
注
が
指
摘
す
る
「
ま
ご
こ
ろ
を
つ
く
し
た
か
」、「
誠
実
で
あ
っ
た
か
」、「
復
習

し
て
か
ら
伝
え
た
か
」
の
三
者
の
序
列
に
つ
い
て
も
、
必
ず
し
も
言
及
し
て
い
な
い
。

道
統
の
説
は
、
当ま
さ

に
削
る
べ
し
。

朱
注
に
あ
る
道
統
（
儒
教
の
聖
賢
の
系
統
）
に
関
す
る
議
論
は
、
削
る
べ
き
で
あ
る
。

○
子
曰
く
、
千
乗
の
国
を
道お
さ

むマ

るマ

、
事
を
敬
し
而
し
て
信
、
用
を
節
し
而
し
て

人
を
愛
し
、
民
を
使
う
に
時
を
以
て
す
。【「
道
」・「
乗
」、
皆
去
声
。
○
「
道
」
は
治

む
る
な
り
。
馬
氏
云
う
八
百
家
車
一
乗
を
出
す
と
。「
千
乗
」
は
諸
侯
の
国
、
其
の
地

兵
車
千
乗
を
出
す
べ
き
者
な
り
。「
敬
」
は
主
一
無
適
の
謂
い
。「
事
を
敬
み
て
信
あ
り
」

と
は
、
其
の
事
を
敬
み
て
民
に
信
あ
る
な
り
。「
時
」
と
は
農
隙
の
時
を
謂
う
な
り
。
言
う

こ
こ
ろ
は
、
治
国
の
要
、
此
の
五
者
に
在
り
。
亦
本
を
務
む
る
の
意
な
り
。
○
程
子
曰

く
、
此
の
言
、
至
り
て
浅
し
。
然
れ
ど
も
当
時
の
諸
侯
果
し
て
此
を
能
く
せ
ば
、
亦
以

て
其
の
国
を
治
む
る
に
足
る
。
聖
人
の
言
、
至
り
て
近
し
と
雖
も
、
上
下
皆
通
ず
。
此

の
三
言
は
、
若も

し
其
の
極
を
推
せ
ば
、
尭
舜
の
治
も
亦
此
に
過
ぎ
ず
。
常
人
の
言
の
若ご

と

き

は
、
近
な
れ
ば
則
ち
浅
近
な
る
の
み
と
。
楊
氏
曰
く
、
上
敬
ま
ざ
れ
ば
則
ち
下
慢
る
。

68 6444448

古
注
の
よ
う
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
本
章
の
場
合
、
た
と
え
ば
「
伝
」
の
字
の
下
に

「
而
」
の
字
が
あ
る
の
が
よ
い
。
今
、
こ
の
文
字
が
な
い
の
で
、
語
調
が
異
な
る
こ
と

を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
語
調
は
異
な
る
が
、
ロ
ジ
ッ
ク
は
似
て
お
り
、「
ま
ご

こ
ろ
を
つ
く
し
た
か
」、「
誠
実
で
あ
っ
た
か
」、「
復
習
し
て
か
ら
伝
え
た
か
」
の
三
つ

の
事
は
す
べ
て
人
に
作
用
を
及
ぼ
す
行
為
で
あ
る
。

三
「
乎
」
字
は
、
是
れ
自
ら
検
討
す
る
の
辞
な
り
。

三
つ
の
「
乎
」
の
字
は
、
自
問
し
て
い
る
こ
と
を
表
す
助
字
で
あ
る
。

一
日
の
中う
ち

、
一
た
び
過
て
ば
則
ち
「
忠
な
ら
ざ
る
か
」
を
以
て
し
、
一
た
び
過

て
ば
則
ち
「
信
な
ら
ざ
る
か
」
を
以
て
し
、
一
た
び
過
て
ば
則
ち
「
習
わ
ざ
る

を
伝
う
る
か
」
を
以
て
す
る
な
り
。
三
た
び
過
ち
て
各
々
三
事
を
以
て
す
る

に
非
ず
。
故
に
註
に
曰
く
、「
此
の
三
者
を
以
て
日
々

省
み
る
」
と
。「
三
」

字
、
本
文
の
音
義
と
同
じ
か
ら
ず
、
而
し
て
意
相
い
悖も

と

ら
ず
。
言
各
々
指

す
所
有
り
。

一
日
の
内
、
何
か
あ
る
過
ち
が
あ
れ
ば
、「
ま
ご
こ
ろ
を
つ
く
し
た
か
」
と
反
省
し
、

ま
た
何
か
あ
る
過
ち
が
あ
れ
ば
、「
誠
実
で
あ
っ
た
か
」
と
反
省
し
、
ま
た
何
か
あ
る

過
ち
が
あ
れ
ば
、「
復
習
し
て
か
ら
伝
え
た
か
」
と
反
省
す
る
。
何
度
も
過
ち
が
あ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
三
つ
の
事
を
反
省
す
る
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
朱
注
に

「
こ
の
三
者
に
つ
い
て
日
々
反
省
す
る
」
と
言
う
が
、
こ
の
「
三
」
の
字
は
、
本
章
の

「
三
」
の
字
の
音
義
と
異
な
る
が
、
そ
の
文
意
は
理
に
適
っ
て
い
る
。
ど
の
発
言
に
も

そ
れ
ぞ
れ
旨
と
す
る
所
が
あ
る
の
で
あ
る
。

6444444448 68 6444448
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「
導
」
に
な
っ
て
い
る
。

「
方
三
百
十マ
マ

六
里
」
と
は
、
是
れ
旧
説
に
従
う
。「
方
円
」
の
「
方
」
を
用
う
れ

ば
、
未
だ
允あ

た

ら
ず
。
宜
し
く
「
方
嚮
」
の
「
方
」
を
用
う
べ
し
（
17
）
。
蓋け
だ

し
四
方
・

四
隅
皆
千
里
な
れ
ば
、
是
れ
概
数
な
る
も
、
亦
稍や

や

四
角
の
「
方
」
よ
り
小

さ
か
ら
ん
。

〝
方
三
百
十
六
里
〞
と
は
、
こ
れ
は
古
注
に
あ
る
馬
融
の
説
に
従
っ
た
。
た
だ
し
こ
れ

を
「
方
円
（
四
角
と
円
）」
の
「
方
」
と
取
れ
ば
、
適
当
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
「
方

向
」
の
「
方
」
と
取
る
の
が
よ
い
。
思
う
に
四
方
・
四
隅
が
す
べ
て
千
里
（
す
な
わ
ち

直
径
が
千
里
の
円
）
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
概
算
で
あ
る
が
、
四
角
と
い
う
意
味
の

「
方
」（
す
な
わ
ち
所
謂
「
方
千
里
」、
千
里
四
方
の
土
地
）
よ
り
そ
の
面
積
は
や
や
小

さ
い
で
あ
ろ
う
。

「
敬
」
字
は
軽
く
且か

つ
活
な
り
。
之
を
畏い

懼く

慎
重
に
す
る
の
み
。「
主
一
無
適
」

の
若ご

と

き
は
、
唯た

だ
以
て
死
字
と
解
す
べ
き
の
み
。
此
れ
か
んu
に
中あ
た

ら
ず
。

「
敬
」
の
字
は
、
意
味
が
軽
く
、
か
つ
ま
た
活
字
（
動
詞
）
で
あ
る
。
お
そ
れ
敬
い
慎

重
に
ふ
る
ま
う
だ
け
で
あ
る
。
朱
注
に
あ
る
「
主
一
無
適
（
精
神
を
集
中
し
て
他
に
散

ら
さ
な
い
こ
と
）」
な
ど
は
、
た
だ
「
敬
」
を
死
字
（
名
詞
）
と
し
て
し
か
解
釈
で
き

な
い
。
朱
注
の
解
釈
は
的
外
れ
で
あ
る
。

「
信
」
は
「
誠
」
な
り
。
其
の
誠
を
致
す
の
意
な
り
。
未
だ
「
民
と
期
会
す
る
」

の
「
信
」
に
言
及
せ
ず
。
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信
あ
ら
ざ
れ
ば
則
ち
下
疑
う
。
下
慢
り
て
疑
え
ば
事
立
た
ず
。
事
を
敬
み
て
信
あ
り
と

は
身
を
以
て
之
に
先
ん
ず
る
な
り
。『
易
』
に
曰
く
、「
節
す
る
に
制
度
を
以
て
す
れ
ば
、
財

を
傷や

ぶ

ら
ず
、
民
を
害
せ
ず
」（
節
卦
・
彖
伝
）
と
。
蓋け

だ

し
用
を
侈

ほ
し
い
ま
まに
す
れ
ば
則
ち
財
を
傷

る
。
財
を
傷
れ
ば
必
ず
民
を
害そ

こ

な
う
に
至
る
。
故
に
民
を
愛
す
る
に
必
ず
用
を
節
す
る
を

先
に
す
。
然
れ
ど
も
之
を
使
う
に
其
の
時
を
以
て
せ
ざ
れ
は
、
則
ち
本
を
力つ

と

む
る
者
自
ら

尽
す
を
獲え

ず
。
人
を
愛
す
る
の
心
有
り
と
雖
も
、
人
其
の
沢
を
被
ら
ず
。
然
れ
ど
も
此

れ
特た

だ

に
其
の
存
す
る
所
を
論
ず
る
の
み
に
し
て
、
未
だ
政
を
為
す
に
及
ば
ざ
る
な
り
。
苟

い
や
し
く

も
是こ

の
心
無
く
ん
ば
、
則
ち
政
有
り
と
雖
も
行
わ
れ
ず
と
。
胡
氏
曰
く
、
凡お

よ

そ
此
の
数

者
は
、
又
皆
敬
を
以
て
主
と
為
す
と
。
愚
謂お

も

え
ら
く
、
五
者
反
覆
し
て
相
い
因よ

り
、
各

お
の
お
の

次
第
有
り
。
読
者
宜
し
く
細
か
に
之
を
推
す
べ
し
と
（
13
）

。】

「
千
乗
之
国
」
は
、
方
三
百
一
十
六
里
（
14
）
。
此
れ
当
時
の
大
国
を
挙
げ
て
言
う
。

猶
お
孟
子
の
時
、「
万
乗
の
国
」（『
孟
子
』
梁
恵
王
上
・
梁
恵
王
下
・
公
孫
丑

上
）
と
称
す
。
当ま

さ

に
始
め
に
封
ぜ
ら
れ
し
周
制
を
論
ず
べ
か
ら
ず
。

「
千
乗
の
国
（
千
台
の
兵
車
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
国
）」
は
、〝
方
三
百
十
六
里
〞
で

あ
る
（
15
）

。
こ
れ
は
当
時
の
大
国
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
孟
子
の
時
代
に
「
万

乗
の
国
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
最
初
に
封
じ
ら
れ
た
周

の
制
度
に
つ
い
て
は
、
孟
子
の
頃
の
制
度
と
は
そ
の
規
模
に
お
い
て
開
き
が
あ
る
の

で
、
議
論
す
る
べ
き
で
は
な
い
（
16
）

。

「
道
」・「
導
」
同
じ
。
皇
侃
本
は
、「
導
」
に
作
る
。

「
道
」
と
「
導
」
は
同
じ
意
味
で
あ
る
。
皇
侃
の
『
論
語
義
疏
』
で
は
「
道
」
の
字
が

8 6444448
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い
で
渡
っ
て
」
よ
い
。
ど
う
し
て
必
ず
根
掘
り
葉
掘
り
調
べ
あ
げ
、
一
々
す
べ
て
の
言

葉
に
最
高
の
味
わ
い
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

○
子
曰
く
、
弟
子
入
れ
ば
則
ち
孝
、
出
ず
れ
ば
則
ち
弟
、
謹
み
而
し
て
信
、
汎

く
衆
を
愛
し
而
し
て
仁
に
親
づ
く
。
行
い
余
力
有
れ
ば
、
則
ち
以
て
文
を
学
ぶ
。

【「
弟
子
」
の
「
弟
」
は
上
声
。「
則
ち
弟
」
の
「
弟
」
は
去
声
。
○
「
謹
」
は
行
の
常
有
る

な
り
。「
信
」
は
言
の
実

有
る
な
り
。「
汎
」
は
広
な
り
。「
衆
」
は
衆
人
を
謂
う
な
り
。

「
親
」
は
近
づ
く
な
り
。「
仁
」
は
仁
者
を
謂
う
な
り
。「
余
力
」
は
猶
お
「
暇
日
」（『
孟
子
』

梁
恵
王
上
）
と
言
う
が
ご
と
し
。「
以
」
は
用
い
る
な
り
。「
文
」
は
詩
書
六
芸
の
文
を
謂
う

な
り
。
○
程
子
曰
く
、
弟
子
の
職
為た

る
、
力
め
て
余
り
有
れ
ば
則
ち
文
を
学
ぶ
。
其
の

職
を
修
め
ず
し
て
文
を
先
に
す
る
は
、「
己
の
為
に
す
る
の
学
」（『
論
語
』
憲
問
）
に
非
ざ

る
な
り
と
。
尹
氏
曰
く
、
徳
行
は
本
な
り
。
文
芸
は
末
な
り
。
其
の
本
末
を
窮
め
、
先
後

す
る
所
を
知
れ
ば
、
以
て
徳
に
入
る
べ
し
と
。
洪
氏
曰
く
、
未
だ
余
力
有
ら
ず
し
て
文

を
学
べ
ば
、
則
ち
「
文
其
の
質
を
滅
す
」（『
論
語
』
雍
也
）。
余
力
有
り
て
文
を
学
ば
ざ
れ

ば
、
則
ち
「
質
勝
ち
て
野
な
り
」（
同
前
）
と
。
愚
謂お

も

え
ら
く
、
力
行
し
て
文
を
学
ば
ざ
れ

ば
、
則
ち
以
て
聖
賢
の
成
法
を
考
え
、
事
理
の
当
然
を
識し

る
こ
と
無
く
、
行
う
所
或
い
は

私
意
に
出
ず
。
但
に
之
を
野
に
失
す
る
の
み
に
非
ず
と
。】

「
弟
子
」
と
は
、
師
に
事つ
か

う
る
も
の
の
称
な
り
。
此
れ
子
弟
と
言
わ
ず
、
而
し

て
弟
子
と
言
え
ば
、
必
ず
是
れ
師
に
従
い
業
を
受
く
る
の
人
な
ら
ん
。

「
弟
子
」
と
は
、
師
匠
に
仕
え
る
人
の
名
称
で
あ
る
。「
子
弟
」
と
言
わ
ず
、「
弟
子
」

と
言
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
必
ず
先
生
に
従
っ
て
学
業
を
受
け
た
人
の
こ
と
で
あ
ろ

う
。
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「
信
」
は
「
誠
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
ま
ご
こ
ろ
を
尽
く
す
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

本
章
で
は
民
に
対
し
て
約
束
を
守
る
と
い
う
意
味
の
「
信
」
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い

な
い
。

凡お
よ

そ
「
人
」
の
「
民
」
と
駢
挙
す
る
者
は
、「
人
」
も
て
士
大
夫
を
指
す
。
凡お
よ

そ

仕
う
る
途
中
の
者
は
皆
是
れ
な
り
。「
民
」
は
乃

す
な
わ
ち
庶
民
な
り
。
楊
氏
「
民
を
愛

す
」
を
以
て
「
人
を
愛
す
」
を
解
す
。
之
を
失
す
。

一
般
に
「
人
」
と
「
民
」
を
列
挙
し
た
場
合
、「
人
」
は
士
大
夫
を
指
す
。
一
般
に
仕

官
し
て
い
る
者
は
す
べ
て
こ
れ
に
該
当
す
る
。
そ
こ
で
「
民
」
は
庶
民
の
意
味
に
な
る

が
、
朱
注
が
引
く
楊
時
は
「
人
を
愛
す
る
」
を
「
民
を
愛
す
る
」
と
解
釈
し
て
い
る
。

こ
れ
は
間
違
っ
て
い
る
。

註
に
、「
本
を
務
む
る
の
意
」
と
。
必
ず
し
も
言
わ
ず
。「
敬
を
以
て
主
と
為

す
」、「
反
復
し
て
相
い
因よ

る
」
等
、
皆

非
な
り
。「
尭
舜
も
此
に
過
ぎ
ず
」

も
、
亦
過
当
な
り
。
夫
れ
聖
人
の
言
、
亦
浅
き
者
有
り
、
亦
深
き
者
有

り
。「
浅
け
れ
ば
則
ち
掲け

い

し
、
深
け
れ
ば
則
ち
れ
いP
し
て
」（『
毛
詩
』
Q
風
・
匏

有
苦
葉
）、
可
な
り
。
何
ぞ
必
ず
し
も
穿
鑿
し
、
一
一
至
味
を
求
め
ん
や
。

朱
注
に
「
基
本
に
力
を
入
れ
る
」
と
あ
る
が
、
本
章
で
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
必
ず
し

も
言
及
し
て
い
な
い
。「
こ
こ
で
言
う
五
つ
の
事
の
中
で
も
敬
が
最
も
根
本
で
あ
る
」、

「
五
つ
の
事
は
互
い
に
因
果
関
係
に
あ
る
」
等
、
み
な
間
違
っ
て
い
る
。
朱
注
に
引
く

程
子
の
説
で
あ
る
「
尭
舜
の
政
治
も
こ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
も
、
ま
た
妥

当
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
聖
人
の
言
葉
は
、
卑
近
な
も
の
も
あ
れ
ば
、
深
遠
な
も
の
も

あ
る
。「
川
の
水
か
さ
が
浅
け
れ
ば
着
物
の
裾す

そ

を
か
ら
げ
て
渡
り
、
深
け
れ
ば
袴

は
か
ま
を
脱

444444448 64448 6448
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註
、「
徳
行
は
本
な
り
」
の
句

舛そ
む

く
。
且か

つ
下
文
の
「
徳
に
入
る
」
と
相
い

礙さ
ま
た
ぐ
。
夫そ

れ
行
い
を
舎お

き
文
を
学
べ
ば
、
得
失
虚
実
の
間
に
在
り
。
未
だ
本

末
は
之
を
議
す
べ
か
ら
ず
。
且か

つ
尹
説
の
如
き
は
、
唯た

だ
以
て
詞
賦
に
嫺な
ら

い
、

而
し
て
経
業
を
忘
る
る
者
を

い
まS
し
む
べ
き
の
み
。
此
の
章
の
義
に
非
ず
。

「
家
で
は
父
母
に
孝
行
を
つ
く
す
」、「
外
で
は
目
上
の
人
に
よ
く
つ
か
え
る
」
等
、
こ

の
数
者
は
、
弟
子
の
目
の
前
に
あ
る
本
分
で
あ
り
、
ま
だ
徳
行
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な

い
。
朱
注
に
引
く
尹
v
の
説
の
「
徳
行
は
根
本
で
あ
る
」
の
句
は
間
違
っ
て
い
る
。
か

つ
尹
v
の
こ
の
説
は
、
そ
の
下
に
つ
づ
く
「
徳
に
入
る
」
の
句
と
内
容
的
に
食
い
違
っ

て
い
る
。
そ
も
そ
も
実
際
の
行
為
を
捨
て
て
、
書
物
を
学
べ
ば
、
そ
の
善
し
悪
し
は
事

実
と
虚
構
の
間
に
あ
る
。
物
事
の
大
切
な
根
本
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
ま
だ

議
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
つ
尹
v
の
説
で
は
、
た
だ
文
芸
ば
か
り
習
い
、
徳
行

を
忘
れ
た
人
を
い
ま
し
め
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
こ
れ
は
本
章
の
主
旨
で
は
な
い
。

成
法
を
考
え
ず
、
事
理
を
識し

ら
ず
ん
ば
、
則
ち
善
を
為
さ
ん
と
欲
す
と
雖
も
、
得

べ
か
ら
ざ
る
者
有
り
。
猶
お
「
無
星
の
称
」
を
持
ち
て
（
19
）
、
以
て
物
の
軽
重
を
定

め
ん
と
欲
す
る
な
り
。
縦た

令と

い
其
の
人
篤
実
公
道
に
し
て
、
毫
い
さ
さ
か
の
私
情
無
き

も
、
亦
益
無
し
。
此
れ
其
の
智
足
ら
ざ
る
が
故
な
り
。
豈あ

に
一
概
に
貶と
が

む
る

に
私
意
を
以
て
す
べ
け
ん
や
。
宋
代
天
理
人
欲
の
説
盛
な
り
。
苟

い
や
し
くも
道
理
に
合

わ
ざ
る
者
は
、
皆
罪
を
私
意
に
帰
す
。
恐
ら
く
は
未
だ
允あ

た

ら
ず
。

定
め
ら
れ
た
規
則
を
考
え
ず
、
物
事
の
道
理
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
善
を
行
お
う
と
思
っ

て
も
、
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
「
目
盛
り
の
な
い
は
か
り
」
を
使
っ
て
、

物
の
重
さ
を
量
ろ
う
と
す
る
よ
う
な
も
の
だ
。
か
り
に
そ
の
人
が
誠
実
で
公
平
で
、
少

し
の
私
情
が
無
く
て
も
、
成
果
は
得
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
知
識
が
足
り
な
い
か
ら
で
あ

44448 644444444448

「
謹
」
は
、「
放ほ
う

肆し

」
の
反
対
な
り
。「
信
」
は
猶
お
「
誠
」
な
り
。
必
ず
し
も

専
ら
言
に
属
さ
ず
。
註
に
、「
行
い
の
常
有
り
」、「
言
の
実
有
り
」
と
。

ぐ
うR

対た
い

厭い
と

う
べ
し
。
縦た

令と

い
解
義
に
失
す
る
所
無
き
も
、
竟つ
い

に
隔か
く

韈べ
つ

抓そ
う

癢よ
う

た
り
。

況
ん
や
此
の
章
を
や
。
弟
子
の
行
い
を
並
挙
し
（
18
）
、
以
て
「
文
を
学
ぶ
」
に
対

す
。
故
に
下
之
を
承
け
て
、
曰
く
「
行
い
余
力
有
れ
ば
」
と
。「
謹
」・「
信
」

豈あ

に
言
と
行
と
に
分
属
す
る
を
容い

れ
ん
や
。

「
謹
」
は
、「
放
肆
（
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
）」
の
反
対
の
言
葉
で
あ
る
。「
信
」
は
ち
ょ

う
ど
「
誠
」
と
同
じ
意
味
で
、
必
ず
し
も
言
葉
と
は
関
係
な
い
。
朱
注
に
「
謹
」
は

「
行
動
が
道
理
に
適
っ
て
い
る
こ
と
」、「
信
」
は
「
言
葉
に
内
容
が
あ
る
こ
と
」
と
あ

る
が
、
こ
れ
ら
の
対
句
的
表
現
は
捨
て
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
か
り
に
字
義
の
説
明
に
間

違
っ
て
い
る
点
が
無
く
て
も
、
結
局
は
も
ど
か
し
く
感
じ
ら
れ
る
。
ま
し
て
や
本
章
に

お
い
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
章
は
弟
子
と
し
て
の
行
為
を
列
挙
し
、

「
書
物
を
学
ぶ
」
と
対
応
さ
せ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
下
の
句
は
こ
れ
を

受
け
て
「
以
上
の
こ
と
を
行
っ
て
余
力
が
あ
れ
ば
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て

「
謹
」
と
「
信
」
を
そ
れ
ぞ
れ
言
葉
と
行
為
に
分
け
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ

う
か
。

「
余
力
」
と
は
、
日
間
・
夜
間
の
余
剰
の
工
夫
を
謂
う
。「
暇
日
」
を
待
つ
に
非

ず
。

「
余
力
」
と
は
、
昼
間
や
夜
間
に
余
っ
た
力
の
こ
と
で
あ
る
。
朱
注
が
言
う
よ
う
な

「
暇
な
時
間
」
が
で
き
る
の
を
待
つ
の
で
は
な
い
。

此
の
数
者
は
、
弟
子
当
面
の
職
分
な
り
。
未
だ
徳
行
と
称
す
る
を
得
ず
。
尹

648 644444444444448
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り
。冒

頭
に
「
賢
人
を
賢
人
と
し
て
尊
ぶ
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
は
学
問
に
志

す
人
の
あ
る
べ
き
態
度
だ
か
ら
で
あ
る
。

父
母
に
は
「
力
を
竭つ
く

す
」
と
曰
い
、
君
に
は
「
身
を
致
す
」
と
曰
う
。
方ま
さ

に
味

有
り
。
古
人
の
言
語
、
苟

か
り
そ
めに
せ
ざ
る
こ
と
此か

く
の
如
し
。
蓋け
だ

し
人
情
は
大
抵

父
母
に
お
け
る
や
身
を
致
す
こ
と
難
か
ら
ず
。
其
の
至
親
天
属
を
以
て
す
る
な

り
。
唯た

だ
其
の
力
を
竭
さ
ざ
る
を
患う
れ

う
の
み
。
其
の
恩
に
狎
れ
愛
を
恃た
の

み
、
而

れ
ど
も
爵
禄
栄
辱
の
期
無
け
れ
ば
な
り
。
君
に
お
け
る
や
力
を
竭
す
こ
と
難

か
ら
ず
。
其
の
爵
禄
栄
辱
身
に
切
す
る
を
以
て
す
る
な
り
。
唯た

だ
身
を
致
さ

ざ
る
を
患
う
の
み
。
其
れ
義
合
す
る
を
以
て
す
る
は
、
天
属
の
親
に
非
ざ
れ

ば
な
り
。

父
母
に
は
「
力
の
限
り
を
つ
く
す
」
と
言
い
、
君
主
に
は
「
そ
の
身
を
さ
さ
げ
る
」
と

言
う
。
本
当
に
味
わ
い
が
あ
る
。
古
人
の
言
葉
は
、
こ
の
よ
う
に
い
い
加
減
な
使
い
方

を
し
な
い
の
で
あ
る
。
思
う
に
人
の
情
と
し
て
は
、
お
お
よ
そ
父
母
に
対
し
て
は
そ
の

身
を
さ
さ
げ
る
こ
と
も
難
し
く
は
な
い
。
最
も
身
近
な
肉
親
で
あ
り
天
然
の
関
係
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
だ
た
力
の
限
り
を
つ
く
せ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
け
が

気
が
か
り
で
あ
る
。
そ
の
恩
恵
に
安
住
し
、
愛
情
を
あ
て
に
す
る
が
、
爵
位
や
俸
禄
、

名
誉
や
恥
辱
を
受
け
な
い
か
ら
で
あ
る
。
君
主
に
対
し
て
は
力
の
限
り
を
つ
く
す
の
は

難
し
く
な
い
。
そ
の
君
主
か
ら
与
え
ら
れ
る
爵
位
や
俸
禄
、
名
誉
や
恥
辱
が
切
実
な
問

題
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
身
を
さ
さ
げ
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
だ
け
が
気
が
か
り
で
あ
る
。
君
臣
関
係
に
お
い
て
、
義
に
適
う
こ
と
を
重
ん
じ
る
の

は
、
天
然
の
関
係
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

64444444444444448 648

る
。
ど
う
し
て
一
概
に
私
意
の
せ
い
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
宋
代
に
は
天
理
や

人
欲
に
関
す
る
議
論
が
盛
ん
で
、
万
一
、
道
理
に
合
わ
な
い
も
の
は
、
す
べ
て
私
意
の

せ
い
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
妥
当
で
は
な
い
。

○
子
夏
曰
く
、
賢
を
賢
と
し
て
色
に
易か

え
、
父
母
に
事つ
か

え
て
能
く
其
の
力
を
竭つ
く

し
、
君
に
事つ
か

え
て
能
く
其
の
身
を
致
し
、
朋
友
と
交
わ
り

而
し
て
信
有
ら

ば
、
未
だ
学
ば
ず
と
曰
う
と
雖
も
、
吾
必
ず
之
を
学
び
た
り
と
謂
わ
ん
（
20
）
。【「
子

夏
」
は
孔
子
の
弟
子
。
姓
は
卜
、
名
は
商
。
人
の
賢
を
賢
と
し
て
其
の
色
を
好
む
の
心
に

易
う
る
は
、
善
を
好
ん
で
誠
有
る
な
り
。「
致
」
は
猶
お
委
ね
る
が
ご
と
し
。
其
の
身
を

委
致
す
る
は
、「
其
の
身
を
有
せ
ざ
る
」（『
礼
記
』
坊
記
）
を
謂
う
な
り
。
四
者
は
皆
人
倫

の
大
な
る
も
の
に
し
て
、
之
を
行
う
に
必
ず
其
の
誠
を
尽
す
の
み
。
学
は
是か

く
の
如
く
な

る
を
求
む
る
の
み
。
故
に
子
夏
言
う
、
能
く
是
く
の
如
き
人
有
ら
ば
、
苟

い
や
し
くも
生
質
の
美

に
非
ざ
れ
ば
、
必
ず
其
れ
学
を
務
む
る
の
至
り
な
ら
ん
。
或
い
は
以
て
未
だ
嘗
て
学
を
為

さ
ず
と
為
す
と
雖
も
、
我
は
必
ず
之
を
已す

で

に
学
び
た
り
と
謂
う
。
○
游
氏
曰
く
、
三
代
の

学
は
皆
人
倫
を
明
か
に
す
る
所
以
な
り
。
是こ

の
四
者
を
能
く
す
れ
ば
則
ち
人
倫
に
於
い
て

厚
し
。
学
の
道
為た

る
、
何
を
以
て
か
此
に
加
え
ん
。
子
夏
文
学
を
以
て
名
あ
り
。
而
し

て
其
の
言
此か

く
の
如
く
ん
ば
、
則
ち
古
人
の
所
謂
学
な
る
も
の
知
る
べ
し
。
故
に
「
学

而
」
の
一
篇
、
大
抵
皆
本
を
務
む
る
に
在
り
と
。
呉
氏
曰
く
、
子
夏
の
言
、
其
の
意
は

善
し
。
然
れ
ど
も
詞
気
の
間
抑
揚
太

は
な
は
だ
過
ぎ
た
り
。
其
の
流
の
弊
、
将
に
或
い
は
学
を
廃

す
る
に
至
ら
ん
と
す
。
必
ず
上
章
の
夫ふ

う

子し

の
言
の
若ご

と

く
し
て
然
る
後
に
弊
無
し
と
為
す
な

り
。】首は

じ

め
に
「
賢
を
賢
と
す
」
を
掲
ぐ
る
は
、
便
す
な
わ
ち
是
れ
学
ぶ
者
の
風
標
な
れ
ば
な

言

6444
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と
雖
も
、
吾
信
ぜ
ざ
る
な
り
」（『
論
語
』
憲
問
）、
語
気
此
と
同
じ
。

「
曰
」
は
、
傍
ら
に
い
る
人
の
言
葉
を
表
し
、
そ
の
人
自
身
が
言
っ
た
言
葉
で
は
な
い
。

『
論
語
』
の
「
君
に
強
要
し
た
の
で
は
な
い
と
言
う
者
も
い
た
が
、
私
は
信
じ
な
い
」

は
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
本
章
と
同
じ
で
あ
る
。

此
の
句
若も

し
「
曰
」
字
無
く
ん
ば
、
正ま
さ

に
游
・
呉
の
説
の
如
し
。
游
・
呉
の

謬あ
や
まり
は
、「
曰
」
字
を
閑
な
お
ざ
りに
し
了お
わ

る
を
以
て
す
。『
孟
子
集
註
』
を
按
ず
る
に
、

「
理
義
の
心
、
固も

と

よ
り
有
り
と
曰
う
と
雖
も
」（
告
子
上
）
と
、
又
云
う
、「
学

に
従
事
す
と
曰
う
と
雖
も
」（
同
前
）
と
。「
曰
」
字
剰あ

ま

す
こ
と
甚
し
。
先
儒

「
雖
」・「
曰
」
の
両
字
に
於
け
る
や
、
蓋け

だ

し
未
だ
探
察
せ
ざ
る
者
有
ら
ん
。

此
の
句
に
も
し
「
曰
」
の
字
が
無
け
れ
ば
、
ま
さ
に
朱
注
に
引
く
游
酢
と
呉
w
の
説
の

と
お
り
で
あ
る
。
游
酢
と
呉
w
の
あ
や
ま
ち
は
、「
曰
」
の
字
を
な
お
ざ
り
に
し
た
た

め
で
あ
る
。『
孟
子
集
注
』
を
見
て
み
る
と
、「
理
義
の
心
は
、
も
と
も
と
も
っ
て
い
る

と
言
（
曰
）
う
と
雖
も
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
「
学
問
に
従
事
す
る
と
言
（
曰
）
う
と
雖

も
」
と
あ
り
、
朱
注
に
従
え
ば
、「
曰
」
の
字
が
は
な
は
だ
余
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
先
儒
に
は
「
雖
」
と
「
曰
」
の
二
字
に
つ
い
て
、
思
う
に
ま
だ

探
求
考
察
し
て
い
な
い
人
が
い
る
よ
う
で
あ
る
。

子
夏
未
だ
嘗
て
「
質
美
な
れ
ば
必
ず
し
も
学
ば
ず
」
と
言
わ
ず
。
何
ぞ
「
廃

学
の
弊
」
有
ら
ん
。
游
・
呉
の
二
説
、
集
註
当ま

さ

に
釆
入
す
べ
か
ら
ず
。

子
夏
は
こ
れ
ま
で
一
度
も
朱
注
が
言
う
よ
う
に
、「
生
ま
れ
な
が
ら
の
性
質
が
素
晴
ら

し
け
れ
ば
そ
の
人
は
学
問
を
修
め
て
い
な
い
可
能
性
も
あ
る
」
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
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「
言
」
は
疑
う
ら
く
は
衍え
ん

文ぶ
ん

な
ら
ん
。
曾
子
曰
く
、「
朋
友
と
交
り
而
し
て
信

な
ら
ざ
る
か
」（『
論
語
』
学
而
）
と
。
当ま

さ

に
参
考
に
す
べ
し
。

「
言
」
の
字
は
お
そ
ら
く
衍
字
（
文
中
に
誤
っ
て
入
っ
た
余
分
な
文
字
）
で
あ
ろ
う
。

曾
子
は
『
論
語
』
の
中
で
「
友
達
と
の
交
際
に
お
い
て
誠
実
で
な
か
っ
た
こ
と
は
な
い

か
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
本
章
を
読
む
際
に
参
考
に
す
る
べ
き
で
あ
る
。

「
信
」
は
、
猶
お
「
誠
」
な
り
。
専
ら
は
言
に
属
さ
ず
。

「
信
」
は
、
ち
ょ
う
ど
「
誠
」
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。
言
葉
と
だ
け
関
係
が
あ
る
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
。

「
学
」
は
以
て
倫
を
明
か
に
す
。
若も

し
能
く
人
倫
に
篤
き
こ
と
此か

く
の
如
く
ん

ば
、
学
ば
ず
し
て
能
く
す
る
か
な
。
縦
令

た
と
い

人
有
り
て
其
れ
未
だ
学
ば
ず
と
謂

え
ば
、
則
ち
吾
信
ず
る
こ
と
弗な

し
。
其
れ
必
ず
之
を
已
に
学
び
た
り
と
謂
わ

ん
。
註
は
兼
ね
て
「
美
質
」
を
挙
ぐ
。
正
意
を
失
す
。

「
学
」
は
人
倫
を
明
ら
か
に
す
る
手
段
で
あ
る
。
も
し
子
貢
が
言
う
よ
う
に
人
倫
を
大

切
に
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
は
学
ば
ず
し
て
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
い

人
が
こ
れ
ま
で
学
問
を
し
た
こ
と
が
な
い
と
言
っ
た
と
し
て
も
、
私
は
そ
れ
を
信
じ
な

い
。
必
ず
そ
の
人
を
す
で
に
学
問
の
あ
る
人
だ
と
言
う
で
あ
ろ
う
。
朱
注
は
併
せ
て

「
そ
の
人
が
生
ま
れ
な
が
ら
の
美
質
を
も
っ
て
い
る
可
能
性
」
を
指
摘
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
『
論
語
』
の
真
意
を
取
り
違
え
て
い
る
。

「
曰
」
は
、
旁
人
の
言
。
其
の
人
自
ら
言
う
に
非
ず
。「
君
を
要
せ
ず
と
曰
う

644444448 648 6448
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且か

つ
「
出
入
時
無
く
、
其
の
郷
を
知
る
莫な

き
も
の
は
人
心
な
り
」（『
孟
子
』
告
子
上
）。

若も

し
忠
信
無
く
ん
ば
豈あ

に
復ま

た

物
有
ら
ん
や
と
。】
己
に
如し

か
ざ
る
者
を
友
と
す
る
無

か
れ
。【「
無
」・「
毋
」
通
ず
。
禁
止
の
辞
な
り
。「
友
は
仁
を
輔
く
る
所
以
な
り
」（『
論

語
』
顔
淵
）。
己
に
如
か
ざ
れ
は
則
ち
益
無
く
し
て
損
有
り
。】
過
あ
や
ま
て
ば
則
ち
改
む
る

に
憚は

ば

か
る
こ
と
勿な

か
れ
。【「
勿
」
も
亦
禁
止
の
辞
な
り
。「
憚
」
は
畏
難
な
り
。
自
ら

治
む
る
こ
と
勇
な
ら
ざ
れ
は
則
ち
悪
日
に
長
ず
。
故
に
過
ち
有
れ
ば
則
ち
当ま

さ

に
速
か
に
改

む
べ
し
。
畏
難
し
て
苟

い
や
し
くも
安
ん
ず
べ
か
ら
ず
。
程
子
曰
く
、
学
問
の
道
は
他
無
し
。
其

の
不
善
を
知
れ
ば
、
則
ち
速
か
に
改
め
て
以
て
善
に
従
う
の
み
と
。
○
程
子
曰
く
、
君
子

自
ら
修
む
る
の
道
当
に
是か

く
の
如
く
な
る
べ
し
と
。
游
氏
曰
く
、
君
子
の
道
、
威
重
を

以
て
質
と
為
し
、
学
以
て
之
を
成
す
。
学
の
道
、
必
ず
忠
信
を
以
て
主
と
為
し
、
己
に
勝

る
者
を
以
て
之
を
輔
く
。
然
れ
ど
も
或
い
は
過
ち
を
改
む
る
に
吝

や
ぶ
さ
か
な
れ
ば
、
則
ち
終つ

い

に

以
て
徳
に
入
る
こ
と
無
く
し
て
、
賢
者
も
亦
未
だ
必
ず
し
も
告
ぐ
る
に
善
道
を
以
て
す
る

を
楽
ま
ず
。
故
に
「
過
ち
て
改
む
る
に
憚
る
勿な

か
れ
」
を
以
て
終
う
と
。】

此
の
節
、
在
位
の
君
子
な
る
者
の
為た
め

に
、
工
夫
を
論
ず
る
な
り
。
未
だ
「
学
ぶ

者
」
の
工
夫
に
論
及
せ
ず
。

こ
の
節
は
、
高
い
位
に
つ
い
て
い
る
君
子
の
た
め
に
、
そ
の
努
力
の
仕
方
に
つ
い
て
論

じ
て
い
る
。
朱
注
が
言
う
よ
う
な
、「
学
問
に
志
す
人
」
の
努
力
に
つ
い
て
は
論
及
し

て
い
な
い
。

「
友
」
字
意
軽
し
。
只た

だ
与と
も

に
游
処
周
旋
す
る
を
謂
う
。
乃
す
な
わ
ち
親し
ん
じ
つT
の
意
有

り
。『
左
伝
』
に
、「

いU
子し

に
寵
有
る
者
八
人
。
皆
禄
無
く
而
し
て
馬
多

し
」（
襄
公
二
十
二
年
）
と
。
事
未
だ
的
当
な
ら
ず
、
而
れ
ど
も
意
相
い
発

6448

ど
う
し
て
子
貢
の
言
葉
に
朱
注
が
引
く
呉
w
が
言
う
よ
う
な
「
学
問
を
廃
れ
さ
せ
る
弊

害
」
が
有
る
だ
ろ
う
か
。
游
酢
と
呉
w
の
二
つ
の
説
を
、
朱
注
は
取
り
入
れ
る
べ
き
で

は
な
い
。

○
子
曰
く
、
君
子
重
か
ら
ざ
れ
ば
則
ち
威
あ
ら
ず
、
学
べ
ば
則
ち
固
な
ら
ず
。

【「
重
」
は
厚
重
、「
威
」
は
威
厳
、「
固
」
は
堅
固
な
り
。
外
に
軽
き
者
は
必
ず
内
に
堅
き
こ

と
能
わ
ず
。
故
に
厚
重
な
ら
ざ
れ
ば
威
厳
な
く
、
而
し
て
学
ぶ
所
も
亦
堅
固
な
ら
ず
。】

此
の
「
君
子
」
は
、
位
を
以
て
言
う
な
り
。
徳
を
指
す
に
非
ず
。
圏
外
の
註
（
21
）

に
、「
君
子
の
道
」
と
。
之
を
失
す
。

こ
の
「
君
子
」
は
、
位
の
高
い
人
を
言
う
。
徳
の
高
い
立
派
な
人
を
指
し
て
い
る
の
で

は
な
い
。
朱
注
の
圏
外
の
注
に
「
君
子
の
道
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
間
違
っ
て
い
る
。

「
威
あ
ら
ず
」・「
固
な
ら
ず
」
は
、
其
の
見
成
に
就つ

き
て
評
論
す
る
な
り
。「
忠

信
を
主
と
す
」
以
下
は
、
乃

す
な
わ
ち
学
を
為
す
の
工
夫
。
当ま
さ

に
混
説
す
べ
か
ら
ず
。

「
威
厳
が
な
い
」・「
固こ

陋ろ
う

に
陥
ら
な
い
」
と
は
、
君
子
の
立
ち
居
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て

評
論
し
た
も
の
で
あ
る
。「
忠
信
を
主
と
す
る
」
以
下
は
、
学
問
を
す
る
努
力
に
つ
い

て
で
あ
る
。
本
章
の
前
半
と
後
半
を
混
同
し
て
解
説
す
べ
き
で
は
な
い
。

忠
信
を
主
と
し
、【
人
忠
信
な
ら
ざ
れ
ば
則
ち
事
皆
実
無
し
。
悪
を
為
す
は
則
ち
易

く
、
善
を
為
す
は
則
ち
難
し
。
故
に
学
ぶ
者
必
ず
是
れ
を
以
て
主
と
為
す
。
程
子
曰
く
、

人
道
は
惟
だ
忠
信
に
在
り
。「
誠
な
ら
ざ
れ
ば
則
ち
物
無
し
」（『
中
庸
』
第
二
十
五
章
）。

6448 648 6444
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ず
。
且か

つ
宜
し
く
忠
信
は
以
て
質
と
為
し
、
賢
を
択え
ら

べ
ば
自お
の

ず
か
ら
輔
け
ら

れ
、
過
ち
を
改
め
善
に
従
う
べ
し
と
。
忠
信
は
毎つ

ね

に
学
と
対
説
す
。「
忠
信
な

る
こ
と
丘
の
如
し
」（『
論
語
』
公
冶
長
）
の
類
皆
是
れ
な
り
。
忠
信
豈あ

に

以
て
学
を
為
す
を
得
ん
や
。

全
体
を
総
括
す
る
注
解
に
次
の
よ
う
に
言
う
の
が
よ
い
。
高
い
位
に
つ
い
て
い
る
君
子

は
、
と
り
わ
け
そ
の
威
厳
を
失
う
べ
き
で
は
な
い
。
か
つ
忠
信
を
そ
の
基
盤
と
し
、
友

人
に
賢
明
な
人
を
選
べ
ば
、
自
然
に
助
け
ら
れ
、
過
ち
を
改
め
善
に
従
う
の
が
よ
い

と
。
ま
ご
こ
ろ
は
い
つ
も
学
問
と
対
比
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。『
論
語
』
の
「
ま
ご

こ
ろ
が
私
（
孔
子
）
く
ら
い
の
人
は
い
る
が
、
私
ほ
ど
学
問
を
好
む
人
は
い
な
い
」
の

類
が
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
ど
う
し
て
朱
注
が
言
う
よ
う
に
、
忠
信
で
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
学
問
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

「
重
」
と
「
忠
信
」
と
は
、
心
の
貌
な
る
の
み
。
游
氏
は
乃
す
な
わ
ち
「
君
子
の
道
」、

「
学
の
道
」
を
以
て
之
を
分
つ
。
強
説
な
る
の
み
。

「
重
」
と
「
忠
信
」
は
、
心
の
様
子
を
表
わ
す
語
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
游
酢
は
「
君
子

の
道
」
や
「
学
問
の
道
」
に
よ
っ
て
「
重
」
と
「
忠
信
」
を
切
り
離
し
て
い
る
。
強
引

な
解
説
で
あ
る
。

学
は
忠
信
の
後
に
在
り
。
忠
信
は
乃
す
な
わ
ち
学
を
為
す
の
質
。
本
文
の
「
忠
信
を
主

と
す
」
は
、
固も

と

よ
り
学
の
前
に
在
り
。
而
れ
ど
も
註
の
「
忠
信
を
主
と
す
」

は
、
乃

す
な
わ
ち
学
の
中
に
在
り
。
此
れ
圏
外
（
23
）
と
雖
も
、
亦
当ま
さ

に
采
入
す
べ
か
ら
ず
。

学
問
は
ま
ご
こ
ろ
を
身
に
付
け
て
し
か
る
後
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ご
こ
ろ
は
つ
ま

8 6448 6444444448

す
。

「
友
」
の
字
の
意
味
は
軽
い
。
た
だ
行
動
や
生
活
を
と
も
に
す
る
人
の
こ
と
を
言
う
。

つ
ま
り
親
し
み
な
じ
む
意
味
を
も
つ
。『
春
秋
左
氏
伝
』
に
「

いU
子し

馮
ひ
ょ
う
に
気
に
入
ら
れ

た
八
人
は
、
全
員
、
俸
禄
も
な
い
の
に
馬
を
た
く
さ
ん
も
っ
て
い
た
」
と
。
こ
の
『
左

伝
』
の
出
来
事
は
、
本
章
の
内
容
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い
が
、
本
章
の
「
友
」

の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
信
」
は
、
猶
お
「
誠
」
な
り
。
程
子
「
誠
」
を
用
い
て
解
を
作な

す
。
之
を
得
。

「
信
」
は
、
ち
ょ
う
ど
「
誠
」
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。
朱
注
に
引
く
程
子
は
「
誠
」
を

持
ち
出
し
て
き
て
注
解
し
て
い
る
。
こ
の
注
解
は
適
切
で
あ
る
。

「
忠
信
」
は
、
専
ら
接
物
の
上
に
在
り
て
言
う
な
り
。
註
に
「
事

皆

実

無

し
」、「
誠
な
ら
ざ
れ
ば
則
ち
物
無
し
」
等
、
並
び
に
接
物
を
外
に
す
。
恐
ら

く
は
未
だ
允あ

た

ら
ず
。
程
子
又
「
出
入
時
無
し
」
を
引
く
。
大
い
に
倫
を
失

す
。

「
忠
信
」
は
、
ひ
た
す
ら
外
物
と
ま
じ
わ
る
際
の
こ
と
に
つ
い
て
言
う
。
と
こ
ろ
が
朱

注
に
「
何
事
も
実
行
が
と
も
な
わ
な
い
」
と
、
朱
注
が
引
く
程
子
の
説
に
、「
誠
の
な

い
と
こ
ろ
に
は
何
も
な
い
」
等
と
あ
り
、
す
べ
て
外
物
と
ま
じ
わ
る
こ
と
か
ら
外
れ
て

い
る
。
恐
ら
く
こ
の
注
解
は
適
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
程
子
は
さ
ら
に
『
孟
子
』
の

「
出
入
に
一
定
の
時
が
無
い
」
を
引
用
し
て
い
る
。
大
い
に
す・

じ・

み・

ち・

を
誤
っ
て
い
る
。

總
註
に
宜
し
く
言
う
べ
し
。
在
位
の
君
子
は
（
22
）
、
尤
も
っ
と
も
当ま
さ

に
威
重
を
失
う
べ
か
ら

6444448 648 6444448
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上
の
迷
信
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
「
父
母
の
喪
礼
を
手
厚
く
行
う
」
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
真
っ
先
に
区
別
し
て
お
く
の
が
よ

い
。

子
の
父
母
に
於
け
る
や
、
生
事
は
力
を
竭つ
く

し
て
、「
其
の
歓
心
を
得
ん
と
す
」

（『
孝
経
』
孝
治
章
）。
斯こ

れ
之
を
「
孝
」
と
謂
う
。
喪
と
祭
と
の
若ご
と

き
は
、
是

れ
生
事
の
愛
敬
の
余
波
影
響
な
り
。
未
だ
以
て
「
孝
」
と
為
す
に
足
ら
ず
。
然

れ
ど
も
人
の
忽

た
ち
ま
ち
忘
れ
易
き
所
に
し
て
、
能
く
謹
慎
す
れ
ば
、「
篤
」
と
謂
う

べ
し
。
決
し
て
喪
祭
の
生
事
よ
り
重
き
を
謂
う
に
非
ず
。『
孟
子
』
の
所
謂

「
以
て
大
事
に
当
つ
べ
し
」（
離
婁
下
）
と
は
、
其
の
一
た
び
至
ら
ざ
る
有
れ

ば
、
則
ち
悔
い
改
む
べ
か
ら
ざ
る
を
以
て
す
る
な
り
。
此
の
章
と
科
を
異
に

す
。子

ど
も
は
父
母
に
対
し
て
、
父
母
が
健
在
な
時
は
力
を
尽
く
し
、「
父
母
を
喜
ば
せ
よ

う
」
と
す
る
。
こ
れ
を
「
孝
」
と
言
う
。
喪
礼
と
祭
礼
な
ど
は
、
父
母
が
健
在
で
あ
っ

た
と
き
の
愛
情
と
敬
い
の
気
持
ち
の
影
響
で
あ
り
、
ま
だ
「
孝
」
と
見
な
す
に
は
不
十

分
で
あ
る
。
し
か
し
人
が
す
ぐ
に
忘
れ
や
す
い
所
な
の
で
、
こ
れ
を
慎
む
こ
と
が
で
き

れ
ば
、「
篤
（
情
愛
が
深
い
）」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
決
し
て
喪
礼
・
祭
礼
が
父
母

が
健
在
で
あ
る
時
よ
り
重
要
で
あ
る
と
言
う
の
で
は
な
い
。『
孟
子
』
が
言
う
「
父
母

の
死
を
見
送
り
喪
礼
を
尽
く
す
こ
と
は
、
大
事
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
は
、

葬
儀
の
場
合
、
一
度
、
不
手
際
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
悔
い
改
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

か
ら
で
あ
る
。
本
章
と
は
そ
の
主
旨
が
異
な
る
。

近
世
の
儒
家
、
一
等
の
悖は
い

徳と
く

有
り
。
其
の
親
に
於
け
る
や
、
生
事
は
肯あ
え

て
力

を
竭つ

く

さ
ず
。
亦
其
の
歓
心
を
得
る
を
求
め
ず
。
甚
し
き
は
意
見
の
合
わ
ざ
る
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り
学
問
を
す
る
基
盤
で
あ
る
。
本
章
の
「
ま
ご
こ
ろ
を
も
と
に
す
る
」
は
、
も
と
も
と

学
問
を
す
る
前
提
の
話
し
で
あ
る
。
し
か
し
朱
注
の
「
ま
ご
こ
ろ
を
も
と
に
す
る
」

は
、
学
問
の
中
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
注
解
は
圏
外
の
注
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
取

り
入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

○
曾
子
曰
く
、
終
り
を
慎
み
遠
き
を
追
え
ば
、
民
の
徳
厚
き
に
帰
す
。【「
終
り

を
慎
む
」
は
、
其
の
礼
を
尽
す
な
り
。「
遠
き
を
追
う
」
は
、
其
の
誠
を
尽
す
な
り
。「
民
の

徳
厚
き
に
帰
す
」
と
は
、
下
民
之
に
化
せ
ば
其
の
徳
も
亦
厚
き
に
帰
す
。
蓋け

だ

し
「
終
り
」

は
人
の
忽

ゆ
る
が
せ
に
し
易
き
所
な
れ
ど
、
能
く
之
を
謹
み
、「
遠
き
」
は
人
の
忘
れ
易
き
所
な
れ

ど
、
能
く
之
を
追
う
は
、
厚
き
の
道
な
り
。
故
に
此
を
以
て
自
ら
為
せ
ば
則
ち
己
の
徳
厚

く
、
下
民
之
に
化
せ
ば
則
ち
其
の
徳
も
亦
厚
き
に
帰
す
る
な
り
。】

曾
子
「
民
の
徳
厚
き
に
帰
す
」
を
以
て
言
を
立
つ
。
知
る
べ
し
是
れ
在
位
の
君

子
を
以
て
言
う
を
。
窮

き
ゅ
う

措そ

大だ
い

が
為た
め

に
謀は
か

る
に
非
ず
。

曾
子
は
「
民
の
徳
も
重
厚
に
な
る
」
た
め
に
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
高
い
位
に

つ
い
て
い
る
君
子
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
の
を
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生

活
の
行
き
詰
ま
っ
た
貧
士
の
た
め
に
考
え
た
こ
と
で
は
な
い
。

後
世
厚
葬
の
風
盛
ん
な
り
。
皆
是
れ
奢
侈
と
、
風
水
と
の
惑
い
な
る
の
み
。

並
び
に
「
終
り
を
慎
む
」
の
謂
い
に
非
ず
。
尤

も
っ
と
も
宜
し
く
先
に
明
辨
す
べ
き
所

な
り
。

後
世
、
立
派
な
葬
儀
を
行
う
風
習
が
盛
ん
に
な
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
ぜ
い
た
く
と
風
水

8 6448 64444
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「
厚
（
立
派
で
あ
る
）」
と
は
、
感
化
す
る
対
象
で
あ
る
民
俗
の
こ
と
を
指
し
て
言
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
「
父
母
の
喪
礼
を
手
厚
く
行
う
」
君
子
な
ど
は
、「
厚
」
一
文
字
で
こ

れ
を
言
い
つ
く
す
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
さ
ら
に
本
章
の
主
旨
に
も
適
っ
て
い
な
い
。

朱
注
に
「
厚
い
道
」、「
自
分
の
徳
が
厚
く
な
る
」
と
大
仰
に
言
う
が
、
こ
れ
も
ひ
ど
く

た
や
す
い
こ
と
で
あ
る
。
朱
注
は
文
意
を
取
り
誤
っ
て
い
る
。

○
子
禽

子
貢
に
問
い
て
曰
く
、
夫
子

是こ

の
邦
に
至
る
や
、
必
ず
其
の
政
を
聞

く
。
之
を
求
め
た
る
か
、
抑そ

も

そ
も
之
に
与
え
た
る
か
。【「
之
与
」
の
「
与
」
は
、
平

声
。
下
同
じ
。
○
「
子
禽
」、
姓
は
陳
、
名
は
亢
。「
子
貢
」、
姓
は
端
木
、
名
は
賜
。
皆

孔
子
の
弟
子
な
り
。
或
ひ
と
曰
く
、
亢
は
子
貢
の
弟
子
と
。
未
だ
孰い

ず

れ
か
是ぜ

な
る
を
知
ら

ず
。「
抑
」
は
反
語
の
辞
な
り
。】
子
貢
曰
く
、
夫
子
温
・
良
・
恭
・
倹
・
譲
以
て

之
を
得
た
り
。
夫
子
の
之
を
求
む
る
や
、
其
れ

れ
人
の
之
を
求
む
る
に
異
な

る
か
。【「
温
」
は
和
厚
な
り
。「
良
」
は
易
直
な
り
。「
恭
」
は
荘
敬
な
り
。「
倹
」
は
節
制

な
り
。「
譲
」
は
謙
遜
な
り
。
五
者
は
、
夫
子
の
盛
徳
の
光
輝

人
に
接ま

じ

わ
る
も
の
な
り
。

「
其
れ
諸
れ
」
は
語
の
辞
な
り
。「
人
」
は
他
人
な
り
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
夫
子
未
だ
嘗
て

之
求
め
ず
。
但
だ
其
の
徳
の
容
是か

く
の
如
し
。
故
に
時
の
君
敬
信
し
て
、
自
ら
其
の
政

を
以
て
就つ

き
て
之
を
問
う
の
み
。
他
人
の
必
ず
之
を
求
め
而
る
後
に
得
る
が
若ご

と

き
に
非
ざ

る
な
り
。
聖
人
の
「
過
化
存
神
」（『
孟
子
』
尽
心
上
）
の
妙
、
未
だ
窺
測
し
易
か
ら
ず
。
然

れ
ど
も
此
に
即
き
て
観
れ
ば
、
則
ち
其
の
「
徳
に
盛
と
い
い
、
礼
に
恭
と
い
い
」（『
周
易
』

繋
辞
伝
上
）、
外
を
願
は
ざ
る
こ
と
も
亦
見
る
べ
し
。
学
ぶ
者
当ま

さ

に
心
を
潜
め
て
勉
学
す

べ
き
所
な
り
。
○
謝
氏
曰
く
、
学
ぶ
者
聖
人
の
威
儀
の
間
を
観
れ
ば
、
亦
以
て
徳
に
進

む
べ
し
。
子
貢
の
若ご

と

き
も
亦
善
く
聖
人
を
観
る
と
謂
う
べ
く
、
亦
善
く
徳
行
を
言
う
と

謂
う
べ
し
。
今
聖
人
を
去
る
こ
と
千
五
百
年
、
此
の
五
者
を
以
て
其
の
形
容
を
想
見
す
れ

ば
、
尚
お
能
く
人
を
し
て
興
起
せ
し
む
。
況
ん
や
之
に
親し

ん

炙し
ゃ

す
る
者
に
於
い
て
を
や
と
。

諸
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を
以
て
乖か

い

戻れ
い

を
致
す
に
至
る
。
親
の
歿
す
る
に
及
べ
ば
、
則
ち
喪
祭
を
以
て
天

下
の
大
事
と
為
し
、
敬
を
致
す
こ
と
極
め
て
厳
し
。
自
ら
以
て
孝
と
為
し
、
其

の
弟
子
を
率ひ

き

い
れ
ば
、
輙
す
な
わ
ち
曾
・
孟
の
二
語
を
主
張
し
、
ご
うV
然ぜ
ん

と
し
て
世
に
矜ほ
こ

る
。
其
れ
本
末
に
闇く
ら

し
。
此か

く
の
若ご
と

き
者
有
り
。
古
人
或
い
は
喪
祭
を
忽
ゆ
る
が
せ

に
し
て
、
生
事
に
敢
て
勉
め
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
今
人
は
則
ち
喪
祭
に
黽び

ん

勉べ
ん

し

て
、
生
事
を
忽

た
ち
ま
ち
忘
る
。
噫あ
あ

学
の
偏
駁
、
其
れ
懼お
そ

れ
ざ
る
べ
け
ん
や
。

近
ご
ろ
の
儒
者
に
は
、
最
大
級
の
背
徳
が
あ
る
。
そ
の
父
母
に
対
し
て
、
健
在
な
時
は

あ
え
て
力
を
尽
く
さ
ず
、
ま
た
父
母
を
喜
ば
せ
よ
う
と
も
し
な
い
。
ひ
ど
い
場
合
は
意

見
が
合
わ
な
い
こ
と
か
ら
父
母
に
背
い
た
り
す
る
。
と
こ
ろ
が
父
母
が
亡
く
な
っ
た
と

な
る
と
、
そ
の
喪
礼
・
祭
礼
を
天
下
の
大
事
と
し
て
、
敬
っ
て
ま
っ
た
く
手
抜
か
り
が

な
い
。
そ
し
て
自
分
か
ら
親
孝
行
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
弟
子
を
従
え
る
ご
と
に
、
曾

子
の
「
終
わ
り
を
慎
む
」
の
語
、
孟
子
の
「
喪
礼
は
大
事
と
言
う
べ
き
で
あ
る
」
の
語

を
主
張
し
、
偉
そ
う
に
世
間
に
自
慢
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
物
事
の
大
切
な
こ
と
と

そ
う
で
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
人
が
い
る
の
で
あ
る
。
昔
の
人

は
場
合
に
よ
っ
て
は
喪
礼
・
祭
礼
を
き
ち
ん
と
し
な
く
て
も
、
父
母
が
健
在
な
時
に
は

努
力
し
な
い
で
は
お
れ
な
か
っ
た
。
今
の
人
は
喪
礼
や
祭
礼
に
力
を
入
れ
、
父
母
が
健

在
な
時
の
こ
と
は
す
ぐ
に
忘
れ
て
し
ま
う
。
あ
あ
、
学
問
が
偏
っ
て
い
て
純
一
で
な
い

と
い
う
こ
と
を
、
心
配
し
な
く
て
よ
か
ろ
う
か
。

「
厚
」
は
、
化
す
所
の
民
俗
を
指
し
て
言
う
な
り
。
乃
す
な
わ
ち
「
終
り
を
慎
む
」
の

君
子
の
若ご

と

き
は
、「
厚
」
字
を
以
て
之
を
蔽
う
に
足
ら
ず
。
又
文
義
に
非
ず
。

註
に
、「
厚
き
の
道
」、「
己
の
徳
厚
し
」
も
、
亦
大
い
に
軽
易
な
り
。
文
意

を
失
す
。
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自
慢
し
て
い
ば
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
全
く
無
い
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
朱

注
に
「
荘
敬
（
お
ご
そ
か
で
う
や
う
や
し
い
）」
と
い
う
注
解
が
あ
る
が
、
採
用
す
る

べ
き
で
は
な
い
。『
論
語
』
の
「
堂
々
た
る
も
の
だ
ね
、
子
張
は
」
の
類
は
、
こ
れ
を

「
荘
敬
」
と
言
っ
て
も
よ
い
。「
恭
倹
」
の
二
文
字
に
は
、
こ
の
注
解
は
つ
け
る
べ
き
で

は
な
い
。「
恭
倹
」
は
「
荘
敬
」
と
必
ず
や
違
い
が
あ
る
。「
恭
」
一
文
字
に
つ
い
て
は

言
う
ま
で
も
な
く
「
荘
敬
」
と
い
う
注
解
を
施
す
べ
き
で
は
な
い
。

『
集
註
』
に
、
未
だ
「
荘
敬
」
を
以
て
「
恭
」
字
を
解
す
る
者
有
ら
ず
。
前
後

に
唯た

だ
此
の
一
章
の
み
。
蓋け
だ

し
五
者
は
、
唯た

だ
和
柔
粹
美
な
る
の
み
。
絶
え
て

厳げ
ん

恪か
く

の
気
無
し
。
程
朱
の
諸
人
、
意
未
だ
満
た
ざ
る
有
る
所
以
は
、
是こ
こ

を
以

て
が
故
に
訓
詁
を
転
じ
、
以
て
之
を
補
え
ば
な
り
と
云
う
。
恐
ら
く
は
汰お

ご

り
な

ら
ん
。

朱
子
の
『
集
注
』
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
「
荘
敬
」
を
持
ち
出
し
て
き
て
「
恭
」
の
字

を
注
解
し
た
例
は
な
い
。
本
章
の
前
後
に
お
い
て
も
た
だ
こ
の
一
章
だ
け
で
あ
る
。
思

う
に
、
五
者
は
、
た
だ
や
わ
ら
か
く
美
し
い
だ
け
で
あ
る
。
厳
し
く
き
ま
じ
め
な
ニ
ュ

ア
ン
ス
は
な
い
。
程
子
や
朱
子
ら
は
、
そ
の
解
釈
が
ま
だ
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の

は
、
こ
の
よ
う
な
理
由
で
字
句
の
意
味
を
換
え
、
そ
れ
を
注
解
に
あ
て
が
う
か
ら
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
彼
ら
の
お
ご
り
で
あ
ろ
う
。

言
う
こ
こ
ろ
は
、
夫
子
の
求
む
る
所
以
は
、
他
人
と
異
な
る
。
他
人
は
乞
請
し

て
以
て
之
を
求
む
。
夫
子
は
「
温
・
良
・
恭
・
倹
・
譲
」
以
て
之
を
求
む
。
此こ

処こ

当ま
さ

に
「
得
」
字
を
著つ

く
べ
か
ら
ず
。
註
に
、「
之
を
求
め
て
而
る
後
に
得
」

と
。
本
文
に
貼つ

か
ず
。
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張
敬
夫
曰
く
、
夫
子
是こ

の
邦
に
至
れ
ば
必
ず
其
の
政
を
聞
く
。
而
れ
ど
も
未
だ
能
く
国

を
委
ね
、
之
に
授
く
る
に
政
を
以
て
す
る
者
有
ら
ず
。
蓋け

だ

し
聖
人
の
儀
刑
を
見
て
之
に
告

ぐ
る
を
楽
し
む
は
、「
彜つ

ね

を
秉と

り
徳
を
好
む
」（『
毛
詩
』
大
雅
・
烝
民
）
の
良
心
な
り
。
而

れ
ど
も
私
欲
之
を
害
す
。
是こ

こ

を
以
て
終
に
用
う
る
こ
と
能
わ
ざ
る
の
み
。】

「
諸
」、
疑
う
ら
く
は
衍え
ん

文ぶ
ん

な
ら
ん
。

「
諸
」
は
、
お
そ
ら
く
衍
字
（
文
中
に
誤
っ
て
入
っ
た
余
分
な
文
字
）
で
あ
ろ
う
。

五
者
は
動
止
の
言
語
に
通
ず
。
亦
邦
君
接
見
の
時
を
主
と
し
て
言
う
。
其
の

平
日
を
論
ず
る
に
あ
ら
ず
。

「
温
・
良
・
恭
・
倹
・
譲
」
の
五
者
は
、
立
ち
居
ふ
る
ま
い
を
表
現
す
る
言
葉
に
通
じ

る
が
、
こ
こ
で
は
一
国
の
君
主
に
接
見
す
る
際
の
こ
と
を
主
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
普

段
の
立
ち
居
ふ
る
い
ま
い
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

「
恭
」
は
、
是
れ
驕
る
の
反
対
な
り
。「
恭
倹
」
の
二
字
、
闇あ
ん

に
其
の
絶
え
て

矜
き
ょ
う

伐ば
つ

夸こ

張
ち
ょ
う
の
気
無
き
を
見
る
。
故
に
註
の
「
荘
敬
」
の
解
、
用
う
べ
か
ら

ず
。「
堂
堂
た
る
か
な
張
や
」（『
論
語
』
子
張
）
の
若ご

と

き
は
、
之
を
「
荘
敬
」

と
謂
い
て
可
な
り
。「
恭
倹
」
の
二
字
に
著つ

く
べ
か
ら
ず
。「
恭
倹
」
と
「
荘

敬
」
と
は
、
必
ず
辨
有
り
。「
恭
」
字
固も

と

よ
り
当ま
さ

に
「
荘
敬
」
の
解
を
施
す

べ
か
ら
ず
。

「
恭
」
は
、
す
な
わ
ち
驕
る
の
対
義
語
で
あ
る
。「
恭
倹
」
の
二
文
字
に
は
、
ひ
そ
か
に
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学
問
（
宋
学
）
の
臭
い
が
す
る
。
そ
し
て
張
x
は
当
時
の
事
情
を
理
解
し
て
い
な
い
。

た
い
て
い
の
一
国
の
君
主
は
、
思
う
に
孔
子
の
儀
式
・
刑
法
に
心
酔
し
、
み
な
孔
子
を

登
用
し
た
い
と
願
う
心
が
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
卿
大
夫
は
、
み
な
孔
子
を
も
と
め
た

い
と
思
わ
な
か
っ
た
。
君
主
に
孔
子
の
登
用
を
勧
め
る
こ
と
が
で
き
た
者
は
、
千
百
人

に
わ
ず
か
一
人
か
二
人
だ
け
で
あ
っ
た
。
君
主
の
登
用
を
願
う
心
は
堅
く
な
く
、
そ
れ

を
阻
も
う
と
す
る
者
は
、
多
く
か
つ
行
動
が
素
早
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
君
主
は
孔
子

を
登
用
し
な
く
て
も
、
別
に
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
役
人
に
な
る
道
が
険
し
い
こ
と

は
、
た
だ
か
つ
て
経
験
し
た
人
だ
け
が
、
よ
く
そ
の
こ
と
を
理
解
で
き
る
。「
良
心
」・

「
私
欲
」
の
二
言
で
裁
く
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

○
子
曰
く
、
父
在い
ま

す
と
き
は
、
其
の
志
を
観
、
父
沒
し
て
は
、
其
の
行
い
を
観

る
。
三
年
父
の
道
を
改
む
る
無
き
は
、
孝
と
謂
う
べ
し
。【「
行
」
は
去
声
。
○
父

在い
ま

せ
ば
子
自
ら
専
ら
に
す
る
を
得
ず
、
而
れ
ど
も
志
は
則
ち
知
る
べ
し
。
父
歿
し
て
然

る
後
に
其
の
行
い
を
見
る
べ
し
。
故
に
此
を
観
て
以
て
其
の
人
の
善
悪
を
知
る
に
足
る
。

然
れ
ど
も
又

必
ず
能
く
三
年

父
の
道
を
改
む
る
こ
と
無
く
し
て
乃

す
な
わ
ち
其
の
孝
を
見
る
。

然
ら
ざ
れ
ば
則
ち
行
う
所
は
善
な
り
と
雖
も
、
亦

孝
と
為
す
を
得
ず
。
○
尹
氏

曰
く
、

其
の
道
の
如
き
は
身
を
終
う
る
ま
で
改
む
る
無
し
と
雖
も
可
な
り
。
如も

し
其
れ
道
に
非
ざ

れ
は
何
ぞ
三
年
を
待
た
ん
。
然
ら
ば
則
ち
三
年
改
む
る
無
き
は
、
孝
子
の
心
忍
び
ざ
る

所
有
る
が
故
な
り
と
。
游
氏
曰
く
、
三
年
改
む
る
無
き
は
、
亦
当ま

さ

に
改
む
べ
き
所
に
在

れ
ど
、
以
て
未
だ
改
め
ざ
る
べ
き
者
の
み
と
。】

上
の
二
句
は
、
其
の
人
の
善
と
不
善
と
を
観
る
、
下
の
一
句
は
、
其
の
善
中
に

就つ

き
て
、
専
ら
子
の
道
を
討
論
す
。
其
の
不
善
な
る
者
の
若ご
と

き
は
、
此
れ
論
ず

る
所
に
非
ず
。

64444444444444

本
章
の
主
旨
は
、
孔
子
の
求
め
方
が
、
他
の
人
と
は
違
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
の

人
は
こ
れ
を
頼
み
込
ん
で
求
め
る
が
、
孔
子
は
「
温
・
良
・
恭
・
倹
・
譲
」
に
よ
っ
て

求
め
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
は
当
然
な
が
ら
「
得
」
の
字
を
付
け
加
え
る
べ
き
で
は
な

い
。
朱
注
に
「
他
の
人
は
こ
れ
を
求
め
た
後
に
相
談
を
受
け
る
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は

本
章
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
。

求
む
る
に
非
ず
し
て
求
む
と
曰
う
。
是
れ
子
貢
の
言
語
の
巧
み
な
る
処
な
り
。

読
者
唯た

だ
意
解
に
在
る
の
み
。

本
章
で
は
、
孔
子
は
他
の
人
の
よ
う
に
求
め
る
こ
と
な
く
求
め
て
い
る
と
言
う
。
こ
れ

は
子
貢
の
言
葉
遣
い
が
巧
み
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
読
者
は
一
字
一
句
の
解
釈
に
こ
だ
わ

ら
ず
文
章
全
体
の
意
図
だ
け
を
理
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。

張
説
、「
良
心
」・「
私
欲
」、
両
言
も
て
之
を
断
ず
。
失
す
る
所
無
き
が
若ご
と

し
。

然
れ
ど
も
亦
是
れ
挙
業
の
臭
味
あ
り
。
而
し
て
事
情
を
得
ざ
る
な
り
。
大
抵

の
邦
君
は
、
蓋け

だ

し
孔
子
の
儀
刑
に
心
酔
し
、
皆
用
い
ん
こ
と
を
願
う
の
心
有

り
。
其
の
卿
大
夫
は
、
則
ち
皆
需も

と

む
る
を
欲
せ
ず
。
能
く
其
の
君
に
之
を
用

い
ん
こ
と
を
勧
む
る
者
は
、
千
百
中
に
僅
か
一
二
な
る
の
み
。
之
を
用
い
ん
こ

と
を
願
う
の
心
堅
か
ら
ず
し
て
、
之
を
沮は

ば

ま
ん
と
す
る
者
、
衆お
お

く
且か

つ
鋭
し
。

其
の
果
し
て
用
い
ざ
る
も
、
亦
宜
し
。
仕
途
の
険
し
き
こ
と
、
唯た

だ
嘗
て
経

歴
す
る
者
の
み
、
多
く
能
く
之
を
知
る
。
両
言
の
能
く
決
す
る
所
に
非
ず
。

朱
注
に
引
く
張
x
の
説
は
、
時
の
君
主
が
孔
子
に
政
を
た
ず
ね
な
が
ら
政
を
委
ね
な
か

っ
た
原
因
を
、「
良
心
」・「
私
欲
」
と
い
う
二
つ
の
言
葉
で
裁
こ
う
と
し
て
い
る
。
誤

っ
て
い
る
所
が
無
い
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
こ
れ
も
ま
た
官
吏
登
用
試
験
の
た
め
の

4448 6448 6444448
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「
和
」
は
、
ゆ
っ
た
り
と
落
ち
着
き
な
め
ら
か
で
、
だ
れ
も
か
れ
も
が
便
宜
に
従
っ
て

事
を
運
ぶ
こ
と
を
言
う
。
朱
注
も
こ
の
意
味
に
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
説
明
が
ま
だ

不
十
分
で
あ
る
。

「
自
然
の
理
」、
此
れ
必
ず
し
も
言
わ
ず
。

本
章
で
は
、
朱
注
に
言
う
よ
う
な
「
自
然
の
理
」
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
言
及
し
て

い
な
い
。

「
用
」
は
、
方ま
さ

に
施
行
の
手
段
・
光
景
を
謂
う
な
り
。「
礼
」
と
「
用
」
と
は
、

体
用
も
て
之
を
剖さ

き
難
し
。

「
用
」
は
、
ま
さ
し
く
実
際
に
行
う
際
の
手
段
・
あ
り
さ
ま
を
言
う
。「
礼
」
と
「
用
」

は
、
体
用
（
本
体
と
作
用
）
の
関
係
に
よ
っ
て
こ
れ
を
分
析
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

「
小
大
」
と
は
、
小
礼
・
大
礼
を
謂
う
な
り
。「
之
」
字
は
「
和
」
を
指
す
な

り
。

「
小
大
」
と
は
、
小
礼
と
大
礼
の
こ
と
を
言
う
。「
之
」
字
は
「
和
」
を
指
し
て
い
る
。

行
わ
れ
ざ
る
所
有
り
。
和
を
知
り
而
し
て
和
す
る
も
、
礼
を
以
て
之
を
節
せ
ざ

れ
ば
、
亦
行
わ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。【
上
文
を
承
け
て
言
う
。
之か

く
の
如
く
に
し
て

復ま
た

行
わ
れ
ざ
る
所
有
る
は
、
其
の
徒

い
た
ず
ら
に
和
の
貴
き
を
知
り
、
和
に
一
に
す
る
の
み
に

し
て
、
復ま

た

礼
を
以
て
之
を
節
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
亦
礼
の
本
然
に
非
ず
。
流

り
ゅ
う

蕩と
う

し
て
反か

え

る

を
忘
れ
、
亦
行
わ
る
べ
か
ら
ざ
る
所
以
な
り
。
○
程
子
曰
く
、「
礼
勝
て
ば
則
ち
離
る
」
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本
章
の
上
の
二
句
は
、
そ
の
父
の
「
善
」
と
「
不
善
」
を
観
察
し
、
下
の
一
句
は
、
そ

の
「
善
」
を
ふ
ま
え
て
、
ひ
た
す
ら
子
と
し
て
の
道
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の

「
不
善
」
に
関
し
て
は
、
議
論
の
対
象
と
し
て
い
な
い
。

「
道
」
と
は
、
其
の
父
の
平
生

常
に
行
う
所
の
者
な
り
。「
道
」
字
は
意

軽

し
。
俗
に
家
格
を
言
う
の
類
、
未
だ
善
と
称
す
る
に
足
ら
ず
と
雖
も
、
亦
必

ず
悪
に
陥
ら
ず
。
尹
註
の
「
道
」
は
道
に
非
ず
。
本
文
と
相
い
礙

さ
ま
た
ぐ
。
好
看
な

ら
ず
、
且か

つ
其
の
語
粗そ

鹵ろ

た
り
。
当ま
さ

に
釆
入
す
べ
か
ら
ず
。

「
道
」
と
は
、
そ
の
父
が
日
頃
か
ら
常
に
行
っ
た
こ
と
で
あ
る
。「
道
」
の
字
は
意
味
が

軽
い
。
俗
に
家
訓
を
言
う
類
は
、
ま
だ
善
と
呼
ぶ
に
は
不
十
分
で
あ
る
と
言
え
る
が
、

絶
対
に
悪
に
陥
る
こ
と
は
な
い
。
朱
注
に
引
く
尹
v
の
注
に
あ
る
「
道
」
は
道
で
は
な

く
、
本
章
の
内
容
と
食
い
違
っ
て
い
る
。
美
し
く
な
い
ば
か
り
か
、
尹
v
の
言
葉
は
粗

野
で
あ
る
。
本
章
の
注
解
に
取
り
入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

○
有
子
曰
く
、
礼
の
用
、
和
を
貴
し
と
為
す
。
先
王
の
道
、
斯こ

れ
を
美
と
為
す
。

小
大
之
に
由
る
（
24
）
。【「
礼
」
は
天
理
の
節
文
、
人
事
の
儀
則
な
り
。「
和
」
は
従

し
ょ
う

容よ
う

と
し

て
迫
ら
ざ
る
の
意
。
蓋け

だ

し
礼
の
体
為た

る
、
厳
な
り
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
皆
自
然
の
理
に

出
ず
。
故
に
其
の
用
為た

る
、
必
ず
従

し
ょ
う

容よ
う

と
し
て
迫
ら
ざ
れ
ば
、
乃

す
な
わ
ち
貴
し
と
為
す
。
先
王

の
道
、
此
れ
其
の
美
と
為
す
所
以
に
し
て
、
小
事
・
大
事
之
に
由
ら
ざ
る
無
き
な
り
。】

「
和
」
は
、
従
し
ょ
う

容よ
う

円
滑
、
彼
此
順
便
な
る
を
謂
う
。
註
も
亦
此
の
意
。
而
れ

ど
も
語
未
だ
備
わ
ら
ず
。

6444448 6448
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「
和
」
字
に
、「
楽
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
も
の
の
、
本
章
は
あ
く
ま
で
も
「
礼
」
に
つ

い
て
述
べ
て
お
り
、
い
ま
だ
か
つ
て
「
和
」
を
「
礼
」
と
対
比
さ
せ
た
例
は
な
い
。
た

と
え
る
な
ら
ば
「
礼
」
に
と
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
陰
の
中
に
存
在
す
る
わ
ず
か
な
陽
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。
朱
注
に
引
く
程
子
は
す
ぐ
に
「
礼
」
と
「
楽
」
を
取
り
あ
げ
て
こ

れ
を
対
比
さ
せ
て
論
じ
て
い
る
。
そ
の
主
張
は
大
い
に
誤
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し

か
し
こ
れ
も
玩
味
の
巵
言
（
臨
機
応
変
な
解
釈
、
転
じ
て
身
勝
手
な
解
釈
）
で
あ
る
。

程
子
の
主
張
そ
の
も
の
に
は
問
題
は
な
い
。
朱
子
が
本
章
の
注
解
に
取
り
入
れ
た
の
が

間
違
い
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
そ
れ
を
善
し
と
し
て
い
る
」
に
つ
い
て
も
、
本
章
の
意
味

は
朱
注
と
異
な
り
、
依
然
、
古
注
の
解
釈
に
近
い
。

范
氏
も
亦
対
説
に
失
す
。
且か

つ
体
用
も
て
す
る
は
当
た
ら
ず
。
主
張
大
い
に

過
つ
。
古

い
に
し
え

体
用
の
説

無
し
。
本
文
の
「
用
」
字

稍や
や

活
に
し
て
、
体
用
の

「
用
」
と
間
有
り
。

范
祖
禹
も
「
礼
」
と
「
楽
」
を
対
比
さ
せ
て
論
じ
て
い
る
点
が
間
違
っ
て
い
る
。
か
つ

体
用
の
説
を
持
ち
だ
す
の
は
道
理
に
合
わ
な
い
。
そ
の
主
張
は
大
い
に
誤
っ
て
い
る
。

昔
は
体
用
の
説
は
無
か
っ
た
。
本
章
の
「
用
」
の
字
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
活
字
（
動

詞
）
で
あ
り
、
体
用
の
「
用
（
作
用
）」
と
は
隔
た
り
が
あ
る
。

有
子
の
語
に
、「
和
」
字
有
り
而
れ
ど
も
「
敬
」
字
無
し
。
范
氏
増
益
す
る

に
「
敬
」
を
以
て
し
、
然
る
後
に
其
の
「
本
に
達
す
る
」
を
賛
嘆
す
る
は
、
何

ぞ
。
其
の
謬

あ
や
ま
り
は
又
対
説
の
外
に
在
り
。
苟
い
や
し
くも
増
益
い
んW
か
つX
し
て
、
而
し
て
賛

嘆
す
れ
ば
、
天
下
の
人
、
本
に
達
せ
ざ
る
莫な

し
。

有
若
の
言
葉
に
は
、「
和
」
の
字
は
あ
る
が
「
敬
」
の
字
は
な
い
。
范
祖
禹
は
「
敬
」

8 64448 64444444444448

（『
礼
記
』
楽
記
）。
故
に
礼
の
用
は
和
を
貴
し
と
為
す
。
先
王
の
道
斯こ

れ
を
以
て
美
と
為

し
て
小
大
之
に
由
る
。「
楽
勝
て
ば
則
ち
流
る
」（
同
前
）。
故
に
行
わ
れ
ざ
る
所
の
も
の

有
り
。
和
を
知
り
て
和
す
れ
ど
も
、
礼
を
以
て
之
を
節
せ
ざ
れ
ば
、
亦
行
わ
る
べ
か
ら
ず

と
。
范
氏

曰
く
、
凡お

よ

そ
礼
の
体
は
敬
を
主
と
し
、
其
の
用
は
則
ち
和
を
以
て
貴
し
と
為

す
。
敬
は
礼
の
立
つ
所
以
な
り
。
和
は
楽
の
由
り
て
生
ず
る
所
な
り
。
有
子
の
若ご

と

き
は
礼

楽
の
本
に
達
す
と
謂
う
べ
し
と
。
愚
謂お

も

え
ら
く
、
厳
に
し
て
泰
、
和
に
し
て
節
な
る
は
、

此
れ
理
の
自
然
、
礼
の
全
体
な
り
。
毫ご

う

釐り

も
差た

が

う
こ
と
有
れ
ば
、
則
ち
其
の
中
正
を
失
い

て
、
各

お
の
お
の

一
偏
に
倚よ

り
、
其
の
行
う
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
は
均
し
と
。】

上
文
の
「
礼
に
し
て
和
す
」
の
如
き
は
、
何
ぞ
「
行
わ
れ
ざ
る
」
こ
と
有
ら

ん
。
此
に
「
行
わ
れ
ず
」
と
云
う
は
、
蓋け

だ

し
姑
し
ば
ら
く
上
文
の
「
礼
」
字
を
忘
る
る

者
の
為た

め

に
言
う
な
り
。
有
子
の
言
、
類
お
お
よ
そ

斯か

く
の
如
く
迂う

滞た
い

な
り
。

上
文
に
あ
る
「
礼
が
調
和
を
大
切
に
す
る
」
こ
と
が
、
ど
う
し
て
「
礼
が
正
し
く
行
わ

れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
の
か
。
こ
こ
に
「
行
わ
れ
な
い
」
と
言
う
の
は
、

思
う
に
一
時
的
に
上
文
の
「
礼
」
の
字
を
忘
れ
た
人
の
た
め
に
言
う
の
で
あ
る
。
有
若

の
言
葉
は
、
だ
い
た
い
こ
の
よ
う
に
ま
ど
ろ
っ
こ
し
い
。

「
和
」
字
、「
楽
」
の
意
味

有
り
と
雖
も
、
亦
「
礼
」
の
上
に
在
り
て
言
い
、

未
だ
嘗
て
「
礼
」
と
対
せ
ず
。
譬た

と

え
ば
猶
お
陰
中
の
陽
な
り
。
程
子
径た
だ

ち
に

「
礼
」
と
「
楽
」
と
を
取
り
て
之
を
対
説
す
。
主
張
大
い
に
過

あ
や
ま
つ
に
似
た
り
。

然
れ
ど
も
亦
玩
味
の
巵
言
な
り
。
彼
自
ら
病
無
し
。
而
し
て
伝
註
に
釆
入

す
る
は
非
な
り
。
又
「
斯こ

れ
を
美
と
為
す
」
を
以
て
、
意

本
註
と
異
な
り
、

仍な

お
古
註
に
沿
う
な
り
。

64448
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て
「
礼
の
用
」
と
為
し
、
而
し
て
註
は
乃
す
な
わ
ち
「
泰
」
を
「
和
」
に
併あ
わ

せ
、
以
て

「
礼
の
体
」
と
為
す
。
此
れ
暁さ

と

る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
。

さ
ら
に
朱
注
は
「
礼
の
完
全
な
る
本
体
」
と
言
う
。
こ
れ
は
大
い
に
文
意
を
取
り
誤
っ

て
い
る
。
有
若
は
「
和
」
を
「
礼
の
用
」
と
し
、
そ
し
て
朱
注
は
「
泰
」
を
「
和
」
に

あ
わ
せ
て
、「
礼
の
体
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
理
解
不
能
で
あ
る
。

宋
の
諸
賢
、
喜
び
て
毫ご
う

釐り

の
差
を
論
ず
。
其
の
言
当
た
る
こ
と
有
り
当
た
ら

ざ
る
こ
と
有
り
。「
君
子
は
義
に
喩さ

と

る
」（『
論
語
』
里
仁
）、「
古
い
に
し
えの
学
ぶ
者
は

己
の
為た

め

に
す
」（『
論
語
』
憲
問
）
の
類
の
若ご
と

き
は
、「
毫
釐
千
里
」（『
礼
記
』

経
解
）
の
允い

ん

当と
う

な
り
。
此か

く
の
如
き
章
、
未
だ
当
た
る
を
得
ざ
る
も
の
な
り
。

他
多
く
此
に
放な

ら

う
。

宋
代
の
諸
賢
者
は
、
喜
ん
で
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
差
を
議
論
す
る
。
そ
の
言
は
妥
当
で
あ

る
場
合
も
あ
る
が
妥
当
で
な
い
場
合
も
あ
る
。『
論
語
』
の
「
君
子
は
正
義
に
敏
感
で

あ
る
」
や
「
昔
の
学
問
に
志
す
人
は
自
分
の
た
め
に
学
ん
だ
」
の
類
な
ど
は
、
初
め
は

わ
ず
か
な
違
い
が
結
果
的
に
甚
大
な
相
違
と
な
っ
た
例
と
し
て
ぴ
っ
た
り
当
て
は
ま

る
。
こ
の
よ
う
な
章
は
、
妥
当
な
も
の
は
何
も
な
い
。
ほ
か
も
概

お
お
む
ね
こ
れ
に
倣
う
。

『
易
』
に
曰
く
、「
行
い
は
恭
に
過
ぎ
、
喪
は
哀
に
過
ぎ
、
用
は
倹
に
過
ぐ
」

（
小
過
・
象
伝
）
と
。「
過
」
と
は
猶
お
可
な
る
者
有
り
。
豈あ

に
事
事
に
毫ご

う

釐り

を
咎
め
ん
や
。「
礼
の
和
節
」
の
如
き
は
、
務
め
て
之
を
行
う
と
雖
も
、
数
人

同
じ
く
之
を
為
さ
ば
、
豈あ

に
印
板
の
如
く
然
る
を
得
ん
や
。
乃
す
な
わ
ち
毫
釐
の
差
を

討た
ず

ぬ
れ
ば
、
是
れ
全
き
人

無
か
ら
ん
。「
各
々
一
偏
に
倚よ

る
」
が
如
き
は
、
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の
字
を
付
け
加
え
、
そ
の
後
に
「
有
若
が
礼
楽
の
根
本
に
到
達
し
て
い
る
」
と
褒
め
称た

た

え
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
誤
り
は
先
の
必
要
以
上
に
対
比
さ
せ
て
論
じ
る
こ
と
か
ら
生

じ
る
誤
り
の
範
疇
を
越
え
て
い
る
。
か
り
に
自
分
に
都
合
の
良
い
よ
う
に
文
字
を
増
益

訂
正
し
、
こ
れ
を
褒
め
称
え
た
な
ら
ば
、
天
下
の
人
で
根
本
に
到
達
し
な
い
人
は
い
な

い
で
あ
ろ
う
。

註
に
、「
厳
に
し
て
泰
」、「
和
に
し
て
節
」
と
。「
泰
」
は
本
文
の
「
和
」
字
に

貼つ

か
ず
。
是
れ
徒
い
た
ず
らに
下
の
句
の
「
和
」
字
を
避
け
、
別
に
一
字
を
択え
ら

び
之
に
代

う
る
の
み
。
然
れ
ど
も
文
義
相
い
応
ぜ
ず
、
尤

も
っ
と
も
従
い
難
し
。

朱
注
に
「
厳
粛
で
あ
り
か
つ
安
ら
か
で
あ
る
」、「
調
和
が
と
れ
て
い
て
か
つ
折
り
目
た

だ
し
い
」
と
あ
る
が
、「
泰
」
の
字
は
、
本
章
の
「
和
」
の
字
の
意
味
に
あ
て
は
ま
ら

な
い
。
こ
れ
は
言
葉
の
重
な
り
を
嫌
っ
て
む
な
し
く
下
の
句
の
「
和
」
の
字
を
避
け

て
、
別
に
一
字
を
選
び
、
こ
れ
に
代
え
た
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
本
章
の
文
意
が
通
ら

ず
、
非
常
に
従
い
に
く
い
。

又
曰
く
、「
理
の
自
然
」
と
。
太
は
な
は
だ
深
き
に
似
た
り
。
若も

し
君
子
の
礼
を
為
す

こ
と
優
美
な
る
を
、
悉

こ
と
ご
とく
之
を
自
然
の
理
に
帰
せ
ば
、
是
れ
君
子
全
く
功
無

き
な
り
。

さ
ら
に
朱
注
は
「
理
の
自
然
」
と
言
う
。
あ
ま
り
に
も
深
読
み
し
す
ぎ
て
い
る
よ
う

だ
。
も
し
君
子
が
優
美
に
礼
を
実
践
し
、
そ
れ
を
す
べ
て
自
然
の
理
の
お
か
げ
と
す
る

な
ら
ば
、
君
子
に
は
全
く
功
績
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

又
曰
く
、「
礼
の
全
体
」
と
。
此
れ
大
い
に
文
意
を
失
す
。
有
子
「
和
」
を
以
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「
復
」
は
、「
履
」
の
本
字
、
践ふ

む
な
り
。

「
復
」
は
、「
履
」
の
本
字
で
、
実
践
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

「
因
」
は
、「
姻
」
の
本
字
。「
Y
」
と
同
じ
。
陳
の
王
元
規
曰
く
、「
姻
親
を

失
わ
ざ
る
は
、
古
人
の
重
ん
ず
る
所
な
り
」（『
陳
書
』「
王
元
規
伝
」）
と
。

「
因
」
は
、「
姻
」
の
本
字
で
あ
る
。「
Y
」
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。
陳
の
王
元
規
は
次

の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
姻
戚
（
婚
姻
で
成
立
す
る
親
戚
）
は
親
し
む
べ
き
人
を
誤

ら
な
い
よ
う
に
す
る
、
こ
れ
は
昔
の
人
の
重
要
視
す
る
と
こ
ろ
だ
」
と
。

「
義
に
近
し
」
と
は
、
義
に
合
す
る
な
り
。「
礼
に
近
し
」
と
は
、
礼
に
離
れ
ざ

る
な
り
。「
耻
辱
に
遠
ざ
か
る
」
と
は
、
耻
辱
を
被
ら
ざ
る
な
り
。
但
だ
語
気

較や
や

寛
し
。「
近
」・「
遠
」
相
い
影
じ
、
優
揚
と
し
て
文
を
成
す
。
当ま
さ

に
急
迫
な

る
解
を
著
す
べ
か
ら
ず
。

「
義
に
近
い
」
と
は
、
義
に
か
な
う
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
礼
に
近
い
」
と
は
、
礼
か

ら
離
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
恥
辱
か
ら
遠
ざ
か
る
」
と
は
、
恥
辱
を
被
ら
な

い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
た
だ
し
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
や
や
広
い
。
本
章
は
「
近
」
字
と

「
遠
」
字
が
対
照
の
妙
を
な
し
て
お
り
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
文
章
に
な
っ
て
い
る
。
こ

こ
で
は
と
げ
と
げ
し
い
解
釈
を
す
る
べ
き
で
は
な
い
。

「
恭
」
は
卑
遜
を
主
と
し
て
言
う
な
り
。「
敬
を
致
す
」
と
稍や
や

同
じ
か
ら
ず
。

「
恭
」
は
謙
遜
を
第
一
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
朱
注
に
あ
る
「
敬
意
を
つ
く
す
」
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豈あ

に
毫
釐
の
差
を
以
て
、
遽
に
わ
か
に
此こ
こ

に
至
ら
ん
。
皆
語
を
設
け
る
こ
と
未
だ
精

な
ら
ざ
る
な
り
。

『
易
経
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。「
行
い
は
恭
順
に
過
ぎ
る
よ
う
に
、
服
喪
は
哀
悼
に
過

ぎ
る
よ
う
に
、
物
用
は
倹
約
に
過
ぎ
る
よ
う
に
」
と
。「
過
」
と
言
っ
た
場
合
、
ま
だ

よ
い
点
が
あ
る
。
ど
う
し
て
一
つ
一
つ
の
事
に
つ
い
て
わ
ず
か
な
違
い
を
咎
め
よ
う

か
。「
礼
の
調
和
と
折
り
目
正
し
さ
」
な
ど
は
、
つ
と
め
て
こ
れ
を
行
う
と
言
っ
て
も
、

数
人
が
同
じ
よ
う
に
行
え
ば
、
ど
う
し
て
判
を
押
し
た
よ
う
に
一
挙
一
動
、
同
じ
く
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
つ
ま
り
わ
ず
か
な
差
を
議
論
す
れ
ば
、
完
全
な
人
な
ど
無
く

な
っ
て
し
ま
う
。
朱
注
の
「
そ
れ
ぞ
れ
一
方
に
偏
っ
て
し
ま
う
」
な
ど
は
、
ど
う
し
て

「
わ
ず
か
な
差
」
に
よ
っ
て
、
に
わ
か
に
そ
の
よ
う
な
事
態
に
至
る
だ
ろ
う
か
。
皆
、

言
葉
の
表
現
が
ま
だ
精
密
で
な
い
の
で
あ
る
。

○
有
子

曰
く
、
信

義
に
近
け
れ
ば
、
言

復ふ

む
べ
き
な
り
。
恭

礼
に
近
け
れ

ば
、
恥
辱
に
遠
ざ
か
る
な
り
。
因
其
の
親
を
失
わ
ざ
れ
ば
、
亦
宗
と
す
べ
き
な

り
。【「
近
」・「
遠
」、
皆
去
声
。
○
「
信
」
は
信
を
約
す
る
な
り
。「
義
」
は
事
の
宜
し
き

な
り
。「
復
」
は
言
を
践ふ

む
な
り
。「
恭
」
は
敬
を
致
す
な
り
。「
礼
」
は
節
文
な
り
。「
因
」

は
猶
お
依
の
ご
と
し
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
信
を
約
し
て
其
の
宜
し
き
に
合
え
ば
、
則
ち
言

必
ず
践ふ

む
べ
し
。
恭
を
致
し
て
其
の
節
に
中あ

た

れ
ば
、
則
ち
能
く
恥
辱
に
遠
ざ
か
る
。
依
る

所
の
者
其
の
親
し
む
べ
き
の
人
を
失
わ
ざ
れ
は
則
ち
亦
以
て
宗
と
し
て
之
を
主
と
す
べ

し
。
此
れ
人
の
言
行
・
交
際
、
皆
当ま

さ

に
之
を
始
め
に
謹
み
、
其
の
終
る
所
を
慮
る
べ
し
。

然
ら
ざ
れ
ば
則
ち
困い

ん

仍
じ
ょ
う

苟こ
う

且し
ょ

の
間
、
将ま

さ

に
其
の
自
失
の
悔
に
勝た

え
ざ
る
も
の
有
ら
ん
と
す

る
を
言
う
。】
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き
な
る
の
み
。【「
好
」
は
去
声
。
○
「
安
飽
」
を
求
め
ざ
る
は
、
志
の
在
る
有
り
て
及
ぶ

に
暇
あ
ら
ざ
れ
ば
な
り
。「
事
に
敏さ

と

し
」
と
は
其
の
「
足
ら
ざ
る
所
を
勉
む
る
」（『
中
庸
』

第
十
二
章
）
な
り
。「
言
に
慎
む
」
と
は
敢
え
て
其
の
余
り
有
る
所
を
尽
さ
ざ
る
な
り
。
然

れ
ど
も
猶
お
敢
え
て
自
ら
是ぜ

と
せ
ず
し
て
、
必
ず
有
道
の
人
に
就つ

き
て
以
て
其
の
是
非
を

正
せ
ば
、
則
ち
学
を
好
む
と
謂
う
べ
し
。
凡お

よ

そ
道
と
は
皆
事
物
当
然
の
理
、
人
の
共
に
由

る
所
の
も
の
な
り
。
○
尹
氏
曰
く
、
君
子
の
学
は
是こ

の
四
者
を
能
く
す
れ
ば
、
篤
志
力
行

の
者
と
謂
う
べ
し
。
然
れ
ど
も
正
し
き
を
有
道
に
取
ら
ざ
れ
ば
未
だ
差た

が

う
こ
と
有
る
を
免

れ
ず
。
楊
・
墨
の
如
き
は
、
仁
義
を
学
ん
で
差
う
者
な
り
。
其
の
流
父
を
無な

み
し
君
を
無な

み
す
る
に
至
る
。
之
を
学
を
好
む
と
謂
い
て
可
な
ら
ん
や
と
。】

「
事
」
怠
慢
に
な
り
易
し
。
故
に
「
敏
」
を
以
て
美
と
為
す
。「
言
」
妄
発
し
易

し
。
故
に
「
慎
」
を
以
て
功
と
為
す
。
倶と

も

に
自
ら
修
む
る
の
急
務
な
り
。
此
れ

「
言
に
訥と

つ

に
し
て
行
い
に
敏
な
ら
ん
」（『
論
語
』
里
仁
）
と
意
同
じ
。
必
ず
し

も
「
余
有
り
」
と
「
足
ら
ず
」
と
を
挟
み
て
説
を
作な

さ
ず
。

仕
事
は
怠
惰
に
な
り
や
す
い
。
し
た
が
っ
て
す
ば
や
く
行
う
こ
と
を
善
し
と
す
る
の
で

あ
る
。
言
葉
は
み
だ
り
に
発
し
て
し
ま
い
や
す
い
。
し
た
が
っ
て
慎
む
こ
と
を
善
し
と

す
る
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
自
分
で
自
分
の
身
を
修
め
る
た
め
の
急
務
で
あ
る
。
こ
れ

は
同
じ
『
論
語
』
の
「
口
べ
た
で
あ
っ
て
も
、
行
動
に
は
敏
捷
で
あ
り
た
い
」
と
意
味

が
同
じ
で
あ
る
。
本
章
で
は
必
ず
し
も
朱
注
に
あ
る
「
余
分
な
こ
と
は
言
わ
な
い
」
や

「
足
り
な
い
部
分
を
努
力
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
差
し
挟
ん
で
議
論
し
て
い
な
い
。

「
敏
」
は
怠
る
の
反
対
な
り
。「
慎
」
は
忽
ゆ
る
が
せ
に
せ
ざ
る
な
り
。「
求
む
る
無

く
」、「
正
し
き
に
就
く
」
に
合
し
、
其
の
汲
汲
た
る
状
を
見
れ
ば
、
即
ち
是
れ
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と
は
少
し
違
う
。

「
姻
」
は
、
外
親
な
り
。
外
親
は
t
遠
に
し
て
、
本
属
の
親
し
き
に
比
せ
ず
。

故
に
人
情
の
外
親
に
於
け
る
や
、
其
の
親
厚
の
恩
失
い
易
し
。
今
外
親
に
於

い
て
且か

つ
失
わ
ざ
れ
ば
、
則
ち
本
属
知
る
べ
し
。
此か

く
の
如
き
の
人
は
、
乃
す
な
わ

ち
以
て
宗
子
と
為
す
べ
し
。
宗
子
と
は
親
族
を
統
摂
す
る
者
な
り
。
敦
厚
の
人

に
非
ず
ん
ば
、
能
く
せ
ざ
る
な
り
。

「
姻
」
は
、
外
親
（
母
方
の
親
族
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
一
般
に
外
親
と
の
関
係
は

疎
遠
で
、
本
属
（
父
方
の
一
族
）
に
対
す
る
親
し
さ
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
。
し

た
が
っ
て
外
親
に
対
す
る
気
持
ち
は
、
そ
の
親
し
み
の
情
は
失
わ
れ
や
す
い
。
今
、
外

親
に
対
し
て
も
な
お
か
つ
親
し
み
の
情
を
失
わ
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
人
の
本
属
に
対
す

る
気
持
ち
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
人
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
宗
子
と
す
る

べ
き
で
あ
る
。
宗
子
と
は
親
族
を
統
率
す
る
人
で
あ
る
。
人
情
が
厚
い
人
で
な
け
れ

ば
、
宗
子
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
始
め
を
謹
み
終
り
を
慮
る
」
と
。
唯た

だ
首
句
の
み
此
の
意
有
り
。
豈あ

に
以
て

通
章
の
義
と
為
す
べ
け
ん
や
。

朱
注
に
「
初
め
は
慎
重
に
し
、
終
る
所
を
よ
く
考
え
る
」
と
あ
る
が
、
た
だ
本
章
の
冒

頭
の
句
し
か
こ
の
意
味
を
も
た
な
い
。
ど
う
し
て
章
全
体
の
意
味
と
す
る
こ
と
が
で
き

よ
う
か
。

○
子
曰
く
、
君
子
は
食
飽
く
を
求
む
る
無
く
、
居
安
き
を
求
む
る
無
く
、
事

に
敏さ

と

く
而
し
て
言
に
慎
し
み
、
有
道
に
就つ

き
而
し
て
正
す
。
学
を
好
む
と
謂
う
べ

6448 6444444448 6



144 久米　裕子 （ 73）

も
未
だ
貧
富
の
外
に
超
ゆ
る
こ
と
能
わ
ざ
る
な
り
。
凡お

よ

そ
「
可
」
と
曰
う
は
僅
か
に
可
な

れ
ど
、
未
だ
尽
さ
ざ
る
所
有
る
の
辞
な
り
。
楽
し
め
ば
則
ち
「
心
広
け
れ
ば
体
胖ゆ

た

か
」

（『
大
学
』
伝
之
六
章
）
に
し
て
其
の
貧
し
き
を
忘
る
。
礼
を
好
め
ば
則
ち
善
に
処お

る
に
安

ん
じ
、
理
に
循

し
た
が
う
を
楽
し
み
、
亦
自
ら
其
の
富
む
を
知
ら
ず
。
子
貢
貨
殖
す
。
蓋け

だ

し
先

に
貧
し
く
後
に
富
み
、
嘗
て
力
を
自
ら
守
る
に
用
う
る
者
な
り
。
故
に
此
を
以
て
問
い
を

為
す
。
而
し
て
夫
子
之
に
答
う
る
こ
と
此か

く
の
如
し
。
蓋け

だ

し
其
の
已す

で

に
能
く
す
る
所
を
許

し
、
其
の
未
だ
至
ら
ざ
る
所
を
勉
め
し
む
る
な
ら
ん
。】

「
可
」
と
は
、
略ほ

略ぼ

之
を
許
す
の
辞
な
り
。
十
分
円
満
の
義
に
非
ず
と
雖
も
、

亦
未
だ
当ま

さ

に
不
満
の
意
を
露
あ
ら
わ
す
べ
か
ら
ず
。
註
に
、「
僅
か
に
可
な
れ
ど
未
だ

尽
さ
ず
」
と
。
大
い
に
語
気
を
傷そ

こ

な
う
。
且か

つ
他
章
に
在
り
て
は
、
多
く
通
ぜ

ず
。

「
可
」
と
は
、
だ
い
た
い
よ
い
と
い
う
意
味
の
語
で
あ
る
。
十
二
分
に
円
満
で
あ
る
と

い
う
意
味
で
は
な
い
も
の
の
、
不
満
の
意
を
表
す
べ
き
で
は
な
い
。
朱
注
に
「
わ
ず
か

に
良
（
可
）
い
が
、
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
可
」
の
ニ
ュ
ア
ン

ス
を
大
い
に
損
な
っ
て
い
る
。
か
つ
他
の
章
に
お
い
て
は
、
こ
の
解
釈
で
は
通
じ
な
い

ケ
ー
ス
が
多
い
。

子
貢
曰
く
、『
詩
』
に
云
く
、
切
る
が
如
く
磋
す
る
が
如
く
、
琢う

つ
が
如
く
磨
く

が
如
し
と
。
其
れ
斯こ

れ
を
之
れ
謂
う
か
。【「
磋
」、
七
多
の
反
。「
与
」
は
平
声
。
○

『
詩
』
は
「
衛
風
・
淇き

澳い
く

」
の
篇
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
骨
角
を
治
む
る
者
は
既
に
之
を
切
り

て
復ま

た

之
を
磋
し
、
玉
石
を
治
む
る
者
は
既
に
之
を
琢う

ち
て
復ま

た

之
を
磨
く
。
之
を
治
む
る

こ
と
已す

で

に
精
に
し
て
益

ま
す
ま
す

其
の
精
な
る
を
求
む
る
な
り
。
子
貢
自
ら
諂
う
こ
と
無
く
驕
る

6444448

「
学
を
好
む
」
な
り
。
尹
氏
の
専
ら
「
正
し
き
に
就
く
」
に
重
き
を
帰
す
る
は
、

未
だ
円
な
ら
ず
。
且か

つ
両
ふ
た
つ
な
が
ら
求
む
る
無
き
は
、「
学
を
好
む
」
に
因よ

り
て

然
る
の
み
。「
学
を
好
む
」
の
目
に
非
ず
。
尹
氏
の
「
四
者
」
の
句
、
未
だ
允あ

た

ら
ず
。

「
敏
」
は
怠
る
の
反
義
語
で
あ
る
。「
慎
」
は
い
い
か
げ
ん
に
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。

「
満
腹
や
安
住
を
求
め
ず
」、「
す
ぐ
れ
た
人
に
つ
い
て
是
非
を
正
し
て
も
ら
い
」、
た
ゆ

ま
ず
努
力
す
る
様
子
を
見
れ
ば
、
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
「
学
問
を
好
む
」
と
い
え

る
。
朱
注
が
引
く
尹
v
の
よ
う
に
、
も
っ
ぱ
ら
後
者
の
「
す
ぐ
れ
た
人
に
つ
い
て
是
非

を
正
し
て
も
ら
う
」
こ
と
ば
か
り
に
重
点
を
置
く
の
は
、
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
注
解
で
は

な
い
。
か
つ
「
満
腹
と
安
住
」
の
二
つ
と
も
を
求
め
な
い
の
は
、「
学
問
を
好
む
」
か

ら
そ
う
な
の
で
あ
る
。「
学
問
を
好
む
」
か
ど
う
か
を
量
る
基
準
で
は
な
い
。
尹
v
の

「
四
者
を
実
現
す
れ
ば
云
々
」
の
句
は
、
い
ま
だ
妥
当
で
は
な
い
。

「
道
」
と
は
人
の
当ま
さ

に
由
る
べ
き
所
の
条
路
な
り
。
旧
解
の
「
事
物
当
然
」
は
、

未
だ
允あ

た

ら
ざ
る
有
り
。

「
道
」
と
は
人
が
通
る
べ
き
み・

ち・

す・

じ・

で
あ
る
。
朱
注
に
言
う
よ
う
な
「
道
は
事
物
当

然
の
理
で
あ
る
」
と
す
る
の
は
、
妥
当
で
な
い
も
の
が
あ
る
。

○
子
貢
曰
く
、
貧
し
く
而
し
て
諂
へ
つ
ら
う
無
く
、
富
み
而
し
て
驕お
ご

る
無
き
は
、
何
如
い
か
ん

。

子
曰
く
、
可
な
り
。
未
だ
貧
し
く
而
し
て
楽
し
み
、
富
み
而
し
て
礼
を
好
む
者
に

若し

か
ざ
る
な
り
。【「
楽
」、
音
洛ら

く

。「
好
」
は
去
声
。
○
「
諂
」
は
卑
屈
な
り
。「
驕
」
は

矜
き
ょ
う

肆し

な
り
。
常
人
は
貧
富
の
中
に
溺
れ
て
自
ら
守
る
所
以
を
知
ら
ず
。
故
に
必
ず
二
者
の

病
有
り
。
諂
う
こ
と
無
く
驕
る
こ
と
無
き
は
、
則
ち
自
ら
守
る
を
知
れ
ば
な
り
。
而
れ
ど

648 644444444448
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よ
う
に
石
の
上
で
挽ひ

く
の
と
は
異
な
る
。「
磨
」
と
「
磋
」
は
も
と
も
と
意
味
的
に
重

複
の
嫌
い
は
な
い
。
ま
た
特
に
粗
い
細
か
い
と
い
う
差
で
も
な
い
。
従
来
の
解
釈
の
誤

り
は
、
お
そ
ら
く
両
者
の
意
味
が
重
複
し
て
い
る
と
い
う
疑
い
か
ら
生
じ
て
い
る
。
こ

れ
も
ま
た
お
ろ
か
な
こ
と
で
あ
る
。

子
曰
く
、
賜
や
、
始
め
て
与と
も

に
詩
を
言
う
べ
き
の
み
。
諸こ
れ

に
往
く
を
告
げ
而
し

て
来
る
を
知
る
者
な
り
。【「
往
」
は
其
の
已す

で

に
言
う
所
の
も
の
、「
来
」
は
其
の
未
だ
言

わ
ざ
る
所
の
も
の
。
○
愚
按
ず
る
に
、
此
の
章
の
問
答
、
其
の
浅
深
高
下
固も

と

よ
り
辨
説

を
待
た
ず
し
て
明
ら
か
な
り
。
然
れ
ど
も
切
ら
ざ
れ
ば
則
ち
磋
施
す
所
無
く
、
琢う

た
ざ

れ
ば
則
ち
磨
措
く
所
無
し
。
故
に
学
ぶ
者
小
成
に
安
ん
じ
て
、
道
に
造い

た

る
の
極
致
を
求

め
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
と
雖
も
、
亦
虚
遠
に
鶩は

せ
て
、
己
に
切
な
る
の
実
病
を
察
せ
ず

ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。】

「
諸
」
猶
お
「
之
」
な
り
。「
諸
」
は
、
元も
と

「
之
」・「
乎
」
の
二
字
の
義
を
合

す
。
然
れ
ど
も
古
人
或
い
は
一
義
の
み
を
偏
用
し
、
或
い
は
「
之
」
或
い
は

「
乎
」
と
す
。

「
諸
」
は
ち
ょ
う
ど
「
之
」
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。「
諸
」
は
も
と
も
と
「
之
」
と
「
乎
」

の
二
文
字
の
意
味
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
昔
の
人
は
そ
の
一
方
の
意
味
だ

け
を
取
り
、
偏
っ
た
使
い
方
を
し
て
、
あ
る
場
合
は
「
之
」
の
意
味
で
、
ま
た
あ
る
い

場
合
は
「
乎
」
の
意
味
で
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。

○
子
曰
く
、
人
の
己
を
知
ら
ざ
る
を
患う
れ

え
ず
、
人
を
知
ら
ざ
る
を
患
う
る
な
り
。

【
尹
氏
曰
く
、
君
子
は
我
に
在
る
も
の
を
求
む
。
故
に
人
の
己
を
知
ら
ざ
る
を
患
え
ず
。
人

64448 64444

こ
と
無
き
を
以
て
至
れ
り
と
為
す
も
、
夫
子
の
言
を
聞
き
て
又
義
理
の
窮
り
無
く
、
得
る

有
り
と
雖
も
而
れ
ど
も
未
だ
遽
か
に
自
ら
足
れ
り
と
す
べ
か
ら
ざ
る
を
知
る
。
故
に
是こ

の

詩
を
引
き
て
以
て
之
を
明
ら
か
に
す
。】

四
者
は
、
同
じ
く
一
物
を
攻お
さ

む
る
な
り
。
玉
の
若ご
と

き
は
、
既
に
切
り
て
段
を
為

し
、
又

磋さ

礪れ
い

し
て
形
質
を
成
せ
ば
、
乃
す
な
わ
ち
鎚つ
い

琢た
く

し
て
刻
画
・
文
章
を
成
し
、

之
を
終
う
る
に
磨
く
を
以
て
し
、
光
沢
を
し
て
発
越
せ
令し

む
。
一
事
に
四
件
も

て
し
、
粗
よ
り
精
に
入
る
。

「
切
る
」・「
磋み

が

く
」・「
琢う

つ
」・「
磨
く
」
の
四
者
は
、
ど
れ
も
同
じ
く
一
つ
の
も
の
を

加
工
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
玉
の
場
合
、
切
り
出
し
て
ひ
と
か
た
ま
り
と
し
た

上
で
、
さ
ら
に
こ
れ
を
鑢

や
す
り
な
ど
で
み
が
い
て
玉
と
し
て
の
形
質
を
完
成
さ
せ
、
そ
こ
で

槌つ
ち

や
鑿の

み

で
た
た
い
て
彫
刻
・
模
様
を
完
成
さ
せ
、
最
後
に
磨
い
て
光
沢
を
出
さ
せ
る
。

一
つ
の
こ
と
に
四
つ
の
加
工
法
を
用
い
、
き
め
の
粗
い
段
階
か
ら
き
め
の
細
か
い
段
階

へ
と
入
る
の
で
あ
る
。

琢う

ち
て
後
に
之
れ
磨
く
に
、
必
ず
砂
石
の
細
き
者
を
以
て
文
の
上
を
抹ま
っ

雕
ち
ょ
う
し
、

指
頭
或
い
は
皮
革
を
用
い
て
細
細
と
し
て
磨ま

ろ
うZ
し
、
以
て
光
沢
を
発
す
。
石

上
に

たa
え
いb
す
る
も
の
に
非
ず
。「
磨
」
と
「
磋
」
と
自お
の

ず
か
ら
重
複
の
嫌
い
無

し
。
特
に
粗
密
の
差
等
に
非
ず
。
旧
解
の
謬

あ
や
ま
り
は
、
蓋け
だ

し
重
複
の
疑
い
よ
り
生

ず
る
の
み
。
亦
笨ほ

ん

な
り
。

槌つ
ち

や
鑿の

み

で
た
た
い
た
後
に
磨
く
際
に
は
、
必
ず
細
か
い
磨
き
砂
で
模
様
の
上
を
こ
す

り
、
さ
ら
に
指
先
あ
る
い
は
皮
革
で
丁
寧
に
磨
き
、
そ
し
て
光
沢
を
出
す
。「
磋
」
の

48 644444448
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っ
て
、
二
つ
に
分
け
た
。

（
7
）
拙
稿
「
訳
注
『
論
語
逢
原
』（
1
）」
の
注
24
を
参
照
。

（
8
）
こ
の
章
は
一
般
に
「
其
の
人
と
為な

り
や
孝
弟
」
と
読
む
が
、
本
稿
で
は
日
本
名
家

本
の
送
り
が
な
に
従
っ
て
書
き
下
し
た
。

（
9
）『
書
経
』
の
文
を
引
く
『
論
語
』「
為
政
」
に
は
「
書
云
。
孝
乎
惟
孝
。
友
于
兄
弟
。

施
於
有
政
。」
と
あ
る
。
な
お
「
君
陳
」
は
偽
古
文
で
あ
る
。

（
10
）
注
8
に
同
じ
。

（
11
）『
礼
記
』「
楽
記
」
に
「
徳
者
、
得
也
。」
と
あ
る
。

（
12
）
日
本
名
家
本
に
は
「
云
」
の
下
に
返
り
点
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
意
味
を
取
っ
て

書
き
下
し
た
。

（
13
）
中
華
書
局
本
は
清
の
c
宋
大
字
本
に
拠
っ
て
「
馬
氏
云
。
八
百
家
車
一
乗
出
。」
の

十
文
字
を
補
っ
て
い
る
。

（
14
）『
論
語
注
疏
』「
学
而
」
に
馬
融
は
『
司
馬
法
』
を
引
い
て
「
井
十
為
通
。
通
十
為

成
。
成
出
革
車
一
乗
。」
と
述
べ
後
、「
然
則
。
千
乗
之
賦
其
地
千
成
。
居
地
方
三
百

一
十
六
里
有
畸
。」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
詳
し
く
は
d
e
の
疏
に
「
云
居
地
方
三

百
一
十
六
里
有
畸
者
。
以
方
百
里
者
一
。
為
方
十
里
者
百
方
三
百
。
里
者
三
三
而

九
。
則
為
方
百
里
者
九
。
合
成
方
十
里
者
九
百
。
得
九
百
乗
也
。
計
千
乗
猶
少
百

乗
。
方
百
里
者
一
也
。
又
以
此
方
百
里
者
一
。
六
分
破
之
。
毎
分
得
広
十
六
里
。
長

百
里
。
引
而
接
之
。
則
長
六
百
里
。
広
十
六
里
也
。
半
折
之
。
各
長
三
百
里
。
將
f

前
三
百
里
。
南
西
両
辺
是
方
三
百
一
十
六
里
也
。
然
西
南
角
猶
欠
方
十
六
里
者
一

也
。
方
十
六
里
者
一
。
為
方
一
里
者
二
百
五
十
六
。
然
g
割
方
百
里
者
為
六
分
。
余

方
一
里
者
四
百
。
今
以
方
一
里
者
二
百
五
十
六
。
f
西
南
角
猶
余
方
一
里
者
一
百
四

十
四
。
又
復
破
而
f
三
百
一
十
六
里
。
両
辺
則
毎
辺
不
復
得
半
里
。
故
云
三
百
一
十

六
里
有
畸
也
。」
と
あ
る
の
を
参
照
。

（
15
）「
方
三
百
十
六
里
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
本
章
の
第
三
項
の
注
を
参
照
。

（
16
）『
論
語
雕
題
』
に
「
千
乗
之
国
挙
大
国
而
言
也
。
亦
拠
当
時
而
言
耳
。
勿
援
斉
魯
始

封
方
百
里
作
説
。」
と
あ
る
。

（
17
）『
履
軒
数
聞
』「
禹
貢
五
服
」
に
「
当
時
ノ
王
畿
円
経
千
里
也
。
方
千
里
ニ
ア
ラ

ズ
。」
と
あ
る
。

（
18
）
日
本
名
家
本
は
、「
挙
」
の
下
に
返
り
点
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
意
味
を
取
っ
て
、

を
知
ら
ざ
れ
は
則
ち
是
非
邪
正
或
い
は
辨
ず
る
こ
と
能
わ
ず
。
故
に
以
て
患
い
と
為
す
な

り
と
。】

「
人
を
知
る
」
と
「
己
を
知
る
」
と
は
対つ
い

に
し
て
、
其
の
才
徳
を
識し

る
を
謂
う

な
り
。「
是
非
邪
正
を
辨
ず
る
」
の
謂
い
に
非
ず
。

「
自
分
が
人
を
知
っ
て
い
る
」
と
「
人
が
自
分
を
知
っ
て
く
れ
て
い
る
」
と
は
対
句
で

あ
り
、
そ
の
才
徳
を
認
識
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
朱
注
が
引
く
尹
v
の

説
の
よ
う
に
「
是
非
邪
正
を
弁
別
で
き
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

注（
1
）『
漢
書
』「
芸
文
志
」
に
「
論
語
者
、
孔
子
応
答
弟
子
、
時
人
及
弟
子
相
与
言
、
而

接
聞
於
夫
子
之
語
也
。
当
時
弟
子
各
有
所
記
。
夫
子
既
卒
、
門
人
相
与
輯
而
論
M
。

故
謂
之
論
語
。」
と
あ
る
。

（
2
）『
論
語
』「
為
政
」
に
は
、「
孟
懿
子
問
孝
。
子
曰
、
無
違
。
樊
遅
御
、
子
告
之
曰
、

孟
孫
問
孝
於
我
、
我
対
曰
無
違
。
樊
遅
曰
、
何
謂
也
。
子
曰
、
生
、
事
之
以
礼
。

死
、
葬
之
以
礼
、
祭
之
以
礼
。」、「
孟
武
伯
問
孝
。
子
曰
、
父
母
唯
其
疾
之
憂
。」、

「
子
游
問
孝
。
子
曰
、
今
之
孝
者
、
是
謂
能
養
。
至
於
犬
馬
、
皆
能
有
養
。
不
敬
、

何
以
別
乎
。」、「
子
夏
問
孝
。
子
曰
、
色
難
。
有
事
、
弟
子
服
其
労
。
有
酒
食
、
先

生
饌
。
曾
是
以
為
孝
乎
。」、
と
計
四
章
に
わ
た
っ
て
「
孝
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る
。

（
3
）
日
本
名
家
本
は
「
者
」
の
下
で
は
な
く
「
後
」
の
下
に
句
点
を
付
し
て
い
る
が
、

こ
こ
は
手
稿
本
に
な
ら
っ
て
こ
れ
を
訂
正
し
た
。

（
4
）
中
華
書
局
本
は
清
の
c
宋
大
字
本
に
拠
っ
て
「
一
如
斉
」
を
「
立
如
斉
」
に
改
め

て
い
る
。

（
5
）
水
哉
館
読
法
で
は
「
猶
」
は
返
読
し
な
い
。
以
下
、
同
じ
。

（
6
）
日
本
名
家
本
で
は
次
注
を
合
わ
せ
て
一
つ
の
注
解
と
し
て
い
る
が
、
手
稿
本
に
従

6448



訳注『論語逢原』（2） 141（ 76）

語
。
多
以
類
相
随
。
如
斯
而
已
矣
。
不
得
以
務
本
帰
重
于
首
篇
。
且
篇
第
之
下
。
不
当

作
一
切
硬
論
。
古
書
固
不
有
分
門
類
聚
者
後
。
人
慣
見
分
門
書
籍
。
往
往
欲
引
古
人
随

其
例
。
是
大
難
事
。
他
篇
並
放
此
。

○
子
曰
、
学
而
時
習
之
、
不
亦
説
乎
。

性
善
復
初
。
及
先
後
覚
。
此
章
不
必
言
。

学
与
習
。
同
類
而
異
事
。
学
是
従
人
受
指
道
焉
。
或
考
之
書
伝
。
択
古
人
言
行
。
而
師

法
之
也
。
未
著
於
行
矣
。
習
則
駸
駸
入
乎
行
。
不
当
以
学
之
不
已
為
習
。

鳥
雛
稍
長
。
欲
飛
而
未
能
。
且
尋
樹
枝
。
作
咫
尺
之
飛
。
頻
上
下
左
右
焉
。
謂
之
習
耳
。

程
説
重
習
。
亦
謂
学
之
不
已
也
。
未
允
。
思
繹
浹
洽
。
亦
非
習
。
宜
在
脩
行
上
著
解
而

已
。

時
。
如
時
措
之
時
。
謂
当
其
時
。
脩
行
嘗
学
者
。
譬
如
学
礼
。
進
剣
左
首
。
受
玉
以
掬
。

既
嘗
学
焉
。
乃
当
授
受
之
時
。
而
脩
行
其
所
学
之
左
首
以
掬
。
是
也
。
其
他
柔
色
怡
声
。

唯
而
不
諾
。
不
敢
疾
怨
。
起
敬
起
孝
之
類
。
莫
不
皆
然
。
未
可
以
時
時
解
焉
。
古
無
以

時
作
時
時
用
者
。
又
非
十
二
時
之
時
。
謝
註
。
坐
時
習
。
立
時
習
。
得
之
。
但
無
時
而
不

習
句
。
失
之
。

亦
。
旁
及
之
辞
。
人
固
有
可
悦
之
事
。
其
類
非
一
。
而
此
亦
可
悦
之
事
云
爾
。
猶
易
所

謂
。
亦
可
醜
。
亦
可
喜
也
。

悦
与
喜
不
同
。
喜
者
発
揚
於
外
。
悦
者
自
得
於
内
。

有
朋
自
遠
方
来
、
不
亦
楽
乎
。

近
者
未
足
以
為
楽
。
故
唯
挙
遠
方
耳
。
註
近
者
可
知
。
失
語
気
。

孔
子
於
門
人
。
亦
毎
称
朋
。
朋
友
死
無
所
帰
之
類
亦
多
。
不
当
拘
解
。

人
不
知
而
不
慍
、
不
亦
君
子
乎
。

慍
者
。
謂
怒
気
蘊
蓄
于
胸
中
。

此
章
。
三
節
三
平
。
不
得
相
紐
連
。
註
。
学
之
正
。
習
之
熟
等
。
並
失
正
意
。
説
楽
元
非

工
夫
。
亦
非
難
事
。
程
註
。
非
楽
不
足
以
語
君
子
。
大
失
之
。
楽
由
説
而
得
。
亦
紐
連
之

失
。
傷
語
気
者
。
所
謂
玩
味
之
巵
言
。
謂
此
類
也
。

○
有
子
曰
、
其
為
人
也
孝
弟
、
而
好
犯
上
者
、
鮮
矣
。
不
好
犯
上
、
而
好
作
乱
者
、
未
之

有
也
。

読
み
換
え
た
。

（
19
）『
王
文
成
公
全
書
』
巻
二
に
「
若
不
就
自
己
良
知
上
。
真
切
体
認
。
如
以
無
星
之

称
。
而
権
軽
重
未
開
之
鏡
而
照
妍
h
。
真
所
謂
以
小
人
之
腹
。
而
度
君
子
之
心
矣
。」

と
あ
る
。

（
20
）
日
本
名
家
本
は
、
履
軒
が
指
摘
す
る
衍
字
（
文
中
に
誤
っ
て
入
っ
た
余
分
な
文
字
）

に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
こ
れ
を
□
で
囲
っ
て
い
る
。
本
稿
も
こ
れ
に
倣
う
。
以
下
、

同
じ
。

（
21
）
朱
注
は
、
各
注
の
末
尾
に
○
（
圏
）
を
用
い
て
、
余
説
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ

を
「
圏
外
の
註
」
と
言
う
。

（
22
）
日
本
名
家
本
に
は
「
君
予
」
と
あ
る
が
、
手
稿
本
に
従
っ
て
「
君
子
」
に
改
め
た
。

（
23
）「
圏
外
の
註
」
に
つ
い
て
は
、
注
21
を
参
照
。

（
24
）
古
注
は
「
小
大
之
に
由
る
も
、
行
わ
れ
ざ
る
所
有
り
。」
と
、
次
の
句
に
続
け
て

読
む
が
、
履
軒
は
こ
こ
で
は
朱
子
と
同
じ
く
「
小
大
之
に
由
る
。」
で
句
を
切
っ
て

い
る
。

（
25
）
日
本
名
家
本
の
訓
点
に
従
え
ば
、「
当
に
主
張
大
い
に
過
つ
と
す
べ
か
ら
ず
」
と

な
る
が
、
こ
こ
で
は
意
味
を
取
っ
て
読
み
換
え
た
。

〈
原
文
〉

論
　
語
　
逢
　
原

水
　
哉
　
館
　
学

拠
朱
子
集
註

芸
文
志
曰
。
当
時
弟
子
各
有
所
記
。
夫
子
既
卒
。
門
人
相
与
輯
而
論
M
。
故
謂
之
論
語
。
按

此
門
人
。
謂
弟
子
之
門
人
也
。
非
孔
門
之
人
。
語
者
謂
孔
子
之
語
也
。
雖
間
有
弟
子
之
語
。

是
附
記
已
。
非
題
号
所
指
。

学
而
第
一

論
語
者
。
帙
上
之
標
題
。
学
而
第
一
者
。
巻
上
之
籖
題
。
古
者
非
如
今
人
連
書
于
篇
首

也
。
他
並
放
此
。

註
務
本
之
意
。
入
道
之
門
等
。
不
必
言
。
為
政
篇
。
亦
有
問
孝
数
章
。
非
務
本
邪
。
凡
録



140 久米　裕子 （ 77）

言
。
惻
隠
之
心
仁
也
。
是
推
窮
之
言
。
而
意
有
緩
急
也
。
後
人
往
往
徒
靠
推
窮
之
言
。
而

闇
於
本
語
。
故
性
中
存
否
。
徒
然
焦
唇
。
大
失
孔
孟
之
意
。
然
今
所
辨
正
。
姑
就
推
窮

之
言
云
爾
。

或
曰
。
為
衍
文
。
当
削
。
此
言
誠
有
理
。
然
有
子
之
語
。
毎
弛
漫
迂
滞
。
蓋
其
癖
云
。
陸

象
山
詬
為
支
離
。
亦
不
多
失
。
故
此
不
必
衍
。
読
者
不
拘
於
為
之
有
無
。
可
也
。

仁
者
愛
之
理
。
心
之
徳
。
其
意
明
白
。
元
欲
人
易
暁
也
。
然
自
有
此
言
。
講
解
益
繁
。
辨

説
往
往
連
数
紙
而
不
了
。
今
乃
不
如
不
言
之
愈
也
。
是
非
此
言
有
謬
。
而
後
人
自
謬
耳
。

心
字
竟
不
釈
然
者
。
此
是
宋
学
矣
。
不
据
孟
子
本
語
。
而
用
推
窮
之
言
。
蓋
心
惟
宜
論

性
。
未
可
称
徳
。
徳
只
在
人
行
上
。
而
其
理
根
乎
心
。
自
有
内
外
本
末
之
辨
。

根
上
為
本
。
是
対
末
而
言
也
。
若
対
枝
而
言
者
。
指
幹
為
本
。
非
此
章
之
義
。

○
子
曰
、
巧
言
令
色
、
鮮
矣
仁
。

巧
訓
作
好
。
則
意
味
浅
短
。
宜
就
本
字
。
看
出
其
便
侫
機
変
之
意
。

令
色
。
本
非
醜
辞
。
詩
云
。
令
儀
令
色
。
是
也
。
然
此
与
巧
言
駢
挙
。
則
可
知
其
便
嬖
巧

詐
。
務
中
於
人
意
矣
。

鮮
字
。
与
寡
字
少
字
不
同
。
又
与
無
字
有
間
。
是
難
得
難
有
之
類
。

古
人
用
鮮
字
。
例
皆
如
此
。
不
独
聖
人
為
然
。
亦
是
言
語
之
道
耳
。
註
即
云
。
古
人
詞

不
迫
切
。
則
可
。
然
猶
隔
一
屑
。
蓋
字
法
自
然
。
元
不
由
於
切
不
切
。

此
章
。
与
剛
毅
木
訥
章
連
読
。
意
自
分
明
。

○
曾
子
曰
、
吾
日
三
省
吾
身
、
為
人
謀
而
不
忠
乎
与
。
朋
友
交
而
不
信
乎
。
伝
不
習
乎
。

三
去
声
。
論
語
三
黜
三
思
三
復
。
註
音
之
為
去
声
。
三
省
三
嗅
。
三
仕
三
已
。
三
以
天

下
譲
。
並
不
音
。
蓋
無
義
例
也
。
孟
子
三
使
往
聘
。
三
失
伍
。
亦
不
音
。
勿
以
不
音
別
生

解
。
省
猶
検
討
也
。

古
人
用
信
字
。
大
抵
如
後
世
用
誠
字
。
如
易
伝
信
及
豚
魚
。
尤
可
徴
。
子
思
作
中
庸
之

後
。
誠
字
日
益
重
。
漢
儒
以
五
行
配
五
常
。
而
信
字
日
益
軽
。
軽
重
相
遠
。
而
N
乎
千

里
。
此
訓
信
作
誠
可
也
。
註
。
以
実
。
未
允
。

伝
者
。
謂
得
之
左
而
致
於
右
。
受
之
上
而
授
於
下
之
類
。
如
伝
国
伝
盃
之
伝
。
左
伝
。
顔

高
之
弓
六
鈞
。
皆
取
而
伝
観
之
。
此
必
参
合
而
後
成
文
義
者
。
不
当
単
謂
受
作
伝
。
亦

不
当
単
謂
授
作
伝
。

乱
。
謂
争
闘
劫
殺
之
類
。
不
必
悖
逆
乱
常
。

君
子
務
本
、
本
立
而
道
生
。
孝
弟
也
者
、
其
為
仁
之
本
与
。

仁
字
。
与
上
文
犯
上
作
乱
相
照
。
是
謂
施
行
於
外
者
。
意
頗
汎
。
非
在
性
中
討
論
。

惟
孝
友
于
兄
弟
。
施
于
有
政
。
是
孝
弟
本
。
而
施
政
之
仁
為
末
也
。
家
斉
而
国
治
。
亦

然
。
或
説
亦
無
不
可
。
但
読
法
宜
従
程
子
耳
。
若
或
説
。
元
宜
不
用
為
字
。

此
句
。
試
削
一
為
字
。
惟
言
其
仁
之
本
与
。
而
義
同
也
。
不
必
生
葛
藤
。
可
也
。

程
註
。
本
立
則
其
道
充
大
。
此
句
太
迫
。
夫
充
大
之
。
亦
自
有
工
夫
。
非
本
立
即
成
者
。

蓋
本
既
立
。
而
道
未
充
大
者
。
古
今
甚
多
。
其
得
不
得
。
存
乎
其
人
。
未
可
以
理
断
之
。

又
引
親
親
而
仁
民
。
是
孝
弟
本
而
仁
末
。
亦
大
明
白
。

又
曰
。
論
性
。
則
以
仁
為
孝
弟
之
本
。
夫
有
子
未
嘗
論
性
。
此
何
労
擾
。
無
他
。
元
来
玩

味
之
巵
言
。
而
無
不
可
者
。
援
入
于
註
解
。
便
見
其
病
。
凡
程
子
之
言
。
他
並
放
此
。
若

謝
楊
氏
。
則
不
同
。

古
者
言
。
徳
者
政
之
本
也
。
或
言
。
徳
者
為
政
之
本
也
。
両
言
其
義
同
也
。
然
則
仁
之

本
。
与
為
仁
之
本
何
別
。
為
字
元
非
必
不
可
少
者
。

又
曰
。
仁
是
性
也
。
亦
大
容
易
。
孝
弟
是
用
。
亦
傷
於
大
快
。

性
者
善
矣
。
仁
是
徳
之
名
。
而
其
道
則
善
中
之
大
綱
。
孝
弟
亦
善
中
之
一
事
。
論
性
而

挙
仁
。
則
孝
弟
囿
乎
仁
中
。
不
別
出
頭
也
。
仁
既
存
乎
性
中
。
孝
弟
豈
得
独
逃
出
哉
。

其
為
人
也
孝
弟
。
有
子
豈
論
性
乎
哉
。
凡
以
性
作
解
者
。
皆
非
。
孝
弟
行
也
。
仁
亦
行

也
。
如
孟
子
。
親
親
而
仁
民
。
並
在
行
上
而
言
。
行
有
遠
近
。
故
有
本
末
之
説
。
若
論

性
。
孝
弟
与
仁
。
有
綱
目
之
差
而
已
。
無
本
末
可
指
。

仁
義
礼
知
。
人
性
之
綱
。
綱
是
統
目
之
称
矣
。
孝
弟
豈
非
仁
義
之
目
与
。
乃
言
性
中
有

四
者
而
已
。
豈
理
也
哉
。
然
仁
主
於
愛
以
下
。
其
説
似
窮
。

親
親
行
也
。
仁
民
亦
行
也
。
其
所
以
能
親
親
仁
民
。
則
有
性
存
焉
。
是
豈
可
混
同
作
論

哉
。
諸
解
之
謬
。
皆
由
混
同
而
生
焉
。

孟
子
曰
。
親
親
仁
也
。
敬
長
義
也
。
今
乃
必
欲
剖
孝
弟
於
仁
義
。
烏
可
也
。

仁
大
而
遠
。
孝
弟
小
而
近
。
是
人
行
之
本
末
矣
。
有
子
蓋
病
人
忽
近
小
。
而
務
遠
大
。
亦

終
不
成
也
。
故
勧
之
務
本
。

孝
弟
元
是
行
之
名
。
而
能
得
之
於
身
者
。
因
称
之
為
徳
。

孟
子
言
。
惻
隠
之
心
。
仁
之
端
也
。
此
為
本
語
。
謂
拡
充
其
端
。
可
以
成
仁
徳
也
。
又
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文
。
故
下
承
之
。
曰
行
有
余
力
也
。
謹
信
豈
容
分
属
于
言
行
哉
。

余
力
。
謂
日
間
夜
間
。
余
剰
工
夫
。
非
待
暇
日
。

此
数
者
。
弟
子
当
面
之
職
分
矣
。
未
得
称
徳
行
。
尹
註
。
徳
行
本
也
句
舛
。
且
与
下
文

入
徳
相
礙
。
夫
舎
行
学
文
。
得
失
在
乎
虚
実
之
間
。
未
可
本
末
議
之
。
且
如
尹
説
。
唯

可
以
S
乎
嫺
于
詞
賦
。
而
忘
経
業
者
也
。
非
此
章
之
義
。

不
考
成
法
。
不
識
事
理
。
則
雖
欲
為
善
。
而
有
弗
可
得
者
。
猶
持
無
星
之
称
。
欲
以
定

物
之
軽
重
也
。
縦
令
其
人
篤
実
公
道
。
毫
無
私
情
。
亦
無
益
也
。
此
其
智
不
足
故
耳
。
豈

可
一
概
貶
以
私
意
哉
。
宋
代
天
理
人
欲
之
説
盛
。
苟
不
合
於
道
理
者
。
皆
帰
罪
於
私
意
。

恐
未
允
。

○
子
夏
曰
、
賢
賢
易
色
、
事
父
母
能
竭
其
力
、
事
君
能
致
其
身
、
与
朋
友
交

而
有
信
、

雖
曰
未
学
、
吾
必
謂
之
学
矣
。

首
掲
賢
賢
。
便
是
学
者
之
風
標
。

父
母
曰
竭
力
。
君
曰
致
身
。
方
有
味
。
古
人
言
語
。
不
苟
如
此
。
蓋
人
情
大
抵
於
父
母

不
難
於
致
身
。
以
其
至
親
天
属
也
。
唯
患
其
不
竭
力
。
以
其
狎
恩
恃
愛
。
而
無
爵
禄
栄

辱
之
期
也
。
於
君
不
難
於
竭
力
。
以
其
爵
禄
栄
辱
切
於
身
也
。
唯
患
其
不
致
身
。
以
其

義
合
。
非
天
属
之
親
也
。

言
疑
衍
文
。
曾
子
曰
。
与
朋
友
交
而
不
信
乎
。
当
参
考
。

信
。
猶
誠
也
。
不
専
属
於
言
。

学
以
明
倫
。
若
能
篤
於
人
倫
如
此
。
不
学
而
能
焉
乎
哉
。
縦
令
有
人
謂
其
未
学
。
則
吾

弗
信
。
其
必
謂
之
已
学
矣
。
註
兼
挙
美
質
。
失
正
意
。

曰
者
。
旁
人
之
言
。
非
其
人
自
言
。
雖
曰
不
要
君
。
吾
弗
信
也
。
語
気
与
此
同
。

此
句
若
無
曰
字
。
正
如
游
呉
之
説
。
游
呉
之
謬
。
以
閑
了
曰
字
也
。
按
孟
子
集
註
。
理

義
之
心
。
雖
曰
固
有
。
又
云
。
雖
曰
従
事
於
学
。
曰
字
剰
甚
。
先
儒
於
雖
曰
両
字
。
蓋
有

未
探
察
者
也
。

子
夏
未
嘗
言
質
美
不
必
学
也
。
何
有
廃
学
之
弊
。
游
呉
二
説
。
集
註
不
当
釆
入
。

○
子
曰
、
君
子
不
重
則
不
威
、
学
則
不
固
。

此
君
子
。
以
位
而
言
。
非
指
徳
。
圏
外
註
。
君
子
之
道
。
失
之
。

不
威
不
固
。
就
其
見
成
而
評
論
焉
。
主
忠
信
以
下
。
乃
為
学
之
工
夫
。
不
当
混
説
。

言

曾
子
嘗
所
聞
於
孔
子
者
。
其
躬
未
習
熟
。
而
輙
授
予
于
門
人
。
此
為
伝
不
習
也
。
警
如

以
未
試
之
薬
方
。
授
人
服
之
也
。
其
能
不
傷
乎
哉
。
古
註
解
。
元
如
此
。

如
旧
解
。
文
例
。
伝
下
宜
有
而
字
。
今
無
之
。
足
以
見
語
勢
不
同
矣
。
語
勢
不
同
。
而
文

理
相
類
。
三
事
並
在
与
人
上
。

三
乎
字
。
是
自
検
討
之
辞
。

一
日
之
中
。
一
過
則
以
不
忠
乎
。
一
過
則
以
不
信
乎
。
一
過
則
以
伝
不
習
乎
也
。
非
三

過
各
以
三
事
也
。
故
註
曰
。
以
此
三
者
日
省
也
。
三
字
。
与
本
文
音
義
不
同
。
而
意
不

相
悖
。
言
各
有
所
指
也
。

註
。
字
子
輿
。
不
必
言
。
加
勉
。
不
必
言
。
蓋
R
対
之
祟
云
。
三
者
之
序
。
亦
不
必
言
。

道
統
之
説
。
当
削
。

○
子
曰
、
道
千
乗
之
国
、
敬
事
而
信
、
節
用
而
愛
人
、
使
民
以
時
。

千
乗
之
国
。
方
三
百
一
十
六
里
。
此
挙
当
時
大
国
而
言
。
猶
孟
子
之
時
。
称
万
乗
之
国

也
。
不
当
論
始
封
周
制
。

道
導
同
。
皇
侃
本
。
作
導
。

方
三
百
十
六
里
。
是
従
旧
説
。
用
方
円
之
方
也
。
未
允
。
宜
用
方
嚮
之
方
。
蓋
四
方
四

隅
皆
千
里
也
。
是
概
数
。
亦
稍
小
於
四
角
之
方
。

敬
字
軽
且
活
。
畏
懼
慎
重
之
而
已
。
若
主
一
無
適
。
唯
可
以
解
死
字
而
已
。
此
不
中
嵋
。

信
誠
也
。
致
其
誠
之
意
。
未
言
及
与
民
期
会
之
信
。

凡
人
与
民
駢
挙
者
。
人
指
士
大
夫
。
凡
仕
途
中
者
皆
是
。
民
乃
庶
民
矣
。
楊
氏
以
愛
民

解
愛
人
。
失
之
。

註
。
務
本
之
意
。
不
必
言
。
以
敬
為
主
。
反
復
相
因
等
。
皆
非
。
尭
舜
不
過
此
。
亦
過

当
。
夫
聖
人
之
言
。
亦
有
浅
者
。
亦
有
深
者
。
浅
則
掲
。
深
則
P
。
可
也
。
何
必
穿
鑿
。

一
一
求
至
味
哉
。

○
子
曰
、
弟
子
入
則
孝
、
出
則
弟
、
謹
而
信
、
汎
愛
衆
、
而
親
仁
。
行
有
余
力
、
則
以
学

文
。弟

子
者
。
事
師
之
称
。
此
不
言
子
弟
。
而
言
弟
子
。
必
是
従
師
受
業
之
人
矣
。

謹
者
。
放
肆
之
反
対
。
信
猶
誠
也
。
不
必
専
属
於
言
。
註
。
行
之
有
常
。
言
之
有
実
。
R

対
可
厭
。
縦
令
解
義
無
所
失
。
竟
隔
韈
抓
癢
。
況
此
章
。
並
挙
弟
子
之
行
。
以
対
于
学
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夫
子
温
良
恭
儉
讓
以
得
之
。
夫
子
之
求
之
也
、
其

異
乎
人
之
求
之
与
。

諸
。
疑
衍
文
。

五
者
通
乎
動
止
言
語
。
亦
主
邦
君
接
見
之
時
而
言
。
非
論
其
平
日
。

恭
。
是
驕
之
反
対
。
恭
倹
二
字
。
闇
見
其
絶
無
矜
伐
夸
張
之
気
矣
。
故
註
荘
敬
之
解
。
不

可
用
。
若
堂
堂
乎
張
也
。
謂
之
荘
敬
可
也
。
不
可
著
恭
倹
二
字
矣
。
恭
倹
之
与
荘
敬
。
必

有
辨
。
恭
字
固
不
当
施
荘
敬
之
解
。

集
註
。
未
有
以
荘
敬
解
恭
字
者
。
前
後
唯
此
一
章
矣
。
蓋
五
者
。
唯
和
柔
粋
美
而
已
。
絶

無
厳
恪
之
気
。
所
以
程
朱
諸
人
。
意
有
未
満
。
是
以
故
転
訓
詁
。
以
補
之
云
。
恐
汰
。

言
夫
子
所
以
求
。
異
乎
他
人
。
他
人
乞
請
以
求
之
。
夫
子
温
良
恭
倹
譲
以
求
之
。
此
処

不
当
著
得
字
。
註
。
求
之
而
後
得
。
不
貼
本
文
。

非
求
而
曰
求
。
是
子
貢
言
語
巧
処
。
読
者
唯
在
意
解
。

張
説
。
良
心
私
欲
。
両
言
断
之
。
若
無
所
失
。
然
亦
是
挙
業
之
臭
味
。
而
不
得
事
情
矣
。

大
抵
邦
君
。
蓋
心
酔
於
孔
子
之
儀
刑
。
皆
有
願
用
之
心
矣
。
其
卿
大
夫
。
則
皆
不
欲
焉
。

能
勧
其
君
用
之
者
。
千
百
中
僅
一
二
而
已
。
願
用
之
心
不
堅
。
而
沮
之
者
。
衆
且
鋭
矣
。

其
弗
果
用
也
。
亦
宜
矣
。
仕
途
之
険
。
唯
嘗
経
歴
者
。
多
能
知
之
。
非
両
言
所
能
決
矣
。

○
子
曰
、
父
在
、
観
其
志
、
父
沒
、
観
其
行
、
三
年
無
改
於
父
之
道
、
可
謂
孝
矣
。

上
二
句
。
観
其
人
之
善
不
善
矣
。
下
一
句
。
就
其
善
中
。
専
討
論
子
道
。
若
其
不
善
者
。

非
此
所
論
。

道
。
謂
其
父
平
生
所
常
行
者
。
道
字
意
軽
。
俗
言
家
格
之
類
。
雖
未
足
称
善
。
亦
必
不

陥
于
悪
矣
。
尹
註
道
非
道
。
与
本
文
相
礙
。
不
好
看
。
且
其
語
粗
鹵
。
不
当
釆
入
。

○
有
子
曰
、
礼
之
用
、
和
為
貴
。
先
王
之
道
斯
為
美
、
小
大
由
之
。

和
。
謂
従
容
円
滑
。
彼
此
順
便
也
。
註
亦
此
之
意
。
而
語
未
備
。

自
然
之
理
。
此
不
必
言
。

用
者
。
謂
方
施
行
之
手
段
光
景
也
。
礼
与
用
。
難
体
用
剖
之
。

小
大
。
謂
小
礼
大
礼
。
之
字
指
和
。

有
所
不
行
、
知
和
而
和
、
不
以
礼
節
之
、
亦
不
可
行
也
。

如
上
文
礼
而
和
。
何
有
不
行
。
此
云
不
行
者
。
蓋
姑
為
忘
上
文
礼
字
者
而
言
也
。
有
子

之
言
。
類
如
斯
迂
滞
。

諸

主
忠
信
。
無
友
不
如
己
者
。
過
則
勿
憚
改
。

此
節
。
為
在
位
君
子
者
。
論
工
夫
也
。
未
論
及
学
者
工
夫
。

友
字
意
軽
。
只
謂
与
游
処
周
旋
也
。
乃
有
親
T
之
意
。
左
伝
。
有
寵
於
U
子
者
八
人
。
皆

無
禄
而
多
馬
。
事
未
的
当
。
而
意
相
発
。

信
。
猶
誠
也
。
程
子
用
誠
作
解
。
得
之
。

忠
信
。
専
在
接
物
上
而
言
。
註
事
皆
無
実
。
不
誠
則
無
物
等
。
並
外
乎
接
物
。
恐
未
允
。

程
子
又
引
出
入
無
時
。
大
失
倫
。

總
註
宜
言
。
在
位
君
予
。
尤
不
当
失
威
重
。
且
宜
忠
信
以
為
質
。
択
賢
自
輔
。
改
過
従

善
也
。
忠
信
毎
与
学
対
説
。
忠
信
如
丘
之
類
皆
是
。
忠
信
豈
得
以
為
学
哉
。

重
与
忠
信
。
心
貌
耳
。
游
氏
乃
以
君
子
之
道
。
学
之
道
分
之
。
強
説
耳
。

学
者
在
忠
信
之
後
。
而
忠
信
乃
為
学
之
質
。
本
文
主
忠
信
。
固
在
学
之
前
。
而
註
主
忠

信
。
乃
在
学
中
。
此
雖
圏
外
。
亦
不
当
采
入
。

○
曾
子
曰
、
慎
終
追
遠
、
民
徳
帰
厚
矣

曾
子
以
民
徳
帰
厚
立
言
。
可
知
是
以
在
位
君
子
而
言
也
。
非
為
窮
措
大
謀
。

後
世
厚
葬
之
風
盛
矣
。
皆
是
奢
侈
。
与
風
水
之
惑
而
已
。
並
非
慎
終
之
謂
。
尤
所
宜
先

明
辨
。

子
於
父
母
。
生
事
竭
力
。
而
得
其
歓
心
。
斯
謂
之
孝
矣
。
若
喪
与
祭
。
是
生
事
愛
敬
之

余
波
影
響
矣
。
未
足
以
為
孝
。
然
人
之
所
易
忽
忘
。
而
能
謹
慎
焉
。
可
謂
篤
矣
。
決
非

謂
喪
祭
重
於
生
事
也
。
孟
子
所
謂
。
可
以
当
大
事
者
。
以
其
一
有
不
至
。
則
不
可
悔
改

耳
。
与
此
章
異
科
。

近
世
儒
家
。
有
一
等
悖
徳
。
其
於
親
。
生
事
不
肯
竭
力
。
亦
不
求
得
其
歓
心
。
甚
至
於

以
意
見
不
合
致
乖
戻
。
及
親
歿
。
則
以
喪
祭
為
天
下
大
事
。
致
敬
極
厳
。
自
以
為
孝
。
而

率
其
弟
子
。
輙
主
張
曾
孟
二
語
。
V
然
矜
于
世
。
其
闇
於
本
末
。
有
若
此
者
。
古
人
或

忽
於
喪
祭
。
而
生
事
不
敢
不
勉
。
今
人
則
黽
勉
於
喪
祭
。
而
忽
忘
於
生
事
。
噫
学
之
偏

駁
。
其
可
不
懼
哉
。

厚
。
指
所
化
民
俗
而
言
。
若
乃
慎
終
之
君
子
。
厚
字
不
足
以
蔽
之
。
又
非
文
義
。
註
。
厚

之
道
也
。
己
之
徳
厚
。
亦
大
軽
易
。
失
文
意
。

○
子
禽
問
於
子
貢
曰
、
夫
子
至
於
是
邦
也
、
必
聞
其
政
、
求
之
与
、
抑
与
之
与
。
子
貢
曰
、
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○
子
曰
、
君
子
食
無
求
飽
、
居
無
求
安
、
敏
於
事
而
慎
於
言
、
就
有
道
而
正
焉
、
可
謂
好

学
也
已
。

事
易
怠
慢
。
故
以
敏
為
美
。
言
易
妄
発
。
故
以
慎
為
功
。
倶
自
修
之
急
務
矣
。
此
与
訥

言
敏
行
意
同
。
不
必
挟
有
余
不
足
作
説
。

敏
者
怠
之
反
封
。
慎
者
不
忽
也
。
合
無
求
就
正
。
見
其
汲
汲
之
状
。
即
是
好
学
矣
。
尹

氏
専
帰
重
于
就
正
。
未
円
。
且
両
無
求
。
因
好
学
而
然
耳
。
非
好
学
之
目
。
尹
氏
四
者

句
。
未
允
。

道
者
人
所
当
由
之
條
路
。
旧
解
事
物
当
然
。
有
未
允
。

○
子
貢
曰
、
貧
而
無
諂
、
富
而
無
驕
、
何
如
。
子
曰
、
可
也
。
未
若
貧
而
楽
、
富
而
好
礼
者

也
。可

者
。
略
略
許
之
之
辞
。
雖
非
十
分
円
満
之
義
。
亦
未
当
露
不
満
之
意
。
註
。
僅
可
未

尽
。
大
傷
語
気
。
且
在
他
章
。
多
不
通
。

子
貢
曰
、
詩
云
、
如
切
如
磋
、
如
琢
如
磨
。
其
斯
之
謂
与
。

四
者
。
同
攻
一
物
也
。
若
玉
。
既
切
為
段
。
又
磋
礪
成
形
質
。
乃
鎚
琢
成
刻
画
文
章
。
終

之
以
磨
。
令
光
沢
発
越
。
一
事
而
四
件
。
自
粗
入
精
。

琢
後
之
磨
。
必
以
砂
石
細
者
抹
雕
文
之
上
。
用
指
頭
或
皮
革
細
細
磨
Z
。
以
発
光
沢
也
。

非
石
上
a
b
者
。
磨
与
磋
自
無
重
複
之
嫌
。
非
特
粗
密
之
差
等
。
旧
解
之
謬
。
蓋
生
於

重
複
之
疑
已
。
亦
笨
。

子
曰
、
賜
也
、
始
可
与
言
詩
已
矣
。
告
諸
往
而
知
来
者
。

諸
猶
之
也
。
諸
元
合
之
乎
二
字
義
。
然
古
人
或
偏
用
一
義
。
或
之
或
乎
。

○
子
曰
、
不
患
人
之
不
己
知
、
患
不
知
人
也
。

知
人
与
己
知
対
。
謂
識
其
才
徳
也
。
非
辨
是
非
邪
正
之
謂
。

付
記本

稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
・
若
手
研
究
（
B
）「
懐
徳
堂
学
派
に
お
け
る
中
国
天
文
学

と
西
洋
天
文
学
の
受
容
―
中
井
履
軒
の
場
合
―
」
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
ま
た
本

稿
の
一
部
は
平
成
16
年
度
前
期
に
大
阪
大
学
文
学
部
に
お
い
て
担
当
し
た
「
中
国
文
化
学

演
習
」
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
当
時
の
受
講
生
は
佐
野
大
介
（
Ｄ
3
）、
池
田
光
子
（
Ｄ
3
）、

和
字
。
雖
有
楽
之
意
味
。
亦
在
礼
上
而
言
。
未
嘗
与
礼
対
。
譬
猶
陰
中
之
陽
矣
。
程
子

径
取
礼
楽
対
説
之
。
似
主
張
大
過
。
然
亦
玩
味
之
巵
言
。
彼
自
無
病
。
而
釆
入
于
伝
註

者
非
。
又
以
斯
為
美
。
意
与
本
註
異
。
仍
沿
古
註
也
。

范
氏
亦
失
於
対
説
。
且
体
用
不
当
主
張
大
過
。
古
無
体
用
之
説
。
本
文
用
字
稍
活
。
与

体
用
之
用
有
間
。

有
子
之
語
。
有
和
字
而
無
敬
字
。
范
氏
増
益
以
敬
。
然
後
賛
嘆
其
達
本
。
何
也
。
其
謬

又
在
於
対
説
之
外
矣
。
苟
増
益
W
X
。
而
賛
嘆
焉
。
天
下
之
人
。
莫
不
達
本
。

註
。
厳
而
泰
。
和
而
節
。
泰
不
貼
于
本
文
和
字
。
是
徒
避
下
句
和
字
。
別
択
一
字
代
之

耳
。
然
文
義
不
相
応
。
尤
難
従
。

又
曰
。
理
之
自
然
。
似
太
深
。
若
君
子
為
礼
之
優
美
者
。
而
悉
帰
之
自
然
之
理
。
是
君

子
全
無
功
矣
。

又
曰
。
礼
之
全
体
。
此
大
失
文
意
。
有
子
以
和
為
礼
之
用
。
而
註
乃
併
泰
和
。
以
為
礼

之
体
。
此
不
可
暁
者
。

宋
諸
賢
。
喜
論
毫
釐
之
差
。
其
言
有
当
有
不
当
。
若
君
子
喩
於
義
。
古
之
学
者
為
己
之

類
。
毫
釐
千
里
允
当
。
如
此
章
。
未
得
当
者
。
他
多
放
此
。

易
曰
。
行
過
乎
恭
。
喪
過
乎
哀
。
用
過
乎
倹
。
過
猶
有
可
者
。
豈
事
事
而
咎
毫
釐
哉
。
如

礼
之
和
節
。
雖
務
而
行
之
。
数
人
同
為
之
。
豈
得
如
印
板
然
哉
。
乃
討
毫
釐
之
差
。
是

無
全
人
也
。
如
各
倚
於
一
偏
。
豈
以
毫
釐
之
差
。
遽
至
於
此
哉
。
皆
設
語
之
未
精
也
。

○
有
子
曰
、
信
近
於
義
、
言
可
復
也
、
恭
近
於
礼
、
遠
恥
辱
也
、
因
不
失
其
親
、
亦
可
宗

也
。復

。
履
之
本
字
。
践
也
。

因
。
姻
之
本
字
。
Y
同
。
陳
王
元
規
曰
。
姻
不
失
親
。
古
人
所
重
。

近
於
義
。
合
於
義
也
。
近
於
礼
。
不
離
於
礼
也
。
遠
耻
辱
。
不
被
耻
辱
也
。
但
語
気
較

寛
。
近
遠
相
影
。
優
揚
成
文
。
不
当
著
急
迫
解
。

恭
主
卑
遜
而
言
。
与
致
敬
稍
不
同
。

姻
。
外
親
也
。
外
親
t
遠
。
不
比
於
本
属
之
親
。
故
人
情
於
外
親
。
易
失
其
親
厚
之
恩
。

今
於
外
親
且
不
失
焉
。
則
本
属
可
知
矣
。
如
此
之
人
。
乃
可
以
為
宗
子
也
。
宗
子
統
摂

親
族
者
。
非
敦
厚
之
人
。
弗
能
焉
。

謹
始
慮
終
。
唯
首
句
有
此
意
而
已
。
豈
可
以
為
通
章
之
義
哉
。
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黒
田
秀
教
（
Ｄ
2
）、
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野
洋
子
（
Ｄ
1
）、
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友
子
（
Ｍ
1
）、
松
田
祐
樹
（
4
回
生
）、

村
田
誠
治
（
3
回
生
）、
大
野
真
愛
（
2
回
生
）、
坂
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（
2
回
生
）
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計
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で
あ

る
。
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The Translation and Annotation of Rongohogen (2)

Hiroko KUME

Abstract

Riken Nakai (1732－1817) was a leading Confucian of the Kaitokudo School. Rongohogen, his annota-
tion of the Analects of Confucius, is his masterpieces. In this paper, I translate the first chapter of
Rongohogen into modern Japanese and annotate it.

It is true that Riken’s interpretation of the Analects of Confucius is based on Chu Hsi’s work
Lunyüchichu. In his annotation, however, Riken criticizes Chu Hsi’s understanding, and proposes his own
original views. In order to contrast Chu Hsi’s and Riken’s understanding, this paper puts, into Riken’s
texts in Rongohogen, some of Chu Hsi’s corresponding texts from Lunyüchichu.

This paper also includes Riken’s original texts of the introduction to Rongohogen.

Keywords: Kaitokudo School, Riken Nakai, Rongohogen, Chu Hsi, Lunyüchichu


