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伊
藤
仁
斎
『
童
子
問
』
を
読
む
（
一
）
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予よ

往お
う
ね
ん年
過あ
や
ま
っ
て
諸
友
の
爲
に
推
さ
れ
、
自み
ず
から
門
戸
を
開
い
て
、
以
て
學
者
を
待
す
。
此
れ
よ
り
四
方
の
士
、
従
遊
日
に
衆お
お
く
、

道
を
問
う
て
已や

ま
ず
。
予
時
に
兩
端
を
叩
い
て
以
て
竭つ
く
す
と
雖
ど
も
、
然
れ
ど
も
學
者
多
く
舊
聞
に
狃な

ら
い
、
意
見
に
牽ひ

か
れ
、

卒つ
い
に
以
て
孔
孟
の
正せ
い
そ
う宗
を
得
る
こ
と
無
し
。
高
か
ら
ざ
れ
ば
則す
な
わち
樂
し
ま
ず
、
奇
な
ら
ざ
れ
ば
則
ち
悦よ
ろ
こば
ず
。
常じ
ょ
うを
厭
う
て
新

を
喜
び
、
邇ち
か
き
を
舎す

て
て
遠
き
を
取
る
。
予
深
く
憫か
な
し
む
。
乃
ち
鄙ひ

言げ
ん
を
綴て
い
輯し
ゅ
うし
て
、
以
て
問
に
答
う
る
の
資
と
爲し

、
且
つ
以

て
鄒す
う
魯ろ

の
正せ
い
で
ん傳
を
明
か
す
。
亦
已や

む
こ
と
を
得
ざ
る
の
心
な
り
。
宋
の
歐お
う

陽よ
う
子し

、
及
び
輔ほ

漢か
ん

卿け
い

氏
、
易え
き
詩し

童
子
問
有
り
。
予
亦

之
れ
を
命
ず
る
に
童
子
問
を
以
て
す
。
要よ
う

大た
い
方ほ
う
に
告
ぐ
る
所ゆ
え
ん以
に
非
ざ
る
こ
と
を
明
か
す
な
り
。
元
禄
六
年
癸
酉
冬
十
月
既
望

洛
陽
伊
藤
維い

楨て
い
原げ
ん
す
け佐
謹
ん
で
識し
る
す
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）
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注（
1
）　

学
問
に
志
す
者

（
2
）　
『
論
語
』
子
罕
篇

（
3
）　

鄒
は
孟
子
の
出
身
地
、
魯
は
孔
子
の
出
身
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
孔
子
と
孟
子
を
指
す
。

（
口
語
訳
）

私
は
昔
、
過
分
に
も
諸
友
の
勧
め
を
受
け
、
自
ら
塾
を
開
い
て
学
問
に
志
す
者
を
教
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
以
来
、
四

方
の
人
々
が
訪
ね
て
来
る
こ
と
が
日
を
追
っ
て
多
く
な
り
、
道
に
つ
い
て
問
う
て
や
ま
な
い
。
私
は
そ
う
い
う
時
に
は
、
孔
子

の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
「
言
葉
を
尽
く
し
て
こ
れ
に
答
え
よ
う
と
し
た
」
け
れ
ど
も
、
学
問
に
志
す
者
の
多
く
は
、
旧
説
に
狎な

れ
親
し
み
、
そ
の
意
見
に
引
か
れ
て
、
結
局
孔
子
と
孟
子
の
正
し
い
教
え
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
ら
は
高
遠
な
教
え
で

な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
学
ぶ
こ
と
を
楽
し
ま
ず
。
奇
抜
な
も
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
学
ぶ
こ
と
を
喜
ば
な
い
。
常
に
変
わ
ら
ぬ

も
の
を
嫌
っ
て
、
新
奇
な
も
の
を
喜
び
、
身
近
な
も
の
を
捨
て
置
い
て
、
遠
い
も
の
を
摑つ
か
も
う
と
す
る
。
私
は
そ
れ
を
深
く
悲

し
む
。
そ
こ
で
私
な
ど
の
至
ら
ぬ
言
葉
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
編
集
し
て
問
い
に
答
え
る
た
め
の
助
け
と
し
、
か
つ
ま
た
孔
子

や
孟
子
の
正
し
い
伝
え
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う
。
こ
れ
も
そ
う
し
な
け
れ
ば
い
ら
れ
な
い
私
の
心
ゆ
え
で
あ
る
。
北
宋
の

欧お
う

陽よ
う

脩し
ゅ
う

に
は
『
易
童
子
問
』
が
あ
り
、
南
宋
の
輔ほ

広こ
う
に
は
『
詩
童
子
問
』
が
あ
る
。
私
も
ま
た
こ
の
書
を
『
童
子
問
』
と
名
付

け
る
。
要
は
、有
名
な
大
家
に
向
か
っ
て
説
い
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）

十
月
十
三
日
、
洛
陽
伊
藤
維
楨
（
字あ
ざ
なは
原
佐
）
謹
ん
で
こ
れ
を
記
す
。

（
解
説
）

「
両
端
を
叩
い
て
以
て
竭
す
」
は
『
論
語
』
子
罕
篇
に
あ
る
言
葉
。「
吾
れ
知
る
こ
と
有
ら
ん
や
。
知
る
こ
と
無
し
。
鄙ひ
ふ夫
あ
り
、
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我
に
問
う
。
空く
う
く
う
じ
ょ

空
如
た
る
も
、我
そ
の
両
端
を
叩
い
て
以
て
竭
す
」
か
ら
引
か
れ
て
い
る
。
前
半
の
「
知
る
こ
と
無
し
」
は
、「
私

は
な
ん
で
も
知
っ
て
い
る
よ
う
に
言
わ
れ
る
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
孔
子
の
謙
遜
の
言
葉
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
「
全
く
何
も
知
ら
な
い
卑
し
い
者
に
も
、
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
、
余
す
と
こ
ろ
な
く
言
葉
を
尽
く
し
て
教
え
る
の
で

そ
う
思
わ
れ
る
だ
け
だ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
仁
斎
の
『
論
語
古
義
』
の
解
釈
は
違
っ
て
い
る
。
仁
斎
は
「
物
の
外
に

道
無
く
、
道
の
外
に
物
な
し
」
と
い
う
程
明
道
の
言
葉
を
引
き
、「
実
見
に
よ
っ
て
道
を
得
た
者
」
は
、
そ
の
知
が
も
と
か
ら
自

分
に
備
わ
っ
て
い
た
と
は
言
わ
な
い
、
む
し
ろ
自み
ず
から
実
見
し
な
い
で
道
を
得
た
と
称
す
る
者
が
自
ら
「
知
有
り
」
と
い
う
の
だ

と
い
う
。
そ
し
て
孔
子
が
「
知
無
し
」
と
言
っ
た
の
は
、「
生
知
の
聖
」
す
な
わ
ち
「
生
ま
れ
つ
き
道
を
知
る
聖
人
」
や
、
も
と

も
と
備
わ
っ
て
い
る
知
な
ど
な
い
か
ら
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
序
文
で
「
旧
聞
に
狃
ら
い
、
意
見
に
牽
か
れ
」
と
言
わ
れ

て
い
る
「
旧
聞
」
と
は
宋
学
（
朱
子
学
）
を
さ
し
て
い
る
。
そ
の
宋
学
に
よ
れ
ば
孔
子
と
は
生
ま
れ
つ
き
天
理
を
知
る
聖
人
で

あ
り
、
万
物
の
生
成
と
存
在
の
根
拠
で
あ
る
天
理
を
知
る
と
は
、
世
界
の
総
て
を
知
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仁
斎
は
そ
の
よ

う
な
生
ま
れ
つ
き
自
ら
に
備
わ
る
知
を
否
定
す
る
。
仁
斎
に
よ
れ
ば
「
物
の
外
に
道
無
く
、
道
の
外
に
物
な
し
」
と
は
、
道
は

現
実
世
界
の
具
体
的
な
物
を
離
れ
て
は
無
い
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
学
ぶ
の
は
「
実
見
」
と
し
て
の
知
で
し
か
な
い
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
孔
子
は
常
に
具
体
的
な
物
を
指
す
言
葉
で
、
無
知
な
者
に
も
諄
じ
ゅ
ん
じ
ゅ
ん
諄
と
道
を
説
く
の
だ
と
仁
斎
は
い
う

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
こ
の
『
童
子
問
』
で
仁
斎
自
身
が
実
践
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
も
あ
る
。
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凡
五
十
九
章

第
一
章

一
童
行
有
り
、
問
う
て
曰
く
、「
伏
し
て
聞
く
、
先
生
孔
孟
の
正せ
い
指し

を
闡せ
ん
め
い明
し
て
、
以
て
學
者
を
教
導
す
と
。
然し
か
れ
ど
も
門
に

入
る
こ
と
日
浅
く
、
賦ふ

性せ
い
亦
魯ろ

な
り
。
之
に
加
う
る
に
先
入
の
言
、
主
と
爲
っ
て
、
孔
孟
の
直
ち
ょ
く

指し

に
於
て
は
、
反か
え
っ
て
驚
き
且

つ
怪
し
む
こ
と
を
免
れ
ず
。
冀ね
が
わ
く
は
開
示
を
賜
え
」。
予
之
に
應こ
た
え
て
曰
く
、「
孔
孟
の
直
指
、
論
孟
の
二
書
に
見あ
ら
わ
る
る
者
、

炳へ
い
と
し
て
丹
青
の
如
く
、天
下
の
理
を
包
含
し
て
缺か

く
る
こ
と
無
く
、百
家
の
典
を
會か
い
す
い萃
し
て
遺の
こ
さ
ず
。
此
れ
を
出
づ
る
と
き
は
、

則
ち
旁ぼ
う
け
い徑
な
り
、
他
岐
な
り
。
子
予
の
意
を
識
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
則
ち
語
孟
の
二
書
を
観
て
足
れ
り
。
今
子
が
爲
に
き
ん
を
傾
け

廩り
ん
を
倒
く
つ
が
えし
、
以
て
盡
こ
と
ご
とく
之
を
告
ぐ
と
雖
ど
も
、
亦
能よ

く
二
書
の
外
に
出
づ
る
者
莫な

し
。
子
能
く
熟
讀
翫が
ん
味み

、
得
る
こ
と
有
る
と

き
は
、
則
ち
予
と
生せ
い

相あ
い

睽け
い

違い

し
、
地
を
阻へ
だ
て
世
を
隔
つ
と
雖い
え
ど
も
、
一
堂
に
相あ
い

聚あ
つ
ま

っ
て
、
終
日
論
議
す
る
が
猶ご
と
く
、
心し
ん

心し
ん

相あ
い

照て
ら

し
て
、
符
節
を
合
わ
せ
た
る
が
若ご
と
く
、
自
お
の
ず
から
相あ
い
違た
が
う
こ
と
莫な

け
ん
。
勉つ
と
め
よ
や
怠
る
こ
と
勿な
か
れ
。
惟た
だ
恐
ら
く
は
子
が
徒い
た
ずら
に
以

て
聖
門
平へ
い

正せ
い

親し
ん

切せ
つ

の
書
と
爲な

し
て
、
深
意
の
在
る
所
を
知
ら
ざ
ら
ん
こ
と
を
」。

注（
1
）　

も
廩
も
米
蔵
の
意
。
韓
愈
の
言
葉
に
あ
る
。

（
口
語
訳
）

一
人
の
初
学
者
が
あ
っ
て
私
に
質
問
し
た
。「
伏
し
て
お
尋
ね
し
ま
す
。
先
生
は
孔
子
と
孟
子
の
正
し
い
教
え
を
明
ら
か
に
し

（
1
）
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て
、
そ
れ
を
も
っ
て
学
ぶ
者
を
教
え
導
い
て
い
る
と
聞
き
ま
し
た
。
し
か
し
私
は
入
門
し
て
日
が
浅
く
、
生
ま
れ
つ
き
愚
か
な

上
に
、
先
に
学
ん
だ
説
が
主
と
な
っ
て
い
て
、
孔
子
や
孟
子
の
直
接
の
教
え
に
触
れ
る
と
、
か
え
っ
て
驚
い
た
り
、
ま
た
腑
に

落
ち
な
い
と
感
じ
た
り
し
て
し
ま
い
ま
す
。
ど
う
か
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
説
明
し
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
。」

私
は
こ
の
よ
う
に
答
え
た
。「
孔
子
・
孟
子
の
直
接
の
教
え
は
、『
論
語
』・『
孟
子
』
の
二
書
に
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
て
、

そ
れ
は
朱
色
と
青
色
の
絵
の
具
の
よ
う
に
鮮
や
か
に
輝
い
て
お
り
、
天
下
の
道
理
を
内
包
し
て
欠
け
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
多
く

の
思
想
家
た
ち
の
著
作
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
す
べ
て
集
め
て
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
の
二
書
か
ら
は
ず
れ
る
と
し
た
ら

そ
れ
は
横
道
で
あ
り
、
ま
た
別
の
道
で
あ
る
。
も
し
私
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
知
ろ
う
と
す
る
の
な
ら
、『
論
語
』・『
孟
子
』
の

二
書
を
読
め
ば
充
分
で
あ
る
。
今
君
の
た
め
に
、
米
蔵
を
す
べ
て
空
っ
ぽ
に
す
る
よ
う
に
、
す
べ
て
持
て
る
も
の
を
教
え
た
と

し
て
も
、
そ
れ
も
ま
た
こ
の
二
書
の
外
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
君
が
よ
く
こ
の
二
書
を
熟
読
し
充
分
に
味
わ
っ
て
、
会
得
す

る
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
は
君
と
、
た
と
え
生
き
る
場
所
が
違
い
、
遠
く
に
い
よ
う
と
、
時
代
が
異
な
ろ
う
と
、
ま
る

で
一
堂
に
集
ま
っ
て
一
日
中
議
論
を
し
て
い
る
よ
う
に
、
心
と
心
が
相
照
ら
し
て
ぴ
っ
た
り
と
重
な
っ
て
、
お
の
ず
か
ら
相
違

す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
勉
強
せ
よ
。
怠
け
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
私
が
恐
れ
る
の
は
、
君
が
空
し
く
こ
の
二
書
を
、
孔
門

の
解
り
や
す
く
丁
寧
な
教
え
の
書
だ
と
し
て
、
そ
の
深
い
意
味
を
知
ら
な
い
ま
ま
で
い
る
こ
と
な
の
だ
。」

（
解
説
）

ま
ず
初
め
に
仁
斎
は
『
論
語
』
と
『
孟
子
』
こ
そ
が
、
道
を
学
ぶ
た
め
の
最
重
要
の
書
物
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。
仁
斎
の
古

義
学
は
、
朱
子
学
の
、
宇
宙
生
成
論
か
ら
人
間
と
し
て
生
き
る
道
ま
で
を
「
理
」
と
「
気
」
の
概
念
で
解
釈
す
る
壮
大
な
形
而

上
学
と
徹
底
し
て
対
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
。
そ
の
出
発
点
と
な
っ
た
の
は
、も
と
も
と
の
孔
子
の
教
え
に
帰
る
こ
と
、
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孔
子
の
言
葉
を
直
接
に
読
み
、
熟
読
翫
味
し
て
そ
の
意
味
を
知
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
仁
斎
の
『
論
語
古
義
』
稿
本
に
は
、
そ
の

格
闘
の
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
各
章
の
巻
頭
と
巻
末
に
は
、
か
な
ら
ず
「
最
上
至
極
宇
宙
第
一
の
書
論
語
」
と
い
う
言
葉
が

記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
『
論
語
』
に
記
さ
れ
た
孔
子
の
言
葉
こ
そ
、
人
類
に
と
っ
て
最
高
の
教
え
で
あ
る
と
い
う
仁
斎
の

確
信
が
現
わ
れ
て
い
る
。

第
二
章

　

童
子
の
曰い
わ
く
、「
固ま
こ
とに
尊そ
ん
喩ゆ

の
如
し
。
二
書
の
若ご
と
き
は
、則
ち
予
平
生
熟
讀
す
る
所
、
集し
っ
ち
ゅ
う
だ
い
ぜ
ん

註
大
全
、及
び
諸
家
の
註
解
に
於
て
も
、

亦
嘗か
つ
て
探た
ん
と
う討
す
。
二
書
は
固ま
こ
とに
日
用
の
要
典
、
至
っ
て
親
切
な
り
。
然
れ
ど
も
竊ひ
そ
かに
思
う
、
此
れ
を
外ほ
か
に
し
て
別
に
簡か
ん

徑け
い

直ち
ょ
く

截せ
つ
、

自お
の
ず
から
至し

道ど
う
に
詣い
た
る
者
有
ら
ん
と
。
非ひ

か
」。
曰
く
、「
非
な
り
。
学
は
其
の
正
し
か
ら
ん
こ
と
を
欲
し
、
功
は
其
の
熟
せ
ん
こ
と

を
欲
す
。
奇き

特と
く
を
好
む
べ
か
ら
ず
、
捷
し
ょ
う

徑け
い
を
求
む
べ
か
ら
ず
。
水
到
れ
ば
船
浮
か
び
、
華は
な
謝し
ゃ
す
れ
ば
子み

結む
す
ぶ
。
正
路
に
遵し
た
ごう
て

未い
ま
だ
到
ら
ざ
る
者
は
有
り
。
未
だ
有
ら
ず
、
邪じ
ゃ
け
い蹊
に
由よ

っ
て
能よ

く
到
る
者
は
。
苗
よ
り
し
て
秀ひ
い
で
て
實
る
、
自
お
の
ず
から
其
の
時
有
り
。

其
の
自
お
の
ず
から
悟
る
に
任
せ
て
、
我
よ
り
悟さ
と
りを
求
む
る
こ
と
勿な
か
れ
。
論
孟
を
讀
む
者
、
初
學
の
若ご
と
き
は
、
固ま
こ
とに
註
脚
を
去
っ
て
、
能よ

く
本
文
を
曉あ
か
す
こ
と
能あ
た
わ
ず
。
苟い
や
し
く
も
集
註
章
句
、
既
に
通
ず
る
の
後
は
、
悉
こ
と
ご
とく
註
脚
を
棄
て
去
り
、
特
に
正
文
に
就
い
て
、

熟
讀
詳し
ょ
う
み味
、
優ゆ
う
ゆ
う
は
い
ふ
く

游
佩
服
す
る
と
き
は
、
則
ち
其
の
孔
孟
の
本
旨
に
於
け
る
、
大た
い
寐び

の
頓に
わ
かに
寤さ

む
る
が
猶ご
と
く
、
自
お
の
ず
から
心し
ん
も
く目
の
間あ
い
だに

瞭り
ょ
う

然ぜ
ん
た
ら
ん
。
今
子
が
疑
い
を
致
す
こ
と
を
免ま
ぬ
かれ
ざ
る
所ゆ
え
ん以
の
者
は
、
皆
註
脚
の
爲た
め
に
累わ
ず
らわ
さ
る
る
の
み
。
天
下
の
理
、
語
孟

二
書
に
到
っ
て
盡つ

く
。
復ま
た

加
う
べ
き
こ
と
無
し
。
疑
う
こ
と
勿な
か

れ
」。

（
1
）

（
2
）
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注（
1
）　

朱
子
は
『
論
語
』、『
孟
子
』、『
大
学
』、『
中
庸
』
の
四
書
を
重
ん
じ
、
そ
れ
ら
に
注
釈
を
施
し
た
。
こ
れ
を
『
四
書
集
注
』
と
い
い

朱
子
学
の
基
本
的
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
。『
四
書
大
全
』
は
明
の
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
『
四
書
集
注
』
の
注
釈
書
で
あ
る
。

（
2
）　

朱
子
の
『
論
語
集
注
』、『
孟
子
集
注
』
と
『
大
学
章
句
』、『
中
庸
章
句
』
を
さ
す
。

（
口
語
訳
）

初
学
者
が
言
っ
た
。「
本
当
に
御
諭さ
と
し
の
通
り
で
す
。『
論
語
』・『
孟
子
』
の
二
書
は
、
私
が
日
頃
熟
読
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
し
、『
四
書
集
註
』
や
『
四
書
大
全
』
を
は
じ
め
、
諸
家
の
注
釈
ま
で
も
探
し
求
め
ま
し
た
。
こ
の
二
書
は
本
当
に
日
々
の
生

活
に
役
立
つ
大
切
な
経
典
で
あ
り
、い
た
っ
て
丁
寧
な
も
の
で
す
。
し
か
し
密
か
に
思
う
に
は
、こ
の
外
に
も
別
の
、近
道
に
よ
っ

て
直
ち
に
、
自
然
と
道
に
至
る
も
の
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
違
い
ま
す
か
。」

私
は
言
っ
た
。「
間
違
っ
て
い
る
。
学
問
は
正
道
に
よ
る
こ
と
を
求
め
、
そ
の
功
は
熟
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
新

奇
な
も
の
を
好
ん
で
は
な
ら
な
い
。
早
道
を
求
め
て
は
い
け
な
い
。
水
が
満
ち
て
く
れ
ば
船
は
浮
か
び
、花
が
散
れ
ば
実
が
成
る
。

正
し
い
路
に
従
っ
て
い
っ
て
も
ま
だ
道
に
到
達
で
き
な
い
者
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
間
違
っ
た
路
に
よ
っ
て
、
道
に
到
っ
た

も
の
は
い
ま
だ
か
つ
て
い
な
い
。
苗
か
ら
、
穂
に
育
ち
、
実
を
結
ぶ
。
そ
れ
に
は
自
然
の
時
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
自
お
の
ず
から
悟
る

に
ま
か
せ
て
、
自
分
か
ら
悟
り
を
求
め
て
は
い
け
な
い
。『
論
語
』・『
孟
子
』
を
読
む
者
は
、
初
学
の
う
ち
は
、
も
と
よ
り
注
釈

を
捨
て
て
は
、
本
文
を
よ
く
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
も
し
『
集
注
』
や
『
章
句
』
を
通
読
し
た
な
ら
、
す
べ
て

の
注
釈
を
捨
て
去
っ
て
、
た
だ
そ
の
本
文
だ
け
を
熟
読
し
、
隅
々
ま
で
味
わ
い
、
そ
の
内
に
ゆ
っ
た
り
と
身
を
任
せ
て
そ
れ
が

自
身
の
一
部
と
な
れ
ば
、
孔
子
と
孟
子
の
言
葉
の
本
当
の
意
味
は
、
ま
る
で
深
い
眠
り
か
ら
突
然
醒
め
た
か
の
よ
う
に
、
胸
の

内
に
は
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
る
だ
ろ
う
。
今
君
が
疑
い
の
念
を
起
こ
さ
ず
に
い
ら
れ
な
い
の
は
、
皆
注
釈
に
引
き
ず
ら
れ
て
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い
る
か
ら
な
の
だ
。
天
下
の
道
理
は
、『
論
語
』・『
孟
子
』
の
二
書
に
よ
っ
て
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
に
加
え
る
こ
と
な
ど

な
い
。
そ
れ
を
疑
っ
て
は
な
ら
な
い
。」

（
解
説
）

　
「
天
下
の
理
」
と
い
う
言
葉
は
「
天
下
の
道
理
」
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
朱
子
学
的
な
宇
宙
万
物
を
生
み
出
し
、
万
物
に
賦
与

さ
れ
て
い
る
「
天
理
」
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
朱
子
は
人
の
心
に
植
え
つ
け
ら
れ
た
「
理
」
を
「
性
」
と
呼
び
、
そ

の
本
然
の
性
に
か
え
る
こ
と
を
学
の
目
標
と
し
た
。「
自
分
か
ら
悟
り
を
求
め
」
る
態
度
と
は
、
こ
の
よ
う
に
自
分
の
心
の
中
に

賦
与
さ
れ
た
「
理
」
と
は
何
か
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
仁
斎
は
「
理
」
に
よ
っ
て
天
道
と
人
道
が
繫
が
っ
て
い
る

と
い
う
考
え
を
否
定
し
、
そ
の
よ
う
な
観
照
的
学
問
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。

第
三
章

「
益え
き
を
請
う
」。
曰い
わ
く
、「
子
夫か

の
五
穀
を
識し

る
や
。
天
下
の
至し
み味
を
論
ず
る
と
き
は
、
則
ち
五
穀
に
至
っ
て
極き
わ
ま
る
。
八
珍
の

美
膳
、
醍だ
い
醐ご

の
上
味
と
雖い
え
ど
も
、
五
穀
の
常
に
食く
ら
う
べ
く
し
て
厭あ

か
ざ
る
に
若し

か
ず
。
況い
わ
ん
や
此
れ
に
非あ
ら
ざ
る
と
き
は
則
ち
以
て

軀く

命め
い
を
存
す
る
こ
と
莫な

し
。
若も

し
夫そ

れ
美
味
は
姑し
ば
ら
く
口
に
可
な
り
と
雖
ど
も
、
然し
か
れ
ど
も
之
を
嗜こ
の
ん
で
止や

ま
ざ
る
と
き
は
、

則
ち
必
ず
人
に
害
あ
り
。
前
輩
の
所い
わ
ゆ
る謂
異
味
を
嗜こ
の
む
者
は
、
必
ず
異い

疾し
つ
有
り
と
、
是こ
れ
な
り
。
論
語
の
道
に
於お

け
る
が
若ご
と
き
、
乃
す
な
わ

ち
食
中
の
嘉か

穀こ
く

な
り
。
之
を
四
海
に
施
し
て
準
じ
ゅ
ん

有
り
、
之
を
萬ば
ん
せ
い世

に
傅
え
て
弊つ
い

え
無
し
。
患う
れ

う
る
所
は
人
の
知
ら
ざ
る
に
在
る

の
み
」。

（
1
）

（
2
）

（
3
）
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注（
1
）　
「
周
礼
」
に
載
っ
て
い
る
八
種
類
の
特
別
料
理
。

（
2
）　

牛
乳
を
発
酵
さ
せ
て
作
る
飲
み
物
。

（
3
）　

明
の
謝しゃ
肇ちょう
せ
い

。
其
の
著
『
五ご
雑ざっ
俎そ
』
に
こ
の
言
葉
が
あ
る
。

（
口
語
訳
）

　
「
さ
ら
に
詳
し
く
教
え
て
く
だ
さ
い
」。

答
え
、「
君
は
あ
の
五
穀
を
知
っ
て
い
る
か
。
こ
の
世
に
存
在
す
る
究
極
の
味
は
何
か
を
論
ず
れ
ば
、
や
は
り
五
穀
に
勝
る
も

の
は
な
い
。
あ
の
八
珍
の
特
別
料
理
や
醍
醐
の
美
味
し
さ
も
、
五
穀
の
毎
日
食
べ
続
け
る
こ
と
が
出
来
て
、
し
か
も
飽
き
る
こ

と
が
な
い
の
に
比
べ
れ
ば
、
や
は
り
及
ば
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
五
穀
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
命
を
保
つ
こ
と
も
で
き
な
い
。

も
し
、
美
味
し
い
も
の
が
口
に
合
う
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
ば
か
り
を
好
ん
で
食
べ
続
け
れ
ば
、
そ
の
時
は
必
ず
人
体
に
害
が

あ
る
。
先
人
が
「
変
わ
っ
た
味
を
好
む
者
は
、
必
ず
変
な
病
に
か
か
る
」
と
い
う
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。『
論
語
』
が
道
を
学

ぶ
上
で
果
た
す
役
割
は
、
食
物
の
中
の
五
穀
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。『
論
語
』
の
教
え
は
世
界
中
の
ど
こ
で
も
準
拠
と
な
り
、

は
る
か
万
世
の
後
に
伝
え
て
も
損
な
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
心
配
な
の
は
、
こ
の
こ
と
を
人
々
が
知
ら
ず
に
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。」

（
解
説
）

『
論
語
』
を
五
穀
に
譬
え
る
こ
の
章
は
、
懐
徳
堂
の
富
永
仲
基
が
唱
え
た
「
誠
の
道
」
を
想
起
さ
せ
る
。
懐
徳
堂
は
十
八
世
紀

始
め
享
保
の
頃
に
大
坂
に
建
て
ら
れ
た
町
人
学
問
所
で
、
寛
政
期
に
は
全
国
か
ら
知
識
人
が
一
度
は
立
ち
寄
る
と
い
わ
れ
る
学
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校
と
な
っ
た
。
伊
藤
仁
斎
、
荻
生
徂
徠
の
い
わ
ゆ
る
古
学
を
批
判
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
初
期
の
懐
徳
堂
で
は
、
伊
藤
仁

斎
や
東
涯
も
招
か
れ
て
講
義
を
し
た
。
富
永
仲
基
は
そ
の
初
期
の
英
才
で
あ
る
が
、「
今
の
世
の
日
本
に
行
わ
れ
る
べ
き
道
」
と

し
て
誰
も
が
拠
る
べ
き
「
あ
た
り
ま
え
」
の
道
を
説
き
、
そ
れ
を
や
は
り
五
穀
に
譬
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
富
永
仲
基
は
近
代

に
な
っ
て
、
内
藤
湖
南
ら
に
顕
彰
さ
れ
時
代
を
越
え
た
天
才
と
ま
で
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
仲
基
の
提
唱
し
た
学
問
方
法
論
の

鋭
さ
に
対
す
る
評
価
で
あ
っ
て
、
こ
の
「
あ
た
り
ま
え
の
道
」
は
、
昔
か
ら
言
い
ふ
る
さ
れ
た
通
俗
道
徳
に
す
ぎ
な
い
と
し
て

殆
ど
無
視
さ
れ
、
仲
基
が
敢
え
て
「
あ
た
り
ま
え
」
の
重
要
さ
を
説
い
た
こ
と
の
意
義
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し

か
し
や
は
り
そ
れ
は
仁
斎
が
切
り
開
い
た
新
し
い
人
倫
世
界
へ
の
ま
な
ざ
し
の
中
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
仁
斎
が
繰

り
返
し
、
日
用
平
易
の
道
を
説
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
従
来
の
学
問
の
あ
り
方
を
根
本
か
ら
変
え
る
革
命
的
な

も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
思
考
の
枠
組
み
の
大
き
な
変
化
と
、
そ
れ
に
伴
う
世
界
観
、
人
間
観
の
変
化
が
あ

る
こ
と
を
私
た
ち
は
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章

　

問
う
、「
吾わ
れ
宋そ
う
み
ん明の
諸
儒
及
び
禪ぜ
ん
そ
う莊
の
諸
書
、
議
論
高
遠
遽に
わ
かに
通
じ
難が
た
き
者
に
於お
い
て
は
、
固ま
こ
とに
其
の
至
言
妙
道
爲た

る
か
と
疑
う
。

論
語
の
若ご
と
き
は
、
則
ち
甚は
な
はだ
平
淡
、
殊こ
と
に
意
味
無
き
こ
と
を
覺お
ぼ
う
。
如い
か
ん何
」。
曰
く
、「
艱か
ん

澁じ
ゅ
う

奇き

僻へ
き

、
遽に
わ
かに
通
じ
難
き
者
は
、

反か
え
っ
て
通
ず
べ
し
。
惟た
だ
論
語
は
知
る
べ
か
ら
ず
。
至
言
は
泛は
ん
ぜ
ん然
た
る
が
若
く
、
邪
説
は
人
を
動
か
し
易や
す
し
。
泛は
ん
ぜ
ん然
た
る
が
若
し
。

故
に
得
て
知
る
べ
か
ら
ず
。
人
を
動
か
し
易
し
。
故
に
覺お
ぼ

え
ず
自
お
の
ず
から

其
の
窠か

臼き
ゅ
う

に
陥お
ち
いる

。
温
厚
和
平
、
從
し
ょ
う

容よ
う

正
大
な
る
者
に
非あ
ら

ず
ん
ば
、
必
ず
論
語
の
妙
に
通
ず
る
こ
と
能あ
た
わ
ず
。
氣
質
偏へ
ん

勝し
ょ
う、
奇
を
耽ふ
け
り
高
き
に
騖は

す
る
者
の
得
て
知
る
所
に
非
ず
。
今
子し

語
孟
を
外ほ
か
に
し
て
徑た
だ
ち
に
至
道
に
詣い
た
ら
ん
と
欲
す
。
此
れ
乃す
な
わち
邪じ
ゃ
へ
き僻
に
陥
る
の
漸ぜ
ん
、
其
の
後
復ま
た
救
う
べ
か
ら
ず
。
慎つ
つ
しん
で
近
世
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学
者
の
故こ

轍て
つ
を
踏
む
こ
と
勿な
か
れ
。
昔
む
か
し

漢
五ご

經き
ょ
う

博は
か
せ士
を
置
い
て
、
論
語
博
士
を
置
く
こ
と
を
知
ら
ず
。
宜む
べ
な
り
、
論
語
の
若
き
は
、

其
の
語
平
淡
に
し
て
、
意
味
深
長
、
故
に
漢か
ん
ひ
と人
と
雖い
え
ど
も
、
復ま
た
其
の
理
到
り
道
到
り
、
廣こ
う

大だ
い

周し
ゅ
う

徧へ
ん

、
高
く
六り
っ
け
い經
の
上
に
出い

づ
る

こ
と
を
知
ら
ず
。
程て
い
子し

の
曰い
わ
く
、『
論
語
孟
子
既
に
治
む
る
と
き
は
、
則
ち
六
經
治
め
ず
し
て
明
ら
か
な
る
べ
し
』
と
。
こ
の
論

實
に
古こ

今こ
ん
の
明
言
な
り
。
大た
い
て
い抵
詞こ
と
ば

直な
お
く
理
明
ら
か
に
、
知
り
易や
す
く
記き

し
易
き
者
は
、
必
ず
正
理
な
り
。
詞
艱か
ん
に
理
遠
く
、
知
り

難が
た
く
記
し
難
き
者
は
、
必
ず
邪
説
な
り
。
子
此
れ
を
以
て
之
を
求
め
ば
、
天
下
の
書
に
於
て
、
百
一い
つ
を
失
わ
ず
」。

注（
1
）　

五
経
と
は
詩
、
書
、
易
、
礼
、
春
秋
を
指
す
。
漢
代
の
大
学
に
は
こ
れ
ら
を
専
門
に
教
え
る
講
座
が
あ
り
、
五
経
博
士
が
任
命
さ
れ
た
。

（
2
）　

五
経
に
楽
経
を
加
え
た
も
の
。
た
だ
し
楽
経
は
散
逸
し
て
伝
わ
ら
な
い
。

（
3
）　

朱
子
よ
り
前
の
北
宋
の
学
者
、
程
伊
川
の
言
葉
。
兄
程
明
道
と
と
も
に
二
程
子
と
呼
ば
れ
る
。

（
口
語
訳
）

問
う
、「
私
は
宋
代
、
明
代
の
儒
者
た
ち
、
そ
れ
に
禅
宗
や
荘
子
の
書
な
ど
、
そ
の
議
論
が
と
て
も
高
尚
で
、
す
ぐ
に
は
解
り

に
く
い
も
の
は
、本
当
に
究
極
の
言
葉
で
あ
り
、霊
妙
な
道
を
説
く
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て『
論
語
』は
、

と
て
も
平
易
で
、
特
に
深
い
意
味
も
な
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
ど
う
で
す
か
。」

答
え
、「
難
解
で
一
風
変
わ
っ
て
い
て
、
す
ぐ
に
は
理
解
で
き
な
い
も
の
は
、
か
え
っ
て
解
り
や
す
い
も
の
だ
。
た
だ
『
論
語
』

は
知
る
こ
と
が
難
し
い
。
究
極
の
言
葉
は
、
広
く
つ
か
み
ど
こ
ろ
が
な
い
が
、
邪
説
は
人
を
動
か
し
や
す
い
。
広
く
つ
か
み
ど

こ
ろ
が
な
い
か
ら
、
究
極
の
言
葉
は
知
る
こ
と
が
難
し
い
。
邪
説
は
人
を
動
か
し
や
す
い
の
で
、
知
ら
な
い
う
ち
に
そ
の
落
と

し
穴
に
は
ま
っ
て
し
ま
う
。
温
厚
で
穏
や
か
で
、
ゆ
っ
た
り
と
し
て
言
行
が
立
派
な
人
で
な
い
と
、
決
し
て
『
論
語
』
の
素
晴

（
1
）

（
2
）

（
3
）
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ら
し
さ
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
生
ま
れ
つ
き
の
気
性
が
偏
屈
で
、
新
奇
な
も
の
を
好
み
、
高
尚
な
も
の
を
追
い
か
け

る
人
に
は
理
解
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
今
君
は
『
論
語
』・『
孟
子
』
を
さ
し
措
い
て
、
近
道
を
し
て
道
に
到
ろ
う
と
望
ん
で

い
る
。
こ
れ
こ
そ
間
違
っ
た
性
癖
に
陥
る
き
ざ
し
な
の
で
、
そ
う
な
っ
て
か
ら
で
は
救
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
け
っ
し
て
近
頃

の
学
者
た
ち
の
辿
っ
た
道
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
昔
漢
の
時
代
に
は
、
五
経
博
士
と
い
う
も
の
を
置
い
て
い
た
が
、
論
語
博

士
を
置
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
な
る
ほ
ど
『
論
語
』
は
、
そ
の
言
葉
は
平
易
に
見
え
て
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
深
く
、
含
蓄
に

富
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
漢
代
の
人
達
で
さ
え
、
論
語
は
そ
の
道
理
が
到
ら
ぬ
と
こ
ろ
な
く
、
広
大
で
も
ら
す
と
こ
ろ
が
な
く
、

は
る
か
に
六
経
よ
り
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
の
は
無
理
も
な
い
。
程
伊
川
は
、『
論
語
と
孟
子
が
習
得
で
き
た
な

ら
、
六
経
は
学
ば
な
く
て
も
す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
』
と
言
っ
た
。
こ
れ
は
ま
こ
と
に
古
今
を
通
じ
た
名

言
で
あ
る
。
た
い
て
い
言
葉
が
素
直
で
論
理
が
は
っ
き
り
と
し
て
い
て
、
解
り
や
す
く
覚
え
や
す
い
も
の
は
、
か
な
ら
ず
正
し

い
道
理
と
い
っ
て
よ
い
。
言
葉
が
難
し
く
覚
え
に
く
い
も
の
は
、か
な
ら
ず
や
邪
説
で
あ
る
。
君
が
こ
れ
に
基
づ
い
て
見
る
な
ら
、

世
界
中
の
書
を
見
て
も
、
百
に
一
つ
の
間
違
い
も
な
い
だ
ろ
う
。」

（
解
説
）

「
邪
説
は
人
を
た
や
す
く
動
か
す
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
だ
ろ
う
か
。
仁
斎
が
具
体
的
に
挙
げ
て
い
る
書
、
な
か
で
も
禅
宗
の

高
僧
の
語
録
な
ど
は
、
飛
躍
や
逆
説
に
満
ち
て
い
る
し
、
そ
う
た
や
す
く
理
解
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
い
た
い
禅
の
悟
り

と
い
う
も
の
は
書
物
を
読
ん
で
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
言
葉
が
難
解
な
の
は
当
然
だ
ろ
う
。
ま
た
荘
子
は

幻
想
的
な
比
喩
に
満
ち
た
文
体
で
あ
り
、
そ
こ
が
ま
た
人
々
を
惹
き
付
け
る
魅
力
に
も
な
る
。
そ
う
い
う
言
説
は
一
般
の
人
に

は
分
か
ら
な
い
高
尚
な
も
の
な
の
だ
と
い
う
幻
想
を
与
え
、
人
々
を
動
か
し
て
い
く
、
と
仁
斎
は
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
。
た
し
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か
に
難
解
な
言
葉
は
注
釈
を
必
要
と
し
、
注
釈
に
よ
っ
て
人
々
は
そ
れ
を
理
解
し
た
よ
う
な
気
に
な
る
。
し
か
し
平
明
な
誰
に

で
も
分
か
る
言
葉
の
真
の
意
味
は
、
注
釈
に
よ
っ
て
分
か
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
「
論
語
は
知
る
べ
か
ら
ず
」

と
言
う
の
で
あ
る
。
大
衆
を
煽
動
す
る
デ
マ
ゴ
ギ
ー
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
今
で
も
重
要
な
問
題
だ
ろ
う
。

第
五
章

　

問
う
、「
從
来
皆
論
語
を
以
て
徒い
た
ずら
に
平
易
近
情
、
意
味
親
切
な
り
と
爲し

て
、
未
だ
其
の
廣
大
甚は
な
は

だ
深
く
、
此か
く
の
如ご
と
く
知
り
難

き
こ
と
を
知
ら
ず
。
冀ね
が
わ
く
ば
申か
さ
ね
て
審し
ん
ゆ喩
を
垂た

れ
よ
」。
曰い
わ
く
、「
論
語
の
書
は
、
聖
人
大
中
至
正
の
心
を
以
て
、
大
中
至
正

の
道
を
説
く
。
故
に
唯た
だ
大
中
至
正
の
人
、
能よ

く
之
を
知
る
。
子
必
ず
知
り
難
く
行
い
難
く
高
遠
及
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
者
を
以
て
至

道
と
爲し

て
、
知
り
易
く
行
い
易
く
平
正
親
切
な
る
者
、
却か
え
っ
て
是
れ
萬ば
ん

世せ
い

不ふ

易え
き

天
下
極き
ょ
く

至し

の
理
な
る
こ
と
を
知
ら
ず
。
蓋け
だ
し
知

り
難
く
行
い
難
く
高
遠
及
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
の
説
は
、
乃す
な
わち
異
端
邪
説
に
し
て
、
知
り
易
く
行
い
易
く
平
正
親
切
な
る
者
は
、
便
す
な
わ

ち
是こ

れ
堯ぎ
ょ
う

舜し
ゅ
ん

の
道
に
し
て
、
孔
子
立
教
の
本
原
、
論
語
の
宗そ
う
旨し

な
り
。
昔む
か
し在
孔
子
旁あ
ま
ねく
古
今
を
觀み

、
群
聖
を
歷れ
き
せ
ん選
し
、
特
に
堯

舜
を
祖
述
し
、
文
武
を
憲
章
し
、
盡
こ
と
ご
とく
夫か

の
知
り
難
く
行
い
難
く
、
磅ほ
う
は
く
廣
大
窺う
か
がい
測
る
べ
か
ら
ざ
る
の
説
を
黜し
り
ぞけ
て
、
其
の

知
り
易
く
行
い
易
く
萬
世
不
易
の
道
を
立
て
て
、
以
て
生せ
い
み
ん民
の
極
と
爲し

、
之
を
門
人
に
傳
え
、
之
を
後
世
に
詔つ

ぐ
。
故
に
論
語

の
一
書
、
実
に
最
上
至
極
宇
宙
第
一
の
書
と
爲し

て
、
孔
子
の
聖
、
生
民
以
來
未
だ
嘗か
つ
て
有
ら
ず
し
て
、
堯
舜
に
賢ま
さ
れ
る
こ
と
遠

し
と
爲す

る
所ゆ
え
ん以
の
者
は
、
此
れ
を
以
て
な
り
。
而
し
て
孟
子
の
書
、
又
論
語
に
亞つ

い
で
孔
子
の
旨む
ね
を
發
明
す
る
者
な
り
。
其
の

言
に
曰
く
、『
堯
舜
の
道
は
、
孝こ
う
て
い弟

の
み
』。
又
其
の
知
り
難
く
行
い
難
く
高
遠
及
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
の
説
を
斥し
り
ぞけ

て
、
以
て
邪
説

と
爲し

、
暴
行
と
爲
、
痛
く
之
を
拒
絶
し
て
、
專も
っ
ぱら
仁
義
の
旨む
ね
を
唱と
な
う
。
蓋け
だ
し
論
語
の
義ぎ
そ疏
な
り
。
故
に
學
者
實
に
斯こ

の
理
を
知

り
得
て
、
而し
か
る
後の
ち
當ま
さ
に
論
孟
の
二
書
を
讀
む
べ
し
。
然
ら
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
字
ご
と
に
解
し
句
ご
と
に
釋し
ゃ
くし
、
精く
わ
し
き
こ
と

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）
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蠶さ
ん
し糸
の
若ご
と
く
、
密
な
る
こ
と
牛
ぎ
ゅ
う
も
う
毛
の
若
し
と
雖い
え
ど
も
、
實
に
論
孟
を
侮あ
な
どる
者
な
り
。
豈あ
に
之
を
尊
信
す
と
謂い

う
べ
け
ん
や
。
從
じ
ゅ
う
ぜ
ん前

の
學
者
、
皆
論
語
を
以
て
、
徒い
た
ずら
に
孔
門
一
時
問
答
の
語
と
爲し

て
、
其
の
高
く
六
經
の
上
に
出い

づ
る
こ
と
を
知
ら
ず
。
道
の
天

下
後
世
に
明
ら
か
な
ら
ず
行
わ
れ
ざ
る
所ゆ
え
ん以
の
者
は
、
職も
と
と
し
て
此
の
由よ
し
な
り
。
學
者
審つ
ま
び

ら
か
に
せ
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。」

注（
1
）　

堯
帝
と
舜
帝
。
中
国
古
代
の
聖
人
。
徳
の
あ
る
天
子
の
代
表
と
さ
れ
る
。

（
2
）　

周
の
国
を
建
て
た
文
王
と
武
王
。

（
3
）　

こ
の
言
葉
は
仁
斎
の
『
論
語
古
義
』
稿
本
各
章
の
巻
頭
と
末
尾
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）　
『
孟
子
』
告
子
下
篇
第
二
章

（
口
語
訳
）

問
う
、「
こ
れ
ま
で
皆
『
論
語
』
を
た
だ
解
り
や
す
く
人
情
に
か
な
い
、
そ
の
内
容
も
身
近
な
も
の
で
あ
る
と
の
み
思
い
、
そ

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
と
て
も
広
く
、
ま
た
非
常
に
深
く
、
そ
れ
を
知
る
こ
と
は
と
て
も
難
し
い
と
い
う
こ
と
を
知
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
さ
ら
に
詳
し
く
教
え
て
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。」

答
え
、「『
論
語
』
と
い
う
書
は
、
聖
人
が
偏
り
の
な
い
正
し
い
心
で
、
偏
り
の
な
い
正
し
い
道
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
偏
り
の
な
い
正
し
い
人
の
み
が
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
君
は
き
っ
と
、知
る
こ
と
が
難
し
く
行
う
こ
と
も
難
し
く
、

高
遠
で
な
か
な
か
達
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
を
究
極
の
道
だ
と
思
っ
て
、
知
り
や
す
く
行
い
や
す
く
、
解
り
や
す
く
正
し

い
身
近
な
道
こ
そ
か
え
っ
て
万
世
に
わ
た
っ
て
変
わ
ら
な
い
世
界
の
究
極
の
道
理
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。
私
が

思
う
に
、
知
る
こ
と
が
難
し
く
行
う
こ
と
も
難
し
く
、
高
遠
で
な
か
な
か
達
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
説
は
、
異
端
の
邪
説
で
あ
り
、
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知
り
や
す
く
行
い
や
す
く
、
解
り
や
す
く
正
し
い
身
近
な
説
こ
そ
が
そ
の
ま
ま
堯
舜
の
道
で
あ
り
、
孔
子
が
教
え
を
立
て
た
そ

の
根
本
、『
論
語
』
の
教
え
の
中
心
で
あ
る
。
む
か
し
孔
子
は
広
く
古
今
を
見
渡
し
、
聖
人
た
ち
を
選
り
す
ぐ
っ
て
、
そ
の
中
で

も
特
に
堯
舜
の
道
を
受
け
継
い
で
祖
述
し
、
文
王
・
武
王
を
顕
彰
し
、
知
る
こ
と
が
難
し
く
行
う
こ
と
も
難
し
く
、
限
り
な
く

広
大
で
窺
い
測
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
説
を
す
べ
て
斥
け
て
、
知
り
や
す
く
行
い
や
す
く
万
世
に
わ
た
っ
て
変
わ
ら
な
い

道
を
立
て
、
そ
れ
を
人
民
の
た
め
の
基
準
と
し
て
、
こ
れ
を
弟
子
に
伝
え
、
後
世
の
教
え
と
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
『
論
語
』
と
い

う
書
は
、
ま
こ
と
に
最
上
至
極
宇
宙
第
一
の
書
で
あ
り
、
孔
子
の
聖
徳
は
、
人
間
が
生
ま
れ
て
以
来
い
ま
だ
か
つ
て
無
い
も
の
で
、

堯
舜
よ
り
は
る
か
に
優
れ
て
い
る
と
す
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
そ
し
て
『
孟
子
』
は
、『
論
語
』
に
つ
い
で
孔
子
の
教
え
を
明

ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
に
『
堯
舜
の
道
は
孝
弟
の
み
』
と
あ
る
。
ま
た
知
る
こ
と
が
難
し
く
行
う
こ
と
も
難
し

く
高
遠
で
達
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
説
を
斥
け
て
、
そ
れ
を
邪
説
と
し
、
道
を
滅
ぼ
す
行
い
で
あ
る
と
し
、
き
っ
ぱ
り
と
こ
れ

を
拒
絶
し
て
専
ら
仁
義
の
教
え
を
唱
え
た
。『
論
語
』
の
意
味
を
解
り
や
す
く
解
明
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ゆ
え
に
道

を
学
ぶ
者
は
、
こ
の
道
理
を
知
っ
た
上
で
、
そ
の
後
に
『
論
語
』・『
孟
子
』
の
二
書
を
読
む
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
と
き

に
は
、
一
字
ご
と
に
解
説
し
、
一
句
ご
と
に
解
釈
し
、
そ
れ
が
繭
の
糸
の
よ
う
に
精
細
で
、
牛
毛
の
よ
う
に
緻
密
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
実
は
『
論
語
』
と
『
孟
子
』
を
侮
る
も
の
で
あ
る
。
二
書
を
尊
敬
し
、
信
じ
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ま

で
道
を
学
ぶ
者
は
、『
論
語
』
を
た
だ
孔
子
と
そ
の
弟
子
た
ち
の
一
時
の
問
答
の
言
葉
に
す
ぎ
な
い
と
し
、
そ
れ
が
は
る
か
に
六

経
よ
り
も
上
に
位
置
す
る
書
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
道
が
後
世
明
ら
か
で
な
く
、
行
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
は
、
主
と
し

て
こ
の
た
め
で
あ
る
。
道
を
学
ぶ
者
は
こ
れ
を
は
っ
き
り
と
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
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（
解
説
）

　
「
大
中
至
正
」
と
は
、
易
の
「
中
正
」
と
い
う
言
葉
を
本
と
し
て
い
る
。「
中
」
と
い
う
言
葉
は
、
朱
子
学
に
あ
っ
て
は
ま
さ

に
「
ど
真
ん
中
」
で
、
厳
密
な
意
味
だ
が
、
仁
斎
は
そ
の
よ
う
に
正
確
に
中
で
な
く
て
も
よ
い
、
常
識
的
に
偏
ら
な
い
と
い
う

意
味
で
よ
い
と
解
し
て
い
る
。「
邪
説
暴
行
」
と
は
、『
孟
子
』
滕
文
公
下
篇
で
、『
春
秋
』
の
意
義
を
説
く
場
面
に
出
る
言
葉
で
、

孔
子
は
邪
説
暴
行
を
防
ぐ
た
め
に
歴
史
を
書
き
残
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
仁
斎
は
む
し
ろ
一
般
的
に
、
邪
説
が
は
び
こ
る

と
暴
行
が
生
ま
れ
る
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
「
邪
説
暴
行
」
と
い
う
言
葉
を
、
朱
子
学
に
代
表
さ
れ
る
難
解
で
高

遠
な
議
論
一
般
に
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仁
斎
は
『
論
語
』
の
平
易
な
教
え
こ
そ
、
時
空
を
越
え
た
人
類
全
体
の
学
問
の
基

盤
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。

「
最
上
至
極
宇
宙
第
一
」
の
書
と
は
、
晩
年
に
い
た
る
ま
で
仁
斎
の
確
信
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

第
六
章

　

問
う
、「
論
語
は
平
易
に
し
て
知
り
易や
す
く
、
六り
っ
け
い經
は
深
奧
に
し
て
讀
み
難
し
。
今
論
語
の
理
、
高
く
六
經
の
上
に
出
づ
と
説
く
。

不い
ぶ
か審
し
如い
か
ん何
」。
曰
く
、「
程
子
云
わ
ず
や
、『
論
孟
既
に
明
ら
か
な
る
と
き
は
、
則
ち
六
經
治
め
ず
し
て
明
ら
か
な
ら
ん
』
と
。

蓋け
だ
し
六
經
の
道
は
、
平
正
通
達
、
萬
世
人
倫
の
道
備そ
な
わ
れ
り
。
然し
か
れ
ど
も
論
孟
に
通
じ
て
、
而し
か
る
後の
ち
六
經
の
學
益え
き
有
り
。
然
ら

ざ
れ
ば
則す
な
わち
六
經
徒い
た
ず
らに
虚き
ょ
器き

と
爲な

つ
て
、
今
日
の
用
爲た

ら
ず
。
猶な
お
三
代
の
彝い
き器
、
之
を
几き

上じ
ょ
うに
寘お

く
べ
く
し
て
、
之
を
日
用
に

施
す
べ
か
ら
ざ
る
が
ご
と
し
。
後
世
儒
者
の
易
春
秋
を
解
す
る
、
其
の
説
奇き
こ古

艱か
ん
し
ん深

、
人
倫
日
用
に
近
か
ら
ざ
る
者
は
、
蓋け
だ

し

此こ
れ
を
以
て
な
り
。
詩
書
の
二
經
も
亦
然
り
。
獨
ひ
と
り
程
子
の
易え
き
で
ん傳
、
夐は
る
か
に
諸
儒
の
上
に
出
で
て
、
三
代
以
來
の
好
書
と
爲な

る
所ゆ
え
ん以

の
者
は
、
其
の
論
孟
の
理
よ
り
來き
た
る
を
以
て
な
り
。
是
れ
論
語
の
高
く
六
經
の
上
に
出
づ
る
所ゆ
え
ん以
な
り
」。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）



 99 伊藤仁斎『童子問』を読む（一）

注（
1
）　

人
と
人
が
交
わ
る
道
。「
人
倫
」
に
つ
い
て
は
第
八
章
の
解
説
参
照
。

（
2
）　

夏
殷
周
の
三
つ
の
王
朝
。
六
経
に
記
さ
れ
る
聖
人
た
ち
の
時
代
で
あ
る
。

（
3
）　

易
は
卜
占
の
書
で
、
後
世
万
物
の
変
化
と
倫
理
を
結
び
つ
け
る
哲
学
的
解
釈
が
生
ま
れ
た
。
春
秋
は
孔
子
が
著
し
た
と
い
わ
れ
る
魯

国
の
歴
史
。
一
字
一
字
に
孔
子
の
批
判
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
注
釈
が
生
ま
れ
た
。

（
4
）　

程
伊
川

（
口
語
訳
）

　

問
う
、「『
論
語
』
は
平
易
で
解
り
や
す
く
、
六
経
は
奥
が
深
く
て
読
む
の
が
困
難
で
す
。
今
先
生
は
『
論
語
』
の
道
理
は
、

は
る
か
に
六
経
の
上
に
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。」

　

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

か
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
』
と
。
思
う
に
六
経
の
道
は
、
平
ら
か
で
正
し
く
、
す
べ
て
に
行
き
渡
っ
て
お
り
、
万
世
に
わ

た
る
人
間
社
会
の
道
が
備
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
『
論
語
』
と
『
孟
子
』
に
通
暁
し
た
後
に
六
経
を
学
ん
で
始
め
て
益
が
あ
る

の
で
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
六
経
は
た
だ
中
身
の
な
い
入
れ
物
の
よ
う
に
な
っ
て
、
今
日
実
際
の
役
に
立
た
な
い
。
夏
・
殷
・
周

の
三
代
の
祭
器
は
、
机
の
上
に
置
く
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
れ
を
日
常
生
活
で
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

後
世
の
儒
者
た
ち
の
『
易
経
』
や
『
春
秋
』
の
解
釈
が
、
古
代
を
尚
び
、
難
解
深
長
で
、
人
間
世
界
の
日
常
生
活
か
ら
ほ
ど
遠

い
も
の
と
な
る
の
は
、お
そ
ら
く
こ
の
た
め
で
あ
る
。『
詩
経
』・『
書
経
』
の
二
書
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
程
伊
川
の
『
易
経
』

注
釈
が
、
は
る
か
に
諸
々
の
儒
者
た
ち
の
注
釈
に
ま
さ
っ
て
、
三
代
の
時
以
来
の
好
書
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
『
論
語
』・

『
孟
子
』に
説
か
れ
た
道
理
に
拠
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ『
論
語
』が
は
る
か
に
六
経
よ
り
優
れ
て
い
る
理
由
で
あ
る
。」
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（
解
説
）

　
『
童
子
問
』
下
巻
で
、
仁
斎
は
諸
経
の
性
質
を
論
じ
て
い
る
が
、
六
経
と
は
古
代
の
人
間
世
界
の
あ
り
方
を
そ
の
ま
ま
遺
し
て

い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
を
理
解
す
る
に
は
、
あ
る
視
点
と
方
法
が
無
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
仁
斎
の
い
う
「
理
」

と
は
、
朱
子
学
的
な
万
物
の
存
在
根
拠
と
し
て
の
「
理
」
で
は
な
く
、「
道
」
と
近
い
意
味
で
あ
る
。
仁
斎
は
『
語
孟
字
義
』
の

中
で
、「
道
は
往
来
を
も
っ
て
言
う
。
理
は
条
理
を
も
っ
て
言
う
」
と
い
い
、「
事
物
の
条
理
」
と
し
て
の
理
で
あ
る
と
い
う
。

そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
「
論
孟
の
理
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、『
論
語
』
と
『
孟
子
』
の
道
に
そ
な
わ
る
道
理
を
指
す
。
口
語
訳
で
は
、

仁
斎
の
い
う
「
理
」
を
「
道
理
」
と
訳
し
、
朱
子
学
の
「
理
」
と
区
別
し
て
い
る
。

程
伊
川
の
易
経
注
釈
を
三
代
以
来
の
好
書
と
評
価
す
る
な
ど
、
仁
斎
は
程
明
道
を
尊
敬
し
て
い
た
と
言
わ
れ
る
が
、
程
伊
川

を
も
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

第
七
章

　

問
う
、「
先
生
既す
で
に
孟
子
を
以
て
論
語
の
義ぎ
そ疏
と
爲す

。
然し
か
る
と
き
は
則す
な
わち
學
者
專も
っ
ぱら
論
語
を
讀
ん
で
、
孟
子
に
至
っ
て
は
、
則

ち
必
ず
讀
ま
ず
と
雖い
え
ど
も
害
無
き
か
」。
曰
く
、「
然
ら
ず
。
註ち
ゅ
うと
は
夫か
の
經
に
通
ず
る
こ
と
を
求
む
る
所ゆ
え
ん以
な
り
。
學
者
孟
子
を

熟
讀
せ
ず
ん
ば
、
必
ず
論
語
の
義
に
達
す
る
こ
と
能あ
た
わ
ず
。
蓋け
だ
し
論
語
の
津し
ん
ば
つ筏
な
り
。
論
語
は
專
ら
仁
義
禮
智
を
修
む
る
の
方ほ
う

を
説
い
て
、
未い
ま
だ
嘗か
つ
て
其
の
義
を
發
明
せ
ず
。
孟
子
の
時
、
聖
遠
く
道
湮し
ず
み
、
大
義
既
に
乖そ
む
く
。
故
に
孟
子
學
者
の
爲た
め
に
諄
じ
ゅ
ん

諄じ
ゅ
ん

然ぜ
ん

と
し
て
其
の
義
を
剖ほ
う
べ
つ別

し
、
其
の
理
を
闡せ
ん
め
い明

し
て
、
丁
寧
詳し
ょ
う

悉し
つ

、
復ま
た

餘よ

蘊う
ん

無
し
。
故
に
七
篇
の
義
に
通
じ
て
、
而し
か

る
後の
ち

論
語

の
理
、
始
め
て
明
ら
か
な
る
べ
し
。
孟
子
の
曰
く
、『
惻そ
く
い
ん隱
の
心
は
、
仁
の
端
な
り
。
羞し
ゅ
う

惡お

の
心
は
、
義
の
端
な
り
。
辭じ

讓じ
ょ
うの
心

は
、
禮
の
端
な
り
。
是
非
の
心
は
、
智
の
端
な
り
』。
又
曰
く
、『
人ひ
と
皆
忍
び
ざ
る
所
有
り
。
之
を
其
の
忍
ぶ
所
に
達
す
る
は
、

（
1
）

（
2
）
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仁
な
り
。
人
皆
爲せ

ざ
る
所
有
り
。
之
を
其
の
爲す

る
所
に
達
す
る
は
、
義
な
り
』。
是
れ
仁
義
禮
智
四
字
の
解
な
り
。
學
者
當ま
さ
に
此

れ
に
據よ

っ
て
體た
い
に
ん認
熟
讀
し
て
、
而
る
後
之
を
論
語
に
推お

す
べ
し
。
則
ち
其
の
義
始
め
て
較こ
う
ぜ
ん然
た
ら
ん
。
設も

し
孟
子
を
去
っ
て
特

に
論
語
の
字じ

面め
ん
に
據
っ
て
之
を
解
せ
ん
と
欲
す
る
と
き
は
、
則
ち
惟た
だ
其
の
義
を
得
ざ
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
必
ず
大
い
に
道
を
錯
あ
や
ま

る
に
至
る
。
從
前
の
註
解
、
仁
義
禮
智
の
義
に
愜か
な
わ
ざ
る
者
は
、
正
に
此こ
れ
を
以
て
な
り
。
所ゆ
え以
に
孟
子
の
書
、
徒た
だ
に
論
語
に
功

有
る
の
み
に
非あ
ら
ず
、
實
に
萬
世
の
學
者
に
功
有
り
。
其
の
論
語
と
並
び
稱し
ょ
うせ
ら
る
る
こ
と
を
得う

る
者
は
、
良ま
こ
とに
以ゆ
え
有
り
」。

注（
1
）　
『
孟
子
』
公
孫
丑
上
篇
第
六
章

（
2
）　
『
孟
子
』
盡
心
下
篇
第
三
十
一
章

（
口
語
訳
）

　

問
う
、「
先
生
は
先
に
『
孟
子
』
を
『
論
語
』
の
解
説
書
で
あ
る
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
な
ら
ば
道
を
学
ぶ
者
は
、
も
っ
ぱ

ら
『
論
語
』
を
読
ん
で
、『
孟
子
』
は
必
ず
し
も
読
ま
な
く
て
も
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。」

　

答
え
、「
そ
う
で
は
な
い
。
註
と
い
う
も
の
は
そ
の
経
典
に
通
暁
す
る
こ
と
を
求
め
る
た
め
の
も
の
だ
。
道
を
学
ぶ
者
は
、『
孟

子
』
を
熟
読
し
な
け
れ
ば
、
決
し
て
『
論
語
』
の
意
味
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
思
う
に
『
孟
子
』
は
『
論
語
』
に
達

す
る
た
め
の
渡
し
船
の
よ
う
な
も
の
だ
。『
論
語
』
は
も
っ
ぱ
ら
仁
義
礼
智
を
習
得
す
る
方
法
を
説
い
て
い
て
、
仁
義
礼
智
の
意

味
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
孟
子
の
時
代
に
は
、聖
人
た
ち
は
遠
い
存
在
と
な
り
、道
は
埋
も
れ
て
見
え
な
く
な
っ
て
、

正
し
い
意
味
が
失
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
孟
子
は
、
道
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
言
葉
を
尽
く
し
て
仁
義
礼
智
の
意
味
を
詳
し
く

分
析
し
、
そ
の
道
理
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
の
丁
寧
で
詳
し
い
こ
と
は
余
す
所
が
な
い
。
ゆ
え
に
『
孟
子
』
七
篇
の
意
味
す
る
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と
こ
ろ
に
通
暁
し
て
、
そ
の
後
に
『
論
語
』
の
道
理
は
始
め
て
あ
き
ら
か
に
な
る
。
孟
子
は
言
っ
て
い
る
。「
憫あ
わ
れみ
の
心
は
仁
の

本
で
あ
る
。
良
か
ら
ぬ
行
い
を
恥
じ
る
心
は
義
の
本
で
あ
る
。
へ
り
く
だ
り
譲ゆ
ず
る
心
は
礼
の
本
で
あ
る
。
是
非
を
知
る
心
は
智

の
本
で
あ
る
」
と
。
ま
た
こ
う
も
言
う
。「
人
に
は
皆
ど
う
し
て
も
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
思
い
や
り
の
心
が
あ
る
。
そ

れ
を
せ
ず
に
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
ま
で
、
推
し
広
め
て
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
の
が
仁
で
あ
る
。
人
に
は
、
し
て
は
い
け
な
い
と

思
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
を
し
て
も
よ
い
と
思
う
も
の
に
ま
で
推
し
広
め
て
い
っ
た
の
が
義
で
あ
る
」
と
。
こ
れ
が
仁
義
礼
智

と
い
う
四
つ
の
文
字
の
解
釈
で
あ
る
。
道
を
学
ぶ
も
の
は
、こ
の
解
釈
に
よ
っ
て
、そ
の
意
味
を
身
を
以
て
知
る
ま
で
熟
読
し
て
、

そ
の
後
に
こ
れ
を
『
論
語
』
を
読
む
た
め
に
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
始
め
て
そ
の
意
味
が
は
っ
き
り
と
理
解

で
き
る
だ
ろ
う
。
も
し
『
孟
子
』
を
捨
て
て
、
た
だ
『
論
語
』
の
字
づ
ら
だ
け
に
拠
っ
て
そ
の
意
味
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
、

た
だ
そ
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
必
ず
大
き
く
道
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
の
注
解
が
仁
義
礼
智
の

意
味
に
合
っ
て
い
な
い
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
故
で
あ
る
。
だ
か
ら
『
孟
子
』
と
い
う
書
は
、
た
だ
『
論
語
』
の
た
め
に
功
績
が

あ
る
だ
け
で
な
く
、
ま
こ
と
に
万
世
の
道
を
学
ぶ
者
に
と
っ
て
役
に
立
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
『
論
語
』
と
並
び
称
せ

ら
れ
る
の
は
、
ま
こ
と
に
理
由
の
あ
る
こ
と
な
の
だ
。」

（
解
説
）

こ
の
章
は
『
孟
子
』
に
よ
っ
て
『
論
語
』
を
読
む
こ
と
の
重
要
性
を
説
く
。
そ
の
例
と
し
て
引
か
れ
る
の
は
、
ま
ず
、
惻
隠
、

羞
悪
、
辞
譲
、
是
非
と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
四
端
の
心
」
を
い
う
公
孫
丑
上
篇
と
、
有
名
な
性
善
説
を
述
べ
る
盡
心
下
篇
の
一
節

で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
章
に
よ
っ
て
仁
義
礼
智
の
四
字
を
解
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

問
題
は
「
四
端
の
心
」
と
仁
義
礼
智
の
徳
と
の
関
係
に
あ
る
。
朱
子
に
よ
れ
ば
仁
義
礼
智
は
「
性
」
で
あ
り
、
心
に
本
来
植
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え
つ
け
ら
れ
て
い
る
「
理
」
で
あ
る
。
そ
れ
が
心
の
外
へ
発
す
る
そ
の
端
緒
が
惻
隠
、
羞
悪
、
辞
譲
、
是
非
と
い
う
「
四
端
の
心
」

で
あ
る
。「
人
皆
忍
び
ざ
る
所
」
と
は
、
た
と
え
ば
幼
児
が
今
ま
さ
に
井
戸
へ
落
ち
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
見
れ
ば
、
だ
れ
で
も

思
わ
ず
手
を
差
し
伸
べ
る
よ
う
に
、そ
う
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
心
で
あ
り
、そ
れ
が
惻
隠
の
心
と
呼
ば
れ
る
。
朱
子
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
は
心
の
中
の
仁
が
外
に
向
か
っ
て
発
現
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
性（
理
）で
あ
る
仁
が
本
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
仁
斎
は
「
之
を
其
の
忍
ぶ
所
に
達
す
る
は
仁
な
り
」
と
い
う
孟
子
の
言
葉
を
根
拠
に
、
惻
隠
の
心
が
本
で
あ
り
、
そ

れ
を
推
し
拡
げ
て
い
っ
て
、
だ
れ
も
が
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
す
る
よ
う
な
所
に
ま
で
達
し
た
も
の
が
仁
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
仁
と
は
心
に
植
え
つ
け
ら
れ
た
性
（
理
）
で
は
な
く
、
だ
れ
も
が
生
ま
れ
つ
き
も
っ
て
い
る
惻
隠
の
心
を
拡
充
し
て
い
っ

た
と
こ
ろ
に
実
現
す
る
徳
な
の
で
あ
る
。『
孟
子
古
義
』
で
は
、仁
斎
は
は
っ
き
り
と
「
端
と
は
本
で
あ
る
。
惻
隠
、羞
悪
、辞
譲
、

是
非
の
心
は
仁
義
礼
智
の
本
で
あ
る
」
と
言
い
切
っ
て
い
る
。
仁
義
礼
智
の
徳
は
、
仁
斎
に
と
っ
て
、
己
の
心
の
外
に
、
す
な

わ
ち
人
倫
社
会
の
な
か
に
実
現
す
べ
き
徳
な
の
で
あ
る
。

第
八
章

　

問
う
、「
知
り
易や
す
く
行
い
易
く
萬ば
ん
世せ
い
不ふ

易え
き
の
理
、
實
に
至し

極ご
く
爲た

る
こ
と
、
既す
で
に
命
を
聞
く
こ
と
を
得
た
り
。
然し
か
れ
ど
も
心
中
猶な
お

未い
ま
だ
釋
し
ゃ
く

然ぜ
ん
た
る
こ
と
能あ
た
わ
ず
。
願
わ
く
は
曉さ
と
し
易や
す
き
の
語
を
以
て
申か
さ
ね
て
垂す
い
ゆ諭
せ
よ
」。
曰
く
、「
人
の
外ほ
か
に
道
無
く
、
道
の
外

に
人
無
し
。
人
を
以
て
人
の
道
を
行
う
、何な

ん
の
知
り
難が
た
く
行
い
難
き
こ
と
か
之
れ
有
ら
ん
。
夫そ

れ
人
の
靈れ
い
を
以
て
す
と
雖い
え
ど
も
、

然
れ
ど
も
羽
あ
る
者
の
翔か
け

り
、鱗う
ろ
こあ

る
者
の
潛も
ぐ

る
が
若ご
と

く
な
る
こ
と
能あ
た

わ
ざ
る
者
は
、其
の
性
異こ
と

な
れ
ば
な
り
。
堯ぎ
ょ
うの

服
を
服
し
、

堯
の
行
を
行
い
、
堯
の
言
を
誦し
ょ
うす
る
に
於お
い
て
は
、
則
ち
復ま
た
甚は
な
はだ
難
き
こ
と
無
き
者
は
、
其
の
道
同
じ
け
れ
ば
な
り
。
故
に
孟
子

の
曰
く
、『
夫
れ
道
は
一い
つ
の
み
』
と
。
若も

し
夫
れ
人
倫
を
外
に
し
て
道
を
求
め
ん
と
欲
す
る
者
は
、
猶な
お
風
を
捕と

り
影
を
捉と
ら
う
る
が

（
1
）

（
2
）

（
3
）
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ご
と
し
。
必
ず
得う

べ
か
ら
ず
。
故
に
道
を
知
る
者
は
、
必
ず
之
を
邇ち
か
き
に
求
む
。
其
の
道
を
以
て
高
し
と
爲し

遠
し
と
爲し

、
企く
わ
だて

及
ぶ
べ
か
ら
ず
と
爲す

る
者
は
、
皆
道
の
本
然
に
非あ
ら
ず
、
自み
ず
から
惑ま
ど
う
の
致
す
所
な
り
。
故
に
孔
子
曰
く
、『
中
庸
の
徳
爲た

る
や
、
其そ

れ
至
れ
る
か
。
民
鮮す
く
な
き
こ
と
久
し
』
と
。
至
れ
り
。
子
必
ず
想
は
ん
耳じ
も
く目
の
見
聞
す
る
所
を
外
に
し
て
、
更
に
至し

貴き

至し

高こ
う
光こ
う

明み
ょ
う

閃せ
ん

爍し
ゃ
く

驚
く
べ
く
樂
し
む
べ
き
の
理
有
ら
ん
と
。
非ひ

な
り
。
天
地
の
間あ
い
だ、
唯た
だ
い
つ一
の
實じ
つ
理り

の
み
。
更
に
奇き

特と
く
無
し
。
生
民
有
っ
て

よ
り
以
來
、
君
臣
有
り
、
父
子
有
り
、
夫
婦
有
り
、
昆こ
ん

弟て
い
有
り
、
朋ほ
う
ゆ
う友
有
り
、
相あ
い
親
し
み
相
愛
し
、
相
從
い
相
聚あ
つ
ま

り
、
善よ

き
者

は
以
て
善ぜ
ん
と
爲し

、
惡あ

し
き
者
は
以
て
惡あ
く
と
爲し

、
是ぜ

な
る
者
は
以
て
是
と
爲し

、
非ひ

な
る
者
は
以
て
非
と
爲し

、
萬ば
ん
古こ

の
前
も
此か
く
の
如
く
、

萬
古
の
後
も
亦
此
の
如
し
。
子
能よ

く
孝
弟
忠
信
、
身
を
修
め
業ぎ
ょ
うを
勤
め
、
夙し
ゅ
く

夜や

懈お
こ
た

ら
匪ず

ん
ば
、
則
ち
自
お
の
ず
から
天
道
に
合か
な
い
、
人
倫

に
宜よ
ろ
し
く
、
人
爲た

る
所ゆ
え
ん以
を
失
う
に
至
ら
ず
。
詩
に
曰
く
、『
永な
が
く
言お
も
う
て
命
に
配
す
、
自み
ず
から
多た

福ふ
く
を
求
む
』
と
。
或あ
る
いは
人
、
至

貴
至
高
光
明
閃
爍
驚
ろ
く
べ
く
樂
し
む
べ
き
の
理
を
以
て
、
汝な
ん
じに
説せ
つ
與よ

す
る
者
有
ら
ば
、
若も

し
野や

狐こ

山さ
ん
鬼き

汝
を
魅み

す
る
に
非あ
ら
ず

ん
ば
、
必
ず
是こ

れ
邪
説
の
魁か
い
な
ら
ん
。
謹つ
つ
しん
で
聽
く
こ
と
勿な
か
れ
」。

注（
1
）　
「
人
の
外ほか
に
道
無
く
、
道
の
外
に
人
無
し
」
と
い
う
言
葉
は
『
朱
子
集
注
』（
衛
霊
公
篇
）
に
あ
る
言
葉
で
あ
る
が
、
仁
斎
の
解
釈
は

独
自
の
も
の
で
あ
る
。

（
2
）　
『
孟
子
』
告
子
下
篇
に
「
子
堯
の
服
を
服
し
、
堯
の
言
を
誦
し
、
堯
の
行
を
行
な
わ
ば
、
是
れ
堯
な
り
」
を
典
拠
と
す
る
。

（
3
）　
『
孟
子
』
滕
文
公
上
篇
首
章

（
4
）　
『
論
語
』
雍
也
篇
二
十
七
章
。
こ
の
言
葉
に
つ
い
て
は
第
十
一
章
の
解
説
参
照
。

（
5
）　
『
詩
経
』
大
雅
文
王
篇
の
一
節

（
4
）

（
5
）
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（
口
語
訳
）

　

問
う
、「
知
り
や
す
く
行
な
い
や
す
く
、
い
つ
の
時
代
も
変
わ
ら
な
い
道
理
が
、
本
当
に
最
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に

教
え
を
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
心
の
中
で
は
ま
だ
よ
く
納
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ど
う
ぞ
解
り
や
す
い
言

葉
で
も
う
一
度
教
え
て
く
だ
さ
い
。」

　

答
え
、「
人
の
外
に
道
は
な
く
、
道
か
ら
外
れ
て
人
は
存
在
し
得
な
い
。
人
が
人
の
行
う
べ
き
道
を
行
う
の
に
、
ど
う
し
て
解

り
に
く
く
行
な
い
に
く
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
人
は
万
物
の
霊
長
で
あ
る
が
、
そ
の
優
れ
た
力
を
も
っ
て
し
て
も
、
羽
が
あ
る

も
の
が
空
を
飛
ん
だ
り
、
鱗
の
あ
る
も
の
が
水
中
を
潜
る
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
持
っ
て
生
ま
れ
た
性
質
が

違
う
か
ら
で
あ
る
。
堯
の
服
を
着
て
、
堯
の
行
っ
た
こ
と
を
行
い
、
堯
の
言
葉
を
誦
す
る
こ
と
が
、
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
な
い
の
は
、

人
と
し
て
の
道
が
同
じ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
孟
子
は
、『
道
は
た
だ
一
つ
だ
け
で
あ
る
』
と
言
っ
た
の
だ
。
も
し
人
の

外
に
道
を
求
め
よ
う
と
望
む
者
が
い
れ
ば
、
ま
る
で
風
を
捕
ま
え
影
を
捉
え
よ
う
と
す
る
よ
う
な
も
の
だ
。
決
し
て
得
る
こ
と

は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
道
を
知
る
者
は
、
必
ず
道
を
身
近
な
と
こ
ろ
に
求
め
る
。
そ
の
道
を
高
く
て
遠
い
と
こ
ろ
に
あ

る
も
の
と
し
、
努
力
し
て
も
及
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
の
は
、
皆
道
の
本
来
の
姿
で
な
く
、
自
ら
の
先
入
観
に
捉
わ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
孔
子
は
『
中
庸
の
徳
と
い
う
の
は
、
こ
の
上
な
い
最
高
の
徳
で
あ
る
こ
と
よ
。
民
の
な
か
に
こ
の

徳
を
行
う
人
が
少
な
く
な
っ
て
久
し
い
』
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
至
言
で
あ
る
。
君
は
き
っ
と
思
う
だ
ろ
う
。
耳
や
目
で

実
際
に
見
聞
し
た
こ
と
以
外
に
、
も
っ
と
高
貴
で
き
ら
め
き
輝
く
、
驚
く
よ
う
な
楽
し
い
真
理
が
あ
る
だ
ろ
う
と
。
そ
れ
は
間

違
い
で
あ
る
。
天
地
の
間
に
は
、
た
だ
一
つ
の
、
人
倫
の
道
と
い
う
実
体
を
備
え
た
道
理
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
他
に
特

別
な
道
な
ど
決
し
て
な
い
。
人
間
が
出
現
し
て
以
来
、
君
臣
、
父
子
、
夫
婦
、
兄
弟
、
朋
友
が
互
い
に
親
し
み
、
愛
し
、
従
い
、

集
ま
り
、
善
い
も
の
は
善
い
と
し
、
悪
い
も
の
は
悪
い
と
し
、
正
し
い
も
の
は
正
し
く
、
間
違
っ
て
い
る
も
の
は
間
違
い
で
あ
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る
と
す
る
の
は
、
何
万
年
前
も
同
じ
で
あ
り
、
何
万
年
後
も
同
じ
で
あ
る
。
君
が
し
っ
か
り
孝
弟
忠
信
を
尽
く
し
、
身
を
修
め
、

仕
事
に
励
み
、
朝
か
ら
晩
ま
で
怠
ら
な
け
れ
ば
、
自
然
に
天
の
道
に
適
い
、
人
と
の
交
わ
り
も
上
手
く
い
き
、
人
と
し
て
の
資

格
を
失
う
こ
と
が
な
い
だ
ろ
う
。
詩
経
に
『
い
つ
も
天
命
に
か
な
う
よ
う
に
努
力
す
る
。
多
く
の
幸
福
は
自
分
の
行
為
に
よ
っ

て
求
め
る
も
の
だ
』
と
あ
る
。
も
し
誰
か
が
高
貴
で
き
ら
め
き
輝
く
、
驚
く
よ
う
な
楽
し
い
真
理
を
君
に
説
く
な
ら
ば
、
そ
し

て
も
し
狐
や
鬼
が
君
を
騙
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
き
っ
と
そ
の
人
は
邪
説
の
頭
領
で
あ
ろ
う
。
決
し
て
耳
を
貸
し
て
は
な

ら
な
い
。」

（
解
説
）

「
人
の
外ほ
か
に
道
無
く
、
道
の
外
に
人
無
し
」
と
い
う
言
葉
は
、「
道
」
を
あ
く
ま
で
も
「
人
の
道
」
と
し
て
捉
え
る
仁
斎
の
思

想
を
伝
え
る
重
要
な
テ
ー
ゼ
で
あ
る
が
、も
と
は
『
朱
子
集
注
』
衛
霊
公
篇
に
あ
る
言
葉
で
あ
る
。
朱
子
は
「
人
能
く
道
を
弘
む
。

道
人
を
弘
む
に
非
ず
」
と
い
う
孔
子
の
言
葉
の
注
釈
と
し
て
、「
弘
と
は
廓ひ
ろ
げ
て
之
を
大
に
す
る
な
り
。
人
の
外ほ
か
に
道
無
く
、
道

の
外
に
人
無
し
。
然
れ
ど
も
人
心
覚
る
こ
と
有
り
て
、
道
体
為
す
こ
と
無
し
。
故
に
人
能
く
其
の
道
を
大
に
す
。
道
其
の
人
を

大
に
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
な
り
」
と
い
う
。
こ
れ
は
一
見
仁
斎
の
説
く
と
こ
ろ
と
似
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、朱
子
が
「
人
」

と
「
道
」
を
、「
人
心
」
と
「
道
体
」
と
言
い
換
え
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
、「
人
の
心

0

0

0

に
植
え
つ
け
ら
れ
た
理
（
性
）
の

外
に
道
は
な
く
、道
の
本
体

0

0

0

0

で
あ
る
理
（
性
）
を
離
れ
て
人
は
い
な
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

人
が
道
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
人
の
心
に
植
え
つ
け
ら
れ
た
理
（
性
）
を
通
じ
て
道
の
本
体
を
覚
る
こ
と
に
よ
っ
て

な
の
で
あ
る
。
し
か
し
仁
斎
は
同
じ
言
葉
を
使
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
換
骨
奪
胎
し
て
人
間
そ
の
も
の
に
立
脚
し
た
人
倫
の
道
の

あ
り
方
を
示
し
て
い
く
。
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「
人
倫
」
と
い
う
言
葉
は
、
辞
書
を
み
る
と
、
①
人
の
踏
む
べ
き
道
。
人
た
る
道
。
五
倫
、
五
常
、
人
道
。
②
人
々
、
人
類
。

③
身
内
、
肉
親
な
ど
と
説
明
さ
れ
る
。「
倫
」
に
は
、「
と
も
が
ら
、
仲
間
」
と
い
う
意
味
と
、「
す
じ
み
ち
、
道
理
」
と
い
う
意

味
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
考
え
る
と
「
人
倫
」
の
意
味
は
、
基
本
的
に
は
「
人
と
人
が
仲
間
と
し
て
交
わ
っ
て
い
く
正
し
い
道
」

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

仁
斎
は
道
を
つ
ね
に
君
臣
、
父
子
、
夫
婦
、
昆
弟
、
朋
友
と
い
う
人
間
関
係
の
中
で
考
え
て
い
た
。「
五
倫
」、「
五
常
」
と
は

こ
の
関
係
を
い
う
。
無
数
の
人
々
が
互
い
に
交
わ
り
生
活
し
て
い
く
社
会
、
そ
れ
が
仁
斎
の
い
う
人
倫
日
用
の
道
な
の
で
あ
る
。

「
人
の
外
に
道
無
し
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
仁
斎
が
い
お
う
と
す
る
の
は
、
そ
の
人
倫
日
用
の
世
界
を
離
れ
て
道
は
な
い
と

い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

「
道
は
一
の
み
」
と
は
、
孟
子
が
滕
文
公
に
向
か
っ
て
堯
舜
の
道
を
説
き
、
堯
舜
と
い
え
ど
も
同
じ
人
間
な
の
で
あ
る
か
ら
そ

れ
を
実
行
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
と
言
っ
た
言
葉
の
中
に
あ
る
。
仁
斎
は
こ
れ
に
「
道
は
仁
義
の
み
」
と
注
し
て
い
る
。『
詩
経
』

の
言
葉
が
こ
こ
に
引
か
れ
て
い
る
の
は
、孟
子
が
公
孫
丑
に
諭
し
た
言
葉
の
中
に
こ
の
詩
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
不
幸
も
幸
福
も
、

皆
人
が
自
ら
招
く
も
の
で
あ
る
、
幸
福
を
求
め
る
な
ら
ば
、
人
倫
世
界
の
中
で
ひ
た
す
ら
仁
義
の
道
を
実
践
す
る
し
か
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
九
章

　

問
う
、「
何
を
か
人
の
外ほ
か

に
道
無
し
と
謂い

う
」。
曰
く
、「
人
と
は
何
ぞ
。
君
臣
な
り
。
父
子
な
り
。
夫
婦
な
り
。
昆こ
ん
て
い弟

な
り
。

朋ほ
う
ゆ
う友な
り
。
夫そ

れ
道
は
一
つ
の
み
。
君
臣
に
在あ

っ
て
は
之
を
義
と
謂
い
、父
子
に
は
之
を
親し
ん
と
謂
い
、夫
婦
に
は
之
を
別べ
つ
と
謂
い
、

昆
弟
に
は
之
を
敍じ
ょ
と
謂
い
、
朋
友
に
は
之
を
信
と
謂
う
。
皆
人
に
由よ

っ
て
顯あ
ら
わ
る
。
人
無
き
と
き
は
則
ち
以
て
道
を
見
る
こ
と
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無
し
。
故
に
曰
く
、『
人
の
外
に
道
無
し
』
と
」。「
何
を
か
道
の
外
に
人
無
し
と
謂
う
」。
曰
く
、「
道
と
は
何
ぞ
。
仁
な
り
。
義

な
り
。
禮
な
り
。
智
な
り
。
人
其
の
中
に
囿ゆ
う
し
て
、須し
ば
ら
く臾
も
離
る
る
こ
と
を
得
ず
。
離
る
る
と
き
は
則
ち
人
に
非あ
ら
ず
。
故
に
曰
く
、

『
道
の
外
に
人
無
し
』
と
。
凡お
よ
そ
天
地
の
外そ
と
、
古こ

今こ
ん
の
遠
き
を
説
い
て
、
人
倫
に
資た
す
け
無
く
、
天
下
國
家
の
治
に
益え
き
無
き
者
は
、

皆
邪
説
の
魁か
い
な
り
。
設た
と
い令
宇
宙
の
外
、
復ま
た
宇
宙
有
り
と
も
、
苟い
や
し
く
も
人
有
っ
て
其
の
間あ
い
だに
生
ぜ
ば
、
必
ず
當ま
さ
に
君
臣
父
子
夫

婦
の
倫
有
っ
て
、
仁
義
禮
智
の
道
に
循し
た
がう
べ
し
。
故
に
曰
く
、『
人
に
由
っ
て
顯あ
ら
わ
る
。
人
無
き
と
き
は
則
ち
以
て
道
を
見
る
こ

と
無
し
』
と
。
謹つ
つ
しん
で
此
の
説
を
聽
い
て
、
異
説
の
爲
に
惑ま
ど
わ
さ
る
る
こ
と
勿な
か
れ
」。

注（
1
）　

垣
を
め
ぐ
ら
し
て
鳥
や
獣
を
囲
う
こ
と
。
こ
こ
で
は
人
が
道
の
中
に
囲
い
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

（
口
語
訳
）

問
う
、「『
人
の
外
に
道
は
な
い
』
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。」

答
え
、「
人
と
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
君
臣
で
あ
り
、
父
子
で
あ
り
、
夫
婦
で
あ
り
、
兄
弟
で
あ
り
、
友
人
で
あ
る
。
し
か
し
、

道
と
い
う
も
の
は
ひ
と
つ
し
か
な
い
。
そ
れ
を
君
臣
の
場
合
は
義
と
い
い
、
父
子
で
は
親し
ん
と
い
い
、
夫
婦
で
は
別
、
兄
弟
で
は
序
、

友
人
で
は
信
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
道
は
す
べ
て
、
人
が
存
在
す
る
か
ら
こ
そ
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
人
が
存
在
し
な
け

れ
ば
道
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
『
人
の
外
に
道
は
な
い
』
と
い
う
の
だ
。」

「
で
は
『
道
の
外
に
人
は
な
い
』
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。」

「
道
と
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
仁
で
あ
り
、義
で
あ
り
、礼
で
あ
り
、智
で
あ
る
。
人
は
み
な
そ
の
中
に
囲
わ
れ
て
い
て
、

（
1
）
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瞬
時
も
そ
こ
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
か
ら
離
れ
た
と
き
は
人
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、『
道
の
外
に
人
は

な
い
』
と
い
う
の
で
あ
る
。
お
よ
そ
、
こ
の
天
地
の
外
の
こ
と
や
、
は
る
か
に
遠
い
過
去
や
未
来
の
こ
と
を
論
じ
て
、
人
倫
の

道
を
行
う
助
け
に
も
な
ら
ず
、
天
下
国
家
を
治
め
て
い
く
こ
と
に
役
立
た
な
い
も
の
は
す
べ
て
邪
説
の
頭
領
で
あ
る
。
た
と
え

宇
宙
の
外
に
ま
た
宇
宙
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、も
し
そ
こ
に
人
が
い
れ
ば
、必
ず
、君
臣
や
父
子
や
夫
婦
な
ど
と
い
う
関
係
が
あ
っ

て
、
仁
義
礼
智
の
道
に
従
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
『
人
に
よ
っ
て
道
は
現
わ
れ
る
。
人
が
い
な
け
れ
ば
道
を
見
る
こ
と
も

で
き
な
い
』
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。
よ
く
私
の
こ
の
説
明
を
理
解
し
て
邪
説
に
惑
わ
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
な
さ
い
。」

（
解
説
）

「
人
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
仁
斎
は
け
っ
し
て
人
間
一
般
の
特
性
を
も
っ
て
答
え
な
い
。
た
と
え
ば
「
人
間
は

理
性
を
も
っ
た
動
物
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
抽
象
化
さ
れ
た
人
間
一
般
を
定
義
す
る
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
仁
斎
は
常
に
具

体
的
な
誰
か
の
臣
と
し
て
、
妻
と
し
て
、
ま
た
友
と
し
て
、
他
者
と
の
関
係
の
中
で
存
在
し
て
い
る
個
々
の
人
の
あ
り
方
を
も
っ

て
「
人
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
答
え
る
。
い
い
か
え
れ
ば
他
者
と
の
関
係
の
中
で
生
き
る
こ
と
が
、
仁
斎
に
と
っ
て
の
「
人

間
の
条
件
」
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
を
離
れ
た
と
き
に
は
人
と
は
い
え
な
い
と
仁
斎
は
い
う
の
で
あ
る
。
宇
宙
の
外
に
ま

た
宇
宙
が
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
人
間
が
い
る
か
ぎ
り
そ
れ
は
変
わ
ら
な
い
と
い
う
強
い
確
信
と
と
も
に
仁
斎
の
人
倫
社
会
へ
の

ま
な
ざ
し
が
あ
る
。

こ
の
章
で
は
「
人
の
外
に
道
無
し
」
と
「
道
の
外
に
人
無
し
」
が
別
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、仁
斎
に
と
っ
て
「
道
」
と
は
「
人

の
道
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
基
本
的
に
は
「
人
の
外
に
道
無
し
」
を
論
じ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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第
十
章

　

又
問
う
、「
後
世
學
問
日
に
高
遠
に
趨お
も
むい
て
、
論
語
の
旨む
ね
と
相あ
い
背は
い
馳ち

す
る
者
は
、
何な

ん
が
故
に
し
て
然し
か
る
か
」。
曰
く
、「
高
き

に
居お

る
者
は
卑ひ
く
き
を
視み

る
。
故
に
其
の
言
卑
か
ら
ざ
る
こ
と
を
得
ず
。
卑
き
に
居
る
者
は
高
き
を
視
る
。
故
に
其
の
言
高
か
ら

ざ
る
こ
と
を
得
ず
。
自
然
の
符ふ

な
り
。
是
の
故
に
道
徳
盛
な
る
と
き
は
、
則
ち
議
論
卑
く
、
道
徳
衰
う
る
と
き
は
、
則
ち
議
論

高
し
。
猶な
お
權け
ん
こ
う衡
の
物
を
量は
か
る
、
其
の
輕
重
に
隨し
た
ごう
て
、
互
に
相あ
い
て
い
こ
う

低
昂
す
る
が
ご
と
し
。
道
徳
一
分
衰
う
る
と
き
は
、
則
ち
議
論

一
分
高
し
。
道
徳
二
分
衰
う
る
と
き
は
、
則
ち
議
論
二
分
高
し
。
道
徳
愈
い
よ
い
よ
衰
う
る
と
き
は
、
則
ち
議
論
愈
高
し
。
議
論
愈
高

き
に
及
ん
で
や
、
道
徳
蔑べ
つ
じ
ょ如
た
り
。
佛
老
の
人
倫
を
廢は
い
し
、
宋
儒
の
中
ち
ゅ
う
行こ
う
を
失
す
る
、
是こ

れ
の
み
。
人
皆
議
論
の
高
き
を
悦よ
ろ
こぶ

こ
と
を
知
っ
て
、
其
の
實じ
つ
道
徳
下く
だ
り
衰
う
る
が
故
な
る
こ
と
を
知
ら
ず
。
孔
門
の
學
は
、
直
ち
に
道
徳
に
由よ

っ
て
行
う
。
無
益

の
論
を
爲せ

ず
。
猶
白は
く
じ
つ日
天
に
中
し
て
、
燭し
ょ
くを
秉と

る
こ
と
を
待
た
ざ
る
が
ご
と
し
。
故
に
只た
だ
孝
弟
忠
信
を
言
い
て
足た

れ
り
。
孔
子

の
曰
く
、『
忠
信
を
主
と
す
』。
曾
子
の
曰
く
、『
吾わ
れ
日
に
三
た
び
吾
身
を
省か
え
りみ
る
』
と
、是
な
り
。
學
者
當ま
さ
に
此
の
意
を
識し

り
得
て
、

而し
か
る
後の
ち
論
語
を
讀
む
べ
し
。
後
世
諸
儒
敢
え
て
高
論
を
爲な

し
て
、
論
語
と
相あ
い

背は
い
馳ち

す
る
に
至
る
者
は
、
皆
道
徳
下く
だ
り
衰
う
る
が

故
な
り
」。

注（
1
）　
『
論
語
』
学
而
篇
、
子
罕
篇
、
顔
淵
篇
な
ど
に
見
え
る
。

（
2
）　
『
論
語
』
学
而
篇
第
四
章

（
1
）

（
2
）
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（
口
語
訳
）

ま
た
問
う
、「
後
世
に
な
っ
て
、
学
問
が
日
々
に
高
遠
に
な
っ
て
い
っ
て
、
論
語
の
主
旨
と
か
け
離
れ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
は
、
何
が
原
因
で
そ
う
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。」

答
え
、「
高
い
所
に
い
る
者
は
、
卑
い
所
を
見
る
。
だ
か
ら
そ
の
言
葉
は
卑
い
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
卑
い
所
に
い
る

者
は
、
高
い
と
こ
ろ
を
見
る
。
だ
か
ら
そ
の
言
葉
は
高
い
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
は
自
然
に
そ
う
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
道
徳
が
盛
ん
で
あ
る
と
き
に
は
、
議
論
は
身
近
な
も
の
と
な
り
、
道
徳
が
衰
え
た
と
き
に
は
、
議
論
は
高
遠
な
も
の

に
な
る
。
そ
れ
は
天
秤
で
物
を
量
る
と
き
に
、そ
の
重
さ
に
よ
っ
て
互
い
に
上
が
っ
た
り
下
が
っ
た
り
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

道
徳
が
一
分
衰
え
る
と
、
議
論
が
一
分
高
遠
に
な
り
、
道
徳
が
二
分
衰
え
る
と
、
議
論
が
二
分
高
遠
に
な
る
。
道
徳
が
ま
す
ま

す
衰
え
る
と
、
議
論
は
ま
す
ま
す
高
遠
に
な
る
。
議
論
が
い
よ
い
よ
高
遠
な
も
の
に
な
る
と
、
道
徳
は
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
仏
教
や
老
子
が
人
の
道
を
廃
し
、
宋
学
者
た
ち
が
偏
り
の
な
い
正
し
い
行
い
を
失
っ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
れ

で
あ
る
。
人
は
皆
、
高
遠
な
議
論
を
喜
ぶ
こ
と
を
知
っ
て
は
い
て
も
、
実
は
そ
れ
が
、
道
徳
の
衰
退
し
た
た
め
で
あ
る
こ
と
を

知
ら
な
い
。
孔
子
学
派
の
学
問
は
、
直
接
道
徳
に
し
た
が
っ
て
行
う
。
無
益
な
議
論
は
し
な
い
。
そ
れ
は
ま
る
で
太
陽
が
真
上

に
あ
っ
て
、
燭
台
を
灯
さ
な
く
て
も
よ
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
た
だ
孝
弟
忠
信
と
言
う
だ
け
で
よ
い
。
孔
子
は
『
忠

信
を
主
と
す
る
』
と
言
っ
た
。
曾
子
は
『
私
は
一
日
に
三
度
自
分
の
行
い
を
反
省
す
る
』
と
言
っ
た
。
ま
さ
に
こ
れ
で
あ
る
。

学
に
志
す
者
は
こ
の
意
味
を
よ
く
知
っ
て
、
そ
の
後
に
論
語
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
世
の
学
者
た
ち
が
、
こ
と
さ
ら

高
遠
な
議
論
を
し
て
、
論
語
の
教
え
に
そ
む
く
こ
と
に
な
る
の
は
、
み
な
道
徳
が
衰
退
し
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。」
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（
解
説
）

「
孝
悌
忠
信
を
言
い
て
足
れ
り
」
と
い
う
仁
斎
の
語
気
の
激
し
さ
の
中
に
は
、
た
だ
解
り
や
す
く
実
行
し
や
す
い
も
の
こ
そ
道

で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
仁
斎
の
人
倫
へ
の
ま
な
ざ
し
と
と
も
に
、
そ
れ
が
教
え
と
し
て
の
具
体
性
を
持
っ
て
い

る
か
ど
う
か
が
問
題
だ
と
い
う
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
仁
斎
の
い
う
「
実
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

仁
斎
は
、
実
徳
、
実
理
な
ど
、
実
の
字
を
多
用
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
具
体
的
な
内
容
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
具
体
性
を
持
た
な
い
抽
象
的
議
論
が
、
こ
こ
で
い
う
議
論
で
あ
り
、
そ
れ
を
仁
斎
は
「
虚
」、「
空
」
と
呼
ぶ
の

で
あ
る
。

ち
な
み
に
曾
子
の
「
吾
日
に
三
た
び
吾
身
を
省
み
る
」
が
こ
こ
に
引
か
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
後
に
「
人
の
為
に
謀
っ
て
忠

な
ら
ざ
る
か
。
朋
友
と
交
わ
っ
て
信
な
ら
ざ
る
か
」
と
い
う
言
葉
が
続
く
か
ら
で
あ
る
。『
論
語
古
義
』
の
仁
斎
の
注
に
は
、「
昔

の
人
は
、
自
身
を
反
省
す
る
際
に
も
、
か
な
ら
ず
他
人
の
た
め
に
忠
で
あ
っ
た
か
、
信
で
あ
っ
た
か
を
反
省
す
る
の
で
、
後
世

の
学
者
が
外
界
を
断
ち
切
り
、
他
人
へ
の
配
慮
を
な
く
す
こ
と
を
反
省
の
主
眼
に
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
」
と
あ
る
。

そ
し
て
こ
こ
に
も
「
孝
悌
忠
信
を
言
い
て
足
れ
り
」
と
い
う
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
十
一
章　

　

問
う
、「
既
に
聞
く
聖
人
の
道
は
、
知
り
易や
す
く
行
い
易
し
と
。
何
ぞ
人
の
之
を
能よ

く
す
る
者
鮮す
く
なき
や
。
豈あ
に
亦
甚は
な
はだ
難か
た
き
所
の
者

有
る
か
」。
曰
く
、「
有
り
。
中ち
ゅ
う

庸よ
う

に
依よ

る
を
難
し
と
爲す

。
中
庸
本も
と

難
事
に
非あ
ら

ず
。
中
庸
に
依
る
の
難
き
は
、
亦
誠
を
立
つ
る
の

難
き
に
在あ

り
。
古
い
に
し
えの
人
豈
亦
人じ
ん
じ
ん人
皆
善
に
、事じ
じ事
皆
中ち
ゅ
う

な
る
こ
と
を
得
ん
や
。
但た
だ
た
み
ぼ
く

民
朴
に
俗
淳あ
つ
く
、誠
實
敦と
ん
ぼ
う龐、邪じ
ゃ
か
い囘
の
行
お
こ
な
い

無
く
、

名め
い
利り

の
求
め
無
し
。
故
に
行
う
所
自お
の
ず
から
中
庸
に
非
ず
と
い
う
こ
と
莫な

し
。
故
に
曰
く
、『
中
庸
の
徳
爲た

る
や
至
れ
る
か
。
民
鮮
き

（
1
）
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こ
と
久
し
』
と
。
後
世
に
至
っ
て
は
、
則
ち
風ふ
う
き氣
日
に
漓う
す
く
、
人
心
古こ

な
ら
ず
、
愚
者
は
固ま
こ
とに
論
ず
る
に
足
ら
ず
。
其
の
少
し

く
智
有
る
者
は
、
必
ず
利
名
を
以
て
先さ
き
と
爲し

、
常じ
ょ
うを
厭い
と
う
て
新
を
好
み
、
邇ち
か
き
を
捨
て
て
遠
き
を
求
む
。
是
れ
中
庸
の
難
き

所ゆ
え
ん以
な
り
。
故
に
曰
く
、『
天
下
國
家
は
、
均ひ
と
し
ゅ
う
す
べ
し
。
爵
し
ゃ
く

祿ろ
く
は
辭
す
べ
し
。
白は
く
じ
ん刃
は
蹈ふ

む
べ
し
。
中
庸
は
能よ

く
す
べ
か

ら
ず
』
と
。
是
れ
論
語
の
極
致
な
り
」。

注（
1
）　
『
論
語
』
雍
也
篇
二
十
七
章
。

（
2
）　
『
中
庸
』
第
九
章

（
口
語
訳
）

　

問
う
、「
聖
人
の
道
は
、
解
り
や
す
く
行
な
い
や
す
い
も
の
だ
と
既
に
伺
い
ま
し
た
。
そ
れ
な
の
に
道
を
行
う
者
が
少
な
い
の

は
ど
う
し
て
な
の
で
し
ょ
う
。
も
し
か
し
て
ま
た
非
常
に
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。」

答
え
、「
難
し
い
と
こ
ろ
は
あ
る
。
中
庸
に
依
拠
す
る
こ
と
が
難
し
い
の
だ
。
中
庸
と
は
も
と
も
と
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
中

庸
に
依
っ
て
行
動
す
る
の
が
難
し
い
の
は
、そ
れ
を
忠
実
に
実
行
す
る
の
が
難
し
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
昔
の
人
が
皆
善
を
行
い
、

す
べ
て
に
偏
ら
な
い
行
い
を
で
き
た
訳
で
は
な
い
。
た
だ
、
人
々
は
質
朴
で
風
俗
も
質
素
で
あ
り
、
誠
実
で
ま
じ
め
で
、
よ
こ

し
ま
な
行
い
が
な
く
、
名
誉
や
利
益
を
求
め
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
行
い
は
自
然
と
中
庸
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
『
中
庸

の
徳
と
い
う
の
は
、
こ
の
上
な
い
最
高
の
徳
で
あ
る
こ
と
よ
。
民
の
中
に
こ
の
徳
を
行
う
人
が
少
な
く
な
っ
て
久
し
い
』
と
孔

子
は
言
っ
た
の
だ
。
後
世
に
至
っ
て
は
、
風
俗
や
人
情
が
日
々
軽
薄
に
な
り
、
人
の
心
は
昔
と
異
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
愚
か
な

者
に
つ
い
て
は
論
じ
る
ま
で
も
な
い
。
少
し
で
も
知
恵
の
あ
る
者
は
、
必
ず
自
ら
の
利
益
や
名
誉
を
優
先
さ
せ
、
平
凡
を
嫌
っ

（
2
）
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て
目
新
し
い
こ
と
を
好
み
、身
近
な
こ
と
を
捨
て
て
遠
く
の
も
の
を
求
め
る
。
こ
れ
が
中
庸
の
難
し
い
理
由
で
あ
る
。
だ
か
ら『
天

下
国
家
を
平
ら
か
に
治
め
る
こ
と
は
で
き
る
。
爵
位
や
俸
禄
を
断
る
こ
と
も
で
き
る
。
白
刃
を
足
で
踏
み
し
く
こ
と
も
不
可
能

で
は
な
い
。
し
か
し
中
庸
を
行
う
こ
と
は
難
し
い
。』
と
孔
子
は
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
論
語
』
が
こ
の
上
な
く
優
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。」

（
解
説
）

「
中
庸
の
徳
為
る
や
至
れ
る
か
。
民
鮮
き
こ
と
久
し
」
と
は
、『
論
語
』
雍
也
篇
に
あ
る
言
葉
で
あ
る
。
仁
斎
は
『
論
語
古
義
』

の
注
釈
の
中
で
、
こ
の
章
と
同
じ
く
「
中
庸
」
の
道
こ
そ
が
最
も
難
し
い
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
。
仁
斎
に
と
っ
て
「
中
庸
」

と
は
、「
過
ぎ
た
こ
と
も
、
及
ば
な
い
こ
と
も
な
い
、
日
常
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
道
で
あ
っ
た
。
孔
子
が
三
代
の
聖
人
の

言
で
あ
る
「
中
」
に
「
庸
」
の
字
を
つ
け
た
の
は
、
厳
密
に
「
中
」
を
取
る
と
い
う
厳
し
さ
を
和
ら
げ
、
そ
れ
が
誰
に
で
も
実

行
可
能
な
万
世
不
易
の
常
道
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
だ
と
仁
斎
は
い
う
。
し
か
し
そ
れ
が
か
え
っ
て
困
難
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
は
、
世
の
人
々
が
高
尚
で
困
難
な
道
ば
か
り
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。「
高
い
も
の
は
気
力
で
達
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
困
難
な
も
の
は
努
力
で
克
服
で
き
る
。
し
か
し
中
庸
の
徳
は
、
気
力
や
努
力
で
到
達
で
き
る
も
の
で
は
な
い
」。
そ

れ
が
「
中
庸
」
の
む
ず
か
し
い
と
こ
ろ
だ
と
仁
斎
は
い
う
の
で
あ
る
。

本
文
中
に
あ
る
「
誠
を
立
て
る
」
を
「
忠
実
に
実
行
す
る
」
と
訳
し
た
の
は
、『
語
孟
字
義
』
誠
条
に
、「
誠
は
実
な
り
」、「『
こ

れ
を
誠
に
す
る
』
と
『
忠
信
を
主
と
す
』
と
、
意
甚
だ
近
し
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
忠
信
」
は
人
に

対
し
て
己
の
心
を
尽
す
こ
と
で
あ
り
、「
誠
」
と
は
道
理
に
し
た
が
っ
て
中
庸
を
択
び
、
そ
れ
を
固
く
守
る
こ
と
だ
と
仁
斎
は
い

う
の
で
あ
る
。
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第
十
二
章

　

童
子
の
曰
く
、「
教
き
ょ
う

誨か
い
を
蒙こ
う
むる
こ
と
を
獲え

て
、
始
め
て
論
語
の
一
書
、
實
に
宇
宙
第
一
の
書
爲た

る
こ
と
を
識し

る
。
至
幸
至
惠
。

然
れ
ど
も
孟
子
に
は
性
善
を
道い

い
て
、
論
語
に
は
偏ひ
と
えに
學
問
を
以
て
主
と
爲し

、
性
善
の
説
に
於お
い
て
は
、
則
ち
未い
ま
だ
嘗か
つ
て
發
明
す

る
所
有
ら
ず
。
豈あ

に
一
大
欠け
ん
じ事
に
非あ
ら
ず
や
」。
曰
く
、「
從
じ
ゅ
う
ぜ
ん
前
の
諸
儒
、
多
く
此こ
こ
に
於
て
按あ
ん
か
ん欵
を
欠
く
。
辨べ
ん
ぜ
ず
ん
ば
あ
る
べ
か

ら
ず
。
夫そ

れ
性
道
教
の
三
者
は
、
實
に
學
問
の
綱
領
、
凡お
よ
そ
聖
人
の
千せ
ん

言げ
ん

萬ば
ん
語ご

、
其
の
多
き
に
堪た

え
ず
と
雖い
え
ど
も
、
然
れ
ど
も

此こ
こ
に
總そ
う
か
つ括
せ
ず
と
い
う
こ
と
莫な

し
。
請
う
極き
わ
め
て
之
を
言
わ
ん
。
論
語
は
專
ら
教お
し
えを
言
い
て
、
道
其
の
中
に
在
り
。
孟
子
は
專

ら
道
を
言
い
て
、
教
其
の
中
に
在
り
。
其
の
所い
わ
ゆ
る謂
性
善
と
云い

う
者
は
、
本も
と
自
暴
自
棄
の
者
の
爲た
め
に
之
を
發
す
。
亦ま
た
教
な
り
。
論

語
に
は
專
ら
教
を
以
て
主
と
爲す

。
故
に
性
の
美
惡
、
論
ぜ
ざ
る
所
に
在
り
。
故
に
曰
く
、『
性
は
相あ
い
近
し
。
習
え
ば
相あ
い
遠
し
』
と
。

又
曰
く
、『
教
有
っ
て
類
無
し
』
と
。
言
う
こ
こ
ろ
は
堯ぎ
ょ
う
し
ゅ
ん舜
よ
り
途と
じ
ん人
に
至
る
ま
で
、
其
の
間あ
い
だ

相あ
い

去
る
こ
と
、
奚な
ん
ぞ
翅た
だ
千
萬
の
み

な
ら
ん
。
然
れ
ど
も
其
の
性
を
論
ず
る
と
き
は
、
則
ち
亦
甚は
な
は

だ
相あ
い
遠
か
ら
ず
。
但た
だ
其
の
相あ
い
け
ん
ぜ
つ

懸
絶
す
る
こ
と
此か
く
の
如
く
な
る
所ゆ
え
ん以

の
者
は
、
皆
習な
ら
い

に
由よ

っ
て
然
り
。
苟い
や
し
く
も
學
以
て
之
を
明
ら
か
に
し
、
養
以
て
之
を
充み

つ
る
と
き
は
、
則
ち
皆
以
て
惡
を
變へ
ん

じ
て
善
と
爲な

す
べ
し
。
故
に
性
の
善
惡
は
、
置
い
て
論
ぜ
ず
。
此
れ
論
語
の
專も
っ
ぱら
教
を
言
い
て
性
を
道い

わ
ざ
る
所ゆ
え
ん以
な
り
。
孟

子
は
性
善
を
道い

う
と
雖い
え
ど
も
、
徒い
た
ずら
に
其
の
理
を
論
ぜ
ず
、
必
ず
擴か
く
充じ
ゅ
うと
曰い

い
、
必
ず
存そ
ん
よ
う養
と
曰
う
。
所い
わ
ゆ
る謂
擴
充
存
養
と
云い

う

者
は
、
即
ち
教
に
非あ
ら
ず
し
て
何
ぞ
。
此
れ
孟
子
の
性
善
を
道
う
と
雖
ど
も
、
實
は
教
に
非
ず
と
い
う
こ
と
莫な

き
所
以
な
り
。
吾

故ゆ
え

に
曰
く
、『
論
孟
の
二
書
は
、
一い
っ
ぷ
く幅

の
布
、
表
裏
有
っ
て
精せ
い

粗そ

無
き
が
猶ご
と

し
』
と
」。

（
1
）

（
2
）

（
3
）
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注（
1
）　
『
孟
子
』
離
婁
上
篇
第
十
章
。
仁
斎
の
注
に
よ
れ
ば
自
暴
者
と
は
礼
儀
を
知
ら
ず
に
自
ら
の
身
を
害
す
る
者
、
自
棄
者
と
は
仁
義
の
美

徳
た
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
実
行
し
よ
う
と
し
な
い
者
で
あ
る
。

（
2
）　
『
論
語
』
陽
貨
篇
第
二
章

（
3
）　
『
論
語
』
衛
霊
公
篇
第
三
十
八
章　

（
口
語
訳
）

初
学
者
が
言
っ
た
。「
教
え
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
始
め
て
『
論
語
』
と
い
う
一
書
が
実
に
宇
宙
第
一
の
書
物
で
あ
る
こ
と
が

理
解
で
き
ま
し
た
。
幸
運
の
至
り
恩
恵
の
至
り
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、『
孟
子
』で
は
性
善
を
説
い
て
い
ま
す
が『
論
語
』

で
は
た
だ
学
問
の
こ
と
ば
か
り
が
主
と
な
り
、
性
善
の
説
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
大
き
な
欠

落
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。」

答
え
、「
今
ま
で
の
儒
者
の
多
く
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
説
明
を
欠
い
て
い
る
。
こ
れ
を
は
っ
き
り
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
性
・
道
・
教
の
三
つ
は
、
実
に
学
問
の
要か
な
めで
あ
る
。
す
べ
て
聖
人
が
語
ら
れ
た
千
言
万
語
は
、
わ
れ
わ
れ

に
は
ど
う
し
よ
う
も
な
く
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
三
つ
に
総
括
で
き
な
い
も
の
は
な
い
の
だ
。
い
い
か
な
、
こ
こ
の
と
こ

ろ
を
言
葉
を
つ
く
し
て
言
う
と
し
よ
う
。『
論
語
』は
も
っ
ぱ
ら
教
え
を
説
い
て
道
は
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。『
孟
子
』は
も
っ

ぱ
ら
道
を
説
い
て
教
え
は
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。『
孟
子
』
の
い
わ
ゆ
る
性
善
と
い
う
も
の
は
、
本
来
自
暴
自
棄
の
者
の
た

め
に
言
わ
れ
た
こ
と
な
の
だ
。
こ
れ
も
ま
た
教
え
な
の
だ
。『
論
語
』
は
も
っ
ぱ
ら
教
え
を
も
っ
て
主
と
し
て
い
る
の
で
、
人
の

生
ま
れ
つ
き
の
性
質
の
よ
し
あ
し
は
論
じ
な
い
。
だ
か
ら
『
人
の
生
ま
れ
つ
き
の
性
質
は
似
た
よ
う
な
も
の
だ
が
、
学
習
に
よ
っ

て
遠
く
隔
た
っ
て
く
る
』
と
言
わ
れ
、
ま
た
『
教
え
が
重
要
で
家
柄
の
よ
し
あ
し
は
問
題
で
は
な
い
』
と
も
言
わ
れ
る
。
こ
の
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言
葉
の
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
堯
舜
か
ら
普
通
の
人
々
に
至
る
ま
で
、
そ
の
間
を
隔
て
る
距
離

は
遙
か
に
大
き
な
も
の
だ
が
、
そ
の
生
ま
れ
つ
き
の
性
質
を
言
う
な
ら
ば
そ
れ
ほ
ど
隔
た
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
間
が
遥

か
に
隔
た
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
学
習
に
よ
っ
て
そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
も
し
学
問
に
よ
っ
て
生
ま
れ
つ
き
の
性
質
を
明

ら
か
に
し
、
そ
の
性
質
を
養
い
伸
ば
す
な
ら
ば
、
人
は
皆
、
悪
を
善
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
生
ま
れ

つ
き
の
性
質
の
善よ

し
悪あ

し
は
論
じ
な
か
っ
た
の
だ
。
こ
れ
が
『
論
語
』
が
も
っ
ぱ
ら
教
え
を
説
い
て
生
ま
れ
つ
き
の
性
質
に
つ

い
て
は
何
も
言
わ
な
い
理
由
な
の
で
あ
る
。『
孟
子
』
は
人
間
の
生
ま
れ
つ
き
の
性
質
は
善
で
あ
る
と
説
い
た
が
、
た
だ
善
の
理

を
説
い
た
の
で
は
な
い
。
必
ず
そ
の
善
を
拡
げ
充
実
さ
せ
る
と
い
い
、ま
た
養
い
伸
ば
す
と
説
い
た
。
こ
こ
で
い
う
「
拡
充
」・「
存

養
」
が
教
え
で
な
く
て
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
こ
そ
孟
子
が
性
善
を
説
い
た
と
い
っ
て
も
、
実
は
す
べ
て
教
え
で
な
い

も
の
は
な
い
理
由
で
あ
る
。
私
は
だ
か
ら
『
論
語
』『
孟
子
』
の
二
書
は
、
一
枚
の
布
に
裏
表
は
あ
っ
て
も
精
粗
の
む
ら
は
な
い

よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
言
う
の
だ
。」

（
解
説
）

仁
斎
に
と
っ
て
「
性
」
と
は
、生
ま
れ
つ
き
の
性
質
で
あ
っ
て
、朱
子
学
が
い
う
天
か
ら
賦
与
さ
れ
た
「
理
」
と
し
て
の
「
性
」

で
は
な
い
。
朱
子
学
に
と
っ
て
こ
の
「
性
即
理
」
の
原
則
は
、
な
に
が
あ
っ
て
も
破
れ
な
い
絶
対
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
人
の

心
に
植
え
付
け
ら
れ
た
「
理
」
と
し
て
の
「
性
」、
そ
れ
は
「
本
然
の
性
」
と
呼
ば
れ
、
す
べ
て
の
道
徳
の
基
礎
と
な
っ
て
い
く

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
孟
子
の
「
性
善
説
」
は
そ
の
根
拠
と
な
る
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
仁
斎
が
こ
こ
で
「『
孟
子
』
は
人
間

の
生
ま
れ
つ
き
の
性
質
は
善
で
あ
る
と
説
い
た
が
、
た
だ
善
の
理
を
説
い
た
の
で
は
な
い
」
と
い
う
時
、
念
頭
に
あ
っ
た
の
は

朱
子
学
の
「
性
即
理
」
に
よ
る
「
性
善
説
」
の
理
解
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
仁
斎
に
よ
れ
ば
、
孟
子
は
誰
に
で
も
「
四
端
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の
心
」
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
「
性
善
」
と
言
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
中
に
、
性
を
拡
充
す
る
と
い
う
教
え
が
込
め
ら
れ
て

い
る
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、『
論
語
』
と
『
孟
子
』
の
表
裏
一
体
と
な
っ
た
関
係
を
説
く
の
で
あ
る
。

こ
の
章
か
ら
議
論
は
『
中
庸
』
首
章
の
「
性
・
道
・
教
」
の
注
解
へ
と
進
む
。
そ
れ
は
ま
た
朱
子
学
の
「
性
即
理
」
に
よ
る

理
解
と
真
っ
向
か
ら
対
決
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

第
十
三
章

　

問
う
、「
性
道
教
の
分ぶ
ん
、
其
の
詳
な
る
こ
と
得
て
聞
く
べ
し
や
」。
曰
く
、「
道み
ち
至
れ
り
大
な
り
。
固ま
こ
とに
論
ず
る
こ
と
を
待
た
ず
。

然し
か
れ
ど
も
人
を
し
て
聖せ
い
爲た

り
賢け
ん
爲た

ら
し
む
る
こ
と
能あ
た
わ
ず
。
所い
わ
ゆ
る謂
『
道み
ち
人
を
弘ひ
ろ
む
る
に
非あ

ら
ず
』
と
、
是
な
り
。
其
の
人
を
し

て
聖
爲
り
賢
爲
ら
し
め
、
來ら
い
が
く學
を
開
い
て
太
平
を
致
す
所ゆ
え
ん以
の
者
は
、
皆
教お
し
えの
功こ
う
な
り
。
所い
わ
ゆ
る謂
『
人
能よ

く
道
を
弘
む
』
と
、
是

な
り
。
故
に
道
を
上じ
ょ
うと
爲し

、
教
之
れ
に
次
ぐ
。
然
れ
ど
も
人
の
性
を
し
て
、
頑が
ん

然ぜ
ん
無
智
な
る
こ
と
、
雞け
い
け
ん犬
の
如
く
然し
か
ら
し
む
る

と
き
は
、
則
ち
百
の
聖
賢
有
り
と
雖い
え
ど
も
、
其
れ
を
し
て
教
え
て
善
に
之ゆ

か
し
む
る
こ
と
能あ
た
わ
ず
。
惟た
だ
其
れ
善
な
り
。
故
に
其

の
道
を
曉さ
と
し
教
を
受
く
る
こ
と
、
啻た
だ
に
地
道
の
樹き

に
敏さ
と
き
が
若ご
と
く
な
る
の
み
に
あ
ら
ず
。
故
に
性
も
亦
貴と
う
とび
ず
ん
ば
あ
る
べ
か

ら
ず
。
此
れ
性
道
教
の
別
な
り
。
漢
宋
の
儒
先
多
く
此こ
こ
に
於お
い
て
顛て
ん
倒と
う
錯さ
く
説せ
つ
、
甚は
な
はだ
道
に
害
な
り
。
子
其
れ
審つ
ま
びら
か
に
せ
よ
」。

注（
1
）　
『
論
語
』
衛
霊
公
篇
二
十
八
章
。
第
八
章
解
説
参
照
。

（
1
）
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（
口
語
訳
）

問
う
、「
性
・
道
・
教
の
別
に
つ
い
て
、
詳
し
く
お
聞
き
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。」

答
え
、「
道
は
ど
こ
ま
で
も
大
き
な
も
の
だ
。
そ
の
こ
と
は
論
じ
る
ま
で
も
な
い
。
け
れ
ど
も
道
は
人
を
聖
人
や
賢
人
に
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。『
道
が
人
を
大
き
く
す
る
の
で
は
な
い
』
と
い
う
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
人
を
聖
人
や
賢
人
に
し
、
将
来

の
学
に
志
す
者
た
ち
を
啓
蒙
し
て
泰
平
の
世
を
作
る
の
は
、
皆
教
え
の
功
績
で
あ
る
。『
人
が
道
を
大
き
く
す
る
』
と
い
う
の
は

こ
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
道
が
一
番
上
で
あ
り
、
教
え
が
そ
の
次
に
あ
る
。
し
か
し
人
の
生
ま
れ
つ
き
の
性
質
が
、
頑
な

で
愚
か
で
、
鶏
や
犬
の
よ
う
で
あ
る
と
き
に
は
、
百
人
の
聖
人
、
賢
人
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
人
を
教
え
て
善
に
導
く
こ

と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
人
は
生
ま
れ
つ
き
善
で
あ
る
。
だ
か
ら
道
を
明
ら
か
に
し
、
教
え
を
受
け
る
こ
と
は
、
樹
が
大

地
の
道
に
反
応
し
て
育
つ
以
上
の
功
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
人
の
生
ま
れ
つ
き
の
性
質
も
尊
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
が
性
・
道
・
教
の
別
で
あ
る
。」

（
解
説
）

『
中
庸
』
の
首
章
は
、「
天
の
命
ず
る
之
を
性
と
謂
う
。
性
に
率し
た
がう
之
を
道
と
謂
う
。
道
を
修
む
る
之
を
教
と
謂
う
」
か
ら
始

ま
る
。
仁
斎
は
ま
ず
こ
の
性
・
道
・
教
の
序
列
を
道
・
教
・
性
の
順
に
改
め
る
。
そ
の
理
由
は
次
章
以
下
で
説
明
さ
れ
る
。
こ

こ
で
は
仁
斎
の
『
中
庸
発
揮
』
か
ら
、「
性
善
」
の
考
え
方
を
補
っ
て
お
こ
う
。

人
は
鶏
や
犬
と
は
ち
が
っ
て
、
生
ま
れ
つ
き
「
善
」
と
い
う
も
の
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
譬
え
は
、『
中
庸
発
揮
』
に
も
出
て

い
る
。「
人
が
鶏
や
犬
の
よ
う
な
生
ま
れ
つ
き
だ
と
す
れ
ば
、
善
に
導
く
道
や
教
え
が
あ
っ
て
も
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で

き
な
い
。（
人
が
）
道
を
き
わ
め
、
教
え
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
れ
が
生
ま
れ
つ
き
の
徳
だ
か
ら
で
あ
る
。
孟
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子
の
い
う
性
善
と
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
」。

第
十
四
章

　

問
う
、「
中
庸
に
は
性
道
教
を
以
て
序じ
ょ
を
爲な

す
。
今
道み
ち
を
以
て
上
と
爲し

、
教
お
し
え
之
れ
に
次
ぐ
。
而
し
て
性
を
以
て
道
を
盡つ
く
し
教
を

受
く
る
の
地
と
爲す

。
其
の
詞こ
と
ばを
措お

く
の
次
第
、
同
じ
か
ら
ざ
る
こ
と
有
る
が
若ご
と
き
者
は
、
何
ぞ
や
」。
曰
く
、「
本も
と
中
庸
の
理
と

異こ
と
な
る
こ
と
無
し
。
但た
だ
註
家
錯あ
や
まり
説
く
の
み
。
中
庸
に
言
う
聖
人
の
道
は
、
本も
と
人
の
性
の
自
然
に
循し
た
ごう
て
、
相あ
い
離
れ
ず
、
諸
子

百
家
の
自み
ず
から
私
わ
た
く
しし
智
を
用
い
、
人じ
ん
り
ん倫
日
用
に
遠
ざ
か
っ
て
以
て
道
と
爲す

る
が
若
き
に
は
非あ
ら
ず
。
故
に
曰
く
、『
性
に
率し
た
がう
之
を
道

と
謂
う
』
と
。
又
曰
く
、『
離
る
べ
き
は
道
に
非
ず
』
と
。
夫そ

れ
性
と
は
天
の
我
に
賦ふ
よ予
し
て
、
人じ
ん
じ
ん人
の
固
有
す
る
所
、
若も

し
性

に
循し
た
がう
と
否し
か
らざ
る
と
を
論
ぜ
ざ
る
と
き
は
、則
ち
以
て
道
の
邪じ
ゃ
せ
い正
を
見
る
こ
と
無
し
。
故
に
中
庸
先ま

ず
性
を
擧あ
げ
て
言
を
爲な

す
の
み
。

性
を
以
て
道
よ
り
貴と
う
とし
と
爲す

る
に
非
ず
。
道
と
は
何
ぞ
。
父
子
に
在
っ
て
は
之
を
親し
ん
と
謂い

い
、
君
臣
に
は
之
を
義
と
謂
い
、
夫

婦
に
は
之
を
別べ
つ
と
謂
い
、
昆こ
ん
て
い弟
に
は
之
を
序じ
ょ
と
謂
い
、
朋ほ
う
ゆ
う友
に
は
之
を
信
と
謂
う
。
天
下
古こ
こ
ん今
の
同
じ
く
然し
か
る
所
な
り
。
諸
子

百
家
各
お
の
お
の

其
の
道
を
以
て
道
と
爲し

て
、
性
に
循
う
と
否
ざ
る
と
を
論
ぜ
ず
、
異
端
爲た

る
所ゆ
え
ん以
な
り
。
苟い
や
し
く
も
人
の
性
に
循
う
て
、

得
て
離
る
べ
か
ら
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
道
爲た

り
。
否
ざ
る
と
き
は
則
ち
道
に
非
ず
。
故
に
聖
人
の
道
は
、
性
を
離
れ
て
獨
ひ
と
り

立た

つ

に
非
ず
、
亦
性
よ
り
出
づ
と
謂
う
に
非
ず
。
晦か
い
あ
ん菴
謂い

え
ら
く
、『
人
物
各
お
の
お
の

其
の
性
の
自
然
に
循
う
と
き
は
、
則
ち
日
用
の
間あ
い
だ、
各

當と
う
こ
う行
の
路み
ち
有
ら
ず
と
い
う
こ
と
莫な

し
』
と
。
是
れ
倒と
う
せ
つ説
な
り
。
蓋け
だ
し
性
と
は
己お
の
れに
有
る
を
以
て
言
う
。
道
と
は
天
下
に
達
す
る

を
以
て
言
う
。
易え
き

に
曰
く
、『
人
の
道
を
立
つ
。
曰
く
仁
と
義
と
』、
是
な
り
。
故
に
人
有
る
と
き
は
則
ち
性
有
り
。
人
無
き
と

き
は
則
ち
性
無
し
。
道
と
は
人
有
る
と
人
無
き
と
を
待
た
ず
、
本
來
自お
の
ず
から
有
る
の
物
、
天
地
に
滿
ち
、
人
倫
に
徹
し
、
時
と
し

て
然し
か
ら
ず
と
い
う
こ
と
無
く
、
處と
こ
ろと
し
て
在あ

ら
ず
と
い
う
こ
と
無
し
。
豈あ
に
人
物
各
其
の
性
の
自
然
に
循
う
を
待
っ
て
而し
か
る
後の
ち
之

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）
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れ
有
り
と
謂
う
べ
け
ん
や
。
晦
菴
の
説
く
所
の
若
き
は
、
則
ち
是
れ
性
は
本も
と
に
し
て
道
は
末す
え
、
性
は
先
に
し
て
道
は
後
な
り
。

豈
倒
説
に
非
ず
や
」。

注（
1
）　
『
中
庸
』
首
章
第
一
節

（
2
）　
『
中
庸
』
首
章
第
二
節

（
3
）　

朱
子
の
号

（
4
）　

朱
子
『
中
庸
章
句
』
の
注
釈

（
5
）　
『
易
経
』
説
卦
伝　
　

（
口
語
訳
）

問
う
、「『
中
庸
』
で
は
性
道
教
の
順
序
に
な
っ
て
い
ま
す
。
今
、
道
を
上
と
し
、
教
え
が
そ
れ
に
次
ぐ
と
し
て
、
性
は
道
を

よ
く
極
め
、
教
え
を
受
け
る
下
地
と
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
に
言
葉
の
順
序
が
同
じ
で
な
い
の
は
何
故
な
の
で
し
ょ
う
。」

答
え
、「
本
来
こ
れ
は
『
中
庸
』
の
道
理
と
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
注
釈
者
た
ち
が
間
違
っ
て
説
明
し
て
い
る
だ

け
で
あ
る
。『
中
庸
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
聖
人
の
道
は
、
本
来
人
の
生
ま
れ
つ
き
の
性
質
の
自
然
に
従
っ
て
い
て
、
そ
こ
か
ら

離
れ
る
こ
と
が
な
い
。
諸
子
百
家
の
者
た
ち
が
自
分
勝
手
に
考
え
て
、
日
常
の
人
倫
の
道
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
も
の
を
道
と
す
る

の
と
は
違
う
。
だ
か
ら
「
人
の
生
ま
れ
持
っ
た
性
質
に
従
う
、
こ
れ
を
道
と
い
う
」
と
い
う
の
だ
。
ま
た
、「
離
れ
ら
れ
る
よ
う

な
も
の
は
道
で
は
な
い
」
と
も
い
う
。
そ
も
そ
も
性
と
い
う
の
は
天
が
我
々
に
与
え
て
、
人
そ
れ
ぞ
れ
が
個
別
に
持
っ
て
い
る

も
の
で
あ
っ
て
、
性
に
従
っ
て
い
る
か
従
っ
て
い
な
い
か
を
論
じ
な
け
れ
ば
、
そ
の
道
が
正
し
い
か
間
違
っ
て
い
る
か
を
知
る

こ
と
が
出
来
な
い
。
だ
か
ら『
中
庸
』は
先
ず
性
を
挙
げ
て
論
じ
た
だ
け
で
あ
る
。
性
が
道
よ
り
尊
い
と
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
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道
と
は
何
か
。
父
子
の
関
係
に
お
い
て
は
こ
れ
を
親し
ん
と
言
い
、
君
臣
に
お
い
て
は
義
と
言
い
、
夫
婦
に
於
い
て
は
別
と
言
い
、

兄
弟
に
お
い
て
は
序
と
言
い
、
朋
友
に
於
い
て
は
信
と
言
う
。
こ
れ
は
古
今
東
西
、
全
く
同
じ
で
あ
る
。
諸
子
百
家
の
人
た
ち

は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
説
く
道
を
正
し
い
道
と
し
て
、
性
に
従
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
論
じ
な
い
。
そ
れ
が
異
端
と
な
る
理
由
で

あ
る
。
も
し
も
人
が
そ
の
生
ま
れ
持
っ
た
性
に
従
っ
て
、
そ
れ
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
れ
が
道
で
あ
る
。

そ
う
で
な
い
と
き
は
そ
れ
は
道
で
は
な
い
の
だ
。
だ
か
ら
聖
人
の
道
は
、性
か
ら
離
れ
て
独
立
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、ま
た
、

性
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
も
な
い
。
朱
子
は
『
人
や
物
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
性
の
自
然
に
従
う
と
き
は
、
日
常
生
活
に
於
い
て
そ

れ
ぞ
れ
行
う
べ
き
道
が
存
在
す
る
』
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
本
末
転
倒
の
誤
っ
た
説
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
性
と
は
自
分
自

身
に
あ
る
も
の
を
言
う
。
道
と
は
天
下
に
行
き
渡
り
、通
じ
な
い
と
こ
ろ
が
な
い
も
の
を
言
う
。『
易
経
』に「
人
の
道
を
立
て
る
。

仁
と
義
で
あ
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
が
道
な
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
人
が
い
れ
ば
性
が
あ
る
し
、
人
が
い
な
け
れ
ば
性
も
な
い
。
道
は

人
が
い
る
か
ど
う
か
に
は
関
わ
ら
な
い
。
本
来
そ
れ
自
体
で
存
在
し
、
天
地
の
間
に
満
ち
て
お
り
、
人
倫
社
会
に
行
き
渡
っ
て

お
り
、
ど
ん
な
時
に
も
ど
ん
な
場
所
に
も
無
い
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
人
や
物
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
性
の
自
然
に
従
っ
て
、
そ
の

後
に
存
在
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
朱
子
が
説
い
て
い
る
の
は
、
性
が
本
で
道
は
末
、
性
が
先
で
道
が
後
に
な
っ
て
い
る
。

ど
う
し
て
こ
れ
が
本
末
転
倒
で
な
い
と
言
え
よ
う
か
。」

（
解
説
）

晦
菴
と
は
朱
子
の
号
で
あ
る
。こ
こ
で
の
議
論
は
か
な
り
微
妙
で
、簡
単
に
理
解
で
き
な
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
。「
性
の
自
然
」

と
い
い
「
当
行
の
道
」
と
い
う
朱
子
の
言
葉
は
、
仁
斎
も
ま
た
使
う
言
葉
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
朱
子
が
「
性
の
自
然
」

と
い
う
時
に
は
、
人
が
生
ま
れ
た
時
に
天
か
ら
分
け
与
え
ら
れ
た
「
理
」
と
し
て
の
性
、
欲
や
も
ろ
も
ろ
の
情
で
曇
ら
さ
れ
る
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前
の
い
わ
ゆ
る
「
本
然
の
性
」
を
指
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
心
を
磨
き
、
欲
心
を
去
っ
て
本
来
の
性

に
従
え
ば
、
当
然
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
道
が
現
わ
れ
て
く
る
と
い
う
の
で
あ
る
。「
性
が
本
で
道
が
末
に
な
っ
て
い
る
」
と

仁
斎
が
い
う
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
仁
斎
の
い
う
道
は
、
人
に
先
だ
っ
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
が

人
間
社
会
に
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
道
の
中
に
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

第
十
五
章

　

問
う
、「
論
語
は
專も
っ
ぱら
教
を
言
い
て
、
道み
ち
其
の
中
に
在あ

り
と
、
既
に
命め
い
を
聞
く
こ
と
を
獲え

た
り
。
孟
子
は
專
ら
道
を
言
い
て
、

教お
し
え

其
の
中
に
在
り
と
、
不い
ぶ
か審
し
如い
か
ん何
」。
曰い
わ
く
、「
道
と
は
何
ぞ
。
仁
義
是こ
れ
な
り
。
孟
子
の
書
、
仁
義
を
以
て
其
の
首し
ゅ
の
う腦
と
爲し

、

七
篇
の
中
、
一
字
の
此
の
二
字
よ
り
紬
ち
ゅ
う

繹え
き
し
出い
だ
し
來き
た
ら
ざ
る
者
無
し
。
其
の
性
善
の
説
を
倡と
な
う
る
者
も
、
亦
徒い
た
ずら
に
其
の
理
を

發
明
す
る
に
非あ
ら
ず
。
人
を
し
て
其
の
性
の
善
な
る
こ
と
を
知
っ
て
、
之
を
擴か
く
充じ
ゅ
うせ
し
め
ん
と
欲
す
。
故
に
曰
く
、『
其
の
心
を
盡つ
く

す
者
は
、
其
の
性
を
知
る
』。
又
曰
く
、『
苟い
や
し
く
も
之
を
充み

て
ざ
れ
ば
、
以
て
父
母
に
事つ
か
う
る
に
足
ら
ず
』。
又
曰
く
、『
苟
し

く
も
其
の
養
を
得う

れ
ば
、
物
と
し
て
長
ぜ
ず
と
い
う
こ
と
無
く
、
苟
し
く
も
其
の
養
を
失
え
ば
、
物
と
し
て
消し
ょ
うせ
ず
と
い
う
こ

と
無
し
』
と
。
此
れ
皆
性
の
善
恃た
の
む
べ
か
ら
ず
し
て
、
擴
充
の
功
、
懈お
こ
たる
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
言
う
。
故
に
曰
く
、『
孟
子
は
專

ら
道
を
言
て
、
教
其
の
中
に
在
り
』
と
。
人
號ご
う
し
て
學
を
好
む
と
稱
す
と
雖い
え
ど
も
、
然し
か
れ
ど
も
其
の
志
こ
こ
ろ
ざ
しを
持じ

し
學
を
力つ
と
め
、

勇ゆ
う
お
う往
直
前
、自じ

暴ぼ
う
自じ

棄き

せ
ざ
る
者
は
、千
百
の
一
二
の
み
。
故
に
性
善
の
説
は
、仁
義
己お
の
が
固
有
爲た

る
こ
と
を
明
か
す
と
雖
ど
も
、

而し
か

も
其
の
實
は
自
暴
自
棄
の
者
の
爲
に
之
を
發
す
る
な
り
」。

（
1
）

（
2
）

（
3
）
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注（
1
）　
『
孟
子
』
盡
心
上
篇
首
章

（
2
）　
『
孟
子
』
公
孫
丑
上
篇
第
六
章

（
3
）　
『
孟
子
』
告
子
上
篇
第
八
章　
　

（
口
語
訳
）

問
う
、「『
論
語
』
は
も
っ
ぱ
ら
教
え
を
説
い
て
、
道
は
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
お
教
え
頂
き
ま
し
た
。

し
か
し
『
孟
子
』
は
も
っ
ぱ
ら
道
を
説
い
て
教
え
は
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
ま
だ
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
ど

う
い
う
こ
と
で
す
か
」。

答
え
、「
道
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
仁
義
で
あ
る
。『
孟
子
』
と
い
う
書
物
は
仁
義
を
も
っ
て
主
題
と
し
全
七
編
中
、
一
字
で

も
こ
の
仁
義
の
二
字
か
ら
引
き
出
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
な
い
。
そ
の
性
善
の
説
を
唱
え
る
の
も
、
ま
た
無
駄
に
そ
の
理
を
説

い
た
も
の
で
は
な
い
。
人
々
に
生
ま
れ
つ
き
の
性
質
が
善
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
、
こ
れ
を
拡
充
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
。

だ
か
ら
『
そ
の
心
（
四
端
の
心
）
を
尽
し
て
勉
め
る
人
は
、
本
来
の
性
の
善
を
知
る
』
と
い
う
。
ま
た
『
も
し
そ
の
生
ま
れ
持
っ

た
四
端
の
心
を
充
実
さ
せ
な
い
で
放
っ
て
お
く
と
、
つ
い
に
は
父
母
に
も
満
足
に
事つ
か
え
ら
れ
な
い
』
と
い
い
、
ま
た
『
も
し
養

い
育
て
る
こ
と
を
す
れ
ば
、
ど
ん
な
も
の
で
も
生
長
す
る
。
養
う
こ
と
を
怠
れ
ば
、
ど
ん
な
も
の
で
も
消
え
て
し
ま
う
』
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
生
ま
れ
つ
き
の
性
質
が
善
で
あ
る
と
い
っ
て
も
そ
れ
に
頼
る
こ
と
は
で
き
ず
、
拡
充
す
る
働
き
を
怠
っ

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
『『
孟
子
』
は
も
っ
ぱ
ら
道
理
を
説
い
て
、
教
え
は
そ
の
中
に

あ
る
』
と
言
う
の
だ
。
自
分
は
学
問
を
好
む
と
称
す
る
人
で
も
、
そ
の
志
を
持
ち
続
け
、
学
問
に
努
め
、
勇
気
を
持
っ
て
前
進

し
自
暴
自
棄
に
な
ら
な
い
者
は
千
人
、
百
人
に
一
人
か
二
人
し
か
い
な
い
。
だ
か
ら
性
善
の
説
は
、
仁
義
が
自
分
自
身
に
固
有



 125 伊藤仁斎『童子問』を読む（一）

の
も
の
で
あ
る
と
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
は
自
暴
自
棄
の
者
の
た
め
に
言
わ
れ
た
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。」

（
解
説
）

「
そ
の
心
を
尽
す
」
と
は
『
孟
子
』
盡
心
篇
首
章
の
言
葉
で
あ
り
、
仁
斎
は
こ
れ
を
人
の
心
に
生
ま
れ
つ
き
そ
な
わ
っ
て
い
る

惻
隠
・
羞
悪
・
辞
譲
・
是
非
の
「
四
端
の
心
」
を
拡
充
し
て
い
く
こ
と
だ
と
い
う
。
そ
し
て
「
其
の
性
を
知
る
」
と
は
己
の
性

が
善
で
あ
っ
て
悪
は
無
い
こ
と
を
知
る
こ
と
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
考
え
る
と
次
の『
孟
子
』公
孫
丑
上
篇
の
引
用
で
、

「
之
を
充
て
ざ
れ
ば
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、「
四
端
の
心
」
を
拡
充
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
告
子
上
篇
の
「
養
い
育
て
る
」

も
の
も
ま
た
「
四
端
の
心
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

自
暴
自
棄
の
者
と
い
う
の
は
、
何
も
特
別
な
者
を
指
す
の
で
は
な
い
。
孟
子
が
説
い
て
い
る
よ
う
に
、「
こ
の
四
端
の
心
が
備

わ
っ
て
い
る
の
に
、
善
を
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
う
者
」
は
す
べ
て
「
自
ら
を
賊そ
こ
なう
者
」
す
な
わ
ち
「
自
暴
自
棄
者
」
な

の
で
あ
る
。

第
十
六
章

　

問
う
、「
然
ら
ば
則
ち
教お
し
えは
性
よ
り
貴と
う
とき
か
」。
曰
く
、「
奚な
ん
ぞ
其
れ
然し
か
ら
ん
。
善
教
有
り
と
雖い
え
ど
も
、
然し
か
れ
ど
も
人
の
性
を
し

て
不
善
な
る
こ
と
、
犬
馬
の
我
と
類る
い
を
同
じ
ゅ
う
せ
ざ
る
が
若ご
と
く
な
ら
し
む
る
と
き
は
、
則
ち
道
と
扞か
ん
か
く格
し
て
相あ
い
入い

ら
ず
。
惟た
だ
其

れ
善
な
り
。
故
に
善
を
見
て
は
則
ち
悦よ
ろ
こび

、
不
善
を
見
て
は
則
ち
嫉に
く

み
、
君
子
を
見
て
は
則
ち
之
を
貴
び
、
小
人
を
見
て
は
則
ち

之
を
賎い
や
し
む
。
盜
賊
の
至
っ
て
不
仁
な
る
と
雖
ど
も
、亦
然
ら
ず
と
い
う
こ
と
莫な

し
。
是
れ
教
の
由よ

っ
て
入
る
所ゆ
え
ん以
な
り
。
蠻ば
ん
貊ぱ
く

無む

教き
ょ
うの
邦く
に
、
叔し
ゅ
く

季き

絶ぜ
つ

學が
く
の
世
と
雖
ど
も
、
人
皆
化か

し
て
鬼き

爲た

り
い
き
爲
ら
ざ
る
者
は
、
性
の
善
な
る
が
故
な
り
。
性
の
善
、
豈あ
に
貴
び

（
1
）

（
2
）

（
3
）
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ざ
る
べ
け
ん
や
」。

注（
1
）　

南
蛮
と
北
狄
、
野
蛮
国

（
2
）　

末
の
世

（
3
）　

（
い
き
）　

は
水
中
に
あ
る
鼈
（
す
っ
ぽ
ん
）
に
似
た
3
本
足
の
怪
蟲

（
口
語
訳
）

問
う
、「
そ
れ
で
は
、
教
え
は
性
よ
り
貴
い
の
で
し
ょ
う
か
。」

答
え
、「
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
良
い
教
え
が
あ
っ
て
も
、
も
し
人
の
生
ま
れ
つ
き
の
性
を
不
善
な
も
の
と
し
、

犬
や
馬
の
よ
う
に
我
々
人
間
と
生
ま
れ
つ
き
が
異
な
る
も
の
と
し
た
ら
、
道
を
拒
ん
で
受
け
入
れ
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
人
の

性
は
善
で
あ
る
。
だ
か
ら
善
を
見
て
は
喜
び
、
不
善
を
見
て
は
憎
み
、
君
子
を
見
て
貴
び
、
小
人
を
見
て
さ
げ
す
む
の
で
あ
る
。

仁
と
は
程
遠
い
盗
賊
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
教
え
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
理
由
で
あ
る
。
南
蛮
・
北
狄
の

よ
う
な
学
問
の
無
い
野
蛮
国
、
学
問
の
途
絶
え
た
末
世
で
あ
っ
て
も
、
人
が
皆
鬼
や
化
け
物
に
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
の
は
、
人

の
生
ま
れ
つ
き
の
性
が
善
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
性
が
善
で
あ
る
こ
と
は
、
ど
う
し
て
貴
ば
ず
に
お
ら
れ
よ
う
か
。」

第
十
七
章

問
う
、「
然
ら
ば
則
ち
性
は
教お
し
えよ
り
貴
き
か
」。
曰い
わ
く
、「
然
ら
ず
。
人
皆
性
有
り
。
性
皆
善
な
り
。
然
ど
も
學
以
て
之
を
充み

つ

る
と
き
は
、
則
ち
君
子
爲た

り
。
之
を
充
つ
る
こ
と
能あ
た

わ
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
衆
し
ゅ
う

人じ
ん

の
み
。
性
の
恃た
の

む
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
や
此か
く

の
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如ご
と
し
。
故
に
云い

う
、『
苟い
や
し
く
も
之
を
充
て
ざ
れ
ば
、
以
て
父
母
に
事つ
か
う
る
に
足
ら
ず
』
と
。
孔
子
も
亦
曰
く
、『
性
は
相あ
い
近
し
。

習
え
ば
相あ
い
遠
し
』
と
。
蓋け
だ
し
君
子
小
人
の
分
、
性
に
由よ

ら
ず
し
て
教
に
由
る
。
故
に
夫ふ
う
し子
性
を
責
め
ず
し
て
、
專も
っ
ぱら
習
を
責
む
。

其
の
意い

見み

つ
べ
し
。
又
曰
く
、『
人
能よ

く
道
を
弘ひ
ろ
む
。
道
人
を
弘
む
る
に
非あ
ら
ず
』。
亦
此
の
意
な
り
。
吾
が
夫
子
生
民
以
來
未い
ま
だ

嘗か
つ
て
有
ら
ざ
る
の
至
聖
を
以
て
、
旁
あ
ま
ね
くく
古こ

今こ
ん
を
觀み

、
洞ほ
が
ら
か
に
天
人
を
視み

て
、
剏は
じ
め
て
生
民
の
爲た
め
に
大
教
法
を
建
つ
。
曰
く
學

の
み
。
故
に
曰
く
、『
學
ん
で
時
に
之
を
習
う
。
亦
説よ
ろ
こ
ばし
か
ら
ず
や
』。
又
曰
く
、『
吾
嘗
て
終ひ
め
む
す日
食
せ
ず
、
終
よ
も
す
が
ら夜
寢い

ね
ず
以
て
思

う
。
益え
き
無
し
。
學
ぶ
に
は
如し

か
ず
』
と
。
蓋
し
天
下
の
至し
え
き益
學
問
に
如し

く
は
莫の

う
し
て
、
夫か

の
懸け
ん
く
う
お
く
そ
う

空
臆
想
す
る
者
は
、
實
に
獲う

る
所
無
き
こ
と
を
言
う
。
勉つ
と
め
よ
や
」。

注（
1
）　

第
十
五
章
注
②
参
照

（
2
）　

第
十
二
章
注
②
参
照

（
3
）　

先
生
、
孔
子
を
指
す
。

（
4
）　

第
十
三
章
注
①
参
照

（
5
）　
『
論
語
』
学
而
篇
首
章

（
6
）　
『
論
語
』
衛
霊
公
篇
第
三
十
章

（
口
語
訳
）

問
う
、「
そ
れ
で
は
性
は
教
え
よ
り
も
貴
い
の
で
し
ょ
う
か
」

答
え
、「
い
や
そ
う
で
は
な
い
。
人
に
は
皆
そ
れ
ぞ
れ
に
性
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
性
は
す
べ
て
善
な
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も

学
問
に
よ
っ
て
性
を
充
実
さ
せ
れ
ば
君
子
に
な
る
。
充
実
で
き
な
け
れ
ば
た
だ
の
人
で
あ
る
。
性
は
善
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）
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を
あ
て
に
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
こ
れ
で
わ
か
る
。
そ
れ
ゆ
え
『
も
し
こ
れ
を
充
実
さ
せ
な
け
れ
ば
父
母
に
事つ
か
え
る
こ
と
も
で

き
な
い
』
と
い
う
の
だ
。
孔
子
も
ま
た
『
生
ま
れ
つ
き
の
性
は
み
な
似
た
よ
う
な
も
の
だ
が
、
学
習
に
よ
っ
て
大
き
く
隔
た
っ

た
も
の
に
な
る
』
と
言
っ
て
い
る
。
思
う
に
君
子
と
小
人
の
分
か
れ
目
は
、
性
に
よ
る
の
で
は
な
く
教
え
に
よ
る
の
だ
。
そ
れ

ゆ
え
孔
子
は
性
の
せ
い
に
は
せ
ず
、も
っ
ぱ
ら
教
え
の
責
任
を
追
求
し
て
い
る
の
だ
。
そ
の
意
味
す
る
所
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
孔
子
が
『
人
が
道
を
大
き
く
す
る
、
道
が
人
を
大
き
く
す
る
の
で
は
な
い
』
と
言
う
の
も
同
様
の
意
味
で
あ
る
。
我
が
師

で
あ
る
孔
子
は
人
間
が
生
ま
れ
て
こ
の
か
た
、
い
ま
だ
か
つ
て
な
い
ほ
ど
の
最
高
の
徳
を
も
っ
て
、
ひ
ろ
く
過
去
か
ら
現
在
を

観
察
し
て
、
天
と
人
と
を
洞
察
し
、 

は
じ
め
て
人
類
の
た
め
に
偉
大
な
教
法
を
立
て
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
学
問
と
い
う
こ
と
に

つ
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
『
学
ん
で
、機
会
が
あ
れ
ば
お
さ
ら
い
を
す
る
。
な
ん
と
楽
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
』
と
い
い
、ま
た
『
私

は
、
か
つ
て
、
一
日
中
物
も
食
べ
ず
、
一
晩
中
寝
な
い
で
、
思
索
を
つ
づ
け
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
思
っ
た
。
こ
れ
は
何
の

益
も
な
い
。
学
ぶ
こ
と
の
ほ
う
が
ず
っ
と
益
が
あ
る
と
』
と
も
い
う
。
思
う
に
こ
の
世
で
最
も
役
に
立
つ
こ
と
は
学
問
す
る
こ

と
の
外
に
は
な
い
、
空
虚
な
思
索
に
ふ
け
る
者
は
ま
っ
た
く
得
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
学
問
に
勉
め
な
さ
い
。」

（
解
説
）

前
章
と
合
わ
せ
て
性
と
教
と
の
関
係
を
説
く
。
性
と
教
と
は
ど
ち
ら
が
貴
い
か
と
い
う
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

仁
斎
が
教
を
性
の
上
に
お
く
の
は
、
性
が
教
え
を
受
け
入
れ
る
下
地
で
あ
っ
て
、
そ
の
性
を
拡
充
す
る
の
は
教
え
の
働
き
だ
か

ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
仁
斎
の
論
点
は
、
生
ま
れ
つ
き
の
性
を
拡
充
し
て
い
く
た
め
に
、
学
問
が
い
か
に
大
切
か
と
い
う
こ
と

に
あ
る
。
学
ぶ
と
は
古
の
聖
賢
に
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
『
論
語
』
首
章
の
「
学
び
て
時
に
之
を
習
う
、亦
説
し
か
ら
ず
や
」

を
引
き
な
が
ら
、
人
類
の
最
初
で
最
大
の
教
師
と
し
て
の
孔
子
像
を
描
き
出
す
の
で
あ
る
。
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寝
食
を
忘
れ
て
思
索
に
ふ
け
っ
た
と
い
う
孔
子
の
体
験
談
は
、
お
そ
ら
く
朱
子
学
に
傾
倒
し
、「
理
」
を
悟
ろ
う
と
一
心
不
乱

に
努
力
し
て
い
た
若
き
日
の
仁
斎
自
身
の
体
験
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
仁
斎
は
精
神
を
病
み
、
朱
子
学
が

間
違
っ
て
い
る
こ
と
、
人
を
生
か
す
学
問
で
は
な
い
こ
と
を
確
信
し
た
の
で
あ
る
。

第
十
八
章

問
う
、「
性
と
教お
し
えと
果
し
て
優
劣
無
き
や
」。
曰
く
、「
性
は
善
に
し
て
爲す

る
こ
と
無
く
、
教
は
爲
る
こ
と
有
っ
て
入い

り
難
し
。
能よ

く
入
り
難
き
の
教
を
受
く
る
者
は
、性
の
善
な
り
。
性
の
善
を
充み

つ
る
者
は
、教
の
功こ
う
な
り
。
兩ふ
た
つ
の
者
車く
る
ま
の
兩
輪
有
る
が
猶ご
と
し
。

相あ
い
須も
ち
い
て
相あ
い
無な

く
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。
然し
か
れ
ど
も
性
本も
と

相あ
い
近ち
こ
う
し
て
、
教
の
功
を
大
な
り
と
爲す

。
南な
ん
ざ
ん山
の
竹
、
揉た

め
ず
し
て

自お
の
ず
から
植な
お
き
は
、
性
の
善
な
り
。
括か
つ
し
て
之
を
羽は
ね
し
、
鏃や
じ
りし
て
之
を
礪と

ぐ
と
き
は
、
則
ち
其
の
入
る
こ
と
の
深
き
者
は
、
教
の
功

な
り
。
若
し
羽
せ
ず
鏃
せ
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
一
片
の
竹ち
く

條じ
ょ
うの
み
。
何
の
用
を
成
す
所
あ
ら
ん
。
其
の
百
た
び
發は
つ
し
て
百
た
び

中あ
た
り
、
善よ

く
隼
は
や
ぶ
さを
高こ
う
よ
う
の
上
に
射
る
者
は
、
皆
羽
し
て
之
を
鏃
す
る
の
功
な
り
。
此
れ
論
語
の
專も
っ
ぱら
教
を
以
て
主
と
爲し

て
、
孟

子
の
擴か
く
充じ
ゅ
うの
説
を
發
す
る
所ゆ
え
ん以
な
り
」。

（
口
語
訳
）

問
う
、「
性
と
教
え
は
本
当
に
優
劣
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。」

答
え
、「
性
は
善
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
が
何
か
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
教
え
は
働
き
か
け
る
も
の
だ
が
、
そ
の
教

え
を
受
け
入
れ
る
の
は
難
し
い
。
受
け
入
れ
が
た
い
教
え
を
受
け
入
れ
る
の
は
、
性
が
善
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
性
の
善
を
よ

く
拡
充
す
る
の
は
教
え
の
功
績
で
あ
る
。
性
と
教
え
の
二
つ
は
車
の
両
輪
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
お
互
い
が
協
力
し
あ
う
こ
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と
が
大
切
で
、
ど
ち
ら
か
が
な
く
て
は
成
り
立
た
な
い
。
し
か
し
、
性
は
も
と
も
と
似
か
よ
っ
て
い
る
の
で
、
教
え
の
功
績
の

ほ
う
が
大
き
い
の
で
あ
る
。
南
山
の
竹
が
、
矯
正
す
る
こ
と
な
く
最
初
か
ら
真
っ
直
ぐ
な
の
は
、
性
が
善
で
あ
る
の
と
同
じ
で

あ
る
。
こ
れ
に
羽
根
を
く
く
り
付
け
、
鏃
を
付
け
て
研
げ
ば
、
的
に
当
た
っ
た
時
に
深
く
突
き
刺
さ
る
の
は
、
教
え
の
功
績
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
若
し
羽
根
を
付
け
ず
鏃
を
付
け
な
け
れ
ば
、
た
だ
の
一
本
の
竹
の
棒
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
が
何
の
役
に

立
つ
だ
ろ
う
か
。
百
発
百
中
し
て
よ
く
高
い
城
壁
の
上
の
隼
を
射
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
す
べ
て
羽
根
を
付
け
鏃
を
付
け
た

功
績
で
あ
る
。
こ
れ
が
、『
論
語
』
が
も
っ
ぱ
ら
教
え
を
説
く
こ
と
を
主
と
し
て
、『
孟
子
』
が
性
の
拡
充
の
説
を
唱
え
た
理
由

で
あ
る
。

（
解
説
）

南
山
の
竹
の
逸
話
は
『
孔
子
家
語
』
子
路
初
見
篇
に
基
づ
く
。
伊
藤
東
涯
の
著
し
た
『
童
子
問
標
釈
』
に
は
、
そ
の
部
分
が

載
せ
ら
れ
て
い
る
。「
子
路
が
孔
子
に
言
っ
た
。『
南
山
に
良
い
竹
が
あ
り
ま
す
。
矯
正
し
な
く
て
も
ま
っ
す
ぐ
で
、
こ
れ
を
斬
っ

て
矢
に
し
て
用
い
れ
ば
、
犀
の
皮
を
も
貫
き
ま
す
。
こ
れ
を
み
れ
ば
学
問
な
ど
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
』。
孔
子
は

言
っ
た
。『
そ
の
竹
に
羽
を
付
け
、
鏃
を
付
け
て
そ
れ
を
研
げ
ば
、
も
っ
と
深
く
突
き
刺
さ
る
の
で
は
な
い
か
』。
子
路
は
孔
子

を
再
拝
し
て
『
つ
つ
し
ん
で
教
え
を
受
け
ま
す
』
と
言
っ
た
」。「
隼
を
高

の
上
に
射
る
」
は
易
経
解
卦
上
六
に
あ
る
言
葉
で

あ
る
。
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第
十
九
章

　

問
う
、「
性
道
教
の
分
に
於お
い
て
、
既
に
其
の
詳し
ょ
うな
る
こ
と
を
聞
く
こ
と
を
得
た
り
。
願
わ
く
は
詳つ
ま
びら
か
に
教お
し
えの
條
じ
ょ
う

目も
く
を
諭さ
と
さ
れ

よ
」。
曰
く
、「
子
四よ
つ
を
以
て
教
ゆ
。
文ぶ
ん
行こ
う

忠ち
ゅ
う

信し
ん
。
此
れ
孔こ
う
も
ん門
學
問
の
定
じ
ょ
う
ほ
う
法
に
し
て
、
初し
ょ
が
く學
道
に
入
る
の
規き
く距
、
萬ば
ん
せ
い世
學
者
違た
ご
う

こ
と
を
得
ず
。
文
と
は
、
詩し

書し
ょ

六り
く

藝げ
い
、
是こ

れ
の
み
。
行
と
は
、
孝こ
う
悌て
い

禮れ
い

讓じ
ょ
う、
是
れ
の
み
。
己
れ
を
盡つ
く
す
之
を
忠
と
謂い

い
、
人
と

實じ
つ
有
る
之
を
信
と
謂
う
。
文
を
學
ぶ
と
き
は
則
ち
其
の
智
偏へ
ん
な
ら
ず
、
力つ
と
め
行
う
と
き
は
則
ち
其
の
學
虚き
ょ
な
ら
ず
。
忠
な
る
と

き
は
則
ち
道
以
て
行
う
に
足
り
、
信
な
る
と
き
は
則
ち
徳
以
て
立
つ
こ
と
有
り
。
文
を
學
ば
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
其
の
智
必
ず

偏
な
り
。
佛ぶ
つ
ろ
う老
の
學
是
れ
な
り
。
力
め
行
わ
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
其
の
學
自お
の
ず
から
虚
な
り
。
俗
儒
の
學
是
れ
な
り
。
忠
信
な
ら
ざ

る
と
き
は
、
則
ち
人じ
ん
ど
う道
立
た
ず
。
市し
せ
い井
の
小
人
是
れ
な
り
。
此
の
四
の
者
次じ

序じ
ょ
有
り
と
雖い
え
ど
も
、
階
級
有
る
に
非あ
ら
ず
。
蓋け
だ
し
學

者
終し
ゅ
う

身し
ん
の
業ぎ
ょ
うな
り
。
苟い
や
し
く
も
此こ
れ
を
以
て
法
と
爲す

る
と
き
は
、
則
ち
安あ
ん

宅た
く
居お

る
べ
く
、
大だ
い
ろ
よ
路
由
る
べ
く
し
て
、
學
を
爲す

る
の
道

備そ
な
わ
れ
り
」。

注（
1
）　
『
論
語
』
述
而
篇
第
二
十
四
章

（
2
）　

程
明
道
の
言
葉

（
3
）　
『
孟
子
』
離
婁
篇
上
第
十
章
に
「
仁
は
人
の
安
宅
な
り
。
義
は
人
の
正
路
な
り
」
と
あ
る
。

（
口
語
訳
）

問
う
、「
性
・
道
・
教
の
区
別
に
つ
い
て
、
す
で
に
詳
し
く
お
聞
き
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
教
の
条
目
に
つ
い
て
詳
し
く

（
1
）

（
2
）

（
3
）
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教
え
て
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
」。

答
え
、「
孔
子
は
四
つ
の
条
目
で
教
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
文
・
行
・
忠
・
信
で
あ
る
。
こ
れ
は
孔
子
学
派
の
定
法
で
あ
り
初
学

者
が
道
に
入
る
た
め
の
標
準
で
あ
っ
て
、
い
つ
の
時
代
も
学
ぶ
者
は
こ
れ
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
文
」
と
は
詩
・
書
・
易
・

礼
・
楽
・
春
秋
の
六
経
に
つ
き
る
。「
行
」
と
は
孝
・
悌
・
礼
・
譲
に
つ
き
る
。
人
の
た
め
に
自
分
の
心
を
尽
く
す
こ
と
を
「
忠
」

と
い
い
、
人
に
対
し
て
真
実
を
言
い
、
け
っ
し
て
偽
ら
な
い
こ
と
を
「
信
」
と
い
う
。
文
を
学
べ
ば
、
そ
の
智
は
偏
ら
ず
、
学

ん
だ
こ
と
を
実
践
す
れ
ば
、
そ
の
学
問
は
空
虚
で
は
な
く
な
る
。
忠
で
あ
れ
ば
、
道
を
実
行
す
る
と
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
信

で
あ
れ
ば
徳
の
あ
る
人
に
な
れ
る
。
文
を
学
ば
な
け
れ
ば
そ
の
智
は
必
ず
偏
る
。
仏
教
や
老
子
の
学
が
そ
う
で
あ
る
。
努
力
し

て
実
行
を
し
な
け
れ
ば
そ
の
学
問
は
自
ず
と
空
虚
な
も
の
と
な
る
。
俗
儒
の
学
が
そ
う
で
あ
る
。
忠
信
で
な
い
と
き
は
人
の
道

に
外
れ
る
。
世
の
中
の
俗
人
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
四
つ
、
文
・
行
・
忠
・
信
に
は
順
序
は
あ
る
が
段
階
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
。
思
う
に
こ
れ
ら
は
学
ぶ
者
に
と
っ
て
終
身
の
務
め
で
あ
る
。
こ
の
四
つ
を
学
問
の
法
と
す
る
な
ら
ば
、
仁
と
い
う

安
全
な
家
に
住
み
、
義
と
い
う
大
き
な
道
を
歩
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
学
問
を
す
る
た
め
の
道
が
備
わ
る
の
だ
。」

（
解
説
）

「
己
れ
を
盡
す
之
を
忠
と
謂
い
、
人
と
實
有
る
之
を
信
と
謂
う
」
は
程
明
道
の
言
葉
で
あ
る
。
仁
斎
の
『
語
孟
字
義
』「
忠
信
」

の
項
に
も
、
こ
の
言
葉
が
引
か
れ
、
仁
斎
は
次
の
よ
う
に
そ
の
意
味
を
説
く
。「
こ
の
言
葉
は
す
べ
て
人
と
交
わ
る
こ
と
に
つ
い

て
言
わ
れ
て
い
る
。
人
の
た
め
に
何
か
を
す
る
と
き
に
は
、自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
し
、人
の
た
め
に
な
に
か
を
謀は
か
る
と
き
に
は
、

自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
考
え
、
自
分
の
心
を
尽
し
き
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
忠
で
あ
る
。
人
と
話
を
す
る
と
き
に
は
い
つ
も
、

有
る
こ
と
は
有
る
と
い
い
、
無
い
と
き
は
無
い
と
い
い
、
多
い
も
の
は
多
い
と
い
い
、
少
な
い
も
の
は
少
な
い
と
い
い
、
ほ
ん
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の
わ
ず
か
で
も
増
や
し
た
り
減
ら
し
た
り
し
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
信
で
あ
る
」。
そ
し
て
「
忠
信
は
学
の
根
本
、
始
め
を
な
し
終

を
な
す
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

す
べ
て
の
道
徳
の
本
源
を
心
の
中
に
植
え
付
け
ら
れ
た
理
、
す
な
わ
ち
性
に
置
き
、
道
徳
の
実
践
を
そ
の
発
現
と
と
ら
え
る

朱
子
に
対
し
て
、
仁
斎
は
徳
を
す
べ
て
人
と
人
が
交
わ
る
人
倫
世
界
に
お
い
て
捉
え
る
。
そ
し
て
忠
と
信
こ
そ
が
そ
の
徳
を
拡

充
し
て
い
く
学
問
の
基
礎
と
な
る
の
で
あ
る
。

第
二
十
章

　

問
う
、「
先
生
曰
く
、『
文
を
學
ば
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
其
の
智
必
ず
偏へ
ん
な
り
』
と
。
然し
か
れ
ど
も
佛
氏
は
不ふ

立り
ゅ
う

文も
ん

字じ

と
説
く
。

近
世
王お
う
し氏
の
學
も
、
亦ま
た
書
を
讀
み
義
理
を
講
ず
る
を
以
て
非ひ

と
爲す

。
彼
れ
皆
非
か
」。
曰
く
、「
規き

く矩
は
方ほ
う
え
ん圓
の
至い
た
り
な
り
。

至し
と
う當
は
道
の
極き
わ
みな
り
。
能よ

く
天
下
の
知
り
難が
た
き
所
を
知
り
、
能
く
天
下
の
行
い
難
き
所
を
行
う
と
雖い
え
ど
も
、
然
れ
ど
も
纔わ
ず
かに
至

當
を
失
う
と
き
は
、
則
ち
全ぜ
ん
た
い體
皆
非ひ

な
り
。
妙み
ょ
う

智ち

は
得え

易や
す
く
、
卓た
っ
こ
う行
は
爲な

し
易
し
。
唯た
だ
至
當
を
得う

る
を
難
し
と
爲す

。
其
の
悟さ
と
る

こ
と
彌
い
よ
い
よ

高
け
れ
ば
、
其
の
偏
彌
甚は
な
はだ
し
。
故
に
君
子
書
を
讀
み
理
を
窮き
わ
め
、
多
く
前ぜ
ん
言げ
ん
往お
う
行こ
う
を
蓄た
く
わう
る
者
は
、
徒い
た
ずら
に
天
下
の

道
理
を
窮
め
盡つ
く
さ
ん
と
欲
す
る
に
非あ
ら
ず
。
蓋け
だ
し
天
下
の
至
當
を
得
て
止や

ま
ん
と
欲
す
。
苟い
や
し
く
も
學
問
に
從
事
す
る
と
き
は
、

則
ち
高
き
者
は
俯ふ

し
、
卑ひ
く
き
者
は
企つ
ま
だて
、
軒あ
が
れ
る
者
は
低
く
、
輊さ
が
れ
る
者
は
昂あ
が
り
、
皆
其
の
平へ
い
を
得
て
而し
か
る
後
止
む
。
豈あ
に
空
虚

に
騖は

せ
、
意
好こ
う
に
任ま
か
し
て
、
其
の
獨ど
く
智ち

を
恣
ほ
し
い
ま
まに
す
る
者
の
能よ

く
及
ぶ
所
な
ら
ん
や
。
故
に
孔
子
の
曰
く
、『
仁
を
好
ん
で
學
を
好

ま
ざ
れ
ば
、
其
の
蔽へ
い

や
愚ぐ

な
り
。
知
を
好
ん
で
學
を
好
ま
ざ
れ
ば
、
其
の
蔽
や
蕩と
う

な
り
。
信
を
好
ん
で
學
を
好
ま
ざ
れ
ば
、
其

の
蔽
や
賊ぞ
く
な
り
。
直ち
ょ
くを
好
ん
で
學
を
好
ま
ざ
れ
ば
、
其
の
蔽
や
絞こ
う
な
り
。
勇
を
好
ん
で
學
を
好
ま
ざ
れ
ば
、
其
の
蔽
や
亂ら
ん
な
り
。

剛
を
好
ん
で
學
を
好
ま
ざ
れ
ば
、
其
の
蔽
や
狂き
ょ
うな
り
』。
夫そ

れ
仁
の
徳
は
大だ
い
な
り
、
智
の
道
は
深
し
。
然
れ
ど
も
學
以
て
之
を
照

（
1
）

（
2
）

（
3
）



 134 

ら
さ
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
猶な
お
其
の
蔽
有
り
。
故
に
天
下
學
問
の
功
よ
り
大
な
る
は
莫な

く
、
亦
學
問
の
道
よ
り
貴と
う
とき
は
莫
し
」。

注（
1
）　

陽
明
学

（
2
）　
『
孟
子
』
離
婁
篇
第
二
章
の
言
葉
。「
規
矩
は
方
圓
の
至
な
り
。
聖
人
は
人
倫
の
至
な
り
」
と
あ
る
。

（
3
）　
『
論
語
』
陽
貨
篇
第
七
章

（
口
語
訳
）

問
う
、「
先
生
は
『
文
を
学
ば
な
け
れ
ば
、そ
の
知
は
必
ず
偏
る
』
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
し
か
し
、禅
宗
で
は
「
不
立
文
字
」

と
い
っ
て
文
字
に
よ
る
教
え
を
否
定
し
ま
す
。
ま
た
近
い
世
で
は
王
陽
明
の
学
問
も
、
や
は
り
書
物
を
読
ん
で
、
意
味
や
理
論

を
説
く
こ
と
を
否
定
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
皆
間
違
い
で
し
ょ
う
か
。」

答
え
、「
コ
ン
パ
ス
と
物
差
し
は
円
や
正
方
形
を
書
く
の
に
こ
の
上
な
い
標
準
と
な
る
。
何
に
で
も
当
て
は
ま
る
こ
と
が
道
の

極
致
で
あ
る
。
世
の
中
の
判
り
難
い
と
こ
ろ
を
よ
く
理
解
し
、
世
の
中
で
行
な
い
難
い
こ
と
を
行
な
っ
て
も
、
少
し
で
も
こ
の

す
べ
て
に
当
て
は
ま
る
適
切
さ
を
失
え
ば
、
全
体
が
間
違
っ
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
優
れ
た
知
識
は
得
や
す
く
、
卓
越
し

た
行
い
は
実
行
し
や
す
い
。
し
か
し
、
何
に
で
も
あ
て
は
ま
る
基
準
を
得
る
の
は
難
し
い
。
知
る
こ
と
が
高
尚
に
な
れ
ば
な
る

ほ
ど
そ
の
偏
り
は
益
々
甚
だ
し
く
な
る
。
だ
か
ら
君
子
が
書
を
読
み
、
道
理
を
追
求
し
、
多
く
の
先
人
の
言
葉
や
行
い
を
集
め

て
記
憶
す
る
の
は
、
む
な
し
く
世
の
中
の
道
理
を
極
め
尽
く
そ
う
と
望
ん
で
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
世
界
の
す
べ
て
に
当
て
は

ま
る
基
準
を
得
て
そ
こ
に
止
ま
ろ
う
と
望
む
か
ら
で
あ
る
。
か
り
に
も
学
問
に
取
り
組
む
な
ら
ば
、
高
み
に
い
る
者
は
俯う
つ
むい
て

下
を
見
、
低
い
と
こ
ろ
に
い
る
者
は
爪
立
ち
し
て
上
を
見
、
上
に
上
っ
た
者
は
低
く
な
り
、
下
に
下
が
っ
た
者
は
高
く
上
が
ろ
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う
と
し
、
皆
平
均
の
取
れ
た
と
こ
ろ
で
止
ま
る
。
ど
う
し
て
空
虚
な
も
の
を
追
い
求
め
、
好
み
に
任
せ
て
ひ
と
り
よ
が
り
の
知

識
を
勝
手
に
と
な
え
て
い
る
者
が
そ
こ
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
、で
き
は
し
な
い
。
だ
か
ら
孔
子
は
言
っ
て
い
る
、『
仁

を
好
ん
で
学
問
を
好
ま
な
け
れ
ば
、
優
柔
不
断
に
な
る
。
知
を
好
ん
で
学
問
を
好
ま
な
け
れ
ば
、
限
度
が
な
く
な
る
。
信
を
好

ん
で
学
問
を
好
ま
な
け
れ
ば
、
人
を
傷
つ
け
る
こ
と
と
な
る
。
直
を
好
ん
で
学
問
を
好
ま
な
け
れ
ば
、
ゆ
と
り
が
な
く
な
る
。

勇
を
好
ん
で
学
問
を
好
ま
な
け
れ
ば
、
法
を
乱
す
こ
と
に
な
る
。
剛
を
好
ん
で
学
問
を
好
ま
な
け
れ
ば
、
人
と
衝
突
す
る
こ
と

に
な
る
』。
仁
の
徳
は
大
き
く
、
智
の
道
は
深
い
。
し
か
し
学
問
を
以
て
仁
や
智
に
光
を
当
て
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
弊
害
を
も

た
ら
す
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
世
の
中
に
学
問
の
功
績
ほ
ど
偉
大
な
も
の
は
な
く
、
ま
た
学
問
の
道
よ
り
尊
い
も
の
は
な
い
の
だ
。」

（
解
説
）

本
章
に
仁
斎
が
引
く
孔
子
の
言
葉
は
『
論
語
』
陽
貨
篇
で
、
孔
子
が
子
路
に
向
か
っ
て
教
え
た
言
葉
で
あ
る
。
仁
斎
『
論
語

古
義
』
に
よ
っ
て
、
説
明
を
補
っ
て
お
こ
う
。

仁
、
知
、
信
、
直
、
勇
、
剛
は
す
べ
て
天
下
の
美
徳
で
あ
る
。
し
か
し
学
問
に
よ
ら
な
け
れ
ば
そ
の
徳
も
覆
わ
れ
て
弊
害
が

で
る
。
ま
ず
仁
の
有
る
人
は
、
人
を
愛
す
る
も
の
だ
が
、
つ
ま
ら
ぬ
思
い
や
り
に
流
さ
れ
て
優
柔
不
断
に
な
っ
て
し
ま
う
。
知

の
あ
る
人
は
、高
尚
で
深
淵
な
も
の
を
求
め
が
ち
で
、つ
い
に
は
人
間
関
係
や
日
常
生
活
か
ら
離
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
蕩
と
は
、

高
尚
深
淵
な
思
想
を
追
求
し
て
き
り
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
信
の
あ
る
人
は
、
か
た
く
約
束
を
守
る
。
し
か
し
行
き
過
ぎ
る
と

他
人
を
傷
つ
け
損
な
う
こ
と
も
あ
る
。
直
と
は
ま
っ
す
ぐ
な
気
性
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
行
き
過
ぎ
る
と
、
気
持
ち

に
ゆ
と
り
が
な
く
、
ゆ
っ
た
り
し
た
と
こ
ろ
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
勇
者
は
前
進
す
る
こ
と
を
好
む
。
し
か
し
学
問
に
よ
る

正
し
い
判
断
が
な
け
れ
ば
法
を
乱
す
こ
と
に
な
る
。
剛
と
は
意
志
の
強
い
こ
と
で
あ
る
。
意
志
の
強
い
者
は
自
分
か
ら
折
れ
る
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こ
と
が
な
い
。
そ
れ
を
お
さ
え
な
け
れ
ば
む
や
み
に
人
と
衝
突
す
る
こ
と
に
な
る
。

仁
斎
が
い
う
「
至
當
」
と
は
「
何
に
で
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
道
」
の
普
遍
性
を
い
う
言
葉
で
も
あ
る
。

仁
斎
の
「
人
倫
の
道
」
は
時
代
を
越
え
、
空
間
を
越
え
て
ど
こ
で
も
誰
で
も
実
践
し
う
る
普
遍
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

第
二
十
一
章

　

童
子
の
曰
く
、「
甚は
な
はし
い
か
な
、
學
問
の
大
な
る
こ
と
や
。
願
わ
く
は
其
の
詳つ
ま
びら
か
な
る
こ
と
を
聞
か
ん
」。
曰
く
、「
宋そ
う
明み
ん
の

儒
先
、
皆
性
を
盡つ
く
す
を
以
て
極
き
ょ
く
則そ
く
と
爲し

て
、
學
問
の
功
益
ま
す
ま
す
大
な
る
こ
と
を
知
ら
ず
。
殊た

え
て
知
ら
ず
己お
の
が
性
は
限
り
有
っ
て
、

天
下
の
道
は
窮き
わ
ま
り
無
し
、
限
り
有
る
の
性
を
以
て
し
て
窮
ま
り
無
き
の
道
を
盡つ
く
さ
ん
と
欲
す
る
と
き
は
、
則
ち
學
問
の
功
に

非あ
ら
ず
ん
ば
、
得う

べ
か
ら
ず
。
此
れ
孔
門
專も
っ
ぱら
教
を
貴と
う
とぶ
所ゆ
え
ん以
な
り
。
中
庸
に
曰
く
、『
唯た
だ
天
下
の
至し

誠せ
い
、
能よ

く
其
の
性
を
盡つ
く
せ
り

と
爲す

。
能
く
其
の
性
を
盡
す
と
き
は
、
則
ち
能
く
人
の
性
を
盡
す
。
能
く
人
の
性
を
盡
す
と
き
は
、
則
ち
能
く
物
の
性
を
盡
す
。

能
く
物
の
性
を
盡
す
と
き
は
、
則
ち
以
て
天
地
の
化か

育い
く
を
贊た
す
く
べ
し
。
以
て
天
地
の
化
育
を
贊
く
べ
き
と
き
は
、
則
ち
以
て
天

地
と
參さ
ん
な
る
べ
し
』。
所い
わ
ゆ
る謂
能
く
其
の
性
を
盡
す
者
は
、
吾
が
性
の
分ぶ
ん
な
い内
に
就つ

い
て
言
う
。
其
の
人
物
の
性
を
盡
く
し
て
、
天
地

の
化
育
を
贊
く
る
に
至
っ
て
は
、
則
ち
亦
我
が
性
を
盡
す
の
推す
い
と
雖い
え
ど
も
、
豈あ
に
徒た
だ
に
我
が
性
を
盡
す
の
み
な
ら
ん
や
。
夫そ

れ
人

と
我
と
、
體た
い
を
異こ
と
に
し
氣
を
殊こ
と
に
す
。
其
の
疾し
っ

痛つ
う
痾あ

癢よ
う
、
皆
相あ
い
か
か
わ
關
ら
ず
。
況い
わ
ん
や
人
と
物
と
、
類
を
異
に
し
形
を
殊
に
す
。
何

ぞ
相
干
渉
せ
ん
。
天
地
の
道
を
財さ
い
成せ
い

輔ほ

相し
ょ
うし
て
、
萬ば
ん
ぶ
つ物
を
し
て
各
お
の
お
の
其
の
性
を
遂と

げ
し
む
と
謂い

う
と
き
は
、
則
ち
可
な
り
。
之
を

我
が
性
を
盡
す
と
謂
い
て
可
な
ら
ん
や
。
然し
か

る
と
き
は
則
ち
唯
我
が
性
を
盡
く
し
て
、
學
問
の
功
に
由よ

る
に
非あ
ら

ざ
る
と
き
は
、

得う

べ
か
ら
ざ
る
こ
と
明あ
き
ら
け
し
。
諸こ
れ
を
薪た
き
ぎを
以
て
飯い
い
を
炊か
し
ぐ
に
譬た
と
う
。
一
把ぱ

の
薪
は
、
以
て
一
升
の
米
を
炊
ぐ
べ
く
し
て
、
以

て
一
斗
の
米
を
炊
ぐ
こ
と
能あ
た
わ
ず
、
十
把
の
薪
は
、
以
て
一
斗
の
米
を
炊
ぐ
べ
く
し
て
、
以
て
一
石こ
く
の
米
を
炊
ぐ
こ
と
能
わ
ず
。

（
1
）
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一
石
の
米
に
至
っ
て
は
、
則
ち
一い
っ

車し
ゃ
薪し
ん
を
用
う
る
に
非あ
ら
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
炊
ぐ
こ
と
を
得う

べ
か
ら
ず
。
一
把
の
薪
は
能
く
一

升
の
米
を
炊
ぎ
、
十
把
の
薪
は
能
く
一
斗
の
米
を
炊
ぎ
、
一
車
薪
能
く
一
石
の
米
を
炊
ぐ
は
、
其
の
性せ
い
ぶ
ん分
を
盡
す
者
な
り
。
一

把
の
薪
は
一
斗
の
米
を
炊
ぐ
こ
と
能
わ
ず
、
十
把
の
薪
は
一
石
の
米
を
炊
ぐ
こ
と
能
わ
ざ
る
は
、
性
分
の
及
ぶ
所
に
非
ざ
る
を

以
て
な
り
。
苟い
や
し
く
も
風
に
向む
こ
う
て
火
を
吹
き
、
薪
を
添
え
て
之
を
助
く
る
と
き
は
、
則
ち
一
片
の
火か

寸す
ん
、
以
て
宮
を
燬や

く
べ
く
、

一い
っ
點て
ん
の
野や
か火
、
以
て
原
を
燎や

く
べ
し
。
其
の
勢
い
爀か
く

爀か
く

烈れ
つ
烈れ
つ
、
遷せ
ん
え
ん
か
い
て
ん

延
囘
轉
、
撲う

ち
滅
ぼ
す
べ
か
ら
ず
。
是こ

れ
豈あ
に
一
把
の
薪
の
力

な
ら
ん
や
。
人
若も

し
志
こ
こ
ろ
ざ
しを
立
て
て
囘か
え
ら
ず
、
力つ
と
め
學
ん
で
倦う

ま
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
以
て
聖
爲た

る
べ
く
、
以
て
賢
爲
る
べ
く
し
て
、

以
て
人
物
の
性
を
盡
く
し
て
、
天
地
の
化
育
を
贊
く
べ
し
。
教
の
貴と
う
とぶ
べ
き
こ
と
此か
く
の
如
し
。
孟
子
の
所
謂
擴
充
と
は
、
即
ち

此
を
謂
う
な
り
。
故
に
曰
く
、『
原
泉
混こ
ん
こ
ん混
と
し
て
、
晝ち
ゅ
う
や夜
を
舍す

て
ず
、
科あ
な
に
盈み

ち
て
進
ん
で
、
四
海
に
放い
た
る
』
と
。
凡お
よ
そ
天
下

の
水
、東
に
注
ぐ
と
き
は
則
ち
東
海
に
入い

り
、西
に
注
ぐ
と
き
は
則
ち
西
海
に
入
る
。
今
其
の
四
海
に
放
る
と
曰
う
者
は
何
ぞ
や
。

又
其
の
擴
充
の
積せ
き
、
流
行
窮き
わ
ま
り
無
き
を
言
う
。
又
浩こ
う
ぜ
ん然の
氣
を
論
じ
て
曰
く
、『
直ち
ょ
くを
以
て
養や
し
のう
て
害
す
る
こ
と
無
き
と
き
は
、

則
ち
天
地
の
間あ
い
だに
塞ふ
さ
が
る
』
と
。
吾
が
氣
も
亦
限
り
有
る
の
物
、
其
の
天
地
の
間
に
塞
が
る
と
曰
う
者
も
、
亦
其
の
養
い
成
す

の
極き
わ
み、
處
と
し
て
到
ら
ず
と
い
う
こ
と
無
き
こ
と
を
謂
う
。
皆
擴
充
の
謂い
い
な
り
。
舊
き
ゅ
う

解か
い
以お
も爲
え
ら
く
本ほ
ん
ぜ
ん然
の
量
を
滿
つ
と
、
非ひ

な
り
。
一
升
の
水
を
以
て
、
一
升
の
器う
つ
わに
入
れ
、
一
斗
の
水
を
以
て
、
一
斗
の
器
に
入
る
る
、
之
を
本
然
の
量
を
滿
つ
る
と
謂
う
。

孟
子
の
所い
わ
ゆ
る謂
擴
充
と
云い

う
者
は
、
推す
い
廣こ
う

充じ
ゅ
う

大だ
い
の
勢
、
遏と
ど
め
止や

む
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
謂
う
。
本
然
の
量
を
滿
つ
る
の
謂い
い
に
非あ
ら
ず
。

舊
解
徒い
た
ずら
に
理
を
以
て
之
を
斷だ
ん
じ
て
、
孟
子
の
本ほ
ん
旨し

を
知
ら
ざ
る
が
故
な
り
」。

注（
1
）　
『
中
庸
』
第
二
十
二
章 （

2
）

（
3
）

（
4
）
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（
2
）　
『
孟
子
』
離
婁
下
篇
第
十
八
章

（
3
）　
『
孟
子
』
公
孫
丑
上
篇
第
二
章

（
4
）　

朱
子
の
拡
充
の
解
釈
。
本
然
の
性
、
す
な
わ
ち
理
に
は
万
物
に
通
じ
る
す
べ
て
が
備
わ
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
本
然
の
性
に
か
え
る

こ
と
を
い
う
。

（
口
語
訳
）

初
学
者
が
言
っ
た
。「
学
問
の
偉
大
さ
は
、
す
ご
い
も
の
で
す
ね
。
そ
の
詳
し
い
説
明
を
お
聞
き
し
た
い
も
の
で
す
。」　

答
え
、「
宋
や
明
の
儒
者
た
ち
は
性
を
極
め
る
こ
と
が
最
高
の
模
範
で
あ
る
と
し
て
、
学
問
の
功
が
そ
れ
よ
り
も
ず
っ
と
大
き

い
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
殊
に
、
自
分
の
性
に
は
限
界
が
あ
る
が
、
天
下
の
道
に
は
限
り
が
無
い
、
限
り
あ
る
性
を
も
っ
て
、

限
り
な
く
大
き
い
道
を
窮
め
つ
く
そ
う
と
す
れ
ば
、
学
問
の
力
に
よ
ら
な
け
れ
ば
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
の
だ
。

こ
れ
こ
そ
孔
子
の
学
派
が
も
っ
ぱ
ら
教
え
を
重
視
す
る
理
由
で
あ
る
。『
中
庸
』
に
は
『
た
だ
こ
の
世
界
の
最
高
の
誠
を
体
現
す

る
聖
人
の
徳
だ
け
が
よ
く
性
を
尽
く
す
こ
と
が
で
き
る
。
よ
く
自
分
の
性
を
尽
く
せ
ば
他
人
の
性
も
尽
く
す
こ
と
が
で
き
る
。

よ
く
他
人
の
性
を
尽
く
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
物
の
性
も
尽
く
す
こ
と
が
で
き
る
。
よ
く
物
の
性
を
尽
く
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

天
地
が
万
物
を
生
々
発
育
さ
せ
る
の
を
助
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
天
地
が
万
物
を
生
々
発
育
さ
せ
る
の
を
助
け
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
天
地
と
交
わ
る
こ
と
が
で
き
る
』
と
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
『
よ
く
そ
の
自
分
の
性
を
尽
く
す
』
と
い
う
の
は
、
自
分
の
性

の
範
囲
内
で
尽
く
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
他
人
や
物
の
性
を
尽
く
し
て
天
地
が
万
物
を
生
々
発
育
さ
せ
る
の
を
助
け

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
自
分
の
性
を
尽
く
す
こ
と
か
ら
推
し
測
る
と
い
っ
て
も
、
た
だ
単
に
自
分
の
性
を
尽
く
す
だ
け
で

で
き
る
こ
と
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
他
人
と
自
分
は
そ
の
身
体
も
違
う
し
気
質
も
違
う
。
そ
の
痛
み
や
か
ゆ
み
な
ど
は
感
じ
る

こ
と
が
で
き
な
い
。ま
し
て
人
と
物
と
で
は
そ
の
種
類
や
形
質
が
違
う
。ど
う
し
て
相
互
に
干
渉
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。『
易
経
』
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に
い
う
よ
う
に
『
天
地
の
道
を
補
佐
し
て
、
万
物
に
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
性
を
尽
く
さ
せ
る
』
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。
だ
が
こ
れ

を
自
分
の
性
を
尽
く
す
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
言
え
は
し
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
た
だ
自
分
の
性
を
尽
く
す
だ
け

で
学
問
の
働
き
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
何
も
得
る
こ
と
が
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
薪
で
飯
を
炊
く
こ
と
に
譬
え

て
み
よ
う
。
一
把
の
薪
は
一
升
の
米
を
炊
く
こ
と
は
で
き
て
も
一
斗
の
米
を
炊
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
十
把
の
薪
は
一
斗
の
米

を
炊
く
こ
と
は
で
き
て
も
一
石
の
米
を
炊
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
石
の
米
に
な
る
と
車
一
台
の
薪
を
使
わ
な
け
れ
ば
炊
く
こ

と
が
で
き
な
い
。
一
把
の
薪
が
一
升
の
米
を
炊
き
、
十
把
の
薪
が
一
斗
の
米
を
炊
き
、
車
一
台
の
薪
が
一
石
の
米
を
炊
く
の
は
、

そ
の
性
の
分
を
尽
く
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
把
の
薪
が
一
斗
の
米
を
炊
く
こ
と
が
で
き
ず
、
十
把
の
薪
が
一
石
の
米
を

炊
く
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
の
分
を
尽
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
も
し
風
に
向
か
っ
て
火
を
吹
き
、
そ
れ

に
薪
を
加
え
て
燃
え
る
の
を
助
け
れ
ば
、
一
片
の
付
け
木
の
火
で
あ
っ
て
も
宮
殿
を
焼
き
尽
く
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
点
の
野

火
で
あ
っ
て
も
平
原
を
焼
き
尽
く
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
火
勢
は
赤
々
と
激
し
く
、
伸
び
て
巻
き
上
が
り
う
ち
消
す
こ
と
が

で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
一
把
の
薪
の
力
で
あ
ろ
う
か
。
人
は
、
志
を
立
て
て
引
き
返
す
こ
と
な
く
、
努
力
し
て
飽
く
こ
と
な
く

学
ぶ
な
ら
、
聖
人
と
な
り
賢
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
人
や
物
の
性
を
尽
く
す
こ
と
が
で
き
、
天
地
が
万
物
を
生
み

育
て
る
の
を
助
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
教
え
を
大
事
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
孟
子

の
い
う
拡
充
と
は
こ
の
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
孟
子
は
『
源
の
あ
る
泉
は
混
混
と
涌
き
出
し
て
、
昼
夜
止
む
こ

と
が
無
い
。
穴
を
満
た
し
て
さ
ら
に
進
み
、
四
海
に
至
る
』
と
言
っ
て
い
る
。
す
べ
て
世
界
の
水
は
、
東
に
注
ぐ
と
き
は
東
海

に
流
れ
入
り
、
西
に
注
ぐ
と
き
は
西
海
に
流
れ
入
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
世
界
の
海
に
至
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
か
。
拡
充
を
積
み
重
ね
て
ど
こ
ま
で
も
流
れ
て
行
く
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
ま
た
浩
然
の
気
を
論
じ
て
『
立
派
に
育
て

て
い
け
ば
、
天
地
の
間
に
充
満
す
る
ほ
ど
に
も
な
る
』
と
言
っ
て
い
る
。
自
分
の
気
と
い
う
も
の
に
も
限
界
が
あ
る
が
、
そ
れ
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が
天
地
の
間
に
充
満
す
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
を
ど
こ
ま
で
も
養
い
育
て
あ
げ
て
い
け
ば
、
世
界
の
隅
々
ま
で
行
き
渡
る
と
い

う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
拡
充
を
言
う
の
で
あ
る
。
朱
子
の
注
釈
が『
本
来
の
量
を
満
た
す
』と
言
っ

て
い
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
。
一
升
の
水
を
一
升
の
器
に
入
れ
、
一
斗
の
水
を
一
斗
の
器
に
入
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
『
本
来
の

量
を
満
た
す
』
と
い
う
。
し
か
し
孟
子
の
い
う
拡
充
と
は
、
推
し
拡
げ
、
大
な
る
も
の
を
満
た
す
勢
い
を
止
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。『
本
来
の
量
を
満
た
す
』
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
朱
子
の
解
釈
は
い
た
ず
ら
に
理
を
も
っ
て
こ

れ
を
判
断
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
『
孟
子
』
の
本
当
の
趣
旨
を
わ
か
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。」

（
解
説
）

こ
こ
で
の
仁
斎
の
『
中
庸
』
理
解
は
独
特
で
あ
る
。「
唯
天
下
の
至
誠
、
能
く
其
の
性
を
盡
せ
り
」
と
い
う
言
葉
か
ら
始
ま
る

こ
の
章
の
解
釈
を
仁
斎
『
中
庸
発
揮
』
に
よ
っ
て
見
て
み
る
と
、「
性
を
盡
す
」
と
い
う
言
い
方
に
仁
斎
は
疑
義
を
抱
い
て
い
る
。

そ
れ
は
「
盡
す
」
と
い
う
意
志
的
な
行
動
、
主
体
性
を
持
っ
た
行
為
は
、「
心
」
に
つ
い
て
は
言
え
て
も
、
生
ま
れ
つ
き
の
「
性
」

は
あ
く
ま
で
も
下
地
で
あ
っ
て
自
ら
何
か
を
為
す
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
仁
斎
の
立
場
か
ら
す
る
と
「
性
を
盡
す
」
こ
と

は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
孟
子
は
「
心
を
盡
す
」
と
い
い
、「
性
」
に
つ
い
て
は
「
養
う
」
と
い
っ
た
の
だ
と
仁
斎

は
い
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
か
ら
仁
斎
は
こ
の
章
を
『
中
庸
』
の
本
文
で
は
な
い
と
断
ず
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
朱
子
学
の
立
場
で
は
、「
性
」
と
は
天
か
ら
賦
与
さ
れ
た
「
理
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
宇
宙
万
物
を
生
み
出
し
た
の
は
唯

一
の
理
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
地
上
の
す
べ
て
の
も
の
に
賦
与
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
性
即
理
」、「
理
一
分
殊
」
の
テ
ー
ゼ
は
、

朱
子
学
の
根
本
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
万
物
は
「
理
」
に
よ
っ
て
一
貫
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
朱
子
学
の
世
界
観
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
自
分
の
性
を
窮
め
つ
く
せ
ば
、
そ
れ
は
同
時
に
人
の
性
を
尽
し
、
物
の
性
を
尽
す
こ
と
に
も
な
る
。
そ
し
て
そ
の
た
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め
に
は
、
己
の
心
を
磨
き
、
情
欲
を
洗
い
流
し
て
、
生
ま
れ
持
っ
た
本
来
の
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
さ
れ
る
。

そ
れ
が
「
本
来
の
量
を
満
た
す
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
仁
斎
は
こ
の
よ
う
に
自
分
の
内
面
の
性
を
極
め
尽
く
す
こ
と
が
、

そ
の
ま
ま
人
や
物
や
天
地
の
理
に
繫
が
る
と
い
う
考
え
方
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。

第
二
十
二
章

　

問
う
、「
學
問
果
し
て
性
の
内
に
在あ

る
か
、
性
の
外
に
在
る
か
」。
曰
く
、「
内
外
一
致
、
内
は
以
て
外
を
資た
す
け
、
外
は
以
て
内

を
養
う
、
相あ
い
無
く
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。
譬た
と
え
ば
人
の
一
體た
い
の
猶ご
と
き
、
心し
ん

思し

知ち

慮り
ょ

は
、
内
な
り
。
視し

聽ち
ょ
う

動ど
う

作さ

は
、
外
な
り
。
專
も
っ
ぱ

ら
心
思
知
慮
を
貴と
う
とん
で
、
盡
こ
と
ご
とく
視
聽
動
作
を
廢は
い
し
て
、
可
な
ら
ん
や
。
且か
つ
生せ
い
養よ
う
の
具
の
若ご
と
き
、
飮
食
藥や
く
じ餌
よ
り
、
以
て
宮
室
衣
服
、

平
生
用も
ち
ゆ
べ
き
凡は
ん
百ぴ
ゃ
くの
器
具
に
至
る
ま
で
、
皆
之
を
外
に
資と

ら
ず
と
い
ふ
こ
と
靡な

し
。
豈あ
に
ひ
と獨
り
學
問
に
至
っ
て
之
を
疑
わ
ん
や
。

樹き

は
土
に
非あ
ら
ざ
れ
ば
則
ち
生
ぜ
ず
、
魚
は
水
に
非
ざ
れ
ば
則
ち
活か
つ
せ
ず
。
然し
か
れ
ど
も
樹
と
魚
と
よ
り
し
て
之
を
見
れ
ば
、
則
ち

土
と
水
と
皆
外
な
り
。
然
れ
ど
も
須し
ば
ら
く臾
も
離
る
る
こ
と
を
得
ず
。
人
の
學
問
生
養
の
具
、
何な

に
物
か
之
を
外
に
資
ら
ざ
る
。

設も若
し
其
の
外
な
る
を
以
て
之
を
棄す

て
ば
、
樹
の
土
を
離
れ
、
魚
の
水
を
去
る
が
猶ご
と
し
。
一
日
も
生し
ょ
うず
る
こ
と
を
得
ず
。
其
の

不
可
な
る
こ
と
や
必ひ
つ
せ
り
。
人
の
五
倫
に
於お

け
る
、
父
子
の
親し
ん
、
兄
弟
の
睦ぼ
く
と
雖い
え
ど
も
、
既
に
其
の
體
を
異こ
と
に
す
。
況い
わ
ん
や
君

臣
夫
婦
朋
友
、
皆
義
を
以
て
合
う
。
豈あ
に
之
を
外
と
謂い

い
て
可
な
ら
ん
や
。
凡お
よ
そ
内
外
の
二
字
、
古
人
の
稱し
ょ
うす
る
所
と
、
後
世
の

謂い

う
所
と
、
其
の
義
迥は
る
かに
別
な
り
。
所い
わ
ゆ
る謂
内
と
は
之
を
親し
た
し
む
の
辭じ

、
外
と
は
之
を
疎う
と
ん
ず
る
の
辭
。
大
學
に
『
本
を
外
に
し

末
を
内
に
す
』
と
曰
い
、
莊そ
う
し
ゅ
う

周
が
『
内な
い
せ
い
が
い
お
う

聖
外
王
』
と
曰い

う
が
若ご
と

き
、
是こ

れ
な
り
。
性
を
以
て
内
と
爲し

て
、
性
に
非
ざ
る
者
を
以

て
外
と
爲し

て
之
を
棄す

つ
る
に
非
ず
。
告こ
く
し子
が
義
を
外
に
す
る
も
、
亦
義
を
以
て
外
と
爲し

て
之
を
行
う
を
謂
う
。
棄
て
て
用
い
ざ
る

の
謂い
い
に
非
ず
。
聖
賢
初
め
よ
り
内
外
の
辨べ
ん
無
し
。
其
内
外
の
分
を
立
つ
る
は
、
後
儒
の
陋ろ
う
せ
つ説
な
り
」。

（
1
）

（
2
）

（
3
）
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注（
1
）　
『
大
学
』
第
十
章
第
八
節
「
徳
は
本
な
り
。
財
は
末
な
り
。
本
を
外
に
し
末
を
内
に
す
れ
ば
、
民
を
争
わ
し
め
て
奪
う
こ
と
を
施
す
」

と
あ
る
。

（
2
）　

荘
子
。「
内
聖
外
王
」
は
学
徳
兼
備
の
者
。『
荘
子
』
天
下
篇
に
あ
る
言
葉
。

（
3
）　

戦
国
時
代
の
人
、
名
は
不
害
。
人
間
の
性
は
善
で
も
悪
で
も
な
い
と
主
張
し
、
孟
子
と
論
争
し
た
。『
孟
子
』
に
告
子
篇
が
あ
る
。

（
口
語
訳
）

問
う
、「
学
問
は
い
っ
た
い
性
の
内
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
、
性
の
外
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。」

答
え
、「
内
と
外
は
一
致
し
、
内
は
外
を
助
け
、
外
は
内
を
育
て
る
。
両
方
ど
ち
ら
も
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
例

え
ば
人
間
の
身
体
の
よ
う
な
も
の
で
、
心
で
思
う
こ
と
や
、
も
の
を
考
え
る
知
は
、
内
の
も
の
で
あ
る
。
見
た
り
聞
い
た
り
動

い
た
り
す
る
の
は
外
の
も
の
で
あ
る
。
思
い
や
知
だ
け
を
貴
く
思
っ
て
、見
聞
や
動
作
を
全
て
や
め
て
し
ま
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
生
活
の
為
の
道
具
は
、
飲
食
物
や
薬
か
ら
、
宮
殿
で
の
衣
服
、
日
常
用
い
る
さ
ま
ざ
ま
の
器
具
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て

こ
れ
を
外
か
ら
取
ら
な
い
も
の
は
な
い
。
た
だ
学
問
に
限
っ
て
こ
れ
を
疑
う
の
は
お
か
し
い
で
は
な
い
か
。
樹
は
土
が
な
け
れ

ば
育
つ
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
魚
は
水
が
な
け
れ
ば
生
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
し
か
し
樹
や
魚
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
土
も

水
も
皆
外
の
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
ほ
ん
の
一
瞬
で
も
そ
こ
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
人
の
学
問
や
生
活
の
道
具
は
、

ど
れ
ひ
と
つ
と
し
て
外
か
ら
取
ら
な
い
も
の
は
な
い
。
も
し
そ
れ
が
外
の
も
の
だ
か
ら
と
い
っ
て
棄
て
て
し
ま
え
ば
、
樹
が
土

か
ら
離
れ
、
魚
が
水
か
ら
出
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
一
日
も
生
き
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
全
く
不
可
能

な
の
で
あ
る
。
人
の
基
本
的
な
人
間
関
係
で
あ
る
五
倫
に
お
い
て
、
血
の
繋
が
っ
た
父
子
の
親
し
み
や
兄
弟
の
睦
ま
じ
さ
と
い

え
ど
も
、
父
子
、
兄
弟
は
既
に
一
体
で
は
な
い
。
ま
し
て
君
臣
、
夫
婦
、
朋
友
は
皆
義
理
に
よ
っ
て
人
間
関
係
が
成
立
し
て
い
る
。
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ど
う
し
て
こ
れ
ら
を
外
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
す
べ
て
内
外
の
二
字
は
、
古
人
の
言
う
と
こ
ろ
と
、
後
世
人
の
言
う

と
こ
ろ
で
は
そ
の
意
味
が
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
。
古
人
の
言
う
内
と
は
、
こ
れ
を
親
し
む
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
外
と
は
こ
れ

を
疎
ん
じ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
大
学
に
『
本
を
外
に
し
て
い
い
か
げ
ん
に
し
、
末
を
内
に
し
て
大
切
に
す
る
』
と
言
い
、

荘
周
が
『
内
に
聖
人
、外
に
大
王
の
徳
が
あ
る
人
』
と
い
っ
て
い
る
の
は
こ
の
意
味
で
あ
る
。「
性
」
を
内
な
る
も
の
と
し
、「
性
」

で
は
な
い
も
の
を
外
と
し
て
捨
て
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
。
告
子
が
義
を
外
に
し
て
い
る
の
も
、
外
の
も
の
と
し
て
義
を
行
う

こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
捨
て
て
用
い
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
聖
賢
に
は
最
初
か
ら
内
外
の
区
別
な
ど
な
い
。

内
外
の
区
別
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
後
の
儒
者
の
狭
い
考
え
で
あ
る
。」

（
解
説
）

何
故
こ
こ
で
内
と
外
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
朱
子
学
で
は
心
の
内
に
あ
っ
て
動
か
ず
、
見
る
こ
と
も
で
き

な
い
「
性
」
と
、
心
の
外
に
発
し
て
動
く
「
情
」
と
の
間
に
厳
し
い
区
別
を
設
け
る
か
ら
で
あ
る
。
発
し
て
動
く
も
の
は
「
気
」

で
あ
る
。
そ
れ
を
排
し
て
心
を
鏡
の
よ
う
に
静
か
に
し
な
け
れ
ば
「
性
」
を
極
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
仁
斎
が
こ
こ
で
「
性

で
は
な
い
も
の
を
外
と
し
て
捨
て
て
し
ま
う
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
ひ
た
す
ら
心
の
内
な
る
性
を
追
求

し
て
い
く
朱
子
学
の
心
学
の
あ
り
方
を
仁
斎
は
否
定
す
る
。

第
二
十
三
章

　

問
う
、「
吾
れ
聞
く
、
富ふ
う

貴き

爵し
ゃ
く

祿ろ
く

は
、
皆
外
物
な
り
。
其
の
爲た

め
に
し
て
誘
わ
れ
て
可
な
ら
ん
か
」。
曰
く
、「
富
貴
爵
祿
は
、

皆
人じ
ん
じ事
の
無
く
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
所
の
者
、只た
だ
當ま
さ
に
禮
義
を
辨べ
ん
ず
べ
し
。豈あ
に
徒い
た
ずら
に
以
て
外
物
と
爲し

て
之
を
厭い
と
う
べ
け
ん
や
。
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子
猶な
お
舊き
ゅ
う
け
ん
見
に
泥な
ず
め
り
。
嚴げ
ん
に
此
の
意
を
洗せ
ん
で
き滌
せ
ず
ん
ば
、
後こ
う
ら
い來
必
ず
人
事
を
厭
い
、
枯こ
じ
ゃ
く寂
を
樂
し
み
、
日
用
に
遠
ざ
か
っ
て
人

倫
を
廢は
い
す
る
に
至
ら
ん
。
甚は
な
はだ
不
可
な
り
。
今
夫そ

れ
飮
食
衣
服
は
、
外
物
に
非あ
ら
ず
や
。
然し
か
れ
ど
も
飮
食
を
服ふ
く
せ
ず
、
衣
服
を
御ぎ
ょ

せ
ず
、き
ょ
う

腹ふ
く

裸ら

體た
い
し
て
居お

ら
ば
、
五
日
十
日
な
ら
ず
し
て
、
必
ず
躯く

命め
い
を
隕お
と
さ
ん
。
且か
つ
藥
物
人に
ん

參じ
ん

黄こ
う
き

の
類
の
如
き
、
多
く
外

國
に
産
す
。
若も

し
其
の
外
物
な
る
を
以
て
、
之
を
用
い
ず
ん
ば
、
死
亡
立た

ち
ど
こ
ろ
に
至
ら
ん
。
外
物
の
惡に
く
む
べ
か
ら
ざ
る
こ

と
此か
く
の
如
し
。
儒
者
或あ
る
い
は
軒け
ん

冕べ
ん

を
錙し

銖し
ゅ

に
し
、
富
貴
を
塵じ
ん
か
い芥
に
す
る
を
以
て
高
し
と
爲し

、
世
間
も
亦
超ち
ょ
う

然ぜ
ん
遐か

擧き
ょ
、
人
事
を
蔑

視
す
る
を
以
て
至
れ
り
と
爲す

。
皆
道
を
知
ら
ざ
る
の
甚
し
き
な
り
。
若
し
夫そ

れ
禮
義
を
辨
ぜ
ず
し
て
、
徒
ら
に
外
物
を
惡
む
の

心
有
ら
ば
、
必
ず
異
端
と
爲な

ら
ん
。
外
物
の
二
字
、
本も
と
莊
子
に
出
づ
。
儒
者
の
用
ゆ
べ
き
所
に
非あ
ら
ず
」。

注（
1
）　

高
官
の
車
と
帽
子

（
2
）　

目
方
の
軽
い
単
位

（
3
）　
『
荘
子
』
に
外
物
篇
が
あ
る
。

（
口
語
訳
）

問
う
、「
私
は
財
産
、
身
分
、
官
位
、
俸
禄
な
ど
は
す
べ
て
外
物
だ
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
も
の
に
誘
惑
さ
れ
て

も
い
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。」

答
え
、「
財
産
、
身
分
、
官
位
、
俸
禄
は
人
間
の
社
会
に
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
が
礼
と
義
に
か
な
っ

て
い
る
か
ど
う
か
を
わ
き
ま
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
外
物
だ
か
ら
と
い
っ
て
嫌
っ
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
。
君
は
ま
だ

朱
子
学
者
た
ち
の
考
え
に
捉
わ
れ
て
い
る
。
厳
し
く
そ
の
考
え
を
洗
い
流
さ
な
け
れ
ば
、
将
来
か
な
ら
ず
人
間
社
会
の
事
象
を

（
1
）

（
2
）

（
3
）
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嫌
い
、
わ
び
さ
び
を
楽
し
み
、
日
常
生
活
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
人
間
関
係
を
廃
す
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
決
し
て
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
飲
食
や
衣
服
は
外
物
で
は
な
い
か
。
し
か
し
飲
食
を
せ
ず
、
衣
服
を
着
ず
、
空
腹
裸

体
で
い
れ
ば
、
き
っ
と
五
日
や
十
日
で
命
を
落
と
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
ま
た
薬
物
の
人
参
・
黄

の
類
は
外
国
に
産
す
る
物

が
多
い
。
も
し
、
そ
れ
を
外
物
だ
か
ら
と
い
っ
て
用
い
な
け
れ
ば
た
ち
ど
こ
ろ
に
死
ん
で
し
ま
う
だ
ろ
う
。
外
物
を
憎
ん
で
は

な
ら
な
い
こ
と
は
こ
の
と
お
り
だ
。
儒
者
が
高
位
高
官
を
軽
ん
じ
た
り
、
富
貴
を
と
る
に
足
り
な
い
も
の
の
ご
と
く
に
み
な
す

こ
と
を
偉
い
と
考
え
、
世
間
も
ま
た
超
然
と
人
間
社
会
を
蔑
視
す
る
人
を
こ
の
う
え
も
な
い
す
ぐ
れ
た
人
物
だ
と
す
る
。
み
な

道
を
知
ら
な
い
に
も
ほ
ど
が
あ
る
。
も
し
礼
と
義
を
わ
き
ま
え
な
い
で
、
た
だ
外
物
を
憎
む
心
を
持
つ
な
ら
ば
、
必
ず
異
端
と

な
る
で
あ
ろ
う
。
外
物
の
二
字
は
も
と
も
と
『
荘
子
』
に
出
て
く
る
言
葉
で
あ
る
。
儒
者
が
用
い
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。」

（
解
説
）

「
道
学
先
生
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
欲
を
去
り
、
ひ
た
す
ら
心
の
修
養
に
励
め
と
説
く
厳
し
い
先
生
の
こ
と
で
あ
る
。
仁
斎

の
古
義
堂
と
堀
川
を
は
さ
ん
で
向
か
い
合
っ
て
い
た
と
い
う
山
崎
闇
斎
の
塾
の
学
風
が
そ
の
代
表
で
あ
ろ
う
。
弟
子
た
ち
の
伝

え
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
闇
齋
の
塾
を
辞
す
る
と
き
に
は
、
ま
る
で
虎
の
穴
か
ら
逃
げ
出
し
た
よ
う
な
気
が
し
た
と
い
い
、
ま

た
ど
ん
な
に
暑
い
日
で
も
先
生
の
顔
を
思
い
浮
か
べ
る
と
背
中
に
冷
気
が
走
っ
た
と
い
う
。

ひ
た
す
ら
内
面
を
見
つ
め
、外
物
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、仁
斎
に
と
っ
て
は
人
間
社
会
の
現
実
か
ら
遠
ざ
か
り
、

人
間
関
係
の
中
で
生
き
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
富
貴
爵
録
も
人
間
社
会
の
現
実
で
あ
り
、
そ
れ
を
望

む
の
も
人
情
の
自
然
で
あ
る
。
た
だ
そ
こ
に
は
礼
と
義
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
教
え
る
の
が
学
問
な
の
で
あ
る
。
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第
二
十
四
章

　

問
う
、「
先
生
の
道
を
談
ず
る
固ま
こ
とに
善よ

し
。
然し
か
れ
ど
も
甚は
な
はだ
過
ぎ
て
卑ひ
く
き
に
非あ
ら
ざ
る
こ
と
を
得
ん
や
」。
曰
く
、「
卑
き
と
き
は

則
ち
自
お
の
ず
から
實じ
つ
な
り
。
高
き
と
き
は
則
ち
必
ず
虚き
ょ
な
り
。
故
に
學
問
は
卑ひ
き
ん近
を
厭い
と
う
こ
と
無
し
。
卑
近
を
忽
ゆ
る
が
せに
す
る
者
は
、
道
を

識
る
者
に
非あ
ら
ず
。
道
は
其そ

れ
大
地
の
如
き
か
。
天
下
地
よ
り
卑
き
は
莫な

し
。
然
れ
ど
も
人
の
蹈ふ

む
所
地
に
非
ず
と
い
う
こ
と
莫
し
。

地
を
離
れ
て
能よ

く
立
つ
こ
と
無
し
。
況い
わ
ん
や
華か

嶽が
く
を
載の

せ
て
重
し
と
せ
ず
、
河か
か
い海
を
振お
さ
め
て
洩も

ら
さ
ず
、
萬ば
ん
ぶ
つ物
載
す
る
と
き
は
、

則
ち
豈あ
に
其
の
卑
き
に
居お

る
を
以
て
之
を
賎か
ろ
ん
ず
べ
け
ん
や
。
惟こ
れ
天
も
亦
然
り
。
人
惟た
だ

蒼そ
う
蒼そ
う
の
天
を
知
っ
て
、
目も
く

前ぜ
ん
皆
是こ

れ
天
な

る
こ
と
を
知
ら
ず
。
天
は
地
の
外
を
包
む
。
地
は
天
の
内
に
在あ

り
。
地
以
上
皆
天
な
り
。
左
右
前
後
も
亦
皆
天
な
り
。
人
兩り
ょ
う
か
ん間

に
囿ゆ
う
し
て
居
る
。
豈
遠
し
と
謂い

う
べ
け
ん
や
。
故
に
知
る
凡お
よ
そ
事
皆
當ま
さ
に
諸こ

れ
を
邇ち
か
き
に
求
む
べ
く
し
て
、
遠
き
に
求
む
べ
か

ら
ず
。
遠
き
に
求
む
る
と
き
は
則
ち
中あ
た
ら
ず
。
學
者
必
ず
自み
ず
から
其
の
道
の
卑
近
を
恥
じ
て
、
敢
え
て
高こ
う

論ろ
ん
奇き

行こ
う
を
爲な

し
て
以
て

世
に
高
ぶ
る
、
或あ
る
いは
異
を
窮
め
て
以
て
神
と
爲し

、
天
を
援ひ

い
て
以
て
高
し
と
爲す

る
に
至
る
。
諸
子
百
家
異
端
の
徒
特こ
と
に
甚
だ
し
。

皆
實じ
つ
と
く徳
を
知
ら
ざ
る
が
故
な
り
。
苟い
や
し
く
も
卑
近
の
二
字
を
道い

う
こ
と
を
羞は

じ
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
道
進
む
べ
く
、
學
明
ら
か

な
る
べ
く
し
て
、
道
に
違た
が
う
の
遠
き
に
至
ら
ず
」。

注（
1
）　

華
山
。
中
国
の
五
山
の
一
つ
。　
　

（
1
）
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（
口
語
訳
）

問
う
、「
先
生
が
道
に
つ
い
て
説
か
れ
た
こ
と
は
誠
に
す
ば
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
あ
ま
り
に
も
道
が
低
く
な
り
過

ぎ
ま
せ
ん
か
」。

答
え
、「
卑
近
で
あ
れ
ば
自
然
と
実
が
あ
る
の
だ
。
高
遠
で
あ
れ
ば
必
ず
空
虚
な
も
の
と
な
る
。
だ
か
ら
学
問
は
卑
近
で
あ
る

こ
と
を
嫌
う
必
要
は
な
い
。
卑
近
な
こ
と
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
者
は
、
道
を
知
る
者
で
は
な
い
。
道
は
い
わ
ば
大
地
の
よ
う
な

も
の
だ
。
天
の
下
に
地
よ
り
低
い
も
の
は
な
い
。
し
か
し
人
が
踏
む
と
こ
ろ
で
地
で
な
い
と
こ
ろ
は
な
い
。
地
を
離
れ
て
立
つ

こ
と
も
で
き
な
い
。
ま
し
て
華
山
を
載
せ
て
も
重
い
と
は
せ
ず
、
川
や
海
を
収
め
て
も
漏
ら
す
こ
と
が
な
い
。
万
物
を
載
せ
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
地
が
低
い
と
こ
ろ
に
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
軽
ん
じ
て
よ
い
わ
け
が
な
い
。
こ
の
こ
と
は
天
に
つ
い
て
も

い
え
る
。
人
は
た
だ
蒼
々
と
し
た
天
を
知
っ
て
は
い
る
が
、
目
の
前
全
て
が
天
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
天
は
地
の
外
を
包

ん
で
い
る
。
地
は
天
の
内
に
あ
る
。
地
面
の
上
は
す
べ
て
天
で
あ
る
。
左
右
前
後
も
天
で
あ
る
。
人
は
天
と
地
の
間
に
囲
わ
れ

て
い
る
。
ど
う
し
て
天
が
遠
い
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
よ
っ
て
分
か
る
通
り
、
す
べ
て
の
事
は
近
い
と
こ
ろ
に
求

め
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
遠
い
と
こ
ろ
に
求
め
て
は
な
ら
な
い
。
遠
い
と
こ
ろ
に
求
め
る
と
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
学
ぶ
者
は

皆
自
分
が
学
ん
で
い
る
道
が
卑
近
な
こ
と
を
恥
か
し
く
思
い
、
わ
ざ
と
高
尚
な
議
論
や
奇
抜
な
行
動
を
し
て
世
間
に
自
慢
し
た

り
、
あ
る
い
は
怪
異
を
追
求
し
て
神
秘
な
も
の
と
し
、
天
を
引
き
合
い
に
出
し
て
高
尚
ぶ
る
よ
う
に
な
る
。
諸
子
百
家
の
異
端

の
者
た
ち
は
特
に
こ
れ
が
甚
だ
し
い
。
皆
実
の
あ
る
徳
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
卑
近
の
二
文
字
を
言
う
の
を
恥
ず
か

し
く
思
わ
な
け
れ
ば
、
正
し
い
道
を
進
む
こ
と
が
で
き
、
学
問
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
、
道
を
遠
く
外
れ
る
よ
う

な
こ
と
は
な
い
。
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（
解
説
）

道
は
身
近
な
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
い
う
の
は
仁
斎
の
思
想
の
根
幹
で
あ
る
と
い
え
る
。
目
に
見
え
な
い
真
理
を
追
い
求
め
る

観
照
的
な
哲
学
か
ら
、
現
実
の
人
間
世
界
を
見
つ
め
、
日
常
生
活
に
お
け
る
人
と
人
の
関
係
の
中
に
道
を
求
め
る
哲
学
へ
の
転

回
が
こ
こ
に
あ
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
万
物
を
載
せ
る
大
地
だ
け
で
は
な
く
、
天
さ
え
も
地
上
に
引
き
下
ろ

し
て
人
間
に
身
近
な
も
の
と
し
て
し
ま
う
の
は
徹
底
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

第
二
十
五
章

　

問
う
、「
承
う
け
た
ま
わる
、
卑
近
を
忽
ゆ
る
が
せに
す
る
者
は
、
道
を
識し

る
者
に
非あ
ら
ず
と
。
意
思
如い
か
ん何
」。
曰
く
、「
孟
子
の
曰
く
、『
道
は
邇ち
か
き
に

在あ

り
、
而し
か
る
に
諸こ
れ
を
遠
き
に
求
む
。
事
は
易や
す
き
に
在
り
、
而
る
に
諸
を
難か
た
き
に
求
む
。
人じ
ん
じ
ん人
其
の
親
を
親
と
し
、
其
の
長
を
長

と
し
て
、
天
下
平た
い
らか
な
り
』。
又
曰
く
、『
君
子
の
言げ
ん
は
、
帶
よ
り
下く
だ
ら
ず
し
て
道
存そ
ん
す
と
。
君
子
の
守ま
も
りは
、
其
の
身
を
修お
さ
め
て

天
下
平
か
な
り
』。
中
庸
に
曰
く
、『
君
子
の
道
は
、
辟た
と
え
ば
遠
き
に
行
く
に
必
ず
邇
き
よ
り
す
る
が
如
く
、
辟
え
ば
高
き
に
登

る
に
必
ず
卑ひ
く
き
よ
り
す
る
が
如
し
』
と
。
言
う
こ
こ
ろ
は
卑
近
の
中う
ち
、
自
お
の
ず
から
高
遠
の
理
有
る
な
り
。
而し
か
し
て
所い
わ
ゆ
る謂
高
遠
と
は
、

世
の
所
謂
高
遠
に
非あ
ら
ず
。
事
の
卑
近
は
、
其
の
親
を
親
と
し
、
其
の
長
を
長
と
し
、
妻さ
い
し
こ
う
ご
う

子
好
合
、
兄け
い
弟て
い

既き

翕き
ゅ
うの
間あ
い
だに
過
ぎ
ず
し
て
、

天
下
平
か
な
る
よ
り
高
遠
な
る
は
莫な

し
。故
に
愈
い
よ
い
よ

卑
近
な
る
と
き
は
則
ち
愈
光こ
う
明み
ょ
うな
り
。
泰た
い
ざ
ん山の
高
き
、遠
く
千
里
の
外
に
見
る
、

本も
と

一い
つ

撮さ
つ

土ど

の
積せ
き
に
起
る
が
猶ご
と
し
。
故
に
曰
く
、『
博は
く
こ
う厚
な
る
と
き
は
則
ち
高こ
う
め
い明
な
り
』。
顏が
ん
し子
一
善
を
得う

る
と
き
は
則
ち
拳け
ん
け
ん拳
服ふ
く
よ
う膺

し
て
之
を
失
な
わ
ず
。
蓋け
だ

し
一
善
は
甚は
な
はだ

微び

な
り
。
然
れ
ど
も
積
み
て
又
積
み
、
積せ
き
る
い累

し
て
止や

ま
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
以
て
大

徳
を
成
す
に
足
れ
り
。
但た
だ
衆
人
の
心
、
以お

爲も

え
ら
く
一
善
の
微
、
以
て
、
大
徳
を
成
す
に
足
ら
ず
と
。
毎つ
ね
に
忽
に
し
て
務
め
ず
。

惟た
だ
顏
子
は
至
っ
て
聰そ
う
め
い明
な
り
。
故
に
此こ
こ
に
拳
拳
と
し
て
失
わ
ず
。
此こ

れ
顏
子
能よ

く
亞あ

聖せ
い
の
地
に
至
る
所ゆ
え
ん以
な
り
。
猶な
お
世
の
家
を

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）
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起
し
て
巨
萬
を
累か
さ
ぬ
る
者
、
其
の
初
め
錐す
い
と
う刀の
利
を
爭
い
、
直
ち
に
一
錢
を
以
て
性
命
に
當あ

つ
。
其
の
息そ
く
す
る
所
の
多
き
に
至
っ

て
は
、
則
ち
天
下
の
巧こ
う
を
以
て
す
と
雖い
え
ど
も
、
能
く
算さ
ん
を
布し

く
こ
と
莫
き
が
ご
と
し
。
卑
近
の
忽
に
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
此か
く
の

如
し
。
知
る
者
鮮す
く
な
い
か
な
」。

注（
1
）　
『
孟
子
』
離
婁
上
編
第
十
一
章

（
2
）　
『
孟
子
』
盡
心
下
篇
第
三
十
二
章

（
3
）　
『
中
庸
』
第
十
五
章

（
4
）　

中
国
山
東
省
に
あ
る
山
。
五
山
の
一
つ
。　
　

（
5
）　
『
中
庸
』
第
二
十
六
章

（
6
）　

顔
回
、
字
は
顔
淵
。『
中
庸
』
第
八
章
に
「
子
曰
く
『
回
の
為
人
や
、
中
庸
を
択
び
、
一
善
を
得
れ
ば
、
則
ち
拳
拳
服
膺
し
て
之
を
失

わ
ず
』」
と
あ
る
。

（
7
）　

錐
や
刀
の
切
っ
先
の
よ
う
に
小
さ
な
も
の

（
口
語
訳
）

問
う
、「
卑
近
な
こ
と
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
者
は
道
を
知
る
者
で
は
な
い
と
お
聞
き
し
ま
し
た
が
、
そ
の
意
味
を
教
え
て
く
だ

さ
い
。」

答
え
、「『
孟
子
』
に
『
道
は
身
近
に
あ
る
の
に
遠
い
と
こ
ろ
に
求
め
よ
う
と
す
る
。
人
の
な
す
べ
き
事
は
や
さ
し
い
も
の
な

の
に
難
し
く
し
よ
う
と
す
る
。
人
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
親
に
親
し
み
、
目
上
の
者
を
目
上
と
し
て
敬
え
ば
、
天
下
は
平
和
に
治

ま
る
の
で
あ
る
』
と
あ
り
、
ま
た
『
君
子
の
言
葉
は
、
帯
よ
り
下
を
見
ず
、
常
に
目
の
前
の
こ
と
を
見
る
よ
う
に
、
ご
く
身
近

（
7
）
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な
こ
と
し
か
言
わ
な
い
が
、
そ
れ
は
道
を
指
し
示
し
て
い
る
。
君
子
の
行
い
の
要
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
一
身
を
修
養
す
る
こ
と

で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
天
下
は
平
和
に
な
る
』
と
あ
る
。『
中
庸
』
に
も
、『
君
子
の
道
は
た
と
え
ば
遠
く
に
行
く
に
は
必
ず
近

い
と
こ
ろ
か
ら
行
く
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
高
い
所
へ
登
る
に
は
必
ず
卑
い
所
か
ら
登
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
』
と
あ
る
。

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
身
近
な
も
の
の
中
に
自
然
に
高
遠
な
道
理
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
こ
で
い
う
高
遠
と
い
う
意
味
は
、世
間
で
い
う
高
遠
と
は
ち
が
う
も
の
で
あ
る
。
な
す
べ
き
事
が
卑
近
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
親
に
親
し
み
、
目
上
の
者
を
目
上
と
し
て
敬
い
、
妻
子
仲
良
く
、
兄
弟
も
睦
ま
じ
く
暮
ら
す
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
が
、

そ
れ
に
よ
っ
て
天
下
が
平
和
に
な
る
と
い
う
こ
と
ほ
ど
高
遠
な
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
故
道
は
身
近
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど

は
っ
き
り
と
明
確
に
な
っ
て
く
る
。
泰
山
が
高
い
こ
と
は
千
里
の
彼
方
か
ら
も
見
え
る
が
、
そ
の
泰
山
と
て
本
は
ひ
と
つ
ま
み

の
土
か
ら
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
『
中
庸
』
に
『
博
く
て
厚
け
れ
ば
、
高
く
明
ら
か
に
な
る
』
と
い
う
の
で
あ
る
。
顔

回
は
一
善
を
得
れ
ば
常
に
心
に
抱
い
て
失
う
こ
と
が
な
か
っ
た
。
た
し
か
に
一
善
は
小
さ
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
小

さ
な
も
の
を
積
み
、ま
た
積
み
し
て
や
め
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、大
き
な
徳
を
成
す
に
足
り
る
の
で
あ
る
。
た
だ
普
通
の
人
々
は
、

一
善
な
ど
は
小
さ
い
こ
と
で
、
大
き
な
徳
を
な
す
に
は
足
り
な
い
と
思
い
、
い
つ
も
お
ろ
そ
か
に
し
て
努
力
を
し
な
い
。
し
か

し
顔
子
は
い
た
っ
て
聡
明
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
か
ら
、
そ
の
一
善
を
常
に
心
に
抱
い
て
失
わ
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
、
顔
子
が
亜

聖
と
い
う
聖
人
に
次
ぐ
地
位
に
至
っ
た
理
由
で
あ
る
。
世
間
で
家
を
興
し
て
栄
え
、
巨
万
の
富
を
か
さ
ね
た
者
な
ど
も
、
最
初

は
わ
ず
か
な
利
を
争
い
、
一
銭
で
も
命
と
同
じ
よ
う
に
大
事
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
利
息
が
多
く
な
る
と
天
下
の
計
数
に
長た

け
た
人
間
で
も
計
算
で
き
な
い
ほ
ど
と
な
る
。
身
近
な
も
の
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
は
こ
の
通
り
で
あ
る
。
こ

れ
を
知
る
者
の
少
な
い
こ
と
よ
。」
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（
解
説
）

「
帯
よ
り
下
ら
ず
し
て
道
存
す
」
と
は
、帯
よ
り
上
の
胸
の
中
に
道
が
あ
る
と
解
す
る
も
の
も
あ
る
が
、仁
斎
は
朱
子
と
同
じ
く
、

帯
よ
り
下
に
目
を
転
じ
な
く
て
も
見
え
る
「
目
の
前
の
こ
と
」
と
解
し
て
い
る
。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
卑
近
な
も
の
の
中
に
「
高
遠
の
理
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
の
「
高
遠
」
は
、

高
尚
で
難
解
な
議
論
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
人
の
交
わ
り
は
肉
親
よ
り
近
い
も
の
は
な
い
が
、
そ
れ
を
押
し
拡
げ
て
い
け

ば
世
界
の
平
和
に
つ
な
が
る
。
近
い
も
の
の
中
に
こ
そ
い
よ
い
よ
は
っ
き
り
と
道
は
見
え
る
と
仁
斎
は
い
う
。
そ
れ
は
ま
た
身

近
で
小
さ
な
も
の
の
積
み
重
ね
が
や
が
て
広
く
大
き
な
徳
を
達
成
す
る
と
い
う
過
程
を
い
う
も
の
で
も
あ
る
。

顔
淵
が
、「
一
善
を
得
れ
ば
、
之
を
拳
拳
服
膺
す
る
」
と
い
う
の
を
、
朱
子
学
で
は
、
単
に
一
つ
の
善
で
は
な
く
、
中
庸
と
い

う
究
極
の
善
と
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
仁
斎
は
、
文
字
通
り
一
つ
の
善
が
や
が
て
「
博
く
厚
く
」
行
き
渡
っ
て
大
き
な
徳
を

な
す
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

第
二
十
六
章

　

問
う
、「
顏が
ん
子し

喟き

然ぜ
ん
と
し
て
歎
じ
て
曰
く
、『
之
を
仰
げ
ば
彌い
よ
い
よ々
高
く
、
之
を
鑽き

れ
ば
彌
い
よ
い
よ

堅
し
。
之
を
瞻み

る
に
前
に
在あ

る
か
と

す
れ
ば
、
忽こ
つ
え
ん焉
と
し
て
後し
り
え
に
在
り
』
と
。
此こ
れ
を
以
て
之
を
觀み

る
と
き
は
、
則
ち
夫ふ
う
し子
の
道
、
亦
甚は
な
はだ
高こ
う
妙み
ょ
う、
卑
近
と
謂い

う
べ
か

ら
ず
」。
曰
く
、「
此
れ
説せ
つ
し
ゃ者
の
繆
び
ゅ
う

見け
ん
、
魯ろ

論ろ
ん
の
本
旨
に
非
ず
。
顏
子
の
歎た
ん
は
、
其そ

の
高
堅
前
後
を
歎
ず
る
に
非
ず
。
夫
子
の
鑪ろ

錘す
い

を
受
く
る
に
及
ん
で
、
前
日
の
非ひ

を
悟
り
、
喜
ん
で
之
を
歎
ず
る
な
り
。
蓋け
だ

し
顏
子
は
至
っ
て
聰そ
う
め
い明

な
り
。
其
の
始
め
道
を

見
る
こ
と
甚は
な
はだ
高
し
。
徒い
た
ずら
に
其
の
恍こ
う

惚こ
つ

戀へ
ん

幻げ
ん

、
象し
ょ
うを
爲な

す
べ
か
ら
ざ
る
を
見
て
、
未い
ま
だ
其
の
實じ
つ
し
ょ處
を
見
ず
。
故
に
曰
く
、『
彌

高
く
彌
堅
し
。
前
に
在
る
か
と
す
れ
ば
後
え
に
在
り
』
と
。
是こ

れ
其
の
摸も
ぎ擬
す
る
所
無の

う
し
て
、
は

柄へ
い
未
だ
手
に
入い

ら
ざ
る
こ

（
1
）

（
2
）

（
3
）
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と
を
觀
る
べ
し
。
博は
く

文ぶ
ん

約や
く

禮れ
い
の
教
を
聞
く
に
曁お
よ
ん
で
、始
め
て
夫
子
の
善よ

く
人
を
誘す
す
む
る
こ
と
を
知
り
、學が
く
初
め
て
平へ
い
じ
つ實
に
就つ

き
、

罷や

め
ん
と
欲
す
れ
ど
も
能あ
た
わ
ざ
る
の
地
に
至
る
こ
と
を
得う

。
故
に
喜
ん
で
之
を
歎
ず
。
故
に
首は
じ
め
に
高
堅
前
後
の
言
を
發は
つ
し
て
、

次
に
夫
子
循じ
ゅ
ん

循じ
ゅ
ん

然ぜ
ん
と
し
て
善
く
人
を
誘
み
ち
び
くく
と
言
い
、
終
り
に
之
に
從
わ
ん
と
欲
す
れ
ど
も
由よ

し
末な

き
の
み
と
言
う
。
其
の
次し

第だ
い

自お
の
ず
から
見
つ
べ
し
。
蓋け
だ
し
博
文
約
禮
は
即
ち
下か

學が
く
の
事
、
亦
卑
近
に
非
ず
し
て
何
ぞ
。
故
に
實じ
つ
と
く徳
を
知
っ
て
、
而し
か
る
後の
ち
能よ

く
卑
近

の
尚と
う
とぶ
べ
き
こ
と
を
知
る
。
卑
近
の
尚
ぶ
べ
き
こ
と
を
知
っ
て
、而
る
後
自お
の
ず
から
論
語
の
妙
を
識し

ら
ん
。
難か
た
い
か
な
。
難
い
か
な
」。

注（
1
）　
『
論
語
』
子
罕
篇
第
十
章

（
2
）　

論
語
。
魯
学
派
が
伝
え
た
の
で
魯
論
と
も
い
う
。　
　

（
3
）　

教
え

（
4
）　

博
文
は
知
識
を
広
め
る
こ
と
、
約
礼
は
行
い
を
修
め
る
こ
と
。

（
口
語
訳
）

問
う
、「
顔
淵
が
た
め
息
を
つ
い
て
嘆
い
て
言
い
ま
し
た
。『
道
を
仰
ぎ
見
れ
ば
ま
す
ま
す
高
く
、
錐
で
穴
を
あ
け
よ
う
と
す

れ
ば
ま
す
ま
す
堅
い
。
前
に
あ
る
と
思
う
と
、
た
ち
ま
ち
後
ろ
に
あ
る
』
と
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
孔
子
先
生
の
説
く

道
は
大
変
高
遠
で
神
秘
な
も
の
で
あ
り
、
卑
近
な
物
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。」

答
え
、「
こ
れ
は
注
釈
者
の
間
違
っ
た
見
方
で
あ
る
。
論
語
の
本
来
の
趣
旨
で
は
な
い
。
顔
淵
は
孔
子
の
教
え
が
高
遠
で
難
し

く
捉
え
に
く
い
こ
と
を
嘆
い
た
の
で
は
な
い
。
孔
子
の
教
え
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
そ
れ
ま
で
の
過
ち
を
悟
り
、
喜
び
の
あ

ま
り
感
嘆
の
た
め
息
を
つ
い
た
の
で
あ
る
。
思
う
に
顔
淵
は
非
常
に
聡
明
で
あ
る
。
学
問
を
始
め
た
頃
は
道
を
非
常
に
高
遠
な

（
4
）
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も
の
と
思
っ
て
い
た
。
た
だ
そ
の
ぼ
ん
や
り
と
し
て
姿
が
捉
え
に
く
く
形
が
明
ら
か
で
な
い
の
を
見
る
ば
か
り
で
、
ま
だ
道
が

本
当
に
ど
こ
に
在
る
の
か
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
。
だ
か
ら『
益
々
高
く
堅
固
で
、前
に
あ
る
と
思
う
と
後
ろ
に
あ
る
』と
言
っ

た
の
だ
。
模
倣
す
る
も
の
も
な
く
、
道
を
知
る
手
が
が
り
も
見
つ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
博
文
約
礼
』
の
教
え

を
聞
く
に
及
ん
で
、
初
め
て
孔
子
が
よ
く
人
を
教
え
導
く
こ
と
を
知
り
、
学
問
が
平
易
で
実
体
の
あ
る
も
の
と
な
り
、
や
め
よ

う
と
思
っ
て
も
や
め
ら
れ
な
い
と
い
う
境
地
に
至
る
こ
と
が
で
き
た
。
だ
か
ら
喜
び
の
あ
ま
り
感
嘆
の
た
め
息
を
つ
い
た
の
だ
。

そ
れ
故
初
め
に
道
が
高
く
堅
く
、
前
後
に
捉
え
ど
こ
ろ
が
な
い
こ
と
を
言
い
、
次
に
孔
子
が
解
り
や
す
く
整
然
と
上
手
に
人
を

教
え
導
く
と
言
い
、
最
後
に
孔
子
に
従
っ
て
行
こ
う
と
し
て
も
ど
う
し
よ
う
も
な
く
難
し
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
順
序
は

よ
く
判
る
で
あ
ろ
う
。
思
う
に
「
博
文
約
礼
」
の
教
え
と
は
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
学
ぶ
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
卑
近
な
こ
と
で

な
く
て
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え
本
当
に
実
の
あ
る
徳
を
知
っ
て
、
そ
の
後
に
初
め
て
卑
近
な
こ
と
を
貴
ぶ
べ
き
こ
と
が
わ

か
る
の
だ
。
卑
近
を
貴
ぶ
こ
と
を
知
っ
て
、
初
め
て
論
語
の
言
う
に
言
わ
れ
ぬ
す
ば
ら
し
さ
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
難

し
い
こ
と
だ
。
本
当
に
難
し
い
こ
と
で
あ
る
よ
。」

（
解
説
）

こ
の
章
は
、『
論
語
』
子
罕
篇
第
十
章
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
後
半
部
分
の
引
用
が
本
文
に
は
な
い
の
で
、
全
体
の
本
文
を

挙
げ
て
お
い
た
ほ
う
が
解
り
や
す
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
三
つ
の
段
落
に
わ
け
て
次
に
示
す
。

①
顔
淵
喟
然
と
し
て
歎
じ
て
曰
く
、
之
を
仰
げ
ば
彌
々
高
く
、
之
を
鑽
れ
ば
彌
堅
し
。
之
を
瞻
る
に
前
に
在
る
か
と
す
れ
ば
、

忽
焉
と
し
て
後
え
に
在
り
。

②
夫
子
循
循
然
と
し
て
善
く
人
を
誘
む
。
我
を
博
む
る
に
文
を
以
て
し
、
我
を
約
す
る
に
礼
を
以
て
す
。
罷
め
ん
と
欲
す
れ
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ど
も
能
わ
ず
。
す
で
に
吾
が
才
を
竭つ
く
す
。

③
立
つ
と
こ
ろ
あ
り
て
卓た
く
じ爾
た
る
が
如
し
。
こ
れ
に
従
わ
ん
と
欲
す
と
い
え
ど
も
由
末
き
な
り
。

朱
子
の
注
釈
で
は
始
め
の
段
落
の
「
い
よ
い
よ
高
く
、
い
よ
い
よ
堅
い
」
も
の
は
先
生
で
あ
る
孔
子
の
徳
で
あ
る
と
す
る
。

し
か
し
仁
斎
は
こ
の
章
全
体
を
顔
淵
自
身
が
自
分
の
一
生
の
学
問
の
経
歴
を
振
り
返
っ
た
言
葉
と
理
解
し
、
孔
子
に
入
門
す
る

以
前
の
顔
淵
が
「
道
」
を
「
い
よ
い
よ
高
く
、
い
よ
い
よ
堅
い
」
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
の
だ
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

次
の
段
落
で
は
、
顔
淵
は
孔
子
の
教
え
を
受
け
て
初
め
て
道
が
「
博
文
約
礼
」
と
い
う
平
易
で
具
体
的
な
も
の
だ
と
知
り
、

学
ぶ
こ
と
を
や
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
最
後
に
は
っ
き
り
と
道
を
見
た
顔
淵
は
、
孔
子
の
道
が
平
易
で
行
い
や
す
く
見

え
て
は
い
て
も
、
実
は
ど
ん
な
に
努
力
し
て
も
到
達
で
き
な
い
ほ
ど
難
し
い
こ
と
を
知
っ
た
の
だ
と
仁
斎
は
い
う
。

仁
斎
は
若
い
頃
朱
子
学
に
傾
倒
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
心
の
修
養
に
励
む
が
、
や
が
て
心
身
を
病
み
家
か
ら
一
歩
も
出
ら
れ
な

い
と
い
う
苦
境
に
陥
る
。
そ
れ
を
救
っ
た
の
が
孔
子
と
の
出
会
い
で
あ
り
、
論
孟
二
書
を
熟
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
仁
斎
は
朱

子
学
の
桎
梏
を
脱
し
、
自
ら
の
思
想
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
仁
斎
は
顔
淵
に
自
分
自
身
の
学
問
の

経
験
を
重
ね
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、日
常
生
活
に
お
い
て
人
と
交
わ
る
な
か
で
、孝
悌
忠
信
を
実
行
し
、し
か
も
礼
と
義
に
か
な
っ

た
中
庸
の
道
を
い
く
こ
と
は
、
や
さ
し
そ
う
に
見
え
て
な
か
な
か
実
行
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
競
争
力
を
養
う
こ
と
が
教
育

の
目
標
と
さ
れ
る
よ
う
な
現
代
社
会
に
お
い
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
古
義
堂
の
学
習
会
で
は
、
ど
ん
な
に
議
論
や
文
章
が
す

ぐ
れ
て
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
徳
行
が
と
も
な
わ
な
い
人
は
低
い
評
価
し
か
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
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第
二
十
七
章

　

問
う
、「
禪
莊
宋
儒
の
道
を
談
ず
る
、遠
き
者
大
な
る
者
を
以
て
極
と
爲す

。
今
説
く
、道
は
近
き
に
在あ

っ
て
、遠
き
に
在
ら
ず
と
。

願
わ
く
は
其そ

の
是
非
の
然し
か
る
所ゆ
え
ん以
を
明
ら
か
に
せ
よ
」。
曰
く
、「
人
に
語
っ
て
知
り
難か
た
き
者
は
善ぜ
ん
教き
ょ
うに
非あ
ら
ず
。
人
を
導
い
て
從

い
難か
た
き
者
は
善ぜ
ん
ど
う道
に
非
ず
。
聖
人
の
道
は
、
君
臣
父
子
夫
婦
昆こ
ん
て
い弟
朋ほ
う
ゆ
う友
の
間
に
在あ

っ
て
、
徳
は
、
仁
義
忠
信
の
外
に
出い

で
ず
。

古こ

今こ
ん
に
通
じ
て
變へ
ん
ず
る
所
無
く
、
四
海
に
準
じ
て
違た
が
う
所
無
し
。
人じ
ん
し
ん心
に
根
ざ
し
、
風
俗
に
徹
し
て
、
天
子
も
廢や

む
る
こ
と
能あ
た

わ
ず
、
聖
人
も
改
む
る
こ
と
能
わ
ず
。
夫
婦
の
愚ぐ

不ふ
し
ょ
う肖
、
皆
能よ

く
知
る
べ
く
、
皆
能
く
行
う
べ
し
。
故
に
之
を
天
下
の
達た
つ
ど
う
と
く

道
徳

と
謂い

う
。
禪
莊
の
理
、
宋
儒
理
性
の
學
の
若ご
と
き
は
、
其
の
理
隱い
ん
微び

に
し
て
知
り
難
く
、
其
の
道
高
妙
に
し
て
行
い
難
く
、
人
事

に
遠
ざ
か
り
、風
俗
に
戻も
と
る
。
之
を
人
倫
日
用
に
推お

す
に
、皆
用
ゆ
る
所
無
し
。
豈あ
に
之
を
天
下
の
達
道
徳
と
謂
う
こ
と
を
得
ん
や
。

大
抵
高
遠
に
騖は

せ
て
、
人
倫
に
益え
き
無
く
、
日
用
に
資た
す
け
無
く
、
天
下
國
家
の
治
に
補お
ぎ
ない
無
き
者
は
、
便す
な
わち
孟
子
の
所い
わ
ゆ
る謂
邪じ
ゃ
せ
つ説

暴ぼ
う
こ
う行、
是こ

れ
の
み
。
其
の
是
非
從
っ
て
知
る
べ
し
」。

注（
1
）　
『
中
庸
』
第
二
十
章
に
五
常
を
「
天
下
の
達
道
」
と
あ
る
の
に
基
づ
く
。　

（
2
）　
「
性
即
理
」
の
テ
ー
ゼ
に
基
づ
く
学
問
。
性
理
学
と
も
い
う
。

（
口
語
訳
）

問
う
、「
禅
宗
や
荘
子
あ
る
い
は
宋
の
儒
者
な
ど
が
道
に
つ
い
て
論
じ
る
の
は
、
遠
大
な
る
も
の
を
至
極
の
も
の
と
し
ま
す
。

い
っ
ぽ
う
今
、
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
は
、
道
は
身
近
な
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
遠
く
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
の
こ
と
で
し
た
。

（
1
）

（
2
）
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そ
の
是
非
の
根
拠
を
は
っ
き
り
と
お
教
え
く
だ
さ
い
」

答
え
、「
人
に
語
っ
て
も
相
手
が
理
解
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
は
善
い
教
え
と
は
い
え
な
い
。
人
を
導
こ
う
と
し
て
も
、
そ
れ

に
従
わ
せ
る
こ
と
が
難
し
い
も
の
は
善
い
道
で
は
な
い
。
聖
人
の
道
は
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
・
兄
弟
・
朋
友
な
ど
の
人
間
関
係

の
中
に
あ
っ
て
、
徳
と
い
う
も
の
は
仁
義
忠
信
以
外
の
何
者
で
も
な
い
。
こ
れ
は
昔
も
今
も
同
じ
よ
う
に
変
わ
る
こ
と
が
無
く
、

世
界
中
ど
こ
に
行
っ
て
も
違
う
と
こ
ろ
は
無
い
。
そ
れ
は
人
間
の
心
情
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
り
、
人
の
暮
ら
し
に
密
接
な
も

の
で
あ
り
、天
子
も
廃
止
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、聖
人
も
改
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
夫
婦
の
愚
か
な
者
で
も
、

よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
よ
く
実
行
で
き
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
れ
を
天
下
に
達
す
る
道
徳
と
い
う
の
で

あ
る
。
禅
宗
や
荘
子
の
い
う
理
や
宋
儒
の
い
う
性
理
学
の
よ
う
な
も
の
は
、
そ
の
理
と
い
う
も
の
が
あ
い
ま
い
で
明
ら
か
で
は

な
く
、
そ
の
道
は
高
尚
で
実
行
し
に
く
く
、
人
間
社
会
や
日
常
生
活
と
は
隔
た
り
が
あ
っ
て
、
風
俗
に
な
じ
ま
な
い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
も
の
を
人
と
の
交
わ
り
や
日
常
生
活
に
あ
て
は
め
よ
う
と
し
て
も
用
い
よ
う
が
な
い
。
ど
う
し
て
こ
れ
ら
を
天
下

に
達
す
る
道
徳
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
だ
い
た
い
高
遠
な
こ
と
を
追
い
求
め
て
、
人
間
社
会
に
役
に
立
た
ず
、
日
常
生

活
の
助
け
に
も
な
ら
ず
、
天
下
国
家
を
治
め
る
こ
と
の
補
助
と
も
な
ら
な
い
も
の
は
、
孟
子
の
い
う
邪
説
暴
行
に
す
ぎ
な
い
の

で
あ
る
。
そ
の
是
非
は
こ
れ
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。」

（
解
説
）

五
常
の
普
遍
的
な
妥
当
性
を
再
確
認
す
る
章
で
あ
る
。

仁
斎
に
と
っ
て
の
「
達
」
の
意
味
は
、
文
字
通
り
「
達
す
る
」
こ
と
、
広
く
及
ば
な
い
と
こ
ろ
が
な
い
と
い
う
時
間
的
、
空

間
的
な
拡
が
り
を
含
意
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
天
下
の
達
道
徳
」
と
い
う
の
は
、
天
下
に
卓
越
し
た
道
徳
と
い
う
意
味
で
は
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な
く
、
ひ
ろ
く
天
下
に
行
き
渡
っ
た
道
徳
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
理
性
の
学
」
と
は
朱
子
学
の
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
通
り
、
朱
子
は
宇
宙
の
生
成
と
万
物
の
存
在

原
理
と
し
て
の
「
理
」
が
宇
宙
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
に
賦
与
さ
れ
て
い
る
と
し
、「
性
即
理
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
説
い
た
。

そ
れ
ぞ
れ
が
生
ま
れ
つ
き
天
か
ら
賦
与
さ
れ
た
理
が
、
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
朱
子
学
を
「
性
理
学
」
と

呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。

第
二
十
八
章

　

問
う
、「
先
生
説
く
、
知
り
易や
す
く
行
い
易
き
者
是ぜ

に
し
て
、
知
り
難か
た
く
行
い
難
き
者
非ひ

な
る
こ
と
を
。
安い
ず
くん
ぞ
知
ら
ん
知
り
難

く
行
い
難
き
者
の
眞し
ん
ぜ是
に
し
て
、
知
り
易
く
行
い
易
き
者
の
是
に
非あ
ら
ざ
る
こ
と
を
。
乞こ

ふ
申か
さ
ね
て
論
究
せ
よ
」。
曰
く
、「
中
庸

に
曰
く
、『
道
と
い
う
は
須し
ゅ
ゆ臾
も
離
る
べ
か
ら
ず
。
離
る
べ
き
は
道
に
非
ず
』。
道
の
眞し
ん
是ぜ

眞し
ん
非ぴ

、
實じ
つ
に
此こ
こ
に
判わ

か
る
。
須
臾
も

離
る
べ
か
ら
ざ
る
者
は
、
堯ぎ
ょ
う

舜し
ゅ
ん

孔
子
の
道
是こ

れ
の
み
。
佛
老
の
道
の
若ご
と
き
は
、
之
れ
有
れ
ど
も
天
下
に
益え
き
無
く
、
之
れ
無
け
れ

ど
も
天
下
に
損そ
ん
無
し
。
皆
得
て
離
る
べ
し
。
豈あ
に
之
を
道
と
謂い

う
に
足た

ら
ん
や
。
老
莊
の
説
は
、
戰
國
秦し
ん
か
ん漢の
際さ
い
に
盛さ
か
んな
り
。
浮ふ
と屠

の
法
は
、
後ご

漢か
ん
の
永
平
八
年
、
始
め
て
漢
土
に
來き
た
る
。
唐と
う
ぐ虞
三
代
の
時
、
皆
之
れ
無
し
。
然し
か
れ
ど
も
天
下
泰
平
、
黎れ
い
民み
ん
壽じ
ゅ
考こ
う
、
治ち

皆
數
百
年
に
及
べ
り
。
時と
き
二
氏
無
き
を
以
て
、
其そ

の
治
を
害
せ
ず
。
秦し
ん
こ
う皇・
漢か
ん
武ぶ

・
唐
の
玄げ
ん
そ
う宗・
宋
の
徽き
そ
う宗
、
最
も
道
教
を
信
ず
。

然
れ
ど
も
政
治
日
に
壞く

ず
れ
、
國こ
く
ぞ
く俗
日
に
や
ぶ
る
。
佛
法
は
晉し
ん
宋そ
う

齊せ
い

梁り
ょ
う

陳ち
ん

隋ず
い
に
盛
ん
に
、
延ひ

い
て
唐
宋
に
及
ぶ
。
六り
く
ち
ょ
う朝の
間
、
亂ら
ん

亡ぼ
う

相あ
い

尋つ

ぐ
。
時
二
氏
有
る
を
以
て
其
の
亂
を
救
わ
ず
。
唐
宋
頗す
こ
ぶる

小し
ょ
う
こ
う康な

り
と
雖い
え

ど
も
、
本も
と

佛
法
に
關か
か
わる

に
非
ず
、
亦
太
平
と

爲す

る
に
足
ら
ず
。
則す
な
わち
豈あ
に
之
有
れ
ど
も
天
下
に
益
無
く
、之
無
け
れ
ど
も
天
下
に
損
無
き
に
非
ず
や
。
堯
舜
孔
子
の
道
の
若ご
と
き
は
、

一い
ち
じ
つ日
之
を
離
る
る
と
き
は
、
則
ち
天
下
の
君
臣
父
子
夫
婦
昆こ
ん
弟て
い
朋ほ
う
友ゆ
う
、
皆
其
の
所
を
失
う
。
豈あ
に
須
臾
も
離
る
べ
か
ら
ざ
る
の
道

（
1
）

（
2
）

（
3
）
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に
非
ず
や
。
其
の
眞
是
眞
非
、
亦
判は
ん
ぜ
ん然
た
り
。
中
庸
に
曰
く
、『
君
子
の
道
、
諸こ
れ
を
身
に
本も
と
づ
け
、
諸
を
庶
民
に
徴し

る
し
、
諸
を

三さ
ん
の
う王に
考
へ
て
謬あ
や
ま
ら
ず
、諸
を
天
地
に
建
て
て
悖も
と
ら
ず
、諸
を
鬼
神
に
質た
だ
し
て
疑
い
無
く
、百
ひ
ゃ
く
せ
い世
以
て
聖
人
を
俟ま

っ
て
惑ま
ど
わ
ず
』。

言
う
こ
こ
ろ
は
聖
人
の
道
は
、
之
を
己お
の
れに
求
め
、
之
を
人
に
察さ
つ
し
、
之
を
往お
う
こ古
に
考
え
、
之
を
來
世
に
推お

し
、
之
を
天
地
鬼
神

に
徴
る
し
て
、
皆
合
わ
ず
と
い
う
所
無
し
。
山さ
ん

川せ
ん

草そ
う

木も
く

禽き
ん

獸じ
ゅ
う

蟲ち
ゅ
う

魚ぎ
ょ　

蚑き

行こ
う
か
い
そ
く

喙
息
の
微び

に
至
る
ま
で
、
徴
る
し
て
合
わ
ず
と
い
う

こ
と
無
く
、
推お

し
て
通
ぜ
ず
と
い
う
こ
と
無
し
。
天
下
の
達
道
な
る
が
故
な
り
。
若も

し
夫そ

れ
隱い
ん
び微
の
説
、
高
妙
の
理
は
、
之
を

視み

れ
ど
も
見
る
所
無
く
、
之
を
聽き

け
ど
も
聞
く
所
無
く
、
之
を
人
倫
風
俗
に
求
む
る
に
、
皆
悖も
と
れ
り
。
見
つ
べ
し
天
地
の
間
あ
い
だ
本

來
此
の
理
無
き
こ
と
を
。
其
の
實
是
實
非
、
斷
じ
て
知
る
べ
し
」。

注（
1
）　
『
中
庸
』
首
章
第
二
節

（
2
）　

浮
屠
：
梵
語
の
仏
陀
に
同
じ

（
3
）　

唐
は
堯
帝
の
国
、
虞
は
舜
帝
の
国
。

（
4
）　
『
中
庸
』
第
二
十
九
章

（
5
）　

蚑
行
は
虫
が
這
っ
て
い
く
さ
ま
、
喙
息
は
く
ち
ば
し
で
息
を
す
る
も
の
。

（
口
語
訳
）

問
う
、「
先
生
は
、
解
か
り
や
す
く
行
な
い
や
す
い
も
の
を
正
し
い
と
し
て
、
解
か
り
に
く
く
行
な
い
に
く
い
も
の
を
間
違
っ

て
い
る
と
説
か
れ
ま
す
。
な
ぜ
解
か
り
に
く
く
行
な
い
に
く
い
も
の
が
真
に
正
し
く
、
解
か
り
や
す
く
行
な
い
や
す
い
も
の
が

間
違
っ
て
い
る
と
言
え
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
今
一
度
詳
し
く
論
じ
て
く
だ
さ
い
。」

答
え
、「
中
庸
に
『
道
と
は
一
瞬
の
間
も
離
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。
離
れ
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
な
も
の
は
道

（
4
）

（
5
）
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で
は
な
い
』
と
あ
る
。
道
が
真
に
正
し
い
か
ど
う
か
は
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
本
当
に
よ
く
分
か
る
。
少
し
の
間
も
離
れ
ら
れ

な
い
も
の
は
、
堯
、
舜
、
孔
子
の
説
く
道
だ
け
で
あ
る
。
仏
教
や
老
子
の
道
の
よ
う
な
も
の
は
、
あ
っ
て
も
世
の
中
に
有
益
で

は
な
く
、
な
く
て
も
全
く
世
の
中
に
損
失
は
な
い
。
皆
そ
こ
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
ど
う
し
て
こ
れ
を
道
と
言
う
こ
と

が
で
き
よ
う
か
。
老
子
や
荘
子
の
説
は
、
戦
国
時
代
・
秦
漢
の
頃
に
盛
ん
で
あ
っ
た
。
仏
教
は
後
漢
の
永
平
八
年
、
初
め
て
中

国
に
渡
来
し
た
。（
古
代
の
）
唐
・
虞
や
夏
・
殷
・
周
の
時
代
に
は
こ
れ
ら
は
ど
れ
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
世
の
中
は
平

和
で
、
人
々
は
長
生
き
し
、
そ
れ
ぞ
れ
数
百
年
の
治
世
に
及
ん
だ
。
そ
の
頃
仏
教
や
道
教
が
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
治
世
が

損
な
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
秦
の
始
皇
帝
、
漢
の
武
帝
、
唐
の
玄
宗
、
宋
の
徽
宗
達
は
道
教
を
最
も
信
じ
て
い
た
。
し
か

し
政
治
は
日
に
日
に
崩
壊
し
、
国
の
風
俗
は
日
に
日
に
堕
落
し
て
い
っ
た
。
仏
教
は
晋
・
宋
・
斉
・
梁
、
陳
、
隋
の
時
代
に
盛

ん
で
、そ
れ
が
引
き
続
い
て
唐
宋
に
ま
で
及
ん
だ
。六
朝
時
代
の
間
は
戦
乱
や
滅
亡
が
相
次
い
だ
。そ
の
当
時
仏
教
や
道
教
が
あ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
乱
世
を
救
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
唐
宋
の
時
代
は
小
康
状
態
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
本
来
仏
教
と

は
関
わ
り
が
な
く
、ま
た
太
平
と
言
え
る
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
み
れ
ば
仏
教
や
道
教
が
あ
っ
て
も
世
の
中
に
益
は
な
く
、

そ
れ
ら
が
な
く
と
も
世
の
中
に
損
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
堯
、
舜
、
孔
子
の
道
と
い
う
の
は
、
一
日
で
も
離
れ
れ
ば
、
た
ち

ま
ち
世
の
中
の
君
臣
、
父
子
、
夫
婦
、
兄
弟
、
朋
友
の
交
わ
り
は
、
す
べ
て
そ
の
拠
り
所
を
失
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
こ
そ
正
に

一
瞬
の
間
も
離
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
道
で
は
な
い
か
。
こ
れ
を
見
れ
ば
本
当
の
正
し
い
も
の
と
間
違
っ
て
い
る
も
の
と
の
区

別
は
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
。
中
庸
に
『
君
子
の
道
は
、
己
れ
自
身
が
身
を
も
っ
て
実
行
し
、
そ
れ
を
庶
民
が
信
じ
て
従
う
か

を
検
証
し
、
古
代
の
三
王
の
道
に
比
べ
考
え
て
も
間
違
い
な
く
、
天
地
の
間
に
こ
の
道
を
建
て
て
も
自
然
を
助
け
、
卜
占
で
鬼

神
に
問
う
て
も
疑
い
な
く
、
百
世
の
後
に
出
現
す
る
聖
人
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
』
と
あ
る
。
そ
の
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、

孔
子
の
説
い
た
聖
人
の
道
は
、
こ
れ
を
自
分
に
求
め
、
人
に
推
し
測
っ
て
考
え
、
遠
い
過
去
に
照
ら
し
合
わ
せ
、
未
来
に
ま
で
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当
て
は
め
、
天
地
鬼
神
に
示
し
て
、
ど
れ
に
も
合
わ
な
い
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
山
川
草
木
禽
獣
蟲
魚
蚑
行
喙
息
の
す
べ
て
に

至
る
ま
で
、
照
ら
し
合
わ
せ
て
合
わ
な
い
と
い
う
こ
と
が
な
く
、
当
て
は
め
て
通
じ
な
い
も
の
は
な
い
。
天
下
に
行
き
渡
り
余

す
と
こ
ろ
の
な
い
道
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
微か
す
か
で
解
か
り
に
く
い
説
や
、
高
遠
で
霊
妙
な
理
は
、
よ
く
視
て
も
見
え
ず
、
よ

く
聴
い
て
も
聞
こ
え
ず
、
人
間
の
交
わ
り
や
風
俗
に
求
め
て
も
、
す
べ
て
そ
れ
ら
に
逆
ら
っ
て
い
る
。
天
地
の
間
に
本
来
こ
の

よ
う
な
理
と
い
う
も
の
が
な
い
こ
と
を
よ
く
理
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。
本
当
に
正
し
い
こ
と
、
間
違
っ
て
い
る
こ
と
を
は
っ
き

り
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

（
解
説
）

「
道
は
須
臾
も
離
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
中
庸
の
有
名
な
言
葉
は
、
二
つ
の
意
味
に
解
さ
れ
る
。
一
つ
は
「
離
れ
る
こ
と
が
で

き
な
い
」、「
離
れ
て
は
生
き
て
い
け
な
い
」
と
い
う
不
可
能
の
意
味
、
も
う
一
つ
は
「
道
を
離
れ
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
規

範
性
を
持
っ
た
禁
止
の
意
味
で
あ
る
。
仁
斎
は
、
こ
の
章
の
文
脈
で
は
、「
離
れ
て
は
生
き
て
い
け
な
い
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス

で
理
解
し
て
い
る
。『
中
庸
発
揮
』
で
も
、「
木
が
土
か
ら
離
れ
ら
れ
ず
、
魚
が
水
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
人
が
一
瞬
で

も
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
朱
子
が
「
事
物
当
行
ま
さ
に
行
く
べ
き
の
道
」

と
し
て
、
踏
み
外
し
て
は
な
ら
な
い
道
と
規
範
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
。

こ
こ
に
引
か
れ
た
『
中
庸
』
第
二
十
九
章
の
『
中
庸
発
揮
』
の
注
に
は
、「
諸
を
天
地
に
建
て
、諸
を
鬼
神
に
質
す
」
に
つ
い
て
、

「
こ
の
道
を
立
て
て
彼
に
参
す
」
と
あ
り
、
天
地
自
然
に
も
益
が
あ
る
こ
と
だ
と
解
し
た
。
さ
ら
に
「
鬼
神
は
卜
占
を
い
う
」
と

あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
幽
霊
や
神
を
指
す
鬼
神
で
は
な
い
。
卜
占
に
よ
っ
て
天
命
に
問
う
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。



 161 伊藤仁斎『童子問』を読む（一）

第
二
十
九
章

　

問
う
、「
先
生
屢る
る屢
道
の
知
り
易や
す
く
行
ひ
易
き
こ
と
を
明あ

か
す
。
然し
か
れ
ど
も
今
儒
を
業
と
す
る
者
、
皆
其そ

の
入い

り
難か
た
き
こ
と
を

苦
し
む
者
は
何
ぞ
や
」。
曰
く
、「
人
の
學
問
に
於お

け
る
、
之
を
視み

て
以
て
一
種
の
至し

貴き

至し

高こ
う
、
流
り
ゅ
う

俗ぞ
く
に
出い

で
、
人
情
に
遠
く
、

甚は
な
はだ
高
く
行
い
難
き
の
事
と
爲す

。
此
れ
其
の
入
り
難
き
こ
と
を
苦
し
む
所ゆ
え
ん以
な
り
。
夫そ

れ
聖
人
の
教
を
設も
う
く
る
や
、
人
に
因よ

っ

て
以
て
教
を
立
て
て
、
教
を
立
て
て
以
て
人
を
驅か

ら
ず
。
造ぞ
う
さ
く作
す
る
所
無
く
、
添
て
ん
し
ょ
く
飾
す
る
所
無
し
。
人
心
の
同
じ
く
然
る
所
に

出
で
て
、
強し

う
る
所
有
る
に
非あ
ら
ず
。
若も

し
夫そ

れ
孝
弟
忠
信
の
人
は
、
天
下
皆
以
て
善
と
爲
、
皆
以
て
美
と
爲
て
、
敢
え
て
譏そ
し
る

者
無
し
。
此
れ
即
ち
是こ

れ
學
、
此
れ
を
外ほ
か
に
し
て
更
に
所い
わ
ゆ
る謂
學
問
と
い
う
者
無
し
。
村そ
ん
ぼ
う

野や

夫ふ

、
商
し
ょ
う

販は
ん

奴ど

隷れ
い
の
賎い
や
し
き
、
或あ
る
いは
孝こ
う

友ゆ
う

廉れ
ん

直ち
ょ
く、
天て
ん
せ
い性
に
出
で
、
士し
じ
ん人
の
及
ば
ざ
る
所
の
者
有
り
、
或
は
學
問
に
由よ

ら
ず
し
て
、
信し
ん
義ぎ

遜そ
ん

讓じ
ょ
う、
澹た
ん

泊ぱ
く
自じ

治ち

し
て
、
慷こ
う
が
い慨

義
に
赴お
も
むく
者
も
、
亦
往お
う
お
う往
之
れ
有
り
。
此
れ
反か
え
っ
て
是
れ
學
問
の
基
本
、
所
謂
學
問
と
い
う
者
は
、
此
れ
を
充み

つ
る
の
み
。
但た
だ

其
の
生せ
い
し
つ質
の
美
、
觀み

る
べ
し
と
曰い

う
と
雖い
え
ど
も
、
然
れ
ど
も
微び

に
し
て
未い
ま
だ
著あ
ら
わ
れ
ず
、
小
に
し
て
未
だ
充
た
ず
。
故
に
聖
人

教
を
立
て
學
を
設
け
て
、
以
て
人
に
書
を
讀
み
文
を
學
ん
で
、
以
て
其
の
微
な
る
者
を
著
わ
し
、
其
の
小
な
る
者
を
充
つ
る
こ

と
を
教
ゆ
る
の
み
。然
れ
ど
も
天
下
の
同
じ
く
然
る
所
に
出
で
て
、一
毫ご
う
も
其
の
間
に
增
加
す
る
所
無
し
。故
に
中
庸
に
曰
く
、『
道

を
修
む
る
之
を
教
と
謂い

う
』
と
。
蓋け
だ
し
生
質
の
美
は
善
な
り
と
雖
ど
も
、
然
れ
ど
も
擴ひ
ろ
め
て
之
を
充
つ
る
に
非
ざ
る
と
き
は
、

則
ち
以
て
徳
を
成
す
に
足
ら
ず
。
故
に
曰
く
、『
十じ
っ
し
つ室
の
邑ゆ
う
、
必
ず
忠
信
丘き
ゅ
うが
如ご
と
き
者
有
ら
ん
。
丘
の
學
を
好
む
に
如し

か
ず
』
と
。

道
は
聖
人
と
雖
ど
も
、
固ま
こ
とに

知
ら
ず
能よ

く
せ
ざ
る
所
有
り
。
然
れ
ど
も
其
の
本も
と

は
則
ち
夫
婦
の
愚ぐ

不ふ

肖し
ょ
う

與あ
ず
かり

知
り
能
く
行
う
所

に
し
て
、
知
り
難
く
行
い
難
き
者
無
し
。
學
者
眞ま
こ
とに
能
く
此
の
理
を
識し

り
得
て
、
而し
か
る
後の
ち
以
て
學
を
爲す

べ
し
。
知し

ん
ぬ
べ
し
、

向さ

き
の
所
謂
至
貴
至
高
、
流
俗
に
出
で
、
人
情
に
遠
く
、
甚
だ
高
く
行
い
難
き
者
の
道
に
非
ざ
る
こ
と
」。

（
1
）

（
2
）
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注（
1
）　
『
中
庸
』
首
章

（
2
）　
『
論
語
』
公
冶
長
編
第
二
十
七
章

（
口
語
訳
）

問
う
、「
先
生
は
繰
り
返
し
道
と
い
う
も
の
が
知
り
や
す
く
実
行
し
や
す
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
し
か

し
な
が
ら
今
、
儒
学
を
務
め
と
す
る
者
が
、
道
に
入
り
が
た
い
こ
と
に
苦
し
ん
で
い
る
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。」

答
え
、「
人
は
学
問
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
こ
の
上
な
く
貴
く
高
尚
な
も
の
で
、
世
間
の
風
俗
と
関
わ
り
無
く
、
人
情
と
か
け
離

れ
た
、
は
な
は
だ
高
遠
で
実
行
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
が
学
問
の
道
に
入
り
が
た
い
と
苦
し
む
理
由
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
聖
人
が
教
え
を
説
く
と
き
は
、
相
手
の
人
と
な
り
に
よ
っ
て
教
え
方
を
設
け
る
の
で
あ
り
、
ま
ず
教
え
を
設
け
て
か

ら
そ
れ
に
よ
っ
て
人
を
駆
り
立
て
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
わ
ざ
と
拵
え
る
こ
と
も
な
く
、
飾
り
立
て
た
り
も
し
な
い
。
人

の
心
が
み
な
同
じ
よ
う
に
思
う
と
こ
ろ
に
立
脚
し
て
、
強
制
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
も
し
孝
悌
忠
信
の
備
わ
っ
た
人
が

い
た
ら
、
世
間
の
人
は
皆
、
こ
れ
を
良
い
こ
と
だ
と
し
、
美
し
い
立
派
な
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、
敢
え
て
誹
謗
す
る
者
は
い
な

い
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
学
問
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
い
わ
ゆ
る
学
問
と
い
う
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。
粗
野
な
農
夫

や
賎
し
い
商
人
や
奴
隷
の
よ
う
な
者
で
あ
っ
て
も
、
な
か
に
は
親
孝
行
で
信
義
に
篤
く
、
清
廉
潔
白
な
生
ま
れ
つ
き
の
性
質
を

持
ち
、
学
者
・
士
大
夫
も
及
ば
な
い
も
の
も
い
る
。
あ
る
い
は
学
問
を
し
な
く
と
も
信
義
に
篤
く
、
謙
譲
で
、
無
欲
で
自
制
心

が
あ
り
、
正
義
の
た
め
に
は
命
を
賭
け
る
者
も
し
ば
し
ば
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
む
し
ろ
学
問
の
基
礎
で
あ
り
、
学
問

は
こ
れ
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
生
ま
れ
つ
き
の
美
点
は
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、

ま
だ
徴か
す
か
な
も
の
で
現
れ
て
は
こ
な
い
。
小
さ
く
て
ま
だ
充
実
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
聖
人
は
教
え
を
立
て
て
学
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問
の
方
法
を
示
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
に
書
を
読
ま
せ
、
文
を
学
ば
せ
、
そ
の
徴
か
な
も
の
を
現
わ
す
よ
う
に
し
、
ま
だ
小

さ
い
も
の
を
充
実
さ
せ
る
よ
う
に
教
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、世
の
人
が
同
じ
よ
う
に
す
る
と
こ
ろ
に
基
礎
を
お
い
て
、

ご
く
わ
ず
か
な
も
の
で
も
そ
れ
に
付
け
加
え
る
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
中
庸
は
『
道
を
修
め
る
こ
と
が
教
え
で
あ
る
』
と
言
う

の
で
あ
る
。
思
う
に
、
生
ま
れ
つ
き
の
美
徳
は
良
い
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
を
お
し
拡
め
て
充
実
さ
せ
な
け
れ
ば
、
徳
を
成
す

と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
論
語
に
も
『
十
戸
ほ
ど
の
小
さ
な
村
で
も
、
必
ず
忠
信
の
徳
に
お
い
て
は
私
（
孔
子
）
の
よ

う
な
者
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
私
ほ
ど
学
問
を
好
む
者
は
い
な
い
だ
ろ
う
』
と
あ
る
。
道
と
い
う
も
の
は
、
聖
人
で
あ
っ
て
も
本

当
に
知
ら
な
い
こ
と
も
、
ま
た
実
行
で
き
な
い
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
そ
の
基
本
的
な
と
こ
ろ
は
愚
か
な
夫
婦
で
あ
ろ
う
と
よ

く
知
り
、
実
行
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
、
理
解
し
が
た
く
実
行
し
が
た
い
も
の
で
は
な
い
。
学
問
に
志
す
者
は
こ
の
道
理
を
よ

く
よ
く
理
解
し
て
か
ら
、
そ
の
後
に
学
問
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
道
と
い
う
も
の
が
こ
の
上
な
く

貴
く
高
尚
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
世
間
の
風
俗
と
は
関
わ
り
無
く
、
人
情
と
か
け
離
れ
た
、
は
な
は
だ
高
遠
で
実
行
し
が
た

い
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。」

（
解
説
）

「
道
を
修
め
る
之
を
教
と
い
う
」
と
は
、『
中
庸
』
首
章
の
「
天
の
命
ず
る
之
を
性
と
謂
う
。
性
に
率
う
之
を
道
と
謂
う
。
道

を
修
め
る
之
を
教
と
謂
う
」
の
最
後
の
文
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
仁
斎
は
こ
の
性
、
道
、
教
の
意
味
す
る
も
の
を
言
葉
を
つ
く
し

て
説
明
し
て
き
た
。
仁
斎
に
よ
れ
ば
、
性
は
生
ま
れ
つ
き
の
性
質
で
あ
り
、
教
え
と
学
問
の
下
地
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
道
と
は
大
地
の
よ
う
に
人
間
を
包
み
込
み
、
す
べ
て
に
達
し
て
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
人
に
拠
っ
て
し
か
現

わ
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、性
と
同
様
に
「
為す

る
こ
と
」
の
無
い
も
の
で
あ
る
。
生
ま
れ
つ
き
美
徳
を
備
え
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
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ま
た
道
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
性
や
道
が
人
間
の
徳
を
伸
ば
し
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
を
「
為
る
」
こ
と
が
で
き

る
の
は
、
教
え
で
あ
り
、
学
問
で
あ
る
。

そ
し
て
仁
斎
の
い
う
学
問
が
、
抽
象
的
で
難
解
な
議
論
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
今
ま
で
見
て
来
た
通
り
で
あ
る
。

そ
れ
は
「
天
下
の
同
じ
く
然
る
所
」、
つ
ま
り
誰
で
も
理
解
し
納
得
で
き
る
と
こ
ろ
に
基
づ
い
て
、
具
体
的
で
実
行
し
や
す
い
教

え
で
あ
り
、
そ
れ
を
自
分
の
身
の
回
り
の
近
い
と
こ
ろ
か
ら
、
さ
ら
に
大
き
い
道
へ
と
押
し
広
め
て
く
れ
る
の
が
学
問
な
の
で

あ
る
。
仁
斎
が
学
問
を
す
る
こ
と
の
中
に
、
人
の
主
体
的
行
為
の
重
要
性
を
見
て
い
る
こ
と
は
注
意
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。　

第
三
十
章

　

問
う
、「
子し
か夏
の
曰い
わ
く
、『
未い
ま
だ
學
び
ず
と
曰い

う
と
雖
ど
も
、
吾わ
れ
は
必
ず
之
を
學
び
た
り
と
謂い

わ
ん
』。
呉ご
し氏
の
曰
く
、『
詞ご
き氣
の

間あ
い
だ、
抑よ
く
揚よ
う

太は
な
はだ
過
ぐ
。
其
の
流
れ
の
弊へ
い
、
將ま
さ
に
或あ
る
いは
學
を
廢は
い
す
る
に
至
ら
ん
と
す
』。
先
生
の
説
く
所
、
亦
子
夏
と
其
の
弊
を
同

じ
ゅ
う
す
。
豈あ
に
ま
が枉
れ
る
を
矯た

め
て
直な
お
き
に
過
ぐ
る
者
に
非あ
ら
ず
や
」。
曰
く
、「
子
何
ぞ
子
夏
を
輕か
ろ
ん
ず
る
こ
と
の
甚
だ
し
き
や
。

夫そ

れ
子
夏
は
孔
門
の
高こ
う
だ
い第
、
聖
人
に
親し
ん
し
ゃ炙
す
る
こ
と
久
し
。
固ま
こ
とに
當ま
さ
に
深
く
夫
子
の
意
を
得う

べ
し
。
論
語
を
編あ

む
者
も
、
亦
眞ま
こ
と

に
孔
門
の
學
脈
を
知
る
者
に
非
ず
ん
ば
、
則
ち
能あ
た
わ
ず
。
今
其
の
之
を
首
篇
第
七
章
に
載の

す
る
と
き
は
、
則
ち
豈あ
に

徒い
た
ずら
に
然
ら

ん
や
。
蓋け
だ
し
深
意
の
在あ

る
有
り
。
且か
つ
し
ょ
て
い
し

諸
弟
子
の
語
を
以
て
、
夫
子
の
言
と
同
じ
く
載
す
る
と
き
は
、
則
ち
其
の
之
を
尊
ぶ
こ
と
、

蓋
し
亦
夫ふ
う
子し

に
亞つ

ぐ
。
今
輕か
ろ
が
ろし
く
之
を
議
す
る
と
き
は
、
則
ち
聖
人
の
言
を
侮あ
な
ど
る
と
罪
を
同
じ
う
す
。
懼お
そ
れ
ざ
る
べ
け
ん
や
。

宋そ
う
ひ
と人

理
性
の
學
起
っ
て
よ
り
、
諸
儒
居お

る
こ
と
太は
な
はだ

高
し
。
孔
門
の
弟
子
、
子
夏
・
子し

張ち
ょ
う・

有ゆ
う

若じ
ゃ
く・

樊は
ん

遲ち

の
徒
と
雖い
え

ど
も
、
皆

蔑べ
っ
視し

す
る
の
意
有
り
。
晦か
い
お
う翁
呉
が
説
を
取
っ
て
之
を
集し
っ
ち
ゅ
う註に
入
れ
て
よ
り
、
其
の
論
愈
い
よ
い
よ

堅
く
、
其
の
説
愈
い
よ
い
よ

定
ま
っ
て
、
卒つ
い
に

後こ
う
ら
い來
學
者
の
深し
ん
が
い害
と
爲な

る
。
矧い
わ
ん
や
文
學
は
過
ぎ
易や
す
う
し
て
、
徳
行
は
及
び
難
し
、
古
今
學
者
の
通つ
う
へ
い病
。
今
又
及
び
難
き
の
徳

（
1
）

（
2
）
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行
を
勸か
ん
べ
ん勉
せ
ず
し
て
、
反か
え
っ
て
過
ぎ
易
き
の
文
學
を
增ぞ
う
え
き益
せ
ん
と
欲
す
。
詎な
ん
ぞ
火
を
以
て
火
に
添そ

え
、
泥
を
以
て
泥
に
和
す
る

に
異
な
ら
ん
。
詩
に
曰
く
、『
猱さ
る
に
木
に
升の
ぼ
る
こ
と
を
教
う
る
こ
と
勿な
か
れ
。
塗ど
ろ
に
塗
を
附
く
る
が
如
し
』」。

注（
1
）　
『
論
語
』
学
而
篇
第
七
章
。
子
夏
は
孔
子
の
弟
子
、
文
学
に
優
れ
た
。

（
2
）　

呉ご
い
き。
南
宋
の
学
者
。『
論
語
集
注
』
の
中
に
こ
の
言
葉
が
引
か
れ
て
い
る
。

（
3
）　
『
詩
経
』
小
雅
角
弓
篇
の
句

（
口
語
訳
）

問
う
、「
子
夏
が
言
っ
て
い
ま
す
、『（
立
派
な
行
い
を
す
る
人
が
自
ら
を
）
ま
だ
学
ん
だ
こ
と
が
な
い
と
言
っ
て
も
、
私
は
必

ず
そ
の
人
を
学
問
を
し
た
人
だ
と
言
う
』と
。
こ
れ
に
つ
い
て
呉

は『
こ
の
言
い
方
は
大
げ
さ
に
過
ぎ
る
。
こ
れ
が
流
弊
と
な
っ

て
、
学
問
が
す
た
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
』
と
言
っ
て
い
ま
す
。
先
生
が
説
か
れ
る
こ
と
は
、
子
夏
と
同
じ
よ
う
な
弊
害

が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
曲
が
っ
て
い
る
も
の
を
矯
正
し
て
、
真
っ
直
ぐ
に
し
過
ぎ
る
の
と
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。」答

え
、「
ど
う
し
て
君
は
子
夏
を
そ
ん
な
に
軽
ん
じ
る
の
か
ね
。
子
夏
と
言
え
ば
孔
子
門
下
の
高
弟
で
あ
り
、
聖
人
孔
子
に
長

く
親
し
く
教
え
を
受
け
た
の
だ
。
本
当
に
深
く
孔
先
生
の
考
え
を
理
解
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
論
語
を
編
纂
し
た
者
も
、
又

本
当
に
孔
子
一
門
の
学
統
を
知
っ
て
い
る
者
で
な
け
れ
ば
出
来
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
今
そ
の
子
夏
の
言
葉
を
学
而
編
第
一
第

七
章
に
掲
載
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
意
味
の
な
い
こ
と
な
ど
あ
ろ
う
か
。
き
っ
と
深
い
意
味
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
し
か
も
弟
子
た
ち
の
言
葉
を
孔
子
の
言
葉
と
同
じ
よ
う
に
載
せ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
言
葉
を
尊
敬
す
る
こ
と
も
又
、

（
3
）
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孔
子
へ
の
尊
敬
に
次
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
今
軽
々
し
く
弟
子
の
言
葉
を
あ
げ
つ
ら
う
の
は
、
孔
子
の
言
葉
を
侮
辱
す
る

の
と
同
罪
で
あ
る
。
厳
に
慎
む
べ
き
で
あ
る
。
宋
の
人
々
の
間
に
性
理
学
が
盛
ん
に
な
っ
て
以
来
、
儒
者
た
ち
が
自
ら
を
非
常

に
偉
い
と
自
認
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
孔
子
の
弟
子
で
あ
る
子
夏
、
子
張
、
有
若
、
樊
遅
た
ち
で
さ
え
、
皆
蔑
視
す
る
気
持
ち

が
あ
る
。
朱
子
が
呉

の
説
を
採
用
し
て
、
こ
れ
を
集
註
に
入
れ
て
か
ら
、
そ
の
論
は
益
々
確
た
る
も
の
に
な
り
、
定
説
化
し
て
、

と
う
と
う
後
に
学
ぶ
者
達
の
大
き
な
害
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
し
て
書
物
に
よ
る
学
問
は
度
を
越
し
や
す
く
、
徳
行
は
ま
る

で
及
ば
な
い
、
と
い
う
の
が
古
今
の
学
ぶ
者
の
通
弊
で
あ
る
。
今
ま
た
及
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
徳
行
を
勧
め
励
ま
す
こ
と
な
く
、

か
え
っ
て
度
を
過
ご
し
や
す
い
書
物
に
よ
る
学
問
を
更
に
推
し
進
め
よ
う
と
望
む
。
ど
う
し
て
火
を
火
に
つ
ぎ
足
し
、
泥
を
泥

に
混
ぜ
る
の
と
異
な
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
詩
経
に
『
猿
に
木
登
り
を
教
え
て
は
い
け
な
い
。
泥
の
上
に
泥
を
塗
り
つ
け
る
よ

う
な
も
の
で
あ
る
』
と
あ
る
で
は
な
い
か
。」

（
解
説
）

子
夏
は
孔
子
の
弟
子
で
、
特
に
文
章
に
優
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
章
で
引
か
れ
る
言
葉
は
『
論
語
』
学
而
篇
に

見
え
る
。
い
ま
そ
の
全
文
を
示
す
と
「
賢
を
賢
と
し
て
色
を
易
え
、
父
母
に
事つ
か
え
ま
つ
っ
て
能
く
そ
の
力
を
竭つ
く
し
、
君
に
事
え

ま
つ
っ
て
能
く
そ
の
身
を
致ゆ
だ
ね
、
朋
友
と
交
わ
り
言
っ
て
信
あ
ら
ば
、
未
だ
学
び
ず
と
曰
え
ど
も
、
吾
は
必
ず
こ
れ
を
学
び
た

り
と
謂
わ
ん
」
と
あ
る
。

『
論
語
古
義
』
の
仁
斎
の
注
で
は
「
他
人
の
優
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
て
賢
者
で
あ
る
と
し
て
顔
色
を
変
え
る
。
こ
れ
は
善
を

好
む
真
心
が
あ
る
こ
と
を
い
っ
た
の
で
あ
る
。
致
と
は
委
ね
る
と
い
う
の
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
身
を
委
ね
る
と
は
、
わ
が
身

を
無
い
も
の
と
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、「
こ
の
よ
う
に
善
を
好
み
、
孝
悌
忠
信
を
実
行
で
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き
る
人
は
、
人
と
交
わ
る
道
に
お
い
て
信
義
の
篤
い
人
で
あ
る
。
学
問
の
道
と
し
て
こ
れ
以
上
付
け
加
え
る
も
の
は
な
い
」
と

い
う
の
が
子
夏
の
教
え
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
孔
子
学
派
の
学
問
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
よ
く
知
っ
て
、
そ
の
上
で

書
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
仁
斎
は
い
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
ど
ん
な
に
書
を
読
ん
だ
と
し
て
も
学
ん
だ
と
は
い
え
な
い
。

「
文
学
は
過
ぎ
易
う
し
て
、
徳
行
は
及
び
難
し
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
学
問
の
進
む
べ
き
道
の
基
本
を
踏
み
外
し
て
、
書
物
に
よ

る
学
問
に
ば
か
り
励
ん
で
い
る
学
者
た
ち
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
書
物
に
書
か
れ
て
い
る
本
当
の

意
味
は
解
り
は
し
な
い
と
仁
斎
は
い
う
の
で
あ
る
。

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

後
記右

に
訳
出
し
た
の
は
伊
藤
仁
斎
『
童
子
問
』
上
巻
の
前
半
部
分
で
あ
る
。
宮
川
康
子
、
中
谷
仁
美
、
辻
本
伊
織
の
三
名
は
、
伊
藤
仁
斎
が
学

友
達
と
開
い
た
「
同
志
会
」
の
ひ
そ
み
に
習
っ
て
「
童
志
会
」
を
結
成
し
、
平
成
二
十
五
年
か
ら
足
掛
け
三
年
に
わ
た
っ
て
月
一
回
の
ペ
ー
ス

で
『
童
子
問
』
を
読
み
進
め
て
き
た
。
お
も
に
偶
数
章
は
中
谷
が
、
奇
数
章
は
辻
本
が
下
訳
を
担
当
し
、
会
の
席
上
で
そ
の
内
容
を
検
討
し
た

う
え
で
、
今
回
、
宮
川
が
す
べ
て
の
章
に
わ
た
っ
て
校
訂
し
、
解
説
を
付
け
た
。
よ
っ
て
文
責
は
す
べ
て
宮
川
に
あ
る
。

本
文
お
よ
び
書
き
下
し
文
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
九
七
『
近
世
思
想
家
文
集
』、
岩
波
文
庫
『
童
子
問
』
に
拠
っ
た
。
ま
た
本
文
中
に
引
用

さ
れ
る
経
典
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
か
ぎ
り
伊
藤
仁
斎
の
『
論
語
古
義
』、『
孟
子
古
義
』、『
語
孟
字
義
』、『
中
庸
発
揮
』
な
ど
に
よ
っ
て
、
仁

斎
の
考
え
が
反
映
さ
れ
る
口
語
訳
を
試
み
た
つ
も
り
で
あ
る
。
注
に
示
し
た
『
論
語
』
の
章
数
な
ど
も
仁
斎
『
古
義
』
に
よ
る
。
ま
た
我
々
の

解
釈
を
読
み
込
ん
だ
意
訳
も
所
々
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
で
き
る
だ
け
解
説
で
な
ぜ
そ
う
読
ん
だ
か
を
示
し
た
。

最
後
に
怠
惰
な
私
を
励
ま
し
、
熱
心
に
研
究
会
を
続
け
て
く
れ
た
中
谷
、
辻
本
両
氏
に
心
か
ら
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
毎
月
会
場
を
探
し
、

下
訳
を
作
り
、
資
料
を
調
べ
て
議
論
を
重
ね
る
両
氏
の
努
力
が
な
け
れ
ば
本
稿
を
活
字
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
現
在
童
志
会

で
は
『
童
子
問
』
中
巻
を
読
み
進
め
て
い
る
が
、
ま
だ
ま
だ
道
は
遠
い
。
な
ん
と
か
全
巻
を
活
字
化
で
き
る
よ
う
、
こ
れ
か
ら
も
一
歩
一
歩
進

ん
で
行
く
つ
も
り
で
あ
る
。
少
し
で
も
内
容
の
充
実
を
は
か
る
た
め
、
読
者
か
ら
の
忌
憚
の
な
い
ご
批
評
を
乞
い
た
い
。


