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伊
藤
仁
斎
『
童
子
問
』
を
読
む
（
二
）

宮　

川　

康　

子

中　

谷　

仁　

美

辻　

本　

伊　

織

第
三
十
一
章

問
う
、「
伊
川
先
生
の
云
う
、『
聖（

1
（

人
未い

ま

だ
嘗か

つ

て
易や

す

し
と
言
い
て
以
て
人
を
驕お

ご

ら
し
め
ず
、
亦
未
だ
嘗
て
難か

た

し
と
言
い
て
以
て

人
の
進
む
こ
と
を
阻は

ば

ま
ず
』。
此
の
語
如い

か
ん何

」。
曰い

わ

く
、「
聖
人
の
言
語
は
、
皆
其
の
自
然
に
循し

た
ごう

て
、
未
だ
嘗
て
粧し

ょ
う
て
ん點

せ
ず
、
亦

未
だ
嘗
て
作さ

く
ろ
う弄

せ
ず
。
若も

し
未
だ
嘗
て
易
し
と
言
わ
ず
、
亦
未
だ
嘗
て
難
し
と
言
わ
ず
と
曰い

わ
ば
、
則す

な
わち

是こ

れ
聖
人
言
語
を
以

て
道
を
簸は

ろ
う弄

す
る
な
り
。
語
に
曰い

わ

く
、『
誰

（
2
（

れ
か
能よ

く
出い

づ
る
と
き
戸
に
由よ

ら
ざ
る
。
何
ぞ
斯こ

の
道
に
由
る
こ
と
莫な

き
や
』。
又

曰
く
、『
仁（

3
（

遠
か
ら
ん
や
。
我
れ
仁
を
欲
す
れ
ば
斯こ

こ

に
仁
至
る
』。
又
曰
く
、『
未

（
（
（

だ
之
れ
思
わ
ざ
る
な
り
。
夫そ

れ
何
ん
の
遠
き
こ

と
か
之
れ
有
ら
ん
』。
孟
子
の
曰
く
、『
道

（
5
（

は
邇ち

か

き
に
在あ

り
、
而し

か

る
を
諸こ

れ

を
遠
き
に
求
む
。
事
は
易や

す

き
に
在
り
、
而
る
を
諸
を
難

き
に
求
む
』。
皆
其
の
近ち

こ

う
し
て
易
き
を
言
う
。
學
者
其
の
入い

り
難
き
こ
と
を
苦
し
む
者
は
、
皆
道
の
實じ

っ
し
ょ處

を
知
ら
ざ
る
に
由

る
」。
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136

注（
１
（　

程
伊
川
。
程
頤
。

（
２
（　
『
論
語
』
雍
也
篇
十
五
章
。

（
３
（　
『
論
語
』
述
而
篇
二
十
九
章
。

（
４
（　
『
論
語
』
子
罕
篇
三
十
章
。

（
５
（　
『
孟
子
』
離
婁
上
篇

（
口
語
訳
（

問
う
、「
伊
川
先
生
は
、『
聖
人
は
こ
れ
ま
で
一
度
た
り
と
も
学
問
は
易
し
い
も
の
だ
と
言
っ
て
人
を
思
い
上
が
ら
せ
、
学
問

を
あ
な
ど
ら
せ
た
こ
と
も
な
く
、
ま
た
難
し
い
も
の
だ
と
言
っ
て
人
が
学
問
に
進
も
う
と
す
る
の
を
阻
ん
だ
こ
と
も
な
い
』
と

言
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
い
か
が
で
す
か
」。

答
え
、「
聖
人
の
言
葉
は
す
べ
て
あ
り
の
ま
ま
に
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
飾
り
立
て
た
り
、
ま
た
小
細
工
を
弄
し
た
り
は
し

な
い
。
も
し
、
わ
ざ
と
こ
れ
ま
で
一
度
も
易
し
い
と
言
っ
た
こ
と
も
な
く
、
難
し
い
と
言
っ
た
こ
と
も
な
い
、
と
い
う
の
な
ら
、

こ
れ
は
聖
人
が
言
葉
を
も
っ
て
道
を
も
て
あ
そ
ん
だ
こ
と
に
な
る
。『
論
語
』
に
『
誰
で
も
部
屋
か
ら
出
て
行
く
と
き
は
戸
口
を

通
ら
ぬ
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
ど
う
し
て
道
に
つ
い
て
も
そ
の
よ
う
に
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
』
と
あ
る
。
ま
た
『
仁
は
遠
く
に

あ
る
の
で
は
な
い
。
自
分
が
仁
を
求
め
れ
ば
、
そ
こ
に
仁
は
あ
る
』
と
も
い
う
。
ま
た
『
ま
だ
思
い
が
足
り
な
い
な
あ
。
本
当

に
思
っ
て
い
た
ら
、
ど
う
し
て
遠
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
』
と
あ
る
。『
孟
子
』
に
も
『
道
は
身
近
に
あ
る
の
に
遠
い
と
こ
ろ
に
求

め
よ
う
と
す
る
。
す
る
べ
き
事
は
易
し
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
に
難
し
い
と
こ
ろ
に
求
め
よ
う
と
す
る
』
と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す

べ
て
、
道
は
身
近
な
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
実
行
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
学
問
を
す
る
者
が
、
道
に
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伊藤仁斎『童子問』を読む（二）137

入
る
こ
と
は
難
し
い
と
苦
し
む
の
は
、
す
べ
て
道
が
本
当
は
ど
こ
に
あ
る
か
を
知
ら
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る
。

（
解
説
（

こ
こ
ま
で
説
い
て
き
た
「
道
は
卑
近
に
あ
り
」
と
い
う
こ
と
の
締
め
く
く
り
の
章
で
あ
る
。
引
用
さ
れ
て
い
る
子
罕
第
三
十

章
の
『
未
だ
之
れ
思
わ
ざ
る
な
り
。
夫そ

れ
何
ん
の
遠
き
こ
と
か
之
れ
有
ら
ん
』
は
、『
論
語
古
義
』
で
は
、「
道
は
近
く
に
あ
る
。

そ
れ
を
遠
い
と
考
え
る
の
は
、
い
ま
だ
考
え
が
足
り
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
「
道
の
外
に

人
は
な
く
、
人
の
外
に
道
は
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
道
は
非
常
に
身
近
な
も
の
で
あ
る
。
聖
人
は
教
え
に
よ
っ
て
人
を
駆
り
立

て
た
り
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
本
当
の
道
を
知
ら
な
い
者
が
、
道
を
高
尚
で
美
し
い
雲
の
上
の
も
の
の
よ
う
に
考
え
、

そ
の
こ
と
が
道
に
入
る
こ
と
を
難
し
く
し
て
い
る
、
と
こ
の
章
と
ほ
ぼ
同
様
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

第
三
十
二
章

問
う
、「
先
生
論
語
の
道
理
を
説
く
、
道
、
人
に
遠
か
ら
ざ
る
の
旨む

ね

に
於お

い

て
、
委い

き
ょ
く
し
ょ
う

曲
詳
悉し

つ

、
復ま

た

餘よ
う
ん蘊

無
し
。
此
の
外
亦ま

た

何
の
所

説
か
有
る
」。
曰
く
、「
子
、
夫か

の
醫い

じ
ん人

の
病
を
療り

ょ
うす

る
を
觀
る
や
。
前ぜ

ん
 
い醫

誤
り
治ち

し
て
、
變へ

ん

じ
て
壞か

い
し
ょ
う證

と
爲な

る
者
、
必
ず
先ま

ず

平へ
い
ざ
い劑

を
用
い
て
、
而し

か

る
後の

ち

其
の
病
因
を
審

つ
ま
び
らか

に
し
て
藥
を
施ほ

ど
こす

。
今
予
の
子
に
告
ぐ
る
所ゆ

え
ん以

の
者
は
、
皆
壞（

1
（

證
を
拯す

く

う
の
權け

ん
ざ
い劑

に
し

て
、
病
を
治
す
る
の
的て

き
ほ
う方

に
非あ

ら

ず
。
直た

だ

ち
に
諸こ

れ

を
古こ

じ
ん人

の
正せ

い
ほ
う方

に
考
え
て
、
可
な
り
」。

注（
１
（　

壊
證
（
か
い
し
ょ
う
（：
重
い
病
状
、
危
篤
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138

（
口
語
訳
（

問
う
、「
先
生
が
『
論
語
』
の
道
理
を
説
明
さ
れ
て
、
道
は
人
か
ら
遠
く
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
主
旨
を
説
か
れ
た
こ

と
は
、
詳
し
く
行
き
届
い
て
余
す
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
他
に
何
か
伺
う
べ
き
説
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
」。

答
え
、「
君
は
、
医
者
が
病
気
を
治
療
す
る
の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
か
。
前
の
医
者
が
誤
っ
た
治
療
を
し
て
、
病
状
が
悪
化
し

て
重
篤
に
な
っ
た
場
合
、
必
ず
先
に
病
状
を
鎮
め
る
薬
を
用
い
て
、
そ
の
後
に
病
気
の
原
因
を
詳
し
く
調
べ
て
薬
を
調
合
す
る
。

今
私
が
君
に
告
げ
た
の
は
、
み
な
重
い
病
状
を
鎮
め
る
為
の
と
り
あ
え
ず
の
薬
で
、
病
気
を
治
療
す
る
た
め
の
処
方
で
は
な
い
。

直
接
古
人
の
正
し
い
処
方
を
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
」。

（
解
説
（

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
壞
證
」
が
、
朱
子
学
の
も
た
ら
し
た
学
問
の
弊
害
で
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
だ
ろ
う
。
朱
子
学
に

集
大
成
さ
れ
る
宋
学
の
流
れ
が
、
道
を
む
や
み
に
高
尚
で
難
解
な
も
の
と
し
、
そ
の
結
果
、
人
々
を
道
か
ら
遠
ざ
け
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
堀
川
を
は
さ
ん
で
向
い
に
あ
っ
た
山
崎
闇
斎
学
派
が
厳
格
主
義
に
陥
り
、
と
も
す
る
と
他
を
責
め
る
こ
と
甚
だ

し
く
残
忍
刻
薄
に
な
っ
て
破
門
や
義
絶
を
繰
り
返
し
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
良
い
例
だ
と
仁
斎
の
目
に
は
映
っ
た
で
あ
ろ
う
。

仁
斎
が
、
道
は
身
近
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
口
を
極
め
て
説
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を

理
解
し
た
上
で
な
け
れ
ば
、『
論
語
』
の
教
え
の
真
意
は
わ
か
ら
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る
。
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伊藤仁斎『童子問』を読む（二）139

第
三
十
三
章

童
子
の
曰
く
、「
敢
え
て
古こ

じ
ん人

の
正せ

い
ほ
う方

を
問
う
」。
曰
く
、「
吾
れ
向さ

き
に
云い

う
、
子し

、
予よ

の
意
を
知
ら
ん
と
欲ほ

っ

せ
ば
、
論
孟
の

二
書
を
讀
ん
で
足
れ
り
と
。
徒た

だ

に
病
を
治ち

す
る
の
的て

き
ほ
う方

の
み
に
非あ

ら

ず
、
保
養
調
理
の
術
、
亦
悉

こ
と
ご
とく

備
わ
る
。
今
止た

だ
知
り
得
る

者
少
な
き
の
み
に
非
ず
、
記き

し
ゅ取

す
る
者
も
亦
鮮す

く

な
し
。
子
苟い

や

し
く
も
熟じ

ゅ
く
ど
く
し
ょ
う
み

讀
誦
味
、
當ま

さ

に
忻き

ん
ぜ
ん然

と
し
て
心
に
會か

い

す
る
こ
と
有
る
べ

し
。
則す

な
わち

無む
ぶ
つ物

の
地
、
忽こ

つ
ぜ
ん然

と
し
て
物
有
る
が
猶ご

と

け
ん
。
昨さ

く
じ
つ日

既
に
讀
む
所
、
今こ

ん
に
ち日

又
始
め
て
讀
む
が
如ご

と

く
、
言げ

ん
げ
ん言

新
た
に
、

句く

句く

新
た
な
ら
ん
。
初
め
見
る
所
の
者
と
、
其
の
意
味
深し

ん
せ
ん浅

、
夐け

い
ぜ
ん然

と
し
て
自

お
の
ず
から

別
な
ら
ん
。
勉つ

と

め
よ
や
」。

（
口
語
訳
（

問
う
、「
で
は
そ
の
古
人
の
と
っ
た
正
し
い
方
法
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
」。

答
え
、「
私
は
以
前
に
も
言
っ
た
よ
。
君
が
私
の
考
え
を
知
り
た
い
と
思
う
の
な
ら
ば
、『
論
語
』『
孟
子
』
の
二
書
を
読
め
ば

十
分
で
あ
る
と
。
こ
れ
は
た
だ
病
気
を
治
療
す
る
正
し
い
方
法
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
健
康
を
保
つ
方
法
が
す
べ
て
備
わ
っ

て
い
る
。
今
は
、
理
解
で
き
る
こ
と
が
少
な
い
だ
け
で
な
く
、
記
憶
し
て
い
る
文
章
も
少
な
い
だ
ろ
う
。
も
し
君
が
『
論
語
』

と
『
孟
子
』
を
熟
読
し
、
声
に
出
し
て
味
わ
え
ば
、
心
か
ら
の
喜
び
と
共
に
、
会
得
す
る
こ
と
が
き
っ
と
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
時
に
は
、
何
も
な
い
と
こ
ろ
に
突
然
何
か
が
現
れ
た
よ
う
に
思
う
だ
ろ
う
。
昨
日
す
で
に
読
ん
だ
と
こ
ろ
も
、
ま
た
今
日

初
め
て
読
む
よ
う
に
、
一
語
一
語
が
新
し
く
、
ま
た
一
句
一
句
が
新
鮮
で
あ
る
と
感
じ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
初
め
て
読
ん
だ
時

と
は
、
そ
の
意
味
の
深
浅
が
は
る
か
に
違
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
勉
め
な
さ
い
」。
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1（0

（
解
説
（

こ
の
章
で
は
、
あ
ら
た
め
て
論
孟
二
書
を
熟
読
す
る
こ
と
の
大
切
さ
が
説
か
れ
る
。
そ
も
そ
も
「
語
孟
の
二
書
を
観
て
足
れ

り
」
と
は
、『
童
子
問
』
冒
頭
第
一
章
で
言
わ
れ
た
言
葉
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
さ
ら
に
「
熟
読
玩
味
」
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ

と
か
が
生
き
生
き
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
『
論
語
』
と
『
孟
子
』
を
生
涯
か
け
て
読
み
抜
い
た
仁
斎
自
身
の
実
感
が
込

め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
一
冊
の
書
を
繰
り
返
し
読
ん
で
、
昨
日
と
は
違
う
新
し
い
意
味
を
そ
こ
に
発
見
す
る
こ
と
、

そ
れ
は
本
当
に
心
か
ら
の
喜
び
を
感
じ
る
こ
と
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

第
三
十
四
章

問
う
、「
平へ

い
ぜ
い生

論
孟
を
熟
讀
す
と
雖い

え

ど
も
、
然し

か

れ
ど
も
未い

ま

だ
其
の
要
領
を
得
ず
。
願
わ
く
は
詳つ

ま
びら

か
に
教
え
ら
れ
よ
」。
曰い

わ

く
、

「
可
な
り
。
聖
門
學
問
の
第
一
字
は
是こ

れ
仁
、
義
以
て
配は

い

と
為し

、
禮れ

い

以
て
輔ほ

と
為し

、
忠
信
以
て
之
れ
が
地
と
為す

。
仁
と
義
と
は
、

猶な
お

陰
と
陽
と
の
ご
と
し
。
故
に
曰
く
、『
義
以
て
配
と
為す

』
と
。
相あ

い

離
れ
得え

ざ
る
を
言
う
。
禮
と
は（

1
（

防ぼ
う
か
ん閑

の
在あ

る
所
、
故
に
曰

く
、『
禮
以
て
輔
と
為す

』
と
。
禮
に
非あ

ら

ざ
る
と
き
は
則す

な
わち

以
て
仁
を
存そ

ん

す
る
こ
と
無
き
を
言
う
。
己お

の
れを

盡つ
く

す
之
を
忠
と
謂い

い
、
實じ

つ

を
以
て
す
る
之
を
信
と
謂
う
。
乃す

な
わち

學
問
の
基
本
。
故
に
曰
く
、『
忠
信
以
て
之
が
地
と
為す

』
と
。
猶な

お

屋お
く

を
造
る
の
基き

し址
有
る
が

ご
と
し
。
是
れ
其
の
總
要
な
り
。
皆
夫か

の

仁
の
徳
を
成
す
所ゆ

え
ん以

な
り
」。

注（
１
（　

防
閑
：
防
ぐ
こ
と
。
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伊藤仁斎『童子問』を読む（二）1（1

（
口
語
訳
（

問
う
、「
日
頃
か
ら
『
論
語
』・『
孟
子
』
を
熟
読
し
て
は
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
そ
の
肝
要
な
と
こ
ろ
が
よ
く
判
っ

て
お
り
ま
せ
ん
。
ど
う
か
詳
し
く
教
え
て
下
さ
い
」。

答
え
、「
よ
ろ
し
い
。
聖
人
の
学
問
に
お
け
る
最
も
重
要
な
言
葉
は
仁
で
あ
り
、
義
が
そ
の
配
偶
で
あ
り
、
礼
が
そ
れ
を
補
助

す
る
も
の
で
あ
り
、
忠
信
が
そ
の
基
礎
と
な
る
。
仁
と
義
と
は
、
ち
ょ
う
ど
陰
と
陽
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
『
義
を

以
て
配
偶
と
す
る
』
と
言
う
の
で
あ
る
。
互
い
に
離
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
。
礼
と
は
仁
を
守
る
も

の
で
、
だ
か
ら
『
礼
を
以
て
補
助
と
す
る
』
と
言
う
の
だ
。
礼
に
適
っ
て
い
な
い
と
き
は
、
仁
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と

を
言
っ
て
い
る
。
己お

の
れを

尽
く
し
き
る
こ
と
を
忠
と
い
い
、
言
っ
た
こ
と
は
必
ず
本
当
に
実
行
す
る
こ
と
を
信
と
い
う
。
こ
れ
が

学
問
の
基
礎
で
あ
る
。
だ
か
ら
『
忠
信
が
土
台
で
あ
る
』
と
言
う
の
で
あ
る
。
家
を
建
て
る
の
に
土
台
が
要
る
の
と
同
じ
で
あ

る
。
こ
れ
こ
そ
が
『
論
語
』・『
孟
子
』
を
総
括
す
る
要か

な
めで

あ
る
。
こ
れ
ら
全
て
が
仁
と
い
う
徳
を
成
す
方
法
で
あ
る
」。

（
解
説
（

「
仁
は
義
を
以
て
配
と
す
」
と
い
う
の
は
、『
二
程
全
書
』
に
あ
る
言
葉
、「
孔
子
が
仁
を
言
う
時
に
は
、
義
を
か
ね
て
言
う
こ

と
は
な
か
っ
た
。
た
だ
『
易
に
人
の
道
を
立
て
る
を
仁
と
義
と
い
う
』
と
言
う
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
孟
子
は
仁
と
言
え
ば
必

ず
義
を
も
っ
て
そ
の
配
偶
と
す
る
」
に
出
典
が
あ
る
よ
う
だ
が
、「
礼
以
て
輔
と
な
す
」、「
忠
信
以
て
地
と
な
す
」
は
『
二
程
全

書
』
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
こ
で
の
義
、
礼
と
忠
信
の
位
置
付
け
は
仁
斎
独
自
の
も
の
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
仁
斎
に

と
っ
て
仁
は
天
下
の
達
徳
で
あ
り
、
そ
の
徳
を
成
す
た
め
の
、
義
、
礼
、
忠
信
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
が
こ
こ
で
説
か
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
な
か
で
も
「
忠
信
」
を
仁
の
基
礎
と
し
て
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
武
内
義
雄
は
か
つ
て
こ
れ
を
仁
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1（2

斎
の
「
忠
信
主
義
」
と
呼
ん
だ
が
、
仁
斎
に
と
っ
て
の
忠
信
と
は
何
で
あ
っ
た
か
は
以
下
の
章
に
説
か
れ
る
。

第
三
十
五
章

問
う
、「
先
生
既
に
仁
を
以
て
聖
門
の
第
一
字
と
為し

て
、
又
忠
信
を
以
て
仁
を
行
う
の
地
と
為す

。
何
ぞ
や
」。
曰い

わ

く
、「
有ゆ

う
し子

の

曰
く
、『（

1
（

孝こ
う
て
い弟

と
い
う
は
、
其そ

れ
仁
の
本も

と
た為

る
か
』。
孔
子
の
曰
く
、『
忠（

2
（

信
を
主
と
す
』。
夫そ

れ
孝
弟
と
は
順じ

ゅ
ん
と
く徳

、
忠
信
と
は
實じ

つ

心し
ん

、
人
若も

し
忠
信
な
ら
ざ
る
と
き
は
、
則す

な
わち

名な

孝
を
為す

と
雖い

え

ど
も
、
實
は
孝
に
非
ず
。
名な

忠
を
為す

と
雖
も
、
實
は
忠
に
非
ず
禮れ

い

義ぎ

三
百
、
威い

ぎ儀
三
千
、
節せ

つ
ぶ
ん
ど
す
う

文
度
數
、
粲さ

ん
ぜ
ん然

と
し
て
観み

つ
べ
し
と
雖
ど
も
、
皆
虚
文
末
節
、
要よ

う

観
る
に
足
ら
ず
。
剪せ

ん
し
ょ
う勝

の
華
樹
を

観
る
が
如ご

と

し
。
目
を
悦よ

ろ
こば

し
む
る
に
足
る
と
雖い

え

ど
も
、
本も

と

眞
に
非あ

ら

ず
。
奚な

ん

ぞ
以
て
貴き

と
為す

る
に
足
ら
ん
。
故
に
曰
く
、『
誠

（
3
（

な
ら

ざ
れ
ば
物
無
し
』
と
。
忠
信
を
仁
を
行
う
の
地
と
為す

る
こ
と
、
亦
宜む

べ

な
ら
ず
や
」。

注（
１
（�　
『
論
語
』
学
而
第
二
章

（
２
（　
『
論
語
』
学
而
、
子
罕
、
顔
淵
各
篇
に
あ
る
。（
第
十
章
の
注
を
参
照
（

（
３
（　
『
中
庸
』
の
言
葉

（
口
語
訳
（

問
う
、「
先
生
は
先
に
仁
を
聖
人
の
教
え
の
最
も
大
切
な
言
葉
で
あ
る
と
さ
れ
、
ま
た
忠
信
が
仁
を
行
う
基
礎
だ
と
さ
れ
ま
し

た
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
」。

答
え
、「
有
子
は
『
孝
弟
は
仁
の
根
本
で
あ
る
』
と
言
っ
た
。
ま
た
孔
子
は
『
忠
信
を
主
と
す
る
』
と
言
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
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伊藤仁斎『童子問』を読む（二）1（3

も
孝
弟
と
は
素
直
で
正
し
い
徳
で
あ
り
、
忠
信
と
は
実
の
あ
る
心
で
あ
る
。
人
が
も
し
忠
信
で
な
け
れ
ば
、
名
目
上
は
孝
を
し

て
い
る
よ
う
だ
が
実
際
は
孝
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
名
目
上
は
忠
を
し
て
い
る
と
し
て
も
実
際
は
忠
で
は
な
い
の
だ
。
礼
儀
に

は
三
百
、
威
儀
に
は
三
千
の
項
目
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
装
飾
や
回
数
な
ど
が
決
め
ら
れ
て
い
て
、
輝
か
し
く
立
派
で
あ
る
が
、

す
べ
て
中
身
の
無
い
枝
葉
末
節
の
こ
と
が
ら
で
あ
り
、
重
要
な
も
の
は
ど
こ
に
も
無
い
。
造
花
の
花
や
樹
を
観
る
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
眼
を
楽
し
ま
せ
る
に
は
十
分
で
あ
っ
て
も
本
物
で
は
な
い
。
ど
う
し
て
こ
れ
ら
を
貴
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う

か
。
そ
れ
ゆ
え
に
『
誠
で
な
け
れ
ば
何
物
も
無
い
』
と
い
う
の
で
あ
る
。
忠
信
を
仁
を
行
う
土
台
と
す
る
こ
と
は
も
っ
と
も
な

こ
と
で
は
な
い
か
」。

（
解
説
（

仁
斎
の
所
謂
「
忠
信
主
義
」
と
言
わ
れ
る
思
想
が
こ
こ
か
ら
展
開
す
る
。
先
の
第
三
十
四
章
で
、
仁
斎
は
忠
信
を
仁
の
土
台

と
し
、
学
問
の
基
本
で
あ
る
と
い
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
章
で
は
『
中
庸
』
の
「
誠
な
ら
ざ
れ
ば
物
無
し
」
と
い
う
文
を
引
い
て
、

忠
信
が
誠
と
通
ず
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
な
ら
ば
忠
信
と
誠
と
は
同
じ
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。『
語
孟
字
義
』「
誠
」

第
二
条
に
は
、「
い
わ
ゆ
る
『
こ
れ
を
誠
に
す
る
』
と
『
忠
信
を
主
と
す
る
』
と
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
非
常
に
近
い
」
と
し
な

が
ら
も
、
そ
の
区
別
を
説
明
し
て
い
る
。
仁
斎
に
よ
れ
ば
そ
の
違
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
努
力
の
目
標
に
あ
る
。
忠
信
と
は
ひ
た
す

ら
己
の
心
を
尽
く
し
尽
く
し
て
、
な
ん
の
飾
り
も
な
く
実
直
に
実
行
し
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、「
こ
れ
を
誠
に
す
る
」
と
は
、
そ

れ
が
道
理
に
当
た
っ
て
い
る
か
を
よ
く
見
極
め
、
理
に
適
う
も
の
を
し
っ
か
り
と
選
び
取
っ
て
、
固
く
そ
れ
を
守
る
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
『
語
孟
字
義
』「
誠
」
第
三
条
に
は
「
誠
と
は
道
の
全
体
」
と
い
い
、「
誠
で
な
け
れ
ば
、
仁
義
礼
智
も
仁
義
礼
智
で

は
な
く
、
孝
悌
忠
信
も
孝
悌
忠
信
で
は
な
い
」
だ
か
ら
「
誠
な
ら
ざ
れ
ば
物
無
し
」
な
の
だ
と
、
こ
の
章
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
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1（（

説
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
考
え
る
と
、「
忠
信
を
主
と
す
る
」
と
は
日
常
生
活
の
な
か
で
、
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
純
朴
に
ひ
た
す

ら
実
践
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、「
之
を
誠
に
す
る
」
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
そ
の
積
み
重
ね
の
上
に
し
か
な
い
の
だ

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

仁
斎
は
し
ば
し
ば
、
道
は
知
り
や
す
く
行
い
や
す
い
も
の
だ
と
説
く
が
、
一
方
で
道
を
行
う
こ
と
の
真
の
難
し
さ
は
、「
誠
を

尽
く
す
」
こ
と
が
難
し
い
か
ら
だ
と
い
う
。
そ
し
て
誠
を
尽
く
す
こ
と
の
難
し
さ
を
知
る
な
ら
ば
、
か
な
ら
ず
忠
信
を
主
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。（『
語
孟
字
義
』
忠
信
第
三
条
（

第
三
十
六
章

問
う
、「
宋
儒
敬け

い

を
以
て
主
と
為す

。
今
忠
信
を
以
て
主
と
為
る
は
、
何
ぞ
や
」。
曰い

わ

く
、「
學
問
は
全
く
誠せ

い
じ
つ實

に
在あ

り
。
故
に
曰

く
、『
忠
信
を
主
と
す
』
と
。
主
の
字
、
賓ひ

ん

の
字
と
對た

い

す
。
言
う
こ
こ
ろ
は
學
者
專も

っ
ぱら

忠
信
を
以
て
主
と
為せ

ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら

ず
。
苟い

や

し
く
も
忠
信
を
主
と
す
る
と
き
は
、
則す

な
わち

其そ

の
言げ

ん
ど
う
せ
い
こ
う

動
制
行
、
平
淡
味あ

じ

無
し
と
雖い

ど
も
、
然し

か

れ
ど
も
内う

ち
じ
つ實

に
取
る
べ
き
こ

と
有
り
。
專
ら
敬
を
持じ

す
る
者
は
、
特
に
矜

き
ょ
う

持じ

を
事
と
し
て
、
外
面
齊せ

い
せ
い整

な
り
。
故
に
之
を
見
る
と
き
は
、
則
ち
𠑊げ

ん
ぜ
ん然

た
る
儒

者
な
り
。
然
れ
ど
も
其
の
内う

ち

を
察
す
る
と
き
は
、
則
ち
誠
意
或あ

る
いは

給き
ゅ
うせ

ず
、
己お

の
れを

守
る
こ
と
甚は

な
はだ

堅
く
、
人
を
責
む
る
こ
と
甚

だ
深
く
、
種
種
の
病
痛
故も

と

よ
り
在
り
。
其
の
弊つ

い

え
勝あ

げ
て
言
う
べ
か
ら
ざ
る
者
有
り
。
故
に
忠
信
を
主
と
す
る
の
功く

ふ
う
せ
つ
じ
つ

夫
切
實
な

り
と
為す

る
に
如し

か
ず
」。

（
口
語
訳
（

問
う
、「
宋
の
儒
者
た
ち
は
敬
を
主
と
し
て
い
ま
す
。
今
先
生
が
忠
信
を
主
と
す
る
の
は
ど
う
し
て
で
す
か
」。
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伊藤仁斎『童子問』を読む（二）1（5

答
え
、「
学
問
は
全
て
誠
実
と
い
う
こ
と
の
上
に
あ
る
。
だ
か
ら
『
忠（

1
（

信
を
主
と
す
る
』
と
い
う
の
で
あ
る
。
主
の
字
は
賓
の

字
と
対
応
す
る
。
私
が
言
い
た
い
の
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
学
ぶ
者
は
専
ら
忠
信
を
主
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
忠
信
を
主

と
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
者
の
言
動
や
進
退
は
、
一
見
あ
っ
さ
り
し
て
い
て
味
気
な
く
て
も
、
中
身
は
内
容
が
あ
っ
て
取
る
べ
き

も
の
が
あ
る
。
専
ら
敬
を
堅
く
守
る
者
は
、
特
に
自
身
の
誇
り
を
保
つ
こ
と
を
大
事
に
し
て
、
外
面
的
に
は
整
っ
て
い
る
。
だ

か
ら
そ
の
人
を
見
る
と
威
厳
の
あ
る
儒
者
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
面
を
推
察
す
る
と
、
時
と
し
て
誠
実
さ
が
備
わ
っ
て

い
な
い
こ
と
が
あ
る
。
自
分
を
守
る
こ
と
は
非
常
に
堅
固
で
、
他
人
を
責
め
る
こ
と
は
非
常
に
深
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
弊
害
が
存

在
す
る
。
そ
の
弊
害
は
言
い
尽
く
せ
な
い
程
で
あ
る
。
だ
か
ら
忠
信
を
主
と
す
る
よ
う
努
力
す
る
こ
と
が
、
こ
の
上
な
く
大
切

で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
」。

注（
１
（　

第
三
十
五
章　

注
（
2
（
参
照

（
解
説
（

宋
学
の
「
敬
」
か
ら
「
忠
信
」
へ
の
展
開
が
語
ら
れ
て
い
る
。
仁
斎
が
朱
子
学
に
傾
倒
し
て
い
た
若
き
日
に
自
ら
「
敬
斎
」

と
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
そ
れ
は
や
が
て
古
義
学
の
確
立
と
と
も
に
「
仁
斎
」
へ
と
変
化
す
る
の
だ
が
、
そ

の
転
回
の
な
か
で
こ
の
「
仁
の
土
台
と
し
て
の
忠
信
」、
あ
る
い
は
「
忠
信
を
主
と
す
」
と
い
う
こ
と
の
発
見
が
大
き
な
役
割
を

果
た
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。

こ
の
章
で
注
目
し
た
い
の
は
「
忠
信
を
主
と
す
」
と
い
う
言
葉
の
後
に
、「
主
は
賓
と
対
す
」
と
い
う
注
釈
が
添
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
実
は
、『
論
語
』
学
而
篇
第
八
章
の
「
忠
信
を
主
と
す
」
の
注
釈
に
も
「
主
は
賓
と
対
す
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
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1（6

『
語
孟
字
義
』「
忠
信
」
第
二
条
に
も
「
論
語
に
曰
く
、『
忠
信
を
主
と
す
』。
主
、
賓
と
対
す
」
と
あ
る
。
仁
斎
は
こ
の
「
主
と

す
る
」
と
い
う
言
葉
に
特
別
な
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
「
主
」
と
い
う
字
が
「
賓
」
の
対
義
語

で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
ヒ
ン
ト
は
『
論
語
古
義
』
述
而
篇
二
十
九
章
「
仁
は
遠
く
に
あ

る
の
で
は
な
い
。
自
分
が
仁
を
求
め
れ
ば
、
そ
こ
に
仁
は
あ
る
」
の
解
説
の
中
に
あ
る
。
仁
斎
は
「
仁
至
る
」
と
い
う
言
葉
に

注
目
し
、
仁
を
朱
子
学
の
よ
う
に
心
の
中
に
あ
る
性
と
す
る
な
ら
ば
、
も
と
も
と
そ
こ
に
在
る
も
の
な
の
だ
か
ら
「
仁
至
る
」

と
い
う
の
は
お
か
し
い
と
い
い
、
仁
が
外
か
ら
や
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
張
載
に
内

外
賓
主
の
説
が
あ
り
、
そ
れ
は
孔
子
の
『
至
る
』
と
い
う
言
葉
の
意
味
に
よ
く
適
っ
て
い
て
、
仁
を
性
と
し
、
理
と
す
る
学
者

と
は
非
常
に
異
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
。
こ
の
張
載
の
「
内
外
賓
主
の
説
」
と
は
『
近
思
録
』
第
四
巻
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る

「
初
学
者
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、『
論
語
』
に
い
う
『
三
月
違
わ
ざ
る
』
と
『
日
月
に
至
る
』
と
の
内
外
賓
主
の
区
別
を
知

っ
て
、
心
も
意
志
も
仁
に
違
わ
な
い
よ
う
に
努
力
を
く
り
返
し
て
や
ま
な
い
こ
と
で
あ
る
」
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
論
語
』

雍
也
篇
の
「
顔
回
は
三
月
そ
の
心
が
仁
に
違
わ
な
か
っ
た
」
と
い
う
言
葉
を
受
け
て
言
わ
れ
た
も
の
だ
が
、
仁
斎
に
よ
れ
ば
、

朱
子
学
の
よ
う
に
仁
を
本
来
心
に
備
わ
る
性
と
し
た
の
で
は
、
心
と
仁
と
が
離
れ
た
り
合
っ
た
り
す
る
こ
と
が
説
明
で
き
な
い
。

張
載
は
、
心
を
内
に
あ
る
主
人
と
し
、
仁
を
外
か
ら
や
っ
て
く
る
賓
客
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
仁
に
違
わ
な
い
」、「
仁
が
至
る
」

と
い
う
言
葉
も
よ
く
説
明
が
つ
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
「
忠
信
を
主
と
す
」
と
は
、
厳
密
に
は
常
に
心
の
中
に

忠
信
を
抱
い
て
い
る
、
忠
信
が
心
の
主あ

る
じで

あ
る
状
態
で
あ
り
、
そ
う
す
れ
ば
仁
は
賓
と
し
て
そ
こ
に
至
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ

ろ
う
。「
忠
信
が
仁
の
土
台
」
で
あ
る
と
は
こ
う
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
。
仁
斎
が
繰
り
返
し
「
主
は
賓
に
対
す
」
と
い
う
の

は
、
朱
子
学
で
い
わ
れ
る
敬
の
心
法
に
お
け
る
「
主
一
無
適
」
の
「
主
一
」、
す
な
わ
ち
一
つ
の
事
に
集
中
し
て
離
れ
な
い
と
い

う
「
主
」
と
は
異
な
る
こ
と
を
注
意
し
た
い
の
だ
ろ
う
。
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伊藤仁斎『童子問』を読む（二）1（7

第
三
十
七
章

問
う
、「
忠
信
を
主
と
す
る
と
き
は
、
則す

な
わち

敬
を
用も

ち

ゆ
る
こ
と
を
要よ

う

せ
ざ
る
か
」。
曰い

わ

く
、「
否い

な

。
夫ふ

う

子し

の
曰
く
、『（

1
（

言げ
ん

忠
信
、

行お
こ
な
い篤

敬
』。
又
曰
く
、『（

2
（

居き
ょ

處し
ょ

恭う
や
う
やし

く
、
事
を
執と

る
に
敬け

い

し
、
人
と
忠
あ
り
』
と
。
敬
も
亦
聖
學
用よ

う

功こ
う

の
一い

ち

事じ

、
具つ

ぶ
さに

成せ
い
く
ん訓

有
り
。

那な
ん

ぞ
廢は

い

す
べ
け
ん
や
。
蓋け

だ

し
聖
人
の
人
を
教
ゆ
る
、
其
の
工
夫
條
目
、
固ま

こ
とに

一
端
に
非
ず
。
衆
功
兼
ね
擧
げ
て
、
而し

か

る
後の

ち

能よ

く

其
の
徳
を
成
す
こ
と
を
得う

。
猶な

お

醫い

の
疾し

つ

を
療り

ょ
うす

る
が
ご
と
し
。
薬
に
君
臣
佐さ

使し

有
り
、
方ほ

う

に
七し

ち

方ほ
う

十じ
ゅ
う

劑ざ
い

有
り
、
衆

し
ゅ
う
や
く薬

兼
ね
該そ

な

え

て
、
而
る
後
以
て
病や

ま
いを

差い
や

す
べ
し
。
故
に
或あ

る
いは

曰
く
、『
知（

3
（

仁
勇
』、
或
は
曰
く
、『
忠
信
篤
敬
』、
或
は
曰
く
、『
恭（

（
（

寛
信
敏
惠
』、

或
は
曰
く
、『
忠（

5
（

信
を
主
と
し
て
義
に
徙う

つ

る
』
と
。
事
に
因よ

っ
て
教
を
説も

う

け
、
人
に
對た

い

し
て
方
を
示
す
。
豈あ

に

徒た
だ

に
一
事
を
守
っ
て

徳
を
成
す
こ
と
を
得う

べ
け
ん
や
。
然し

か

れ
ど
も
其
の
忠
信
に
於お

け
る
、
薬や

く

中ち
ゅ
うの

甘か
ん

草ぞ
う

有
る
が
猶ご

と

し
。
得え

て
闕か

く
べ
か
ら
ず
。
許き

ょ

多た

の
功く

ふ
う夫

有
り
と
雖い

え

ど
も
、
然
れ
ど
も
此こ

れ

を
以
て
之
が
主
と
為せ

ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
の
み
。
宋
儒
の
所い

わ
ゆ
る
じ
け
い

謂
持
敬
と
云い

う
者
は
、

古こ

人じ
ん

事
に
就つ

い
て
敬
を
致
す
と
い
う
者
と
、
其
の
意い

既
に
異こ

と

に
し
て
、
亦
忠
信
を
以
て
主
と
す
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
却か

え

っ
て
徒

い
た
ず

ら
に
一
の
敬
の
字
を
以
て
學
問
の
始し

終じ
ゅ
うを

該か

ね
ん
と
欲
す
。
猶な

お

單た
ん

方ぽ
う

を
以
て
百

ひ
ゃ
っ

病ぺ
い

を
治ち

せ
ん
と
欲
す
る
が
ご
と
し
。
其
の
人
を

誤あ
や

ま
ら
ざ
る
者
は
、
未い

ま

だ
之こ

れ
有
ら
ず
」。

注（
１
（　
『
論
語
』
衛
霊
公
篇
第
五
章

（
２
（　
『
論
語
』
子
路
篇
第
十
九
章

（
３
（　
『
中
庸
』
の
言
葉
、「
知
仁
勇
の
三
者
は
、
天
下
の
達
徳
な
り
」

（
４
（　
『
論
語
』
陽
貨
篇
第
五
章
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1（8

（
５
（　
『
論
語
』
顔
淵
篇
第
十
章

（
口
語
訳
（

問
う
、「
忠
信
を
主
と
す
れ
ば
、
敬
は
必
要
な
い
の
で
し
ょ
う
か
」。

答
え
、「
そ
う
で
は
な
い
。
孔
先
生
は
『
言
葉
が
忠
信
で
あ
り
、
行
い
が
篤
敬
な
ら
ば
』
と
言
い
、『
家
に
あ
っ
て
は
恭
し
く
、

仕
事
を
す
る
と
き
は
敬
（
慎
重
に
（
し
、
人
に
対
し
て
は
忠
で
あ
れ
』
と
言
っ
て
い
る
。
敬
も
ま
た
聖
人
の
教
え
を
学
ぶ
の
に

必
要
な
こ
と
で
あ
り
、
詳
し
い
教
え
が
備
わ
っ
て
い
る
。
ど
う
し
て
棄
て
る
こ
と
な
ど
で
き
よ
う
か
。
思
う
に
、
聖
人
が
人
を

教
え
る
と
き
、
そ
の
修
養
の
条
目
は
け
っ
し
て
一
通
り
で
は
な
い
。
い
ろ
い
ろ
な
修
養
の
仕
方
を
兼
ね
用
い
て
、
そ
の
徳
を
成

就
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
医
者
が
病
気
を
治
療
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
薬
に
は
上
薬
（
君
（・

中
薬
（
臣
（・
下
薬
（
佐
使
（
の
区
別
が
あ
る
。
処
方
に
は
七
つ
の
方
法
と
十
種
の
薬
功
が
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
薬
を
合
わ
せ
用

い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
病
を
治
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
孔
先
生
は
時
に
『
知
仁
勇
』
を
い
い
、
ま
た
『
忠
信

篤
敬
』
を
い
い
、
ま
た
『
恭
寛
信
敏
恵
』
を
い
い
、
ま
た
『
忠
信
を
主
と
し
て
義
に
近
づ
い
て
い
く
』
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。

具
体
的
な
事
柄
に
よ
っ
て
教
え
を
説
き
、
そ
の
人
に
合
っ
た
方
法
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
一
つ
の
こ
と
だ
け
を
守
っ
て
徳

を
成
す
こ
と
な
ど
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
忠
信
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
言
え
ば
、
薬
の
中
に
甘
草
が
入
っ
て
い
る

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
ん
な
薬
に
も
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
多
く
の
修
養
の
方
法
が
あ
る
と
い
っ
て
も
忠
信
を

そ
の
修
養
の
主
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
あ
る
。
宋
儒
が
い
う
持
敬
と
い
う
も
の
は
、
古
人
が
仕
事
を
す
る
時
に
は
心

を
引
き
締
め
慎
重
に
す
る
と
い
う
の
と
そ
の
意
味
が
す
で
に
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
忠
信
を
も
っ
て
主
と
す
る
こ
と
を
必
要

と
し
な
い
ば
か
り
か
、
一
つ
の
敬
の
字
で
、
学
問
の
す
べ
て
を
総
括
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
一
つ
の
処
方
で
多
く
の
病
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伊藤仁斎『童子問』を読む（二）1（9

を
治
そ
う
と
思
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
必
ず
人
を
間
違
っ
た
方
向
へ
導
か
ず
に
は
い
な
い
だ
ろ
う
」。

（
解
説
（

宋
学
の
中
で
、「
敬
」
の
思
想
を
提
唱
し
た
の
は
程
伊
川
が
初
め
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
伊
川
は
そ
れ
を
「
主
一
無
適
」、

す
な
わ
ち
「
心
が
あ
る
場
所
や
あ
る
事
に
集
中
し
て
、
少
し
も
離
れ
る
こ
と
が
な
く
、
ま
た
雑
念
が
一
つ
も
混
じ
る
こ
と
の
な

い
状
態
」
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
「
主
一
無
適
」
と
「
居
敬
窮
理
」
と
は
朱
子
学
の
最
も
重
要
な
修
養
の
規
範
と
な

っ
た
。「
敬
」
と
は
心
の
工
夫
で
あ
り
、
心
法
と
も
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
禅
の
よ
う
に
「
無
」
の
境
地
を
求
め
る
も
の
で

は
な
く
、「
窮
理
」
と
い
う
万
物
に
宿
る
理
を
極
め
て
い
く
た
め
の
心
の
持
ち
方
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
敬
」
が
理
を
極
め
る

た
め
の
特
別
な
心
の
工
夫
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
、
す
で
に
孔
子
や
孟
子
が
説
い
た
「
敬
」
の
教
え
と
は
、
そ
の
意

味
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
仁
斎
は
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
朱
子
の
弟
子
の
陳
北
渓
が
書
い
た
『
北
渓
字
義
』
は
、
朱
子

学
の
入
門
書
と
し
て
日
本
で
も
広
く
読
ま
れ
た
本
で
あ
る
が
、
そ
の
「
敬
」
の
項
目
に
は
、「
格
物
致
知
に
も
敬
が
必
要
で
あ

り
、
誠
意
、
正
心
、
修
身
に
も
敬
が
必
要
で
あ
り
、
斉
家
、
治
国
、
平
天
下
に
も
敬
が
必
要
で
あ
る
。
敬
は
、
一
心
の
主
宰
で

あ
り
、
万
事
の
根
本
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
朱
子
の
言
葉
を
敷
衍
し
た
も
の
だ
が
、
仁
斎
は
こ
れ
に
対
し
て
、

『
語
孟
字
義
』「
敬
」
条
で
真
っ
向
か
ら
そ
れ
を
否
定
し
、「
聖
門
の
學
は
、
仁
義
を
も
っ
て
宗
と
し
、
忠
信
を
主
と
す
」
と
い

う
。
こ
の
章
と
次
章
に
説
か
れ
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
『
語
孟
字
義
』
の
内
容
と
重
な
っ
て
い
る
。

第
三
十
八
章

問
う
、「
忠
信
は
固ま

こ
とに

美
徳
為た

り
。
然し

か

れ
ど
も
信

（
1
（

を
好
ん
で
學
を
好
ま
ざ
れ
ば
、
其そ

の
蔽へ

い

や
賊ぞ

く

な
る
と
き
は
、
則す

な
わち

又
未い

ま

だ
必
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150

ず
し
も
蔽
無
く
ん
ば
あ
ら
ず
」。
曰い

わ

く
、「
然し

か

り
。
有ゆ

う

子し

の
曰
く
、『
信

（
2
（

、
義
に
近
き
と
き
は
、
言げ

ん

復ふ

む
べ
し
』。
孟
子
の
曰
く
、

『
（
3
（

大だ
い
じ
ん人

は
言げ

ん

必
ず
し
も
信
な
ら
ず
、
行

お
こ
な
い

必
ず
し
も
果
さ
ず
。
唯た

だ

義
の
在あ

る
所
の
ま
ま
に
す
』
と
。
蓋け

だ

し
徒い

た
ずら

に
信
を
好
ん
で
義

に
合
わ
ざ
れ
ば
、
必
ず
道
に
害
あ
り
。
然
れ
ど
も
十じ

ゅ
う
ぶ
ん
つ
う
て
つ

分
通
徹
、
必
ず
忠
必
ず
信
に
し
て
、
而し

か

る
後の

ち

以
て
此
の
言
を
為す

べ
し
。
若も

し
内う

ち

忠
信
を
盡つ

く

さ
ず
、
少
し
の
疎そ

漏ろ
う

有
る
と
き
は
、
則
ち
先ま

ず

義
を
併あ

わ

せ
て
之
を
失
う
。
何
の
學
問
と
い
う
こ
と
か
之
れ
有
ら
ん
。

蓋
し
物
に
接
す
る
の
間あ

い
だ、

欺あ
ざ

む
か
ず
詐い

つ

わ
ら
ず
、
十

じ
ゅ
う

分ぶ
ん

眞し
ん

實じ
つ

、
堅
く
執と

っ
て
囘か

え

ら
ざ
る
は
、
忠
信
の
謂い

い

な
り
。
千せ

ん

變ぺ
ん

萬ば
ん

化か

、
機き

に
臨の

ぞ

ん
で
宜よ

ろ

し
き
を
制
し
、
取し

ゅ

捨し
ゃ

失
な
わ
ざ
る
は
、
義
の
功
な
り
。
忠
信
と
は
萬ば

ん

事じ

の
根
本
、
義
と
は
學
問
の
大だ

い

用よ
う

、
故
に
學

者
當ま

さ

に
忠
信
を
以
て
基も

と
いと

為し

て
、
義
以
て
之
を
制
す
べ
し
。
故
に
曰
く
、『
忠（

（
（

信
を
主
と
し
て
義
に
徙う

つ

る
は
、
徳
を
崇と

う
とぶ

な
り
』。

夫ふ
う

子し

亦
嘗か

つ

て
曰
く
、『（

5
（

十じ
っ

室し
つ

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
。
言
う
こ
こ
ろ
は
忠
信
固ま

こ
と

に
美
徳
為た

り
。
然
れ
ど
も
學
以
て
之
を
成
さ
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
善
と
為す

る
に
足
ら
ず
。
此
れ
亦
學
者
の
當ま

さ

に
、
慮

お
も
ん
ぱ
か
りを

殫つ
く

す
べ

き
所
な
り
」。

注（
１
（　
『
論
語
』
陽
貨
篇
第
七
章
。
巻
の
上
第
二
十
章
（
解
説
（
参
照
。

（
２
（　
『
論
語
』
学
而
篇
第
十
三
章

（
３
（　
『
孟
子
』
離
婁
下
篇
第
十
一
章

（
４
（　
『
論
語
』
顔
淵
篇
第
十
章
。
巻
の
上
第
三
十
七
章
参
照
。

（
５
（　
『
論
語
』
公
冶
長
篇
第
二
十
七
章
。
巻
の
上
第
二
十
九
章
参
照
。

（
口
語
訳
（

問
う
、「
忠
信
は
本
当
に
素
晴
ら
し
い
徳
で
す
。
し
か
し
『
論
語
』
に
『
信
を
好
ん
で
学
問
を
好
ま
な
け
れ
ば
、
人
を
傷
つ
け
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る
こ
と
に
な
る
』
と
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
決
し
て
弊
害
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
」。

答
え
、「
そ
う
だ
。
有
若
が
言
っ
て
い
る
、『
信
（
約
束
し
た
こ
と
（
が
義
に
近
け
れ
ば
、
そ
の
言
を
実
行
し
て
良
い
』
と
。

孟
子
は
『
徳
の
あ
る
人
は
、
言
っ
た
こ
と
を
必
ず
し
も
実
行
す
る
訳
で
は
な
い
。
や
り
始
め
た
こ
と
も
必
ず
し
も
最
後
ま
で
や

り
遂
げ
る
と
は
限
ら
な
い
。
た
だ
義
に
従
っ
て
行
動
す
る
の
で
あ
る
』
と
言
っ
て
い
る
。
確
か
に
、
た
だ
ひ
た
す
ら
言
っ
た
こ

と
を
実
行
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
が
義
に
合
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
必
ず
人
の
道
に
害
が
あ
る
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
十
分
に
全

て
に
わ
た
っ
て
、
常
に
忠
で
あ
り
信
で
あ
っ
て
初
め
て
こ
の
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
る
。
も
し
心
の
中
で
忠
信
を
尽
く
し
て
お

ら
ず
、
少
し
で
も
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
義
と
共
に
忠
信
を
失
っ
て
し
ま
う
。
と
て
も
学
問
な
ど
と
い
え
る
も

の
で
は
な
い
。
物
事
に
接
し
て
い
る
時
に
、
欺
い
た
り
嘘
を
つ
い
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
十
分
に
真
実
を
守
っ
て
違
え
る
こ
と

が
な
い
、
そ
れ
が
忠
信
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
す
る
事
態
に
臨
ん
で
上
手
く
物
事
を
処
理
し
、
取
捨
選
択
を
誤
ら
な
い
の

は
、
義
の
効
用
で
あ
る
。
忠
信
は
全
て
の
こ
と
の
根
本
で
あ
り
、
義
は
学
問
の
大
き
な
働
き
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
学
ぶ
者
は
忠

信
を
土
台
と
し
、
義
を
以
て
そ
れ
を
制
御
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
『
忠
信
を
主
に
し
て
義
に
近
づ
い
て
い
く
の
は
、

徳
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
』
と
い
う
の
だ
。
孔
先
生
は
か
つ
て
『
十
戸
ほ
ど
の
小
さ
な
村
で
も
、
忠
信
の
徳
に
お
い
て
は
私
と

同
じ
ぐ
ら
い
の
者
は
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
私
ほ
ど
学
問
を
好
む
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
』
と
言
っ
た
。
そ
の
真
意
は
、
忠
信
は

誠
に
素
晴
ら
し
い
徳
で
あ
る
が
、
学
問
を
通
じ
て
こ
れ
を
大
成
し
な
け
れ
ば
、
善
と
す
る
に
は
十
分
と
は
言
え
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
も
ま
た
学
ぶ
者
が
よ
く
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
」。

（
解
説
（

仁
斎
は
宋
学
の
「
敬
」
に
対
し
て
、「
忠
信
」
こ
そ
が
「
万
事
の
根
本
」
で
あ
り
、「
忠
信
を
主
と
す
る
」
こ
と
を
説
く
が
、
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そ
れ
は
宋
学
の
「
敬
」
を
た
だ
「
忠
信
」
に
変
え
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。『
語
孟
字
義
』「
敬
」
第
二
条
に
は
『
論
語
』
の
「
仁

を
好
ん
で
学
問
を
好
ま
な
け
れ
ば
優
柔
不
断
に
な
る
」
と
い
う
言
葉
を
挙
げ
、「
仁
や
智
と
い
う
天
下
の
達
徳
と
い
え
ど
も
、
た

だ
そ
れ
を
好
ん
で
、
学
問
に
照
ら
し
て
考
え
る
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
、
弊
害
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
一
つ
の
敬
の

字
だ
け
を
守
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
。
仁
斎
の
批
判
は
、「
敬
」
を
偏
重
す
る
宋
学
の
構
造
全
体
に

向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
「
忠
信
」
を
そ
の
位
置
に
押
し
上
げ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
こ
の
章
で
も
、「
忠

信
」
は
全
て
の
土
台
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
仁
斎
の
い

う
「
忠
信
を
主
と
す
」
と
は
、
宋
学
の
「
敬
を
主
一
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
と
、
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

第
三
十
九
章

問
う
、「
仁
は
聖
門
第
一
字
爲た

る
者
は
、
其
の
旨
如い

か
ん何

」。
曰い

わ

く
、「
仁
の
德
爲た

る
大だ

い

な
り
。
然し

か

れ
ど
も
一
言
以
て
之
を
蔽お

お

う
。

曰
く
、
愛あ

い

の
み
。
君
臣
に
在あ

っ
て
は
之
を
義ぎ

と
謂
い
、
父ふ

 
し子

に
は
之
を
親し

ん

と
謂い

い
、
夫
婦
に
は
之
を
別べ

つ

と
謂
い
、
兄
弟
に
は
之

を
敍じ

ょ

と
謂
い
、
朋
友
に
は
之
を
信し

ん

と
謂
う
。
皆
愛
よ
り
出い

づ
。
蓋け

だ

し
愛
は
實じ

っ

心し
ん

に
出い

づ
。
故
に
此
の
五
つ
の
者も

の

、
愛
よ
り
し
て

出い

づ
る
と
き
は
則
ち
實じ

つ

爲た

り
、
愛
よ
り
し
て
出
で
ざ
る
と
き
は
則
ち
僞

い
つ
わ
りの

み
。
故
に
君
子
慈
愛
の
德
よ
り
大だ

い

な
る
は
莫な

し
、

殘ざ
ん
 
に
ん
 
こ
く
 
は
く

忍
刻
薄
の
心
よ
り
戚い

た

ま
し
き
は
莫な

し
。
孔
門
仁
を
以
て
德
の
長ち

ょ
うと

爲す

る
は
、
蓋け

だ

し
此
れ
が
爲た

め
な
り
。
此
れ
仁
の
聖
門
第
一

字
が
爲た

る
所ゆ

え
ん以

な
り
。
苟い

や

し
く
も
德
を
知
る
者
に
非あ

ら

ず
ん
ば
、
之
を
識し

る
こ
と
能あ

た

わ
ず
、
亦
之
を
信
ず
る
こ
と
能あ

た

わ
ず
。
必
ず

視み

て
以
っ
て
泛は

ん

然ぜ
ん

緊き
ん

要よ
う

無
し
と
爲し

て
、
珍ち

ん
ち
ょ
う
し
ん
じ
ゅ

重
信
受
す
る
こ
と
を
知し

ら
ず
。
毎つ

ね

に
別べ

つ

路ろ

に
從し

た
がい

去さ

り
、
或あ

る
いは

高
く
性せ

い

命め
い

を
談だ

ん

じ
、

或
い
は
虚き

ょ

靜せ
い

に
耽ふ

け

り
樂た

の

し
み
、
或あ

る
いは

仁じ
ん

を
以
て
理
と
爲し

、
性
と
爲し

、
知ち

覺か
く

と
爲し

て
、
之
を
日
用
に
施ほ

ど
こす

こ
と
を
知し

ら
ず
。
故
に
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夫
子
罕ま

れ

に
仁
を
言
う
者も

の

は
、
蓋け

だ

し
驟に

わ

か
に
德
を
知し

ら
ざ
る
者
に
告つ

ぐ

ぐ
る
と
き
は
、
則
ち
惟た

だ

其
の
理り

を
知
ら
ざ
る
の
み
に
あ
ら
ず
、

必
ず
弊つ

い

え
有
る
を
以
て
な
り
。
慮

お
も
ん
ば
から

ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。
子し

惟た
だ

務
め
て
忠
信
を
主
と
し
、
論
孟
を
熟
讀
し
、
實じ

つ
と
く德

を
求
む

る
を
以
て
心
と
爲せ

ば
、
之
を
久ひ

さ

し
ゅ
う
し
て
自

お
の
ず
から

當ま
さ

に
理り

會か
い

す
べ
し
。
謹つ

つ
しん

で
故こ

轍て
つ

を
蹈ふ

む
こ
と
勿な

か

れ
」。

（
口
語
訳
（

問
う
、「
仁
は
聖
人
の
学
問
の
も
っ
と
も
重
要
な
言
葉
で
あ
る
と
い
う
理
由
は
何
で
し
ょ
う
か
」。

答
え
、「
仁
の
徳
は
大
き
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
言
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
愛
で
あ
る
。
君
臣
に
あ
っ
て
は
こ
れ

を
義
と
い
い
、
父
子
で
は
こ
れ
を
親
と
い
い
、
夫
婦
で
は
こ
れ
を
別
と
い
い
、
兄
弟
で
は
こ
れ
を
叙
（
序
（
と
い
い
、
朋
友
で

は
こ
れ
を
信
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
み
な
愛
か
ら
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
愛
は
ま
こ
と
の
心
か
ら
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
五
つ
の
も
の
は
、
愛
か
ら
出
て
く
る
と
き
は
真
実
で
あ
る
が
、
愛
か
ら
出
て
く
る
の
で
な
け
れ
ば
偽
り
に
す

ぎ
な
い
。
だ
か
ら
君
子
の
慈
愛
に
満
ち
た
徳
よ
り
大
き
な
も
の
は
な
い
し
、
残
忍
酷
薄
の
心
ほ
ど
痛
ま
し
い
も
の
は
な
い
の
で

あ
る
。
孔
子
学
派
に
お
い
て
仁
を
徳
の
最
高
の
も
の
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。。
こ
れ
こ
そ
仁
が
聖
人
の
学
問
の

最
も
重
要
な
言
葉
で
あ
る
理
由
で
あ
る
。
本
当
に
徳
を
知
る
も
の
で
な
け
れ
ば
こ
の
こ
と
を
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
し
、
信
じ

る
こ
と
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
見
て
も
、
漠
然
と
し
て
い
て
重
要
で
は
な
い
と
考
え
、
そ
れ
を
特
に
大
切
に
し
て
、
信

じ
て
受
け
入
れ
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
別
の
道
に
従
っ
て
進
み
、
あ
る
い
は
高
遠
な
性
や
命
の
議
論
に
興
じ
、
寂
然
不
動
の

心
の
境
地
に
耽
け
る
こ
と
を
楽
し
ん
だ
り
、
ま
た
仁
を
理
や
性
や
知
覚
で
あ
る
と
考
え
た
り
し
て
、
こ
れ
を
日
常
生
活
に
お
い

て
実
践
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
孔
子
が
ま
れ
に
し
か
仁
に
つ
い
て
言
わ
な
か
っ
た
の
は
、
徳
と
い
う
も
の
を
知
ら

な
い
者
に
突
然
そ
れ
を
言
え
ば
、
理
解
で
き
な
い
だ
け
で
な
く
、
か
な
ら
ず
害
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
注
意
し
な
け
れ
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15（

ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
君
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
忠
信
を
主
と
し
、『
論
語
』
と
『
孟
子
』
を
熟
読
し
、
実
の
あ
る
徳
を
求
め

る
よ
う
に
心
が
け
れ
ば
、
長
い
努
力
の
果
て
に
自
ず
と
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
謹
ん
で
先
人
た
ち
の
過
ち
を
繰
り

返
さ
な
い
よ
う
に
し
な
さ
い
」。

（
解
説
（

こ
の
章
か
ら
、
い
よ
い
よ
「
仁
」
に
つ
い
て
論
じ
る
。

「
一
言
以
て
之
を
蔽
う
。
曰
く
、
愛
の
み
」
い
う
の
は
、『
論
語
』
為
政
篇
第
二
章
の
「
一
言
以
て
之
を
蔽
う
。
曰
く
、
思
い

邪よ
こ
し
ま無

し
」
と
い
う
詩
を
評
し
た
孔
子
の
言
葉
に
な
ぞ
ら
え
た
表
現
で
あ
る
。「
一
言
で
之
を
蔽
う
」
と
い
う
の
は
、
仁
斎
『
論
語

古
義
』
の
注
に
よ
れ
ば
、「
聖
人
の
道
は
同
じ
と
こ
ろ
を
目
指
し
て
い
る
が
、
そ
の
道
筋
は
多
様
で
あ
り
、
そ
れ
を
論
じ
る
言
葉

も
表
現
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
一
見
ば
ら
ば
ら
な
よ
う
で
も
一
つ
の
も
の
に
貫
か
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。『
論
語
』
に
見
え
る
仁
に
つ
い
て
の
孔
子
の
言
葉
も
、
決
し
て
一
様
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
愛
と
い
う
も
の

に
貫
か
れ
て
い
る
と
仁
斎
は
い
う
の
で
あ
る
。

第
九
章
で
は
、「
人
の
外
に
道
無
し
」
を
説
明
す
る
の
に
、
君
臣
父
子
夫
婦
兄
弟
朋
友
の
五
常
の
道
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
人

間
関
係
の
基
本
を
な
す
こ
の
五
常
は
、
人
間
の
存
在
と
と
も
に
普
遍
的
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
こ
の
宇
宙
の
外
の

宇
宙
で
あ
れ
、
そ
こ
に
人
間
が
い
れ
ば
、
必
ず
存
在
す
る
と
仁
斎
は
い
う
。
そ
し
て
こ
の
章
で
は
、
そ
の
五
常
の
関
係
の
基
本

と
な
る
の
が
「
愛
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
仁
」
と
は
皆
愛
か
ら
発
す
る
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

た
だ
し
「
仁
」
と
い
う
の
は
徳
の
名
で
あ
る
。
そ
し
て
「
忠
信
」
と
い
う
の
は
修
養
で
あ
り
、
仁
義
礼
智
の
徳
を
求
め
る
方

法
で
あ
る
。
こ
の
区
別
を
仁
斎
は
折
に
触
れ
て
述
べ
て
い
る
。
最
高
の
徳
と
し
て
の
「
仁
」
の
あ
り
方
は
す
ぐ
に
理
解
で
き
る
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も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
仁
斎
は
「
仁
」
を
貫
く
の
は
誰
で
も
が
知
っ
て
い
る
「
愛
」
と
い
う
人
情
で
あ
り
、
そ
の
愛
を
真
実

な
も
の
と
し
て
い
く
の
は
「
忠
信
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
仁
と
は
何
か
」
と
い
う
、
実
践
を
と
も

な
わ
な
い
抽
象
的
議
論
に
陥
る
こ
と
へ
の
警
告
で
も
あ
る
。

第
四
十
章

問
う
、「
仁
の
識し

り
難が

た

き
所ゆ

え
ん以

の
者
は
、
何
ぞ
や
」。
曰
く
、「
仁
を
得
る
こ
と
固ま

こ
とに

難か
た

し
。
仁
の
理
を
識
る
に
於お

い

て
は
、
則す

な
わち

何
の
難
き
こ
と
か
之
れ
有
ら
ん
。
但た

だ

學
者
其
の
方
を
失
う
を
以
て
、
自
ら
識
り
難
き
の
み
。
蓋け

だ

し
古
人
の
學
は
、
專も

っ
ぱら

徳
行
を

以
て
本も

と

と
為す

。
後こ

う

人じ
ん

の
學
は
、
先ま

ず

窮
理
を
以
て
主
と
為す

。
是こ

れ

仁
の
識
り
難
き
所
以
な
り
。
夫そ

れ
仁
は
愛
を
主
と
し
て
、
徳
は
人

を
愛
す
る
よ
り
大
な
る
は
莫な

し
。
若も

し
先ま

ず

窮
理
を
以
て
主
と
為す

る
と
き
は
、
則
ち
唯た

だ

理
是こ

れ
求
め
、
心
を
高
遠
に
翫

も
て
あ
そび

、
力
を

精
微
に
殫つ

く
し
、
遂
に
愛
を
以
て
仁
の
用
と
為し

、
柔

じ
ゅ
う
じ
ゃ
く

弱
と
為し

、
淺せ

ん

近き
ん

と
為し

、
日
用
の
常
行
と
為し

て
、
之
を
輕け

い

賤せ
ん

す
る
の
意い

有あ

っ

て
、
以お

為も

え
ら
く
向
上
の
一
路
は
、
此こ

こ

に
在あ

ら
ず
と
。
論
を
持
す
る
こ

（
２
（

と
太は

な
はだ

高
く
、
道
を
求
む
る
こ
と
甚は

な
はだ

遠
く
、
且か

つ
夫ふ

う

子し

高こ
う

第だ
い

の
弟て

い

子し

、
（
１
（

仲ち
ゅ
う

由ゆ
う

・
冉ぜ

ん

有ゆ
う

・
公こ

う

西せ
い

華か

、
及
び
當
時
の
賢け

ん

士し

大だ
い

夫ふ

令れ
い

尹い
ん

子し

文ぶ
ん

・
陳ち

ん

文ぶ
ん

子し

が
流
と
雖い

え

ど
も
、
皆
許
す
に
仁
を
以

て
せ
ざ
る
を
見
て
、
而し

か

し
て
之
を
求
め
て
得
ず
、
別
に
意
見
を
生
じ
、
仁

（
３
（を

以
て
天
理
の
公
と
為し

、
理

（
４
（に

當あ
た

っ
て
私
心
無
し
と

為す

る
の
類
、
議
論
紛ふ

ん

紛ぷ
ん

、
其
の
多
き
に
堪た

え
ず
し
て
、
仁
を
去
る
こ
と
彌

い
よ
い
よ遠

し
。
吾わ

れ

故
に
曰
く
、『
佛

（
５
（老

の
吾わ

が
儒
と
異
な
る
所

以
の
者
は
、
多
く
義
に
在
っ
て
、
後こ

う

儒じ
ゅ

の
聖
人
と
異
な
る
所
以
の
者
は
、
專
ら
仁
に
在
り
』
と
。
此
れ
仁
の
識
り
難
き
所
以
な

り
」。
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注（
１
（�　
『
論
語
』
公
冶
長
篇
第
七
章
。
孟
武
伯
の
問
に
答
え
て
、
孔
子
は
子
路
、
冉
有
、
公
西
華
の
３
人
の
能
力
を
そ
れ
ぞ
れ
評
価
し
な
が

ら
も
、
い
ま
だ
仁
と
は
い
え
な
い
と
言
っ
た
。

（
２
（�　
『
論
語
』
公
冶
長
篇
第
十
八
章
。
令
尹
子
文
は
楚
の
大
臣
、
陳
文
子
は
斉
の
大
臣
で
あ
る
。
孔
子
は
そ
れ
ぞ
れ
の
行
い
を
「
忠
」、

「
清
」
と
評
価
し
た
が
、
仁
で
あ
る
と
は
認
め
な
か
っ
た
。

（
３
（　

程
伊
川
の
言
葉

（
４
（　

李
延
平
の
言
葉

（
５
（　

伊
藤
仁
斎
『
語
孟
字
義
』
巻
上
「
仁
義
礼
智
」
第
十
三
条

（
口
語
訳
（

問
う
、「
仁
が
理
解
し
難
い
の
は
何
故
な
の
で
し
ょ
う
」。

答
え
、「
仁
を
体
得
す
る
こ
と
は
本
当
に
難
し
い
。
仁
と
は
何
か
と
い
う
道
理
を
理
解
す
る
だ
け
な
ら
何
も
難
し
い
こ
と
は
な

い
。
た
だ
学
ぶ
者
が
そ
の
方
法
を
見
失
っ
て
い
る
た
め
に
、
自
然
と
理
解
す
る
の
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

思
う
に
古
人
の
学
問
は
、
専
ら
徳
の
あ
る
行
い
を
基
本
と
し
て
い
た
。
後
世
の
人
の
学
問
は
先
ず
理
を
極
め
る
こ
と
を
主
に
し

て
き
た
。
こ
れ
が
仁
を
理
解
し
難
く
し
て
い
る
理
由
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
仁
は
愛
を
主
と
し
て
い
て
、
人
を
愛
す
る
こ
と
よ
り

偉
大
な
徳
は
な
い
。
も
し
ま
ず
真
理
を
極
め
る
こ
と
を
主
と
す
る
と
、
た
だ
理
ば
か
り
を
追
い
求
め
、
心
を
高
遠
な
も
の
に
馳

せ
、
細
部
を
極
め
る
こ
と
に
力
を
使
い
果
た
し
、
つ
い
に
は
愛
を
仁
の
作
用
と
し
、
軟
弱
な
も
の
と
し
、
浅
く
て
卑
近
な
も
の

と
し
、
日
常
の
行
い
と
し
て
、
こ
れ
を
軽
ん
じ
馬
鹿
に
す
る
気
持
ち
が
あ
っ
て
、
己お

の
れを

高
め
る
た
め
の
一
筋
の
道
は
こ
こ
に
は

な
い
と
思
う
よ
う
に
な
る
。
高
尚
な
議
論
を
持
し
、
道
を
遥
か
遠
い
と
こ
ろ
に
求
め
、
孔
先
生
が
、
高
弟
で
あ
る
仲
由
・
冉
有
・

公
西
華
、
及
び
当
時
の
賢
人
で
あ
り
高
級
官
僚
で
あ
る
令
尹
子
文
・
陳
文
子
達
で
さ
え
も
、
皆
仁
で
あ
る
と
認
め
な
か
っ
た
こ
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と
を
見
て
、
仁
を
理
解
で
き
ず
、
異
な
る
意
見
を
考
え
出
し
て
、
仁
を
「
天
理
の
公
」
と
し
、「
理
に
か
な
っ
て
私
心
が
無
い
」

こ
と
だ
と
す
る
よ
う
な
類
の
議
論
が
粉
々
と
し
て
、
そ
の
多
さ
は
あ
き
れ
る
ほ
ど
で
、
仁
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
が
い
よ
い
よ
甚

だ
し
い
。
そ
れ
ゆ
え
私
は
、『
仏
教
や
老
子
の
考
え
が
我
々
の
儒
学
と
異
な
る
の
は
、
多
く
の
場
合
、
義
に
つ
い
て
で
あ
り
、
後

世
の
儒
者
が
聖
人
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
専
ら
仁
に
つ
い
て
で
あ
る
』
と
言
う
の
だ
。
こ
れ
が
仁
の
理
解
し
が
た
い
理
由
で
あ

る
」。

（
解
説
（

「
愛
を
以
て
仁
の
用
と
す
」
と
い
う
の
は
、
宋
学
的
な
仁
の
解
釈
が
、
仁
を
性
と
し
、
愛
を
情
と
す
る
二
元
論
に
立
っ
て
い
る

こ
と
を
指
し
て
い
る
。
朱
子
学
に
お
い
て
は
、「
性
」
と
は
心
に
植
え
付
け
ら
れ
た
「
理
」
で
あ
り
、
仁
義
礼
智
は
そ
の
「
性
の

名
」
な
の
で
あ
る
。
宇
宙
に
存
在
す
る
万
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
こ
の
唯
一
の
天
理
を
分
け
与
え
ら
れ
て
い
る
が
（
理
一
分
殊
（、

人
の
心
に
植
え
付
け
ら
れ
た
理
を
性
と
呼
び
（
性
即
理
（、
さ
ら
に
そ
の
性
に
仁
義
礼
智
と
い
う
名
を
与
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

性
（
＝
理
（
は
形
も
な
く
、
動
か
ず
、
目
に
見
え
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
性
で
あ
る
仁
は
そ
の
ま
ま
で
は
知
覚
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
し
か
し
人
間
の
心
が
外
界
の
事
物
に
触
れ
て
動
き
だ
す
と
き
、
そ
れ
は
情
（
＝
気
（
と
な
っ
て
目
に
見
え
る
も

の
と
な
る
。
そ
れ
が
愛
で
あ
る
。「
愛
を
以
て
仁
の
用
と
す
」
と
い
う
の
は
、
仁
と
い
う
目
に
み
え
な
い
本
体
が
あ
っ
て
、
そ
れ

が
作
用
と
し
て
目
に
見
え
る
も
の
に
な
っ
た
の
が
愛
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仁
斎
が
否
定
す
る
の
は
、
目
に
見
え
る
も
の
の

背
後
に
目
に
見
え
な
い
本
体
が
必
ず
存
在
す
る
と
考
え
る
よ
う
な
思
考
の
あ
り
方
、
そ
し
て
存
在
の
究
極
の
本
体
と
し
て
の

「
理
」
の
存
在
で
あ
る
。
仁
斎
が
「
仁
の
理
」
と
い
う
と
き
の
理
は
、
仁
の
存
在
根
拠
と
し
て
の
理
で
は
な
く
、
仁
に
そ
な
わ
る

条
理
と
し
て
の
理
で
し
か
な
い
。
現
代
の
我
々
が
使
う
条
理
、
道
理
に
近
い
意
味
だ
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
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「
天
理
の
公
」、「
理
に
當
っ
て
私
心
無
し
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
東
涯
の
『
童
子
問
標
釈
』
に
、
程
伊
川
と
李
延

平
の
言
葉
が
出
典
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
程
伊
川
は
「
仁
は
天
下
の
公
、
善
の
本
な
り
」
と
い
い
、
ま
た
「
仁
は
天
下
の

正
理
」、「
公
に
し
て
人
を
以
て
之
を
体
す
。
故
に
仁
と
す
」
と
い
う
。
公
と
は
天
下
の
も
の
す
べ
て
に
等
し
く
行
き
渡
る
こ
と

で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
仁
が
公
だ
と
い
え
る
の
か
。
そ
れ
は
仁
が
性
で
あ
り
、
理
で
あ
り
、
天
理
は
す
べ
て
に
分
け
与
え
ら
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。「
天
理
の
公
」
と
い
う
言
葉
は
、
む
し
ろ
朱
子
学
の
用
語
で
あ
る
。
そ
し
て
朱
子
に
お
い
て
は
「
天
理
の

公
」
は
つ
ね
に
「
人
欲
の
私
」
と
対
比
し
て
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
朱
子
『
論
語
集
注
』（
雍
也
篇
（
で
は
、「
仁
者
は
己
れ
立
た
ん
と
欲
し
て
、
人
を
立
つ
」
の
章
に
注
し
て
、
こ
れ

に
努
め
れ
ば
、「
人
欲
の
私
に
勝
っ
て
、
天
理
の
公
を
全
う
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
と
あ
る
。
ま
た
『
中
庸
章
句
』
序
文
に
は
、

心
を
治
め
る
こ
と
の
重
要
性
を
言
い
、「
之
を
治
む
る
所
以
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
︱
︱
︱
︱
天
理
の
公
、
卒
に
以
て
か
の
人
欲
の
私

に
勝
つ
こ
と
な
し
」
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
人
欲
と
私
心
を
去
り
、
本
然
の
性
で
あ
る
仁
を
求
め
る
と
い
う
心
の
修
養
が
強
調
さ

れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
仁
斎
の
追
求
す
る
君
臣
、
父
子
、
夫
婦
、
兄
弟
、
朋
友
と
い
う
五
常
の
関
係
に
お
け
る
愛
の

実
践
か
ら
程
遠
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

第
四
十
一
章

問
う
、「
竊ひ

そ

か
に
聞
く
、
學
問
は
知
を
以
て
先さ

き

と
為な

す
と
。
今
謂い

う
、
窮

き
ゅ
う

理り

の
説
は
、
仁
を
求
む
る
に
於お

い

て
頗す

こ
ぶる

妨さ
ま
たげ

有
り

と
。
豈あ

に

理
に
悖も

と

る
こ
と
無
し
や
」。
曰い

わ

く
「
書
を
讀よ

み
理
を
窮き

わ

む
る
は
、
自

お
の
ず
から

是こ

れ
孔
門
の
常
法
、
不ふ

是ぜ

と
謂
う
べ
か
ら
ず
。
但た

だ

最
初
入
門
の
初
め
、
先ま

ず
天
下
の
書
を
讀
み
盡つ

く

し
、
天
下
の
理
を
窮
め
盡
さ
ん
と
欲
す
。
聖
人
の
學
に
非あ

ら

ず
。
何
と
な
れ
ば
、

苟い
や

し
く
も
窮
理
を
以
て
先さ

き

と
爲す

る
と
き
は
、
則す

な
わち

徳
行
を
以
て
後あ

と

と
爲せ

ず
と
雖い

え

ど
も
、
然し

か

れ
ど
も
徳
行
自お

の
ずら

後
に
在あ

ら
ざ
る
こ
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と
を
得
ず
。
是
れ
學
問
に
於
て
害
有
る
所ゆ

え
ん以

な
り
。
宋そ

う

儒じ
ゅ

の
説
に
曰
く
、『
天

（
１
（下

性せ
い

外が
い

の
物
無
し
』。
又
曰
く
『
性

（
２
（は

即
ち
理
な

り
』
と
。
然
れ
ど
も
一
理
を
以
て
天
下
の
事
を
斷だ

ん

ず
る
こ
と
能あ

た

わ
ず
。
蓋け

だ

し
物
に
好こ

う

悪あ
く

有
り
、
事
に
緩
急
有
り
、
紛ふ

ん

紛ぷ
ん

籍せ
き

籍せ
き

、

出
入
隱い

ん

顯け
ん

、
盡

こ
と
ご
とく

理
を
以
て
之
を
決
す
べ
か
ら
ず
。
故
に
曰
く
、『
君

（
３
（子

其
の
知
ら
ざ
る
所
に
於
て
、
蓋け

だ

し
闕け

つ

如じ
ょ

た
り
』。
苟
し

く
も
徳
行
を
以
て
本も

と

と
爲す

る
と
き
は
、
則
ち
智
至
り
道
明
ら
か
に
し
て
、
事
の
是
非
得
失
、
了

り
ょ
う

了り
ょ
う

文ぶ
ん

明め
い

、
思
索
を
待
た
ず
し
て
、

自お
の
ず
から

能よ

く
其
の
肯こ

う

綮け
い

に
中あ

た

る
。
若も

し
此か

く

の
如
く
な
ら
ず
し
て
、
專
ら
理
を
以
て
之
を
斷
ぜ
ん
と
欲
す
る
と
き
は
、
則
ち
其
の
説

愈い
よ
い
よ

長な
ご

う
し
て
、
實
を
去
る
こ
と
愈
遠
し
。
程て

い

朱し
ゅ

天
道
を
論
ず
る
が
若ご

と

き
、
專
ら
理
を
以
て
之
を
斷
ず
。
謂い

っ
つ
べ
し
天
道
を
殺

さ
つ
き
ゃ
く却

す
と
。
其
の
仁
に
於
け
る
も
亦
然
り
。
故
に
其
の
理
甚は

な
はだ

微び

に
し
て
、
仁
を
去
る
こ
と
愈
遠
し
。
曰
く
、『

（
４
（雞け
い

雛す
う

を
觀み

る
、
此こ

れ

仁
を
觀
る
べ
し
』。
又
曰
く
、『
脈

（
５
（を

切せ
つ

す
る
最
も
仁
を
體た

い

す
べ
し
』。
或あ

る
いは

曰
く
、『

（
６
（聖せ
い

賢け
ん

仁
を
言
う
處と

こ
ろを

將も

っ
て
、
類る

い

聚じ
ゅ

し
て

之
を
觀
よ
』
と
、
是こ

れ

な
り
。
夫そ

れ
仁
と
は
實じ

っ

徳と
く

な
り
。
理
を
以
て
之
を
得う

べ
き
に
は
非
ず
。
孔
子
の
曰
く
、『（

7
（

仁じ
ん

者し
ゃ

は
人
を
愛

す
』。
孟
子
の
曰
く
、『
人（

8
（

皆
忍
び
ざ
る
所
有
り
。
之
を
其
の
忍
ぶ
所
に
達
す
る
は
、
仁
な
り
』。
孔
孟
の
説
、
豈あ

に

甚
だ
近
う
し
て

知
り
易や

す

き
に
あ
ら
ず
や
。
苟
し
く
も
理
を
以
て
仁
を
求
め
ば
、
愈
遠
く
し
て
愈
知
り
難が

た

か
ら
ん
」。

注（
１
（　

朱
子
『
太
極
図
解
』
の
言
葉
。

（
２
（　

程
伊
川
の
言
葉

（
３
（　
『
論
語
』
子
路
篇
第
三
章

（
４
（　

程
明
道
の
言
葉

（
５
（　

程
明
道
の
言
葉

（
６
（　

程
伊
川
の
言
葉

（
７
（　
『
論
語
』
顔
淵
篇
第
二
十
三
章
、
樊
遅
が
仁
と
は
何
か
を
問
う
た
の
に
対
し
、
孔
子
は
「
人
を
愛
す
」
と
答
え
た
。
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（
８
（　
『
孟
子
』
盡
心
下
篇
第
三
十
一
章　

（
口
語
訳
（

問
う
、「
学
問
は
知
を
第
一
と
す
る
も
の
だ
と
聞
い
て
お
り
ま
し
た
。
今
、
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
と
、
窮

理
の
説
は
仁
を
求
め
て
い
く
の
に
大
層
害
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
で
は
理
に
そ
む
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。」

答
え
、「
書
を
読
ん
で
道
理
を
追
求
す
る
の
は
孔
子
学
派
の
学
問
の
常
法
で
あ
り
、
そ
れ
を
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で

き
な
い
。
た
だ
し
、
入
門
し
た
当
初
に
、
ま
ず
天
下
の
書
物
を
読
み
尽
く
し
、
天
下
の
理
を
極
め
尽
く
そ
う
と
思
う
の
は
、
聖

人
の
学
問
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
も
し
窮
理
を
第
一
と
す
る
と
き
に
は
、
徳
行
を
後
に
す
る
わ
け
で
は
な
く
て
も
、
自
然

と
徳
行
が
後
ま
わ
し
に
な
っ
て
し
ま
う
も
の
だ
。
こ
れ
が
学
問
に
と
っ
て
害
が
あ
る
理
由
だ
。�

宋
代
の
儒
者
の
説
に
『
天
下
に

性
を
外
に
し
て
物
は
な
い
』
と
か
、
あ
る
い
は
『
性
と
は
す
な
わ
ち
理
で
あ
る
』
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
だ
一
つ
の
理

を
も
っ
て
天
下
の
す
べ
て
を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
思
う
に
物
に
は
良
い
物
も
あ
れ
ば
悪
い
物
も
あ
る
。
事
に
も
急
ぐ

こ
と
や
ゆ
っ
く
り
で
よ
い
こ
と
も
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
に
入
り
乱
れ
た
多
く
の
事
象
が
、
出
た
り
入
っ
た
り
現
れ
た
り
消
え
た
り

し
て
い
る
の
に
、
そ
れ
を
す
べ
て
一
つ
の
理
だ
け
で
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
『
君
子
は
知
ら
な
い
こ
と
に
関
し

て
は
黙
っ
て
い
る
』
と
い
う
の
だ
。
も
し
徳
行
を
根
本
と
す
る
な
ら
ば
、
知
が
自
分
の
も
の
に
な
り
、
道
も
明
ら
か
に
な
っ
て
、

物
事
の
是
非
得
失
が
は
っ
き
り
と
見
え
て
き
て
、
考
え
る
ま
で
も
な
く
自
然
に
物
事
の
肝
心
な
と
こ
ろ
を
つ
か
ん
で
し
ま
う
も

の
だ
。
し
か
し
、
こ
う
で
は
な
く
、
ひ
た
す
ら
理
だ
け
で
物
事
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
説
は
い
よ
い
よ
長
く
な
り
、

実
体
か
ら
ま
す
ま
す
遠
ざ
か
る
。
程
子
や
朱
子
が
天
道
を
論
じ
て
い
る
も
の
な
ど
は
、
ま
っ
た
く
理
だ
け
で
こ
れ
を
判
断
し
て

い
る
。
こ
れ
で
は
天
道
を
殺
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
だ
。
仁
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
彼
ら
の
い
う
理
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は
、
非
常
に
微か

す

か
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
、
い
よ
い
よ
仁
と
は
か
け
は
な
れ
て
い
く
の
だ
。『
ひ
よ
こ
を
見
る
と
き
に
も
、
こ

れ
に
仁
を
見
る
べ
き
で
あ
る
』
と
か
、『
脈
を
測
っ
て
み
る
こ
と
が
最
も
仁
を
体
得
す
る
の
に
い
い
』
と
か
『
聖
賢
が
仁
に
つ
い

て
語
っ
た
こ
と
を
集
め
て
、
そ
れ
を
見
よ
』
と
か
言
っ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
仁
は
実
の
あ
る
徳
で
あ
る
。
理

に
よ
っ
て
こ
れ
を
得
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
だ
。
孔
子
は
『
仁
者
は
人
を
愛
す
』
と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
、
孟
子
は
『
人
に

は
皆
、
人
情
に
お
い
て
見
る
に
忍
び
な
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
気
持
を
平
気
で
見
て
い
ら
れ
る
こ
と
に
ま
で
及
ぼ
す
の
が
仁
な

の
だ
』
と
言
っ
て
い
る
。
孔
子
や
孟
子
の
説
は
、
大
変
身
近
で
、
理
解
し
や
す
い
も
の
で
は
な
い
か
。
も
し
理
を
も
っ
て
仁
を

求
め
て
い
く
な
ら
ば
、
ま
す
ま
す
仁
は
遠
く
な
り
、
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
だ
ろ
う
」。

（
解
説
（

こ
こ
で
仁
斎
が
批
判
し
て
い
る
「
窮
理
の
説
」
と
は
、
た
だ
理
論
を
先
に
す
る
と
か
、
理
屈
で
考
え
る
と
か
い
う
こ
と
で
は

な
い
。「
一
理
を
以
て
天
下
の
事
を
断
ず
る
」
と
は
、
天
下
万
物
が
一
理
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
お
り
、
心
に
備
わ
っ
た
理
（
＝

性
（
を
知
れ
ば
、
宇
宙
の
す
べ
て
を
悟
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
宋
学
的
な
理
の
思
想
で
あ
る
。
前
章
で
も
述
べ
た
通

り
、
宋
学
の
理
と
は
宇
宙
万
物
を
生
み
出
す
力
で
あ
り
、
天
道
と
人
道
を
貫
く
存
在
の
根
拠
で
も
あ
る
実
体
的
な
概
念
な
の
で

あ
る
。
だ
が
仁
斎
は
そ
の
よ
う
な
唯
一
の
理
の
存
在
を
否
定
す
る
。
仁
斎
に
と
っ
て
の
理
は
、
事
物
に
備
わ
る
条
理
、
筋
道
で

あ
り
、
け
っ
し
て
物
を
生
み
出
し
た
り
、
生
成
を
助
け
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、「
理
の
字
の
ご
と
き
は
も

と
死
字
」（『
語
孟
字
義
』
理
一
条
（
で
あ
る
と
い
う
。「
理
」
と
い
う
字
は
、
も
と
玉
の
表
に
現
れ
る
模
様
を
い
う
の
で
、
物
に

そ
な
わ
る
条
理
で
あ
り
、
決
し
て
生
成
活
動
を
す
る
生
物
を
形
容
す
る
言
葉
で
は
な
い
。「
死
字
」
と
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
あ

ろ
う
。
だ
か
ら
そ
の
「
死
字
」
を
も
っ
て
天
道
を
説
明
す
る
こ
と
は
、
天
道
を
殺
す
こ
と
と
同
じ
だ
と
仁
斎
は
い
う
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
仁
の
徳
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
人
の
心
は
生
き
て
動
く
も
の
で
あ
る
。
も
し
心
が
動
か
な
く
な
れ
ば
、
そ
れ
は
死

ん
で
い
る
も
同
然
で
あ
り
、
人
を
殺
す
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
前
章
で
、
仁
斎
が
孔
孟
の
教
え
と
宋
学
の
最
も
異
な
る
所

は
「
仁
」
の
捉
え
方
だ
と
い
う
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。

理
を
も
っ
て
仁
を
説
く
議
論
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
ひ
よ
こ
を
観
る
」
と
か
「
脈
を
と
る
」
こ
と
が
仁
の
体

得
に
つ
な
が
る
と
い
う
程
明
道
の
言
葉
で
あ
る
が
、
東
涯
は
『
童
子
問
標
釈
』
に
、『
朱
子
語
類
』
の
中
の
、
こ
の
言
葉
を
め
ぐ

る
朱
子
と
弟
子
た
ち
と
の
問
答
を
載
せ
て
い
る
。
そ
の
問
答
を
見
る
と
、
ひ
よ
こ
の
よ
う
な
小
さ
い
も
の
の
中
に
も
仁
が
働
い

て
い
る
の
が
見
え
る
は
ず
だ
と
か
、
脈
を
測
る
こ
と
の
中
に
仁
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
脈
自
体
が
仁
な
の
か
と
か
、
元
々
の

言
葉
の
文
脈
を
離
れ
て
、
議
論
が
い
か
に
細
密
に
な
り
、
馬
鹿
げ
た
も
の
に
な
っ
て
い
く
か
が
わ
か
る
。

第
四
十
二
章

問
う
、「
孔
孟
の
所い

わ
ゆ
る謂

仁
と
は
、
其
の
旨む

ね

果
し
て
如い

か

何ん

」。
曰い

わ

く
、「
仁
と
は
人
道
の
大だ

い

本ほ
ん

、
衆

し
ゅ
う

善ぜ
ん

の
總そ

う

要よ
う

。
人
道
の
仁
義
有
る

は
、
猶な

お

天
道
の
陰
陽
有
る
が
ご
と
し
。
故
に
曰
く
、『
仁

（
１
（は

人
の
安あ

ん
た
く宅

な
り
。
義
は
人
の
正せ

い

路ろ

な
り
』。
兩り

ょ
うの

者
相あ

い

離
れ
ず
し
て
、

仁
を
以
て
要
と
爲す

。
故
に
孔
門
の
諸し

ょ

子し

、
仁
を
以
て
家か

常じ
ょ
う

茶さ

飯は
ん

と
爲し

て
、
敢あ

え
て
其
の
義
を
疑
う
者
無
し
。
故
に
論
語
の
一
書
、

皆
仁
を
修
む
る
の
方ほ

う

を
言
っ
て
、
仁
の
義
を
言
う
者
無
し
。
諸
子
の
問
う
所
、
夫
子
の
答
う
る
所
、
皆
是こ

れ
な
り
。
若も

し
其
の

義
を
明
か
さ
ん
と
欲
す
る
者
は
、
當ま

さ

に
孟
子
よ
り
入
る
べ
し
。
孟
子
の
曰
く
、『

（
２
（惻そ
く

隱い
ん

の
心
は
、
仁
の
端た

ん

な
り
。
人
の
是こ

の
四し

端た
ん

有
る
や
、
猶
其
の
四し

體た
い

有
る
が
ご
と
し
。
皆
擴ひ

ろ

め
て
之
を
充み

つ
る
こ
と
を
知
ら
ば
、
火
の
始
め
て
燃
え
、
泉
の
始
め
て
達
す
る

が
若ご

と

く
な
ら
ん
。
苟い

や

し
く
も
能よ

く
之
を
充み

て
ば
、
以
て
四
海
を
保
つ
に
足
ら
ん
』。
又
曰
く
、『
人

（
３
（皆

忍
び
ざ
る
所
有
り
。
之
を

其
の
忍
ぶ
所
に
達
す
る
は
、
仁
な
り
』。
子
能よ

く
此
の
二
章
を
熟
讀
せ
ば
、
當
に
自

お
の
ず
から

其
の
理
を
理り

會か
い

す
べ
し
。
孔
孟
の
所
謂
仁
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と
い
う
者
に
於お

い

て
、
明
白
分ぶ

ん

曉ぎ
ょ
う、

復ま
た

疑
う
べ
き
無
か
ら
ん
。
吾わ

れ
故
に
曰
く
、『
孟
子
の
書
は
、
論
語
の
義ぎ

疏そ

な
り
』
と
。
按あ

ん

ず

る
に
古こ

注ち
ゅ
う

疏そ

に
曰
く
、『
端
は
本も

と

な
り
、
始
め
な
り
』。
四
端
の
心
、
生せ

い

來ら
い

具ぐ

足そ
く

、
猶
其
の
四
體
有
る
が
ご
と
し
。
擴か

く

充じ
ゅ
うと

云い

う

者
は
、
即
ち
之
を
達
す
る
の
謂い

い

な
り
。
便
ち
惻
隱
の
心
を
擴
充
し
て
、
至
ら
ず
と
い
う
所
無
き
、
正
に
是
れ
仁
、
所
謂
四
海
を

保
つ
に
足
る
と
は
、
即
ち
四
端
の
心
を
擴
充
し
て
以
て
仁じ

ん

義ぎ

禮れ
い

智ち

の
徳
を
成
す
を
言
う
。
蓋け

だ

し
仁
義
禮
智
の
徳
に
非あ

ら

ざ
れ
ば
、

則
ち
以
て
四
海
を
保
つ
に
足
ら
ざ
る
を
以
て
な
り
」。

注（
１
（　
『
孟
子
』
離
婁
上
篇
第
十
章

（
２
（　
『
孟
子
』
公
孫
丑
上
篇
第
六
章

（
３
（『
孟
子
』
盡
心
下
篇
第
三
十
一
章

（
口
語
訳
（

問
う
、「
孔
孟
の
い
う
仁
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
か
」。

答
え
、「
仁
と
は
人
道
の
大お

お

本も
と

で
あ
り
、
全
て
の
善
を
総
括
す
る
要か

な
めと

な
る
も
の
で
あ
る
。
人
道
に
仁
義
が
あ
る
の
は
、
天
道

に
陰
陽
が
あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、『
仁
は
人
の
安
ら
か
な
居
場
所
で
あ
る
。
義
は
人
が
行
く
べ
き
正
し
い
道
で
あ

る
』
と
い
う
の
だ
。
仁
義
の
二
つ
は
互
い
に
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
だ
が
、
仁
が
特
に
重
要
で
あ
る
。
だ
か
ら
孔
子
門

下
の
人
々
は
、
仁
を
日
常
茶
飯
の
こ
と
と
し
て
、
敢
え
て
そ
の
意
味
に
疑
問
を
持
つ
者
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、『
論
語
』
と
い

う
書
物
は
、
す
べ
て
仁
を
修
得
す
る
方
法
を
述
べ
て
い
て
、
仁
の
意
味
を
説
明
し
て
は
い
な
い
。
弟
子
た
ち
が
質
問
す
る
内
容

も
、
孔
子
先
生
が
答
え
る
内
容
も
全
て
そ
う
で
あ
る
。
も
し
仁
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、『
孟
子
』
を
入
口
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と
す
べ
き
で
あ
る
。
孟
子
は
、『
惻
隱
の
心
は
仁
の
本
で
あ
る
。
人
に
こ
の
惻
隠
・
羞
悪
、
辞
譲
、
是
非
の
心
が
あ
る
の
は
、
あ

た
か
も
人
に
手
足
が
あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
心
を
拡
大
充
実
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
火
が
燃
え
広
が
り
、

泉
の
水
が
流
れ
出
す
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
れ
ら
が
満
ち
広
が
っ
て
い
け
ば
、
世
界
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
』

と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
、『
人
に
は
皆
気
の
毒
で
見
て
い
ら
れ
な
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
。
こ
の
気
持
ち
を
平
気
で
見
て
い
ら

れ
る
こ
と
に
ま
で
及
ぼ
す
の
が
仁
で
あ
る
』
と
も
言
う
。
君
が
こ
の
『
孟
子
』
の
二
章
を
熟
読
す
れ
ば
、
お
の
ず
と
仁
の
道
理

を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
孔
子
と
孟
子
の
い
う
仁
に
つ
い
て
、
は
っ
き
り
と
意
味
を
理
解
し
、
二
度
と
疑
う
こ

と
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
私
は
、『
孟
子
と
い
う
書
物
は
、
論
語
の
注
釈
書
で
あ
る
』
と
言
う
の
で
あ
る
。
考
え
る
に
、

古
い
注
釈
書
に
、『
端
と
は
本
で
あ
り
、
始
め
で
あ
る
』
と
あ
る
。
四
端
の
心
は
、
人
が
生
ま
れ
つ
き
具
え
て
い
る
も
の
で
、
手

足
が
あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
拡
大
充
実
す
る
と
は
、
そ
れ
を
大
き
く
成
長
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
い
う
の
だ
。
つ
ま
り
、
惻

隠
の
心
を
拡
大
充
実
し
て
、
そ
れ
が
至
ら
な
い
と
こ
ろ
が
な
い
よ
う
な
状
態
が
、
ま
さ
し
く
仁
な
の
で
あ
る
。『
世
界
を
保
つ
こ

と
が
で
き
る
』
と
は
、
四
端
の
心
を
拡
充
し
て
、
仁
義
礼
智
の
徳
を
大
成
す
る
こ
と
を
言
う
。
仁
義
礼
智
の
徳
が
な
け
れ
ば
、

世
界
を
保
つ
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
」。

（
解
説
（

こ
の
章
に
引
か
れ
て
い
る
『
孟
子
』
の
言
葉
は
、
す
べ
て
仁
斎
に
と
っ
て
極
め
て
大
切
な
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
特
に
人
が

皆
持
っ
て
い
る
「
忍
び
ざ
る
心
」
が
、
や
が
て
燃
え
広
が
る
火
の
よ
う
に
、
ま
た
海
に
ま
で
達
す
る
大
河
の
流
れ
の
よ
う
に
世

界
に
広
が
っ
て
い
く
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
仁
斎
が
な
ん
ど
も
繰
り
返
す
根
源
的
な
仁
の
表
象
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
お
そ
ら
く

仁
斎
に
と
っ
て
、『
孟
子
』
と
い
う
書
が
持
っ
た
意
味
は
こ
の
言
葉
に
集
約
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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伊藤仁斎『童子問』を読む（二）165

第
四
十
三
章

問
う
、「
仁
の
成せ

い

徳と
く

、
亦
得
て
之
を
聞
く
べ
し
や
」。
曰い

わ

く
、「
可
な
り
。
慈
愛
の
心
、
渾こ

ん

淪り
ん

通つ
う

徹て
つ

、
内
よ
り
外
に
及
び
、
至
ら

ず
と
い
う
所
無
く
、
達
せ
ず
と
い
う
所
無の

う
し
て
、
一い

ち

毫ご
う

残ざ
ん

忍に
ん

刻こ
く

薄は
く

の
心
無
き
、
正
に
之
を
仁
と
謂い

う
。
此こ

れ

に
存そ

ん

し
て
彼か

れ
に

行
わ
れ
ざ
る
は
、
仁
に
非あ

ら

ず
。
一
人
に
施ほ

ど
こし

て
、
十
人
に
及
ば
ざ
る
は
、
仁
に
非
ず
。
瞬

し
ゅ
ん

息そ
く

に
存
し
、
夢む

寐び

に
通
じ
、
心
、
愛

を
離
れ
ず
、
愛
、
心
に
全ま

っ
たく

、
打
っ
て
一い

っ

片ぺ
ん

と
成
る
、
正
に
是こ

れ
仁
。
故
に
徳
は
人
を
愛
す
る
よ
り
大
な
る
は
莫な

く
、
物
を
忮

そ
こ
な

う
よ
り
不
善
な
る
は
莫
し
。
孔
門
仁
を
以
て
學
問
の
宗そ

う

旨し

と
為す

る
は
、
蓋け

だ

し
此こ

れ
が
爲た

め

な
り
」。

（
口
語
訳
（

問
う
、「
仁
が
完
成
さ
れ
た
徳
と
な
っ
た
と
き
に
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
お
聞
き
し
て
も
い
い
で
し
ょ
う
か
」。

答
え
、「
い
い
だ
ろ
う
。
慈
愛
の
心
が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
深
く
浸
み
わ
た
り
、
内
か
ら
外
に
広
が
り
、
至
ら
な
い
と
こ
ろ
が

な
く
、
達
し
な
い
と
こ
ろ
が
な
く
、
少
し
も
残
忍
酷
薄
な
心
が
な
い
状
態
と
な
る
、
ま
さ
し
く
こ
れ
が
仁
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
ち
ら
で
は
行
う
が
、
あ
ち
ら
で
は
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
と
い
う
も
の
は
仁
で
は
な
い
。
一
人
に
は
与
え
ら
れ
て
も
十

人
に
は
そ
れ
が
及
ば
な
い
な
ど
と
い
う
の
も
仁
で
は
な
い
。
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
時
に
も
あ
り
、
寝
て
い
る
時
に
も
あ
り
、
心
が

愛
を
離
れ
ず
、
愛
が
心
と
ま
っ
た
く
一
つ
に
な
っ
て
し
ま
う
、
ま
さ
に
こ
れ
こ
そ
が
仁
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
徳
は
人
を
愛
す
る

こ
と
よ
り
大
き
な
も
の
は
な
く
、
人
を
傷
つ
け
る
こ
と
よ
り
悪
い
こ
と
は
な
い
。
孔
子
学
派
に
お
い
て
仁
を
学
問
の
根
本
と
す

る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
な
の
で
あ
る
」。
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（
解
説
（

人
を
愛
す
る
と
い
う
心
は
誰
で
も
が
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
仁
の
徳
を
実
現
す
る
の
は
不

可
能
に
近
い
。
そ
れ
は
世
界
の
隅
々
に
ま
で
慈
愛
の
心
が
満
ち
、
残
忍
酷
薄
な
心
が
な
く
な
る
と
い
う
理
想
郷
で
あ
る
。
仁
斎

は
「
解
り
や
す
く
行
い
や
す
い
」
道
を
主
張
す
る
が
、
そ
れ
を
最
後
ま
で
や
り
遂
げ
る
こ
と
は
、
実
は
大
変
に
難
し
い
こ
と
な

の
で
あ
る
。

第
四
十
四
章

問
う
、「
徳
は
人
を
愛
す
る
よ
り
大
な
る
は
莫な

し
。
故
に
孔
門
仁
を
以
て
學
問
の
宗そ

う

旨し

と
爲す

と
。
願ね

が

わ
く
は
其
の
説せ

つ

を
終お

え

よ
。」
曰
く
、「
仁
の
徳
爲た

る
、
豈あ

に

言げ
ん

を
以
て
盡つ

く

し
口
を
以
て
悉つ

く

す
べ
け
ん
や
。
天
下
に
王お

う

た
る
と
き
は
則す

な
わち

天
下
に
及お

よ

び
、
一

國
に
君き

み

た
る
と
き
は
則
ち
一
國
に
及
び
、
一
家
に
主し

ゅ

た
る
と
き
は
則
ち
一
家
に
及
び
、
父
爲た

る
と
き
は
則
ち
其
の
子
に
及
び
、

夫お
っ
と

爲た

る
と
き
は
則
ち
其
の
妻
に
及
び
、
兄あ

に

爲た

る
と
き
は
則
ち
其
の
弟

お
と
う
とに

及
び
、
弟
爲た

る
と
き
は
則
ち
其
の
兄
に
及
ぶ
。
此
れ
を

以
て
身
を
治お

さ

む
る
と
き
は
則
ち
身み

修お
さ

ま
り
、
此こ

れ

を
以
て
事
を
處し

ょ

す
る
と
き
は
則
ち
事こ

と

成な

る
。
我
能よ

く
人
を
愛
す
れ
ば
、
人
亦
我

を
愛
す
。
相あ

い

親し
た

し
み
相あ

い

愛あ
い

す
る
こ
と
、
父ふ

母ぼ

の
親し

た

し
み
の
如
く
、
兄け

い
て
い弟

の
睦む

つ
まじ

き
が
如
く
、
行お

こ
なう

と
し
て
得え

ず
と
い
う
こ
と
無

く
、
事こ

と

と
し
て
成
ら
ず
と
い
う
こ
と
無
し
。
舜し

ゅ
んの

一
年
に
し
て
聚し

ゅ
うを

成
し
、
二
年
に
し
て
邑ゆ

う

を
成
し
、
三
年
に
し
て
都み

や
こを

成
し
、

成せ
い

湯と
う

の
東
面
し
て
征
す
れ
ば
西せ

い

夷い

怨う
ら

み
、
南
面
し
て
征
す
れ
ば
北ほ

く

狄て
き

怨う
ら

む
が
如
き
、
是
れ
仁
の
效こ

う

な
り
。
不ふ

仁じ
ん

者し
ゃ

は
之
れ
に
反

す
。
残
忍
忮し

害が
い

、
衆

し
ゅ
う

叛そ
む

き
親し

ん

離は
な

れ
、
死
亡
に
至
ら
ざ
る
と
き
は
則
ち
止や

ま
ず
。
故
に
仁
と
は
、
道
徳
の
大だ

い

本ほ
ん

、
學
問
の
極
致
、

天
下
の
善
、
此
に
過
ぎ
た
る
は
莫な

し
」。
童
子
の
曰
く
、「
諾だ

く

」。
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伊藤仁斎『童子問』を読む（二）167

（
口
語
訳
（

問
う
、「
徳
は
、
人
を
愛
す
る
こ
と
よ
り
大
き
な
も
の
は
な
い
。
だ
か
ら
孔
子
門
下
で
は
仁
を
学
問
の
根
本
と
す
る
と
お
聞
き

し
ま
し
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
ど
う
か
最
後
ま
で
説
明
し
て
く
だ
さ
い
」。

答
え
、「
仁
と
い
う
徳
は
、
ど
う
し
て
言
葉
や
口
で
説
明
し
尽
く
す
こ
と
な
ど
で
き
よ
う
か
。
仁
の
徳
は
、
天
下
の
王
で
あ
れ

ば
世
界
中
に
及
び
、
一
国
の
君
で
あ
れ
ば
一
国
中
に
及
び
、
一
家
の
主
人
で
あ
れ
ば
一
家
に
及
び
、
父
で
あ
る
時
は
そ
の
子
に

及
び
、
夫
で
あ
る
時
は
妻
に
及
び
、
兄
で
あ
る
時
は
弟
に
及
び
、
弟
で
あ
る
時
は
兄
に
及
ぶ
。
仁
を
以
て
身
を
治
め
る
時
は
、

そ
の
身
は
正
し
く
整
う
。
仁
に
よ
っ
て
事
に
対
処
す
れ
ば
、
事
は
成
就
す
る
。
自
分
が
よ
く
人
を
愛
す
れ
ば
、
人
も
ま
た
自
分

を
愛
し
て
く
れ
る
。
互
い
に
親
し
み
愛
す
る
こ
と
が
、
父
母
の
よ
う
に
仲
睦
じ
く
、
兄
弟
の
よ
う
に
仲
良
く
あ
れ
ば
、
行
な
っ

て
で
き
な
い
こ
と
は
な
く
、
事
が
成
ら
な
い
こ
と
は
な
い
。
舜
が
一
年
で
村
を
作
り
、
二
年
で
町
を
作
り
、
三
年
で
都
を
作
り
、

名
君
た
る
湯
王
が
東
方
を
征
服
す
れ
ば
西
の
民
が
恨
め
し
く
思
い
、
南
方
を
征
服
す
れ
ば
北
の
民
が
羨
ま
し
く
思
う
の
は
、
仁

の
効
用
で
あ
る
。
不
仁
者
は
こ
の
反
対
で
あ
る
。
残
忍
で
人
を
損
な
い
、
大
衆
は
背
き
、
肉
親
は
離
れ
、
死
に
至
る
ま
で
止
む

こ
と
が
な
い
。
だ
か
ら
仁
と
は
、
道
徳
の
大
本
で
あ
り
、
学
問
の
極
致
で
あ
り
、
天
下
の
善
で
こ
れ
に
勝
る
も
の
は
な
い
の
だ
」。

初
学
者
は
「
解
り
ま
し
た
」
と
言
っ
た
。

第
四
十
五
章

問
う
、「
仁
は
畢ひ

っ

竟き
ょ
う

愛
に
止と

ど

ま
る
か
」。
曰
く
、「
畢
竟
愛
に
止
ま
る
。
愛
は
實じ

つ

徳と
く

な
り
。
愛
に
非あ

ら

ざ
る
と
き
は
則す

な
わち

以
て
其
の

徳
を
見
る
こ
と
無
し
。
苟い

や

し
く
も
一い

ち

豪ご
う

残ざ
ん

忍に
ん

刻こ
く

薄は
く

忮し

害が
い

の
心
有
る
と
き
は
、
則
ち
仁
爲た

る
こ
と
を
得
ず
。
故
に
學が

く

仁じ
ん

に
至い

た

っ
て
、

便す
な
わち

實
徳
爲た

り
、
種し

ゅ

種じ
ゅ

の
善
行
、
皆
其
の
推す

い

な
り
。
仁
の
徳
、
其
の
餘よ

波は

博ひ
ろ

い
か
な
」。
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（
口
語
訳
（

問
う
、「
結
局
の
と
こ
ろ
仁
は
愛
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
の
で
し
ょ
う
か
」。

答
え
、「
そ
う
だ
愛
に
尽
き
る
の
だ
。
愛
は
実
体
の
あ
る
徳
で
あ
る
。
愛
が
無
け
れ
ば
、
仁
と
い
う
徳
を
見
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
も
し
わ
ず
か
で
も
残
忍
酷
薄
で
人
を
傷
つ
け
る
心
が
あ
る
と
き
に
は
、
仁
で
あ
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
学

問
は
仁
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
実
体
の
あ
る
徳
と
な
る
の
で
あ
る
。
様
々
な
善
行
は
す
べ
て
そ
の
仁
が
広
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。

仁
の
徳
は
ま
こ
と
に
そ
の
影
響
が
大
き
い
も
の
だ
」。

（
解
説
（

「
仁
は
畢
竟
愛
に
止
ま
る
」
と
い
う
言
葉
に
込
め
ら
れ
た
仁
斎
の
思
い
は
、
そ
れ
が
朱
子
の
「
仁
は
愛
の
理
、
心
の
徳
」
と
い

う
言
葉
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
初
め
て
理
解
で
き
る
。
仁
を
性
と
し
、
愛
を
情
と
す
る
朱
子
に
と
っ

て
、
愛
と
は
そ
の
本
体
で
あ
る
仁
と
い
う
性
（
す
な
わ
ち
理
（
が
発
現
し
て
、
目
に
見
え
る
愛
と
い
う
情
に
な
っ
た
も
の
で
あ

っ
て
、
仁
と
愛
は
本
体
と
作
用
の
関
係
に
あ
る
。
ゆ
え
に
「
仁
は
愛
の
理
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
仁
は
畢
竟
愛
に
止
ま
る
」
と
い
う
仁
斎
の
言
葉
に
は
、
愛
と
い
う
も
の
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
止
め
て
、
そ
れ
以
上
そ
の
存
在

の
根
拠
や
原
因
な
ど
を
考
え
て
は
い
け
な
い
と
い
う
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
「
愛
に
止
ま
る
」
と
い
う
の
で
あ

る
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
「
仁
」
と
「
愛
」
と
い
う
異
な
る
言
葉
が
あ
る
の
か
。
そ
し
て
仁
と
愛
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な

も
の
な
の
か
。
そ
れ
が
次
章
の
問
題
で
あ
る
。
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伊藤仁斎『童子問』を読む（二）169

第
四
十
六
章　

問
う
、「
孔
孟
仁
を
論
ず
る
、
愛
の
字
と
相あ

い

干か
ん

渉し
ょ
うせ

ざ
る
者
有
る
に
似
た
り
。
如い

か

何ん

」。
曰
く
、「
一い

ち

愛あ
い

の
到
る
所
、
衆
善
自

お
の
ず
から

生し
ょ
うず

。
故
に
曰
く
、『

（
１
（惻そ
く

隠い
ん

の
心
は
、
仁
の
端た

ん

な
り
』。
猶な

お

原げ
ん

泉せ
ん

の
混こ

ん

混こ
ん

た
る
、
洄か

い

爲た

り
洑ふ

く

爲た

り
、
淵え

ん

爲
り
湍た

ん

爲
り
、
奇
態
萬ば

ん

千せ
ん

、

名
狀
す
べ
か
ら
ず
と
雖い

え

ど
も
、
皆
一い

っ

水す
い

の
流

り
ゅ
う

派は

な
る
が
ご
と
し
。
蓋け

だ

し
仁じ

ん

者し
ゃ

は
愛
を
以
て
心
と
爲す

。
故
に
其
の
心
自

お
の
ず
から

平
な
り
。

其
の
心
自

お
の
ず
から

平
な
り
。
故
に
寛か

ん

裕ゆ
う

に
し
て
物
を
容い

る
。
寛
裕
に
し
て
物
を
容
る
。
故
に
從

し
ょ
う

容よ
う

と
し
て
迫せ

ま
ら
ず
。
從
容
と
し
て

迫せ

ま
ら
ず
。
故
に
樂た

の

し
ん
で
憂う

れ

え
ず
。
樂
し
ん
で
憂
え
ず
。
故
に
泰
然
と
し
て
自

お
の
ず
から

安
し
。
泰
然
と
し
て
自

お
の
ず
から

安
き
と
き
は
、

則す
な
わち

施
す
と
し
て
可か

な
ら
ず
と
い
う
こ
と
無
く
、
行お

こ
なう

と
し
て
得
ず
と
い
う
こ
と
無
し
。
此
れ
仁じ

ん

道ど
う

脈み
ゃ
く

絡ら
く

相あ
い

因よ

る
の
序じ

ょ

、
一
徳

を
以
て
之
を
名な

づ
く
べ
か
ら
ず
。
不ふ

仁じ
ん

者し
ゃ

は
之
れ
に
反は

ん

す
。
夫
子
諸し

ょ

弟て
い

子し

に
答こ

た

う
る
を
觀み

る
に
、
孝
を
問
え
ば
便す

な
わち

孝
の
道
を

以
て
之こ

れ
に
答
え
、
智
を
問
え
ば
便す

な
わち

智
の
方ほ

う

を
以
て
之こ

れ
に
答
う
。
仁
を
論
じ
及
び
仁
を
問
う
に
答
う
る
に
至い

た

っ
て
は
、
特と

く

に
仁じ

ん

者し
ゃ

の
模も

様よ
う

を
擧あ

げ
て
之こ

れ
に
告つ

ぐ
。
所い

わ
ゆ
る謂

仁
（
２
（者

は
己お

の

れ
立
た
ん
と
欲ほ

っ

し
て
人
を
立
つ
、
及
び
仁

（
３
（者

は
難な

ん

を
先さ

き

に
し
て
獲か

く

を

後あ
と

に
す
と
、
是
れ
の
み
。
蓋け

だ

し
仁
の
成せ

い

徳と
く

、
一
徳
を
以
て
之
を
盡つ

く
す
べ
か
ら
ざ
る
を
以
て
な
り
。
孟
子
惻そ

く

隠い
ん

の
心
を
以
て
、

仁
の
端た

ん

と
爲す

。
而し

か

し
て
又
曰い

わ

く
、『
人

（
４
（皆

忍し
の

び
ざ
る
所
有
り
。
之
を
其
の
忍し

の

ぶ
所
に
達
す
る
は
、
仁
な
り
』。
又
曰
く
、『
人

（
５
（を

害

せ
ん
と
欲ほ

っ

す
る
こ
と
無
き
の
心
を
充み

て
て
、
仁
勝あ

げ
て
用も

ち

ゆ
べ
か
ら
ず
』
と
。
此
れ
孟
子
仁
を
論
ず
る
の
本ほ

ん

旨し

な
り
。
仁

（
６
（者

は

射い

る
が
如
き
等な

ど

の
語
、
愛
の
字
と
干か

ん

渉し
ょ
うせ

ざ
る
者
の
如
し
と
雖い

え

ど
も
、
然し

か

れ
ど
も
立り

つ

言げ
ん

の
本
旨
を
推お

し
究き

わ

む
る
と
き
は
、
則
ち

皆
愛
を
以
て
本も

と

と
爲せ

ず
と
い
う
こ
と
莫な

し
。
苟い

や

し
く
も
孔
孟
の
語
を
以
て
参ま

じ

え
考
え
併あ

わ

せ
照て

ら

す
と
き
は
、
則す

な
わち

知し

ん
ぬ
べ
し
。

向さ

き
に
論

（
７
（語

の
字じ

面め
ん

を
以
て
之
を
解
す
べ
か
ら
ず
と
謂い

う
者
は
、
正
に
此
れ
が
爲た

め
な
り
」。
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注（
１
（　
『
孟
子
』
公
孫
丑
上
篇
第
六
章
、
観
の
上
第
四
十
二
章
参
照

（
２
（　
『
論
語
』
雍
也
篇
第
二
八
章

（
３
（　
『
論
語
』
雍
也
篇
第
二
十
章

（
４
・５
（　
『
孟
子
』
盡
心
下
篇
第
三
一
章

（
６
（　
『
孟
子
』
公
孫
丑
上
篇
第
七
章

（
７
（　
『
童
子
問
』
巻
の
上
第
七
章
参
照

（
口
語
訳
（

問
う
、「
孔
子
と
孟
子
が
仁
を
論
じ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
愛
の
字
と
特
に
関
係
が
な
い
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
が
、
こ
の
点

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
」。

答
え
、「
一
つ
の
愛
が
行
き
渡
っ
た
と
こ
ろ
に
は
、
多
く
の
善
が
自
然
と
生
じ
る
。
だ
か
ら
、『
惻
隠
の
心
は
仁
の
端
本
で
あ

る
』
と
い
う
の
だ
。
ち
ょ
う
ど
水
源
の
水
が
昏
々
と
湧
き
出
し
て
、
逆
巻
い
た
り
、
伏
流
と
な
っ
た
り
、
淵
や
早
瀬
と
な
っ
た

り
、
そ
の
め
ず
ら
し
い
姿
態
が
千
変
万
化
す
る
有
様
は
、
言
葉
で
は
言
い
表
せ
な
い
け
れ
ど
も
、
全
て
同
じ
水
の
流
れ
で
あ
る

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
思
う
に
仁
者
は
愛
が
心
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
そ
の
心
は
自
然
と
穏
や
か
で
あ
る
の
だ
。

心
が
自
然
と
穏
や
か
で
あ
る
か
ら
、
心
が
広
く
寛
容
で
包
容
力
が
あ
る
。
心
が
広
く
寛
容
で
包
容
力
が
あ
る
か
ら
、
ゆ
っ
た
り

と
し
て
こ
せ
こ
せ
し
な
い
。
ゆ
っ
た
り
と
し
て
こ
せ
こ
せ
し
な
い
か
ら
、
楽
し
ん
で
憂
え
る
こ
と
が
な
い
。
楽
し
ん
で
憂
え
る

こ
と
が
な
い
か
ら
、
ど
っ
し
り
と
落
ち
着
い
て
安
ら
い
で
い
る
。
ど
っ
し
り
と
落
ち
着
い
て
安
ら
い
で
い
れ
ば
、
何
を
行
っ
て

も
出
来
な
い
こ
と
は
な
く
、
失
敗
す
る
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
が
仁
と
道
が
脈
々
と
互
い
に
繋
が
り
進
ん
で
い
く
順
序
で
あ
る
。
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伊藤仁斎『童子問』を読む（二）171

一
つ
の
徳
を
以
て
名
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
不
仁
者
は
こ
れ
に
反
し
て
い
る
。
孔
先
生
が
多
く
の
弟
子
た
ち
に
答
え
た

の
を
見
る
と
、
孝
に
つ
い
て
質
問
す
れ
ば
孝
の
道
に
つ
い
て
答
え
、
智
に
つ
い
て
質
問
す
る
と
智
の
方
法
に
つ
い
て
答
え
る
。

仁
を
論
じ
た
り
、
仁
に
つ
い
て
の
質
問
に
答
え
る
場
合
に
は
、
た
だ
仁
者
の
有
様
を
例
示
し
て
答
え
る
。『
論
語
』
に
い
う
と
こ

ろ
の
『
仁
者
と
い
わ
れ
る
人
は
自
分
が
立
ち
た
い
と
思
え
ば
先
ず
他
の
人
を
立
た
せ
る
』、
あ
る
い
は
『
仁
者
は
難
し
い
こ
と
を

先
に
し
て
収
穫
を
後
に
す
る
』
な
ど
、
こ
れ
で
あ
る
。
思
う
に
、
仁
と
い
う
完
成
し
た
徳
は
、
一
つ
の
徳
を
挙
げ
て
言
い
尽
く

せ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
孟
子
は
惻
隠
の
心
を
仁
の
端
本
と
し
た
。
そ
う
し
て
ま
た
こ
う
も
言
っ
て
い
る
、『
人
に
は

皆
気
の
毒
で
見
て
い
ら
れ
な
い
気
持
ち
が
あ
る
。
こ
の
気
持
ち
を
平
気
で
見
て
い
ら
れ
る
こ
と
に
ま
で
拡
げ
て
い
っ
た
の
が
、

仁
で
あ
る
』
と
。
ま
た
、『
人
を
傷
つ
け
よ
う
と
思
わ
な
い
心
を
拡
充
し
て
い
け
ば
、
仁
が
あ
ふ
れ
て
使
い
切
る
こ
と
が
で
き
な

い
ほ
ど
に
な
る
』
と
も
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
孟
子
が
仁
に
つ
い
て
論
じ
る
本
来
の
趣
旨
で
あ
る
。『
仁
者
は
弓
を
射
る
人
の
様

だ
』
と
い
う
よ
う
な
言
葉
は
愛
の
字
と
関
係
が
な
さ
そ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
そ
の
言
葉
の
本
来
の
趣
旨
を
推
し

測
れ
ば
、
皆
愛
が
本
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
は
な
い
。
も
し
孔
子
と
孟
子
の
言
葉
を
照
し
合
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
、
き
っ
と
理

解
で
き
る
だ
ろ
う
。
以
前
に
『
論
語
の
字
面
だ
け
を
見
て
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
』
と
言
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
為
で
あ
る
。

（
解
説
（

孔
子
や
孟
子
が
「
仁
」
を
「
愛
」
と
い
う
言
葉
で
も
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
な
い
。
仁
斎
が
度
々
指
摘
す
る
よ
う
に
、
孔
子

の
教
え
は
常
に
具
体
的
な
方
法
や
例
証
を
も
っ
て
弟
子
た
ち
に
示
さ
れ
、
け
っ
し
て
抽
象
的
な
言
葉
に
よ
る
説
明
で
は
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。『
論
語
』
の
言
葉
は
、
あ
る
歴
史
的
状
況
の
中
で
、
特
定
の
弟
子
に
向
か
っ
て
、
具
体
的
な
指
針
を
示
す
言
葉

で
あ
っ
て
、「
仁
」
と
は
何
か
、「
義
」
と
は
何
か
、
と
い
う
よ
う
な
一
般
的
概
念
を
説
明
す
る
よ
う
な
言
葉
で
は
な
い
。
こ
の

08@_【日文研】紀要22_宮川康子、中谷仁美、辻本伊織_135-198.indd   171 17/03/25   10:17



172

こ
と
を
仁
斎
は
よ
く
考
え
抜
い
て
い
た
。「
仁
は
愛
に
尽
き
る
」
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
仁
＝
愛
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
も
の
で
は
な
い
。

だ
か
ら
仁
斎
は
「
論
語
の
字
面
だ
け
を
み
て
」
は
い
け
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
仁
斎
に
と
っ
て
、
仁
と
は
愛
か
ら
溢
れ
出

る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
千
変
万
化
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
と
る
と
は
い
え
、
す
べ
て
が
愛
か
ら
流
れ
出
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

第
四
十
七
章　

問
う
、「

（
１
（管か
ん

仲ち
ゅ
うは

覇は

者し
ゃ

の
臣
な
り
。
故
に
孟
子
其そ

の
王お

う

道ど
う

を
知
ら
ざ
る
を
譏そ

し

る
。
而し

か

る
に
夫
子
其
の
仁
を
許
す
者
は
、
何
ぞ

や
」。
曰
く
、「
仁
の
成せ

い

徳と
く

、
其
の
利り

澤た
く

恩お
ん

恵け
い

、
遠
く
天
下
後
世
に
被こ

う
むる

に
足た

っ
て
極き

わ

ま
れ
り
。

（
２
（堯ぎ
ょ
う

典て
ん

に
曰
く
、『
四し

表ひ
ょ
うに

光あ
ら
われ

被お
よ

び
、
上

し
ょ
う

下か

に
格い

た

る
』
と
。
堯ぎ

ょ
うの

仁
な
り
。
詩
に
曰
く
、『（

３
（於あ

戯あ

前ぜ
ん

王の
う

忘
ら
れ
ず
』
と
。
文ぶ

ん

武ぶ

の
仁
な
り
。
管
仲
の
志

こ
こ
ろ
ざ
しの

才さ
い

の
若ご

と

き
、
甚は

な
はだ

大だ
い

な
り
。
其
の
志
區く

區く

た
る
政
事
を
修お

さ

め
齊せ

い

國こ
く

を
善
く
す
る
の
間あ

い
だに

在あ

ら
ず
し
て
、
將ま

さ

に
以
て
頽た

い

綱こ
う

を
振ふ

る

い
、
生せ

い

民み
ん

を
拯す

く

う
て
、
利り

澤た
く

を
後こ

う

世せ
い

に
貽の

こ

さ
ん
と
す
。
其
の
才さ

い

も
亦
之
に
稱か

な

え
り
。
故
に
夫
子
の
曰
く
、『

（
４
（管か
ん

仲ち
ゅ
う

桓か
ん

公こ
う

を
相た

す

け
て
諸
侯
に
覇は

た
ら
し
む
。
一
た
び
天
下
を
匡た

だ

す
。
民
今
に
至
る
ま
で
、
其
の
賜

た
ま
も
のを

受
く
。
管
仲
微な

か
っ
せ
ば
、
吾
れ
其
れ
髪
を
被こ

う

ぶ
り
衽え

り

を

左
に
せ
ん
』。
又
曰
く
、『

（
５
（桓か
ん

公こ
う

諸
侯
を
九た

だ

し
合あ

わ

す
る
に
、
兵
車
を
以
て
せ
ざ
る
は
、
管か

ん

仲ち
ゅ
うの

力
な
り
。
其
の
仁
に
如し

か
ん
や
、

其
の
仁
に
如
か
ん
や
』
と
。
集し

っ

註ち
ゅ
う

謂お
も
ええ

ら
く
未い

ま

だ
仁じ

ん

人じ
ん

爲た

ら
ず
し
て
仁
の
功こ

う

有
り
と
。
其
の
意
蓋け

だ

し
此こ

れ

を
以
て
仁
と
爲せ

ず
し
て
、

徒い
た
ずら

に
仁
の
功
有
り
と
爲す

。
然し

か

れ
ど
も
子し

路ろ

の
曰
く
、『
未い

ま

だ
仁
な
ら
ず
や
』。
子し

貢こ
う

の
曰
く
、『
管か

ん

仲ち
ゅ
う

仁じ
ん

者し
ゃ

に
非あ

ら

ざ
る
か
』。
夫

子
一い

つ

は
答こ

た

う
る
に
其
の
仁
に
如し

か
ん
や
、
其
の
仁
の
如し

か
ん
や
と
い
う
を
以
て
し
、
一い

つ

は
答こ

た

う
る
に
民た

み

今
に
至
る
ま
で
其

そ
の
た
ま
も
の

賜
を

受
く
と
い
う
を
以
て
す
。
是
れ
直
ち
に
仁
を
以
て
之
を
許ゆ

る
す
。
子し

當ま
さ

に
意
を
以
て
理り

會か
い

す
べ
し
」。

08@_【日文研】紀要22_宮川康子、中谷仁美、辻本伊織_135-198.indd   172 17/03/25   10:17



伊藤仁斎『童子問』を読む（二）173

注（
１
（　

春
秋
時
代
の
斉
の
宰
相
。
桓
公
は
そ
の
力
に
よ
っ
て
覇
者
と
な
っ
た
。

（
２
（　
『
書
経
』
堯
典

（
３
（　
『
詩
経
』
周
頌
烈
文
篇

（
４
（　
『
論
語
』
憲
問
篇
第
十
八
章

（
５
（　
『
論
語
』
憲
問
篇
第
十
七
章　
　

（
口
語
訳
（

問
う
、「
管
仲
は
覇
者
の
家
臣
で
し
た
。
だ
か
ら
孟
子
は
彼
が
王
道
を
知
ら
な
い
と
非
難
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
孔
先
生

が
彼
が
仁
者
だ
と
認
め
ら
れ
た
の
は
、
ど
う
し
て
で
し
ょ
う
か
」。

答
え
、「
仁
の
完
成
さ
れ
た
徳
は
、
そ
の
利
益
恩
恵
が
世
界
中
に
、
ま
た
後
世
に
も
及
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
極
ま
る
。『
書
経
』

堯
典
に
『
四
海
の
外
に
ま
で
輝
き
わ
た
り
、
天
地
の
間
に
満
ち
あ
ふ
れ
る
』
と
あ
る
。
こ
れ
が
堯
の
仁
と
い
う
も
の
だ
。『
詩

経
』
に
は
『
あ
あ
前
王
が
忘
れ
ら
れ
な
い
』
と
あ
る
。
こ
れ
は
文
王
、
武
王
の
仁
で
あ
る
。
管
仲
の
志
と
才
能
は
非
常
に
大
き

い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
志
は
、
こ
ま
ご
ま
と
し
た
政
治
的
実
務
に
勤
め
、
斉
の
国
を
善
く
す
る
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ

る
の
で
は
な
く
、
崩
れ
た
世
の
秩
序
を
建
て
直
し
、
人
民
を
救
済
し
て
そ
の
利
益
・
恩
恵
を
後
の
世
ま
で
も
残
そ
う
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
彼
の
才
能
も
ま
た
こ
の
こ
と
を
行
う
の
に
十
分
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
孔
先
生
は
『
管
仲
は
桓
公
を
助
け
て
諸

侯
の
覇
者
と
し
、
い
っ
た
ん
天
下
の
秩
序
を
正
し
た
。
人
民
は
今
に
至
る
ま
で
そ
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
。
も
し
管
仲
が
い
な

け
れ
ば
、
私
は
蛮
族
の
よ
う
に
髪
を
結
う
こ
と
も
せ
ず
、
着
物
の
襟
も
左
前
に
し
て
い
た
だ
ろ
う
』
と
言
わ
れ
、
ま
た
『
桓
公

が
諸
侯
を
糾
合
し
た
と
き
、
兵
力
を
用
い
ず
に
や
れ
た
の
は
管
仲
の
お
か
げ
で
あ
っ
た
。
そ
の
仁
に
勝
る
も
の
は
な
い
』
と
言
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わ
れ
た
。
朱
熹
『
集
註
』
に
は
、
管
仲
は
仁
者
で
は
な
い
が
、
結
果
と
し
て
仁
の
よ
う
な
功
績
を
あ
げ
た
の
だ
、
と
あ
る
。
そ

の
意
味
は
お
そ
ら
く
、
管
仲
の
働
き
を
仁
と
は
せ
ず
、
た
だ
単
に
結
果
と
し
て
仁
の
よ
う
な
効
果
を
あ
げ
た
に
す
ぎ
な
い
と
言

い
た
い
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
子
路
の
『
こ
れ
は
仁
と
は
い
え
な
い
で
し
ょ
う
ね
』
と
い
う
問
い
や
、
子
貢
の
『
管
仲
は

仁
者
で
は
な
い
で
し
ょ
う
ね
』
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
孔
先
生
は
子
路
に
は
『
管
仲
の
仁
に
勝
る
も
の
は
な
い
』
と
答
え
、

子
貢
に
は
『
人
民
は
今
に
至
る
ま
で
そ
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
』
と
答
え
て
い
る
。
こ
れ
は
は
っ
き
り
仁
で
あ
る
と
認
め
て
い

る
の
で
あ
る
。
君
は
こ
の
意
味
を
よ
く
考
え
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
」。

（
解
説
（

管
仲
に
仁
を
許
し
た
こ
と
が
問
題
に
な
る
の
は
、
管
仲
は
初
め
公こ

う

子し

糾き
ゅ
うに

仕
え
て
い
た
が
桓
公
が
子
糺
を
殺
し
た
と
き
、
と

も
に
死
な
ず
に
桓
公
に
仕
え
た
か
ら
で
あ
る
。
桓
公
は
子
糺
の
弟
で
あ
り
、
弟
と
し
て
兄
を
殺
す
こ
と
は
罪
で
あ
る
。
そ
の
桓

公
に
仕
え
た
管
仲
も
不
義
を
犯
し
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
朱
子
が
管
仲
を
仁
者
と
認
め
な
か
っ
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。

し
か
し
孔
子
は
敢
え
て
、
管
仲
の
仁
を
讃
え
た
。
こ
こ
に
引
用
さ
れ
た
部
分
に
続
い
て
、
孔
子
は
「
名
も
な
い
男
女
が
義
理

立
て
を
し
て
首
を
括
っ
て
自
殺
し
、
溝
に
捨
て
ら
れ
て
誰
に
も
知
ら
れ
ず
に
終
わ
る
よ
う
な
こ
と
を
、
ど
う
し
て
で
き
よ
う
か
」

と
い
っ
て
い
る
。
主
君
に
義
理
を
尽
く
し
て
命
を
絶
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
で
終
わ
り
で
あ
る
。
管
仲
は
命
を
惜
し
ん
で
い
る
と

い
う
批
判
を
甘
ん
じ
て
受
け
、
桓
公
を
補
佐
し
て
天
下
の
秩
序
を
取
り
戻
し
、
人
民
を
救
う
と
い
う
志
を
果
た
し
た
。
だ
か
ら

孔
子
は
、
主
君
に
殉
じ
な
か
っ
た
な
ど
と
い
う
こ
と
を
問
題
と
せ
ず
、
諸
侯
を
会
盟
さ
せ
た
功
績
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
仁
徳

を
讃
え
た
の
だ
と
仁
斎
は
い
う
。

08@_【日文研】紀要22_宮川康子、中谷仁美、辻本伊織_135-198.indd   174 17/03/25   10:17



伊藤仁斎『童子問』を読む（二）175

第
四
十
八
章

問
う
、「
夫
子
何
ぞ
仁
を
以
て
子し

路ろ

・
冉ぜ

ん

有ゆ
う

・
公こ

う

西せ
い

華か

に
許
さ
ざ
る
」。
曰
く
、「
慈じ

愛あ
い

惻そ
く

怛だ
つ

の
心
、
頃け

い

刻こ
く

も
離
れ
ず
、
一い

ち

豪ご
う

残ざ
ん

忍に
ん

刻こ
く

薄は
く

の
心
無
き
、
正
に
是こ

れ

仁
。
三さ

ん

子し

は
高こ

う
だ
い第

の
弟て

い

子し

と
雖い

え

ど
も
、
然し

か

れ
ど
も
其
の
始し

終じ
ゅ
う

變
ぜ
ざ
る
こ
と
を
保た

も

ち
難
し
。
此
れ

夫
子
の
仁
を
許ゆ

る
さ
ざ
る
所ゆ

え
ん以

な
り
」。

（
口
語
訳
（

問
う
、「
孔
先
生
は
ど
う
し
て
子
路
・
冉
有
・
公
西
華
を
仁
と
認
め
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
」。

答
え
、「
慈
愛
の
心
や
人
を
い
た
み
悲
し
む
心
が
僅
か
な
時
間
も
離
れ
る
こ
と
な
く
、
ほ
ん
の
少
し
も
残
忍
で
薄
情
な
心
が
な

い
状
態
、
こ
れ
こ
そ
が
仁
で
あ
る
。
三
人
は
高
弟
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
常
に
変
わ
り
な
く
こ
の
よ
う
な
状
態
を
保
つ
こ
と

は
難
し
い
。
そ
れ
が
孔
子
先
生
が
仁
と
認
め
な
か
っ
た
理
由
で
あ
る
」。

（
解
説
（

『
論
語
』
公
冶
長
篇
第
七
章
で
、
孟も

う

武ぶ

伯は
く

が
子
路
・
冉
有
・
公
西
華
に
つ
い
て
仁
者
と
い
っ
て
よ
い
か
と
問
う
た
の
に
対
し
、

孔
子
は
「
仁
で
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
」
と
答
え
て
い
る
。『
論
語
古
義
』
で
は
、
仁
者
と
な
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
と
し

て
も
、
子
路
は
大
国
の
将
軍
と
な
る
才
を
備
え
、
冉
有
は
大
き
な
町
の
長
と
な
る
才
を
備
え
、
公
西
華
は
朝
廷
で
客
人
に
対
応

す
る
才
を
備
え
て
い
る
。
そ
の
才
を
ど
の
よ
う
に
生
か
し
て
大
き
な
徳
を
実
現
し
て
い
く
か
が
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
古

人
の
学
問
の
あ
り
方
な
の
だ
と
仁
斎
は
い
う
。
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第
四
十
九
章

問
う
、「
管か

ん

仲ち
ゅ
う

何
を
以
て
か
王お

う

佐さ

の
才
爲た

る
こ
と
を
得
ざ
る
」。
曰
く
、「
志

こ
こ
ろ
ざ
し有

り
才さ

い

有
り
學が

く

有あ

っ
て
、
而し

か

る
後の

ち

以
て
王お

う

道ど
う

を
行

お
こ
な

う
べ
し
。
其
の
志
無
き
と
き
は
、
則す

な
わち

天
下
を
以
て
己お

の

が
任に

ん

と
爲す

る
こ
と
能あ

た

わ
ず
。
其
の
才
無
き
と
き
は
、
則
ち
大だ

い

事じ

を
斡あ

っ

旋せ
ん

す
る
こ
と
能あ

た

わ
ず
。
其
の
學
無
き
と
き
は
、
則
ち
其
の
志
有
り
其
の
才
有
り
と
雖い

え

ど
も
、
然し

か

れ
ど
も
區く

區く

た
る
功こ

う

利り

の
間あ

い
だに

在あ

っ
て
、
大だ

い

道ど
う

を
済な

す
こ
と
能あ

た

わ
ず
。
此
れ
管
仲
が
管
仲
爲た

る
に
止と

ど

ま
る
所ゆ

え
ん以

な
り
。
若
し
管
仲
を
し
て
湯と

う

武ぶ

の
道
を
知
ら
し
め

ば
、
便す

な
わち

是こ

れ（
１
（伊い

呂り
ょ

の
儔た

ぐ
いな

り
。
予
嘗か

つ

て（
２
（魯ろ

斎さ
い

先
生
の
心し

ん

法ぽ
う

を
序じ

ょ

し
て
曰
く
、『
實じ

つ

學が
く

有
っ
て
、
而し

か

る
後の

ち

實じ
つ

徳と
く

有
り
。
實
徳
有
る

と
き
は
、
則
ち
實じ

つ

材ざ
い

隨し
た
がう

』
と
、
是こ

れ

な
り
。
管
仲
は
材さ

い

有
り
と
雖い

え

ど
も
實じ

つ

材ざ
い

と
爲す

る
に
足た

ら
ざ
る
者も

の

は
、
其
の
學
無な

き
が
爲た

め

な
り
」。

注（
１
（�　

伊
尹
と
呂
尚
。
伊
尹
は
湯
王
を
補
佐
し
て
商
王
朝
の
建
国
に
功
績
が
あ
り
、
呂
尚
は
、
太
公
望
と
称
さ
れ
、
周
王
朝
の
建
国
に
功
績

が
あ
っ
た
。

（
２
（　

許
衡
。
元
の
世
祖
に
仕
え
る
。
文
集
、
心
法
一
巻
が
あ
る
。

（
口
語
訳
（

問
う
、「
管
仲
は
ど
う
し
て
帝
王
を
補
佐
す
る
地
位
に
つ
け
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
」。

答
え
、「
志
が
あ
り
、
才
能
が
あ
り
、
学
問
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
王
道
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
志
が
な
い
と
き
に
は
天
下
を

治
め
る
こ
と
を
自
分
の
任
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
才
能
が
な
い
と
き
に
は
大
事
業
を
手
が
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
学
問
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が
な
い
と
き
は
、
志
が
あ
り
才
能
が
あ
る
と
し
て
も
わ
ず
か
な
功
績
や
利
益
を
得
る
こ
と
に
の
み
止
ま
っ
て
、
大
き
な
道
を
成

し
遂
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
が
管
仲
が
結
局
、
管
仲
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
理
由
で
あ
る
。
も
し
管
仲
に
湯
王
や
武
王

の
道
を
学
ば
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
伊
尹
や
呂
尚
の
域
に
達
し
た
で
あ
ろ
う
。
私
は
か
つ
て
『
魯
斎
先
生
心
法
』
の
序
文
を

書
い
て
、『
実
際
に
行
え
る
学
問
が
あ
っ
て
こ
そ
、
そ
こ
に
実
体
の
あ
る
徳
が
存
在
す
る
。
実
体
の
あ
る
徳
が
存
在
す
れ
ば
実
効

の
あ
る
才
能
が
自
然
に
従
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
』
と
記
し
た
。
管
仲
に
は
才
能
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
実
効
の
あ
る
才
能
と
な

ら
な
か
っ
た
の
は
学
問
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
」。

（
解
説
（

仁
斎
が
管
仲
に
学
問
が
な
い
と
い
う
の
は
、
管
仲
の
思
想
が
法
家
や
道
家
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
孔
孟
の
道

を
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

魯
齋
（
許
衡
（
は
、
仁
斎
が
最
も
心
服
し
た
学
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。
朱
子
学
を
信
奉
し
た
が
、
理
論
よ
り
も
実
行
を
重
ん

じ
る
な
ど
、
仁
斎
の
思
想
と
通
ず
る
も
の
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
初
め
仁
斎
は
朝
鮮
本
を
入
手
し
、
こ
れ
に
訓
点
を
施
し
て
刊

行
し
よ
う
と
し
た
が
、
延
宝
元
年
の
大
火
に
消
失
し
、
元
禄
四
年
に
再
校
刊
し
て
い
る
。

第
五
十
章　

問
う
、「
令れ

い

尹い
ん

子し

文ぶ
ん

・
陳ち

ん

文ぶ
ん

子し

、
何
を
以
て
か
仁
を
許
さ
ざ
る
」。
曰
く
、「
二に

子し

若も

し
管か

ん

仲ち
ゅ
うが

志
こ
こ
ろ
ざ
しと

才さ
い

と
有
ら
ば
、
亦
當ま

さ

に
其

の
仁
を
稱し

ょ
うす

べ
し
。
子
文
は
身
の
爲た

め

に
謀は

か

ら
ず
、
人
に
告
ぐ
る
に
忠ち

ゅ
うを

以
て
す
。
文
子
は
能よ

く
其
の
身
を
潔き

よ

う
し
て
去
る
。
皆

觀み

つ
べ
き
に
足
れ
り
。
然し

か

れ
ど
も
利り

澤た
く

物も
の

に
及
ぶ
の
功こ

う

無
し
。
此
れ
其
の
忠ち

ゅ
うと

清せ
い

と
に
止と

ど

ま
る
所ゆ

え
ん以

な
り
」。
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（
口
語
訳
（

問
う
、「
令
尹
子
文
・
陳
文
子
に
つ
い
て
は
ど
う
い
う
理
由
で
仁
と
認
め
な
い
の
で
す
か
」。

答
え
、「
そ
の
二
人
に
、
も
し
管
仲
の
よ
う
な
志
と
才
能
が
あ
れ
ば
、
ま
さ
し
く
仁
で
あ
る
と
称
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
子
文
は

自
身
が
有
利
に
な
る
よ
う
に
図
る
こ
と
な
く
、
人
に
告
げ
る
時
は
忠
実
に
伝
え
た
。
文
子
は
身
を
潔
白
に
保
っ
て
去
っ
た
。
皆

注
目
す
る
だ
け
の
価
値
は
あ
る
。
し
か
し
利
益
や
恩
沢
が
も
の
に
及
ぶ
と
い
う
功
績
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
た
だ
忠
節
と
清
廉

と
い
う
に
止
ま
っ
た
理
由
で
あ
る
」。

（
解
説
（

こ
の
章
は
、『
論
語
』
公
冶
長
篇
第
十
八
章
の
孔
子
の
言
葉
を
踏
ま
え
て
い
る
。
弟
子
の
子
張
が
「
子
文
は
、
三
度
楚
国
の
執

政
官
で
あ
る
令
尹
に
任
命
さ
れ
た
が
喜
ぶ
様
子
も
な
く
、
ま
た
三
度
令
尹
を
辞
め
さ
せ
ら
れ
た
が
怒
る
様
子
も
な
く
、
後
任
者

に
必
ず
引
き
継
ぎ
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
い
か
が
で
す
か
」
と
問
う
た
の
に
対
し
、
孔
子
は
「
忠
で
あ
る
が
、
仁
と
は
い
え
な
い
」

と
答
え
、
ま
た
「
陳
文
子
は
斉
国
の
大
夫
で
あ
っ
た
が
、
大
夫
の
崔さ

い

子し

が
主
君
の
斉
王
を
殺
し
た
時
、
財
産
を
捨
て
て
他
国
へ

去
っ
た
。
そ
の
国
で
も
や
は
り
家
老
の
す
る
こ
と
が
崔さ

い

子し

と
同
じ
だ
と
言
っ
て
そ
こ
を
去
っ
た
。
こ
れ
は
い
か
が
で
す
か
」
と

い
う
問
い
に
も
「
清
で
は
あ
る
が
、
仁
で
は
な
い
」
と
答
え
る
。

自
分
自
身
が
い
か
に
任
務
に
忠
実
で
誠
実
で
あ
ろ
う
と
、
ま
た
い
か
に
清
廉
潔
白
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
だ
け
で
は
仁
と
は
い

え
な
い
。
そ
れ
が
人
々
に
ど
の
よ
う
な
恩
沢
を
与
え
た
の
か
、
い
い
か
え
れ
ば
愛
が
他
者
に
及
ぶ
よ
う
に
、
そ
れ
が
何
か
を
利

し
、
恩
沢
を
与
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
仁
で
は
な
い
と
仁
斎
は
考
え
る
の
で
あ
る
。『
論
語
古
義
』
公
冶
長
第
十
八
章
の
論
注
に

は
、「
こ
の
二
子
に
は
、
慈
愛
と
憐
み
の
徳
が
な
く
、
ま
た
そ
の
利
澤
と
恩
恵
が
遠
く
に
ま
で
及
ば
な
か
っ
た
の
で
、
孔
子
は
仁
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で
あ
る
と
は
認
め
な
か
っ
た
」
の
だ
と
あ
る
。

第
五
十
一
章

問
う
、「
朱し

ゅ

子し

以お

謂も

え
ら
く
子し

文ぶ
ん

、
文ぶ

ん

子し

が
仁じ

ん

爲た

る
こ
と
を
得
ざ
る
は
、
是こ

れ
理
に
當あ

た

っ
て
私し

心し
ん

無な

き
こ
と
能あ

た

わ
ず
と
。
如い

か

何ん

」。
曰
く
、「
然
ら
ず
。
藉た

令と

い
二に

子し

の
行こ

う

事じ

、
理
に
當あ

た

っ
て
私
心
無な

く
と
も
、
亦
只た

だ

是
れ
忠
と
清
と
の
み
。
管
仲
が
若ご

と

き
、

未い
ま

だ
其
の
事
全ま

っ
たく

理
に
當あ

た

っ
て
心
果は

た

し
て
私わ

た
くし

無
き
こ
と
を
見
ず
と
雖い

え

ど
も
、
然し

か

れ
ど
も
夫
子
其
の
仁
を
稱し

ょ
うす

る
者
は
、
蓋け

だ

し

民
其
の
賜

た
ま
も
のを

受
く
る
を
以
て
な
り
。
理
に
當あ

た

っ
て
私
心
無
き
を
以
て
仁
を
解か

い

す
る
は
、
是
れ
所い

わ
ゆ
る謂

其そ
の

説せ
つ

を
得
ず
し
て
、
從

し
た
が

っ
て

之
が
辭じ

を
爲す

る
者
に
し
て
、
仁
の
義
を
去
る
こ
と
益

ま
す
ま
す遠

し
。
若も

し
其
の
説
の
如
く
な
る
と
き
は
、
則す

な
わち

唯た
だ

仁
爲た

る
こ
と
を
得
ざ

る
の
み
に
あ
ら
ず
、
亦ま

た

且か
つ

忠ち
ゅ
う

清せ
い

爲た

る
こ
と
を
得
ず
」。

（
口
語
訳
（

問
う
、「
朱
子
は
、
令
尹
子
文
と
陳
文
子
が
仁
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
天
理
に
合か

な

っ
て
、
ま
っ
た
く
私
心
が
無

い
と
は
い
え
な
い
か
ら
だ
と
し
て
い
ま
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
」。

答
え
、「
そ
う
で
は
な
い
。
た
と
え
二
人
の
行
為
が
理
に
合
っ
て
私
心
が
な
い
と
し
て
も
、
単
に
忠
節
で
あ
り
清
廉
で
あ
る
と

い
う
だ
け
で
あ
る
。
管
仲
の
場
合
は
、
そ
の
行
為
が
理
に
合
っ
て
私
心
が
な
い
と
は
い
え
な
い
け
れ
ど
も
、
孔
先
生
が
そ
れ
を

仁
で
あ
る
と
称
賛
し
た
の
は
、
人
々
が
そ
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
理
に
合
っ
て
私
心
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
仁

を
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
適
切
な
説
明
が
で
き
な
い
の
で
、
状
況
に
合
わ
せ
て
後
付
け
の
説
明
を
し
て
い
る
だ
け
で
、
仁

の
ほ
ん
と
う
の
意
味
か
ら
ま
す
ま
す
遠
ざ
か
っ
て
い
る
。
も
し
そ
の
説
明
の
と
お
り
で
あ
る
な
ら
、
仁
で
な
い
だ
け
で
な
く
忠
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実
や
清
廉
で
あ
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
だ
ろ
う
」。

（
解
説
（

公
冶
長
篇
第
十
八
章
の
朱
子
『
集
注
』
に
は
、
子
文
に
つ
い
て
「（
そ
の
行
為
が
（
皆
天
理
か
ら
出
て
人
欲
の
私
が
無
い
か
ど

う
か
は
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
孔
子
は
た
だ
忠
は
許
し
て
も
仁
と
は
い
え
な
い
と
言
っ
た
」
と
あ
り
、
ま
た
程
子
の
教
え
と
し
て

「
理
に
當
っ
て
私
心
が
無
い
の
が
仁
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
仁
の
定
義
は
、
性
を
理
と
し
、
天
に
よ
っ
て

付
与
さ
れ
た
そ
の
「
本
然
の
性
」
に
還
る
こ
と
に
よ
っ
て
仁
に
到
達
す
る
と
い
う
、
程
伊
川
か
ら
始
ま
る
宋
学
の
性
理
学
の
大

前
提
で
あ
っ
た
。

「
天
理
の
公
」、「
人
欲
の
私
」
と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
少
し
で
も
心
が
人
欲
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
て
い
た
ら
、
本
然

の
性
で
あ
る
仁
に
還
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
心
を
磨
き
、
私
心
を
無
く
す
こ
と
が
仁
の
条
件
と
な
る
の
で
あ
る
。
だ

が
孔
子
が
、
決
し
て
私
心
無
し
と
は
い
え
な
い
管
仲
に
仁
を
認
め
た
こ
と
は
、
こ
の
原
則
に
抵
触
す
る
も
の
で
あ
り
、
朱
子
の

論
理
の
綻
び
が
露
呈
し
て
い
る
と
仁
斎
は
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

仁
斎
に
と
っ
て
は
、
仁
は
心
の
中
に
す
で
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
人
倫
社
会
の
中
で
実
現
さ
れ
て
い
く
天
下
の
達
徳
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
仁
斎
は
そ
の
徳
が
い
か
に
人
々
に
恩
恵
を
与
え
、
社
会
に
貢
献
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
仁
の
条
件
と
す
る
の

で
あ
る
。

第
五
十
二
章　

問
う
、「
聖
人
の
仁
と
、
管
仲
が
仁
と
、
是
れ
同
じ
き
か
是
れ
同
じ
か
ら
ざ
る
か
」。
曰
く
、「
同
じ
。
堯

ぎ
ょ
う

舜し
ゅ
んの

仁
は
、
猶な

お

大た
い

海か
い
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の
水
、
汪お

う

汪お
う

洋よ
う

洋よ
う

と
し
て
、
涯が

い

涘し

す
べ
か
ら
ざ
る
が
ご
と
し
。
管
仲
が
仁
、
猶な

お

數
尺
の
井せ

い

泉せ
ん

、
觀み

る
に
足た

ら
ず
と
雖い

え

ど
も
、
然し

か

れ
ど
も
旱か

ん

歳さ
い

に
遇あ

う
と
き
は
、
則
ち
亦
以
て
灌か

ん

漑が
い

の
利り

を
資た

す

く
べ
き
が
ご
と
し
。
大
小
の
差さ

有
り
と
雖い

え

ど
も
、
豈あ

に

之
を
水
に
非あ

ら

ず
と
謂い

い
て
可か

な
ら
ん
や
。
子し

文ぶ
ん

・
文ぶ

ん

子し

に
至い

た

っ
て
は
、
則
ち
猶な

お

瓶へ
い

甖お
う

の
水
、
力
を
極き

わ

め
て
負ふ

擔た
ん

す
と
雖い

え

ど
も
、
數
斗
の
多
き

に
過
ぎ
ざ
る
が
ご
と
し
。
其
の
用よ

う

限か
ぎ

り
有
り
。
之
を
水
と
謂い

う
に
足た

ら
ず
」。

（
口
語
訳
（

問
う
、「
聖
人
の
仁
と
、
管
仲
の
仁
と
、
こ
れ
ら
は
同
じ
な
の
で
し
ょ
う
か
、
同
じ
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
」。

答
え
、「
同
じ
で
あ
る
。
堯
舜
の
仁
は
大
海
の
水
の
よ
う
な
も
の
で
、
広
く
深
く
洋
々
と
し
て
果
て
し
な
い
。
管
仲
の
仁
は
数

尺
の
井
戸
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
取
る
に
足
り
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
旱
ば
つ
の
年
に
は
、
そ
の
井
戸
に
よ
っ

て
灌
漑
の
一
助
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
大
小
の
差
は
あ
る
と
い
っ
て
も
、
ど
う
し
て
こ
れ
を
水
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う
か
。
子
文
や
文
子
に
至
っ
て
は
、
瓶び

ん

や
甕か

め

の
水
の
よ
う
な
も
の
で
、
全
力
で
運
ん
で
も
せ
い
ぜ
い
数
斗
に
過
ぎ

な
い
。
そ
の
用
途
に
は
限
り
が
あ
る
。
こ
れ
を
水
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
」。

（
解
説
（

前
章
で
見
た
よ
う
に
、
孔
子
は
令
尹
子
文
と
陳
文
子
に
は
仁
を
許
さ
な
か
っ
た
の
に
、
管
仲
に
は
仁
を
許
し
た
。
こ
れ
が
何

故
な
の
か
と
い
う
の
は
朱
子
の
み
な
ら
ず
後
世
の
学
者
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
仁
斎
が
、
堯
舜

の
仁
と
管
仲
の
仁
と
は
同
じ
で
あ
る
と
言
い
切
っ
て
い
る
こ
と
は
か
な
り
大
胆
な
発
言
だ
と
い
え
よ
う
。
大
海
と
井
戸
と
い
う

大
き
さ
の
差
は
、
人
々
に
与
え
る
愛
と
恩
恵
の
大
き
さ
の
差
で
あ
っ
て
、
人
を
愛
し
恩
恵
を
与
え
る
と
い
う
本
質
に
お
い
て
は
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変
わ
り
が
な
い
と
仁
斎
は
言
い
切
る
の
で
あ
る
。

第
五
十
三
章　

孔
子
の
仁
を
問
う
。
曰
く
、「
夫
子
管か

ん

仲ち
ゅ
うが

仁
を
稱し

ょ
うし

て
曰
く
『
民

（
１
（今

に
至
る
ま
で
、
其
の
賜

た
ま
も
のを

受
く
。
管
仲
微な

か
っ
せ
ば
、

吾わ
れ

其そ

れ
髪
を
被こ

う
ぶり

衽え
り

を
左
に
せ
ん
』
と
。
夫
子
の
仁
の
若ご

と

き
は
、
實じ

つ

に
天
地
と
準な

ぞ

ら
う
。
管
仲
に
度ど

越え
つ

す
る
こ
と
、
奚な

ん

ぞ
翅た

だ

億お
く

萬ば
ん

の
み
な
ら
ん
。
夫
子
よ
り
今
に
至
る
ま
で
、
殆
ど
二
千
有ゆ

う

餘よ

歳さ
い

、
四
海
九
州
、
人
皆
善
を
善
と
し
て
惡
を
惡
と
し
、
君
臣
父

子
夫
婦
昆こ

ん

弟て
い

朋ほ
う

友ゆ
う

の
交こ

う

、
各

お
の
お
の其

の
倫り

ん

を
敍つ

い

づ
る
こ
と
を
得
て
、
左さ

衽じ
ん

の
俗ぞ

く

爲た

ら
ざ
る
者
は
、
悉

こ
と
ご
とく

夫
子
の
賜

た
ま
も
のな

り
。
人
皆
夫
子

の
敎お

し
えの

中
に
在あ

っ
て
、
夫
子
の
敎
の
大だ

い

な
る
こ
と
を
知
ら
ず
。
猶な

お

人
天
地
の
内う

ち

に
囿ゆ

う

せ
ら
れ
て
、
天
地
の
大だ

い

な
り
と
爲す

る
こ
と

を
知
ら
ざ
る
が
ご
と
し
。
夫
子
微な

か
っ
せ
ば
、
藉た

と
い令

人
皆
化か

し
て
鬼き

と
爲な

り
蜮い

き

と
爲な

ら
ず
と
も
、
三さ

ん

綱こ
う

淪し
ず

み
、

（
２
（九き
ゅ
う

法ほ
う

斁や
ぶ

れ
、
天

下
其
の
天
下
爲た

る
こ
と
を
得
ず
。
於あ

戲あ

大だ
い

な
る
か
な
。
宋そ

う

人じ
ん

一
古こ

刹さ
つ

の
梁

り
ょ
う

上じ
ょ
うに

於お
い

て
、『
天
孔
子
を
生し

ょ
うぜ

ず
ん
ば
、
萬ば

ん

古こ

長ち
ょ
う

夜や

の

如ご
と

け
ん
』
と
い
う
十

（
３
（大

字
を
書
す
る
を
見
る
。
終つ

い

に
千せ

ん

古こ

の
名
言
と
爲な

る
、
宜む

べ
な
り
」。

注（
１
（　
『
論
語
』
憲
問
篇
第
十
八
章
、
第
四
十
七
章
に
既
出
。

（
２
（　
『
書
経
』
洪
範
に
あ
る
、
殷
の
箕
子
が
禹
に
伝
え
た
と
さ
れ
る
天
下
の
民
の
生
活
を
保
つ
た
め
の
九
つ
の
法

（
３
（　
「
天
不
生
孔
子
、
万
古
如
長
夜
」
の
十
語

（
口
語
訳
（

「
孔
子
の
仁
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
ま
す
」。
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答
え
、「
孔
先
生
が
管
仲
の
仁
を
賞
め
て
こ
う
お
っ
し
ゃ
っ
た
。『
人
々
は
今
に
至
る
ま
で
管
仲
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
。
管

仲
が
い
な
け
れ
ば
私
は
野
蛮
人
の
よ
う
に
髪
を
結
う
こ
と
も
せ
ず
、
着
物
を
左
前
に
着
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
』
と
。
孔
先
生
の

仁
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
実
に
天
地
に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
。
管
仲
を
超
え
る
こ
と
億
万
倍
以
上
で
あ
る
。
孔
先
生
の
時

代
か
ら
今
に
至
る
ま
で
ほ
と
ん
ど
二
千
年
余
り
、
四
方
の
異
民
族
や
中
国
全
土
の
人
々
は
、
み
な
善
を
善
と
し
悪
を
悪
と
し
、

君
臣
父
子
夫
子
夫
婦
兄
弟
朋
友
の
交
わ
り
は
、
各
々
そ
の
関
係
を
正
し
く
秩
序
づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
左
前
に
着
物
を
着
る
野

蛮
人
の
風
俗
に
な
ら
ず
に
す
ん
だ
の
は
、
こ
と
ご
と
く
孔
先
生
の
お
か
げ
で
あ
る
。
人
々
は
み
な
孔
先
生
の
教
え
の
中
に
い
な

が
ら
、
孔
先
生
の
教
え
の
偉
大
な
こ
と
を
知
ら
な
い
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
人
々
が
天
地
の
中
に
生
き
て
い
る
の
に
、
天
地
が
偉

大
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
い
る
の
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
も
し
孔
先
生
が
い
な
け
れ
ば
、
た
と
え
人
々
が
幽

鬼
や
妖
怪
に
姿
を
変
え
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
も
、
君
臣
父
子
夫
婦
の
三
つ
の
道
は
滅
び
、
日
常
生
活
に
お
け
る
九
つ
の
法
が

破
れ
、
世
界
が
世
界
で
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
あ
あ
、
偉
大
な
る
か
な
。
宋
代
の
人
が
、
あ
る
古
い
寺
の
梁
上
に
『
天

が
孔
子
を
生
ま
な
け
れ
ば
、
は
る
か
な
昔
か
ら
ず
っ
と
長
い
夜
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
』
と
い
う
十
文
字
が
大
書
さ

れ
て
い
る
の
を
発
見
し
た
。
こ
れ
が
や
が
て
千
古
の
名
言
と
な
っ
た
の
は
当
然
の
こ
と
と
言
え
よ
う
」。

（
解
説
（

「
天
が
孔
子
を
生
ま
な
け
れ
ば
、
は
る
か
な
昔
か
ら
ず
っ
と
長
い
夜
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
」
と
い
う
言
葉
は
、
も

ち
ろ
ん
「
管
仲
が
い
な
け
れ
ば
私
は
野
蛮
人
の
よ
う
に
髪
を
結
う
こ
と
も
せ
ず
着
物
を
左
前
に
着
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
」
と
い

う
言
葉
と
対
比
さ
れ
て
い
る
。
管
仲
の
仁
が
井
戸
の
水
、
堯
舜
の
仁
が
大
海
、
そ
し
て
孔
子
の
仁
は
天
地
に
準
ず
る
と
い
う
こ

の
比
喩
は
、
仁
斎
が
い
か
に
孔
子
を
高
く
評
価
し
て
い
た
か
を
示
し
て
い
る
。
堯
舜
よ
り
も
は
る
か
に
勝
る
人
類
最
高
の
教
師
、
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18（

そ
れ
が
孔
子
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
最
上
至
極
宇
宙
第
一
の
書
が
『
論
語
』
な
の
で
あ
る
。

第
五
十
四
章　

問
う
、「
仁
の
徳
を
成
す
に
至い

た

ら
ず
と
雖い

え

ど
も
、
亦
之
を
仁
を
謂
う
べ
き
者
有
り
や
」。
曰
く
、「
一
事
の
微び

と
雖い

え

ど
も
、
其
の

愛あ
い

實じ
つ

心し
ん

に
出
で
て
、
利り

澤た
く

人ひ
と

に
及
ぶ
と
き
は
、
則す

な
わち

亦
之
を
仁
と
謂
う
べ
し
。
徒た

だ

に
之
を
仁
の
功
と
謂い

う
べ
き
の
み
に
非
ず
」。

（
口
語
訳
（

問
う
、「
仁
の
徳
を
成
す
に
は
至
ら
な
い
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
で
も
仁
と
い
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
あ
り
ま
す
か
」。

答
え
、「
一
つ
の
小
さ
な
事
で
も
、
そ
の
愛
が
実
心
か
ら
出
て
お
り
、
利
益
・
恩
沢
が
他
の
人
に
及
ぶ
時
は
、
こ
れ
を
仁
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
を
た
だ
仁
に
似
た
功
績
と
し
て
は
な
ら
な
い
」。

（
解
説
（

第
四
十
七
章
で
見
た
よ
う
に
、
朱
子
は
管
仲
を
仁
者
と
は
呼
べ
な
い
け
れ
ど
も
、
結
果
と
し
て
仁
の
よ
う
な
功
績
を
挙
げ
た

の
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
天
理
に
合
っ
て
私
心
無
し
」
と
い
う
基
準
に
し
た
が
え
ば
仁
者
と
は
い
え
な
い
け
れ
ど
も
、

兵
力
を
用
い
ず
に
諸
候
を
糾
合
し
て
平
和
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
功
績
は
、
ま
る
で
仁
が
外
に
現
れ
て
き
た
も
の
の
よ
う
に
見

え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
朱
子
の
重
点
は
や
は
り
内
な
る
性
と
し
て
の
仁
に
置
か
れ
て
お
り
、
外
に
現
れ
る
作
用
が
い
か
に

仁
に
近
く
て
も
、
そ
れ
は
本
体
と
し
て
の
仁
と
は
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
仁
斎
は
こ
の
よ
う
な
見
方
を
否
定
し
、
逆
転
さ
せ
、

仁
は
内
な
る
心
に
で
は
な
く
、
人
倫
世
界
の
中
に
実
現
す
る
も
の
だ
と
い
う
。
ど
ん
な
に
小
さ
な
も
の
で
も
、
誠
の
愛
と
恩
沢
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伊藤仁斎『童子問』を読む（二）185

が
人
に
及
ぶ
も
の
は
全
て
仁
な
の
で
あ
る
。

第
五
十
五
章

問
う
、「
韓か

ん

子し

が
原げ

ん

道ど
う

に
曰い

わ

く
、『
博ひ

ろ

く
愛あ

い

す
る
之
を
仁
と
謂
う
』
と
。
宋そ

う

儒じ
ゅ

深
く
之
を
非ひ

と
す
。
如い

か

何ん

」。
曰
く
「
宋
儒
仁
を

以
て
性せ

い

と
爲し

、
愛
を
情じ

ょ
うと

爲す

。
故
に
韓
子
を
譏そ

し

っ
て
謂い

え
ら
く
、
情
を
知
っ
て
性
を
知
ら
ず
と
。
夫
れ
博は

く

愛あ
い

の
未い

ま

だ
仁
と
爲す

る

に
足た

ら
ざ
る
者
は
、
正
に
生せ

い

熟じ
ゅ
く

大だ
い

小し
ょ
うの

間あ
い
だに

在あ

っ
て
、
性
情
の
別べ

つ

に
非
ず
。
若も

し
之
を
充み

て
て
熟じ

ゅ
くし

て
且か

つ

大だ
い

な
る
に
至
る
と
き

は
、
則す

な
わち

亦
仁
の
み
。
韓
子
徒い

た
ずら

に
物
を
愛
す
る
の
仁
爲た

る
こ
と
を
知
っ
て
、
聖
學
の
全
體
、
萬ば

ん

善ぜ
ん

の
總そ

う

括か
つ

、
皆
仁
に
在
る
こ

と
を
知
ら
ず
。
然し

か

れ
ど
も
宋そ

う

儒じ
ゅ

仁
を
以
て
性
と
爲す

る
の
徒い

た
ずら

に
虚き

ょ

器き

と
爲し

て
、
之
を
行こ

う

事じ

に
施
す
こ
と
能あ

た

わ
ざ
る
に
勝ま

さ

れ
る
こ

と
遠
し
」。

（
口
語
訳
（

問
う
、「
韓
愈
の
『
原
道
』
に
『
博
く
愛
す
る
こ
と
を
仁
と
謂
う
』
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
宋
儒
は
こ
れ
を
深
刻
な
間
違
い
だ

と
非
難
し
て
い
ま
す
。
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
。」

答
え
、「
宋
儒
は
仁
は
性
で
あ
り
、
愛
は
情
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
韓
愈
を
非
難
し
て
、
情
を
知
っ
て
い
る
が
性
を
知

ら
な
い
と
言
う
の
だ
。
そ
も
そ
も
博
愛
が
そ
の
ま
ま
仁
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
の
は
、
ま
さ
に
未
熟
と
成
熟
、
大
小
の
相
違
で

あ
っ
て
、
性
と
情
の
相
違
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
も
し
博
愛
を
充
実
さ
せ
て
、
そ
れ
が
十
分
に
成
熟
し
大
き
く
な
っ
た
時
に
は
、

そ
れ
も
ま
た
仁
で
な
く
て
な
ん
で
あ
ろ
う
。
韓
愈
は
た
だ
物
を
愛
す
る
こ
と
が
仁
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
け
で
、
聖
人

の
学
の
全
体
、
す
べ
て
の
善
を
総
括
す
る
も
の
、
そ
れ
が
仁
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
宋
儒
が
仁
を

08@_【日文研】紀要22_宮川康子、中谷仁美、辻本伊織_135-198.indd   185 17/03/25   10:17



186

性
と
し
て
、
名
前
だ
け
で
役
に
立
た
な
い
器
に
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
行
い
の
上
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
比
べ
れ
ば
、

遙
か
に
勝
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
だ
」。

（
解
説
（

韓
愈
は
、
中
唐
の
文
人
で
唐
宋
八
大
家
の
一
人
。
字
は
韓か

ん

退た
い

之し

。
儒
教
を
復
活
し
て
仏
老
を
排
撃
し
、
宋
学
の
先
駆
と
言
わ

れ
る
。
程
伊
川
は
韓
愈
の
思
想
を
高
く
評
価
し
て
い
た
が
、『
原
道
』
の
「
博
愛
こ
れ
を
仁
と
謂
う
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て

は
、「
性
で
あ
る
仁
は
本
体
で
あ
り
、
情
で
あ
る
愛
は
そ
の
作
用
で
あ
る
。
作
用
の
み
を
言
っ
て
本
体
を
論
じ
な
い
の
は
大
い
に

誤
っ
て
い
る
」
と
い
う
観
点
か
ら
批
判
し
て
い
る
。
伊
藤
東
涯
は
『
古
今
学
変
』「
隋
・
唐
諸
儒
の
学
を
論
ず
」
で
こ
の
問
題
を

取
り
上
げ
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
古
代
に
は
、
仁
に
つ
い
て
体
用
を
論
ず
る
こ
と
な
ど
な
か
っ
た
。
聖
賢
が
仁
と
い
う
と
き
に
は
、
す
べ
て
事
実
に
つ
い
て
言

っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
韓
愈
の
言
葉
は
間
違
っ
て
い
な
い
。
た
だ
博
愛
を
仁
と
し
て
し
ま
う
と
、
慈
愛
憐
憫

は
仁
で
あ
っ
て
も
、
剛
毅
木
訥
は
な
ぜ
『
仁
に
近
い
』
と
言
わ
れ
る
の
か
が
説
明
で
き
な
い
。
ま
た
残
忍
酷
薄
を
不
仁
と
い
う

こ
と
は
で
き
る
が
、
巧
言
令
色
は
な
ぜ
『
仁
が
少
な
い
』
と
言
わ
れ
る
の
か
が
わ
か
ら
な
い
。
古
の
聖
賢
の
言
う
仁
と
は
、
ま

わ
り
を
す
べ
て
包
み
込
む
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
同
列
に
は
で
き
な
い
」。

こ
の
東
涯
の
説
明
は
、
本
章
で
仁
斎
が
言
う
、「
生
熟
大
小
」
の
違
い
、「
聖
学
の
全
体
」
を
、
具
体
的
に
例
示
し
て
い
る
と

言
え
る
だ
ろ
う
。「
仁
が
虚
器
と
な
る
」
に
つ
い
て
は
次
章
。
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伊藤仁斎『童子問』を読む（二）187

第
五
十
六
章　

問
う
、「
仁
を
以
て
性
と
爲す

る
と
き
は
、
徒い

た
ずら

に
虚
器
爲た

る
、
其
の
意
如い

か
ん何

」。
曰
く
、「
仁
と
は
天
下
の
美
徳
、
豈あ

に

性
情
を
以

て
之
を
分わ

か

つ
べ
け
ん
や
。
若
し
宋
儒
の
説
を
以
て
之
を
論
ず
る
と
き
は
、
則
ち
性
は
未み

發は
つ

爲た

り
、
情
は
已い

發は
つ

爲た

り
。
性
は
猶な

お

水

の
地
中
に
在あ

る
が
ご
と
し
。
情
は
猶
源

み
な
も
とよ

り
發は

つ

す
る
の
泉
の
ご
と
し
。
疏そ

導ど
う

澄ち
ょ
う

治ち

の
功こ

う

、
渾す

べ

て
之
を
流
れ
出い

づ
る
の
後の

ち

に
施
す

べ
し
。
其
の
地
中
に
在
る
の
時
に
於お

い

て
は
則
ち
之
を
奈い

か
ん何

と
も
す
べ
き
こ
と
無
し
。
仁
義
禮
智
を
以
て
性
と
爲す

る
と
き
は
、
則

ち
猶
水
の
地
中
に
在
る
、
疏
導
澄
治
の
功
を
施
す
べ
か
ら
ざ
る
が
ご
と
し
。
故
に
後こ

う

世せ
い

の
學
問
、
復ま

た

仁
義
を
存そ

ん

養よ
う

す
る
こ
と
を

要よ
う

せ
ず
、
別べ

つ

に
一い

っ

般ぱ
ん

の
宗そ

う

旨し

を
立
て
、
無む

欲よ
く

主し
ゅ

静せ
い

と
曰
い
、
明め

い

鏡き
ょ
う

止し

水す
い

と
曰
い
て
、
専も

っ
ぱら

其
の
仁
義
を
蔽お

お

う
の
物
を
除
い
て
、

以
て
其
の
初
め
に
復か

え

ら
ん
と
欲ほ

っ

す
。
然
る
と
き
は
則
ち
仁
義
の
徳
、
徒い

た
ずら

に
虚き

ょ

器き

と
爲し

て
、
直
ち
に
欲よ

く

を
滅め

つ

す
と
曰
う
の
愈ま

さ

れ

り
と
爲す

る
に
は
如し

か
ず
。
孟
子
の
曰
く
、『
仁

（
１
（は

人
の
心
な
り
。
義
は
人
の
路み

ち

な
り
。
其
の
路み

ち

を
舎す

て
て
由よ

ら
ず
、
其
の
心
を
放は

な

っ
て
求
む
る
こ
と
を
知
ら
ず
。
學
問
の
道
他た

無な

し
。
其
の
放ほ

う

心し
ん

を
求
む
る
の
み
』。
集し

っ

註ち
ゅ
うに

曰
く
、『（

２
（能よ

く
放
心
を
求
む
る
と
き

は
、
則
ち
仁
に
違た

が

わ
ず
、
義
自

お
の
ず
から

其
の
中う

ち

に
在
り
』
と
。
其
の
意
以お

爲も

え
ら
く
仁
の
心
に
在あ

る
、
猶
月
の
水
に
映え

い

ず
る
が
ご
と

し
。
波
定さ

だ

ま
る
と
き
は
則
ち
影か

げ

明
ら
か
に
、
波
揺ゆ

ら

ぐ
と
き
は
則
ち
影
亂み

だ

る
。
此か

く

の
如
く
な
る
と
き
は
、
則
ち
其
の
功く

ふ
う夫

専
ら
此

の
心
を
収

し
ゅ
う

斂れ
ん

す
る
に
在あ

っ
て
、
仁

（
３
（に

居お

り
義
に
由よ

る
の
功こ

う

廃は
い

す
。
猶
月
の
隠い

ん

見け
ん

、
水
に
繋か

か

っ
て
月
に
繋か

か

ら
ざ
る
が
ご
と
し
。
孟

子
の
所い

わ
ゆ
る謂

放
心
と
は
則
ち
然し

か

ら
ず
。
蓋け

だ

し
仁
義
の
良
心
を
放ほ

う

失し
っ

す
る
を
言
う
。
此
の
心
の
昏こ

ん

昧ま
い

放ほ
う

逸い
つ

す
る
者
を
言
う
に
非あ

ら

ず
。

孟
子
又
曰
く
、『
人

（
４
（を

害
せ
ん
こ
と
と
欲
す
る
こ
と
無
き
の
心
を
充み

て
て
、
仁
勝あ

げ
て
用
ゆ
べ
か
ら
ず
。
穿せ

ん

窬ゆ

す
る
こ
と
無
き
の

心
を
充み

て
て
、
義
勝あ

げ
て
用
ゆ
べ
か
ら
ず
』。
宋そ

う

儒じ
ゅ

専
ら
此こ

の
心
を
収

し
ゅ
う

斂れ
ん

す
る
こ
と
を
知
っ
て
、
仁
に
居お

り
義
に
由よ

る
を
以
て
先せ

ん

務む

と
爲せ

ざ
る
と
、
實じ

つ

に
天て

ん

淵え
ん

な
り
。
若も

し
専
ら
此
の
心
を
収
斂
す
る
を
以
て
務つ

と

め
と
爲す

る
と
き
は
、
則
ち
清せ

い

明め
い

寂せ
き

静せ
い

、
或あ

る
いは

觀み
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る
べ
し
と
雖い

え

ど
も
、
然し

か

れ
ど
も
愛あ

い

根こ
ん

斲た
く

喪そ
う

、
適ま

さ

に
以
て
仁
義
の
良
心
を
牿こ

く

す
る
に
足た

れ
り
。
此こ

れ
豈あ

に

孔
孟
の
旨む

ね

な
ら
ん
や
。
故

に
仁
を
以
て
性
と
爲す

る
と
き
は
、
則
ち
論
孟
二
書
、
總す

べ

て
仁
の
用よ

う

を
説と

い
て
、
一い

つ

も
體た

い

に
及お

よ

ぶ
者
無
し
。
退
之
が
情
を
知
っ
て

性
を
知
ら
ざ
る
の
病や

ま
いと

、
奚な

に

を
以
て
か
異こ

と

な
ら
ん
。
思
わ
ざ
る
こ
と
甚は

な
はだ

し
」。

注（
１
（　
『
孟
子
』
告
子
上
篇
第
十
一
章

（
２
（　

上
記
の
章
に
つ
い
て
の
朱
子
集
注

（
３
（　
『
孟
子
』
盡
心
上
篇
第
三
十
三
章

（
４
（　
『
孟
子
』
盡
心
下
篇
第
三
十
一
章
。
第
四
十
六
章
に
既
出
。

（
口
語
訳
（

問
う
、「
仁
を
性
と
す
れ
ば
、
名
ば
か
り
で
役
に
立
た
な
い
器
と
な
る
、
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
意
味
で
し
ょ
う
か
」。

答
え
、「
仁
と
は
天
下
の
美
徳
で
あ
る
。
ど
う
し
て
性
と
情
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
も
し
宋
儒
の
説
に
よ
っ
て
仁
を

論
じ
る
な
ら
ば
、
性
は
未
発
（
ま
だ
発
現
し
て
い
な
い
も
の
（
で
あ
り
、
情
は
已
発
（
既
に
発
現
し
た
も
の
（
で
あ
る
。
性
は

水
が
地
中
に
有
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
情
は
水
源
か
ら
発
す
る
泉
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
水
の
流
れ
を
導
き
、
澄
ま
せ
て

き
れ
い
に
す
る
と
い
う
働
き
は
、
全
て
水
が
流
れ
出
た
後
に
の
み
施
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
水
が
地
中
に
あ
る
時
に

は
こ
れ
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
仁
義
礼
智
を
性
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
地
中
に
有
る
水
と
同
じ
で
、
そ
れ
を
導
き

育
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
後
世
の
学
問
は
、
仁
義
を
守
り
育
て
る
こ
と
を
言
わ
ず
、
別
に
一
つ
の
教
義
を
立
て
て
、

「
無
欲
守
静
」
と
言
っ
た
り
、「
明
鏡
止
水
」
と
言
っ
た
り
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
仁
義
を
蔽
っ
て
い
る
物
を
取
り
除
い
て
、
そ
の
最
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初
の
姿
に
戻
ろ
う
と
す
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
仁
義
の
徳
は
、
名
ば
か
り
の
役
に
立
た
な
い
器
と
な
っ
て
し
ま
い
、
直
ち
に
欲

を
無
く
す
、
と
言
う
ほ
う
が
ず
っ
と
良
い
だ
ろ
う
。

孟
子
が
、『
仁
は
人
の
心
で
あ
る
。
義
は
人
の
道
で
あ
る
。
そ
の
道
を
捨
て
て
通
ら
ず
、
そ
の
良
心
を
放
り
出
し
て
求
め
る
こ

と
を
知
ら
な
い
。
学
問
の
道
は
他
で
も
な
い
。
そ
の
放
た
れ
た
良
心
を
求
め
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
』
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
言

葉
に
つ
い
て
、
朱
子
の
『
孟
子
集
注
』
に
は
『
心
を
引
き
締
め
て
放
た
な
い
よ
う
に
す
る
と
き
に
は
、
仁
に
違
う
こ
と
な
く
、

義
は
自
ず
か
ら
そ
の
内
に
あ
る
』
と
あ
る
。
そ
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
仁
が
心
に
あ
る
の
は
、
ち
ょ
う
ど
月
が
水
に
映

っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
、
波
が
立
た
な
い
と
き
に
は
月
の
姿
は
明
ら
か
で
あ
り
、
波
が
揺
ら
い
で
い
る
時
は
月
の
姿
は

乱
れ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
修
養
の
方
法
は
、
も
っ
ぱ
ら
心
を
静
か
に
動
か
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

に
あ
っ
て
、
仁
か
ら
離
れ
な
い
よ
う
に
し
、
正
し
い
道
に
よ
っ
て
行
く
と
い
う
努
力
を
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
月
が
見
え
た

り
隠
れ
た
り
す
る
の
は
、
水
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
月
に
よ
る
の
で
は
な
い
、
と
い
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
。
孟
子
の
言
う

「
放
心
」
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
ま
さ
に
仁
義
と
い
う
良
心
を
放
ち
失
う
こ
と
を
言
う
の
だ
。
朱
子
が
言
う
よ
う
に

心
が
欲
に
塞
が
れ
て
勝
手
に
動
き
出
す
こ
と
を
言
う
の
で
は
な
い
。

孟
子
は
ま
た
『
人
を
傷
つ
け
よ
う
と
望
む
こ
と
が
な
い
心
を
充
実
さ
せ
れ
ば
、
仁
が
十
分
に
備
わ
り
、
使
い
切
れ
な
い
程
に

な
る
。
物
を
盗
む
こ
と
が
な
い
心
を
充
実
さ
せ
れ
ば
、
義
が
十
分
に
備
わ
り
、
全
て
を
使
い
切
る
こ
と
が
出
来
な
い
程
に
な
る
』

と
も
言
っ
て
い
る
。
宋
代
の
儒
者
達
が
、
心
を
静
か
に
引
き
締
め
る
こ
と
の
み
を
知
っ
て
、
仁
を
離
れ
ず
、
義
に
依
る
こ
と
を

真
っ
先
に
や
ろ
う
と
し
な
く
な
っ
た
の
と
比
べ
る
と
、
は
る
か
な
隔
た
り
が
あ
る
。
心
を
静
か
に
引
き
締
め
る
こ
と
を
主
た
る

務
め
と
す
る
と
き
は
、
清
く
明
ら
か
で
静
か
に
落
ち
着
い
て
い
る
と
こ
ろ
は
評
価
で
き
る
が
、
愛
の
根
が
断
ち
切
ら
れ
て
失
わ

れ
、
仁
義
と
い
う
良
心
を
閉
じ
込
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
ど
う
し
て
孔
子
・
孟
子
の
教
え
と
言
え
よ
う
か
。
そ
れ
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ゆ
え
仁
を
性
だ
と
い
う
と
き
は
、『
論
語
』、『
孟
子
』
の
二
書
は
、
全
て
仁
の
作
用
を
説
い
て
、
一
つ
も
そ
の
本
体
に
言
及
し
た

こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
韓
愈
の
、
情
を
知
っ
て
い
る
が
性
を
知
ら
な
い
と
い
う
欠
陥
と
何
が
異
な
る
と
い
う
の
か
。

考
え
が
足
り
な
い
こ
と
も
甚
だ
し
い
」。

（
解
説
（

「
無
欲
主
静
」
や
「
明
鏡
止
水
」
は
、
周
敦
頤
や
程
伊
川
の
言
葉
の
中
に
見
ら
れ
、
朱
子
が
編
纂
し
た
『
近
思
録
』
に
も
こ
れ

ら
の
言
葉
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
仁
斎
は
『
童
子
問
』
巻
の
下
で
こ
れ
ら
が
禅
宗
や
荘
子
に
由
来
す
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
、
繰
り
返
し
批
判
し
て
い
る
。
生
き
て
動
く
心
を
、
動
か
な
い
鏡
や
止
ま
っ
た
水
に
喩
え
る
こ
と
の
非
を
い
う
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
仁
斎
は
宋
儒
の
言
う
性
を
地
中
に
止
ま
っ
て
動
か
な
い
水
に
喩
え
、
そ
の
原
初
の
静
か
で
動
か
な
い
水
に
還
る
こ
と

だ
け
が
学
問
の
目
的
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
何
の
役
に
も
立
た
な
い
器
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ

る
。
朱
子
は
「
放
心
」
と
い
う
言
葉
の
注
に
、
放
心
を
求
め
る
こ
と
を
知
れ
ば
「
志
気
が
晴
明
に
な
り
、
義
理
が
明
ら
か
に
な

っ
て
上
達
す
る
」、
し
か
し
放
心
を
求
め
な
け
れ
ば
、「
昏
昧
放
逸
に
な
っ
て
、
学
問
を
し
て
も
つ
い
に
悟
る
こ
と
が
な
い
」
と

い
う
。
つ
ま
り
心
が
静
か
で
澄
ん
だ
鏡
の
よ
う
に
動
か
な
け
れ
ば
、
本
然
の
性
と
し
て
心
に
う
え
つ
け
ら
れ
た
仁
が
輝
き
出
し
、

道
理
が
明
ら
か
に
な
る
。
し
か
し
心
が
欲
に
覆
わ
れ
揺
れ
動
い
て
い
て
は
、
学
問
を
し
て
も
何
も
悟
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
で
は
、
ひ
た
す
ら
心
を
磨
く
こ
と
が
修
養
の
主
眼
と
な
っ
て
、
仁
と
は
た
だ
そ
の
鏡
の
よ
う
な
心
に
映
っ
た
月
影

の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
と
仁
斎
は
い
う
の
で
あ
る
。

繰
り
返
す
が
、
仁
斎
に
と
っ
て
、
仁
義
と
は
心
の
外
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
求
め
自
分
の
も
の
と
し
、
育
て
て
い
く

こ
と
、
仁
義
を
求
め
る
良
心
を
離
さ
な
い
こ
と
が
放
心
を
求
め
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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第
五
十
七
章　

問
う
、「
南な

ん

軒げ
ん

の（
１
（張ち
ょ
う
し子

、
論
語
の
中う

ち

仁
を
言
う
諸
章
を
類る

い

聚じ
ゅ

し
て
一
編
と
爲し

、
名な

づ
け
て
朱し

ゅ

泗し

言げ
ん

仁じ
ん

録ろ
く

と
曰い

う
。
當あ

た

れ
る
か
」。

曰
く
、「
然
ら
ず
。（

２
（魯ろ

論ろ
ん

二
十
篇
、
頭か

し
らよ

り
尾お

に
至
る
ま
で
、
一い

ち

言ご
ん

の
仁
に
非あ

ら

ざ
る
無
し
。
南
軒
唯た

だ

仁
を
言い

う
處と

こ
ろの

仁
爲た

る
こ
と

を
知
っ
て
、
仁
を
言い

わ
ざ
る
處
も
亦
總す

べ

て
是
れ
仁
な
る
こ
と
を
知
ら
ず
。
大だ

い

傳で
ん

固ま
こ
とに

言
う
、『
仁じ

ん

者し
ゃ

は
之
を
見
て
之
を
仁
と
謂い

い
、
智ち

者し
ゃ

は
之
を
見
て
之
を
智
と
謂
う
。
百

ひ
ゃ
く

姓せ
い

は
日ひ

び

用も
ち

い
て
知
ら
ず
。
故
に
君
子
の
道み

ち

鮮す
く

な
し
』。
然し

か

れ
ど
も
仁
と
は
徳
の
長ち

ょ
う、

學が
く

仁
に
至
る
と
き
は
、
則す

な
わち

衆
徳
合が

つ

湊そ
う

す
。
故
に
子し

夏か

曰
く
、『

（
３
（博ひ
ろ

く
學
ん
で
篤
く
志

こ
こ
ろ
ざし

、
切し

き

り
に
問と

う
て
近
く
思
う
。
仁じ

ん

其
の

中う
ち

に
在
り
』
と
。
夫そ

れ
博は

く

學が
く

篤と
く

志し

、
切せ

つ

問も
ん

近き
ん

思し

、
皆
學
問
の
事
、
子
夏
何
を
以
て
か
仁
其
の
中
に
在
り
と
言
う
。
蓋け

だ

し
仁
と
は

聖
門
學
問
の
宗そ

う

旨し

に
し
て
、
仁
を
外ほ

か

に
し
て
所い

わ
ゆ
る謂

學
問
と
い
う
者
無
し
。
諸し

ょ

老ろ
う

先せ
ん

生せ
い

皆
理
に
依よ

っ
て
之
を
解か

い

す
。
仁
の
義
を
去

る
こ
と
益

ま
す
ま
す遠

し
」。

注（
１
（　

張
栻し

ょ
く。

南
宋
の
学
者
で
朱
子
の
友
人
。　

（
２
（『
論
語
』
の
こ
と
。
魯
学
派
の
テ
キ
ス
ト
が
標
準
と
な
っ
た
の
で
魯
論
と
呼
ば
れ
る
。

（
３
（　
『
論
語
』
子
張
篇
第
六
章

（
口
語
訳
（

問
う
、「
張
南
軒
が
『
論
語
』
の
中
に
あ
る
仁
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
諸
章
を
集
め
て
一
編
と
し
、『
洙
泗
言
仁
録
』
と
命
名
し

ま
し
た
が
、
こ
れ
は
良
い
こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
か
」。
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答
え
、「
良
く
な
い
。『
論
語
』
二
十
篇
は
頭
か
ら
尻
尾
ま
で
、
一
言
た
り
と
も
仁
で
な
い
も
の
は
な
い
。
南
軒
は
た
だ
、
仁

に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
け
が
仁
に
関
す
る
も
の
だ
と
思
っ
て
、
仁
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
こ
れ
ま

た
す
べ
て
仁
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。『
易
』
繋
辞
上
伝
に
は
次
の
よ
う
に
は
っ
き
り
書
か
れ
て
い

る
。『
仁
者
は
そ
れ
を
見
て
仁
だ
と
言
い
、
智
者
は
そ
れ
を
見
て
智
だ
と
言
う
。
民
は
日
々
そ
れ
を
用
い
な
が
ら
何
で
あ
る
か
を

知
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
君
子
の
道
を
行
く
も
の
は
少
な
い
』
と
。
し
か
し
な
が
ら
、
仁
は
最
高
の
徳
で
あ
り
、
学
問
が
仁
に
到

達
し
た
と
き
は
、
そ
こ
に
す
べ
て
の
徳
が
集
ま
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
子
夏
は
『
博
く
学
問
を
し
て
篤
く
志
し
、
厳
し
く
問
い

を
発
し
て
、
身
近
な
こ
と
を
よ
く
考
え
る
。
そ
う
す
れ
ば
仁
は
其
の
中
に
在
る
』
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
博
学
篤

志
」・「
切
問
近
思
」
と
い
う
の
は
学
問
の
こ
と
で
あ
る
。
子
夏
は
な
ぜ
仁
が
そ
の
中
に
あ
る
と
言
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
思
う
に
、

仁
と
は
孔
子
学
派
の
最
高
の
教
え
で
あ
り
、
仁
以
外
に
い
わ
ゆ
る
学
問
と
い
う
も
の
は
無
い
の
だ
。
老
先
生
た
ち
は
皆
理
に
よ

っ
て
仁
を
解
釈
し
た
。
仁
の
正
し
い
意
味
を
離
れ
る
こ
と
、
ま
す
ま
す
甚
だ
し
い
」。

（
解
説
（

「
仁
以
外
に
学
問
は
無
い
」
と
は
何
を
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
「
博
学
篤
志
」、「
切
問
近
思
」
に
つ
い

て
の
仁
斎
『
論
語
古
義
』
の
注
を
見
て
み
る
と
、「
博
く
学
べ
ば
学
問
が
精
し
く
な
り
、
志
を
篤
く
す
れ
ば
信
じ
る
こ
と
が
実
に

な
る
。
厳
し
く
問
え
ば
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う
憂
え
が
な
く
な
り
、
身
近
な
こ
と
を
よ
く
考
え
れ
ば
高
遠
に
馳
せ
る
と
い
う

害
を
防
げ
る
。
こ
の
よ
う
な
学
問
を
積
ん
で
い
け
ば
、
何
事
を
す
る
に
も
お
ろ
そ
か
に
は
せ
ず
、
必
ず
そ
れ
を
そ
の
身
に
お
い

て
実
に
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
仁
は
そ
の
中
に
あ
る
と
い
う
の
だ
」
と
あ
る
。

「
仁
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
言
葉
を
集
め
て
も
意
味
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
実
体
の
な
い
も
の
を
求
め
る
形
而
上
学
的
な
学
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伊藤仁斎『童子問』を読む（二）193

問
に
よ
っ
て
は
仁
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
仁
と
は
何
か
と
い
う
解
釈
学
的
言
語
で
は
そ
れ
は
語
れ
な
い
と
い
う
こ
と

だ
ろ
う
。
実
践
を
伴
い
、
必
ず
そ
の
身
に
お
い
て
実
と
な
る
よ
う
な
学
問
の
う
ち
に
こ
そ
仁
が
あ
り
、
仁
を
な
す
以
外
に
学
問

は
な
い
と
仁
斎
は
い
う
の
で
あ
る
。

第
五
十
八
章　

問
う
、「
孟
子
の
曰
く
、『

（
１
（強つ
と

め
恕は

か

っ
て
行お

こ
なう

、
仁
を
求
む
る
こ
と
近
き
は
莫な

し
』。
何
の
謂い

い

ぞ
」。
曰
く
、「
所い

わ
ゆ
る謂

求
む
る
と
云い

う
者も

の

は
、
其
の
無
き
所
を
求
む
る
の
謂い

い

、
至
る
の
字
と
作な

し
て
看み

る
べ
か
ら
ず
。
仁
は
勉つ

と

め
て
爲な

す
べ
か
ら
ず
。
恕じ

ょ

は
強つ

と

め
て

之
を
能よ

く
す
べ
し
。
仁
は
徳
有
る
者
に
非あ

ら

ず
ん
ば
能あ

た

わ
ず
。
恕
は
力つ

と

め
行
う
者
之
を
能よ

く
す
。
其
の
強つ

と

め
て
能よ

く
す
る
所
の
恕じ

ょ

を
爲な

す
と
き
は
、
則
ち
自

お
の
ず
から

勉つ
と

め
て
爲な

す
べ
か
ら
ざ
る
の
仁
を
得う

。
一い

っ

件け
ん

の
恕
を
爲な

す
と
き
は
、
則
ち
一
件
の
仁
を
得え

、
二に

件け
ん

の
恕
を
爲な

す
と
き
は
、
則
ち
二
件
の
仁
を
得う

。
顧お

も

う
に
其
の
勉べ

ん

強き
ょ
うす

る
所
如い

か
ん何

と
い
う
に
在
る
の
み
。
故
に
曰
く
、『
仁
を
求
む

る
こ
と
近
き
は
莫な

し
』
と
。
仁
は
自

お
の
ず
から

是こ
れ

仁
、
恕じ

ょ

は
自

お
の
ず
から

是こ
れ

恕
。
恕
を
以
て
仁
に
至
る
の
功く

ふ
う夫

と
作な

す
べ
か
ら
ず
。
又
生せ

い

熟じ
ゅ
く

大だ
い

小し
ょ
うの

辨べ
ん

有
り
と
爲す

べ
か
ら
ず
」。

注（
１
（　
『
孟
子
』
盡
心
上
篇
第
四
章

（
口
語
訳
（

問
う
、「
孟
子
は
、『
努
力
し
て
人
を
思
い
や
っ
て
行
動
す
る
、
仁
を
求
め
る
の
に
こ
れ
以
上
の
近
道
は
な
い
』
と
言
っ
て
い

ま
す
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
」。
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答
え
、「
こ
こ
で
言
う
『
求
め
る
』
と
い
う
言
葉
は
、
無
い
も
の
を
求
め
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。『
至
る
』
と
い
う
字
と
同

じ
だ
と
見
做
し
て
は
な
ら
な
い
。
仁
は
努
力
し
て
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
を
思
い
や
る
恕
は
努
力
し
て
で
き
る
も
の
で
あ

る
。
仁
は
徳
が
あ
る
人
に
し
か
で
き
な
い
。
人
を
思
い
や
る
こ
と
は
努
力
し
て
行
う
者
な
ら
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
努
力

し
て
で
き
る
恕
を
行
っ
て
い
る
と
、
い
つ
の
ま
に
か
、
努
力
し
て
も
で
き
な
い
仁
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
の
恕
を
行
う

と
、
一
つ
の
仁
を
得
、
二
つ
の
恕
を
行
う
と
、
二
つ
の
仁
を
得
る
。
思
う
に
大
切
な
の
は
、
そ
の
努
力
の
仕
方
が
ど
う
か
と
い

う
点
で
あ
る
。
だ
か
ら
、『
仁
を
求
め
る
の
に
こ
れ
以
上
の
近
道
は
な
い
』
と
い
う
の
だ
。
仁
は
仁
で
し
か
な
く
、
恕
は
恕
で
し

か
な
い
。
そ
の
恕
を
以
て
仁
に
至
る
た
め
の
方
法
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
仁
に
成
熟
の
度
合
い
や
大
小
の
区
別
が
あ
る
と

思
っ
て
は
な
ら
な
い
」。

（
解
説
（

こ
の
章
の
焦
点
は
「
仁
義
礼
智
」
と
い
う
徳
と
、「
忠
信
敬
恕
」
と
い
う
修
養
の
違
い
で
あ
る
。

『
語
孟
字
義
』「
忠
信
」
条
に
は
、「
学
に
本
体
有
り
、
修
為
有
り
。
本
体
と
は
、
仁
義
礼
智
、
是
れ
な
り
。
修
為
と
は
、
忠
信

敬
恕
の
類
、
是
れ
な
り
」
と
あ
る
。「
本
体
」
と
「
修
為
」
と
い
う
言
葉
は
、
一
見
「
本
体
」
と
「
作
用
」
と
い
う
宋
学
的
な
体

用
論
を
思
わ
せ
る
が
、
仁
斎
に
よ
れ
ば
、
仁
義
礼
智
は
「
そ
れ
自
体
が
道
徳
と
し
て
存
立
し
て
い
る
も
の
」（「
道
徳
の
名
」（
で

あ
り
、
忠
信
敬
恕
は
「
学
ぶ
者
に
と
っ
て
の
具
体
的
な
努
力
目
標
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
の
用
語
法

は
、「
本
体
」
と
言
っ
た
り
、「
本
然
の
徳
」
と
言
っ
た
り
、
朱
子
学
と
の
違
い
が
わ
か
り
に
く
い
が
、
要
す
る
に
、
個
々
人
の

努
力
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
人
倫
社
会
の
中
に
「
仁
義
礼
智
」
と
い
う
本
来
的
徳
は
存
在
し
て
い
る
、
し
か
し
個
々
人
は
忠
信

敬
恕
と
い
う
努
力
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
そ
の
徳
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
仁
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伊藤仁斎『童子問』を読む（二）195

は
「
求
め
る
」
も
の
で
あ
っ
て
、「
至
る
」
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

第
五
十
九
章　

問
う
、「
道
と
は
仁
義
の
み
。
曾そ

う

子し

何
を
以
て
か
『
夫

（
１
（子

の
道み

ち

は
忠

ち
ゅ
う

恕じ
ょ

の
み
』
と
謂い

う
や
」。
曰
く
、「
仁
義
は
固ま

こ
とに

道
の
全

體
、
自

お
の
ず
から

論
を
待ま

た
ず
。
夫
子
の
道
と
云い

う
者も

の

は
、
夫
子
の
獨ひ

と

り
す
る
所
を
謂い

う
。
猶な

お

夫
子
の
家か

法ほ
う

と
曰い

わ
ん
が
ご
と
し
。
子し

貢こ
う

問と

う
、『

（
２
（一い
ち

言ご
ん

に
し
て
、
以
て
身み

を
終お

う
る
ま
で
之
を
行お

こ
なう

べ
き
者
有
り
や
』
と
。
夫
子
仁
と
曰い

わ
ず
、
義
と
曰い

わ
ず
し
て
、

特と
く

に
曰い

わ

く
、『
其
れ
恕じ

ょ

か
』
と
。
曾そ

う

子し

の
謂い

う
所と

こ
ろと

、
自

お
の
ず
から

其
の
意
を
同お

な

じ
ゅ
う
す
。
蓋け

だ

し
學が

く

者し
ゃ

に
示
す
に
其そ

の
能よ

く
し
易
き
所

の
道
を
以
て
す
。
即す

な
わち

向さ

き
の
所い

わ
ゆ
る謂

強つ
と

め
て
能
く
す
る
所
の
恕じ

ょ

を
爲な

す
と
き
は
、
則す

な
わち

自
お
の
ず
から

勉つ
と

め
て
爲な

す
べ
か
ら
ざ
る
の
仁
を

得う

る
の
謂い

い

な
り
。
忠
と
は
己お

の
れを

盡つ
く

す
の
謂い

い

、
其
の
義ぎ

解か
い

し
易
し
。
唯た

だ

恕じ
ょ

の
字
の
義
分ぶ

ん

暁ぎ
ょ
うな

ら
ず
、（

３
（字じ

書し
ょ

に
曰
く
、『
己お

の
れを

以
て
人

を
體た

い

す
る
を
恕じ

ょ

と
曰い

う
』
と
。
體
の
字
甚は

な
はだ

好よ

し
。
深
く
人
の
心
を
體た

い

察さ
つ

す
る
と
き
は
、
則す

な
わち

自
お
の
ず
から

寛か
ん

宥ゆ
う

の
意
有あ

っ
て
生し

ょ
うじ

、

過す

ぎ
て
刻こ

く

薄は
く

を
爲な

す
に
至
ら
ず
。
故
に
恕じ

ょ

は
又
寛
宥
の
義
有
り
。
凡お

よ

そ
人
に
接せ

っ

す
る
の
間あ

い
だ、

深
く
之
を
體
察
し
て
、
寛
宥
の
意

有
る
と
き
は
、
則す

な
わち

親し
ん

疎そ

遠え
ん

近き
ん

、
貴
賤
大
小
、
各

お
の
お
の其

の
所
を
得
て
、
仁
行お

こ
なわ

れ
義
達た

っ

し
て
、
道み

ち

存そ
ん

せ
ず
と
い
う
こ
と
莫な

し
。
曾そ

う

子し

忠
恕
を
以
て
夫
子
の
道
と
爲す

る
、
是こ

れ

な
り
。
良

り
ょ
う

吏り

の
獄ご

く

を
断だ

ん

ず
る
が
若ご

と

き
、
其
の
罪
固ま

こ
とに

當あ
た

れ
り
。
然し

か

れ
ど
も
深
く
其
の
心

を
體
察
す
る
と
き
は
、
則
ち
猶な

お

多た

少し
ょ
う

憐あ
わ

れ
む
べ
く
宥ゆ

る

む
べ
き
の
情

じ
ょ
う

有
り
。
況い

わ

ん
や
人
の
過あ

や
まち

に
於お

け
る
、
其
の
罪
固ま

こ
とに

恕は
か

る
べ

き
者
有
る
を
や
。
故ゆ

え

に
古こ

人じ
ん

三さ
ん

赦し
ゃ

三さ
ん

宥ゆ
う

の
法ほ

う

有
り
。
暗ひ

そ
かに

強つ
と

め
恕は

か

る
の
道
に
合か

な

う
。
或あ

る
いは

怨う
ら

む
べ
く
尤と

が

む
べ
き
の
事
に
至い

た

っ
て

も
、
亦
然
り
。
恕
の
強つ

と

め
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
此か

く

の
如ご

と

し
」。
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注（
１
（　
『
論
語
』
里
仁
篇
第
十
五
章

（
２
（　
『
論
語
』
衛
霊
公
篇
第
二
十
三
章

（
３
（　

明
の
梅ば

い

膺よ
う

祚そ

の
『
字
彙
』

（
口
語
訳
（

問
う
、「
道
は
仁
義
の
み
な
の
で
す
よ
ね
。
そ
れ
な
の
に
曽
子
は
ど
う
し
て
『
孔
先
生
の
道
は
忠
恕
の
み
』
と
言
っ
た
の
で
し

ょ
う
か
」。

答
え
、「
仁
義
が
確
か
に
道
の
全
体
で
あ
る
こ
と
は
論
ず
る
ま
で
も
な
い
。
孔
先
生
の
道
と
い
う
の
は
孔
先
生
の
独
特
の
道
を

言
う
の
で
あ
る
。
孔
先
生
の
家
法
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
子
貢
が
『
一
言
で
、
身
を
終
わ
る
ま
で
行
う
べ
き
も
の
を
言

う
と
し
た
ら
何
で
し
ょ
う
か
』
と
尋
ね
た
。
孔
先
生
は
そ
の
問
に
対
し
て
仁
と
は
言
わ
ず
、
義
と
も
言
わ
ず
、
た
だ
『
恕
で
あ

る
』
と
言
わ
れ
た
。
曽
子
の
言
う
こ
と
と
そ
の
意
味
は
同
じ
で
あ
る
。
思
う
に
学
ぶ
者
に
対
し
て
、
行
い
易
い
道
を
指
し
示
し

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
前
章
で
私
が
言
っ
た
、『
努
力
し
て
で
き
る
恕
を
行
っ
て
い
け
ば
、
自
然
と
努
力
に
よ
っ
て
は

で
き
な
い
仁
を
得
る
こ
と
に
な
る
』
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
忠
と
は
、
己
の
心
を
人
の
た
め
に
尽
く
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意

味
は
理
解
し
や
す
い
。
た
だ
、
恕
と
い
う
字
の
意
味
は
判
然
と
し
な
い
。
あ
る
字
書
に
は
『
己
を
以
て
人
を
体
す
る
を
恕
と
い

う
』
と
あ
る
。
体
の
字
は
と
て
も
う
ま
い
使
い
方
で
あ
る
。
深
く
人
の
心
を
自
分
の
身
に
な
っ
て
考
え
れ
ば
、
自
然
と
寛
容
な

気
持
ち
が
生
ま
れ
て
酷
薄
に
す
ぎ
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
も
の
だ
。
だ
か
ら
恕
と
い
う
字
に
は
ま
た
寛
容
と
い
う
意
味
が
あ

る
の
だ
。
い
つ
で
も
人
と
接
す
る
時
に
、
深
く
人
の
心
を
自
分
の
身
に
な
っ
て
考
え
、
寛
容
な
気
持
ち
を
持
て
ば
、
親
疎
遠
近
・
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貴
賤
大
小
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
を
得
て
、
仁
が
行
わ
れ
義
は
つ
ら
ぬ
か
れ
、
道
が
必
ず
存
在

す
る
と
い
う
状
態
に
な
る
。
曽
子
が
忠
恕
を
孔
先
生
の
道
と
し
た
の
は
こ
う
い
う
わ
け
で
あ
る
。
良
い
役
人
が
判
決
を
下
せ
ば
、

そ
の
罪
は
も
と
よ
り
妥
当
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
深
く
人
の
心
を
自
分
の
身
に
な
っ
て
考
え
る
と
き
は
、

な
お
多
少
は
憐
れ
を
も
よ
お
し
大
目
に
み
て
や
り
た
い
気
持
ち
が
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
そ
れ
が
人
の
過
失
に
よ
る

も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
罪
は
大
目
に
み
て
や
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
、
古
人
は
老
人
、
幼
児
、
精
神
障
害
者
や
、

誤
認
、
過
失
、
忘
却
の
場
合
に
は
刑
を
軽
減
す
る
と
い
う
三
赦
三
宥
の
法
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
暗
に
努
力
し
て
人
の
心

を
思
い
や
る
と
い
う
道
理
に
か
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
怨
む
べ
き
こ
と
や
咎
め
る
べ
き
こ
と
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
恕

と
い
う
こ
と
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
」。

（
解
説
（

前
章
に
引
き
続
き
、
努
力
目
標
と
し
て
の
恕
の
意
義
を
説
く
。
仁
義
礼
智
と
は
古
今
を
通
じ
世
界
に
通
じ
る
達
徳
で
あ
る
。

し
か
し
人
は
ま
ず
自
分
の
生
き
て
い
る
現
実
の
な
か
で
、
日
々
他
者
と
接
し
日
常
の
仕
事
を
こ
な
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
仁
と
は
何
か
を
一
人
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
仁
は
得
ら
れ
な
い
。
仁
は
努
力
し
て
求
め
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
よ
り
も
日
々
の
生
活
の
中
で
、
触
れ
合
う
人
々
に
恕
を
行
う
こ
と
は
誰
に
で
も
努
力
次
第
で
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か

ら
曾
子
は
「
夫
子
の
道
は
忠
恕
の
み
」
と
い
い
、
ま
た
孔
子
も
「
身
を
終
わ
る
ま
で
行
う
べ
き
は
恕
で
あ
る
」
と
言
っ
た
の
で

あ
る
。

で
は
そ
の
忠
恕
と
は
何
か
。
忠
と
は
「
己
の
心
を
竭つ

く

し
尽
す
」
こ
と
、
恕
と
は
「
人
の
心
を
忖は

か

り
度
る
」
こ
と
、
と
い
う
の

が
『
語
孟
字
義
』
に
お
け
る
仁
斎
の
定
義
で
あ
る
。
忠
に
つ
い
て
は
程
伊
川
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
て
い
る
が
、
恕
に
つ
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い
て
は
「
己
を
忖
り
、
人
を
忖
る
」
と
い
う
邢
昺
の
言
葉
か
ら
「
お
の
れ
を
忖
り
」
を
削
っ
た
も
の
を
字
義
と
し
て
い
る
。
さ

ら
に
程
伊
川
の
「
己
を
推
す
」
と
い
う
定
義
を
斥
け
る
。
仁
斎
に
は
「
己
の
心
か
ら
人
の
心
を
推
し
量
る
」
と
い
う
の
が
納
得

で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
章
の
「
己
を
以
っ
て
人
を
体
す
る
」
と
は
ま
さ
に
人
の
心
を
自
分
の
心
と
し
、
人
の
身
を
自

分
の
身
と
し
て
感
じ
る
こ
と
で
、
そ
れ
こ
そ
が
仁
斎
の
考
え
る
恕
に
ぴ
っ
た
り
の
定
義
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　

童
子
問
巻
の
上
畢お

わ
り
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