
Title 孟子の天

Author(s) 吉永, 慎二郎

Citation 中国研究集刊. 1990, 9, p. 8-19

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/61061

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



522 

小
稿
は
孟
子
の
天
の
観
念
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
ん
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
孟
子
の
天
は
も
と
よ
り
彼
の
発
明
し
た
観
念
で
は
な
い
。
天
は
周
知

の
よ
う
に
周
王
朝
の
創
業
に
当
っ
て
周
公
旦
ら
の
手
に
よ
っ
て
天
命
思
想

と
し
て
歴
史
的
な
意
味
を
担
っ
て
登
場
し
て
き
た
観
念
で
あ
っ
た
。
事
実
、

孟
子
は
し
ば
し
ば
天
を
語
る
際
に
、
文
王
、
周
公
に
ま
つ
わ
る
詩
・
書
を

引
用
し
て
自
説
の
根
拠
と
し
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
孟
子
は
進
徳
性
と

天
と
を
結
び
つ
け
て
説
い
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
明
ら
か
に
天
の

観
念
に
つ
い
て
―
つ
の
発
明
乃
至
は
展
開
を
な
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

し
て
み
れ
ば
孟
子
の
天
の
考
察
に
当
っ
て
も
、
そ
の
仁
を
考
察
し
た
の
と

同
様
に
、
大
き
く
二
つ
の
方
面
か
ら
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
即
ち

詩
・
書
や
孔
子
の
語
か
ら
の
演
繹
と
し
て
の
天
の
観
念
で
あ
り
、
今
―
っ

は
孟
子
の
思
想
的
発
明
に
基
く
天
の
観
念
で
あ
る
。

そ
こ
で
以
下
に
お
い
て
は
ま
ず
周
初
の
天
の
観
念
を
考
察
し
、
次
い
で

孔
子
に
お
け
る
天
を
検
討
し
、
孟
子
の
天
の
問
題
へ
と
論
を
進
め
て
ゆ
き

た
い
。

孟

子

の

天

0

周
初
の
天

か
つ
て
林
泰
輔
博
士
は
『
周
公
と
其
時
代
』
を
著
し
、
詩
・
書
に
依
捩

し
て
の
考
證
的
方
法
に
よ
っ
て
、
周
公
の
思
想
の
歴
史
的
、
思
想
史
的
意

義
を
考
察
し
た
。
そ
こ
に
お
い
て
周
公
に
よ
っ
て
確
立
・
展
開
さ
れ
た
天

の
思
想
の
構
造
を
次
の
よ
う
に
描
き
出
し
て
い
る
。

朱
子
が
「
鰹
他
中
天
字
、
要
人
自
看
得
分
暁
也
、
有
説
蒼
蒼
者
也
、
有

説
主
宰
者
也
、
有
箪
訓
理
時
」
（
語
類
巻
一
）
と
い
う
よ
う
に
、
天
に
は

三
つ
の
概
念
即
ち
、
①
形
体
的
天
、
②
主
宰
的
天
、
③
理
法
的
天
、
が
存

す
る
。
③
は
①
②
に
対
し
て
周
初
に
お
い
て
は
未
発
達
で
、
そ
の
中
心
を

占
め
る
の
は
②
の
天
で
あ
る
。
そ
の
主
宰
的
の
天
の
概
念
は
い
か
な
る
内

容
か
ら
構
成
さ
れ
る
か
と
い
え
ば
次
の
三
点
で
あ
る
。

①
「
天
は
天
子
を
立
て
て
萬
民
を
教
養
せ
し
む
」
そ
の
証
と
し
て
次
の

諸
文
が
挙
げ
ら
れ
る
。
（
孟
子
所
引
太
誓
上
）
天
降
下
民
、
作
之
君
、

作
之
師
、
惟
曰
其
助
上
帝
、
寵
之
四
方
。
（
詩
・
思
文
）
立
我
悉
民
、

莫
非
爾
極
、
胎
我
来
牟
、
帝
命
率
育
、
無
此
弧
爾
界
、
陳
常
子
時
夏
。

（
大
詰
）
洪
惟
、
我
幼
沖
人
、
嗣
無
弧
大
歴
服
、
弗
造
哲
迪
民
康
、

吉

永

慎

郎

(8) 
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矧
曰
其
有
能
格
知
天
命
。
（
多
方
）
惟
我
周
王
、
痰
承
子
旅
、
克
堪

用
徳
、
惟
典
神
天
。
天
惟
式
教
我
用
休
、
簡
界
殷
命
、
手
爾
多
方
。

な
ど
。

②
「
天
は
普
を
賞
し
悪
を
罰
す
」
そ
の
証
と
し
て
次
の
諸
文
が
挙
げ
ら

れ
る
。
（
詩
・
文
王
）
仮
哉
天
命
、
有
商
孫
子
、
商
之
孫
子
、
其
麗

不
億
、
上
帝
既
命
、
候
子
周
服
。
（
多
士
）
弔
晏
天
、
大
降
喪
子
殷
、

我
有
周
佐
命
、
賂
天
明
威
致
王
罰
、
勅
殷
命
、
終
子
子
帝
。
な
ど
。

つ
ま
り
天
は
天
命
を
喪
っ
た
王
を
新
た
な
受
命
の
王
に
よ
っ
て
賞
罰

さ
せ
る
と
の
趣
旨
で
あ
る
。
そ
の
際
、
天
命
は
「
民
心
の
向
背
に
よ

り
て
こ
れ
を
決
す
る
」
そ
の
証
と
し
て
次
の
諸
文
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
大
諧
）
天
架
枕
辟
、
其
考
我
民
。
（
多
士
）
惟
帝
不
界
、
惟
我
下

民
乗
為
、
惟
天
明
畏
。
（
多
方
）
乃
惟
成
湯
、
克
以
爾
多
方
簡
、
代

夏
作
民
主
。
（
孟
子
所
引
泰
誓
）
天
視
自
我
民
視
、
天
聴
自
我
民
聴
°

又
「
天
子
は
既
に
天
に
代
り
て
そ
の
職
を
行
ふ
も
の
な
れ
ば
、
諸
侯

以
下
の
賞
罰
は
、
皆
天
子
の
為
す
所
な
り
」
と
し
、
そ
の
証
と
し
て

次
の
諸
文
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
多
士
）
猷
告
爾
多
士
、
予
惟
時
其
遷
居
西
爾
、
非
我
一
人
奉
徳
不

康
寧
、
時
惟
天
命
無
違
。
（
多
士
）
予
敢
求
爾
子
天
邑
商
、
予
惟
率

陣
衿
爾
、
非
予
罪
、
時
惟
天
命
。
（
多
士
）
我
乃
明
致
天
罰
、
移
爾

返
遂
（
多
方
）
爾
乃
惟
逸
惟
頗
、
大
遠
王
命
、
則
惟
爾
多
方
探
天

之
威
、
我
則
致
天
之
罰
、
離
逃
爾
士
。
（
多
士
）
爾
克
敬
、
天
惟
界

衿
爾
。
爾
不
克
敬
、
爾
不
音
不
有
爾
士
、
予
亦
致
天
之
罰
子
爾
射
。

な
ど
。

③
「
天
は
運
命
を
司
ど
る
」
と
は
「
善
を
為
す
も
の
に
し
て
或
は
災
害

を
受
け
、
悪
を
為
す
も
の
に
し
て
或
は
福
祉
を
得
る
こ
と
あ
り
。
こ

れ
質
に
奈
何
と
も
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
も
の
な
り
。
是
に
於
て
之
を

天
に
蹄
せ
ざ
る
を
得
ず
、
こ
れ
即
ち
運
命
な
り
。
」
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
そ
の
証
と
し
て
次
の
諸
文
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
大
諧
）
弗
弔
天
、
降
割
子
我
家
、
不
少
延
。
（
大
詰
）
今
天
降
戻

子
周
邦
、
惟
大
娘
人
、
誕
部
脊
伐
子
厭
室
。
（
般
庚
）
古
我
前
后
、

岡
不
惟
民
之
承
、
保
后
脊
感
、
鮮
以
不
浮
天
時
。
殷
降
大
虐
、
先
王

不
懐
、
厭
仮
作
、
視
民
利
用
遷
。

切

以
上
が
林
膊
士
の
説
く
所
の
主
宰
的
天
の
概
念
で
あ
る
。
今
日
的
に
見

て
こ
れ
ら
の
性
格
規
定
が
か
な
り
の
程
度
に
孟
子
の
王
道
論
や
春
秋
学
な

ど
の
後
世
の
儒
家
理
念
に
よ
る
読
み
込
み
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
否
定

し
難
い
。
と
は
い
え
書
や
詩
か
ら
窺
え
る
主
宰
的
天
の
性
格
の
骨
格
は
ほ

ぽ
把
握
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
①
に
つ
い
て
は
、
「
萬
民
を
教
養
せ
し
む
」
に
は
王
道
理
念
の
浸

潤
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
に
引
用
さ
れ
る
孟
子
以
外
の
文
献
か
ら
帰
納
さ
れ

る
の
は
、
―
つ
は
天
が
万
民
を
生
ず
る
、
二
つ
は
天
は
有
徳
で
民
の
信
頼

を
得
た
も
の
に
天
命
を
下
し
て
天
子
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
博

士
は
こ
こ
に
天
の
民
に
対
す
る
道
徳
的
感
化
と
い
う
王
道
理
念
を
読
み
込

も
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
点
を
除
け
ば
博
士
の
指
摘
は
ほ
ぽ

妥
当
と
い
え
よ
う
。

②
に
つ
い
て
は
、
「
天
は
善
を
賞
し
悪
を
罰
す
」
の
は
一
般
的
理
法
的

の
そ
れ
で
は
な
く
、
所
引
の
文
の
示
す
よ
う
に
、
受
命
の
周
王
が
天
命
を

(9) 
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失
っ
た
殷
の
天
子
や
征
服
さ
れ
た
殷
の
民
に
対
し
て
天
命
に
基
い
て
賞
罰

す
る
の
意
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
天
子
は
既
に
天
に
代
り
て
そ
の
職
を

行
ふ
も
の
な
れ
ば
、
諸
侯
以
下
の
賞
罰
は
、
皆
天
子
の
為
す
所
な
り
」
と

コ
ロ
ラ
リ
ー

い
う
の
は
、
天
子
の
受
命
と
い
う
こ
と
の
系
と
し
て
当
然
導
き
得
る
論

理
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
後
世
の
春
秋
学
的
理
念
（
例
え
ば
『
論
語
』
季

氏
に
「
天
下
道
あ
れ
ば
、
則
ち
礼
楽
征
伐
、
天
子
よ
り
出
ず
」
と
い
う
）

の
浸
潤
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
天
命
が
「
民
心
の
向

背
に
よ
り
て
こ
れ
を
決
す
る
」
と
す
る
の
は
、
所
引
の
文
献
か
ら
無
理
な

く
帰
結
し
得
る
命
題
と
い
え
よ
う
。

③
の
「
天
は
運
命
を
司
ど
る
」
も
の
で
あ
る
と
の
命
題
は
所
引
の
文
献

か
ら
の
帰
結
と
し
て
問
題
あ
る
ま
い
。
但
し
こ
こ
で
は
「
運
命
」
は
国
家
・

氏
族
の
そ
れ
が
中
心
だ
が
詩
•
国
風
の
諸
篇
に
多
く
見
ら
れ
る
個
人
の
運

命
の
不
条
理
を
天
に
帰
す
る
（
例
え
ば
、
祁
風
•
北
門
、
王
風
・
黍
離
、

秦
風
・
黄
鳥
な
ど
の
所
謂
変
風
に
歌
わ
れ
る
天
の
捉
え
方
）
と
い
う
傾
向

が
、
時
代
の
経
過
と
共
に
顕
著
に
な
り
春
秋
の
始
め
ご
ろ
に
は
重
心
が
個

人
の
側
面
に
移
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。

ま
た
所
引
の
般
庚
の
文
か
ら
「
こ
れ
天
は
縦
命
災
害
を
降
す
こ
と
あ
る

も
、
人
事
を
修
め
て
之
に
勝
つ
こ
と
」
を
意
味
す
る
と
博
士
が
述
べ
て
い

る
点
は
、
周
初
の
天
命
思
想
の
重
心
が
ど
こ
に
在
る
か
を
探
る
の
に
重
要

な
指
摘
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
博
士
の
所
説
を
ふ
ま
え
且
つ
そ
の
王
道
論
•
春
秋

学
的
理
念
の
浸
潤
を
取
り
去
っ
て
、
周
初
に
お
け
る
主
宰
的
天
の
骨
格
を

な
す
性
格
を
挙
げ
る
と
次
の
五
点
に
要
約
さ
れ
よ
う
。

〇
天
は
万
民
を
生
ず
る
。

⇔
天
は
有
徳
者
に
天
命
を
下
し
て
天
子
と
し
て
万
民
を
治
め
さ
せ
る
。

伺
天
子
は
天
命
に
基
き
被
征
服
民
に
対
し
て
賞
罰
を
下
す
。

絢
天
命
は
民
心
の
向
背
に
よ
っ
て
決
す
る
。

⑮
天
は
運
命
を
司
ど
る
が
、
人
事
の
努
力
に
よ
っ
て
こ
れ
を
克
服
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
主
宰
的
天
は
周
族
に
加
担
し
殷
族
を
懲
罰
す
る
と
い

う
祖
先
神
的
人
格
神
的
性
格
を
で
き
る
だ
け
抑
制
し
、

0
⇔
の
よ
う
に
そ

の
普
遍
的
性
格
を
強
調
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
歴
史
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー

か
ら
言
え
ば
、
伺
⑲
の
よ
う
に
殷
周
革
命
を
勝
利
に
導
く
「
女
神
」
と
し

レ
ジ
テ
マ
シ
ー

て
の
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
（
そ
の
天
命
思
想
は
周
族
の
支
配
の
正
統
性
の

確
立
に
適
合
す
る
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
）
い
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ

て
こ
よ
う
。
し
か
し
、
周
公
は
そ
の
天
を
可
能
な
限
り
氏
族
的
集
団
を
越

え
た
普
遍
的
性
格
に
お
い
て
捉
え
、
逆
に
そ
の
よ
う
な
普
遍
的
性
格
と
し

て
の
天
の
命
に
適
う
も
の
と
し
て
の
周
の
天
下
支
配
の
確
立
の
正
統
性
を

明
確
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
こ
に
お
い
て
周
王
は
、
天
を
祭
り
天
命
を
受
け
る
者
（
天
子
）
と
し

て
、
か
つ
そ
れ
に
基
い
て
天
下
を
治
め
る
者
（
王
）
と
し
て
、
即
ち
宗
教

ハ
イ
エ
ラ
ル
ヒ
ー

的
政
治
的
の
支
配
構
造
の
頂
点
に
位
置
す
る
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ

と
と
な
る
。
そ
し
て
か
か
る
〈
政
教
一
致
構
造
〉
を
支
え
る
主
宰
と
し
て

「
天
」
が
存
在
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
周
初
の
主
宰
的

天
の
本
質
が
在
っ
た
と
言
え
よ
う
。

し
か
も
こ
の
主
宰
と
し
て
の
天
は
、
天
子
に
天
命
を
下
し
、
民
意
に
お

(10) 
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い
て
示
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
主
宰
者
と
し
て
の
力
を
直
接
的
に

行
使
す
る
（
運
命
を
司
ど
る
）
と
い
う
側
面
は
む
し
ろ
後
退
し
（
⑲
の
よ

う
に
運
命
さ
え
も
時
に
人
為
的
に
克
服
し
得
る
と
さ
れ
る
）
、
人
間
（
天

子
・
民
）
を
媒
介
と
し
て
顕
現
す
る
。
即
ち
そ
れ
は
人
格
神
的
で
あ
る
と

同
時
に
理
法
的
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

か
か
る
理
法
的
性
格
の
強
い
天
を
主
宰
と
し
て
打
ち
立
て
た
事
に
よ
っ

て
、
「
郁
郁
乎
と
し
て
文
な
る
哉
」
（
八
俗
）
と
い
う
周
の
文
化
の
人
文

的
性
格
・
人
間
中
心
的
性
格
が
決
定
づ
け
ら
れ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
林
博
士
の
指
摘
す
る
理
法
的
の
天
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
こ
れ

に
つ
い
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
次
の
諸
文
で
あ
る
。

（
西
伯
敷
黎
）
不
虞
天
性
。
（
康
詰
）
子
弟
弗
念
天
顕
、
乃
弗
克
恭
廠

兄
。
（
康
詰
）
子
惟
輿
我
民
葬
、
大
浪
胤
。
（
君
大
・
大
皓
）
天
命
不

易
。
（
大
雅
文
王
）
駿
命
不
易
。

こ
れ
に
つ
い
て
博
士
は
「
民
の
常
性
は
天
の
付
輿
せ
し
も
の
な
る
こ
と
を

い
へ
る
な
り
」
又
「
天
に
不
易
の
法
則
の
あ
る
こ
と
を
い
へ
る
な
り
」
と

ゅ

述
べ
て
い
る
。

ま
ず
「
天
に
不
易
の
法
則
の
あ
る
」
と
い
う
点
は
先
に
検
討
し
た
よ
う

に
、
主
宰
的
天
の
持
つ
理
法
的
側
面
の
指
摘
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

留
意
す
べ
き
は
こ
の
よ
う
な
理
法
性
は
、
あ
く
ま
で
も
人
間
に
と
っ
て
超

越
的
な
理
法
性
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
人
間
に
内
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
博
士
の
い
う
「
民
の
常
性
は
天
の
付
異
せ
し
も

の
」
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
字
通
り
読
め
ば
天
の
理
法
性
の
人

間
に
内
在
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
よ
う
。
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
西

伯
欺
黎
の
「
天
性
」
と
は
「
天
の
性
命
」
（
孔
伝
）
つ
ま
り
天
命
の
意
で

あ
り
、
康
詰
の
「
天
顕
」
や
「
葬
」
な
ど
の
語
も
本
来
は
天
の
示
す
命
法

で
あ
っ
て
そ
れ
に
人
々
が
則
る
こ
と
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ

は
あ
た
か
も
人
格
神
が
民
に
戒
律
を
与
え
る
か
の
如
く
外
在
的
に
、
即
ち

超
越
的
に
人
間
に
与
え
ら
れ
た
理
法
で
あ
る
こ
と
を
示
す
に
外
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
天
の
理
法
が
「
民
の
常
性
」
と
し
て
内
在
す
る
と
解
す
る
こ

と
は
や
は
り
孟
子
的
理
念
の
浸
憫
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
周
初
に
お
け
る
理
法
的
の
天
と
は
、
主
宰
的
超
越
的
な
る

天
が
、
人
格
神
的
恣
意
性
と
し
て
で
は
な
く
、
不
易
の
理
法
性
と
し
て
捉

え
ら
れ
始
め
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
未
だ
内
在
的
理
法
と

し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
言
え
よ
う
。

以
上
の
如
く
周
初
の
天
の
観
念
を
確
認
し
た
上
で
次
は
孔
子
に
お
け
る

天
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

⇔
孔
子
に
お
け
る
天

「
夢
に
周
公
を
見
」
（
述
而
）
て
敬
慕
し
た
と
さ
れ
る
孔
子
と
周
公
と

を
結
び
つ
け
る
思
想
史
的
脈
絡
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
周
公
は
一
方
で
は
林

博
士
も
指
摘
す
る
よ
う
に
「
天
神
人
鬼
に
無
限
の
盛
力
あ
る
こ
と
を

S

シ
ャ
ー
マ
ソ

認
め
」
て
こ
れ
を
祭
祀
し
敬
虔
を
尽
く
す
司
祭
者
で
あ
り
、
他
方
に
お
い

て
そ
の
天
命
思
想
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
天
の
人
格
神
的
側
面
を
で
き
る

だ
け
抑
制
し
、
人
事
に
お
け
る
自
由
と
可
能
性
に
よ
り
多
く
重
心
を
移
行

せ
し
め
た
思
想
家
で
も
あ
っ
た
。
孔
子
の
讃
嘆
し
て
止
ま
ぬ
周
の
「
文
」

と
は
こ
の
後
者
の
開
明
的
思
惟
の
方
向
づ
け
の
上
に
開
花
し
た
も
の
で
あ
っ

(11) 



526 

た
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
孔
子
が
周
公
を
敬
慕
し
た
の
は
王
朝
創
業

の
功
臣
に
し
て
魯
の
開
祖
と
い
う
歴
史
的
規
定
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
思

惟
の
開
明
性
と
合
理
性
を
方
向
づ
け
る
と
い
う
周
公
の
思
想
史
的
役
割
に

由
る
所
が
大
で
あ
る
と
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

『
論
語
』
に
見
る
孔
子
の
言
葉
は
、
明
ら
か
に
彼
が
こ
の
よ
う
な
思
想

史
的
脈
絡
を
継
承
す
る
者
と
し
て
自
己
を
規
定
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
ズ

い
よ
う
。
「
之
を
知
る
を
之
を
知
る
と
為
し
、
知
ら
ざ
る
を
知
ら
ざ
る
と

為
す
、
是
れ
知
る
な
り
。
」
（
為
政
）
と
し
て
可
知
と
不
可
知
を
分
別
す

る
こ
と
を
知
の
第
一
歩
と
し
、
「
民
の
義
を
務
め
、
鬼
神
を
敬
し
て
之
を

遠
ざ
く
、
知
と
謂
ふ
べ
し
。
」
（
薙
也
）
と
し
て
、
不
可
知
の
世
界
•
死

後
の
世
界
•
鬼
神
の
世
界
に
思
惟
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
を
峻
拒
し
、
「
未
だ

人
に
事
ふ
る
こ
と
能
は
ず
、
焉
く
ん
ぞ
鬼
に
事
へ
ん
」
（
先
進
）
「
未
だ

生
を
知
ら
ず
、
焉
く
ん
ぞ
死
を
知
ら
ん
」
（
先
進
）
と
、
知
の
対
象
を
人

事
と
現
世
と
に
自
己
限
定
し
、
そ
こ
に
お
け
る
人
の
道
即
ち
倫
理
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
孔
子
が
自
ら
の
責
務
と
し
た
所
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
孔
子
が
、
周
公
の
思
想
の
人
間
中
心
主
義
・
人
文
主
義
的

な
方
向
を
己
の
思
想
的
立
場
と
し
て
継
承
し
発
展
せ
し
め
ん
と
し
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
孔
子
は
「
天
」
に
依
捩
し
て
思
想
を

展
開
す
る
と
い
う
方
法
は
取
ら
ず
、
彼
は
周
公
の
遺
制
と
信
ず
る
所
の

「
礼
」
に
依
握
し
て
、
こ
れ
を
「
知
」
と
い
う
方
法
に
お
い
て
倫
理
的
に

そ
の
意
義
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
思
想
を
展
開
せ
ん
と
し
た
。

こ
の
孔
子
の
人
間
中
心
主
義
・
人
文
主
義
的
立
場
が
端
的
に
凝
縮
し
て
表

現
さ
れ
た
も
の
が
の
徳
目
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
看
取
し
得
よ
う
。

祖
先
•
鬼
神
な
る
超
越
者
に
対
す
る
畏
怖
と
敬
虔
を
核
と
す
る
「
孝
」

に
対
し
て
、
「
仁
」
は
か
か
る
超
越
者
へ
の
視
座
を
捨
象
し
て
専
ら
視
界

を
人
事
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
所
の
、
同
じ
く
人
で
あ
る
他
者
へ

の
共
感
と
同
情
と
に
そ
の
源
泉
を
移
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
汎
＜
衆

を
愛
し
て
仁
に
親
し
む
」
（
学
而
）
、
「
惟
仁
者
の
み
人
を
好
む
」
（
里

仁
）
、
「
仁
者
は
難
き
を
先
に
し
て
獲
る
を
後
に
す
」
（
苑
也
）
、
「
我

す
な
わ

仁
を
欲
す
れ
ば
斯
ち
仁
至
る
」
（
述
而
）
、
「
己
の
欲
せ
ざ
る
所
を
人

に
施
す
勿
か
れ
」
（
顔
淵
）
、
「
人
を
愛
す
」
（
顔
淵
）
、
「
剛
毅
木
訥
、

仁
に
近
し
。
」
（
子
路
）
な
ど
の
仁
の
規
定
に
共
通
す
る
も
の
は
、
こ
の

同
じ
人
で
あ
る
他
者
へ
の
共
感
と
同
情
と
い
う
視
座
で
あ
ろ
う
（
孟
子
が

「
人
に
忍
び
ざ
る
の
心
」
と
し
て
仁
を
解
す
る
の
は
そ
の
正
鵠
を
射
た
も

の
と
言
え
よ
う
）
。

人
と
人
が
超
越
者
を
媒
介
と
し
て
交
わ
る
あ
り
よ
う
か
ら
、
人
と
人
が

超
越
者
に
よ
ら
ぬ
、
人
間
的
自
覚
に
よ
る
交
わ
り
の
あ
り
よ
う
へ
の
転
換

こ
そ
が
仁
に
よ
っ
て
明
確
に
標
榜
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
人
と
人

と
の
交
わ
り
を
媒
介
と
す
る
も
の
こ
そ
「
礼
」
と
さ
れ
た
。
「
己
を
克
め

て
礼
に
復
る
を
仁
と
為
す
」
（
顔
淵
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
仁
は
礼
と

い
う
あ
り
よ
う
を
通
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
仁
と

知
と
礼
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
孔
子
の
倫
理
学
説
に
お
い
て
、
超
越
者
と

し
て
の
天
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
そ
の
体
系
か
ら
は
捨
象
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
「
天
子
の
性
と
天
道
と
を
言
う
は
、
得
て
聞
く
べ
か
ら
ざ
る
な

り
。
」
（
公
冶
長
）
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

で
は
そ
の
学
説
の
体
系
か
ら
捨
象
さ
れ
た
天
と
は
孔
子
に
と
っ
て
い
か

(12) 
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な
る
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

そ
こ
で
『
論
語
』
に
お
い
て
孔
子
が
天
に
言
及
し
た
所
の
文
を
全
て
列

挙
し
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

①
五
十
而
知
天
命
。
（
為
政
）

②
王
孫
買
問
日
、
異
其
媚
於
奥
、
寧
媚
於
箪
。
何
謂
也
。
子
曰
、
不

然
。
獲
罪
於
天
、
無
所
稿
也
。
（
八
侑
）

③
子
見
南
子
。
子
路
不
説
。
夫
子
矢
之
曰
、
予
所
否
者
、
天
厭
之
、

天
厭
之
。
（
薙
也
）

④
子
曰
、
天
生
徳
於
予
、
桓
魃
其
如
予
何
。
（
述
而
）

⑤
子
曰
、
大
哉
発
之
為
君
也
、
魏
魏
乎
唯
天
為
大
。
唯
発
則
之
。

（
泰
伯
）

⑥
子
畏
於
匡
。
曰
、
文
王
既
没
、
文
不
在
絃
乎
。
天
之
将
喪
斯
文
也
、

後
死
者
不
得
異
於
斯
文
也
、
天
之
未
喪
斯
文
也
、
匡
人
其
如
予
何
。

（
子
竿
）

⑦
子
疾
病
、
子
路
使
門
人
為
臣
°
病
間
、
曰
、
久
突
哉
、
由
之
行
詐

也
。
無
臣
而
為
有
臣
。
吾
誰
欺
。
欺
天
乎
。
（
子
匹
干
）

⑧
顔
淵
死
。
子
曰
、
慮
、
天
喪
予
。
天
喪
予
。
（
先
進
）

⑨
子
曰
、
不
怨
天
。
不
尤
人
。
下
學
而
上
達
。
知
我
者
其
天
乎
。

（
憲
問
）

⑲
孔
子
曰
、
君
子
有
三
畏
。
畏
天
命
°
畏
大
人
。
畏
聖
人
之
言
。
小

人
不
知
天
命
。
而
不
畏
也
。
押
大
人
。
侮
人
之
言
。
（
季
氏
）

⑪
子
曰
、
予
欲
無
百
°
子
貢
曰
、
子
如
不
言
、
則
小
子
何
述
焉
0
~

曰
、
天
何
言
哉
、
四
時
行
焉
、
百
物
生
焉
。
天
何
言
哉
。
（
陽
貨
）

こ
れ
ら
の
う
ち
、
⑤
と
⑩
と
⑪
と
は
や
や
傾
向
を
異
に
し
検
討
を
要
し

よ
う
が
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
あ
る
傾
向
を
看
取
し
得
よ
う
o

即
ち
そ
れ
ら
は
「
運
命
を
司
ど
る
」
と
い
う
主
宰
的
天
と
し
て
の
共
通
の

性
格
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
お
い
て
語
ら
れ

ロ
ゴ
ス

る
運
命
の
主
宰
者
と
し
て
の
天
は
、
決
し
て
知
の
対
象
と
し
て
論
理
化
せ

ら
れ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
先
に
見
た
よ
う
に
知
の
対

象
と
し
て
は
遠
ざ
け
ら
れ
峻
拒
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
不
可
知
の
根
源
者

で
あ
る
。
か
か
る
天
を
語
る
孔
子
の
あ
り
よ
う
は
、
ま
さ
に
「
自
己
自
身

に
対
し
て
態
度
を
取
り
、
そ
し
て
そ
の
際
超
在
に
対
し
て
態
度
を
取
る
と

こ
ろ
の
自
己
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
は
こ
の
超
在
に
よ
っ
て
自
己
を
贈
与
さ

伺

れ
た
こ
と
を
知
り
、
こ
の
越
在
の
上
に
自
己
を
置
い
て
い
る
」
と
言
う
と

こ
ろ
の
〈
実
存
〉
と
し
て
在
る
と
言
え
よ
う
。
即
ち
孔
子
は
己
の
実
存
に

お
い
て
覚
知
す
る
所
の
天
を
語
っ
て
い
る
に
他
な
る
ま
い
。

し
た
が
っ
て
、
①
に
「
天
命
を
知
る
」
と
言
う
の
は
、
天
に
よ
っ
て
与

え
ら
れ
た
も
の
を
己
に
お
い
て
覚
知
せ
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
与
え
ら
れ
し
も
の
と
は
④
に
「
徳
を
予
に
生
ず
」
と
し
⑥
に
「
文
斯
に

在
」
り
と
言
う
如
く
道
徳
性
に
外
な
る
ま
い
。
天
に
与
え
ら
れ
た
道
徳
的

使
命
の
発
揮
を
運
命
的
に
覚
知
し
た
こ
と
が
「
天
命
を
知
る
」
の
表
白
だ

と
考
え
ら
れ
よ
う
。
使
命
を
運
命
的
に
覚
知
す
る
と
い
う
こ
と
は
実
存
に

囮

お
い
て
は
何
ら
矛
盾
す
る
事
態
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
実
存
と
は
超
越
者
（
天
）
を
内
在
（
己
）
に
お
い
て
覚
知

せ
る
存
在
の
謂
で
あ
る
か
ら
、
実
存
的
に
天
を
覚
知
す
る
孔
子
に
と
っ
て
、

②
や
⑦
の
功
利
的
策
謀
や
、
③
の
世
俗
的
曲
解
な
ど
は
一
々
に
弁
ず
る
に

(13) 
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足
り
ぬ
も
の
で
あ
り
、
⑨
の
如
く
、
天
こ
そ
「
我
を
知
る
」
も
の
に
他
な

ら
ぬ
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
己
の
意
志
に
と
っ
て
は
不
条
理
な
も
の
と
し
て
顕
わ
れ
る
天

の
命
（
運
命
）
も
ま
た
己
の
存
在
に
お
い
て
は
受
け
容
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も

の
と
し
て
覚
知
さ
れ
る
が
故
に
、
そ
れ
は
時
に
⑧
の
如
く
絶
望
を
伴
な
う

試
練
と
な
り
、
又
⑥
の
如
く
試
練
を
経
て
の
確
信
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
①
ー
④
、
⑥
ー
⑨
に
見
ら
れ
る
の
は
、
主
宰
的
の
天
を
実

存
的
に
覚
知
す
る
孔
子
が
、
そ
れ
を
時
々
の
状
況
に
お
い
て
表
白
し
た
所

の
「
天
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
超
越
的
な
る
主
宰
的
天
を
超
越
的
な
る
ま
ま

に
語
る
の
で
は
な
く
、
己
の
実
存
に
お
い
て
内
在
の
契
機
を
経
た
も
の
と

し
て
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
に
お
い
て
孔
子
の
天
は
同
じ
く
主
宰
的

性
格
を
も
つ
周
初
の
天
と
性
格
を
異
に
す
る
。
周
初
の
天
は
か
か
る
内
在

の
契
機
を
持
た
ぬ
所
の
主
宰
者
で
あ
る
。
周
初
の
天
が
未
だ
人
格
神
的
性

格
を
脱
し
切
れ
て
い
な
い
の
は
そ
の
為
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
孔
子
に
お

い
て
は
、
天
は
主
宰
的
で
あ
り
な
が
ら
も
は
や
人
格
神
的
性
格
は
全
く
稀

薄
と
な
り
、
実
存
に
お
い
て
内
在
の
契
機
を
経
た
も
の
と
し
て
非
人
格
的

性
格
を
濃
く
す
る
。
も
と
よ
り
、
孔
子
は
こ
の
よ
う
な
天
を
知
の
対
象
と

ロ
ゴ
ス

し
て
論
理
化
し
た
の
で
は
決
し
て
な
い
。
し
か
し
孔
子
の
実
存
を
媒
介
と

し
て
天
観
は
―
つ
の
転
回
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

で
は
孔
子
は
、
か
か
る
実
存
的
な
る
天
の
覚
知
が
万
人
に
可
能
な
る
も

の
と
考
え
た
の
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
答
は
否
で
あ
ろ
う
。
⑥
に
「
天
の

未
だ
斯
文
を
喪
さ
ざ
る
や
、
匡
人
其
れ
予
を
如
何
せ
ん
」
と
言
う
よ
う
に

「
天
命
」
の
覚
知
は
や
は
り
限
ら
れ
た
る

It

聖
人
＂
に
お
い
て
こ
そ
為
し
得

る
も
の
で
あ
り
、
万
人
に
可
能
な
る
も
の
は
、
仁
と
知
を
も
っ
て
の
礼
の

履
行
と
い
う
倫
理
な
の
で
あ
っ
た
。
孔
子
が
こ
の
よ
う
な
天
を
語
る
こ
と

に
寡
黙
で
あ
っ
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
⑤
⑲
⑪
に
お
い
て
語
ら
れ
る
天
は
い
か
な
る
様
相
を
持
つ
の

で
あ
ろ
う
か
。

⑤
に
つ
い
て
は
、
発
の
偉
大
さ
を
「
天
に
則
る
」
と
こ
ろ
に
在
る
と
す

る
。
孔
子
自
身
は
「
聖
人
は
吾
得
て
こ
れ
を
見
ず
」
（
述
而
）
、
「
発
舜

こ
れ

も
猶
お
諸
を
病
め
り
」
（
施
也
）
と
「
聖
」
の
至
難
さ
を
述
べ
る
が
、
発

に
つ
い
て
は
「
天
に
則
る
」
こ
と
を
述
べ
て
「
聖
」
た
る
こ
と
を
認
め
て

い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
先
に
見
た
孔
子
の
実
存
に
お
け
る

天
の
覚
知
（
天
に
則
る
）
と
い
う
自
覚
と
は
対
照
的
に
、
「
天
に
則
る
」

こ
と
の
で
き
る
の
は
発
の
よ
う
な
聖
人
に
限
ら
れ
る
と
す
る
孔
子
の
考
え

方
を
表
白
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

更
に
⑪
の
文
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば
こ
れ
は
孔
子
が
理
法
的
の
天
を

語
っ
た
言
薬
と
し
て
引
用
せ
ら
れ
る
。
が
果
し
て
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
孔

子
が
「
言
う
こ
と
無
か
ら
ん
と
欲
す
」
る
の
は
、
実
存
に
お
い
て
覚
知
せ

ら
れ
る
天
命
の
よ
う
な
知
の
水
面
下
に
在
る
次
元
の
問
題
は
、
言
表
し
得

る
も
の
で
は
な
く
孔
子
の
振
る
舞
い
や
行
事
の
う
ち
か
ら
弟
子
が
感
得
す

べ
き
も
の
だ
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
主
宰
と
し
て

の
天
は
、
「
四
時
行
な
は
れ
百
物
生
ず
」
と
い
う
、
天
の
営
み
の
う
ち
に

自
ず
と
そ
の
道
を
顕
し
て
い
る
の
と
同
様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
文
に
つ
い
て
魏
王
弼
が
「
子
欲
無
言
、
蓋
欲
明
本
、
異
本
統
末
而
示

物
於
極
者
也
、
・
・
・
修
本
殷
言
、
則
天
而
行
化
、
以
淳
而
観
、
則
天
地

(14) 



529 

之
心
見
於
不
言
、
寒
暑
代
序
、
則
不
言
之
令
行
乎
四
時
、
」
（
『
論
語
義

疏
』
第
九
）
と
い
う
の
は
蓋
し
正
解
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
文
は

天
の
理
法
性
を
解
く
こ
と
に
本
意
が
在
る
の
で
は
な
く
、
天
の
主
宰
性
の

実
存
的
本
質
、
即
ち
天
の
主
宰
と
し
て
の
働
き
は
、
四
時
や
百
物
の
営
み

に
お
い
て
不
断
に
我
々
の
前
に
現
前
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ

て
そ
れ
ら
を
通
し
て
天
の
主
宰
性
を
覚
知
す
べ
し
と
い
う
こ
と
に
本
意
が

在
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
⑩
の
文
で
あ
る
が
「
天
命
を
畏
る
」
と
運
命
論
的
視
点
が
強
い

こ
と
天
命
を
大
人
や
聖
人
の
言
と
並
列
す
る
な
ど
の
点
は
他
の
文
と
比
べ

て
趣
き
を
異
に
し
、
季
氏
篇
に
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
し
て
も
孔
子
の
後
学

の
思
想
的
立
場
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
ま
ず
疑
い
の
な
い
所
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
孔
子
の
天
に
つ
い
て
は
、
主
宰
的
の
天
を
実
存
的

に
語
る
と
い
う
こ
と
に
そ
の
思
想
史
的
な
特
質
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
即
ち
孔
子
に
お
い
て
始
め
て
天
は
内
在
の
契
機
を
も
っ
て
語
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
但
し
そ
れ
は
内
な
る
理
法
と
い
う
論
理
化
せ
ら
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
実
存
と
し
て
語
ら
れ
る
所
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ

る。

伺
孟
子
に
お
け
る
天

ロ
ゴ
ス

孟
子
に
至
っ
て
天
は
、
実
存
の
次
元
か
ら
知
の
対
象
と
し
て
論
理
の
体

系
の
う
ち
に
組
み
こ
ま
れ
、
彼
の
学
説
の
前
面
に
登
場
す
る
こ
と
と
な
る
。

こ
れ
は
孔
子
と
の
大
き
な
相
違
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

天
の
扱
い
に
つ
い
て
、
冒
頭
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
詩
・
書
や
孔

子
の
言
か
ら
演
繹
さ
れ
論
理
化
せ
ら
れ
る
方
面
と
、
孟
子
の
独
自
の
発
明

と
し
て
論
理
化
せ
ら
れ
る
方
面
と
が
あ
る
。
そ
し
て
前
者
の
天
は
仁
と
の

関
連
に
お
い
て
、
後
者
は
性
と
の
関
連
に
お
い
て
論
理
化
せ
ら
れ
て
い
る
。

勿
論
、
孟
子
に
お
い
て
も
孔
子
と
同
じ
く
「
吾
の
魯
侯
に
遇
わ
ざ
る
は
天

な
り
」
（
梁
恵
王
下
）
等
、
運
命
を
主
宰
す
る
天
が
実
存
的
に
語
ら
れ
る

と
い
う
様
相
は
見
ら
れ
る
。
だ
が
思
想
史
的
考
察
に
お
い
て
重
要
な
こ
と

は
先
行
思
想
と
の
異
化
の
特
質
を
探
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
こ
れ
ら
の
天
に

つ
い
て
は
こ
こ
で
贅
言
を
費
さ
な
い
。

そ
こ
で
ま
ず
前
者
の
方
面
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

①
齋
宣
王
問
曰
、
交
鄭
国
有
道
乎
°
孟
子
劉
曰
、
有
。
惟
仁
者
為
能

以
大
事
小
、
故
湯
事
葛
、
文
王
事
混
夷
°
惟
智
者
為
能
以
小
事
大
、

故
大
王
事
猥
際
、
句
践
事
呉
。
以
大
事
小
者
架
天
者
也
、
以
小
事
大

者
畏
天
者
也
。
架
天
者
保
天
下
、
畏
天
者
保
其
國
。
詩
云
、
「
畏
天

之
威
、
子
時
保
之
」
。
（
梁
恵
王
下
）

こ
の
文
に
あ
る
論
理
を
図
式
化
す
る
と
、

仁
者
ー
以
大
事
小
—
架
天
ー
保
天
下
（
王
）

智
者
ー
以
小
事
大
ー
畏
天
ー
保
其
國
（
覇
）

と
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
仁
と
知
の
対
比
の
論
理
は
『
論
語
』
の

「
仁
者
安
仁
、
知
者
利
仁
」
（
里
仁
）
や
「
知
者
架
、
仁
者
壽
」

（
難
也
）
な
ど
と
関
連
し
て
い
よ
う
。
対
照
的
な
の
は
、
孔
子
の
言

葉
が
全
く
天
に
言
及
せ
ず
倫
理
の
次
元
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
の

に
対
し
、
孟
子
の
そ
れ
は
天
と
連
関
せ
し
め
ら
れ
政
治
の
次
元
に
お

い
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
孔
子
の
仁
が
孟
子
に
至
っ
て
政

(15) 
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治
理
念
化
し
て
い
る
事
は
筆
者
も
考
察
を
加
え
た
所
で
あ
る
が
、
こ

の
仁
の
政
治
理
念
化
に
天
の
概
念
が
関
与
し
て
い
る
こ
と
が
こ
こ
に

明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
右
の
図
式
に
明
ら
か
な
如
く
、

こ
の
仁
と
天
と
の
連
関
は
孟
子
の
王
道
論
の
論
理
の
基
軸
と
な
る
も

の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

②
信
能
行
此
五
者
、
則
鄭
國
之
民
仰
之
若
父
母
突
。
率
其
子
弟

攻
其
父
母
、
自
有
生
民
以
来
未
有
能
演
者
也
°
如
此
則
無
敵
於
天
下
、

無
敵
於
天
下
者
天
師
吏
也
、
然
而
不
王
者
未
之
有
也
。
（
公
孫
丑
上
）

仁
が
政
治
理
念
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
仁
政
な
る
概
念
が
形
成
さ

れ
る
。
孟
子
は
梁
の
恵
王
に
「
王
如
し
仁
政
を
民
に
施
さ
ば
・
・
・

夫
れ
誰
か
王
に
敵
せ
ん
」
と
述
べ
、
仁
政
こ
そ
が
王
道
を
為
す
方
法

で
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
で
は
仁
政
の
内
容
と
し
て
、
五
つ
の
施
策

（
尊
賢
使
能
、
市
底
而
不
征
、
関
諷
而
不
征
、
耕
者
助
而
不
税
、
塵

⑱
 

無
夫
里
之
布
）
を
挙
げ
た
上
で
、
こ
の
五
者
を
為
せ
ば
、
隣
国
の
民

に
父
母
の
よ
う
に
渇
仰
さ
れ
て
天
下
に
無
敵
の
者
と
な
ろ
う
と
す
る
。

そ
し
て
こ
の
天
下
に
無
敵
の
者
こ
そ
天
吏
（
趙
岐
は
「
天
吏
と
は
天

使
な
り
」
と
言
う
）
即
ち
天
の
命
を
受
け
て
政
を
為
す
者
で
あ
る
が

故
に
王
と
な
る
と
す
る
。

こ
こ
で
孟
子
は
天
下
に
王
者
た
る
も
の
は
天
の
受
命
が
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
と
す
る
書
に
見
ら
れ
る
周
初
の
天
の
観
念
を
仁
政
↓
王
者
の

論
理
の
中
に
組
み
込
も
う
と
す
る
。
そ
の
際
に
、
天
命
は
民
意
の
向

背
に
顕
わ
れ
る
と
す
る
今
―
つ
の
周
初
の
天
の
観
念
を
利
用
す
る
の

で
あ
る
。
即
ち
↓
仁
政
ー
民
仰
之
若
父
母
ー
天
吏
（
受
命
）
ー
王
と

い
う
論
理
構
造
に
な
る
。
こ
こ
に
天
下
に
王
た
る
た
め
の
必
要
に
し

て
十
分
な
る
条
件
（
民
意
と
天
命
）
が
満
た
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
を
可
能
に
す
る
も
の
こ
そ
仁
政
な
の
だ
と
い
う
論
理
で
あ
る
。

こ
こ
に
孟
子
が
、
周
初
の
書
に
お
け
る
天
命
観
と
孔
子
の
仁
と
を

巧
み
に
結
合
し
て
王
道
論
と
い
う
一
の
政
治
理
念
を
構
成
し
て
い
る

こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
論
理
の
陰
路
は
や
は
り
天
命
が
民
意
に
お
い
て

示
さ
れ
る
と
す
る
命
題
の
検
証
に
あ
ろ
う
。
孟
子
は
こ
の
事
を
充
分

に
承
知
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
こ
の
命
題
に
つ
い
て
詳
細
な
吟
味

を
加
え
て
い
る
。

③
萬
章
曰
、
「
発
以
天
下
異
舜
、
有
諸
。
」
孟
子
曰
、
「
否
、

天
子
不
能
以
天
下
輿
人
。
」
「
然
則
舜
有
天
下
也
、
執
輿
之
o

」
日
、

「
天
異
之
。
」
「
天
戻
之
者
諄
諄
然
命
之
乎
。
」
曰
、
「
否
、
天
不

言
、
以
行
輿
事
示
之
而
巳
突
。
」
曰
、
「
以
行
異
事
示
之
者
、
如
之

何
。
」
曰
、
「
天
子
能
薦
人
於
天
、
不
能
使
天
輿
之
天
下
。

．．． 

昔
者
発
薦
舜
於
天
、
而
天
受
之
。
暴
之
於
民
、
而
民
受
之
°
故
曰
、

天
不
言
、
以
行
輿
事
示
之
而
巳
突
。
」
曰
、
「
敢
問
、
薦
之
於
天
而

A
 

天
受
之
、
暴
之
於
民
而
民
受
之
、
如
何
o

」
曰
、
「
使
之
主
祭
而
百

B
 

神
享
之
、
是
天
受
之
。
使
之
主
事
而
事
治
百
姓
安
之
、
是
民
受
之
也
。

天
異
之
、
人
異
、
故
曰
、
天
子
不
能
以
天
下
輿
人
。
・
・
・
大
誓
曰
、

『
天
視
自
我
民
視
、
天
聴
自
我
民
聴
。
』
此
之
謂
也
。
」
（
萬
章
上
）

孟
子
は
発
と
い
え
ど
も
天
下
を
舜
に
与
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
天

下
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
天
だ
け
だ
と
す
る
。
天
が
舜
に
天

(16) 
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下
を
与
え
る
と
の
命
は
言
語
に
よ
っ
て
で
は
な
く
行
事
に
よ
っ
て
明

示
さ
れ
る
。
こ
れ
は
先
の
孔
子
の
「
天
何
を
か
言
わ
ん
や
」
の
語
と

も
通
ず
る
態
度
で
あ
る
。
（
こ
れ
は
浮
巫
祝
ら
の
呪
術
に
よ
る
天
命

の
言
語
化
と
い
う
立
場
の
否
定
で
も
あ
ろ
う
）
そ
し
て
発
が
舜
を
天

子
と
し
て
天
に
薦
め
た
時
に
天
が
之
を
受
け
、
又
民
が
之
を
受
け
た

こ
と
に
よ
っ
て
舜
の
受
命
が
確
認
さ
れ
た
と
す
る
。

で
は
、
天
が
認
め
、
民
が
認
め
る
と
は
如
何
な
る
様
相
で
あ
る
の

か
。
こ
れ
に
つ
い
て
孟
子
は
天

(
A
)
と
人

(
B
)
の
二
つ
の
観
点

か
ら
こ
う
論
ず
る
。
天
が
認
め
る
と
い
う
の
は
、
天
命
を
受
く
る
べ

き
者
に
祭
を
主
ら
せ
て
「
百
神
之
を
享
く
」
と
い
う
状
態
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
趙
岐
は
「
百
神
之
を
享
く
と
は
祭
祀
し
て
福
を
得
る

な
り
」
と
言
う
。
つ
ま
り
百
神
が
安
ん
じ
天
変
地
異
が
起
ら
ぬ
こ
と

を
意
味
し
よ
う
。
人
が
認
め
る
と
い
う
の
は

B
の
よ
う
に
政
治
を
為

さ
し
め
て
よ
く
治
ま
り
、
民
生
が
保
証
さ
れ
て
民
が
安
ん
ず
る
こ
と

を
言
う
。
で
は
こ
の
天
と
人
の
観
点
の
い
ず
れ
に
重
心
を
置
か
ん
と

す
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
孟
子
は
書
の
大
誓
の
「
天
の
視
る
は
我

ょ

が
民
の
視
る
に
自
る
」
を
自
ら
の
立
場
を
根
拠
づ
け
る
も
の
と
し
て

引
用
し
、
人
の
観
点
が
決
定
的
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
結
論

づ
け
る
の
で
あ
る
。

孟
子
は
そ
の
私
淑
し
た
孔
子
の
「
鬼
神
を
敬
し
て
之
を
遠
ざ
く
」

と
い
う
立
場
を
継
承
し
徹
底
さ
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
お
い

て
「
百
神
享
之
」
と
い
う
天
の
立
場
に
も
論
理
の
上
か
ら
の
考
慮
は

払
わ
れ
て
い
る
が
、
実
際
的
に
は
「
事
治
百
姓
安
之
」
と
い
う
民
の

観
点
が
、
大
管
の
文
を
論
拠
と
し
て
天
命
の
決
定
因
で
あ
る
と
さ
れ

る
の
で
あ
る
（
な
お
A
の
観
点
の
方
向
へ
の
展
開
が
春
秋
学
の
災
異

説
に
な
る
こ
と
は
容
易
に
看
取
し
得
る
が
、
こ
れ
は
春
秋
学
と
孟
子

後
学
と
の
関
係
を
も
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
興
味
深
い
）
。

か
く
て
天
命
は
民
生
と
民
意
の
如
何
に
捩
る
と
す
る
命
題
が
検
証

せ
ら
れ
、
王
道
論
は
そ
の
論
理
構
造
を
確
立
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
王
道
論
に
は
実
は
重
大
な
問
題
が
胚
胎
し
て
こ

よ
う
。

仁
政
ー
民
仰
若
父
母
ー
受
命
ー
王

と
い
う
構
造
に
お
い
て
、
王
た
る
の
受
命
は
民
意
に
拠
り
、
民
意
は

民
生
を
安
定
せ
し
め
る
仁
政
に
拠
る
の
で
あ
る
か
ら
、
王
た
る
の
天

命
を
受
く
る
か
否
か
は
仁
政
を
為
す
か
否
か
、
即
ち
仁
か
不
仁
か
に

っ
と

在
る
こ
と
に
な
る
。
仁
は
も
と
よ
り
「
恕
を
強
め
て
行
な
う
、
仁
を

求
む
る
は
こ
れ
よ
り
近
き
は
莫
し
」
（
盛
心
上
）
と
人
の
意
志
に
よ

り
て
達
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
つ
き
つ
め
れ
ば
、
天
命
は
人

（
王
）
の
意
志
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
一

体
、
天
の
意
志
た
る
天
命
が
そ
れ
を
受
け
る
人
（
王
）
の
意
志
に
よ
っ

て
決
定
せ
ら
る
と
い
う
こ
と
は
根
本
的
な
矛
盾
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
ア
ポ
リ
ア
を
解
決
す
る
道
は
た
だ
―
っ
、
天
命
と
人
意
と

の
根
源
的
な
一
致
と
い
う
立
場
に
立
つ
こ
と
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
お
い
て
孟
子
の
天
と
仁
の
連
関
構
造
は
、
今
―
つ
の
天
と
性

と
の
連
関
の
構
造
と
不
可
避
的
に
結
び
つ
い
て
く
る
の
で
あ
る
。

(17) 
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絢
天
と
性
に
つ
い
て

天
と
仁
と
の
関
係
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
孔
子
に
と
っ
て
は
実
存
の
次

元
の
問
題
で
あ
っ
た
天
（
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
倫
理
や
論
理
と
直
接
に
結

ぴ
つ
く
こ
と
の
な
い
も
の
）
を
、
孟
子
は
知
の
対
象
と
し
て
論
理
の
世
界

と
結
び
つ
け
た
。
こ
の
こ
と
は
実
存
の
世
界
の
理
法
化
を
意
味
し
よ
う
。

孔
子
に
と
っ
て
自
己
の
実
存
に
お
い
て
こ
そ
現
前
す
る
も
の
で
あ
っ
た
天

を
、
孟
子
は
”
万
人
“
に
と
っ
て
現
前
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
如
く
理
法
化

す
る
。
こ
こ
に
天
は
性
と
必
然
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

①
孟
子
曰
、
盛
其
心
者
知
其
性
也
、
知
其
性
則
知
天
也
。
存
其
心
養

其
性
、
所
以
事
天
也
。
妖
壽
不
戴
‘
脩
身
以
侯
之
、
所
以
立
命
也
。

（
盛
心
上
）

②
孟
子
日
、
萬
物
皆
備
於
我
突
、
反
身
而
誠
、
架
莫
大
焉
、
強
恕
而

行
、
求
仁
莫
近
焉
。
（
盛
心
上
）

③
孟
子
曰
、
居
下
位
而
不
獲
於
上
、
民
不
可
得
而
治
也
。
獲
於
上
有

道
、
不
信
於
友
、
弗
獲
於
上
突
。
信
於
友
有
適
、
事
親
弗
悦
、
弗
信

於
友
突
。
悦
親
有
道
、
反
身
不
誠
、
不
悦
於
親
突
。
誠
身
有
道
、
不

明
乎
普
、
不
誠
其
身
突
。
是
故
誠
者
天
之
道
也
、
思
誠
者
人
之
道
也
°

至
誠
而
而
不
動
者
、
未
之
有
也
°
不
誠
、
未
有
能
動
者
也
。
（
離
襲

上）

性
と
は
「
生
を
こ
れ
性
と
謂
う
」
（
告
子
上
）
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
生

得
的
な
る
人
性
で
あ
る
。
そ
の
性
の
内
容
を
食
色
な
ど
の
五
官
の
性
に
置

く
か
道
徳
性
に
置
く
か
で
、
孟
子
は
告
子
と
の
間
に
仁
内
義
外
の
論
争
を

展
開
し
て
い
る
。
孟
子
は
勝
義
の
性
を
道
徳
性
と
し
、
そ
の
道
徳
性
の
発

③
 

現
す
る
場
を
「
心
」
と
し
て
四
端
説
を
展
開
し
た
の
で
あ
っ
た
。

①
に
お
い
て
「
其
の
心
を
盛
く
す
者
は
其
の
性
を
知
る
」
と
は
、
心
に

発
現
す
る
道
徳
性
を
極
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
道
徳
性
そ
の
も
の
を
体
得
す

る
こ
と
を
言
い
、
「
其
の
性
を
知
れ
ば
則
ち
天
を
知
る
」
に
お
い
て
、
か

か
る
道
徳
性
の
本
質
が
内
在
せ
る
天
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。

故
に
人
の
道
徳
実
践
の
目
的
と
す
る
所
は
「
其
の
心
を
存
し
其
の
性
を
養

う
」
と
心
に
発
現
す
る
道
徳
性
を
絶
や
し
め
る
こ
と
な
く
こ
れ
を
拡
充
せ

し
め
て
道
徳
性
を
涵
養
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
「
天
に
事
ふ
る

所
以
」
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
孟
子
は
こ
こ
で
、
孔
子
に
お
い
て
実

存
的
に
覚
知
さ
れ
た
所
の
超
越
的
内
在
と
し
て
の
天
を
、
理
法
（
万
人
に

普
遍
的
に
見
ら
れ
る
法
則
性
）
と
し
て
論
理
化
し
倫
理
学
説
の
根
拠
と
し

て
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
天
の
今
―
つ
の
性
格
で
あ
る
運
命

を
司
ど
る
主
宰
者
と
し
て
の
天
は
、
理
法
の
外
に
疎
外
さ
れ
た
も
の
と
し

て
あ
く
ま
で
も
超
越
的
な
る
も
の
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
こ
れ
は

「
命
」
と
し
て
自
覚
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
孔
子
に
お
い
て
実
存

の
次
元
に
お
い
て
一
な
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
た
天
は
、
内
在
化
せ
る

天
II
性
と
、
外
化
さ
れ
た
る
天
II
命
、
と
に
分
裂
し
て
論
理
化
さ
れ
る
こ

も
た
ら

と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
か
か
る
超
越
者
た
る
命
の
齋
す
「
妖
壽
」
の
不

条
理
に
対
し
て
は
、
「
身
を
脩
め
て
之
を
侯
つ
」
と
い
う
態
度
が
当
然
の

取
る
べ
き
態
度
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
孟
子
が
強
調
し
た
い
所
は
命
で
あ
る
よ
り
も
性
に
在
る
の
で
あ
っ

て
、
性
を
知
り
内
な
る
天
に
則
る
こ
と
に
よ
っ
て
②
の
よ
う
に
「
萬
物
皆

我
に
備
わ
れ
り
、
身
を
反
り
み
て
誠
な
ら
ば
楽
し
み
焉
よ
り
大
な
る
は
莫

(18) 
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し
」
と
い
う
境
地
に
立
つ
こ
と
こ
そ
孟
子
の
理
想
と
す
る
所
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
か
か
る
境
地
を
得
る
か
否
か
は
「
恕
を
強
め
て
行
な
う
」
と
い
う

人
間
の
意
志
の
如
何
に
在
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
孟
子
の
倫
理
学

説
の
到
達
点
が
在
る
と
言
え
よ
う
。

他
方
孟
子
は
、
内
な
る
天
を
単
に
倫
理
学
説
の
根
拠
と
す
る
の
み
な
ら

ず
政
治
論
に
も
展
開
す
る
。
③
に
お
け
る
展
開
は
、
主
君
に
事
え
る
道
が

「
其
の
身
を
誠
に
す
る
」
と
い
う
「
天
の
道
」
に
在
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
其
の
身
を
脩
め
て
天
下
平
ら
か
な
り
」
（
盛
心
下
）

と
い
う
論
理
と
し
て
命
題
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
孟
子
は
内
な
る
天
II
性
と
い
う
論
理
化
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ

へ
の
循
環
の
論

て
天
（
性
）
ー
誠
身
ー
天
下
太
乎
ー
王
—
天
命

と
い
う
、
内
在
せ
る
天
（
性
）
か
ら
超
越
せ
る
天
（
命
）

理
を
完
成
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
孟
子
の
天
は
、
詩
・
書
に
見
ら
れ
る
周
初
の
超
越

的
主
宰
的
天
と
孔
子
に
お
け
る
内
在
的
天
と
を
連
関
せ
し
め
て
論
理
化
し
、

内
在
的
理
法
と
し
て
の
天
の
観
念
を
完
成
せ
し
め
た
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
同
時
に
こ
こ
に
お
い
て
性
と
命
の
乖
離
と
い
う
孟
子

の
思
想
の
根
底
の
問
題
が
暴
わ
に
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る

が
、
こ
の
事
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
ず
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
『
日
本
中
國

注

①
拙
稿
「
孟
子
の
仁
ー
そ
の
理
念
的
性
格
に
つ
い
て
_
'
」

學
會
報
』
第
四
十
集
）

②
林
泰
輔
著
『
周
公
と
其
時
代
』
（
名
著
普
及
會
）
第
二
編
第
二
章
周
公

の
宗
教
思
想
―
四

0
頁
ー
一
六

0
頁
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
「
」
内
及

び
所
引
の
文
献
は
原
文
の
ま
ま
。

⑥
同
右
第
二
編
第
二
章
。
「
」
内
及
び
所
引
の
文
献
は
原
文
の
ま
ま
。

④
同
右
一
六
六
頁
。

固
K

・
ヤ
ス
パ
ー
ス
『
実
存
哲
学
』
理
想
社
・
鈴
木
三
郎
訳
•
三
九
頁
。

な
お
こ
の
言
葉
は
実
存
の
定
義
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

⑥
こ
の
「
知
天
命
」
に
つ
い
て
皇
侃
か
ら
劉
宝
楠
に
至
る
い
ず
れ
の
解
も

充
全
を
尽
く
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
の
は
、
い
ず
れ
も
命
を
理
法
化

し
て
捉
え
ん
と
す
る
論
理
的
思
惟
に
禍
さ
れ
て
論
理
を
越
え
た
実
存
の

相
を
把
握
し
き
れ
て
い
な
い
所
に
あ
る
。
そ
の
点
で
は
祖
裸
が
「
天
の

孔
子
に
命
じ
て
先
王
の
道
を
後
に
伝
へ
し
む
る
こ
と
を
知
る
な
り
。
」

（
『
弁
名
』
下
）
と
す
る
の
を
甚
だ
妥
当
と
す
る
。
孔
子
は
こ
の
こ
と

を
実
存
的
に
覚
知
し
た
の
で
あ
る
。

切
前
掲
拙
稿

⑧
即
ち
、

1
賢
人
の
登
用
、

2
商
人
へ
の
非
課
税
、

3
通
関
の
非
課
税
、

4
農
民
は
公
田
を
耕
す
こ
と
を
課
す
る
が
課
税
し
な
い
、

5
人
頭
税
は

設
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

⑨
拙
稿
「
孟
子
の
義
内
説
」
（
『
待
兼
山
論
叢
』
二
十
一
号
）
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