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近
世
の
儒
學
で
は
、
教
學
の
基
礎
と
な
る
重
要
な
書
物
す
な
は
ち
紐
書
と
し
て
、
十
三
の
書
物
を
敷
へ
て
十
三
経
と
言
つ
て
ゐ
ま
す
。

易
・
書
・
詩
・

蘊
（
周
證
・
儀
證
．
證
記
）
・
春
秋
三
博
（
公
羊
傭
．
穀
梁
傭
・
左
氏
侮
）
・
論
語
・
孝
紐
・
孟
子
・
爾
雅
が
そ
れ
で
す
。

し
か
し
そ
の
う
ち
で
、
四
書
す
な
は
ち
大
學
・
中
庸
・
論
語
・
孟
子
だ
け
を
特
に
重
ん
じ
、

れ
、
少
く
と
も
こ
の
四
書
だ
け
は
、

い
や
し
く
も
知
識
人
で
あ
る
以
上
は
必
修
の
書
物
、
と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
ま
す
。

う
ち
、
論
語
と
孟
子
と
は
古
く
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
部
の
書
物
で
す
が
、
大
學
と
中
庸
と
は
、
も
と
は
三
證
の
―
つ
で
あ
る
證
記
の
中
の
二

篇
で
、
義
記
四
十
九
篇
の
中
か
ら
こ
の
二
篇
を
取
り
出
し
て
二
つ
の
書
物
に
仕
立
て
た
も
の
で
す
。

か
た

四
書
を
重
ん
じ
る
様
に
な
っ
た
の
は
宋
時
代
か
ら
で
、
そ
れ
以
前
に
は
四
書
と
い
ふ
呼
び
方
、
扱
ひ
方
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
い
ふ
も
の
が
大
規
模
に
組
織
立
て
ら
れ
て
、
そ
の
教
の
基
礎
に
な
る
重
要
な
書
物
が
紐
書
と
し
て
定
め
ら
れ
、
政
府
も
こ
の
教
を
重
要

視
し
て
公
認
す
る
様
に
な
っ
た
の
は
漠
代
（
前
二
世
紀
）
か
ら
で
す
が
、

を
特
に
重
ん
じ
る
と
い
ふ
こ
と
は
な
く
、
従
っ
て
こ
れ
か
ら
お
話
し
よ
う
と
す
る
大
學
と
中
庸
と
が
特
に
重
ん
ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
第
一
、
紐
書
の
敷
へ
方
自
髄
が
、
六
紐
・
五
紐
・
七
紐
・
九
紐
・
十
一
紐
等
、
時
代
に
よ
り
場
合
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
で
、
そ
の

大

學

と

中

庸

大

學

と

中

庸

漠
か
ら
唐
末
・
五
代
ま
で
の
一

0
0
0年
以
上
の
間
は
、

四
書

昭
和
三
十
六
年
五
月
廿
二
日

懐
徳
堂
古
典
講
座
講
演

こ
れ
に
基
い
て
儒
學
全
髄
の
組
織
が
立
て
ら

木

村

-+F 
央

こ
の
四
書
の

一
た
い
儒
教



も
の
で
は
な
か
っ
た
様
で
す
。
漠
代
に
な
つ
て
（
前
二
世
紀
）
、

あ
0
廣
大
な
中
國
が
、
は
じ
め
て
中
央
集
櫂
的
な
統
一
組
織
を
も
つ
一
大

ず
い
ぶ
ん
愛
化
し
稜
逹
し
ま
し
た
。

し
か
し
こ
の
時

大

學

と

中

庸

中
で
特
に
重
ん
ぜ
ら
れ
た
も
の
も
、
時
と
場
合
に
よ
つ
て
種
々
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、
大
腔
に
於
い
て
五
紐
ー
ー
ー
易
・

ー
ー
が
一
般
に
重
ん
ぜ
ら
れ
ま
し
た
。
従
つ
て
漢
か
ら
虐
末
•
五
代
ま
で
は
、
大
學
と
中
庸
と
は
、
五
紐
の
中
の
證
に
屈
す
る
瞬
記
四
十

九
篇
中
の
二
篇
と
い
ふ
ば
か
り
で
、
特
に
重
要
な
も
の
と
は
見
ら
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
様
で
す
。
も
っ
と
も
中
庸
と
い
ふ
も
の
は
、
古
く
か

ら
一
部
の
人
々
に
は
、
或
る
程
度
ま
で

ん
ぜ
ら
れ
た
ら
し
く
、
漠
代
の
書
籍
目
録
で
あ
る
漠
書
藝
文
志
を
見
ま
す
と
、
中
庸
説
二
篇
と

い
ふ
輩
行
本
が
あ
り
、
ま
た
六
朝
時
代
に
は
宋
の
戴
順
の
鼈
記
中
庸
他
二
巻
、
梁
の
武
帝
の
中
庸
講
疏
一
巻
，
私
記
制
旨
中
庸
義
五
巻
等

が
、
隋
書
鰹
籍
志
に
見
え
て
ゐ
ま
す
。
し
か
し
要
す
る
に
一
部
具
眼
の
士
が
重
ん
じ
た
だ
け
で
、
世
間
一
般
に
重
ん
ぜ
ら
れ
た
わ
け
で
は

な
く
、
大
學
の
方
は
、
さ
う
い
ふ
こ
と
も
あ
ま
り
見
嘗
り
ま
せ
ん
。

思
ふ
に
儒
教
は
、
孔
子
に
よ
っ
て
開
か
れ
て
か
ら
今
日
ま
で
、
二
五

0
0年
と
い
ふ
長
い
歴
史
を
も
つ
て
ゐ
ま
す
。
そ
の
間
、
そ
の
本

質
は
勿
論
一
貫
し
て
を
り
ま
す
が
、
そ
の
形
は
時
代
と
共
に
疲
展
も
し
愛
化
も
し
ま
し
た
。
＂
孔
子
の
時
（
前
六
ー
五
世
紀
の
間
）
か
ら
漢
初

（
前
二
世
紀
）
ま
で
の
三
百
敷
十
年
間
、
郎
ち
い
は
ゆ
る
原
始
儒
教
の
時
代
に
も
、

代
に
は
、
紐
書
と
い
ふ
も
の
が
未
だ
充
分
に
は
出
来
上
つ
て
を
り
ま
せ
ん
。
孔
子
の
時
に
、
既
に
重
要
な
古
典
と
し
て
存
在
し
た
書
物
は
、

お
そ
ら
く
詩
と
書
と
だ
け
で
あ
っ
た
で
せ
う
。
そ
し
て
こ
れ
等
も
、
孔
子
に
よ
つ
て
整
理
さ
れ
て
は
じ
め
て
後
の
詩
紐
や
書
紐
の
原
形
が

出
来
ま
し
た
。
燈
や
一
音
楽
は
、
孔
子
が
頻
り
に
學
習
し
て
蒐
集
さ
れ
た
様
で
す
が
、
未
だ
ま
と
ま
っ
た
記
録
に
は
な
ら
な
か
っ
た
で
せ
う
。

そ
の
後
，
孔
子
の
學
派
す
な
は
ち
仰
教
徒
の
手
に
よ
っ
て
、
古
い
魯
の
歴
史
の
記
録
で
あ
る
春
秋
が
整
理
さ
れ
て
、
重
要
な
古
典
と
し
て

ん
ぜ
ら
れ
る
様
に
な
り
、
更
に
そ
の
後
、
醍
の
記
録
の
集
成
が
進
ん
で
、

の
記
録
が
洗
練
さ
れ
て
、

園
家
に
な
り
ま
し
た
が
、

こ
れ
も
次
第
に
古
典
と
し
て
の
形
を
成
し
て
行
き
、
ま
た
易

こ
れ
も
大
切
な
古
典
の
―
つ
に
な
っ
て
行
き
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
等
は
未
だ
経
書
と
し
て
充
分
に
完
成
し
た

こ
の
時
、
偏
教
は
は
じ
め
て
政
府
に
公
認
さ
れ
て
、
諸
子
百
家
の
學
よ
り
も
一
段
と
上
に
位
す
る
學
と
し
て
、

思
想
界
を
支
配
す
る
立
場
に
立
ち
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
應
じ
て
、
偏
敢
自
身
の
形
態
も
大
き
く
展
開
し
て
整
備
さ
れ
、
従
来
次
第
に

・
詩
・
證
・
春
秋



大

學

と

中

hlf 

を
、
筒
箪
に

へ
て
み
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
尤
も
こ
れ
は
、
大
き
な
む
つ
か
し
い
問
阻

ん
ぜ
ら
れ
て
来
て
ゐ
た
古
典
で
あ
る
詩
・

し
て
出
来
上
り
ま
し
た
。

あ
る
麗
の
記
録
の
一
種
と
し
て
の
隠
記
の
一
部
に
編
入
さ
れ
ま
し
た
が
、
論
語
や
孟
子
は
未
だ
鰹
書
の
中
へ
は
入
れ
ら
れ
て
を
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
等
が
経
書
に
加
へ
ら
れ
た
の
は
更
に
後
で
す
。
そ
れ
か
ら
一

0
0
0年
も
紐
ち
、
近
世
に
な
っ
て
、

紐
書
の
中
に
は
、
既
に
論
語
も
孟
子
も
入
つ
て
居
り
ま
す
が
、

中
の
二
篇
で
あ
る
大
學
と
中
庸
と
が
特
に
取
り
出
さ
れ
て
、
四
書
と
し
て
特
別

こ
の
様
に
、
長
年
月
に
亘
つ
て
儒
教
の
形
態
は
種
々
菱
化
し
疲
展
し
ま
し
た
が
、

化
し
て
行
き
、
ま
た
多
く
の
人
々
が
儒
教
を
研
究
し
た
結
果
、
知
識
や
應
用
の
方
面
が
ふ
く
れ
上
つ
て
来
た
為
め
で
も
あ
り
ま
す
。
し
か

し
そ
れ
と
共
に
、
長
い
研
究
の
集
釈
に
よ
つ
て
、
大
骸
か
ら
見
て
儒
教
の
教
説
が
だ
ん
だ
ん
翌
富
に
な
る
と
共
に
、
次
第
に
組
織
立
て
ら

れ
て
も
来
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
伴
つ
て
、
紐
書
の
文
猷
の
債
値
も
い
ろ
い
ろ
と
再
許
恨
さ
れ
、
大
學
や
中
肘
等
は
、
昔
は
そ
れ
程
特

に
重
ん
ぜ
ら
れ
な
か
っ
た
の
に
、
近
世
以
来
非
常
に
重
要
視
さ
れ
る
、
と
い
ふ
様
な
こ
と
が
起
っ
た
わ
け
で
す
。
尤
も
こ
の
こ
と
は
、
必

ず
し
も
原
義
が
ゆ
が
め
ら
れ
て
狂
ひ
を
生
じ
て
来
た
の
で
は
な
く
、
長
い
研
究
の
結
果
と
し
て
、
の
人
が
氣
附
か
な
か
っ
た
文
獣
の
員

債
が
、
後
世
に
な
つ
て
披
見
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
も
よ
く
あ
る
例
で
、
大
學
や
中
庸
が
、
侶
教
の
本
質
か
ら
見
て
、
重
要
な
、
立
派
な
も

の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
正
し
い
で
あ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
を
重
要
視
す
る
除
り
に
、

だ
、
い
ふ
様
な
誤
解
を
生
ん
で
、
歴
史
的
事
質
を
ゆ
が
め
て
ゐ
る
と
い
ふ
弊
害
も
た
し
か
に
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
現
在
の
我
々
と
し
て
は
、

も
う
一
度
す
べ
て
を
科
學
的
に
見
直
し
て
、
歴
史
的
下
宜
は
事
宜
と
し
て

値
と
し
て
正
し
く
評
債
す
る
、
と
い
ふ
こ
と
が
必
要
で
せ
う
。
そ
こ
で
こ
の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
、
今
回
は
、

事
質
と
し
て
の
原
の
形
と
、
そ
れ
の
も
っ

組
織
さ
れ
る
に
至
っ
た
、
と
い
ふ
次
第
で
あ
り
ま
す
。

i
r
 

＼
 

と
の
歴
史
的

に
究
明
し
な
が
ら
、
儒
教
の
本
質
か
ら
見
て
の
償
値
は
債

か
ら
重
ん
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た
も
の

こ
れ
は
時
代
の
変
遷
に
應
じ
て
儒
教
の
在
り
方
も
愛

ん
ぜ
ら
れ
る
様
に
な
り
、

そ
れ

い
て
怖
教
が
再

の
中
か
ら
、
論
語
と
孟
子
と
、
そ
れ
か
ら
醜
記

宋
代
（

か
う
し
て
儒
教
は
紐
學
と
い
ふ
形
を
と
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
、
大
學
と
中
庸
と
は
、

の
一
種
で

春
秋

．
易
等
が
、
更
に
再
紺
輯
さ
れ
整
理
さ
れ
て
、
儒
教
の
根
捩
を
示
す
経
典
と

そ
の
頃
に
な
っ
て
、

0
世
紀
後
半
以
後
）
の



ー

＜
／
 

漢
の
武
帝
（
前
二
世
紀
）
の
時
、

は
じ
め
て
中
園
全
土
を
統
一
す
る
中
央
集
樅
的
な
組
織
が
出
来
上
り
、

い
ろ
い
ろ
劃
期
的
な
政
策
が
施

大

學

と

中

庸

で
、
こ
こ
で
短
時
間
に
扱
ひ
切
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
既
に
若
干
時
間
も
経
つ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
の
で
、
ほ
ん
の
少
し
ば
か
り
腸
れ

る
だ
け
に
終
り
ま
せ
う
が
、
そ
の
黙
は
御
諒
承
を
願
ひ
上
げ
ま
す
。

近
世
儒
學
の
完
成
者
で
、
代
表
的
な
人
物
だ
と
言
つ
て
よ
い
朱
子
は
、
非
常
に
四
書
を
重
ん
じ
て
、

を
展
開
し
ま
し
た
が
、
彼
は
大
學
と
中
庸
と
を
次
の
様
に
見
て
ゐ
ま
す
。
ー
ー
ー
「
大
學
の
書
は
、
古
の
太
學
で
人
に
教
へ
た
所
以
の
法
で

「
程
子
に
よ
れ
ば
、
『
大
學
は
孔
子
の
遺
書
に
し
て
、
初
學
の
徳
に
入
る
の
門
な
り
』
」
。
す
な
は
ち
、
三
代
の
盛
時
に
於
け
る
大

學
教
育
の
逍
法
で
あ
り
、
孔
子
の
弟
子
逹
か
ら
他
は
っ
た
古
書
で
、
儒
教
の
入
門
書
と
し
て
非
常
に
よ
い
本
だ
、
と
い
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
中
庸
に
つ
い
て
は
、
「
孔
子
の
孫
の
子
思
が
、
道
學
の
そ
の
他
を
失
は
ん
こ
と
を
憂
ひ
て
作
っ
た
」
書
物
で
、

す
る
に
、
網
維
を
提
撃
し
蘊
奥
を
開
示
す
る
所
以
、

質
を
、
こ
れ
ほ
ど
要
領
よ
く
は
つ
き
り
と
言
ひ
盛
し
た
本
は
な
い
〕
念

そ
れ
に
基
い
て
債
値
あ
る
所
以
を
説
き
直
し
て
く
れ
な
い
と
、

そ
れ
を
基
と
し
て
す
ぐ
れ
た
學
説

い
ろ
い
ろ
な
疑
問
が
起
る
の
で
あ
り
ま
す
。

〔
古
来
の
聖
人
の
道
の
本

つ
て
を
り
ま
す
。
ま
こ
と
に
大
學
と
中
庸
と
の
債
値
を
、

正
嘗
に
評
債

し
て
表
彰
し
て
を
り
ま
し
て
、
全
く
そ
の
通
り
で
は
あ
り
ま
す
が
、
現
代
の
我
々
に
と
つ
て
は
、
も
う
少
し
歴
史
的
事
賓
を
明
か
に
し
て
、

先
づ
大
學
篇
か
ら
申
し
ま
す
と
、
近
頃
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
こ
の
書
物
は
結
局
前
漢
時
代
に
作
ら
れ
た
と
見
る
の
が
正
し
い
様
で
す
。

行
さ
れ
ま
し
た
が
、
前
述
の
様
に
、
儒
教
を
図
教
と
し
て
重
ん
じ
た
の
も
こ
の
時
で
す
。
と
こ
ろ
で
中
央
集
櫂
的
な
大
帝
國
の
政
治
を
圃

滑
に
運
営
す
る
為
め
に
は
、
是
非
と
も
為
政
者
と
し
て
の
よ
い
官
吏
を
濁
山
養
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
こ
で
そ
の
為
め
に
國
立
の

大
學
を
開
設
し
ま
し
た
。
尤
も
武
帝
の
時
に
大
學
教
育
の
必
要
は
大
い
に
叫
ば
れ
て
ゐ
ま
す
が
、
果
し
て
何
時
頃
、
ど
う
し
て
、
ど
ん
な

大
學
が
作
ら
れ
た
の
か
、
具
臆
的
に
は
ま
だ
よ
く
わ
か
つ
て
を
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
今
後
大
い
に
研
究
を
要
す
る
問
題
で
す
が
、
と
も
か

未
だ
か
く
の
如
く
そ
れ
明
且
つ
盛
な
る
者
有
ら
ざ
る
な
り
」

「
前
聖
の
書
を
歴
選

あ
る
」
。

四



く
漢
代
に
は
、
官
吏
養
成
の
為
め
の
國
立
大
學
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
質
で
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
武
帝
の
頃
か
ら
開
か
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
想
像
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、

大
學
に
於
け
る
教
育
方
針
や
教
育
の
理
想
を
、
誰
か
が
立
案
し
て
ま
と
め
て
み
た
の
が
、

こ
れ
が
時
の
政
府
に
採
用
さ
れ
た
大
學
令
、
と
い
ふ
如
き
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
固
よ
り
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
と
も
か
く

勿
論
、
儒
教
で
は
古
典
を
重
ん
じ
、
ま
た
三
代
を
理
想
化
し
て
考
へ
て
を
り
ま
す
の
で
、

た
り
、
古
今
の
名
言
を
集
め
た
り
し
て
を
り
、
理
想
と
し
て

る
事
質
を
偲
へ
た
も
の
で
は
な
く
、
渡
代
に
於
け
る
大
學
の
理
想
を
示
し
た
も
の
と
見
る
方
が
、
我
々
現
代
人
に
は
納
得
が
ゆ
き
ま
す
。

大
學
篇
は
全
陸
と
し
て
も
短
い
文
章
で
す
が
、
は
じ
め
の
一
章
だ
け
が
、
簡
潔
に
要
領
を
提
示
し
た
も
の
で
、
あ
と
の
大
部
分
は
、
古
典

を
引
い
た
り
古
今
の
名
言
を
集
め
た
り
し
て
、
解
説
や
参
考
に
供
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
或
る
程
度
ま
で
順
序
を
考
へ
て
並

べ
て
ゐ
ま
す
が
、
現
代
人
か
ら
見
れ
ば
ル
ー
ス
な
編
纂
で
、
祠
紐
質
に
條
理
を
一
貫
さ
せ
た
説
き
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
あ
ち
ら
こ

ち
ら
に
、
文
章
が
切
れ
た
り
、
話
が
前
後
し
た
り
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
錯
簡
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
元
来
、

條
理
一
貫
し
た
説
き
方
で
も
な
い
様
で
す
。

第
一
章
を
見
て
み
ま
す
と
、

大
學
之
道
、
在
明
明
徳
、
在
親
民
、
在
止
於
至
善
、

大
學
教
育
の
目
的
は
（
よ
い
為
政
者
を
作
る
こ
と
で
）

（
第
二
）

し
て
も
）
常
に
最
も
適
切
妥
嘗
な
道
か
ら
外
れ
な
い
こ
と
（
を
期
す
べ
き
）
で
あ
る
。

こ
れ
は
言
は
ば
、
今
日
の
我
々
の
學
校
教
育
法
第
五
章
大
學
の
條
に
、

大

學

と

中
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こ
と
で
あ
り
、

（
そ
れ
に
よ
っ
て
廣
く
）
人
民
に
親
愛
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、

五

（
そ
の
為
め
に
は
、
何
事
を
虞
理

於
け
る
大
學
で
の
、
人
を
教
へ
る
所
以
の
法
」
と
か
、

（
第
一
）

こ
の
大
學
に
於
け
る
教
育
方
針
と
し
て
政
府
が
取
り
上
げ
た
學
問
が
儒
學
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
様
な

こ
の
大
學
篇
と
ぃ
ふ
文
章
の
様
で
す
。
尤
も
、

「
先
秦
時
代
に
於
け
る
孔
門
の
遺
書
」
と
か
い
ふ
如
き
も
の
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。

こ
の
大
學
篇
で
も
、
古
典
か
ら
の
言
葉
を
引
い

一
代
を
表
彰
し
て
を
り
ま
す
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
つ
て
、
三
代
に
於
け

そ
れ
程

（
そ
の
為
め
に
は
）
立
派
な
人
格
の
光
を
（
天
下
に
）
か
が
や
か
す

（
第
三
）

代
に



其
心
者
、
先
誠
其
意
、
欲
誠
其
意
者
、
先
致
其
知
、
致
知
在
格
物
、

従
事
）
し
て
は
じ
め
て
（
深
く
）
思
慮
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
が
出
来
、
（
深
く
）
思
慮
を
め
ぐ
ら
し
て
は
じ
め
て
目
的
を
逹
す
る
こ
と
が

出
来
る
も
の
だ
。
（
す
べ
て
）
物
事
に
は
根
本
と
末
節
と
が
あ
り
、
終
局
（
に
到
逹
す
べ
き
こ
と
）
と
最
初
（
に
箭
手
す
べ
き
こ
と
）

的
に
、

（
そ
れ
等
の
う
ち
）
何
を
先
に
し
何
を
後
に
す
べ
き
か
（
の
順
序
）
を
知
る
な
ら
ば
、
正
し
い
方
法
に
副
ふ
で
あ
ら
う
。

こ
の
様
に
、
大
學
教
育
の
目
的
の
次
に
、
す
べ
て
目
的
を
逹
す
る
為
め
の
正
し
い
方
法
を
一
般
的
に
提
示
し
て
を
い
て
、
さ
て
次
に
具
骸

こ
の
大
學
の
道
の
目
的
を
賓
現
し
て
行
く
順
序
を
説
き
ま
す
。

古
之
欲
明
明
徳
於
天
下
者
、
先
治
其
園
、
欲
治
其
國
者
、
先
齊
其
家
、
欲
齊
其
家
者
、
先
脩
其
身
、
欲
脩
其
身
者
、
先
正
其
心
、
欲
正

物
格
而
后
知
至
、
知
至
而
后
惑
誠
、
意
誠
而
后
心
正
、
心
正
而
后
身
俯
、
身
俯
而
后
家
齊
、
家
齊
而
后
闘
治
、
園
治
而
后
天
下
平
、

昔
の
（
す
ぐ
れ
た
為
政
者
の
）
立
派
な
人
格
の
光
を
天
下
に
か
が
や
か
さ
う
と
し
た
人
は
、
先
づ
そ
の
畷
を
治
め
た
。
そ
の
園
を
治
め

ょ
う
と
し
た
人
は
、
先
づ
そ
の
家
を
お
さ
め
た
。
そ
の
家
を
お
さ
め
よ
う
と
し
た
人
は
、
先
づ
そ
の
身
を
修
蓑
し
た
。
そ
の
身
を
修
蓑

し
よ
う
と
し
た
人
は
、
先
づ
そ
の
心
を
正
し
く
し
た
。
そ
の
心
を
正
し
く
し
よ
う
と
し
た
人
は
、
先
づ
（
何
事
に
も
）
誠
意
を
以
て
常

っ
た
。
…
…

と
が
あ
る
。

落
ち
つ
く
こ
と
が
出
来
、

徳
的
及
び
應
用
的
能
力
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

大

學

と

中

庸

〔
大
學
の
目
的
〕
大
學
は
、
學
術
の
中
心
と
し
て
、
廣
く
知
識
を
授
け
る
と
と
も
に
、
深
く
専
門
の
學
藝
を
教
授
研
究
し
、
知
的
、
逆

と
あ
る
一
條
に
常
り
ま
す
。
但
、
常
時
と
今
日
と
は
社
會
も
異
り
、
大
學
の
性
格
も
違
ひ
ま
す
か
ら
、
そ
の
目
的
が
同
じ
く
な
い
だ
け
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
大
學
の
目
的
の
提
示
に
す
ぐ
つ
づ
け
て
、
す
べ
て
目
的
を
逹
す
る
為
め
の
方
法
一
般
が
示
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。

知
止
、
而
后
有
定
、
定
而
后
能
静
、
静
而
后
能
安
、
安
而
后
能
慮
、
慮
而
后
能
得
、
物
有
本
末
、
事
有
終
始
、
知
所
先
後
、
則
近
道
癸
、

目
標
を
知
つ
て
、
は
じ
め
て
（
そ
れ
を
質
現
す
る
為
め
の
方
針
が
）
定
ま
つ
て
く
る
。

（
方
針
が
）
定
ま
つ
て
は
じ
め
て
（
心
情
が
）

（
心
箭
が
）
落
ち
つ
い
て
は
じ
め
て
安
定
（
し
て
仕
事
に
従
事
）
す
る
こ
と
が
出
来
、
安
定
（
し
て
仕
事
に

/‘ 



此
謂
知
之
至
也
、

故
か

こ
の
邊
ま
で
〔
誠
意
ま
で
〕
は
、
誰
が
訊
ん
で
も
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

七

そ
の
次
の
致
知
・
格
物
と
な
り
ま
す
と
、
ど
う
い
ふ

こ
と
な
の
で
あ
ら
う
か
、
朱
子
と
王
陽
明
と
は
解
繹
が
違
ひ
ま
す
し
、
そ
の
外
多
く
の
學
者
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
逹
見
が
出
て
ゐ
ま
し
て
、

む
つ
か
し
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ど
の
説
も
そ
れ
ぞ
れ
に
結
構
な
の
で
す
が
、
さ
て
こ
の
文
の
原
義
は
何
か
、

と
い
ふ
こ
と
に
な
る
と
、

な
か
な
か
決
め
手
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ち
ょ
っ
と
こ
れ
は
後
ま
わ
し
に
し
て
お
き
ま
す
。
と
も
か
く
儒
教
で
は
、
天
下
・
圏
家
の
政
治
と
い

ふ
様
な
大
事
業
を
立
派
に
行
ふ
為
め
に
も
、
先
づ
身
を
修
め
て
立
派
な
家
庭
人
に
な
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
す
。

こ
れ
は
も
と
よ
り
、
常
時

は
政
治
の
専
門
的
な
技
術
が
未
だ
高
度
に
疲
逹
し
て
ゐ
ず
、
祉
會
生
活
の
在
り
方
も
今
と
は
異
つ
て
ゐ
た
為
め
で
は
あ
り
ま
せ
う
が
、
身

の
ま
わ
り
の
こ
と
を
よ
く
虞
理
す
る
、
と
い
ふ
日
常
生
活
の
作
法
を
摘
大
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
政
治
を
し
よ
う
と
い
ふ
の
で
、
迂
遠
と
言

へ
ば
甚
だ
迂
遠
で
す
が
、
し
か
し
現
代
人
の
最
大
の
餓
陥
を
突
い
て
ゐ
ま
す
か
ら
、
大
い
に
反
省
の
資
と
し
て
よ
い
と
思
は
れ
ま
す
。
何

へ
ば
、
現
代
で
は
昔
と
違
つ
て
、

い
組
織
を
作
っ
て
み
て
も
、

大

學

と

中

庸

一
般
に
智
能
も
生
活
程
度
も
向
上
し
、
交
通
・
通
信
の
技
術
も
進
ん
で
、
す
べ
て
が
能
率
化

し
て
束
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
つ
て
政
治
統
制
の
技
術
も
、
民
衆
を
組
織
化
す
る
技
術
も
、
格
段
の
披
逹
を
と
げ
ま
し
た
。
し
か
し
個
人
々

々
の
人
格
の
修
義
は
怠
り
勝
ち
で
す
か
ら
、
と
か
く
わ
が
ま
ま
膀
手
な
暴
力
が
、
優
秀
な
技
術
を
隣
使
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
合
法
的
に
横

行
し
易
い
、
不
常
な
統
制
が
合
法
的
に
強
行
さ
れ
た
り
、
わ
が
ま
ま
な
目
的
の
為
め
に
合
法
的
に
民
衆
が
組
織
化
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が

よ
く
あ
り
ま
す
。
自
由
の
わ
く
が
廣
く
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
自
骸
は
ま
こ
と
に
結
楷
で
す
が
、
修
養
の
出
来
て
ゐ
な
い
良
識
の
な
い
人

間
が
自
由
行
動
を
と
る
為
め
に
、
わ
が
ま
ま
勝
手
を
ゆ
る
す
結
果
と
な
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
い
ま
は
し
い
問
題
が
紹
出
し
ま
す

3

ど
ん
な
よ

そ
れ
の
構
成
肌
位
で
あ
る
個
人
々
々
の
人
格
が
立
派
で
な
け
れ
ば
、
結
局
う
ま
く
行
き
ま
せ
ん
。

で
、
個
人
々
々
の
人
格
の
修
蓑
に
重
き
を
置
く
儒
教
の
行
き
方
は
、
今
日
思
ひ
起
し
て
よ
か
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。

さ
て
最
後
の
結
び
の
一
段
は
、
注
目
を
要
し
ま
す
。

こ
の
意
味

自
天
子
以
至
於
庶
人
、
壼
是
皆
以
脩
身
為
本
、
其
本
風
而
末
治
者
否
癸
、
其
所
厚
者
菊
、
而
其
所
薄
者
厚
、
未
之
有
也
、
此
謂
知
本
、



櫂
と
い
ふ
意
味
で
は
、
萬
人
は
平
等
で
、
す
べ
て
一
封

し
そ
れ
を
更
に
言
ひ
換
へ
て
、

根
本
が
胤
れ
て
末
節
が
治
ま
る
と
い
ふ
こ
と
は
な
い
。

大

學

と

中

庸

天
子
か
ら
庶
民
に
至
る
ま
で
（
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
人
間
の
螢
み
は
）
、

上
の
文
を
受
け
て
言
へ
ば
、

（
と
こ
ろ
で
根
本
で
あ
る
身
を
修
め
る
こ
と
の
具
髄
的
な
内
容
は
、
人
倫
闘
係

を
よ
く
治
め
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
人
倫
の
上
で
）
厚
い
闊
係
に
あ
る
者
に
封
し
て
お
ろ
そ
か
で
あ
り
な
が
ら
、
薄
い
闊
係
に
あ
る
者
に

〔
修
身
が
萬
人
の
正
し
い
行
為
の
根
本
で
あ
り
、
そ
し
て
修
身
の
内
〕
を
「
根
本
を

、
、
、
、

は
手
厚
い
な
ど
と
い
ふ
こ
と
は
、
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
容
は
五
伯
開
係
を
よ
く
治
め
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と

‘
 

知
る
」
と
い
ふ
の
で
あ
り
、
（
ま
た
）
こ
の
こ
と
を
（
蛮
象
の
虞
理
の
仕
方
が
）
「
充
分
に
配
慮
さ
れ
た
」
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

「
天
子
よ
り
以
て
庶
人
に
至
る
ま
で
、
格
物
を
以
て
本
と
な
す
」
と
あ
り
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、

以
て
本
と
な
す
」
と
あ
り
ま
す
。
し
て
み
れ
ば
、
上
文
の
「
脩
身
」
以
下
の
「
正
心
」
・
「
誠
意
」
・
「
致
知
」
・
「
格
物
」
等
は
、
結
局
「
脩

身
」
と
い
ふ
こ
と
を
質
現
す
る
為
め
の
前
提
で
、

一
應
「
脩
身
」
が
よ
い
政
治
の
根
本
だ
と
い
ふ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
と
わ
っ
て
お
い
て
、
さ
て
そ
の
次
に
そ
れ
を
受
け
て
、
「
そ
の
本
胤
れ
て
末
治
ま
る
者
は
あ
ら
ず
」
と
い
ふ
の
は
、
根
本
で
あ
る
一
身
も

修
ま
ら
な
い
の
に
、
末
で
あ
る
家
や
圏
や
天
下
が
治
ま
る
筈
が
な
い
、
と
い
ふ
こ
と
で
せ
う
。
そ
れ
で
意
味
は
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
し
か

「
そ
の
厚
き
所
の
者
に
薄
く
し
て
、
そ
の
薄
き
所
の
者
に
厚
き
は
、
未
だ
こ
れ
有
ら
ざ
る
な
り
」
と
い
ふ

と
言
っ
た
も
の
と
思
は
れ
ま
す
。
ー
~
こ
こ
ま
で
来
る
と
、

の
は
、
根
本
で
あ
る
身
を
よ
く
修
め
る
為
め
に
は
、
人
倫
闊
係
の
厚
薄
の
順
序
を
よ
く
心
得
て
、
本
末
顛
倒
し
な
い
様
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、

こ
の
文
の
書
か
れ
た
時
代
の
祉
會
が
、
現
在
の
我
々
の
そ
れ
と
は
違
ふ
こ
と

を
感
じ
ま
す
。
現
代
で
も
、
社
會
生
活
を
螢
む
以
上
は
、
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
・
兄
弟
・
朋
友
と
い
ふ
様
な
種
々
の
人
倫
闊
係
は
勿
論
存

在
し
て
ゐ
ま
す
。
そ
し
て
誰
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
倫
闘
係
に
封
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
適
切
妥
嘗
に
振
舞
ふ
の
が
善
い
こ
と
は
申
す
ま
で
も

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
何
が
適
切
妥
嘗
か
を
判
斯
す
る
基
準
が
、
昔
と
今
と
で
は
同
じ
で
あ
り
ま
せ
ん
。
現
代
の
考
へ
方
で
は
、
天
賦
人

の
闊
係
に
在
り
、
身
分
に
よ
る
輻
重
の
差
は
あ
り
ま
せ
ん
。

祉
會
の
原
則
で
あ
っ
て
、
祉
會
主
義
と
い
へ
ど
も
こ
の
原
則
を
否
定
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
と
こ
ろ
で
古
典
の
書
か
れ
た
時
代

（
以
上
は
為
政
者
と
し
て
の
古
の
君
子
の
正
し
い
生
き
方
で
あ
る
が
、

そ
の
こ
と
を
特
に

こ
れ
は
個
人
主
義

「
脩
身
を

す
べ
て
（
そ
れ
ぞ
れ
に
）
身
を
修
め
る
こ
と
が
根
本
で
あ
る
。

今、

汎
く
人
間
一
般
の
正
し
い
生
き
方
に
つ
い
て
見
て
も
、
）

ノ＼



闊
係
に
結
ば
れ
て
ゐ
ま
す
か
ら
、

九

「
此
を
本
を
知
る
と
謂
ひ
、
此
を
知

は
家
族
主
義
の
祉
會
で
あ
り
、
そ
の
祉
會
の
中
に
現
れ
た
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
・
兄
弟
・
朋
友
は
、
そ
れ
ぞ
れ
身
分
の
差
別
に
従
っ
て
、

お
互
に
櫂
利
に
も
義
務
に
も
輻
重
の
差
が
あ
り
、
個
人
は
決
し
て
一
炭
一
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
上
、
家
族
主
義
の
祉
會
は
血
緑
を
原

理
と
す
る
祉
會
で
す
か
ら
、
血
緑
の
濃
淡
、
即
ち
親
等
の
遠
近
に
應
じ
て
、
厚
く
す
べ
き
か
薄
く
す
べ
き
か
と
い
ふ
行
為
の
常
為
が
定
ま

つ
て
ゐ
ま
す
。
同
じ
く
博
愛
を
善
し
と
し
て
も
、
現
代
の
様
な
萬
人
に
到
す
る
一
律
平
等
の
博
愛
で
は
な
く
て
、
孔
子
の
仁
の
様
な
、
人

倫
の
差
別
に
應
じ
た
差
別
主
義
の
博
愛
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
等
の
差
別
に
應
じ
て
、
個
人
の
自
由
の
わ
く
も
、
現
代
人
の
様
に
萬

人
一
律
に
認
め
る
こ
と
を
常
為
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
個
人
々
々
の
名
分
に
應
じ
て
廣
狭
の
差
が
嘗
然
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
今
日
我

‘
 

々
が
古
典
の
中
に
現
代
的
意
味
を
語
み
取
ら
う
と
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
相
違
を
差
し
引
い
て
考
へ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
逆
に
我

々
が
古
典
の
原
義
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、

こ
の
相
違
を
加
算
し
て
解
繹
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ー
—
ー
「
そ
の
厚
き
所
の
者

に
薄
く
し
て
、
そ
の
薄
き
所
の
者
に
厚
き
は
、
未
だ
こ
れ
有
ら
ざ
る
な
り
」
と
い
ふ
の
は
、
「
（
人
情
の
自
然
と
し
て
は
、
人
倫
の
上
で
）

厚
い
闊
係
に
在
る
者
に
射
し
て
お
ろ
そ
か
で
あ
り
な
が
ら
、
蒲
い
闊
係
に
在
る
者
に
蜀
し
て
手
厚
い
、
な
ど
と
い
ふ
こ
と
が
有
り
得
る
筈

が
な
い
」
と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
て
、
血
緑
の
厚
簿
に
よ
る
人
倫
闊
係
の
本
末
、
と
い
ふ
こ
と
を
特
に
取
り
上
げ
て
、
前
の
「
そ
の
本
織
れ

て
末
治
ま
る
者
は
あ
ら
ず
」
と
い
ふ
言
葉
の
意
味
内
容
を
解
明
し
て
居
り
ま
す
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
身
の
修
っ
た
人
は
、
肉
親
闊
係
で
あ
る

家
を
先
づ
厚
く
す
る
、
そ
の
上
で
他
人
を
治
め
る
こ
と
が
出
来
る
、
家
が
治
ま
ら
な
け
れ
ば
、
園
も
天
下
も
治
ま
る
道
理
が
な
い
、
と
い

ふ
こ
と
に
な
る
の
で
せ
う
。

つ
ま
り
身
を
修
め
る
こ
と
が
根
本
で
す
が
、
し
か
し
身
を
修
め
る
と
言
っ
て
も
、
人
間
は
生
れ
な
が
ら
人
倫

一
身
だ
け
を
切
り
離
し
て
修
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
人
倫
闘
係
の
本
末
を
よ
く
心
得
、
そ
れ
を
適

切
妥
常
に
踏
み
行
ふ
こ
と
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
身
を
修
め
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
で
す
か
ら
、
人
倫
闊
係
の
本
末
厚
薄
を
知
る
と
い
ふ
こ

と
が
、
根
本
で
あ
る
「
身
を
修
め
る
」
こ
と
の
必
須
條
件
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
そ
れ
を
受
け
て
、
．

の
至
る
と
謂
ふ
な
り
」
と
あ
る
の
は
、
「
こ
の
、
萬
人
が
そ
れ
ぞ
れ
、
正
し
い
生
き
方
を
す
る
根
本
で
あ
る
と
こ
ろ
の
修
身
の
為
め
に
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

そ
の
必
須
の
條
件
で
あ
る
五
倫
の
闘
係
を
充
分
に
心
得
て
か
か
る
こ
と
を
本
を
知
る
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
こ
と
を
、
知
が
至
る

大

學

と

中

庸



た、は
し、

と

一
言
闊
れ
て
お
き
ま
す
ー
_
o

「格

「
致
知
在
格
物
」
の
「
格
物
」
と
は
何
か
、

は、

こ
と
で
せ
う
が
、
そ
の
内
容
は
「
何
事
で
も
、
そ
れ

詔
め
ば
、

今
言
っ
た
様
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
知
が
至
る
」
と
か
「
知
を
致
す
」
と
か
い
ふ
こ
と
は
、

そ
れ
も
―
つ
の
見
方
で
す
が
ー
|
I
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
不
動
の

大

學

と

中

庸

箪
這
豆
彗
〕
と
い
ふ
の
で
あ
る
」
、

の
で
せ
う
。

ー
賓
は
「
致
知
」

思
ひ
ま
す
が
、

と
い
ふ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
朱
子
は
「
此
謂
知
之
至
也
」
の
前
に
脱
簡
が
あ
る
と
見
て
ゐ
ま
す
が
、
ー
ー
t

前
提
若
し
く
は
半
面
で
あ
る
筈
で
す
。

さ
う
す
る
と
、

「
（
何
事
に
も
）
誠
意
を
以
て
常
ら
う
と
し
た
人
は
、

あ
る
わ
け
で
は
な
い

0
で
す
か
ら
、
か
り
に
本
文
を
こ
の
ま
ま
で

「
配
慮
が
充
分
行
き
と
ど
く
」
と
か
「
配
慮
を
充
分
行
き
と
ど
か
せ
る
」
と
か

の
五
倫
闊
係
に
於
け
る
正
し
い
扱
ひ
方
に
つ
い
て
充
分
に
配
慮
す
る
」
と
い
ふ
こ
と
で
せ
う
。

（
何
事
で
も
、
お
ろ
ぞ
か
に
扱
は
な
い
で
、
）
先
づ
（
そ
の
虞
理
す
べ
き
封
象

の
正
し
い
在
り
方
ー
そ
れ
は
五
倫
闊
係
か
ら
見
て
の
正
し
い
扱
ひ
方
で
あ
る
ー
ー
に
つ
い
て
）
充
分
な
配
慮
を
加
へ
た
」
と
い
ふ
意
味

で
せ
う
。
例
へ
ぼ
挨
拶
―
つ
す
る
に
し
て
も
、
兄
弟
に
親
愛
の
情
を
こ
め
て
砕
け
た
形
の
挨
拶
を
す
る
の
と
、
他
人
に
封
し
て
折
り
目
の

正
し
い
挨
拶
を
す
る
の
と
で
は
、
表
現
の
仕
方
が
お
の
づ
か
ら
違
ひ
ま
す
。
そ
れ
を
よ
く
心
得
な
い
で
間
違
へ
ま
す
と
、
誠
意
の
表
現
に

は
な
ら
ず
、
誤
解
を
生
じ
て
仲
違
ひ
も
し
か
ね
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
「
欲
誠
其
意
者
、
先
致
其
知
」
〔
誠
意
を
以
て
事
に
嘗
ら
う
と
し
た
人

、
、
、
、
、
、
、
、

（
何
事
で
も
お
ろ
そ
か
に
扱
は
な
い
で
）
先
づ
（
そ
の
事
の
五
倫
闊
係
に
於
け
る
正
し
い
在
り
方
に
つ
い
て
）
充
分
な
配
慮
を
加
ヘ

ひ

と

ま

「
致
知
」
は
こ
れ
で
一
先
づ
わ
か
り
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
最
後
に
、

そ
こ
で
「
欲
誠
其
意
者
、
先
致
其
知
」
と

「
格
物
」
に
つ
い
て
は
、
別
に
詳
し
く
申
し
上
げ
た
方
が
よ
く
、
私
も
な
ほ
よ
く
そ
の
原
義
を
講
究
し
て
み
た
い
と

こ
こ
で
は
話
の
順
序
と
し
て
、
さ
し
常
り
氣
附
い
た
―
つ
の
可
能
な
解
瓢
だ
け
に
、

物
」
と
い
ふ
言
葉
の
原
義
を
ど
の
様
に
理
解
す
る
の
が
正
し
い
の
か
、
な
か
な
か
決
め
手
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、

字
の
意
味
は

「
致
知
在
格
物
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
「
致
知
」
す
な
は
ち
「
事
物
の
五
倫
闘
係
に
於
け
る
正
し
い
在
り
方
に
つ
い
て
充
分
に
配
慮
す
る
」
こ
と
の

こ
の
こ
と
か
ら
考
へ
る
と
、
古
典
の
中
に
「
格
」
と
「
物
」
と
「
知
」
と
を
相
聯
闘
さ
せ
て
使
用

し
た
一
例
が
あ
る
の
が
思
ひ
常
り
ま
す
。
證
記
の
細
衣
篇
に

子
曰
、
「
言
有
物
、
而
行
有
格
也
、
是
以
生
則
不
可
奪
志
、
死
則
不
可
奪
名
」
、
故
君
子
多
聞
質
而
守
之
、
多
志
質
而
親
之
、
精
知
略
而

゜



は
あ
る
。

上
で
そ
れ
を
身
に
つ
け
る
。

先
生
が
お
つ
し
や
っ
た
、
「
（
す
べ
て
）

0

0

 

定
ま
っ
た
）
法
式
が
あ
る
。

だ
か
ら
（
事
宜
に
も
方
式
に
も
明
る
い

へ
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
ず
、
死
ん
で
も
（
そ
の
）
名
分
を
胤
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
。
だ
か
ら
君
子
は
（
言
行
を
お
ろ
そ
か
に

せ
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
）
多
く
聞
い
て
（
事
宜
を
）
た
し
か
め
た
上
で
そ
れ
を
守
り
、

゜

（
即
ち
）
精
し
く
（
物
事
を
）
知
っ
た
上
で
、
そ
れ
を
要
約
し
て
（
す
ぢ
追
を
通
し
て
）
質
行
す
る
の
で

こ
の
う
ち
、

「
多
聞
質
而
守
之
、
多
志
質
而
親
之
、
精
知
略
而
行
之
」
と
い
ふ
の
は
、
論
語
の
「
博
く
文
を
學
び
、
こ
れ
を
約
す
る
に

を
以
て
す
る
」
（
華
也
篇
）
と
か
、
「
多
く
聞
い
て
疑
は
し
き
を
閾
き
、
恨
ん
で
其
の
餘
を
言
へ
ば
、
則
ち
尤
め
寡
し
、
多
く
見
て
殆
う
き

く

す

く

な

を
閾
き
、
憤
ん
で
其
の
餘
を
行
へ
ば
、
則
ち
悔
い
寡
し
云
々
」

は
大
學
の
「
致
レ
知
」
と
い

そ
し
て
こ
の
文
で
は
、
「
君
子
は
知
を
精
に
し
て
略
し
て
こ
れ
を
行
ふ
」
と
い
ふ
一
種
の
「
致
知
」
の
前
提
と
し
て
、
孔
子
に
よ
っ
て
示

さ
れ
た
「
言
に
物
あ
り
て
、
行
に
格
あ
り
」
と
い
ふ
意
味
で
の
「
格
物
」
が
あ
り
ま
す
。
「
言
有
物
、
而
行
有
格
」
と
い
ふ
言
ひ
方
は
、

「
君
子
」
を
主
語
と
し
た
文
で
は
な
く
、
す
べ
て
一
般
に
、
「
（
正
し
い
意
味
で
は
）
言
葉
（
の
概
念
）
に
は
（
そ
れ
に
相
應
す
る
）
事
質

が
あ
（
る
べ
き
筈
で
あ
）
り
、
行
為
（
の
仕
方
）
に
は
（
古
来
定
ま
っ
た
）
法
式
が
あ
る
（
筈
で
あ
る
）
」
と
い
ふ
こ
と
で
す
が
、
術
教
で

の
概
念
が
正
し
く
事
質
に
相
應
す
る
」
と
い
ふ
こ
と
は
、
い
は
ゆ
る
「
正
名
」
で
あ
っ
て
、
名
分
の
正
し
い
言
葉
で
あ
る
こ
と

を
意
味
し
ま
す
。

ま
た
「
行
為
の
古
来
定
ま
っ
て
ゐ
る
方
式
」
と
い
ふ
の
は
、
や
は
り
大
義
名
分
の
方
式
の
こ
と
で
せ
う
。
そ
こ
で
若

、
、
、

0

0

、
、
、

し
こ
れ
を
「
君
子
」
を
主
語
と
し
た
文
に
言
ひ
換
へ
て
、
「
君
子
は
『
言
有
物
、
而
行
有
格
』
」
と
い
ふ
表
現
に
す
れ
ば
、
「
君
子
は
、
言

、

、

、

、

す

ぢ

み

ち

、

、

、

、

、

ヽ

す

ぢ

み

ち

、

、

、

、

、

、

、

、

、

へ
ば
必
ず
名
分
の
正
し
い
こ
と
ひ
、
行
へ
ば
必
ず
名
分
の
法
則
に
従
っ
て
行
ふ
」
と
い
ふ
意
味
に
な
る
で
せ
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
、

大

學

と

中

庸

行
之
、

0

0

 

（
の
概
念
）
に
は
（
そ
れ
に
相
應
す
る
）
事
質
が
あ
り
、
行
為
（
の
仕
方
）
に
は
（
古
来

正
し
い
人
に
封
し
て
は
、
）
生
前
に
は
（
そ
の
）
志
を
愛

い
ろ
い
ろ
考
へ
求
め
て

同
時
に
「
精
＂
知
」
と
い

の
上
で
相
近
く
、
内
容
に
若
干
の
差
は
あ
り
ま
せ
う
が
、
や
は
り
同
じ
様
な
考
へ
方
で
す
。

（
為
政
篇
）
等
と
同
じ
考
へ
方
で
す
が
、

（
法
式
を
）
た
し
か
め
た



べ
て
お
き
ま
す
ー
|
i
o

物
」
の
原
義
の
問
題
は
、
更
に
多
角
的
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
が
、
今
日
は
取
り
敢
へ
ず
一
面
だ
け
の
私
見
を
申
し
述

「
致
知
」
は
「
博
文
約
膿
」
に
近
く
、

と
あ
っ
て
、
孔
子
も
政
治
を
行
ふ
場
合
に
最
初
に
着
手
す
べ
き
こ
と
と
し
て
「
名
分
を
正
す
」
こ
と
を
畢
げ
て
ゐ
ま
す
が
、
思
ふ
に
「
格

物
」
の
精
誹
も
こ
れ
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
の
で
せ
う
。
こ
ん
な
わ
け
で
、
若
し
縞
衣
篇
の
文
を
媒
介
と
し
て
、
大
學
を
論
語
に
常
て
て

理
解
す
る
な
ら
ば
、

と
い
ふ
意
味
で
せ
う
。
因
に
論
語
の
子
路
篇
に
は
、

う
。
か
く
て
大
學
篇
の
「
致
知
在
格
物
」
と
は
、

質
行
す
る
の
で
あ
る
〕
と
い
ふ
こ
と
の
半
面
で
あ
る
筈
で
す
。
か
く
て
こ
の
細
衣
篇
の
文
で
も
、
多
少
内
容
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
違
ひ
ま
す

が
、
や
は
り
「
致
知
在
格
物
」
と
い
ふ
闊
係
が
成
り
立
つ
て
を
り
ま
す
。
但
し
こ
こ
の
「
格
物
」
は
「
物
」
も
「
格
」
も
共
に
名
詞
で
、

「
物
」
と
は
「
言
葉
の
概
念
に
正
し
く
妥
常
す
る
と
こ
ろ
の
、
名
分
の
正
し
い
事
物
」
、
「
格
」
と
は
「
質
行
さ
る
べ
き
名
分
の
法
則
」
で

せ
う
が
、
大
學
の
「
格
物
」
は
、

ん
で
「
（
名
分
の
）
法
式
に
従
っ
て
質
行
す
る
」
と
解
す
る
か
、
或
は
古
注
の
訓
詰
に
従
っ
て
「
格
は
来
な
り
」
、
即
ち
「
さ
う
い
ふ
結
果

と
に
な
り
、

を
齋
ら
す
」
・
「
質
現
さ
せ
る
」
と
解
す
る
外
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
か
く
て
「
格
物
」
の
意
味
は
、
い
づ
れ
に
し
て
も
大
腔
同
じ
ゃ
う
な
こ

「
何
事
で
も
（
そ
れ
ぞ
れ
に
正
し
く
言
葉
通
り
の
意
味
に
受
け
取
り
、
そ
れ
を
名
分
の
）
方
式
に
従
っ
て
（
正
し
く
）
賓
行

す
る
」
と
か
、
「
（
如
何
な
る
場
合
に
も
、
そ
の
時
と
場
合
に
應
じ
て
）
名
分
の
正
し
い
事
物
を
賓
現
さ
せ
る
」
と
か
の
意
味
に
な
り
ま
せ

「
（
何
事
で
も
、
慮
理
す
べ
き
事
物
の
五
倫
闘
係
に
於
け
る
正
し
い
在
り
方
に
つ
い
て
）

充
分
な
配
慮
を
加
へ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
何
事
で
も
（
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
）
名
分
の
法
式
に
従
つ
て
（
正
し
く
）
賓
行
す
る
こ
と
で
あ
る
」

『
必
也
正
名
乎
』
…
…
」

大
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「
君
子
…
…
精
知
略
而
行
之
」

「
物
」
は
名
詞
「
格
」
は
動
詞
で
す
。
そ
こ
で
大
學
の
様
に
句
を
作
れ
ば
、

「
子
路
曰
、
．

『
衛
君
待
子
而
為
政
、
子
賂
笑
先
、
』
子
曰
、

こ
の
「
格
」
を
動
詞
に
韻

「
格
物
」
は
「
正
名
」
に
近
い
と
見
ら
れ
る
で
せ
う
。
ー
ー
賓
は
「
致
知
格

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

〔
君
子
は
…
…
精
し
く
（
た
し
か
な
事
物
を
）
知
っ
た
上
で
、
そ
れ
を
要
約
し
て
（
す
ぢ
道
を
通
し
て
）
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中
庸
篇
の
成
り
立
ち
ゃ
性
質
は
、
大
學
篇
と
は
餘
程
異
つ
て
を
り
ま
す
。
そ
れ
は
大
臆
次
の
如
く
で
せ
う
。
先
づ
最
初
に
、
孔
子
が
儒

教
を
開
い
て
「
己
を
修
め
、
人
を
治
め
る
道
」
を
明
か
に
し
た
時
、
常
時
の
學
界
は
そ
れ
に
よ
っ
て
大
き
な
衝
動
を
蒙
つ
て
セ
ソ
セ
ー
ジ

ま

が

か

ど

ョ
ン
を
ま
き
起
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
結
局
、
孔
子
の
取
り
組
ん
だ
問
題
が
、
恰
も
歴
史
の
曲
り
角
に
際
し
て
、
崩
壊
し
て
行
く
園
家
・
祉

會
・
文
化
生
活
等
を
、
如
何
に
し
て
再
建
し
披
展
さ
せ
る
べ
き
か
と
い
ふ
こ
と
に
根
ざ
し
て
を
り
、
常
時
の
心
あ
る
人
々
の
誰
も
が
、
よ

く
考
へ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
っ
て
ゐ
た
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
孔
子
の
學
問
、
即
ち
こ
の
問
題
に
封
す
る
研
究
の
仕
方
が
、
嘗

時
の
水
準
に
於
い
て
は
一
等
地
を
抜
い
た
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
と
に
よ
る
も
の
と
思
は
れ
ま
す
。
常
然
、

一
方
で
は
多
く
の
人

々
が
孔
子
に
共
嗚
し
て
儒
教
を
學
ぶ
と
共
に
、
他
方
で
は
反
封
者
も
亦
孔
子
の
す
ぐ
れ
た
學
問
に
刺
戟
さ
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
學
問
を
研
究

し
て
違
っ
た
立
場
を
建
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
立
場
か
ら
、
儒
教
を
批
判
し
た
り
、
お
互
に
論
争
し
た
り
す
る
こ
と

に
な
っ
て
、
賑
や
か
な
學
界
の
状
況
が
展
開
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
い
は
ゆ
る
戦
國
時
代
の
諸
子
百
家
の
學
で
す
。
と
こ
ろ
で
そ
の
時
、
自

然
に
學
界
の
論
争
に
於
け
る
中
心
問
題
と
な
っ
た
の
が
、
性
命
の
問
題
で
す
。
性
と
い
ふ
の
は
人
間
性
（
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
チ
ィ
）
と
い
ふ
こ
と

で
、
凡
そ
人
間
な
る
も
の
の
本
性
は
何
か
、
と
い
ふ
間
題
で
す
。

1
ー
ー
セ
ッ
ク
ス
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ー
ー
ー
。
ま
た
命
と
い
ふ
の
は
、
い
は

ゆ
る
天
命
で
、
こ
の
世
の
中
に
は
人
間
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
結
局
ど
う
い
ふ
こ
と
な
の
か
、
ま
た
、
凰

人
間
の
力
で
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
に
封
し
て
は
、
人
間
は
ど
う
い
う
態
度
で
臨
む
の
が
正
し
い
の
か
、
と
い
ふ
様
な
問
題
で
す
。
こ

の
、
人
間
の
本
性
と
は
ど
う
い
ふ
も
の
か
、
と
か
、
人
力
の
限
界
は
ど
こ
に
在
つ
て
、
限
界
以
上
の
事
に
封
し
て
は
、
我
々
は
ど
う
い
ふ

態
度
を
と
る
の
が
正
し
い
か
、
と
か
い
ふ
間
題
は
、
今
日
で
も
、
我
々
が
物
ご
と
の
債
値
や
意
味
を
根
本
的
に
定
め
よ
う
と
す
る
場
合
に

は
、
大
切
な
標
準
に
な
る
問
題
で
す
。
例
へ
ば
、
今
日
我
々
が
、
自
由
主
義
が
よ
い
か
、
共
産
主
義
が
よ
い
か
、
と
考
へ
る
場
合
で
も
、

ど
ち
ら
が
本
営
に
ヒ
ニ
ー
マ
ニ
チ
ィ
に
合
し
て
ゐ
る
か
、
ま
た
そ
の
半
面
に
は
、
ど
ち
ら
が
本
嘗
に
、
人
間
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
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い
問
題
に
封
し
て
、
人
間
と
し
て
正
し
い
態
度
を
と
る
こ
と
に
な
る
か
、
と
い
ふ
こ
と
の
認
定
の
仕
方
が
、
そ
の
袴
し
悲
し
を
決
定
す
る

決
定
し
よ
う
と
し
た
場
合
、

っ
た
立
場
に
立
つ
學
間
が
、
互
に
相
手
を
批
判
し
自
己
を
主
張
し
て
、
善
し
悪
し
を

こ
の
間
題
が
論
争
の
中
心
に
な
っ
た
の
は
常
然
で
す
。
そ
し
て
儒
教
は
、

こ
の
問
題
に
封
す
る
種
々
の
解
繹
に
基
い
て
、
い
ろ
い
ろ
き
び
し
い
批
判
を
蒙
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
酎
し
て
儒
教
の
側
か
ら
も
、

性
と
命
と
に
つ
い
て
の
獨
自
の
見
解
を
も
ち
、
そ
れ
に
基
い
て
諸
子
百
家
を
批
判
し
、
ま
た
そ
れ
に
基
い
て
儒
教
の
本
質
と
そ
の
正
常
性

と
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
い
ろ
い
ろ
な
學
説
が
起
つ
て
来
ま
し
た
。
そ
の
中
の
す
ぐ
れ
た
一
つ
の

て
、
人
間
の
本
性
で
も
あ
り
天
命
で
も
あ
る
と
す
る
立
場
で
あ
っ
て
、
孔
子
の
孫
の
子
思
の
學
派
の
中
で
そ
れ
が
披
逹
し
た
ら
し
い
の
で

あ
り
ま
す
。

こ
の

「
中
庸
」
或
は
「
誠
」
を
以

「
中
庸
」
と
は
、
今
日
の

す
る
概
念
で
、
結
局
同
じ
こ
と
を
指
し
て
ゐ
ま
す
。
何
と
な
ら
ば
、

す
な
ほ

は
ら
な
い
と
こ
ろ
の
、
あ
る
が
ま
ま
の
素
直
な
心
で
あ
り
、
我
々
が
い
ろ
い
ろ
と
考
へ
て
努
力
し
て
事
を
行
ふ
場
合
に
、
ど
こ
ま
で
も
も

、、

つ
て
生
れ
た
人
間
ら
し
さ
を
失
は
な
い
で
素
直
な
心
を
も
ち
紹
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
結
局
、
良
識
的
に
行
動
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ

こ
で
こ
の
「
中
庸
」
と
か
「
誠
」
と
か
い
ふ
も
の
が
、
人
間
の
本
性
に
適
ふ
も
の
若
し
く
は
本
性
そ
の
も
の
と
見
ら
れ
、
而
も
そ
れ
は
人

間
が
勝
手
に
決
め
た
も
の
で
は
な
く
、
も
つ
て
生
れ
た
本
性
で
あ
る
以
上
は
勝
手
に
ど
う
し
よ
う
も
な
い
所
興
で
、
結
局
そ
れ
が
天
命
で

も
あ
る
、
と
い
ふ
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
大
層
立
派
な
思
想
で
す
が
、
こ
ん
な
立
祇
な
思
想
が
一
朝
一
夕
に
完
成
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た

ら
し
く
、
お
そ
ら
く
孔
子
の
孫
の
子
思
の
時
代
（
前
四
世
紀
初
頭
）
か
ら
秦
襖
の
際
（
前
―
―
―
世
紀
末
）
ま
で
の
一
五

0
年
間
に
痰
逹
し
完
成
し

た
も
の
の
様
で
す
。
そ
し
て
秦
漠
の
際
に
、
今
ま
で
殺
逹
し
た
成
呆
の
ニ
ッ
セ
ソ
ス
を
ま
と
め
て
―
つ
の
記
録
に
し
た
の
が
、
今
の
中
庸

篇
で
せ
う
。
で
す
か
ら
今
の
中
庸
篇
の
中
に
は
、
ー
ー
に
我
が
恢
徳
堂
顧
問
の
武
内
義
雄
先
生
も
詳
し
く
考
證
さ
れ
、
ま
た
古
く
は
伊
朦

仁
齋
先
生
や
懐
徳
堂
の
三
宅
石
奄
・
中
井
竹
山
・
中
井
殷
軒
先
生
等
も
そ
れ
ぞ
れ
逹
見
を
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
が
ー
ー
、
比
較
的
新
し

い
部
分
と
古
い
部
分
と
が
混
合
し
て
ゐ
ま
す
。
蓋
し
こ
の
様
な
成
立
事
情
か
ら
見
て
常
然
の
こ
と
と
思
は
れ
ま
す
。

「
ま
ご
こ
ろ
」
と
は
、
我
々
が
も
つ
て
生
れ
た
性
質
を
少
し
も
い
つ

で
言
へ
ば
「
良
識
」
で
あ
り
、

「
誠
」
と
は
「
ま
ご
こ
ろ
」
で
す
が
、
こ
れ
は
互
に
相
聯
闘

こ
と
に
な
り
ま
せ
う
。
で
す
か
ら
、
常
時
、
種
々

の

々
の
立
場
か
ら
の
、

四



教
と
言
ふ
。

こ
れ
は
先
づ
、
天
命
と
人
間
性
と
追
理
と
教
學
と
の
闊
係
を
極
め
て
簡
潔
に
定
義
し
た
も
の
で
、
た
っ
た
十
五
字
で
す
が
、
力
強
い

で
す
。
次
に
こ
れ
等
と
、
我
々
の
日
常
生
活
と
の
密
接
な
闘
係
が
明
か
に
さ
れ
ま
す
。

道
也
者
、
不
可
須
央
離
也
、
可
離
非
道
也
、
是
故
君
子
戒
恨
乎
其
所
不
賭
、
恐
憫
乎
其
所
不
聞
、
莫
見
乎
唸
、
莫
頸
乎
微
、
故
君
子
恨

（
人
が
）
し
ば
ら
く
心
離
れ
て
は
な
ら
な
い
（
も
の
で
あ
る
）
。
離
れ
て
よ
い
（
様
な
も
の
）
な
ら
ば
（
そ
れ
は
）

道
で
は
な
い
。
だ
か
ら
君
子
は
、
「
誰
も
見
て
ゐ
な
い
と
こ
ろ
で
で
も
（
身
の
行
ひ
を
）
戒
憤
し
、
誰
も
聞
い
て
ゐ
な
い
と
こ
ろ
で
で

も
（
天
命
に
違
ふ
こ
と
を
）
恐
憫
（
し
て
、

て
世
人
は
注
意
し
な
い
が
、
珍
ら
し
い
も
の
は
知
り
た
が
つ
て
穿
さ
く
す
る
も
の
で
）

く
、
微
細
な
こ
と
ほ
ど
目
立
つ
て
く
る
も
の
は
な
い
」
。
だ
か
ら
君
子
は
（
他
人
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
で
も
道
か
ら
離
れ
な
い
様
に
）

良
心
的
に
〕
の
で
あ
る
。

ひ
と
り

「
そ
の
獨
を
憤
し
む
」
〔
振
僻
ふ

す
な
は
ち
我
々
の
日
常
生
活
は
、
い
か
な
る
場
合
で
も
、
し
ば
ら
く
も
道
理
か
ら
外
れ
て
は
た
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
如
何

な
る
時
で
も
道
理
か
ら
外
れ
な
い
様
な
生
活
を
す
る
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
と
言
へ
ぼ
、
如
何
な
る
時
で
も
ー
ー
た
と
ひ
他
人
は
誰

、
、
、
、
、
、
、

こ
の
良
心
的
に
振
舞
ふ
〔
そ
の
獨

も
知
ら
な
い
場
合
で
も
ー
ー
、
常
に
良
心
的
に
振
舞
ふ
こ
と
だ
、
と
い
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
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其
獨
也
、

道
と
い
ふ
も
の
は
、

（
場
合
に
、
自
然
に
道
理
が
顕
れ
て
く
る
）
の

か
ら
離
れ
な
い
様
に
努
力
）
す
る
」
。

一
五

「
隠
れ
た
こ
と
ほ
ど
あ
ら
は
れ
る
も
の
は
な

普
通
ど
こ
に
で
も
見
ら
れ
る
こ
と
は
、

か
へ
つ

ひ
、
道
を
（
自
覺
し
て
履
み
行
ふ
様
に
）
修
養
す
る
（
方
法
を
示
す
）
の
を

（
萬
物
を
支
配
す
る
）
天
が
（
人
間
に
か
く
あ
れ
と
）
命
じ
た
も
の

天
命
之
謂
性
、
率
性
之
謂
道
、
修
逍
之
謂
教
、

心
と
し
て
簡
肌
に
見
て
み
ま
せ
う
。

ひ
ヽ

（
人
間
が
興
へ
ら
れ
た
）
性
に
従
（
つ
て
行
）
ふ

さ
て
こ
の
中
庸
篇
に
於
い
て
も
、
巷
頭
の
第
一
章
に
、
中
庸
に
つ
い
て
の
主
要
な
考
へ
が
集
ま
っ
て
ゐ
ま
す
か
ら
、
今
は
第
一
章
を
中
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ヽ

を
憤
し
む
〕
と
い
ふ
こ
と
は
、
誠
[
ま
ご
こ
ろ
、
動
詞
に
す
れ
ば
ま
ご
こ
ろ
を
質
現
す
る
〕
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
ヽ
申
す
ま
で
も

あ
り
ま
す
ま
い
。

と
こ
ろ
で
、

「
誠
」
ー
ー
「
誠
意
を
以
て
事
に
常
る
」
・
「
良
心
的
で
あ
る
」
ー
ー
と
い
ふ
こ
と
だ
け
で
賓
は
充
分
な
の
で
す
が
、
し
か

し
こ
れ
だ
け
で
は
少
し
語
弊
が
あ
る
、
何
故
か
と
申
し
ま
す
と
、
措
置
が
妥
常
で
な
く
て
人
に
迷
惑
を
か
け
る
様
な
結
果
に
な
っ
た
こ
と

で
も
、
決
し
て
悪
意
が
あ
っ
て
し
た
の
で
は
な
く
、
充
分
誠
意
を
以
て
や
っ
た
こ
と
な
ら
ば
そ
れ
で
よ
い
の
だ
、
と
い
ふ
風
に
誤
解
さ
れ

勝
ち
で
す
。
し
か
し
そ
れ
は
猥
善
的
・
主
観
的
で
あ
っ
て
、
そ
れ
で
は
い
け
ま
せ
ん
。
思
ふ
に
そ
れ
は
慎
の
「
誠
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

何
故
か
と
言
へ
ば
、
充
分
善
意
が
あ
っ
て
誠
意
を
以
て
や
っ
た
事
で
も
、
措
置
が
妥
常
で
な
く
て
人
に
迷
惑
を
か
け
た
と
い
ふ
こ
と
は
、

誠
意
は
あ
っ
た
が
そ
れ
は
質
際
に
は
通
用
し
な
か
っ
た
と
い
ふ
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
誠
意
を
完
成
し
賓
現
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た

と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
て
、
結
局
、
充
分
な
意
味
で
の
「
誠
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
誠
」
を
完
成
し
質
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て

も
充
分
な
良
識
を
以
て
事
に
常
つ
て
、
何
事
で
も
適
切
妥
嘗
に
措
置
で
き
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
従
つ
て
員
に
「
良
心
的
」
で
あ
る
と
い
ふ

こ
と
の
半
面
に
は
、
常
に
「
良
識
的
」
と
い
ふ
こ
と
が
伴
つ
て
ゐ
ね
ば
な
ら
ず
、

「
良
識
」
の
な
い
「
良
心
」
は
結
局
成
立
し
ま
せ
ん
。

こ
の
こ
と
は
逆
も
亦
員
で
あ
っ
て
、
慎
に
「
良
識
的
」
で
あ
ら
う
と
す
れ
ば
、
常
に
そ
の
根
抵
に
は
「
良
心
的
」
と
い
ふ
こ
と
が
な
け
れ

‘
 

ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
「
日
常
生
活
は
絶
封
に
道
理
か
ら
外
れ
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
為
め
に
は
常
に
良
心
的
で
あ
る
べ
し
」
と
説
い
た

上
の
文
章
を
受
け
て
、
次
に
良
識
の
原
理
で
あ
る
中
和
或
は
中
庸
を
説
く
の
で
す
。

喜
怒
哀
柴
之
未
鼓
、
謂
之
中
、
装
而
皆
中
節
、
謂
之
和
、
中
也
者
、
天
下
之
大
本
也
、
和
也
者
、
天
下
之
逹
道
也
、
致
中
和
、
天
地
位

焉
、
萬
物
育
焉
、

・
怒
．
哀
•
楽
の
未
だ
お
こ
ら
な
い
（
平
静
な
心
）
の
（
常
態
）
を
中
と
言
ひ
，

（
人
間
社
會
の
善
み
の
）

（
事
件
に
遇
つ
て
・
怒
．
哀
ふ
茉
が
）
装
生
し

て
も
、
す
べ
て
（
そ
の
）
場
合
々
々
の
適
（
切
な
）
度
（
合
ひ
）
に
か
な
ふ
旦
繹
聾
闘
〕
の
を
菰
と
い
ふ
。
土
と
い
ふ
も
の
は
、
天
下
の

一
番
の
根
本
（
た
る
人
心
の
常
態
）
で
あ
り
、
和
と
い
ふ
も
の
は
、
天
下
の
（
人
間
の
す
べ
て
に
妥
嘗
す
る
）

六



大

學

と

中

庸

方
は
少
し
違
ひ
ま
す
。
中
國
の

っ
た
こ
と
で
、
天
地
の

た
す
け
る
所
以
だ
と
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。

「
天
地
位
し
、
萬
物
育
す
」
と
は
、

七
こ
の
こ
と

っ
た
も

普
遍
的
な
道
で
あ
る
。
中
の
（
時
に
應
じ
た
適
度
の
披
現
と
し
て
の
）
和
を
徹
底
さ
せ
る
と
、

人
間
を
中
心
と
す
る
萬
物
の
生
育
も
そ
れ
ぞ
れ
所
を
得
て
秩
序
が
立
つ
か
ら
、
天
地
0
萬
物
を
生
育
す
る
仕
芥
を
助
成
す
る
結
果
と
な

つ
て
、
）
天
地
は
（
正
し
い
）
秩
序
を
保
ち
、

・
怒
．
哀
•
楽
と
い
ふ
様
な
烈
し
い
感
情
が
ま
だ
起
ら
な
い
平
静
た
心
、
ー
ー
ー
そ
れ
は
日
常
の
無
事
た
時
の
心
の
状
態
で
す
が
ー
ー
、

そ
れ
は
、
ま
だ
感
情
に
ゆ
が
め
わ
れ
て
平
衡
失
っ
て
ゐ
ま
せ
ん
か
ら
、
事
物
を
良
識
的
に
判
斯
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
こ
れ
は
言
は
ば

持
つ
て
生
れ
た
ま
ま
の
す
な
ほ
な
心
の
有
り
の
ま
ま
の
状
態
で
す
か
ら
、
「
誠
」
〔
ま
ご
こ
ろ
〕
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
ろ
し
い
が
、
「
こ

れ
を
中
と
い
ふ
」
と
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
何
か
む
つ
か
し
い
事
が
起
つ
て
何
と
か
そ
れ
を
慮
置
し
左
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
と
、
嘗
然

喜
怒
哀
乗
の
惑
情
が
生
じ
て
末
ま
す
。
し
か
し
そ
の
場
合
で
も
、
惑
情
の
為
め
に
良
識
を
か
き
胤
さ
れ
な
い
で
、

「
中
」
は
天
下
の
あ
ら
ゆ
る
事
柄
を
虞
置
す
る
態
度
ー
ーg
従
つ
て
虞
置
の
仕
方
ー
~
を
披

生
す
る
根
本
た
る
、
人
間
の
心
の
常
態
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
「
中
也
者
天
下
之
大
本
也
」
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
「
和
」
と
い
ふ
の
は
、

何
事
で
も
そ
れ
を
適
切
妥
嘗
に
慮
置
す
る
こ
と
な
の
で
す
か
ら
、
天
下
中
の
す
べ
て
の
人
に
妥
嘗
す
る
正
し
い
道
だ

れ
が
「
和
也
者
、
天
下
之
逹
道
也
」
で
す
。
そ
し
て
「
中
の
和
を
致
し
」
た
な
ら
ば
、
ー
ー
ー
換
言
す
れ
ば
、
誠
〔
ま
ご
こ

な
披
動
が
充
分
な
意
味
で
行
は
れ
た
な
ら
ば
ー
ー
、
す
べ
て
が
う
ま
く
行
き
ま
す
。
そ
れ
が
「
致
中
和
、
天
地
位
焉
、
萬
物
育
焉
」
で
す
。

「
天
地
位
焉
、
萬
物
育
焉
」
と
い
ふ
と
、
何
か
全
能
の
誹
だ
け
に
出
来
る
こ
と
で
人
間
に
は
無
闊
係
の
様
に
聞
え
ま
す
が
、
中
國
の
考
へ

ヘ
方
で
は
、

五
穀
を
も
維
草
を
も
ー
ー
よ
い
も
の
も
悪
い
も
の
も
ー
ー
無
差
別
に
生
育
さ
せ
る
の
が
自

い
も
の
だ
け
を
披
展
さ
せ
て
悪
い
も
の
は
取
り
除
き
、
天
下

し
治
め
る
の
が
人
間
の
仕
事

行
く
の
を
「
和
」
と
い
ふ
の
で
す
。
思
ふ
に
、

（
天
地
間
に
）
萬
物
が
（
よ
く
）

の
良
識
的

々
妥
常
に
虞
置
し
て

ヘ
ま
せ
う
。
そ

然
界
の
作
用
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
の

で
あ
り
、
そ
し
て
自
然
界
に
は
生
育
を
、
人
間
に
は
統
治
を
司
ら
せ
る
の
が
天
の
怠
志
（
天
命
）
で
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
に
な
り
ま
す
。か

な

で
す
か
ら
人
間
が
良
識
に
従
つ
て
よ
く
事
を
妥
常
に
慮
理
し
、
小
に
し
て
は
身
を
修
め
大
に
し
て
は
天
下
を
平
に
す
る
こ
と
は
天
命
に
叶

（
人
間
の
祉
會
が
よ
く
治
ま
る
と
共
に
、



孔
子
の

仲
尼
曰
、

朱
子
章
句
の
第
二
章
に

庸
」
と
い
ふ
言
葉
は
ど
う
い
ふ
意
味
な
の
で
せ
う
か
。

も
の
で
あ
る
こ
と
は
上
述
の
通
り
で
す
が
、

の
概
念
自
盟
に
つ
い
て
言
へ
ば
、

「
中
和
」
と
「
中
庸
」
と
は
違
ひ
ま
す
。
で
は
「
中

で
す
か
ら
「
中
和
」
は
一
面
か
ら
見
れ
ば
「
中
庸
」
、

他
の
一
面
か
ら
見
れ
ば
「
誠
」
で
、

全
臆
を
ま
と
め
た
も
の
が
第

「
中
和
」

す
と
、

0
で、

大

學

と

中

庸

「
中
庸
」
と
は
言
つ
て
あ
り
ま
せ
ん
。

っ
た

一
た
い

そ
こ
で
「
中
和
」
と
「
中

「
（
人
間
の
適
切
妥
常
な
虞
理
に
よ
っ
て
）
天
地
間
の
萬
物
や
そ
の
作
用
が
そ
れ
ぞ
れ
正
し
い
地
位
に
置
か
れ
て
秩
序
が
保
た
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
あ
る
善
さ
に
従
つ
て
生
育
を
遂
げ
る
」
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
、
人
道
の
極
致
を
言
っ
た
も
の
で
す
。

は
、
誠
〔
ま
ご
こ
ろ
〕
の
良
識
的
徹
底
に
よ
っ
て
賂
束
さ
れ
る
、
と
い
ふ
わ
け
で
す
。

も
っ
と
も
こ
こ
で
は
「
中
和
」
と
い
ふ
こ
と
を
言
っ
て
ゐ
る
の
で
、

と
は
ど
う
い
ふ
闘
係
に
な
る
の
か
、
と
い
ふ
こ
と
が
問
題
に
な
り
ま
す
が
、
後
の
方
の
「
中
庸
」
を
説
い
た
と
こ
ろ
を
考
へ
合
せ
ま

「
中
和
」
と
い
ふ
こ
と
は
結
局
「
中
庸
」
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
た
だ
「
中
庸
」
を
「
誠
」

識
を
ま
ご
こ
ろ
と
聯
闘
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ー
ー
—
動
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
て
、

朱
子
章
句
の
第
二
章
以
下
に
は
、

「
中
庸
」
・
「
道
」
・
「
君
子
之
追
」
等
い
ふ
言
葉
を
使
用
し
て
、
頻
り
に
「
中
庸
」
を
説
い
て
ゐ
ま
す
。

ま
た
二
十
章
の
一
部
及
び
二
十
一
章
以
下
の
敷
章
に
は
、

「
誠
」
の
説
が
目
立
つ
て
来
ま
す
。

そ
し
て
そ
の
欣
態

〔
ま
ご
こ
ろ
〕
と
聯
闊
さ
せ
て
|
ー
＇
良

っ
た
も
の
と
思
は
れ
ま
す
。

そ
し
て
こ
の
二
つ
の
思
想
を
統
合
し
て
、

の
様
で
す
。
ー
ー
中
庸
篇
全
臆
の
構
成
に
つ
い
て
の
詳
し
い
話
は
、
今
日
は
申
し
上
げ
ま
せ
ん
ー
。

三
者
は
い
づ
れ
も
結
局
同
じ
こ
と

0

0

 

「
君
子
中
庸
、
小
人
反
中
庸
」
、
君
子
之
中
庸
也
、
君
子
而
時
中
、
小
人
之
反
中
庸
也
、
小
人
而
無
忌
憚
也
、

「
君
子
は
中
庸
、
小
人
は
反
中
庸
」
と
い
ふ
の
が
あ
る
が
、
君
子
が
中
庸
で
あ
る
の
は
、
身
分
も
教
養
も
あ
る
人
で

而
も
（
何
事
に
樹
し
て
も
）
そ
の
時
そ
の
時
に
適
切
妥
常
な
態
度
を
と
る
の
で
あ
り
、
小
人
が
中
庸
に
反
す
る
の
は
、
身
分
も
教
蓑
も

な
い
つ
ま
ら
ぬ
人
間
で
而
も
（
何
の
）
つ
つ
し
み
も
自
制
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
中
庸
」
と
は
「
時
に
中
す
る
」
こ
と
、
即
ち
「
（
何
事
に
封
し
て
も
）
そ
の
時
そ
の
場
合
に
應
じ
て
適
切
妥
嘗
な
態
度

八



中
」
の
「
中
」
と
解
せ
ら
れ
ま
す
。

る
こ
と
で
あ
る
。

一
九

。

を
と
る
」
こ
と
で
あ
り
、
「
中
庸
」

1
1

「
時
中
」
と
同
じ
く
「
中
」
の
字
を
用
ゐ
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
「
中
庸
」
の
「
中
」
は
「
時

こ
れ
が

の
概
念
に
封
す
る
―
つ
の
解
繹
で
す
。
そ
し
て
こ
の
意
味
の
「
中
」
は
、
本
質

的
に
後
章
の
「
誠
」
の
説
と
聯
闘
す
る
性
質
を
も
つ
て
居
り
、
二
十
章
の

誠
者
、
天
之
逍
也
、
誠
之
者
、
人
之
道
也
、
誠
者
、
不
勉
而
中
、
不
思
而
得
、
従
容
中
道
聖
人
也
、
誠
之
者
、
探
善
而
固
執
之
者
也
、

、

、

く

、

、

、

、

（
一
た
い
）
誠
質
で
あ
る
こ
と
は
天
の
道
で
あ
る
が
、
（
自
畳
し
て
自
己
を
）
誠
質
に
す
る
こ
と
が
人
の
道
で
あ
る
。
（
天
の
道
が
）

誠
質
で
あ
る
と
は
、
（
天
の
作
用
は
）
勉
め
な
い
て
も
（
自
然
に
）
道
理
に
か
な
ひ
、
考
へ
な
い
で
も
（
自
然
に
）
道
理
を
も
つ
て
ゐ

（
普
通
の
人
の
道
の
、
自
覺
に
よ
っ
て
自
己
を
）

（
も
っ
と
も
こ
れ
は
天
の
道
で
あ
っ
て
、
人
の
追
で
は
な
い
が
、
人
の
中
で
も
天
と
同
じ
位
に
偉
大
で
）
じ
た
ば
た

0

0

 
0
 

せ
ず
に
自
然
に
道
に
か
な
ふ
の
は
聖
人
で
あ
（
つ
て
、
こ
れ
は
例
外
に
励
す
）
る
。

誠
質
に
す
る
と
は
、
善
を
揮
ん
で
固
く
守
り
通
す
こ
と
で
あ
る
。

と
い
ふ
文
の
中
の
二
つ
の
「
中
」
の
字
は
、

の
つ
い
て
は
、
十
三
章
に
孔
子
が

0

0

 

庸
徳
之
行
、
庸
言
之
謡
、

‘
 

日
常
普
通
の
よ
い
こ
と
を
行
ひ
、
日
常
普
通
の

と
い
ふ
句
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
「
庸
」
は
「
平
常
」
で
あ
り
ま
す
。

を
り
、
結
局
に
於
い
て
第
一

大

學

と

中

庸

や
は
り
「
時
中
」
の
「
中
」
と
同
じ
く
「
妥
営
す
る
」
と
い
ふ
意
味
で
せ
う
。
次
に
「
庸
」

の
態
度
を
の
べ
た
も
の
と
思
は
れ
る

こ
れ
は
後
世
の
祁
家
の
い
は
ゆ
る
「
平
常
心
」
と
か
「
無

事
是
貴
人
」
と
か
い
ふ
思
想
と
も
響
き
合
ひ
ま
す
。
そ
こ
で
「
中
庸
」
と
は
「
日
常
性
を
離
れ
な
い
不
断
の
適
切
妥
常
性
」
と
い
ふ
こ
と

に
な
り
ま
せ
う
が
、
そ
の
裏
に
は
「
如
何
な
る
場
合
に
も
平
常
無
事
の
時
の
様
な
良
識
的
な
言
行
を
失
は
な
い
」
と
い
ふ
意
味
を
含
ん
で

の
「
中
和
」
と
同
じ
も
の
を
指
す
こ
と
に
は
な
り
ま
す
。
し
か
し
文
字
の
意
味
と
し
て
は
、

「
中
和
」
の

「
中
」
は
「
喜
怒
哀
柴
の
未
だ
披
せ
ざ
る
」
ー
ー
従
っ
て
未
だ
良
識
を
失
っ
て
ゐ
な
い
ー
ー
日
常
普
通
の
状
態
で
、
従
つ
て
「
天
下
の
大

本
」
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
か
へ
つ
て

の
「
庸
」
の
日
常
性
と
通
じ
ま
す
。
そ
し
て
「
中
庸
」
の
「
中
」
の
方
は
、

の

か
ひ
に
氣
を
つ
け
る

の
一
部
に
、

「
時
に



策
）

秦

を
民
に
施
行
し
た
」
と
見
る
べ
き
か
、

ど
ち
ら
が
よ
い
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

「
中
尉
」
の

「
執
其
雨
端
、
用
其
中
於
民
」
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
わ

「
執
其
雨
端
、
用
其
中
於
民
」
と
い
ふ
の
は
、
既
に
闘
し
ま
し
た
様
に
、

ヽ

「
民
の
（
い
ろ
い
ろ
の
態
度
の
中
の
）
雨
極
端
を
承
知
し
た
上
で
、
そ
の
中
間
（
の
人
心
の
常
應
に
副
ふ
施
策
）
を
民
に
施
行
し
た
」
と

、、

解
す
べ
き
か
、
或
は
「
民
の
（
い
ろ
い
ろ
の
考
へ
方
の
中
の
）
雨
極
端
を
承
知
し
た
上
で
、
そ
の
中
間
（
の
人
心
の
宜
俯
に
妥
常
す
る
施

、
、
、
、
、

「
そ
の
中
間
」
が
民
心
の
常
態
に
副
ふ
に
し
て
も
、

け
で
す
。

そ
こ
で
こ
の
「
中
」
の
意
味
を
考
へ
て
み
ま
す
と
、

「
民
心
の
常
態
」
に
深
い
注
意
を
彿
っ
た
と
い
ふ
こ
と
で
、

に
常
り
ま
す
。

と
い
ふ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

一
た
い
こ
の
文
で
は
、

大

學

と

中

庸

中
す
る
」
こ
と
、
即
ち
如
何
な
る
場
合
に
も
良
識
を
失
は
な
い
適
切
妥
嘗
性
を
訟
味
し
、
そ
れ
は
か
へ
つ
て
「
中
和
」
の
「
和
」
に
近
い

同
じ
で
あ
り
ま
せ
ん
。

「
中
和
」
と
「
中
庸
」
と

違
ふ
上
に
、

子
曰
、
舜
其
大
知
也
奥
、
舜
好
間
、
而
好
察
退
言
、
爵
悪
而
揚
善
、
執
其
雨
端
、
用
其
中
於
民
、
其
斯
以
為
舜
乎
、

「
舜
は
ま
こ
と
に
偉
い
知
慧
者
だ
よ
。
舜
は
（
民
の
宜
怖
を
）
尋
ね
る
こ
と
に
闘
心
が
深
く
、

常
普
通
の
言
葉
を
洞
察
す
る
の
が
好
き
で
、
（
そ
れ
の
）
悪
い
貼
は
（
す
て
て
）
あ
ら
は
さ
ず
、
い
鮎
は
稲
揚
し
て
（
奨
励
し
）
、
民

0

0

 

0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0

0

 

そ
の
中
間
（
の
人
心
の
常
態
に
測
ふ
施
策
）
を
民
に
姉
行
し
た
。
こ
れ

の
（
い
ろ
い
ろ
な
態
度
の
中
の
）
雨
極
端
を
承
知
し
た
上
で
、

こ
そ
（
舜
の
）
舜
た
る
と
こ
ろ
だ
」
と
。

こ
の
文
の
中
に
見
え
る
「
中
」
は
、

い
は
ゆ
る
「
雨
端
の
中
」
で
、

先
生
が
お
つ
し
や
っ
た
。

と
こ
ろ
で
今
一
っ
、
第
六
章
を
見
ま
す
と

で
せ
う
。

か
く
て
、

「
中
和
」
の
「
中
」
と
「
中
庸
」
の
「
中
」
と
は
文
字
の
臨
味
が

し
か
し
結
局
、
言
は
う
と
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
は
同
じ
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
は
れ
ま
す
。
何
と
な
ら
ば
、

0

、、

端
、
用
其
中
於
民
」
と
い
ふ
こ
と
の
前
提
に
、
「
舜
好
問
、
而
好
察
適
言
」

ヽ通
の
言
葉
を
洞
察
す
る
こ
と
が
好
き
で
あ
り
、
〕

〔
舜
は
民
の
質
愉
を
専
ね
る
こ
と
に
熱
心
で
、

こ
れ
は
舜
が
政
治
家
と
し
て
、

「
中
和
」
の
「
中
」
で
あ
り
、

こ
の
注
意
深
い
民
心
観
察
の
上
に
建
て
ら
れ
た
す
ぐ
れ
た
施
策
の
方
法
と
し
て
、

そ
し
て

（
民
の
）
日

「
執
其
雨

‘
 

民
の
日
常
普

「
天
下
の
大
本
」
で
あ
る

「
時
中
」
の
「
中
」
と
は
若
干
ニ
ュ
ア
ソ
ス
が
追
ふ
様
に
見
え
ま
す
。

二

0



他
日
に
ゆ
づ
り
度
い
と
思
ひ
ま
す
。

と
Vコ の

だ
。
〕

に
相
違
な
く
、
そ
の
内
容
は
「
中
和
」
の
「
和
」
と
「
中
庸
」
の
「
中
」
と
に
常
り
ま
せ
う
。
但
、

の
原
理
を
時
間
的
・
動
的
に
見
て
居
り
、

け
の
相
違
は
あ
り
ま
せ
う
。

平
常
也
」
と
い
つ
て
ゐ
る
の
は
、
適
解
と
言
ふ
べ
き
で
せ
う
。
「
中
と
は
…
…
過
不
及
な
き
の
名
」
と
い
ふ
の
は
、
第
四
章
の

曰
、
道
之
不
行
也
、
我
知
之
突
、
知
者
過
之
、
愚
者
不
及
也
、
逍
之
不
明
也
、
我
知
之
突
、
賢
者
過
之
、
不
肖
者
不
及
也
、
人
莫
不

飲
食
也
、
鮮
能
知
味
也
、

も
の
ご
と

物
事

先
生
が
お
つ
し
や
っ
た
。
「
道
が
（
世
間
に
）
行
は
れ
な
い
理
由
は
、
私
に
は
わ
か
つ
て
ゐ
る
。
知
者
は
（
オ
に
ま
せ
か
て
と
か
く

を
必
要
以
上
に
）
や
り
過
ぎ
る
し
、

由
は
、
私
に
は
わ
か
つ
て
ゐ
る
。
賢
者
は
（
自
分
が
わ
か
つ
て
ゐ
る
の
に
ま
か
せ
て
、
と
か
く
先
き
ば
し
っ
た
指
舘
を
）
や
り
過
ぎ
る

し
、
不
肖
者
は
（
そ
れ
に
）
つ
い
て
行
け
な
い
（
為
め
だ
）
。

い
も
の
だ
。

「
中
庸
」

の
概
念
が
若
千
あ
ら
は
れ
て
来
ま
す
が
、

そ
れ
と
共
に
第
二
十
章
以
下
敷
章
に
亘
つ
て

、
、
、
、
、

の
質
状
に
妥
嘗
す
る
に
し
て
も
、

い
づ
れ
に
し
て
も
こ
の
「
中
間
」
は
適
切
妥
営
性
の
原
理
を
指
す
も
の

「
雨
端
の
中
」
と
い
ふ
場
合
は
、
同
じ
原
理
を
空
間
的
・
静
的
に
表
現
し
て
ゐ
る
、
と
い
ふ
だ

で
す
か
ら
朱
子
は
こ
の
雨
者
を
統
合
し
て
「
中
庸
」
を
解
し
、

愚
者
は
（
や
り
か
た
が
）
不
充
分
で
あ
る
（
為
め
だ
）
。

〔
誰
で
も
道
か
ら
離
れ
て
存
在
し
て
ゐ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

そ
れ
を
よ
く
自
覺
し
て
正
し
く
ふ
み
行
ふ
も
の
は
少
い
も

い
て
ゐ
ま
す
。
要
す
る
に
適
切
妥
嘗
性
の
原
理
を
言
っ
た
も
の
で
す
。

こ
ん
な
わ
け
で
、

第
二
章
以
下
に

「
誠
」
の
説
が
顕
著
で
す
。

で
統
合
し
た
の
が
第
一
章
で
あ
る
様
に
思
は
れ
ま
す
。
ー
|

l

こ
れ
が
中
庸
篇
の
構
成
の
主
要
な
部
分
で
す
。
も
っ
と
も
中
庸
篇
に
は
、

れ
等
の
要
素
の
外
に
な
ほ
種
々
の
灰
維
物
が
あ
り
、
構
造
が
複
雑
に
な
っ
て
ゐ
ま
す
が
、
そ
れ
等
の
綿
密
な
分
析
と
考
證
と
は
、
す
べ
て

大

學

と

中

庸

ま
た
民
心
の
そ
の
時
そ
の

誰
で
も
飲
食
し
な
い
も
の
は
な
い
が
、

味
の
よ
く
わ
か
る
人
は
す
く
な

「
中
者
、
不
偏
不
椅
、
無
過
不
及
之
名
、
庸

「
時
中
」
と
い
ふ
時
は
適
切
妥
嘗
性

道
が
（
天
下
に
）
明
か
に
な
ら
な
い
理

そ
し
て
こ
の
二
つ
の
概
念
の
本
質
的
・
内
面
的
な
聯
闘
を
思
索
し
、
そ
れ
を
新
た
に
「
中
和
」
と
い
ふ
概
念こ



と
こ
ろ
で
せ
う
か
。

致
す
る
と
こ
ろ
で
、
観
察
の
角
度
が
違
つ
て

こ
れ
に
封
し
て
中
庸
篇
の
方
は
、
諸
子
百
家
の
學
説
の
論
争
の
中
で
、

以
上
は
、
大
學
と
中
庸
と
い
ふ
二
つ
の
文
獣
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
様
に
し
て
成
り
立
ち
、
ど
の
様
な
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
、

い
ふ
こ
と
を
極
め
て
簡
箪
に
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
つ
て
賢
明
な
皆
様
は
、

と
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
略
々
御
了
解
下
さ
っ
た
こ
と
と
思
ひ
ま
す
。

一
致
貼
・
共
通
貼
の
あ
る
こ
と
も
事
質
で
、

儒
教
は
元
来
、

か
に
し
な
が
ら
、

し
か
し
こ
の

と

こ
の
二
つ
が
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
成
り
立
ち
と
性
質

―
つ
の
文
獣
に
は
、
は
つ
き
り
と
共
通
し
た

こ
れ
を
見
過
す
わ
け
に
は
ま
ゐ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
一
致
貼
・
共
通
黙
と
は
、
ど
う
い
ふ

思
ふ
に
大
學
篇
は
、
立
派
な
為
政
者
と
し
て
の
官
吏
の
養
成
が
目
的
で
、
儒
教
の
立
場
か
ら
そ
の
理
想
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
’

「
己
を
修
め
人
を
治
め
る
這
」
で
あ
っ
て
、
常
然
、
為
政
者
は
自
己
の
身
を
修
め
る
こ
と
が
根
本
で
、
彼
は
人
倫
の
追
を

最
も
よ
く
臆
得
し
た
選
手
で
あ
る
べ
き
筈
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
大
學
篇
が
為
政
者
の
あ
る
べ
き
理
想
の
姿
を
説
い
て
ゐ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
人
倫
の
道
そ
の
も
の
を
深
く
説
く
結
果
に
な
っ
て
ゐ
ま
す
。

儒
教
の
立
場
の
正
常
性
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
，
學
説
の
根
握
と
し
て
の
人
間
性
と
天
命
と
の
問
題
に
到
す
る
見
解
を
明

そ
れ
に
基
け
つ
つ
、
儒
教
の
人
倫
の
道
を
深
刻
に
説
い
て
ゐ
ま
す
。

の
文
獣
で
あ
り
な
が
ら
、
簡
潔
に
而
も
深
く
儒
教
の
本
質
に
迫
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
雨
者
の

ゐ
る
こ
と
が
か
へ
つ
て
、

る
上
に
役
立
ち
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、

こ
の
二
つ
は
そ
れ
ぞ
れ
ス
タ
イ
ル
を
異
に
し
た
ま
こ
と
に
よ
い
儒
教
へ
の
手
引
き
で
、
こ
の

つ
を
同
時
に
取
り
上
げ
る
こ
と
は
、
讀
者
に
各
自
自
分
で
研
究
さ
せ
な
が
ら
儒
教
の
本
質
を
理
解
さ
迂
よ
う
と
い
ふ
、
ま
こ
と
に
氣
の
利

い
た
儒
教
本
質
論
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
儒
教
の
本
質
が
ど
う
い
ふ
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
私
の
様
な
至
ら
ぬ
も
の
が
不
充
分

な
ま
と
め
方
を
し
て
申
し
上
げ
る
よ
り
も
、
皆
様
が
御
自
分
で
大
學
と
中
庸
と
を
お
讀
み
比
べ
に
な
っ
た
方
が
よ
ろ
し
い
と
思
ひ
ま
す
。

四

大

學

と

中

庸

こ
ん
な
わ
け
で
、
成
り
立
ち
も
性
質
も
違
ふ
二
つ

こ
の
二
者
の
一
致
幽
を
つ
き
合
せ
て
み
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
我
々
が
僻
教
の
本
質
が
奈
邊
に
あ
る
か
を
理
解
す



大

學

と

中

庸

だ
か
ら
君
子
は
必
ず
（
何
事
に
劉
し
て
も
）

「
誠
意
を
以
て

は
、
ま
こ
と
に
き
び
し
い
」
、

と
あ
る
。

曾
先
生
の

見
透
し
だ
か
ら
、

し
か
し
こ
こ
で
は
そ
の
為
め
の
御
参
考
ま
で
に
、
誰
が
見
て
も
疑
へ
な
い
と
こ
ろ
の
、
大
學
と
中
庸
と
に
現
は
れ
た
同
一
の
思
想
に
つ
い

―
二
指
摘
し
て
お
き
ま
せ
う
。

「
憤
獨
」
を
説
い
て
ゐ
る
こ
と
で
す
。
す
な
は
ち
大
學
に
は

^

^

^

O

O

O

 

所
謂
誠
其
意
者
、
母
自
欺
也
、
如
悪
悪
臭
、
如
好
好
色
、
此
之
謂
自
謙
、
故
君
子
必
憤
其
獨
也
、

小
人
間
居
為
不
善
、
無
所
不
至
、
見
君
子
而
后
厭
然
擦
其
不
善
、
而
著
其
善
、
人
之
視
己
、
如
見
其
肺
肝
然
、
則
何
盆
突
、
此
謂
誠
於

0

0

 
0
 

中
、
形
於
外
、
故
君
子
必
憤
其
獨
也
、

曾
子
曰
、

「
十
目
所
視
，
十
手
所
指
、
其
厳
乎
」
、
富
潤
屋
、
徳
潤
身
、
心
廣
臆
腔
、
故
君
子
必
誠
其
意
、

に
ほ
ひ

い
は
ゆ
る
「
誠
意
を
以
て
事
に
嘗
る
」
と
は
、
自
分
で
自
分
を
欺
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。
悪
い
臭
を
き
ら
ふ
様
な
も
の
、
よ
い
色
を
好

む
様
な
も
の
で
、

こ
れ
を
「
自
分
で
自
分
の
氣
が
す
む
様
に
す
る
」
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
君
子
は
必
ず
（
他
人
は
誰
も
知
ら
な

い
）
自
分
だ
け
の
こ
と
で
も
（
忠
賓
に
行
っ
て
）
よ
い
か
げ
ん
に
し
な
い
。

、
ひ
ま
な
時
に
は
（
こ
そ
こ
そ
と
）
善
く
な
い
こ
と
を
し
て
、
少
し
も
遠
慮
を
し
な
い
。
君
子
露
鰐
謬
〕
に
遭
ふ
と
は
じ

め
て
何
く
は
ぬ
顔
で
そ
の
悪
事
を
か
く
し
て
、
善
さ
さ
う
に
見
せ
か
け
る
。
（
し
か
し
）
人
が
自
分
を
見
る
目
は
、
ま
る
で
内
臓
ま
で

（
恩
し
て
も
）
何
の
盆
に
立
た
う
か
。
こ
れ
を
「
中
に
誠
が
あ
れ
ば
外
に
あ
ら
は
れ
る
」
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
だ

か
ら
君
子
は
必
ず
（
他
人
は
誰
も
知
ら
な
い
）
自
分
だ
け
の
こ
と
で
も
（
忠
質
に
行
っ
て
）
よ
い
か
げ
ん
に
し
な
い
の
で
あ
る
。

に
、
「
（
自
分
の
行
為
の
善
悪
は
欺
け
な
い
も
の
で
）
十
（
人
の
）
目
の
見
る
と
こ
ろ
‘
+
（
人
の
）
手
の
指
す
と
こ
ろ

（
内
に
あ
る
も
の
は
必
ず
外
に
あ
ら
は
れ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
）
富
ん
で
を
れ
ば
家
屋
（
の
様

か
ら
だ

子
）
も
物
持
ち
ら
し
く
、
徳
が
高
け
れ
ば
身
振
り
も
高
尚
で
あ
り
、
心
が
廣
け
れ
ば
骸
つ
き
も
ゆ
っ
た
り
し
て
ゐ
る
（
も
の
で
あ
る
）
。

に
常
る
」
の
で
あ
る
。

/)の

一
は
、

大
學
で
は
「
誠
意
」
を
説
き
、

て、

中
庸
で
は
「
誠
」
を
説
い
て
、

さ
う
で
あ
る
為
め
の
心
懸
け
と
し
て
は
、

雨
者
共
に



逆
し
な
く
な
る
（
も
の
だ
）
。
だ
か
ら
（
為
政
者
で
あ
る
）

と
（
し
て

認
上
り
母
以
使
下
＼
醐
態
於
下
、
母
此
事
上
、

1

朋
悪
於
前
、
ー
母
以
先
俊
＼
所
悪

i

於
災
、

'
1

母
ー
闊
従
前
＼
ー
所
悪
於
右
＞
ー
母
以
交
於
戸
一
ー
＼
所
悪

於
左
、
母
以
交
於
右
、
此
之
謂
紫
矩
之
道
、

所
謂
平
天
下
在
治
其
胴
者
、

上
老
老
、

而
民
興
孝
、

上
長
長
、

而
民
興
弟
、

上
慎
孤
、

、
、
、
、

而
民
不
倍
、
是
以
君
子
有
紫
矩
之
道
也
、
所
悪

で
、
論
語
に
は

他
方
、
中
庸
篇
が
「
誠
」
を
説
い
て
ゐ
る
こ
と
は
、
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、

0

0

 
0
 

莫
見
乎
隠
、
莫
頴
乎
微
、
故
君
子
恨
其
獨
也
、

（
普
通
ど
こ
に
で
も
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
か
へ
つ
て
世
人
は
注
意
し
な
い
が
、
珍
ら
し
い
こ
と
は
知
り
た
が
る
も
の
で
）

次
に
、

「
恨
獨
」
の
説
は
次
の
様
に
見
え
て
ゐ
ま
す
。

微
細
な
も
の
ほ
ど
目
立
つ
て
く
る
も
の
は
な
い
」
。

「
熔
れ
た
こ

「
そ
の
獨
り
を
饂
し
む
」
屁
噂
〕
の
で
あ
る
。

こ
の
「
誠
意
」
と
か
「
良
心
的
」
と
か
い
ふ
こ
と
が
、
獨
善
的
・
主
観
的
な
も
の
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
、
ー
|
t
そ
れ
で
は
憶

の
「
誠
意
」
、
飢
に
「
良
心
的
」
と
い
ふ
こ
と
に
な
ら
な
い
|
ー
ー
、
と
い
ふ
意
味
に
於
い
て
、
普
遍
妥
嘗
性
を
も
つ
こ
と
が
必
要
で
す
。

即
ち
ど
ん
な
場
合
に
も
通
用
し
、
祉
會
に
う
け
入
れ
ら
れ
る
誠
脅
心
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
こ
れ
は
孔
子
の
い
は
ゆ
る
「
忠
恕
」

の
欲
せ
ざ
る
所
は
人
に
施
す
こ
と
勿
れ
」
と
言
は
れ
て
ゐ
ま
す
。
と
こ
ろ
で
こ
の
こ
と
が
、
大
學
に
も
中
庸
に
も
強

調
さ
れ
て
を
り
ま
す
。
即
ち
大
學
篇
で
は
「
紫
矩
之
道
」
と
呼
ば
れ
、
中
庸
篇
で
は
「
忠
恕
」
と
し
て
畢
げ
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。
先
づ
大
學

篇
（
朱
子
章
句
他
之
十
章
）
を
見
ま
す
と
、

い
は
ゆ
る
「
天
下
を
平
和
に
す
る
に
は
、
自
分
の
國
を
治
め
る
こ
と
だ
」
と
は
、

（
一
般
に
國
に
於
い
て
も
天
下
に
於
い
て
も
）
上
に

立
つ
も
の
が
父
老
を
父
老
と
（
し
て
充
分
尊
重
）
す
る
な
ら
ば
、
民
は
そ
れ
に
感
じ
て
（
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
親
に
）
孝
行
に
な
り
、
上

め
う
へ

に
立
つ
も
の
が
長
上
を

）
す
る
な
ら
ば
、
民
は
（
そ
れ
に
な
ら
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
）
兄
に
よ
く
事
へ
る
椋
に

な
り
、
上
に
立
つ
も
の
が
（
廣
く
民
を
愛
し
て
、
身
依
り
0
な
い
）
孤
兒
を
あ
は
れ
む
な
ら
ば
、
民
は
（
恩
に
感
じ
て
為
政
者
に
）
返

に
は
、
（
行
為
の
）
椋
娼
と
し
て
の
（
次
の
様
な
）
方
法
が
あ
る
の
で

で
で
も
、
道
か
ら
離
れ
な
い
様
に
）

と
ほ
ど
あ
ら
は
れ
る
も
の
は
な
く
、

だ
か
ら
君
子
は
（
他
人
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ

大
學
と
中
附
~

ニ
四



出
来
な
い
。

に
事
へ
る
の
は
、

（
朱
子
章
句
第
十
―
―
―
丞
早
）
次
の
様
な
文
が
あ
り
ま
す
。

め
る
場
合
に
も
、
天
下
を
平
和
に
す
る
場
合
に
も
、
共
通
す
る
。
）

あ
る
。
即
ち
「
（
自
分
の
）
上
の
人
か
ら
（
自
分
が
）
し
む
け
て
も
ら
ひ
度
く
な
い
方
法
で
、
（
自
分
の
）
下
の
も
の
を
使
っ
て
は
い
け

な
い
。
（
自
分
の
）
下
の
も
の
か
ら
、
（
自
分
が
）
し
む
け
て
欲
し
く
な
い
様
な
方
法
で
、
（
自
分
の
）
上
の
人
に
事
へ
て
は
い
け
な
い
。

（
自
分
の
）
前
の
人
か
ら
（
自
分
が
）
し
む
け
て
欲
し
く
な
い
様
な
方
法
で
、
（
自
分
の
）
後
の
人
に
為
か
け
て
は
い
け
な
い
。
（
自
分
の
）

後
の
人
か
ら
、
（
自
身
が
）
し
む
け
て
欲
し
く
な
い
様
な
方
法
で
、
（
自
分
の
）
前
の
人
に
應
蜀
し
て
は
い
け
な
い
。
（
自
分
の
）
右
の
人

為
の
）
標
準
と
し
て
の
方
法
」
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

二
五 （

第
一
に
は
、

親
が
）
子

（
自
分
の
）
左
の
人
に
交
際
し
て
は
い
け
な
い
。
（
自
分
の
）
左
の
人
か
ら
、

（
自
分
が
）
し
て
欲
し
く
な
い
様
な
方
法
で
、
（
自
分
の
）
右
の
人
に
交
際
し
て
は
い
け
な
い
」
。
い
5
い
い
〔
緯
認
這
賃
〕
を
「
（
行

（
こ
の
方
法
は
、
人
情
の
普
遍
妥
常
性
に
基
い
て
人
を
治
め
る
方
法
で
、
圏
を
治

こ
れ
に
封
し
て
中
庸
篇
の
方
に
は
、

（
子
曰
、
）
「
忠
恕
違
追
不
遠
、
施
諸
己
而
不
願
、
亦
勿
廊
於
人
」
、
「
閻
子
之
道
四
、
丘
知
餌
ー
一
焉
、
所
求
乎
子
、
以
事
父
＼
夫
能
也
、

朋
喜
円
仄
事
君
‘
渕
詣
也
、
所
求
乎
弟
、
以
事
兄
、
未
能
也
、
所
東
乎
朋
友
、
先
施
之
、
忍
悶
」
、
「
庸
徳
之
行
、
庸
言
之
謹
」
、

「

有

所

不

足

、

不

敢

不

勉

、

有

餘

、

不

敢

霊

」

、

君

子

胡

不

髄

槌

爾

、

（
先
生
の
お
言
葉
に
）
「
瓜
翠
〔
閂
鴨
麟
匹
鱈
汗
＾
〕
は
道
か
ら
離
れ
て
ゐ
な
い
〔
噂
誌
廷
〕
。
（
忠
恕
と
は
）
自
分
が
し
て
欲
し
く
な
い
こ
と

は
、
人
に
も
し
む
け
る
な
（
と
い
ふ
こ
と
だ
）
」
（
と
あ
る
）
。
（
ま
た
）
の
道
（
に
か
な
ふ
為
め
の
重
要
な
條
件
）
は
四
つ
あ
る
。

（
要
す
る
に
皆
、
忠
恕
の
精
帥
に
か
な
っ
た
四
ヶ
條
で
あ
る
が
、
）
丘
〔
予
豆
冒
‘
〕
は
ま
だ
―
つ
も
出
来
な
い
。

に
到
し
て
し
て
欲
し
い
と
求
め
る
こ
と
（
を
親
に
し
て
あ
げ
る
こ
と
）
に
よ
っ
て
（
よ
く
）
父
に
事
へ
る
の
は
、

（第一

（
自
分
に
は
）
ま
だ

に
は
、
君
が
）
臣
に
封
し
て
し
て
欲
し
い
と
求
め
る
こ
と
（
を
君
に
し
て
あ
げ
る
こ
と
）
に
よ
っ
て
（
よ
く
）

大

學

と

中

庸

（
第
三
に
は
、
兄
が
）
弟
に
到
し
て
し
て
欲
し
い
と
求
め
る
こ
と
（
を
兄
に
し
て

（
自
分
に
は
）
ま
だ
出
来
な
い
。

あ
げ
る
こ
と
）
に
よ
っ
て
（
よ
く
）
兄
に
事
へ
る
の
は
、
（
自
分
に
は
）
ま
だ
出
来
な
い
。
（
第
四
に
は
、
誰
で
も
お
互
ひ
に
）
友
人
に

か
ら
、

（
自
分
が
）
し
て
欲
し
く
な
い
様
な
方
法
で
、



大

學

と

中

庸

封
し
て
し
て
欲
し
い
と
求
め
る
こ
と
を
、
（
こ
ち
ら
か
ら
）
先
づ
（
相
手
に
）
し
む
け
る
の
は
、
（
自
分
に
は
）
ま
だ
出
来
な
い
」
。
（
ま

っ
と

た
）
「
日
常
普
通
の
よ
い
こ
と
を
行
ひ
、
日
常
普
通
の
言
葉
づ
か
ひ
に
氣
を
つ
け
る
」
。
「
不
充
分
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
ら
、
勉
め
な
い

で
は
お
か
ぬ
。
餘
力
が
あ
る
場
合
は
、
（
行
き
過
ぎ
に
な
ら
ぬ
様
に
適
度
に
止
め
て
）
力
を
盛
さ
な
い
」
〔
芦
仰
噂
冦
認
麟
竺
累
鱈
噂
E
)。「-――

（
等
と
言
は
れ
て
ゐ
る
）
。
（
し
て
み
る
と
、

一
致
を
は
か
）
る
」

ま

じ

め

忠
恕
や
忠
信
の
道
は
即
ち
中
庸
の
道
で
あ
る
。
）
君
子
（
と
い
ふ
も
の
）
は
何
と
篤
質
な
も
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
等
の
文
の
傍
線
の
と
こ
ろ
を
御
覧
い
た
だ
き
度
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
表
現
は
多
少
は
違
ひ
ま
す
が
、
そ
の
内
容
が
同
じ
で
あ
る

子
貢
問
曰
、

子
曰
、
「
参
乎
、
吾
道
一
以
貫
之
」
、
曾
子
曰
，
「
唯
」
、
子
出
、
門
人
間
曰
、
「
何
謂
也
」
、

孔
子
「
参
よ
〔
譴
鱈
〕
、
わ
た
し
の
行
き
方
は
―
つ
の
主
義
で
貫
い
て
ゐ
る
」
。
曾
子
「
は
い
、
存
じ
て
を
り
ま
す
」
。

0

0

 

れ
た
後
、
門
人
が
曾
子
に
尋
ね
た
。
「
ど
う
い
ふ
意
味
で
ご
ざ
い
ま
す
か
」
。
曾
子
「
先
生
の
道
は
、
要
す
る
に
忠
恕
な
の
だ
」
。

0

i

,

，i; 

「
其
恕
乎
、
己
所
不
欲
、
勿
施
於
人
」

「
有
一
言
而
可
以
終
身
行
之
者
乎
」
、

ひ
と
く
ち

子
貢
が
尋
ね
た
。
「
一
口
で
言
へ
る
こ
と
で
一
生
そ
れ
だ
け
を
行
へ
ば
よ
い
、
と
い
ふ
様
な
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
せ
う
か
」
。
孔
子
「
そ
れ

゜
は
恕
だ
。
自
分
が
（
人
か
ら
）
し
て
も
ら
ひ
た
く
な
い
様
な
こ
と
は
、
人
に
し
む
け
て
は
な
ら
ぬ
」
。

等
と
見
え
て
を
り
ま
し
て
、

こ
れ
が
儒
教
の
要
貼
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ

出
て
を
り
ま
す
。
郎
ち
有
名
な
マ
タ
イ
偲
の
山
上
の
垂
訓
の
中
に
（
マ
ク
イ
七
章
十
二
節
）

さ然
ら
ば
、
凡
て
人
に
為
ら
れ
ん
と
思
ふ
こ
と
は
、
人
に
も
亦
そ
の
如
く
せ
よ
。

一
人
の
教
法
師
が
イ
ニ
ス
を
試
み
よ
う
と
し
て
、

ま
た
マ
タ
イ
側
の

い
ま
し
め

の
誡
命
か
大
な
る
」
と
尋
ね
ま
し
た
時
、
イ
ニ
ス
は
先
づ

「
な
ん
ぢ
、
心
を
壺
し
、
精
祠
を
盪
し
、
思
ひ
を
盛
し
て
、
主
な
る
汝
の
紳
．
を
愛
す
べ
し
」
、

十

（
三
五
！
四

0
節
）
に
は
、 曰、

こ
と
は
明
か
で
せ
う
。
さ
て
こ
の
忠
恕
に
つ
い
て
は
、
論
語
の
中
に

葉
は
行
ひ
と
に
ら
み
合
せ
、
行
ひ
は
言
葉
と
に
ら
み
合
せ
（
て

（
衛
冤
公
篇
）

い
ま
し
め

こ
れ
は
大
い
に
し
て
第
一
の
誡
命
な
り
。

「
師
よ
、
律
法
の
う
ち
執
れ

御
存
じ
の
様
に
バ
イ
ブ
ル
に
も

0

0

 

日
、
「
夫
子
之
道
、
忠
恕
而
已
突
」
（
里
仁
篇
）

二
六

孔
子
が
出
て
行
か



タ
イ
偲
の

。
「
愛
人
」

（
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
チ
ィ
）
だ
と
い
ふ
の
で
す
。
し
て
み
る
と
、

（
論
語
顔
淵
篇
）

と
最
大
級
の
「
誠
意
」
を
第
一
に
掲
げ
、
さ
て
そ
の
次
に

一
も
ま
た
之
に
ひ
と
し

3

「
お
の
れ
の
如
く
、
な
ん
ぢ
の
隣
を
愛
す
べ

と
、
や
や
忠
恕
に
似
た
い
ま
し
め
を
示
し
て
ゐ
ま
す
。

二
七

キ
リ
ス
ト
の
教
へ
と
儒
教
と
は
、
勿
論
い
ろ
い
ろ
の
貼
で
違
ひ
ま
す
が
、

こ
の
マ

、
深
い
信
仰
の
上
に
立
つ
て
大
い
な
る
愛
を
宜
現
し
よ
う
と
す
る
行
為
を
説
い
た
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
で
儒
敢
で
も
、

仁
は
愛
で
あ
り
ま
す
。

＾
 

奨
遅
問
仁
、
子
日
、

仁
者
愛
人
、
（
孟
子
離
婁
下
篇
）

^

O

O

O

 

仁
者
無
不
愛
也
（
孟
子
盛
心
上
篇
）

そ
し
て
そ
れ
を
賓
現
す
る
方
法
と
し
て
「
忠
恕
」
が
説
か
れ
、
更
に
「
忠
恕
」
の
前
提
と
し
て
「
誠
意
」
が
説
か
れ
て
ゐ
ま
す
。

と
は
、
「
先
聖
後
聖
軌
を
一
に
す
」
と
で
も
言
ふ
べ
き
事
質
で
、
今
日
で
も
我
々
が
大
い
に
注
目
し
て
よ
い
こ
と
と
思
ひ
ま
す
。
な
ほ
つ

い
で
な
が
ら
申
し
添
へ
ま
す
が
、
儒
教
の
仁
は
愛
な
の
で
す
が
、
そ
れ
を
更
に
別
の
言
葉
で
表
現
し
た
場
合
に
は

^

O

 

仁
者
人
也
（
中
庸
篇
・
表
記
篇
）

仁
也
者
人
也
（
孟
子
盛
心
下
篇
）

即
ち
「
仁
」
と
は
「
人
間
ら
し
さ
」

大

學

と

中

庸

こ
の
こ

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
チ
イ
を
賓
現
す
る
原
理
と
し

て
「
忠
恕
」
が
説
か
れ
、
ま
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
チ
イ
の
前
提
と
し
て
「
誠
意
」
が
説
か
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
我
々
が
今
日

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
本
質
を
考
へ
る
上
に
、
大
い
に
参
考
す
べ
き
問
題
を
含
ん
で
ゐ
る
様
に
感
ぜ
ら
れ
ま
す
。




