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論
語
の
里
仁
篇
に
、
「
君
子
は
徳
を
懐
ふ
、
小
人
は
土
を
懐
ふ
」
と
あ
る
。
こ
れ
が
懐
徳
堂
の
名
が
由
束
す
る
典
披
で
あ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
解
繹
の
説
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
農
夫
が
土
地
を
大
切
に
す
る
よ
う
に
、
敦
養
人
は
徳
を
大
切
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と

い
う
意
味
に
受
け
と
れ
る
。
君
子
と
い
う
の
は
、
古
く
は
、
社
會
的
な
身
分
か
ら
言
え
ば
、
為
政
者
、
指
導
者
の
階
級
に
屈
す
る
人
を
意

味
す
る
が
、
同
時
に
人
間
の
内
容
と
し
て
は
、
そ
の
様
な
地
位
に
立
つ
に
ふ
さ
わ
し
い
人
格
と
敦
養
と
を
備
え
た
人
物
を
指
し
、
言
わ
ば

「
徳
は
得
な
り
」
と
言
わ
れ
、
人
間
が
身
に
つ
け
て
い
る
性
質
を
穂
括
し
て
徳
と
言
う
。
そ

社
會
の
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
。
徳
と
は
古
束
、

の
人
が
現
に
身
に
つ
け
て
い
る
性
質
の
中
に
は
、
先
天
的
に
得
て
い
る
生
れ
つ
き
の
性
質
も
あ
る
し
、
後
天
的
に
學
習
や
修
養
の
結
果
と

し
て
獲
得
し
た
も
の
も
あ
る
。
先
天
的
に
得
て
い
る
性
質
を
性
と
言
い
、
後
天
的
に
習
得
し
た
も
の
は
敦
養
で
あ
る
が
、
こ
れ
等
の
雨
者

を
含
め
て
、
そ
の
人
の
も
っ
て
ゐ
る
性
質
の
全
盟
を
徳
と
言
う
、
と
理
解
し
て
よ
い
。
も
っ
と
も
性
質
に
は
善
い
の
も
悪
い
の
も
あ
る
か

ら
、
悪
徳
と
い
う
言
葉
も
あ
る
が
、
普
通
に
は
た
だ
徳
と
言
え
ば
主
と
し
て
善
い
性
質
を
指
す
の
が
慣
例
で
、
善
い
性
質
を
多
く
身
に
つ

け
て
い
る
人
を
有
徳
の
人
と
い
う
。
農
夫
が
土
地
に
深
い
愛
着
を
も
っ
て
い
る
ご
と
く
、
敦
養
人
は
徳
に
深
い
愛
着
を
も
つ
。
職
業
の
如

何
を
問
わ
ず
徳
に
深
い
愛
着
を
も
つ
人
こ
そ
敦
養
人
で
あ
る
‘
|
|
こ
れ
が
こ
の
言
葉
の
時
代
を
越
え
て
通
用
す
る
意
味
で
あ
る
。

江
戸
時
代
に
設
立
さ
れ
た
幕
府
や
諸
藩
の
學
校
は
、
鴬
然
、
為
政
者
と
し
て
の
武
士
を
養
成
す
る
機
闊
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
に
伍
し

て
大
阪
の
懐
徳
堂
は
、
町
人
な
が
ら
も
敦
養
あ
る
人
物
を
養
成
し
よ
う
と
し
た
特
異
な
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
萬
人
が
齊
し
く
敦
育
を

受
く
べ
き
櫂
利
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
今
日
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
幕
藩
證
制
下
に
お
い
て
披
生
し
た
と
こ
ろ
の
、
数
育
意
識
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を
輿
え
て
存
績
し
た
も
の
で
あ
る
。

維
新
の
改
制
に
よ
っ
て
、

恢

徳

五

十

年

の
上
に
あ
ら
わ
れ
た
近
代
化
へ
の
二
朋
芽
で
あ
っ
た
と
ら
言
え
よ
う
。

と
も
か
く
こ
の
精
誹
は
、
維
新
以
後
の
近
代
大
阪
に
無
形
の

い
形
式
を
も
つ
懐
徳
堂
は
閉
鎮
の
運
に
遭
つ
た
が
、
明
治
末
年
に
至
っ
て
、
懐
徳
の
精
紳
は
識
者
の
想
起

す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
懐
徳
堂
記
念
會
が
結
成
さ
れ
て
、
新
し
い
時
代
の
風
潮
に
適
合
し
た
形
態
を
工
夫
し
な
が
ら
、
講
義
を
再
開
す

る
に
至
っ
た
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
雨
末
、
今
日
に
至
る
ま
で
五
十
年
の
歳
月
を
紐
過
し
た
が
、
そ
の
間
、
學
界
・
財
界
の
有
識
者
の
協
力

に
よ
っ
て
、
時
勢
の
変
化
に
應
じ
た
適
切
な
運
鶯
が
行
な
わ
れ
、
多
く
の
成
果
を
學
げ
て
末
た
。

大
正
五
年
に
講
義
が
開
設
さ
れ
て
か
ら
今
年
に
至
る
ま
で
の
五
十
年
間
は
、
大
き
く
二
つ
の
時
期
に
分
つ
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
期
は

開
講
よ
り
昭
和
二
十
年
の
戦
災
に
よ
る
講
義
の
中
断
ま
で
の
三
十
年
間
で
あ
り
、
第
二
期
は
終
戦
後
の
昭
和
二
十
五
年
に
講
座
が
開
設
さ

れ
て
か
ら
今
日
ま
で
の
十
六
年
間
で
あ
る
。
第
一
期
に
は
、
懐
徳
堂
専
屡
の
講
堂
・
圏
書
館
等
を
も
ち
、
専
任
の
敦
授
を
聘
し
、
ま
た
絶

え
ず
多
敷
の
講
師
を
帳
託
し
て
、
定
日
講
義
・
日
曜
講
義
等
を
間
断
な
く
行
な
っ
て
来
た
。
こ
れ
は
大
阪
の
地
に
未
だ
文
科
系
大
學
の
存

在
し
な
か
っ
た
朕
況
に
お
い
て
、
能
く
一
部
市
民
の
要
求
に
應
え
る
こ
と
が
で
き
て
、
そ
れ
な
り
に
祉
會
に
貢
獣
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ

た
。
但
、
大
戦
の
時
期
は
諸
事
不
自
由
を
き
わ
め
た
が
、
最
後
ま
で
努
力
し
て
屈
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
、
我
々
が
い
さ
さ
か
省
り

み
て
自
ら
な
ぐ
さ
め
る
に
足
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
昭
和
二
十
年
の
戦
災
は
、
一
朝
に
し
て
講
堂
を
烏
有
に
蹄
し
、
ま
た
敦
授
講
師
の

多
く
は
凋
落
せ
ら
れ
て
、
終
に
講
義
を
中
断
す
る
の
已
む
な
き
に
立
ち
至
っ
た
。
こ
の
朕
態
に
直
面
し
て
、
嘗
然
、
善
後
策
が
考
究
さ
れ

た
が
、
戦
後
の
窮
朕
と
祉
會
の
麦
貌
と
に
襲
み
、
燒
失
を
ま
ぬ
が
れ
た
圏
書
資
料
を
畢
げ
て
大
阪
大
學
に
寄
賑
す
る
と
共
に
、
今
後
の
事

業
は
阪
大
文
學
部
と
共
同
し
て
行
な
う
、
と
い
う
新
方
式
が
打
ち
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
昭
和
二
十
五
年
十
一
月
に
阪
大
主
催
の
懐
徳
堂
記

念
講
演
會
が
開
か
れ
、

二
十
六
年
か
ら
、
侮
年
、
春
秋
二
季
に
、
そ
れ
ぞ
れ

て
行
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
以
後
が
第
二
期
で
あ
る
。
最
初
、
講
座
が
計
霊
さ
れ
た
時
は
、
嘗
時
の
窮
迫
し
た
戦
後
の
朕
況
下

に
お
い
て
、
取
り
敢
え
ず
宜
現
可
能
の
事
業
で
、

週
間
、
つ
つ
の
懐
徳
堂
講
座
が
、
阪
大
と
の
共
催
に
よ
っ

し
か
も
賠
束
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
こ
れ
が
採
揮
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
今



傾
向
に
在
り
、
敦
育
と
研
究
と
の
機
闊
で
あ
る
學
校
ら
ま
た
、

な
い
次
第
で
あ
る
。

装
展
は
、
閻
係
者
の
今
後
の
善
謀
と
努
力
と
に
こ
そ
侯
つ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

お
よ
そ
敦
育
と
修
養
と
の
事
業
は
、
人
類
永
遠
の

絶
え
す
変
化
が
あ
っ
て
、
我
々
は
時
々
刻
々
に
そ
れ
に
適
應
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
他
方
に
お
い
て
は
、
何
時
如
何
な
る
こ

ち
な
人
格
の
偏
向
を
避
け
、
人
間
と
し
て
正
常
な
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
安
定
性
を
建
立

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
努
力
は
、
寸
時
も
休
む
こ
と
な
く
、
し
か
ら
人
類
が
存
在
す
る
限
り
は
蹟
け
ね
ば
な
ら
ぬ
筈
の
ら
の
で
あ

る
。
け
だ
し
敦
育
と
修
養
と
の
事
業
は
、
こ
の
こ
と
に
闊
わ
っ
て
い
る
。
近
頃
、
一
部
に
は
、
科
學
技
術
の
急
速
な
進
歩
と
連
闊
し
て
、

産
學
協
同
の
盤
を
聞
く
が
、
今
わ
れ
わ
れ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
技
術
敦
育
と
い
う
如
き
狭
い
範
園
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

の
偏
っ
た
學
説
に
ら
支
配
さ
れ
る
ら
の
で
は
な
い
。
財
界
人
た
る
と
學
界
人
た
る
と
、
そ
の
他
如

互
に
切
磋
琢
磨
を
助
け
、
ま
た
何
程
か
で

に
役
立
つ
文
化
事
業
を
行
な
お
う
と
す
る
に
在
る
。
既
に
我
々
が
こ
こ
十
五
年
束
行
な

っ
て
来
た
講
座
は
、
阪
大
文
學
部
と
の
善
意
と
良
識
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
共
催
事
業
で
あ
る
。
さ
さ
や
か
な
が
ら
こ
の
精
誹
の
荊
芽
と
し

て
、
今
後
に
一

の
披
展
を
期
し
た
い
。

と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ぬ
機
械
文
明
の
急
速
な
装
逹
は
、

ま
で
、

て
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
ら
安
定
し
た
―
つ
の
文
化
事
業
で
あ
る
こ
と
を
賀
證
し
得
た
こ
と
は
、
御
同
疫
に
た
え

し
か
し
懐
徳
堂
記
念
會
の
今
後
の
事
業
は
、
必
ず
し
も
こ
れ
だ
け
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
事
業
の
今
後
の

で
あ
る
。

と
っ
て
極
め
て
自
由
で
親
密
な
話
し
合
い
の
場
を
築
い
て
、
そ
こ
で
相

必
要
に
應
じ
て
ま
す
ま
す
能
率
的
な
虞
理
を
可
能
に
し
た
。
そ
れ
に
尉
應
し
て
あ
ら
ゆ
る
事
業
の
規
模
が
い
よ
い
よ
大
型
化
す
る

々
と
マ
ン
モ
ス
化
す
る
ら
の
が
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
も
と
よ
り
時

代
の
要
請
が
然
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
に
は
人
材
の
大
鼠
生
産
と
能
率
的
な
職
業
敦
育
と
の
意
閻
が
含
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
敦
育
の

本
義
か
ら
見
て
も
、
す
べ
て
の
人
が
少
し
で
も
多
く
、
時
代
に
適
合
し
た
知
識
を
も
つ
の
は
羞
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
の
健
全

恨

撼

五

十

年

何
な
る
職
域
に
厨
す
る
人
た
る
と
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の

ま
た
資
本
家
の
資
本
に
も
、

と
に
嘗
面
し
て
ら
、
そ
れ
に

十
回

て

交
通
・
通
信
を
は
じ
め
、
家
庭
内
に
お
け
る
料
理
や
洗
濯
に
至
る

一
方
に
は

技
術
の
日
進
月
歩
の
装
達
か
あ
り
、
社
會
生
活
に



職
業
の
如
何
を
問
わ
ず
、

こ
こ
に
、
懐
徳
堂
記
念
會
五
十
年
の
歩
み
を
回
顧
し
て
、

「
君
子
は
徳
を
懐
ふ
」
。

懐

徳

五

十

年

な
披
逹
は
慶
賀
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
、
大
切
な
も
の
を
失
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
れ
は
し
つ
け
と
修
養
と
の

鋏
如
で
あ
る
。
思
う
に
大
型
の
集
園
敦
育
に
は
、
知
識
の
習
得
は
あ
っ
て
も
人
間
的
な
接
燭
が
稀
薄
で
あ
る
。
専
門
化
し
た
技
術
敦
育
で

は
、
職
業
人
の
特
技
ぱ
習
得
で
き
て
も
、
全
人
格
的
な
敦
養
は
學
べ
な
い
。
如
何
な
る
社
會
に
お
い
て
も
、
人
間
は
父
母
の
間
に
産
ま
れ

て
家
庭
の
中
で
生
育
す
る
。
そ
し
て
身
近
か
な
父
母
・
兄
弟
・
友
人
等
と
の
人
間
的
な
接
燭
に
よ
っ
て
し
つ
け
ら
れ
て
、

を
お
ろ
そ
か
に
す
る
こ
と
は
、

は
じ
め
て
人
間

ら
し
い
意
欲
や
感
情
や
知
性
が
、
節
度
を
も
っ
て
披
芽
す
る
の
で
あ
る
。
科
學
的
な
知
識
の
開
装
も
、
職
業
的
な
技
術
の
習
得
も
、
正
し

く
し
つ
け
ら
れ
た
人
間
的
素
材
が
あ
っ
て
こ
そ
十
分
な
偉
力
を
稜
揮
し
得
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
峡
い
て
は
人
間
の
正
常
な
装
逹
は
期
し

難
い
。
だ
か
ら
家
庭
の
大
切
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
小
規
模
な
人
間
的
接
鯛
の
場
を
荒
蕪
に
蹄
せ
し
め
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
等

人
間
性
の
芽
を
枯
ら
す
こ
と
に
な
る
。
ま
た
既
に
祉
會
に
活
動
す
る
成
人
に
と
っ
て
も
、
常
に
相

互
に
切
磋
す
る
た
め
の
、
隔
意
の
な
い
人
間
的
な
話
し
合
い
の
場
が
必
要
な
こ
と
は
、
上
に
の
べ
た
通
り
で
あ
る
。

徳
に
深
い
愛
着
を
も
っ
て
こ
こ
に
集
う
人
は
、

み
な
我
が
同
志
で
あ
る
。
私
は
今

い
さ
さ
か
所
感
を
の
べ
て
祝
詞
に
代
え
る
次
第
で
あ
る
。 四




