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孔

中
國
思
想
史
上
、
孔
子
の
占
め
る
地
位
は
極
め
て
特
殊
で
あ
り
、
無
視
し
え
な
い
も
の
が
あ
る
。

前
漠
の
武
帝
以
来
、
孔
子
と
孔
子
の
思
想
の
櫂
威
は
圏
家
の
承
認
・
保
護
を
受
け
て
伸
張
し
た
。
歴
代
の
天
子
は
追
謡
な
ど
し
て
孔
子

を
厚
く
遇
し
、
そ
の
尊
崇
の
仕
方
も
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
大
規
模
に
な
っ
た
。
孔
子
廟
が
全
園
に
建
て
ら
れ
、
孔
子
は
遂
に
宗
敦
の
敦

祖
と
し
て
の
尊
敬
を
受
け
る
に
至
っ
た
。
ま
た
孔
子
お
よ
び
こ
れ
に
つ
ぐ
聖
賢
の
書
と
見
ら
れ
た
古
典
は
紐
と
呼
ば
れ
、
こ
の
紐
の
倫
理

が
祉
會
規
範
の
淵
源
と
さ
れ
た
。
後
世
の
學
者
達
が
い
ろ
い
ろ
説
を
立
て
て
ら
、
最
後
の
判
決
を
輿
え
る
も
の
は
こ
の
紐
で
あ
り
、
孔
子

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
中
で
、
孔
子
の
思
想
と
云
わ
れ
る
も
の
は
髪
貌
し
て
行
っ
た
。
も
と
「
百
家
の
學
」
の
―
つ
に

「
紐
學
」
と
し
て
の
地
位
を
過
去
二
千
年
餘
の
長
き
に
渉
っ
て
確
保
し
て
来
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

過
ぎ
な
か
っ
た
儒
家
の
學
が
、

「
経
學
」
は
、
本
束
儒
家
の
地
盤
に
成
立
し
た
に
は
相
異
な
い
が
、
原
始
の
儒
家
思
想
を
唯
そ
の
ま
ま
受
け
つ
い
だ
と
い
う
も
の
で
は
な

い
。
そ
こ
に
は
大
き
い
、
本
質
的
と
さ
え
云
え
る
髪
化
が
あ
っ
た
。
孔
子
の
思
想
を
そ
の
本
質
に
於
て
捉
え
、
正
嘗
に
評
債
す
る
の
が
難

し
い
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

孔
子
は
孔
子
自
身
の
生
き
た
時
代
の
中
に
お
い
て
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
彼
自
身
の
時
貼
に
於
て
、
そ
の
先
行
者
の
理
論
を
装

展
さ
せ
な
が
ら
、
時
代
の
要
請
す
る
課
題
に
劉
し
て
自
ら
立
ち
向
っ
て
行
っ
た
。
そ
の
過
程
に
眼
を
向
け
、
思
想
史
の
流
れ
の
中
で
孔
子

が
為
し
、
為
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
儒
家
思
想
の
起
初
に
於
け
る
意
義
を
明
ら
か
に

孔

子
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の
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中
國
で
は
股
周
の
際
に
於
て
す
で
に
青
銅
器
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
春
秋
に
入
っ
て
鐵
器
が
使
用
さ
れ
始
め
た
。

①
 

は
昭
公
二
十
九
年
に
、
晋
の
國
に
一
鼓
の
鐵
を
税
と
し
て
割
り
嘗
て
、
そ
れ
で
刑
鼎
を
鋳
造
し
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

R
 

に
は
許
行
が
釜
や
甑
を
用
い
て
炊
ぎ
、
鐵
器
を
用
い
て
耕
し
た
と
あ
り
、
「
荀
子
」
に
は
楚
人
が
宛
で
産
出
す
る
剛
鐵
で
鈍
（
矛
）
を
作

R

④

 

り
用
い
て
い
た
と
云
う
記
事
も
あ
る
。
戦
國
時
代
に
は
、
趙
の
卓
氏
の
よ
う
に
鐵
冶
で
以
て
富
を
致
す
者
さ
え
現
わ
れ
、
か
な
り
鐵
器
が

普
及
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
春
秋
は
鐵
器
の
朋
芽
期
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
冶
金
術
の
進
歩
と
共
に
、
農
業
技
術
は
進
歩
し
た
。
春
秋
時
代
す
で
に
牛
を
用
い
て
耕
作
し
た
と
い
う
説
も
あ
り
、
こ
れ
ま

⑤
 

で
も
人
工
灌
漑
術
は
農
業
の
振
興
を
た
す
け
た
が
、
エ
具
の
改
良
が
こ
れ
ら
を
い
よ
い
よ
強
力
に
し
て
、
生
産
力
を
増
進
さ
せ
た
。
ま
た

こ
れ
に
伴
い
分
業
が
進
み
、
金
屡
貨
幣
が
成
立
し
て
商
工
業
が
襲
達
し
た
。
闊
税
制
度
が
芽
生
え
、
都
市
が
勃
興
し
は
じ
め
、
社
會
経
演

⑥
 

は
著
し
い
稜
展
を
見
せ
た
。

ま
た
生
産
力
の
増
進
が
領
主
の
土
地
に
劉
す
る
欲
望
を
増
進
し
、
領
主
の
土
地
の
兼
併
が
始
ま
っ
た
。
そ
の
過
程
に
於
て
、
多
数
の
小

領
主
達
は
み
な
そ
の
土
地
を
失
い
、
あ
わ
せ
て
そ
の
農
民
に
封
す
る
統
治
櫂
を
も
喪
失
し
た
。
他
方
領
土
を
撰
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
政

治
の
支
配
櫂
の
及
ぶ
範
園
が
日
ま
し
に
増
大
し
た
大
領
主
は
、
こ
こ
に
種
の
中
央
集
櫂
図
家
の
罷
裁
を
形
づ
く
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て

こ
の
こ
と
が
、
農
民
の
身
分
闘
係
に
麦
化
を
生
ぜ
し
め
た
ば
か
り
で
な
く
、
封
建
的
な
土
地
世
襲
の
制
に
も
愛
化
を
も
た
ら
し
た
。
土
地

が
私
人
の
賣
買
の
目
的
物
と
な
り
土
地
の
私
有
制
が
始
ま
る
の
は
、
土
地
の
兼
併
方
式
が
私
家
豪
富
の
兼
併
へ
と
進
む
戦
國
期
の
こ
と
で

孔
子
の
生
き
た
春
秋
戦
國
時
代
は
、
祉
會
の
一
大
麦
革
期
で
あ
っ
た
。

現
代
の
我
々
が

の
思
想
に
學
び
う
る
所
以
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
起
初
の
思
想
の
も
つ
生
き
生
き
と
し
た
力
が
孔
子
に
は
確
か
に
あ
っ
た
。
そ
れ
を
正
嘗
に
評
債
す
る
こ
と
こ
そ
、

孔

子
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六
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あ
る
が
、
春
秋
時
代
に
於
て
も
土
地
の
所
有
形
態
は
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
確
質
に
、
菱
化
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

貨
幣
経
清
の
滲
透
と
土
地
の
自
由
兼
併
と
い
う
新
し
い
事
態
は
、
祉
會
組
織
の
上
に
も
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
既
存
の
階
級
に
も

盛
衰
消
長
か
あ
り
、
そ
の
利
害
闊
係
は
尖
鋭
化
し
た
。
思
想
界
に
於
け
る
「
百
家
争
嗚
」
も
ま
た
、
正
に
こ
の
よ
う
な
嘗
時
の
祉
會
情
勢

の
反
映
で
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
商
工
業
の
漿
達
が
都
市
の
勃
典
を
促
し
、
こ
の
都
市
の
自
由
の
空
氣
が
諸
子
百
家

の
興
起
を
助
け
た
こ
と
は
、
附
記
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
嘗
時
、
社
會
は
一
大
菱
革
期
に
あ
り
、
思
想
界
に
も
新
し
い
時
代
を
招
来
す
る
機
運
が
熱
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
し
て

⑦
 

私
人
講
學
の
風
を
開
き
、
諸
子
百
家
の
興
起
に
封
し
て
「
金
鶏
一
鳴
天
下
暁
」
の
作
用
を
起
し
た
と
言
わ
れ
る
孔
子
は
、
こ
の
新
機
運
に

逸
早
く
應
ず
る
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
彼
は
優
れ
た
先
謳
者
で
あ
り
、
啓
蒙
家
で
あ
っ
た
。
し
か
も
彼
が
置
〈
に
偉
大
な

啓
蒙
家
で
あ
る
所
以
は
、
決
し
て
こ
れ
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
學
問
で
も
常
識
で
も
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
櫂
威
と
し
て
無
批
判

的
盲
目
的
に
信
仰
さ
れ
る
限
り
、
そ
れ
は
ド
グ
マ
で
あ
る
。
彼
は
一
種
の
ド
グ
マ
で
あ
っ
た
偲
統
文
化
を
整
理
概
括
し
つ
つ
、
営
為
の
常

為
た
る
所
以
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
即
ち
偲
統
的
な
考
え
方
に
支
配
さ
れ
て
い
た
古
代
人
は
、
孔
子
に
よ
っ
て
そ
の
蒙
昧
か
ら
解

放
さ
れ
、
慎
理
を
自
ら
探
求
し
う
る
と
い
う
人
間
の
自
覺
に
達
し
た
。
思
想
界
は
正
し
く
こ
の
時
か
ら
新
し
い
時
代
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。

左
態
、
昭
公
二
十
九
年

孟
子
、
膝
文
公
上

荀
子
、
議
兵
篇

史
記
、
貨
殖
列
侍

萬
賀
に
見
え
る
治
水
の
事
跡
は
、
人
工
湘
漑
が
古
い
歴
史
を
も
つ
こ

と
を
示
し
、
溝
油
に
力
を
萬
し
た
こ
と
で
萬
を
賛
美
し
た
孔
子
の
言
葉

は
、
常
時
の
溝
油
問
題
の
重
要
性
を
想
起
さ
せ
る
。

⑥
参
考
文
献
と
し
て
、
こ
の
時
代
の
経
演
問
題
を
扱
っ
た
李
剣
農
著

「
先
秦
雨
漢
経
済
史
稿
」
が
あ
る
。

特
文
甫
著
「
春
秋
戦
國
思
想
史
話
」



あ
り
、

敬
徳
の
思
想
が
盛
ん
に
な
っ

俗
信
か
ら
解
放
し
よ
う
と
す
る
動
き

啓
蒙
の
要
求
は
、
何
ら
疑
う
こ
と
な
く
賃
理
を
そ
の
ま
ま
に
承
認
す
る
盲
目
性
一
般
に
向
け
ら
れ
る
。
周
代
合
理
的
精
稗
も
、
そ
の
表

わ
れ
の
―
つ
で
あ
っ
た
。
殊
に
「
殷
の
人
々
は
誹
を
尊
び
誹
に
事
え
た
が
、
周
の
人
は
證
を
尊
び
、
鬼
誹
に
は
、
敬
し
つ
つ
も
遠
ざ
か
っ

①
 

た
」
と
言
う
言
葉
の
よ
く
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
周
代
は
宗
敦
的
非
合
理
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
人
間
の
自
覺
が
高
ま
り
を
見
せ
た
時
代
で

あ
っ
た
。
孔
子
に
先
立
つ
子
産
は
、
偲
統
的
な
星
占
や
呪
術
に
信
頼
を
お
か
ず
、
火
災
が
豫
言
さ
れ
賓
際
火
災
が
起
っ
た
場
合
で
さ
え
、

②

R

 

な
お
「
天
道
は
遠
く
、
人
知
の
測
り
知
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
」
と
の
基
本
的
態
度
を
髪
え
な
か
っ
た
。
刑
鼎
を
鋳
造
し
た
彼
は
、
そ
の
貼

で
も
極
め
て
徹
底
し
た
合
理
主
義
者
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
紳
話
的
呪
術
的
宗
敦
櫂
威
に
劉
す
る
不
信
感
は
、
そ
れ
だ
け
自
由

な
人
間
精
紳
を
増
強
す
る
心
の
で
あ
る
。
道
徳
的
主
骰
と
し
て
の
人
間
の
自
覺
は
高
ま
り
、

た
。
啓
蒙
の
風
潮
は
孔
子
以
前
に
な
か
っ
た
わ
け
で
な
く
、
人
間
を
宗
敦
的
偲
統
に
よ
る
無
知
、

④
 

は
、
嘗
時
に
於
て
む
し
ろ
か
な
り
強
い
一
般
的
風
潮
で
あ
り
え
た
。

注
目
す
べ
き
は
、
孔
子
の
啓
蒙
の
要
求
が
そ
こ
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
債
値
を
そ
の
徳
性
に
於
て
の
み
見
よ
う
と

す
る
彼
の
要
求
は
、
徹
底
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
道
徳
主
義
は
人
間
を
、
箪
に
紳
々
の
手
か
ら
解
放

す
る
に
止
ら
ず
、
様
々
な
封
建
的
蕉
習
か
ら
解
放
す
る
力
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
営
時
封
建
的
な
身
分
秩
序
は
崩
壊
し
つ
つ

一
種
の
質
力
主
義
的
な
風
潮
が
世
の
中
を
支
配
し
て
い
た
が
、
彼
の
思
想
か
ら
す
れ
ば
、
支
配
階
級
た
る
士
人
階
級
は
道
徳
性
に

⑤
 

於
て
優
れ
た
知
識
階
級
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
固
定
的
な
階
級
差
別
は
な
い
。
為
政
者
は
先
ず
そ
の
身
の
正
し
い
こ
と
を
必
要
條
件
と
さ

⑥
 

れ
、
櫂
力
に
頼
っ
て
支
配
す
る
こ
と
は
非
難
さ
れ
る
。
祉
會
生
活
を
規
制
す
る
も
の
は
、
園
家
の
強
制
力
を
伴
う
法
律
で
は
な
か
っ
に
。

道
徳
主
義
を
貫
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
孔
子
は
あ
ら
ゆ
る
既
存
の
植
威
に
劉
し
て
批
判
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

孔

子

周
初
以
来
、

一
七
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孔

子

「
鳥
獣
と
群
を
同
じ
う
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
人
は
人
と
共
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
云
う
の
が
孔
子
の
考
え
で
あ
っ
た
。

⑨
 

孔
子
の
闊
心
が
人
間
祉
會
か
ら
離
れ
た
こ
と
は
な
い
。
無
道
の
世
の
中
に
憤
を
装
し
て
食
を
忘
れ
る
彼
は
、
時
に
深
く
絶
羞
す
る
。

子
日
。
賢
者
辟
世
。
其
次
辟
地
。
…
（
憲
問
）

仔
日
。
道
不
行
。
乗
秤
浮
子
海
。

遁
世
の
情
が
彼
に
全
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
質
際
悪
し
き
時
代
に
於
て
は
、
隠
棲
し
て
自
己
の
個
人
的
な
救
清
の
こ
と
を
考
え
る

以
外
に
は
、
何
も
残
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
彼
と
同
時
代
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
先
立
っ
て
も
、
隠
逸
の
人
は
多

⑩
 

い
。
し
か
し
個
人
生
活
の
純
粋
さ
を
尊
ぶ
餘
り
に
、
祉
會
に
全
く
背
を
向
け
て
し
ま
う
や
り
方
は
、
彼
の
と
る
所
で
な
い
。

…
…
不
仕
無
義
。
長
幼
之
節
不
可
康
也
。
君
臣
之
義
如
之
何
其
康
之
。
欲
潔
其
身
而
胤
大
倫
。
君
子
之
仕
也
行
其
義
也
。
道
之
不
行

已
知
之
突
。

（
微
子
）

（
公
冶
長
）

君
子
が
世
に
出
て
仕
え
る
の
は
、
世
の
中
に
秩
序
を
も
た
ら
す
た
め
で
あ
る
。
自
己
一
身
の
生
活
を
純
粋
に
保
と
う
と
し
て
、
こ
の
よ
り

鳥
獣
不
可
輿
同
輩
。
吾
非
斯
人
之
徒
輿
而
誰
輿
。

孔
子
が
混
風
し
た
祉
會
に
秩
序
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
倫
理
道
徳
1
1
轄
を
と
り
あ
げ
る
の
は
、
そ
れ
が
人
々
の
良
心
や
祉
會
の
世
論

ま
た
は
習
慣
を
基
礎
と
す
る
と
信
じ
ら
れ
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
こ
こ
に
、
人
間
と
人
間
の
共
同
臆
に
つ
い
て
の
彼
の
思
想
の
本

質
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
本
論
は
彼
の
啓
蒙
の
業
績
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
習
俗
を
基
底
と
す
る
倫
理
道

徳
を
重
ん
じ
た
彼
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
後
者
を
前
者
か
ら
獨
立
さ
せ
た
か
、
そ
こ
に
よ
り
重
要
な
問
題
貼
が
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
入

る
前
に
、
そ
の
根
底
に
あ
る
彼
の
人
間
観
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

⑧
 

「
孔
子
は
大
き
な
二
者
揮
一
が
あ
る
の
を
知
っ
て
い
た
」
と
ャ
ス
バ
ー
ス
は
言
う
。
郎
ち
「
世
界
か
ら
孤
獨
の
う
ち
に
引
退
る
か
、
そ

れ
と
も
世
の
中
で
人
間
と
共
に
生
き
、
人
間
と
共
に
世
界
を
形
成
す
る
か
」
の
二
者
揮
一
に
於
て
、
孔
子
の
決
断
が
常
に
一
義
的
で
あ
っ

た
と
云
う
の
で
あ
る
。

（
論
語
、
微
子
篇
）

一
七



こ
の
貼
に
於
て
孔
子
は
、
か
の
逸
民
達
と
は
っ
き
り
異
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

天
下
有
道
。
丘
不
輿
易
也
。
（
微
子
）

彼
に
は
、
天
下
が
無
道
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
自
分
の
こ
れ
を
易
え
よ
う
と
す
る
努
力
も
ま
た
必
要
な
の
だ
と
思
わ
れ
た
。

し
か
し
彼
を
こ
の
よ
う
に
激
し
く
人
間
と
人
間
の

激
動
期
の
祉
會
に
あ
っ
て
、
秩
序
は
何
時
に
も
増
し
て
切
質
に
希
求
さ
れ
て
い
た
。

共
同
臆
の
問
題
に
蝙
り
た
て
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
こ
こ
で
我
々
は
再
び
、
彼
の
「
鳥
獣
と
群
を
同
じ
う
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
」
と
云
う
言
葉
に
蹄
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
本
質
は
人
間
の
共
同
盟
の
中
に
於
て
の
み
現
賓
的
で
あ
っ
た
。
輩
な

る
思
想
は
、
輩
な
る
知
識
と
同
様
に
無
意
味
で
あ
り
、
究
極
に
於
て
人
と
人
と
の
交
り
の
う
ち
に
賓
現
さ
れ
な
い
も
の
は
無
に
等
し
い
。

彼
は
内
部
に
於
て
員
で
あ
る
も
の
は
必
ず
、
外
部
に
於
て
形
づ
く
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
、
彼
の
思
想
を
貫
く
本
質
的
な
も
の
が
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。

孔
子
の
所
謂
「
大
き
な
二
者
揮
一
」
は
、

ら
束
て
い
る
。
彼
の
説
に
於
て
膿
が
重
要
な
要
素
の
一
っ
を
為
し
て
い
る
の
も
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。

従
っ
て
彼
の
轄
は
、
共
同
臆
の
秩
序
維
持
を
目
的
と
し
て
い
る
も
の
で
、
決
し
て
抽
象
的
な
徳
目
で
は
な
い
。
日
常
生
活
に
於
け
る
、

冠
婚
葬
祭
に
於
け
る
、
衣
服
進
退
の
古
く
か
ら
の
様
式
と
し
て
、
麓
は
習
俗
の
昔
か
ら
あ
っ
た
。
そ
し
て
孔
子
の
云
う
證
も
ま
た
、
人
が

⑫
 

そ
れ
を
以
て
行
い
、
挨
拶
し
、
相
互
に
闊
係
す
る
節
度
に
他
な
ら
な
い
。
習
俗
の
證
と
孔
子
の
證
の
異
っ
て
い
る
貼
は
、
前
者
が
傭
統
に

是
。
無
可
無
不
可
。

（
微
子
）

大
き
な
人
間
闊
係
を
放
置
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
天
下
が
無
道
で
、

れ
は
い
わ
ば
「
可
も
な
く
、
不
可
も
な
い
」
自
由
な
立
場
で
、
明
日
の
よ
り
有
効
な
活
動
に
備
え
て
一
歩
退
却
す
る
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。

逸
民
。
伯
夷
。
叔
齊
。
虞
仲
。
夷
逸
。
朱
張
。
柳
下
恵
。
少
連
。
曰
。
不
降
其
志
。
不
辱
其
身
。
伯
夷
叔
齊
典
。
…
…
我
則
異
於

孔

子

そ
し
て
こ
こ
に
こ

い
ず
れ
の
場
合
に
も
人
間
と
そ
の
祉
會
が
彼
の
本
質
的
な
問
題
で
あ
っ
た
、
と
い
う
事
情
か

⑪
 

一
時
的
に
隠
れ
る
必
要
の
あ
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
。

一
七

し
か
し
そ



し
か
も
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、

⑭
 

「
鬼
紳
は
敬
し
て
こ
れ
を
遠
ざ
け
る
」
と
い
う
彼
の
言
葉
に
も
ま
た
、
自
ら
別
の
興
味
が
湧
い

て
く
る
。
即
ち
そ
れ
は
一
般
に
は
、
人
事
を
第
一
と
す
る
現
世
主
義
的
な
考
え
の
表
わ
れ
と
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
、
思

で
あ
る
。

孔

子

よ
っ
て
無
批
判
的
盲
目
的
に
従
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
劉
し
て
、
後
者
が
そ
の
根
披
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
意
義
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
即
ち
轄
は
も
と
、
そ
の
文
字
の
示
す
よ
う
に
、
紳
聖
観
念
か
ら
披
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
原
始
祉
會
に
於
て
は
、
こ
の
よ

う
な
意
味
に
於
け
る
襲
が
祉
會
生
活
の
す
べ
て
を
規
制
し
て
い
た
。
し
か
し
時
代
と
共
に
、
隠
の
作
用
は
宗
敦
的
倫
理
的
政
治
的
な
ど
の

諸
方
面
に
分
化
し
、
元
束
の
襲
の
形
式
や
意
義
ぱ
失
わ
れ
る
。
古
い
纏
ぱ
、
も
は
や
そ
の
ま
ま
で
は
十
分
な
機
能
を
果
し
え
な
く
な
り
、

⑱
 

新
し
い
形
式
と
意
義
を
求
め
は
じ
め
た
と
言
っ
て
よ
い
。
従
来
の
習
俗
的
な
儀
證
の
一
々
に
理
性
的
反
省
を
加
え
て
新
し
い
時
代
に
ふ
さ

わ
し
い
も
の
に
再
編
成
す
る
孔
子
の
仕
事
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
の
要
請
に
應
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
於
て
そ
れ
ぞ
れ
の
證
は
、

改
め
て
そ
の
根
源
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
意
義
を
問
わ
れ
、
あ
る
も
の
は
形
を
麦
え
、
あ
る
も
の
は
新
し
い
意
味
を
輿
え
ら
れ
た
。

こ
こ
に
至
っ
て
、
道
徳
は
習
俗
か
ら
獨
立
し
た
。
習
俗
に
於
て
は
、
人
間
の
個
人
的
な
あ
り
方
と
社
會
的
な
あ
り
方
と
は
混
沌
未
分
で

あ
る
。
證
の
内
に
含
ま
れ
て
い
る
原
始
の
信
仰
は
、
な
お
生
き
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
習
俗
の
中
に
は
個
人
的
な
も
の
も
社
會
的
な
も
の
も

あ
る
わ
け
だ
が
、
個
人
と
社
會
の
封
立
と
い
う
深
刻
な
問
題
は
な
く
、
雨
者
は
ナ
イ
ー
プ
な
調
和
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
調
和

が
破
れ
る
時
、
道
徳
と
法
律
は
共
に
、
習
俗
か
ら
獨
立
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
孔
子
の
襲
は
、
こ
の
場
合

の
法
と
道
徳
を
兼
ね
て
道
徳
と
し
て
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。
彼
に
よ
っ
て
初
め
て
、
か
く
あ
る
事
質
で
あ
る
習
俗
と
か

く
あ
り
た
い
理
念
で
あ
る
道
徳
の
間
の
謳
別
は
明
確
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
新
し
い
義
は
も
早
や
、
箪
に
宗
教
的
偲
統
に
よ
る

無
知
、
俗
信
か
ら
解
放
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
時
人
間
は
、
何
ら
疑
う
こ
と
な
く
慎
理
を
そ
の
ま
ま
に
承
認
す
る
盲
目
性
一
般
か

ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
従
来
疑
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
や
、
先
入
見
や
、
自
明
的
だ
と
思
い
こ
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
開
明
さ
れ
、

博
統
的
な
考
え
方
に
支
配
さ
れ
て
い
た
古
代
人
の
蒙
昧
が
啓
か
れ
た
。
孔
子
は
偉
大
な
啓
蒙
家
だ
っ
た
と
先
に
述
べ
た
の
は
、

一
七
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こ
の
意
味



惟
と
問
う
能
力
に
封
し
て
質
際
上
の
限
界
を
自
覺
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
の
こ
の
思
想
は
、
人
間
の
無
批
判
的
盲
目
的
な
信
仰
を
開
明
す

る
だ
け
で
な
く
、
人
間
自
身
に
つ
い
て
も
開
明
す
る
慎
に
啓
蒙
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

注①
「
殷
人
尊
軸
、
率
民
以
事
肺
、
先
鬼
後
顔
、
…
…
周
人
尊
麿
尚
施
、

事
鬼
敬
帥
而
遠
之
、
近
人
而
忠
焉
」
（
轄
記
、
表
記
）

R
左
侍
、
昭
公
十
七
、
十
八
年
参
照

③
左
偲
、
昭
公
六
年

④
周
代
合
理
主
義
梢
帥
の
壺
達
に
つ
い
て
は
、
重
澤
俊
郎
著
「
中
國
哲

學
史
研
究
」
が
詳
し
い
。

⑤
知
識
階
級
た
る
資
格
を
授
け
る
た
め
の
数
育
は
、
「
束
脩
を
行
う
よ

り
以
上
」
、
「
梨
牛
の
子
」
と
い
え
ど
も
差
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
典
え
ら

、
、
、

れ
た
か
ら
、
す
べ
て
の
人
は
原
則
上
平
等
で
あ
っ
た
。

⑥
「
子
曰
。
其
身
正
。
不
令
而
行
。
其
身
不
正
。
雖
令
不
従
。
」
（
子
路
）

「
子
日
。
荀
正
其
身
突
。
於
従
政
乎
何
有
。
不
能
正
其
身
。
如
正
人
何
。
」

（
子
路
）

⑦
法
制
禁
令
を
以
て
す
れ
ば
、
民
は
免
れ
て
恥
じ
な
い
（
為
政
）
と
い

う
の
が
、
孔
子
の
考
え
で
あ
っ
た
。

①
 

孔
子
に
よ
れ
ば
、
義
は
決
し
て
絶
劉
不
髪
の
性
格
を
持
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
夏
殷
周
三
代
の
匿
は
損
盆
す
る
所
が
あ
り
、
醒
が
麦

ず
れ
ば
制
度
は
改
髪
し
た
。
そ
し
て
こ
の
三
代
の
轄
制
に
到
し
て
、

孔

子

⑧

K
a
r
l
 Jaspers, 
"
D
i
e
 G
r
o
s
s
e
n
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
e
n
"
-
-
K
o
n
f
u
z
i
u
s
,
 

1
9
5
6
.
 

s. 
1
6
7
 f・ 

⑨
「
骰
憤
忘
食
」
は
述
而
篇
。
「
鳳
鳥
不
至
。
河
不
出
闘
。
吾
己
突
夫
」

（
子
竿
）
は
、
紹
望
の
言
葉
と
し
て
餘
り
に
有
名
で
あ
る
。

⑩
資
料
を
論
語
に
限
っ
て
み
て
も
、
微
子
篇
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
隠
逸

の
人
は
十
指
に
餘
る
（
）

，
⑪
「
天
下
有
追
則
見
。
無
道
則
隠
」
（
泰
伯
）
孔
子
に
よ
れ
ば
、
内
に

あ
っ
て
孝
弟
の
徳
を
修
め
る
こ
と
は
、
政
を
為
す
に
等
し
い
（
為
政
）
。

彼
に
あ
っ
て
は
隠
棲
す
ら
、
全
く
人
と
人
と
の
交
り
を
紹
つ
も
の
で
は

な
か
っ
た
の
だ
。
「
無
道
な
れ
ば
隠
れ
る
」
と
云
っ
て
も
、
道
家
的
な

遁
世
と
は
、
本
質
的
に
異
っ
て
い
る
。

⑫
こ
の
種
の
紐
の
規
定
は
、
論
語
に
於
て
は
、
郷
窯
篇
に
多
い
。

⑬
粕
思
想
の
登
逹
ー
宗
敦
儀
諮
と
世
俗
儀
闊
の
分
離
の
問
題
は
、
加
藤

常
賢
氏
の
説
が
詳
し
い
。

⑭

卵

也

篇

一
七
四



子L

子

仁
と
證
は
云
わ
ば
根
源
と
分
岐
の
闘
係
に
あ
っ
た
が
、

「
人
を
愛
す
る
」
と
い
う
言
葉
自
陸
は
、
こ
の
他
に

子
曰
。
道
千
乗
之
図
。
敬
事
而
信
。
節
用
而
愛
人
。
使
民
以
時
。

子
之
武
城
。
…
…
君
子
學
道
則
愛
人
。

千
乗
の
國
を
導
く
場
合
に
心
が
け
る
べ
き
こ
と
と
し
て
學
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
君
子
が
道
を
學
べ
ば
人
を
愛
す
る
よ
う
に
な
る
」
と

（
陽
貨
）

（
學
而
）

顔
淵
問
為
邦
。
子
日
。
行
夏
之
時
。
乗
殷
之
略
。
服
周
之
昴
。
築
則
紹
舞
。
…
…
（
術
露
八
ム
）

ぱ
夏
の
ら
の
を
用
い
、
車
ぱ
殷
の
も
の
に
乗
り
、
昴
は
周
の
ら
の
を
つ
け
た
い
」
と
云
う
彼
の
立
場
は
自
由
で
あ
っ
た
。
勿
論
こ
の

自
由
さ
は
、
無
定
見
無
節
操
と
云
う
こ
と
で
は
な
い
。
同
じ
彼
が

子
貢
欲
去
告
朔
之
韻
羊
。
子
曰
。
賜
也
。
雨
愛
其
羊
。
我
愛
其
纏
。

子
曰
。
麻
昴
襲
也
。
今
也
純
。
倹
。
吾
従
衆
。
拝
下
麗
也
。
今
拝
乎
上
。
雖
違
衆
吾
従
下
。

一
七
五

「
下
に
拝
す
る
證
」
は
必
ず
下
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

る
。
こ
の
頑
固
さ
が
、
儀
式
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
精
誹
の
存
績
を
願
い
、
形
式
と
精
紳
の
間
に
不
可
分
の
闊
係
を
認
め
る
と
こ
ろ
か
ら

束
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
箪
な
る
形
式
は
、
輩
な
る
知
識
と
同
様
に
、
そ
れ
を
充
賀
さ
せ
る
根
源
性
と
、
そ
の
中
で
働
い
て
い
る
人
間

性
な
し
に
は
何
の
償
値
も
持
た
な
い
。
究
極
に
於
て

子
曰
。
麗
之
襲
云
。
玉
吊
云
乎
哉
。
柴
云
架
云
゜
鍾
鼓
云
乎
哉
。

子
日
。
人
而
不
仁
゜
如
麗
何
。
人
而
不
仁
゜
如
柴
何
゜

「
麗
に
於
て
重
要
な
の
は
、
玉
吊
で
ぱ
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
象
徽
さ
れ
る
精
紳
で
あ
る
」
。
「
人
と
し
て
仁
で
な
い
な
ら
ば
、
證
は
何
の

役
に
も
立
た
な
い
」
と
云
う
の
が
、
彼
の
考
え
で
あ
っ
た
。
麗
は
、
そ
の
根
源
性
を
尊
ば
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
質
的
な
自
由
を
輿
え

ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

R
 

は
、
孔
子
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
「
人
を
愛
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
そ
し
て

形
ば
か
り
に
な
っ
た
告
朔
の
韻
羊
を
や
め
る
こ
と
に
反
劉
し
、

（
八
伶
）

（
陽
貨
）

（
八
僧
）

（
子
竿
）

の
で
あ



い
う
言
葉
も
あ
る
。
愛
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
。

子
貢
日
。
如
有
博
施
於
民
而
能
演
衆
。
何
如
。
可
謂
仁
乎
。
子
曰
。
何
事
於
仁
。
必
也
聖
乎
゜
尭
舜
其
猶
病
諸
。
夫
仁
者
。
己
欲
立

而
立
人
。
己
欲
達
而
達
人
。
能
近
取
警
。
可
謂
仁
之
方
也
己
。
（
狐
也
）

子
日
。
弟
子
入
則
孝
。
出
則
弟
。
謹
而
信
。
汎
愛
衆
而
親
仁
。
行
有
餘
力
。
則
以
學
文
。
（
學
而
）

「
人
を
愛
す
る
」
と
い
う
こ
と
と
、
「
衆
を
愛
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
同
じ
で
な
い
。
博
＜
衆
民
に
施
す
こ
と
は
聖
人
す
ら
難
し
と
す
る
所

で
、
仁
者
の
目
標
か
ら
は
一
應
は
ず
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
仁
の
愛
は
普
遍
性
を
持
な
い
と
批
判
す
る
人
も
多
い
わ
け
で
あ

ら
類
推
し
て
、

る
。
そ
し
て
事
質
、
孔
子
の
愛
と
墨
子
の
愛
は
本
質
的
に
異
り
、

め
に
、
汎
＜
衆
を
愛
す
る
こ
と
を
孔
子
が
軽
視
し
て
い
た
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
孔
子
に
よ
れ
ば

子
曰
。
興
於
詩
。
立
於
臆
。
成
於
柴
。
（
泰
伯
）

子
曰
。
小
子
何
莫
學
夫
詩
。
詩
可
以
興
。
可
以
観
。
可
以
群
。
可
以
怨
。
．
（
陽
貨
）

身
を
脩
め
る
に
も
順
序
が
あ
り
、
人
は
先
ず
詩
を
學
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
風
俗
人
情
を
理
解
し
、
よ
く
祉
會
生
活
を
螢
む
こ
と
が
で
き
る

③
 

よ
う
に
な
る
。
彼
は
そ
の
子
、
伯
魚
に
も
先
ず
詩
を
學
ぶ
こ
と
を
奨
め
た
が
、
そ
れ
は
人
間
の
純
粋
な
感
情
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
轄
を

學
ぶ
基
礎
に
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
彼
の
考
え
か
ら
束
て
い
る
。
卸
ち
別
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
仁
と
は
自
分
が
何
か
を
立
達
し
た
い
と
欲

す
る
時
、
他
人
に
も
こ
れ
を
立
達
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
仁
に
ふ
さ
わ
し
く
行
動
す
る
た
め
に
は
、
人
は
先
ず
身
近
か
な
自
分
の
事
柄
か

①
 

「
自
分
の
欲
し
な
い
こ
と
は
他
人
に
劉
し
て
も
し
な
い
」
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
こ
れ
は
忠
恕
の
行
為
に
他
な
ら
ず
、
仁

の
愛
と
は
思
い
や
り
の
心
情
を
根
本
に
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
「
仁
の
の
原
義
は
忍
（
忍
耐
）
に
密
接
で
あ
る
。
仁
の
徳
の
根
本
は
、⑤

 

も
と
利
己
的
存
在
た
る
人
間
が
、
利
他
的
祉
會
的
な
存
在
へ
と
自
己
を
高
め
る
べ
く
、
自
忍
克
己
す
る
と
こ
ろ
の
忠
恕
の
行
為
で
あ
る
」

と
加
藤
常
賢
氏
は
言
う
。
仁
を
根
源
に
す
る
膿
が
譲
の
徳
を
主
と
し
て
い
る
所
か
ら
し
て
も
、
仁
が
自
己
を
付
度
し
て
他
を
思
い
や
る
一

孔

子

の
愛
に
自
ら
制
約
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
の
た

し
か
し

一
七
六
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子

一
七
七

種
の
人
間
愛
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
孔
子
は
、
證
の
根
源
に
仁
を
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
を
お
互
い
に
近
し
く
し
た
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
か

く
自
己
の
利
盆
を
追
求
す
る
こ
と
に
の
み
走
り
が
ち
な
嘗
時
の
為
政
者
達
は
、
彼
に
よ
っ
て
自
己
以
外
の
人
間
に
眼
を
向
け
、
人
の
た
め

に
謀
る
べ
き
こ
と
を
敦
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
人
が
も
し
絶
封
的
に
唯
一
人
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
が
満
足
で
き
る
よ
う
な

一
個
の
員
理
が
、
孤
立
し
た
私
に
あ
れ
ば
よ
い
。
し
か
し
人
と
人
と
の
交
り
を
重
ん
じ
、
究
極
に
於
て
人
と
人
と
の
交
り
の
中
て
賓
現
さ

れ
な
い
も
の
は
無
に
等
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
慎
理
は
二
人
か
ら
始
ま
ら
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
先
に
大
き
な
二
者
揮
一
を
為
し
た
彼
は
、
員

理
に
つ
い
て
の
獨
り
よ
が
り
を
排
し
て
、
餓
理
を
人
々
の
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
こ
と
に
闊
し
て
、
彼
が
學
習
を
奨
動
し
た
こ
と
を
附
記
す
る
必
要
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
詩
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
が
、
そ

⑥

⑦

⑧

 

の
他
に
も
古
典
の
研
究
は
奨
勘
さ
れ
た
。
有
徳
者
に
つ
い
て
身
を
正
し
、
多
く
聞
見
し
て
知
を
廣
め
る
こ
と
も
有
用
と
考
え
ら
れ
た
。

⑨

⑩

 

「
意
・
無
・
固
．
我
」
は
排
斥
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
仁
は
愚
の
蔽
か
ら
逃
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
の
啓
蒙
的
業
績
に

よ
っ
て
、
偲
統
的
な
考
え
方
に
支
配
さ
れ
た
古
代
人
の
蒙
味
を
啓
い
た
孔
子
は
、
こ
こ
で
慎
理
を
自
ら
探
求
し
よ
う
と
す
る
人
々
に
到
し

て
―
つ
の
道
を
示
し
て
見
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

注①
為
政
篇

②
頚
渕
篇

⑤
季
氏
篇

①
仁
の
方
と
さ
れ
た
「
能
近
取
管
」
は
、
「
己
所
不
欲
勿
施
於
人
」
の

意
に
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
己
所
不
欲
勿
施
於
人
」
は
、
御
霰
公

篇
の
子
貢
の
問
に
封
し
て
、
恕
の
行
為
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。

⑤
加
藤
常
賢
著
「
仁
の
語
義
に
つ
い
て
」
斯
文
第
四
琥
昭
二
六

R
孔
子
は
雅
に
「
詩
害
執
證
」
を
云
っ
た
（
述
而
）
。
「
好
學
」
は
孔
子

自
身
の
自
ら
許
す
所
あ
り
（
公
冶
長
）
、
顔
回
の
特
質
で
も
あ
っ
た
（
瀕

也
・
先
進
）
。

⑦
「
就
有
道
而
正
焉
。
可
謂
好
學
也
已
」
（
學
而
）

⑤
多
く
聞
き
て
疑
わ
し
き
を
跛
き
、
多
く
見
て
殆
き
を
鋏
け
ば
、
過
つ

こ
と
も
少
い
（
為
政
）
。
多
く
聞
い
て
、
そ
の
中
の
善
い
も
の
を
探
び
こ

れ
に
従
う
。
多
く
見
て
こ
れ
を
識
す
の
は
知
の
次
で
あ
る
（
述
而
）
。

「
博
く
文
を
學
び
」
（
瀕
也
・
顔
渕
）
、
あ
る
い
は
「
博
＜
學
ぶ
」
（
子
空



⑩
「
子
曰
、
由
也
、
女
聞
六
言
六
蔽
突
乎
、
…
…
好
仁
不
好
學
。
其
蔽

也
愚
：
．．．． 
」
（
陽
貨
）

孔
子
は
そ
の
證
説
に
於
て
、
彼
の
思
想
の
本
質
的
な
も
の
を
展
開
さ
せ
た
。
従
っ
て
彼
の
啓
蒙
的
で
自
由
な
精
紳
も
ま
た
、
こ
こ
で
最

も
顕
著
で
あ
る
。

し
か
し
謄
は
ま
た
、
本
質
的
に
こ
れ
と
異
っ
た
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
人
間
と
の
交
際
は
彼
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
人
は
、
君
臣
・
父
子
・
兄
弟
・
夫
姉
・
朋
友
と
し
て
相
互
に
闊
係
す
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
仁
が
人
間
を
そ
の
本
質
で
あ
る
所
の

も
の
に
よ
っ
て
近
し
く
す
る
の
に
劉
し
て
、
醒
は
人
間
を
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
な
現
象
の
中
で
分
別
す
る
。
郎
ち
證
に
は
、
人
を
そ
れ
ぞ
れ

の
性
や
年
令
や
性
質
、
そ
の
敦
養
・
官
職
・
威
厳
な
ど
の
差
に
應
じ
て
染
め
分
け
る
性
格
が
あ
る
。
こ
れ
は
朧
を
動
か
す
獨
自
の
原
理
の

存
在
を
示
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
し
か
も
民
を
敦
化
し
社
會
に
秩
序
を
も
た
ら
す
と
い
う
黙
で
は
、
こ
う
い
う
意
味
に
於
け
る
朧
に
、

よ
り
大
き
い
現
賓
的
な
期
待
が
か
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
根
源
性
を
失
っ
た
麓
は
、
あ
る
時
は
法
律
の
よ
う
に
、
自
律
性
を
持
た
な
い
外
的
櫂
威
と
し
て
人
々
の
前
に
現
わ
れ

る
。
そ
し
て
證
が
法
制
的
な
役
割
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
は
、
人
間
の
あ
り
方
の
す
べ
て
を
道
徳
だ
け
で
規
制
す
る
こ
と
が
賀
際
上
困
難

で
あ
る
こ
と
に
も
由
来
し
て
い
る
。
修
身
・
齊
家
・
治
國
•
平
天
下
は
理
想
で
、
現
賓
に
は
個
人
と
祉
會
の
封
立
の
問
題
で
あ
り
、

も
そ
れ
は
時
代
と
共
に
深
刻
化
し
て
行
く
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
彼
の
麗
は
習
俗
的
な
基
底
を
重
ん
じ
、
既
存
の
形
式
に
か
な
り
依
存
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
も
朧
の
形
式
化
を
も
た
ら
す

も
の
で
あ
っ
た
。
輩
に
習
俗
に
か
な
う
た
め
な
ら
ば
、
人
は
親
切
ら
し
く
丁
寧
ら
し
く
見
せ
か
け
れ
ば
よ
い
。
纏
が
一
種
の
祉
交
術
と
し

て
働
け
ば
、
美
し
い
椴
象
に
満
足
し
て
、
員
正
の
徳
が
見
失
わ
れ
る
危
瞼
は
大
き
い
。

四

・
子
張
）
こ
と
は
、
重
視
さ
れ
て
い
た
。

⑨

子

竿

篇
孔

子

一
七
八
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し
カ



孔

子

一
七
九

子
滸
曰
。
子
夏
之
門
人
小
子
。
賞
洒
掃
應
尉
進
退
。
則
可
突
。
抑
末
也
。
本
之
則
無
。
如
之
何
゜

子
沸
は
、
子
夏
の
門
人
は
賓
客
に
封
し
て
威
儀
を
脩
め
る
と
い
う
、
い
わ
ば
末
梢
的
な
事
柄
だ
け
を
よ
く
す
る
と
非
難
し
た
。

こ
の
こ
と
に
闊
し
て
は
、
孔
子
の
善
と
美
に
つ
い
て
の
考
え
方
も
無
闊
係
で
は
な
い
。
即
ち
習
俗
と
道
義
性
及
び
法
の
犀
別
は
な
お
曖

昧
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
先
に
も
逃
べ
た
よ
う
こ
、
多
分
こ
そ
の
背
景
こ
あ
る
歴
史
的
情
況
に
起
因
し
て
い
る
。
同
様
こ
し
て
、
彼

に
於
て
善
と
美
の
間
の
冨
別
も
餘
り
明
確
で
は
な
い
。
員
の
善
ぱ
、
善
と
共
に
美
を
霊
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
粗
野

で
あ
る
こ
と
を
好
ま
ず
、
威
武
仲
の
知
、
公
綽
の
不
欲
、
下
旺
子
の
勇
、
再
求
の
藝
こ
、
な
お
こ
れ
を
文
飾
す
る
轄
柴
を
欲
し
た
。
そ
れ

は
彼
の
貴
族
主
義
的
性
格
と
云
え
る
も
の
に
闘
係
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
彼
自
身
の
員
意
は
ど
う
で
あ
っ
て
も
、
巧
言
令
色

の
似
而
非
君
子
を
生
み
出
す
素
地
に
な
っ
た
。
先
進
の
野
人
で
あ
る
の
に
比
較
し
て
、
後
進
は
轄
柴
に
優
れ
た
君
子
で
あ
り
、
麓
の
形
式

は
時
代
と
共
に
そ
の
根
源
性
を
稀
薄
に
し
て
行
く
よ
う
に
も
見
え
た
。

こ
の
こ
と
ぱ
孔
子
の
説
に
種
々
の
要
素
が
あ
り
、
問
題
貼
も
少
く
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
質
際
、
彼
の
宗
敦
観
に
つ
い
て
、

人
間
観
に
つ
い
て
，
あ
る
い
は
博
統
文
化
に
封
す
る
態
度
に
つ
い
て
、
不
徹
底
性
や
矛
盾
を
指
摘
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
我

々
は
、
彼
の
依
捩
す
る
歴
史
的
條
件
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
彼
の
人
間
の
共
同
盟
に
射
す
る
深
い
闊
心
は
、
彼
を
箪
に
消
極
的
な
、

あ
る
い
は
観
念
的
な
世
界
に
止
ま
ら
せ
ず
、
そ
の
生
涯
を
厳
し
い
野
常
精
紳
で
貫
か
せ
た
。
と
す
れ
ば
、
危
機
は
後
學
の
徒
が
、
孔
子
が

彼
目
身
の
時
黙
に
於
て
新
し
い
時
代
を
啓
く
た
め
に
為
し
た
所
の
こ
と
を
本
質
的
に
理
解
せ
ず
、
片
言
隻
句
を
鵜
飲
み
に
す
る
時
訪
れ
た

と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

新
し
い
時
代
を
啓
い
た
孔
子
の
精
誹
ぱ
、
自
分
が
櫂
成
に
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
を
、
決
し
て
望
ま
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。




