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序

　
自
分
に
は
孔
子
に
つ
い
て
書
く
だ
け
の
研
究
も
素
養
も
準
備
も
な
い
。
そ
の
自
分
を
無
理
に
し
い
て
こ

の
書
を
書
く
に
至
ら
し
め
た
の
は
小
林
勇
君
で
あ
る
。
が
、
書
い
て
し
ま
っ
た
以
上
は
、
こ
の
書
の
責
任

は
自
分
が
負
う
ほ
か
は
な
い
。
自
分
は
甘
ん
じ
て 

俎  

上 

そ
じ
ょ
う

に
横
た
わ
ろ
う
と
思
う
。

　
右
の
よ
う
な
次
第
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
書
に
は
自
分
の
気
づ
か
ぬ
い
ろ
い
ろ
な
誤
謬
が
あ
る
か
も
知
れ

ぬ
。
が
、
自
分
が
志
し
た
の
は
、
い
ま
だ
孔
子
に
触
れ
た
こ
と
の
な
い
人
に
『
論
語
』
を
熟
読
玩
味
し
て

み
よ
う
と
い
う
気
持
ち
を
起
こ
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
成
功
し
な
け
れ
ば
、
『
論
語
』
を
い
ま

だ
読
ま
な
い
人
が
依
然
と
し
て
そ
れ
を
読
ま
な
い
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
幸
い
に
し
て
成
功
し
て

も
、
あ
と
に
は
専
門
家
の
注
釈
や
研
究
が
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
分
の
誤
謬
が
人

を
誤
る
こ
と
も
な
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
と
言
っ
て
、
す
で
に
『
論
語
』
を
知
っ
て
い
る
人
に
は
こ
の
書

は
全
然
用
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
そ
う
い
う
人
に
も
他
山
の
石
と
し
て
は
い
く
ら
か
役
立
つ
で

あ
ろ
う
。

　
こ
の
書
に
お
い
て
用
い
た
『
論
語
』
は
、
武
内
義
雄
氏
校
訂
訳
注
の
岩
波
文
庫
本
で
あ
る
。
こ
の
『
論
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語
』
の
本
文
と
日
本
訳
と
は
専
門
家
の
間
に
必
ず
し
も
賛
同
し
な
い
人
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し

自
分
は
い
ろ
い
ろ
比
較
研
究
の
上
、
こ
れ
を
最
も
よ
い
『
論
語
』
の
テ
キ
ス
ト
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

引
用
文
も
す
べ
て
武
内
氏
の
日
本
訳
に
よ
っ
た
。
武
内
氏
が
加
え
ら
れ
た
注
釈
も
そ
の
ま
ま
に
し
て
あ
る
。

な
お
他
に
、
藤
原
正
氏 

纂  

訳 

さ
ん
や
く

『
孔
子
全
集
』
か
ら
も
い
ろ
い
ろ
益
を
得
た
。
こ
の
『
全
集
』
は
藤
原
氏

苦
心
の
労
作
だ
け
あ
っ
て
非
常
に
便
利
に
で
き
て
い
る
。
い
っ
こ
う
素
養
の
な
い
自
分
に
と
に
か
く
こ
れ

だ
け
の
も
の
が
書
け
た
の
は
両
氏
の
お
か
げ
で
あ
る
。

　
　
昭
和
十
三
年
八
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
著
者
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再
版
序

　
今
度
岩
波
書
店
の
諒
解
を
得
て
、
少
し
く
増
補
の
上
、
植
村
道
治
君
の
手
に
よ
り
再
版
を
お
こ
す
こ
と

に
な
っ
た
。
増
補
は
巻
末
の
付
録
の
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
武
内
博
士
の
『
論
語
之
研
究
』
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
。

　
　
昭
和
二
十
三
年
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
著
者
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一
　
人
類
の
教
師

　
釈
迦
、
孔
子
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
イ
エ
ス
の
四
人
を
あ
げ
て
世
界
の
四
聖
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
だ
い
ぶ
前
か

ら
行
な
わ
れ
て
い
る
。
た
ぶ
ん
明
治
時
代
の
我
が
国
の
学
者
が
言
い
出
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
が
、

そ
の
考
証
は
こ
こ
で
は
必
要
で
な
い
。
と
に
か
く
こ
の
四
聖
と
い
う
考
え
に
は
、
西
洋
に
の
み
偏
か
た
よら
ず
に

世
界
の
文
化
を
広
く
見
渡
す
と
い
う
態
度
が
含
ま
れ
て
い
る
。
イ
ン
ド
文
化
を
釈
迦
で
、
シ
ナ
文
化
を
孔

子
で
、
ギ
リ
シ
ア
文
化
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
、
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
征
服
し
た
ユ
ダ
ヤ
文
化
を
イ
エ
ス
で
代

表
さ
せ
、
そ
う
し
て
こ
れ
ら
に
等
し
く
高
い
価
値
を
認
め
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
で
は
ど
う
し
て
こ
れ

ら
の
人
物
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
き
い
文
化
潮
流
を
代
表
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど
の
文
化
潮
流
も
非
常

に
豊
富
な
内
容
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
一
人
の
人
物
が
代
表
し
得
る
よ
う
な
単
純
な
も
の
で
は
な

い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
人
が
こ
れ
ら
の
人
物
を
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
潮
流
の
代
表
者
と
し
て
選
び
、
そ
う

し
て
ま
た
他
の
人
々
が
そ
れ
を
適
切
と
し
て
感
ず
る
の
は
、
何
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
自
分
は
そ
れ
を
、

こ
れ
ら
の
人
物
が
「
人
類
の
教
師
」
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
見
い
だ
し
得
る
と
思
う
。
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こ
の
答
え
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
矛
盾
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
ら
の
人
物
は
そ
れ
ぞ

れ
異
な
っ
た
文
化
潮
流
の
代
表
者
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
文
化
潮
流
の
特
異
性
を

表
現
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
し
か
る
に
そ
の
代
表
者
た
る
ゆ
え
ん
は
人
類
の
教
師
た
る
に
あ
っ
て

そ
の
特
異
性
の
表
現
に
あ
る
と
は
せ
ら
れ
な
い
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
決
し
て
矛
盾
で
は
な

い
。
そ
れ
を
矛
盾
と
感
ず
る
の
は
、
い
か
な
る
特
殊
な
文
化
に
も
彩
ら
れ
な
い
普
遍
的
な
人
類
の
教
師
と

か
、
全
然
普
遍
的
な
意
義
を
担
わ
な
い
特
殊
な
文
化
と
か
と
い
う
ご
と
き
抽
象
的
な
想
定
に
囚とら
わ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
現
実
の
歴
史
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
か
の
文
化
の
伝
統
に
よ
っ
て
厳
密
に
限
定
せ
ら
れ

て
い
る
の
で
な
い
人
類
の
教
師
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
か
つ
て
現
わ
れ
た
こ
と
も
な
い
し
、
ま
た
現
わ
れ

る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
普
遍
的
な
意
義
を
現
わ
す
が
ゆ
え
に
ま
さ
に
文
化
と
し
て
存
立
す

る
の
だ
と
い
う
こ
と
の
言
え
な
い
よ
う
な
特
殊
の
文
化
な
ど
と
い
う
も
の
も
、
か
つ
て
形
成
せ
ら
れ
た
こ

と
は
な
い
し
、
ま
た
形
成
せ
ら
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
最
も
特
殊
的
な
る
も
の
が
最
も
普
遍
的
な
意
義
価

値
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
も
芸
術
の
作
品
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
人
類
の
教
師
に
お
い
て
も

そ
う
で
あ
る
。

　
我
々
は
こ
こ
に
人
類
の
教
師
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
人
類
」
と
い
う
一
つ
の
統

一
的
な
社
会
を
容
認
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
現
代
の
よ
う
に
世
界
交
通
の
活
発
と
な
っ
た
時
代
に
お
い
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て
さ
え
、
地
上
の
人
々
が
こ
と
ご
と
く
一
つ
の
統
一
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
ご
と
き
状
態
か
ら
は
は

る
か
に
遠
い
。
い
わ
ん
や  

如    

上  

じ
ょ
じ
ょ
う

の
四
聖
が
出
現
し
た
時
代
に
あ
っ
て
は
、
彼
ら
の
眼
中
に
あ
る
人
々

は
地
上
の
人
々
全
体
の
う
ち
の
ほ
ん
の
一
部
分
で
あ
っ
た
。
孔
子
が
教
化
し
よ
う
と
し
た
の
は
黄
河
下
流

の
、
日
本
の
半
分
ほ
ど
の
地
域
の
人
々
で
あ
り
、
釈
迦
が
法
を
説
い
て
聞
か
せ
た
の
も
ガ
ン
ジ
ス
河
中
流

の
狭
い
地
域
の
人
々
に
過
ぎ
ぬ
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
至
っ
て
は
ア
テ
ナ
イ
市
民
の
み
が
相
手
で
あ
り
、
イ
エ

ス
の
活
動
範
囲
の
ご
と
き
は
縦たて
四
十
里
横
二
十
里
の
小
地
方
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
我
々

は
彼
ら
を
人
類
の
教
師
と
呼
ぶ
。
そ
の
場
合
の
人
類
は
、
地
上
に
住
む
人
々
の
全
体
を
意
味
す
る
の
で
も

な
け
れ
ば
、
ま
た
人
と
い
う
生
物
の
一
類
を
さ
す
の
で
も
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
「
閉
じ
た
社
会
」
と
し
て

の
人
倫
社
会
に
対
立
さ
せ
ら
れ
た
意
味
で
の
「
開
い
た
社
会
」
を
さ
す
の
で
も
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
小
さ

い
人
倫
的
組
織
を
内
容
と
せ
ず
に
は
人
類
の
生
活
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
に
お
い
て
も
人
類
の

教
師
の
説
く
と
こ
ろ
は
主
と
し
て
人
倫
の
道
や
法
で
あ
っ
て
、
人
倫
社
会
の
外
な
る
境
地
の
消
息
で
は
な

か
っ
た
。
彼
ら
が
人
類
の
教
師
で
あ
る
の
は
、
い﹅
つ﹅
い﹅
か﹅
な﹅
る﹅
社﹅
会﹅
の﹅
人﹅
﹅々

で﹅
あ﹅
っ﹅
て﹅
も﹅
、
彼﹅
ら﹅
か﹅
ら﹅
教﹅

え﹅
を﹅
受﹅
け﹅
る﹅
こ﹅
と﹅
が﹅
で﹅
き﹅
る﹅
か
ら
で
あ
る
。
事﹅
実﹅
上﹅
彼
ら
の
教
え
た
人
々
が
狭
く
限
局
せ
ら
れ
て
い
る
に

か
か
わ
ら
ず
、
可﹅
能﹅
的﹅
に
は
あ
ら
ゆ
る
人
に
教
え
得
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
人
類
の
教
師
と
し
て
の
資
格

が
見
い
だ
さ
れ
る
。
従
っ
て
こ
の
場
合
の
「
人
類
」
は
事
実
上
の
何
か
を
さ
す
の
で
は
な
く
し
て
、
地
方
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的
歴
史
的
に
可﹅
能﹅
な﹅
る﹅
あ
ら
ゆ
る
人
々
を
さ
す
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
人
類
は
事
実
で
は
な
く
し
て

「
理
念
」
だ
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
人
類
の
教
師
の
持
つ
右
の
ご
と
き
普
遍
性
は
、
そ
の
教
師
の
人
格
や
智ち
慧え
に
も
と
づ
く
、
と
通
例
は
考

え
ら
れ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
教
師
の
活
動
を
目
前
に
見
た
人
々
の
内
に
は
、
直
ち

に
そ
れ
を
人
類
の
教
師
と
し
て
洞
察
し
得
る
人
も
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
れ
ら
の
教
師

の
伝
記
を
語
る
人
々
は
、
こ
れ
ら
の
教
師
が
周
囲
か
ら
認
め
ら
れ
ず
、
迫
害
や
侮
蔑
を
受
け
て
い
る
最
中

に
も
、
す
で
に
こ
れ
ら
を
人
類
の
教
師
と
し
て
承
認
し
て
い
る
少
数
者
を
描
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
少
数

者
の
み
が
そ
れ
を
真
の
教
師
と
し
て
認
め
、
大
衆
が
そ
れ
を
認
め
な
い
時
に
、
果
た
し
て
そ
の
教
師
は
人

類
の
教
師
で
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
つ
い
か
な
る
社
会
に
も
、
少
数
の
狂
信
者
に
取
り
巻
か
れ
た
教

師
と
い
う
も
の
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
目
前
の
我
々
の
社
会
に
お
い
て
も
そ
の
例
は
数
多
く
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
世
界
の
歴
史
に
お
い
て
は
幾
千
幾
万
と
な
く
現
わ
れ
、
そ
う
し
て
泡ほ

   

沫 

う
ま
つ
の
ご
と
く
消
え
て
行
っ
た
。
だ
か
ら
少
数
者
の
洞
察
な
ど
と
い
う
も
の
も
、
当
て
に
な
ら
な
い
方
が

多
い
の
で
あ
る
。

　
で
は
大
衆
が
直
ち
に
目
前
の
教
師
の
人
格
や
智
慧
を
礼
讃
し
始
め
た
時
は
ど
う
で
あ
る
か
。
そ
の
場
合

に
は
生
前
か
ら
し
て
す
で
に
人
類
の
教
師
と
な
る
は
ず
で
は
な
い
か
。
し
か
る
に
事
実
は
そ
う
で
は
な
い
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の
で
あ
る
。
大
衆
は
必
ず
し
も
優
れ
た
も
の
の
み
を
礼
讃
し
は
し
な
い
。
天
才
と
呼
ば
れ
て
い
る
人
々
が

生
前
に
大
衆
の
歓
迎
を
受
け
た
と
い
う
例
は
む
し
ろ
ま
れ
で
あ
る
。
い
わ
ん
や
人
類
の
教
師
と
も
言
わ
る

べ
き
人
々
が
そ
の
時
代
の
大
衆
に
認
め
ら
れ
た
な
ど
と
い
う
例
は
、
全
然
な
い
。
人
類
の
教
師
た
り
得
る

よ
う
な
智
慧
の
深
さ
や
人
格
の
偉
大
さ
は
、
大
衆
の
眼
に
つ
き
や
す
い
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
大
衆

の
礼
讃
に
よ
っ
て
生
前
か
ら
そ
の
偉
大
さ
を
確
立
し
た
人
々
は
、
人
類
の
教
師
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ

「
英
雄
」
と
呼
ば
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
場
合
に
も
大
衆
の
礼
讃
し
た
人
々
が
こ
と
ご

と
く
英
雄
と
な
る
の
で
は
な
い
。
大
衆
は
し
ば
し
ば
案か
山か
子し
を
も
礼
讃
す
る
。
し
か
し
生
前
す
で
に
大
衆

の
礼
讃
を
獲
得
し
得
な
か
っ
た
よ
う
な
英
雄
も
ま
た
存
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
人
類
の
教

師
と
英
雄
と
は
明
白
に
相
違
す
る
。
人
類
の
教
師
で
あ
る
と
否
と
は
同
時
代
の
大
衆
の
承
認
に
よ
っ
て
定

ま
る
の
で
は
な
い
。

　
で
は
人
類
の
教
師
が
人
類
の
教
師
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
至
る
の
は
い
か
な
る
経
路
に
よ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
言
い
か
え
れ
ば
、
人
類
の
教
師
は
い
か
に
し
て
そ
の
普
遍
性
を
獲
得
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
通
例
伝
記
者
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
人
類
の
教
師
は
皆
よ
き
弟
子
を
持
っ
た
。
そ
の
中
に
は
十
哲

と
か
、
十
大
弟
子
と
か
、
十
二
使
徒
と
か
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
優
れ
た
人
物
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
そ
れ

ら
の
弟
子
は
、
そ
の
師
が
真
に
道
の
体
得
者
で
あ
り
、 

仁  

者 

じ
ん
し
ゃ

で
あ
り
、 

覚  

者 

か
く
し
ゃ

で
あ
る
こ
と
を
信
じ
切

10孔子



っ
て
い
た
。
同
時
代
の
大
衆
が
い
か
に
そ
の
師
を
迫
害
し
侮
蔑
し
よ
う
と
も
、
こ
の
信
頼
は
決
し
て
揺
る

が
な
か
っ
た
。
が
、
こ
れ
だ
け
な
ら
ば
前
に
言
っ
た
よ
う
な
狂
信
者
に
取
り
巻
か
れ
た
教
師
と
異
な
る
と

こ
ろ
が
な
い
。
大
切
な
の
は
こ
れ
か
ら
先
で
あ
る
。
師
が
毒
杯
と
か
十
字
架
と
か
に
よ
っ
て
死
刑
に
処
せ

ら
れ
た
後
に
、
あ
る
い
は
生
涯
用
い
ら
れ
る
こ
と
な
く
親
し
い
二
、
三
の
弟
子
の
手
に
死
ぬ
こ
と
に
満
足

し
た
（
『
論
語
』
子
罕
一
二
）
後
に
、
弟
子
た
ち
は
そ
の
師
の
道
や
真
理
を
宣
伝
す
る
こ
と
に
努
力
し
た
。

こ
の
努
力
が
た
ち
ま
ち
に
開
花
し
結
実
し
た
の
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
場
合
で
あ
る
。
弟
子
プ
ラ
ト
ン
と
孫
弟

子
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
は
、
師
の
仕
事
を
迅
速
に
完
成
し
て
西
洋
思
想
の
源
流
を
作
っ
た
。
こ
れ
ら
の
偉

大
な
弟
子
の
仕
事
が
人
々
に
承
認
せ
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
弟
子
の
仕
事
の
中
に
そ
の
魂
と
し
て
生
き
て
い
る

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、
一
層
偉
大
な
教
師
と
し
て
承
認
せ
ら
れ
な
い
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。
他
の
場
合
に
は

弟
子
た
ち
の
努
力
は
一
世
代
や
二
世
代
で
は
尽
き
な
か
っ
た
。
現
在
残
っ
て
い
る
最
古
の
資
料
は
、
い
ず

れ
も
孫
弟
子
の
手
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
釈
迦
に
つ
い
て
は 

阿  

含  

経  

典 

あ
ご
ん
き
ょ
う
て
ん

の
最
も
古
い
層
が

そ
う
で
あ
る
。
イ
エ
ス
に
つ
い
て
は
パ
ウ
ロ
の
書
簡
も
福
音
書
も
そ
う
で
あ
る
。
孔
子
に
関
し
て
も
同
様

の
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
『
論
語
』
は
孫
弟
子
の
記
録
よ
り
も
古
い
も
の
を
含
ん
で
は
い
な
い
。
そ

う
し
て
孫
弟
子
た
ち
は
皆
さ
ら
に
そ
の
弟
子
た
ち
を
教
え
る
た
め
に
こ
れ
ら
の
記
録
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
最
古
の
記
録
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
教
師
に
接
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
、
曾
孫
ひ
ま
ご
弟
子
の
立
場
よ
り

11



先
に
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
教
師
た
ち
の
人
格
と
思
想
と
が
、
時﹅
の﹅
試﹅
練﹅
に
堪た
え
、
幾
世

代
も
を
通
じ
て
働
き
続
け
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
彼
ら
は
働
き
続
け
る
ほ
ど
ま
す
ま
す

感
化
力
を
増
大
し
た
。
た
と
い
そ
の
生
前
に
わ
ず
か
の
人
々
を
し
か
感
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と

し
て
も
、
時
の
た
つ
に
つ
れ
て
そ
の
感
化
を
受
け
る
人
々
の
数
は
ふ
え
て
行
く
。
従
っ
て
同
時
代
の
大
衆

を
動
か
し
得
な
か
っ
た
教
師
た
ち
も
、
歴
史
的
に
は
は
る
か
に
多
く
広
汎
な
大
衆
を
動
か
す
こ
と
と
な
る

の
で
あ
る
。
か
く
し
て
彼
ら
は
偉
大
な
教
師
と
し
て
の
動
く
こ
と
の
な
い
承
認
を
得
て
来
た
。

　
が
、
こ
れ
ら
の
偉
大
な
教
師
が
人
類
の
教
師
と
し
て
の
普
遍
性
を
得え
来き
た
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
も
う

一
つ
の
重
大
な
契
機
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
偉
大
な
教
師
を
生
ん
だ
文
化
が
、
一
つ
の
全
体

と
し
て
あ
と
か
ら
来
る
文
化
の
模
範
と
な
り
教
育
者
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
逆
に
言
え
ば
、

こ
れ
ら
の
古
い
文
化
が
、
そ
の
偉
大
な
教
師
を
生
み
出
す
と
と
も
に
そ
の
絶
頂
に
達
し
て
ひ
と
ま
ず
完
結

し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
生
ん
だ
ギ
リ
シ
ア
の
文
化
は
、
彼
の
弟
子
と

孫
弟
子
と
が
こ
の
師
の
偉
大
さ
を
は
っ
き
り
と
築
き
上
げ
た
こ
ろ
に
、
す﹅
で﹅
に﹅
そ﹅
の﹅
終﹅
幕﹅
に﹅
達﹅
し﹅
た﹅
。
そ

の
あ
と
に
は
こ
の
ギ
リ
シ
ア
文
化
を
世
界
に
伝
播
で
ん
ぱ
す
る
時
代
、
す
な
わ
ち
ヘ
レ
ニ
ス
ト
的
時
代
が
続
き
、

次
い
で
こ
の
文
化
の
教
育
の
下
に
新
し
い
ロ
ー
マ
の
文
化
が
形
成
さ
れ
て
く
る
。
そ
れ
が
東
方
の
宗
教
に
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打
ち
克か
た
れ
た
後
に
も
、
キ
リ
ス
ト
の
教
会
内
の
哲
学
的
な
思
索
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弟
子
と
孫
弟
子
の

指
導
の
下
に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
東
方
の
宗
教
の
専
制
を
打
ち
破
っ
た
近
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て

は
、
哲
学
の
模
範
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弟
子
と
孫
弟
子
と
に
認
め
ら
れ
た
の
み
で
な
く
、
こ
の
新
し
い
文
化

の
魂
が
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
再
生
に
あ
る
と
さ
え
も
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
の
下
に
、
ア﹅
テ﹅
ナ﹅
イ﹅

の﹅
偉﹅
大﹅
な﹅
教﹅
師﹅
で
あ
っ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、
人
類
の
教
師
と
し
て
の
普
遍
性
を
得
て
来
た
の
で
あ
る
。
同

様
に
ま
た
イ
エ
ス
を
生
ん
だ
ユ
ダ
ヤ
の
文
化
も
、
パ
ウ
ロ
が
そ
の
神
学
を
築
き
上
げ
た
こ
ろ
に
は
、
ロ
ー

マ
の
世
界
帝
国
の
中
に
影
を
没
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
影
を
没
し
つ
つ
も
決
し
て
そ
の
存
在
を
失
わ
な

い
不
思
議
な
文
化
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
旧
約
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
芸
を
作
り
つ
つ
あ
っ
た
時
代
、
ま
た
と

に
も
か
く
に
も
死
海
の
ほ
と
り
に
そ
の
本
拠
を
持
っ
て
い
た
時
代
に
比
べ
る
と
、
パ
ウ
ロ
以
後
の
ユ
ダ
ヤ

文
化
は
す
で
に
完
結
し
て
旧
約
の
中
に
保
存
せ
ら
れ
た
も
の
と
い
う
趣
お
も
む
きを
呈
し
て
来
る
の
で
あ
る
。
し
か

も
こ
の
ユ
ダ
ヤ
の
文
化
は
イ
エ
ス
の
福
音
と
結
び
つ
い
て
ロ
ー
マ
帝
国
を
征
服
し
た
。
さ
ら
に
中
世
に
至

れ
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
を
征
服
し
た
。
そ
う
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
民
族
に
そ
の
背
負
っ
て
い
る
伝
統
を

捨
て
さ
せ
、
た
だ
旧
約
の
所
伝
の
み
が
唯
一
の
正
し
い
人
類
の
歴
史
で
あ
る
と
信
じ
込
ま
せ
た
。
一
つ
の

民
族
の
文
化
が
他
の
民
族
を
教
育
す
る
場
合
に
こ
れ
ほ
ど
徹
底
的
な
感
化
を
与
え
た
例
は
他
に
は
存
し
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
感
化
は
近
代
に
至
っ
て
ギ
リ
シ
ア
文
化
が
再
生
し
た
後
に
も
容
易
に
衰
え
な
い
。
あ
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る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
衰
え
た
だ
け
を
世
界
の
他
の
諸
地
方
に
お
い
て
回
復
し
た
と
も
言
え
る
で

あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
事
情
の
下
に
ユ﹅
ダ﹅
ヤ﹅
人﹅
の﹅
救﹅
世﹅
主﹅
で﹅
あ﹅
っ﹅
た﹅
イ﹅
エ﹅
ス﹅
が
人
類
の
救
世
主
と
し
て
の
普

遍
性
を
獲
得
し
て
来
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
釈
迦
は
ど
う
で
あ
る
か
。
釈
迦
を
生
ん
だ
イ
ン
ド
の
文
化
は
、
彼
の
あ
と
に
ひ
と
ま
ず
そ
の
終
幕

に
達
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
り
と
自
分
は
答
え
る
。
そ
の
た
め
に
は
我
々
は
「
イ
ン
ド
」
が
何
で
あ
る

か
を
反
省
し
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
イ
ン
ド
と
は
ギ
リ
シ
ア
と
か
ロ
ー
マ
と
か
の
よ
う
な
国
の
名
あ

る
い
は
文
化
圏
の
名
で
は
な
く
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
ご
と
き
地
域
の
名
な
の
で
あ
る
。
こ
の
地
域

の
内
に
種
々
の
民
族
が
住
み
、
さ
ま
ざ
ま
の
国
が
興
亡
し
、
さ
ま
ざ
ま
の
文
化
が
形
成
せ
ら
れ
た
。
釈
迦

が
現
わ
れ
た
の
は
、
こ
の
イ
ン
ド
の
地
域
に
西
方
か
ら
侵
入
し
た
ア
リ
ア
ン
人
が
、
ガ
ン
ジ
ス
の
流
域
に

落
ち
つ
き
、
ヴ
ェ
ダ
か
ら
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ド
ま
で
の
文
化
を
形
成
し
た
後
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
固
い
四
姓

制
度
が
行
な
わ
れ
、
貴
族
政
治
に
よ
る
小
さ
い
国
々
が
分
立
し
て
い
た
。
釈
迦
は
こ
の
古
い
文
化
の
伝
統

に
対
す
る
革
新
者
と
し
て
バ
ラ
モ
ン
の
権
威
に
挑
戦
し
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
形
而
上
学
を
斥
し
り
ぞけ
、
四
姓
制
度

の
内
面
的
な
打
破
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
我
々
は
釈
迦
を
、
永
い
古
い
文
化
の
言
わ
ば
否
定
的
な

結
晶
と
し
て
見
い
だ
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
果
た
し
て
彼
の
死
後
五
十
年
（
あ
る
い
は
百
五
十
年
か
）
の
こ

ろ
に
は
、
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
大
王
の
影
響
の
下
に
、
イ
ン
ド
の
地
域
に
か
つ
て
作
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
大
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帝
国
が
建
設
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
古
来
武
士
階
級
を
抑
え
て
い
た
バ
ラ
モ
ン
の
権
威
の 

顛  

覆 

て
ん
ぷ
く

で
あ
る
。

イ
ン
ド
の
社
会
は
釈
迦
以
前
と
異
な
る
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
次
い
で
北
西
イ
ン
ド
に
は
ギ
リ
シ
ア

人
が
侵
入
し
、
ギ
リ
シ
ア
風
の
都
市
と
国
と
を
建
設
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
あ
と
に
ス
キ
タ
イ
人
が
北
か
ら

入
り
込
ん
で
、
ガ
ン
ジ
ス
の
上
流
に
ま
で
及
ぶ
強
大
な
国
を
建
て
た
。
釈
迦
に
至
る
ま
で
の
古
い
文
化
は

こ
れ
ら
の
時
代
に
一
応
中
断
せ
ら
れ
た
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
も
古
い
文
化
の
結
晶
た
る
釈
迦
の

教
え
は
、
こ
の
新
し
い
国
々
を
教
育
し
た
。
仏
教
興
隆
に
よ
っ
て
有
名
な
ア
シ
ョ
カ
王
が
い
か
に
深
く
仏

教
に
心
酔
し
た
か
は
、
彼
の
残
し
た
碑
文
が
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
四
姓
の
別
を
打
破
し
、
慈

悲
を
政
治
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ギ
リ
シ
ア
人
が
イ
ン
ド
に
入
る
と
と
も

に
仏
教
に
化
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
有
名
な
『
ミ
リ
ン
ダ
王
経
』
（  

那
先
比
丘
経  

な
せ
ん
び
く
き
ょ
う

）
が
こ
れ
を
証
示
す
る
。

次
の
ス
キ
タ
イ
人
が
仏
教
に
化
せ
ら
れ
た
こ
と
も
ま
た
カ
ニ
シ
カ
王
の
事
績
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

も
っ
と
も
仏
教
は
、
か
く
新
し
い
国
や
民
族
を
教
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
も
ま
た
新
し
く
な
っ
た
。

大
帝
国
を
教
化
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
釈
迦
の
時
代
に
思
い
も
及
ば
な
か
っ
た
「 

転  

輪  

聖  

王 

て
ん
り
ん
せ
い
お
う

」
の
理

想
が
作
ら
れ
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ア
人
や
ス
キ
タ
イ
人
を
教
化
し
た
際
に
は
、
か
つ
て
イ
ン
ド
人
の
思
い
も

及
ば
な
か
っ
た
仏
像
彫
刻
が
作
ら
れ
始
め
た
。
ヴ
ェ
ダ
や
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ド
に
お
い
て
、
思
想
を
表
現
す
る

に
も
抒
情
詩
風
の
形
式
を
し
か
用
い
な
か
っ
た
イ
ン
ド
人
が
、
こ
の
時
以
来
戯
曲
的
構
成
を
持
っ
た
雄
大

15



な
仏
教
経
典
を
作
り
始
め
た
。
か
く
し
て
仏
教
の
中
か
ら 

溌  

剌 

は
つ
ら
つ

と
し
て
大
乗
仏
教
が
興
り
、
華
麗
な
芸

術
と
深
遠
な
哲
理
と
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
大
乗
仏
教
が
、
イ
ン
ド
か
ら
北
へ
出
て
中

央
ア
ジ
ア
に
栄
え
、
さ
ら
に
東
し
て
シ
ナ
に
広
が
り
日
本
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
情
の
下
に
、

四﹅
姓﹅
制﹅
度﹅
の﹅
社﹅
会﹅
に﹅
お﹅
け﹅
る﹅
覚﹅
者﹅
で
あ
っ
た
釈
迦
が
、
人
類
の
覚
者
と
し
て
の
普
遍
性
を
得
て
来
た
の
で

あ
る
。

　
し
か
ら
ば
最
後
に
孔
子
は
ど
う
で
あ
る
か
。
孔
子
を
生
ん
だ
シ
ナ
の
文
化
が
孔
子
の
後
に
そ
の
幕
を
閉

じ
た
な
ど
と
は
何
人
も
認
め
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
イ
ン
ド
は
中
世
紀
以
後
モ
ハ
メ
ダ
ン
の  

蹂    

躙  

じ
ゅ
う
り
ん

に
逢

い
、
仏
教
は
地
を
払
っ
た
。
仏
教
の
イ
ン
ド
は
全
然
の
過
去
で
あ
る
。
し
か
し
シ
ナ
に
お
い
て
は
孔
子
の

教
え
は
漢
に
栄
え
、
唐
宋
に
栄
え
、
明
清
に
栄
え
た
で
は
な
い
か
、
と
人
は
言
う
か
も
知
れ
な
い
。
し
か

し
自
分
の
見
る
と
こ
ろ
は
そ
う
で
は
な
い
。
孔
子
を
生
ん
だ
先
秦
の
文
化
は
戦
国
時
代
に
ひ
と
ま
ず
そ
の

幕
を
閉
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
我
々
は
イ
ン
ド
と
同
じ
く
「
シ
ナ
」
が
単
に
地
域
の
名
で
あ
っ
て
国

の
名
で
も
な
け
れ
ば
民
族
の
名
で
も
な
い
こ
と
を
銘
記
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
地
域
に
お
い
て
種

々
の
民
族
が
混
融
し
交
代
し
、
種
々
の
国
々
が
相
次
い
で
興
亡
し
た
こ
と
は
、
ち
ょ
う
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

お
い
て
ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー
マ
相
次
ぎ
、
種
々
の
民
族
が
混
融
し
、
近
代
の
諸
国
家
が
興
っ
た
の
と
、
ほ
と
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ん
ど
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
先
秦
の
文
化
が
伝
説
に
い
う
周
の
文
化
と
し
て
完
成
せ
ら
れ
、
そ
の
末
期

の
春
秋
時
代
に
至
っ
て
反
省
せ
ら
れ
、
次
い
で
戦
国
の
時
代
の
混
乱
と
破
壊
と
に
よ
っ
て
次
の
新
し
い
文

化
に
所
を
譲
っ
た
こ
と
は
、
ち
ょ
う
ど
ギ
リ
シ
ア
が
ロ
ー
マ
に
変
わ
っ
た
こ
と
と
同
じ
意
味
に
解
せ
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
戦
国
時
代
に
お
け
る
夷
狄
い
て
き
と
の 

混  

淆 

こ
ん
こ
う

は
顕
著
な
事
実
で
あ
る
。
そ
う
し
て
終
局
に
お

い
て
大
き
い
統
一
に
成
功
し
た
秦
は
ト
ル
コ
族
や
蒙
古
族
と
の
混
淆
の
最
も
著
し
い
国
で
あ
っ
た
。
こ
の

統
一
の
事
業
を
う
け
つ
い
だ
漢
も
ま
た
異
民
族
と
の
混
淆
の
著
し
い 

山  

西 

さ
ん
せ
い

よ
り
起
こ
っ
た
。
す
な
わ
ち

こ
こ
で
黄
河
流
域
の
民
族
は
一
新
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
社
会
構
造
を
も
全
然
新
し
く
作
り
変

え
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
漢
代
に
お
い
て
も
先
秦
の
文
化
は
引
き
つ
が
れ
て
い
る
。
し
か
し
ロ
ー
マ
は

ギ
リ
シ
ア
を
征
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
化
的
に
は
逆
に
ギ
リ
シ
ア
に
征
服
せ
ら
れ
た
と
言
わ
れ
る
。
先

進
の
文
化
が
後
来
の
民
族
を
教
化
す
る
こ
と
は
、
い
ず
こ
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
同
様
に
ロ
ー
マ
の

文
化
が
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
一
つ
の
発
展
段
階
と
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
秦
漢
の
文
化
も
ま
た
先
秦
の
文
化

の
一
つ
の
発
展
段
階
な
の
で
は
な
い
。
ギ
リ
シ
ア
文
化
に
教
育
せ
ら
れ
つ
つ
ロ
ー
マ
文
化
が
ロ
ー
マ
文
化

と
し
て
形
成
せ
ら
れ
た
よ
う
に
、
先
秦
の
文
化
に
教
育
せ
ら
れ
つ
つ
も
秦
漢
の
文
化
は
秦
漢
の
文
化
と
し

て
形
成
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
関
係
を
正
視
す
れ
ば
、
孔
子
も
ま
た
一
つ
の
文
化
の
結
論
と
し
て
出

現
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
何
ら
疑
い
を
容
れ
な
い
の
で
あ
る
。
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シ
ナ
の
民
族
は
し
ば
し
ば
「
漢
人
」
と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
漢
は
シ
ナ
の
地
域
に
お
け
る
一
時
代
の
国

名
で
あ
っ
て
、
シ
ナ
の
地
域
の
民
族
の
名
と
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
漢
代
の
黄
河
流
域
の
民
族
は
、
周

の
文
化
を
作
っ
た
民
族
の
中
へ
周
囲
の
異
民
族
の
混
入
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
も
四
、
五
百

年
間
続
い
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
漢
末
よ
り
隋
唐
に
至
る
ま
で
の
間
に
は
再
び
大
仕
掛
け
な
民
族
混
淆
に
逢

っ
て
い
る
。
蒙
古
民
族
、
ト
ル
コ
民
族
、
チ
ベ
ッ
ト
民
族
な
ど
が
は
い
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
の
際
に

は
前
と
違
っ
て
異
民
族
が
自
ら
黄
河
流
域
に
国
を
建
て
た
。
五
胡
十
六
国
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
そ
の

交
代
は
頻
繁
で
あ
っ
た
が
、
蒙
古
民
族
た
る
鮮
卑
せ
ん
ぴ
の
建
て
た
北
魏
の
ご
と
き
は
か
な
り
強
大
で
あ
っ
た
。

こ
う
い
う
状
態
が
二
、
三
百
年
も
続
い
て
、
そ
れ
で
民
族
が
新
し
く
作
り
変
え
ら
れ
な
い
は
ず
は
な
い
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
あ
と
に
来
た
隋﹅
唐﹅
の﹅
統﹅
一﹅
時﹅
代﹅
の
シ
ナ
が
、
文
化
の
上
か
ら
言
っ
て
も
漢
文
化
と

著
し
く
異
な
っ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
美
術
や
文
芸
の
様
式
な
ど
は
実
に
徹
底
的
に
違
っ
て
い
る
。

こ
の
統
一
時
代
が
三
百
年
続
い
た
あ
と
で
、
唐
末
五
代
の
こ
ろ
に
は
再
び
ト
ル
コ
民
族
が
黄
河
流
域
に
は

い
っ
て
国
を
建
て
た
。
次
い
で
宋
の
時
代
に
な
っ
て
も
、
北
辺
の
蒙
古
民
族 

契  

丹 

き
っ
た
ん

の
国
は
は
な
は
だ
強

大
で
あ
っ
て
、
西
方
か
ら
シ
ナ
を
呼
ぶ
に K

itai

↓C
athay 

を
も
っ
て
せ
し
め
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の

情
勢
は
満
州
民
族
を
蹶
起
け
っ
き
せ
し
め
、
つ
い
に
満
州
よ
り
黄
河
流
域
に
わ
た
る
強
力
な
金
の
建
国
と
な
っ
て
、

北
方
シ
ナ
に
満
州
民
族
の
血
を
注
ぎ
入
れ
た
。
宋
は
揚
子
江
流
域
に
圧
迫
せ
ら
れ
つ
つ
同
時
に
南
方
の
諸
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民
族
の
同
化
に
つ
と
め
、
こ
こ
に
も
有
力
な
民
族
混
淆
を
ひ
き
起
こ
し
た
。
こ
う
い
う
状
勢
の
あ
と
で
ジ

ン
ギ
ス
カ
ン
の
統
率
す
る
蒙
古
人
が
北
か
ら
圧
迫
を
始
め
、
つ
い
に
金
を
亡
ぼ
し
、
南
宋
を
亡
ぼ
し
て
、

シ
ナ
全
土
に
強
力
な
元
の
支
配
を
築
い
た
。
シ
ナ
に
侵
入
し
て
シ
ナ
の
民
族
を
統
治
す
る
場
合
に
、
シ
ナ

の
文
化
に
化
せ
ら
れ
な
い
で
、
あ
く
ま
で
も
己
れ
の
風
習
を
シ
ナ
の
民
族
に
押
し
つ
け
よ
う
と
し
た
の
は
、

こ
の
時
の
蒙
古
人
が
初
め
で
あ
る
。
元
の
支
配
は
百
年
ほ
ど
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
シ
ナ
の
在
来

の
知
識
階
級
を
徹
底
的
に
抑
圧
し
、
あ
る
い
は 

殲  

滅 

せ
ん
め
つ

し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
元
末
に
起
こ
っ
た
反
抗

運
動
は
す
べ
て
土
民
の
手
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
処
士
の
こ
れ
に
加
わ
っ
た
も
の
は
一

人
も
な
か
っ
た
。
こ
う
い
う
連
続
的
な
異
民
族
の
侵
入
が
三
百
年
ほ
ど
も
続
い
た
あ
と
で
、
再
び
明﹅
の﹅
統﹅

一﹅
が
打
ち
立
て
ら
れ
た
と
き
、
そ
の
文
化
が
ま
た
唐
の
文
化
と
著
し
く
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
た
の
は
当

然
で
あ
ろ
う
。
唐
の
制
度
は
永
い
間
模
範
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
明
は
こ
れ
を
根
本
的
に
改
め
て
、

極
端
に
君
主
独
裁
的
な
制
度
を
作
っ
た
。
律
令
も
兵
制
も
改
定
さ
れ
た
。
社
会
組
織
も
更
新
さ
れ
た
。
現

代
に
も
存
続
す
る
郷
党
の
制
度
は
こ
の
時
の
振
興
に
も
と
づ
く
と
言
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
唐
宋
の
豊
麗

な
詩
文
に
対
し
て
、
明
は
『
水
滸
伝
』
、
『
西
遊
記
』
、
『
金
瓶
梅
』
の
ご
と
き
を
特
徴
と
す
る
。
唐
宋

の
醇
美
な
彫
刻
絵
画
に
対
し
て
、
明
は 

宣  

徳 

せ
ん
と
く

・
嘉
靖
か
せ
い
・ 
万  
暦 
ば
ん
れ
き

の
陶
瓷
と
う
じ
、 

剔  

紅 

て
っ
こ
う

、 

填  

漆 

て
ん
し
つ

の
類
を
特

徴
と
す
る
。
た
だ
学
術
に
お
い
て
は
、
唐
宋
に
お
け
る
仏
教
哲
学
や
儒
学
の
隆
盛
に
対
し
て
、
明
は
創
造
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力
の
空
疎
を
特
徴
と
す
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
傾
向
は
清
朝
を
通
じ
て
現
代
に
及
ん
で
い
る
。

　
以
上
の
ご
と
く
見
れ
ば
、
同
じ
シ
ナ
の
地
域
に
起
こ
っ
た
国
で
あ
っ
て
も
、
秦
漢
と
唐
宋
と
明
清
と
は
、

ロ
ー
マ
帝
国
と
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
と
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
が
相
違
す
る
ほ
ど
に
は
相
違
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
永
い
間
ラ
テ
ン
語
が
文
章
語
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
れ

が
ロ
ー
マ
文
化
の
一
貫
し
た
存
続
を
意
味
す
る
の
で
な
い
よ
う
に
、
古
代
シ
ナ
の
古
典
が
引
き
続
い
て
読

ま
れ
、
古
い
漢
文
が
引
き
続
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
か
ら
と
言
っ
て
、
直
ち
に
先
秦
文
化
や
漢
文
化
の
一

貫
し
た
存
続
を
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
先
秦
と
秦
漢
と
唐
宋
と
明
清
と
が
、
一﹅
つ﹅
の﹅

文﹅
化﹅
の﹅
異﹅
な﹅
っ﹅
た﹅
時﹅
代﹅
を
示
す
か
の
ご
と
く
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
主
と
し
て
「
漢
字
」
と
い
う
不
思
議

な
文
字
の
様
式
に
帰
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
文
字
は
元
来
「
書
か
れ
た
言
葉
」
と
し
て
「
話
さ
れ
た
言

葉
」
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
か
く
言
葉
を
視
覚
形
象
に
よ
っ
て
表
現
す
る
に
は
、
直
接
に
そ﹅
の﹅
意﹅

味﹅
を﹅
現﹅
わ﹅
す﹅
形﹅
象﹅
を
用
い
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
ま
た
意
味
を
現
わ
す
に
用
い
ら
れ
て
い
る
音﹅
声﹅
を
表
示

す
る
記﹅
号﹅
を
用
い
る
こ
と
も
で
き
る
。
現
代
世
界
に
最
も
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
フ
ェ
ニ
キ
ア
に
始

ま
っ
た
音
表
記
号
で
あ
っ
て
、
一
々
の
文
字
は
単
に
音
を
示
す
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
が
相
寄
っ
て
一
定
の
音﹅

の﹅
連﹅
関﹅
を
表
示
す
る
と
き
初
め
て
そ
こ
に
話
さ
れ
る
言
葉
の
表
現
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
一
々
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の
文
字
が
共
通
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
表
現
せ
ら
れ
る
言
語
は
全
然
異
な
っ
た
も
の
で
あ
り
得
る
。

の
み
な
ら
ず
そ
れ
は
発
音
に
忠
実
で
あ
る
た
め
に
同
一
の
言
語
を
分
化
せ
し
め
る
傾
向
さ
え
も
持
っ
て
い

る
。
た
と
え
ば
同
じ
ラ
テ
ン
語
が
地
方
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
訛なま
り
を
帯
び
て
来
る
。
そ
れ
を
発
音
通
り
に

書
き
記
せ
ば
、
ラ
テ
ン
語
と
異
な
っ
た
イ
タ
リ
ー
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
が
成
立
し
て
来
る
と
い
う
が
ご
と
き

で
あ
る
。
が
、
こ
の
よ
う
な
分
化
の
傾
向
は
古
き
文
化
の
伝
統
を
保
持
す
る
に
不
便
で
あ
る
た
め
に
、
先

行
の
文
化
語
の
文
字
的
表
現
を
そ
の
ま
ま
持
続
し
つ
つ
、
一
々
の
文
字
の
音
表
的
作
用
を
変
化
し
て
行
く

場
合
も
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
が
ラ
テ
ン
語
か
ら
の
由
来
を
保
持
す
る
た
め
に
ラ
テ
ン
語
の 

音  

綴 

お
ん
て
つ

を
そ
の

ま
ま
襲
用
し
つ
つ
そ
れ
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
音
の
連
関
を
表
示
し
始
め
た
ご
と
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
近
世

の
初
め
に
ラ
テ
ン
文
か
ら
の
解
放
を
望
ん
で
自
国
語
の
文
章
を
書
き
始
め
た
時
、
フ
ラ
ン
ス
人
は
そ
の
音

声
に
忠
実
な
綴
字
を
用
い
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
が
、
そ
れ
は
己
が
文
化
の
根
源
た
る
ラ
テ
ン
文

化
か
ら
ほ
と
ん
ど
離
別
す
る
が
ご
と
き
観
を
呈
し
た
。
だ
か
ら
そ
の
運
動
は
ま
も
な
く
逆
転
し
て
、
で
き

る
だ
け
忠
実
に
ラ
テ
ン
語
の
綴つづ
り
を
保
持
す
る
運
動
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
テ
ン
プ
ス
（tem

pus

）
と

ほ
ぼ
同
じ
く tem

ps 

と
綴
り
な
が
ら
、
タ
ン
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
を
現
わ
す
と
い
う
ご
と
き
が
そ
れ
で
あ

る
。
だ
か
ら
音
綴
文
字
と
い
え
ど
も
、
必
ず
し
も
音
声
の
表
示
に
徹
底
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

文﹅
化﹅
の﹅
伝﹅
統﹅
が﹅
こ﹅
の﹅
徹﹅
底﹅
を﹅
さ﹅
ま﹅
た﹅
げ﹅
る﹅
。
そ
う
し
て
ち
ょ
う
ど
こ
こ
に
文
字
の
他
の
様
式
、
す
な
わ
ち
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直
接
に
意
味
を
現
わ
す
形
象
が
、
そ
の
独
特
の
生
命
を
保
持
し
得
る
ゆ
え
ん
も
存
す
る
の
で
あ
る
。
か
か

る
文
字
の
一
つ
の
様
式
と
し
て
は
、
フ
ェ
ニ
キ
ア
に
近
い
エ
ジ
プ
ト
に
す
で
に
古
く
よ
り
象
形
文
字
が
存

し
て
い
た
。
が
、
そ
れ
は
フ
ェ
ニ
キ
ア
の
音
綴
文
字
に
駆
逐
く
ち
く
せ
ら
れ
て
死
滅
し
て
し
ま
っ
た
。
実
用
的
に

言
っ
て
と
う
て
い
フ
ェ
ニ
キ
ア
文
字
の
敵
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
漢
字
は
、
も
と
象
形

文
字
に
端
を
発
し
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
や
が
て
象
形
文
字
の
直
観
的 

煩  

雑 

は
ん
ざ
つ

性
を
克
服
し
、
半
ば
は
音

表
文
字
の
作
用
を
も
勤
め
つ
つ
、
直
接
に
意
味
を
現
わ
す
形
象
と
し
て
、
異
常
な
発
達
を
示
し
て
来
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
一
つ
に
は
シ
ナ
の
地
域
に
お
い
て
文
化
を
作
っ
た
民
族
の
言
語
が
単﹅
綴﹅
語﹅
で
あ
っ
た
こ

と
に
も
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。
が
、
最
も
有
力
な
原
因
は
、
文﹅
字﹅
の﹅
本﹅
質﹅
が
視
覚
形
象
に
よ
っ
て
意
味
を

表
現
す
る
に
あ
る
と
い
う
点
に
存
す
る
と
思
う
。
言
語
は
必
ず
し
も
音﹅
声﹅
に﹅
よ﹅
っ﹅
て﹅
表
現
せ
ら
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
音
声
を
表
示
す
る
記
号
の
み
が
文
字
な
の
で
は
な
い
。
音
声
の
媒
介
を
経
ず

に
直
接
に
意
味
を
現
わ
し
て
も
、
そ
れ
は
文
字
と
し
て
の
資
格
に
欠
く
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
も
し
か
か
る

形
象
が
使
用
上
に
お
い
て
も
大
な
る
不
便
な
く
作
り
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
文
字
と
し
て
は
む
し
ろ

そ
の
本
質
に
忠
な
る
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
漢
字
は
直
観
性
と
抽
象
性
と
の
適
度
な
る
交
錯
に
よ
っ

て
、
ち
ょ
う
ど
か
か
る
形
象
と
し
て
成
功
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
ひ
と
た
び
か
か
る
文
字
が

成
立
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
は
音
綴
文
字
と
は
な
は
だ
し
く
異
な
っ
た
効
用
を
発
揮
し
始
め
る
。
す
な
わ
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ち
同
一
の
文
字
が
音
声
的
に
異
な
っ
た
言
語
を
表
現
し
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
語
が
地
方
的
に
い

か
に
異
な
っ
た
訛なま
り
を
帯
び
て
来
よ
う
と
も
、
文
字
的
表
現
に
お
い
て
は
常
に
同
一
で
あ
り
得
る
。
ま
た

時
代
的
に
発
音
が
変
遷
し
て
行
っ
て
も
、
文
字
は
毫ごう
も
変
わ
ら
な
い
で
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
か
る
漢

字
の
機
能
の
ゆ
え
に
、
シ
ナ
の
地
域
に
お
け
る
方
言
の
著
し
い
相
違
や
、
ま
た
時
代
的
な
著
し
い
言
語
の

変
遷
が
、
か
な
り
の
程
度
ま
で
隠
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
現
代
の
シ
ナ
に
お
い
て
、
も

し
語
ら
れ
る
通
り
に
音
表
文
字
を
も
っ
て
現
わ
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
言
語
の
多
様
な
る
こ
と
は
現
代
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
比
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
も
し
シ
ナ
の
古
語
が
音
表
文
字
を
も
っ
て
記
さ
れ
て
い
た
な

ら
ば
、
先
秦
や
秦
漢
や
唐
宋
な
ど
の
言
語
が
現
代
の
言
語
と
異
な
る
こ
と
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
や
ラ
テ
ン
語

や
ゲ
ル
マ
ン
語
が
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
と
異
な
る
に
譲
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
漢
字
は
こ
れ
ら
一

切
の
相
違
を
貫
ぬ
い
て
共
通
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
書
か
れ
た
言
葉
」
が
地
方
的
時
代
的
に
同
一
な

の
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
シ
ナ
の
地
域
に
お
い
て
は
二
千
数
百
年
の
間
同
一
の
言
語
が
支
配
し
た
。
こ

れ
は
一
つ
の
文
化
圏
の
統
一
を
示
す
も
の
と
し
て
は
、
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
有
力
な
も
の
に
見
え

る
。
こ
こ
に
我
々
は
先
秦
の
文
化
や
漢
文
化
が
一﹅
つ﹅
の﹅
文﹅
化﹅
の﹅
異﹅
な﹅
っ﹅
た﹅
時﹅
代﹅
と
考
え
ら
れ
る
窮
極
の
根

拠
を
見
い
だ
し
得
る
と
思
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
文
字
の
同
一
は
、
漢
字
と
い
う
文
字
の
様
式
に
帰
因

す
る
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
右
の
ご
と
き
緊
密
な
文
化
圏
の
統
一
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
フ
ェ
ニ
キ
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ア
の
音
綴
文
字
を
襲
用
し
た
諸
文
化
国
が
フ
ェ
ニ
キ
ア
文
化
の
圏
内
に
統
一
せ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
な
い

よ
う
に
、
漢
字
を
襲
用
し
た
我
が
国
の
文
化
も
シ
ナ
の
文
化
圏
に
統
一
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
漢

字
は
そ
の
性
質
上
、
言
語
と
し
て
全
然
異
な
っ
て
い
る
我
が
国
語
さ
え
も
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヤ

マ
を
山
の
字
に
よ
っ
て
、
カ
ワ
を
河
の
字
に
よ
っ
て
現
わ
す
と
い
う
類
で
あ
る
。
が
、
か
か
る
事
態
が
直

ち
に
我
が
国
の
文
化
と
シ
ナ
の
文
化
と
の
統
一
を
示
す
の
で
は
な
い
。
そ
れ
と
同
じ
く
文
字
の
同
一
は
、

直
ち
に
先
秦
や
、
秦
漢
や
、
唐
宋
な
ど
の
文
化
の
異
質
性
を
消
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
我
々
は
孔
子
が
人
類
の
教
師
と
し
て
普
遍
性
を
得
て
来
た
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
、
右
の
事
態
を
正

視
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
孔
子
は
先
秦
の
文
化
の
結
晶
と
し
て
現
わ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
と

質
を
異
に
す
る
漢
の
文
化
の
な
か
に
生
き
て
こ
れ
を
教
化
し
、
さ
ら
に
ま
た
そ
れ
と
質
を
異
に
す
る
唐
宋

の
文
化
の
な
か
に
生
き
て
こ
れ
を
教
化
し
た
。
も
ち
ろ
ん
漢
代
に
理
解
せ
ら
れ
た
孔
子
と
、
宋
代
に
理
解

せ
ら
れ
た
孔
子
と
は
、
同
一
で
は
な
い
。
ま
た
漢
の
儒
学
は
そ
の
孔
子
理
解
を
通
じ
て
漢
の
文
化
を
作
っ

た
の
で
あ
り
、
宋
学
も
そ
の
独
特
な
孔
子
理
解
を
通
じ
て
宋
の
文
化
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
が
、
こ
れ
ら

の
歴
史
的
発
展
を
通
じ
て
魯﹅
の﹅
一﹅
夫﹅
子﹅
孔﹅
子﹅
は
人
類
の
教
師
と
し
て
の
普
遍
性
を
獲
得
し
た
。
こ
の
点
に

お
い
て
は
他
の
人
類
の
教
師
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
る
。
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二
　
人
類
の
教
師
の
伝
記

　
人
類
の
教
師
が
人
類
の
教
師
と
成﹅
る﹅
の
は
、
一
つ
の
大
き
い
文
化
的
運
動
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
我

々
は
見
て
来
た
。
そ
れ
は
他
の
言
葉
で
言
え
ば
、
一
つ
の
高
い
文
化
が
一
人
の
教
師
の
姿
に
お
い
て
結﹅
晶﹅

し﹅
て﹅
来
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
結
晶
の
過
程
の
う
ち
に
は
前
に
言
っ
た
よ
う
に
弟
子
た
ち
の

感
激
や
孫
弟
子
た
ち
の
尊
崇
や
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
時
代
の
共
鳴
・
理
解
・
尊
敬
な
ど
が
、
数
限
り
な
く

加
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
教
師
の
感
化
が
真
正
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
時
の
訓
練
に
堪た
え
て
増
大
し
て
来

た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
ま
た
感
化
を
受
け
た
弟
子
た
ち
が
常
に
そ
の
教
師
の
優
れ
た
点
、
感
ず
べ
き
点

に
注
意
を
集
中
し
、
そ
う
し
て
そ
れ
ら
の
点
を
よ
り
深
く
理
解
し
よ
う
と
努
力
し
た
こ
と
に
も
も
と
づ
く

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
通
例
「
理
想
化
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
過
程
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
を
や
っ
て
い
る

当
人
た
ち
は
決
し
て
教
師
の
正
真
の
姿
を
現﹅
実﹅
以﹅
上﹅
に﹅
美
化
し
よ
う
な
ど
と
意
図
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

彼
ら
は
自
分
た
ち
が
い
か
に
理
解
の
努
力
を
し
て
も
な
お
そ
の
教
師
の
人
格
と
智
慧
の
深
さ
を
測
り
得
な

い
と
感
じ
つ
つ
、
教﹅
師﹅
の﹅
真﹅
面﹅
目﹅
に
迫
る
努
力
を
続
け
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
が
、
こ
の
努
力
の
ゆ
え
に
、
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あ
と
か
ら
来
る
弟
子
た
ち
に
対
す
る
教
師
の
感
化
力
は
さ
ら
に
大
き
く
な
っ
て
来
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
ら

直
接
に
教
師
に
接
し
得
な
い
弟
子
た
ち
は
、
先
輩
弟
子
の
与
え
た
こ
の
教
師
の
姿
、
す
な
わ
ち
優
れ
た
点

や
感
ず
べ
き
点
の
み
か
ら
で
き
て
い
る
こ
の
教
師
の
姿
に
の
み
接
す
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
、

世
代
が
移
る
に
従
っ
て
ま
す
ま
す
激
化
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
世
代
が
人
間
の
智
慧
と
人
格
と

に
お
い
て
最﹅
も﹅
深﹅
き﹅
も﹅
の﹅
と
考
え
る
さ
ま
ざ
ま
の
点
を
こ
の
教
師
の
内
に
見
い
だ
し
て
行
く
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
が
偉
大
な
教
師
の
姿
の
結
晶
し
来
た
る
経
路
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
み
れ
ば
人
類
の
教
師
は
、
長

期
間
に
わ
た
っ
て
、
無
数
の
人
々
の
抱
く
理
想
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
て
来
た
「
理
想
人
」
の
姿
に
ほ

か
な
ら
ぬ
と
も
言
い
得
ら
れ
よ
う
。

　
人
類
の
教
師
が
こ
う
い
う
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
真
の
伝
記
は
右
の
結﹅
晶﹅
の﹅
経﹅
路﹅
を
把
捉
は
そ
く
し
た
も
の
で

な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
文
化
史
的
発
展
の
理
解
で
あ
っ
て
、
個
人
の
生
涯
の
理
解
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
し
か
も
人
類
の
教
師
の
伝
記
は
常
に
個
人
の
生
涯
の
記
録
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
来
た
。
従
っ
て
こ

の
伝
記
が
い
か
な
る
真
実
性
を
持
つ
か
を
問
題
と
す
る
時
、
そ
こ
に
は
常
に
強
い
疑
惑
が
湧わ
き
上
が
っ
て

来
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
『
メ
モ
ラ
ビ
リ
ア
』
の
み
な
ら
ず
、
プ
ラ
ト
ン
の
優
れ
た
諸
対
話
篇
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の
な
か
に
鮮
や
か
に
描
か
れ
て
い
る
。
イ
エ
ス
の
生
涯
は
四
福
音
書
に
詳
つ
ま
びら
か
で
あ
る
。
釈
迦
の
伝
記
に

至
っ
て
は
、
小
乗
の
経
律
を
初
め
と
し
て
大
乗
の
諸
経
典
に
至
る
ま
で
そ
の
多
き
に
苦
し
ま
ざ
る
を
得
ぬ
。

孔
子
も
ま
た
『
史
記
』
の
「
孔
子
世
家

こ
う
し
せ
い
か
」
を
初
め
と
し
て
、
『
孔
子
家け
語ご
』
『
孔
叢
子

く
ぞ
う
し

』
な
ど
に
詳
ら
か

に
伝
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
伝
記
を
読
ん
で
そ
の
ま
ま
に
信
じ
て
し
ま
え
ば
何
の
問
題
も
起
こ
ら
な

い
。
古
来
多
く
の
人
々
が
そ
う
し
て
来
た
。
し
か
し
ひ
と
た
び
こ
れ
ら
の
伝
記
に
対
し
て
疑
問
を
起
こ
し

始
め
る
と
、
ど
う
に
も
納
ま
り
が
つ
か
な
い
ほ
ど
に
問
題
は  

紛    

糾  

ふ
ん
き
ゅ
う

し
て
来
る
の
で
あ
る
。

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
直
弟
子
の
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
と
プ
ラ
ト
ン
、
孫
弟
子
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
記
録
を
残
し

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
伝
記
が 
曖  

昧 
あ
い
ま
い

だ
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
さ
そ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
で
き
る

だ
け
厳
密
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
姿
を
捕
え
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
学
者
に
言
わ
せ
る
と
、
や
さ
し
そ
う
に
見

え
る
だ
け
か
え
っ
て
他
の
場
合
よ
り
も
困
難
な
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
姿
は
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
と
プ
ラ

ト
ン
と
で
は
い
ろ
い
ろ
な
相
違
が
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
だ
け
に
よ
る
と
し
て
も
そ
の
対
話
篇
の
異
な
る
に
従

っ
て
描
写
が
違
っ
て
く
る
。
そ
の
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
も
ま
た
相
違
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
れ

ら
の
同
じ
材
料
を
使
い
な
が
ら
も
、
解
釈
す
る
人
の
立
場
に
従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
姿
が
異
な

っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
啓
蒙
主
義
の
通
俗
哲
学
者
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
手
に
か
か
れ
ば
ソ
ク
ラ
テ
ス
も

ま
た
啓
蒙
主
義
的
通
俗
哲
学
者
に
な
る
。
カ
ン
ト
派
の
手
に
か
か
れ
ば
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
カ
ン
ト
を
先
駆
し
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た
批
判
哲
学
者
で
あ
る
。
浪
曼
派
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
キ
リ
ス
ト
を
先
駆
す
る
神
秘
家
と
な
っ
て
い
る
。
歴

史
家
グ
ロ
ー
ト
は
当
時
の
ア
テ
ナ
イ
の
宗
教
的
情
勢
か
ら
見
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
デ
ル
フ
ォ
イ
の
神
託
の

宗
教
的
伝
道
家
と
し
て
描
い
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
仕
事
は
、
宗
教
的
霊
感
の
も
と
に
、
生
け
る
弁
証
法
と

な
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
し
か
る
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
徹
底
的
な
合
理
主
義

者
で
あ
っ
て
、
そ
の
哲
学
に
よ
り
古
い
信
仰
や
風
習
か
ら 

訣  

別 

け
つ
べ
つ

し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
流
れ

を
汲く
む
ツ
ェ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
初
め
て
哲
学
を
概
念
の
上
に
基
礎
づ
け
、
理
論
的
論
理
学

の
原
理
を
発
見
し
た
。
さ
ら
に
フ
イ
エ
ー
に
至
れ
ば
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
思
弁
哲
学
者
で
あ
り
精
神
的
形
而
上

学
の
創
始
者
と
せ
ら
れ
る
。
こ
の
種
の
例
は
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
あ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
学
者
は
皆
原
典
に
根
拠
を
求
め
て
そ
の
主
張
を
出
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
勝
手
な 

臆  

測 

お
く
そ
く

を
や
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か
も
そ
れ
が
右
の
よ
う
に
帰
一
す
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
う
な
る
と
、
真
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
姿
を
捕
え
得
る
た
め
に
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
伝
え
る
根
本
資
料
の
公

明
な
検
討
を
や
っ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
厳﹅
密﹅
な﹅
原﹅
典﹅
批﹅
評﹅
が
何
よ
り
も
必
要
な
の
で

あ
る
。
も
っ
と
も
こ
う
い
う
研
究
が
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
哲
学
者
た
る
と

と
も
に
ま
た
傑すぐ
れ
た
古
典
文
学
者
で
あ
っ
た
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
は
、
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
ソ
ク
ラ
テ

ス
描
写
と
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
そ
れ
と
を
比
較
検
討
し
て
、
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
は
だ
め
だ
と
い
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う
結
果
に
達
し
た
。
こ
の
意
見
は
か
な
り
広
く
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
が
ソ

ク
ラ
テ
ス
の
偉
さ
を
真
に
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
記
録
が
捨

て
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
は
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
よ
う
に
己
れ
の
立

場
を
持
っ
た
哲
学
者
で
は
な
い
。
彼
は
た
だ
単
純
に
そ
の
見
聞
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
彼

は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
偉
さ
を
真
に
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
と
と
も
に
ま
た
き
わ
め
て
素
朴
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の

面
影
を
伝
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
と
根
本
資
料
の
検
討

は
さ
ら
に
厳
密
に
や
り
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
で
は
そ
う
い
う
文
学
的
な
研
究
に
お
い
て
何
ら

か
の
一
致
点
が
見
い
だ
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ハ
イ
ン

リ
ヒ
・
マ
イ
ヤ
ー
の
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
』
は
な
か
な
か
す
ぐ
れ
た
よ
い
研
究
で
あ
る
が
、
同
じ
よ
う
に
す
ぐ

れ
て
い
る
テ
イ
ラ
ー
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
は
ま
る
で
違
っ
た
結
論
に
達
し
て
い
る
。
マ
イ
ヤ
ー
は
根
本
資
料

を
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
製
作
の
側
か
ら
な
が
め
つ
つ
そ
の
史
料
と
し
て
の
価
値
を
定
め
よ
う
と
し
た
。
最
も
価

値
の
高
い
の
は
結
局
プ
ラ
ト
ン
の
初
期
の
著
作
で
あ
る
。
『
弁
明
』
や
『
ク
リ
ト
ン
』
に
お
い
て
は
、
己

れ
を
空むな
し
う
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
帰﹅
依﹅
す﹅
る﹅
弟﹅
子﹅
が
、 
敬  

虔 
け
い
け
ん

な
忠
実
さ
を
も
っ
て
師
の
姿
を
描
こ
う
と

し
て
い
る
。
し
か
も
描
写
の
腕
は
す
ば
ら
し
く
冴さ
え
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
の
両
篇
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス

の
姿
は
、
自
己
な
き
ま
で
現﹅
実﹅
に﹅
忠﹅
実﹅
な﹅
天
才
芸
術
家
の
描
写
な
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
中
ソ
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ク
ラ
テ
ス
史
料
と
し
て
価
値
あ
る
も
の
は
、
な
お
他
に
『
ラ
ケ
ス
』
『
小
ピ
ピ
ア
ス
』
『
カ
ル
ミ
デ
ス
』

お
よ
び
お
そ
ら
く
『
イ
オ
ン
』
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
プ
ラ
ト
ン
の
感
情
が
静
ま
っ
て
か

ら
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
倫
理
的
弁
証
法
を
文﹅
章﹅
に﹅
よ﹅
っ﹅
て﹅
継﹅
続﹅
し﹅
た﹅
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
こ
に
は
、
ソ

ク
ラ
テ
ス
を
し
て
死
後
に
も
人
格
的
に
活
躍
せ
し
め
よ
う
と
す
る
意
図
の
下
に
、
ソ﹅
ク﹅
ラ﹅
テ﹅
ス﹅
的﹅
会﹅
話﹅
の﹅

模﹅
倣﹅
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
歴
史
的
事
件
の
描
写
で
は
な
い
。
し
か
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
姿
を
伝
え

る
と
い
う
史
料
的
価
値
を
持
つ
の
で
あ
る
。
以
上
の
史
料
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
学
者
で

も
哲
学
者
で
も
な
く
し
て
、
倫﹅
理﹅
的﹅
生﹅
活﹅
の﹅
覚﹅
醒﹅
に﹅
努﹅
め﹅
る﹅
福﹅
音﹅
の﹅
宣﹅
伝﹅
者﹅
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
上
掲
の

諸
篇
以
後
の
プ
ラ
ト
ン
対
話
篇
は
、
徐
々
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
離
れ
る
。
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
に
現
わ
れ
る
哲

学
は
も
は
や
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
倫
理
的
弁
証
法
で
は
な
い
。
『
饗
宴
』
に
至
っ
て
は
明
白
に
プ
ラ
ト
ン
の
思

想
的
立
場
が
独
立
し
て
く
る
。
こ
の
後
の
諸
篇
に
お
い
て
は
い
か
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
論
じ
て
い
て
も
皆
プ

ラ
ト
ン
の
思
想
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
ご
と
き
が
マ
イ
ヤ
ー
の
研
究
の
結
果
で
あ
っ
た
。
し

か
る
に
テ
イ
ラ
ー
に
言
わ
せ
る
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
プ
ラ
ト
ン
自
身
の
著
作
の
な
か
か
ら
ソ
ク
ラ
テ
ス

と
プ
ラ
ト
ン
と
を
見
分
け
よ
う
な
ど
と
し
て
も
、
今
日
で
は
も
は
や
到
底
で
き
る
わ
け
の
も
の
で
な
い
。

プ
ラ
ト
ン
の
著
作
の
中
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
葉
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
も
の
は
、
皆
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
思
想

と
見
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
イ
デ
ア
の
哲
学
者
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ど
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っ
ち
が
真
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
あ
る
か
は
依
然
と
し
て
わ
か
ら
な
い
。

　
イ
エ
ス
の
伝
記
に
関
し
て
は
、
処
女
懐
胎
に
よ
る
誕
生
と
い
い
、
死
人
の
復
活
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
の
奇

蹟
と
い
い
、
近
代
人
の
疑
問
を
そ
そ
る
点
が
多
く
、
早
く
よ
り
そ
れ
を
合
理
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
試

み
が
行
な
わ
れ
た
。
が
、
ひ
と
た
び
福
音
書
を
疑
っ
て
よ
い
と
な
れ
ば
、
奇
蹟
を
神
話
と
し
て
説
く
く
ら

い
で
は
納
ま
る
も
の
で
な
い
。
さ
ら
に
徹
底
的
に
福
音
書
全
体
の
史
料
的
価
値
を
疑
う
立
場
も
起
こ
っ
て

く
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
見
解
の
起
こ
る
第
一
の
根
拠
は
、
イ
エ
ス
の
十
字
架
の
死
に
関
す
る
記
録
が
信
頼
す
べ
き
文

書
の
内
に
全
然
現
わ
れ
て
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
も
有
力
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
タ
キ
ツ
ス

の
『
年
代
記
』
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
の
書
か
れ
た
の
は
紀
元
後
百
二
十
年
ご
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ

ろ
に
は
す
で
に
キ
リ
ス
ト
の
神
話
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
。
タ
キ
ツ
ス
は
イ
エ
ス
処
刑
に
関
す
る
ロ
ー
マ

の
官
文
書
な
ど
に
拠
っ
た
の
で
は
な
く
、
単
に
こ
の
神
話
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。
次
に
問
題
に
な
る
の

は
紀
元
後
一
世
紀
の
ユ
ダ
ヤ
の
史
家
ヨ
セ
フ
ス
で
あ
る
が
、
そ
の
著
書
の
中
に
は
ユ
ダ
ヤ
の
諸
宗
派
を
記

述
し
な
が
ら
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
の
宗
派
の
こ
と
を
全
然
語
っ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
イ
エ
ス
と
い
う
人
物

は
出
て
く
る
。
一
人
は
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
没
落
を
預
言
す
る
イ
エ
ス
で
あ
る
。
骨
が
出
る
ま
で
鞭むち
打
た
れ
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て
も
叫
び
声
さ
え
あ
げ
ず
、
挑
ま
れ
て
も
答
え
を
せ
ぬ
。
つ
い
に
石
弾
で
殺
さ
れ
た
。
も
う
一
人
は
ガ
リ

ラ
ヤ
の
イ
エ
ス
で
あ
る
。
サ
フ
ィ
ア
ス
の
子
で
ユ
ダ
の
弟
子
、
水
夫
や
貧
民
を
従
え
て
い
た
。
も
う
一
人

は
ロ
ー
マ
の
支
配
に
反
抗
し
た
海
賊
イ
エ
ス
で
、
仲
間
の
一
人
の
裏
切
り
に
よ
り
捕
え
ら
れ
た
。
従
う
者

た
ち
は
彼
を
捨
て
て
逃
げ
た
。
こ
れ
ら
は
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
包
囲
（69-70 A

. D
.

）
の
こ
ろ
の
出
来
事
で
あ

り
、
ま
た
十
字
架
の
死
に
関
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
福
音
の
イ
エ
ス
と
は
別
の
イ
エ
ス
た
ち
で
あ
る
。

　
福
音
書
以
外
の
源
泉
か
ら
イ
エ
ス
の
歴
史
性
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
と
す
る
と
、
福
音
書
の
中
に

何
か
証
拠
が
あ
り
は
し
な
い
か
。
人
は
バ
ラ
バ
の
話
を
あ
げ
る
。
イ
エ
ス
が
十
字
架
に
つ
く
前
に
死
罪
を

赦ゆる
さ
れ
る
囚
人
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
批
判
す
る
者
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
バ
ラ
バ
の
話
を
捕
え
て
イ
エ
ス
の

非
歴
史
性
を
立
証
す
る
。B

arabbas 
は B

ar A
bbas

、
す
な
わ
ち
「
父
の
子
」
で
あ
る
。
古
く
は
イ
エ
ス

・
バ
ラ
バ
、
す
な
わ
ち
父
の
子
イ
エ
ス
と
書
か
れ
て
い
た
。
父
の
子
を
犠
牲
と
す
る
祭
り
は
ユ
ダ
ヤ
に
も

古
く
か
ら
存
し
た
。
父
の
子
は
世
界
の
罪
を
贖
あ
が
なう
た
め
に
殺
さ
れ
る
。
そ
の
肉
と
血
に
あ
ず
か
る
の
が

「 

聖  

餐 

せ
い
さ
ん

」
で
あ
る
。
か
か
る
密
儀
に
関
連
し
て
イ
エ
ス
・
バ
ラ
バ
の
名
は
古
く
よ
り
知
ら
れ
て
い
た
と

考
え
て
よ
い
。
こ
の
名
が
古
く
よ
り
イ
エ
ス
の
十
字
架
の
死
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
は
、
一
面
に
お
い
て

イ
エ
ス
の
崇
拝
者
が
自
分
た
ち
の
イ
エ
ス
を
民
間
信
仰
の
イ
エ
ス
・
バ
ラ
バ
か
ら
区
別
す
る
た
め
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
他
面
に
お
い
て
イ
エ
ス
崇
拝
が
バ
ラ
バ
の
犠
牲
の
祭
儀
に
酷
似
こ
く
じ
し
て
い
た
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ゆ
え
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
イ
エ
ス
が
「
ユ
ダ
ヤ
の
王
」
と
し
て
驢ろ
馬ば
に
乗
っ
て
入
城
し
て
か

ら
十
字
架
に
つ
く
ま
で
の
五
日
間
は
、
サ
ケ
ー
ア
祭
で
仮
装
の
王
が
驢
馬
に
乗
っ
て
入
城
し
最
後
に
十
字

架
に
つ
け
ら
れ
る
ま
で
の
五
日
間
と
酷
似
し
て
い
る
。
イ
エ
ス
・
バ
ラ
バ
の
祭
儀
も
か
か
る
も
の
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
祭
儀
が
イ
エ
ス
の
最
後
の
物
語
の 

粉  

本 

ふ
ん
ぽ
ん

な
の
で
あ
る
。
十
字
架
の
死
そ
の

も
の
も
か
か
る
祭
儀
の
中
心
で
あ
っ
た
。
ヘ
レ
ニ
ス
ト
時
代
に
西
ア
ジ
ア
や
エ
ジ
プ
ト
で
行
な
わ
れ
た
さ

ま
ざ
ま
の
救
主
神
の
密
儀
に
お
い
て
は
救
い
主
は
皆
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
死
ん
で

蘇よみ
が
え
る
神
の  

定    

石  

じ
ょ
う
せ
き

で
あ
っ
た
。

　
福
音
書
は
右
の
ほ
か
に
も
同
様
の
証
拠
を
数
多
く
提
供
す
る
。
さ
ら
に
パ
ウ
ロ
の
書
簡
に
至
れ
ば
、
イ

エ
ス
崇
拝
が
い
か
に
深
く
密
儀
と
連
関
し
て
い
た
か
の
証
拠
は
無
数
に
存
す
る
。
イ
エ
ス
崇
拝
者
は
異
教

の
密
儀
と
同
じ
く
「
主
の
食
卓
」
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
の
血
に
与
あ
ず
かる
酒
杯
を
飲
み
、
キ
リ
ス
ト
の
体
に
与

る
パ
ン
を
食
っ
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
か
か
る
聖
餐
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
異
教
の
密
儀
と
同
じ
く
密
儀

劇
の
存
し
た
こ
と
も
推
測
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
聖
餐
や
密
儀
劇
が
イ
エ
ス
神
話
の
根
な
の
で
あ

る
。

　
し
か
ら
ば
こ
の
密
儀
に
お
い
て
崇
拝
せ
ら
れ
る
イ
エ
ス
と
は
何
で
あ
っ
た
か
。
イ
エ
ス
は
ギ
リ
シ
ア
名

 

〔Ie_sous

〕 

で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
当
た
る
ヘ
ブ
ラ
イ
名
は
、
旧
約
に
有
名
な
ヨ
シ
ュ
ア
（Joshua

）
で
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あ
る
。
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
け
る
ヨ
シ
ュ
ア
崇
拝
が
イ
エ
ス
崇
拝
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
と

し
て
は
新
約
の
ユ
ダ
書
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
イ
エ
ス
崇
拝
す
な
わ
ち
ヨ
シ
ュ
ア
崇
拝
は
キ
リ
ス
ト

教
以
前
に
す
で
に
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
見
地
か
ら
福
音
書
を
見
れ
ば
、
イ
エ
ス
の
十
字
架
の
物
語
が
密
儀
劇
か
ら
出
た
と
い
う
証
拠

は
い
く
つ
で
も
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
福
音
書
の
物
語
る
の
は
実
在
の
人
物
た
る
イ
エ
ス
の
伝
記
な
ど

で
は
な
い
。
イ
エ
ス
崇
拝
に
伴
な
う
密
儀
劇
の
筋
書
き
な
の
で
あ
る
。
（
以
上
の
イ
エ
ス
神
話
説
に
つ
い

て
の
や
や
詳
細
な
る
紹
介
を
求
め
ら
れ
る
方
は
、
拙
著
『
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
文
化
史
的
意
義
』
四
一
　

六
三
ペ
ー
ジ
、
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
七
巻
三
一
　
四
三
ペ
ー
ジ
を
参
照
さ
れ
た
い
。
）

　
我
々
は
こ
う
い
う
批
判
を
直ただ
ち
に
承
認
す
る
の
で
は
な
い
。
福
音
書
の
伝
記
が
疑
わ
し
い
と
い
う
こ
と

や
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
事
件
が
宗
教
的
想
像
力
の
所
産
と
し
て
立
証
さ
れ
得
る
こ
と
な
ど
は
、
直
ち
に
イ

エ
ス
と
い
う
人
物
が
い
な
か
っ
た
と
い
う
証
拠
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
右
の
ご
と
き

批
判
に
対
し
て
イ
エ
ス
の
歴
史
性
を
積
極
的
に
立
証
す
る
こ
と
が
は
な
は
だ
困
難
で
あ
る
こ
と
も
承
認
せ

ざ
る
を
得
な
い
。
福
音
書
の
記
録
が
種
々
の
点
に
お
い
て
い
か
に
も
真
実
ら
し
く
感
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
よ

う
な
こ
と
だ
け
で
は
、
右
の
批
判
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
傑
れ
た
文
芸
の
作
品
に
描
か
れ
た
人

物
は
、
し
ば
し
ば
史
上
の
人
物
よ
り
も
活
き
活
き
と
し
て
い
る
。
我
々
が
史
上
の
人
物
と
し
て
の
イ
エ
ス
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に
接
近
し
得
る
道
は
、
た
だ
福
音
書
を
書
か
せ
た
背
後
の
力
、
す
な
わ
ち
福
音
書
を
創
作
し
た
宗
教
的
想

像
力
の
源
泉
と
な
っ
た
人
物
を
求
め
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
福
音
書
は
最
も
新
し
い
ヨ
ハ
ネ
伝
で
も
紀
元
後
百
二
十
年
ご
ろ
（
す
な
わ
ち
イ
エ
ス
の
十
字
架
の
後
、

九
十
年
く
ら
い
）
の
作
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
こ
の
ヨ
ハ
ネ
伝
が
ロ
ゴ
ス
の
思
想
に
よ
っ
て
キ
リ

ス
ト
を
解
釈
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
史
料
と
し
て
の
価
値
が
乏
し
い
、
と
い
う
こ
と
は
、

福
音
書
の
物
語
の
歴
史
性
を
信
ず
る
学
者
と
い
え
ど
も
、
つ
と
に
承
認
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か

る
に
釈
迦
の
伝
記
に
至
っ
て
は
そ
の
最
も
古
い
も
の
で
も
、
滅
後
百
年
か
二
百
年
は
た
っ
て
い
る
で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
。
律
の
大
品
、
小
品
、
長
部
の
『  

大 

般 

涅 

槃 

経  

だ
い
は
つ
ね
は
ん
ぎ
ょ
う

』
な
ど
に
あ
る
物
語
は
、
ア
シ
ョ
カ

王
よ
り
古
い
と
は
思
わ
れ
な
い
。
も
っ
と
も
釈
迦
に
関
し
て
は
そ
の
入
滅
の
年
代
さ
え
も
確
定
し
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
自
分
は
仏
滅
百
年
ア
シ
ョ
カ
出
世
の
伝
説
を
是
認
し
よ
う
と
す
る
宇
井
伯
寿
氏
の
詳
細
な

考
証
に
敬
服
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
説
は
い
ま
だ
定
説
と
な
る
に
至
ら
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
で

あ
る
か
ら
、
人
類
の
教
師
の
伝
記
の
う
ち
で
最
も
曖
昧
な
の
は
釈
迦
の
伝
記
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で

あ
る
。

　
釈
迦
伝
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
太
陽
神
話
と
し
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
説
が
提
出
せ
ら
れ
た
こ
と
は
あ
る
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が
、
し
か
し
釈
迦
伝
は
そ
ん
な
こ
と
で
び
く
と
も
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
釈
迦
の
伝

記
を
語
る
際
に
、
こ
れ
を
釈
迦
族
の
聖
者
ゴ
ー
タ
マ
と
い
う
史
上
の
一
人
物
の
伝
記
と
せ
ず
に
、
過
去
七

か
こ
し
ち

仏ぶつ
や
毘
婆
尸
仏

び
ば
し
ぶ
つ

の
生
涯
と
一
貫
し
て
い
る
諸﹅
仏﹅
の﹅
常﹅
法﹅
と
し
て
語
る
こ
と
は
、
す
で
に
長
阿
含
等
初
期
の

経
典
に
見
ら
れ
る
傾
向
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
が
発
展
し
て
来
る
と
、
仏
伝
は
過
去
世
の
事
蹟
で
い

っ
ぱ
い
に
充
た
さ
れ
て
く
る
。
し
か
も
そ
れ
は
こ
の
地
球
上
の
世
界
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
い

う
途
方
も
な
く
大
き
い
伝
記
に
と
っ
て
は
、
歴
史
的
な
事
実
で
あ
る
か
否
か
な
ど
と
い
う
こ
と
は
て
ん
で

問
題
に
な
っ
て
来
な
い
。
釈
迦
を
太
陽
に
見
立
て
る
く
ら
い
は
き
わ
め
て
小
さ
い
方
で
、
大
乗
経
典
に
な

れ
ば
宇
宙
全
体
が
、
否いな
さ
ら
に
い
く
つ
も
の
宇
宙
が
、
釈
迦
の
舞
台
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
が
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
釈
迦
伝
は
、
学
者
が
そ
れ
を
批
判
し
な
い
で
も
、
歴
史
的
人
物
と
し
て
の
釈
迦

の
伝
記
で
な
い
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
か
ら
歴
史
的
人
物
と
し
て
の
釈
迦
を
捕
捉
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

こ
う
い
う
途
方
も
な
い
仏
伝
を
捨
て
て
初
期
の
資
料
に
だ
け
眼
を
向
け
よ
う
と
す
る
。
パ
ー
リ
の
経
律
蔵

や
、
漢
訳
の
阿
含
、
小
乗
律
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
が
、
こ
れ
だ
け
の
資
料
で
も
そ
の
内
容
の
雑
多
な
こ

と
と
う
て
い
四
福
音
書
の
比
で
は
な
い
。
本
文
に
著
し
い
新
古
の
層
が
あ
り
、
そ
こ
に
語
ら
れ
た
物
語
や

思
想
に
も
著
し
く
変
遷
の
あ
と
が
見
え
る
。
そ
れ
ら
の
中
か
ら
己
れ
の
好
む
と
こ
ろ
を
取
っ
て
そ
れ
を
史

実
と
し
て
信
じ
て
し
ま
う
人
は
別
で
あ
る
が
、
厳
密
に
史
実
を
突
き
止
め
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
こ
れ
ら
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の
諸
異
説
を
照
ら
し
合
わ
せ
、
そ
の
発
展
の
段
階
を
た
ど
り
、
徐
々
に
最
古
の
伝
説
へ
迫
っ
て
行
く
ほ
か

は
な
い
。
そ
う
や
っ
て
考
証
を
進
め
て
行
く
と
、
釈
迦
が
王
子
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
出
門
遊
観
の

際
に
生
老
病
死
を
覚さと
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
父
王
が
王
子
の
出
家
を
恐
れ
て
妓
女
を
付
し
て
昼
夜
歓
楽
に

耽ふけ
ら
し
め
た
と
い
う
こ
と
も
、
皆
伝
説
発
展
の
途
中
で
出
て
来
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
最
古
の
伝
で
な
い
こ

と
が
わ
か
る
。
釈
迦
は
釈
迦
族
の
豪
族
の
子
で
あ
る
。
そ
う
し
て
た
ぶ
ん
釈
迦
が
生
ま
れ
た
ろ
う
と
思
わ

れ
る
時
代
の
釈
迦
族
は
、
ま
だ
貴
族
政
治
を
や
っ
て
い
て
王
な
ど
を
持
っ
て
は
い
な
い
。
が
、
伝
説
の
考

証
は
さ
ら
に
釈
迦
の  

成    
道  

じ
ょ
う
ど
う

以
前
の
物
語
が
最
古
の
層
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
く
る
。
釈
迦
の
伝
記
が

成
道
に
始
ま
り
、
説
法
開
始
、
弟
子
の
教
化
、
入
滅
な
ど
を
物
語
っ
て
い
た
時
代
も
あ
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
成
道
の
際
に
何
を
悟
っ
た
か
、
説
法
開
始
の
時
に
何
を
説
い
た
か
、
入
滅
の
際
に
い
か
な
る
法
を
遺

言
し
た
か
、
と
い
う
ご
と
き
こ
と
に
な
る
と
、
ま
た
諸
伝
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
て
帰
一
す
る
と
こ
ろ
を
知
ら

な
い
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
際
に
説
い
た
と
せ
ら
れ
る
法
自
身
の
内
に
種
々
の
発
展
段
階
が
見
い
だ
さ
れ
る
。

そ
う
な
る
と
こ
れ
ら
の
法
の
新
古
の
層
を
も
た
ど
っ
て
み
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
を
丹
念
に
続
け
て
行

く
と
、
一
人
の
釈
迦
が
説
い
た
法
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
中
に
明
白
に
思
想
史
的
な
発
展
段
階

が
見
い
だ
さ
れ
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
い
う
こ
と
は
一
人
の
思
想
に
お
い
て
も
あ
り
得
る
こ
と
で
は
あ

る
が
、
し
か
し
発
展
的
に
見
て
初
め
で
あ
る
段
階
と
終
わ
り
で
あ
る
段
階
と
が
、
と
も
に
同
一
時
の
説
法
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で
あ
る
と
し
て
主
張
せ
ら
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
こ
れ
ら
の
経
典
を
ど
う
信
用
し
て
好
い
か
に
迷
っ
て

し
ま
う
。

　
我
々
が
パ
ー
リ
の
経
律
や
漢
訳
の
阿
含
な
ど
を
捕
え
て
大
体
間
違
い
な
く
到
達
し
得
る
結
果
は
、
こ
れ

ら
の
経
典
の
最﹅
下﹅
層﹅
に
存
す
る
も
の
が
、
釈
迦
の
孫﹅
弟﹅
子﹅
の﹅
こ﹅
ろ﹅
に
固
定
し
始
め
た
説
法
の
梗
概
・
要
領

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
孫
弟
子
の
こ
ろ
に
固
定
し
た
も
の
よ
り
も
古
い
も
の
を
見
い
だ
す

こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
そ
の
以
後
に
形
成
せ
ら
れ
た
も
の
は
多
量
に
存

し
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
孫
弟
子
の
手
に
な
っ
た
説
法
の
要
領
や
釈
迦
の
伝
記
な
ど
を
厳
密
に
拾
い
集
め

る
こ
と
が
で
き
た
と
き
、
我
々
は
初
め
て
孫
弟
子
の
立
場
に
立
っ
て
釈
迦
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
で
も
な
か
な
か
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
（
歴
史
的
な
釈
迦
を
い
か
な
る
資

料
に
よ
り
い
か
な
る
仕
方
で
突
き
止
め
る
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
、
拙
著
『
原
始
仏
教
の
実
践
哲
学
』

の
序
論
、
特
に
四
七
　
一
三
一
ペ
ー
ジ
、
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
五
巻
三
八
　
八
九
ペ
ー
ジ
を
参
照
せ
ら

れ
た
い
。
）

　
以
上
の
ご
と
く
人
類
の
教
師
の
伝
記
は
、
い
ず
れ
も
は
な
は
だ 

曖  

昧 

あ
い
ま
い

な
も
の
で
あ
っ
て
、
ど
れ
だ
け

が
歴
史
的
真
実
性
を
持
つ
か
、
容
易
に
言
い
難
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
間
に
立
っ
て
孔
子
の
伝
記
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だ
け
は
選せん
を
異
に
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
試
み
に
手
近
の
孔
子
伝
を
開
い
て
み
る
と
、
い
か
に
も
確
信

を
も
っ
て
孔
子
の
祖
先
、
孔
子
の
幼
時
、
孔
子
の
学
業
、
仕
官
、
周
遊
、
学
的
労
作
な
ど
の
事
が
記
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
孔
子
の
伝
記
が
確
実
で
あ
れ
ば
、
孔
子
だ
け
は
他
の
例
と
異
な
る
と
考
え
る
ほ
か

は
な
い
。
し
か
る
に
『
史
記
』
の
「
孔
子
世
家
」
を
取
っ
て
右
の
孔
子
伝
に
比
べ
て
み
る
と
、
こ
の
孔
子

伝
が
実
は
「
孔
子
世
家
」
の
祖
述
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
す
ぐ
に
わ
か
る
の
で
あ
る
。

で
は
「
孔
子
世
家
」
と
い
う
も
の
は
そ
れ
ほ
ど
信
用
に
価
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
孔
子
の
没
年
が
西
紀

前
四
七
九
年
で
あ
る
と
す
る
と
、
『
史
記
』
の
で
き
る
ま
で
に
は
三
百
五
十
年
く
ら
い
は
経
っ
て
い
る
。

こ
れ
だ
け
後
に
で
き
た
伝
記
を
そ
の
ま
ま
信
じ
て
か
か
る
と
す
れ
ば
、
前
の
三
人
の
場
合
な
ど
に
も
全
然

問
題
は
起
こ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
シ
ナ
の
場
合
に
は
他
と
違
っ
て
こ
う
い
う
伝
記
が
確
実
で
あ
る

か
も
知
れ
な
い
。
な
に
し
ろ
『
史
記
』
は
シ
ナ
の
正﹅
史﹅
の
第
一
で
あ
る
か
ら
、
信
者
や
弟
子
が
私
わ
た
く
しに
書
い

た
も
の
と
は
違
う
。
よ
く
よ
く
反
証
が
な
け
れ
ば
疑
う
べ
き
で
な
い
。
こ
う
主
張
す
る
人
が
あ
る
か
も
知

れ
ぬ
。
で
は
少
し
く
「
孔
子
世
家
」
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

「
孔
子
世
家
」
は
何
を
材
料
と
し
て
孔
子
伝
を
書
い
た
か
。
『
史
記
』
は
正
史
で
あ
る
か
ら
、
漢
の
大
帝

国
の
威
力
を
用
い
て
古
文
書
を
捜
索
し
、
で
き
る
な
ら
ば
、
古
い
国
々
の
公
文
書
を
で
も
材
料
と
し
た
で

あ
ろ
う
か
。
否いな
、
「
孔
子
世
家
」
が
最
も
多
く
用
い
て
い
る
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
『
論﹅
語﹅
』
な
の
で
あ
る
。
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『
論
語
』
か
ら
取
っ
た
個
所
は
全
体
に
わ
た
っ
て
六
十
八
個
所
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
は
『
孟
子
』

で
十
四
個
所
、
そ
の
次
は
『
左
伝
』
で
九
個
所
、
『
礼
記
ら
い
き
』
は
六
個
所
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
に
も

関
係
の
な
い
個
所
を
拾
い
上
げ
る
と
、

　
（
一
）
　
孔
子
は
子
供
の
時
、
俎
豆
そ
と
う
を
陳つら
ね 

礼  

容 

れ
い
よ
う

を
設
け
て
遊
ん
だ
。

　
（
二
）
　
孔
子
十
七
歳
の
時
、
季
氏
が
士
を
饗
し
た
。
孔
子
が
出
席
し
よ
う
と
す
る
と
、
陽﹅
虎﹅
が
斥
け

　
　
て
言
っ
た
、
「
季
氏
は
士
を
饗
す
る
の
で
あ
る
、
子
を
饗
す
る
の
で
な
い
」
と
。
そ
れ
で
孔
子
は
退

　
　
い
た
。

　
（
三
）
　
孔
子
は
魯
の
君
の
後
援
に
よ
り 

南  

宮  

敬  

叔 

な
ん
ぐ
う
け
い
し
ゅ
く
と
と
も
に
周
に
行
っ
て
老
子
に
逢
っ
た
。
別

　
　
れ
る
時
に
老
子
は
次
の
言
を
餞
は
な
むけ
し
た
。
「
聴
明
深
察
な
れ
ど
も
死
に
近
づ
く
は
人
を
議
す
る
こ
と

　
　
を
好
む
者
な
り
。
博
弁
広
大
な
れ
ど
も
そ
の
身
を
危
う
く
す
る
は
人
の
悪
を
発あば
く
者
な
り
。
人
の
子

　
　
た
る
者
は
己
れ
を
有
す
る
こ
と
な
か
れ
。
人
の
臣
た
る
者
は
己
れ
を
有
す
る
こ
と
な
か
れ
。
」
孔
子

　
　
は
魯
に
帰
っ
た
。
弟
子
が
だ
ん
だ
ん
ふ
え
た
。
魯
の
国
難
の
よ
う
や
く
高
ま
っ
て
く
る
こ
ろ
で
、
孔

　
　
子
三
十
の
年
で
あ
る
。

　
（
四
）
　
孔
子
年
四
十
二
の
時
、
季
桓
子

き
こ
う
し

が
土
中
か
ら
羊
の
よ
う
な
も
の
を
掘
り
出
し
、
孔
子
が
そ
れ

　
　
を
説
き
明
か
し
た
。
ま
た 

会  

稽 

か
い
け
い

を
攻
略
し
て
骨
を
得
た
呉
が
、
使
い
を
も
っ
て
孔
子
に
説
明
を
求
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め
た
。
孔
子
は
禹う
の
神
話
に
よ
っ
て
説
明
し
て
使
い
を
感
服
せ
し
め
た
。
つ
い
で
季
桓
子
が
そ
の
臣

　
　
の
陽﹅
虎﹅
に
押
え
つ
け
ら
れ
、
魯
は
大
夫
よ
り
以
下
み
な
僭せん
し
て
正
道
よ
り
離
る
と
い
う
情
勢
に
な
っ

　
　
た
。
で
、
孔
子
は
仕
え
ず
、
退
い
て
詩
・
書
・
礼
・
楽
を
修
め
た
。
弟
子
は
い
よ
い
よ
多
く
、
遠
方

　
　
よ
り
集
ま
っ
た
。

　
（
五
）
　
諸
国
周
遊
の
途
中
、
孔
子
は
鄭てい
で
弟
子
に
は
ぐ
れ
、
独
り
郭
く
る
わの
東
門
に
立
っ
て
い
た
。
鄭
人

　
　
が
子
貢
し
こ
う
に
告
げ
て
言
っ
た
。
「
東
門
に
人
有
り
。
そ
の
顙
ひ
た
いは
堯﹅
に
似
、
そ
の
項
う
な
じは
皐﹅
陶﹅
に
類
し
、
そ

　
　
の
肩
は
子﹅
産﹅
に
類
す
。
し
か
れ
ど
も
腰
よ
り
以
下
は
禹﹅
に
及
ば
ざ
る
こ
と
三
寸
。 

纍  

々 

る
い
る
い

と
し
て
喪そ

　
　
家うか
の
狗いぬ
の
若ごと
し
。
」
あ
と
で
子
貢
が
そ
れ
を
孔
子
に
告
げ
る
と
、
孔
子
は
欣
然
と
し
て
笑
っ
て
言
っ

　
　
た
、
「
形
状
は
い
ま
だ
し
。
し
か
れ
ど
も
喪
家
の
狗
に
似
た
り
と
い
う
は
、
然しか
る
か
な
、
然しか
る
か
な
」

　
　
と
。

　
（
六
）
　
孔
子
は
琴
を 

師 

襄 

子 

し
じ
ょ
う
し

に
学
び
、
そ
の
人
と
な
り
を
得
た
。

　
（
七
）
　
孔
子
は
衛えい
に
お
い
て
用
い
ら
れ
ず
、
西
し
て
晋しん
に
行
こ
う
と
し
た
が
、 

趙 

簡 

子 

ち
ょ
う
か
ん
し
が
そ
の
功

　
　
臣
を
殺
し
た
こ
と
を
聞
い
て
引
き
還
し
た
。

　
（
八
）
　
孔
子
が
陳ちん
・
蔡さい
の
間
に
あ
っ
た
時
、
楚
は
人
を
し
て
孔
子
を
聘へい
せ
し
め
た
。
陳
・
蔡
の
大
夫

　
　
は
こ
れ
を
妨
げ
ん
と
し
た
。
楚
の
昭
王
は
師
を
興おこ
し
て
孔
子
を
迎
え
た
。
そ
う
し
て
ま
さ
に
書
社
の
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地
七
百
里
を
も
っ
て
孔
子
を
封
ぜ
ん
と
し
た
。 

令  

尹 

れ
い
い
ん

子
西
は
、
孔
子
が
優
れ
た
る
弟
子
を
有
す
る

　
　
こ
と
、
お
よ
び
「
三
王
の
法
」
を
述
べ
「
周
召
の
業
」
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘

　
　
し
て
、
周
の
権
威
を
無
視
し
て
い
る
楚
の
立
国
の
た
め
に
危
険
で
あ
る
と
論
じ
、
こ
れ
を
阻
止
し
た
。

　
　
　
（
九
）
　
孔
子
年
六
十
四
の
時
、
呉
と
魯
と
の
交
渉
に
弟
子
子﹅
貢﹅
が
使
い
し
て
成
功
し
た
。

　
（
十
）
　
そ
の
翌
年
、
弟
子
冉﹅
有﹅
が
季
康
子

き
こ
う
し

の
た
め
に
師
を
将ひき
い
斉
と
戦
っ
て
勝
っ
た
。
季
康
子
が
そ

　
　
れ
に
つ
い
て
尋
ね
る
と
、 

冉  

有 

ぜ
ん
ゆ
う

は 

軍  

旅 

ぐ
ん
り
ょ

の
こ
と
を
孔
子
に
学
ん
だ
と
答
え
た
。
そ
こ
で
季
康
子

　
　
は
孔
子
が
誰
で
あ
る
か
を
問
い
、
こ
れ
を
召
さ
ん
と
し
た
。
冉
有
は
小
人
た
ち
と
同
僚
に
す
る
の
で

　
　
な
け
れ
ば
よ
か
ろ
う
と
答
え
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
孔
子
は
衛
に
あ
っ
た
が
、
衛
の
孔
文
子
が
太た

　
　     

叔   

い
し
ゅ
く

を
攻
め
る
策
を
問
う
た
に
対
し
て
、
知
ら
ず
と
答
え
て
衛
を
去
ろ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
時

　
　
季
康
子
が
公
華
、
公
賓
、
公
林
等
の
小
人
ら
を
逐お
い
、
幣
を
も
っ
て
孔
子
を
迎
え
た
。
孔
子
は
十
四

　
　
年
ぶ
り
で
魯
に
帰
っ
た
。

　
（
十
一
）
　
詩
は
昔
三
千
余
篇
あ
っ
た
が
、
孔
子
は
こ
れ
を
整
理
し
て
三
百
五
篇
と
し
た
。
孔
子
は
こ

　
　
れ
を
弦
歌
し
て
礼
楽
を
起
こ
し
た
。

　
（
十
二
）
　
孔
子
は
死
後
、
魯
の
城
北
の
泗し
の
ほ
と
り
に
葬
ら
れ
た
。
弟
子
皆
喪も
に
服
す
る
こ
と
三
年
、

　
　 

相  

訣 

あ
い
わ
か

れ
て
去
ろ
う
と
す
る
時
に
非
常
に
悲
し
ん
で
、
ま
た
留
ま
る
者
も
あ
っ
た
。
子
貢
の
み
は
冢
つ
か
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の
ほ
と
り
に
廬
い
お
りす
る
こ
と
お
よ
そ
六
年
に
し
て
去
っ
た
。
弟
子
お
よ
び
魯
人
で
冢
の
あ
た
り
に
家
す

　
　
る
も
の
百
有
余
室
、
孔
里
と
呼
ば
れ
た
。
魯
で
は
世
々
孔
子
の
冢
を
祠まつ
っ
た
。
諸
儒
も
ま
た
孔
子
の

　
　
冢
に
お
い
て
礼
を
講
じ
、
郷
飲
し
、 

大  

射 

た
い
し
ゃ

し
た
。
孔
子
の
冢
は
大
い
さ
一
頃けい
、
も
と
孔
子
の
住
ん

　
　
だ
堂
は
後
に
廟
と
な
っ
て
孔
子
の
衣
冠
琴
車
書
を
蔵
し
て
い
る
。
漢
に
至
る
ま
で
二
百
余
年
絶
え
た

　
　
こ
と
が
な
い
。
漢
の
高
祖
が
魯
を
通
っ
た
時
こ
れ
を
祠
っ
た
。
こ
の
地
方
を
治
め
る
諸
侯
卿
相
も
、

　
　
赴
任
す
る
と
と
も
に
ま
ず
こ
こ
に 

参  

詣 

さ
ん
け
い

す
る
。

等
で
あ
る
。
こ
の
内
最
後
の
孔
子
廟
の
情
況
は
著
者
司
馬
遷

し
ば
せ
ん

自
身
の
見
聞
に
も
と
づ
い
て
い
る
が
、
そ
の

他
は
い
ず
れ
も
『
論
語
』
や
『
孟
子
』
以
後
の
伝
説
た
る
こ
と
を
立
証
し
得
る
も
の
の
み
と
言
っ
て
よ
い
。

　
第
一
の
、
孔
子
が
子
供
の
遊
び
と
し
て
す
ら
礼
儀
を
用
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
礼
を
力
説
す
る
教
師
の

幼
時
と
し
て
想
像
さ
れ
や
す
い
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は

　
　
吾
少わか
か
り
し
と
き
賤いや
し
か
り
き
、
ゆ
え
に
鄙ひ
事じ
に
多
能
な
り
。
（
子
罕
し
か
ん
、
六
）

と
い
う
『
論
語
』
の
句
と
合
わ
な
い
。
子
供
の
遊
び
と
し
て
さ
え
も
礼
容
を
設
け
る
と
い
う
よ
う
な
子
供

は
、
右
の
ご
と
き
言
葉
を
平
然
と
し
て
口
に
し
て
い
る
偉
大
な
教
師
に
成
長
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
。
俎
豆
の
話
を
想
像
し
出
し
た
人
々
は
、
右
の
句
を
味
わ
う
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
人
々
で
あ
ろ
う
。

も
し
し
い
て
か
か
る
想
像
の
根
拠
を
求
め
る
な
ら
ば
、
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衛
霊
公
、
陳
じ
ん
だ
て（
陣
）
を
孔
子
に
問
う
。
孔
子
対こた
え
て
曰
く
、
俎﹅
豆﹅
の﹅
事﹅
は﹅
則﹅
ち﹅
嘗﹅
て﹅
聞﹅
け﹅
る﹅
も﹅
、
軍

　
　
旅
の
事
は
未
だ
学
ば
ず
と
。
明
日
遂つい
に
行さ
（
去
）
る
。
（
衛
霊
公
、
一
）

と
い
う
『
論
語
』
の
句
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
を
用
い
た
の
は
単
に
言
葉
の
連
想
で
あ
っ
て
、
こ
の

問
答
の
現
わ
し
て
い
る
孔
子
の
痛
烈
な
皮
肉
と
は
何
の
関
係
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
第
二
の
孔
子
十
七
歳
の
話
も
ま
た
孔
子
が
少
時
賤いや
し
か
っ
た
こ
と
、
孤
児
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
と
連
関

し
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
か
か
る
伝
説
の
核
は
む
し
ろ
陽﹅
虎﹅
が
孔
子
を
侮
辱
し
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
陽

虎
は
（
四
）
に
お
い
て
上
を
僭せん
す
る
魯
の 

陪  

臣 

ば
い
し
ん

と
し
て
出
て
く
る
。
正
し
い
政
道
を
乱
す
よ
う
な
逆
臣

が
、
同
時
に
少
年
孔
子
を
も
侮
辱
し
た
の
で
あ
る
。
陽
虎
の
ゆ
え
に
孔
子
は
季
氏
の
饗
宴
か
ら
退
い
た
。

そ
れ
か
ら
二
十
五
年
た
っ
て
、
陽
虎
の
ゆ
え
に
孔
子
は
季
氏
の
政
治
か
ら
退
い
た
。
そ
う
い
う
敵
役
を
一

人
こ
こ
に
連
れ
込
ん
だ
と
い
う
ほ
か
に
こ
れ
ら
の
伝
説
の
意
味
は
な
い
。
そ
れ
は
孔
子
が
な
ぜ
自
ら
政
治

し
な
か
っ
た
か
と
い
う
疑
問
に
対
す
る
説
明
の
要
求
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
説
明
は
数
多

く
試
み
ら
れ
て
い
る
が
最
後
に
至
っ
て
孔
子
の
少
年
時
代
に
ま
で
手
が
の
び
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
の
老
子
と
の
会
見
は
さ
す
が
に
古
く
か
ら
疑
問
と
す
る
人
が
多
か
っ
た
。
が
、
儒
教
に
対
立
し
た

大
き
い
思
想
の
流
れ
で
あ
る
道
家
の
思
想
が
漢
代
以
前
に
す
で
に
有
力
と
な
っ
て
お
り
、
『
老
子
』
と
い

う
書
も
す
で
に
戦
国
時
代
に
成
立
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
漢
代
の
儒
家
が
こ
の
老
子
と
孔
子
と
を
会
見
せ
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し
め
た
い
と
考
え
る
の
は
無
理
も
な
い
。
老
子
が
孔
子
に
餞
は
な
むけ
し
た
と
言
わ
れ
る
言
は
、
自
己
を
主
張
せ

ず
理
智
に 

拘  

泥 

こ
う
で
い

せ
ず
、
我
を
虚むな
し
く
し
て
世
に
順
応
せ
よ
と
教
え
た
点
に
お
い
て
、
『
老
子
』
の
思
想

を
一
句
に
表
現
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
伝
説
の
核
は
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
孔
子
の
学
徒
が
『
老
子
』
の
思
想
を
も
知
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
礼
を
問
い
に
行
っ
た
孔
子
が
礼
の
事
に
ま
る
で
触
れ
な
い
老
子
の
言
を
受
け
た
の
は
お
か
し

い
、
と
い
う
論
も
あ
る
が
、
元
来
礼
を
問
い
に
周
に
行
っ
た
と
い
う
こ
と
自
身
が
事
実
で
あ
る
か
否
か
知

る
由
も
な
い
。
周
の
文
化
を
あ
れ
ほ
ど
讃
美
す
る
孔
子
が
実
際
周
を
訪
ね
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に

関
す
る
言
葉
が
少
し
は
『
論
語
』
に
あ
っ
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
る
に
孔
子
は
一
語
も
そ
れ
を
語
っ

て
い
な
い
。
こ
の
伝
説
の
主
眼
は
あ
く
ま
で
も
孔
子
が
老
子
に
逢
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
『
老

子
』
と
い
う
書
は
、
必
ず
し
も
『
論
語
』
よ
り
古
く
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
第
四
、
第
五
の
話
に
は
ひ
ど
く
濃
厚
に
禹
や
堯
の
神
話
が
現
わ
れ
て
く
る
。
禹﹅
が
群
神
を
会
稽
山
に
集

め
た
と
き
、
防﹅
風﹅
氏﹅
が
後
れ
て
来
た
の
で
、
禹
は
こ
れ
を
殺
し
た
、
と
か
、
孔
子
の
額
が
堯﹅
に
似
、
く
び

が
堯
の
時
の
大
理
の
皐﹅
陶﹅
に
似
、
腰
よ
り
下
が
禹﹅
よ
り
三
寸
短
い
、
と
か
と
い
う
類たぐ
い
で
あ
る
。
『
論
語
』

に
は
こ
ん
な
話
は
出
て
来
な
い
。
孔
子
は
む
し
ろ
神
々
の
話
を
き
ら
っ
た
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ

の
孔
子
が
会
稽
山
の
神
々
の
会
議
を
説
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
の
伝
説
が
『
論
語
』
と
性
質
を
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異
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ん
や
『
書
経
』
に
お
け
る
堯﹅
舜﹅
や﹅
三﹅
代﹅
の﹅
物﹅
語﹅

が
、
春
秋
末
あ
る
い
は
戦
国
初
期
以
後
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
孫
弟
子
の
伝
え
た
孔
子
の

言
行
に
か
か
る
神
話
の
色
彩
少
な
く
、
後
に
な
る
ほ
ど
そ
の
色
彩
が
濃
厚
と
な
る
こ
と
は
当
然
と
言
わ
ね

ば
な
ら
ぬ
。

　
第
六
、
第
七
は
大
し
て
意
味
の
な
い
話
で
あ
る
が
、
第
八
の
楚
の
昭
王
の
話
は
ち
ょ
っ
と
問
題
に
な
る
。

こ
の
中
に
は
孔
子
も
そ
の
弟
子
も
全
然
あ
ず
か
り
知
ら
な
い
話
が
あ
る
。
昭
王
が
孔
子
に
封
地
ほ
う
ち
を
与
え
よ

う
と
し
、
そ
の
臣
が
そ
れ
を
阻
止
し
た
。
し
か
も
そ
の
理
由
は
、
孔
子
が
先
王
の
道
を
説
い
て
い
る
こ
と
、

そ
の
弟
子
た
ち
が
い
ず
れ
も
王
の
臣
よ
り
は
優
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
話
が
、
孔
子
の
弟

子
も
知
ら
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
後
に
伝
わ
り
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
ま
た
孔
子
が
楚
の
王
や
令れ

   

尹 

い
い
ん
に
そ
れ
ほ
ど
認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
果
た
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
楚
は
揚
子
江
両
岸
に
ま
た

が
っ
た
南
方
の
国
で
、
孔
子
の
活
動
し
た
中
心
か
ら
は
だ
い
ぶ
遠
い
。
孔
子
が
淮
河
わ
い
が
流
域
の
蔡
に
行
き
、

ま
た
楚
の
大
夫  

葉    

公  

し
ょ
う
こ
う

と
問
答
し
た
話
は
『
論
語
』
に
あ
る
。
し
か
し
楚
の
王
が
師
を
興おこ
し
て
は
る
ば

る
淮
河
の
畔
ほ
と
りか
ら
孔
子
を
迎
え
た
と
い
う
よ
う
な
大
事
件
が
、
『
論
語
』
の
中
に
全
然
痕
跡
を
残
し
て
い

な
い
の
は
何
ゆ
え
で
あ
ろ
う
か
。
『
論
語
』
に
残
っ
て
い
る
楚﹅
の﹅
痕﹅
跡﹅
は
右
の
葉
公
と
楚
の
狂
人
の
話
と

で
あ
る
が
、
葉
公
の
話
は
楚
王
が
師
を
興
し
て
孔
子
を
迎
え
た
と
い
う
話
を
む
し
ろ
反
証
す
る
も
の
で
あ
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る
。

　
　
葉
公
、
孔
子
を
子
路
に
問
う
。
子﹅
路﹅
、
対﹅
え﹅
ず﹅
。
子
曰
く
、
女
な
ん
じ（
汝
）
奚なん
ぞ
曰い
わ
ざ
る
、
そ
の
人
と

　
　
為な
り
や
、
発
憤
し
て
食
を
忘
れ
、
楽
し
み
て
以
て
憂
い
を
忘
れ
、
老
い
の
将まさ
に
至
ら
ん
と
す
る
を
知

　
　
ら
ざ
る
の
み
と
。
（ 

述  

而 

じ
ゅ
つ
じ

、
一
八
）

こ
の
章
の
核
心
は
子
路
が
答
え
な
か
っ
た
と
い
う
所
に
あ
る
。
な
ぜ
答
え
な
か
っ
た
か
。
率
直
で
、
一
本

気
で
、
気
の
強
い
、
そ
う
し
て
き
わ
め
て
良
心
的
な
子
路
は
、
相
手
を
そ
ら
さ
ず
に  

婉    

曲  

え
ん
き
ょ
く

に
答
え
る

な
ど
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
婉
曲
に
答
え
る
必
要
が
あ
っ
た
か
。
子
路
風

に
率
直
に
答
え
た
の
で
は
葉
公
が
孔
子
を
理
解
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
ま
り
に
明
白
だ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
つ
ま
り
葉
公
は
賢
者
を
尊
敬
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
横
柄
な
俗
物
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
孔
子
は
、

そ
の
事
を
聞
い
た
時
に
、
そ
う
い
う
人
物
に
対
す
る
答
え
方
を
教
え
た
の
で
あ
る
。
孔
子
が
子
路
に
物
い

う
時
に
は
、
半
ば
は
な
だ
め
る
よ
う
な
、
半
ば
は
か
ら
か
う
よ
う
な
態
度
を
取
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時

の
言
葉
に
も
そ
の
趣
お
も
む
きが
感
ぜ
ら
れ
る
。
孔
子
が
教
え
て
言
う
に
は
、
お
前
は
こ
う
言
え
ば
よ
か
っ
た
、
あ

の
人
物
は
世
の
中
の
こ
と
で
何
か
憤
い
き
ど
おる
こ
と
が
あ
る
と
食
事
さ
え
忘
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
愉
快
に
感
ず
る

こ
と
が
あ
る
と
ケ
ロ
リ
と
憂
い
を
忘
れ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
他
愛
の
な
い
こ
と
で
年
が
寄
る
の
さ
え
も

気
づ
か
な
い
で
い
る
。
そ
う
い
う
人
物
に
過
ぎ
な
い
の
だ
、
と
。
こ
れ
は
道
の
た
め
に
熱
中
す
る
至
純
な
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心
を
裏
か
ら
言
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
横
柄
な
俗
物
を
高
い
所
か
ら
見
下
み
く
だ
し
た
こ
と
に
も

な
る
。
が
同
時
に
子
路
の
率
直
で
一
本
気
な
気
質
を
、
愛
撫
し
つ
つ
か
ら
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
子
路

は
も
ち
ろ
ん
孔
子
を
心
か
ら
尊
敬
し
て
い
る
か
ら
、
孔
子
を
こ
ん
な
ふ
う
に
言
い
貶おと
す
こ
と
に
は
不
服
で

あ
る
。
が
、
ち
ょ
う
ど
自
分
の
気
質
に
当
て
つ
け
た
よ
う
な
言
葉
で
こ
う
言
わ
れ
る
と
、
笑
っ
て
引
っ
込

む
ほ
か
は
な
い
。
葉
公
に
逢
っ
た
あ
と
で
「
発
憤
し
て
食
を
忘
れ
」
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
子
路
は
、
こ

こ
で
急
に
笑
い
出
し
て
「
楽
し
み
て
以
て
憂
い
を
忘
れ
」
て
し
ま
う
。
ま
こ
と
に
滋
味
津
々

じ
み
し
ん
し
ん
た
る
師
弟
の

描
写
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
と
と
も
に
葉
公
が
描
き
貶
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
著
し
い
。
葉
公
と
孔
子
と

の
問
答
で
も
そ
う
で
あ
る
。

　
　
葉
公
、
政
を
問
う
。
子
曰
く
、
近
き
者
説
よ
ろ
こ（
悦
）
ぶ
と
き
は
遠
き
者
来
た
ら
ん
。
（
子し
路ろ
、
一
六
）

こ
の
孔
子
の
答
え
は
、
せ
め
て
直
接
に
逢
っ
て
い
る
者
に
で
も
愉
快
な
感
じ
を
与
え
る
よ
う
に
し
た
ら
ど

う
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
葉
公
が
横
柄
な
俗
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
こ
こ
に
も
出
て
い
る
。
さ
ら
に
、

　
　
葉
公
、
孔
子
に
語
っ
て
曰
く
、
吾
が
党
に  
直    
躬  
ち
ょ
っ
き
ゅ
う
と
い
う
も
の
あ
り
、
そ
の
父
、
羊
を
攘ぬす
み
て
、

　
　
子
之これ
を
証あら
わ
せ
り
。
孔
子
曰
く
、
吾
が
党
の
直なお
き
は
是
に
異
な
り
、
父
は
子
の
た
め
に
隠
し
、
子
は

　
　
父
の
た
め
に
隠
し
て
、
直
き
こ
と
そ
の
中
に
あ
り
。
（
子
路
、
一
八
）

こ
こ
で
も
孔
子
は
、
合
法
性
を
奨
励
す
る
だ
け
で
道
の
実
現
が
で
き
る
も
の
か
、
と
た
し
な
め
て
い
る
の
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で
あ
る
。
こ
う
い
う
人
物
が
、
孔
子
の
逢
っ
た
楚
の
大
夫
と
し
て
『
論
語
』
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
楚

の
政
治
家
が
い
か
に
孔
子
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
か
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
楚
の
王
が

師
を
興
し
て
ま
で
孔
子
を
迎
え
る
な
ど
と
は
、
『
論
語
』
に
信
頼
す
る
限
り
、
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ

る
。

　
な
お
こ
の
話
に
連
関
し
て
「
孔
子
世
家
」
が
ど
ん
な
ふ
う
に
『
論
語
』
を
使
っ
た
か
を
見
て
お
く
の
も
、

こ
の
問
題
に
と
っ
て
意
味
が
な
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
世
家
」
に
よ
る
と
、
孔
子
が
蔡さい
に
遷うつ
っ
て
三
年
、

呉
が
陳
を
伐
ち
、
楚
が
陳
を
救
っ
た
。
そ
の
時
楚
は
、
孔
子
が
陳
・
蔡
の
間
に
あ
る
を
聞
い
て
、
人
を
し

て
孔
子
を
聘へい
せ
し
め
た
。
孔
子
は
ま
さ
に
往
い
て
礼
を
拝
せ
ん
と
し
た
が
、
陳
と
蔡
の
大
夫
た
ち
は
、
賢

者
孔
子
が
楚
に
用
い
ら
れ
た
な
ら
ば
自
分
た
ち
が
あ
ぶ
な
い
と
考
え
た
。

　
　
こ
こ
に
於
て
乃
す
な
わち
相あい
与とも
に
徒
役
を
発
し
て
孔
子
を
野
に
囲
む
。
（
孔
子
）
行
く
を
得
ず
。
糧
（
粮
）

　
　
を
絶
つ
。
従
者
病
み
て
興た
（
起
）
つ
能あた
わ
ず
。
孔
子
、
講
誦
弦
歌
し
て
衰
え
ず
。
子
路
慍いか
り
見まみ
え
て

　
　
曰
く
、
君
子
も
亦
窮
す
る
あ
る
か
。
孔
子
曰
く
、
君
子
固もと
よ
り
窮
す
。
小
人
窮
す
れ
ば
す
な
わ
ち
濫
ぬ
す

　
　
（
窃
）
む
。
子
貢
、
色
を
作な
す
。
孔
子
曰
く
、
賜し
よ
、
爾
な
ん
じ、
予
を
以
て
多
く
学
び
て
識
れ
る
者ひと
と
な

　
　
す
か
。
曰
く
、
然しか
り
、
非
し
か
らざ
る
か
。
孔
子
曰
く
、
非
し
か
らず
、
予
一いつ
以
て
貫
お
こ
な（
行
）
う
。
（
『
孔
子
全
集

　
　
』
、
一
九
五
四
）

50孔子



右
の
文
章
に
お
い
て
ゴ
チ
ッ
ク
の
部
分
は
『
論
語
』
衛
霊
公
の
初
め
か
ら
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。
『
論
語
』

で
は
初
め
が
「
陳﹅
に﹅
在﹅
っ﹅
て﹅
糧
を
絶
つ
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
「
陳
に
在
っ
て
」
の
一
句
の
代
わ
り
に

前
述
の
よ
う
な
楚
の
招
聘
、
陳
蔡
大
夫
の
妨
害
な
ど
の
記
事
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
が
、
問
題
に

な
る
の
は
そ
の
点
で
は
な
い
。
「
子
貢
、
色
を
作な
す
」
か
ら
先
で
あ
る
。
『
論
語
』
で
は
「
陳
に
在
っ
て

糧
を
絶
つ
」
の
一
章
と
「
子
曰
く
、
賜
よ
」
の
章
と
は
相
次
い
で
並
ん
で
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
そ﹅
れ﹅
ぞ﹅

れ﹅
独﹅
立﹅
し﹅
た﹅
章﹅
で﹅
あ﹅
る﹅
。
し
か
る
に
「
世
家
」
は
、
『
論
語
』
で
並
ん
で
い
る
二
つ
の
章
を
い
っ
し
ょ
に

右
の
君
子
窮
す
る
場
面
に
は
め
込
ん
だ
。
従
っ
て
、
「
子
路
慍いか
り
見まみ
え
て
曰
く
」
に
対
応
し
て
「
子
貢
、

色
を
作
す
」
と
い
う
一
句
を
挿
入
し
、
こ
の
場
面
と
お
よ
そ
関
係
の
な
い
「
予
一
以
貫
之
」
の
問
答
を
こ

こ
に
列つら
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
問
答
は
孔
子
に
よ
っ
て
器き
と
せ
ら
れ
た
（
公
冶
長
四
）
子

貢
、
弁
舌
智
慧
の
優
れ
た
る
が
た
め
に
「
仲
尼
よ
り
賢まさ
れ
り
」
（
子
張
二
三
）
と
さ
え
う
わ
さ
せ
ら
れ
た

子
貢
が
相
手
な
の
で
あ
る
。
「
予
を
以
て
多
く
学
び
て
識
れ
る
者
と
な
す
か
」
と
い
う
孔
子
の
問
い
は
、

子
貢
が
相
手
で
あ
る
か
ら
こ
そ
意
味
が
深
い
。
学
識
に
囚とら
わ
れ
る
な
、
学
識
が
最
後
の
も
の
で
は
な
い
、

最
後
の
統
一
、
唯
一
の
実
践
の
原
理
が
重
大
な
の
で
あ
る
、
か
く
孔
子
は
智
慧
の
人
子
貢
に
警
告
し
た
の

で
あ
っ
た
。
こ﹅
れ﹅
は﹅
君﹅
子﹅
窮﹅
す﹅
と﹅
い﹅
う﹅
特﹅
異﹅
の﹅
場﹅
面﹅
と﹅
何﹅
の﹅
か﹅
か﹅
わ﹅
り﹅
も﹅
な﹅
い﹅
。
む
し
ろ
静
か
な
学
究
や

問
教
の
場
面
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
。
い
わ
ん
や
こ
の
問
答
の
前
に
「
子
貢
、
色
を
作な
す
」
と
い
う
こ
と
は
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全
然
不
必
要
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
「
世
家
」
の
『
論
語
』
利
用
が
い
か
な
る
程
度
の
も
の
で

あ
る
か
は
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
九
、
第
十
の
子
貢
や 

冉  

有 

ぜ
ん
ゆ
う

の
話
も
ほ
ぼ
同
様
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
子
貢
の
外
交
の
話
は
子
貢
が
弁

舌
に
達
せ
る
こ
と
か
ら
出
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
冉
有
が
季﹅
康﹅
子﹅
に
向
か
っ
て
、
孔
子
を
召
さ
ん
と

欲
す
る
な
ら
ば
小
人
を
退
け
よ
と
言
っ
た
と
い
う
話
は
、
『
論
語
』
の
、

　
　
哀
公
問
い
て
曰
く
、 

何  

為 
い
か
ん
せ

ば
則
ち
民たみ
服
せ
ん
。
孔
子
対こた
え
て
曰
く
、
直なお
き
を
挙
げ
て
、
こ
れ
を
枉
ま
が

　
　
れ
る
（
人
の
上
）
に
錯お
け
ば
、
則
ち
民
服
せ
ん
。
（
為
政
い
せ
い
、
一
九
）

と
い
う
章
と
関
係
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
世
家
」
は
季﹅
康﹅
子﹅
の
孔
子
招
聘
の

話
に
す
ぐ
引
き
つ
づ
い
て
次
の
ご
と
き
一
節
を
掲
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
魯
の
哀
公
、
政
を
問
う
。
対こた
え
て
曰
く
、
政
は
臣
を
選
ぶ
に
あ
り
。
季
康
子

き
こ
う
し

政
を
問
う
。
直なお
き
を
挙

　
　
げ
て
こ
れ
を
枉まが
れ
る
（
人
の
上
）
に
錯お
け
ば
、
す
な
わ
ち
枉
れ
る
者
直なお
か
ら
ん
。
康
子
盗
を
患うれ
う
。

　
　
孔
子
曰
く
、
苟
ま
こ
とに
子
に
し
て
欲
す
る
な
く
ん
ば
、
こ
れ
を
賞
す
と
雖
い
え
ども
窃ぬす
ま
じ
。
し
か
れ
ど
も
魯
終
つ
い

　
　
に
孔
子
を
用
う
る
こ
と
能あた
わ
ず
。
孔
子
も
ま
た
仕
う
る
こ
と
を
求
め
ず
。
（
『
孔
子
全
集
』
、
一
九

　
　
六
一
）

こ
こ
で
司
馬
遷
は
『
論
語
』
の
哀
公
と
の
問
答
を
季﹅
康﹅
子﹅
と
の
問
答
に
す
り
か
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
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『
論
語
』
を
熟
知
し
て
い
た
は
ず
の
記
者
が
な
ぜ
こ
う
い
う
こ
と
を
し
た
か
。
季﹅
康﹅
子﹅
が
小
人
を
逐お
っ
て

孔
子
を
迎
え
た
と
い
う
伝
を
活い
か
す
た
め
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
こ
の
伝
が
記
者
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た

か
。
十
四
年
間
他
国
に
流
浪
し
て
い
る
孔
子
が
、
ど
う
い
う
事
情
で
魯
に
帰
っ
た
か
を
説
明
し
た
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
説
明
は
『
論
語
』
に
は
な
い
。
し
か
し
孔
子
伝
を
目
ざ
し
て
い
る
記
者
に
と
っ
て
は
、

こ
れ
は
非
常
に
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
記
者
は
『
論
語
』
中
の
季
康
子
お
よ
び
季
氏
と
弟
子
と
の
関
係

を
語
る
個
所
か
ら
右
の
ご
と
き
孔﹅
子﹅
帰﹅
国﹅
の﹅
物﹅
語﹅
を
作
り
出
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
「
世

家
」
に
お
け
る
こ
の
話
の
初
め
は
、
孔
子
の
弟
子
冉
有
が
季
氏
の
た
め
に
師
を
将ひき
い
て
戦
い
に
勝
っ
た
と

い
う
出
来
事
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
『
論
語
』
に
よ
れ
ば
、
冉﹅
有﹅
と
季﹅
路﹅
（
仲
由
）
と
が
季﹅
氏﹅
の﹅
臣﹅
と
し
て

働
い
て
い
た
の
は
、
季
氏
が
顓
臾
せ
ん
ゆ
を
伐
た
ん
と
し
た
と
き
で
あ
っ
た
（
季
氏
一
）
。
こ
の
季
氏
は
一
体
誰

で
あ
っ
た
か
。
後
に
は
そ
れ
を
季﹅
康﹅
子﹅
と
す
る
解
も
提
出
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
「
世
家
」
の
記
者
は
い
ず

れ
と
も
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ら
し
い
。
で
、
孔
子
が
諸
国
流
浪
を
は
じ
め
る
以
前
、
魯
の
定
公

に
仕
え
て
い
た
五
十
五
、
六
歳
の
こ
ろ
の
、
季﹅
桓﹅
子﹅
と
、
孔
子
晩
年
の
季﹅
康﹅
子﹅
と
、
こ
の
両
者
に
か
け
て

右
の
個
所
を
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
前
者
に
あ
っ
て
は
孔
子
は
仲﹅
由﹅
を
季﹅
氏﹅
の﹅
宰﹅
た
ら
し
め
、
費
を
伐
つ

事
業
に
加
わ
ら
せ
た
と
せ
ら
れ
る
。
後
者
に
あ
っ
て
は
、
冉﹅
有﹅
が
季
氏
の
た
め
に
斉
を
伐
っ
た
と
せ
ら
れ

る
。
冉
有
、  

仲    

由  

ち
ゅ
う
ゆ
う

の
二
人
が
季
氏
の
臣
と
し
て
働
い
た
と
『
論
語
』
に
あ
る
以
上
、
右
の
よ
う
に
割
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り
あ
て
て
も
全
然
で
た
ら
め
に
は
な
ら
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
い
ず
れ
も
正
当
と
は
言
え
な
い
。
こ
う

い
う
と
こ
ろ
に
孔
子
帰
国
の
物
語
の
出
発
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
話
の
真
実
性
も
ほ
ぼ
見
当
が
つ
く

で
あ
ろ
う
。
が
、
孔
子
を
流
浪
の
旅
か
ら
迎
え
取
っ
て
晩
年
の
静
か
な
学
的
生
活
に
入
ら
し
め
た
功
績
を

季﹅
康﹅
子﹅
に﹅
帰﹅
し﹅
た﹅
「
世
家
」
の
記
者
の
見
方
に
は
、
相
当
に
同
感
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

『
論
語
』
が
季
康
子
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
個
所
に
は
、
非
常
に
よ
い
問
答
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

を
列
挙
す
る
と
、
直
き
を
挙
げ
よ
と
い
う
哀
公
問
に
す
ぐ
続
い
て
、

　
　
季﹅
康﹅
子﹅
問
う
、
民
を
し
て
敬
忠
あ
り
て
勧つと
め
し
め
ん
に
は
如
何
に
す
べ
き
。
子
曰
く
、
之
に
臨
む
に

　
　
荘そう
を
以
て
す
れ
ば
則
ち
敬
あ
ら
ん
、
孝
慈
な
ら
ば
則
ち
忠
あ
ら
ん
、
善
き
を
挙
げ
て
不
能
を
教
う
れ

　
　
ば
則
ち
勧つと
め
ん
。
（
為
政
、
二
〇
）

と
い
う
の
が
あ
る
。
哀
公
の
問
答
を
季
康
子
と
す
り
か
え
た
と
い
う
こ
と
に
は
、
こ
の
二
つ
の
問
答
が
為

政
篇
に
相
並
ん
で
存
す
る
こ
と
が
原
因
と
な
っ
て
い
る
か
も
知
れ
ぬ
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
、

　
　
季﹅
康﹅
子﹅
問
う
、
弟
子
孰たれ
か
学
を
好
む
と
為な
す
。
孔
子
対こた
え
て
曰
く
、 

顔  

回 

が
ん
か
い

と
い
う
者ひと
あ
り
て
学
を

　
　
好
み
し
が
、
不
幸
短
命
に
し
て
死
し
、
今
は
則
ち
亡な
し
。
（
先
進
、
七
）

と
い
う
有
名
な
問
答
は
、
雍
也
よ
う
や
篇
に
お
い
て
哀
公
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
哀
公
、
問
う
、
弟
子
孰たれ
か
学
を
好
む
と
為
す
。
孔
子
対こた
え
て
曰
く
、
顔
回
と
い
う
者ひと
あ
り
き
、
学
を
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好
み
怒
り
を
遷うつ
さ
ず
過
ち
を
弐ふた
た
び
せ
ざ
り
し
が
、
不
幸
短
命
に
し
て
死
せ
り
。
今
は
則
ち
学
を
好

　
　
む
も
の
を
聞
か
ざ
る
な
り
。
（
雍
也
、
三
）

と
あ
る
。
後
に
論
ず
る
ご
と
く
、
雍
也
篇
は
先
進
篇
よ
り
も
古
い
。
従
っ
て
こ
の
哀
公
問
の
方
が
古
い
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
顔
回
に
つ
い
て
の
こ
の
感
情
に
あ
ふ
れ
た
問
答
が
季
康
子
に
も
関
係
づ
け
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
は
、
季
康
子
が
孔
子
か
ら
理
解
あ
る
者
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
と
弟
子
た
ち
に
考
え
ら
れ
て
い
た

証
拠
で
あ
る
。
な
お
右
の
雍
也
篇
に
も
、

　
　
季﹅
康﹅
子﹅
問
う
、  
仲    
由  

ち
ゅ
う
ゆ
う

は
政
に
従
わ
し
む
べ
き
か
。
子
曰
く
、
由
は
果か
な
り
、
政
に
従
う
に
於おい
て

　
　
何
か
あ
ら
ん
。
曰
く
、
賜し
は
政
に
従
わ
し
む
べ
き
か
。
子
曰
く
、
賜
は
達
な
り
、
政
に
従
う
に
於
て

　
　
何
か
あ
ら
ん
。
曰
く
、
求
は
政
に
従
わ
し
む
べ
き
か
。
子
曰
く
、
求
は
芸
あ
り
、
政
に
従
う
に
於
て

　
　
何
か
あ
ら
ん
。
（
雍
也
、
八
）

と
い
う
問
答
が
あ
る
。
子
路
、
子
貢
、
冉
求
（
冉
有
）
に
対
す
る
孔
子
の
批
評
と
し
て
有
名
な
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
も
孔
子
が
打
ち
あ
け
て
物
を
言
っ
た
と
い
う
こ
と
を
印
象
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
他
、

　
　
季﹅
康﹅
子﹅
政
を
孔
子
に
問
う
。
孔
子
対こた
え
て
曰
く
、
政
と
は
正
な
り
、
子
帥ひき
い
て
正
し
け
れ
ば
孰たれ
か
敢あ

　
　
え
て
正
し
か
ら
ざ
ら
ん
。
（
顔
淵
、
一
七
）

　
　
季﹅
康﹅
子﹅
政
を
孔
子
に
問
い
て
曰
く
、
如も
し
無
道
あ
し
き
を
殺
し
て
有よ
道き
を
就な
（
成
）
さ
ば
何
如
い
か
ん
。
孔
子
対
え
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て
曰
く
、
子
、
政
を
為
す
に
焉な
ん
ぞ
殺
す
こ
と
を
用
い
ん
、
子
、
善
を
欲
せ
ば
而
す
な
わち
民
善
か
ら
ん
、

　
　
君
子
の
徳
は
風
な
り
、
小
人
の
徳
は
草
な
り
、
草
は
こ
れ
に
風
を
上くわ
（
加
）
う
る
と
き
必
ず
偃ふ
す
。

　
　
（
同
、
一
九
）

な
ど
、
す
べ
て
孔
子
は
皮
肉
な
し
に
親
切
に
教
え
て
い
る
。
前
に
あ
げ
た
盗
を
患うれ
う
る
問
答
も
こ
こ
に
並

ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
一
切
の
問
答
を
通
じ
て
、
季
康
子
が
晩
年
の
孔
子
に
敬
を
致いた
し
た
政
治
家

で
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、

　
　
康
子
薬
を
饋おく
る
。
拝
し
て
之
を
受
け
し
も
、
丘
未
だ
達さと
ら
ず
と
い
い
て
、
敢
え
て
嘗な
め
た
ま
わ
ず
。

　
　
（
郷
党
、
三
）

と
い
う
章
も
、
孔
子
の
挙
止
動
作
を
伝
え
る
以
外
に
、
季
康
子
と
の
交
友
関
係
を
伝
え
て
い
る
と
見
て
よ

い
と
思
う
。
季
康
子
は
孔
子
の
病
を
聞
い
て
薬
を
饋おく
る
と
い
う
心
づ
か
い
を
し
た
人
な
の
で
あ
る
。
ま
た

孔
子
は
率
直
に
そ
の
誠
意
を
感
謝
し
つ
つ
受
け
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
ぜ
そ
の
薬
を
嘗
め
な
か
っ
た
か
。

い
ま
だ
達さと
ら
ず
と
は
何
を
達
ら
な
い
の
で
あ
る
か
。
そ
こ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
を
容
れ
る
余
地
が
あ
る

で
あ
ろ
う
。
孔
子
の
ご
と
く
天
命
を
信
ず
る
こ
と
の
厚
い
人
が
、
命
を
惜
し
が
る
小
人
の
よ
う
に
、
熱
心

に
薬
を
嘗
め
た
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
か
ら
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
は
季
康
子
と
の
交
友
関
係
に
は
か
か
わ
る

と
こ
ろ
が
な
い
。
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以
上
の
ご
と
く
見
れ
ば
「
孔
子
世
家
」
の
季
康
子
の
話
は
あ
ま
り
で
き
の
よ
く
な
い
伝
説
で
、
『
論
語
』

の
材
料
を
さ
え
も
十
分
使
い
こ
な
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
あ
と
に
残
っ
て
い
る
の
は

第
十
一
の
詩﹅
の﹅
編﹅
纂﹅
の
こ
と
で
あ
る
が
、
『
詩
経
』
が
全
体
と
し
て
そ
れ
ほ
ど
古
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う

か
は
は
な
は
だ
疑
わ
し
い
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
編
纂
の
こ
と
は
『
論
語
』
に
も
『
孟
子
』
に
も
伝
え
て
い

な
い
。
も
し
『
孟
子
』
に
い
う
ご
と
く
「
王
者
の
迹あと
熄や
み
て
詩﹅
亡﹅
び﹅
、
詩
亡
び
て
然しか
る
後
に
春
秋
作おこ
れ
り
」

（
『
孟
子
』
離
婁
下
）
で
あ
る
な
ら
ば
、
孔
子
の
時
に
は
詩
は
亡
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
「
孔
子
世
家
」

も
ま
た
一
方
で
は
「
孔
子
の
時
、
周
室
は
微
に
し
て
、
礼
楽
は
廃すた
れ
、
詩﹅
書﹅
は﹅
欠﹅
く﹅
」
（
『
孔
子
全
集
』

一
九
六
二
）
と
記
し
て
い
る
。
そ
れ
が
真
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
古
い
に
しえ
は
詩
三
千
余
篇
あ
り
き
。
孔
子
に

至
る
に
及
び
て
、
そ
の
重
な
れ
る
も
の
を
去す
て
」
云
々
と
い
う
の
は
矛
盾
で
あ
る
。
記
者
は
た
だ
現
前
の

『
詩
経
』
を
孔
子
の
編
纂
な
り
と
す
る
漢
代
の
伝
説
に
、
何
の
根
拠
も
な
く
従
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。

　
以
上
の
ご
と
く
見
れ
ば
、
「
孔
子
世
家
」
が
『
論
語
』
、
『
孟
子
』
、
『
礼
記
』
、
『
左
伝
』
な
ど
に

拠
ら
ず
し
て
書
い
た
部
分
は
、
い
ず
れ
も
真
実
性
の
乏
し
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
「
孔
子

世
家
」
そ
の
も
の
の
意
義
は
ま
ず
消
滅
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
我
々
の
手
に
残
る
の
は
、
『
論
語
』
、

『
孟
子
』
、
『
礼
記
』
、
『
左
伝
』
な
ど
に
お
け
る
孔
子
に
つ
い
て
の
記
録
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

否
、
一
歩
を
進
め
て
言
え
ば
、
「
孔
子
世
家
」
は
こ
れ
ら
の
記
録
を
き
わ
め
て
恣し
意い
的
に
利
用
し
た
た
め
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に
、
こ
れ
ら
の
記
録
の
価
値
を
さ
え
も
減
殺
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
『
孟
子
』
は
ど
う
で
あ
る
か
。
孟
子
は
孔
子
よ
り
百
五
十
年
ほ
ど
あ
と
の
人
で
あ
る
か
ら
、
『
史

記
』
よ
り
は
だ
い
ぶ
古
い
。
が
、
『
孟
子
』
は
必
ず
し
も
『
論
語
』
と
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
『
孟
子
』
が
孔
子
お
よ
び
そ
の
弟
子
の
語
と
し
て
伝
え
て
い
る
も
の
は
、
四
十
二
、
三
個
所
に
達
す

る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
内
『
論
語
』
と
合
致
す
る
も
の
及
び
『
論
語
』
に
類
似
の
句
を
見
い
だ
し
得
る
も

の
を
数
え
れ
ば
、
わ
ず
か
に
十
四
、
五
個
所
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
我
々
は
何
と
解
す
べ
き
で
あ

ろ
う
か
。
『
論
語
』
に
も
れ
た
も
の
で
、
し
か
も
確
実
な
孔
子
の
言
行
が
、
孟
子
に
よ
り
保
存
さ
れ
た
と

見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
何
に
よ
っ
て
そ
の
確﹅
実﹅
性﹅
が
保
証
さ
れ
る
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
我
々
は
、

孟
子
自
身
が
孔
子
の
語
の
真
偽
を
批
判
し
て
い
る
と
い
う
興
味
あ
る
事
実
を
『
孟
子
』
の
内
に
見
い
だ
す

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

　
　  

咸  

丘  

蒙  

か
ん
き
ゅ
う
も
う

問
い
て
曰
く
、
語
に
言
う
、 
盛  
徳 
せ
い
と
く

の
士ひと
は
君
得
て
臣
と
せ
ず
、
父
得
て
子
と
せ
ず
、

　
　
舜
は
南
面
し
て
立
ち
、
堯
は
諸
侯
を
帥ひき
い
て
北
面
し
て
こ
れ
に
朝
せ
り
、
瞽
※
こ
そ
うも
亦また
北
面
し
て
こ
れ

　
　
に
朝
す
、
舜
瞽
※
を
見
て
そ
の
容
か
た
ち蹙いた
め
る
あ
り
、
孔﹅
子﹅
曰﹅
く﹅
、
こ﹅
の﹅
時﹅
に﹅
於﹅
て﹅
や﹅
、
天﹅
下﹅
殆あや
う﹅
か﹅
り﹅

　
　
し﹅
か﹅
な﹅
、
岌﹅
岌﹅
乎﹅
た﹅
り﹅
き﹅
と
。
識し
ら
ず
、
こ
の
語
誠
ま
こ
とに
然しか
る
や
。
孟
子
曰
く
、
否﹅
、
こ﹅
れ﹅
君﹅
子﹅
の﹅
言﹅
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に﹅
非﹅
ず﹅
、
斉﹅
東﹅
の﹅
野﹅
人﹅
の﹅
語﹅
な﹅
り﹅
。
堯
ぎ
ょ
う老
い
て
舜
し
ゅ
ん摂せつ
せ
る
な
り
。
堯
典
に
曰
く
、
二
十
有
八
載さい
、
放ほ

　
　   

勲 
う
く
ん
乃
す
な
わち
徂
落
そ
ら
く
せ
り
、
百
姓
考ふ
妣ぼ
を
喪も
す
る
が
如
く
な
り
き
、
三
年
、
四
海
し
か
い
、 

八  

音 

は
ち
い
ん

を 

遏  

密 

あ
つ
み
つ

せ

　
　
り
と
。
孔﹅
子﹅
曰﹅
く﹅
、
天﹅
に﹅
二﹅
日﹅
無﹅
く﹅
民﹅
に﹅
二﹅
王﹅
無﹅
し﹅
と
。
舜
す
で
に
天
子
と
為な
り
、
ま
た
天
下
の
諸

　
　
侯
を
帥ひき
い
て
以
て
堯
の
三
年
の
喪
を
為
さ
ば
、
こ
れ
二
の
天
子
あ
る
な
り
。
（
『
孟
子
』
、
万
章
上
）

　
　
と
い
う
問
答
が
そ
れ
で
あ
る
。
問
題
は
堯
舜
の
伝
説
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
関
す
る
孔
子
の

言
な
る
も
の
が
こ
こ
で
は
斉﹅
東﹅
野﹅
人﹅
の﹅
語﹅
と
し
て
斥
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
孟
子
の
時
代
に

お
い
て
斉 

東 

野 

人 

せ
い
と
う
や
じ
ん

の
語
が
孔
子
の
言
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
人
は
そ
れ
ら
に
対
し
て
批
判
的

な
態
度
を
取
ら
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
孟
子
は
右
の
批
判
に
お
い
て

堯
典
お
よ
び
孔
子
の
他
の
語
（
こ
れ
も
『
論
語
』
に
は
な
い
）
を
引
き
、
堯
舜
時
代
に
天
下
の
危
機
な
ど

は
な
か
っ
た
、
従
っ
て
孔
子
が
危
機
を
語
っ
た
と
い
う
の
は
嘘
で
あ
る
と
断
じ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
見
る

と
、
孟
子
の
時
代
に
さ
え
も
、
堯
舜
の
時
代
が
過
去
の
黄
金
時
代
と
し
て
徹
頭
徹
尾
理
想
的
で
あ
っ
た
、

と
い
う
こ
と
は
確
定
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
黄
金
時
代
と
見
る
た
め
に
は
何
ら
か
の
論
証

を
必
要
と
し
た
。
こ
の
事
態
を
堯
舜
伝
説
の
起
源
の
考
察
と
対
照
す
る
な
ら
ば
、
孟
子
の
右
の
個
所
が
い

か
な
る
歴
史
的
意
義
を
有
す
る
か
は
一
層
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
津
田
左
右
吉
氏
に
よ
る
と
、
堯
舜

の
説
話
は
全
然
仮
構
の
も
の
で
あ
り
、
夏
殷
周
三
代
に
関
す
る
革
命
の
物
語
よ
り
も
遅
れ
て
西
紀
前
四
世
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紀
の
前
半
ご
ろ
に
現
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
言
わ
れ
て
い
る
（
岩
波
全
書
『
儒
教
の
実
践
道
徳
』
二
〇

四
ペ
ー
ジ
）
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
説
話
は
孔
子
よ
り
も
一
世
紀
後
の
も
の
、
孟
子
よ
り
半

世
紀
ほ
ど
先
ん
じ
て
形
成
さ
れ
て
来
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
孟
子
の
時
代
に
、
孔
子
が
舜
の
政

治
の
危
機
に
つ
い
て
語
っ
た
と
い
う
伝
説
が
存
し
て
い
て
も
、
何
ら
不
思
議
が
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は

孔
子
が
堯
舜
の
政
治
を
理
想
と
し
て
い
た
と
い
う
伝
説
と
同
等
な
権
利
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ

孟
子
の
ご
と
き
優
れ
た
学
者
が
、
前
者
を
斉﹅
東﹅
野﹅
人﹅
の﹅
語﹅
と
し
て
排
斥
し
、
後
者
を
孔
子
の
真
意
と
し
て

力
説
し
た
た
め
に
、
孔
子
の
堯
舜
崇
拝
と
い
う
こ
と
が
確
立
し
て
来
た
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち

孔
子
の
語
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
も
の
を
批
判
す
る
標
準
は
、
孔﹅
子﹅
の﹅
思﹅
想﹅
が﹅
か﹅
く﹅
あ﹅
る﹅
べ﹅
き﹅
で﹅
あ﹅
っ﹅
た﹅
と

い
う
孟
子
の
信
念
な
の
で
あ
る
。
同
様
な
例
は
孔
子
の
行
な
い
に
つ
い
て
も
見
い
だ
さ
れ
る
。

　
　
万
章
問
い
て
曰
く
、
或
る
ひ
と
謂い
う
、
孔
子
衛えい
に
於
て
は
癰
疽
よ
う
そ
を
主やど
と
し
、
斉せい
に
於
て
は
侍
人
じ
じ
ん 

瘠  

せ
き
か

　
　
環 ん
を
主やど
と
せ
り
と
、
こ
れ
有
り
し
や
。
孟
子
曰
く
、
否﹅
、
然﹅
ら﹅
ざ﹅
る﹅
な﹅
り﹅
、
事﹅
を﹅
好﹅
む﹅
者﹅
こ﹅
れ﹅
を﹅

　
　
為つく
れ﹅
る﹅
な﹅
り﹅
。
衛
に
於
て
は  

顔  

讎  

由  

が
ん
し
ゅ
う
ゆ
う

を
主やど
と
せ
り
。
弥び
子し
の
妻
と
子
路
の
妻
と
は
兄
弟
な
り
。

　
　
弥
子
、
子
路
に
謂
い
て
曰
く
、
孔
子
我
を
主やど
と
せ
ば
、
衛
の
卿けい
得
べ
き
な
り
と
。
子
路
以
て
告
ぐ
。

　
　
孔
子
曰
く
命
あ
り
と
。
孔
子
は
進
む
に
も
礼
を
以
て
し
、
退
く
に
も
義
を
以
て
し
、
こ
れ
を
得
た
る

　
　
と
き
も
、
得
ざ
り
し
と
き
も
、
命
あ
り
と
曰
え
り
。
し
か
る
に
癰
疽
と
侍
人
瘠
環
と
を
主やど
と
せ
ば
、
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こ
れ
義
を
無な
み
し
命
を
無な
み
せ
る
な
り
。
孔
子
、
魯
衛
ろ
え
い
に
悦
ば
れ
ず
、
宋
の
桓
司
馬

か
ん
し
ば

将まさ
に
要
し
て
こ

　
　
れ
を
殺
さ
ん
と
す
る
に
遭あ
い
、
微
服
し
て
宋
を
過
ぐ
、
こ
の
時
は
孔
子
、
阨やく
に
当
た
っ
て
、
陳
侯
周

　
　
の
臣
た
る
司 

城 

貞 

子 

し
じ
ょ
う
て
い
し

を
主やど
と
せ
り
。
吾われ
聞
く
、
近
臣
を
観み
る
に
は
そ
の
主やど
す
所
の
も
の
を
以
て
し
、

　
　
遠
臣
を
観
る
に
は
そ
の
主やど
る
所
の
も
の
を
以
て
す
と
。
若も
し
孔
子
、
癰
疽
と
侍
人
瘠
環
と
を
主やど
と
せ

　
　
ば
、
何﹅
を﹅
以﹅
て﹅
孔﹅
子﹅
た﹅
ら﹅
ん﹅
や﹅
。
（
『
孟
子
』
、
万
章
上
）

こ
こ
で
も
孔
子
の
流
浪
の
際
の
宿
に
つ
い
て
、
孟
子
は
「
事
を
好
む
者
の
作
れ
る
説
」
を
あ
げ
、
こ
れ
を

斥
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
出
所
進
退
に
礼
儀
を
も
っ
て
し
た
孔
子
が
そ
う
い
う
家
に
泊
ま

っ
た
は
ず
は
な
い
。
も
し
泊
ま
っ
た
と
す
れ
ば
「
何
を
以
て
孔
子
た
ら
ん
や
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
批
判

の
標
準
は
孔﹅
子﹅
の﹅
行﹅
な﹅
い﹅
が﹅
か﹅
く﹅
あ﹅
る﹅
べ﹅
き﹅
で﹅
あ﹅
っ﹅
た﹅
と
い
う
孟
子
の
信
念
で
あ
っ
て
、
証
拠
に
よ
る
論

明
で
は
な
い
。
『
論
語
』
は
孔
子
が
誰
の
家
に
宿
っ
た
か
な
ど
と
い
う
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
問
題
と
し
て
は

お
ら
な
い
。
し
か
る
に
孟
子
の
時
代
に
は
そ
れ
が
論
議
の
的
と
な
り
、
孟
子
自
身
が
熱
心
に
そ
の
一
を
斥

け
て
他
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
直
接
の
弟
子
や
孫
弟
子
が
気
に
留
め
な
か
っ
た
宿
を
、
な
ぜ
百
五

十
年
の
後
に
人
々
が
詮
議
せ
ん
ぎ
し
た
の
か
。
そ
れ
は
こ
の
こ
ろ
に
孔
子
の
伝
記
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
「
孔
子
世
家
」
の
ご
と
き
に
至
れ
ば
、
孔
子
の
行
く
先
々
の
宿
が
丹
念
に
記

さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
孔
子
が
流
浪
の
旅
を
始
め
て
ま
ず
衛
に
行
っ
た
と
き
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に
は
、
子
路
の
妻
の
兄
顔﹅
濁﹅
鄒﹅
の
家
を
主やど
と
し
た
。
『
孟
子
』
の
前
掲
の
文
に
は
こ
れ
は
顔﹅
讎﹅
由﹅
と
な
っ

て
お
り
、
ま
た
子
路
の
妻
の
兄
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
孟
子
が
そ
こ
で
力
説
し
て
い
る
の
は
、
子
路
の

妻
の
兄
弟
が
衛
の 

嬖  

臣 

へ
い
し
ん

弥﹅
子﹅
瑕﹅
の
妻
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
う
し
て
弥
子
が
そ
の
縁
で
孔
子
の
宿
を
し
た

が
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
『
孟
子
』
に
よ
れ
ば
、
孔
子
は
こ
の
申
し
出
を
斥
け
た
。
嬖
臣
を
利
用
し
て
卿
大

夫
に
あ
り
着
く
ご
と
き
こ
と
は
断
じ
て
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
孔
子
が
癰
疽
や
瘠
環
を
宿
と

す
る
は
ず
は
な
い
と
孟
子
は
論
ず
る
。
と
こ
ろ
が
ち
ょ
う
ど
こ
の
個
所
に
引
き
か
け
て
、

　
　
孔
子
、
王
道
を
行
な
わ
ん
と
欲
し
て
東
西
南
北
し
、
七
十
た
び
説ぜい
し
た
れ
ど
も
、
偶あ
う
所
な
か
り
き
。

　
　
故
に
衛﹅
の﹅
夫﹅
人﹅
と
弥﹅
子﹅
瑕﹅
と
に
因
り
て
、
そ
の
道
を
通
ぜ
ん
と
欲
せ
り
。
（
『
淮
南
子

え
な
ん
じ

』
、
泰
族
訓
）

　
　
　
　
孔
子
、
弥
子
瑕
に
道よ
り
て
釐り
夫
人
を
見
た
り
。
（
『
呂
氏
春
秋
』
、
慎
大
覧
貴
因
）

な
ど
と
い
う
伝
説
が
発
生
し
て
い
る
。
孟
子
の
力
説
が
ち
ょ
う
ど
逆
効
果
を
現
わ
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ

こ
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
て
み
れ
ば
、
孟
子
が
何
の
た
め
に
戦
っ
て
い
た
か
は
、
お
よ
そ
見
当
が
つ
く

で
あ
ろ
う
。
孟
子
は
、
彼
の
見
地
か
ら
見
て
孔
子
を
引
き
お
ろ
す
よ
う
に
見
え
る
伝
説
の
発
生
と
戦
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
陳
の
司
城
た
る
貞
子
の
家
に
宿
っ
た
こ
と
さ
え
も
、
権
勢
に
阿あ
付ふ
す
る
意
味

で
は
な
く
し
て
宋
の
司
馬
桓
魋

し
ば
か
ん
た
い
の
迫
害
を
免
れ
る
た
め
で
あ
っ
た
、
と
弁
解
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
孟
子
に
と
っ
て
は
、
孔
子
が
そ
の
弟
子
や
弟
子
の
縁
者
の
家
に
宿
る
の
は
ふ
さ
わ
し
い
。
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し
か
し
高
位
高
官
に
あ
る
も
の
、
特
に
悪
評
あ
る
政
治
家
の
家
に
宿
る
の
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
孔
子
の

流
浪
は
政
権
と
結
び
つ
く
こ
と
を
求
め
て
歩
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
腐
敗
し
た
現
実
の
政
治
に
結
び
つ

か
な
か
っ
た
こ
と
が
む
し
ろ
孔
子
の
偉
大
な
ゆ
え
ん
な
の
で
あ
る
。

　
孟
子
が
こ
の
よ
う
に
自
分
の
見
地
か
ら
孔
子
の
偉
大
さ
を 

闡  

明 

せ
ん
め
い

し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、  

公  

孫  

こ
う
そ
ん
ち
ゅ

丑  う
上
の
次
の
数
章
に
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。

　
　
以
て
仕
う
可べ
く
ん
ば
則
す
な
わち
仕
え
、
以
て
止や
む
可
く
ん
ば
則
ち
止
み
、
以
て
久
し
く
す
可
く
ん
ば
則
ち

　
　
久
し
く
し
、
以
て
速
や
か
に
す
可
く
ん
ば
則
ち
速
や
か
に
せ
し
は
孔
子
な
り
。
…
…
生﹅
民﹅
有﹅
り﹅
て﹅
よ﹅

　
　
り﹅
以﹅
来﹅
、
未﹅
だ﹅
孔﹅
子﹅
（
の
如
き
も
の
）
有﹅
ら﹅
ざ﹅
る﹅
な﹅
り﹅
。

　
　
宰﹅
我﹅
曰
く
、
予
を
以
て
夫
子
ふ
う
し
を
観
る
に
、
堯﹅
舜﹅
よ﹅
り﹅
賢まさ
れ﹅
る﹅
こ﹅
と﹅
遠﹅
し﹅
。

　
　
子﹅
貢﹅
曰
く
、
そ
の
礼
を
見
れ
ば
而
す
な
わち
そ
の
政
を
知
り
、
そ
の
楽
を
聞
け
ば
而
す
な
わち
そ
の
徳
を
知
る
。
百

　
　
世
の
後
よ
り
百
世
の
王
を
等とう
す
る
に
、
こ
れ
に
能よ
く
違
う
こ
と
莫な
し
。
生﹅
民﹅
（
有
り
て
）
よ﹅
り﹅
以﹅
来﹅
、

　
　
未﹅
だ﹅
夫﹅
子﹅
（
の
如
き
も
の
）
有﹅
ら﹅
ざ﹅
る﹅
な﹅
り﹅
。

　
　
有﹅
若﹅
曰
く
、
豈あに
惟ただ
に
民
の
み
な
ら
ん
や
。
麒
麟
き
り
ん
の
走
獣
に
於
け
る
、 

鳳  

凰 

ほ
う
お
う

の
飛
鳥
に
於
け
る
、
泰た

　
　   

山 

い
ざ
ん
の  

丘    

垤  

き
ゅ
う
て
つ

に
於
け
る
、
河
海
か
か
い
の 

行  

潦 

こ
う
ろ
う

に
於
け
る
は
類
な
り
。
聖
人
の
民
に
於
け
る
も
亦また
類

　
　
な
り
。
（
然
れ
ど
も
）
そ
の
類
よ
り
出
で
て
、
そ
の
萃すい
を
抜
く
。
生﹅
民﹅
（
あ
り
て
）
よ﹅
り﹅
以﹅
来﹅
、
未﹅
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だ﹅
孔﹅
子﹅
よ﹅
り﹅
盛﹅
ん﹅
な﹅
る﹅
も﹅
の﹅
有﹅
ら﹅
ざ﹅
る﹅
な﹅
り﹅
。

右
の
内
、
最
初
の 

頌  

辞 

し
ょ
う
じ

は
孟
子
自
身
の
も
の
で
あ
る
が
、
他
は
孔
子
の
直
弟
子
の
語
と
し
て
記
さ
れ
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
は
『
論
語
』
に
な
い
も
の
で
あ
る
。
孔
子
は
堯
舜
よ
り
も
優
っ
て
い
る
、
人
類

発
生
以
来
こ
れ
ほ
ど
の
賢
者
は
な
い
、
と
い
う
ふ
う
の
考
え
方
は
、
『
論
語
』
に
は
現
わ
れ
て
い
な
い
と

思
う
。
も
っ
と
も
堯
舜
の
説
話
が
孔
子
よ
り
百
年
も
後
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
直
弟
子
た
る

宰
我
さ
い
が
の
口
に
上
る
は
ず
の
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
子
貢
が
孔
子
を
政
治
の
批﹅
判﹅
者﹅
、
百
王
の

批﹅
判﹅
者﹅
と
し
て
絶
讃
し
て
い
る
こ
と
も
、
『
論
語
』
に
お
け
る
子
貢
に
合
わ
な
い
。
百
世
の
語
、
あ
る
い

は
為
政
篇
の
子
張
の
問
い
に
答
え
た
「
百
世
と
い
え
ど
も
知
る
べ
き
な
り
」
と
い
う
孔
子
の
語
に
連
関
す

る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
子
貢
は
か
か
る
こ
と
に
興
味
を
持
つ
人
で
は
な
か
っ
た
。
常
に
孔
子
に
実
践
上
の
智

慧
を
求
め
、
ま
た
人
格
に
対
す
る
批
判
を
乞
う
の
が
子
貢
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
こ
こ
で
は
子
貢
が
、

『
春﹅
秋﹅
』
の﹅
著﹅
者﹅
と
し
て
の
孔
子
を
、
人
類
発
生
以
来
の
最
高
の
賢
者
と
し
て
讃
美
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
『
孟
子
』
に
現
わ
れ
た
子
貢
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
『
論
語
』
に
お
け
る
子
貢
の
こ
と
で
は
な
い
。

　
孔
子
を
『
春
秋
』
の
著
者
と
す
る
こ
と
と
、
孔
子
を
現
実
の
政
治
か
ら
超
越
し
た
最
高
政
治
批
判
者
と

す
る
こ
と
と
は
、
相
連
関
し
て
い
る
。
『
春
秋
』
に
関
す
る
孟
子
の
語
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
世
は
衰
え
、
道
は
微
と
な
り
、
邪
説
暴
行
ま
た
起
こ
り
、
臣
に
し
て
そ
の
君
を
弑しい
す
る
者
こ
れ
有
り
、
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子
に
し
て
そ
の
父
を
弑
す
る
者
こ
れ
有
り
、
孔
子
懼おそ
れ
て
春
秋
を
作
れ
り
。
春
秋
は
天
子
の
事
な
り
。

　
　
こ
の
故
に
孔
子
曰
く
、
我﹅
を﹅
知﹅
る﹅
者﹅
は﹅
そ﹅
れ﹅
惟﹅
だ﹅
春﹅
秋﹅
か﹅
、
我
を
罪つみ
す
る
者
は
そ
れ
惟た
だ
春
秋
か
。

　
　
孔
子
、
春
秋
を
成
し
て
、
乱
臣
賊
子
懼おそ
れ
た
り
。
（
『
孟
子
』
、 

滕 

文 

公 

と
う
ぶ
ん
こ
う
下
）

右
の
孔
子
の
語
が
『
論
語
』
に
存
せ
ぬ
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
も
し
真
に
孔
子
が
『
春
秋
』
を
作
っ

た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
大
事
件
が
直
弟
子
の
間
に
何
か
の
形
で
伝
わ
ら
な
い
と
い
う
は
ず
は
な
い
。

津
田
左
右
吉
氏
は
『
春
秋
』
も
ま
た
堯
舜
の
説
話
や
『
詩
経
』
と
同
じ
く
西
紀
前
四
世
紀
の
前
半
ご
ろ
の

も
の
と
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
当
否
は
と
に
か
く
と
し
て
、
孔
子
の
唯﹅
一﹅
の﹅
著﹅
作﹅
と
せ
ら
れ
る
『
春
秋
』

が
、
孔
子
の
衣
食
住
の
些さ
事じ
を
さ
え
記
録
し
て
い
る
『
論
語
』
に
、
一
語
も
言
及
せ
ら
れ
て
お
ら
ぬ
と
い

う
事
実
は
、
十
分
重
大
視
せ
ら
れ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
津
田
氏
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
も
し
『
詩
』
や

『
春
秋
』
が
初
め
か
ら
孔
子
の
学
派
の
経
典
と
し
て
編
述
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
右
の
事
実
は

容
易
に
理
解
せ
ら
れ
る
が
、
も
し
孔
子
の
著
書
で
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
右
の
事
実
を
ど
う
に
も
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
し
か
る
に
『
史
記
』
「
孔
子
世
家
」
の
ご
と
き
は
こ
の
点
に
何
ら
の
疑
い
を

も
抱
か
な
い
の
み
か
、
孟
子
の
説
を
継
承
し
つ
つ
も
そ
れ
を
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
発
展
さ
せ
て
い
る
。

　
　
子
曰
く
、
弗
し
か
らざ
る
か
な
、
弗
ざ
る
か
な
。
君
子
は
世
を
没おわ
る
も
名
の
称
せ
ら
れ
ざ
る
を
疾や
む
。
吾
が

　
　
道
行
な
わ
れ
ず
。
吾われ
何
を
以
て
か
自
ら
を
後
世
に
見あら
わ
さ
ん
、
と
。
乃
す
な
わち
史
記
に
因
り
て
春
秋
を
作
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る
。
…
…
後﹅
に﹅
王
者
あ
り
、
挙あ
げ
て
こ
れ
を
開
き
、
春
秋
の
義
行
な
わ
る
れ
ば
、
則
ち
天
下
の
乱
臣

　
　
賊
子
こ
れ
を
懼おそ
れ
ん
。
孔
子
…
…
春
秋
を
為つく
る
に
至
り
て
は
、
筆
す
べ
き
は
則
ち
筆
し
削
る
べ
き
は

　
　
則
ち
削
り
、
子
夏
の
徒
も
一
辞
を
賛たす
く
る
こ
と
能あた
わ
ず
。
弟
子
、
春
秋
を
受
く
。
孔
子
曰
く
、
後﹅
世﹅
、

　
　
丘﹅
を﹅
知﹅
ら﹅
ん﹅
と﹅
す﹅
る﹅
者﹅
は﹅
、
春﹅
秋﹅
を﹅
以﹅
て﹅
せ﹅
ん﹅
、
而しこ
う
し
て
丘
を
罪つみ
せ
ん
と
す
る
者
も
亦また
春
秋
を
以

　
　
て
せ
ん
。
（
『
孔
子
全
集
』
、
一
九
七
五
）

「
君
子
は
世
を
没おわ
る
も
」
云
々
は
『
論
語
』 

衛 

霊 

公 

え
い
れ
い
こ
う
篇
に
君
子
を
規
定
す
る
他
の
四
章
と
相
並
ん
で
い

る
独
立
の
章
で
あ
っ
て
、
『
春
秋
』
の
述
作
と
関
係
が
あ
る
と
い
う
ご
と
き 

痕  

跡 

こ
ん
せ
き

は
全
然
な
い
。
し
か

る
に
『
史
記
』
の
記
者
は
こ
の
章
を
取
っ
て
『
春
秋
』
述
作
の
動
機
と
し
、
「
吾われ
何
を
以
て
か
自
ら
を
後﹅

世﹅
に﹅
見あら
わ
さ
ん
」
と
さ
え
も
孔
子
に
言
わ
し
め
て
い
る
。
そ
う
し
て
孟
子
の
「
乱
臣
賊
子
懼
」
を
後﹅
世﹅
の

事
と
し
、
「
知
我
者
其
惟
春
秋
乎
」
を
も
ま
た
「
後﹅
世﹅
知
丘
者
以
春
秋
」
と
書
き
か
え
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
孟
子
の
言
お
う
と
す
る
所
と
は
は
な
は
だ
し
く
異
な
っ
て
い
る
。
孟
子
は
『
春
秋
』
に
孔
子
の
真
意

が
現
わ
れ
て
い
る
と
主
張
し
は
す
る
が
、
後
世
に
名
を
現
わ
す
な
ど
と
い
う
こ
と
を
全
然
念
頭
に
置
い
て

は
い
な
い
。
こ
れ
は
「
世
家
」
の
記
者
の
意
見
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
も
し
孔
子
が
こ
の
よ
う
な
動
機
に
よ

っ
て
『
春
秋
』
を
述
作
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
受
け
た
弟
子
が
こ
の
事
を
力
説
し
て
孔
子
の
名
を
現
わ

そ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
ま
す
ま
す
理
解
し
難
い
こ
と
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
『
史
記
』
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の
こ
の
記
事
を
事
実
と
し
て
信
ず
る
ご
と
き
は
我
々
の
到
底
な
し
得
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
さ
て
孟
子
の
孔
子
に
関
す
る
記
述
さ
え
も
以
上
の
ご
と
く
顕
著
に
孟﹅
子﹅
の﹅
見﹅
地﹅
か
ら
せ
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
よ
り
後
に
（
お
そ
ら
く
漢
代
に
）
成
立
し
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
『
礼
記
』
や
『
左
伝
』

の
孔
子
に
関
す
る
記
録
に
つ
い
て
は
も
は
や
言
う
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
孔
子
の
伝
記
に
つ
い
て  

信  

し
ん
ぴ

  

憑  

ょ
う

す
べ
き
材
料
は
『
論
語
』
の
ほ
か
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
『
論
語
』
は
確
実
な
史
実
を
伝
え
て

い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
節
を
改
め
て
『
論
語
』
を
考
察
し
て
み
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
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三
　
『
論
語
』
の
原
典
批
判

　
我
々
は
孔
子
の
伝
記
を
追
究
し
て
結
局
『
論
語
』
に
ま
で
到
達
し
た
。
こ
れ
で
問
題
が
解
決
し
た
と
考

え
ら
れ
る
人
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
実
は
正
反
対
で
あ
る
。
古
来
『
論
語
』
ほ
ど
は
な
は
だ
し
く
読
み
方

の
違
っ
て
い
る
本
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
現
在
『
論
語
』
ほ
ど
原
典
批
判
の
振
る
わ
な
い
聖
典
も
な
い
。
一

例
を
あ
げ
る
と
、 

述  

而 

じ
ゅ
つ
じ

篇
に
、

　
　
子
曰
加
我
数
年
五
十
以
学
易
可
以
無
大
過
矣

と
い
う
章
が
あ
る
。
こ
れ
は
通
例
、

　
　
子
曰
く
、
我
に
数
年
を
加
え
、
五
十
に
し
て
も
っ
て
易えき
を
学
ば
し
め
ば
、
も
っ
て
大
過
な
か
る
べ
し
。

　
　
と
読
ま
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
「
五
十
に
し
て
」
の
意
義
が
解
す
る
人
に
よ
っ
て
一
様
で
な
い
。
五﹅

十﹅
歳﹅
に﹅
な﹅
っ﹅
て﹅
か﹅
ら﹅
易
を
学
ぶ
の
だ
と
い
う
人
も
あ
れ
ば
、
年
少
の
時
か
ら
易
を
学
ん
で
い
る
が
五﹅
十﹅
歳﹅

ま﹅
で﹅
も﹅
学
ぶ
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
人
も
あ
る
。
あ
る
い
は
易
を
学
ぶ
に
は
五
十
歳
の
こ
ろ
に
初
め
て
物

に
な
る
の
だ
と
解
す
る
人
も
あ
り
、
さ
ら
に
五
十
は
卒
の
誤
り
で
あ
っ
て
、
孔
子
が
晩
年
に
易
を
学
ん
だ
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こ
と
を
言
っ
た
の
だ
と
論
ず
る
人
も
あ
る
。
「
孔
子
世
家
」
の
記
者
は
そ
う
い
う
問
題
の
あ
る
五
十
を
省

き
去
っ
て
い
る
。

　
　
孔
子
、
晩
に
し
て
易
を
喜この
み
、
彖たん
、
繋けい
、
象
し
ょ
う、
説
卦
せ
っ
か
、 

文  

言 

ぶ
ん
げ
ん

を
序つい
ず
。
易
を
読
み
、
韋
編
い
へ
ん
三
た
び

　
　
絶
つ
。
曰
く
、
我
に
数
年
を
仮
し
、
か
く
の
若ごと
く
せ
ば
、
わ
れ
易
に
於
て
則
ち 

彬  

彬 

ひ
ん
ぴ
ん

た
ら
ん
。

　
　
（
『
孔
子
全
集
』
、
一
九
六
五
）

と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
諸
解
は
す
べ
て
孔
子
が
易
を
学
ん
だ
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
易

が
孔
子
以
前
に
す
で
に
存
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
津
田
左
右
吉

つ
だ
そ
う
き
ち

氏
に
よ
る
と
、

筮ぜい
に
よ
る
占
い
が
古
い
と
し
て
も
、
易
の
書
は
古
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
作
ら
れ
た
の
は
戦
国
末
期
、

す
な
わ
ち
前
三
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
、
そ
れ
が
漢
初
に
な
っ
て
儒
教
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
真
で
あ
る
な
ら
ば
、
易
を
読
み
韋
編
三
た
び
絶
つ
、
な
ど
と
は
司
馬
遷
の
時
代
の
儒
家
の
事

で
あ
っ
て
、
孔
子
の
事
で
は
な
く
な
る
。
で
は
『
論
語
』
に
あ
る
証
拠
を
ど
う
す
る
か
。
冗
談
で
は
な
い
、

『
論
語
』
に
は
易
を
学
ぶ
な
ど
と
い
う
文
句
は
存
し
て
い
な
い
。
そ
れ
が
あ
る
と
思
う
の
は
読
み
違
え
で

あ
る
。
前
に
あ
げ
た
句
は
次
の
よ
う
に
読
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
子
曰
く
、
我
に
数
年
を
加
え
五
十
に
し
て
学
ぶ
も
、
易また
大
過
な
か
る
べ
し
。

易
は
「
亦
」
な
の
で
あ
る
。
釈
文
に
「
魯
読
易
為
亦
、
今
従
古
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
魯
論
」
に
は
易
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を
学
ぶ
な
ど
と
い
う
句
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
「
五
十
に
し
て
」
と
い
う
意
味
が
は
っ
き
り
わ

か
ら
ぬ
な
ど
と
い
う
こ
と
も
な
く
な
る
。
元
来
「
五
十
に
し
て
」
と
い
う
言
葉
を
そ
ん
な
に
い
ろ
い
ろ
に

解
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
無
理
な
の
で
あ
る
。
そ
の
無
理
は
読
み
方
の
無
理
か
ら
来
て
い
る
。
易
と
亦

と
は
韻
が
異
な
る
な
ど
と
い
う
駁
論
は
、
古
代
の
発
音
の
は
っ
き
り
わ
か
っ
て
い
な
い
シ
ナ
の
言
葉
に
関

し
て
は
、
う
っ
か
り
言
え
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
「
易
」
に
囚
わ
れ
る
こ
と
を
や
め
て
淡
白
に
読
み

さ
え
す
れ
ば
、
こ
の
一
句
は
五
十
歳
の
年
ご
ろ
の
者
に
と
っ
て
は
実
に
津
々
た
る
滋
味
に
富
ん
だ
句
に
な

っ
て
く
る
。
現
代
に
お
い
て
も
人
は
五
十
の
こ
ろ
に
な
れ
ば
好
学
の
心
を
失
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

真
に
学
の
尊
さ
を
悟さと
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
五
十
は
決
し
て
遅
く
な
い
。
五
十
か
ら
で
も
学
ん
で
道

を
得
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
る
。
か
く
見
れ
ば
、
五
十
に
し
て
学
ぶ
も
ま
た
大
過
な
か
る
べ
し
と
い
う

言
葉
は
、
今
な
お
新
鮮
な
活
力
を
持
っ
た
智
慧
の
言
葉
で
あ
る
と
言
い
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
右
の
ご
と
く
た
だ
十
五
字
の
短
章
に
も
重
大
な
問
題
が
存
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
『
論
語
』
全
体
に
実

に
多
く
の
論
議
さ
る
べ
き
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
こ

れ
ら
の
問
題
を
追
究
し
て
行
く
た
め
に
は
、
ま
ず
で
き
る
だ
け
古
い
『
論
語
』
の
本
文
が
確
定
さ
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
武
内
義
雄
氏
の
岩
波
文
庫
本
『
論
語
』
が
我
々
に
と
っ
て
非
常
に
あ
り
が

た
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
『
論
語
』
は
、
奈
良
平
安
二
朝
の
遣
唐
使
に
よ
っ
て
我
が
国
に
将
来
さ
れ
た
古
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写
本
の
系
統
に
属
す
る
清
家
の
証
本
に
も
と
づ
き
、
こ
れ
を
シ
ナ
の
版
本
の
源
流
た
る
唐
の
開
成
石
経
と

対
校
し
て
、
異
同
を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
他
に
漢
の
石
経
の
残
字
も
対
校
せ
ら
れ
て

い
る
が
、
こ
の
漢
の
石
経
は
唐
の
石
経
よ
り
も
は
る
か
に
古
く
、
現
存
の
最
古
の
証
跡
と
し
て
重
要
な
意

義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
で
、
こ
れ
に
関
し
て
は
右
の
武
内
義
雄
氏
が
「
漢
石
経
論
語
残
字
攷
」
（
『
狩

野
教
授
還
暦
紀
念
支
那
学
論
叢
』
）
と
い
う
非
常
に
優
れ
た
考
証
を
書
い
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
石
経
の

断
片
的
な
残
字
か
ら
丹
念
に
碑
面
の
文
章
を
復
元
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
漢
石
経
の
本
文
が
魏
の
何
晏
か
あ
ん
の

「 

集  

解 

し
っ
か
い

」
序
に
い
う
と
こ
ろ
の
「
魯
論
」
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
論
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま

た
氏
は
こ
の
本
文
を
唐
の
石
経
や
我
が
国
に
伝
来
し
た
「
古
本
論
語
」
と
対
照
し
て
、
後
の
二
者
に
お
け

る
異
な
る
点
が
い
か
に
し
て
発
生
し
て
来
た
か
を
も
考
証
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
皆
傾
聴
す
べ
き
説

で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
り
我
々
は
漢
代
の
『
論
語
』
本
文
が
ほ
ぼ
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
を
見
当
づ
け
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
が
、
「
魯
論
」
が
右
の
ご
と
く
立
証
さ
れ
た
と
す
る
と
、
同
じ
く
何
晏
の
い
う
「
斉
論
」
や
「
古
文
論

語
」
も
軽
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
「
古
論
」
に
は
博
士 

孔 

安 

国 

こ
う
あ
ん
こ
く
の
訓
説
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ

る
。
「
斉
論
」
も
こ
れ
を
保
持
し
て
教
え
る
人
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
一
体
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。

「
斉
論
語
は
二
十
二
篇
、
其
の
二
十
篇
中
の
章
句
、
頗やや
魯
論
よ
り
多
し
」
（
何
晏
「
論
語
集
解
」
序
）
と
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言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
「
頗
」
が
「
や
や
」
で
あ
っ
て
「
す
こ
ぶ
る
」
「
は
な
は
だ
」
で
な
い
こ
と
は

確
か
で
あ
ろ
う
か
。
「
古
論
」
は
「
篇
の
次
つ
い
で、
斉
魯
論
と
同
じ
か
ら
ず
」
（
同
上
）
と
言
わ
れ
る
。
よ
ほ

ど
体
裁
の
異
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
で
は
漢
代
に
「
魯
論
」
が
優
勢
と
な
る

以
前
に
は
、
三
つ
の
異
な
っ
た
『
論
語
』
が
並
在
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
か
つ
て
武
内
義
雄
氏
の
非
常
に
示し
唆さ
に
富
ん
だ
講
演
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
記
憶
が

曖
昧
で
あ
る
か
ら
、
責
任
は
自
分
が
負
う
こ
と
に
し
て
、
自
分
の
考
え
で
そ
の
説
を
祖
述
し
て
み
よ
う
。

『 

論  

衡 

ろ
ん
こ
う

』
正
説
篇
に
『
論
語
』
の
起
源
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
個
所
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
『
論

語
』
は
弟
子
た
ち
が
と
も
に
孔
子
の
言
行
を
記
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
で
、
初
め
に
こ
れ
を
記
し
た
時
に

は
、
非
常
に
数
が
多
く
、
数
十
百
篇
に
及
ん
だ
。
が
、
漢
が
興おこ
っ
た
時
に
は
こ
れ
ら
は
失
わ
れ
亡
ん
で
い

た
。
し
か
る
に
、

　
　
至
武
帝
、
発
取
孔
子
壁
中
古
文
、
得
二
十
一
篇
、
斉﹅
魯﹅
二﹅
河﹅
間﹅
九﹅
篇﹅
、
三
十
篇
。
至
昭
帝
女
は
じ
め
て読
二
十

　
　
一
篇
。
宣
帝
下
太
常
博
士
時
、
尚
称
書
難
暁
、
名
之
曰
伝
、
後
更
隷
写
、
以
伝
誦
。
初
孔
子
孫
孔
安

　
　
国
、
以
教
魯
人
扶
卿
、
官
至
荊
州
刺
史
、
始
曰
論
語
。
今
時
称
論
語
二
十
篇
。
又
失
斉﹅
魯﹅
河﹅
間﹅
九﹅
篇﹅

　
　
本﹅
、
三
十
篇
分
布
亡
失
。
或
二
十
一
篇
。
目
或
多
或
少
、
文
讃
或
是
或
誤
。
説
論
者
、
但
知
以
剥
解
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之
問
、
以
繊
微
之
難
、
不
知
存
‐
問
本
根
篇
数
章
目
。
温
故
知
新
、
可
以
為
師
、
今
不
知
古
称
師
如

　
　
何
。

こ
の
論
者
は
、
漢
代
に
お
い
て
『
論
語
』
を
論
ず
る
者
が
、
文
を
説
き
語
を
解
す
る
こ
と
を
の
み
知
っ
て
、

『
論
語
』
が
も
と
幾
何
篇
で
あ
っ
た
か
を
知
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
難
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
の
語

で
言
え
ば
『
論
語
』
の
起
源
成
立
に
関
す
る
高
等
批
判
を
欠
い
て
い
る
の
を
難
ず
る
の
で
あ
る
。
し
て
み

れ
ば
剥﹅
解﹅
之
問
は
訓﹅
解﹅
之
問
の
誤
写
で
あ
ろ
う
。
至
昭
帝
女﹅
読﹅
二
十
一
篇
も
始﹅
読﹅
に
相
違
な
い
。
が
、
問

題
は
、
斉
魯
二
河
間
九
篇
で
あ
る
。
孔
子
壁
中
か
ら
二
十
一
篇
を
発
掘
し
て
、
そ
れ
と
合
わ
せ
て
三
十
篇

に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
九
篇
に
相
違
な
い
。
が
、
斉﹅
魯﹅
二﹅
河﹅
間﹅
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
黄
河
は
古
く
は
鄭
州
の
あ
た
り
か
ら
二
つ
に
分
か
れ
、
本
流
は
天
津
の
あ
た
り
へ
出
て
い
た
。
し

か
し
そ
の
二
河
の
間
に
あ
る
の
は
衛
で
あ
っ
て
魯
で
は
な
い
。
の
み
な
ら
ず
す
ぐ
あ
と
に
は
斉﹅
魯﹅
河﹅
間﹅
九

篇
本
と
い
う
句
が
あ
る
。
河
間
は
二
河
の
間
で
は
な
く
し
て
漢
代
に
書
籍
の
蒐
集
家
と
し
て
有
名
な
献
王

の
出
た
あ
の
河
間
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
斉
魯
河
間
本
を
九
篇
と
し
つ
つ
、
し
か
も
斉
魯

二﹅
河
間
の
二﹅
を
活
か
す
道
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
こ
の
個
所
を
斉
魯
二﹅
篇﹅
河
間
七﹅
篇﹅
の
誤
写
と
見

る
こ
と
で
あ
る
。
漢
初
に
孔
子
の
言
行
を
記
し
た
も
の
は
亡
失
し
て
い
た
が
、
し
か
し
斉
魯
の
二
篇
と
河

間
の
七
篇
と
は
亡
失
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
記
者
は
、
秦
代
に
さ
え
も
亡
び
な
か
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っ
た
こ
の
斉
魯
河
間
九
篇
本
が
、
後
に
漢
代
に
お
い
て
亡
失
し
去
り
、
壁
中
か
ら
出
た
二
十
一
篇
あ
る
い

は
二
十
篇
の
み
が
生
き
残
っ
た
か
の
ご
と
く
に
書
い
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
何
の
語
る

と
こ
ろ
も
な
い
。
こ
れ
は
ど
う
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
何
晏
に
よ
れ
ば
孔
子
の
宅
か
ら
出
た
「
古﹅
論﹅
」

は
、
漢
代
に
お
い
て
「
魯﹅
論﹅
」
、
「
斉﹅
論﹅
」
と
並
び
存
し
、
人
々
の
取
捨
折
衷
に
委
せ
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
し
て
み
る
と
、
『
論
衡
』
の
記
者
は
、
古
文
二
十
一
篇
、
斉
魯
河
間
九
篇
、
計
三
十
篇
に
対
し
て
、

現
前
の
二
十
篇
あ
る
い
は
二
十
一
篇
を
対
比
さ
せ
、
そ
の
差
の
九
篇
を
何
の
理
由
も
な
く
斉
魯
河
間
九
篇

と
同
視
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
九
篇
は
亡
失
し
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
れ
は
秦
の
弾
圧
に
対
し
て
さ
え
生
き

残
っ
た
斉
魯
河
間
九
篇
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
結
果
を
も
っ
て
現
存
の
『
論
語
』
に
対
し
て
み
る
。
『
論
語
』
二
十
篇
の
内
、
前
十
篇
を
上
論
と

し
、
後
十
篇
を
下
論
と
す
る
事
は
、
古
く
よ
り
行
な
わ
れ
て
い
る
。
上
論
と
下
論
と
は
別
々
に
世
に
出
た

と
い
う
説
さ
え
も
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
前
十
篇
に
は
あ
る
纏まと
ま
り
が
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
ち

ょ
う
ど
こ
の
点
に
斉
魯
河
間
九
篇
本
の
問
題
が
引
っ
掛
か
る
の
で
あ
る
。
上
論
各
篇
の
間
に
重﹅
複﹅
す﹅
る﹅
文﹅

句﹅
の
な
い
篇
を
求
め
て
行
く
と
、
一
方
に
学
而
が
く
じ
、  

郷    
党  

き
ょ
う
と
う

の
二
篇
が
あ
り
、
他
方
に
為
政
い
せ
い
、 

八  

佾 

は
ち
い
つ

、

里
仁
り
じ
ん
、 

公 

冶 

長 

こ
う
や
ち
ょ
う
、
雍
也
よ
う
や
、 

述  

而 

じ
ゅ
つ
じ

、
一
つ
飛
ん
で
子
罕
し
か
ん
の
ほ
ぼ
連
続
し
た
七
篇
が
あ
る
。
こ
の
七
篇
相

互
の
間
に
は
全
然
重
複
し
た
文
句
は
な
い
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
と
学
而
、
郷
党
二
篇
と
の
間
に
は
重
複
が
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あ
る
。
こ
れ
は
も
と
前
二
篇
と
後
七
篇
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
統
一
的
に
記
録
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　
証
拠
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
学
而
篇
に
は
「
其
諸
…
…
与
」
と
い
う
語
法
が
あ
る
。
斉
の
方
言
ら
し

く
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
郷
党
篇
に
も
方
言
ら
し
い
も
の
が
あ
る
。
斉
魯
二
篇
が
こ
れ
に
当
た
る
ら
し

い
こ
と
は
そ
こ
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。
内
容
的
に
言
っ
て
も
、
学
而
は
孔
子
の
言
で
あ
り
、
郷
党
は
孔
子

の
行
で
あ
る
。
こ
れ
で
ち
ゃ
ん
と
一
つ
に
纏まと
ま
っ
て
い
る
。
同
様
に
後
の
七
篇
で
も
、
為
政
は
孝
友
を
問

題
と
し
、
八
佾
は
礼
を
取
り
扱
い
、
里
仁
は
仁
の
問
答
を
集
め
て
い
る
。
次
の
公
冶
長
と
雍
也
は
弟
子
評

人
物
評
で
あ
る
。
こ
う
い
う
ま
と
め
方
は
各
篇
相
互
に
連
絡
が
な
く
て
は
で
き
な
い
。
ま
た
こ
れ
ら
の
諸

篇
に
は
、
『
孟
子
』
等
と
一
致
す
る
も
の
が
非
常
に
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
七
篇
が
河
間
七
篇
に
当
た

る
と
考
え
る
こ
と
は
決
し
て
無
理
で
は
な
い
。

　
大
体
右
の
よ
う
な
考
え
方
を
自
分
は
武
内
氏
か
ら
教
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
分
に
は
非
常
に
も

っ
と
も
に
考
え
ら
れ
る
。
た
と
い
学
而
と
郷
党
と
が
『 
論  

衡 
ろ
ん
こ
う

』
に
言
う
斉
魯
二
篇
に
当
た
ら
な
い
と
し

て
も
、
現
存
の
『
論
語
』
に
お
い
て
は
確
か
に
こ
の
二
篇
が
古
く
、
ま
た
明
白
な
統
一
を
持
っ
て
い
る
。

そ
う
い
う
視
点
か
ら
見
れ
ば
『
論
語
』
の
編
纂
の
仕
方
は
決
し
て
漫
然
と
集
め
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
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は
な
い
。

　
第
一
の
学
而
篇
は
、
孔
子
の
語
を
八
章
、
孔
子
と
子
貢
し
こ
う
と
の
問
答
を
一
章
、
有
子
ゆ
う
し
の
語
を
三
章
、
曾
子
そ
う
し

の
語
を
二
章
、
子し
夏か
の
語
を
一
章
、
子
貢
と
子
禽
し
き
ん
の
問
答
を
一
章
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
孔
子
の

関
せ
ざ
る
弟
子
の
語
七
章
は
、
孔
子
の
語
と
全
然
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
孔
子
の
言
行

を
現
わ
す
た
め
に
弟
子
を
持
ち
出
し
た
の
で
な
く
、
弟
子
の
説
い
た
智
慧
が
そ
の
弟
子
自
身
の
智
慧
と
し

て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
取
り
扱
い
方
は
、
学
而
篇
が
単
に
孔
子
の
智
慧
を
伝
え
る
た
め
ば

か
り
で
な
く
、
孔
子
お
よ
び
そ
の
弟
子
の
智
慧
を
、
す
な
わ
ち
孔﹅
子﹅
学﹅
派﹅
の﹅
智﹅
慧﹅
を
伝
え
る
た
め
に  

編  

へ
ん
し

  

輯  

ゅ
う

せ
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
篇
が
成
っ
た
時
に
は
、
孔
子
と
そ
の
弟
子
と
は
か

な
り
近
い
権
威
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
孔
子
の
み
が
唯
一
の
権
威
者
な
の
で
は
な
か
っ
た
。
孔
子

だ
け
が
段
違
い
の
聖
人
と
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
後
の
発
展
な
の
で
あ
る
。

　
学
而
篇
が
孔﹅
子﹅
の﹅
学﹅
派﹅
の
智
慧
を
集
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
篇
が
孔
子
の
学
徒
に
示
さ
れ
る
た
め

に
編
輯
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
で
に
孔
子
の
弟
子
の
語
を
孔
子
の
語
と
と
も
に
並
べ
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
早
く
と
も
孔
子
の
孫
弟
子
の
仕
事
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
彼

ら
は
自
分
の
弟
子
た
ち
を
教
育
す
る
た
め
に
、
最
も
簡
要
な
語
を
選
ん
で
掲
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と

は
学
而
篇
の
内
容
が
明
白
に
語
っ
て
い
る
。
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（
一
）
　
子
曰
く
、
学
び
て
時
に
習
う
、
亦また
説
よ
ろ
こ（
悦
）
ば
し
か
ら
ず
や
。
有と
朋も
（
友
朋
）
遠
方
よ
り
来

　
　
た
る
、
亦
楽
し
か
ら
ず
や
。
人
（
己
れ
を
）
知
ら
ざ
る
も
慍うら
み
ず
、
亦
君
子
な
ら
ず
や
。

こ
れ
は
明
ら
か
に
孔
子
学
徒
の
学
究
生
活
の
モ
ッ
ト
ー
で
あ
る
。
孔
子
が
こ
の
三
句
を
あ
る
時
誰
か
に
語

っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
孔
子
の
語
の
中
か
ら
、
学
園
生
活
の
モ
ッ
ト
ー
た
る
べ
き
も
の
を
選
ん
で
、

そ
れ
を
こ
こ
に
並
べ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
第﹅
一﹅
は
学
問
の
喜
び
、
第﹅
二﹅
は
学
問
に
お
い
て
結
合
す
る

友
愛
的
共
同
態
の
喜
び
、
第﹅
三﹅
は
こ
の
共
同
態
に
お
い
て
得
ら
れ
る
成
果
が
自
己
の
人
格
や
生
を
高
め
る

と
い
う
自
己
目
的
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
名
利
に
は
存
し
な
い
、
と
い
う
学
問
生
活
の
目
標
を
掲
げ
て
い

る
。
そ
れ
は
学
者
必
ず
し
も
世
に
用
い
ら
れ
ぬ
と
い
う
時
勢
の
反
映
で
あ
る
、
と
い
う
ご
と
き
こ
と
を
主

張
す
る
人
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
か
か
る
人
は
全
然
右
の
学
問
の
精
神
を
理
解
し
得
ぬ
人
と
言
わ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
こ
の
精
神
は
プ
ラ
ト
ン
の
学
園
に
も
、
釈
迦
の 

僧  

伽 

そ
う
ぎ
ゃ

に
も
、
キ
リ
ス
ト
の
教
会
に
も
、
す
べ

て
共
通
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
現
在
に
お
い
て
も
そ
の
通
用
性
を
失
わ
な
い
。
右
の
三
句
に
現
わ
さ
れ
た

学
問
の
精
神
が
失
わ
れ
て
い
る
所
で
は
、
生
き
た
学
問
は
存
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
（
二
）
　
有
子
曰
く
、
そ
の
人
と
為な
り
孝
弟
（
悌
）
に
し
て
上
を
犯
す
こ
と
を
好
む
も
の
は
鮮すく
な
し
。

　
　
上
を
犯
す
こ
と
を
好
ま
ず
し
て
乱
を
作な
す
こ
と
を
好
む
も
の
は
、
未
だ
こ
れ
有
ら
ざ
る
な
り
。
君
子

　
　
は
本
を
務
む
、
本
立
ち
て
道﹅
生な
る
。
孝
弟
は
そ
れ
仁﹅
の﹅
本﹅
か
。
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こ
れ
は
弟
子  

有    

若  

ゆ
う
じ
ゃ
く

の
語
で
あ
っ
て
孔
子
の
語
で
は
な
い
。
そ
の
弟
子
の
語
が
孔
子
学
徒
の
根
本
的
標

語
に
次
い
で
か
く
重
大
な
個
所
に
掲
げ
ら
れ
る
の
は
何
ゆ
え
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
有
若
は
、
『
論
語
』

の
他
の
諸
篇
に
全
然
名
前
を
現
わ
し
て
い
な
い
よ
う
な
、
有
名
で
な
い
弟
子
な
の
で
あ
る
。
有
名
で
な
い

の
み
な
ら
ず
後
の
伝
説
に
お
い
て
は
む
し
ろ
あ
ら
わ
に
貶おと
し
め
ら
れ
て
い
る
。
『
孟
子
』
に
よ
れ
ば
、
孔

子
の
没
後
、
子し
夏か
・ 

子  

張 
し
ち
ょ
う

・
子
遊
し
ゆ
う
は
有
若
が
孔﹅
子﹅
に﹅
似﹅
た﹅
る﹅
を﹅
も﹅
っ﹅
て﹅
、
孔
子
に
仕
え
た
よ
う
に
こ
れ

に
仕
え
よ
う
と
し
た
が
、
曾
子
の
反
対
を
受
け
た
（
滕
文
公
上
）
。
ま
た
「
孔
子
世
家
」
に
よ
れ
ば
、
有﹅

若﹅
の﹅
状﹅
孔
子
に
似
た
る
を
も
っ
て
、
弟
子
相あい
与とも
に
立
て
て
師
と
な
し
、
孔
子
に
仕
え
た
よ
う
に
仕
え
た
。

し
か
し
孔
子
の
ご
と
く
問
い
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
彼
を
師
の
座
か
ら
追
い
退
け
た

（
『
孔
子
全
集
』
二
〇
〇
九
）
。
そ
の
有
若
が
、
学
而
篇
に
お
い
て
弟
子
中
の
最
も
大
な
る
も
の
の
ご
と

く
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
な﹅
ぜ﹅
で﹅
あ﹅
ろ﹅
う﹅
か﹅
。
思
う
に
右
の
ご
と
き
伝
説
は
、
こ
こ
に
掲
げ
た
と
同
じ

疑
問
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
有
若
の
語
は
学
而
篇
に
お
い
て
非
常
に
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
し
か

る
に
河
間
七
篇
に
お
け
る
弟
子 

品  

隲 

ひ
ん
し
つ

に
際
し
て
は
全
然
無
視
さ
れ
て
い
る
。
し
て
み
る
と
有
若
は
、
初﹅

め﹅
弟
子
た
ち
に
重
ん
ぜ
ら
れ
は
し
た
が
、
実
は
無
能
な
人
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
風
貌
が
孔
子
に
似
て
い

た
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
右
の
ご
と
き
伝
説
を
形
成
せ
し
め
た
解
釈
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ

は
有
若
の
語
が
学
而
篇
に
存
す
る
と
い
う
事﹅
実﹅
に
も
と
づ
い
た
想
像
で
あ
っ
て
、
な
ぜ
こ
の
語
が
こ
こ
に
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掲
げ
ら
れ
た
か
の
説
明
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
説
明
は
学
而
篇
の
内
容
自
身
か
ら
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
前
に
言
っ
た
ご
と
く
こ
の
篇
が
孔
子
学
徒
に
対
し
て
学
徒
の
心
得
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ

て
、
孔
子
や
そ
の
弟
子
た
ち
の
伝
記
を
語
ろ
う
と
す
る
の﹅
で﹅
な﹅
い﹅
な
ら
ば
、
こ
こ
に
有
若
の
語
が
置
か
れ

た
ゆ
え
ん
は
、
こ
の
編
輯
の
目
的
か
ら
し
て
理
解
せ
ら
れ
る
。
学
園
の
根
本
精
神
に
続
い
て
掲
げ
ら
る
べ

き
は
、
学
徒
が
学﹅
ぶ﹅
べ﹅
き﹅
道﹅
で
あ
る
。
そ
の
道
は
ど
こ
か
ら
始
め
る
か
。
学
園
に
入
り
来
た
る
者
に
青
年

が
多
か
っ
た
こ
と
は
、
孔
子
の
弟
子
た
ち
が
多
く
は
孔
子
よ
り
も
三
、
四
十
歳
の
年
少
で
あ
っ
た
と
伝
え

ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
青
年
た
ち
に
ま
ず
勧すす
む
べ
き
手
近
な
道
は
、
孝﹅
悌﹅
で
あ
る

ほ
か
は
な
い
。
青
年
た
ち
が
今
ま
で
体
験
し
て
来
た
家
族
生
活
が
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
道
の
場
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
の
孝
悌
が
治
国
平
天
下
の
道
の
本
で
あ
り
従
っ
て
仁
の
本
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
有
若
の
語
は
、

ち
ょ
う
ど
こ
こ
に
適
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
有
若
が
誰
で
あ
ろ
う
と
、
こ
こ
に
右
の
語
が
置
か
れ
た

こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
う
見
れ
ば
、

　
（
三
）
　
言こと
を
巧よく
し
色
を
令よく
す
る
（
人
）
は
、
鮮すく
な
し
、
仁
あ
る
こ
と
。

と
い
う
孔
子
の
語
が
次
い
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
理
解
し
や
す
い
。
こ
の
語
は
、
陽
貨
よ
う
か
篇
に
も
現
わ
れ

て
い
る
。
お
そ
ら
く
孔
子
の
有
名
な
語
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
学﹅
ぶ﹅
べ﹅
き﹅
道﹅
の

第
二
段
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
孝
悌
は
道
（
す
な
わ
ち
仁
）
の
本
で
あ
る
が
、
そ
の
孝
悌
を
実
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現
す
る
に
当
た
っ
て
、
単
に
外
形
的
に
言
葉
や
表
情
で
そ
れ
を
現
わ
し
た
の
で
は
だ
め
で
あ
る
。
父
母
兄

弟
に
対
し  

衷    

心  

ち
ゅ
う
し
ん

か
ら
の
愛
が
な
け
れ
ば
孝
悌
で
は
な
い
。
相
手
を
喜
ば
せ
る
言
葉
を
使
い
、
相
手
を

喜
ば
せ
る
表
情
を
す
る
人
は
、
か
え
っ
て
誠
実
な
愛
に
お
い
て
乏
し
い
の
で
あ
る
。
重
大
な
の
は
誠
の
愛

で
あ
っ
て
外
形
で
は
な
い
。
そ
こ
で
道
（
す
な
わ
ち
仁
）
の
実
現
を
外
形
的
で
な
く
内
的
な
問
題
と
す
る

心﹅
得﹅
が
必
要
に
な
る
。
そ
れ
は
、

　
（
四
）
　
曾
子
そ
う
し
曰
く
、
吾われ
日
に
三
た
び
吾
が
身
を
省
か
え
りみ
る
、
人
の
た
め
に
謀はか
り
て
忠
な
ら
ざ
る
か
、
朋

　
　
友
と
交
わ
り
て
信
あ
ら
ざ
る
か
、
習
わ
ざ
る
を
伝
う
る
か
と
。

で
あ
る
。
曾
子
も
ま
た
『
論
語
』
に
出
場
す
る
こ
と
の
少
な
い
弟
子
で
、
学
而
篇
の
ほ
か
に
は
里
仁
篇
に

一
章
、 

泰  

伯 

た
い
は
く

篇
に
五
章
、 

憲  
問 

け
ん
も
ん

篇
に
一
章
を
見
る
の
み
で
あ
る
が
、
泰
伯
篇
の
分
に
死﹅
に﹅
臨﹅
ん﹅
だ﹅
際﹅

の﹅
言﹅
葉﹅
が
二
章
ま
で
も
記
さ
れ
て
い
る
所
を
見
る
と
、
孔
子
学
派
に
お
い
て
は
有
力
な
学
者
で
あ
っ
た
に

相
違
な
い
。
『  

孝    

経  

こ
う
き
ょ
う

』
が
曾
子
と
孔
子
と
の
問
答
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
曾
子
の
学
者
と

し
て
の
影
響
を
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
右
に
引
い
た
句
に
お
い
て
も
、
「
習
わ
ざ
る
を
伝
う
る
か
」
と
い

う
反
省
は
教﹅
師﹅
と﹅
し﹅
て﹅
の
も
の
で
あ
る
。
が
、
こ
こ
に
こ
の
章
が
置
か
れ
た
の
は
内﹅
省﹅
と
い
う
問
題
の
た

め
で
あ
ろ
う
。
人
と
の
交
渉
に
お
け
る
忠
、
朋
友
と
の
交
わ
り
に
お
け
る
信
　
　
習
わ
ざ
る
を
伝
え
な
い

の
も
弟
子
に
対
す
る
忠
で
あ
り
信
で
あ
る
が
　
　
そ
れ
ら
は
巧
言
や
令
色
に
よ
っ
て
実
現
せ
ら
れ
る
も
の
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で
は
な
く
、
た
だ
良
心
の
審
判
に
よ
っ
て
の
み
判
定
さ
る
べ
き
誠
意
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を

こ
の
曾
子
の
語
は
明
白
に
示
し
て
い
る
。
さ
て
こ
の
よ
う
に
道
の
実
現
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
後
に
、

い
よ
い
よ
人﹅
倫﹅
の﹅
道﹅
の﹅
大﹅
綱﹅
が
掲
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
五
）
　
子
曰
く
、
千
乗
の
国
を
導おさ
（
治
）
む
る
に
は
、
事
を
敬
つ
つ
しん
で
信
ま
こ
とあ
り
、
用
を
節
し
て
人﹅
を﹅
愛﹅

　
　
し﹅
、
民
を
使
う
に
時
を
も
っ
て
せ
よ
。

　
（
六
）
　
子
曰
く
、
弟
子
入
り
て
は
則
ち
孝
、
出
で
て
は
則
ち
弟
（
悌
）
、
謹
つ
つ
しみ
て
信
ま
こ
とあ
り
、
汎﹅
く﹅
衆﹅

　
　
を﹅
愛﹅
し﹅
て﹅
仁
に
親
し
み
、
行
な
い
余
力
あ
れ
ば
則
ち
以
て
文
を
学
べ
。

　
（
七
）
　
子し
夏か
曰
く
、
賢さか
し
き
を
賢
と
う
と（
尊
）
び
、
色
を
易
あ
な
ど（
軽
易
）
り
、
父
母
に
事つか
え
て
能よ
く
其
の
力

　
　
を
竭つく
し
、
君
に
事つか
え
て
能
く
其
の
身
を
致ささ
げ
、
朋
友
と
交
わ
り
言
も
の
いい
て
信
ま
こ
とあ
ら
ば
、
未
だ
学
ば
ず
と

　
　
い
う
と
雖
い
え
ども
、
吾
は
必
ず
之これ
を
学
び
た
り
と
謂い
わ
ん
。

こ
の
人
倫
の
道
が
家
族
生
活
に
お
け
る
孝
の
み
で
な
く
治﹅
国﹅
を
第
一
に
掲
げ
て
い
る
こ
と
は
特
に
注
目
さ

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
孔
子
学
派
に
お
け
る
道﹅
の﹅
実﹅
現﹅
は
前
述
の
ご
と
く
あ
く
ま
で
も
衷
心
の
誠
意
を
も
っ
て

す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
言
っ
て
人
倫
の
道
を
単
に
主
観
的
な
道
徳
意
識
の
問
題

と
見
る
の
で
は
な
い
。
人
倫
の
大
い
な
る
も
の
は
治
国
で
あ
る
、
国
と
し
て
の
人
倫
的
組
織
の
実
現
で
あ

る
。
そ
う
し
て
そ
れ
は
た
だ
ま﹅
じ﹅
め﹅
で﹅
「
信
ま
こ
と」
が﹅
あ﹅
る﹅
こ﹅
と﹅
、
人﹅
を﹅
愛﹅
し﹅
衆﹅
を﹅
愛﹅
す﹅
る﹅
こ﹅
と﹅
に
よ
っ
て
の
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み
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
人
倫
的
組
織
の
実
現
に
は
、
そ
の
細
部
と
し
て
孝
や

悌
が
含
ま
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
家
を
捨
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
道
を
実
現
す
る
と
い
う
の
は
孔
子
学
派
の
道
で

は
な
い
。
し
か
し
孝
を
何
よ
り
も
重
大
視
す
る
と
い
う
の
も
ま
た
こ
の
初
期
の
孔
子
学
派
の
思
想
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
（
五
）
と
（
六
）
と
に
分
け
る
孔
子
の
語
は
、
明
ら
か
に
信
ま
こ
とと
愛
と
を
人
倫
の
道
の

中
枢
と
す
る
の
で
あ
っ
て
単
に
家
族
道
徳
を
説
く
の
で
は
な
い
。
（
七
）
の
子
夏
の
語
に
至
る
と
よ
ほ
ど

五
倫
の
思
想
に
近
づ
い
て
来
る
。
賢
を
尊
ぶ
の
は
長
幼
の
序
に
当
た
る
で
あ
ろ
う
。
色
を
あ
な
ど
る
の
は

夫
婦
の
別
に
近
い
で
あ
ろ
う
。
あ
と
は
父
母
に
仕
え
、
君
に
仕
え
、
朋
友
に
信
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
子
夏

に
よ
れ
ば
こ
の
五
倫
が
学
な
の
で
あ
っ
た
。
が
、
ま
た
長
で
あ
る
が
ゆ
え
に
尊
ぶ
の
で
な
く
長
者
が
賢﹅
で﹅

あ﹅
る﹅
が﹅
ゆ﹅
え﹅
に﹅
尊
ぶ
の
で
あ
り
、
単
に
夫
婦
を
差
別
す
る
の
で
な
く
色﹅
を﹅
あ﹅
な﹅
ど﹅
る﹅
が﹅
ゆ﹅
え﹅
に﹅
夫
婦
間
に

礼
儀
を
正
し
く
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
子
夏
の
思
想
は
い
ま
だ
形
式
化
し
た
五
倫
思
想
で
は
な
い
と
も

言
え
る
。
従
っ
て
賢
を
尊
ぶ
の
も
色
を
あ
な
ど
る
の
も
、
家
族
道
徳
よ
り
は
広
い
一
般
的
な
意
義
を
担
う

の
で
あ
る
。
家
族
道
徳
は
五
項
の
内
の
た
だ
一
項
に
過
ぎ
な
い
。
以
上
が
孔
子
学
派
の
人
倫
の
大
綱
と
見

ら
れ
る
な
ら
ば
、
初
期
の
孔
子
学
派
は
家
族
道
徳
を
特﹅
に﹅
重
ん
じ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
人
倫
の
大
綱
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
学﹅
ぶ﹅
べ﹅
き﹅
道﹅
が
示
さ
れ
た
。
そ
こ
で
次
に
は
こ
の
道
を
学
ぶ
学
徒

の
心
が
け
が
示
さ
れ
る
。
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（
八
）
　
子
曰
く
、
君
子
重おも
か
ら
ざ
れ
ば
則
ち
威
あ
ら
ず
、
学
べ
ば
則
ち
固
か
た
く
なな
ら
ず
。
忠
信
（
の
人
）

　
　
に
主した
し
み
、
己
れ
に
如し
か
ざ
る
者ひと
を
友
と
す
る
こ
と
な
か
れ
、
過
あ
や
まて
ば
則
ち
改
む
る
に
憚
は
ば
かる
こ
と
な

　
　
か
れ
。

こ
の
心
が
け
は
も
ち
ろ
ん
学
徒
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
が
、
も
し
一
般
の
世
間
に
お
い
て
、

「
己
れ
に
如
か
ざ
る
者
を
友
と
す
る
こ
と
」
が
な
け
れ
ば
、
友
人
関
係
は
き
わ
め
て
ま
れ
に
し
か
成
り
立

ち
得
ぬ
で
あ
ろ
う
。
我
は
た
と
い
己
れ
に
優まさ
る
者
を
友
と
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
の
優
る
者
は
己
れ
に
如

か
な
い
我
を
友
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
人
は
た
だ
己
れ
に
等
し
い
も
の
の
み
を

友
と
し
得
る
。
そ
の
場
合
に
人
を
導
き
ま
た
導
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
る
に
学
徒
は

導
か
れ
る
立
場
に
あ
る
。
常
に
己
れ
よ
り
高
い
者
優すぐ
れ
た
者
に
接
し
な
く
て
は
、
有
効
に
導
か
れ
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
心
が
け
は
学
徒
の
心
が
け
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
る
。
過
あ
や
まて
ば
す

な
わ
ち
改
む
る
と
い
う
心
が
け
も
、
学
問
に
お
け
る
進
歩
の
た
め
に
必
須
で
あ
る
。
そ
う
い
う
し
な
や
か

な
、
弾
力
あ
る
心
構
え
を
養
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
頑
固
に
な
る
と
い
う
危
険
を
防
ぐ
こ
と
が
で

き
る
。
軽
々
し
く
意
見
を
変
え
な
い
と
い
う
よ
う
な
態
度
も
君
子
と
し
て
は
必
要
で
あ
る
が
、
頑
固
に
陥

っ
て
は
取
り
柄
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
よ
っ
て
学
園
の
根
本
精
神
と
、
学
ぶ
べ
き
道
と
、
道
を
学
ぶ
心
が
け
と
が
説
か
れ
た
。
次
に
来
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る
も
の
は
か
く
し
て
修
養
し
得
た
者
の
模﹅
範﹅
的﹅
な﹅
姿﹅
で
あ
る
。

　
（
九
）
　
曾
子
曰
く
、
終
わ
り
を
慎
み
遠
き
を
追
え
ば
、
民
の
徳
厚
き
に
帰
せ
ん
。

　
（
十
）
　
子
禽
し
き
ん
、
子
貢
に
問
い
て
曰
く
、
夫
子
の
こ
の
邦くに
に
至
る
や
必
ず
そ
の
政
を
聞
け
り
。
（
夫
子
）

　
　
之これ
を
求
め
た
る
か
、
抑
あ
る
い（
或
）
は
（
人
君
）
之
を
与
え
た
る
か
。
子
貢
曰
く
、
夫
子
は  

温   

良   

恭

お
ん
り
ょ
う
き
ょ

　
　   

倹   

譲  

う
け
ん
じ
ょ
う
も
て
之
を
得
た
り
。
夫
子
の
求
む
る
は
其そ
諸れ
人
の
求
む
る
に
異
な
る
か
。

　
（
十
一
）
　
子
曰
く
、
父
在いま
す
と
き
は
其
の
志
を
観
、
父
没
す
る
と
き
は
其
の
行
な
い
を
観
、
三
年
父

　
　
の
道
を
改
む
る
な
き
、
孝
と
い
う
べ
し
。

「
終
」
は
通
例
油
断
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
遠
」
は
通
例
忘
れ
る
も
の
で
あ
る
。
が
、
道
を
得
た
も
の
は

ち
ょ
う
ど
逆
に
終
わ
り
を
慎
み
遠
き
を
追
う
と
い
う
よ
う
に
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
か
か
る
人
の
率ひき
い
る

民
は
お
の
ず
か
ら
徳
化
さ
れ
て
く
る
。
孔
子
が
そ
の
温
良
恭
倹
譲
の
徳
の
ゆ
え
に
至
る
と
こ
ろ
政
治
の
相

談
を
受
け
た
の
は
よ
き
例
で
あ
る
。
民
衆
や
政
治
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
孝
に
つ
い
て
も
同

様
な
こ
と
が
言
え
る
。
父
の
生
前
に
は
そ
の
志
を
遂と
げ
る
よ
う
に
努
め
、
父
の
没
後
に
は
そ
の
や
り
方
を

尊
重
し
て
三
年
の
間
改
め
な
い
、
と
い
う
ご
と
き
は
誠
に
孝
の
至
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
道
を
得
た
者
は

こ
う
い
う
行
き
届
い
た
孝
行
を
な
し
得
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
解
釈
は 

学 

而 

篇 

が
く
じ
へ
ん

編
輯
の
目

的
か
ら
推
測
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
語
が
初
め
か
ら
そ
う
い
う
意
味
で
言
わ
れ
た
と
い
う
の
で
は
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な
い
。
も
と
も
と
独
立
し
た
三
つ
の
章
が
こ
の
篇
の
こ
の
個
所
に
並
ん
で
い
る
ゆ
え
ん
は
右
の
ご
と
く
解

す
る
ほ
か
は
な
い
と
い
う
ま
で
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
章
を
独
立
し
た
も
の
と
し
て
解
釈
し
て
も
、

意
味
の
上
に
大
差
は
な
い
と
思
う
。
曾
子
の
語
を
喪
祭
の
意
に
解
す
る
の
は
、
曾
子
を
『
孝
経
』
の
著
者

と
す
る
先
入
見
に
囚とら
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
語
は
『
孝
経
』
よ
り
古
い
の
で
あ
る
か
ら
『
孝
経
』
と

離
し
て
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
以
上
は
（
一
）
に
掲
げ
た
三
つ
の
綱
領
の
う
ち
第
一
の
学﹅
問﹅
の﹅
喜﹅
び﹅
を
、
学
の
内
容
、
方
法
、
目
的
な

ど
に
展
開
し
て
並
べ
た
の
で
あ
る
が
、
次
に
は
第
二
の
学﹅
問﹅
に﹅
お﹅
け﹅
る﹅
共﹅
同﹅
態﹅
に
関
し
て
三
つ
の
章
が
並

べ
ら
れ
て
い
る
。

　
（
十
二
）
　
有
子
曰
く
、
礼
の
用
は
和
を
貴
し
と
為な
す
。
先
王
の
道
も
こ
れ
（
和
）
を
美よし
と
な
す
。
小

　
　
大
（
の
事
）
、
之これ
に
由よ
る
も
行
な
わ
れ
ざ
る
所
あ
る
は
、
和
を
知
っ
て
和
せ
ん
と
す
る
も
、
礼
を
以

　
　
て
之
を
節
せ
ざ
れ
ば
、
亦また
行
な
う
べ
か
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

　
（
十
三
）
　
有
子
曰
く
、
信
、
義
に
近
き
と
き
は
、
言こと
、
復ふ
む
べ
き
な
り
。
恭
、
礼
に
近
き
と
き
は
、

　
　
恥
辱
に
遠
ざ
か
る
。
因
し
た
しむ
と
こ
ろ
其
の
親
を
失
わ
ざ
る
と
き
は
亦
宗
と
う
とぶ
べ
き
な
り
。

　
（
十
四
）
　
子
曰
く
、
君
子
は
食
飽あ
か
ん
こ
と
を
求
む
る
な
く
、
居きょ
安
か
ら
ん
こ
と
を
求
む
る
な
く
、

　
　
事わざ
に
敏と
く
し
て
言こと
を
慎
み
、
有
道
に
就つ
い
て
正
す
。
学
を
好
む
と
い
う
べ
き
な
り
。
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こ
こ
に
有
子
の
語
が
二
章
ま
で
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
有
若
が
初
期
の
孔
子
学
園
と
何
ら
か
特
殊
の

関
係
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
に
か
く
と
し
て
、
有
子
の
語
が
特
に

共﹅
同﹅
態﹅
の﹅
秩﹅
序﹅
に
関
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
和
が
何
よ
り
も
重
大
で
あ
る
が
そ
の
実
現
は
礼
の
共
働

を
ま
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
信
も
盲
目
的
な
情
愛
と
し
て
で
な
く
し
て
義
に
近
い
も
の
、
恭
も
人
に
媚こ
び
る
よ

う
な
も
の
で
は
な
く
し
て
礼
に
近
い
も
の
、
し
た
し
み
も
た
だ
感
情
的
な
も
の
で
は
な
く
し
て
「
親
」
の

道
に
は
ず
れ
な
い
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
の
注
意
は
学
問
の
共
同
態
に
お
い
て
青
年
た
ち
が  

殉  

じ
ゅ
ん

  

情  

じ
ょ
う
的
な
結
合
に
奔はし
る
こ
と
を
警
い
ま
しめ
た
の
で
あ
る
。
孔
子
の
食
、
居
等
に
つ
い
て
の
注
意
を
こ
こ
に
掲
げ

た
の
は
、
青
年
学
徒
に
対
し
て
寄
宿
舎
の
ご
と
き
設
備
が
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

　
最
後
は
第
三
の
学﹅
問﹅
修﹅
養﹅
の﹅
自﹅
己﹅
目﹅
的﹅
性﹅
に
つ
い
て
の
二
章
で
あ
る
。

　
（
十
五
）
　
子
貢
曰
く
、
貧
し
く
し
て
諂
へ
つ
らう
こ
と
な
く
、
富
み
て
驕おご
る
こ
と
な
き
は
何
如
い
か
ん
。
子
曰
く
、

　
　
可
な
り
、
（
然しか
れ
ど
も
）
未
だ
貧
し
く
し
て
道
を
楽
し
み
、
富
み
て
礼
を
好
む
も
の
に
は
若し
か
ざ
る

　
　
な
り
。
子
貢
曰
く
、
詩
に
「
切せつ
す
る
が
如
く
、
磋さ
す
る
が
如
く
、
琢たく
す
る
が
如
く
、
磨ま
す
る
が
如
し
」

　
　
と
言
え
る
は
、
そ
れ
こ
の
謂い
い
か
。
子
曰
く
、
賜し
や
始
め
て
与とも
に
詩
を
い
う
べ
き
な
り
、
こ
れ
に
往す

　
　
ぎ
に
し
こ
と
を
つ
ぐ
れ
ば
来
た
ら
ん
こ
と
を
も
知
る
も
の
な
り
。

　
（
十
六
）
　
子
曰
く
、
人
の
己
れ
を
知
ら
ざ
る
を
患うれ
え
ず
、
人
を
知
ら
ざ
る
を
患
え
よ
。
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学
而
篇
初
章
の
第
三
句
、
「
人
知
ら
ざ
る
も
慍うら
み
ず
」
と
同
じ
意
味
の
言
葉
が
、
こ
の
篇
の
末
尾
に
置
か

れ
て
い
る
こ
と
を
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
第
三
の
テ
ー
マ
が
こ
こ
に
展
開
せ
ら
れ
た
こ
と

を
示
す
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
、
知﹅
ら﹅
る﹅
る﹅
こ﹅
と﹅
に
心
を
労
せ
ず
、
た
だ
知﹅
る﹅
こ﹅
と﹅
に
の
み
努
め
る

と
い
う
精
神
ほ
ど
、
学
問
の
自
己
目
的
性
を
あ
ら
わ
に
す
る
も
の
は
な
い
。
い
わ
ん
や
貧
富
の
ご
と
き
は
、

学
を
好
む
者
の
眼
中
に
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
貧
し
き
者
が
諂
へ
つ
らわ
な
い
こ
と
に
努
め
、
富
め
る
者
が
驕おご
ら

な
い
よ
う
に
用
心
す
る
の
は
、
ま
だ
貧
富
に
囚とら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
学
者
は
貧
富
を
超
え
て
道
を
楽

し
み
礼
を
好
む
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
道
は
無﹅
限﹅
の﹅
修﹅
養﹅
で
あ
る
。
切
磋
琢
磨

せ
っ
さ
た
く
ま
は
こ
の
停と
ま
る

と
こ
ろ
の
な
い
無
限
の
道
の
合
い
言
葉
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
孔
子
学
徒
に
お
い
て
も
道﹅
の﹅
追﹅
究﹅
の﹅

無﹅
限﹅
性﹅
は
把
捉
は
そ
く
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
学﹅
の﹅
実﹅
益﹅
性﹅
な
ど
は
彼
ら
の
全
然
説
か
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
。

　
以
上
の
ご
と
く
学
而
篇
は
、
一
定
の
目
的
を
も
っ
て
纏まと
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
元

来
独
立
し
て
い
た
言
葉
を
集
め
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
た
各
章
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
言
葉
と
し
て
理
解
せ

ら
れ
て
よ
い
。
し
か
し
独
立
の
言
葉
と
し
て
深
い
意
味
が
汲く
み
取
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
毫ごう
も
こ
の
一

篇
の
全
体
的
構
図
を
否
認
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
孔
子
の
語
の
最
初
の
編
纂
の
背
後
に
、
孔
子
の
孫

弟
子
（
あ
る
い
は
曾
孫
ひ
ま
ご
弟
子
）
の
経
営
す
る
学
園
が
存
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
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い
の
で
あ
る
。

　
学
而
篇
が
孔
子
学
徒
に
学
問
の
方
針
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
孔
子
の
思
想
を
伝
え
る
こ
と
を
主

眼
と
し
て
い
な
い
の
に
反
し
て
、
斉
魯
二
篇
の
他
の
一
篇
た
る
郷﹅
党﹅
篇﹅
は
全
然
孔﹅
子﹅
の﹅
面﹅
影﹅
を
伝
え
よ
う

と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
こ
れ
は
最
初
の
孔
子
伝
と
も
言
え
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
い
か

な
る
時
に
誰
に
向
か
っ
て
い
か
な
る
事
を
し
た
か
を
伝
え
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
日﹅
常﹅
的﹅
な﹅
孔
子
の
行
為

の
仕
方
あ
る
い
は
動
作
の
仕
方
を
、
類
型
的
に
描
い
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
例
外
を
な
す
の
は
、
前
に
あ

げ
た
康
子
こ
う
し
薬
を
饋おく
る
の
一
節
の
み
で
あ
ろ
う
。

　
郷
党
篇
が
最
初
に
あ
げ
て
い
る
の
は
孔
子
が
公﹅
的﹅
生﹅
活﹅
に﹅
お﹅
い﹅
て﹅
ど
う
い
う
ふ
う
に
ふ
る
ま
っ
た
か
で

あ
る
。
郷
党
の
人
々
と
つ
き
あ
う
時
に
は 
恭   

順   

朴   

訥  
き
ょ
う
じ
ゅ
ん
ぼ
く
と
つ

で
あ
っ
た
。
宗
廟
朝
廷
で
は
閑
雅
で
言
葉
を

謹つつ
しん
だ
。
下
大
夫

か
た
い
ふ

と
話
す
時
に
は
和
楽
の
態
度
、 

上 

大 

夫 
じ
ょ
う
た
い
ふ
と
話
す
時
に
は
謹
敬
の
態
度
、
君
い
ま
す
時

に
は
恭
敬
に
し
て 

安  

舒 

あ
ん
じ
ょ

た
る
態
度
で
あ
っ
た
と
い
う
ご
と
き
。
そ
の
ほ
か
公
お
お
や
けの
儀
礼
の
場
の
挨
拶
の
仕

方
と
か
、
公
門
に
入
る
時
の
歩
き
方
と
か
、
君
前
に
お
け
る
挙
止
動
作
と
か
が
こ
ま
ご
ま
と
書
か
れ
て
い

る
。

　
次
は
孔
子
の
私﹅
的﹅
生﹅
活﹅
の
状
態
で
あ
る
。
衣
服
は
ど
う
い
う
物
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
用
い
た
か
。
食
事
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は
ど
う
い
う
物
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
食
っ
た
か
。
そ
れ
が
細
か
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
中
に
、
「
酒
量
な

し
と
い
え
ど
も
乱
に
及
ば
ず
」
と
か
、
「
多
く
食
わ
ず
」
と
か
、
「
食
す
る
と
き
は
語
ら
ず
」
と
か
と
い

う
ご
と
く
、
衣
食
の
様
式
を
超
え
て
理
解
し
や
す
い
句
も
交
じ
っ
て
い
る
。

　
そ
の
あ
と
に
は
、
孔
子
の
人
物
を 

髣  

髴 

ほ
う
ふ
つ

と
せ
し
め
る
よ
う
な
生
活
の
断
片
が
列
挙
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
厩
う
ま
や焚や
け
た
り
。
子
、
朝
ち
ょ
うよ
り
退
き
、
人
を
傷
そ
こ
なえ
る
か
と
の
み
い
い
て
、
馬
を
問
い
た
ま
わ
ず
。

と
い
う
ご
と
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
孔
子
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
態

度
が
人
と
し
て
当
然
あ
る
べ
き
態
度
で
あ
っ
て
、
馬
を
問
う
ご
と
き
人
物
は
小
人
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う

こ
と
が
ほ
と
ん
ど
常
識
と
し
て
通
用
す
る
に
至
っ
て
い
る
の
は
、
孔
子
の
感
化
だ
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

つ
ま
り
孔
子
は
、
最
も
平
凡
な
日
常
的
態
度
で
も
っ
て
、
ヒ
ュ
マ
ニ
テ
ィ
ー
の
急
所
を
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
こ
こ
に
列
挙
せ
ら
れ
る
他
の
諸
例
も
同
様
な
孔
子
の
心
づ
か
い
を
示
す
も
の
が
多
い
。
郷
党
の
人
々
に

対
す
る
心
づ
か
い
と
し
て
は
、

　
　
郷
人
の
飲
酒
す
る
と
き
、  

杖    

者  

じ
ょ
う
し
ゃ

（
老
人
）
出い
づ
れ
ば
斯
す
な
わち
出
づ
。
郷
人
の
儺
お
に
や
ら
いす
る
と
き
は
、
朝

　
　
服
し
て
阼
階
そ
か
い
に
立
つ
。

な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
。
孔
子
は
郷
人
と
と
も
に
酒
を
飲
ん
だ
の
で
あ
り
、
そ
う
し
て
郷
党
の
老
人
を
敬
う
や
ま
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い
労
い
た
わっ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
郷
人
の
行
な
う
祭
儀
に
は
ま
じ
め
に
共
感
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に

は
村
落
共
同
態
へ
の
従
順
な
態
度
が
見
ら
れ
る
。
知
識
人
と
し
て
己
れ
を
郷
人
か
ら
区
別
す
る
よ
う
な
距

離
感
は
そ
こ
に
は
な
か
っ
た
。
ま
た
朋
友
に
対
す
る
心
づ
か
い
と
し
て
は
、

　
　
朋
友
死
し
て
帰よ
る
所
な
け
れ
ば
我
が
も
と
に
お
い
て
殯ひん
せ
よ
と
い
う
。

と
あ
る
。
殯
は
、
庶
人
で
あ
れ
ば
、
死
後
三
日
目
に
行
な
う
。
本
葬
で
は
な
い
が
、
し
か
し
葬
式
に
は
相

違
な
い
。
朋
友
の
た
め
に
は
そ
れ
を
引
き
受
け
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
朋
友
を
己
れ
の
家
の
者
と
同
様

に
取
り
扱
う
の
で
あ
る
。
ま
た
一
般
に
不
幸
な
る
も
の
に
対
す
る
心
づ
か
い
と
し
て
は
、

　
　
子
、 

斉 

衰 

者 

も
に
あ
る
ひ
と
を
見
る
と
き
は
、
狎な
れ
た
り
と
雖
い
え
ども
必
ず
（
容
を
）
変
ず
。
…
…
凶
服
者
は
之これ
を
式
し
ょ
く

　
　
す
。

と
い
う
ご
と
き
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
喪
服
を
つ
け
た
者
に
逢あ
え
ば
、
た
と
い
親
し
い
者
で
も
、
容
か
た
ち

を
改
め
て
対
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
喪
服
は
悲
し
み
の
表
現
と
し
て
社
会
的
に
作
ら
れ
た
風
習
で
あ
る

か
ら
、
孔
子
の
態
度
は
こ
の
風﹅
習﹅
の﹅
意﹅
義﹅
を
最
も
率﹅
直﹅
に﹅
生﹅
か﹅
せ﹅
た﹅
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
も
非

凡
人
を
ま
っ
て
初
め
て
行
な
わ
れ
得
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
ヒ
ュ
マ
ニ
テ
ィ
ー
の
急
所
に
当
た
っ

て
い
る
と
い
う
点
で
は
前
と
同
様
で
あ
る
。

　
郷
党
篇
は
以
上
の
ご
と
き
孔
子
の
ふ
る
ま
い
方
や
心
づ
か
い
方
を
叙
し
た
あ
と
で
、
次
の
ご
と
き
興
味
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あ
る
句
を
も
っ
て
結
ん
で
い
る
。

　
　
色
斯
お
ど
ろ
き
て
挙あ
が
り
、
翔かけ
っ
て
後
集くだ
る
。
曰
く
、  

山    

梁  

さ
ん
り
ょ
う

の
雌し
雉ち
、
時よい
か
な
時よい
か
な
と
。
子
路
之これ
に

　
　
共むか
え
ば
三
た
び
※
は
ね
ひ
ろげ
て
作た
つ
。

こ
れ
は
孔
子
が
子
路
と
と
も
に
山
に
行ゆ
い
て
雌
雉
を
見
た
時
の
話
で
あ
る
。
孔
子
が
近
づ
く
と
、
一
度
は

驚
い
て
飛
び
上
が
っ
た
が
、
少
し
翔
と
び
め
ぐっ
て
か
ら
ま
た
孔
子
の
あ
た
り
へ
お
り
て
く
る
。
そ
れ
を
見
て
孔
子

が
善
い
か
な
善
い
か
な
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
子
路
が
そ
の
雉
の
そ
ば
へ
寄
ろ
う
と
す
る
と
、

雉
は
飛
ぼ
う
と
し
て
や
め
、
ま
た
飛
ぼ
う
と
し
て
や
め
た
が
、
結
局
三
度
目
に
飛
び
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
情
景
は
、
鳥
さ
え
も
孔﹅
子﹅
だ﹅
け﹅
に﹅
は﹅
な
つ
い
た
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
孔
子
の
仁
は
鳥
に
さ

え
も
通
じ
る
く
ら
い
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
描
写
を
郷
党
篇
の
最
後
に
置
い
た
こ
と
は
、

編
者
に
対
し
て
幾
分
の
心
憎
さ
を
さ
え
も
感
ぜ
し
め
る
で
あ
ろ
う
。

　
孔
子
の
学
徒
は
、
孔
子
の
面
影
を
伝
え
よ
う
と
す
る
最
初
の
試
み
に
お
い
て
、
上
述
の
ご
と
き
孔
子
の

姿
を
描
い
た
。
そ
こ
に
は
異
常
な
事
件
や
非
凡
な
能
力
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
孔
子
を
考
え

る
に
つ
い
て
特
に
留
意
せ
ら
る
べ
き
点
で
あ
る
。

　
学
而
、
郷
党
二
篇
を
斉
魯
二
篇
と
し
て
『
論
語
』
の
最
も
古﹅
い﹅
層﹅
と
見
れ
ば
、
河
間
七
篇
に
当
た
る
諸
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篇
も
ま
た
同
様
に
古
い
層
に
属
す
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
学
而
篇
が
孔
子
学
徒
へ
示
さ
れ
た
学﹅
園﹅

の﹅
綱﹅
領﹅
で
あ
っ
て
、
孔
子
の
思
想
を
叙
述
し
よ
う
と
目
ざ
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
見
て
来
た

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
学
園
そ
の
も
の
が
孔
子
の
人
格
と
思
想
を
核
と
し
て
生
成
し
た
も
の
で

あ
る
以
上
、
そ
の
孔
子
に
つ
い
て
詳
し
く
知
ろ
う
と
す
る
要
求
は
、
初
め
よ
り
学
徒
の
間
に
あ
っ
た
と
見

な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
に
対
し
て
孔
子
の
弟
子
も
孫
弟
子
も
そ
の
知
れ
る
限
り
を
答
え
た
に
違
い
な
い
。

だ
か
ら
学
而
や
郷
党
が
編
纂
さ
れ
た
時
に
、
そ﹅
れ﹅
以﹅
上﹅
詳﹅
し﹅
い﹅
孔﹅
子﹅
の﹅
言﹅
行﹅
が
学
徒
の
間
に
知
ら
れ
て
い

た
こ
と
も
、
も
ち
ろ
ん
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
学
而
篇
は
、
そ
の
編
纂
の
主
旨
に
も
と
づ
き
、
学
問
の
精
神

や
人
倫
の
大
綱
に
関
す
る
孔
子
の
語
を
、
き
わ
め
て
簡
略
に
採
録
し
た
に
過
ぎ
ず
、
孔
子
の
人
と
な
り
を

伝
え
よ
う
と
す
る
郷
党
篇
は
、
弟
子
と
の
問
答
や
孔
子
の
思
想
な
ど
に
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
こ
と
な
く
、
た

だ
仁
者
と
し
て
の
孔
子
の
面
影
を
語
っ
た
に
過
ぎ
ぬ
。
す
で
に
孔
子
の
言
行
が
記
録
さ
れ
始
め
た
以
上
、

か
か
る
簡
単
な
も
の
で
右
の
要
求
が
充
た
さ
れ
る
は
ず
は
な
い
。
弟
子
や
孫
弟
子
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
来

た
さ
ま
ざ
ま
の
孔
子
の
言
行
は
、
記
録
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
こ
れ
が
お
そ
ら
く
河
間
七
篇
の
成
立

し
て
来
た
ゆ
え
ん
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
見
れ
ば
こ
こ
に
記
録
さ
れ
た
材
料
は
決
し
て
斉
魯
二
篇
の
そ

れ
よ
り
新
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
七
篇
と
し
て
記
録
さ
れ
編
纂
せ
ら
れ
た
の
は
斉
魯
二
篇
よ
り
も

新
し
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
個﹅
﹅々

の﹅
孔
子
の
語
と
し
て
は
斉
魯
二
篇
と
同
じ
き
層
に
属
し
、
河
間
七
篇
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と
し
て
は
そ
れ
よ
り
新
し
い
層
に
属
す
る
の
で
あ
る
。

　
右
の
ご
と
く
河
間
七
篇
は
学
而
篇
と
異
な
っ
て
孔﹅
子﹅
の﹅
言﹅
行﹅
を﹅
伝﹅
え﹅
る﹅
こ﹅
と﹅
を
主
眼
と
す
る
。
そ
の
点

で
は
郷
党
篇
と
ほ
ぼ
動
機
を
同
じ
く
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
郷
党
篇
が
孔
子
の
思
想
を
伝
え
よ
う
と

し
な
い
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
そ
の
点
を
も
目
ざ
し
て
い
る
。
そ
こ
で
河
間
七
篇
は
、
学
而
篇
か
ら
弟﹅

子﹅
の﹅
語﹅
を
排
除
し
て
孔
子
の
語
を
の
み
残
し
、
こ
れ
を
郷
党
篇
の
中
に
流
し
込
ん
だ
よ
う
な
体
裁
と
な
る

の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
弟
子
の
語
も
、
孔﹅
子﹅
に﹅
つ﹅
い﹅
て﹅
語﹅
り﹅
孔﹅
子﹅
を﹅
伝﹅
え﹅
る﹅
に﹅
役﹅
立﹅
つ﹅
限﹅
り﹅
は﹅
取
り
入
れ

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
学
而
が
く
じ
篇
に
お
い
て
の
よ
う
に
弟
子
自
身
の
思
想
を
言
い
現
わ
し
た
弟﹅
子﹅
の﹅
語﹅
は
、

為
政
い
せ
い
、 

八  

佾 

は
ち
い
つ

、
里
仁
り
じ
ん
、 

公 
冶 
長 

こ
う
や
ち
ょ
う
、
雍
也
よ
う
や
、 

述  

而 

じ
ゅ
つ
じ

、
子
罕
し
か
ん
の
七
篇
を
通
じ
て
、
た﹅
だ﹅
一﹅
つ﹅
の﹅
例﹅
外﹅
を

除
く
ほ
か
、
全
然
現
わ
れ
て
来
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
例
外
は
里
仁
篇
末
尾
の
、

　
　
子﹅
游﹅
曰﹅
く﹅
、
君
に
事つか
え
て
数せ
（
責
）
む
れ
ば
斯
す
な
わ（
則
）
ち
辱
は
ず
か
しめ
ら
れ
、
朋
友
に
（
交
わ
り
て
）
数せ
む

　
　
れ
ば
斯
す
な
わち
疏うと
ん
ぜ
ら
る
。

で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
語
は
す
ぐ
前
に
あ
る
孔
子
の
語
、
「
徳
孤
な
ら
ず
、
必
ず
鄰
と
な
りあ
り
」
を 

反  

駁 

は
ん
ば
く

し
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
何
か
由よし
あ
り
げ
で
あ
る
。
た
だ
一
つ
の
例
外
が
こ
う
い
う
状
態
で
あ
る
か
ら
、

河
間
七
篇
が
い
か
に
孔
子
に
集
中
し
て
い
る
か
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
学
而
と
郷
党
と
の
両
篇
の
間
に
挿はさ
ま
っ
た
八﹅
篇﹅
の
内
か
ら
、
泰﹅
伯﹅
篇﹅
を
排
除
し
て
七
篇
を
残
し
得
る
ゆ
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え
ん
も
、
同
じ
く
こ
こ
に
存
す
る
。
こ
の
篇
に
は
曾﹅
子﹅
の﹅
語﹅
が
五
章
、
誰
の
語
か
わ
か
ら
な
い
議
論
が
一

章
加
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
後
に
説
く
ご
と
き
河
間
七
篇
の
構
図
の
上
か
ら
言
っ
て
も
、
こ
の
一

篇
だ
け
は
独
立
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
篇
に
お
い
て
は
堯
舜
禹
の
物
語
を
採
用
し
た
孔
子
の
語
が
ひ
ど

く
目
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
他
の
七
篇
と
と
も
に
論
ず
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

　
さ
て
為
政
、
八
佾
、
里
仁
、
公
冶
長
、
雍
也
、
述
而
、
子
罕
の
七
篇
を
通
観
す
る
と
、
八
佾
篇
は
礼﹅
を﹅

主﹅
題﹅
と﹅
し﹅
て﹅
こ
れ
に
関
す
る
問
答
を
集
め
、
里
仁
篇
は
仁﹅
と﹅
君﹅
子﹅
と
に
関
す
る
孔
子
の
語
を
録
し
、
公
冶

長
、
雍
也
の
両
篇
は
弟
子
お
よ
び
そ
の
他
の
人﹅
物﹅
月﹅
旦﹅
と
な
り
、
述
而
、
子
罕
の
両
篇
は
孔
子
自
身
の
述

懐
や
孔
子
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
の
弟
子
の
語
や
あ
る
い
は
郷
党
と
同
様
な
孔
子
の
生
活
描
写
な
ど
、
孔

子
に
つ
い
て
の
伝﹅
記﹅
的﹅
な﹅
も﹅
の﹅
を
集
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
孔
子
の
思
想
、
弟
子
と
の
関
係
、
お
よ
び
孔

子
の
体
験
・
行
路
の
三
つ
の
主
題
が
、
そ
れ
ぞ
れ
二
篇
ず
つ
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

最
初
の
為﹅
政﹅
篇﹅
の
み
は
、
特
に
ど
の
主
題
を
持
っ
て
い
る
と
も
言
え
な
い
。
孝
に
つ
い
て
の
問
答
が
四
つ

ほ
ど
並
ん
で
い
て
目
立
つ
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
を
取
り
立
て
て
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
し
か
し
孝
と

関
係
の
な
い
多
く
の
問
題
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
少
し
く
注
意
深
く
観
察
す
る
と
、
こ
の
篇

が
前
掲
の
三
つ
の
主
題
を
こ
と
ご
と
く
含
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
為
政
篇
は
あ
と
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の
六
篇
の
総
論
と
な
り
、
孔
子
の
伝
記
、
弟
子
と
の
関
係
、
孔
子
の
思
想
の
全
面
に
わ
た
っ
て
、
孔
子
の

語
を
録
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
見
れ
ば
河
間
七
篇
の
持
つ
全
体
的
な
構
図
が
、
一
目
に
し
て
見
渡
せ

る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
為
政
篇
は
第
一
章
に
政﹅
治﹅
は
徳
を
も
っ
て
す
べ
き
で
あ
る
と
言
い
、
次
に
詩﹅
の
本
質
が
「
思
無
邪
」
で

あ
る
と
喝
破
か
っ
ぱ
し
、
第
三
に
教﹅
化﹅
が
徳
と
礼
と
に
よ
る
べ
き
で
あ
っ
て
政
と
刑
と
に
よ
る
べ
き
で
な
い
こ
と

を
言
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
事
の
中
核
に
当
た
っ
た
名
言
で
あ
り
、
今
に
な
お
通
用
す
る
智
慧
で
あ
る
。

が
、
そ
の
あ
と
で
突
如
と
し
て
孔
子
の
生
涯
が
掲
げ
ら
れ
る
。

　
　
子
曰
く
、
吾われ
十
有
五
に
し
て
学
に
志
し
、
三
十
に
し
て
立
ち
、
四
十
に
し
て
惑まど
わ
ず
、
五
十
に
し
て

　
　
天
命
を
知
る
、
六
十
に
し
て
耳
順
し
た
がう
、
七
十
に
し
て
心
の
欲
す
る
所
に
従
っ
て
矩のり
を
踰こ
え
ず
。

こ
れ
は
も
し
真
に
孔
子
の
語
で
あ
る
な
ら
ば
、
明
ら
か
に
孔﹅
子﹅
の﹅
自﹅
伝﹅
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
孔
子
と
い
え
ど

も
幼
年
の
時
か
ら
学
を
好
ん
だ
の
で
は
な
い
。
十
五
の
こ
ろ
に
初
め
て
学
に
醒さ
め
た
の
で
あ
る
。
ま
た
青

年
時
代
に
す
で
に
事
を
成
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
三
十
に
し
て
初
め
て
立
っ
た
の
で
あ
る
。
世
に
立

っ
て
も
惑
い
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
四
十
に
し
て
よ
う
や
く
確
固
と
し
た
己
れ
の
道
を
見
い
だ
し
た

の
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
を
実
現
す
る
の
に
焦あせ
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
五
十
に
し
て
よ
う
や
く
天
命
を

95



知
り
、
落
ち
つ
き
を
得
た
の
で
あ
る
。
落
ち
つ
い
て
い
て
も
世
人
の
言
行
に
対
す
る
非
難
や
否
定
的
な
気

持
ち
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
六
十
に
至
っ
て
よ
う
や
く
寛
容
な
気
持
ち
に
な
れ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
他
に
対
す
る
こ
の
寛
容
な
是
認
の
境
地
に
お
い
て
も
己
れ
の
言
行
を
こ
と
ご
と
く
是
認
す
る

ま
で
に
は
至
ら
な
い
。
遣
憾
や
後
悔
は
な
お
存
し
た
。
そ
れ
が
な
く
な
っ
た
の
は
七
十
に
な
っ
て
か
ら
で

あ
る
。
孔
子
が
没
し
た
の
は
七
十
二
歳
な
い
し
七
十
四
歳
と
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
右
の
述
懐
は
死
に
近

い
こ
ろ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
孔
子
は
一
生
を
回
顧
し
て
晩
年
の
二
、
三
年
の
み
を
自
ら
許
し
た
の
で
あ
っ

た
。

　
こ
の
孔
子
の
自
伝
は
、
時
と
と
も
に
一﹅
般﹅
的﹅
な﹅
人﹅
生﹅
の﹅
段﹅
階﹅
と
し
て
広
い
共
鳴
を
受
け
る
に
至
っ
た
。

人
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
一
生
に
志﹅
学﹅
の
年
、
而﹅
立﹅
の
年
、
不﹅
惑﹅
の
年
、
知﹅
命﹅
の
年
、
耳﹅
順﹅
の
年
等
を
持
つ
と

考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
人
に
よ
っ
て
は
而
立
じ
り
つ
の
年
に
至
っ
て
も
立
ち
得
ず
、
不
惑
ふ
わ
く
の
年
に
至
っ
て
な
お

 

惑  

溺 

わ
く
で
き

の
底
に
あ
り
、
知
命
ち
め
い
の
年
に
焦
燥
し
て
道
を
踏
み
は
ず
し
、 

耳  

順 

じ
じ
ゅ
ん

の
年
に
我
意
を
も
っ
て
人
と

争
う
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
立
ち
得
な
い
で
も
彼
は
而
立
の
年
に
達
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま

た
惑
溺
の
中
に
あ
っ
て
も
彼
は
不
惑
の
年
に
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
立
ち
得
な
い
こ

と
や
惑
溺
を
脱
し
得
な
い
こ
と
が
、
当
然
為な
す
べ
き
こ
と
の
欠﹅
如﹅
と﹅
し﹅
て﹅
非
難
せ
ら
れ
る
。
青
年
の
惑
溺

は
寛
容
せ
ら
れ
る
が
、
不
惑
の
齢
に
達
し
た
も
の
の
惑
溺
は
そ
の
人
の
信
用
を
覆
く
つ
が
えし
て
し
ま
う
。
壮
年
の
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焦
燥
は
同
情
せ
ら
れ
る
が
、
知
命
の
齢
に
達
し
た
も
の
の
焦
燥
は
そ
の
人
へ
の
尊
敬
を
消
失
せ
し
め
る
。

し
て
み
る
と
、
右
の
段
階
は
常
人
の
生
涯
の
段
階
と
し
て
当
然
踏
ま
る
べ
き
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
た
だ
矩のり
を
踰こ
え
ざ
る
段
階
の
み
は
常
人
の
生
涯
に
適
用
せ
ら
れ
な
い
。
そ
う
し
て
そ
の
適
用
せ
ら

れ
な
い
こ
と
に
も
深
い
味
が
あ
る
。
が
、
そ
の
最
後
の
段
階
の
み
を
除
い
て
、
孔
子
自
身
の
生
活
の
歴
史

で
あ
っ
た
も
の
が
あ
ら
ゆ
る
人
に
通
用
す
る
人
生
の
段
階
と
せ
ら
れ
て
来
た
と
こ
ろ
に
、
人
類
の
教
師
と

し
て
の
孔
子
の
意
義
が
炳
乎
へ
い
こ
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
こ
の
章
は
孔
子
を
聖﹅
人﹅
化﹅
す﹅
る﹅
痕﹅
跡﹅
を﹅
含﹅
ま﹅
な﹅
い﹅
点
に
お
い
て
確
か
に
孔
子
自
身
の
語
で
あ
っ
た
ろ
う

と
推
測
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
章
に
お
い
て
孔
子
を
聖
人
化
し
よ
う
と

す
る
努
力
が
試
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
い
わ
く
、
孔
子
が
天
命
を
知
る
と
言
っ
た
の

は
己
れ
の
な
し
得
べ
き
事
の
限
度
を
知
る
と
い
う
く
ら
い
の
浅
い
意
味
で
は
な
い
。
先
王
の
道
を
復
興
す

る
と
い
う
天﹅
よ﹅
り﹅
の﹅
使﹅
命﹅
を
覚さと
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
以
来
孔
子
は
先
王
の
道
の
使
徒
と
し
て
活
動
を

始
め
た
。
有
名
な
弟
子
が
つ
い
た
の
も
こ
の
時
以
後
で
あ
り
、
諸
国
の
為
政
者
に
説
い
て
回
っ
た
の
も
こ

の
時
以
後
で
あ
る
。
天
命
を
知
る
の
一
語
は
孔
子
の
生
涯
に
と
っ
て
は 

甚  

深 

じ
ん
し
ん

の
意
義
を
蔵
す
る
。
こ
れ

が
そ
れ
ら
の
人
々
の
主
張
で
あ
る
。
が
、
こ
れ
は
他
の
材
料
か
ら
知
ら
れ
る
孔
子
の
伝
記
に
も
と
づ
い
た

解
釈
で
あ
っ
て
、
「
五
十
而
知
天
命
」
と
い
う
語
句
そ
の
も
の
が
か
か
る
解
を
必
然
な
ら
し
め
て
い
る
の
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で
は
な
い
。
と
す
る
と
、
知
命
の
意
義
は
五
十
の
こ
ろ
の
孔
子
の
生
活
の
変
化
に
最
も
よ
く
現
わ
れ
て
い

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
伝
記
に
よ
れ
ば
孔
子
は
五
十
の
時
に 

公  

山  

不  

狃 

こ
う
ざ
ん
ふ
じ
ゅ
う

に
仕
え
ん
と
欲
し
、

五﹅
十﹅
一﹅
か﹅
ら﹅
五﹅
十﹅
六﹅
ま﹅
で﹅
魯
の
定
公
に
仕
え
て
官
吏
と
な
っ
た
。
孔
子
が
そ
の
生
涯
に
お
い
て
実
際
に
政

治
に
関
与
し
た
の
は
こ
の
五
十
代
の
前
半
だ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
果
た
し
て
右
の
ご
と
き
使
命

の
自
覚
を
立
証
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
論
者
の
い
う
ご
と
き
諸
点
、
す
な
わ
ち
諸
国
の
為
政
者
に
説
き
、
有

能
な
弟
子
を
養
成
し
た
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
六
十 

耳  

順 

じ
じ
ゅ
ん

に
関
係
あ
る
時
代
（
五
十
七
歳
　
七
十
歳
）

で
あ
っ
て
、
五
十
知
命
に
近
い
こ
ろ
で
は
な
い
。
し
て
み
れ
ば
五
十
知
命
に
右
の
ご
と
き
解
を
付
す
る
の

は
無
理
で
は
な
い
か
。
孔
子
は
四
十
代
の
理
想
主
義
的
な
焦
燥
を
脱
し
た
か
ら
こ
そ
、
五
十
に
至
っ
て
妥

協
を
必
要
と
す
る
現
実
の
政
治
に
た
ず
さ
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
体
験
が
耳みみ
順
し
た
がう
の
心
境
を

準
備
し
た
の
で
あ
る
。
文
句
通
り
素
直
に
解
す
る
に
何
の
さ
ま
た
げ
が
あ
ろ
う
。
前
掲
の
ご
と
き
解
釈
に

よ
っ
て
孔
子
を
偉
大
化
し
よ
う
と
す
る
よ
り
も
、
孔
子
の
自
伝
が
一
般
的
に
人﹅
生﹅
の﹅
段﹅
階﹅
と
し
て
通
用
し

た
と
い
う
事
実
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
方
が
、
は
る
か
に
孔
子
の
偉
大
さ
を
発
揮
す
る
ゆ
え
ん
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　
さ
て
為
政
篇
は
、
政
治
と
詩
と
教
化
と
の
本
質
を
説
い
た
あ
と
で
右
の
ご
と
き
孔
子
の
自
伝
を
掲
げ
、

そ
の
あ
と
に
孝
に
つ
い
て
の
四
つ
の
問
答
を
並
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
問
答
は
孝
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
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る
よ
り
も
一
層
多
く
孔﹅
子﹅
の﹅
説﹅
き﹅
方﹅
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
じ
く
孝
を
説
く
に
も
、
礼
な
き

者
に
は
父
母
に
礼
を
も
っ
て
仕
え
よ
と
答
え
、
父
母
病
弱
な
る
者
に
は
父
母
の
疾
や
ま
いを
憂
え
よ
と
言
い
、
敬

な
き
者
に
は
父
母
を
敬
せ
よ
と
説
き
、
愛
嬌
な
き
も
の
に
は
色
を
和やわ
ら
げ
て
仕
え
る
の
が
第
一
だ
と
教
え

る
。
こ
れ
ら
は
む
し
ろ
自
伝
に
続
い
て
教﹅
師﹅
と﹅
し﹅
て﹅
の﹅
孔﹅
子﹅
の﹅
面﹅
影﹅
を
描
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
あ
と
に
孔
子
の
最
も
愛
し
た
弟
子 

顔  

回 

が
ん
か
い

に
対
す
る
批
評
の
言
葉
が
く
る
。
顔
回
は
一
日
話
し
て

い
て
も
反
問
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
ば
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
る
に
陰
で
は
ち
ゃ
ん
と
道
を
実
行

し
て
い
る
。
ば
か
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
こ
の
弟﹅
子﹅
評﹅
に
続
い
て
人﹅
格﹅
の﹅
問﹅
題﹅
や
君﹅
子﹅
の﹅
問﹅
題﹅
が
五
章
に
わ

た
っ
て
並
べ
ら
れ
る
。
人
の
行
為
・
態
度
に
は
否
応
な
し
に
そ
の
人
格
が
現
わ
れ
る
、
隠
す
こ
と
は
で
き

な
い
。
ま
た
人
の
師
と
な
り
得
る
人
物
は
た
だ
古
い
こ
と
を
尚
た
っ
とぶ
の
み
で
も
新
し
い
こ
と
に
走
る
の
み
で

も
不
可
で
あ
る
、
両
者
を
兼
ね
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
ま
た
君
子
と
し
て
尊
敬
せ
ら
れ
る
よ
う
な
人
物
は
、

た
だ
才
能
が
あ
る
の
み
の
者
で
は
な
い
。
う
わ
べ
は
ば
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
が
、
言
葉
で
現
わ
す
よ
り

も
ま
ず
行
為
に
お
い
て
実
現
す
る
人
、
人
に
し
た
し
む
が
し
か
し
お
も
ね
ら
な
い
人
、
そ
れ
が
君
子
な
の

で
あ
る
。

　
人
格
の
問
題
に
つ
ぐ
の
は
学﹅
問﹅
の﹅
問﹅
題﹅
四
章
で
あ
る
。
他
か
ら
学
ぶ
の
み
で
自
ら
思
索
し
な
け
れ
ば
ほ

ん
と
う
に
は
悟
れ
な
い
、
が
、
自
ら
思
索
す
る
の
み
で
他
か
ら
学
ぶ
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
危
険
で
あ
る
。
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己
れ
と
正
反
対
に
異
な
っ
た
主
張
が
あ
る
場
合
に
、
そ
れ
を
た
だ
攻
撃
す
る
だ
け
で
は
学
問
の
進
歩
に
な

ら
な
い
。
そ
れ
を
機
と
し
て
自
ら
省
み
れ
ば
異
説
も
ま
た
益
に
な
る
。
真
に
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
知

れ
る
を
知
る
と
な
し
、
知
ら
ざ
る
を
知
ら
ず
と
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
正
し
く
認
識
す
る
道
は
、
「
多
く

聞
き
て
疑
わ
し
き
を
闕か
き
…
…
多
く
見
て
殆
う
た
がわ
し
き
を
闕
く
」
こ
と
で
あ
る
。

　
次
に
政﹅
治﹅
に
関
す
る
章
が
三
つ
並
ぶ
。
こ
れ
は
政
治
の
本
質
を
徳
と
す
る
考
え
を
展
開
し
た
も
の
で
あ

る
。
最
後
に
「
信
」
の
重
要
性
を
説
い
た
章
と
、
三
代
の
「
礼
」
の
恒
久
性
を
説
い
た
章
と
、
「
其
の
鬼き

に
非
ず
し
て
祭
る
は
諂
へ
つ
らう
な
り
、
義
を
見
て
為せ
ざ
る
は
勇
な
き
な
り
」
と
い
う
章
と
が
置
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
祭
り
さ
え
も
道
を
も
っ
て
し
な
け
れ
ば
諂
い
と
な
る
こ
と
、
ま
た
為﹅
な﹅
い﹅
と
い
う
こ
と
も
道
を
も

っ
て
為
な
い
の
で
な
け
れ
ば
非
難
に
価
す
る
こ
と
を
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
最
後
の
個
所
だ
け
に
は

何
の
連
絡
も
な
い
。
一
々
別﹅
個﹅
の﹅
問﹅
題﹅
が
掲
げ
ら
れ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
以
上
に
よ
っ
て
見
る
と
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
い
か
に
も
雑
然
と
し
て
い
る
よ
う
な
為
政
篇
が
、
案
外
に

整
然
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
あ
と
に
続
く
六
篇
が
こ
の
総
論
に
対
す

る
各
論
で
あ
る
と
い
う
見
方
は
、
必
ず
し
も
無
理
で
は
な
か
ろ
う
と
思
う
。

　 

八  

佾 

は
ち
い
つ

以
下
の
六
篇
は
前
述
の
ご
と
く
主
題
が
明
白
で
あ
る
か
ら
、
構
図
上
の
問
題
と
し
て
こ
こ
に
取
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り
上
げ
る
必
要
は
な
い
と
思
う
が
、
下
論
の
諸
篇
と
の
比
較
研
究
上
注
目
す
べ
き
点
を
二
、
三
あ
げ
て
お

き
た
い
と
思
う
。

　
弟
子
た
ち
の
人
物 

月  

旦 

げ
っ
た
ん

を
集
め
た
公
冶
長
・
雍
也
の
両
篇
お
よ
び
弟
子
と
の
交
渉
を
多
く
語
っ
て
い

る
述
而
・
子
罕
の
両
篇
は
、
孔
子
の
生
活
が
弟
子
と
密
接
に
連
関
し
て
い
る
と
い
う
理
由
で
、
孔
子
伝
の

重
大
な
要
素
と
な
る
も
の
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
同
様
な
資
料
を
集
録
し
て
い
る
も
の
は

下
論
に
も
多
い
。
そ
こ
で
両
者
の
間
の
異
同
が
一
つ
の
注
目
す
べ
き
点
と
な
る
の
で
あ
る
。

『
論
語
』
全
篇
を
通
じ
て
お
そ
ら
く
揺
る
ぎ
の
な
い
声
価
を
保
っ
て
い
る
弟
子
は
、
前
に
為﹅
政﹅
篇﹅
に
つ
い

て
問
題
と
し
た
顔
回
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
孔
子
が
、
愚
な
る
が
ご
と
き
顔
回
の
真
価
を
声
言
し
た
。
今

こ
こ
で
問
題
と
な
る
公﹅
冶﹅
長﹅
篇﹅
で
は
、

　
　
子
、
子
貢
に
謂かた
っ
て
曰
く
、
汝
回
と
孰いず
れ
か
愈まさ
れ
る
。
対こた
え
て
曰
く
、
賜し
は
何
を
敢あ
え
て
回
を
望
ま

　
　
ん
、
回
は
一
を
聞
い
て
以
て
十
を
知
る
、
賜
は
一
を
聞
い
て
以
て
二
を
知
る
の
み
。
子
曰
く
、
如し
か﹅

　
　
ざ﹅
る﹅
な﹅
り﹅
、
吾﹅
も﹅
汝﹅
と﹅
と﹅
も﹅
に﹅
如﹅
か﹅
ざ﹅
る﹅
な﹅
り﹅
。

と
あ
る
。
こ
の
孔
子
の
語
は
最
大
級
の
讃
辞
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
雍﹅
也﹅
篇﹅
で
は
、

　
　
哀
公
、
問
う
、
弟
子
孰たれ
か
学
を
好
む
と
為
す
。
孔
子
対こた
え
て
曰
く
、
顔
回
と
い
う
者ひと
あ
り
き
、
学
を

　
　
好
み
、
怒
り
を
遷うつ
さ
ず
、
過
ち
を
弐ふた
た
び
せ
ざ
り
し
が
、
不﹅
幸﹅
短﹅
命﹅
に﹅
し﹅
て﹅
死﹅
せ﹅
り﹅
、
今
は
則
ち
学
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を
好
む
も
の
を
聞
か
ざ
る
な
り
。

と
い
う
。
孔
子
の
回
に
対
す
る
愛
情
を
表
現
し
て
余
蘊
よ
う
ん
が
な
い
。
ま
た
同
じ
篇
に
、

　
　
子
曰
く
、
賢
な
る
か
な
回
や
、 

一  

箪 

い
っ
た
ん

の
食し
、  

一    

瓢  

い
っ
ぴ
ょ
う

の
飲いん
、 

陋  

巷 

ろ
う
こ
う

に
あ
り
。
人
は
其
の
憂
い

　
　
に
堪た
え
ざ
ら
ん
も
、
回
は
其
の
楽
し
み
を
改
め
ず
。
賢
な
る
か
な
回
や
。

と
あ
る
。
顔
回
の
生
活
の
状
は
躍
如
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
孔
子
の
体
験
を
主
題
と
す
る
述﹅
而﹅

篇﹅
に
お
い
て
も
、

　
　
子
、
顔
淵
に
謂かた
っ
て
曰
く
、
用
い
ら
る
れ
ば
則
ち
行すす
み
、
舎す
て
ら
る
れ
ば
則
ち
蔵かく
る
と
は
、
唯﹅
我﹅
と﹅

　
　
爾
な
ん
じと﹅
の﹅
み﹅
こ
れ
あ
る
か
な
。

と
い
う
深
い
共
感
を
現
わ
し
、
さ
ら
に
子﹅
罕﹅
篇﹅
に
お
い
て
は
、

　
　
子
、
顔
淵
を
謂かた
っ
て
曰
く
、
惜﹅
し﹅
い﹅
か﹅
な﹅
、
吾
そ
の
進
む
を
見
た
る
も
、
未
だ
そ
の
止
む
を
見
ざ
り

　
　
き
。

と
讃
嘆
し
て
い
る
。
（
ち
ょ
う
ど
こ
れ
に
答
え
る
よ
う
に
子
罕
篇
で
は
顔
淵
の
孔
子
讃
美
の
辞
を
録
し
て

い
る
が
、
そ
れ
を
「
子
疾
や
ま
い病
は
な
は
だし
」
の
章
と
並
べ
て
い
る
の
も
変
で
あ
る
し
、
顔
淵
の
語
に
も
痛
切
に
響
く

も
の
が
な
い
。
用
心
し
て
読
む
べ
き
個
所
と
思
わ
れ
る
。
）

　
以
上
に
掲
げ
た
孔
子
の
諸
語
は
一
貫
し
て
顔
淵
へ
の
愛
情
を
吐と
露ろ
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
こ
の
傾
向
は
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下
論
に
至
っ
て
一
層
強
度
を
増
す
の
で
あ
る
。
下
論
初
頭
の
先﹅
進﹅
篇﹅
に
お
い
て
は
、
顔
回
学
を
好
み
し
が

不
幸
短
命
に
し
て
死
せ
り
の
句
を
重﹅
複﹅
し﹅
て﹅
掲
げ
た
後
に
、
「
顔
淵
死
す
」
と
い
う
言
葉
に
始
ま
る
四
つ

の
章
を
並
べ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
孔
子
が
顔
淵
の
死
を
痛
惜
し 

慟  

哭 

ど
う
こ
く

し
た
と
い
う
記
録
で
あ
っ
て
、
内

容
上
前
に
な
か
っ
た
も
の
は
現
わ
れ
て
お
ら
ぬ
。
前
掲
の
孔
子
の
語
に
お
い
て
内
に
潜ひそ
め
て
表
現
せ
ら
れ

て
い
る
も
の
が
、
こ
こ
で
は
表
面
に
露
出
せ
ら
れ
た
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
顔
淵
に

対
す
る
孔
子
の
愛
情
が
一
層
強
調
せ
ら
れ
て
来
た
と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
顔﹅
淵﹅
篇﹅

で
は
顔
淵
を
し
て
孔
子
に
仁
を
問
わ
し
め
、
克 

己 

復 

礼 

こ
っ
き
ふ
く
れ
い

を
仁
と
な
す
と
い
う
有
名
な
答
え
を
引
き
出
さ

せ
て
い
る
。
衛﹅
霊﹅
公﹅
篇﹅
で
は
邦くに
を
治
め
る
仕
方
に
つ
い
て
の
顔
淵
の
問
い
に
対
し
て
、
孔
子
が
夏
の
暦
、

殷
の
車
、
周
の
冠
、
舜
の
楽
な
ど
を
も
っ
て
答
え
る
。
い
ず
れ
も 

陋  

巷 

ろ
う
こ
う

に
住
む
顔
回
と
似
合
わ
な
い
問

題
で
あ
る
が
、
礼
を
重
視
す
る
孔
子
学
派
は
こ
れ
ら
の
問
題
を
顔
回
に
結
び
つ
け
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
も
孔
子
学
派
に
お
け
る
一
致
し
た
顔
回
尊
敬
が
見
い
だ
さ
れ
る
。

　
こ
の
顔
回
尊
敬
に
対
比
し
て
著
し
く
目
立
つ
の
は
、
子﹅
路﹅
の
取
り
扱
い
方
で
あ
る
。
子
路
が
顔
淵
と
と

も
に
孔
子
に
侍
し
孔
子
と
問
答
し
た
こ
と
は
、
公
冶
長
、
述
而
な
ど
に
見
え
る
。
孔
子
は
子
路
を
顔
回
の

よ
う
に
讃ほ
め
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
子
路
を
愛
す
る
こ
と
は
決
し
て
顔
回
を
愛
す
る
に
劣
ら
な
か
っ
た
。

子
路
は
前
に
も
言
っ
た
よ
う
に
（
五
三
ペ
ー
ジ
参
照
）
、
率
直
で
、
一
本
気
で
、
気
の
強
い
、
そ
う
し
て
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良
心
的
な
男
で
あ
っ
た
。
公
冶
長
篇
の
、

　
　
子
路
聞
け
る
こ
と
あ
り
て
、
い
ま
だ
行おこ
な
う
能あた
わ
ざ
る
と
き
は
、
唯
聞
く
あ
ら
ん
こ
と
を
恐
る
。

　
　
（
一
四
）

と
い
う
言
葉
は
、
彼
が
い
か
に
一
本
気
で
良
心
的
で
あ
っ
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
が
、
単
純
に
過
ぎ

て
理
解
の
行
き
届
か
な
い
所
が
あ
る
。
同
じ
く
公
冶
長
篇
の
、

　
　
子
曰
く
、
道
行
な
わ
れ
ず
ん
ば
桴
い
か
だに
の
り
て
海
に
浮
か
ば
ん
、
我﹅
に﹅
従﹅
わ﹅
ん﹅
者﹅
は﹅
そ﹅
れ﹅
由﹅
か﹅
。
子﹅
路﹅

　
　
之﹅
を﹅
聞﹅
き﹅
て﹅
喜﹅
ぶ﹅
。
子
曰
く
、
由
は
勇
を
好
む
こ
と
我
に
過
ぎ
た
り
、
（
然
れ
ど
も
桴
の
）
材
を
取

　
　
る
と
こ
ろ
な
か
ら
ん
。
（
七
）

と
い
う
孔
子
の
批
評
は
そ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
子
路
の
献
身
的
な
忠
実
、
死
を
恐
れ
な

い
勇
気
は
明
ら
か
に
認
め
る
。
し
か
し
彼
は
桴
で
海
に
出
よ
う
と
欲
し
て
も
そ
の
桴
を
作
る
材
料
を
工
面

し
て
来
る
こ
と
の
で
き
な
い
男
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
事
を
と
も
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
同
様
の
意
見

は
述
而
篇
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
子
路
曰
く
、
子
三
軍
を
行や
ら
ん
と
き
は
則
ち
誰
と
与とも
に
か
せ
ん
。
子
曰
く
、
虎
を
暴
て
う
ち（
徒
搏
）
に
し
、

　
　
河
を
憑
か
ち
わ
た（
徒
渉
）
り
て
、
死
す
と
も
悔く
ゆ
る
な
き
も
の
は
、
吾
与くみ
せ
ざ
る
な
り
、
必
ず
や
事
に
臨
み

　
　
て
懼おそ
れ
謀
を
好
み
て
成
す
者ひと
に
（
与
す
る
）
な
り
。
（
一
〇
）
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が
、
こ
の
欠
点
は
孔
子
に
と
っ
て
は
本
質
的
な
も
の
で
な
か
っ
た
。
子
路
の
純
粋
な
気
持
ち
や
道
に
お
け

る
勇
敢
は
一
層
貴
い
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
孔
子
は
子
路
を
愛
す
る
。

　
　
子
曰
く
、
弊やぶ
れ
た
る 

縕  

袍 

お
ん
ぼ
う

を
衣き
て
、
狐
貉
こ
か
く
を
衣き
た
る
者ひと
と
立
ち
て
恥
じ
ざ
る
も
の
は
、
そ
れ
由
か
。

　
　
（
子
罕
、
二
七
）

孔
子
は
こ
の
気
概
を
愛
す
る
と
と
も
に
ま
た
尊
重
す
る
。
後
の
伝
記
者
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に 

増  

広 

ぞ
う
こ
う

せ

ら
れ
た
次
の
一
章
、

　
　
子
、
南
子
な
ん
し
を
見
る
。
子﹅
路﹅
説
よ
ろ
こば﹅
ず﹅
。
夫
子
ふ
う
し
之これ
に
矢ちか
い
て
曰
く
、
予われ
否
よ
か
ら
ぬと
こ
ろ
あ
ら
ば
、
天
之
を
厭す
て

　
　
ん
、
天
之
を
厭す
て
ん
と
。
（
雍
也
、
二
八
）

の
ご
と
き
は
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
南
子
は
衛
の
霊
公
の
夫
人
で
と
か
く
の
評
判
の

あ
っ
た
人
で
あ
る
が
、
こ
の
章
は
そ
れ
よ
り
も
子﹅
路﹅
悦﹅
ば﹅
ず﹅
と
い
う
点
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。
孔
子
は

子
路
の
こ
の
感
情
を
尊
重
し
、
そ
れ
を
な
だ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
子
路
の
忠
実
が
孔
子
に
と
っ

て
い
か
に
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
た
か
が
示
さ
れ
る
。
か
く
見
れ
ば
孔﹅
子﹅
の﹅
疾
や
ま
いは﹅
な﹅
は﹅
だ﹅
し﹅
と
い
う
こ

と
が
子
路
と
連
関
し
て
の
み
語
ら
れ
て
い
る
ゆ
え
ん
も
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
子
疾や
む
。
子﹅
路﹅
祷﹅
ら﹅
ん﹅
こ﹅
と﹅
を﹅
請﹅
う﹅
。
子
曰
く
、
こ
れ
有
り
や
。
子
路
対こた
え
て
曰
く
、
あ
り
、
誄るい
に

　
　
爾
な
ん
じを
上
下
の
神
祇
し
ん
ぎ
に
祷いの
る
と
い
え
り
。
子
曰
く
、
丘
き
ゅ
うの
祷
る
こ
と
久
し
。
（
述
而
、
三
五
）
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子
、
疾
や
ま
い病
は
な
は
だし
。
子﹅
路﹅
（
葬
る
に
大
夫
の
礼
を
備
え
ん
と
欲
し
）
門﹅
人﹅
を﹅
臣﹅
た﹅
ら﹅
し﹅
む﹅
。
病
間ひま
あ
る
と

　
　
き
、
曰
く
、
久
し
い
か
な
、
由
の
詐
い
つ
わり
を
行
な
え
る
。
臣
な
き
に
臣
有
る
為まね
し
て
吾われ
誰
を
か
欺
か
ん
。

　
　
天
を
欺
か
ん
か
。
且か
つ
予
は
、
そ
の
臣
の
手
に
死
な
ん
よ
り
は
、
無
寧
む
し
ろ
二
、
三
子
の
手
に
死
な
ん
か
。

　
　
且また
予
縦たと
い
大
葬
を
得
ず
と
も
、
予
道
路
に
死
な
ん
や
。
（
子
罕
、
一
二
）

こ
の
二
つ
の
場
合
、
子
路
の
目
ざ
し
た
こ
と
は
い
ず
れ
も
孔
子
に
対
す
る
理﹅
解﹅
の﹅
欠﹅
如﹅
を
示
し
て
い
る
。

が
、
い
ず
れ
も
孔
子
を
思
う
情
の
切
な
る
こ
と
を
現
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
孔
子
の
重
病
を
語
る
際
に
は
、

子
路
の
忠
実
な
看
護
を
結
び
つ
け
る
の
が
最
も
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
。
こ
れ
が
以
上
の
諸
篇
の
示
し
て
い
る

態
度
で
あ
る
。

　
な
お
こ
の
孔
子
の
重
病
に
つ
い
て
は
、
後
の
議
論
に
も
関
係
が
あ
る
か
ら
、
一
言
付
加
し
て
お
き
た
い
。

我
々
が
こ
の
二
章
を
読
ん
で
受
け
る
印
象
は
、
こ
れ
が
孔
子
の
死﹅
の﹅
床﹅
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
孔

子
は
己﹅
れ﹅
の﹅
葬﹅
儀﹅
を
問
題
と
し
、
ま
た
己﹅
れ﹅
の﹅
死﹅
に﹅
方﹅
に
つ
い
て
希
望
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
論
語
』

全
篇
の
中
で
特
に
目
立
つ
点
で
あ
る
。
し
か
る
に
後
の
記
録
は
皆
こ
れ
を
孔
子
の
死
の
床
と
認
め
て
い
な

い
。
『
左
伝
』
は
孔
子
没
す
る
前
年
に
「
孔
子
、
衛
の
乱
を
聞
き
て
曰
く
、
柴さい
や
そ
れ
来
た
ら
ん
、
由﹅
や﹅

死﹅
せ﹅
ん﹅
と
」
と
い
う
語
を
録
し
、
『
礼
記
ら
い
き
』 

檀  

弓 

だ
ん
ぐ
う

に
は
「
孔
子
、
子﹅
路﹅
を﹅
中﹅
庭﹅
に﹅
お﹅
い﹅
て﹅
哭﹅
せ﹅
り﹅
」
云

々
と
記
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
『
史
記
』
の
孔
子
世
家
も
仲
尼
弟
子
列
伝
も
、
子
路
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が
孔
子
よ
り
先
に
死
ん
だ
こ
と
を
明
白
に
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
子
路
が
孔
子
を
死
の
床
に
お
い
て
看

護
し
た
と
認
め
る
な
ら
ば
そ
う
い
う
伝
説
の
起
こ
る
は
ず
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
れ
ほ
ど
目
立
つ
記
録
さ
え

も
孔﹅
子﹅
の﹅
死﹅
に
関
す
る
も
の
と
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
右
の
ご
と
き
子
路
の
面
影
を
念
頭
に
置
い
て
下
論
に
臨
む
と
、
こ
こ
で
は
事
情
が
顔
回
の
場
合
と

は
な
は
だ
異
な
っ
て
来
る
。
も
ち
ろ
ん
一
方
で
は
上
述
の
子
路
の
面
影
を
さ
ら
に
拡
大
し
て
、
「
是こ
れ
あ

る
か
な
、
子﹅
の﹅
迂﹅
な﹅
る﹅
」
な
ど
と
孔
子
に
突
っ
掛
か
り
な
が
ら
、
し
か
も
孔
子
か
ら
愛
撫
包
容
せ
ら
れ
る

子
路
が
描
か
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
他
方
で
は
こ
れ
と
正
反
対
に
孔
子
か
ら
罵
倒
せ
ら
れ
る
子
路
が
描
か

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
著
し
い
例
と
し
て
先﹅
進﹅
篇﹅
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
篇
は
前
述
の
ご

と
く
顔
淵
の
死
に
対
し
て
孔
子
が
慟
哭
し
た
と
い
う
章
を
掲
げ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
あ
た
か
も
そ
れ
と

対
照
す
る
か
の
ご
と
く
に
、
子
路
、  
冉    
求  
ぜ
ん
き
ゅ
う

ら
に
対
す
る
孔
子
の
酷
評
を
記
し
た
章
を
も
掲
げ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
の
は
な
は
だ
し
い
の
を
拾
え
ば
、

　
　
子
曰
く
、
由ゆう
の
瑟しつ
（
雅
頌
に
合
せ
ず
）
、 
奚  
為 
な
ん
す
れ

ぞ
丘
き
ゅ
うが
門
に
於
て
せ
ん
。
門﹅
人﹅
子﹅
路﹅
を﹅
敬﹅
わ﹅
ず﹅
。

　
　
子
曰
く
、
由
は
堂
に
升のぼ
れ
る
も
、
未
だ
室
に
入
ら
ざ
る
な
り
。
（
一
五
）

　
　
季
子
然

き
し
ぜ
ん

問
う
、
仲
由
と  

冉    

求  

ぜ
ん
き
ゅ
う

と
は 

大  

臣 

だ
い
し
ん

と
謂
う
べ
き
か
。
子
曰
く
、
吾
子
を
以
て
異
（
他
事
）

　
　
を
問
う
な
ら
ん
と
為おも
い
し
が
、
曾
さ
あ
らで
由
と
求
と
の
こ
と
を
し
も
問
え
る
か
。 

所  

謂 

い
わ
ゆ
る

大
臣
と
は
道
を
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以
て
君
に
事つか
え
、
不
可
な
る
と
き
は
則
ち
止や
む
、
（
諫いさ
め
て
可き
か
れ
ず
ば
則
ち
退
く
）
。
今
由
と
求

　
　
と
は
（
諫
む
べ
く
し
て
諫
め
ず
）
、
具﹅
臣﹅
（
い
た
ず
ら
に
臣
の
数
に
備
わ
る
も
の
）
と﹅
い﹅
う﹅
べ﹅
し﹅
。

　
　
（
二
四
）

　
　
子
路
、
子
羔
し
こ
う
を
し
て
費ひ
の
宰さい
た
ら
し
む
。
子
曰
く
、
夫かの
人
の
子
を
賊
そ
こ
なわ
ん
。
子﹅
路﹅
曰﹅
く﹅
、
民﹅
人﹅
あ﹅
り﹅
、

　
　
社﹅
稷﹅
あ﹅
り﹅
、
何﹅
ぞ﹅
必﹅
ず﹅
し﹅
も﹅
書﹅
を﹅
読﹅
み﹅
て﹅
、
然﹅
し﹅
て﹅
後﹅
学﹅
び﹅
た﹅
り﹅
と﹅
為﹅
さ﹅
ん﹅
。
子
曰
く
、
是﹅
の﹅
故﹅
に﹅

　
　
夫かの   

佞      

者   

く
ち
さ
と
き
も
の

を﹅
悪﹅
む﹅
。
（
二
五
）

の
ご
と
き
を
あ
げ
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
現
わ
れ
た
子
路
は
、
単
純
で
怒
り
っ
ぽ
く
情
愛
の
深
い
あ
の

侍
者
子
路
で
は
な
い
。
も
し
子
路
が
こ
う
い
う
人
物
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
孔
子
が
「
由ゆう
よ
、
汝

に
知
る
こ
と
を
誨おし
え
ん
か
」
と
呼
び
か
け
て
、
不﹅
知﹅
の﹅
知﹅
の
深
義
を
語
り
、
あ
る
い
は
道
の
行
な
わ
れ
ぬ

憤いき
ど
お
り
を
打
ち
あ
け
て
「
我
に
従
わ
ん
者
は
そ
れ
由
か
」
な
ど
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
民
人
あ
り
、
社し

     

稷   

ゃ
し
ょ
く

あ
り
と
称
え
て
書
を
読
む
こ
と
を
斥
け
る
具﹅
臣﹅
は
、
破
れ
た
る 

縕  

袍 

お
ん
ぼ
う

を
着
て
平
然
た
る
由
で
は

な
い
。
先﹅
進﹅
篇﹅
は
顔
回
の
讃
美
を
雍
也
篇
以
上
に
誇
張
す
る
と
と
も
に
、
子
路
の
欠
点
を
公
冶
長
篇
の
何

倍
か
に
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。
子
路
に
対
す
る
こ
の
見
方
は
、
下
論
に
あ
っ
て
は
さ
ら
に
季﹅
氏﹅
篇﹅
に
お
い

て
引
き
つ
が
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
同
じ
下
論
の
中
で
も
、
子﹅
路﹅
、
衛﹅
霊﹅
公﹅
、
陽﹅
貨﹅
の
諸
篇
は
こ
れ
と
異

な
り
、
前
に
言
っ
た
前
者
の
例
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
所
か
ら
我
々
は
河
間
七
篇
以
後
の
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新
し
い
層
を
見
い
だ
し
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
弟
子
の
取
り
扱
い
方
に
つ
い
て
は
な
お
他
に
多
く
の
注
意
す
べ
き
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々

は
下
論
の
性
質
を
最
も
容
易
に
知
り
得
る
の
で
あ
る
が
、
一
々
の
弟
子
を
取
り
上
げ
る
の
は
煩
瑣
は
ん
さ
で
も
あ

る
か
ら
、
こ
こ
に
は
右
の
顔
回
と
子
路
と
の
場
合
を
も
っ
て
代
表
さ
せ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
な
お
右
の
ご

と
き
仕
方
で
河
間
七
篇
の
中
か
ら
下
論
が
発
生
し
来
た
る
経
路
を
理
解
す
る
た
め
に
、
こ
こ
に
は
た
だ
一

つ
例
を
掲
げ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
左
記
の
（
一
）
（
二
）
は
公
冶
長
篇
、
（
三
）
は
先
進
篇
に
存
し

て
い
る
章
で
あ
る
。

　
（
一
）
　 

孟 

武 

伯 

も
う
ぶ
は
く

問
う
、
子﹅
路﹅
仁﹅
な﹅
る﹅
か﹅
。
子
曰
く
、
知
ら
ず
。
又
問
う
。
子
曰
く
、
由ゆう
は
千﹅
乗﹅
の﹅

　
　
国﹅
其﹅
の﹅
賦﹅
を﹅
治﹅
め﹅
し﹅
む﹅
べ
し
、
其
の
仁
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
求﹅
は﹅
何﹅
如﹅
。
子
曰
く
、
求
は
千﹅
室﹅
の﹅
邑﹅
、

　
　
百﹅
乗﹅
の﹅
家﹅
、
こ﹅
れ﹅
が﹅
宰﹅
た
ら
し
む
べ
し
、
其
の
仁
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
赤﹅
は﹅
何﹅
如﹅
。
子
曰
く
、
赤
は

　
　
束﹅
帯﹅
し﹅
て﹅
朝﹅
に﹅
立﹅
ち﹅
、  

賓    

客  

ひ
ん
き
ゃ
く

と
言
も
の
いわ
し
む
べ
し
、
其
の
仁
を
知
ら
ざ
る
な
り
。

　
（
二
）
　 

顔  

淵 

が
ん
え
ん

、
季き
路ろ
侍
る
。
子
曰
く
、
な﹅
ん﹅
ぞ﹅
各﹅
爾
な
ん
じの﹅
志﹅
を﹅
言﹅
わ﹅
ざ﹅
る﹅
。
子
路
曰
く
、
願
わ
く
は

　
　
（
己
れ
の
）
車
馬 

衣  

裘 

い
き
ゅ
う

を
、
朋
友
と
と
も
に
し
て
之
を
敝やぶ
る
も
憾うら
み
な
か
ら
ん
。
顔
淵
曰
く
、
願

　
　
わ
く
は
善
に
伐ほこ
る
こ
と
な
く
労
を
施
す
こ
と
な
か
ら
ん
。
子
路
曰
く
、
願
わ
く
は
子
の
志
を
聞
か
ん
。
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子
曰
く
、
老﹅
者﹅
に﹅
は﹅
安﹅
ん﹅
ぜ﹅
ら﹅
れ﹅
、
朋﹅
友﹅
に﹅
は﹅
信﹅
ぜ﹅
ら﹅
れ﹅
、
少﹅
者﹅
に﹅
は﹅
懐
な
つ
かし﹅
ま﹅
れ﹅
ん﹅
。

　
（
三
）
　
子
路
、 

曾  

皙 

そ
う
せ
き

、 

冉  

有 

ぜ
ん
ゆ
う

（
求
）
、 

公 

西 

華 

こ
う
せ
い
か

（
赤
）
侍じ
坐ざ
せ
り
。
子
曰
く
、
吾
一
日
爾

な
ん
じ
た
ちに

　
　
長
ぜ
る
を
以
て
（
対
え
ず
し
て
）
已や
む
こ
と
な
か
れ
、
（
な
ん
じ
た
ち
）
居つね
に
則
ち
（
人
皆
）
吾
を

　
　
知
ら
ず
と
い
う
、
如も
し
爾
な
ん
じ
た
ちを
知
り
て
（
用
う
る
）
あ
ら
ば
則
ち
何
を
か
以な
さ
ん
。
子
路
率
爾
そ
つ
じ
と
し
て

　
　
対こた
え
て
曰
く
、
千
乗
の
国
大
国
の
間
に
摂はさ
ま
り
て
加
う
る
に
師
旅
し
り
ょ
を
以
て
し
因かさ
ぬ
る
に
饑
饉
き
き
ん
を
以
て

　
　
せ
ん
と
き
、
由ゆう
こ
れ
を
為おさ
め
ば
、
三
年
に
及
ば
ん
比ころ
、
勇﹅
あ﹅
り﹅
且か
つ
方みち
を
知
ら
し
め
ん
。
夫﹅
子﹅
之﹅
を﹅

　
　
哂わら
う﹅
。
求
よ
爾
は
何
如
い
か
ん
。
対
え
て
曰
く
、
方
六
、
七
十
、
如も
し
く
は
五
、
六
十
（
里
の
国
）
、
求
之
こ
れ

　
　
を
為おさ
め
ば
三
年
に
及
ば
ん
比ころ
、
民﹅
を﹅
足﹅
ら﹅
し﹅
む﹅
べ﹅
し﹅
、
そ
の
礼
楽
の
如
き
は
以
て
君
子
を
俟ま
た
ん
。

　
　
赤
よ
爾
は
何
如
。
対
え
て
曰
く
、
こ
れ
を
能よ
く
す
と
い
う
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
願
わ
く
は
学
び
が
て

　
　
ら
に
せ
ん
、
宗
廟
の
事
ま
つ
り、
如も
し
く
は
会
同
の
と
き
、
玄
端
（
を
衣き
）
章
甫
（
を
冠
り
）
願
わ
く
は
小

　
　
相
と
な
ら
ん
。
点
よ
爾
は
何
如
。 

鼓  
瑟 

こ
と
の
て

希
し
ば
しと
だ
え
鏗
爾
こ
う
じ
と
し
て
瑟しつ
を
舎
さ
し
おき
て
作た
ち
、
対
え
て
曰
く
、

　
　 

三 

子 

者 

さ
ん
し
し
ゃ

の
撰よき
に
異
な
り
。
子
曰
く
、
何
ぞ
傷いた
ま
ん
、
亦また
各
お
の
お
のそ
の
志
を
い
う
な
り
。
曰
く
、 

暮  

春 

ぼ
し
ゅ
ん

　
　
春
服
既
に
成
り
、 

冠  

者 

か
ん
じ
ゃ

五
、
六
人
、
童
子
ど
う
じ
六
、
七
人
を
得
て
、
沂き
（
水
の
上
）
に
沿そ
（
浴
）
い
舞ぶ

　
　
雩う
（
の
下
）
に
風いた
り
詠
じ
て
帰
ら
ん
。
夫
子
喟
然
き
ぜ
ん
と
し
て
嘆
じ
て
曰
く
、
吾
は
点
に
与くみ
せ
ん
。
三
子

　
　
者
出
で
て 

曾  

皙 

そ
う
せ
き

後おく
る
。
曾
皙
曰
く
、
夫か
の
三
子
者
の
言
は
何
如
。
子
曰
く
、
亦
各
そ
の
志
を
言
え
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る
の
み
。
曰
く
、
夫﹅
子﹅
何﹅
ぞ﹅
由﹅
を﹅
哂﹅
え﹅
る﹅
。
子
曰
く
、
国
を
為おさ
む
る
に
は
礼
を
以
て
し
、
（
礼
は
譲

　
　
を
貴
ぶ
、
而しこ
う
し
て
）
そ﹅
の﹅
言﹅
譲﹅
な﹅
ら﹅
ず﹅
、
是﹅
の﹅
故﹅
に﹅
之﹅
を﹅
哂﹅
え﹅
り﹅
。
求
と
唯
い
え
ども
則
ち
邦
に
非
ず
や
、

　
　
安
い
ず
くん
ぞ
方
六
、
七
十
如も
し
く
は
五
、
六
十
に
し
て
邦
に
あ
ら
ざ
る
も
の
を
見
ん
。
赤
と
唯
い
え
ども
則
ち
邦

　
　
に
非
ず
や
、
宗
廟
と
会
同
と
は
諸
侯
に
あ
ら
ず
し
て
如
何
せ
ん
。
赤
こ
れ
が  

小    

相  

し
ょ
う
し
ょ
う
た
ら
ば
孰たれ
か

　
　
能
く
こ
れ
が
大
相
と
為な
ら
ん
。

右
の
（
一
）
と
（
二
）
を
（
三
）
に
対
照
し
て
み
る
と
、
（
三
）
の
問
答
の
構
図
は
（
二
）
と
同
じ
く
孔

子
を
取
り
巻
い
て
各
自
の
志
を
言
う
に
あ
る
。
し
か
る
に
孔
子
に
侍
す
る
も
の
の
顔
ぶ
れ
は
（
一
）
と

（
三
）
と
が
類
似
し
、
た
だ
（
三
）
に
お
い
て
曾
皙
が
加
わ
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
て
各
自
の

志
を
言
う
に
当
た
っ
て
は
、
（
一
）
に
お
け
る
子
路
、
冉
有
、
公
西
華
の
特
性
づ
け
が
そ
の
ま
ま
各
自
の

気
焔
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
（
一
）
に
お
い
て
簡
単
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
（
三
）
に
お

い
て
は
注
釈
的
に
詳
し
く
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
子
路
は
（
一
）
に
お
い
て
千
乗
の
国
に

賦ふ
を
治
め
し
め
る
力
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
（
三
）
に
お
い
て
は
、
そ
の
千
乗
の
国
が
戦
争
と
饑

饉
の 

艱  

難 

か
ん
な
ん

に
逢
っ
て
い
る
時
で
さ
え
も
、
な
お
三
年
の
間
に
勇
敢
な
且か
つ
法
に
遵
し
た
がう
国
に
仕
上
げ
て
見

せ
る
と
、
自
ら
高
言
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
子
路
で
あ
る
か
ら
勇﹅
あ﹅
り﹅
と
い
う
一
語
を
用

い
し
め
る
こ
と
を
忘
れ
ず
、
ま
た
前
段
で
説
い
た
よ
う
に
孔
子
が
子
路
を
哂わら
う
と
い
う
こ
と
も
注
意
深
く
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付
加
さ
れ
て
い
る
。 

冉  

有 

ぜ
ん
ゆ
う

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
百
乗
の
国
は
広
さ
で
言
い
か
え
ら
れ
、
そ
の
国

の
宰
た
る
こ
と
は
民
を
足
ら
し
め
る
と
い
う
言
い
方
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
礼
楽
の
ご
と
き
は
冉
有
の
柄

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
公
西
華
に
至
っ
て
は
、 

束  

帯 

そ
く
た
い

し
て
朝
に
立
つ
の
が
そ
の
柄
で
あ
る
こ
と

を 

玄  

端  
章  
甫 

げ
ん
た
ん
し
ょ
う
ほ

や
宗
廟
の
祭
り
で
巧
み
に
言
い
変
え
て
い
る
。
言
葉
は
全
部
違
う
が
、
言
お
う
と
す
る

こ
と
は
全
然
同
一
な
の
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
こ
こ
ま
で
の
所
に
お
い
て
は
、
先﹅
進﹅
篇﹅
の
こ
の
章
は
（
一
）

以
外
の
何
ら
か
の
資
料
を
基
礎
と
し
た
と
い
う
証
跡
を
全
然
示
さ
な
い
。
す
な
わ
ち
（
三
）
は
（
一
）
を

踏
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
曾そう
皙
の
答
え
は
如
何
い
か
ん
。
そ
れ
は
全
然
（
一
）
に
は
な
い
。
し
か
し
（
二
）
の
孔
子
の
答
え
こ
そ
、

こ
こ
に
比
較
さ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
初
め
に
言
っ
た
よ
う
に
こ
の
問
答
の
場
の
構
図
は
（
二
）
と

似
て
い
る
。
ね
ら
い
所
は
最
後
に
出
る
答
え
な
の
で
あ
る
。
孔
子
は
そ
こ
に
き
わ
め
て
平
凡
な
、
安
ら
か

な
共﹅
同﹅
生﹅
活﹅
を
あ
げ
た
。
そ
れ
と
同
じ
気
分
の
も
の
が
、
い
く
ら
か
隠
遁
生
活
の
色
彩
を
加
え
て
、
曾
皙

に
よ
っ
て
言
い
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
孔
子
の
答
え
は
人﹅
間﹅
生﹅
活﹅
に
密
着
し
て
い
る
。
曾
皙
の
答
え
は
む

し
ろ
自
然
を
味
わ
う
方
に
重
点
を
移
し
て
い
る
。
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
朋
友
に
は
信
ぜ
ら
れ
、

少
者
に
は
懐
な
つ
かし
ま
れ
ん
」
と
い
う
孔
子
の
語
と
、
「
冠
者
五
、
六
人
、
童
子
六
、
七
人
」
と
い
う
曾
皙
の

語
と
の
間
に
は
、
何
ら
か
の
つ
な
が
り
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
こ
の
個
所
と
い
え
ど
も
、
決
し
て
（
二
）
以
外
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に
特
別
の
資
料
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
元
来
曾
皙
な
る
も
の
は
、
こ
の
個
所
以
外
に

は
、
斉
魯
二
篇
河
間
七
篇
は
も
と
よ
り
、
『
論
語
』
全
篇
を
通
じ
て
現
わ
れ
て
来
な
い
弟
子
な
の
で
あ
る
。

『
孔
子
家
語
』
に
は
こ
れ
を
曾﹅
子﹅
の﹅
父﹅
と
し
て
い
る
が
、
『
史
記
』
の
「
孔
子
世
家
」
は
い
ま
だ
そ
う
い

う
伝
説
を
記
し
て
い
な
い
。
そ
う
い
う
無
名
の
弟
子
が
こ
こ
に
突
然
現
わ
れ
て
、
孔
子
の
有
名
な
弟
子
の

三
人
ま
で
を
蹴
落
と
し
て
し
ま
う
。
そ
う
し
て
問
答
の
あ
と
で
孔
子
が
た
だ
曾
皙
だ
け
に
子
路
を
哂わら
っ
た

理
由
を
打
ち
明
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
記
録
が
後
出
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
他
の
人
類

の
教
師
の
伝
記
と
照
合
し
て
考
え
て
も
、
ほ
ぼ
断
定
し
て
よ
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
（
三
）
が
新
し
い
層
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
章
の
価
値
が
減
ず
る
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
。
「
暮
春
者
春
服
既
成
、
冠
者
五
、
六
人
、
童
子
六
、
七
人
、
浴
乎
沂
、
風
乎
舞
雩
、
詠
而
帰
」

の
句
は
、
古
来
多
く
の
人
に
愛
せ
ら
れ
た
。
そ
う
し
て
ま
た
確
か
に
愛
せ
ら
れ
る
に
価
す
る
句
で
あ
る
。

が
、
そ
れ
は
『
論
語
』
の
内
の
ど
の
部
分
が
古
い
か
と
い
う
問
題
と
は
全
然
別
の
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら

く
こ
れ
は
孔
子
学
派
の
運
動
と
は
独
立
に
生
じ
た
民
謡
の
類
で
、
先﹅
進﹅
篇﹅
の
編
者
が
孔
子
の
伝
記
の
中
に

取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

『
論
語
』
の
原
典
批
判
に
関
し
て
は
な
お
多
く
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
孔
子
の
伝
記
を
考
え
る
に
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つ
い
て
は
、
以
上
の
見
透
み
と
お
し
で
ほ
ぼ
用
は
足
り
る
で
あ
ろ
う
。
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四
　
孔
子
の
伝
記
お
よ
び
語
録
の
特
徴

　
我
々
は
二
に
お
い
て
孔
子
の
伝
記
の  

信    

憑  

し
ん
ぴ
ょ
う

す
べ
き
材
料
が
『
論
語
』
の
ほ
か
に
な
い
こ
と
を
見
い

だ
し
た
。
そ
う
し
て
次
に
三
に
お
い
て
『
論
語
』
の
内
の
古
い
層
と
し
て
学
而
が
く
じ
・  

郷    

党  

き
ょ
う
と
う

の
二
篇
お
よ

び
為
政
い
せ
い
・ 

八  

佾 

は
ち
い
つ

・
里
仁
り
じ
ん
・ 
公 

冶 

長 
こ
う
や
ち
ょ
う
・
雍
也
よ
う
や
・ 

述  

而 

じ
ゅ
つ
じ

・
子
罕
し
か
ん
の
七
篇
を
見
い
だ
し
た
。
こ
れ
ら
は
孔

子
の
孫
弟
子
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
も
後
の
も
の
で
あ
る
。
で
は
こ
こ
に
見
い
だ
さ
れ
た
孔
子
の
伝
記
は
、

他
の
人
類
の
教
師
の
そ
れ
に
比
し
て
、
ど
う
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
問
い
に
対
し
て
即
坐
に
あ
ぐ
べ
き
は
孔﹅
子﹅
の﹅
死﹅
に
関
す
る
記
録
だ
と
思
う
。
右
の
九
篇
中
、
こ
こ

に
幾
分
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
た
だ
一
一
二
ペ
ー
ジ
に
あ
げ
た
二
章
の
み
で
あ
る
。
孔
子
は
病

気
の
際
に
も
そ
の
た
め
に
祷いの
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
ま
た
疾
や
ま
い篤あつ
き
に
当
た
っ
て
死
後
の
備
え
を
す
る
弟

子
に
対
し
自
分
は
身
分
あ
る
も
の
と
し
て
よ
り
は
た
だ
一
夫
子
と
し
て
、
門
人
た
ち
の
手
に
死
ぬ
る
こ
と

を
欲
す
る
と
言
っ
た
。
た
だ
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
孔
子
の
死
に
つ
い
て
の
比
較
的
確
実
な
言
い
伝

え
の
す
べ
て
な
の
で
あ
る
。
こ
の
時
に
孔
子
が
死
ん
だ
の
か
ど
う
か
は
全
然
わ
か
ら
な
い
。
我
々
に
は
ど
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う
も
そ
う
ら
し
く
感
ぜ
ら
れ
る
が
、
『
礼
記
』
、
『
左
伝
』
、
『
史
記
』
な
ど
は
そ
う
認
め
て
お
ら
な
い
。

つ
ま
り
最
古
の
記
録
た
る
『
論
語
』
に
は
孔
子
の
死
に
つ
い
て
の
明
白
な
記
録
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
ん

な
こ
と
は
人
類
の
教
師
と
し
て
は
実
に
珍
し
い
。

　
自
分
が
こ
の
点
を
力
説
す
る
意
味
は
、
前
に
あ
げ
た
他
の
三
人
の
人
類
の
教
師
と
比
較
す
れ
ば
明
瞭
に

な
る
。
こ
れ
ら
の
三
人
に
お
い
て
は
、
確
実
な
伝
記
を
求
め
て
伝
説
を 

溯  

源 

さ
く
げ
ん

す
れ
ば
、
皆
祖﹅
師﹅
の﹅
死﹅
に

突
き
当
た
る
の
で
あ
る
。
釈
迦
の 

涅 

槃 

経 

ね
は
ん
ぎ
ょ
う
、
イ
エ
ス
の
福
音
書
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
プ
ラ
ト
ン
対
話
篇
や

『
メ
モ
ラ
ビ
リ
ア
』
、
す
べ
て
そ
う
で
な
い
も
の
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
弟
子
た
ち
に
と
っ
て
は
、
師﹅
に﹅
つ﹅

い﹅
て﹅
の﹅
伝﹅
承﹅
は
師
の
死
後
に
始
ま
る
の
で
あ
る
か
ら
、
師
の
死
が
最
後
に
で
は
な
く
し
て
最﹅
初﹅
に﹅
語
ら
れ

る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
単
な
る
師
の  

終    

焉  

し
ゅ
う
え
ん

を
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

そ
の
死
が
ち
ょ
う
ど
師
の
教
説
の
核
心
と
な
る
よ
う
な
独﹅
特﹅
な﹅
死﹅
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
イ
エ
ス
に

お
い
て
は
十﹅
字﹅
架﹅
の﹅
死﹅
は
人
類
の
救
済
を
意
味
し
た
。
釈
迦
に
お
い
て
も
、
永
遠
に
生
き
得
る
覚
者
が
明

ら
か
な
る
覚
悟
を
も
っ
て
自﹅
ら﹅
死﹅
を﹅
決﹅
意﹅
す﹅
る﹅
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
涅﹅
槃﹅
を
、
す
な
わ
ち
解
脱
を
、

人
類
の
前
に
証
示
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
も
ま
た
、
逃
亡
に
よ
っ
て
生
を
永
ら
え
得
る
に
か

か
わ
ら
ず
、
自
ら
甘
ん
じ
て
不
正
な
る
判
決
に
従
い
、
そ
の
倫﹅
理﹅
的﹅
覚﹅
醒﹅
の﹅
使﹅
命﹅
の﹅
証あか
し﹅
と﹅
し﹅
て﹅
毒﹅
杯﹅
を﹅

飲﹅
む﹅
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
死
は
い
ず
れ
も
そ
の
自﹅
由﹅
な﹅
覚﹅
悟﹅
に
よ
っ
て
弟
子
た
ち
に
強
い
霊
感
を
与
え
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た
。
そ
う
し
て
そ
の
生
前
の
教
説
が
こ﹅
の﹅
死﹅
を﹅
媒﹅
介﹅
と﹅
し﹅
て﹅
か
え
っ
て
強
く
死
後
に
効
果
を
現
わ
し
始
め

た
。
だ
か
ら
こ
れ
ら
の
教
師
の
伝
記
が
そ
の
死
に
重
大
な
意
義
を
付
す
る
こ
と
は
当
然
な
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
教
師
の
死
は
、
そ
の
担
っ
て
い
る
文
化
が
異
な
る
よ
う
に
、
お
の
お
の
そ
の
様
式

を
異
に
し
て
い
る
。
釈
迦
の
死
は
弟
子
た
ち
の
情
愛
に
取
り
巻
か
れ
た
湿しめ
や
か
な
雰
囲
気
の
な
か
で
、
静

か
な
最﹅
後﹅
の﹅
説﹅
法﹅
の
後
に
、
き
わ
め
て
静
か
に
起
こ
る
の
で
あ
る
が
、
イ
エ
ス
の
死
は
宗
教
的
な
憎
悪
に

取
り
巻
か
れ
た
狂
お
し
い
雰
囲
気
の
な
か
で
、
怪
し
い
叫
び
声
の
後
に
、
き
わ
め
て
残
酷
に
起
こ
る
の
で

あ
る
。
前
者
は
牧
歌
的
で
平
和
で
あ
り
、
後
者
は
悲
劇
的
で
陰
惨
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
死
は
前
者
の

ご
と
く
湿
や
か
で
な
い
と
と
も
に
ま
た
後
者
の
ご
と
く
陰
惨
で
も
な
い
。
が
、
弟
子
た
ち
の
情
愛
に
取
り

巻
か
れ
て
静
か
に
死
ん
で
行
く
点
で
は
前
者
に
似
て
お
り
、
政
治
家
の
憎
み
や
民
衆
の
反
感
に
よ
っ
て
死

刑
に
決
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
後
者
に
似
て
い
る
。
そ
う
し
て
そ
の
最
も
顕
著
な
特
徴
は
、
右
の
ご
と
く
憎

悪
に
取
り
巻
か
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
死
が
ポ﹅
リ﹅
ス﹅
の﹅
裁﹅
判﹅
に
お
い
て
、
明
る
く
、
公
開
的

に
、
国
法
の
活
動
と
し
て
決
せ
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
前
二
者
に
お
い
て
は
祖
師
の
死
は
国
家
と
関

す
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。
強
い
て
求
め
れ
ば
前
者
に
お
い
て
国
家
の
釈
迦
に
対
す
る
尊
敬
が
語
ら
れ
、

後
者
に
お
い
て
国
家
の
イ
エ
ス
に
対
す
る
冷
淡
が
語
ら
れ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
祖
師
の
死
そ

の
も
の
の
意
義
は
全
然
超
国
家
的
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
死
は
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
、

117



国
法
の
不
正
な
る
運
用
と
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ぬ
国
法
へ
の
尊
敬
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
の
ご
と
く
人
類
の
教
師
た
ち
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
死
が
重
大
な
意
義
を
担
っ
て
お
り
、
従
っ
て
そ﹅

の﹅
死﹅
に﹅
方﹅
が
そ
れ
ぞ
れ
の
教
師
の
特
性
を
示
す
の
で
あ
る
が
、
孔
子
の
み
は
こ
の
例
に
あ
て
は
ま
ら
な
い

の
で
あ
る
。
弟
子
た
ち
に
と
っ
て
は
、
そ
の
師
の
死
は
何
ら
特
別
の
意
義
を
持
た
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
郷

党
篇
に
お
い
て
最﹅
初﹅
の﹅
孔﹅
子﹅
伝﹅
が
録
せ
ら
れ
た
と
き
に
も
、
孔
子
の
死
に
つ
い
て
は
一
言
も
記
さ
れ
て
い

な
い
。
そ
れ
は
前
に
も
言
っ
た
よ
う
に
（
九
四
ペ
ー
ジ
以
下
）
、
日
常
生
活
の
祖
師
伝
、
日
常
茶
飯
事
の

祖
師
伝
で
あ
っ
て
、
偉
大
な
死
や
陰
惨
な
死
を
中
心
と
す
る
祖
師
伝
で
は
な
い
。
孔
子
も
も
ち
ろ
ん
死
ん

だ
の
で
あ
り
、
そ
の
死
に
方
は
最
も
平
凡
な
普
通
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
か
ら
、
そ
う
い
う
通﹅
常﹅
な﹅
死﹅

に﹅
方﹅
が
孔
子
の
特
徴
を
な
す
、
と
言
え
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
こ
こ
で
問
題
に
す
る
の
は
孔﹅
子﹅
伝﹅
が﹅
孔﹅
子﹅

の﹅
死﹅
を﹅
含﹅
ん﹅
で﹅
い﹅
な﹅
い﹅
と
い
う
事
実
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
孔
子
伝
を
他
の
祖
師
の
伝
記
と
比
較
す
る

時
に
は
、
孔
子
の
死
に
方
は
問
題
に
し
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
点
に
孔
子
伝
の
著
し
い

特
徴
が
見
ら
れ
る
と
思
う
。

　
孔
子
伝
が
死
を
中
心
と
せ
ざ
る
唯
一
の
祖
師
伝
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
孔
子
が
死﹅
の﹅
問﹅
題﹅
を
全
然
取

り
上
げ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
と
連
関
す
る
で
あ
ろ
う
。
死
の
問
題
は
ま
た
魂﹅
の﹅
問﹅
題﹅
と
も
連
関
す
る
。
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そ
う
し
て
こ
れ
も
孔
子
の
あ
ま
り
語
ら
な
か
っ
た
問
題
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
前
に
問
題
と
し
た
上
論
九

篇
に
お
い
て
は
、
弟
子
た
ち
は
こ
れ
ら
の
問
題
に
関
す
る
孔
子
の
語
を
伝
え
て
い
な
い
。
た
だ
下
論
の
先﹅

進﹅
篇﹅
に
至
っ
て
、

　
　
季﹅
路﹅
、
鬼
神
き
し
ん
に
事つか
え
ん
こ
と
を
問
う
。
子
曰
く
、
未
だ
人
に
事
う
る
能あた
わ
ず
、
焉
い
ず
くん
ぞ
能よ
く
鬼き
に
事
つ
か

　
　
え
ん
。
曰
く
、
敢﹅
え﹅
て﹅
死
を
問
う
。
曰
く
、
未
だ
生
を
知
ら
ず
、
焉
ん
ぞ
死
を
知
ら
ん
。

と
い
う
問
答
を
録
し
て
い
る
の
が
目
立
つ
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
問
答
は
孔
子
が
魂
の
問
題
と
死
の

問
題
と
に
答﹅
え﹅
る﹅
こ﹅
と﹅
を﹅
拒﹅
ん﹅
だ﹅
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
も
前
の
観
察
の
証
拠
と
な
る

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
問
答
の
示
し
て
い
る
の
は
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
前
に
詳
論
し
た
よ

う
に
先
進
篇
は
故﹅
意﹅
に﹅
子﹅
路﹅
を﹅
貶﹅
し﹅
て﹅
い﹅
る﹅
こ
と
の
著
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
先
進
篇
が
、
子
路
を
貶
へ
ん

す
る
い
く
つ
か
の
問
答
の
初
頭
に
右
の
問
答
を
掲
げ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
問
答
に
お
い
て
子
路
が
い

か
に
ば
か
ば
か
し
い
問
題
を
提
起
し
た
か
を
示
す
も
の
と
見
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
の
こ
と
は
死
の
問
題

に
つ
い
て
の
子
路
の
問
い
が
「
敢﹅
え﹅
て﹅
死
を
問
う
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。
死
を

問
う
こ
と
は
孔
子
の
弟
子
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
だ
か
ら
記
者
は
お
の
ず
か
ら
敢﹅
え﹅
て﹅
と
い
う
語
を
こ
こ

に
加
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
す
る
孔
子
の
答
え
は
、
い
ず
れ
も
突
っ
放
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

人
倫
の
道
を
い
ま
だ
知
ら
ず
行
な
い
得
ぬ
も
の
に
と
っ
て
、
魂
や
死
の
問
題
が
何
に
な
る
と
言
わ
ぬ
ば
か
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り
で
あ
る
。
か
く
右
の
問
答
を
理
解
し
て
く
れ
ば
、
孔
子
が
死
や
魂
の
問
題
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
ば
か

り
で
は
な
い
、
孔
子
の
学
徒
に
お
い
て
は
か
か
る
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
恥
ず
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
気
分
か
ら
見
れ
ば
、
孔
子
が
死
の
覚
悟
の
問
題
や
、
生
死
を
超
越
す
る
問
題
や
、

死
人
の
蘇
よ
み
が
えり
の
問
題
や
、
魂
の
不
死
の
問
題
な
ど
を
す
べ
て
取
り
上
げ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
む
し

ろ
彼
の
特
徴
を
な
す
も
の
と
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
も
っ
と
も
魂
の
不
死
の
問
題
は
釈
迦
に
お
い
て
も
拒

否
せ
ら
れ
た
問
題
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
釈
迦
に
あ
っ
て
は
魂
の
不
死
を
前
提
と
す
る
輪
廻
り
ん
ね
を
絶
ち
切
る

こ
と
が
大
問
題
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
問
題
と
全
然
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
の
問
題
を
全
然
取
り
上
げ
な
い
の
は
孔
子
の
み
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
孔
子
の
教
説
に
神﹅
秘﹅
主﹅
義﹅
的﹅

な﹅
色﹅
彩﹅
が﹅
全﹅
然﹅
欠﹅
け﹅
て﹅
い﹅
る﹅
こ
と
は
、
こ
こ
に
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
孔
子
に
は
「
天
」
の
思
想
が
あ
る
で
は
な
い
か
、
と
人
は
言
う
か
も
知
れ
な
い
。
学
者
に
よ
っ

て
は
、
こ
の
天
を
宇
宙
の
主
宰
神
と
解
釈
し
、
孔
子
が
こ
の
主
宰
神
か
ら
道
を
復
興
す
る
使
命
を
受
け
て

活
動
し
た
と
説
く
も
の
も
あ
る
。
が
、
孔﹅
子﹅
の﹅
言﹅
及﹅
し﹅
て﹅
い﹅
る﹅
「
天
」
に
こ
の
よ
う
な
人
格
神
あ
る
い
は

唯
一
神
と
い
う
よ
う
な
面
影
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
孔
子
一
生
の
活
動
が
か
か
る
唯
一
神
か
ら
の
使

命
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
孔
子
の
徒
の
学
園
に
お
い
て
か
か
る
神
へ
の
信
仰
が
何
ら
か
の
形
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で
強
調
せ
ら
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
学
園
の
綱
領
と
し
て
の
学﹅
而﹅
篇﹅
は
一
語
も
天
に
触
れ
な
い
。
上

論
九
篇
中
孔
子
が
天
を
口
に
し
た
と
せ
ら
れ
る
の
は
、
孔
子
の
体
験
経
歴
を
主
題
と
す
る
述
而
・
子
罕
の

二
篇
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
個
々
の
章
は
孔
子
が
運
命
の
窮
迫
に
陥
っ
た
き
わ
ど
い
瞬
間
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
。
孔
子
は
流
浪
の
途
中
、
宋
に
お
い
て
司
馬
の 

桓  

魋 

か
ん
た
い

に
殺
さ
れ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
際
、

　
　
子
曰
く
、
天
徳
を
予われ
に
生な
せ
り
。 

桓  

魋 

か
ん
た
い

そ
れ
予
を
如
何
せ
ん
。
（
述
而
、
二
二
）

ま
た
そ
れ
よ
り
前
の
こ
と
と
解
せ
ら
れ
て
い
る
が
、

　
　
子
、
匡
き
ょ
うに
畏とら
（
拘
）
わ
る
。
曰
く
、
文
王
既すで
に
没
し
た
れ
ど
も
、
文
は
茲ここ
（
吾
が
身
）
に
あ
ら
ず
や
。

　
　
天
の
将まさ
に
斯こ
の
文
を
喪
ほ
ろ
ぼさ
ん
と
す
る
と
き
は
、
後
死
者

わ

れ

（
孔
子
自
ら
い
う
）
は
斯
の
文
に
与
あ
ず
かる
を
得

　
　
ざ
る
べ
し
。
天
の
未
だ
斯
の
文
を
喪
さ
ざ
ら
ん
と
す
る
と
き
、  

匡    

人  

き
ょ
う
じ
ん

そ
れ
予
を
如
何
せ
ん
。

　
　
（
子
罕
、
五
）

こ
れ
は
明
ら
か
に
孔
子
が
己
れ
の
運
命
を
天
意
に
帰
し
た
の
で
あ
る
。
天
意
が
孔
子
を
し
て
道
を
説
か
せ

よ
う
と
し
て
い
る
な
ら
ば
、
人
為
を
も
っ
て
こ
れ
を
破
る
こ
と
は
で
き
ぬ
と
確
信
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
孔
子
に
お
い
て
徳
を
生な
し
、
孔
子
を
し
て
文
王
の
文
の
担
い
手
た
ら
し
め
た
、
超﹅
越﹅
的﹅
な﹅
も﹅
の﹅

が
指
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
は
果
た
し
て
宇
宙
の
主
宰
神
と
か
唯
一
神
と
か
と

言
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
右
の
句
だ
け
で
は
そ
れ
は
ど
う
に
も
立
証
の
し
よ
う
が
な
い
。
そ
の
天
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が
漠
然
と
人
力
以
上
の
も
の
を
さ
し
て
い
る
と
解
し
て
も
、
あ
る
い
は
人
為
の
い
か
ん
と
も
し
難
い
運
命

を
さ
し
て
い
る
と
解
し
て
も
、
右
の
句
の
解
釈
に
は
何
ら
さ
し
つ
か
え
が
な
い
。
実
際
ま
た
人
々
は
か
か

る
「
天
」
を
毫ごう
も
信﹅
仰﹅
の﹅
対﹅
象﹅
と
す
る
こ
と
な
く
し
て
し
か
も
十
分
の
敬﹅
虔﹅
の﹅
念﹅
を
も
っ
て
そ
れ
に
対
し

て
い
た
。
そ
れ
ら
の
人
々
に
と
っ
て
は
「
天
」
は
宇
宙
人
生
を
支
配
す
る
理﹅
法﹅
と
考
え
ら
れ
て
も
、
何
ら

不
都
合
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
こ
の
「
天
」
の
命
令
や
意
志
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
揺
る
ぎ
な

き
確
信
を
得
る
と
感
じ
た
。
が
、
か
く
命
令
や
意
志
を
云
為
う
ん
い
す
る
か
ら
と
言
っ
て
「
天
」
を
人﹅
格﹅
的﹅
な﹅
る﹅

も﹅
の﹅
と
し
て
考
え
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
モ
ー
ゼ
が
エ
ホ
バ
の
命
令
を
受
け
た
よ
う
に
、

天
が
人
と
同
じ
く
言﹅
葉﹅
を﹅
も﹅
っ﹅
て﹅
命
令
を
伝
え
る
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
。
た
だ
己
れ
を
支
配
す
る

深
い
理
法
を
感
じ
て
そ
れ
を
天
の
命
令
と
言
い
現
わ
し
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
意
味
で
天
を
尊

敬
し
た
人
々
は
、
我
々
が
現
実
に
触
れ
た
中
に
も
存
し
て
い
る
。
そ
れ
が
孔
子
の
「
天
」
の
思
想
に
ち
ょ

う
ど
当
た
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
確
言
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
が
、
し
か
し
そ
の
人
々
は
右
の
ご
と
き
立
場

に
お
い
て
真
に
孔
子
を
聖﹅
人﹅
と﹅
し﹅
て﹅
尊
敬
し
得
た
の
で
あ
る
。
我
々
は
孔
子
が
「
天
」
を
言
っ
た
か
ら
と

い
っ
て
直ただ
ち
に
そ
れ
を
宇
宙
の
主
宰
神
と
定
め
る
こ
と
は
で
き
ぬ
と
思
う
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、
『
論
語
』

の 

八  

佾 

は
ち
い
つ

篇
に
お
い
て
は
、
孔
子
は
宗
廟
の
祭
り
や 

泰  
山 

た
い
ざ
ん

の
旅
ま
つ
りや
禘てい
の
祭
り
や 

告  

朔 

こ
く
さ
く

の
餼
羊
き
よ
う
や
社
の

樹
な
ど
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
主
た
る
関
心
は
礼﹅
の﹅
保﹅
持﹅
で
あ
っ
て
信
仰
の
鼓
吹
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で
は
な
い
。
天
の
祭
儀
禘
に
つ
い
て
は
む
し
ろ
観
る
を
欲
せ
ず
語
る
を
欲
せ
な
い
の
で
あ
る
。
一
言
に
し

て
言
え
ば
、
『
論
語
』
の
古
い
層
に
お
い
て
は
天
を
宇
宙
の
主
宰
神
と
考
え
し
め
る
よ
う
な
証
拠
は
ほ
と

ん
ど
な
い
。

　
し
か
し
同
じ
上
論
の
中
で
も
我
々
が
古
い
層
か
ら
除
外
し
た
泰﹅
伯﹅
篇﹅
に
な
る
と
、
い
く
ら
か
調
子
の
違

っ
た
語
が
現
わ
れ
て
く
る
。
堯
を
讃
美
す
る
言
葉
の
中
の
、
「
唯﹅
天﹅
を﹅
大﹅
な﹅
り﹅
と﹅
な﹅
す﹅
、
唯
堯
ぎ
ょ
う之これ
に
則のっ
と

る
」
と
い
う
句
の
ご
と
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
下
論
に
な
っ
て
も
そ
れ
は
同
様
で
あ
る
。

　
　
顔
淵
死
す
。
子
曰
く
、
噫ああ
天
予
を
喪
ほ
ろ
ぼせ
り
、
天
予
を
喪
せ
り
。
（
先
進
、
九
）

　
　
子
曰
く
、
我
を
知
る
な
き
か
な
。
子
貢
曰
く
、
何
為

な
ん
す
れ
ぞ
そ
れ
子
を
知
る
な
か
ら
ん
。
子
曰
く
、
（
我

　
　
は
）
天
を
も
怨うら
み
ず
、
人
を
も
尤とが
め
ず
。
下
（
人
事
を
）
学
び
て
上
（
天
命
に
）
達
す
。
我
を
知
る

　
　
も
の
は
そ
れ
天
の
み
か
。
（
憲
問
、
三
七
）

　
　
子
曰
く
、
予われ
言
う
な
か
ら
ん
と
欲
す
。
子
貢
曰
く
、
子
如も
し
言
わ
ず
ん
ば
、 

小  

子 

し
ょ
う
し

何
を
か
述
べ
ん
。

　
　
子
曰
く
、
天
何
を
か
言
わ
ん
、
（
然
れ
ど
も
）
四
時
行
な
わ
れ
百
物
生な
る
。
天
何
を
か
言
わ
ん
。

　
　
（
陽
貨
、
一
九
）

こ
れ
ら
は
天
が
人
の
生
死
を
司
つ
か
さど
り
、
人
を
知
り
、
ま
た
自
然
の
運
行
を
支
配
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

前
提
と
し
て
言
わ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。
も
っ
と
も
そ
の
天
が
何﹅
事﹅
を﹅
も﹅
言﹅
わ﹅
な﹅
い﹅
と
せ
ら
れ
る
点
で
は
、
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人
格
神
と
全
然
異
な
る
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
天
が
漠
然
と
し
た
無
限
に
深
い
理
法
の
ご
と
き
も
の
で
あ

る
と
い
う
解
釈
に
好
都
合
な
資
料
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
前
の
場
合
よ
り
も
幾
分
強
く
主
宰
神
ら

し
い
面
影
を
見
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
か
と
思
う
。
こ
う
い
う
天
が
『
詩﹅
経﹅
』
や
『
書﹅
経﹅
』

に
お
け
る
天
と
は
な
は
だ
よ
く
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
認
め
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
う
な
る
と
、
『
論
語
』

の
古
い
部
分
に
お
い
て
孔
子
の
言
っ
て
い
る
天
よ
り
も
、
新
し
い
部
分
で
彼
の
言
っ
た
と
せ
ら
れ
る
天
の

方
が
、
一
層
『
詩
経
』
や
『
書
経
』
に
近
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
前
に
引
い
た
津
田
左
右
吉
氏
の
意
見
、

す
な
わ
ち
『
詩
経
』
や
『
書
経
』
の
製
作
が
孔
子
よ
り
百
年
近
く
も
新
し
い
と
い
う
説
と
連
関
さ
せ
て
考

え
て
み
て
い
た
だ
き
た
い
。
人
の
生
死
や
自
然
現
象
な
ど
を
司
ど
る
宇
宙
の
主
宰
神
と
い
う
ご
と
き
も
の

は
む
し
ろ
孔
子
か
ら
は
遠
い
の
で
あ
る
。
孔
子
は
宗
教
的
な
神
を
説
い
て
は
い
な
い
。

　
以
上
の
ご
と
く
見
れ
ば
、
孔
子
は
釈
迦
や
イ
エ
ス
と
明
白
に
異
な
っ
て
い
る
。
宗
教
的
な
意
味
で
絶
対

者
に
触
れ
る
こ
と
あ
る
い
は
絶
対
境
に 

悟  

入 

ご
に
ゅ
う

す
る
こ
と
は
彼
の
問
題
で
は
な
い
。
彼
が
天
を
い
う
に
し

て
も
、
そ
れ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
モ
ン
や
神
託
ほ
ど
に
も
宗
教
的
色
彩
を
持
た
な
い
。
し
か
も
彼
は
何

ら
の
不
安
も
な
く
道
に
熱
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
態
度
は
、

　
　
朝
あ
し
たに
道
を
聞
か
ば
、
夕
べ
に
死
す
と
も
可
な
り
。
（
里
仁
、
八
）
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と
い
う
言
葉
に
現
わ
さ
れ
る
。
道
が
重
大
な
の
で
あ
っ
て
、
夕
べ
に
死
し
た
時
に
そ
の
個
人
の
魂
が
救
わ

れ
る
か
、
救
わ
れ
ぬ
か
、
あ
る
い
は
永
生
を
得
る
か
否
か
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
道
が
理
解
さ
れ
実
現

さ
れ
さ
え
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
道
た
る
や
、
人
倫
の
道
で
あ
っ
て
、
神
の
道
こ
と
ばで

も
悟
り
の
道
で
も
な
い
。
人
倫
の
道
を
踏
み
さ
え
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
仁
を
実
現
し  

忠    

恕  

ち
ゅ
う
じ
ょ

を
行
な
い

さ
え
す
れ
ば
、
彼
に
と
っ
て
は
何
の
恐
れ
も
不
安
も
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
彼
の
教
説
に
は
何
ら
の
神
秘
的

色
彩
も
な
く
、
従
っ
て
「
不
合
理
な
る
が
ゆ
え
に
信
ず
る
」
こ
と
を
要
求
す
る
必
要
も
な
い
。
す
べ
て
が

道
理
な
の
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
に
お
い
て
人﹅
倫﹅
の﹅
道﹅
に﹅
絶﹅
対﹅
的﹅
な﹅
意﹅
義﹅
を﹅
認﹅
め﹅
た﹅
こ﹅
と﹅
が
孔
子
の
教
説

の
最
も
著
し
い
特
徴
で
あ
ろ
う
。

　
孔
子
の
教
説
が
死
や
魂
や
神
の
問
題
を
重
要
視
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
孔
子
の
思
想
史
上
の
地
位
を

特
殊
な
も
の
た
ら
し
め
る
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
古
い
時
代
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
問
題
を
無
視
す
る
よ
う

な
思
想
家
は
、
原
始
信
仰
以
来
の
宗
教
的
伝
統
に
対
す
る
決
然
た
る
革
新
家
と
し
て
現
わ
れ
る
は
ず
で
あ

る
が
、
孔
子
の
言
行
に
は
い
っ
こ
う
革
新
家
と
し
て
の
面
影
が
見
え
ず
、
む
し
ろ
孟
子
が
言
っ
た
よ
う
に

周
の
文
化
を
集﹅
大﹅
成﹅
し
た
人
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
人
類
の
教
師
が
他
の
場
合
に
は
皆
革﹅
新﹅
家﹅
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
何
人
も
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
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う
。
釈
迦
は
彼
以
前
の
永
い
間
に
イ
ン
ド
の
社
会
に
固
定
し
た
四
姓
制
度
を
内
面
的
に
打
破
し
よ
う
と
し

た
の
み
な
ら
ず
、
古
い
ヴ
ェ
ダ
の
信
仰
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ド
の
哲
学
を
も
克
服
し
よ
う
と
し
た
。
彼
の
無﹅
我﹅

の
主
張
は
ア
ー
ト
マ
ン
哲
学
へ
の
反
駁
な
の
で
あ
る
。
イ
エ
ス
も
ま
た
ユ
ダ
ヤ
教
と
し
て
固
定
し
て
来
た

イ
ス
ラ
エ
ル
の
文
化
に
反
抗
し
て
新
し
い
人
倫
を
説
き
始
め
た
。
福
音
書
の
物
語
に
お
い
て
イ
エ
ス
の
正﹅

面﹅
の﹅
敵﹅
が
祭
司
長
、
学
者
、
パ
リ
サ
イ
の
徒
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
事
情
を
明
示
し
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ

ス
は
彼
の
時
代
に
流
行
し
た
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
運
動
に
対
抗
し
て
、
真
の
哲
学
的
精
神
を
興おこ
し
た
人
で
あ
る
。

ギ
リ
シ
ア
人
の
古
い
神
々
の
信
仰
は
す
で
に
自
然
哲
学
者
や
ソ
フ
ィ
ス
ト
に
よ
っ
て
揺
る
が
さ
れ
て
お
り
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
と
し
て
は
む
し
ろ
こ
の
植
民
地
思
想
に
対
し
て
ギ
リ
シ
ア
本
土
の
神
託
の
信
仰
を
復
興
し
よ

う
と
し
た
の
だ
と
さ
え
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
彼
の
死
刑
の
理
由
は
神
々
の
信
仰
を
危
う

く
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
人
類
の
教
師
た
ち
は
皆
彼
ら
に
先
行
す
る
思
想
や
信

仰
を
覆
く
つ
が
えす
も
の
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
孔
子
も
ま
た
そ
う
で
あ
っ
た
、
と
い
う
解
釈
が
な
い
で
は
な
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
孔
子
以
前
の
時
代

に
は
宗
教
も
道
徳
も
政
治
も
す
べ
て
敬﹅
天﹅
を
中
心
と
し
て
行
な
わ
れ
た
。
天
は
宇
宙
の
主
宰
神
と
し
て
人

間
に
禍
福
賞
罰
を
下
す
。
だ
か
ら
天
を
敬
う
や
まい
天
命
に
従
う
こ
と
が
す
べ
て
の
行
な
い
の
中
心
な
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
孔
子
は
人﹅
を﹅
中﹅
心﹅
と﹅
す﹅
る﹅
立﹅
場﹅
を
興
し
た
。
孔
子
に
お
け
る
道
は
人
の
道
で
あ
る
、
道
徳
で
あ
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る
。
天
を
敬
う
の
も
ま
た
道
徳
の
立
場
に
お
い
て
で
あ
る
。
天
を
敬
い
さ
え
す
れ
ば
福
を
得
る
、
と
い
う

の
で
は
な
く
、
道
に
協かな
い
さ
え
す
れ
ば
天
に
嘉よみ
さ
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
思
想
史
上
の
革
新

が
あ
る
。
孔
子
も
ま
た
革
新
家
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
説
は
、
孔
子
以
前
の
思
想
や
信
仰
が
『
書
経
』
や
『
詩
経
』
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
の
前
提
は
確
実
で
あ
ろ
う
か
。
前
に
幾
度
か
顧
慮
し
て
来
た
よ
う
に
、

も
し
こ
れ
ら
の
書
が
春
秋
末
期
よ
り
戦
国
時
代
へ
か
け
て
の
作
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
場
合
に
は
思
想
史
的
な
順
序
が
ち
ょ
う
ど
逆
に
な
り
、
孔
子
が
革
新
家
で
あ
る
と
い
う
意
義
は
消
滅

し
て
し
ま
う
。
そ
う
し
て
こ
れ
は
決
し
て
大
胆
す
ぎ
る
見
方
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
『
書
経
』
、
『
詩
経
』

が
孔
子
よ
り
新
し
い
と
い
う
考
え
は
し
ば
ら
く
控
え
て
お
く
と
し
て
も
、
『
礼
記
』
が
漢
代
の
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
は
大
し
た
反
対
は
な
か
ろ
う
。
そ
う
し
て
論
者
が
孔
子
以
前
の
思
想
信
仰
と
す
る
も
の

は
、
実
に
顕
著
に
『
礼
記
』
に
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
『
礼
記
』
を
材
料
と
し
て
非
常
に
原

始
的
な
信
仰
や
祭
儀
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
漢
代
に
お
け
る
易
の
盛
行
や

道
教
の
勢
力
を
顧
み
る
な
ら
ば
、
人
倫
を
中
心
と
し
道
理
に
徹
底
し
よ
う
と
す
る
孔
子
に
比
し
て
、
漢
代

の
思
想
の
方
が
む
し
ろ
論
者
の
い
わ
ゆ
る
「
孔
子
以
前
の
思
想
」
に
近
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
や
こ
れ
や
を

思
い
合
わ
せ
る
と
、
右
の
論
者
の
説
は
直
ち
に
は 

首  

肯 

し
ゅ
こ
う

し
難
い
と
思
わ
れ
る
。
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し
か
し
我
々
は
孔
子
が
決
し
て
革
新
家
で
な
か
っ
た
と
断
言
す
る
の
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
そ
う
で
あ

っ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
が
、
た
だ
孔
子
の
最
も
古
い
伝
記
が
孔
子
の
革
新
家
た
る
こ
と
を
描
い
て
お
ら
ぬ
と

い
う
点
に
注
目
す
る
の
で
あ
る
。
弟
子
た
ち
は
孔
子
が
新
し
い
も
の
を
持
ち
出
し
た
と
い
う
こ
と
を
力
説

せ
ず
、
む
し
ろ
孔
子
が
古﹅
い﹅
も﹅
の﹅
を﹅
復﹅
興﹅
し﹅
、
蘇
生
さ
せ
、
確
立
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
点
を
強
調
し
て

い
る
。
こ
れ
は
あ
る
い
は
孔
子
の
傾
向
で
は
な
く
し
て
弟
子
た
ち
の
傾
向
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
が
、

と
に
か
く
過﹅
去﹅
に﹅
黄﹅
金﹅
時﹅
代﹅
を﹅
見﹅
、
そ
れ
を
理
想
と
し
て
現
在
と
未
来
に
作
用
さ
せ
よ
う
と
す
る
努
力
は
、

『
論
語
』
の
新
し
い
部
分
に
至
る
ほ
ど
顕
著
に
な
る
。
そ
う
い
う
運
動
の
起
点
を
な
す
孔
子
が
革
新
家
で

あ
っ
た
と
は
、
ど
う
も
考
え
に
く
い
。

　
も
っ
と
も
孔
子
の
復
古
主
義
に
つ
い
て
は
、
厳
密
な
限
定
を
必
要
と
す
る
。
『
論
語
』
の
最
も
古
い
部

分
た
る
学
而
、
郷
党
の
二
篇
に
は
夏﹅
殷﹅
周﹅
の﹅
文﹅
化﹅
の
こ
と
も
堯﹅
舜﹅
の﹅
説﹅
話﹅
も
全
然
出
て
来
な
い
。
し
か
る

に
そ
れ
に
次
ぐ
七
篇
の
総
論
た
る
為
政
篇
に
は
夏﹅
殷﹅
周﹅
の﹅
礼﹅
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
礼
を
主
題
と

し
た 

八  

佾 

は
ち
い
つ

篇
に
な
る
と
そ
れ
が
い
く
ら
か
異
な
っ
た
形
で
言
い
現
わ
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
を
並
べ
て
み
る

と
左
の
通
り
で
あ
る
。

　
（
一
）
　 

子  

張 

し
ち
ょ
う

問
う
、  

十    

世  

じ
ゅ
っ
せ
い

知
る
べ
き
か
。
子
曰
く
、
殷いん
は
夏﹅
の﹅
礼﹅
に
因よ
る
、
損
益
す
る
と
こ

　
　
ろ
知
る
べ
き
な
り
。
周
は
殷﹅
の﹅
礼﹅
に
因
る
、
損
益
す
る
と
こ
ろ
知
る
べ
き
な
り
。
其そ
或れ
周
に
継
が
ん
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も
の
は
、
百
世
と
い
え
ど
も
知
る
べ
き
な
り
。
（
為
政
、
二
三
）

　
（
二
）
　
子
曰
く
、
夏﹅
礼﹅
は
吾
能よ
く
之これ
を
言と
か
ん
と
せ
る
も
、  

杞    

徴  

あ
き
ら
か
に

す
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
殷﹅

　
　
礼﹅
も
吾
能よ
く
之
を
言と
か
ん
と
せ
る
も
、  

宋    

徴  

あ
き
ら
か
に

す
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
文﹅
と﹅
献﹅
（
賢
）
と﹅
足﹅
ら﹅

　
　
ざ﹅
る﹅
が﹅
故﹅
な﹅
り﹅
。
足
ら
ば
則
ち
吾
能
く
之
を
徴
あ
き
ら
か
にせ
ん
。
（
八
佾
、
九
）

　
（
三
）
　
子
曰
く
、
周
は
二
代
に
監
か
ん
がみ 

郁 

郁 

乎 

い
く
い
く
こ

と
し
て
文ぶん
な
る
か
な
。
吾
は
周
に
従
わ
ん
。
（
同
上
、

　
　
一
四
）

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
周
の
文
化
や
風
習
を
讃
美
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し

か
し
夏
殷
の
礼
に
つ
い
て
、
損
益
す
る
と
こ
ろ
知
る
べ
き
な
り
と
い
う
の
と
、
明
ら
か
に
す
る
だ
け
の
証

拠
が
な
い
と
い
う
の
と
は
違
う
。
お
そ
ら
く
（
一
）
に
お
い
て
言
お
う
と
す
る
の
は
、
周
の
文
化
が
夏
殷

の
よ
き
と
こ
ろ
を
保
存
し
て
お
り
、
時
代
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
ぬ
恒
久
の
価
値
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
（
三
）
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。
で
は
夏
と
殷
と
の
文
化
を
知
り
得
る
か
と
言
え
ば
、

文﹅
献﹅
が﹅
足﹅
り﹅
な﹅
い﹅
の
で
あ
る
。
こ
の
（
二
）
の
説
く
と
こ
ろ
は
十
分
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
孔
子
は
周

の
文
化
を
明
ら
か
に
知
り
、
「
吾
は
周
に
従
わ
ん
」
と
言
っ
た
が
、
し
か
し
夏
と
殷
と
は
明
ら
か
に
し
得

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
明
ら
か
に
し
得
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
説
か
ん
と
欲
し
て
も
説﹅
か﹅
な﹅
か﹅
っ﹅

た﹅
の
で
あ
る
。
そ
の
孔
子
が
夏
殷
よ
り
も
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
堯
舜
を
説
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
容
認

129



せ
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
否
と
答
え
る
ほ
か
は
な
い
。
果
た
し
て
河﹅
間﹅
七﹅
篇﹅
に﹅
お﹅
い﹅
て﹅
は﹅
、
雍﹅

也﹅
篇﹅
の﹅
末﹅
尾﹅
に﹅
た﹅
だ﹅
一﹅
個﹅
所﹅
堯﹅
舜﹅
の﹅
名﹅
が﹅
現﹅
わ﹅
れ﹅
る﹅
だ﹅
け﹅
で﹅
あ﹅
る﹅
。
し
か
も
そ
の
章
に
あ
っ
て
は
、
堯
舜

の
名
を
含
む
一
句
を
削
り
去
っ
て
も
章
全
体
の
意
義
を
損
じ
な
い
の
み
か
、
む
し
ろ
か
え
っ
て
明
白
な
ら

し
め
る
の
で
あ
る
。
が
、
こ
の
傾
向
は
河
間
七
篇
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
下
論
十
篇
に
お
い
て
も
堯

舜
の
説
話
に
触
れ
ざ
る
も
の
は
八
篇
に
及
ん
で
い
る
。
『
論
語
』
全
篇
中
堯
舜
に
触
れ
た
も
の
は
、
右
の

雍
也
よ
う
や
篇
の
ほ
か
に
は
、 
泰  

伯 
た
い
は
く

、 

顔  

淵 

が
ん
え
ん

、  

堯    

曰  

ぎ
ょ
う
え
つ

の
三
篇
の
み
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
ち
顔
淵
篇
に
お

け
る
も
の
は
子﹅
夏﹅
の﹅
語﹅
の
中
に
あ
り
、
堯
曰
篇
の
と
泰
伯
篇
の
一
章
と
は
誰
の
語
か
わ
か
ら
な
い
曖
昧
な

も
の
で
あ
る
。
孔
子
の
語
と
し
て
堯
舜
を
語
っ
て
い
る
の
は
、
た
だ
泰
伯
篇
の
中
の
二
章
の
み
に
過
ぎ
な

い
。
そ
う
し
て
こ
の
泰
伯
篇
と
堯
曰
篇
と
は
、
『
論
語
』
中
の
最
も
新
し
い
層
で
あ
る
こ
と
の
一
目
し
て

明
ら
か
な
も
の
で
あ
る
。
『
論
語
』
自
身
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
事
実
と
、
堯
舜
の
説
話
が
後
の
孔
子
伝

に
至
る
ほ
ど
濃
厚
に
現
わ
れ
て
来
る
事
実
と
を
照
合
し
て
考
え
れ
ば
、
孔﹅
子﹅
自﹅
身﹅
が﹅
堯﹅
舜﹅
の﹅
説﹅
話﹅
と﹅
か﹅
か﹅

わ﹅
る﹅
所﹅
の﹅
な﹅
か﹅
っ﹅
た﹅
こ﹅
と﹅
は﹅
、
ほ﹅
ぼ﹅
確﹅
実﹅
だ﹅
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
以
上
の
結
果
か
ら
考
え
れ
ば
、
孔
子
が
代
表
し
て
い
た
の
は
彼
の
眼
の
届
い
た
周﹅
の﹅
文﹅
化﹅
で
あ
る
。
堯

舜
や
三
代
の
初
め
の
説
話
は
孔
子
以
後
戦
国
時
代
の
産
物
に
過
ぎ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
周
の
文
化
は
先﹅
行﹅
の﹅

文﹅
化﹅
を
摂
取
し
保
存
し
て
い
る
に
は
違
い
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
孔
子
に
と
っ
て
さ
え
文
献
の
足
り
な
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い
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
そ
れ
が
後
に
作
ら
れ
た
堯
舜
や
三
代
の
説
話
が
示
す
よ
う
な
も
の
で
な﹅
か﹅
っ﹅

た﹅
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
ま
た
孔
子
が
尊
重
し
強
調
す
る
周
の
文
化
も
、
文﹅
献﹅
的﹅
に﹅
は﹅
『
論
語
』
以

上
に
古
い
資
料
を
残
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
我
々
後
代
の
も
の
に
と
っ
て
は
、
孔
子
は

シ﹅
ナ﹅
思﹅
想﹅
史﹅
の﹅
劈﹅
頭﹅
に﹅
立﹅
っ﹅
て﹅
い﹅
る﹅
の
で
あ
る
。
孔
子
の
よ
う
な
大
思
想
家
が
現
わ
れ
る
た
め
に
は
、
そ

れ
に
先
行
し
も
し
く
は
時
を
同
じ
く
す
る
多
く
の
思
想
家
が
あ
っ
た
は
ず
だ
、
と
い
う
推
測
も
行
な
わ
れ

て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
単
な
る
推
測
で
あ
っ
て
、
何
ら
の
証
拠
を
も
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
そ
う
い
う
思
想
家
が
孔
子
の
ほ
か
に
一
人
も
な
か
っ
た
と
い
う
証
拠
も
な
い
が
、
『
論
語
』
の
な
か

で
孔﹅
子﹅
の﹅
師﹅
が
幾
度
か
問
題
と
せ
ら
れ
な
が
ら
常
に
否
定
的
に
答
え
ら
れ
て
い
る
事
実
は
、
幾
分
か
か
る

証
拠
と
し
て
役
立
つ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
周
の
文
化
を
代
表
し
、
復
古
主
義
的
な
傾
向
を
持
っ
て
い
る
孔
子
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
原﹅
初﹅
的﹅

思﹅
想﹅
家
で
あ
る
。
こ
れ
が
思
想
史
上
の
孔
子
の
地
位
を
独
特
な
も
の
た
ら
し
め
る
。
他
の
い
ず
れ
の
人
類

の
教
師
に
も
か
か
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
彼
の
あ
と
に
は
、
彼
の
学
派
の
み
な
ら
ず
、
諸
子

百
家
が  

撩    

乱  

り
ょ
う
ら
ん

と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
。
人
生
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
考
え
方
が
こ
こ
で
尽
く

さ
れ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
か
か
る
思
想
史
的
爛
熟
期
を
後
に
控
え
た
原﹅
初﹅
的﹅
思﹅
想﹅
家﹅
、

し
か
も
そ
の
思
想
葛
藤
を
通
じ
て
最
後
の
勝
利
者
と
し
て
残
っ
た
永﹅
遠﹅
の﹅
思﹅
想﹅
家﹅
、
そ
れ
が
孔
子
な
の
で
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あ
る
。

　
で
は
こ
の
よ
う
な
偉
大
な
思
想
家
の
「
思
想
」
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
　
　
そ
れ
を
「
叙
述
」

す
る
と
い
う
こ
と
は
自
分
の
全
然
興
味
を
持
た
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
思
想
に
接
し
た
い
人
は
、

『
論﹅
語﹅
』
を﹅
繰﹅
り﹅
返﹅
し﹅
て﹅
読﹅
む﹅
が﹅
よ﹅
い﹅
。
そ
の
『
論
語
』
は
こ
の
書
物
よ
り
も
分
量
が
少
な
い
。
ま
た
そ

の
読
み
方
に
関
し
て
は
自
分
は
幾
分
参
考
と
な
る
こ
と
を
述
べ
た
つ
も
り
で
あ
る
。
『
論
語
』
は
他
の
言

葉
で
叙
述
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
無
数
の
宝
玉
を
蔵
し
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
孔
子
の
語
が
か
く
も
み

ご
と
に
結
晶
し
て
い
れ
ば
こ
そ
、
原
初
的
思
想
家
孔
子
が
永
遠
の
思
想
家
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
で
、
自

分
は
こ
こ
に
孔
子
の
語
録
の
こ
の
特
殊
な
様
式
を
力
説
し
て
こ
の
小
著
を
結
ぼ
う
と
思
う
。

『
論
語
』
に
お
け
る
孔
子
の
語
は
孔
子
の
思
想
を
伝
え
て
い
る
に
は
相
違
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
を
単
に

客
観
的
な
意
味
内
容
と
し
て
論
理
的
に
叙
述
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
孔
子
と
い
え
ど
も
、
弟
子
に
説
く

に
当
た
っ
て
は
あ
る
考
え
を
詳
細
に
秩
序
立
っ
て
述
べ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
『
論
語
』
に
記
録

さ
れ
て
い
る
の
は
皆
短
い
格
言
め
い
た
命
題
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
弟﹅
子﹅
と﹅
の﹅
問﹅
答﹅
と
し
て
録
さ
れ
て
い
る

も
の
と
、
単
に
独
立
の
命
題
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
も
の
と
、
二
つ
の
種
類
に
分
か
つ
こ
と
が
で
き
る
。

問
答
の
方
は
孔﹅
子﹅
の﹅
説﹅
き﹅
方﹅
と
密
接
に
結
合
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
葉
に
よ
っ
て
一
義
的
に
あ
る
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思
想
を
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、
孔
子
と
弟
子
と
の
人
格
的
な
交
渉
を
背
景
と
し
て
生﹅
き﹅
た﹅
対﹅
話﹅
関﹅
係﹅
を

現
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
こ
に
は
弟
子
た
ち
の
人
物
や
性
格
、
そ
の
問
答
の
行
な
わ
れ
た
境

遇
な
ど
が
、
と
も
に
把
捉
は
そ
く
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
言
葉
の
意
味
の
裏
打
ち
と
な
り
、
命
題
に
深
い 

含  

が
ん
ち

蓄 く
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
が
、
こ
の
対
話
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
に
お
け
る
が
ご
と
く
、
問
題
を

理
論
的
に
発
展
さ
せ
る
と
い
う
や
り
方
で
は
な
い
。
弟
子
が
問
い
師
が
答
え
る
と
い
う
こ
と
で
完
結
す
る

対
話
、
す
な
わ
ち
一
合
に
し
て
勝
負
の
き
ま
っ
て
し
ま
う
立
ち
合
い
で
あ
る
。
従
っ
て
問
答
は
た
だ
急
所

だ
け
を
ね
ら
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
孔
子
の
答
え
は
い
つ
も
簡
潔
で
、
鋭
く
、
ま
た
警
抜
な
形
に
く
っ
き
り

と
刻
み
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
い
く
つ
か
の
例
は
す
で
に
折
り
に
ふ
れ
て
解
説
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

こ
う
い
う
問
答
を
読
み
味
わ
う
時
に
は
、
単
に
た
だ
論
理
的
な
思
想
の
動
き
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
思
想

を
生
き
て
い
る
人
々
の
、
生
き
た
接
触
が
、
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
問
答
と
し
て
で
な
く
独﹅
立﹅
の﹅
命﹅
題﹅
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
孔
子
の
語
も
、
不
思
議
に
そ
の
背

景
を
感
ぜ
し
め
る
力
を
持
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

　
　
子
曰
く
、
其
の
位
く
ら
いに
在
ら
ざ
れ
ば
其
の
政
を
謀はか
ら
ず
。
（
憲
問
、
二
七
）

と
い
う
句
の
ご
と
き
は
、
責
任
な
き
位
置
に
あ
っ
て
政
治
を
批
判
し
あ
る
い
は
動
か
そ
う
と
す
る
人
々
が
、

と
も
す
れ
ば
反
感
と
か
名
利
と
か
の
ご
と
き
主
観
的
な
動
機
か
ら
無﹅
責﹅
任﹅
な﹅
言﹅
動﹅
に
陥
る
と
い
う
情
勢
を
、
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は
っ
き
り
と
踏
ん
で
い
る
。
そ
う
し
て
こ
う
い
う
情
勢
は
、
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
人
々
が
常
に
身
近
に

見
い
だ
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、

　
　
子
曰
く
、
衆
之これ
を
悪にく
む
も
必
ず
察
し
、
衆
之
を
好よみ
す
る
も
必
ず
察
せ
よ
。
（
衛
霊
公
、
二
八
）

と
い
う
ご
と
き
も
、
大
衆
の
付
和
雷
同
と
い
う
苦
々
し
い
現
実
を
踏
ん
で
い
る
。
そ
う
し
て
こ
の
現
実
は

ど
の
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
も
現
実
で
あ
る
。
こ
の
種
の
例
は
数
限
り
な
く
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
と
こ
ろ
で
も
し
大
衆
の
付
和
雷
同
性
と
か
、
無
責
任
の
位
置
に
あ
る
者
の
空
疎
な
政
論
と
か
を
、

正
面
の
問
題
と
し
て
詳
細
に
論
ず
る
と
な
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
も
非
常
に
長
い
議
論
を
し
な
く
て
は
な
ら

ぬ
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
な
ら
ば
そ
の
議
論
に
入
り
込
ん
で
行
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
孔
子
の
語
は

常
に
そ
れ
ら
を
背
景
に
蔵しま
い
込
ん
で
お
く
。
そ
う
し
て
詳
細
な
考
察
の
結
果
を
暗
々
裏
に
前
提
と
し
つ
つ
、

か
か
る
問
題
に
対
し
て
処
す
べ
き
最
も
簡
要
な
一
点
を
す
ぱ
り
と
取
り
出
し
て
見
せ
る
の
で
あ
る
。

　
が
、
考
え
て
み
る
と
、
い
わ
ゆ
る
格﹅
言﹅
な
る
も
の
は
、
長
期
に
わ
た
っ
て
無
数
の
人
々
に
よ
っ
て
同
様

な
こ
と
が
な
さ
れ
た
結
果
で
き
あ
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
寺
田
寅
彦
氏
が
、
一
つ
の
国
土
に
お
け

る
家
の
建
て
方
村
落
の
位
置
の
選
び
方
な
ど
に
は
、
地
震
と
か
暴
風
と
か
湿
気
と
か
に
関
す
る
非
常
に
深

い
智
慧
が
蔵かく
さ
れ
て
い
る
、
そ
れ
は
長
期
に
わ
た
っ
て
そ
の
国
民
が
種
々
の
経
験
に
よ
り
自
お
の
ず
から
に
得
た
も

の
で
あ
っ
て
、
個
々
の
学
者
の
理
論
的
意
識
よ
り
も
優
っ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
言
わ
れ
た
。
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格
言
と
い
う
も
の
は
人﹅
生﹅
の﹅
事﹅
に﹅
関﹅
す﹅
る﹅
右
の
ご
と
き
智
慧
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
結
論
に
達
し
た

経
路
を
語
ら
な
い
、
ま
た
そ
の
考
察
の
原
理
を
も
示
さ
な
い
。
し
か
し
智
慧
た
る
こ
と
を
失
わ
な
い
の
で

あ
る
。

　
孔
子
の
語
の
中
の
独
立
の
命
題
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
格
言
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
異
な
る
と
こ
ろ
は
こ

の
格
言
が
一
定
の
思
想
的
立
場
、
倫
理
的
原
理
の
上
に
立
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
格
言
が
民
衆
の
間

で
長
期
の
淘
汰
と
う
た
を
経
て
来
た
も
の
で
あ
る
に
対
し
、
孔
子
の
語
は
代
々
の
学
者
の
間
で
試
練
を
経
て
来
た
。

そ
う
し
て
そ
れ
が
深
い
人
生
の
智
慧
を
語
る
も
の
と
し
て
生
き
残
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。

　
孔
子
の
語
録
の
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
、
他
の
人
類
の
教
師
た
ち
の
語
録
と
比
較
す
れ
ば
一
層
顕
著
と
な

る
で
あ
ろ
う
。
前
に
あ
げ
た
よ
う
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
は
問
題
自
身
が
発
展
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一

問
一
答
に
よ
り
完
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
孔
子
の
問
答
が
き
わ
め
て
簡
潔
な
形
を
持
つ
に
対
し

て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対﹅
話﹅
は
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
の
示
す
ご
と
く
、
戯
曲
に
も
比
せ
ら
る
べ
き
大
き
い
文

芸
的
様
式
と
な
っ
た
。
ま
た
イ
エ
ス
の
語
録
ロ
ギ
ア
は
、
非
常
に
優
れ
た
譬ひ
喩ゆ
に
よ
っ
て 

象  

嵌 

ぞ
う
が
ん

せ
ら
れ
た
美
し

い
説
教
で
あ
っ
て
、
今
は
福
音
書
の
戯
曲
的
な
物
語
の
中
に
は
め
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
ま
た
断
片
的

に
は
格
言
と
し
て
の
効
用
を
持
た
ぬ
で
は
な
い
が
、
語
録
の
様
式
と
し
て
は
む
し
ろ
物
語
的
で
あ
る
。
釈

迦
の
語
録
は
早
く
よ
り
釈
迦
の
説
法
の
梗
概
要
領
を
示
し
た
法
の
綱
要
と
し
て
成
立
し
た
。
そ
れ
は
釈
迦
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の
哲
学
の
根
本
命
題
と
い
う
形
を
持
っ
て
い
る
。
後
に
か
か
る
法
要
を 

象  

嵌 

ぞ
う
が
ん

し
た
物
語
が
作
ら
れ
、
さ

ら
に
そ
れ
が
発
展
し
て
大
き
い
戯
曲
的
構
図
を
持
っ
た
経
典
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
プ
ラ
ト
ン
対
話
篇
、

四
福
音
書
、
仏
教
経
典
な
ど
は
、
す
べ
て
語﹅
録﹅
と
い
う
形
式
を
超
え
て
大
き
い
統
一
的
作
品
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
『
論﹅
語﹅
』
は﹅
あ﹅
く﹅
ま﹅
で﹅
も﹅
語﹅
録﹅
で﹅
あ﹅
る﹅
。
短
い
一
句
、
短
い
一
問
答
が
作﹅
品﹅
と﹅

し﹅
て﹅
の﹅
統﹅
一﹅
を
持
つ
の
で
あ
っ
て
、
各
篇
の
編
纂
、
あ
る
い
は
『
論
語
』
全
体
の
編
纂
は
、
決
し
て
外﹅
的﹅

な﹅
編
纂
以
上
の
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
孔
子
の
語
録
は
、
語
録
た
る
と
こ
ろ
に
様
式
上
の

特
徴
を
持
つ
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
語
録
の
伝
統
は
シ
ナ
に
お
い
て
は
根
強
く
生
き
続
け
た
。
シ
ナ
の
思
想
史
上
最
も
注
目
す
べ
き

 

一  

齣 

い
っ
せ
き

た
る
禅
宗
は
、
か
か
る
語
録
の
様
式
を
生
か
せ
て
用
い
て
い
る
。
傑
出
し
た
禅
僧
中
、
そ
の
思
想

を
秩
序
立
っ
て
叙
述
す
る
と
い
う
仕
事
を
し
た
の
は
、
我
が
国
の
道
元
く
ら
い
の
も
の
で
あ
る
。
孔
子
の

語
録
を
読
む
場
合
に
禅
宗
の
語
録
を
念
頭
に
浮
か
べ
て
お
く
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
有
益
だ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。
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付
録

　
　
　
　
　
武
内
博
士
の
『
論
語
之
研
究
』

　
　
　

　
　
わ
た
く
し
は
本
文
七
八
ペ
ー
ジ
以
下
に
、
武
内
博
士
の
講
演
の
要
旨
を
自
分
の
責
任
を
も
っ
て
引
用

　
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
同
博
士
が
『
論
語
之
研
究
』
を
公
刊
せ
ら
れ
た
の
を
読
む
と
、
い
ろ
い
ろ
わ
た

　
く
し
の
理
解
に
不
足
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
で
、
こ
の
再
版
で
は
当
然
こ
の
個
所
を
書
き
な
お

　
す
べ
き
で
あ
る
が
、
し
か
し
『
論
語
之
研
究
』
の
序
文
で
見
る
と
、
わ
た
く
し
の
は
な
は
だ
不
備
な
紹

　
介
や
議
論
が
博
士
の
こ
の
公
刊
を
促
進
す
る
こ
と
に
幾
分
役
立
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
の
点
に
お
い

　
て
思
い
が
け
ぬ
効
果
を
収
め
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
思
う
と
、
右
の
個
所
は
も
と
の
ま
ま
に
し
て
お

　
い
て
、
訂
正
は
巻
末
に
別
に
つ
け
る
方
が
よ
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
『
論
語
之
研
究
』
の
公

　
刊
当
時
、
同
書
を
世
間
に
対
し
て
推
薦
し
た
一
文
を
取
り
出
し
、
そ
れ
を
こ
こ
に
付
加
し
て
訂
正
の
役

　
目
を
つ
と
め
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
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（
昭
和
二
十
三
年
一
月
）
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昭
和
三
年
の
暮
れ
に
京
都
で
開
か
れ
た
シ
ナ
学
会
大
会
に
お
い
て
武
内
博
士
は
『
論
語
』
の
原
典
批
判

に
関
し
非
常
に
卓
抜
な
講
演
を
せ
ら
れ
た
。
わ
た
く
し
は
そ
の
時
受
け
た
感
動
が
い
つ
ま
で
も
新
鮮
な
衝

撃
と
し
て
『
論
語
』
へ
の
関
心
を
そ
そ
り
続
け
る
の
を
感
じ
て
い
た
。
余
暇
が
あ
っ
た
ら
ぜ
ひ
博
士
の
研

究
を
追
跡
し
て
み
た
い
と
い
う
念
願
は
そ
の
後
絶
え
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
情
け
な
い
こ
と
に
自

分
の
専
攻
の
仕
事
が
精
一
杯
で
博
士
の
研
究
の
跡
を
た
ど
る
余
力
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
で
、
わ
た
く

し
は
漠
然
と
右
の
講
演
の
内
容
が
専
門
の
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
こ
と
と
思
い
込
ん
で
い
た
。
そ
う
し
て
幾

年
か
後
に
あ
る
若
い
倫
理
学
者
の
問
い
に
応
じ
て
こ
の
論
文
を
読
む
よ
う
に
す
す
め
た
こ
と
が
あ
る
。
こ

の
男
は
早
速
そ
れ
を
探
し
出
し
て
読
ん
だ
と
報
告
し
た
が
、
実
に
精
密
な
考
証
で
敬
服
し
ま
し
た
と
言
う

の
み
で
、
わ
た
く
し
の
予
期
し
た
反
応
は
い
っ
こ
う
現
わ
れ
な
か
っ
た
。
わ
た
く
し
は
不
思
議
に
思
い
な

が
ら
わ
た
く
し
自
身
の
錯
誤
さ
く
ご
に
は
気
づ
か
ず
、
心
ひ
そ
か
に
嗟
嘆
さ
た
ん
し
て
已や
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
同
じ

経
験
は
そ
の
後
に
も
二
、
三
度
繰
り
返
し
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
が
自
分
の
錯
誤
と
気
づ
い
た
の
は
最
近

の
こ
と
で
あ
る
。
武
内
博
士
は
あ
の
講
演
を
ど
こ
に
も
発
表
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
わ

た
く
し
に
す
す
め
ら
れ
て
そ
れ
を
読
ん
だ
と
考
え
た
人
は
、
お
そ
ら
く
博
士
の
「
漢
石
経
論
語
残
字
攷
」

な
ど
を
読
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
そ
の
当
時
自
分
と
若
い
学
者
と
の
間
の
問
答
が
ち
ぐ
は
ぐ
に

な
っ
た
ゆ
え
ん
も
、
や
っ
と
わ
た
く
し
に
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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今
度
刊
行
せ
ら
れ
た
『
論
語
之
研
究
』
は
右
の
講
演
に
お
い
て
示
さ
れ
た
考
え
を
さ
ら
に
周
到
精
密
に

詳
論
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
読
後
た
だ
感
謝
と
満
足
と
を
感
ず
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
わ
た
く
し
は

こ
の
書
が
形
を
な
す
以
前
に
す
で
に
人
々
に
そ
れ
を
読
む
こ
と
を
勧
め
て
い
た
く
ら
い
で
あ
る
か
ら
、
今

こ
の
書
を
前
に
し
て
広
く
世
間
の
人
々
に
こ
の
書
の
功
徳
を
宣
揚
し
た
い
と
の
念
を
禁
ず
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
し
か
し
こ
の
書
は
純
粋
に
学
問
の
書
で
あ
る
。
学
問
を
愛
す
る
人
で
な
け
れ
ば
こ
の
書
に
近
づ
く

必
要
は
な
い
。
と
と
も
に
、
『
論
語
』
に
対
し
て
学
的
関
心
を
抱
く
人
は
、
必
ず
こ
の
書
を
見
の
が
し
て

は
な
ら
な
い
。
こ
の
書
は
『
論
語
』
の
研
究
に
お
い
て
一
つ
の
時
期
を
画
す
る
も
の
で
あ
り
、
将
来
の
研

究
は
こ
こ
か
ら
発
足
す
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
書
は
序
論
に
お
い
て
『
論
語
』
の
原
典
に
関
す
る
研﹅
究﹅
の﹅
歴﹅
史﹅
を
大
観
し
て
い
る
。
著
者
は
ま
ず

四
、
五
百
種
に
上
る
現
存
『
論
語
』
文
献
の
な
か
か
ら
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
何﹅
晏﹅
の﹅
「
集﹅
解﹅
」
と﹅
朱﹅

子﹅
の﹅
「
集﹅
註﹅
」
と
を
あ
げ
、
こ
れ
に
丹
念
な
検
討
を
加
え
る
。
特
に
何
晏
か
あ
ん
の
「 

集  

解 

し
っ
か
い

」
の
序
は
『
論
語
』

本
文
に
つ
い
て
示
唆
す
る
と
こ
ろ
の
多
い
も
の
と
し
て
、
注
目
せ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
あ
げ
ら
れ
た
「
魯
論

語
」
、
「
斉
論
語
」
、
「
古
文
論
語
」
、
お
よ
び
そ
れ
に
連
関
し
た 

張  

禹 

ち
ょ
う
う

、 

包  

咸 

ほ
う
か
ん

、 

孔 

安 

国 

こ
う
あ
ん
こ
く
、
馬ば

融ゆう
、  

鄭    

玄  

じ
ょ
う
げ
ん

、  

王    

粛  

お
う
し
ゅ
く

な
ど
の
学
者
は
、
周
到
な
考
察
を
受
け
て
い
る
。
さ
ら
に
著
者
は
何
晏
「
集

解
」
の
疏
釈
を
も
追
究
し
て
、 

皇  

侃 

お
う
が
ん

、 

邢  

昺 

け
い
へ
い

を
は
じ
め
、
清
朝
の
考
証
学
者  

劉  

宝  

楠  

り
ゅ
う
ほ
う
な
ん

、 

潘 

維 

は
ん
い
じ
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城 ょう
に
及
ん
で
い
る
。
朱
子
の
「  

集    

註  

し
っ
ち
ゅ
う

」
は
右
の
流
れ
と
は
別
に
理
論
的
な
解
釈
を
重
ん
じ
た
も
の

で
あ
っ
て
、
清
朝
で
は
考
証
学
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
別
派
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
著
者
は
そ

こ
に
あ
ま
り
注
目
す
べ
き
も
の
を
見
い
だ
し
て
い
な
い
。
著
者
が
『
論
語
』
本
文
の
研
究
史
に
お
い
て
右

の
二
つ
の
流
れ
に
劣
ら
ず
注
目
す
べ
き
も
の
と
し
た
の
は
、
伊﹅
藤﹅
仁﹅
斎﹅
や
山﹅
井﹅ 

崑  

崙 

こ
ん
ろ
ん

な
ど
の
、
「
シ
ナ

に
お
い
て
は
か
つ
て
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
日
本
特
有
の
論
語
に
対
す
る
見
解
」
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
厳
密
に
学
問
的
な
本
文
の
校
勘
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
進
ん
で
『
論
語
』
原
典
の
高
等
批
判
に
ま
で
及

ん
で
い
る
。
校
勘
学
は
清
朝
の
考
証
学
者
に
も
取
り
容
れ
ら
れ
た
が
、
原
典
の
自
由
な
批
判
は
シ
ナ
に
お

い
て
は
い
ま
だ
充
分
に
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
。
で
、
こ
の
日
本
の
学
者
の
始
め
た
道
を
武
内
博
士
は
進
ん

で
行
こ
う
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
道
こ
そ
原﹅
典﹅
批﹅
判﹅
の﹅
正﹅
道﹅
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
眼

に
映
じ
る
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
の
古
典
や
、
新
旧
約
聖
書
や
、
イ
ン
ド
の
古
典
な
ど
に
関
し
て
、
前
世

紀
以
来
著
し
く
進
歩
し
て
来
た
原
典
批
判
の
仕
事
は
、
右
に
あ
げ
た
わ
が
国
の
先
儒
の
仕
事
と
、
大
体
に

お
い
て
同
一
の
方
法
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
右
の
序
論
の
あ
と
で
著
者
は
第
一
章
と
し
て
『
論
語
』
本
文
の
校
勘
を
論
ず
る
。
こ
の
仕
事
は
実
は
著

者
が
他
の
論
文
（
こ
の
書
の
付
録
と
し
て
収
め
ら
れ
た
二
篇
の
論
文
も
そ
れ
に
属
し
て
い
る
）
に
お
い
て

一
層
詳
細
に
叙
述
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
局
外
者
に
と
っ
て
は
こ
の
章
の
要
領
を
得
た

141



叙
述
が
は
な
は
だ
あ
り
が
た
い
。
こ
こ
で
著
者
は
、
シ
ナ
に
お
け
る
標
準
テ
キ
ス
ト
と
し
て
開﹅
成﹅
石﹅
経﹅
を
、

日
本
に
お
け
る
標
準
テ
キ
ス
ト
と
し
て
教﹅
隆﹅
本﹅
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に  

正  

平  

板  

し
ょ
う
へ
い
ば
ん

『
論
語
』
を
追
究

し
て
、
教
隆
本
が
関
東
に
下
っ
た
清
原
家
の
証
本
で
あ
る
に
対
し
正
平
板
『
論
語
』
は
京
都
の
清
家
の
家

本
を
写
し
て
上
梓
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
の
結
論
に
達
し
て
い
る
。
ま
た
右
に
あ
げ
た
二
つ
の
標
準
テ
キ

ス
ト
が
河﹅
北﹅
本﹅
と
江﹅
南﹅
本﹅
と
の
別
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
に
も
言
及
し
て
い
る
。

　
本
文
の
校
勘
の
あ
と
で
第
二
章
は
『
論
語
』
原
典
の
高
等
批
判
で
あ
る
。
ま
ず
初
め
に
何
晏
「
集
解
」

序
に
い
う
「
魯
論
」
、
「
斉
論
」
、
「
古
論
」
の
問
題
を
取
り
挙
げ
、
こ
の
区
別
は
文﹅
字﹅
の﹅
変﹅
遷﹅
に
よ
っ

て
生
じ
た
異
本
に
過
ぎ
ぬ
こ
と
を
綿
密
に
論
証
し
て
い
る
。
そ
こ
で
漢
武
帝
の
時
孔
子
旧
宅
の
壁
中
か
ら

出
た
と
言
わ
れ
る
「
古
文
論
語
」
が
こ
れ
ら
の
異
本
の
源
流
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
連
関
し
て

武
帝
以
前
の
文
献
に
引
か
れ
た
孔
子
の
語
を
調
べ
る
と
、
今
の
『
論
語
』
に
見
え
ぬ
も
の
が
多
い
。
そ
こ

か
ら
、
こ
の
時
代
の
人
が
見
た
孔
子
の
語
録
は
今
の
『
論
語
』
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
も
ち
ろ
ん

『
論
語
』
な
ど
と
い
う
名
は
な
く
、
た
だ
「
伝
」
と
呼
ば
れ
た
孔
子
語
録
が
幾
種
か
存
し
た
で
あ
ろ
う
、

と
い
う
想
像
が
生
ま
れ
て
く
る
。
著
者
は
こ
の
想
像
に
証
拠
を
与
え
る
も
の
と
し
て
王
充
の
『 

論  

衡 

ろ
ん
こ
う

』

の
文
を
引
き
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
少
な
く
と
も
斉
魯
二
篇
本
と
河
間
七
篇
本
と
が
前
漢
中
期
以
前
に
存

し
た
こ
と
を
認
め
、
さ
ら
に
こ
の
両
者
を
現
存
の
『
論
語
』
の
中
に
も
と
め
て
、
学
而
、
郷
党
二
篇
を
斉
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魯
二
篇
本
に
、
為
政
よ
り
泰
伯
に
至
る
七
篇
を
河
間
七
篇
本
に
比
定
し
た
。
同
様
の
方
法
を
も
っ
て
論
語

の
後
半
を
分
析
す
る
と
、
季き
氏し
、
陽
貨
よ
う
か
、
微び
子し
の
三
篇
が
非
常
に
新
し
く
、
残
余
の
七
篇
が
斉
人
所
伝
の

『
論
語
』
と
し
て
独
立
し
た
孔
子
語
録
で
あ
っ
た
ら
し
く
考
え
ら
れ
る
。
か
く
て
著
者
は
、
河
間
七
篇
本

が
曾
子
・
孟
子
の
学
派
の
所
伝
で
最
も
古
く
、
次
に
斉
人
所
伝
の
七
篇
本
は
子
貢
を
中
心
と
す
る
学
派
の

所
伝
で
孟
子
以
後
の
編
纂
に
な
り
、
斉
魯
二
篇
本
は
斉
魯
の
学
派
の
所
伝
を
折
衷
し
た
編
纂
物
で
こ
れ
も

孟
子
以
後
で
あ
る
ら
し
い
、
と
結
論
し
て
い
る
。

　
著
者
は
右
の
ご
と
く
現
存
『
論
語
』
を
四
つ
の
群
に
解
き
ほ
ご
し
た
あ
と
で
、
そ
の
一
々
の
群
を
一
つ

の
作
品
と
し
て
考
察
し
、
そ
こ
に
含
ま
れ
た
篇
章
の
順
序
や
、
こ
の
順
序
に
お
い
て
説
か
れ
た
各
篇
の
内

容
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
第
三
章
は
河
間
七
篇
本
の
思
想
を
、
第
四
章
は
下
論
中
の
斉
人
所

伝
の
『
論
語
』
を
、
第
五
章
は
最
も
新
し
い
層
た
る
季
氏
、
陽
貨
、
微
子
の
三
篇
を
、
第
六
章
は
斉
魯
二

篇
本
を
取
り
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
取
り
扱
い
に
よ
っ
て
、
『
論
語
』
各
篇
が
漫
然
た
る
語
録
で
は

な
く
し
て
一
定
の
組
織
を
有
す
る
こ
と
、
ま
た
曾
子
学
派
の
編
纂
、
子
貢
学
派
の
編
纂
と
い
う
ご
と
く
そ

れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
立
場
を
か
な
り
露
骨
に
表
現
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
こ
の
相
違
が
他
面
に
お
い
て
時
間

的
推
移
を
も
示
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
が
理
解
さ
れ
る
。
語
を
か
え
て
言
え
ば
、
『
論
語
』
の
中
に
は
原

始
儒
教
の
成
立
、
発
展
、
変
化
な
ど
数
世
紀
に
わ
た
る
歴
史
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
『
論
語
』
に
関
し
て
充
分
な
意
義
に
お
け
る
原
典
批
判
が
遂
行
せ
ら
れ
た
こ
と
を

祝
せ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
上
述
の
ご
と
く
一
時
代
を
画
す
る
出
来
事
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
仕
事

は
仁
斎
、
徂
徠
、
崑
崙
な
ど
わ
が
国
の
先
儒
の
仕
事
を
継
承
し
完
成
す
る
と
い
う
意
識
を
も
っ
て
な
さ
れ

た
。
こ
れ
は
わ
た
く
し
に
は
か
な
り
重
大
な
こ
と
に
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
（
昭
和
十
五
年
四
月
）
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