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)

公
冶
長
篇
の

｢
仁
｣

(上
)
に
掲
げ
た

『論
語
』
の
最
古
層
の
テ
キ
ス
ー
と
見
な
さ
れ
る
詩
篇
に
お
け
る
孔
子
の
仁

に
つ
い
て
言
及
す
る
二
十
章
の
う
ち
㈱
㈹
恥
が
公
冶
長
篇
の
文
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
に
は
共
通
し
た
傾
向
が
見
ら
れ
る
｡
そ
れ
は
い
ず
れ
の
対
話
に
お
い
て
も
､
質
問
者
が

｢仁
｣
と
見
な
す
人
物
及
び
そ
の
あ
り
方
に
対
し
て
孔
子
は

｢仁
｣
な
る
か
否
か
は
分
か
ら
ぬ
と

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
は
孔
子
の

｢仁
｣
が
当
時
の
人
士
の
そ
れ
と
や
や
異
な
る
概
念
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
｡

㈱

或
日
､
｢宛
也
仁
而
不
便
｡
｣
子
日
'
｢需
用
侯
也
｡
禦
人
以
給
､
屡
憎
民
｡
不
知
其
仁
也
'

駕
用
便
也
｡
｣
(公
冶
長
第
五
)

或
る
ひ
と
日
は
-
､
｢宛
や
仁
な
れ
ど
も
倭
な
ら
ず
｣
と
｡
子
日
は
-
'
｢駕
-
ん
ぞ
倭
を

用
ひ
ん
や
｡
人
を
禦
ぐ
に
給
を
以
て
し
､
屡
ば
民
に
憎
ま
る
｡
そ
の
仁
な
る
を
知
ら
ざ
る
な

り
'
篤
く
ん
ぞ
倭
を
用
ひ
ん
や
｣
と
｡

或
る
人
物
が
孔
子
の
弟
子
の
再
宛

(仲
弓
)
の
こ
と
を

｢仁
｣
で
は
あ
る
が

｢
倭
｣
(
口
才
あ

る
こ
と
)
で
は
な
い
と
評
し
た

(暗
に
倭
で
も
あ
る
べ
き
だ
と
L<
め
か
し
た
)
｡
こ
れ
に
対
し
て

孔
子
は
侯
は
口
辞
捷
給
な
る
に
よ
っ
て
人
を
禦
ぎ
'
屡
ば
民
に
憎
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
､
侯

で
あ
る
必
要
は
な
い
と
し
た
う
え
で
､
｢再
宛
が
仁
で
あ
る
か
ど
う
か
は
知
ら
ぬ
が
'
ど
う
し
て

倭
で
あ
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
｣
と
述
べ
た
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
或
る
人
物
は
再
宛
を
仁
で
あ
る
と

見
な
し
て
い
る
の
に
対
し
'
孔
子
は
そ
れ
を
許
さ
ず
'
分
か
ら
ぬ
と
し
て
そ
の
判
断
を
避
け
て
い

る
.
両
者
の
問
に
は

｢仁
｣
の
概
念
を
め
ぐ
る
帝
離
が
存
在
す
る
0

或
る
人
が
再
確
を
仁
と
し
た
理
由
に
つ
い
て
言
及
す
る
の
は
､
集
注
と
徴
と
で
あ
る
｡
朱
子
の

集
注
は

｢仲
弓
人
と
為
り
重
厚
に
し
て
簡
黙
｣
と
記
す
｡
狙
裸
の
徴
は
こ
れ
を
批
判
し
て

｢朱
子

日
は
-
'
重
厚
簡
黙
､
と
｡
此
れ
其
の
見
る
所
よ
り
す
る
の
み
｡
豊
に
然
ら
ん
や
｡
夫
れ
慈
恵
を

以
て
仁
と
為
す
は
世
人
の
皆
知
る
所
な
り
'
こ
れ
を
官
書
に
致
し
て
見
る
べ
き
な
り
｡
時
人
倭
を

貴
び
'
仁
の
侯
を
兼
ね
て
以
て
全
材
と
為
る
を
欲
す
｡
巧
言
令
色
鮮
し
仁
､
剛
毅
木
調
仁
に
近
し
､

を
見
る
に
'
仁
倭
毎
に
並
畢
す
｡
以
て
見
る
べ
き
の
み
｣
と
言
う
｡
朱
子
は

｢重
厚
簡
黙
｣
の
故

に
､
狙
裸
は

｢慈
恵
｣
の
故
に
或
る
人
が
再
宛
を
仁
と
し
た
と
す
る
｡
｢宛
や
'
南
面
せ
し
む
べ

き
な
り
｣
(薙
也
第
六
)
と
の
孔
子
の
言
葉
や
'
孔
子
に
先
行
す
る
時
代
の

｢
仁
｣
の
概
念
が
外

観
へ
の
美
詞
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
③
､
朱
子
の
説
に
理
が
あ
ろ
う
｡

一
方
､
或
る
人
が
再
宛
に

｢仁
｣
と

｢倭
｣
と
を
兼
ね
る
こ
と
を
期
待
し
て
問
い
を
発
し
た
と

す
る
狙
裸
の
理
解
は
そ
の
点
で
は
妥
当
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
に
対
し
孔
子
は

｢倭
｣
を
兼
ね
る
必
要

は
な
い
と
退
け
④
､
そ
の
上
で
再
確
が

｢仁
｣
か
否
か
は
分
か
ら
ぬ
t
と
し
た
の
で
あ
る
｡

孔
子
が
倭
を
退
け
た
の
は
そ
れ
に
よ
っ
て
屡
ば
民
に
憎
ま
れ
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
｡
す
る
と

孔
子
に
お
け
る

｢仁
｣
に
つ
い
て
は
少
な
-
と
も

｢民
に
憎
ま
れ
る
｣
あ
り
方
と
は
反
対
の
方
向

の
あ
り
よ
う
と
し
て
想
定
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
本
篇
よ
り
は
後
の
成
立
の
資
料
と
見
ら
れ
る
顔
淵
篇
第
十
二
の
次
の

一
文
で
あ
る
｡

仲
弓
問
仁
｡
子
日
､
｢出
門
如
見
大
賀
'
使
民
如
承
大
祭
｡
己
所
不
欲
'
勿
施
於
人
｡
在
邦

無
怨
､
在
家
無
怨
｡｣

こ
れ
は

｢邦
に
在
り
て
も
怨
み
無
-
'
家
に
在
り
て
も
怨
み
無
し
｣
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す

の
が

｢仁
｣
で
あ
る
と
言
う

(も
と
よ
り
こ
れ
は
結
果
と
し
て
で
あ
っ
て
そ
の
為
に
仁
が
実
践
さ

れ
る
訳
で
は
な
い
｡
が
'
顔
淵
篇
の
い
-
つ
か
の
仁
の
言
及
に
は
い
さ
さ
か
功
利
的
な
傾
向
が
き

ざ
し
て
い
る
)｡
し
た
が
っ
て

｢屡
ば
民
に
憎
ま
る
｣
と
い
う

｢倭
｣
と
は
正
反
対
の
あ
り
か
た

で
あ
る
｡
そ
の

｢仁
｣
と
は
'
｢門
を
出
で
て
は

[人
に
対
し
て
]
大
賀
を
見
る
が
如
-
し
､
民

を
使
う
に
は
大
祭
を
承
-
る
が
如
-
す
｡
己
欲
せ
ざ
る
所
､
人
に
施
す
勿
か
れ
｣
と
い
う
在
り
方

と
し
て
説
明
さ
れ
る
｡
こ
れ
は
君
子
た
る
者
が

｢民
を
使
う
に
｣
際
し
て
の
'
ま
た

｢人
｣
に
対

す
る
時
の
､
道
徳
的
自
己
抑
制
の
あ
り
方
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

こ
れ
を
補
助
線
と
し
て
推
測
す
る
な
ら
ば
'
孔
子
が
仲
弓
に
つ
い
て

｢其
の
仁
な
る
や
を
知
ら

ざ
る
な
り
｣
と
述
べ
て
､
仲
弓
を

｢仁
｣
と
す
る
見
解
に
同
調
し
な
か
っ
た
こ
と
の
意
味
す
る
所

は
'
お
お
よ
そ
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
孔
子
は
治
者
た
る
者

(君
子
)
の

｢人
｣
に
対
す

る
道
徳
的
自
己
抑
制
の
あ
り
方
と
し
て
の

｢
仁
｣
の
概
念
を
包
懐
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
が
､
こ

れ
を
世
人
が
仁
で
あ
る
と
し
'
孔
子
自
身
も

｢南
面
さ
せ
て
君
位
に
お
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
｣

と
評
し
た
仲
弓
に
対
し
て
さ
え
承
認
す
る
こ
と
を
た
め
ら
っ
た
｡
そ
れ
ほ
ど
に
彼
の

｢仁
｣
概
念

は
当
時

一
般
の
仁
概
念
と
は
微
妙
に
異
質
で
､
そ
の
道
徳
的
性
格
は
門
弟

･
世
人
に
は
容
易
に
理

解
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
｡

こ
れ
は
独
り
仲
弓
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
､
次
の
棚
に
見
る
よ
う
に
孔
子
は
門
下
の
並
み
居
る

高
弟
に
対
し
て
も
同
様
に

｢仁
｣
を
承
認
す
る
こ
と
を
た
め
ら
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

㈹

孟
武
伯
問
'
｢子
路
仁
平
｡｣
子
日
､
｢不
知
也
｡｣
又
問
｡
子
日
'
｢
由
也
千
乗
之
図
㌧
可

使
治
其
賦
也
｡
不
知
其
仁
也
｡｣
｢求
也
何
如
｡
｣
子
日
､
｢求
也
千
室
之
邑
百
乗
之
家
｡
可
使

薦
之
宰
也
o
不
知
其
仁
也
o
｣
｢赤
也
何
如
｡
｣
子
日
､
｢赤
也
束
帯
立
於
朝
､
可
使
輿
賓
客
言

也
｡
不
知
其
仁
也
O｣
(同
右
)

孟
武
伯
問
ふ
､
｢子
路
仁
な
る
か
｣
と
｡
子
日
は
-
'
｢知
ら
ざ
る
な
り
｣
と
｡
ま
た
問
ふ
｡
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吉永 :孔子の仁とは何か (下)

子
日
は
-
､
｢由
や
千
乗
の
園
､
其
の
賊
を
治
め
し
む
べ
き
な
り
｡
其
の
仁
な
る
や
を
知
ら

ざ
る
な
り
｣
と
｡
｢求
や
何
如
｣
と
｡
子
日
は
-
'
｢求
や
千
室
の
邑
､
百
乗
の
家
､
こ
れ
が

宰
た
ら
し
む
べ
き
な
り
｡
其
の
仁
な
る
や
を
知
ら
ざ
る
な
り
｣
と
｡
｢赤
や
何
如
｣
と
｡
子

日
は
く
'
｢赤
や
束
帯
し
て
朝
に
立
ち
'
賓
客
と
言
は
し
む
べ
き
な
り
｡
其
の
仁
な
る
や
を

知
ら
ざ
る
な
り
｣
と
｡

魯
の
大
夫
の
孟
武
伯
が
孔
子
に
子
路
が

｢仁
｣
で
あ
る
か
否
か
を
尋
ね
た
｡
孟
武
伯
が
二
度
に

わ
た
っ
て
問
う
た
の
は
'
彼
自
身
は
子
路
を

｢仁
｣
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
⑤
｡

し
か
る
に
こ
こ
で
も
孔
子
は

｢知
ら
ざ
る
な
り
｣
と
し
て

｢仁
｣
を
子
路
に
許
し
て
は
い
な
い
｡

こ
れ
は
先
の
内
苑
へ
の
評
価
と
同
様
の
対
応
で
あ
る
｡
重
ね
て
の
問
い
に
'
孔
子
は
子
路
は
大
国

の
兵
賊
を
治
め
さ
せ
る
事
が
で
き
る
と
其
の
才
勇
を
評
価
す
る
｡
し
か
し
'
そ
の
う
え
で
や
は
り
'

子
路
が
仁
で
あ
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
ぬ
と
す
る
｡
そ
こ
で
孟
武
伯
は
再
求
と
公
西
華
の
二
人
の

弟
子
に
つ
い
て
も
相
次
い
で

｢仁
｣
で
あ
る
か
ど
う
か
を
尋
ね
る
が
､
卿
大
夫
の
邑
の
家
宰
た
り

得
る
と
そ
の
政
治
的
能
力
を
評
価
さ
れ
る
再
求
'
容
儀
を
も
っ
て
朝
に
立
ち
外
交
を
為
し
得
る
と

評
価
さ
れ
る
公
西
華
に
つ
い
て
も
､
や
は
り
同
様
の
回
答
が
返

っ
て
-
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
こ
と
は
'
孔
子
の
包
懐
す
る

｢仁
｣
の
概
念
が
､
軍
事

･
家
政

･
外
交
と
い
っ
た
広
義
の

政
治
的
能
力
と
は
別
次
元
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
｡

集
解
所
引
の
孔
安
国
は

｢仁
道
は
至
大
､
名
を
全
う
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
｣
と
､
孔
子
が
此
れ

ら
三
子
に

｢仁
｣
を
認
め
ぬ
理
由
を
､
彼
ら
が

｢仁
｣
を
部
分
的
に
し
か
体
現
で
き
ぬ
か
ら
だ
と

説
明
す
る
｡

7
万
㌧
集
注
は

｢子
路
の
仁
に
お
け
る
や
'
蓋
し
日
に
月
に
葛
に
至
る
者
に
し
て
'

或
ひ
は
在
り
或
ひ
は
亡
L
t
其
の
有
無
を
必
に
す
る
あ
た
は
ず
'
故
に
知
ら
ざ
る
を
以
て
之
に
告

ぐ
｡
｣
と
す
る
｡
｢仁
｣
が
政
治
的
能
力
と
は
別
次
元
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
か
ら
す
れ
ば
､

朱
子
の
集
注
の
解
を
よ
り
妥
当
な
も
の
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

｢仁
｣
は
政
治
的
能
力
と
は
別
次
元
の
'
そ
れ
自
体
の
尺
度
に
お
い
て
量
ら
れ
る
べ
き
概
念
で

あ
り
'
そ
れ
故
に
'
か
か
る
概
念
を
踏
ま
え
て
こ
れ
ら
三
子
を
見
る
と
､
｢
仁
｣
を
積
極
的
に
許

す
こ
と
は
出
来
ぬ
と
い
う
の
が
'
孔
子
の
認
識
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
｡
即
ち
こ
れ
は
､
道
徳

の
次
元
に
お
け
る
概
念
と
し
て
孔
子
が
仁
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
よ
う
0

㈱
棚
に
お
け
る
当
代
の
人
士
は
い
ず
れ
も

｢仁
｣
を
政
治
的
能
力
と
密
接
に
関
連
す
る

｢徳
｣

と
見
て
い
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
孔
子
は

｢仁
｣
が
政
治
的
次
元
に
発
揮
さ

れ
る
こ
と
を
承
認
し
っ
つ
も

(例
え
ば
顔
淵
篇
の
言
葉
は
そ
の
一
端
を
示
す
)
､
仁
の
仁
た
る
所

以
を
あ
く
ま
で
も
道
徳
性
の
次
元
に
お
い
て
把
握
せ
ん
と
し
て
い
た
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

㈹

子
張
間
日
､
｢令
ヂ
子
文
､
三
仕
馬
令
戸
､
無
喜
色
､
三
己
無
性
色
｡
膏
令
ヂ
之
改
'
必

以
告
新
令
声
｡
何
如
也
.｣
子
日
､
｢忠
夫
.｣
日
'
｢仁
美
平
｡｣
日
'
｢未
知
蔦
得
仁
.｣
｢桂

子
拭
暫
君
'
陳
文
子
有
馬
十
乗
'
棄
而
達
之
.
至
於
他
邦
､
則
又
日
'
『猶
吾
大
夫
桂
子
也
』.

達
之
｡
至

一
邦
､
則
又
日
､
『猶
吾
大
夫
桂
子
也
｡
』
達
之
｡
何
如
｡｣
子
日
'
｢靖
夫
｡
｣
日
'

｢仁
夫
乎
｡｣
日
'
｢未
知
駕
得
仁
｡｣
(同
右
)

子
張
問
ひ
て
日
は
-
､
｢令
ヂ
子
文
'
三
た
び
仕
へ
て
令
声
と
為
り
､
喜
色
無
し
'
三
た

び
巳
め
て
偲
色
無
し
.
膏
令
デ
の
改
む
る
は
､
必
ず
以
て
新
令
戸
に
告
ぐ
｡
何
如
ぞ
や
｣
と
.

子
日
は
-
､
｢忠
な
り
｣
と
｡
日
は
-
'
｢仁
な
る
か
｣
と
｡
日
は
-
'
｢未
だ
蔦
-
に
か
仁

を
得
た
る
や
を
知
ら
ざ
る
な
り
｣
と
｡
｢佳
子
奔
君
を
拭
す
｡
陳
文
子
に
馬
十
乗
有
り
'
棄

さ

て
て
之
を
達

る
｡
他
邦
に
至
れ
ば
'
則
ち
又
日
は
く
'
『猶
は
吾
が
大
夫
桂
子
の
ご
と
き
な

り
』
と
.
之
を
連
る
｡

7
邦
に
至
れ
ば
､
則
ち
又
日
は
-
､
『猶
は
吾
が
大
夫
桂
子
の
ご
と

き
な
り
』
と
｡
之
を
達
る
｡
何
如
｣
と
｡
子
日
は
-
､
｢清
な
り
｣
と
｡
日
は
-
､
｢仁
な
る

か
｣
と
0
日
は
-
'
｢末
だ
駕
-
に
か
仁
を
得
た
る
や
を
知
ら
ず
｣
と
.

本
章
は
先
の
二
章
と
異
な
り
'
門
下
の
子
張
が
孔
子
に
当
代
の
政
治
家
に
お
け
る
道
徳
的
と
見

ら
れ
る
行
為
に
つ
い
て
仁
で
あ
る
か
否
か
を
問
う
と
い
う
対
話
に
な
っ
て
い
る
｡
子
張
は

『論
語
』

に
お
い
て
最
も
多
-
仁
に
つ
い
て
の
問
い
を
発
し
て
い
る
弟
子
で
あ
る
⑥
｡
か
れ
は
孔
子
の

｢仁
｣

の
概
念
が
道
徳
的
次
元
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
そ
の
性
格
は
心
得
て
い
る
よ
う
で
あ
り
､
こ
こ
で

の
問
い
は
道
徳
的
価
値
と
し
て
の

｢仁
｣
の
内
実
に
迫
ろ
う
と
す
る
意
図
を
持
つ
も
の
と
理
解
さ

れ
る
｡

子
張
は
'
楚
の
令
声
子
文
の
出
処
進
退
に
お
け
る
私
心
の
な
い
対
応
､
及
び
哲
の
陳
文
子
が
拭

君
の
賊
と
供
に
在
る
を
潔
し
と
せ
ず
財
を
穿
て
て
亡
命
を
繰
り
返
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
'
そ
の
評

価
を
問
う
て
い
る
｡
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
政
治
的
功
業
と
し
て
で
は
な
-
道
徳
的
行
為
と
し
て
評

価
に
値
す
る
も
の
と
考
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
に
対
し
て
孔
子
は
令
デ
子
文
を

｢忠
｣
と

し
､
陳
文
子
を

｢清
｣
と
し
た
｡
そ
こ
で
子
張
は
夫
れ
夫
れ
に
つ
い
て

｢仁
で
し
ょ
う
か
｣
と
問

う
て
い
る
.
し
か
る
に
孔
子
は
こ
れ
ら
の
問
い
に
対
し
て
い
ず
れ
も

｢
l
体

(か
れ
ら
の
行
為
の
)

ど
こ
が
仁
を
な
し
た
も
の
と
言
え
る
の
か
分
か
ら
ぬ
｣
と
し
て

｢仁
｣
を
許
す
こ
と
は
し
な
か
っ

た
の
で
あ
る
｡

集
解
の
孔
安
国
は

｢但
だ
忠
の
事
を
聞
-
の
み
'
末
だ
其
の
仁
を
知
ら
ざ
る
な
り
｣
と
子
張
の

話
の
範
囲
か
ら
は
彼
ら
が

｢仁
｣
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
材
料
は
乏
し
い
と
い
う
､
形
式
的

理
由
に
よ
っ
て
孔
子
の
否
定
の
理
由
を
説
明
す
る
｡
こ
の
場
合
は
､
或
い
は
他
の
行
為
に
お
い
て

彼
ら
に

｢仁
｣
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
も
留
保
さ
れ
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
｡

義
疏
所
引
の
李
充
は
本
文
を

｢未
知
｡
蔦
得
仁
｡
｣
(未
だ
知
な
ら
ず
｡
蔦
-
ん
ぞ
仁
な
る
を
得

Akita University



ん
や
)
と
句
点
し
て
読
ん
で
お
り
'
そ
の
上
で
子
文

･
陳
文
子
の

｢知
な
ら
ず
｣
｢仁
な
ら
ざ
る
｣

点
を
他
の
行
迩
を
挙
げ
て
論
証
せ
ん
と
し
て
い
る
｡
劉
宝
楠
の
正
義
は
こ
の
李
充
の
理
解
を
敷
延

し
て
い
る
｡
こ
の
場
合
､
子
張
は
二
子
の
具
体
的
行
為
を
挙
げ
た
上
で
そ
の
あ
り
方
が

｢仁
｣
に

該
当
す
る
か
否
か
を
問
う
て
い
る
の
で
あ
っ
て
､
二
子
の
人
物
が

｢仁
｣
か
否
か
を
問
う
て
い
る

の
で
は
な
い
｡
し
た
が
っ
て
李
充
の
理
解
は
孔
安
国
の
解
釈
へ
の
批
判
と
し
て
の
意
味
は
あ
る
が
'

対
話
の
核
心
を
衝
-
理
解
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
｡

こ
れ
に
対
し
て
義
疏
所
引
の
孫
綿
は

｢大
い
な
る
哉
仁
道
の
弘
､
-
忠
信
は
錬
り
有
れ
ど
も
仁

は
猶
は
未
だ
足
ら
ず
｣
と
二
子
の
行
為
が
未
だ
道
徳
的
価
値
に
お
い
て

｢仁
｣
に
到
達
し
得
て
い

な
い
と
す
る
｡
こ
の
よ
う
な
理
解
は
'
朱
子
の
集
注
の

｢夫
子
但
だ
そ
の
忠
を
許
せ
ど
も
未
だ
仁

を
許
さ
ざ
る
な
り
｣
'
｢夫
子
特
だ
其
の
清
を
許
せ
ど
も
其
の
仁
を
許
さ
ざ
る
な
り
｡
｣
と
す
る
解

釈
や
､
狙
裸
の
徴
が

｢此
れ
蓋
し
仁
は
人
を
長

(や
し
な
)
い
民
を
安
ず
る
の
徳
な
り
'
其
の
心

固
よ
り
天
下
の
民
を
安
ん
ず
る
に
在
り
､
-
子
文
の
己
を
有
せ
ず
､
文
子
の
身
を
潔
-
し
て
欲
無

さ
が
ご
と
き
は
'
行
を
制
す
る
こ
と
高
L
と
雌
も
､
身
を
淑
-
す
る
に
止
ま
る
｡
未
だ
其
の
以
て

天
下
の
民
を
安
ん
ず
べ
き
を
見
ざ
る
者
な
り
｡
故
に
孔
子
こ
れ
に
許
さ
ず
｡
｣
と
説
明
す
る
の
も

同
様
の
論
理
で
あ
る
｡

対
話
の
理
解
の
方
向
と
し
て
は
'
孫
締

･
朱
子

･
狙
裸
の
樺
の
方
向
を
妥
当
と
す
べ
き
で
あ
ろ

う
｡
問
題
は
こ
こ
か
ら
類
推
さ
れ
る

｢仁
｣
の
概
念
を
い
か
に
想
定
す
る
か
で
あ
る
.
し
か
し
こ

の
対
話
に
お
い
て
は
孔
子
は
仁
の
概
念
を
積
極
的
に
は
な
ん
ら
開
示
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
､

こ
の
対
話
か
ら
仁
の
概
念
に
つ
い
て
具
体
的
想
定
を
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
｡
た
だ

｢忠
｣
や

｢清
｣
の
概
念
を
越
え
た
道
徳
的
価
値
と
し
て
孔
子
が

｢仁
｣
を
把
握
し
て
い
る
こ
と

は
疑
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
｡

し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は

｢忠
｣
や

｢清
｣
の
概
念
を
確
認
し
っ
つ
'
そ
れ
を
越
え
る

｢仁
｣
の

概
念
に
つ
い
て
上
乗
考
察
し
て
き
た
成
果
を
踏
ま
え
て
'
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
｡
先
述
の
よ

う
に
孔
子
の
仁
に
は
'
自
律
的
な
道
徳
的
自
己
抑
制
の
あ
り
方
と
し
て

｢
己
｣
に
対
す
る
面
と

｢人
｣
に
対
す
る
面
の
両
面
が
存
す
る
｡
今
前
者
を

｢対
日
｣
的
側
面
と
し
て
後
者
を

｢
対
人
｣

的
側
面
と
呼
称
す
る
こ
と
と
す
る

(言
う
ま
で
も
な
-
こ
こ
に
用
い
る

｢対
日
｣
の
語
は
実
存
哲

学
の
即
日

･
対
日

･
対
他
の
概
念
と
は
直
接
的
に
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
)0
(上
)
に
お
い
て

考
察
し
た
結
果
か
ら
も
看
取
し
う
る
が
'
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
文
献
的
に
古
い
段
階
の
テ
キ
ス
ト

の
仁
概
念
は
前
者
の
対
日
的
側
面
に
傾
斜
し
新
し
い
段
階
の
そ
れ
は
後
者
の
対
人
的
側
面
に
傾
斜

す
る
よ
う
で
あ
る
｡

さ
て
､
令
ヂ
子
文
の

｢忠
｣
は
'
｢忠
臣
の
至
り
な
り
｣
(義
疏
)
｢己
を
有
せ
ず
｣
(敬
)
と
い

う
徹
底
し
た
自
己
抑
制
と
し
て

1
定
の
道
徳
的
評
価
に
値
す
る
が
､
そ
の
自
己
抑
制
は
前
提
と
し

て
君
臣
関
係
と
い
う
対
人
的
契
機
に
規
定
さ
れ
た
没
我
的
性
格
の
も
の
で
あ
り
'
道
徳
意
志
の
自

由
の
も
と
に
道
徳
的
自
律
を
追
及
す
る
仁
の
性
格
と
は
異
質
で
あ
る
｡
ま
た
陳
文
子
の

｢清
｣
は

対
日
的
に
は
道
徳
的
自
律
の
行
為
と
し
て
評
価
さ
れ
よ
う
が
､
狙
裸
が

｢身
を
淑
-
す
る
に
止
ま

る
｣
と
い
う
よ
う
に
対
人
的
志
向
性
を
も
た
ぬ
点
に
お
い
て
欠
け
る
と
こ
ろ
が
有
る
と
言
え
よ
う
｡

即
ち
､
｢忠
｣
や

｢清
｣
は
'
対
日
的
か
つ
対
人
的
な
道
徳
的
自
律
の
あ
り
方
と
し
て
の

｢
仁
｣

の
概
念
と
は
異
質
で
欠
け
る
と
こ
ろ
が
有
り
'
し
た
が
っ
て
ま
た
価
値
的
に
は
及
ば
ぬ
も
の
と
見

な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
⑦
｡

な
お
本
篇
よ
り
は
後
の
成
立
と
見
ら
れ
る
諸
篇
の
中
か
ら
'
こ
の
よ
う
な

｢仁
｣
の
概
念
を
把

握
す
る
の
に
役
立

つ
言
葉
を
い
わ
ば
補
助
線
と
し
て
引
用
し
て
み
る
と
'
道
徳
的
自
律
の
対
日
的

な
面
に
お
い
て
は

｢己
に
克
ち
て
産
に
復
る
を
仁
と
為
す
｣
(顔
淵
第
十
二
)
'
｢
仁
に
首
た
り
て

は
師
に
譲
ら
ず
｣
(衛
憂
公
第
十
五
)
な
ど
､
対
人
的
志
向
性
の
面
に
つ
い
て
は

｢
己
欲
せ
ざ
る

所
､
人
に
施
す
勿
か
れ
｣
｢人
を
愛
す
｣
(顔
淵
第
十
二
)
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

こ
の
点
で
狙
裸
は

｢仁
｣
を

｢天
下
の
民
を
安
ん
ず
る
の
徳
｣
と
立
て
て
､
｢忠
｣
｢清
｣
は
こ

れ
に
及
ば
ぬ
も
の
と
し
た
の
で
あ
っ
た
⑧
が
､
後
に
述
べ
る
よ
う
に

｢天
下
の
民
を
安
ん
ず
る
の

徳
｣
は

｢聖
｣
で
あ
っ
て
､
｢仁
｣
を
こ
れ
に
よ
っ
て
概
念
規
定
す
る
に
は
無
理
が
有
る
と
言
わ

ね
ば
な
ら
な
い
｡

(
二

)

薙
也
篇
の

｢仁
｣

宛
也
篇
に
お
け
る
孔
子
の

｢仁
｣
へ
の
言
及
は
'
公
冶
長
篇
と
は
対
照
的
に
､
積
極
的
か
つ
肯

定
的
な
言
及
と
し
て
表
明
さ
れ
て
い
る
｡

冊

子
日
'
｢回
也
其
心
三
月
不
達
仁
､
其
飴
則
日
月
至
蔦
而
己
夫
｡
｣
(宛
也
第
六
)

子
日
は
-
'
｢回
や
其
の
心
三
月
仁
に
達
わ
ざ
れ
ば
'
其
の
飴
は
則
ち
日
に
月
に
蔦
に
至

る
の
み
｣
と
｡

本
章
の
読
み
方
に
つ
い
て
は
'
集
解
が

｢飴
人
は
暫
-
仁
に
至
る
の
時
有
り
'
唯
だ
回
の
み
時

を
移
せ
ど
も
変
ぜ
ざ
る
を
言
う
な
り
｣
と
釈
L
t
義
疏

･
注
疏

･
集
注
と
も
に
こ
れ
を
襲
っ
て
お

り
､
定
説
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
れ
に
よ
れ
ば
そ
の
読
み
は

｢回
や
三
月
そ
の
心
を
違
え
ず
｡
其
の

これ

飴
は
則
ち
日
に
月
に

蔦

に

至
る
の
み
｣
と
な
り
､
そ
の
意
は

｢顔
回
は
其
の
心
を
三
カ
月
も
仁
に

違
え
る
こ
と
は
な
い
｡
が
､
其
の
他
の
弟
子
は
暫
-
の
間
の
み
違
え
な
い
で
い
ら
れ
る
だ
け
で
あ

る
｣
と
な
る
｡
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吉永 :孔子の仁とは何か (下)

こ
れ
に
初
め
て
異
を
唱
え
た
の
は
仁
欝
の
古
義
で
あ
る
O
仁
賓
は

｢三
月
は
其
の
久
し
さ
を
言

ふ
な
り
｡
其
の
飴
と
は
'
蓋
し
文
学
政
事
の
類
を
指
し
て
言
ふ
｡
猶
は

『其
の
飴
は
観
る
に
足
ら

ざ
る
の
み
』
の
意
の
如
し
｡
日
月
に
至
る
と
は
'
日
月
を
以
て
自
ず
か
ら
至
る
を
言
ふ
な
り
｡
｣

と
注
す
る
｡
こ
れ
に
よ
れ
ば
読
み
方
は
右
の
よ
う
に
な
り
､
其
の
意
味
は

｢顔
回
は
其
の
心
を
久

し
-
仁
に
違
え
る
こ
と
は
な
い
の
で
､
其
の
余
の
文
学
政
事
の
類
の
こ
と
は
自
ず
と
速
や
か
に
身

に
つ
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
｣
と
な
ろ
う
｡

ま
た
岨
裸
は
仁
賓
の
解
を
踏
ま
え
更
に
自
説
を
展
開
し
て

｢其
の
心
萄
く
も
能
-
仁
に
依
れ
ば

則
ち
其
の
官
の
衆
徳
皆
自
然
に
来
た
り
集
ま
る
を
謂
ふ
な
り
｡
『回
や
』
と
は

『
賜
や
』
の
如
き

な
り
｡
顔
子
を
呼
び
て
之
に
告
ぐ
る
な
り
｡
三
月
と
は
侶
設
し
て
そ
の
久
し
き
を
言
ふ
な
り
｡
日

に
月
に
駕
に
至
る
の
み
と
は
日
日
に
し
て
至
り
月
月
に
し
て
至
る
を
謂
ふ
な
り
｡
｣
と
樺
す
る
｡

こ
れ
に
よ
れ
ば
そ
の
読
み
は
右
の
よ
う
に
な
り
､
そ
の
意
味
は

｢回
よ
'
心
を
久
し
-
､
例
え
ば

三
カ
月
の
間
に
わ
た
り
'
仁
に
依
り
て
違
わ
ぬ
よ
う
に
す
る
な
ら
ば
'
其
の
余
の
徳
は
自
ず
と
日
々

に
月
々
に
そ
の
身
に
体
現
さ
れ
よ
う
｣
と
言
う
も
の
で
あ
る
｡

『論
語
』
の

｢其
飴
｣
の
用
例
を
徴
す
る
に
⑨
､
｢甲
の
其
の
飴
の
乙
｣
と
い
う
時
に
は
'
甲

と
乙
は
同

一
次
元
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
こ
の

｢其
飴
｣
も
集
解
を
初
め

と
す
る
諸
注
の

｢顔
回
以
外
の
其
の
飴
の
人
｣
と
す
る
解
釈
か
'
あ
る
い
は
仁
斎
や
祖
裸
の
よ
う

に

｢仁
以
外
の
そ
の
他
の
才
や
徳
｣
の
解
釈
か
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て

『
論
語
』
の
他
の
二
例
の

｢其
飴
｣
は
い
ず
れ
も
学
問
修
養
の
内
容
に
つ
い
て
の
も
の
を
指
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
'

こ
こ
を
特
に
人
に
つ
い
て
の
も
の
と
解
す
る
の
は
必
ず
し
も
自
然
な
解
釈
で
は
な
い
｡

後
者
の
解
釈
に
立
ち
､
孔
子
の
教
育
の
内
容
は
君
子
に
お
け
る
徳
行

(道
徳
的
鍛
練
)
と
学
問

才
芸
か
ら
な
る
が
'
自
覚
的
道
徳
修
養
と
し
て
の
徳
行
の
中
心
に

｢仁
｣
が
在
り
'
教
養
と
し
て

の
学
問
才
芸
が
そ
の
周
縁
を
成
す
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
'
｢仁
｣
の

｢其
飴
｣
が

｢
文
学
政

事
之
類
｣
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
す
る
仁
斎
の
解
は

一
理
あ
り
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
'
仁
斎
説
の
難
点
は
'
例
え
ば
本
篇
よ
り
は
後
時
の
成
立
と
見
ら
れ
る
テ
キ
ス
ト
の
も

の
で
あ
る
が
､
次
の
よ
う
な
論
語
の
言
葉
と
の
整
合
性
に
あ
る
｡

(陽
貨
第
十
七
)
子
日
'
｢由
也
'
女
聞
六
言
六
蔽
失
平
｡
｣
封
日
､
｢未
也
｡
｣
｢
居
｡
我
語

女
｡
好
仁
不
好
学
｡
其
蔽
也
愚
｡
云
々
｡｣

仁
を
好
ん
で
学
を
好
ま
ざ
る
弊
害
が

｢患
｣
で
あ
る
と
す
る
言
葉
は
'
仁
斎
の
解
釈
に
論
理
的

な
不
整
合
を
斎
し
そ
の
妥
当
性
に
疑
義
を
呈
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
｡

こ
の
点

｢其
の
飴
｣
を

｢
そ
の
他
の
徳
｣
と
理
解
す
る
狙
裸
説
は
仁
斎
の
解
釈
に
一
部
修
正
を

加
え
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
､
論
理
的
に
明
快
か
つ
整
合
的
で
あ
る
｡
基
本
的
に
は
こ
の
解
に
従

う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
但
し
狙
裸
は

｢官
の
徳
衆
L
と
雄
も
皆
仁
を
輔
け
て
こ
れ
を
成
す
な
り
｣

(敬
)
と
､
仁
を
徳
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
I
の
頂
点
に
位
置
付
け
て
い
る
｡
し
か
し
こ
の
よ
う
な
仁
の

位
置
付
け
は
後
述
の

｢聖
｣
と
の
関
係
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
､
孔
子
本
来
の
仁
の
概
念
に
は

適
合
せ
ぬ
も
の
で
あ
る
｡
む
し
ろ
仁
は
､
上
乗
の
考
察
が
示
す
よ
う
に
他
の
徳
を
培

っ
て
ゆ
く
際

の
道
徳
的
鍛
練
の
拠
り
処
と
し
て
の
あ
り
方

(道
徳
律
)
で
あ
る
｡

し
た
が
っ
て
本
章
の
意
は
'
人
が
諸
徳
の
基
礎
と
し
て
の
道
徳
律
で
あ
る
仁
を
規
範
と
し
て
､

心
を
仁
に
違
え
ぬ
こ
と
久
し
け
れ
ば
自
ず
と
他
の
諸
徳

(忠
'
信
､
勇
'
孝
な
ど
)
は
体
得
さ
れ

る
､
と
の
意
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
顔
回
は
よ
-

｢心
｣
を

｢仁
｣
に

則
る
べ
-
制
御
し
う
る
が
故
に
'
そ
の
道
徳
的
基
礎
の
う
え
に
他
の
徳
の
体
得
も
自
ず
と
速
や
か

で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
｡

さ
れ
ば
'
こ
こ
に
は

｢仁
｣
が

｢心
｣
を
制
御
す
る
道
徳
的
規
範
で
あ
る
こ
と
'
つ
ま
り

｢仁
｣

は

(徳
)
で
は
あ
る
が
同
時
に
徳
を
越
え
た

(道
徳
律
)

(道
徳
的
自
律
の
規
範
)
と
し
て
の
本

質
を
有
す
る
概
念
で
'
い
わ
ば
諸
徳
の
基
礎
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が

表
明
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡
こ
れ
は
後
の
淵
に
も
関
連
す
る
問
題
で
あ
る
｡

個

契
遅
問
知
｡
子
日
'
｢務
民
之
義
'
敬
鬼
神
而
遠
之
､
可
謂
知
夫
O｣
問
仁
｡
子
日
'
｢
仁

者
先
難
而
後
獲
､
可
謂
仁
失
｡
｣
(同
右
)

契
遅

知
を
問
ふ
｡
子
日
は
-
'
｢民
の
義
を
務
め
'
鬼
神
を
敬
し
て
之
を
遠
ざ
く
'
知

と
謂
ふ
べ
し
｣
と
｡
仁
を
問
ふ
｡
子
日
は
-
､
｢仁
者
は
難
さ
を
先
に
し
て
獲
る
を
後
に
す
'

仁
と
謂
ふ
べ
し
｣
と
｡

弟
子
の
契
遅
が
知
を
問
ふ
と
'
孔
子
は
民
を
化
導
す
る

[君
子
と
し
て
の
]
義
に
務
め
る
こ
と

⑩
'
鬼
神
を
敬
し
み
潰
さ
ぬ
こ
と
⑪
で
あ
る
と
す
る
.
即
ち
君
子
と
し
て
の

｢
政
｣
｢
祭
｣
を
分

別
し
'
｢政
｣
に
務
め

｢祭
｣
を
敬
し
む
こ
と
が
知
で
あ
る
と
説
-
｡

し
た
が
っ
て
次
の
仁
に
つ
い
て
の
答
え
も
当
然
治
者
た
る
君
子
に
お
け
る
あ
り
方
と
し
て
の
も

の
と
解
さ
れ
よ
う
｡
仁
者
は
事
に
当
た
っ
て
は
難
さ
こ
と
つ
ま
り
労
苦
を
先
に
し
て
然
る
後
そ
の

功
を
獲
る
も
の
で
あ
り
⑫
'
か
か
る
あ
り
方
こ
そ
仁
で
あ
る
と
言
う
｡
こ
れ
は
仁
の
道
徳
律
と
し

て
の
あ
り
方
を
説
-
も
の
と
言
え
よ
う
｡
里
仁
第
四
に

｢子
日
は
く
'
利
に
放

(よ
)
り
て
行
へ

ば
'
怨
み
多
し
｣
と
言
う
の
は
ま
さ
に
こ
の
命
題
の
逆
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡
も
と
よ
り

こ
れ
は
､
君
子
は
難
さ
こ
と
を
ま
ず
為
し
そ
れ
に
相
応
の
成
果
を
享
受
す
る
こ
と
を
説
-
も
の
で

あ
っ
て
､
孟
子
に
萌
し
朱
子
学
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
利

(人
欲
)
を
ア
プ
リ
オ
-
に
否
定
す
る

-
ゴ
リ
ズ
ム
と
は
無
縁
で
あ
る
｡
孔
子
に
お
い
て
は
道
徳
律
を
ふ
ま
え
て
の
利
の
享
受
は
肯
定
さ

れ
る
の
で
あ
る
｡
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さ
れ
ば
こ
の
章
の

｢仁
｣
は
'
君
子
に
お
け
る

｢人
｣
た
る
の
道
徳
律
を
説
-
も
の
と
解
し
て

よ
い
で
あ
ろ
う
｡

㈹

子
日
､
｢知
者
柴
水
'
仁
者
柴
山
､
知
者
動
､
仁
者
静
｡
知
者
楽
｡
仁
者
宗
｡
｣
(同
右
)

子
日
は
-
'
｢知
者
は
水
を
楽
し
み
､
仁
者
は
山
を
楽
し
む
｡
知
者
は
動
き
'
仁
者
は
静

いのちなが

か
な
り
｡
知
者
は
楽
し
み
､
仁
者
は
毒

し

｣
と
｡

先
の
章
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
､
｢知
｣
が
君
子
の
営
み
の
政
治
的
次
元
の
あ
り
方
を
､
｢仁
｣
が

そ
の
道
徳
的
次
元
の
あ
り
方
を
表
明
す
る
も
の
と
し
て
対
照
さ
れ
る
と
す
れ
ば
'
こ
の
章
に
お
け

る

｢知
者
｣
と

｢仁
者
｣
の
範
型
の
対
照
に
も
そ
の
よ
う
な
構
図
が
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
｡

何
宴
の
集
解
の
示
す
解
釈
も
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
理
解
で
あ
る
｡
集
解
は
知
者
に
つ
い
て

｢壱

氏
日
は
-
'
知
者
は
其
の
才
知
を
遅
ら
し
以
て
世
を
治
む
る
こ
と
水
の
流
れ
て
巳
む
を
知
ら
ざ
る

が
如
き
を
楽
し
む
な
り
｣
と
し
､
｢仁
者
｣
に
つ
い
て

｢仁
者
は
山
の
安
国
と
し
て
自
然
不
動
に

し
て
万
物
こ
れ
よ
り
生
ず
る
が
如
き
を
楽
し
む
な
り
｣
と
注
し
て
い
る
｡
｢
知
者
｣
を
政
治
的
人

間
の
範
型
と
し
て
､
｢仁
者
｣
を
道
徳
的
人
間
の
範
型
と
し
て
把
握
す
る
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ

ろ
う
｡

し
た
が
っ
て

｢知
者
は
動
き
｣
｢知
者
は
楽
し
む
｣
は
や
は
り
君
子
に
お
け
る
政
治
的
人
間
の

範
型
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
､
｢仁
者
は
静
か
な
り
｣
｢仁
者
は
毒
し
｣
は
そ
の
道
徳
的
人
間
の

範
型
に
つ
い
て
の
表
現
と
し
て
理
解
さ
れ
よ
う
｡

こ
の
よ
う
に
'
両
者
を
範
型
と
し
て
対
照
さ
せ
な
が
ら
､
｢仁
者
｣
に
つ
い
て
の

一
定
の
明
確

な
像
が
提
示
さ
れ
て
い
る
所
が
本
章
の
注
目
さ
れ
る
べ
き
点
で
あ
ろ
う
｡
｢知
者
｣
は
従
来
の
君

子
像
を
は
ば
継
承
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
の
に
対
し
'
新
た
な
今

一
つ
の
君
子
像
と
し
て
仁
者
の

範
型
を
提
起
し
､
し
か
も
価
値
的
に
は
知
者
に
優
る
と
も
劣
ら
ぬ
も
の
と
し
て
こ
れ
を
位
置
付
け

よ
う
と
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
義
疏

･
注
疏
が
こ
の
童
を

｢知
者
の
性
｣
｢仁
者
の
性
｣
に
つ
い
て
の
説
明
と
見

る
の
は
'
例
の
性
論
に
引
き
付
け
て
の
議
論
で
適
切
を
欠
-
｡
む
し
ろ
朱
子
の
集
注
が

｢知
者
は

事
理
に
達
し
て
周
流
し
て
滞
る
無
し
'
水
に
似
る
有
り
､
故
に
水
を
楽
し
む
｡
仁
者
は
義
理
に
安

ん
じ
て
厚
重
に
し
て
遷
さ
ず
､
山
に
似
る
有
り
､
故
に
山
を
楽
し
む
｡｣
と
釈
す
る
の
は
'
狙
裸

の
批
判
す
る
よ
う
に

｢理
｣
に
引
き
寄
せ
る
嫌
い
は
あ
る
が
､
知
者
を
政
治
的
人
間
の
範
型
と
し

仁
者
を
道
徳
的
人
間
の
範
型
と
す
る
集
解
の
理
解
を
継
承
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
｡
な
お
'
狙
裸

は
集
解
の
説
を

｢来
往
に
勝
る
こ
と
高
々
｣
と
し
て
い
る
｡

㈹

宰
我
問
日
'
｢仁
者
､
離
告
之
日
､
『井
有
仁
者
罵
』
'
其
従
之
也
.
｣
子
日
'
｢
何
薦
其
然

也
､
君
子
可
逝
也
､
不
可
陥
也
｡
可
欺
也
'
不
可
岡
也
｡｣⑬

(同
右
)

宰
我
問
ひ
て
日
は
-
､
｢仁
者
は
､
之
に
告
げ
て
井
に
仁
者
有
り
と
日
ふ
と
雄
も
､
其
れ

之
に
従
ふ
や
｣
と
｡
子
日
は
-
'
｢何
す
れ
ぞ
其
れ
然
る
や
｡
君
子
は
逝
か
し
む
可
き
な
り
､

し

陥
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
｡
欺
-
可
き
な
り
'
岡
ふ
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
｣
と
｡

こ
の
対
話
に
お
い
て
'
弟
子
の
宰
我
が

｢仁
者
は
-
｣
と
問
う
た
の
に
対
し
て
'
孔
子
が

｢君

子
は
-
｣
と
答
え
て
い
る
こ
と
は
､
｢仁
者
｣
と
い
う
範
型
が
君
子
階
級
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
｡

こ
こ
で
宰
我
は
道
徳
的
範
型
と
し
て
の

｢仁
者
｣
を
い
さ
さ
か
郡
旅
す
る
質
問
を
発
し
て
い
る
｡

おも
へら

集
解
は
こ
れ
を

｢孔
安
国
日
は
-
､
宰
我

以

為

-

仁
者
は
必
ず
人
を
患
難
に
済
ふ
､
と
｡
故
に
仁

人
の
井
に
堕
つ
る
も
の
有
れ
ば
'
[仁
者
は
]
将
に
自
ら
投
下
し
て
之
を
出
だ
す
や
否
や
を
問
ひ
'

仁
人
の
憂
楽
の
至
る
所
を
極
め
観
ん
と
欲
す
る
な
り
｣
と
説
明
し
て
い
る
｡

宰
我
が

｢仁
者
｣
の
い
わ
ば
鼎
の
軽
重
を
問
う
と
い
う
底
の
質
問
を
発
し
た
の
に
対
し
て
'
孔

子
は
'
｢仁
者
｣
も

｢君
子
｣
で
あ
る
以
上
､
無
分
別
に
井
戸
に
飛
び
込
ん
で
救
け
ん
と
す
る
よ

う
な
行
動
は
取
ら
ず
､
君
子
は
己
の
行
動
を
自
律
的
に
判
断
す
る
か
ら
'
欺
-
こ
と
は
で
き
て
も

君
子
に
誤
ち
を
行
わ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
｡
し
た
が
っ
て
最
後
ま
で
君
子
を
誕
岡
し
て
井
中
に

下
ら
し
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
⑭
t
と
い
う
｡

こ
の
対
話
は
図
ら
ず
も
､
｢仁
者
｣
が

｢君
子
｣
に
お
け
る
道
徳
的
人
間
の
範
型
で
あ

っ
て
'

｢仁
者
｣
な
る
理
念
型
を
肉
化
し
た
存
在
は

｢君
子
｣
の
う
ち
に
兄
い
出
さ
れ
､
｢仁
者
｣
は

｢君

子
｣
に
包
摂
さ
れ
る
概
念
で
は
あ
っ
て
も
そ
の
逆
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て

｢君
子
｣
を
離
れ
て

｢仁
者
｣
の
み
を
理
念
的
に
一
人
歩
き
さ
せ
れ
ば
､
｢人
を
患
難
に
済
ふ
｣
と

い
う
仁
者
が
井
中
の
人
を
救
う
た
め
に
自
ら
飛
び
こ
む
と
い
う
想
定
も
な
し
得
る
が
'
そ
れ
は
あ

-
ま
で
も
仮
空
の
想
定
で
あ
っ
て
'
｢仁
者
｣
の
肉
化
し
た
存
在
で
あ
る

｢
君
子
｣
は
決
し
て
そ

の
よ
う
な
行
動
は
取
ら
ぬ
と
い
う
の
が
､
孔
子
の
回
答
の
う
ち
に
学
ま
れ
る
考
え
方
で
あ
ろ
う
｡

孔
子
に
お
い
て
は
道
徳
的
理
念

(仁
)
は
末
だ
倫
理
的
秩
序

(当
時
の
社
会
的
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
-
)

を
相
対
化
す
る
ほ
ど
に
は
超
出
し
て
は
い
な
い
｡
こ
れ
は
後
に
興
起
す
る
墨
家
の

｢愛
｣
と
の
大

き
な
相
違
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
⑮
｡

㈹

子
貫
目
､
｢如
能
博
施
於
民
､
而
能
済
衆
者
､
何
如
｡
可
謂
仁
平
｡｣
子
日
､
｢何
事
於
仁
､

必
也
聖
平
｡
尭
舜
其
猶
病
諸
｡
其
仁
者
己
欲
立
而
立
人
､
己
欲
達
而
達
人
｡
能
近
取
誓
､
可

謂
仁
之
方
也
己
｡｣
(同
右
)

す
く

子
貢
日
は
-
'
｢も
し
能
-
悼
-
民
に
施
し
て
'
能
-
衆
を

済

は

ば
'
い
か
ん
｡
仁
と
謂

ふ
可
さ
か
｣
と
｡
子
日
は
-
､
｢何
ぞ
仁
を
事
と
せ
ん
､
必
ず
や
聖
か
｡
尭
舜
も
其
れ
猶
は

こ
れ
を
病
め
り
｡
其
れ
仁
者
は
己
立
た
ん
と
欲
し
て
人
を
立
て
'
己
達
せ
ん
と
欲
し
て
人
を
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吉永 :孔子の仁とは何か (下)

達
す
｡
能
-
近
-
誓
へ
を
取
る
'
仁
の
方
と
謂
ふ
べ
き
の
み
｣
と
｡

も
し
博
-
民
に
恩
恵
を
施
し
､
又
民
を
患
難
よ
り
救
済
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
す
れ
ば
､
こ
れ

を

｢仁
｣
と
称
し
て
よ
ろ
し
い
か
'
と
子
責
が
問
う
た
の
に
た
い
し
て
'
孔
子
は

｢仁
｣
ど
こ
ろ

か
そ
れ
は

｢聖
｣
に
外
な
ら
ず
､
尭

･
舜
す
ら
な
お
こ
れ
を
実
現
す
る
の
に
苦
労
し
た
の
で
あ
る

⑬
'
と
い
う
｡

民
の
救
済
と
い
う
政
治
の
理
想
を
実
現
す
る
働
き
は

｢聖
｣
の
概
念
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
べ
き

で
'
｢仁
｣
は
あ
-
ま
で
も
道
徳
的
次
元
に
お
い
て
そ
の
本
領
を
発
揮
す
べ
き
も
の
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
｡

朱
子
は
集
註
に
お
い
て

｢仁
は
理
を
以
て
言
い
'
上
下
に
通
ず
'
聖
は
地
を
以
て
言
へ
ば
則
ち

いた

其
の
極
に

造

る

の
名
な
り
｣
と
し
て
､
仁
と
聖
を
並
立
す
る
も
の
の
如
-
解
し
て
'
担
保
よ
り

｢宋
儒
の
学
､
専
ら
天
理
人
欲
を
主
と
す
｡
其
の
意
､
人
欲
浄
姦
し
天
理
流
行
す
る
を
以
て
仁
と

為
し
'
又
極
虞
に
造
る
を
以
て
聖
人
と
為
せ
ば
､
則
ち
仁
聖
別
無
し
｣
と
批
判
さ
れ
て
い
る
｡

本
文
を
虚
心
に
読
む
限
り
､
｢聖
｣
が
政
治
的
次
元
の
極
大
の
理
想
型
を
指
す
概
念
で
あ
り
､

｢仁
｣
が
道
徳
的
次
元
の
概
念
で
あ
る
こ
と
は
､
容
易
に
看
取
し
得
よ
う
｡

し
か
し
､
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は

｢聖
｣
と

｢仁
｣
が
全
-
比
較
不
能
の
異
次
元
の
概

念
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
､
同

一
次
元
の
徳
の
大
小
と
し
て
､
｢
聖
｣
を
大

と
し
て

｢仁
｣
を
そ
れ
に
及
ぼ
ざ
る
小
な
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
､
と
い
う
点
で
あ
る
｡

そ
の
同

一
次
元
と
は
政
治

(政
)
と
倫
理

･
道
徳

(教
)
が

一
体
の
も
の
と
見
な
さ
れ
る
次
元
で

あ
る
｡
言
う
ま
で
も
な
-
近
代
型
社
会
は
政
治
の
論
理
と
倫
理

･
道
徳
の
論
理
を
別
次
元
の
も
の

と
す
る
原
則
に
立

つ
｡
政
治
は
基
本
に
お
い
て
目
的
論
理
性
の
世
界
で
あ
り
'
倫
理

･
道
徳
は
当

為
の
世
界
で
あ
り
､
両
者
が
相
互
に
影
響
し
合
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
､
こ
れ
が

1
体
の
も
の
と
見

徹
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
｡
だ
が
'
前
近
代
型
社
会
に
お
い
て
は
'
政
治
と
倫
理

･
道
徳
は

一
体
の

も
の
と
し
て
､
同

一
の
次
元
の
原
則
と
し
て
把
握
さ
れ
営
ま
れ
る
の
が
殆
ど
常
態
で
あ
り
'
こ
の

よ
う
な
立
場
を
正
統
と
す
る
観
念
が
支
配
的
で
あ
っ
た
｡

例
え
ば
本
稿
上
に
お
い
て
取
り
あ
げ
た
八
侶
篇
の

｢人
而
不
仁
'
如
穫
何
'
人
而
不
仁
､
如
柴

何
｡
｣
に
つ
い
て
見
れ
ば
'
｢仁
｣
は

｢穫
｣
｢楽
｣
と
い
う
政
治
的
か
つ
倫
理
的
な
規
範
の
履
行

に
お
い
て
不
可
欠
の
道
徳
的
要
件
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
.
ま
た
馬
政
篇
の

｢之
を
道
び

く
に
政
を
以
て
L
t
之
を
暫
ふ
る
に
刑
を
以
て
す
れ
ば
'
民
免
れ
て
恥
無
し
｡
之
を
道
-
に
徳
を

ただ

以
て
L
t
之
を
哲
ふ
る
に
頑
を
以
て
す
れ
ば
'
恥
有
り
て
且
つ

格

し
.｣
が
'
政
治
に
お
け
る
徳

の
働
き
の
有
効
性
を
述
べ
た
所
謂
徳
治
主
義
の
表
明
で
あ
る
こ
と
は
賀
言
を
要
せ
ず
､
政
治
と
倫

理

･
道
徳
が

一
体
の
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
⑰
｡

従

っ
て

｢仁
｣
は
道
徳
的
営
み
で
あ
る
が
そ
れ
は
必
然
的
に
政
治
に
一
体
的
に
連
関
す
る
も
の

で
あ
る
｡
子
貢
が
､
民
の
救
済
を

｢仁
｣
か
と
問
う
た
の
も
そ
の
よ
う
な
認
識
を
背
景
に
し
て
い

よ
う
｡
こ
れ
に
対
し
て
孔
子
は
'
｢聖
｣
と

｢仁
｣
の
違
い
を
は
っ
き
り
と
表
明
し
た
の
で
あ
る
｡

そ
れ
に
よ
れ
ば
､
｢聖
｣
は
政
治
的

(し
た
が
っ
て
倫
理
的
道
徳
的
に
)
極
大
の
理
想
型
を
示

す
概
念
で
あ
り
､
こ
れ
に
対
し

｢仁
｣
は

｢聖
｣
の
大
に
は
到
底
及
ば
ぬ
が
'
優
れ
て
道
徳
的
な

る
概
念
と
し
て
再
確
認
さ
れ
た

(も
と
よ
り
そ
れ
は
仁
が
政
治
的
に
有
効
性
を
持
つ
こ
と
を
否
定

す
る
も
の
で
は
な
い
)
の
で
あ
る
｡

そ
し
て
そ
の

｢仁
｣
の
概
念
を
､
｢仁
者
は
己
立
た
ん
と
欲
し
て
人
を
立
て
'
己
達
せ
ん
と
欲

し
て
人
を
達
す
｣
と
い
う
道
徳
律
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
｡
こ
れ
を
集
解
は

｢孔
安
図
日
は
-
､

-
己
に
お
い
て
皆
恕
す
'
己
欲
せ
ざ
る
所
に
し
て
人
に
施
す
勿
か
れ
､
こ
れ
な
り
｣
と
釈
す
る
に

よ
れ
ば
'
己
と
人
と
の
関
係
に
お
い
て
己
に
即
し
て
人
を
恕
す
る

(思
い
や
る
)
こ
と
に
よ
っ
て

己
を
律
し
､
人
に
施
す
こ
と
が
'
｢仁
｣
で
あ
る
と
の
意
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
よ
う
な

｢仁
｣
が
､
｢能
-
悼
-
民
に
施
し
て
能
-
衆
を
済
ふ
｣
と
い
う

｢
聖
｣
に
比
べ

れ
ば
､
そ
の
影
響
す
る
所
の
ス
ケ
ー
ル
に
お
い
て
及
ば
ぬ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
徳
の
作
用

の
大
小
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
但
し
そ
れ
は
政
治
的
有
効
性
の
場
に
お
け
る
大
小
で
あ
っ
て

｢仁
｣

の
道
徳
的
契
機
が
汎
-
拡
大
さ
れ
て

｢聖
｣
に
至
る
可
能
性
は
論
理
的
に
留
保
さ
れ
て
い
る

(例

え
ば
こ
の
篇
よ
り
は
後
の
資
料
と
見
ら
れ
る
顔
淵
第
十
二
の

｢
一
日
己
に
克
ち
て
程
を
復
め
ば
天

下
仁
に
帰
す
｣
と
い
う
言
葉
は
こ
の
よ
う
な
論
理
の
展
開
を
示
そ
う
)｡
し
か
し
'
孔
子
の
こ
の

対
話
に
お
け
る
主
旨
は

｢仁
｣
の
優
れ
て
道
徳
的
な
る
本
質

(道
徳
律
と
し
て
の
本
質
)
を
確
認

す
る
に
あ
っ
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
｡

以
上
の
宛
也
篇
の
五
葦
に
わ
た
っ
て
の

｢仁
｣
概
念
の
検
討
は
､
｢仁
｣
と
は
君
子
階
級
に
お

け
る

｢人
｣
た
る
の
道
徳
律
で
あ
り
､
そ
の
内
容
は
道
徳
的
自
己
抑
制
と
他
者
へ
の
寛
恕
と
い
う

[対
日
か
つ
対
人
の
]
道
徳
律
と
し
て
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も

の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
｡

(
三
)

述
而
篇
の

｢仁
｣

最
後
に
述
而
篇
の
四
章
の

｢仁
｣
に
つ
い
て
検
討
し
て
ゆ
-
こ
と
と
す
る
｡

附
子
日
'
｢志
於
道
､
按
於
徳
､
依
於
仁
､
遊
於
垂
｡｣
(述
而
第
七
)

子
日
は
-
､
｢道
に
志
し
､
徳
に
操
り
､
仁
に
依
り
､
垂
に
遊
ぶ
｣
と
｡

『論
語
』
の
用
例
を
徴
す
る
に
'
｢道
｣
と
は
天
子
の
天
下
に
お
け
る
､
諸
侯
の
国
家
に
お
け
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る
政
教
が
そ
れ
に
則
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
所
の
理
念
的
規
範
で
あ
る
⑬
｡
集
解
は
こ
れ
を

｢
道
は

髄
す
べ
か
ら
ず
'
故
に
之
を
志
す
の
み
｣
と
し
､
狙
裸
は

｢道
｣
を

｢先
王
の
道
｣
と
し

｢先
王

の
道
に
志
し
諸

(
こ
れ
)
を
己
に
得
て
以
て
世
に
行
ふ
な
り
｡
先
王
の
道
大
な
る
か
な
｡
寓
物
を

発
育
し
'
天
に
峻
極
す
､
豊
に

一
旦
に
し
て
能
-
得
る
所
な
ら
ん
や
'
故
に
道
に
志
す
へ
と
日
ふ
｣

と
し
て
い
る
｡
集
解
は
よ
く

｢遺
｣
の
理
念
的
性
格
を
道
破
し
て
お
り
'
阻
裸
の
言
う

｢先
王
の

道
｣
も
か
っ
て
歴
史
的
に
存
在
し
た
と
さ
れ
る
が
､
あ
-
ま
で
も
理
念
的
性
格
の
も
の
と
言
っ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
｡

し
た
が
っ
て

｢志
於
道
｣
と
は
君
子
た
る
者
は
常
に

｢道
｣
を
志
し
'
こ
れ
を
天
下
､
国
家
に

実
現
せ
ん
と
す
る
志
向
性
を
持

つ
べ
き
で
あ
る
と
の
趣
旨
と
理
解
さ
れ
よ
う
｡

次
に

｢接
於
徳
｣
と
は
何
か
｡
集
解
は

｢徳
は
形
を
成
す
有
り
'
故
に
擦
る
べ
き
な
り
｣
と
し
､

祖
裸
は

｢徳
は
人
人
殊
な
り
'
各
の
其
の
性
の
近
さ
所
を
以
て
し
て
駕
を
成
す
.
虞
吾
九
徳
'
周

官
六
徳
以
て
見
る
可
き
の
み
｣
と
言
う
｡
｢徳
｣
と
は
人
が
そ
の
各
自
の
生
得
的
な
資
質
の
上
に

倫
理
的

･
道
徳
的
実
践
を
経
て
獲
得
さ
れ
た
人
格
的
価
値
で
あ
る
と
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
｡

｢接
と
は
猶
は
其
の
地
に
操
る
の
接
の
ご
と
き
な
り
｣
と
仁
欝
が
註
L
t
｢接
と
は
地
に
擦
り
て
作

り
'
城
に
擦
り
て
戦
ふ
が
如
き
な
り
｣
と
祖
裸
が
註
す
る
の
は
'
よ
-

｢按
｣
の
字
義
を
解
し
得

て
い
よ
う
｡

し
た
が
っ
て
君
子
が
治
世
を
は
じ
め
と
す
る
万
般
の
営
み
を
為
す
に
お
い
て
'
各
人
の

｢徳
に

擦
り
｣
て
な
す
べ
き
こ
と
を
言
う
も
の
と
解
し
得
よ
う
｡

｢依
於
仁
｣
を
集
解
は

｢依
は
侍
な
り
'
仁
者
は
功
も
て
人
に
施
す
､
故
に
之
に
侍
る
べ
き
な

り
｣
と
仁
者
の
功
に
侍
り
か
か
る
べ
L
と
の
意
に
解
す
る
｡
し
か
し
､
こ
れ
で
は
君
子
の
あ
り
方

を
説
-
も
の
に
は
な
ら
ず
､
ま
た
前
二
者
と
の
整
合
を
か
-
も
の
で
'
従
え
な
い
o
仁
君
が

｢依

と
は
椅
附
し
て
離
れ
ざ
る
を
こ
れ
謂
ふ
｣
と
し
祖
裸
が

｢俵
と
は
達
の
反
､
相
い
達
離
せ
ざ
る
な

り
｣
と
言
う
の
を
妥
当
と
す
る
｡
但
し
組
裸
の

｢仁
と
は
人
を
長
じ
民
を
安
ん
ず
る
の
徳
｣
と
の

見
解
に
は
先
述
の
よ
う
に
全
面
的
に
は
従
い
難
い
｡
仁
哲
は

｢仁
と
は
道
徳
の
長
､
此
に
依
り
て

行

へ
ば
､
則
ち
道
立

つ
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
仁
斎
も
狙
裸
も

｢仁
｣
を
諸
徳
の
長
と
す
る
理
解
に

立

つ
も
の
で
あ
る
が
､
上
乗
の
考
察
の
示
す
よ
う
に

｢
仁
｣
と
は

｢
人
｣
の
則
る
べ
き
道
徳
律

(自
己
へ
の
道
徳
的
抑
制
と
他
者
へ
の
寛
恕
と
い
う
自
律
の
規
範
)
で
あ
り
､
む
し
ろ

(
諸
徳
の

基
礎
)
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
へ
｢仁
に
依
り
｣
と
は
か
か
る
仁
に

｢
依
り

て
行
ふ
｣
て
違
わ
ず
の
意
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
里
仁
篇
の

｢選
び
て
仁
に
庭
る
｣
と
同
意

で
あ
る
｡

｢遊
於
聾
｣
を
集
解
は
'
｢曇
と
は
六
重
な
り
､
接
依
す
る
に
足
ら
ず
'
故
に
遊
と
日
ふ
な
り
｣

と
釈
し
､
仁
酉
は

｢時
に
し
て
こ
れ
に
遊
べ
ば
則
ち
其
の
材
達
す
る
所
あ
り
｣
と
釈
す
｡
妥
当
な

解
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
集
註
や
徴
は

｢六
聾
｣
を
絶
対
化
す
る
余
り
'
｢
遊
｣

の
字
義
を
過

大
に
解
し
過
ぎ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

こ
の
章
は
､
君
子
た
る
べ
き
も
の
が
あ
る
べ
き
政
教
の
理
念
型
と
し
て
の

｢道
｣
に
志
し
'
夫

れ
夫
れ
に
得
た
る

｢徳
｣
に
操
り
､
道
徳
的
規
範
と
し
て
の

｢仁
｣
に
違
わ
ず
､
礼

･
楽

･
射

･

御

･
書

･
数
の

｢六
垂
｣
を
た
し
な
む
'
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

こ
こ
に
我
々
は
､
倫
理
的
な
人
格
的
価
値
と
し
て
の

｢徳
｣
と
'
道
徳
的
規
範
と
し
て
の

｢仁
｣

が
別
箇
に
扱
わ
れ
て
い
る
所
に
注
目
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
孔
子
は

｢仁
｣
を

｢徳
｣

と
峻
別
す
る
｡
｢徳
｣
が
既
に
獲
得
さ
れ
た
人
格
的
価
値
で
あ
る
の
に
対
し
'
｢
仁
｣
は
確
か
に

｢仁
者
｣
と
し
て
表
現
さ
れ
る
人
格
的
価
値
と
し
て
の
面
を
持
つ
も
の
の
､
そ
の
本
質
は
道
徳
律

と
し
て
の
概
念
で
あ
る
｡

つ
ま
り
広
義
に
は
仁
は
徳
の
7
に
包
摂
し
得
る
が
､
勝
義
に
は
徳
と
は

別
の
カ
テ
ゴ
-
1
に
属
す
る
｡
徳
が
既
に
所
持
さ
れ
た
倫
理
的
価
値
を
意
味
す
る
概
念
で
あ
る
の

に
対
し
'
仁
は
不
断
に
実
践
さ
れ
る
べ
き
道
徳
律
と
し
て
の
概
念
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡
そ
し
て
､

か
か
る
道
徳
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
概
念
と
し
て
の

｢仁
｣
を
提
起
し
た
所
に
'
孔
子
の

｢仁
｣

の
思
想
の
独
創
性
が
存
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

㈹

再
有
日
､
｢夫
子
薦
衛
君
平
.｣
子
貢
日
､
｢諾
｡
吾
将
問
之
o
｣
入
日
'
｢
伯
夷
叔
斉
何
人

也
｡
｣
子
日
､
｢古
之
賢
人
也
｡｣
日
､
｢怨
乎
｡｣
日
'
｢求
仁
而
得
仁
'
又
何
怨
平
｡｣
(同
右
)

再
有
日
は
-
､
｢夫
子

衛
君
の
雷
に
す
る
か
｣
と
｡
子
貢
日
は
-
'
｢諾
.
吾
将
に
之
を

問
は
ん
と
す
｣
と
｡
入
り
て
日
は
-
'
｢伯
夷
叔
斉
は
何
人
ぞ
や
｣
と
｡
子
日
は
-

｢
古
の

賢
人
な
り
｣
と
｡
日
は
-
'
｢怨
み
た
る
か
｣
と
｡
日
は
-
'
｢仁
を
求
め
て
仁
を
得
た
り
'

又
何
を
か
怨
ま
ん
や
｣
と
｡

衛
の
霊
公
の
太
子
の
劉
備
は
母
の
南
子

(霊
公
夫
人
)
を
殺
さ
ん
と
謀
っ
た
が
果
た
さ
ず
､
末

に
出
奔
す
る
｡
霊
公
が
尭
ず
る
と
副
職
の
嫡
子
の
租
が
立
っ
た
｡
す
る
と
晋
の
趨
鉄
が
副
職
を
戚

に
納
れ

(魯
の
哀
公
二
年
)'
こ
れ
に
対
し
て
衛
の
出
公

(帆
)
の
臣
の
石
畳
姑
は
師
を
帥
い
て

戚
を
囲
ん
だ

(哀
公
三
年
)
の
で
あ
る
｡
こ
の
衛
公
父
子
の
君
位
を
め
ぐ
る
争
い
に
際
し
て
衛
に

在
っ
て
租
に
賓
接
せ
ら
れ
て
い
た
孔
子
が
衛
君
靴
を
助
け
る
か
否
か
を
再
有
が
子
貢
に
問
う
た
と

こ
ろ
'
子
貢
は

｢
よ
ろ
し
い
｡
私
が
こ
の
こ
と
を
お
尋
ね
し
よ
う
｣
と
請
け
あ
い
､
孔
子
に
そ
の

存
念
を
問
う
た
｡
子
貢
は
在
衛
の
事
で
も
あ
り
直
接
的
な
言
及
を
避
け
て
伯
夷
叔
斉
の
故
事
を
以

て
尋
ね
た
の
で
あ
る
｡
護
国
の
君
子
伯
夷
叔
斉
の
事
を
問
う
て
'
孔
子
の
応
答
を
伺
い
'
孔
子
が

こ
れ
を
肯
定
的
に
答
え
れ
ば
､
父
子
で
園
を
争
う
者
の
い
ず
れ
の
一
方
に
も
加
担
す
る
よ
う
な
こ

と
を
孔
子
は
す
る
つ
も
り
の
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
し
⑩
､
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
､

一
方
に
加
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担
す
る
こ
と
が
あ
り
得
よ
う
L
t
そ
の
場
合
は
賓
接
の
主
で
あ
る
靴
へ
の
加
担
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う

(孔
子
の
高
弟
の
子
路
は
出
公
租
の
大
夫
の
孔
怪
に
仕
え
そ
の
邑
宰
と
な
っ
て
い
る
㊨
)0

伯
夷
叔
努
の
場
合
に
は
父
が
末
弟
の
叔
哲
を
立
て
ん
こ
と
を
遺
命
し
た
こ
と
が
'
ま
た
副
職
と

柵
と
の
場
合
に
は
父
で
あ
り
祖
父
で
あ
る
霊
公
の
命
が
か
ら
ん
で
い
る
｡
両
者
に
は
君
位
継
承
に

お
け
る
父
命
を
め
ぐ
る
問
題
と
し
て
の
類
似
点
が
あ
り
⑳
､
同
時
に
両
者
に
は
そ
の
対
応
に
お
い

て
全
-
対
照
的
で
あ
る
｡
子
責
が
伯
夷
叔
哲
を
以
て
問
い
'
更
に

｢怨
み
た
る
か
｣
と
尋
ね
た
の

は
孔
子
の
真
意
を
更
に
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
意
図
に
よ
ろ
う
｡

こ
れ
に
対
し
て
､
孔
子
は
'
｢仁
を
求
め
て
仁
を
得
た
り
､
又
何
か
を
怨
ま
ん
や
｣
と
'
伯
夷

叔
酉
の

(悲
劇
)
を
父
命
の
も
た
ら
す
不
条
理
と
し
て
で
は
な
-
､
二
人
が
共
に

｢仁
｣
を
為
さ

ん
と
し
て
互
い
に
譲
位
し
て
得
た
結
末
で
あ
る
か
ら
､
二
人
に
は

｢仁
を
得
た
｣
る
充
足
感
は
あ
っ

て
も

｢怨
み
｣
は
何
ら
な
い
､
と
言
い
切
る
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
孔
子
は
伯
夷

･
叔
酉
を
運
命

の
不
条
理
の
敗
者
と
し
て
で
は
な
-
'
｢仁
｣
と
い
う
道
徳
的
自
律
に
よ
る
道
を
選
ん
だ
勝
者
と

し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡

し
た
が
っ
て
当
然
な
が
ら
､
父
子
に
し
て
君
位
を
争
う
副
職
と
靴
の
二
人
は

｢仁
｣
を
選
び
と

る
こ
と
の
で
き
ぬ

｢
不
仁
｣
者
と
見
な
さ
れ
よ
う
か
ら
､
い
ず
れ
に
も
孔
子
が
積
極
的
に
加
担
す

る
こ
と
は
'
あ
り
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
そ
こ
で
'
子
貢
は
､
出
で
て
再
有
に

｢先

生
は

(衛
君
を
助
け
る
よ
う
な
こ
と
は
)
為
さ
ら
な
い
｣
と
告
げ
た
の
で
あ
る
｡

こ
こ
に
'
孔
子
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
る

｢仁
｣
が
先
に
考
察
し
て
き
た
道
徳
的
自
己
抑
制
と
他

者

へ
の
寛
恕
と
い
う
道
徳
的
自
律
の
あ
り
方
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
'
明
ら
か
で
あ
ろ

う
○な

お
狙
裸
の

｢仁
を
求
め
て
仁
を
得
た
り
｣
を

｢仁
人
を
求
め
て
之
を
得
る
也
｣
と
す
る
解
釈

は
妥
当
で
は
な
-
取
ら
な
い
｡

㈹

子
日
'
｢仁
遠
乎
哉
｡
我
欲
仁
､
斯
仁
至
臭
｡
｣
(同
右
)

子
日
は
く
'
｢仁
遠
か
ら
ん
や
｡
我
仁
を
欲
す
れ
ば
'
斯
に
仁
至
る
な
り
｣
と
｡

こ
の
章
の
意
味
に
つ
い
て
は
'
集
解
及
び
義
疏
の
釈
に
は
ほ
ぼ
尽
く
さ
れ
て
い
る
の
で
そ
れ
を

引
用
し
て
お
き
た
い
｡
集
解
に
は
'
｢萄
氏
日
は
-
'
仁
道
遠
か
ら
ず
'
之
を
行

へ
ば
則
ち
是
れ

至
る
な
り
｡
｣
と
し
'
義
疏
に
は
､
｢世
人
仁
を
行
ふ
を
肯
ぜ
ず
｡
故
に
孔
子
こ
れ
を
引
-
な
り
｡

問
ひ
て
仁
遥
遠
か
ら
ん
や
と
言
ふ
や
､
其
の
遠
か
ら
ざ
る
を
言
ふ
な
り
｡
但
だ
之
を
行
ふ
は
我
に

由
る
､
我
行
へ
ば
即
ち
是
な
り
､
此
れ
遠
さ
よ
り
出
ず
る
に
非
ざ
る
な
り
｡
故
に
我
仁
を
欲
し
て

斯
に
仁
至
る
と
云
ふ
な
り
｡
斯
は
此
な
り
｡｣
と
す
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
'
朱
子
の

｢
仁
と
は
心

の
徳
な
り
､
外
に
在
る
に
非
ざ
る
な
り
｡
｣
や
､
こ
れ
と
対
極
的
な
狙
裸
の

｢
仁
の
遠
さ
に
至
る

を
言
う
な
り
､
仁
は
天
下
を
安
ず
る
を
以
て
功
と
馬
す
､
故
に
遠
-
蔦
に
至
る
｡
｣
は
取
ら
な
い
｡

な
お
仁
酉
の
古
義
が

｢仁
と
は
天
下
の
大
徳
な
り
'
而
し
て
其
の
事
至
っ
て
近
し
'
之
を
質
す
は

我
に
在
り
'
故
に
日
は
-
'
『我
仁
を
欲
す
れ
ば
､
斯
に
仁
至
る
｡』
と
｡
而
る
に
先
儒
仁
は
性
に

具
す
る
の
理
と
以
ひ
､
而
し
て
欲
を
威
し
初
め
に
復
る
を
以
て
､
仁
を
求
む
る
の
功
と
質
す
､
若

し
然
れ
ば
'
則
ち
仁
の
人
に
お
け
る
や
､
猶
は
四
肢
百
骸
の
吾
が
身
に
具
し
て
'
人
人
皆
有
す
る

が
ご
と
し
｡
天
下
豊
に
不
仁
の
人
有
ら
ん
や
'
亦
豊
に
至
る
と
言
ふ
を
須
た
ん
や
｡
｣
と
朱
子
を

批
判
す
る
の
は
妥
当
の
論
で
あ
り
'
仁
の
道
徳
的
理
念
型
と
し
て
の
側
面

(集
解
､
義
疏
の
言
う

｢仁
道
｣)
を
よ
-
把
握
し
て
い
よ
う
｡
古
義
の
解
は
古
注
系
の
解
に
通
底
す
る
も
の
と
言
え
る
｡

し
た
が
っ
て
本
章
の
意
は
'
仁
は
遠
-
に
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
'
そ
う
で
は
な
い
｡
私
が
仁

を
為
さ
ん
と
す
れ
ば
､
そ
こ
に
仁
が
至
る
の
だ
'
の
意
で
あ
る
｡

こ
こ
に
説
か
れ
る

｢仁
｣
は
道
徳
律
の
理
念
型
と
し
て
外
在
的
に
措
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と

同
時
に
'
自
ら
が
主
体
的
に
実
践
す
れ
ば
直
ち
に
自
ら
の
行
為
の
上
に
体
現
さ
れ
る
道
徳
律
と
し

て
説
か
れ
て
い
る
｡
｢仁
｣
に
は
道
徳
律
の
理
念
型
と
し
て
の
外
在
的
側
面

(集
解

･
義
疏
の

｢仁
道
｣)
と
道
徳
律
の
実
践
と
し
て
の
主
体
的
側
面
と
の
両
面
が
存
す
る
こ
と
が
こ
こ
に
看
取
さ

れ
る
と
言
え
よ
う
｡
即
ち
人
は
主
体
的
な
仁
の
道
徳
律
の
実
践
に
よ
っ
て
仁
の
理
念
型
を
体
現
で

き
る
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
仁
は
人
の
主
体
的
な
意
志
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
も

の
で
あ
り
'
こ
の
実
践
に
は
他
の
何
者
も
介
在
し
得
ず
､
そ
こ
に
は
道
徳
的
自
由
が
存
す
る
こ
と

に
な
る
｡

先
の
個
や
､
述
而
篇
よ
り
は
後
に
成
立
す
る
資
料
と
見
ら
れ
る
顔
淵
第
十
二
の

｢仁
を
薦
す
は

己
に
由
る
､
而
し
て
人
に
由
ら
ん
や
｣
や
､
憲
問
第
十
四
の

｢仁
者
は
必
ず
勇
有
り
､
勇
者
は
必

ず
し
も
仁
有
ら
ず
｣
や
､
衛
霊
公
第
十
五
の

｢仁
に
苦
り
て
は
師
に
譲
ら
ず
｣
は
､
か
か
る

｢仁
｣

の
主
体
性
と
道
徳
的
自
由
と
い
う
性
質
が
図
ら
ず
も
表
明
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

御

子
日
'
｢若
聖
輿
仁
則
'
吾
豊
致
.
抑
馬
之
不
厭
'
詩
人
不
倦
'
則
可
謂
云
爾
己
夫
.｣
公

西
華
日
､
｢正
唯
弟
子
不
能
撃
也
｡｣
(同
右
)

子
日
は
-
､
｢聖
と
仁
と
の
若
き
は
､
則
ち
吾
れ
豊
に
敢
へ
て
せ
ん
や
.
抑
も
之
を
為
し

て
厭
は
ず
'
人
に
請
え
て
倦
ま
ざ
る
は
'
則
ち
爾
云
ふ
と
謂
ふ
べ
き
の
み
｣
と
｡
公
西
華
日

は
-
､
｢正
に
唯
だ
弟
子
学
ぶ
能
は
ざ
る
な
り
｣
と
｡

孔
子
の
言
葉
に
つ
い
て
諸
註
は
'
集
解

｢孔
安
国
日
は
-
'
謙
し
て
敦
へ
て
自
ら
仁
聖
と
名
ず

け
ざ
る
な
り
｡
｣
を
は
じ
め
と
し
て
'
い
ず
れ
も
孔
子
の
言
葉
を

｢謙
｣
と
す
る
点
で
は
皆
共
通

し
て
い
る
⑳
.
｢薦
之
不
厭
｣
の

｢薦
｣
に
つ
い
て
は
古
註
系
は

｢撃
｣
と
し
､
朱
子
は

｢
鵠
｣

と
L
t
狙
裸
は
折
衷
す
る
｡
要
す
る
に

｢薦
さ
ん
と
努
め
る
｣
の
意
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
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し
た
が
っ
て
孔
子
の
言
葉
の
意
は
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
｡
聖
と
仁
と
に
つ
い
て
は
'
私
は
ど
う

し
て
自
ら
聖
や
仁
で
あ
る
な
ど
と
名
の
れ
よ
う
か
'
私
は
聖
や
仁
を
為
さ
ん
と
し
て
厭
-
こ
と
な

-
､
聖
や
仁
の
こ
と
を
人
に
請
え
て
倦
ま
ぬ
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
そ
う
で
あ

ろ
う
､
と
｡

し
た
が
っ
て
､
本
章
も
又
先
の
㈹
と
同
様
に
､
道
徳
律
の
理
念
型
と
し
て
措
定
さ
れ
る

｢仁
｣

と
道
徳
律
の
主
体
的
実
践
と
し
て
の

｢仁
｣
の
両
面
の
関
係
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
ろ
う
｡
理
念
型
と
し
て
の

｢仁
｣
は
常
に
理
想
と
し
て
在
る
も
の
で
あ
り
'
孔
子
は
自
ら
を

｢仁
｣
を
以
て
名
の
る
こ
と
を
避
け
た
の
で
あ
る
が
'
同
時
に
'
｢之
を
為
し
て
厭
は
ず
｣
と
述
べ

て
道
徳
律
と
し
て
の

｢仁
｣
の
弛
ま
ざ
る
実
践
者
で
あ
る
こ
と
を
も
自
負
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
言
葉
は
確
か
に
孔
子
の
謙
譲
と
自
負
と
の
両
面
を
垣
間
見
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
し
て

同
時
に
我
々
は
こ
の
言
葉
の
分
析
を
通
し
て
､
い
わ
ば
理
念
的

｢仁
｣
(道
徳
律
の
理
念
型
と
し

て
の
仁
)
と
実
践
的

｢仁
｣
(道
徳
律
の
主
体
的
実
践
と
し
て
の
仁
)
と
の
仁
概
念
の
両
面
の
あ

り
よ
う
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
し
て
仁
概
念
の
本
質
は
後
者
に
こ
そ
存
L
t
そ
こ
に

｢仁
｣
の
主
体
性
と
自
由
が
存
す
る
こ
と
を
孔
子
の
言
葉
は
表
明
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
｡
こ
の

こ
と
は
先
の
考
察
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
言
え
よ
う
｡

(四
)

結
び
と
し
て

｢孔
子
の
仁
と
は
何
か

(上
)｣
と
そ
れ
を
承
け
る
本
稿
に
お
い
て
は
'
『論
語
』
に
お
け
る
最

も
古
層
の
テ
キ
ス
ト
と
見
な
さ
れ
る
薦
政

･
八
侶

･
里
仁

･
公
冶
長

･
薙
也

･
述
而
の
六
篇
に
お

け
る
孔
子
の
仁
の
用
例
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て

(馬
政
に
は
孔
子
の
仁
の
用
例
は
な
-
実
質

は
五
篇
の
検
討
で
あ
る
が
)'
そ
の
概
念
の
あ
り
よ
う
を
考
察
し
て
き
た
｡

特
に
本
稿
の
考
察
を
通
し
て
把
握
さ
れ
確
認
さ
れ
た
孔
子
の

｢仁
｣
の
概
念
は
次
の
よ
う
に
ま

と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

①

仁
と
は
君
子

(治
者
階
級
の
成
員
)
に
お
け
る

｢人
｣
た
る
の
道
徳
律
で
あ
り
､
そ
れ
は

道
徳
的
自
己
抑
制
と
他
者
へ
の
寛
恕
と
を
内
容
と
す
る
自
律
の
規
範
で
あ
る
0

②

君
子
に
お
け
る
政
治
的
人
間
の
範
型
は

｢知
者
｣
と
し
て
'
道
徳
的
人
間
の
範
型
は

｢仁

者
｣
と
し
て
表
明
さ
れ
て
い
る
｡

③

仁
は
優
れ
て
道
徳
的
で
あ
る
と
同
時
に
政
治
的
有
用
性
を
も
内
包
す
る
概
念
で
あ
る
が
､

｢聖
｣
に
た
い
し
て
は
下
位
に
位
置
付
け
ら
れ
る
｡

④

｢徳
｣
が
既
に
獲
得
さ
れ
た
人
格
的
価
値
で
あ
る
に
対
し
'
｢仁
｣
は
不
断
に
実
践
さ
れ

る
道
徳
律

(道
徳
的
自
律
の
規
範
)
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
仁
の
実
践
に
は
道
徳
的
自
由
が

留
保
さ
れ
る
｡

⑤

｢仁
｣
の
概
念
に
は
外
在
的
に
措
定
さ
れ
る
側
面

(理
念
型
と
し
て
の
道
徳
律
)
と
､
主

体
に
即
し
て
実
践
さ
れ
る
側
面

(道
徳
律
の
実
践
)
と
が
存
す
る
が
'
｢
仁
｣
の
概
念
の
本

質
は
後
者
に
こ
そ
在
る
｡

さ
て
'
本
稿
冒
頭
に
述
べ
た

(上
)
で
の
考
察
を
踏
ま
え
て
列
挙
し
た
四
項
目
の
仁
概
念
の
特

質
と
'
こ
こ
に
列
挙
し
た
五
項
目
と
を
比
べ
て
み
る
と
､
-
･
4
は
①
に
包
摂
さ
れ
､
2

･
3
は

④
に
包
摂
さ
れ
る
､
と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
｡

し
た
が
っ
て
'
こ
れ
ら
上
乗
の
考
察
を
踏
ま
え
て
､
｢孔
子
の
仁
と
は
何
か
｣
と
の
問
い
に
対

し
て
'
今
や
次
の
五
点
の
表
現
に
要
約
し
て
答
え
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
｡一

'
孔
子
の
仁
と
は
'
伝
統
的
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
共
同
体
の
規
範
と
し
て
の

｢倫
理
｣
の

範
噂
で
は
な
-
'
｢人
｣
に
お
け
る
自
律
の
規
範
と
し
て
の

｢道
徳
｣
の
範
時
に
属
す
る
概

念
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て

｢倫
理
｣
を
越
え
る
普
遍
性
と
主
体
的
自
由
が
留
保
さ
れ
る
｡

二
'
孔
子
の
仁
と
は
'
君
子

(治
者
階
級
の
成
員
)
に
お
け
る

｢人
｣
た
る
の
道
徳
律

(道
徳

的
自
律
の
規
範
)
で
あ
り
'
そ
れ
は
道
徳
的
な
自
己
抑
制

(対
日
的
自
律
)
と
他
者

へ
の
寛

恕

(対
人
的
自
律
)
と
を
内
容
と
す
る
｡

三
'
孔
子
の
仁
に
は
'
道
徳
律
の
理
念
型
と
し
て
外
在
的
に
措
定
さ
れ
る
側
面
と
道
徳
律
と
し

て
主
体
的
に
実
践
さ
れ
る
側
面
と
が
在
る
｡
孔
子
の
仁
の
本
質
は
後
者
に
あ
る
｡
ま
た
そ
こ

に
道
徳
的
自
由
が
存
す
る
｡

四
､
孔
子
の
仁
の
本
質
は
､
道
徳
律
と
し
て
不
断
に
実
践
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
'
獲
得
さ
れ
た

人
格
的
価
値
と
し
て
の

｢徳
｣

一
般
と
は
区
別
さ
れ
る
が
'
同
時
に
諸
々
の

｢徳
｣
を
培
う

基
礎
と
な
る
営
み
で
あ
り
､
諸
徳
の
基
礎
と
位
置
付
け
ら
れ
る
｡

五
'
孔
子
の
仁
と
は
'
優
れ
て
道
徳
的
な
概
念
で
あ
り
､
政
治
的
概
念
で
あ
る

｢知
｣
と
対
照

さ
れ
る
が
'
同
時
に
政
治

･
道
徳

一
体
の
次
元
に
お
け
る
有
用
性
を
､
し
た
が
っ
て
政
治
的

有
用
性
を
持

つ
｡
但
し

｢聖
｣
に
対
し
て
は
下
位
に
位
置
付
け
ら
れ
る
｡

こ
れ
に
よ
っ
て
､
竹
内
照
夫
博
士
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
'
『論
語
』
の

｢
仁
｣
に
徳
の

仁
と
愛
の
仁
の
二
つ
の
展
開
を
認
め
徳
の
仁
を
孔
子
特
有
の
仁
と
す
る
見
解
､
つ
ま
り
徳
と
愛
を

区
別
し
徳
を
優
位
に
置
-
と
い
う
図
式
は
'
さ
ら
に
書
き
換
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
え

よ
う
｡
図
式
的
に
言
え
ば
'
本
稿
の
考
察
に
よ
っ
て
､
仁
の
道
徳
律
の
実
践
が
徳
の
仁

(対
白
的

自
律
)
と
愛
の
仁

(対
人
的
自
律
)
へ
と
展
開
す
る
と
い
う
仁
の
ダ
イ
ナ
-
ズ
ム
が
明
ら
か
と
な
っ

10
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吉永 :孔子の仁とは何か (下)

た
の
で
あ
り
､
当
然
そ
の
総
体
が
孔
子
的
な
仁

で
あ
る
こ
と
'
そ
し
て
仁
の
本
質
が

｢人
｣
と
し

て
の
道
徳
律

の
実
践
に

(徳

に
で
は
な
-
)
在
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な

っ
た
と
言
え
よ
う
｡

但
し
､
孔
子
の
仁
が

｢
聖
｣

(最
高
権
力
者

の
徳
)
に
及
ば
な
い
と
さ
れ
る
所

に
象
徴
的

に
示

さ
れ
る
よ
う
に
､
仁

の
道
徳
律
は

｢
内
現
世
的
｣
世
界
の
そ
れ
で
あ
り
⑳
そ
れ
以
上

の
も
の
で
は

あ
り
得
な
い
こ
と
は
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

以
上

の

｢
仁
｣
概
念

の
輪
郭
を
提
示
す
る
こ
と
を
も

っ
て

｢
孔
子
の
仁
と
は
何
か
｣
と
の

一
連

の
考
察

の
結
論
と
し
た
い
｡

(注
)

①

『秋
田
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要

人
文
科
学

･
社
会
科
学
』
第
五
十
二
集
-
頁

～
16
頁
'
平
成
九
年
｡

②

こ
の
よ
う
な

｢道
徳
｣
の
概
念
は
､
歴
史
的
伝
統
的
な
共
同
体
の
慣
習
に
由
来
す

る
｢倫
理
｣
の
概
念
に

対
し
て
'
超
越
的

･
普
遍
的
な
性
格
を
示
す
｡
そ
の
典
型
は
カ
ン
-
の
道
徳
論
で
あ
る
｡
カ
ン
-
は
､
｢純

粋
理
性
は
そ
れ
自
身
だ
け
で
実
践
的
で
あ
り
'
わ
れ
わ
れ
が
道
徳
的
法
則
と
名
づ
け
る
普
遍
的
法
則
を

(人

間
)
に
与
え
る
｡
｣
(カ
ン
-

『実
践
理
性
批
判
』
波
多
野
精

一
･
宮
本
和
吉
'
岩
波
文
庫
'
昭
和
三
十
五
年
'

52
頁
'
傍
点

･
括
弧
は
訳
者
)
と
し
､
｢
し
た
が
っ
て
こ
の
原
理
は
単
に
人
間
だ
け
で
な
-
､
理
性
と
意
志

と
を
有
す
る
あ
ら
ゆ
る
有
限
的
存
在
者
-
否
最
上
叡
知
と
し
て
の
無
限
的
存
在
者
に
さ
え
も
及
ぶ
の
で
あ
る
｡

し
か
し
前
者

(人
間
)
の
場
合
は
'
法
則
は
命
令
の
形
を
と
る
｡
-
故
に
道
徳
的
法
則
は
'
彼
ら
に
と
っ
て

は
命
令
で
あ
る
｡
こ
の
命
令
は
定
言
的
に
命
ず
る
｡
｣
(同
上
､
括
弧
は
吉
永
)
と
言
う
｡
つ
ま
り
人
間
に
対

し
て
定
言
的
に
命
ぜ
ら
れ
る
道
徳
的
法
則
の
規
定
と
し
て

｢道
徳
｣
は
成
立
す
る
と
さ
れ
る
｡
こ
の
よ
う
な

カ
ン
-
的
な
道
徳
の
概
念
は
'
孔
子
の
仁
の
概
念
の
カ
テ
ゴ
-
1
を
理
解
す
る
際
の
一
つ
の
示
唆
を
与
え
る

も
の
と
考
え
る
｡
も
と
よ
り
孔
子
の
仁
は
M
･
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
言
う

｢内
現
世
的
｣
な
世
界

(
こ
の
世
)
に

お
け
る

｢道
徳
｣
の
立
場
で
あ
っ
て
'
カ
ン
ト
に
お
け
る
救
済
宗
教
的
な
超
越
の
立
場
か
ら
す
る

｢道
徳
｣

と
は
異
質
で
あ
る
こ
と
は
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
の
う
え
で
思
想
の
平
行
比
較
の
観
点
か
ら
見

る
と
'
孔
子
に
お
い
て
は
主
宰
者
と
し
て
の

｢天
｣
の
絶
対
性
へ
の
畏
敬

(
こ
れ
に
つ
い
て
は
祖
裸
の
指
摘

が
あ
る
)
と
そ
の
実
存
的
把
握
が

｢仁
｣
と
い
う
道
徳
的
概
念
の
形
成
に
関
わ
っ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
の

で
あ
る
｡
な
お
拙
稿

｢孟
子
の
天
｣
(『中
国
研
究
集
刊
』
日
号
､

一
九
九
〇
年
)
の
第
二
章

｢孔
子
に
お
け

る
天
｣
参
照
｡

③

竹
内
照
夫
博
士
は

『仁
の
古
義
の
研
究
』
(昭
和
39
年
'
明
治
書
院
)
第
二
章
の

｢
詩

･
書
の
仁
｣
に
お

い
て
'
孔
子
以
前
の

｢仁
｣
の
概
念
を
詩

･
書
に
徹
し
て
検
討
し
て
い
る
｡
今
本
詩
経
中
に
は
鄭
風
叔
千
田

お
よ
び
斉
風
塵
令
に
各

一
例

｢美
且
仁
｣
(美
に
し
て
且
つ
仁
な
り
)
と
し
て

｢仁
｣
の
用
例
が
み
ら
れ
る

が
､
｢
こ
こ
の
仁
は
単
純
に
外
観
上
の
意
味
で
の
'
ヒ
-
ザ
マ
ヨ
キ
､
ホ
ド
ノ
良
イ
'
も
し
-
は
男
プ
リ
ノ

ヨ
ィ
､
リ
リ
シ
キ
な
ど
の
類
の
意
に
解
す
べ
き
｣
こ
と
を
考
証
す
る
｡
ま
た
書
経
に
関
し
て
は
五
例
の
｢仁
｣

の
用
例
が
見
ら
れ
る
が
､
そ
の
内
四
例

(仲
旭
之
詰
､
太
甲
'
泰
誓
'
武
成
)
は
い
ず
れ
も
内
面
的
美
質
の

形
容
で
あ
る
が
'
こ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
偽
古
文
尚
書
の
篇
で
あ
る
こ
と
か
ら
周
武
王
以
前
に
か
か
る
概
念
が

存
在
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
と
し
'
金
藤
の

｢予
仁
若
考
｣
(予
れ
仁
な
る
こ
と
考
の
若
し
)
に
つ
い

て
｢
ソ
ノ
男
プ
リ
ノ
良
イ
コ
-
父
君
の
ゴ
ト
ク
｣
と
解
し
て
い
る
｡
そ
し
て
こ
の
よ
う
な

(外
観
へ
の
美
詞
)

の

｢仁
｣
の
概
念
が

｢春
秋
時
代
に
及
ん
で
人
ノ
内
面
ノ
美
詞
に
転
じ
た
｣
(同
書
第
五
章
1
8
2
頁
)
と

し
そ
れ
に
は

｢仁
愛
ノ
意
味
｣
と

｢
よ
り

1
層
古
い
仁
徳
ノ
意
味
｣
の
二
面
が
在
っ
た
と
し
'
こ
れ
を
承
け

て
孔
子
の
仁
が
登
場
す
る
と
し
て
い
る
｡
問
題
は
博
士
が
春
秋
時
代
の

｢仁
｣
を
分
析
す
る
資
料
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
の
が

『左
伝
』
『国
語
』
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
博
士
は

｢
左
侍

･
国
語
の

し
る
す
孔
子
の
前
時
代

･
同
時
代
の
仁
説
な
る
も
の
に
は
､
製
作
に
関
す
る
疑
義
を
存
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
け
れ

ど
も
'
記
述
者
の
文
飾
と
い
う
も
の
を
考
慮
す
れ
ば
資
料
的
価
値
は
相
当
に
認
め
ら
れ
る
｣
(同
書
1
2
2

頁
)
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
.
し
か
し
近
年
の
研
究
成
果
の
示
す
両
書
の
成
書
時
期

(戦
国
期
以
降
)
に

お
け
る

｢記
述
者
の
文
飾
｣
は
そ
れ
を
春
秋
期
の
資
料
と
し
て
見
る
こ
と
に
逆
に
大
い
に
疑
問
を
抱
か
せ
る
｡

さ
れ
ば
'
孔
子
以
前
の
仁
説
に
つ
い
て
は
'

(外
観
へ
の
美
詞
)
が

(内
面
へ
の
美
詞
)
へ
と
転
ず
る
傾
向

に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
以
上
の
確
認
は
困
難
で
あ
り
､
左

･
国
の
記
事
の
分
析
か
ら
直
ち
に
春
秋
時
代
の
仁

の
概
念
を
帰
納
す
る
の
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い

(竹
内
博
士
も

一
方
で
は

｢論
語
に
比
し
て
･･･左

･

国
の
仁
説
の
方
が

一
層
後
世
的
で
あ
る
｣
と
認
め
て
も
い
る
｡
1
2
1
頁
)｡
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え

る
と
､
宛
也
欝
の
冒
頭
に
お
い
て
'
｢薙
也
可
便
南
面
也
｣
と
称
せ
ら
れ
た
再
宛
を

｢或
る
ひ
と
｣
が

｢仁
｣

と
考
え
た
の
は
主
と
し
て
か
か
る
春
秋
期
の
仁
の
概
念

(外
観
へ
の
美
詞
お
よ
び
漠
然
と
し
た
内
面
へ
の
美

詞
)
に
よ
っ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
よ
う
｡

i
方
､
孔
子
は
そ
の
再
宛
に

｢仁
｣
を
許
さ
ず
'
こ
れ
と
は
異
質

な
仁
の
概
念
を
包
懐
し
て
い
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

④

竹
内
博
士
は
先
秦
文
献
に
お
け
る

｢倭
｣
の
用
例
を
考
証
し
て

｢
倭
に
は
美
詞
た
る
の
古
義
が
あ
る
｣

(竹
内
前
掲
書
9
7
頁
)
こ
と
を
論

(阻
裸
や
劉
賓
楠
に
同
様
の
指
摘
が
あ
る
)
じ
､
孔
子
や
微
生
畝
を

｢か
れ
ら
は
倭
の
風
尚
に
向
っ
て
異
論
を
放
つ
人
び
と
で
あ
っ
た
｣
(同
9
8
亘
)
と
し
､
｢
孔
子
時
代
に
は

な
お
'
気
ガ
利
イ
テ
イ
ル
｡
ジ
ョ
サ
イ
ナ
イ
'
応
対
ガ
ウ
マ
イ
な
ど
の
､
外
発
的
な
性
能
に
関
す
る
美
詞
た

る
の
意
味
を
十
分
に
留
保
し
て
い
た
も
の
｣
(同
9
9
頁
)
と
す
る
｡

⑤

邪
寓
疏
､
｢又
間
者
'
孟
武
伯
意
其
子
路
有
仁
､
故
夫
子
雛
苔
以
不
知
'
又
復
問
之
也
｡｣

⑥

『論
語
』
に
お
い
て
対
話
に
せ
よ
独
白
に
せ
よ
孔
子
が
仁
を
語
る
の
を
記
録
す
る
も
の
は
4
8
章
に
わ
た

る
が
'
そ
の
う
ち
対
話
体
で
仁
を
語
る
も
の
は

(直
接
と
間
接
と
を
併
せ
て
)
2
0
章
で
あ
る
｡
そ
の
際
の

孔
子
と
の
対
話
者
の
内
訳
は
次
の
よ
う
に
な
る
｡
子
張
4
章
､
契
遅

･
子
貢
各
3
章
､
宰
我
2
章
'
顔
淵

･

子
路

･
仲
弓

･
司
馬
牛

･
原
意

･
再
有

･
孟
武
伯

･
或
る
ひ
と
各
-
章
｡
し
た
が
っ
て
､
確
認
し
得
る
限
り

ll
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で
は
､
仁
に
関
し
て
の
最
多
の
質
問
者
は
子
張
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

⑦

竹
内
博
士
は

｢論
語
の
仁
は
こ
れ
を
大
別
し
て
､
愛
ノ
仁
と
徳
ノ
仁
と
の
二
現
と
な
す
こ
と
が
で
き
る
O｣

(竹
内
前
掲
書
7
8
頁
)
と
し

(前
者
の
例
に
顔
淵
篇
第
十
二
契
遅
問
仁
章
の

｢愛
人
｣'
後
者
の
例
に
宛
也

第
六
の

｢仁
者
寿
｣
を
挙
げ
る
)｡
｢愛
ノ
仁
は
人
ス
ベ
テ
ノ
愛
情
二
関
ス
ル
評
価
ノ
用
語
で
あ
っ
て
､
こ
れ

は
今
で
も
仁
の
語
に
対
す
る
通
念
と
な
っ
て
お
る
仁
愛
の
観
念
に
近
い
も
の
を
指
し
､
徳
ノ
仁
は
特
殊
ノ
優

秀
人
格
二
関
ス
ル
評
価
ノ
用
語
で
あ
っ
て
'
仁
愛
に
対
比
し
て
仁
徳
と
で
も
い
う
べ
き
観
念
を
指
す
t
と
い

い
う
る
｡
ゆ
え
に
論
語
の
仁
の
意
味
は
こ
れ
を
二
大
別
し
て
'

一
を
愛
ノ
仁
'

一
般
的

･
通
念
的
ノ
仁
な
ど

と
呼
び
'
他
を
徳
ノ
仁
､
特
殊
的
仁
'
仁
徳
な
ど
と
呼
び
t
か
つ
後
者
は
'
論
語
中
で
孔
子
が
特
に
熱
心
に

教
示
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
､
ま
た
孔
子
的
ノ
仁
と
も
呼
び
う
る
｡｣
(同
8
0
亘
)
と
述
べ
'
そ

の
上
で

｢孔
子
は
'
当
時
の
仁
な
る
語
が
通
念
的
に
は
よ
う
や
-
仁
愛
ノ
意
味
に
定
着
せ
ん
と
し
て
い
た
に

も
拘
わ
ら
ず
､
む
し
ろ
や
や
古
き
意
味
の
､
リ
ッ
パ
ナ
心
ガ
ケ
ノ
人

･
器
量
ス
ゲ
レ
ク
人
物
の
頬
の
'
仁
徳

の
意
味
の
方
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
｡
い
ま
論
語
を
み
る
と
'
孔
子
が
君
子

･
士
タ
ル
モ
ノ
ノ
条
件
と
し
て

説
く
諸
徳
は
往
往
に
し
て
こ
れ
を
仁

(仁
徳
)
に
置
き
か
え
る
こ
と
が
で
き
'
孔
子
の
仁
説
は
す
な
わ
ち
理

想
的
男
性
論
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
を
'
歴
然
た
ら
し
め
て
い
る
｡
｣
(同
1
8
8
頁
)
と
L
t
｢
ゆ
え
に
君
子

教
育
を
主
と
し

一
般
的
人
間
教
育
を
従
と
し
た
孔
子
が
仁
に
つ
い
て
徳

の
意
味
を
主
と
し
愛
の
意
味
を
従
と

す
る
傾
向
を
取
っ
た
の
は
自
然
で
あ
ろ
う
｡｣
と
し
て
い
る
｡
竹
内
説
は
孔
子
の
仁
に
は
徳
と
愛
の
二
面
が

あ
り
'
徳
を
主
と
し
愛
を
従
と
す
る
も
の
と
し
て
把
握
す
る
｡
ま
た
愛
は
徳
に
包
摂
さ
れ
る
と
も
述
べ
て
い

る
｡
筆
者
は
竹
内
説
の
理
解
の
方
向
自
体
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
'
『論
語
』
の
最
古
層
の
テ
キ
ス

ー
か
ら
孔
子
の
仁
の
概
念
を
再
検
討
す
る
と
い
う
本
稿
の
試
み
か
ら
す
れ
ば
'
孔
子
の
仁
は
直
ち
に

｢徳
｣

(獲
得
さ
れ
た
人
格
的
価
値
)
と
し
て
把
握
さ
れ
る
以
前
に
そ
の
道
徳
的
価
値
と
し
て
の
あ
り
よ
う
が
検
討

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
｡
後
述
の
よ
う
に
孔
子
の
仁
は

｢徳
｣
に
収
め
切
れ
な
い
要
素
を
も
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
｡

⑧

徴

･
丙

｢此
蓋
仁
者
長
人
安
民
之
徳
､
其
心
固
在
安
天
下
之
民
'
而
其
所
為
亦
可
以
安
天
下
之
民
者
'
謂

之
仁
蔦
｡
如
子
文
之
不
有
己
'
文
子
之
潔
身
而
無
欲
､
制
行
雄
高
'
止
於
淑
身
'
未
見
其
可
以
安
天
下
之
民

者
'
故
孔
子
不
許
之
｡
｣

⑨

『論
語
』
の

｢飴
｣
及
び

｢其
飴
｣
の
本
章
以
外
の
用
例
は
次
の
よ
う
で
あ
る
｡

1
㌧
弟
子
入
則
孝
'
出
則
悌
､
謹
而
信
､
汎
愛
衆
而
親
仁
､
行
有
執
力
'
則
以
撃
文
.
(撃
而
第

l
)

2
､
多
聞
開
疑
'
憤
言
矧
矧
'
則
寡
尤
O
多
見
開
殆
'
慣
行
其
飴
'
則
寡
悔
.
(為
政
第
二
)

3
'
如
有
周
公
之
才
之
美
'
使
騎
且
苗
､
矧
矧
不
足
観
也
己
｡
(泰
伯
第
八
)

⑩

集
解

｢王
粛
日
､
務
所
以
化
導
民
之
義
也
｡｣

⑪

集
解

｢萄
氏
日
､
敬
鬼
神
而
不
渡
也
｡
｣

集
解

｢孔
安
国
日
､
先
労
苦
乃
得
功
'
此
所
以
為
仁
也
｣､
集
註

｢先
其
事
之
所
難
'
而
後
其
致
之
所
得
｣

本
文
に
つ
い
て
は
集
解
本
と
義
疏
本
は

｢井
有
仁
者
蔦
｣
に
作
り
'
注
疏
本
は

｢井
有
仁
蔦
｣
に
作
り
､

集
註
本
も
註
疏
本
に
同
じ
で

｢劉
蒋
君
日
'
有
仁
之
仁
富
作
刃
'
今
従
之
｣
と
注
す
る
｡
阻
裸
は
本
文
を

｢井
有
仁
蔦
｣
と
し
て

｢侶
設
之
言
'
蓋
言
険
難
之
中
'
有
可
為
仁
之
事
也
｣
と
解
す
る
｡
今
は
集
解
本
の

ま
ま
記
す
｡

集
解

｢馬
融
日
､
可
欺
者
可
使
往
也
､
不
可
岡
者
不
可
得
誕
岡
令
自
投
下
也
O
｣

孔
子
の

｢仁
｣
と
墨
家
の

｢愛
｣
及
び

｢兼
｣
と
の
思
想
史
的
関
係
に
つ
い
て
は
'
拙
稿

『墨
家
と
孟
子

の
交
渉
に
つ
い
て
の
思
想
史
的
研
究
』
(平
成
七

･
八

･
九
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
'

課
題
番
号
〇
七
六

一
〇
〇

一
二
)
第

一
章
､
第
五
章
を
参
照
｡

集
解

｢
孔
安
図
日
､
若
能
廉
施
恩
恵
'
済
民
於
患
難
'
尭
舜
至
聖
猶
病
其
難
也
｡｣

政
治
と
倫
理

(道
徳
)
と
の
分
離
と
い
う
テ
ー
マ
を
明
確
に
表
明
し
政
治
を
目
的
論
理
的
な
営
み
と
し
て

理
論
化
す
る
試
み
は

『韓
非
子
』
に
お
い
て
始
め
て
体
系
的
に
な
さ
れ
る
｡
そ
の
所
論
は
倫
理
的
あ
る
い
は

道
徳
的
な
る
善
が
政
治
的
な
不
善
を
も
た
ら
す
と
い
う
事
例
と
警
句
に
満
ち
て
い
る
｡

⑬⑳㊨㊨

最
古
層
の
六
篇
に
お
け
る
そ
の
主
要
な
用
例
を
記
す
と
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
｡

1
､
二
三
子
何
患
於
喪
平
｡
天
下
之
無
道
也
久
夫
｡
天
将
以
夫
子
烏
木
鐸
｡
(八
侶
)

2
､
朝
聞
道
､
夕
死
可
夫
｡
(里
仁
)

3
､
邦
有
道
不
磨
､
邦
無
道
免
於
刑
勤
｡
(公
冶
長
)

4
､
寧
武
子
､
邦
有
通
則
知
､
邦
無
風
則
愚
｡
(同
上
)

5
､
酉

1
埜
至
於
魯
､
魯

一
撃
至
於
道
.
(薙
也
)

6
､
天
下
有
通
則
見
､
無
道
則
隠
｡
邦
有
道
'
貧
且
陵
駕
'
恥
也
｡
邦
無
道
､
富
且
貴
蔦
'
恥
也
｡
(泰
伯

)

集
解

｢孔
安
国
日
､
夷
斉
議
聞
達
去
､
終
於
餓
死
'
故
問
怨
平
｡｣､
集
註

｢蓋
伯
夷
以
父
命
烏
尊
'
叔
酉

以
天
倫
烏
重
｡
其
遜
図
也
'
皆
求
所
以
合
乎
天
理
之
正
'
而
即
乎
人
心
之
安
｡｣

『
春
秋
左
氏
侍
』
哀
公
二
年
｡

徴

･
T

｢伯
夷
叔
斉
-
二
人
以
譲
聞
｡
而
不
栴
於
孔
門
'
額
以
悪
不
仁
栴
'
其
迩
似
不
得
乎
父
而
若
怨
｡

故
子
貢
以
怨
乎
問
｡｣

義
疏

｢烏
猶
撃
也
｡
鵠
之
不
厭
､
謂
雄
不
敢
云
自
有
仁
聖
､
而
撃
仁
聖
之
道
不
厭
也
｡
撃
而
不
厭
'
又
教

諭
不
倦
'
乃
可
自
謂
如
此
耳
也
｡｣､
註
疏

｢唯
聖
輿
仁
'
入
行
之
大
者
也
､
孔
子
謙
不
敢
目
名
仁
聖
也
｡
-

薦
猶
撃
也
'
孔
子
言
己
撃
先
王
之
道
不
厭
'
教
諭
於
人
不
倦
'
但
可
謂
如
此
而
己
夫
｡｣'
集
註

｢此
亦
夫
子

之
謙
鮮
也
'
聖
者
､
大
而
化
之
'
仁
則
心
徳
之
全
而
人
道
之
備
也
｡
烏
之
､
謂
烏
仁
聖
之
道
､
海
人
'
亦
謂

以
此
数
人
也
｡
然
不
厭
不
倦
'
非
己
有
之
則
不
能
､
所
以
弟
子
不
能
撃
也
｡
晃
氏
日
'
昔
時
有
栴
夫
子
聖
且

仁
者
'
以
故
夫
子
鮮
之
｡
云
々
｡｣､
古
義

｢無
所
不
能
之
謂
聖
'
無
所
不
愛
之
謂
仁
O
･･･烏
之
謂
薦
仁
聖
之

12
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吉永 :孔子の仁とは何か (下)

道
｡
詩
人
'
亦
謂
以
此
数
人
也
｡｣'
徴

｢若
聖
典
仁
則
吾
豊
敢
､
是
或
人
質
孔
子
'
而
孔
子
以
謙
承
之
也
､

何
以
知
之
'
若
使
無
人
賛
之
､
孔
子
突
然
而
言
之
'
是
孔
子
以
仁
聖
日
産
也
.
･･･蓋
孔
子
白
言
吾
非
仁
聖
也
'

吾
撃
仁
聖
也
｡
烏
之
不
厭
､
詩
人
不
倦
撃
之
事
也
｡｣
と
言
う
｡

⑳

M
･
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
儒
教
の
本
質
を

｢
も

っ
ぱ
ら
内
現
世
的
な
俗
人
の
人
倫

in
n
erw
e
E
ich
e
L
ai･

en
sittlic
hke
it
で
あ
っ
た
｣
(
M
･
ウ
ェ
ー
バ
ー
著

･
木
全
徳
雄
訳

『儒
教
と
道
教
』
昭
和
四
十
六

年
'

創
文
社
､

二
五
六
頁
'
傍
点
マ
マ
)
と
把
握
し
た
｡
小
稿
は
孔
子
の
仁
が
道
徳

(M
or且-)
の
カ
テ
ゴ
リ

ー
に
肺
分
け
し
得
る
こ
と
を
提
起
す
る
点
に
お
い
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
見
解
に
必
ず

し
も
全
面
的
に
左
担
す
る

も
の
で
は
な
い
｡
し
か
し
'
仁
の
道
徳
律
が

｢内
現
世
的
｣
世
界
を
越
え
る
も
の
で
は
有
り
得
な
い
こ
と
は

小
稿
の
考
察
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

以
上
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