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孔
子
に
お
け
る
仁
の
概
念
が
ど
の
よ
-
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
｡
こ
れ
を
検
討
す
る
典
拠
は

『論
語
』
で
あ
る
が
､
も
と
よ
り
そ
こ
に
記
さ
れ
た
孔
子
の
言
葉
の
全
て
が
信
慈
し
得
る
も
の

で
は
な
い
こ
と
は
既
に
数
多
の
先
学
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て

『論
語
』
全

篇
の
孔
子
の
言
葉
を
等
し
-
孔
子
の
真
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
そ
こ
か
ら
孔
子
の
仁
の
概
念
を

①

帰
納
せ
し
め
る
と
い
う
方
法
が
有
効
で
は
な
い
こ
と
は
今
日
で
は
自
明
の
事
と
言
え
よ
う
｡
逆

に
言
え
ば
孔
子
の
仁
と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
､
孔
子
の
真
を
最
も
よ
-
伝

え
る
テ
キ
ス
-
を

『論
語
』
の
中
か
ら
選
定
す
る
と
い
う
作
業
が
前
提
と
な
る
の
で
あ
る
｡

周
知
の
よ
う
に
夙
に
我
が
伊
藤
仁
斎
は
､
本
来
締
め
-
-
り
の
篇
で
あ
る
べ
き
郷
糞
篇
が
第

十
篇
に
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
議
論
の
文
体
の
相
違
な
ど
か
ら
､
論
語
二
十
篇
の
前
半
の
十
篇

を
上
論
と
し
後
半
の
十
篇
を
下
論
と
し
て
二
つ
に
分
か
ち
､
上
論
が
先
に
編
纂
さ
れ
た
古
い
論

②

語
で
､
下
論
は
そ
の
補
遺
と
し
て
後
に
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
論
じ
た

｡

③

更
に
武
内
義
雄
氏
は
仁
斎
や
清
儒
崖
述
の
『考
信
録

』

の
説
を
踏
ま
え
､
上
下
を
更
に
二
つ
に

分
か
ち
､
上
論
は
孔
門
の
学
園
で
成
立
し
た
香
魯
二
篇
本

(学
両
と
郷
党
の
二
篇
)
系
と
河
間

七
篇

(為
政
か
ら
泰
伯
に
至
る
七
篇
)
本
系
か
ら
な
り
､
下
論
は
膏
で
編
纂
さ
れ
た
奔
論
系

(先

進
か
ら
衛
霊
公
に
至
る
五
篇
と
子
張

･
裏
目
の
二
篇
と
を
合
わ
せ
た
七
篇
)
と
後
人
の
雑
駁
な

付
加
に
よ
る
部
分
と
か
ら
な
る
と
し
､
上
論
の
斉
魯
二
篇
本
系
と
下
論
の
斉
論
系
七
篇
と
は
い

④

ず
れ
も
孟
子
以
後
の
編
纂
に
な
る
こ
と
を
論
じ
た

｡

こ
の
よ
う
な
本
文
批
判
と
文
献
考
証
と
に
よ
る
検
討
に
対
し
て
､
思
想
史
的
観
点
か
ら
の
本

文
批
判
を
行
っ
た
の
は
津
田
左
右
吉
氏
で
'
津
田
氏
は
論
語
本
文
と
戦
国
漠
初
ま
で
の
諸
子
に

見
え
る
孔
子
の
言
葉
と
を
対
照
さ
せ
て
検
討
し
､
多
-
は
孟
子
以
後
に
付
加
さ
れ
た
も
の
で
真

⑤

に
孔
子
の
言
を
伝
え
る
も
の
は
甚
だ
少
な
い
と
論
じ
た

｡

こ
の
よ
う
な
先
行
研
究
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
木
村
英

一
氏
は
､
特
に
武
内

･
津
田
の
両
説
に

つ
い
て

｢目
的
と
立
場
と
を
こ
と
に
す
る
二
つ
の
す
ぐ
れ
た
論
で
'
本
質
上
は
必
ず
し
も
矛
盾
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⑥

せ
ず
､
互
い
に
相
補
-
と
こ
ろ
が
あ
る

｣
と

し
'
｢論
語
が
種
々
の
資
料
の
結
合
で
単
純
な
も
の

で
な
い
こ
と
と
'
そ
の
最
も
新
し
い
部
分
が
附
加
さ
れ
る
ま
で
に
は
戦
国
末
ま
で
か
か
っ
て
い

る
こ
と
と
は
､
両
説
の
符
節
を
合
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
こ
の
点
は
お
そ
ら
-
確
論
で
あ
ろ

⑦

う
｡
｣
と
位
置
付
け
る
｡

そ
の
-
え
で
木
村
氏
は
論
語
中
の
｢
子
｣
｢孔
子
｣
な
ど
の
称
謂
や
そ
の
他
の
言
葉
遣
い
を
手

掛
か
り
と
し
､
｢篇
目
と
幸
次
と
か
ら
成
る
論
語
の
構
造
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
そ
の
編

⑧

成
の
経
路
を
追
求
す
る
｣
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
論
語
各
篇
の
史
料
批
判
を
進
め
､
次
の
よ
う
な

結
論
を
提
示
し
て
い
る
｡

撃
而
よ
り
郷
薫
に
至
る
十
篇
の
い
わ
ゆ
る
上
論
は
､
お
お
む
ね
二
倍
も
し
-
は
二
～
三
悟

の
弟
子
時
代
に
成
立
し
た
と
見
ら
れ
る
｡
た
だ

一
つ
子
等
篇
だ
け
が
'
三
～
四
博
時
代
ま
で

下
っ
て
い
る
が
､
こ
れ
は
述
而
篇
に
対
す
る
補
遺
の
よ
う
な
性
格
を
'

1
面
に
お
い
て
も
っ

て
い
る
｡
そ
の
上
､
こ
の
上
論
十
篇
は
い
ず
れ
も
魯
で
成
立
し
て
い
る
｡
そ
し
て
そ
れ
ら
が

膏
に
流
博
し
た
後
に
潤
色
を
受
け
た
形
跡
を
留
め
る
の
は
､
こ
の
十
篇
中
'
撃
而
､
泰
伯
(以

上
い
ず
れ
も
曽
子
学
派
の
編
輯
)
お
よ
び
郷
薫
の
三
篇
に
過
ぎ
な
い
｡
こ
れ
に
封
し
て
先
進

よ
り
裏
目
に
至
る
十
篇
の
い
わ
ゆ
る
下
論
は
､
三
～
四
倍

･
三
～
五
倍

･
四
～
五
侍
も
し
-

は
そ
れ
以
後
の
成
立
に
属
し
､
そ
の
う
ち
魯
で
成
立
し
た
も
の
は
'
先
進

･
顔
淵

･
子
路

･

憲
問

･
衛
塞
公

･
陽
貨
の
六
篇
で
､
し
か
も
顔
淵
と
憲
問
と
陽
貨
の
三
篇
は
酉
で
潤
色
を
受

け
て
い
る
｡
下
論
の
後
半
に
集
ま
っ
て
い
る
李
氏

･
微
子

･
子
張

･
裏
目
の
四
篇
は
､
す
べ

⑨

て
膏
に
お
い
て
成
立
し
､
時
代
的
に
も
最
も
新
し
い

｡

こ
の
木
村
氏
の
結
論
は
､
氏
も
述
べ
る
よ
う
に
改
め
て
仁
斎
の
上
論
下
論
の
仮
説
の
有
効
性

⑲

を
確
認
す
る
と
共
に
'
武
内
氏
の
見
解
と
も
あ
い
重
な
る
部
分
を
多
-
持
つ
O
そ
こ
で
こ
の
木

村
氏
の
見
解
と
武
内
氏
の
所
説
と
を
比
較
対
照
し
た
際
に
'
孔
子
の
言
葉
を
伝
え
る
最
も
古
い

資
料
と
し
て
両
者
の
見
解
の
重
な
り
合
う
の
は
､
上
論
十
編
の
う
ち
篤
政

･
八
侶

･
里
仁

･
公

冶
長

二
推
也

･
述
而
の
六
篇
で
あ
る
｡

し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
六
篇
は

『論
語
』
中
の
最
も
古
層
の
テ
キ
ス
-
と
認
定
し
て
大
過
な
い

で
あ
ろ
う
｡

R

TE

そ
こ
で
孔
子
の
仁
に
つ
い
て
､
こ
れ
ら
の
六
篇
の
文
献
に
依
拠
し
て
考
察
を
進
め
て
み
よ
う
｡

い
ま
こ
れ
ら
の
篇
に
お
い
て
孔
子
が
仁
に
言
及
し
た
章
を
全
て
列
挙
す
る
と
次
の
二
十
章
で

⑮

あ

るD

(6)(5)(4) (3日2)(1)

子
日
'

子
日
､

子
日
､

右
)

子
日
､

子
日
､

子
日
､

｢人
而
不
仁
､
如
穫
何
'
人
面
不
仁
'
如
楽
何
o
｣
(八
佃
第
三
)

｢里
仁
篤
美
､
揮
不
慮
仁
､
蔦
得
智
｡
｣
(里
仁
第
四
)

｢不
仁
者
､
不
可
以
久
庭
約
､
不
可
以
長
庭
楽
｡
仁
者
安
仁
､
智
者
利
仁
｡
｣
(同

｢唯
仁
者
能
好
人
'
能
悪
人
｡
｣
(同
右
)

｢
苛
志
於
仁
美
､
無
悪
｡
｣
(同
右
)

｢富
輿
貴
是
人
之
所
欲
也
､
不
以
其
道
得
之
､
不
慮
也
o
貧
輿
賎
是
人
之
所
悪
'

り
J

r
-

.4I"I.
八mW

不
以
其
道
得
之
'
不
去
｡
君
子
去
仁
'
悪
平
成
名
｡
君
子
無
終
食
之
間
違
仁
'
造
次
必

於
是
､
顛
柿
必
於
是
｡
｣
(同
右
)

子
日
､
｢我
未
見
好
仁
者
悪
不
仁
者
o
好
仁
者
無
以
尚
之
o
悪
不
仁
者
其
馬
仁
美
､
不
便

不
仁
者
加
乎
其
身
｡
有
能

一
日
用
其
力
於
仁
美
乎
'
我
未
見
力
不
足
者
也
｡
蓋
有
之
乎
､

我
末
之
見
也
o
｣
(同
右
)

子
日
､
｢民
之
過
也
'
各
於
其
薫
｡
観
過
斯
知
仁
美
｡
｣
(同
右
)

或
日
､
｢薙
也
仁
而
不
倭
｡
｣
子
日
'
｢需
用
倭
也
､
禦
人
以
給
う
屡
憎
民
､
不
知
其
仁
也
'

需
用
倭
也
｡
｣
(公
冶
長
第
五
)

孟
武
伯
問
'
｢
子
路
仁
乎
｡
｣
子
日
､
｢不
知
也
｡
｣
叉
間
､
子
日
､
｢由
也
千
乗
之
囲
､
可

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

可
使
篤
之
芋
也
｡
不
知
其
仁
也
｡
｣
｢赤
也
何
如
o
｣
子
日
｢赤
也
束
帯
立
於
朝
'
可
使
輿

実
写
言
也
､
不
知
其
仁
也
｡
｣
(同
右
)

子
張
問
日
'
｢令
草
子
文
､
三
仕
篤
令
ヂ
'
無
喜
色
､
三
己
無
性
色
'
奮
令
ヂ
之
改
'
必

以
告
新
令
デ
､
何
如
也
｡
｣
子
日
'
｢忠
夫
｡
｣
日
､
｢仁
美
乎
｡
｣
日
､
｢未
知
蔦
得
仁
｡
｣

｢崖
子
株
暫
君
へ
陳
文
子
有
馬
十
乗
､
棄
而
違
之
へ
至
於
他
邦
則
又
日

『猶
吾
大
夫
崖

子
也
､
違
之
』
'
至

一
邦
則
叉
日
『猶
吾
大
夫
崖
子
也
､
違
之
』
､
何
如
o
｣
子
日
｢清
美
D
｣

日

｢仁
美
乎
｡
｣
日

｢未
知
蔦
得
仁
O
｣
(同
右
)

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

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

｢仁

者
先
難
而
後
獲
､
可
謂
仁
美
｡
｣
(同
右
)

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

宰
我
問
日
､
｢
仁
者
､
錐
告
之
臼
井
有
仁
者
蔦
'
其
従
之
也
｡
｣
子
日
､
｢何
篤
其
然
也
､

君
子
可
逝
也
'
不
可
陥
也
｡
可
欺
也
､
不
可
岡
也
｡
｣
(同
右
)

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

必
也
聖
乎
'
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
､
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可
謂
仁
之
方
也
己
｡
｣
(同
右
)

冊

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

㈹

再
有
日
'
｢夫
子
篤
衛
君
乎
｡
｣
子
貫
目
'
｢
諾
｡
吾
将
問
之
｡
｣
入
日
､
｢伯
夷
叔
斉
何
人

也
｡
｣
子
日
､
｢古
之
賢
人
也
｡
｣
日
'
｢怨
乎
｡
｣
臼
､
｢求
仁
而
得
仁
､
叉
何
怨
乎
｡
｣
(同

右
)

冊

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

冊

子
日
'
｢若
聖
輿
仁
則
'
吾
豊
敢
O
抑
篤
之
不
厭
､
海
人
不
倦
､
則
可
謂
云
爾
己
実
｡
｣

公
西
華
日
'
｢
正
唯
弟
子
不
能
撃
也
｡
｣
(同
右
)

こ
れ
ら
に
示
さ
れ
る

｢仁
｣
の
概
念
は
果
た
し
て
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
､
こ
れ
ら
の
文
の
訓
読
と
解
釈
を
示
し
て
ゆ
き
た
い
｡
其
の

⑲

⑲

際
に
､
魂
の
何
章
の

『論
語
集
解

』

(以
下
こ
れ
を
集
解
と
記
す
)
'
梁
の
皇
侃
の

『論
語
義
疏
』

⑲

(義
疏
と
記
す
)
'
北
末
の
耶
苗
の

『論
語
注
疏
』
(注
疏
と
記
す
)
'
南
采
の
朱
子
の

『論
語
集

⑮

⑲

注
』
(集
注
と
記
す
)
'
我
が
江
戸
期
の
伊
藤
仁
斎
の

『論
語
古
義

』

(古
義
と
記
す
)'
荻
生
祖

⑩

⑲

裸
の

『論
語
徴
』
(徴
と
記
す
)
､
活
の
劉
賓
楠
の

『論
語
正
義

』

(正
義
と
記
す
)
を
参
照
し
て

検
討
を
進
め
て
行
き
た
い
｡

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
こ
れ
ら
の
注
釈
の
歴
史
的
性
格
で
あ
る
｡
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
注
釈

は
論
語
の
文
意
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
依
拠
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
の
注
釈
は
､
基
本
的
に
は
前
三
者
と

『集
注
』
と
そ
れ
以
後
の
三
者
と
に
傾
向
が
分

け
ら
れ
る
O
前
三
者
は
い
わ
ば
古
注
系
で
､
言
う
ま
で
も
な
-
そ
の
中
心
は
漠
代
及
び
魂
の
諸

家
の
説
即
ち
孔
安
国

(前
漠
の
人
)
･周
氏

(不
詳
)
･包
成
･馬
融
･鄭
玄

(以
上
後
漠
の
人
)
･

王
粛

･
陳
群

･
周
生
烈

(以
上
魂
の
人
)
ら
八
家
の
説
と
何
安
の
自
説
と
を
集
め
た

『集
解
』

(所
謂
古
注
)
で
あ
り
'
『義
疏
』
､
『注
疏
』
は
そ
の
敷
延
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
｡
し
た
が
っ

て
､
わ
れ
わ
れ
が
依
接
し
得
る
最
も
古
い
注
釈
と
い
え
ど
も
漠
代
以
後
の
も
の
で
､
し
か
も
そ

⑲

の
多
-
は
後
漠
及
び
魂
の
注
釈
家
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
｡

こ
れ
に
対
し
て

『集
注
』
は
仏
教
受
容
の
時
代
を
経
て
伝
統
的
経
学
の
再
構
成
に
よ
っ
て
成

立
し
た
采
学
の
世
界
観
に
基
づ
-
ま
っ
た
-
斬
新
な
解
釈

(所
謂
新
注
)
で
あ
る
｡

新
注
以
後
の
三
者
は
こ
の
新
注

へ
の
批
判
を
基
調
と
す
る
点
で
共
通
す
る
C
『古
義
』
は
ま
ま

創
見
を
含
む
が
'

1
万
で
多
-

『集
注
』
を
襲
い
他
方
ま
た
古
注
系
も
援
用
す
る
な
ど
や
や
折

衷
的
で
あ
る
｡
『徴
』
は
徹
底
し
た

『集
注
』
の
末
学
的
解
釈

へ
の
批
判
を
展
開
し
文
献
実
証
主

義
的
観
点
か
ら
古
注
を
採
る
こ
と
が
多
く

ま
た
時
に
創
見
を
展
開
す
る
｡
『正
義
』
は
'
采
学

的
方
法
を
批
判
し
考
証
学
的
方
法
に
基
づ
-
も
の
で
『徴
』
と
同
様
の
方
法
に
立
ち
､
時
に
『徴
』

か
ら
の
示
唆
と
見
ら
れ
る
解
釈
も
散
見
す
る
｡
其
の
考
証
は
最
も
網
羅
的
で
あ
る
が
'
解
釈
は

必
ず
し
も
明
快
で
は
な
い
｡

実
学
諸
家
の
説
を
援
用
し
っ
つ
朱
子
学
的
原
理
か
ら
の
演
輝
と
い
う
方
法
に
よ
る

『集
注
』

の
特
色
は
そ
の
道
徳
主
義
的
解
釈
に
あ
る
o
こ
の
点
で

『集
注
』
は
基
本
的
に
は
孔
子
の
言
説

の
歴
史
実
証
的
解
釈
に
は
さ
ほ
ど
貢
献
し
な
い
｡
こ
の
朱
子
学
的
原
理
か
ら
す
る
遺
徳
主
義
的

解
釈

へ
の
批
判
と
し
て
文
献
実
証
主
義
的
方
法
に
よ
る
解
釈
を
打
ち
出
し
た
の
が

『徴
』
で
あ

る

(『古
義
』
は
そ
の
先
駆
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
宋
学
的
方
法
か
ら
の
脱
皮
と
い
う
点
で
は
不

徹
底
で
あ
る
)
｡
ま
た
こ
れ
と
時
と
場
所
と
を
異
に
し
つ
つ
も
同
じ
-
文
献
実
証
主
義
的
方
法
に

拠
っ
て
従
来
の
解
釈
を
綜
合
せ
ん
と
し
た
の
が

『正
義
』
で
あ

っ
た
｡
た
だ
し
､
『徽
』
『正
義
』

の
文
献
実
証
主
義
は
現
存
す
る
文
献
す
な
わ
ち
戦
国
期
と
漢
代
の
文
献
に
拘
束
さ
れ
る
た
め

に
､
こ
の
時
期
の
儒
家
の
言
説
に
影
響
の
大
き
い
孟
子
や
苛
子
の
観
点
か
ら
す
る
理
解
が
自
ず

と
そ
の
基
調
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
U
つ
ま
り
そ
の
実
証
主
義
に
も

や
は
り
限
界
の
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
｡

し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
諸
注
釈
を
注
意
深
-
読
み
さ
え
す
れ
ば
､
こ
れ
ら
の
文
に
お
け
る
仁

の
概
念
が
自
ず
と
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
O
む
し
ろ
此
れ
ら
の
注
釈

は
其
の
時
代
的
制
約
や
方
法
的
限
界
を
避
け
が
た
-
帯
び
て
い
る
の
で
あ
り
､
そ
の
制
約
や
限

界
を
読
み
切
り
つ
つ
､
そ
れ
ら
の
表
現
の
奥
に
横
た
わ
る
仁
の
実
像
に
迫
る
と
い
う
方
法
､
即

ち
時
に
此
れ
ら
の
注
釈
を
否
定
的
媒
介
と
し
て
よ
む
と
い
う
方
法
に
よ
る
し
か
な
い
の
で
あ

る
｡

(
≡

)

し
か
ら
ば
'
此
れ
ら
の
注
釈
を
時
に
否
定
的
媒
介
と
し
て
読
む
た
め
の
基
準
と
な
る
よ
う
な

知
見
は
有
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
を
提
供
す
る
も
の
が
近
代
以
降
の
研
究
成
果
で
あ
る
｡
近

代
以
降
の
文
字
学
的
研
究
や
思
想
史
的
研
究
の
成
果
は
こ
れ
ら
の
注
釈
を
吟
味
す
る
視
点
を

我
々
に
与
え
て
-
れ
る
の
で
あ
る
o

ま
ず
第

一
に
文
字
学
的
研
究
の
成
果
と
し
て
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
加
藤
常
賢
氏
の
仁
の
語

義
に
つ
い
て
の
所
説
で
あ
る
｡

加
藤
氏
は
'
｢仁
｣
字
を

｢
人
と
二
｣
の
含
意
文
字
で
二
人
が
相
稽
偶
す
る
所
か
ら

｢相
親
し

む
｣
意
で
あ
る
と
す
る
通
説
を
退
け
て
､
｢
人
を
意
符
と
見
'
二
を
聾
符
と
す
る
｣
譜
聾
文
字
と

見
る
説
を
採
り
､
こ
の
｢
人
｣
は
複
数
で
は
な
い
と
す
る
｡
そ
し
て
､
劉
鷹
の

『樺
名
』
の
｢仁

は
忍
な
り
』
に
よ
り
'
｢
仁
｣
字
の

｢
二
｣
の
暫
符
の
意
は

｢
忍
｣
で
あ
る
と
し
'
｢志
｣
の
字
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が

｢仁
｣
の
古
文
と
し
て
使
わ
れ
た
の
は
､
｢志
｣
と

｢
忍
｣
と
は
同
音
同
義
の
異
字
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
t
と
す
る
o
そ
の
上
で
'
｢
仁
｣
と
は
｢
忍
心
を
有

っ
た
人
｣
の
意
で
あ
る
､
と
す
る
｡

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
文
字
学
的
考
察
を
先
秦
文
献
に
適
用
し
て
､
そ
の
妥
当
性
を
次
の
よ
う

に
論
じ
て
い
る
｡

『孟
子
』
公
孫
丑
上
篇
に
､

人
は
皆
人
に
忍
び
ざ
る
の
心
を
有
す
｡
云
々
｡

と
あ
り
､
ま
た
蓋
心
下
篇
に
も
､

人
は
皆
忍
び
ざ
る
所
あ
り
'
之
を
其
の
忍
ぶ
所
に
達
す
る
は
仁
な
り
-

と
言
っ
て

｢不
忍
｣
を
以
て

｢仁
｣
を
解
釈
し
て
居
る
の
で
あ
る
｡
即
ち

｢じ
っ
と
堪

へ
て

屠
れ
な
い
心
｣
が
仁
で
あ
る
と
言
ふ
て
､
｢忍
｣
字
を
使

っ
て

｢仁
｣
を
説
明
し
て
居
る
｡
孟

子
は
明
白
に

｢仁
｣
と

｢
忍
｣
と
の
語
義
関
係
を
知
っ
て
､
か
や
-
な
説
明
を
し
た
と
思
ふ
｡

か
-
言
ふ
と
､
不
忍
が
仁
で
あ
る
な
ら
ば
､
仁
は
忍
で
は
な
い
で
は
な
い
か
と
言
ふ
疑
問

が
起
き
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
に
は
次
の
語
を
考

へ
て
貰

へ
ば
､
疑
問
は
忽
ち
氷
解
す
る
で
あ

ろ
う
D

不

忍
人
､
必
自
忍
也

(『国
語
』
晋
語
)
0

王
大
仁
､
太
不
忍
人
也

(『韓
非
子
』
内
儲
説
上
七
術
)
｡

即
ち
己
を
抑
堅
し
て
じ
っ
と
堪

へ
る
人
は
'
他
人
の
こ
と
を
見
て
は
じ
っ
と
し
て
居
れ
な
い

で
､
自
然
に
他
人
に
思
ひ
遣
り
の
心
便
ひ
が
生
じ
て
来
る
と
言
ふ
意
味
な
の
で
あ
る
｡
こ
の

両
文
で
明
白
な
通
り

｢不
忍
｣
と
は
他
人
に
封
し
て
ゞ
あ
り
､
自
己
に
封
し
て
は

｢
忍
｣
で

あ

っ
て
､
共
に
そ
れ
が

｢仁
｣
の

｢
二
｣
の
菅
の
意
な
の
で
あ
る
｡
で
あ
る
か
ら

｢
忍
｣
で

も

｢不
忍
｣
で
も

｢仁
｣
を
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
｡
｢
忍
｣
字
は

『説
文
』
に

｢能

(た
)
ふ
る
な
り
｣
と
あ
り
､
『康
雅
』
鐸
話
に
は

｢耐
な
り
｣
と
あ
り
､
東
京
族
の
注

に

｢堪
な
り
｣
と
あ
る
｡
共
に

｢己
を
じ
っ
と
堪

へ
る
｣
意
で
あ
る
o

孔
子
が
｢仁
者
は
其
の
言
ふ
や
試
す
-
之
を
残
す
や
難
す
｣
(顔
淵
篇
)
と
言
ふ
は
'
明
白

に

｢
匁
｣
｢難
｣
の
聾
で
仁
を
説
明
し
て
居
る
こ
と
が
解
る
｡
(中
略
)

そ
こ
で
進
ん
で

｢克
己
復
穏
日
仁
｣
の
句
を
問
題
に
す
る
O
こ
の
語
は

『左
侍
』
昭
公
十

二
年
に
既
に
見
え
て
居

っ
て
'

王
揖
而
入
､
蹟
不
食
､
潅
不
審
'
数
日
'
不
能
自
克
､
以
及
於
難
｡
仲
尼
日
､
古
也
有

志
､
克
己
復
穏
仁
也
｡

と
あ
る
｡
明
白
に
古
語
で
あ
る
｡
孔
子
は
こ
れ
を
採

っ
て
顔
回
に
教
え
た
の
で
あ
る
｡
二
の

句
で

｢克
｣
字
が
俊
ほ
れ
て
居
る
は
､
偶
然
で
な
-
､
且
つ

｢克
己
｣
と
熟
字
し
て
吊
る
も

偶
然
で
は
な
い
｡
｢克
｣
は

｢任
｣
が
原
義
で
あ
る
か
ら
､
｢
忍
｣
と
無
関
係
で
な
い
｡
ま
た

先
に

｢自
忍
｣
が

｢仁
｣
と
説
明
さ
れ
た
の
を
知
れ
ば
､
｢克
己
｣
と

｢己
｣
字
が
忍
の
意
の

克
と
熟
字
し
て
居
る
も
普
然
で
､
害
は
同
義
で
あ
る
こ
と
が
解
る
で
あ
ろ
う
.
｢
仁
を
残
す
は

己
に
由
る
｣
(顔
淵
篇
)
と
も
あ
る
｡
す
る
と
二
の
句
に
於
い
て
の
特
徴
は
､
｢復
穫
｣
の
二

字
の
有
す
る
鮎
に
有
る
こ
と
が
解
る
で
あ
ろ
う
0
即
ち

｢複
穏
｣
の
二
字
は
､
克
己
の
限
界

を
示
し
た
鮎
に
在
る
の
で
あ
る
D
白
己
抑
制
は
無
限
で
は
な
く

鰻
を
復
む
､
即
ち
穂
を
履

行
す
る
範
囲
に
於
い
て
す
る
と
言
ふ
意
味
な
の
で
あ
る
｡

仁
と
は
元
来
自
己
に
封
し
て
忍
び
､
他
人
に
封
し
て
忍
び
な
い
意
味
で
あ
る
か
ら
'

夫
仁
者
､
己
欲
立
而
立
人
'
己
欲
達
而
達
人

(薙
也
篇

)

｡

仲
弓
問
仁
｡
-
己
所
不
欲
､
勿
施
於
人

(顔
淵
篇
)

子
貢
間
口
､
有

≡
一口
而
可
以
終
身
行
之
者
乎
｡
千
日
､
其
恕
乎
'
己
所
不
欲
'
勿
施
於

人

(顔
淵
篇
)

な
ど
の
如
-
､
己
の
抑
制
と
他
人

へ
の
不
忍
が
明
白
に
見
え
て
屠

っ
て
､
こ
れ
こ
そ
仁
の
語

義
の
置
ハを
得
た
も
の
と
思
ふ
｡
｢愛
｣
或
ひ
は

｢親
｣
で
仁
を
説
-
は
､
以
上
の
例
を
以
て
見

㊨

る
と
､
封
他
の
一
面
の
み
を
一言
っ
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
解
る
で
あ
ろ
う

｡

以
上
の
加
藤
氏
の
見
解
は

｢己
の
抑
制
と
他
人
へ
の
不
忍
｣
を
仁
の
語
義
と
す
る
も
の
で
､

千
古
の
蒙
を
啓
-
卓
見
と
言
え
よ
う
｡
但
し
加
藤
氏
が
仁
字
の
意
味
を

｢
忍
心
を
有

っ
た
人
｣

と

｢心
｣
に
即
し
て
解
す
る
の
は
孟
子
の

｢
人
に
忍
び
ざ
る
の
心
｣
の
説
に
示
唆
を
得
た
も
の

か
と
思
わ
れ
る
が
､
後
述
の
よ
う
に
孔
子
に
お
い
て
は

｢
心
｣
は
未
だ
制
御
の
対
象
で
あ
っ
て

も
､
道
徳
性
の
中
心
と
し
て
は
認
識
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
'
こ
の
字
説
を
そ
の
ま
ま

孔
子
の
仁
に
適
用
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
O
し
か
し
､
加
藤
氏
が
仁
の
語
義
の
本

質
が

｢己
の
抑
制
と
他
人

へ
の
不
忍
｣
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
わ
れ
わ
れ
に
重
要

な
視
点
を
提
起
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
O

第
二
に
は
､
近
代
以
降
の
思
想
史
研
究
の
成
果
と
し
て
'
孔
子
の
思
想
と
孟
子
の
思
想
と
を

鮎

峻
別
す
る
と
い
う
観
点
が
次
第
に
明
確
に
な
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る

｡
こ
の
観
点
の
一
つ
と
し

て
仁
と
性
の
問
題
が
あ
る
.
周
知
の
よ
う
に
､
公
冶
長
第
五
に
子
貢
の
言
葉
と
し
て

｢夫
子
之

言
性
輿
天
道
､
不
可
得
而
聞
也
｡
｣
と
言
う
ご
と
-
'
孔
子
が
性
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
言
及
せ
ぎ

り
し
事
は
た
し
か
な
よ
う
で
あ
る
｡
ま
た
孔
子
の
言
の
真
な
る
や
否
や
は
留
保
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
が
､
『論
語
』
に
お
い
て
唯

一
の
性
に
言
及
す
る
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
陽
貨
第
十
七
の
｢
子

R
t
性
相
近
也
､
習
相
違
也
｡
｣
に
つ
い
て
も
､
そ
こ
に
語
ら
れ
る
性

-
先
天
的
資
質
は
'
む
し

ろ
習
-
後
天
的
資
質
に
比
し
て
よ
り
消
極
的
評
価
し
か
受
け
て
い
な

い
｡
さ
ら
に
は
論
語
の
も

っ
と
も
古
層
の
テ
キ
ス
-
と
考
え
ら
れ
る
先
の
二
十
章
の
ど
こ
に
も
性
の
語
が
な
い
｡
仁
を
人

が
生
来
の
性
と
し
て
先
天
的
に
有
す
る
と
い
う
の
か
､
孔
子
本
来
の
思
想
で
は
な
い
二
と
は
明
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㊨

ら
か
で
あ
る
｡
こ
の
仁
が
性
と
し
て
人
に
内
在
す
る
と
い
う
思
想
が
孟
子
に
始
ま
る
こ
と

は

既

に
思
想
史
研
究
の
定
論
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
孔
子
は
仁
が
万
人
の
性
に
内
在
す
る
と
い

う
思
想
を
語
っ
た
こ
と
は
全
-
な
い
の
で
あ
る
｡

第
三
に
は
､
や
は
り
思
想
史
研
究
に
お
け
る
孔
子
と
孟
子
の
思
想
を
峻
別
す
る
と
い
う
成
果

と
し
て
､
仁
と
心
の
問
題
が
あ
る
｡
孟
子
の
よ
う
に
仁
が
性
に
内
在
す
る
と
説
け
ば
'
仁
が
心

㊨

に
内
在
す
る
と
い
う
議
論
は
道
徳
主
義
に
た
つ
以
上
必
然
的
帰
結
で
あ
る

｡
し
か
し
'
個
の
薙

也
篇
の

｢其
の
心
三
月
仁
に
違
わ
ず
｣
と
言
う
孔
子
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に
'
こ
れ
は

｢心
｣

が

｢仁
｣
と
い
う
あ
り
方
に
則
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
っ
て
､
心
の
中
に
仁
が
在
る
の
意
で
は

な
い
O
か
り
に
心
に
仁
が
内
在
す
れ
ば
'
心
が
仁
に
違
う
と
い
う
表
現
は
出
て
こ
な
い
は
ず
で

あ
る
｡
孔
子
が
仁
を
心
内
の
も
の
と
し
て
説
い
た
こ
と
は
仝
-
な
い
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
孔
子

の
仁
と
は

｢心
｣
を
も
制
御
の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
､
こ
れ
を
性
や
心
に
内
在
す
る
も

の
と
す
る
と
い
う
観
念
的
立
論
は
孔
子
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
｡

こ
れ
に
つ
い
て
は
夙
に
栗
田
直
窮
民
の
考
察
が
あ
る
｡
栗
田
氏
は
､
論
語
に
五
例
見
ら
れ
る

｢心
｣
の
用
語
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
､
馬
政
篇
の

｢七
十
而
従
心
所
欲
不
漁
矩
｣
に
つ
い
て
､

｢
そ
の

『心
』
は
何
等
か
意
欲
を
働
か
す
も
の
で
あ
る
こ
と
､
ま
た
そ
れ
が
自
然
の
ま
ま
に
放

任
さ
れ
れ
ば
矩
を
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
､
が
知
ら
れ
る
｣
と
し
､
薙
也
篇
の

｢
回
也
､

其
心
三
月
不
達
仁
｣
に
つ
い
て
は
､
｢薙
也
篇
の

『心
』
も
'
仁
を
と
り
行
ふ
主
髄
で
は
あ
る
が

時
に
仁
に
違
ひ
易
き
も
の
で
あ
り
'
む
し
ろ
遠
は
ぬ
よ
う
に
修
練
し
て
行
-
必
要
の
あ
る
も
の

で
あ
る
｣
と
L
t
｢
こ
れ
ら
の

『心
』
は
我
々
が
常
識
的
に
使
っ
て
い
る

『
こ
こ
ろ
』
と
い
ふ
語

に
近
似
し
て
ゐ
る
｡
そ
れ
は
善
に
も
悪
に
も
動
揺
す
る
も
の
で
あ
り
､
欲
求
と
い
ふ
や
-
な
も

の
も
感
情
的
な
も
の
も
或
は
知
的
な
も
の
も
含
ん
で
居
り
､
明
確
な
限
定
を
映
-
観
念
で
あ
る
｣

と
述
べ
､
さ
ら
に
詩
や
書
の
考
察
も
ふ
ま
え
て
､
｢
こ
の
よ
う
に
見
て
-
る
と
､
論
語
や
詩
経
､

尚
書
に
於
け
る

『心
』
は
､
ど
こ
ま
で
も
常
識
的
な
意
味
の
も
の
で
あ
り
'
特
別
に
道
徳
的
な

意
味
も
輿
へ
ら
れ
て
ゐ
ず
､
『心
』
そ
の
も
の
に
就
い
て
の
考
察
も
現
れ
て
ゐ
な
い
こ
と
が
知
ら

れ
る
｣
と
結
論
す
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
孟
子
に
お
い
て
は

｢
そ
の

『心
』
の
扱
ひ
か
た
に
在
る

進
展
が
あ
る
と
い
ふ
の
は
､
『心
』
が
特
に
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
で

あ
る
｣
と
し
､
｢
『心
』
に
道
徳
的
心
情
と
い
ふ
様
な
意
味
が
濃
厚
に
な
っ
て
'
政
治
道
徳
説
に

⑳

於
け
る
中
心
的
な
地
位
に
推
し
す
す
め
ら
れ
て
ゐ
る
よ
う
に
見
え
る
｣
と
述
べ
て
い
る
｡

こ
の
指
摘
は
思
想
史
の
実
態
と
し
て
概
ね
妥
当
な
も
の
で
あ
ろ
う

(栗
田
氏
の

｢常
識
的
｣

と
い
う
限
定
は
思
想
史
的
考
察
と
し
て
著
し
-
暖
味
で
あ
る
が
)
｡
孔
子
に
お
い
て
は
｢心
｣
は

稀
に
言
及
さ
れ
て
も
そ
れ
は
道
徳
的
に
制
御
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
､
道
徳
性
の
中
心
と
し
て

位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡

第
四
に
は
､
や
は
り
孔
子
の
思
想
と
孟
子
の
そ
れ
と
の
峻
別
と
い
う
思
想
史
研
究
の
観
点
か

ら
提
起
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
'
｢仁
の
害
､
親
に
事
ふ
る
こ
れ
な
り
｣
(孟
子

･
離
婁
上
)
と

い
う
よ
う
に
､
仁
を
明
確
に
血
縁
共
同
体
中
心
の
倫
理
と
し
て
解
釈
す
る
の
も
､
孟
子
に
始
ま

㊧

る
も
の
で
あ
っ
て
､
孔
子
の
仁
の
概
念
を
こ
の
よ
う
な
規
定
に
も
と
ず
い
て
理
解

せ
ね
ば
な
ら

な
い
何
の
根
拠
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
規
定
か
ら
自
由
に
こ

れ
ら
二
十
章
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
と
言
え
よ
う
｡

第
五
に
は
､
墨
家
と
儒
家
と
の
交
渉
と
い
う
思
想
史
的
観
点
か
ら
提
起
さ
れ
る
知
見
で
あ
る
｡

そ
れ
は

｢仁
人
｣
な
る
語
の
後
出
性
と
い
う
問
題
で
あ
る
｡
従
来
の
注
釈
は
全
て

｢仁
者
｣
と

｢仁
人
｣
の
概
念
を
同

一
の
も
の
と
し
て
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
､
先
の
二
十
章
に
も
明
ら

か
な
よ
う
に
､
孔
子
本
来
の
用
語
は

｢仁
者
｣
で
あ
っ
て
､
｢
仁
人
｣
で
は
な
い
｡
『論
語
』
で

は
テ
キ
ス
-
的
に
後
出
と
見
ら
れ
る
衛
婁
公
第
十
五
に

一
例
見
ら
れ
る
の
み
で
､
｢仁
者
｣
の
請

が
上
論
に
7
章
､
下
論
に
6
章
に
わ
た
っ
て
多
用
さ
れ
て
い
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
｡
｢仁
人
｣

の
語
は
前
四
世
紀
前
半
か
ら
半
ば
ご
ろ
の
墨
家
の
盛
ん
に
使
用
し
た
用
語
で
'
前
四
世
紀
末
に

活
躍
す
る
孟
子
や
前
三
世
紀
半
ば
に
活
躍
す
る
萄
子
が
盛
ん
に
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
､
儒
家
の
用
語
と
し
て
定
着
す
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
語
は
極
め
て
政
治
的
な
概
念
で
あ
っ

㊧

て
､
(
理
想
の
治
者
)
を
さ
し
て

｢仁
人
｣
と
称
し
た

こ
と
に
由
来
す
る
｡
｢
仁
者
｣
に
は
こ
の

よ
う
な
含
意
は
本
来
ま
っ
た
-
な
い
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り

｢仁
人
｣
の
語
は
仁
の
概
念
の
政
治

的
展
開
が
盛
ん
に
な
さ
れ
た
時
代
の
産
物
な
の
で
あ
る
｡
言
い
換
え
れ
ば
本
来
の
仁
の
概
念
は

｢仁
人
｣
と
い
う
規
定
か
ら
は
自
由
に
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

以
上
の
五
点
は
我
々
が
諸
注
釈
を
吟
味
す
る
際
の
重
要
な
手
掛
か
り
と
な
る
も
の
と
思
わ
れ

る

｡

(
四
)

そ
こ
で
こ
れ
ら
諸
注
釈
や
近
代
以
降
の
研
究
の
知
見
を
踏
ま
え
つ
つ
､
ま
ず
各
章
の
訓
読
を

提
示
し
'
つ
い
で
其
の
章
に
つ
い
て
の
各
注
を
記
し

(た
だ
し

『古
義
』
は
創
見
に
限
り
記
す

に
と
ど
め
る
)
､
其
の
解
釈
の
問
題
点
を
論
じ
た
う
え
で
解
釈
を
提
示
し
'
最
後
に
そ
こ
に
お
け

る
仁
の
概
念
を
確
認
し
て
ゆ
き
た
い
｡

そ
の
際
に
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
'
本
稿
に
お
い
て
用
い
る

｢倫

理
｣
と
｢道
徳
｣
と
い
-
概
念
に
つ
い
て
で
あ
る
｡
本
稿
に
お
い
て
は
｢倫
理
｣
は
ジ
ッ
テ
(S
itte)

即
ち
歴
史
的
に
形
成
せ
ら
れ
た
る
人
倫
的
秩
序
･習
俗
の
謂
で
あ
り
､
｢道
徳
｣
と
は
モ
ラ
ー
ル

(M
or
al)即
ち
主
観
的
道
徳
意
識
に
基
づ
い
て
為
す
所
の
行
為
や
あ
り
方
の
謂
で
あ
る
'
と
し
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て
用
い
る
｡
｢仁
｣
の
概
念
を
考
察
す
る
方
法
的
概
念
と
し
て

｢倫
理
｣
と

｢道
徳
｣
を
ま
ず
は

こ
の
よ
う
に
概
念
規
定
し
て
お
き
た
い
｡
例
え
ば
こ
の
概
念
規
定
に
従
え
ば
､
君
-
臣
'
父
-

子
､
兄
-
弟
と
い
う
関
係
に
お
け
る
規
範
は

｢倫
理
｣
の
範
噂
に
属
し
'
己
-
人
と
い
う
関
係

に
お
け
る
規
範
は

｢道
徳
｣
の
範
噂
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
詳
し
-
は
各
章
の
考

察
に
お
い
て
論
じ
た
い
｡

初

子
日
は
-

｢
人
に
し
て
不
仁
な
れ
ば
､
穂
を
如
何
せ
ん
'
人
に
し
て
不
仁
な
れ
ば
､
楽

を
如
何
せ
ん
｡
｣

(集
解
)
萄
氏
日
'
言
人
而
不
仁
､
必
不
能
行
穫
楽
也
｡

(義
疏
)
此
章
亦
篤
李

氏
出
也
'
季
氏
借
濫
王
者
薩
楽
､
其
既
不
仁
則
奈
此
砥
楽
何
乎
｡

(注
疏
)
此
章
言

穏
柴
資
仁
而
行
也
｡
-
如
､
奈
也
｡
言
人
面
不
仁
'
奈
此
穂
柴
何
'
謂
必
不
能
穂
柴
也
｡

(集
注
)
源
氏
日
'
人
而
不
仁
'
則
人
心
亡
夫
､
其
如
穏
柴
何
哉
.
言
錐
欲
用
之
､
而

穏
柴
不
篤
之
用
也
.
程
子
日
'
仁
者
天
下
之
正
理
､
失
正
理
則
無
序
而
不
和
｡

(敬
)

穏
楽
者
先
王
之
道
也
o
先
王
之
道
安
民
之
道
也
｡
仁
安
民
之
徳
也
｡
故
萄
非
仁
人
､
則

穏
楽
不
篤
之
用
｡
･･･瀞
氏
日
･･･､
程
子
日
-
､
皆
不
知
聖
人
之
道
馬
先
王
之
道
也
｡
不

知
此
章
之
言
残
在
上
着
俊
之
也
o

(正
義
)
儒
行
云
､
穏
節
者
仁
之
貌
也
､
歌
柴
者

仁
之
和
也
'
椎
柴
所
以
飾
仁
､
故
惟
仁
者
能
行
穏
柴
｡
仲
尼
燕
居
云
-
言
而
履
之
穏
也
､

行
而
禦
之
柴
也
｡
君
子
力
此
二
者
'
以
南
面
而
立
､
夫
是
以
天
下
太
平
也
｡
案
､
言
而

履
之
､
行
而
柴
之
'
此
仁
者
所
篤
､
孟
子
論
椎
柴
而
推
本
於
事
親
従
兄
寛
仁
義
之
責
O

仁
統
四
徳
､
故
此
言
不
仁
不
能
行
碓
禦
也
｡

こ
の
章
の
訓
読
が
右
の
よ
う
に
な
る
こ
と
は
諸
注
と
も
問
題
は
な
い
｡

『集
解
』
に
よ
れ
ば
'
不
仁
の
人
は
砥
柴
を
行
う
こ
と
は
で
き
ぬ
と
い
う
｡
つ
ま
り
仁
は
砥

柴
を
な
す
た
め
の
必
須
の
道
徳
的
要
件
で
あ
る
と
い
う
｡
こ
の
よ
う
に
言
う
背
景
を
補
足
す
る

の
が

『義
疏
』
で
'
こ
れ
は
季
氏
が
王
者
の
砥
柴
を
倦
濫
し
た
こ
と
へ
の
批
判
が
こ
め
ら
れ
て

い
る
と
い
う
｡
こ
れ
は
八
佃
篇
の
冒
頭
の
章
に

｢孔
子
李
氏
を
謂
ふ
､
八
伯
庭
に
舞
は
し
む
､

是
を
L
も
忍
ぶ
可
-
ん
ば
､
執
れ
を
か
忍
ぶ
べ
か
ら
ざ
ら
ん
｡
｣
と
､
李
氏
が
天
子
の
八
伯
の
舞

を
倍
濫
し
た
こ
と
を
指
し
て
言
う
と
い
う
理
解
で
あ
る
｡
こ
の
章
に
次
い
で
第
二
章
に

｢三
家

の
者

確
を
以
て
徹
す
｣
と
あ
り
､
仲
孫

･
叔
孫

･
李
孫
の
三
家
が
祭
を
徹
す
る
時
に
天
子
の

宗
廟
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
確
の
柴
を
用
い
た
こ
と
を
記
す
｡
そ
し
て
第
三
章
に
お
い
て
こ
の

孔
子
の
言
葉
が
語
ら
れ
る
｡
し
た
が
っ
て

『義
疏
』
の
よ
う
に
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
｡

『注
疏
』
も
ま
た
こ
れ
を
襲
っ
て
い
る
｡

し
か
ら
ば
こ
こ
に
い
-

｢不
仁
｣
は
'
李
氏

(三
桓
)
に
お
け
る
倫
理
的
逸
脱
を
指
し
て
言

-
も
の
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
問
題
は
孔
子
が
こ
れ
を
｢
臣
｣
の
倫
理
と
し
て
よ
り
も
｢
人
｣

の
道
徳
と
い
う
次
元
で
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
諸
侯
の
脚
に
過
ぎ
ぬ
も
の
が
天
子
の
穫
柴

を
借
濫
す
る
こ
と
を
君
臣
倫
理
と
い
う
次
元
で
は
な
-
､
｢
人
｣
の
道
徳
と
い
う
次
元
で
と
ら
え

て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
は
即
ち

｢
仁
｣
と
は
礼
楽
と
い
-
倫
理
的
行
為
に
不
可
欠
の

｢
人
｣

と
い
う
次
元
で
語
ら
れ
る
道
徳
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
｡

『集
注
』
は
こ
の

｢
人
｣
の
道
徳
と
し
て
の

｢仁
｣
と
い
う
普
遍
的
な
方
向

へ
徹
底
し
て
解

釈
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
｡
瀞
氏
の
｢仁
｣
を

｢
人
心
｣
と
い
う
解
は

『孟
子
』
告
子
上
に
｢仁
､

人
心
也
｣
と
既
に
言
え
る
も
の
で
あ
り
'
程
子
が
こ
れ
を

｢
天
下
の
正
理
｣
を
以
て
解
す
る
の

は
仝
-
理
学
流
の
解
釈
で
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
朱
子
は

｢仁
｣
を
人
の
普
遍
的
倫
理
と
し
て

措
定
L
t
同
時
に
天
下
の
秩
序
の
原
理
と
し
て
指
定
す
る
｡
つ
ま
り
政

(政
治
)
教

(道
徳
)

の
両
面
か
ら
普
遍
的
倫
理
と
し
て
定
義
す
る
の
で
あ
る
O
こ
の
背
景
に
は
仁
を
性
と
し
て
心
に

内
在
す
る
も
の
と
し
つ
つ
､
し
か
も
性
は
万
物
の
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
仁
は
天
下
の
理
で

も
あ
る
と
い
う

《
性
即
理
》
の
世
界
観
が
在
る
o
こ
れ
は
非
常
に
論
理
的
に
は
整
合
し
た
解
釈

で
あ
る
が
､
あ
-
ま
で
朱
子
学
の
教
義

《
ド
グ
マ
》
で
あ
る
｡

『徴
』
は
こ
の
よ
う
な
朱
子
学
的
教
義
を
仏
教
論
理
の
亜
流
と
し
て
批
判
す
る
｡
こ
こ
で
は

源
氏
や
程
子
の
所
説
は
み
な
聖
人
の
道
の
何
た
る
か
を
知
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
と
退
け
る
｡
そ
し

て
聖
人
の
道
と
は
先
王
の
道
に
外
な
ら
ず
､
｢穫
禦
｣
は
そ
の
道
で
あ
り
､
｢仁
｣
は
そ
の
徳
で

あ
る
と
い
う
｡
し
た
が
っ
て

｢仁
｣
と
は

｢民
を
安
ん
ず
る
｣
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
す
る
｡

祖
裸
の
方
法
は
歴
史
実
証
主
義
的
で
あ
り
多
-
の
注
目
す
べ
き
成
果
が
み
ら
れ
る
が
､
先
述
の

よ
う
に
そ
の
実
証
主
義
に
は
そ
の
時
代
的
制
約
や
依
拠
す
る
文
献
か
ら
-
る
自
ず
か
ら
な
る
限

界
も
あ
っ
た
｡
そ
の
時
代
的
制
約
の
問
題
は
今
は
措
-
と
し
て
'
そ
の
文
献
批
判
の
不
撤
底
か

ら
-
る
問
題
は
看
過
で
き
な
い
｡
例
え
ば

｢先
王
の
道
｣
の
語
は
実
は
孔
子
は

一
度
も
口
に
し

て
い
な
い
(学
而
第

一
に
有
子
の
言
葉
と
し
て

一
条
見
え
る
の
み
)
｡
こ
れ
を
立
論
の
中
心
に
据

え
る
の
は
孟
子
に
始
ま
る
｡
ま
た

｢
苛
も
仁
人
に
非
ざ
れ
ば
'
則
ち
薩
柴
も
こ
れ
が
用
を
残
さ

ず
｣
と
い
う

｢仁
人
｣
の
語
も
祖
裸
の
好
ん
で
用
い
る
も
の
だ
が
'
先
述
の
よ
-
に
孔
子
本
来

の
言
葉
使
い
で
は
な
い
｡
そ
し
て
な
に
よ
り
も

｢仁
｣
を

｢安
民
之
徳
｣
と
す
る
の
は
孟
子
の

｢仁
政
｣
｢王
道
｣
に
類
比
さ
れ
る
理
解
で
あ
っ
て
'
こ
れ
を
以
て
孔
子
本
来
の
仁
の
概
念
と
す

る
の
は
文
献
実
証
的
に
は
仝
-
無
理
が
あ
ろ
う
0
た
し
か
に
下
論
に
お
い
て
は
管
仲
を

｢
仁
｣

と
す
る
例

(憲
問
第
十
四
)
が
あ
る
に
し
て
も
､
上
論
の
仁
概
念
に
は
全
-
こ
の
よ
う
な
政
治

的
功
業
を
合
意
す
る
用
例
は
み
ら
れ
ず
､
管
仲

へ
の
否
定
的
評
価
に
見
る
よ
-
に
む
し
ろ
仁
概

念
に
政
治
的
功
利
性
を
付
与
す
る
こ
と
を
峻
拒
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

し
か
し
な
が
ら

『徽
』
が

｢此
の
章
の
言
上
に
在
る
者
の
篤
に
こ
れ
を
登
す
る
な
り
｣
と
い

う
の
は
傾
聴
す
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
｡
仁
が
万
人
に
先
験
的
に
内
在
す
る
性
で
あ
る
と
い
う
の
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は
孟
子
に
始
ま
る
考
え
で
あ
り
'
こ
れ
に
よ
れ
ば
君
子
小
人
の
別
な
-
仁
の
実
践
が
要
請
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
｡
し
か
し
祖
裸
は
こ
の
よ
う
な
孟
子
の
先
験
的
道
徳
説
に
は
仝
-
従
わ
な
い
o

仁
は
あ
-
ま
で
も

｢上
に
在
る
者
｣
即
ち
君
子
と
い
う
治
者
階
級
に
要
請
さ
れ
る
徳
で
あ
る
と

い
う
の
が
祖
裸
の
見
解
で
あ
る
｡
そ
し
て
此
の
見
解
は
こ
の
章
の
古
注
系
の
解
釈
に
照
ら
し
て

妥
当
な
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
こ
の
よ
-
に
春
秋
時
代
に
お
け
る

｢
人
｣
と
は

一
般
的
に
は
治
者

⑳

階
級
の
人
々
を
指
す
概
念
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

点
は
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
O

『正
義
』
は
砥
記
を
引
用
し
た
う
え
で
､
孟
子
の
論
を
援
用
す
る
o
そ
の
観
点
は
多
-

『徽
』

と
共
通
す
る
D
仁
を
政
治
的
功
業
を
も
た
ら
す
徳
と
す
る
点
､
仁
を
諸
徳
を
統
べ
る
も
の
と
す

る
点
な
ど
は
全
-
同
じ
で
あ
る
｡
(た
だ
劉
葉
柄
は
自
説
を
展
開
す
る
こ
と
に
祖
裸
ほ
ど
果
敢
で

は
な
-
､
先
秦
漢
代
の
文
献
や
清
朝
考
証
学
の
諸
家
の
見
解
を
網
羅
す
る
こ
と
に
意
を
用
い
て

い
る
)
0

以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
て
'
此
の
章
の
趣
旨
を
把
握
す
る
な
ら
ば
､
季
氏
ら
の
天
子
の
穫
楽

へ
の
僧
濫
に
対
し
て
､
｢
人
｣
と
し
て
の

｢仁
｣
を
欠
落
し
た
も
の
が
砥
楽
を
用
い
て
も
そ
の
砥

柴
の
本
来
の
意
味
を
発
揮
す
る
も
の
で
は
な
い
､
と
い
う
孔
子
の
批
判
と
解
し
え
よ
う
｡
こ
こ

で
は

｢
仁
｣
と
は
治
者
が
必
須
の
も
の
と
し
て
ふ
ま
え
る
べ
き

｢
人
｣
と
し
て
の
道
徳
的
な
あ

り
方
を
意
味
し
て
い
よ
う
｡

榔

子
日
は
-

｢
里
は
仁
を
美
し
と
質
す
'
揮
び
て
仁
に
慮
ら
ず
ん
ば
､
蔦
-
ん
ぞ
知
た
る

を
得
ん
｡
｣

(集
解
)
鄭
玄
日
'
里
者
民
之
所
屠
也
'
屠
於
仁
者
之
里
'
是
篤
善
也
o
/
鄭
玄
日
､

求
善
屠
而
不
慮
仁
者
之
里
'
不
得
馬
有
智
也
｡

(義
疏
)
里
者
隣
里
也
'
仁
者
仁
義

也
'
此
篇
明
凡
人
之
性
易
馬
染
箸
､
遇
善
則
升
､
逢
悪
則
墜
､
故
居
庭
宜
慣
必
揮
仁
者

之
里
也
｡
所
以
次
前
者
､
明
季
氏
悪
由
不
近
仁
､
今
示
避
悪
徒
善
宜
居
仁
里
､
故
以
里

仁
次
於
季
氏
也
｡
/
里
者
民
之
所
居
底
也
､
-
仁
者
博
施
済
衆
也
､
言
人
居
宅
必
揮
有
仁

者
之
里
'
所
以
篤
実
o
里
仁
既
為
美
'
則
間
仁
亦
美
可
知
也
.
/
中
人
易
染
､
遇
善
則
善
､

遇
悪
則
意
､
若
求
居
而
不
揮
仁
里
而
庭
之
'
則
是
無
智
之
人
､
故
云
駕
得
智
也
｡
/
沈
居

士
日
､
言
所
居
之
里
尚
以
仁
地
雷
美
'
況
揮
身
所
庭
､
而
不
慮
仁
道
'
安
待
智
乎
｡

(症

疏
)
此
章
言
'
居
必
揮
仁
也
｡
里
仁
馬
美
者
､
里
屠
也
'
仁
者
之
所
属
庭
､
謂
之
里
仁
､

凡
人
之
揮
居
'
居
於
仁
者
之
里
'
是
窺
美
也
｡
揮
不
慮
仁
蔦
得
知
者
､
蔦
猶
安
也
､
揮

求
居
虞
而
不
慮
仁
者
之
里
'
安
得
烏
有
知
也
｡

(集
注
)
里
有
仁
厚
之
俗
篤
美
､

揮
里
而
不
屠
於
是
蔦
､
則
失
其
是
非
之
本
心
､
而
不
得
馬
知
夫
｡

(敬
)
里
仁
馬
美
'

古
言
.
孔
子
引
之
o
何
者
､
里
訓
居
'
孟
苛
可
徽
駕
.
屠
仁
H
里
仁
'
非
孔
子
時
之
言
､

故
知
其
篤
古
言
也
O
揮
不
慮
仁
駕
得
知
'
孔
子
之
言
也
｡
何
以
知
之
'
饗
里
馬
鹿
也
o

-
孟
子
引
此
章
之
言
両
日

｢
夫
仁
天
之
尊
爵
也
､
人
之
安
宅
也
｡
｣
又
日

｢屠
仁
由
義
｣

又
日

｢居
天
下
之
簾
居
｡｣
敦
言
而
不
己
｡
蓋
本
於
此
｡
-
鄭
玄
解
論
語
日
､
盾
於
仁
者

之
里
是
篤
実
｡
猶
之
可
美
o
求
居
而
不
慮
仁
者
之
里
､

不
得
烏
有
知
o
古
今
言
錐
殊
､

安
有
謂
仁
者
之
里
馬
仁
篤
者
平
｡
可
謂
謬
実
｡
･･･凡
知
者
必
有
所
揮
､
故
日
揮
､
非
必

揮
居
之
謂
也
｡
且
古
人
皆
土
着
'
揮
屠
之
事
至
少
英
｡
且
二
十
五
家
鶏
里
'
里
有
仁
厚

之
俗
､
不
近
人
情
夫
｡

(正
義
)
-
萄
子
勧
学
篇
､
｢故
君
子
居
必
揮
郷
､
湛
必
就
士
､

所
以
防
邪
僻
而
近
中
正
也
｣
O
今
求
盾
不
慮
仁
者
之
里
､
是
無
知
人
之
明
､
不
得
烏
有
知

夫
｡
鄭
氏
此
訓
輿
論
語
古
文
義
合
｡
皇
疏
引
沈
居
士
云
､
言
所
居
之
里
尚
以
仁
地
鳥
美
'

況
揮
身
所
産
而
不
慮
仁
道
､
安
得
智
乎
｡
案
､
孟
子
公
孫
丑
上
､
孟
子
日
'
｢天
人
豊
不

仁
於
画
人
哉
'
矢
人
惟
恐
不
傷
人
'
画
人
惟
恐
傷
人
｡
塞
匠
亦
然
o
故
術
不
可
不
慎
也
｡

孔
子
日
'
里
仁
馬
美
､
揮
不
慮
仁
､
蔦
得
智
O
夫
仁
天
之
尊
爵
也
'
人
之
安
宅
也
.
莱

之
禦
､
而
不
仁
'
是
不
智
也
｡
｣
観
孟
子
所
言
'
是
揮
指
行
事
｡
沈
説
蓋
本
此
､
於
義
亦

通
｡

こ
の
章
の
訓
読
が
右
の
よ
う
に
な
る
の
は
諸
注
と
も
に

一
致
す
る
｡
し
か
し
､
そ
の
解
釈
は

孟
子
に
依
拠
し
て
読
む

『徽
』
に
お
い
て
は
他
と
異
な
り
'
『義
疏
』
『正
義
』
も
ま
た

一
解
と

し
て
そ
の
系
統
の
解
釈
を
記
す
｡
即
ち

『集
解
』
の
鄭
玄
の
解
釈
で
は

｢
(人
の
住
む
べ
き
)
里

よ

は
仁

(者
の
里
)
を
美
し
と
す
る
O
も
し

(住
む
べ
き
里
を
)
揮
ぶ
の
に
仁

(者
の
里
)
に
慮

ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
､
ど
う
し
て
知
と
い
え
よ
う
か
o
｣
と
な
る
o
注
疏
も
こ
れ
に
従
う
｡
こ
れ

よ

に
対
し
て
孟
子
の
論
理
に
よ
る
解
釈
は
､
｢
(人
の
住
む
べ
き
)
里
は
仁

(者
の
里
)
を
美
し
と

篤
す
､
(同
じ
よ
う
に
居
る
べ
き
所
を
)
揮
ぶ
の
に
仁
に
慮
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
'
ど
う
し
て
知

と
い
え
よ
う
か
｡
｣
(『義
疏
』
の
沈
居
士
)
'
或
い
は

｢
(人
の
屠
る
べ
き
所
の
)
皇
は
仁

(に
屠

よ

る
)
を
美
し
と
す
る
｡
(屠
る
べ
き
所
を
)
揮
ぶ
の
に
仁
に
慮
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
､
ど
う
し
て

知
と
い
え
よ
う
か
o
｣
(『徽
』
)
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡

こ
の
章
の
解
は
こ
の
点
で
難
解
で
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
の
里
仁
篇
首
章
の
次
章
の

｢不
仁
者

不
可
以
久
劇
矧
､
不
可
以
長
威
勢
､
仁
者
安
仁
'
知
者
利
仁
｡
｣
と
い
う

｢庭
｣
の
用
例
か
ら
掛

酌
す
る
と
'
本
章
の

｢揮
不
慮
出
｣
は
や
は
-

｢仁
者
の
里
に
慮
る
｣
で
は
な
-

｢仁

(と
い

う
あ
り
か
た
)
に
慮
る
｣
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
｡
ま
た

l
方
で

｢里
仁
馬
芙
｣
は

｢
里
｣
を

｢
お
る
｣
と
動
詞
に
解
す
る
の
で
は
な
-
､
名
詞
と
し
て
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
､

鄭
玄
の
ご
と
-
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
｡
し
た
が
っ
て
こ
の
章
は
沈
居
士
の
方
向
に
解
す

⑳

る
の
が
穏
当
で
あ
る
と
考
え
る
Q

即
ち
そ
の
解
釈
は

｢
人
の
住
む
べ
き
里
は
､
仁
者
の
い
る
里
に
住
む
の
を
善
し
と
す
る
が
､

そ
の
よ
う
に
人
の
居
る
べ
き
あ
り
か
た
も
仁
と
い
う
あ
り
か
た
を
拝
ん
で
慮
る
の
で
な
け
れ
ば
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ど
う
し
て
知
と
い
え
よ
う
か
｣
と
な
る
｡
し
た
が
っ
て
こ
の
章
の
趣
旨
は
'
｢
人
｣
が
普
遍
的
に

択
ぶ
べ
き
所
の
道
徳
的
な
あ
り
方
が
仁
で
あ
り
､
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
進
ん
で
択
ぶ
こ
と
が

知
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
｡

こ
こ
で
は

｢仁
｣
と
は
意
志
的
に
択
び
取
ら
れ
た
道
徳
的
な
あ
り
方
で
あ
る
こ
と
が
看
取
さ

れ
よ
う
0

㈲

子
日
は
-

｢不
仁
者
は
以
て
久
し
-
約
に
廃
る
べ
か
ら
ず
'
以
て
長
-
柴
に
慮
る
べ
か

ら
ず
｡
仁
者
は
仁
に
安
ん
じ
､
智
者
は
仁
を
利
と
す
｡
｣

(集
解
)
孔
安
国
日
､
久
困
則
篤
非
也
.
/
孔
安
国
日
､
必
騎
侠
也
｡
/
竃
氏
日
'
唯

性
仁
者
自
然
林
之
敵
う
謂
安
仁
也
｡
/
王
粛
日
､
知
仁
馬
美
､
放
利
行
之
也
｡

(義
疏
)

此
明
不
仁
之
入
居
世
無
宜
也
｡
約
猶
貧
困
也
､
夫
君
子
鹿
貧
愈
久
'
徳
行
無
壁
'
若
不

仁
之
人
久
居
約
㌧
則
必
斯
乳
質
盗
､
故
不
可
久
庭
也
｡
/
柴
富
貴
也
'
君
子
富
貴
愈
久
､

愈
好
稽
不
倦
'
若
不
仁
之
人
久
庭
富
貴
'
必
篤
鷹
溢
也
O/
携
行
仁
之
中
有
不
同
也
'
若

妻
性
自
仁
者
､
則
能
安
仁
也
'
何
以
験
之
､
仮
令
行
仁
獲
罪
'
性
仁
入
行
之
不
悔
'
是

仁
者
安
仁
也
｡
/
智
者
謂
識
昭
前
場
へ
而
非
性
仁
者
也
､
利
仁
者
其
見
行
仁
者
'
若
於
彼

我
皆
利
､
則
己
行
之
､
若
於
我
有
損
､
別
便
停
止
､
此
智
者
利
仁
也
｡
/
知
仁
馬
美
'
而

性
不
鰻
之
､
故
有
利
乃
行
之
也
｡

(注
疏
)
正
義
臼
此
章
明
仁
性
也
､
不
仁
者
不
可

以
久
虞
約
着
､
言
不
仁
之
人
不
可
令
久
長
虞
貧
約
㌧
若
久
困
則
馬
非
也
｡
不
可
以
長
虞

発
着
'
言
亦
不
可
令
久
長
虞
於
富
貴
逸
柴
'
若
久
長
虞
柴
則
必
騒
快
｡
仁
者
安
仁
者
､

謂
天
性
仁
者
'
自
然
安
而
行
之
也
｡
知
者
利
仁
者
､
知
能
照
識
前
事
､
知
仁
篤
実
､
政

利
而
行
之
也
｡

(集
注
)
約
'
窮
困
也
o
利
猶
貧
也
｡
蓋
探
知
篤
好
而
必
欲
得
之
也
O

不
仁
之
人
夫
其
本
心
｡
久
約
必
濫
､
久
柴
必
淫
｡
惟
仁
者
則
安
其
仁
'
而
無
適
不
然
｡

知
者
則
利
於
仁
､
而
不
易
所
守
｡
蓋
錐
深
浅
之
不
同
､
然
皆
非
外
物
所
能
奪
実
｡

(敬
)

不
仁
者
志
在
己
之
安
利
'
故
久
困
則
篤
非
､
長
柴
必
騒
快
｡
仁
者
之
於
仁
､
如
四
鰹
之

欲
安
快
､
時
或
離
之
へ
軌
復
思
之
｡
知
者
之
於
仁
､
如
小
人
之
見
利
'
錐
有
不
便
､
勉

強
求
之
o
朱
註
-
･以
仁
馬
本
心
'
以
富
貴
馬
外
物
0
本
於
仁
人
心
也
､
於
我
如
浮
雲
｡

然
仁
人
心
也
､
孟
子
性
善
之
説
､
其
葉
謂
仁
根
於
心
也
｡
於
我
如
浮
雲
､
謂
不
義
之
富

貴
耳
｡
末
儒
之
説
､
流
於
老
荘
｡

(正
義
)
不
仁
之
人
､
貧
富
皆
不
可
久
虞
'
故
先

王
制
民
便
有
恒
産
既
富
必
教
之
也
｡
安
仁
者
､
心
安
於
仁
也
o
利
仁
者
知
仁
馬
利
而
行

之
也
｡

こ
の
章
の
訓
読
が
右
の
よ
う
に
な
る
こ
と
は
各
注
と
も
問
題
な
い
｡

不
仁
者
は
久
し
-
約
因
に
慮
れ
ば
必
ず
非
を
な
し
､
富
貴
に
慮
れ
ば
贋
侯
と
な
る
と
い
う
の

が
古
注
系
の
理
解
で
あ
る
｡
こ
の
不
仁
者
を

『止
義
』
は

｢民
｣
に
解
し
て
い
る
が
'
古
注
系

は

｢柴
｣
を

｢富
貴
｣
(富
裕
で
高
貴
)
と
解
す
る
よ
う
に
勝
義
に
は

｢治
者
｣
の
ク
ラ
ス
を
念

頭
に
置
く
よ
う
で
あ
-
､
そ
れ
が
妥
当
で
あ
ろ
う
｡

｢不
仁
者
｣
に
つ
い
て
定
義
を
-
だ
し
て
い
る
の
は
､
『集
注
』
と

『徴
』
の
み
で
あ
る
｡
末

子
が

｢
そ
の
本
心
を
失
う
｣
と
い
う
の
は
先
験
的
な
道
徳
性

へ
の
無
自
覚
を
言
う
の
で
あ

っ
て
'

こ
れ
は

(孟
子
-
朱
子
学
)
系
の
解
釈
で
あ
る
｡
祖
殊
の

｢不
仁
者
は
志

己
れ
の
利
を
安
ん

ず
る
に
在
り
｣
と
い
う
の
が
､
孔
子
の
言
う

｢不
仁
者
｣
の
概
念
に
対
す
る
説
明
と
し
て
妥
当

を
も
の
で
あ
ろ
う
｡

し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な

｢不
仁
者
｣
に
対
立
す
る

｢
仁
者
｣
と
は
'
｢
己
れ

(
の
利
欲
)
を

道
徳
的
に
制
御
し
得
る
人
｣
と
い
う
概
念
に
な
ろ
う
｡

仁
者
と
は
こ
の

｢
仁
｣
を
自
然
に
体
し
て
い
る
人
､
智
者
と
は
功
利
的
判
断
か
ら
こ
の

｢
仁
｣

を
な
す
人
で
あ
る
､
と
い
う
の
が

『集
解
』
と

『徴
』
の
解
釈
で
あ
-
､
そ
う
解
す
る
の
が
妥

当
で
あ
ろ
う
0
こ
れ
を

｢性
｣
を
も
っ
て
解
す
る
の
は
先
述
し
た
よ
う
に
孟
子
の
概
念
に
よ
る

理
解
で
従
え
な
い
D

以
上
か
ら
こ
の
章
の
解
は
'
己
を
道
徳
的
に
制
御
し
得
な
い
不
仁
者
は
久
し
-
約
因
に
耐
え

る
こ
と
も
で
き
ず
非
を
為
す
に
至
り
､
長
-
富
貴
に
い
て
己
を
律
す
る
こ
と
が
で
き
ず
騒
供
に

流
れ
る
､
の
意
で
あ
ろ
う
｡
そ
こ
に
開
示
さ
れ
る
仁
の
概
念
は
己
を
道
徳
的
に
制
御
す
る
在
り

方
を
指
す
も
の
と
み
ら
れ
る
｡

㈲

子
日
は
-

｢唯
だ
仁
者
の
み
能
-
人
を
好
み
､
能
-
人
を
忌
む
D
｣

(集
解
)
孔
安
国
口
'
惟
仁
者
能
番
人
好
悪
也
｡

(義
疏
)
夫
仁
人
不
慮
'
故
能

言
人
之
好
悪
'
是
能
好
人
能
悪
人
也
｡
薙
也
仁
而
不
倭
'
是
也
o
/
又

1
解
云
､
謂
極
仁

之
人
也
､
極
仁
之
人
顔
氏
是
也
｡
既
極
仁
昭
､
故
能
識
審
他
人
好
悪
也
｡

(注
疏
)

正
義
日
､
此
章
言
'
唯
有
仁
徳
者
無
私
於
物
'
故
能
客
人
之
好
悪
也
｡

(集
注
)
好

悪
皆
去
聾
｡
/
蓋
無
私
心
､
然
後
好
悪
曽
於
理
'
程
子
所
謂
得
其
公
正
'
是
也
｡

(敬
)

仁
人
之
於
民
'
如
和
風
甘
雨
之
被
物
'
物
得
其
養
而
莫
不
生
長
'
故
其
好
人
悪
人
､
皆

有
益
於
人
也
｡
好
之
至
用
之
､
悪
之
至
退
之
｡
用
之
､
便
民
被
其
淳
O
退
之
､
使
民
免

其
害
｡
是
好
悪
之
有
益
於
人
也
､
是
謂
之
能
好
悪
人
､
言
其
蓋
好
悪
之
用
也
｡
/
孔
安
国

日
'
惟
仁
者
能
審
人
之
所
好
悪
｡
古
来
相
博
之
説
､
不
可
易
者
若
是
邪
｡
大
学
日
'
民

之
所
好
好
之
､
民
之
所
悪
悪
之
'
此
之
謂
民
之
父
母
是
也
｡
然
山豆
従
流
俗
之
謂
哉
､
以

安
民
馬
心
之
謂
也
｡

(正
義
)
岩
夫
仁
者
､
情
得
其
正
'
於
人
之
善
者
好
之
､
人
之

不
善
着
意
之
'
好
悪
威
菖
於
理
､
斯
惟
仁
者
能
之
也
｡/
焦
氏
循
補
疏
､
仁
者
好
人
之
所

好
'
悪
人
之
所
悪
､
故
馬
能
好
能
悪
｡
必
先
審
人
之
所
好
所
悪
､
而
後
人
之
所
好
好
之
'

人
之
所
悪
意
之
､
斯
馬
能
好
能
悪
也
｡
案
へ
注
説
頗
曲
､
姑
依
焦
説
通
之
｡
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こ
の
本
文
の
訓
読
が
右
の
よ
う
に
な
る
こ
と
は
疑
問
の
余
地
は
な
い
｡

こ
の
解
釈
を
複
雑
に
し
て
い
る
の
は
､
『集
解
』
所
引
の
孔
安
国
の
解
で
あ
る
｡
こ
の
文
は
『注

疏
』
で
は

｢孔
日
'
唯
仁
者
能
番
人
之
所
好
悪
｡
｣
と
記
さ
れ
る
｡
し
か
し
こ
れ
で
は
意
味
は
本

文
と
著
し
-
垂
離
し
､
結
局
の
と
こ
ろ
は

『正
義
』
の
述
べ
る
焦
楯
の
よ
う
な
解
釈
に
落
ち
着

-
の
外
な
い
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
こ
の
方
向
の
解
は

『正
義
』
も

｢
頗
る
曲
な
り
｣
と
言
-
よ

う
に
孔
子
の
本
意
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
o
な
お
狙
殊
が
孔
安
国
の
注
を
古
来
の
相
伝

と
し
て
稽
記
の
大
草
を
以
て
解
す
る
の
は
'
｢仁
者
｣
を

｢
仁
人
｣
と
言
い
換
え
､
｢
人
｣
を
｢民
｣

と
言
い
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
(
仁
人
-
氏
)
の
構
図
で
こ
れ
を
解
し
ょ
う
と
す
る
戦
国
期
以

後
の
政
治
主
義
的
解
釈
と
言
え
よ
う
｡

し
た
が
っ
て
こ
の
文
は

『義
疏
』
の
前
者
の
解
の
ご
と
-
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う

(義

疏
も
仁
者
を
仁
人
と
い
う
の
は
先
儒
に
倣

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
孔
子
本
来
の
用
語
で
は
な

い
)｡
『注
疏
』
『集
解
』
『正
義
』
の
説
は
い
ず
れ
も
こ
の
方
向
の
理
解
に
立
つ
も
の
と
言
え
よ

う

(但
し
こ
れ
を
理
の
概
念
を
以
て
す
る
の
は
実
学
流
で
あ
る
)
0

即
ち
そ
の
意
味
は

｢
た
だ
仁
者
の
み
が
'
(貴
慮
や
親
疎
や
打
算
を
越
え
て
)
率
直
に
人
を
好

み
'
人
を
恵
む
こ
と
が
で
き
る
o
｣
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
O
こ
こ
に
開
示
さ
れ
る
仁
の
概
念
は

貴
膿
や
血
縁
に
拘
束
さ
れ
な
い
仁
の
道
徳
的
な
率
直
さ
と
い
う
開
か
れ
た
性
質
と
言
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う

｡

㈱

子
日
は
-

｢
ま
こ
と
に
仁
に
志
せ
ば
'
悪
無
き
な
り
｡
｣

(集
解
)
孔
安
国
日
､
苛
誠
也
｡
言
､
誠
能
志
於
仁
者
'
則
其
徐
無
意
也
｡

(義

疏
)
苛
誠
也
｡
言
､
人
若
誠
能
志
在
於
仁
､
則
是
篤
行
之
勝
者
'
故
其
徐
所
行
皆
善
､

無
復
悪
行
也
｡

(注
疏
)
正
義
日
､
苛
誠
也
｡
此
章
言
'
誠
能
志
在
於
仁
､
則
其
徐

行
終
無
悪
也
'

(集
注
)
苛
誠
也
｡
志
者
心
之
所
之
也
｡
其
心
誠
在
於
仁
､
則
必
無

為
悪
之
事
実
｡

(敬
)
孔
安
国
日
'
-
｡
此
古
来
相
博
之
説
､
莫
尚
蔦
｡
朱
注
､
-
0

誠
字
作
誠
実
之
解
､
非
也
o
孔
日
誠
能
｡
審
其
馬
語
助
夫
｡
･･･政
教
高
之
道
'
不
欲
人

之
務
自
去
其
悪
｡
唯
心
在
善
'
則
自
然
無
意
｡
況
仁
者
衆
善
之
長
､
志
於
仁
則
無
悪
｡

要
之
其
終
之
辞
也
.
古
註
篤
得
之
｡

(正
義
)
樺
文
悪
如
字
'
又
烏
路
反
.
案
'
前

後
之
章
皆
言
好
悪
'
此
亦
普
請
烏
路
｡
-
｡
盟
繊
論
刑
徳
篇
､
故
春
秋
之
治
獄
､
論
心

走
罪
､
志
善
而
違
於
法
者
免
'
志
悪
而
合
於
法
老
諌
亦
是
此
義
｡

こ
の
章
の
訓
読
で
問
題
と
な
る
の
は

｢悪
｣
字
の
読
み
で
あ
る
｡
『義
疏
』
『集
注
』
『徽
』
の

読
み
方
は
｢
ア
ク
｣
と
読
む
｡
『集
解
』
『注
疏
』
も
こ
れ
と
同
じ
と
も
理
解
し
う
る
が
'
｢
ヲ
(に

-
む
)
｣
と
読
む
可
能
性
も
留
保
さ
れ
る
｡
『正
義
』
は

｢
ヲ
｣

と
読
む
べ
き
こ
と
を
明
示
す
る
｡

論
語
の
用
例
に
徴
す
る
に

｢
ア
ク
｣
は
名
詞
又
は
形
容
詞
と
し
て
の
用
法
､
｢
ヲ
｣
は
動
詞
と

し
て
の
用
法
と
使
い
分
け
ら
れ
て
い
て
'
上
論
に
関
し
て
は
'
こ
の
章
を
除
け
ば
､
｢
ア
ク
｣
は

五
例
､
｢
ヲ
｣
は
三
例
で
あ
る
｡
仮
に

｢
ヲ
｣
と
読
む
と
き
は
そ
の
訓
読
は

｢
ま
こ
と
に
仁
に
志

せ
ば
悪
ま
る
る
無
さ
な
り
｣
と
な
る
｡
し
か
し
'
孔
子
が

｢
仁
｣
を
絶
讃
す
る
伯
夷
､
叔
斉
に

見
る
よ
う
に

｢
仁
に
志
す
｣
者
が

｢悪
ま
る
る
無
さ
｣
と
は
断
定
で
き
ず
､
む
し
ろ

｢仁
｣
な

る
が
故
に
｢恵
み
｣
｢悪
ま
る
る
｣
こ
と
は
あ
り
得
る
､
と
す
る
の
が
孔
子
の
立
場
で
あ
る
｡
し

た
が
っ
て
こ
こ
は

｢
ア
ク
｣
と
読
む
解
釈
に
従
う
｡

そ
の
意
味
は
､
｢
子
日
は
-
､
士
の
道
に
志
し
て
悪
衣
悪
食
を
恥
ず
る
者
は
'
末
だ
輿
に
議
す

る
に
足
ら
ざ
る
な
り
｡
｣
(里
仁
)
と
い
う

｢
悪
｣
と
同
じ
で

｢
よ
-
な
い
､
み
に
-
い
｣
の
意

と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
｡
し
た
が
っ
て
そ
の
訓
読
は
右
の
よ
う
に
な
り
､
そ
の
文
意
は

｢
ま
こ
と
に
仁
に
志
し
て

(残
し
た
こ
と
)
で
あ
れ
ば
､
な
に
も
み
に
-
い

(恥
ず
べ
き
)
こ

と
は
な
い
O
｣
の
意
と
な
ろ
-
｡

注
意
す
べ
き
は
'
こ
の
文
を
以
て
祖
裸
は
仁
を

｢衆
善
の
長
｣
と
規
定
す
る
の
で
あ
る
が
､

｢性
善
｣
｢性
悪
｣
と
い
っ
た
戟
国
期
の
含
意
で
こ
の
文
を
理
解
し
て

｢衆
善
の
長
｣
と
言
う
の

は
'
読
み
過
ぎ
で
あ
ろ
う
｡

こ
こ
で
は
仁
と
い
う
道
徳
的
な
あ
り
か
た
を
志
す

(心
を
そ
の
方
向
に
規
定
す
る
)
こ
と
が

倫
理
の
基
本
で
あ
り
､
そ
の
基
本
を
踏
ま
え
る
限
り
そ
の
行
為
は
何
等
非
難
さ
れ
る
べ
き
も
の

或
い
は
恥
ず
べ
き
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
説
か
れ
る
｡
す
な
わ
ち
仁
と
い
う
あ
り
か
た
が
倫
理

に
お
け
る
最
も
基
本
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
理
解
さ
れ
る
o
L
か
L
t
仁
が

｢衆
善
の
長
｣
で
あ
る
と
言
う
の
で
は
な
い
｡
仁
は
倫
理
に
お
け
る
必
要
条
件
と
な
る
道
徳
的

な
あ
り
方
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
｡

㈲

子
日
は
-

｢富
と
貴
と
は
是
れ
人
の
欲
す
る
所
な
り
､
其
の
道
を
以
て
せ
ざ
れ
ば
'
之

を
得
る
も
庭
ら
ざ
る
な
り
｡
貧
と
規
と
は
是
れ
人
の
恵
む
所
な
り
､
其
の
道
を
以
て
せ
ざ

れ
ば
'
之
を
得
る
も
去
ら
ざ
る
な
り
｡
君
子
は
仁
を
去
り
て
悪
-
に
か
名
を
成
さ
ん
｡
君

子
は
終
食
の
間
も
仁
に
違
ふ
無
-
､
造
次
も
必
ず
是
に
お
い
て
し
､
串
柿
も
必
ず
是
に
お

い
て
す
｡
｣

(集
解
)
孔
安
国
日
､
不
以
其
道
得
富
貴
､
不
慮
也
｡
/

〔何
費
目
〕
時
有
否
泰
へ
故

君
子
履
道
而
及
貧
鷹
､
此
則
不
以
其
道
而
得
之
者
也
｡
錐
是
人
之
所
悪
､
不
可
違
而
去

也
｡/
孔
安
国
日
､
悪
乎
成
名
著
'
不
得
成
名
馬
君
子
也
｡
/
馬
融
日
､
造
次
急
速
也
'

願
浦
憧
伸
也
｡
錐
急
速
僅
朴
不
達
於
仁
也
｡

(義
疏
)
然
二
途
推
是
入
所
食
欲
､
安

富
取
之
以
道
､
則
篤
可
居
｡
若
不
用
道
理
而
得
､
則
不
可
庭
也
o
/
若
依
道
理
､
則
有
遺

著
宜
富
貴
'
無
道
者
宜
貧
頗
'
則
是
理
之
常
道
也
｡
今
若
有
道
而
身
反
貧
魔
､
此
是
不

以
其
道
両
得
也
｡
稚
非
我
道
而
招
此
貧
賎
､
而
亦
安
之
君
命
､
不
可
除
去
我
正
道
而
更
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作
非
理
遊
之
､
故
云
不
去
也
｡
/
否
泰
､
運
有
通
塞
､
錐
所
招
非
己
分
､
而
不
可
違
去
我

正
道
也
｡
所
以
顔
恩
安
貧
､
不
更
他
方
横
求
也
｡/
言
人
所
以
得
他
人
呼
我
焦
君
子
者
'

政
由
我
烏
有
仁
道
政
耳
､
若
捨
去
仁
道
傍
求
富
貴
､
則
於
何
虞
更
得
成
君
子
之
名
乎
｡
/

言
錐
復
身
有
急
速
之
時
､
亦
必
心
有
於
仁
也
｡/
言
継
身
致
僅
朴
'
亦
必
心
不
達
於
仁
也
｡

(注
疏
)
言
人
欲
馬
君
子
､
唯
行
仁
道
､
乃
得
君
子
之
名
､
君
達
去
仁
道
則
於
何
得

名
馬
君
子
乎
､
言
去
仁
則
不
得
成
名
馬
君
子
也
o

(集
注
)
｢不
以
其
道
得
之
｣
､
謂

不
普
得
両
得
之
｡
然
於
富
貴
則
不
慮
'
於
貧
頗
則
不
去
､
君
子
之
審
富
貴
而
安
貧
購
也
､

如
此
｡
/
言
君
子
所
以
篤
君
子
､
以
其
仁
也
｡
若
食
富
貴
而
厭
貧
賎
､
則
是
日
経
其
仁
､

而
無
君
子
之
章
夫
､
何
所
成
其
名
乎
｡
/
言
君
子
寛
仁
､
自
富
貴
貧
塵
取
舎
之
間
'
以
至

於
終
食
造
次
顛
柿
之
頃
､
無
時
無
慮
而
不
用
其
力
也
｡
然
取
合
之
分
明
､
然
後
存
義
之

功
密
､
則
其
取
合
之
分
益
明
夫
｡

(古
義
)
欲
富
貴
而
悪
貴
腐
者
'
人
之
情
也
｡
然

君~
君

叫
郵
1
必
功
鼎
適
'
放
覇
者

画
｡

所
謂
道
者
'
即
仁
也
｡
放
下
段
終
言
之
｡

(敬
)
仁
斎
先
生
日
｢所
謂
道
者
即
仁
也
｡
｣

不
慮
輿
不
去
'
豊
客

一
其
解
乎
｡
蓋
｢不
以
其
道
､
得
之
不
慮
也
｡
｣
此
言
得
富
貴
之
道
､

即
仁
也
｡
｢不
以
其
道
､
得
之
不
去
也
｡
｣
此
言
得
貧
賎
之
道
､
即
不
仁
也
｡
仁
即
安
富

尊
柴
'
不
仁
則
反
之
､
古
聖
人
之
教
皆
爾
｡
･･･不
仁
両
得
富
貴
､
日ー習
州血
曳
過
剰
o

可
以
馬
君
子
､
故
不
慮
o
仁
両
得
貧
鷹
､
副疋ー
利
助
劃
週
也
｡
不
吉
於
馬
君
子
'
故
不
去
｡

君
子
者
有
在
上
之
徳
者
也
D
故
君
尚
諸
子
以
名
之
｡
鳥
人
君
止
於
仁
､
是
在
上
之
徳
也
o

君
子
而
未
仁
､
是
錐
有
君
子
之
名
而
其
章
夫
成
､
故
日
悪
乎
威
名
｡

(正
義
)
蓋
仁

者
好
悪
有
節
於
内
'
故
於
富
貴
則
春
慶
之
'
於
貧
頗
則
安
守
之
｡
坊
記
所
謂

｢
君
子
辞

貴
'
不
辞
儀
｡
節
富
､
不
辞
貧
｣
者
也
O
孟
子
告
子
上

｢
孟
子
日
欲
貴
老
人
之
同
心
也
'

人
人
有
貴
於
己
者
､
弗
思
耳
｡
詩
日

『既
酔
以
酒
､
既
飽
以
徳
』
言
飽
乎
仁
義
也
､
所

以
不
願
人
之
膏
梁
之
味
也
｡
合
間
広
馨
施
於
身
､
所
以
不
願
人
之
文
繍
也
｡
｣
苛
子
性
悪

篇

｢仁
之
所
在
無
貧
窮
､
仁
之
所
亡
無
富
貴
｡
｣
謝
氏
塘
校
注

｢此
言
仁
之
所
在
錐
貧
窮

甘
之
､
仁
之
所
亡
錐
富
貴
去
之
｡
｣
並
是
此
義
｡
呂
寛
有
度
篇
注
｢不
以
其
道
得
之
不
居
｣

華
氏
玩
校
云

｢案
'
舌
頭
皆
以
不
以
其
道
馬
句
､
此
注
亦
普
爾
O
｣
論
語

｢不
慮
｣
､
此

作
｢不
居
｣
｡
論
衡
間
孔
刺
孟
両
篇
並
同
｡
案
､
後
漠
陳
蕃
侍
･藍
銭
論
褒
賢
篇
亦
作
｢不

居
｣
'
自
是
斉
古
魯
文
異
｡
呂
覚
注
居
下
無
也
字
､
高
麗
本
不
去
下
亦
無
也
字
o
普
以

也
字
篤
是
､
薯

叫矧
矧
､
畢
校
非
是
O

こ
の
章
の
前
半
の
読
み
に
つ
い
て
は
'
(A
)
｢富
輿
貴
是
人
之
所
欲
也
､
不
以
其
道
得
之
､

刊
固
執
｡
貧
輿
頗
是
人
之
所
悪
､
萄

1
不
対
o
｣
と
'
(B
)
｢富
輿
貴
是
人
之
所
欲

也
､
不
以
其
道
､
得
之
不
慮
也
｡
貧
輿
蔑
是
人
之
所
悪
､
不
以
其
道
'
得
之
不
去
｡
｣
と
の
二
つ

の
読
み
方
が
あ
る
｡
傍
線
部
を
､

(A
)
で
は
｢
そ
の
道
を
以
て
し
て
之
を
得
ざ
れ
ば
'
虞
ら
ざ

る
な
り
｡
-
そ
の
道
を
以
て
し
て
之
を
得
ざ
れ
ば
､
去
ら
ざ
る
な
り
｡
｣
と
読
む
の
に
対
し
て
'

(B
)
で
は

｢
そ
の
道
を
以
て
せ
ざ
れ
ば
､
之
を
得
る
も
虚
ら
ざ
る
な
り
｡
-
そ
の
道
を
も
っ

て
せ
ざ
れ
ば
'
之
を
得
る
も
去
ら
ざ
る
な
り
｡
｣
と
読
む
こ
と
に
な
る
｡
『集
解
』
『義
疏
』
『注

疏
』
『正
義
』
で
は

(A
)
の
読
み
方
で
あ
り
､
『古
義
』
『徴
』
お
よ
び

『正
義
』
所
引
の
畢
流

は

(B
)
の
読
み
方
で
あ
る
｡
『集
注
』
は
句
の
切
り
方
は

(A
)
で
あ
る
が
'
論
理
的
に
は
(B
)

の
理
解
に
立
つ
よ
う
で
あ
る
O

(A
)
の
読
み
方
で
は
富
貴
に
つ
い
て
は

｢
そ
の
道
を
以
て
し
て
之

(富
貴
)
を
得
ざ
れ
ば

[そ
の
道
に
よ
っ
て
富
貴
を
得
た
の
で
な
け
れ
ば
'
そ
う
で
な
い
富
貴
は
]
'
(そ
の
富
貴
に
)

虞
ら
ざ
る
な
り
｡
｣
と
論
理
的
に
整
合
す
る
が
'
貧
塵
に
つ
い
て
は
｢
そ
の
道
を
以
て
し
て
之
(質

鷹
)
を
得
ざ
れ
ば

[そ
の
道
に
よ
っ
て
貧
鰻
を
得
た
の
で
な
け
れ
ば
'
そ
う
で
な
い
貧
膿
は
]
､

(そ
の
貧
規
を
)
去
ら
ざ
る
な
り
｡
｣
で
は
論
理
的
に
破
綻
せ
ざ
る
を
え
な
い
｡
そ
こ
で

｢
そ
の

道
を
以
て
し
て
之

(富
貴
)
を
得
ざ
れ
ば

[そ
の
道
に
よ
っ
て
富
貴
を
得
た
の
で
な
-
貧
膿
を

得
た
の
で
あ
れ
ば
]
'
(そ
の
貴
腐
を
)
去
ら
ざ
る
な
り
｡
｣
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
不
整

合
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
の
か
､
『集
解
』
に
お
け
る
何
宴
の
解
釈
で
あ
る
｡
な
お

『集
解
』
所

引
の
孔
安
国
の
樺
文
は
(A
)

(B
)
い
づ
れ
に
も
解
し
得
る
で
あ
ろ
-
｡
『義
疏
』
『注
疏
』
『正

義
』
は
い
づ
れ
も
こ
れ
を
襲
-
0

こ
れ
に
対
し
て

『集
注
』
の
朱
子
は

｢
そ
の
道
を
以
て
せ
ず
し
て
こ
れ
を
得
｣
と
読
む
が
如

-
で
あ
り
､
そ
れ
を

｢告
に
得
べ
か
ら
ず
し
て
之
を
得
'
然
れ
ば
富
貴
に
お
い
て
は
則
ち
慮
ら

ず
､
貧
鹿
に
お
い
て
は
則
ち
去
ら
ず
､
君
子
の
富
貴
に
審
か
に
し
て
貧
鷹
に
安
ん
ず
る
こ
と
か

-
の
如
し
｣
と
樗
し
て
い
る
D
つ
ま
り
､
得
''(
き
で
な
い
の
に
得
た
富
貴
に
は
慮
ら
ず
'
得
べ

き
で
な
い
の
に
得
た
貧
膿
は
去
ら
ず
､
の
意
と
な
る
｡
し
か
し

｢得
べ
き
で
な
い
の
に
得
た
貴

腐
は
去
ら
ず
｣
で
は
や
は
り
意
味
は
不
明
で
あ
る
D

た
だ
朱
子
の
本
意
は

｢富
貴
貧
賎
取
捨
之
間
｣
と
言
う
よ
-
に
､
富
貴
に
慮
る
こ
と
'
貧
儀

を
去
る
こ
と
t
を
い
づ
れ
も

｢
そ
の
道
を
以
て
せ
ざ
れ
ば
｣
｢慮
ら
ず
｣
｢去
ら
ず
｣
と
の
趣
旨

で
'
要
は

｢道
｣
に
法
っ
た
出
処
進
退
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
解
し
て
い
る
も
の
と
理
解
さ

れ
る
o

仁
斎
は
は
っ
き
-
と

(B
)
の
読
み
方
を
し
て
お
り
'
｢
苛
も
そ
の
道
を
以
て
せ
ざ
れ
ば
､
則

ち
富
貴
を
得
る
と
錐
も
慮
ら
ず
'
貧
磯
を
待
れ
ど
も
去
ら
ざ
る
な
り
｡
｣
と
揮
す
｡
論
理
的
に
は

実
は
末
子
と
同
様
で
あ
る
｡
形
式
論
理
的
に
は
'
そ
の
道
に
拠
ら
ぬ
富
貴
に
は
慮
ら
ず
､
そ
の

道
に
拠
ら
ぬ
貧
塵
は
去
ら
ず
t
の
意
で
あ
る
｡
や
は
-

｢
そ
の
道
に
拠
ら
ぬ
貧
膿
は
去
ら
ず
｣

で
は
意
味
不
明
と
な
る
｡
し
か
し
朱
子
と
同
様
に
､
仁
斎
の
解
釈
も

｢
そ
の
道
に
拠
ら
ぬ
方
法

10
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で
は
'
富
貴
に
慮
ら
ず
'
貧
機
を
去
ら
ず
｣
と
や
は
り
出
処
進
退
論
と
し
て
解
す
る
も
の
と
理

解
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
-
な
先
行
す
る
解
釈
の
形
式
論
理
上
の
不
整
合
を
解
消
せ
ん
と
す
る
の
が
祖
徒
の

『徴
』
の
解
釈
で
あ
る
｡
即
ち

｢
そ
の
道

(仁
)
を
以
て
せ
ざ
れ
ば
､
之

(富
貴
)
を
得
る
も

慮
ら
ず
｣
､
｢
そ
の
道

(不
仁
)
を
以
て
せ
ざ
れ
ば
､
之

(貧
購
)
を
得
る
も
去
ら
ず
｣
と
祖
裸

は
樺
す
る
｡
確
か
に
従
来
の
解
釈
の
形
式
論
理
的
不
整
合
は
解
消
さ
れ
る
が
､
逆
に

｢道
｣
の

語
を

一
方
で
は

｢仁
｣'
他
方
で
は

｢不
仁
｣
と
解
す
る
と
い
う
訓
話
上
の
無
理
を
背
負
い
込
む

こ
と
に
な
る
｡

し
た
が
っ
て
こ
の
章
の
解
釈
は
､
前
半
が
出
処
進
退
論
で
あ
り
､
後
半
は
そ
の
身
の
処
し
方

の
要
と
な
る

｢
仁
｣
に
つ
い
て
説
い
た
も
の
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
｡
し
た
が
っ
て

こ
の
場
合
｢道
｣
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
の
は
'
｢仁
者
は
難
さ
を
先
に
し
て
獲
る
を
後
に
す
｣
(薙

也
)
と
亭

っ
よ
う
な

へ仁
に
違
わ
ざ
る
あ
り
方
)
を
指
す
と
理
解
さ
れ
よ
う
｡
つ
ま
り
'
朱
子

や
仁
斎
の
解
釈
を
妥
当
と
す
べ
き
で
あ
る
｡
ま
た
句
の
切
り
方
は
仁
斎
や
畢
玩
を
妥
当
と
す
べ

き
で
あ
ろ
う
｡

な
お
何
安
の
解
釈
に
は
劉
賓
楠
の
『正
義
』
が
述
べ
る
よ
う
な
戦
国
儒
家
に
お
け
る
'
(仁
-

富
貴
)
(不
仁
-
貧
鷹
)
と
い
う
普
篤
の
図
式
が
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
窺
え
よ
-
｡
こ
の

よ
う
な
図
式
は
孔
子
の
時
代
に
は
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
D

こ
れ
を
要
す
る
に
､
本
章
の
示
す
と
こ
ろ
の

｢仁
｣
と
は
'
｢
君
子
｣
即
ち
治
者
た
る
べ
き
者

の
出
処
進
退
や
平
生
の
起
居
に
要
請
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
必
須
の
道
徳
的
な
あ
-
か
た
と
い
う
概

念
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡

S

子
日
は
-

｢我
未
だ
仁
を
好
む
者
､
不
仁
を
恵
む
者
を
見
ず
O
仁
を
好
む
者
は
以
て
之

に
尚

(-
は
)
ふ
る
無
し
｡
不
仁
を
悪
む
者
は
其
れ
仁
を
馬
せ
り
0
不
仁
な
る
者
を
し
て

其
の
身
に
加

へ
し
め
ざ
れ
ば
な
り
｡
能
-

1
日
英
の
力
を
仁
に
用
ふ
る
有
ら
ん
か
､
我
未

だ
力
足
ら
ざ
る
者
を
見
ざ
る
な
り
｡
蓋
し
こ
れ
有
ら
ん
か
､
我
末
だ
之
を
見
ざ
る
な
り
｡
｣

(集
解
)
孔
安
国
日
､
言
悪
不
仁
者
能
便
不
仁
者
不
加
非
義
於
己
､
不
如
好
仁
者
無

以
加
､
尚
馬
之
優
也
｡
/
孔
安
国
日
､
言
人
無
能

1
日
用
其
力
値
仁
者
耳
､
我
未
見
欲
篤

仁
而
力
不
足
者
也
｡
/
孔
安
国
日
'
謙
不
欲
蓋
誕
時
人
言
不
能
馬
仁
o
散
云
馬
能
有
耳
､

其
我
未
見
也
｡

(義
疏
)
歎
世
裏
道
喪
仁
道
絶
､
言
我
未
見
有

一
人
見
他
人
行
仁
而

好
之
者
也
｡
/
又
言
､
我
亦
不
見

一
人
蛙
不
能
自
行
仁
者
､
岩
見
他
人
不
仁
而
己
憎
悪
之

者
也
｡
故
苑
寧
日
､
世
衰
道
喪
'
人
無
廉
触
'
見
仁
者
既
不
好
之
､
見
不
仁
者
亦
不
意

之
'
好
仁
恵
不
仁
'
我
末
親
其
人
也
C
/
尚
猶
加
勝
也
｡
言
若
好
仁
者
則
馬
徳
之
上
､
無

復
徳
可
加
勝
此
也
｡
/
好
仁
者
故
不
可
加
善
'
若
知
悉
憎
於
不
仁
者
'
英
人
亦
即
是
仁
'

故
云
其
篤
仁
也
｡
/
言
既
能
悪
於
不
仁
而
身
不
興
親
押
'
則
不
仁
者
不
得
以
非
理
不
仁
之

事
加
陵
於
己
身
也
｡
/
叉
歎
世
無
有

一
日
能
行
仁
者
也
｡
言
人
何
意
不
行
仁
乎
'
若
有

一

日
行
仁
而
力
不
足
者
､
我
未
見
有
此
人
也
､
言
只
故
不
行
耳
'
若
行
之
則
力
必
足
也
｡
/

譲
猶
網
也
o
世
有
而
我
云
無
､
是
馬
絹
也
｡

(注
疏
)
此
章
疾
時
無
仁
也
｡
｢我
未
見

好
仁
者
悪
不
仁
者
｣
'
孔
子
言
我
未
見
性
好
仁
者
'
亦
未
見
能
疾
悪
不
仁
者
也
O
｢好
仁

者
無
以
尚
之
者
｣
'
此
覆
説
上
好
仁
者
也
'
尚
上
也
､
言
性
好
仁
者
馬
徳
之
最
上
､
他
行

無
以
更
上
之
､
言
難
復
加
也
｡
(以
下
､
集
解

･
義
疏
の
趣
旨
に
ほ
ぼ
同
じ
｡
)

(集

注
)
夫
子
自
言
未
見
好
仁
者
､
悪
不
仁
者
｡
蓋
好
仁
者
真
知
仁
之
可
好
'
故
天
下
之
物

無
以
加
之
｡
悪
不
仁
者
真
如
不
仁
之
可
悪
､
故
其
所
以
馬
仁
者
､
必
能
絶
去
不
仁
之
事
'

而
不
便
少
有
及
於
其
身
｡
此
皆
成
徳
之
事
､
故
難
得
而
見
之
也
｡
/
言
好
仁
恵
不
仁
者
'

稚
不
可
見
､
然
或
有
人
呆
能

一
旦
奮
然
用
力
於
仁
､
則
我
又
未
見
其
力
有
不
足
者
｡
蓋

馬
仁
在
己
､
欲
之
則
是
､
而
志
之
所
至
､
気
必
至
蔦
｡
故
仁
錐
難
能
､
而
至
之
亦
易
也
｡
/

蓋
疑
軒
O
云
々
o

(敬
)
｢我
末
見
好
入
着
､
悪
不
仁
者
｡
｣
表
記
臼

｢無
欲
而
好
仁

者
､
無
畏
而
恵
不
仁
者
へ
天
下

一
人
而
巳
夫
o
J
此
上
等
之
資
質
｡
其
於
仁
也
､
皆
不
慣

用
力
能
馬
之
｡
-
未
註
以
成
徳
解
此
章
､
非
実
｡
蓋
好
仁
者
'
悪
不
仁
者
､
皆
不
慣
用

力
'
用
我
未
見
英
人
.
而
其
力
而
力
不
足
者
､
我
亦
未
見
其
人
o
是
孔
子
所
以
勧
人
用

力
於
仁
也
｡
｢無
以
尚
之
｣
孔
安
国
日
'
難
複
加
也
｡
=
･孔
安
国
得
諸
辞
､
馬
勝
｡
云
々
｡

(以
下
訓
話
は
朱
子
を
非
と
し
孔
安
国
を
是
と
す
o

)

(正
義
)
｢其
馬
仁
美
｣
馬
仁

即
用
力
於
仁
也
｡
-

｢好
仁
者
｣
｢悪
不
仁
者
｣
是
就
両
人
説
之
､
悪
不
仁
者
不
如
好
人

老
残
優
｡
意
以
悪
不
仁
者
或
是
利
仁
強
仁
者
､
若
好
仁
則
是
安
仁
也
｡

こ
の
章
の
訓
読
は
古
注
系
に
従
い
右
の
よ
う
に
読
む
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
｡

『集
解
』
は

｢
仁
を
好
む
｣
に
つ
い
て
の
釈
義
は
示
さ
な
い
｡
『義
疏
』
は

｢他
人
の
仁
を
行

う
を
見
て
之
を
好
む
者
｣
と
解
す
る
｡
『注
疏
』
は

｢性

仁
を
好
む
｣
と
生
来
の
資
質
と
し
て

仁
を
好
む
の
意
に
解
す
る
｡
『集
注
』
は
｢真
に
仁
の
好
む
可
さ
を
知
る
｣
の
意
に
解
す
る
｡
『徴
』

は

｢
力
を
用
い
る
を
偏
ら
ず
し
て
之

(仁
)
を
残
す
｣
と
解
す
る
｡
『正
義
』
は
釈
を
示
さ
な
い
｡

｢好
｣
の
孔
子
に
お
け
る
用
例
は
'
公
治
長
第
五
に

｢
子
H
､
由
也
､
矧
勇
過
我
｡
｣
｢
子
日
'

敏
而
矧
撃
､
不
恥
下
問
､
是
以
謂
之
文
也
｡
｣
'
薙
也
第
六
に

｢哀
公
開
弟
子
執
残
材
讐

孔
子

封
日
､
有
顔
回
老
婦
撃
'
-
不
幸
短
命
死
臭
｡
今
也
則
亡
｡
未
聞
姉
学
者
也
｡
｣
｢
子
日
､
知
之

者
'
不
如
姉
之
者
､
姉
之
者
､
不
如
柴
之
者
o
｣
な
ど
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
O
｢好

仁
｣
の

｢好
｣
の
義
も
こ
れ
ら
の
用
法
と
同
じ
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
例
え
ば
子

路
が
勇
を
好
む
よ
う
に
意
志
の
自
然
な
る
働
き
に
よ
り
て
仁
を
馬
す
こ
と
を

｢
仁
を
好
む
｣
と

言
う
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
｡

ill
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し
た
が
っ
て

『義
疏
』
や

『集
注
』
の
解
は
無
理
で
あ
り
'
解
釈
の
方
向
と
し
て
は

『注
疏
』

や

『徽
』
の
理
解
が
妥
当
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
う
ち

『注
疏
』
が

｢性
｣
の
字
を
以
て
こ
れ
を
解

す
る
の
は
先
述
の
よ
う
に
戦
国
期
以
降
の
概
念
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
o
但
し
こ
こ
で
は
生
来

の
資
質
と
し
て

｢仁
を
好
む
｣
の
意
に
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､
解
釈
と
し
て
は
そ
の
本

旨
を
そ
れ
な
り
に
説
明
す
る
も
の
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
点
で
は

『徴
』
の
解
釈
も

結
局
は
こ
の
よ
う
な
人
物
を

｢上
等
の
資
質
｣
と
言
い
､
生
来
の
資
質
と
し
て

｢力
を
用
い
る

を
偶
ら
ず
し
て
仁
を
馬
す
｣
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
か
ら
帰
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
意
味
で
あ
る

と
言
え
よ
う
｡
も
と
よ
り
歴
史
実
証
的
解
釈
と
し
て
は

｢性
｣
の
語
を
用
い
な
い

『徽
』
の
解

釈
を
是
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

そ
も
そ
も

｢好
む
｣
｢恵
む
｣
と
い
う
行
為
は
言
わ
ば
意
志
や
知
性
以
前
の
感
性
の
領
域
に
根

ざ
し
た
所
か
ら
発
す
る
と
言
え
よ
う
｡
こ
れ
を
祖
裸
は

｢力
を
用
い
る
を
憤
ら
ず
｣
と
表
現
し

た
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
行
為
を
為
し
得
る
こ
と
を
先
天
的
な
資
質
-
性
と
解
釈

す
る
こ
と
も
ま
た
可
能
で
あ
ろ
う

(も
と
よ
り
性
と
い
う
概
念
を
こ
れ
に
通
用
す

る
こ
と
は
新

た
な
思
想
の
理
論
化
の
道
を
開
-
こ
と
に
な
る
が
)
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
孔
子
が
こ
こ
で
問
題
と
す

る
の
は
､
そ
の
よ
う
に
身
に
つ
け
た
資
質
と
し
て
｢
仁
を
好
み
｣
｢不
仁
を
恵
む
｣
よ
う
な
人
物

は
希
有
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

そ
こ
で
孔
子
は

｢其
の
力
を
仁
に
用
ふ
る
｣
こ
と
を
説
-
｡
即
ち
其
の
意
志
を
自
覚
的
に
用

い
る
こ
と
に
よ
っ
て
仁
を
為
す
と
い
う
こ
と
は
､
少
数
の
例
外
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
､
何

人
に
も
可
能
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
｡

し
た
が
っ
て
こ
の
章
の
孔
子
の
言
に
よ
る
な
ら
ば
､
仁
と
は

一
般
に
は
人
が
意
志
的
に
自
ら

に
課
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
践
し
得
る
も
の
で
あ
り
､
ま
た
意
志
的
に
自
ら
に
課
し
さ
え
す
れ

ば
何
人
に
も
(先
述
の
よ
う
に
そ
の
範
囲
は
民
に
ま
で
及
ぶ
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
)

実
践
の
可
能
性
の
開
か
れ
た
も
の
で
あ
る
､
と
考
､そ
ら
れ
て
い
た
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

こ
れ
は
仁
が
主
観
的
な
遺
徳
意
識
に
基
づ
-
行
為
及
び
あ
り
方
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と

言
え
よ
う
｡

㈱

子
臼
は
-

｢民
の
過
つ
や
､
各
の
其
の
薫
に
お
い
て
す
｡
過
ち
を
見
れ
ば
斯

(こ
こ
)

に
仁
を
知
る
｡
｣

(集
解
)
孔
安
国
日
'
薫
'
薫
類
也
｡
小
人
不
能
窺
君
子
之
行
､
非
小
人
之
過
也
｡

普
恕
而
勿
責
之
､
観
過
便
賢
愚
各
菖
其
所
'
則
馬
仁
之
也
｡

(義
疏
)
過
猶
失
也
｡

薫
'
類
也
0
人
之
有
失
各
有
某
類
､
小
人
不
能
篤
君
子
之
行
､
則
非
小
人
之
失
也
o
猶

如
耕
夫
不
能
耕
乃
是
其
夫
へ
若
不
能
書
則
非
耕
夫
之
失
也
｡
若
貴
之
菖
就
其
輩
類
責

也
o
/
若
観
人
之
遇
う
能
随
類
而
責
､
不
求
備

1
人
､
則
知
此
観
過
之
人
有
仁
心
人
也
o

若
非
類
而
責
､
是
不
仁
人
へ
故
云

｢
観
過
斯
知
仁
美
｡
｣/
股
仲
堪
解
小
異
於
此
､
殿
臼

｢
言
人
之
過
失
各
由
於
性
類
之
不
同
､
直
者
以
改
邪
馬
義
､
実
在
於
寡
怒
｡
仁
者
以
側

隠
馬
誠
'
過
在
於
答
非
｡
是
以
輿
仁
同
過
､
其
仁
可
知
o
観
過
之
義
'
格
在
於
斯
者
也
｣｡

(注
疏
)
此
章
二一口
仁
恕
也
｡
｢刃
之
過
也
'
各
於
其
菓
｣
者
､
薫
､
某
類
也
｡
言
人
之
馬

過
也
'
君
子
小
人
各
於
其
類
也
｡
｢
観
遇
斯
知
仁
矢
｣者
､
言
観
人
之
過
'
便
賢
愚
各
普

其
所
､
若
小
人
不
能
島
君
子
之
行
'
非
小
人
之
過
'
菖
恕
而
勿
責
之
'
斯
知
仁
者
之
用

心
矢
｡

(集
注
)
某
､
類
也
o
程
子
ロ

｢
人
之
過
也
､
各
於
其
類
O
君
子
常
夫
於
厚
'

小
人
常
失
於
薄
o
君
子
過
於
愛
'
小
人
過
於
忍
C
｣
平
氏
日

｢於
此
観
之
'
別
人
之
仁
不

仁
可
知
夫
｡
｣
呉
氏
日
｢後
漢
呉
祐
謂
'
接
以
親
政
受
汚
辱
之
名
､
所
謂
観
過
知
仁
是
也
｡
｣

愚
案
'
此
亦
但

言

人
稚
有
過
へ
猶
可
即
此
而
知
其
厚
薄
｡
非
謂
必
侯
其
有
過
'
而
後
賢

否
可
知
也
D

(古
義
)
薫
'
朋
類
也
｡
指
親
戚
僚
友
而
言
O/
此
篤
以
過
棄
人
老
後
､

凡
人
之
於
過
'
不
有
無
由
而
妄
生
者
､
必
因
其
親
戚
僚
友
而
過
｡
故
臼

｢各
於
其
薫
｣
｡

正
見
其
不
可
深
答
也
｡
日
｢
観
過
知
仁
｣
､
則
亦
足
見
就
此
而
猶
有
可
栴
者
也
｡
孟
子
臼
､

｢管
叔
兄
也
､
周
公
弟
也
､
周
公
之
過
不
亦
宜
乎
｡
｣
是
其
所
以
篤
周
公
也
o

(敬
)

｢
観
過
斯
知
仁
美
｣
蓋
古
語
0
両
孔
子
樺
之
也
o
言
観
季
下
之
所
過
へ
以
知
国
君
之
仁

也
｡
人
'
衆
人
也
｡
薫
'
郷
薫
也
｡
蓋
朝
廷
宗
廟
之
間
､
君
子
所
懐
へ
鮮
有
過
失
｡
但

其
於
郷
薫
､
親
戚
朋
友
所
在
､
其
過
不
亦
宜
乎
｡
国
人
皆
如
此
O
是
可
以
知
国
君
仁
徳

之
化
也
｡
古
註
憤
憤
｡
非
改
観
作
恕
則
不
通
実
｡
朱
註
､
薫
､
類
也
､
非
古
言
実
O
…

皆
不
得
其
解
強
篤
之
説
者
'
不
可
従
夫
｡

(正
義
)
｢各
於
其
業
｣
者
､
皇
疏
引
殿
仲

堪
日

｢
(前
出
)
｣'
是
也
｡
表
記

｢子
日
仁
之
難
成
久
夫
'
人
人
夫
某
所
好
､
故
仁
者
之

過
易
節
也
｡
｣
注
へ
鮮
猶
解
説
也
｡
云
々
｡
又

｢
子
日
仁
有
三
､
輿
仁
同
功
而
異
情
'
輿

仁
同
功
其
仁
末
可
知
也
､
輿
仁
同
過
然
後
其
仁
可
知
也
U
仁
者
安
仁
'
知
者
利
仁
､
畏

罪
者
強
仁
D
J
注
､
云
三
謂
安
仁
也
､
利
仁
也
'
強
仁
也
O
云
々
｡
案
'
表
記
此
文
長
足

発
明
此
章
之
義
｡
漢
書
外
戚
侍

｢燕
主
上
孝
三口､
子
路
喪
姉
'
期
而
不
除
｡
｣
後
漢
書
呉

祐
博
言

｢吾
夫
孫
性
私
賦
民
銭
市
衣
進
父
O
｣
南
史
張
岱
博
言

｢
張
岱
母
年
八
十
､
籍
注

未
満
､
便
去
官
還
養
｡
｣
三
悟
皆
引
此
文
美
之
｡
惟
呉
祐
侍
作

｢知
人
｣
人
輿
仁
通
用
之

字
D/
砥
記
仲
尼
燕
屠
注

｢薫
'
類
也
｣
亦
常
訓
O
焦
氏
循
補
疏
申
此
注

｢各
於
其
薫
即

是
観
過
之
法
へ
此
馬
在
民
者
示
也
o
皇
侃
云
､
猶
如
耕
夫
不
能
耕
'
乃
是
其
失
､
若
不

能
書
則
非
耕
夫
之
失
也
｡
此
説
薫
字
義
貴
明
｡
｣案
､
注
説
甚
曲
､
焦
氏
不
免
曲
絢
｡
且

知
仁
､
因
観
而
知
'
則
仁
即
過
者
之
仁
､
而
孔
以
鳥
貌
者
知
仁
術
'
亦
誤
o

こ
の
章
の
訓
読
が
右
の
よ
う
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
念
は
な
い
｡

ま
ず
校
勘
上
の
問
題
と
し
て
は
'
北
末
の
那
昂
の

『注
疏
』
以
後
の
テ
キ
ス
-
が
皆

｢
民
之
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過
也
｣
を

｢
人
之
過
也
｣
に
作
る
｡
こ
れ
は
唐
の
李
世
民
の
避
諒
の
為
に

｢
民
｣
を

｢
人
｣
と

し
た
唐
石
経
本
に
由
来
す
る
も
の
で
'
正
し
-
は
何
安
の
集
解
本
の
よ
う
に

｢民
之
過
也
｣
で

あ
る
｡

次
に
解
釈
を
複
雑
に
さ
せ
て
い
る
の
は

｢某
｣
の
訓
話
で
あ
る
｡
其
の
訓
話
の
タ
イ
プ
は
次

の
五
つ
に
分
類
さ
れ
よ
う
｡
(A
)
孔
安
国
の

｢薫
は
薫
類
な
り
｣
､
(B
)
義
疏

∴
圧
疏
･
集
注

の
｢薫
は
類
な
り
｣､
(C
)
義
疏
所
引
殿
仲
堪
の
説
で
正
義
も
従
う
所

の
'
薫
は
｢性
類
な
り
｣､

(D
)
古
義
の

｢薫
は
朋
類
な
り
｣
'
(E
)
徴
の

｢薫
は
郷
薫
な
り
｣
､
で
あ
る
｡

(A
)
に
お
い
て

｢薫
｣
を

｢薫
類
｣
と
分
節
し
て
説
明
す
る
の
は
訓
話
の
常
道
で
あ
る
が
､

(B
)
に
お
い
て

｢菓
｣
を

｢類
｣
と
訓
ず
る
の
は
､
概
念
の
転
換
を
李
む
も
の
で
問
題
の
あ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
典
操
を
有
す
る
点
で
許
容
範
囲
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
こ
れ
を
承

け
て

(C
)
が

｢薫
｣
を

｢性
類
｣
と
す
る
に
至

っ
て
は
明
ら
か
な
概
念
の
組
み
替
え
と
言
う

べ
き
で
あ
ろ
う
｡
こ
こ
に
は
解
釈
論
と
し
て
は

(A
)
-

(ら
)
-

(C
)
と
い
う
展
開
の
系

譜
が
看
取
し
得
よ
う
｡
だ
が
訓
話
と
し
て
は

(A
)
や
穏
記
の
鄭
注

に
根
拠
を
も
つ

(B
)
ま

で
で
､
(C
)
に
は
文
献
実
証
的
根
拠
が
な
-
従
い
難
い
｡

(D
)
は
｢薫
｣
に

｢
朋
薫
｣
(史
記
察
洋
博
等
)
の
語
あ
る
に
拠
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
'

な
お

｢朋
矧
｣
と
訓
ず
る
の
は
､
(B
)
系
の
注
釈
の
影
響
で
あ
ろ
う
か
.

そ
こ
で

『論
語
』
に
お
け
る
用
例
に
照
ら
し
て
検
討
し
て
み
よ
う
｡
『論
語
』
に

｢薫
｣
の
用

例
は
9
章
で
あ
り
､
本
章
以
外
の
用
例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

①
子
在
陳
､
日
'
蹄
輿
拓
輿
｡
吾
劃
之
中
子
狂
簡
O
云
々
O
(公
冶
長
第
五
)

②
原
思
寛
之
軍
｡
輿
之
粟
九
百
｡
辞
｡
子
日
､
母
'
以
輿
爾
隣
里
刺
親
乎
O
(薙
也
第
六
)

③
陳
司
敗
問
昭
公
知
穏
乎
O
孔
子
日
'
知
繕
｡
孔
子
退
.
損
益
馬
期
而
進
之
､
日
'
吾
聞
君

子
不
劃
o
君
子
亦
劃
乎
｡
君
取
於
呉
馬
同
姓
'
謂
之
呉
孟
子
'
君
而
知
嘩

執
不
知
砥
｡

丞
馬
期
以
告
｡
子
日
､
丘
也
幸
｡
苛
有
過
､
人
必
知
之
｡
(述
而
第
七
)
(孔
安
国
日
､
･･･

相
助
匿
非
日
薫
)

④
達
巷
劃
人
目
'
大
哉
孔
子
o
云
々
｡
(子
竿
第
九
)
(鄭
玄
白
､
達
巷
､
真
名
也
'
五
百
家

馬
糞
)

⑤
孔

子
於

剰
劃
o
悔
悔
如
也
Q
似
不
能
言
者
o
其
在
宗
廟
､
朝
廷
｡
便
便
言
｡
唯
謹
爾
｡
(刺

薫
第
十
)

⑥
葉
公
語
孔
子
日
'
我
矧
有
直
射
者
､
其
父
壊
羊
而
子
澄
之
o
孔
子
日
'
吾
粛
之
直
者
異
於

是
｡
父
馬
子
隠
､
子
馬
父
隠
｡
直
在
其
中
英
｡
(子
路
第
十
三
)

⑦
子
貢
間
日
､
何
如
斯
可
謂
之
士
臭
｡
子
日
､
行
己
有
恥
､
使
於
四
方
､
不
辱
君
命
､
可
謂

士
夫
.
日
､
敢
間
其
次
｡
日
､
宗
族
稀
孝
蔦
'
刺
親
稀
弟
蔦
｡
(同
右
)

⑧
子
日
､
君
子
斡
而
不
学
､
群
而
不
某
o
(衛
憂
公
第
十
五
)

こ
れ
ら
の
用
例
か
ら
帰
納
す
る
な
ら
ば
､
(E
)
の

｢薫
は
郷
薫
な
り
｣
の
訓
話
は
極
め
て
自

然
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
D
し
か
し
､
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
用
例
を
子
細
に
検
討
し
て
み
る

と
必
ず
し
も

｢
郷
薫
｣
と
い
-
地
縁
血
縁
的
共
同
体
の
意
味

(右
の
-
ち
①
②
④
⑤
⑥
⑦
は
こ

の
意
疎
)
に
の
み
限
定
し
て
使
用
さ
れ
る
の
で
は
な
-
､
③
や
⑧
の
用
例
は

｢仲
間
'
徒
党
､
｣

さ
ら
に
は

｢身
内
び
い
き
｣
と
い
う
よ
り
抽
象
化
さ
れ
た
意
味
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
｡

し
た
が
っ
て

(A
)
の
孔
安
国
の
訓
話
が

｢某
は
薫
類
な
り
｣
と
す
る
の
は
､
そ
の
よ
う
な
意

味
を
包
括
し
て
の
も
の
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

つ
ま
り

(A
)
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る

｢薫
｣
は
､
③
⑧
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
'
ま

た
③
の
孔
安
国
の
注
に
み
る
よ
う
に
'
動
詞
的
な
用
法
に
も
転
ぜ
ら
れ
る
L
t
ま
た
本
来
の
名

詞
的
用
法
に
も
使
用
し
得
る
o
こ
れ
に
対
し
て

(E
)
の
訓
話
は
名
詞
的
に
使
用
さ
れ
る
用
例

に
適
合
す
る
o
こ
の
章
に
お
け
る

｢
民
の
過
つ
や
､
各
の
習

す
｣
と
言
う
と
こ

ろ
の

｢薫
｣
は
や
は
り
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
'
こ
れ
を
最
も
即
物
的

に
訓
ず
れ
ば

｢薫
は
郷
薫
な
り
｣
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
同
時
に
こ
の
文
章
に
お
け
る

｢薫
｣
は

｢
郷
薫
の
た
め
の
身
内
び
い
き
｣
の
意
が
合
意
さ
れ
て
い
る
｡
故
に
孔
安
国
の
訓
話
は
｢
卿
菓
｣

に
も
う
少
し
抽
象
的
な
用
法
を
も
帯
び
さ
せ
て
表
現
し
た
も
の
と
理
解
で
き
よ
う
｡
し
た
が
っ

て
､
こ
の
訓
話
は
'
後
世
に
意
図
的
誤
解
の
根
拠
を
提
供
す
る
こ
と
と
は
な
っ
た
が
､
｢薫
｣
の

含
意
を
最
も
よ
-
説
明
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

で
は
こ
の
章
の
趣
旨
は
孔
安
国
の
解
に
従
え
ば
ど
う
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
｡

前
半
の
｢民
の
過
つ
や
'
各
の
其
の
薫
に
お
い
て
す
｣
の
意
味
が
､
｢民
が
過
ち
を
犯
す
の
は

そ
の
薫
類
に
関
わ
る
と
き
に
お
い
て
で
あ
る
O
｣
の
意
と
な
る
こ
と
は
最
早
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡

つ
ま
り
民
は
地
縁
や
血
縁
の
共
同
体

へ
の
身
内
び
い
き
の
た
め
に
つ
い
つ
い
過
ち
を
犯
す
も
の

だ
と
い
う
の
で
あ
る
o
こ
れ
に
つ
い
て
孔
安
国
は

｢小
人
の
君
子
の
行
を
馬
す
能
わ
ざ
る
は
､

小
人
の
過
ち
に
非
ざ
る
な
り
｣
と
'
小
人

(
つ
ま
り
民
)
は
君
子
の
よ
う
な
行
為
を
な
し
得
な

い
の
は
当
然
で
あ
る
と
言
う
｡
君
子
の
み
が

｢薫
せ
ず
｣
で
､
身
内
ぴ
ぃ
さ
に
陥
ら
ず
に
公
平

に
事
に
処
し
得
る
の
で
あ

っ
て
､
小
人
が
薫
類
の
利
害
の
た
め
に
過
ち
を
犯
し
て
し
ま
う
の
は

や
む
を
得
な
い
と
言
-
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
孔
安
国
は

｢小
人
の
過
ち
｣
に
対
し
て
は
'

｢富
に
恕
し
て
之
を
責
む
る
勿
な
か
る
べ
し
｣
と
､
小
人

(氏
)
が
某
類
の
為
に
犯
す
過
ち
を

処
す
る
に
際
し
て
は
､
こ
れ
を
厳
し
-
責
め
て
は
な
ら
な
い
と
言
う
｡

で
は
後
半
の

｢過
ち
を
観
れ
ば
こ
こ
に
仁
を
知
る
｣
の
意
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡
留
意
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
の
は
孔
安
国
注
で
は

｢過
ち
を
観
｣
て

｢仁
を
知
る
｣
の
は
め
-
ま
で
君
子
で

あ
っ
て
'
小
人

(氏
)
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
後
半
部
に
つ
い
て
孔
安
国
は
｢過
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ち
を
観
れ
ば
賢
愚
を
し
て
各
の
其
の
所
に
普
ら
し
む
'
則
ち
之
を
仁
と
残
す
な
り
｡
｣
と
言
う
｡

つ
ま
り

｢
君
子
は

(小
人
が
薫
類
の
た
め
に
す
る
)
過
ち
を
観
て
'
(そ
れ
を
強
-
責
め
る
の
で

は
な
-
､
そ
れ
を
身
内

へ
の
情
か
ら
-
る
も
の
と
し
て
其
の
真
情
を
-
ん
で
宥
恕
し
)
､
其
の
人

物
が
再
び
過
ち
を
せ
ぬ
よ
う
に
､
其
の
人
物
の
材
能
に
応
じ
た
仕
事

へ
と
配
置
転
換
さ
せ
る
｡

こ
の
よ
う
に
民
の
真
情
を
損
な
わ
ぬ
処
置
の
仕
方
が
仁
で
あ
る
こ
と
を
知
る
｡
｣
と
の
意
で
あ
ろ

｢ヽノ
こ
の
よ
う
に
孔
安
国
注
に
拠
る
集
解
で
は

｢
仁
｣
で
あ
る
の
は

｢
過
ち
を
観
る
｣
と
こ
ろ
の

人

(君
子
)
で
あ
る
と
す
る
｡
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
取
る
の
は
､
集
解
の
他
に
は
義
疏

･
注
疏

の
古
注
系
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
義
疏
の
引
-
殿
仲
堪
の
説
は

｢君
子
の
過
ち
を
見
て
そ
の

人
が
仁
で
あ
る
こ
と
を
知
る
｣
の
意
に
解
す
る
｡
｢仁
｣
を
君
子
に
帰
す
る
の
は
同
じ
で
あ
る
が
､

｢仁
｣
で
あ
る
の
は

｢過
ち
｣
を
な
し
た
人
で
あ
る
と
す
る
｡
恐
ら
-
は
こ
の
殿
氏
の
注
を
承

け
て
で
あ
ろ
-
｡
集
注

･
古
義

･
正
義
は

｢過
ち
｣
を
為
す
者
の
行
為
を

｢
仁
｣
と
見
る
立
場

の
解
釈
を
取
っ
て
い
る
｡
徴
は

｢
過
つ
｣
者
で
も
､
｢
観
る
｣
者
で
も
な
い
国
君
の

｢
仁
｣
で
あ

る
と
す
る
特
異
な
解
釈
を
な
す
｡

徴
の
特
異
な
解
釈
を
別
と
す
れ
ば
､
残
-
二
つ
の
立
場
は
仝
-
対
照
的
で
あ
る
｡
で
は
い
づ

れ
を
妥
当
と
す
べ
き
で
あ
る
の
か
｡

こ
れ
を
検
討
す
る
材
料
を
提
起
す
る
の
が
､
『正
義
』
の
引
-
所
の
三
資
料
で
あ
る
｡
そ
の
内

客
を
し
ば
ら
-
検
討
し
て
ゆ
-
こ
と
と
し
よ
う
｡

(漢
書
外
戚
侍
)
燕
王
大
書
上
書
｡
稀
､
｢
子
路
喪
姉
､
期
而
不
除
'
孔
子
非
之
｡
子
路
日
『由
､

不
幸
寡
兄
弟
'
不
忍
除
之
｡
』
故
日

『観
過
知
仁
｡』
今
臣
輿
陛
下
濁
有
長
公
主
篤
姉
､
陛
下

幸
便
丁
外
人
侍
之
､
外
人
宜
蒙
爵
寵
｡
｣

昭
帝
の
兄
の
燕
王
が
姉
の
長
公
主
の
侍
者
で
あ
る
丁
外
人
に
列
侯
の
爵
坂
を
賜
わ
る
よ
う

(漠
家
の
故
事
で
は
列
侯
で
あ
れ
ば
公
主
を
尚
し
得
た
)
昭
帝
に
上
書
し
た
文
で
あ
る
｡
燕
王

の
説
得
に
こ
の
孔
子
の
言
葉
が
援
用
さ
れ
て
い
る
｡
子
路
は
姉
を
喪
し
て
､

一
年
が
過
ぎ
て
も

そ
の
喪
を
除
こ
-
と
し
な
か
っ
た
｡
孔
子
が

(礼
に
非
ず
と
し
て
)
非
難
す
る
と
､
子
路
は
数

少
な
い
肉
親

へ
の
情
に
忍
び
ず
除
喪
し
え
な
か
っ
た
の
で
す
､
と
言
う
o
そ
こ
で
孔
子
が

｢過

ち
を
観
て
仁
を
知
る
｣
の
語
を
吐
い
て
､
子
路

へ
の
非
難
を
収
め
た
と
い
う
｡

こ
れ
に
つ
い
て
唐
の
顔
師
古
は
｢引
此
言
者
､
謂
子
路
厚
於
骨
肉
､
匪
違
穏
制
'
是
其
仁
愛
｣

と
注
し
'
子
路
の
骨
肉

へ
の
情
を

｢仁
愛
｣
と
す
る
｡

し
か
し

一
方
に
お
い
て
､
孔
子
が
子
路
の
過
ち
が
肉
親
の
情
に
因
る
こ
と
を
知
っ
て
そ
れ
以

上
は
責
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
判
断
し
た
こ
と
を

｢仁
を
知
る
｣
と
述
べ
た
と
い
う
古
注
系
の

解
釈
も
成
立
す
る
｡

古
注
系
の
理
解
に
立
て
ば
､
こ
の
故
事
を
援
用
し
て
燕
王
は
'
自
分
が
肉
親
の
情
に
忍
び
ず

長
公
主
の
為
に
そ
れ
ら
し
い
功
績
の
無
い
丁
外
人
に
列
候
の
爵
坂
を
賜
わ
ら
ん
こ
と
を
お
願
い

す
る
と
い
う

｢
過
ち
｣
を
犯
す
と
し
て
も
､
こ
れ
を
宥
恕
し
て
認
め
る
の
が

｢仁
を
知
る
｣
こ

と
に
な
る
､
と
帝
に
迫
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

T
方
殿
氏
や
新
注
系
の
理
解
に
立
て
ば
､
燕
王
が
帝
に
お
願
い
L
t
帝
が
骨
肉
の
情
に
よ
っ

て
そ
れ
を
認
め
た
と
し
て
も
'
そ
の

｢過
ち
｣
は
骨
肉

へ
の
情
即
ち
仁
愛
と
し
て
許
容
さ
れ
ま

し
ょ
う
､
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡

こ
れ
ら
の
い
ず
れ
の
解
が
妥
当
で
あ
る
か
は
さ
ら
な
る
事
例
を
検
討
し
て
行
-
中
で
明
ら
か

に
し
て
行
き
た
い
｡
後
漢
書
に
は
次
の
よ
う
に
記
す
｡

(後
漢
書

･
呉
祐
侍
)
祐
政
唯
仁
筒
､
以
身
率
物
､
民
有
苧
訴
者
､
靴
閉
口
自
責
､
然
後
断

其
詮
､
以
道
警
之
'
或
身
到
間
里
､
重
相
和
解
｡
自
是
之
後
'
軍
隊
省
息
､
吏
人
懐
而
不
歎
｡

密
天
孫
性
､
私
賦
民
銭
､
市
衣
進
其
父
､
父
得
而
怒
日
'
｢有
君
如
是
､
何
思
欺
之
｣
促
韓
伏

罪
､
性
斬
心催
'
至
開
持
衣
､
自
首
｡
祐
犀
左
右
､
間
其
放
｡
性
具
談
父
言
､
祐
日

｢操
以
親

政
受
汚
積
之
名
'
所
謂
『観
過
斯
知
人
夫
』
｡
｣便
慶
謝
其
父
､
還
以
衣
遺
之
｡
(章
懐
太
子
注
)

論
語
載
孔
子
之
言
也
｡
(王
先
謙
集
解
)
先
課
目

｢官
本
人
作
仁
､
考
証
云

『仁
毛
本
作
人
』

何
煙
云

『他
本
同
作
人
』
銭
大
堕
石

『古
書
仁
人
二
字
多
通
用
'
然
以
人
義
篤
長
』
｡｣

こ
こ
で
は
呉
祐
の
政
の

｢仁
簡
｣
な
る
を
例
証
す
る
挿
話
と
し
て
､
密
夫
の
孫
性
が
私
に
税

を
取
り
立
て
て
父
に
衣
を
進
呈
し
た
行
為
を
親
の
た
め
に
汚
積
の
名
を
受
け
る
も
の

(こ
れ
は

敢
え
て
称
す
れ
ば
孝
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
)
と
し
て
宥
恕
す
る
際
に
こ
の
句
を
話
し
た

こ
と
を
紹
介
す
る
｡
明
ら
か
に
こ
こ
で

｢仁
｣
と
さ
れ
る
の
は
呉
祐
の
治
者
と
し
て
の
判
断
で

あ
っ
て
'
孫
性
の
違
法
行
為
で
は
な
い
｡
銭
大
折
が

｢
仁
｣
を

｢
人
｣
と
解
す
べ
き
を
説
き
､

王
先
謙
も
そ
れ
に
左
裡
す
る
が
ご
と
-
で
あ
る
の
は
'
孫
性
の
行
為
を

｢仁
｣
と
は
な
し
難
い

の
で
､
そ
の

｢
人
物
を
知
る
｣
の
意
に
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
注
系
の
解
釈
と
疎
通
さ
せ
ん

と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
後
漢
書
の
作
者
は
､
呉
祐
の
政
の

｢仁
簡
｣
な
る
を
例
証

す
る
た
め
に
二
の
句
を
引
用
す
る
の
で
あ
る
か
ら
'
こ
れ
を
古
注
系
の
解
釈
に
よ
っ
て
理
解
し

て
い
た
こ
と
が
そ
の
行
文
か
ら
知
ら
れ
よ
う
｡

次
に
南
史
の
例
で
あ
る
｡

(南
史

･
張
岱
侍
)
岱
字
景
山
･･･後
蔑
司
徒
左
西
曹
操
｡
母
年
八
十
｡
籍
注
未
満
､
岱
便
去

官
､
従
薫
還
養
｡
有
司
以
岱
違
制
､
将
欲
糾
馨
｡
宋
孝
式
日
｢観
過
可
以
知
仁
､
不
須
案
也
｡
｣

司
徒
左
西
曹
操
と
為
っ
た
張
岱
が
任
務
を
果
た
さ
ぬ
う
ち
に
母
が
高
齢
で
あ
る
故
に
そ
の
葦

(財
や
従
者
)
を
従
え
て
還
-
母
を
養

っ
た
｡
有
司
が
そ
の
不
法
を
取
り
調
べ
ん
と
し
た
と
こ

ろ
末
孝
武
が
二
の
句
を
話
し
て
制
止
し
た
と
い
う
｡

14

Akita University



こ
こ
で
も
宋
孝
武
は
張
岱
の
行
為

(そ
れ
は
敢
え
て
称
す
れ
ば
孝
で
あ
る
)
を
仁
と
し
て
い

る
の
で
は
な
い
こ
と
は
､
｢
過
ち
を
観
れ
ば
以
て
仁
を
知
る
べ
し
｣
の
表
現
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡

こ
れ
は

｢
下
の
過
ち
を
観
て
ど
う
処
す
る
の
が
仁
で
あ
る
か
を
知
る
べ
き
で
あ
る
｣
と
の
治
者

た
る
も
の
の
自
戒
と
し
て
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る

(
こ
の
文
を

｢
過
ち
を
観
れ
ば
そ
の
過
ち

を
犯
し
た
人
の
仁
を
知
る
べ
き
で
あ
る
｣
の
意
に
解
す
る
こ
と
は
出
来
ま
い
)
｡

以
上
の
検
討
か
ら
'
後
漢
書

･
南
史
の
用
例
に
徴
す
る
な
ら
ば
漢
書
の
用
例
も
古
注
系
の
ご

と
-
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
の
判
断
を
得
る
の
で
あ
る
｡

し
た
が
っ
て
'
本
章
の
解
は
集
解
の
そ
れ
を
以
て
妥
当
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
即
ち
､

民
は
そ
の
某
類

(血
縁
共
同
体
等
の
身
内
)
の
た
め
に
過
ち
を
犯
す
も
の
で
あ
る
が
､
そ
の
真

情
を
よ
-
汲
ん
で
処
す
る
こ
と
が
治
者
た
る
者
の
仁
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡

こ
こ
に
開
示
さ
れ
る
仁
の
概
念
は

｢
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
達
す
｡
｣
(薙
也
)
と
い
う
､
他
者

(氏
)

へ
の
道
徳
的
配
慮
を
治
者
た
る
べ

き
も
の
に
要
請
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
｡

(本
稿
続
)

注

①

孔
子
の
仁
に
つ
い
て
専
門
的
に
考
察
を
加
え
た
先
学
の
著
作
に
は
'
山
口
察
常
民
の
『仁
の
研
究
』

(昭
和
十

一
年

∴
石
渡
)
､
竹
内
照
夫
氏
の

『仁
の
古
義
の
研
究
』
(昭
和
三
十
九
年

･
明
治
書
院
)

が
あ
る
｡
両
著
と
も

『論
語
』
の
孔
子
の
言
説
を
孔
子
の
真
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
網
羅
的
に
検
討

し
そ
こ
か
ら
仁
の
概
念
を
帰
納
す
る
と
い
う
方
法
を
と
る
｡
後
者
は
前
者
に
比
し
て
よ
り
帰
納
的
方

法
を
敏
密
に
徹
底
し
て
い
る
｡
し
か
し
い
ず
れ
も

『論
語
』
の
文
献
批
判
に
つ
い
て
は
等
閑
に
付
し

て
い
る
点
で
､
明
ら
か
な
欠
点
と
限
界
が
あ
る
と
言
え
よ
う
｡

②

伊
藤
仁
斎

･
論
語
古
義
絶
論
｡
其
の
文
に

｢蓋
編
論
語
者
､
先
録
前
十
篇
､
自
相
侍
習
'
而
又
次

後
十
竃
､
以
補
前
所
遺
者
､
故
今

倉
島
二
十
篇
云
｡
何
以
言
之
D
豊
艶
郷
真

二
扇
'
要
菖
在
第
二
十

篇
'
而
今
俣
在
中
間
､
則
知
前
十

篇
既
白
馬
成
書
o
且
詳
其
書
､
若
曾
鮎
言
志
へ
子
路
問
正
名
､
李

氏
伐
穎
契
章
､

一
段
甚
長
o
及
六
言
六
蔽
､
君
子
有
九
思
三
戒
､
益
者
三
友
､
接
着
111友
等
語
'
皆

前
十
篇
所
無
者
､
其
議
論
膿
製
､
亦
自
不
興
前
相
似
'
故
知
後
十
篇
'
乃
補
前
所
遺
者
也
｡
｣
と
云

､ヘノ

③

特
に
崖
述
の

『深
酒
考
信
録
』
『沫
洞
考
信
徐
録
』
O
山佳
述
の
方
法
は
仁
密
と
異
な
り
へ
各
篇
を

一

ま
と
ま
り
に
し
て
論
ず
る
の
で
は
な
-
､
其
の
中
の
一
章
ご
と
を
取
り
出
し
て
考
察
し
'
信
ず
べ
き

も
の
と
疑
う
べ
き
も
の
と
を
審
ら
か
に
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
｡

④

『武
内
義
雄
全
集
第

一
巻

･
論
語
編
』
(角
川

･
昭
和
五
十
三
年
)
第
二
章

｢論
語
の
原
典
批
判
｣

六
七
～
九

i
頁
O
該
当
部
分
の
初
出
版
は
昭
和
十
四
年
｡

⑤

『津
田
左
右
吉
全
集
第
十
E
]巻
･論
語
と
孔
子
の
思
想
』
(岩
波
･
一
九
六
四
年
)
｢論
語
の
で
き
た

み
ち
す
じ
｣

一
五
七
-
二
九

1
頁
｡
該
当
部
分
の
初
出
版
は
昭
和
二
十
二
年
｡

⑥

木
村
英

一
『孔
子
と
論
語
』
(創
文
社
東
洋
学
叢
書

･
昭
和
四
十
六
年
)

1
八
〇
頁
｡

⑦

木
村
前
掲
書

二
八
一
頁
｡

⑧

木
村
前
掲
書

一
七
七
頁
｡

⑨

木
村
前
掲
書
四
七
五
･六
頁
｡
な
お
同
四
七
五
頁
の
木
村
氏
の
表
を
こ
こ
に
参
考
と
し
て
示
す
(孟

子
は
四
伝
の
弟
子
に
あ
た
る
)0

ニ停 ≡倖 四停 五停 六侍以後

(下

旨

)

○ (･-I- -･)

先 進

鼓 滑

子 路

意 問

有毒公

氏

貨

子

破

日

卒

院

政

子

尭

書で成立 --･･･芹で成立 (･-･･)群で司色

o骨子故事の羊ヰ (○)骨子改革の声色 ･相加

- 15-

⑲⑪⑲㊨⑲⑮⑯㊨⑲

但
し
仁
斎
は
上
論
も
下
論
も
成
書
年
時
の
差
は
あ
る
も
の
の
み
な
孔
子
の
真
を
伝
え
る
言
説
と
す

る
｡
こ
の
点
は
近
代
以
降
の
研
究
の
成
果
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

本
稿
所
引
の
論
語
の
本
文
は
四
部
叢
刊
本
を
底
本
と
し
､
皇
疏
本
に
拠
り

1
部
を
改
め
た
0

本
稿
所
引
の

『論
語
集
解
』
は
四
部
叢
刊
本

(上
海
商
務
印
書
館
縮
印
長
沙
棄
民
戒
日
本
覆
刻
古

巻
子
本
)
に
よ
る
｡

本
稿
所
引
の

『論
語
義
疏
』

本
稿
所
引
の

『論
語
注
疏
』

本
稿
所
引
の

『論
語
集
注
』

本
稿
所
引
の

『論
語
古
義
』

本
稿
所
引
の

『論
語
徽
』
は

本
に
よ
る
｡

本
稿
所
引
の

『論
語
正
義
』

は
武
内
義
雄
全
集
所
収
の
大
止
十
二
年
懐
徳
堂
刊
本
に
よ
る
｡

は
十
三
経
注
疏
本

(嘉
慶
二
十
年
垂
刊
宋
本
)
に
よ
る
｡

は
民
国
六
十
三
年

･
重
文
印
書
館
版
に
よ
る
｡

は
明
治
四
十
二
年

･
六
盟
館
版
に
よ
る
｡

『荻
生
祖
裸
全
集
』
(み
す
ず
･
一
九
七
七
年
)
所
収
の
元
文
五
年
刊

は
上
海
古
籍
出
版
社
版

(存
古
書
社
裁
板
本
)
に
よ
る
｡

Akita University



⑲

『集
解
』
所
引
の

｢孔
安
国
注
｣
に
つ
い
て
は
つ
と
に
偽
撰
説
が
出
さ
れ
て
い
る
｡
例
え
ば
清
の

陳
短
は

｢後
人
の
仮
託
｣
と
し
､
沈
幕
は
何
安
の
偽
作
と
し
､
丁
妾
も
文
王
粛
の
作
と
し
て
い
る
｡

近
年
'
伊
藤
倫
厚
氏
は
｢

序
章

『論
語
』
の
成
立
と
伝
承
｣
(松
川
健
二
編

『論
語
の
思
想
史
』
汲
古

書
院
二

九
九
四
年
)
に
お
い
て

『古
論
』
(壁
中
よ
-
取
り
出
さ
れ
た
と
い
う
古
論
語
)
の
虚
構
な

る
を
論
じ
て

｢
『古
論
』
に
関
わ
る
言
説
は
'
殆
ど
す
べ
て
信
用
す
る
わ
け
に
い
か
ぬ
｣
(松
川
前
掲

書

二
八
頁
)
と
し
て
孔
安
国
注
の
偽
造
な
る
こ
と
を

｢自
明
と
言
え
よ
う
｣
(同
二
〇
頁
)
と
し
て
い

る
｡
孔
安
国
注
が
偽
按
で
あ
っ
た
と
し
て
も
t
L
か
し
そ
の
な
か
に
漠
代
の
注
釈
家
の
説
が
何
等
か

継
承
さ
れ
て
い
る
可
能
性
は
否
定
し
難
い
｡

⑳

加
藤
常
賢

『中
国
古
代
文
化
の
研
究
』
三

舎
学
舎
大
学
出
版
部

･
昭
和
五
十
五
年
)
｢仁
の
語
義

に
つ
い
て
｣
八
七
六
～
八
七
八
頁
｡

㊧

例
え
ば
加
藤
常
賢
氏
は

｢外
部
の
も
の
を
内
部
に
も
ち
込
ん
だ
と
こ
ろ
に
､
か
れ
孟
子
の
撃
的
ス

タ
ー
-
が
あ
る
｡
｣
(加
藤
常
賢

『中
国
古
代
倫
理
学
の
賛
達
』

三

二

頁
'
明
徳
出
版

･
昭
和
五
十

八
年
)
と
述
べ
て
､
孔
子
と
孟
子
の
思
想
の
あ
り
方
の
違
い
を
指
摘
し
て
い
る
｡

㊧

渡
連
卓
氏
は

｢孔
子
を
は
じ
め
と
す
る
原
始
儒
家
は
人
性
論
に
つ
い
て
か
す
か
に
論
及
し
た
こ
と

が
あ
っ
た
O
だ
が
孟
子
の
ご
と
-
人
性
を
的
確
に
絶
対
的
な
る
天
に
も
と
づ
け
､
そ
こ
か
ら
出
蟹
す

る
内
部
的
諸
徳
が
い
ず
れ
も
王
道
政
治
の
寅
現
を
可
能
に
す
る
と
論
理
的
に
断
言
し
た
も
の
は
い
な

か
っ
た
O
｣
(渡
連
卓

『古
代
中
国
思
想
の
研
究
』
四
二
八
頁
'
創
文
社

･
昭
和
四
十
八
年
)
と
述
べ

て
い
る
O

⑳

『論
語
』
で

｢心
｣
に
言
及
す
る
の
は
五
例
の
み
O
そ
の
う
ち
上
論
は
為
政
と
薙
也
の
二
例
で
あ

る
｡
他
方

『孟
子
』
の

｢心
｣
に
言
及
す
る
も
の
は
優
に
百
例
を
越
え
'
そ
の
内
答
も

｢恒
心
｣
｢不

動
心
｣
｢不
忍
人
之
心
｣
｢側
隠
之
心
｣
｢蓋
悪
之
心
｣
｢静
譲
之
心
｣
｢是
非
之
心
｣
さ
ら
に
は
ス
-
レ

1
-
に
｢仁
心
｣
｢仁
義
之
心
｣
な
ど
'
明
ら
か
に
心
は
道
徳
性
の
中
心
と
な
る
概
念
と
な
っ
て
い
る
｡

栗
田
直
窮

『中
囲
上
代
思
想
の
研
究
』
(岩
波

･
昭
和
二
十
四
年
)
二
八
-
三

1
頁
D

近
代
的
研
究
に
お
い
て
こ
の
立
場
を
提
唱
し
た
の
は
小
島
拓
馬
氏
で
あ
る
｡
小
島
氏
は

｢孔
子
の

仁
は

≡
一口
に
し
て
い
へ
ば
､
愛
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
､
そ
の
愛
は
い
か
な
る
性
質
の
も
の

か
と
い
ふ
に
'
そ
れ
は
墨
子

一
派
の
昭
へ
る
兼
愛
と
は
違
っ
て
'
墨
子
の
語
を
借
り
て
い
へ
ば
別
愛

で
あ
る
O
･･･先
ず
己
の
父
母
を
愛
し
て
推
し
て
他
人
の
父
母
に
及
ぼ
し
'
先
ず
己
の
兄
弟
を
愛
し
て

推
し
て
他
人
の
兄
弟
に
及
ぼ
す
べ
き
も
の
と
す
る
｡
是
れ

『中
庸
』
に

｢親
親
之
殺
｣
を
言
ひ
'
『大

学
』
に

｢本
末
厚
薄
｣
の
序
を
言
ふ
所
以
で
あ
る
O
｣
(小
島
拓
馬

『古
代
支
那
研
究
』

l
九
九
頁
'

弘
文
堂
書
房

･
昭
和
十
八
年
)
と
亭

っ
｡
し
か
し

｢仁
｣
を

｢親
親
｣
を
以
て
解
す
る
の
は
あ
-
ま

で
も
孟
子
以
後
の
論
で
あ
っ
て
'
こ
れ
を
孔
子
に
帰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
な
お

『墨
子
』
に
は

｢別
｣
は
あ
る
が
､
｢別
愛
｣
の
語
は
な
い
｡

詳
し
-
は
拙
稿

｢墨
琶
兼
愛
を
説
か
ず
-

『墨
子
』
兼
愛
篇
の
論
理
と
構
造
-
｣
(集
刊
東
洋
学
六

十
七
号
)
'
｢墨
家
に
お
け
る

″寓
民
系
″

集
団
の
存
在
-

『墨
子
』
尚
賢

･
尚
同

･
天
志
の
各
中
篇

の
特
異
性
を
め
ぐ
っ
て
-
｣
(秋
田
大
学

教
育
学
部
研
究
紀
要
四
十
六
集
)
を
参
照
｡

例
え
ば
谷
口
義
介
氏
は
｢
『尚
書
』
費
誓
篇
に
よ
る
と
､
魯
に
は
軍
役
の
義
務
を
有
L
t
兵
器
の
準

備
を
命
ぜ
ら
れ
た

『人
』
と
よ
ば
れ
る
階
層
が
存
在
す
る
｡
こ
の

『人
』
が
大
夫
と
士
よ
り
な
る
国

人
層
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
･･･o
｣
(谷
口
義
介

『中
国
古
代
社
食
史
研
究
』
二
七
六
頁
､

朋
友
書
店

･
昭
和
六
+
三
年
)
と
述
べ
て
い
る
｡

こ
の

｢里
仁
為
美
｣
の

｢里
｣
の
訓
話
の
検
討
は
､
拙
稿

｢
『論
語
』
里
仁
篇
首
章
の
謹
み
換
え
と

孟
子
の
論
理
｣
(『
日
本
中
国
学
合
報
』
第
四
十

l
集
)
を
参
照
｡
な
お
本
稿
で
は

｢揮
不
劇
畑
､
蔦

得
知
｣
に
つ
い
て
は
孟
子
系
の
解
を
採
る
の
で
'
右
の
拙
稿
の
見
解
を

!
部
修
正
す
る
二
と
と
な
る
o
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