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宋
学
に
お
け
る
「
聖
」
と
「
誠
」

1
自
然
性
へ
の
志
向

藤

井

倫

明

は
じ
め
に

　
　
　
（
1
）

　
宋
学
と
言
う
と
、
「
気
質
を
変
化
す
る
」
（
張
載
）
、
「
整
斉
厳
粛
」
「
持
敬
」
（
程
伊
川
）
と
い
っ
た
面
か
ら
、
情
欲
の
克
服
を
目
的
と
す

る
厳
格
で
堅
苦
し
い
倫
理
的
学
問
と
し
て
受
け
取
ら
れ
、
そ
れ
が
と
も
す
る
と
、
人
情
ま
で
抑
圧
す
る
リ
ゴ
リ
ズ
ム
（
厳
格
主
義
）
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

て
、
し
ば
し
ば
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
ま
た
リ
ゴ
リ
ズ
ム
と
ま
で
は
言
わ
な
く
と
も
、
高
橋
進
氏
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

唐
宋
間
の
思
想
展
開
を
「
老
荘
的
無
為
自
然
」
か
ら
「
作
為
積
極
」
へ
の
変
化
と
し
て
捉
え
て
い
る
よ
う
に
、
宋
学
を
人
為
性
を
中
心
と

し
た
も
の
と
す
る
見
方
が
一
般
的
で
は
な
か
ろ
う
か
。
山
井
美
里
は
宋
学
の
本
質
的
性
格
を
「
修
養
の
学
」
（
人
間
は
い
か
に
あ
る
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

か
、
ど
う
す
べ
き
か
を
考
え
、
且
つ
そ
れ
を
実
践
す
る
学
問
）
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
修
養
の
学
で
あ
る
か
ら
こ
そ
そ

の
た
め
の
功
夫
が
重
視
さ
れ
、
作
為
性
・
厳
格
性
を
帯
び
る
に
至
っ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
宋
学
を
以
て
単
純
に
作
為

や
厳
格
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
に
止
ま
る
も
の
と
し
て
片
づ
け
て
し
ま
う
の
は
果
た
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
宋
儒
が
「
修

養
」
を
通
し
て
目
指
し
た
も
の
は
「
聖
人
」
で
あ
っ
た
。
島
田
慶
次
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
『
聖
人
学
ソ
デ
至
ル
ベ
シ
』
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

こ
そ
、
宋
学
全
体
の
根
本
的
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、
大
前
提
で
あ
っ
た
」
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
修
養
の
学
」
と
は
、
さ
ら
に
突
き
詰
め
て

言
え
ば
「
聖
人
に
至
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
、
そ
の
た
め
の
学
問
」
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
「
聖
人
」
の
本
質
が
「
誠
」

で
あ
る
と
さ
れ
、
仁
義
礼
智
信
と
い
う
五
常
に
加
え
て
「
誠
」
と
い
う
徳
目
が
従
来
に
増
し
て
注
目
さ
れ
、
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

故
に
、
こ
の
「
聖
人
」
が
如
何
な
る
存
在
で
あ
っ
た
の
か
、
な
ぜ
「
誠
」
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
点
を
十
分
に
明
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ら
か
に
し
な
け
れ
ば
、
宋
学
の
核
心
は
つ
か
め
な
い
こ
と
と
な
る
。

　
し
か
る
に
従
来
、
宋
学
を
貫
通
す
る
修
養
の
到
達
点
と
し
て
の
「
聖
人
」
像
に
関
し
て
は
、
主
た
る
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ

と
も
な
く
閑
却
さ
れ
て
き
た
感
が
あ
り
、
又
、
「
誠
」
に
関
し
て
も
天
命
や
性
と
い
っ
た
形
而
上
学
的
、
理
論
的
な
方
面
か
ら
主
と
し
て

論
じ
ら
れ
、
修
養
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
実
践
道
徳
と
し
て
の
視
点
が
欠
け
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
宋
学
の
確

立
者
と
目
さ
れ
て
い
る
周
濠
漢
・
張
横
上
・
二
程
子
及
び
そ
の
集
大
成
者
で
あ
る
朱
子
等
を
中
心
と
し
て
、
道
徳
論
・
修
養
論
の
観
点
か

ら
宋
学
に
お
け
る
「
聖
」
と
「
誠
」
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
宋
学
の
特
質
を
再
検
討
し
て
み
た
い
。

　
島
田
慶
次
氏
は
、
儒
教
に
於
け
る
聖
人
に
は
二
つ
の
型
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
礼
記
』
に
い
わ
ゆ
る
「
作
者
こ
れ
を

聖
と
い
う
」
と
あ
る
よ
う
な
、
礼
楽
・
制
度
、
大
き
く
言
え
ば
文
明
・
文
化
の
創
始
（
制
作
）
者
と
し
て
の
聖
人
と
、
仁
義
道
徳
の
完
全

な
体
現
者
と
し
て
の
聖
人
で
あ
る
。
そ
し
て
聖
人
の
型
が
前
者
か
ら
後
者
に
移
っ
た
と
こ
ろ
に
宋
学
の
大
き
な
特
徴
が
あ
る
と
捉
え
て
い

（
6
）

る
。
前
者
は
具
体
的
に
言
え
ば
尭
・
舜
・
禺
及
び
周
公
と
い
っ
た
先
王
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
必
ず
政
治
的
支
配
者
、
文
化
的
指
導
者
と
し

て
の
地
位
が
付
随
し
て
お
り
、
無
位
で
あ
っ
た
孔
子
が
聖
人
と
し
て
尊
ば
れ
る
場
合
も
、
そ
の
聖
人
と
さ
れ
る
所
以
は
そ
の
人
格
性
以
上

に
、
六
経
を
刷
訳
し
、
万
世
に
法
る
べ
き
法
を
垂
れ
た
と
い
う
文
化
的
・
政
治
的
功
績
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

聖
人
は
常
人
を
遙
か
に
越
え
た
叡
知
を
備
え
た
存
在
で
あ
り
、
た
だ
仰
ぎ
見
て
思
慕
す
る
外
的
対
象
で
あ
っ
て
、
自
ら
が
そ
れ
に
到
る
こ

と
を
目
指
す
べ
き
対
象
で
は
な
い
。
顔
出
は
孔
子
を
前
に
し
て
唱
然
と
し
て
歎
じ
た
（
『
論
語
』
子
翠
）
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
梁
の
骨
無

は
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
だ

　
　
孔
子
は
至
聖
、
顔
弓
は
上
賢
な
り
。
聖
と
賢
と
の
道
は
絶
た
れ
り
。
故
に
顔
、
歎
を
致
せ
り
。

　
す
な
わ
ち
聖
人
と
は
顔
淵
ほ
ど
の
大
賢
か
ら
し
て
も
、
自
ら
到
達
す
る
望
み
を
断
た
し
め
て
し
ま
う
ほ
ど
に
あ
ま
り
に
か
け
離
れ
た
存

在
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
後
者
の
型
、
完
全
な
る
人
格
者
と
し
て
の
聖
人
の
場
合
、
も
は
や
生
知
と
い
っ
た
先
天
性
は
聖
人
の
絶
対
条
件
で
は
な
く
、

［
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先
天
的
・
後
天
的
如
何
に
関
わ
ら
ず
完
全
に
仁
義
道
徳
を
体
現
し
、
あ
る
境
地
に
到
達
し
た
者
は
皆
聖
人
と
し
て
認
め
得
る
こ
と
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

つ
ま
り
聖
人
は
学
ん
で
到
る
べ
き
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
聖
の
学
ぶ
べ
き
を
可
な
り
と
言
明
し
て
新
た
な
聖
人
観
を
打
ち
立
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

宋
学
に
お
け
る
聖
人
を
志
向
す
る
修
養
論
の
端
緒
を
切
り
開
い
た
者
こ
そ
周
簾
渓
に
外
な
ら
ぬ
。

　
周
子
は
聖
と
賢
と
を
規
定
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
と
の

　
　
誠
は
為
す
こ
と
無
し
。
幾
に
は
善
悪
あ
り
。
徳
は
愛
す
る
を
仁
と
日
ひ
、
宜
し
き
を
義
と
日
ひ
、
理
へ
る
を
礼
と
日
ひ
、
通
ず
る
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ

　
　
智
と
日
ひ
、
守
る
を
信
と
目
ふ
。
焉
を
性
の
ま
ま
に
し
、
焉
に
安
ん
ず
る
、
之
を
聖
と
謂
ふ
。
焉
に
周
り
、
焉
を
執
る
、
之
を
賢
と

　
　
謂
ふ
。
（
『
通
書
』
誠
幾
徳
第
三
）

　
さ
ら
に
周
子
は
「
誠
は
聖
人
の
本
な
り
。
」
（
『
通
書
』
爪
上
第
一
）
「
聖
は
誠
の
み
。
」
（
同
　
聖
画
第
二
）
と
い
う
よ
う
に
聖
人
の
本
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

を
誠
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
誠
は
上
掲
の
よ
う
に
、
無
為
な
る
性
格
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ

て
周
子
に
と
っ
て
の
聖
人
と
は
、
勉
励
や
思
慮
に
頼
っ
て
道
に
適
中
し
て
い
る
賢
人
に
対
し
て
勉
励
や
思
慮
を
用
い
ず
に
自
然
の
ま
ま
に

仁
義
道
徳
が
実
現
さ
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
聖
人
－
賢
人
観
が
次
に
挙
げ
る
張
載
、
程
伊
川
、
朱
子
の

言
葉
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
以
後
踏
襲
さ
れ
て
い
く
捉
え
方
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
聖
人
の
若
き
は
則
ち
性
と
天
道
と
の
ま
ま
に
し
て
勉
む
る
所
無
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
正
名
』
中
正
篇
）

　
　
勉
め
て
清
な
る
は
聖
人
の
清
に
非
ず
、
勉
め
て
和
な
る
は
聖
人
の
和
に
非
ず
。
所
謂
聖
な
る
者
は
、
勉
め
ず
思
は
ず
し
て
こ
こ
に
至

　
　
る
者
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
上
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
が

　
　
若
し
勉
強
し
て
只
だ
睡
れ
理
に
循
ふ
を
知
る
の
み
な
ら
ば
、
薫
れ
楽
に
は
非
ざ
る
な
り
。
綾
に
楽
に
至
る
時
は
、
便
ち
是
れ
理
に
循

　
　
ふ
を
楽
と
為
し
、
理
に
循
は
ざ
る
を
甘
楽
と
為
す
。
何
ぞ
苦
し
み
て
理
に
循
は
ざ
ら
ん
。
自
ず
か
ら
勉
強
す
る
を
須
ひ
ざ
る
な
り
。

　
　
夫
の
聖
人
の
勉
め
ず
し
て
中
り
、
思
は
ず
し
て
得
る
が
若
き
は
、
此
れ
君
上
一
等
の
事
な
り
。
　
　
（
『
二
程
全
書
』
巻
十
九
　
7
a
）

　
　
聖
は
只
だ
是
れ
極
至
の
処
に
呈
し
至
り
て
、
自
然
に
安
行
し
、
勉
強
を
待
た
ず
。
故
に
之
を
聖
と
言
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
朱
子
語
類
』
巻
五
十
八
　
孟
子
八
）

　
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
聖
人
観
、
及
び
「
誠
」
の
規
定
は
『
礼
記
』
中
庸
篇
に
「
或
い
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
之
を
知
り
、
或
い
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
る

学
び
て
之
を
知
り
、
或
い
は
固
し
ん
で
之
を
知
る
。
其
の
之
を
知
る
に
及
ん
で
は
一
な
り
。
或
い
は
安
ん
じ
て
之
を
行
ひ
、
或
い
は
利
し

［
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て
之
を
行
ひ
、
或
い
は
勉
強
し
て
之
を
行
ふ
。
其
の
功
を
成
す
に
及
ん
で
は
一
な
り
。
…
誠
は
天
の
道
な
り
。
之
を
誠
に
す
る
は
人

の
道
な
り
。
誠
は
勉
め
ず
し
て
中
り
、
思
は
ず
し
て
得
、
従
容
と
し
て
道
に
中
る
、
聖
人
な
り
。
之
を
誠
に
す
る
は
善
を
択
ん
で
固
く
之

を
執
る
者
な
り
。
」
（
章
句
第
二
十
章
）
と
あ
る
の
を
踏
襲
し
た
も
の
だ
と
言
え
る
が
、
中
庸
篇
で
は
「
之
を
知
る
に
及
ん
で
は
一
な
り
」

「
功
を
成
す
に
及
ん
で
は
一
な
り
」
と
言
っ
て
も
、
学
び
勉
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
常
人
が
聖
人
と
い
う
存
在
そ
の
も
の
に
ま
で
な
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
周
子
を
は
じ
め
宋
学
者
は
あ
く
ま
で
聖
人
と
い
う
存
在
そ
の
も
の
を
志
向
し
て
い
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ぞ

の
で
あ
る
。
周
子
は
「
聖
は
天
を
希
み
、
賢
は
聖
を
希
み
、
士
は
賢
を
罷
む
。
」
（
『
通
書
』
志
学
第
十
）
と
言
い
、
張
子
は
「
学
を
致
し

て
以
て
聖
を
成
す
べ
し
。
」
（
『
正
蒙
』
乾
称
篇
）
と
言
い
、
程
伊
川
は
「
人
皆
以
て
聖
人
に
至
る
べ
し
。
而
し
て
君
子
の
学
は
必
ず
聖
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

に
至
り
て
後
已
む
。
聖
人
に
至
ら
ず
し
て
後
已
む
者
は
皆
自
ら
棄
つ
る
な
り
。
」
（
『
二
程
全
書
』
巻
二
十
八
　
3
b
）
と
言
う
の
で
あ
る
。

だ
が
中
庸
篇
に
あ
る
ご
と
く
、
皆
同
じ
く
道
を
知
り
、
功
を
成
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
聖
人
」
・
と
い
う
存
在
自
体
に
こ
だ
わ

る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
の
か
。
何
故
に
勉
め
ず
、
思
わ
ざ
る
聖
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
こ
こ
に
至
っ
て
聖
人
を
単
に
「
仁
義

道
徳
の
完
全
な
る
体
現
者
」
と
言
う
だ
け
で
す
ま
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
詳
し
く
聖
人
と
徳
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
み

る
必
要
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

「
1
9［

二

　
張
載
は
、
思
慮
や
勉
励
に
よ
る
徳
の
保
持
に
は
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
と
言
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
や

　
　
大
抵
、
勉
勉
を
語
る
者
は
則
ち
下
れ
大
人
の
分
な
り
。
勉
勉
な
れ
ば
則
ち
猶
ほ
或
い
は
退
く
こ
と
有
り
。
少
も
勉
勉
な
ら
ざ
れ
ば
斯

　
　
ち
退
く
。
（
『
易
説
』
乾
卦
）

　
同
じ
く
程
伊
川
も
「
不
勉
田
中
、
不
思
而
得
」
と
「
勉
平
中
、
思
而
得
」
と
の
間
に
は
閑
却
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
大
き
な
隔
た
り
が

あ
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

　
　
勉
め
ず
し
て
中
り
思
は
ず
し
て
得
る
と
、
勉
め
て
中
り
思
ひ
て
得
る
と
は
何
ぞ
止
だ
に
差
等
有
る
の
み
な
ら
ん
。
直
ち
に
生
れ
相
去

　
　
る
こ
と
懸
絶
せ
り
。
勉
め
ず
し
て
中
る
は
即
ち
常
に
中
る
な
り
。
思
は
ず
し
て
得
る
は
常
に
得
る
な
り
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
二
程
全
壷
日
』
三
十
六
　
2
0
a
）

　
つ
ま
り
「
思
い
勉
め
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
道
に
適
中
し
て
い
る
境
地
で
は
、
常
に
道
に
中
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
思
慮
勉

励
し
て
い
る
間
の
み
中
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
人
間
が
間
断
無
く
思
慮
勉
励
し
続
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
限
り
、
道
に
中
ら
な
い
時

（
す
な
わ
ち
後
退
す
る
こ
と
）
が
存
在
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
五
常
の
徳
を
思
念
し
、
勉
め
て
保
持
す
る
と
い

う
修
為
功
夫
に
依
存
し
て
い
る
賢
人
の
境
地
は
不
安
定
で
不
完
全
な
も
の
と
見
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
か
く
し
て
張
子
、
伊
川
、

朱
子
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
勉
む
る
は
、
蓋
し
未
だ
安
ん
ず
る
こ
と
能
は
ざ
れ
ば
な
り
。
思
ふ
は
、
蓋
し
未
だ
有
す
る
こ
と
能
は
ざ
れ
ば
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
正
蒙
』
中
正
篇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ち

　
　
誠
敬
を
以
て
之
を
存
す
る
の
み
。
防
検
す
る
を
須
ひ
ず
。
窮
策
す
る
を
須
ひ
ず
。
若
し
心
解
れ
ば
則
ち
防
ぐ
こ
と
有
り
。
心
筍
も
解

　
　
ら
ざ
れ
ば
何
の
防
ぐ
こ
と
か
之
れ
有
ら
ん
。
理
未
だ
得
ざ
る
有
り
。
故
に
須
く
窮
策
す
べ
し
。
存
す
る
こ
と
久
し
く
し
て
自
ず
か
ら

　
　
明
ら
か
な
ら
ば
安
ん
ぞ
窮
策
す
る
を
待
た
ん
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
二
程
全
書
』
馬
丁
　
5
b
）

　
　
学
ぶ
者
は
是
れ
聖
人
を
学
び
て
未
だ
至
ら
ざ
る
者
な
り
。
聖
人
は
是
れ
学
を
為
し
て
極
め
至
る
者
な
り
。
只
だ
詣
れ
一
箇
は
自
然
に

　
　
し
て
、
一
箇
は
勉
強
な
る
の
み
。
惟
だ
自
然
な
る
が
故
に
久
し
く
し
て
変
ぜ
ず
。
惟
だ
勉
強
な
る
が
故
に
時
有
り
て
放
失
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
朱
子
語
類
』
巻
二
十
一
　
論
語
三
）

「
思
」
「
勉
」
「
防
検
」
「
窮
索
」
と
い
っ
た
作
為
的
功
夫
は
、
道
に
向
か
う
自
己
が
未
だ
完
成
し
て
い
な
い
が
為
に
必
要
な
も
の
な
の
だ

と
し
て
、
最
終
的
に
は
功
夫
が
消
滅
す
る
（
従
容
と
し
て
道
に
中
る
）
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
作
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

性
・
尉
面
性
と
い
う
の
も
突
き
詰
め
て
言
え
ば
「
心
」
の
は
た
ら
き
、
「
意
」
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
果
た
し
て
張
子
、
皇
子
何
れ
も

「
意
（
識
）
」
を
問
題
視
し
、
そ
の
克
服
を
求
め
て
い
る
。

　
　
已
む
こ
と
を
得
ず
、
当
に
為
す
べ
く
し
て
之
を
為
さ
ば
、
人
を
殺
す
と
難
も
皆
義
な
り
。
心
有
り
て
之
を
為
さ
ば
善
と
錐
も
皆
意
な

　
　
り
。
己
を
正
し
て
物
正
し
き
は
大
人
な
り
。
己
を
正
し
て
物
を
正
す
は
猶
ほ
意
有
る
の
累
を
免
れ
ざ
る
な
り
。
意
有
り
て
善
を
為
す

　
　
は
之
を
利
と
す
る
な
り
。
之
を
重
る
な
り
。
意
無
く
し
て
善
を
為
す
は
之
を
性
と
す
る
な
り
。
之
に
由
る
な
り
。
意
有
り
て
善
に
在

　
　
る
す
ら
（
な
ほ
）
且
つ
未
だ
尽
く
さ
ず
と
為
す
に
、
況
ん
や
未
だ
悪
な
る
こ
と
に
意
有
る
を
や
。
仲
尼
の
四
を
絶
つ
は
、
始
学
よ
り

一
2
0［



　
　
成
徳
に
至
る
ま
で
の
両
端
を
端
く
す
の
教
へ
な
り
。
（
『
正
蒙
』
中
正
篇
）

　
こ
こ
で
張
子
が
、
己
の
利
欲
を
謀
る
悪
に
向
か
う
意
の
み
な
ら
ず
、
物
を
正
し
、
善
を
為
そ
う
と
す
る
意
す
ら
を
も
「
累
」
と
し
て
問

題
上
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
文
を
解
釈
し
て
山
本
命
氏
は
、
意
の
弊
害
を
「
偽
善
性
」
「
功
利
性
」
へ
の
傾
斜
と
し

　
　
　
　
　
（
1
2
）

て
見
て
い
る
が
、
張
氏
の
目
は
、
偽
善
性
と
か
功
利
性
と
か
言
っ
た
次
元
に
止
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
意
識
的
行
為
そ
の
も
の
の
免
れ
が
た
い

「
不
完
全
性
」
「
不
安
定
性
」
に
ま
で
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
周
子
・
張
子
・
面
子
は
何
れ
も
顔
回
を
学
ぶ
べ
き
第
一

等
の
人
物
と
し
て
特
に
尊
重
し
て
い
る
が
、
大
賢
・
亜
聖
と
は
見
な
し
て
も
、
決
し
て
完
全
な
る
聖
の
資
格
を
与
え
て
い
な
い
。
程
子
は

顔
弓
は
限
り
な
く
聖
に
近
い
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
聖
人
（
孔
子
）
と
の
違
い
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

　
　
聖
人
の
動
は
天
を
以
て
し
、
賢
人
の
動
は
地
を
以
て
す
。
顔
子
の
不
善
有
る
が
若
き
は
豊
に
衆
人
の
如
く
な
ら
ん
や
。
野
里
だ
此
の

　
　
間
に
在
る
の
み
。
蓋
し
猶
ほ
己
を
有
す
る
が
如
し
。
我
無
き
に
至
り
て
は
則
ち
聖
人
な
り
。
異
象
の
聖
人
に
切
な
る
こ
と
、
未
だ
達

　
　
せ
ざ
る
こ
と
一
息
の
み
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
二
程
全
書
』
三
十
ニ
　
一
2
a
　
明
道
の
語
）

　
圧
子
は
も
は
や
聖
人
と
同
じ
高
み
に
立
っ
て
い
な
が
ら
、
「
己
」
「
我
」
が
ま
だ
残
っ
て
い
た
と
い
う
、
そ
の
わ
ず
か
な
点
で
聖
人
と
は

為
し
得
ぬ
と
言
う
の
で
あ
る
。
程
子
は
他
所
で
も
黒
子
を
論
じ
て
「
分
別
有
り
」
（
『
二
程
全
書
』
巻
三
十
三
　
4
b
）
「
未
だ
有
為
を
免

れ
ず
」
「
　
に
滞
る
」
（
同
上
　
巻
上
　
3
b
）
と
評
し
て
い
る
が
、
要
す
る
に
意
識
的
に
善
悪
を
分
別
し
て
悪
を
斥
け
、
善
を
為
そ
う
と

い
う
作
為
的
形
跡
が
顔
子
に
は
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
善
を
為
し
て
い
る
と
い
う
意
識
が
あ
る
う
ち
は
ま
だ
完
全
で
は
な
く
、

善
を
為
し
な
が
ら
も
善
を
為
し
て
い
る
と
い
う
意
識
す
ら
消
滅
し
、
無
意
識
的
、
自
然
的
立
場
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

先
に
取
り
上
げ
た
張
子
の
言
葉
の
中
に
「
己
を
正
し
て
物
正
し
き
億
大
人
な
り
。
己
を
正
し
て
物
を
正
す
は
猶
ほ
意
有
る
の
累
を
免
れ
ざ

る
な
り
。
」
と
あ
っ
た
の
も
こ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
、
顔
子
が
意
識
的
な
立
場
か
ら
未
だ
脱
却
し
切
れ
て

い
な
い
限
り
、
そ
の
善
な
る
も
の
も
間
断
有
る
を
免
れ
ぬ
こ
と
と
な
る
わ
げ
で
あ
る
。
果
た
し
て
程
子
は
顔
回
が
仁
に
違
わ
な
か
っ
た
の

は
文
字
通
り
「
三
月
」
で
あ
っ
て
「
常
に
」
で
は
な
か
っ
た
と
解
釈
す
る
。

　
　
三
月
仁
に
違
は
ず
と
は
其
の
久
し
き
を
言
ふ
。
此
を
過
ぐ
れ
ば
則
ち
心
に
従
ひ
て
矩
を
喩
え
ざ
る
の
聖
人
な
り
。
聖
人
は
則
ち
渾
然

　
　
と
し
て
間
断
無
し
。
故
に
三
月
と
言
は
ず
。
此
れ
孔
子
の
其
の
未
だ
止
ま
ら
ざ
り
し
を
惜
し
む
所
以
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
二
程
全
書
』
巻
三
十
ニ
　
一
a
）

一
2
1「



　
作
為
的
・
意
識
的
で
な
く
な
っ
て
、
す
な
わ
ち
自
然
に
な
っ
て
人
は
初
め
て
常
に
道
に
適
中
す
る
、
つ
ま
り
徳
性
・
徳
行
を
恒
久
的
、

安
定
的
な
も
の
と
し
て
後
退
す
る
こ
と
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
す
な
わ
ち
聖
人
に
他
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
聖
人
が
こ
の
よ
う
に
無
為
自
然
、
な
ん
ら
思
慮
勉
励
を
要
し
な
い
存
在
だ
と
す
る
と
、
学
ん
で
聖
人
に
至
る
べ
き
で
あ
る
と
す

る
宋
学
の
大
前
提
と
矛
盾
を
生
ず
る
の
で
は
な
い
か
。
「
学
」
と
は
ま
さ
し
く
意
識
的
人
為
的
営
み
で
あ
り
、
人
為
的
功
夫
の
排
除
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

た
存
在
を
、
人
為
的
功
夫
に
よ
っ
て
追
究
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
人
為
の
賢
（
大
）
か
ら
無
為
の
聖
へ
の
移
行
に

関
し
て
張
子
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
我
無
く
し
て
後
に
大
な
り
。
大
性
を
成
し
て
後
に
聖
な
り
。
聖
は
天
徳
に
位
す
。
（
『
正
蒙
』
神
化
篇
）

　
　
九
五
は
大
人
の
化
す
る
な
り
。
天
徳
の
位
な
り
。
性
を
成
せ
る
の
聖
な
り
。
（
『
心
血
』
乾
卦
）

　
こ
こ
で
「
化
」
と
い
う
の
は
、
『
孟
子
』
の
「
光
輝
有
る
、
之
を
大
と
謂
ひ
、
大
に
し
て
化
す
、
之
を
聖
と
謂
ふ
」
（
平
心
下
）
と
あ
る

の
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
無
意
は
「
大
い
に
其
の
道
を
行
ひ
て
天
下
を
し
て
之
を
化
せ
し
む
る
を
是
れ
聖
人
と
為
す
」
と
注
を
施

し
、
こ
の
「
化
」
を
人
を
化
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
自
己
に
充
実
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
光
輝
あ
る
善
美
を
己
の
う
ち
に
止
め
て
お
く
の
み
で

な
く
、
こ
れ
を
推
し
て
以
て
人
に
及
ぼ
し
人
々
を
感
化
す
る
こ
と
と
捉
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
張
子
は
自
己
が
化
す
る
こ
と
、
す

な
わ
ち
他
人
に
対
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
己
自
身
の
内
面
的
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
古
注
の
解
釈
で
は
、
大
と
聖
と
は
同

一
的
存
在
で
あ
り
、
そ
の
相
違
は
た
だ
内
の
徳
を
外
に
推
し
及
ぼ
し
て
い
る
か
否
か
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
張
子
は
大
と
聖
と
の

相
違
を
、
存
在
レ
ベ
ル
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
大
（
賢
）
か
ら
聖
に
至
る
過
程
で
内
的
変
化
が
起
き
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
化
」
が
「
成
性
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
「
成
性
」
「
化
」
を
為
さ
し
め
る
も
の
を
、
張
子
は
「
熟
」
で
あ
る
と
言
う
。

　
　
大
は
為
す
べ
き
な
り
。
大
に
し
て
化
す
る
は
為
す
べ
か
ら
ず
。
熟
す
る
に
在
る
の
み
。
蓋
し
大
人
の
事
は
修
め
て
至
る
べ
し
。
化
は

　
　
則
ち
功
を
加
ふ
べ
か
ら
ず
。
功
を
加
ふ
れ
ば
則
ち
要
れ
助
長
な
り
。
要
は
仁
の
熟
す
る
に
在
る
の
み
。
　
　
　
　
　
（
『
世
説
』
乾
卦
）

　
　
蓋
し
大
は
則
ち
猶
ほ
勉
め
て
至
る
べ
し
。
大
に
し
て
化
す
る
は
則
ち
必
ず
熟
す
。
化
は
則
ち
達
な
り
。
　
　
　
　
（
同
上
　
繋
辞
下
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い
は
い

　
こ
れ
は
『
孟
子
』
に
「
五
穀
は
種
の
美
な
る
者
な
り
。
筍
も
熟
せ
ず
と
為
さ
ば
葵
稗
に
も
し
か
ず
。
疲
れ
仁
も
亦
た
之
を
熟
す
る
に
在

る
の
み
。
」
（
告
子
上
）
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
「
熟
す
」
と
は
果
穀
が
熟
れ
る
よ
う
に
成
熟
す
る
こ
と
と
捉
え

一
2
2一



て
よ
か
ろ
う
。
物
事
が
成
熟
す
る
に
は
必
ず
あ
る
一
定
の
時
間
の
経
過
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
時
間
に
関
し
て
は
意
識
的
に
速
め
よ
う
と

し
て
操
作
す
る
、
す
な
わ
ち
「
助
長
す
る
」
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
人
間
の
場
合
、
何
も
せ
ず
に
成
熟
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、

「
習
熟
」
と
い
う
語
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
絶
え
間
な
い
努
力
修
為
（
習
）
が
必
要
不
可
欠
な
わ
け
で
あ
る
が
、
熟
と
い
う
作
用
そ
の
も

の
は
我
々
の
意
識
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
進
行
す
る
内
的
・
自
発
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
熟
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
物
は

表
面
的
・
外
形
的
レ
ベ
ル
に
止
ま
ら
ず
、
内
実
そ
の
も
の
が
変
革
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
聖
人
と
賢
人
（
学
者
）
の
違
い
と
は
、
ま
さ
に

こ
の
熟
し
て
い
る
か
否
か
に
あ
る
の
だ
。
故
に
朱
子
も
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

　
　
聖
人
は
熟
し
、
学
者
は
生
な
り
。
聖
人
は
胸
中
よ
り
流
出
し
、
学
者
ぱ
須
く
勉
強
を
着
す
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
朱
子
語
類
』
巻
二
十
論
語
二
）

　
意
を
用
い
て
勉
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
徳
性
・
徳
行
も
「
熟
す
」
こ
と
に
よ
っ
て
「
化
し
」
、
己
の
本
性
そ
の
も
の
と

　
（
1
4
）

な
る
、
す
な
わ
ち
自
己
の
胸
中
よ
り
流
出
す
る
生
き
た
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
熟
（
化
）
と
未
熟
（
不
化
）
と
の
違
い
が
如
何
な
る
も

の
で
あ
る
か
は
、
程
子
が
「
聖
」
と
「
賢
」
と
を
そ
れ
ぞ
れ
「
天
然
の
花
」
と
「
造
花
」
と
に
例
え
て
そ
の
相
違
を
説
明
し
て
い
る
の
が

参
考
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
や
ぎ
ぬ
　
き

　
　
子
曰
く
、
学
ぶ
者
は
必
ず
聖
賢
の
体
を
識
る
べ
し
。
聖
人
は
猶
ほ
化
工
の
ご
と
し
。
賢
人
は
猶
ほ
巧
工
の
ご
と
し
。
綜
を
勢
り
て
以

　
　
　
　
　
つ
く

　
　
て
花
を
為
り
、
色
を
設
け
て
之
に
画
か
ば
、
宛
然
と
し
て
之
に
肖
ざ
る
に
弁
ず
。
躍
れ
ど
も
生
意
の
自
然
を
観
ん
と
欲
す
れ
ば
則
ち

　
　
之
れ
無
し
。
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
二
三
全
書
』
巻
四
十
一
　
5
7
a
）

　
造
花
は
ど
ん
な
に
本
物
に
似
て
い
た
と
し
て
も
あ
く
ま
で
造
花
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
自
然
の
生
意
が
な
い
。
程
子
は
別
の
箇
所
で
も
同

じ
趣
旨
の
こ
と
を
語
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
「
花
は
則
ち
似
ざ
る
処
無
き
も
、
只
だ
群
れ
佗
の
造
化
の
功
無
し
。
」
と
い
う
表
現
が
見
ら

れ
る
（
『
二
程
全
書
』
巻
二
　
4
2
b
）
。
造
花
は
人
為
的
手
段
（
巧
）
に
よ
っ
て
作
る
（
到
達
す
る
）
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
造
花

が
、
生
命
を
持
つ
（
化
）
と
い
う
こ
と
は
、
常
識
的
に
は
人
の
力
で
は
不
可
能
で
あ
る
。
学
ん
で
聖
人
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に

造
花
に
生
命
が
吹
き
込
ま
れ
る
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
が
、
「
熟
す
」
こ
と
に
よ
る
「
化
」
で
あ
り
「
成
性
」
な

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
は
や
天
の
造
化
の
作
用
に
近
い
も
の
と
言
え
る
。
程
伊
川
が
こ
の
「
学
ん
で
聖
人
に
至
る
」
こ
と
を
、
人
の
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

（
後
天
的
働
き
か
け
）
に
よ
っ
て
造
化
（
先
天
的
運
命
）
に
勝
つ
こ
ど
が
出
来
る
事
柄
の
一
つ
と
し
て
上
げ
て
い
る
の
も
か
か
る
事
情
か

一
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ら
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
を
通
し
て
、
聖
人
に
至
る
た
め
の
功
夫
と
い
う
も
の
が
、
決
し
て
単
純
に
作
為
的
と
言
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
功
夫
が
そ

の
効
能
を
発
揮
し
て
行
く
に
つ
れ
て
、
自
ら
そ
の
影
を
潜
め
て
行
き
、
最
終
的
に
は
消
滅
し
て
自
然
の
ま
ま
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
屈
折

し
た
様
相
を
呈
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
次
に
宋
学
に
お
い
て
聖
人
の
本
質
を
な
す
も

の
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
「
誠
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

三

　
周
子
が
「
聖
は
誠
の
み
。
」
「
誠
は
聖
人
の
本
な
り
。
」
と
し
て
、
聖
人
の
本
質
を
「
誠
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
は
前
述
し
た
が
、

さ
ら
に
彼
は
「
誠
は
五
常
の
本
、
百
行
の
源
な
り
。
…
五
常
百
行
も
誠
に
非
ざ
れ
ば
非
な
り
。
邪
に
し
て
暗
君
な
り
。
」
（
『
通
覧
』

三
下
第
二
）
と
い
う
よ
う
に
誠
を
五
常
（
仁
義
礼
智
信
）
よ
り
も
根
本
的
な
も
の
と
し
て
、
そ
れ
に
最
高
の
価
値
を
付
与
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
誠
を
重
く
見
る
姿
勢
は
決
し
て
周
子
の
み
に
限
ら
れ
ず
、
張
子
も
「
聖
と
は
至
誠
天
を
得
る
の
謂
い
な
り
。
」
（
『
正
蒙
』
大
和

篇
）
「
至
誠
は
天
性
な
り
。
息
ま
ざ
る
は
天
命
な
り
。
人
能
く
至
誠
な
れ
ば
則
ち
性
尽
く
し
て
神
否
む
べ
き
な
り
。
」
（
同
　
乾
称
篇
）
と

言
い
、
程
子
も
「
学
の
要
は
敬
に
在
り
、
誠
に
在
り
。
」
（
『
二
十
全
書
』
巻
十
五
　
2
b
）
「
学
ぶ
者
は
以
て
誠
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
誠

な
ら
ざ
れ
ば
以
て
善
を
為
す
無
し
。
誠
な
ら
ざ
れ
ば
則
ち
君
子
為
る
無
し
。
学
を
修
め
て
以
て
誠
な
ら
ざ
れ
ば
則
ち
学
雑
な
り
。
事
を
為

し
て
以
て
誠
な
ら
ざ
れ
ば
則
ち
事
敗
る
。
」
（
同
巻
二
十
八
　
1
4
b
）
と
言
う
よ
う
に
共
通
し
て
お
り
、
こ
の
姿
勢
は
結
果
と
し
て
朱
子

に
よ
っ
て
「
誠
と
は
溜
れ
理
な
り
。
」
（
『
朱
子
語
類
』
巻
六
　
性
理
三
）
と
い
う
よ
う
に
「
誠
」
が
超
越
的
絶
対
的
な
る
「
理
」
そ
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

の
と
し
て
概
念
化
さ
れ
る
ま
で
に
至
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
遡
れ
ば
「
誠
」
は
既
に
『
孟
子
』
『
容
子
』
、
特
に
『
缶
子
』
の
中
庸
篇
で
重
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
儒
教
倫
理
で
あ
る
が
、
宋
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

以
前
に
お
い
て
は
中
庸
篇
を
除
い
て
「
誠
」
が
藩
学
の
根
本
的
徳
目
と
し
て
中
心
的
地
位
を
占
め
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
そ
の
「
誠
」

が
宋
学
に
お
い
て
な
ぜ
特
に
重
要
性
を
帯
び
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
周
子
は
誠
で
な
け
れ
ば
仁
義
な
ど
の
五
常
も
そ
の
内
実
を
失
う
と
し
て
い
る
。
た
だ
単
に
五
常
の
徳
と
言
う
だ

一
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け
で
は
済
ま
さ
れ
ず
、
そ
の
背
後
に
あ
え
て
「
誠
」
を
置
く
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
山
本
命
氏
は
、
『
留
書
』
師
第
七
及
び
耳
癖

三
十
六
の
言
葉
に
基
づ
い
て
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
剛
善
“
義
は
「
時
に
は
柔
善
の
欠
乏
と
し
て
厳
に
過
ぎ
る
と
い
う
相

対
悪
を
作
り
出
す
」
こ
と
と
な
り
、
同
様
に
柔
善
1
1
慈
（
仁
）
は
「
時
に
は
剛
善
の
欠
乏
と
し
て
寛
に
過
ぎ
る
と
い
う
相
対
悪
を
作
り
出

す
」
こ
と
に
な
り
、
「
仁
と
義
の
何
れ
か
一
方
も
、
道
徳
の
『
善
』
を
覆
い
尽
く
し
得
な
い
」
と
い
う
結
果
に
な
る
。
そ
こ
で
「
中
」
と

い
う
徳
性
に
よ
っ
て
「
時
中
と
し
て
寛
厳
よ
ろ
し
き
を
う
る
こ
と
を
命
ず
る
」
必
要
性
が
生
ず
る
こ
と
と
な
り
、
そ
し
て
こ
の
「
無
条
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

的
な
善
」
で
あ
る
「
中
」
の
内
面
化
、
主
体
化
し
た
も
の
が
「
純
粋
至
善
な
る
も
の
」
と
し
て
の
「
誠
」
・
で
あ
る
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
こ
な

　
仁
義
五
常
を
こ
の
よ
う
に
相
対
的
に
捉
え
る
態
度
は
「
義
は
仁
の
動
な
り
。
義
に
流
る
る
も
の
は
仁
に
お
い
て
或
い
は
傷
ふ
こ
と
あ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
こ
な

仁
は
体
の
常
な
り
。
仁
に
過
ぐ
る
も
の
は
義
に
お
い
て
或
い
は
害
ふ
こ
と
あ
り
。
」
（
『
正
鵠
』
至
当
篇
）
と
あ
る
よ
う
に
張
子
に
も
見
ら

れ
る
も
の
で
あ
り
、
確
か
に
周
子
・
張
子
に
お
い
て
は
五
常
の
徳
が
無
条
件
的
に
絶
対
視
さ
れ
て
は
い
な
い
と
言
い
得
る
。
し
か
し
、
そ

の
原
因
を
徳
の
偏
向
性
（
過
不
及
）
だ
け
に
見
て
、
「
誠
」
の
本
質
を
「
中
」
と
し
て
捉
え
る
の
は
果
た
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
周
子
・

張
子
に
は
特
に
「
誠
」
を
定
義
し
た
語
は
見
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
学
を
継
承
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
程
子
・
朱
子
が
そ
れ
ぞ
れ
誠
を
定
義
づ

け
て
「
真
は
誠
に
近
し
。
誠
は
無
妄
の
謂
い
な
り
。
」
（
『
二
丁
全
書
』
巻
二
十
三
　
2
a
）
「
誠
は
真
実
無
妄
の
謂
い
な
り
。
」
（
『
中
庸
章

句
』
第
二
十
章
注
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
誠
」
は
純
粋
性
・
真
実
性
と
い
っ
た
面
か
ら
主
に
理
解
さ
れ
て
お
り
、
「
中
」
を
「
誠
」

の
第
一
義
と
は
見
な
さ
な
い
。
と
す
る
と
、
五
常
の
徳
の
片
偏
向
性
」
と
は
別
に
、
「
誠
」
が
強
調
さ
れ
る
に
至
っ
た
要
因
を
、
「
真
」
や

「
実
」
と
い
っ
た
観
点
か
ら
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
先
に
取
り
上
げ
た
張
子
の
言
葉
の
中
に
「
意
有
り
て
善
を
為
す
は
之
を
利
と
す
る
な
り
、
之
を
覧
る
な
り
。
意
無
く
し
て
善
を
為
す
は

之
を
性
と
す
る
な
り
、
之
に
（
自
ら
）
由
る
な
り
。
」
と
し
て
「
意
」
の
弊
害
を
指
摘
し
た
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
張
子
が
善
を
「
挙

る
」
（
利
と
す
る
）
と
い
う
こ
と
を
、
ま
さ
に
「
意
」
を
用
い
て
為
す
も
の
の
典
型
で
あ
る
と
し
て
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
「
仮
る
」
「
性
と
す
る
」
と
は
、
孟
子
の
鞠
舜
は
之
（
仁
・
義
）
を
性
に
す
る
な
り
。
湯
武
は
之
を
身
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ず
く

す
る
な
り
。
五
玉
は
之
を
仮
る
な
り
。
久
し
く
誤
り
て
帰
さ
ず
ん
ば
、
悪
ん
ぞ
其
の
有
に
非
ざ
る
を
知
ら
ん
や
」
（
聖
心
上
）
と
い
う
言

葉
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
同
じ
く
仁
義
と
い
っ
て
も
、
そ
の
現
れ
方
は
同
じ
で
は
な
く
、
純
粋
に
本
心
か
ら
為
さ
れ
る

場
合
も
あ
れ
ば
功
利
的
、
作
為
的
に
為
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
礼
記
』
に
も
「
子
曰
く
、
仁
に
三
有
り
。

「
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仁
と
功
を
同
じ
く
し
て
情
を
異
に
す
。
仁
と
功
を
同
じ
く
す
る
も
其
の
仁
未
だ
知
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
仁
と
過
を
同
じ
く
し
て
然
る
後
、

其
の
仁
知
る
べ
き
な
り
。
仁
者
は
仁
に
安
ん
じ
、
知
者
は
仁
を
利
と
し
、
罪
を
畏
る
る
者
は
仁
を
勉
む
。
」
（
表
記
）
と
い
う
よ
う
に
、
行

為
の
結
果
は
同
じ
く
仁
で
あ
る
が
、
行
為
の
裏
に
あ
る
心
情
は
同
じ
で
な
く
、
純
粋
な
仁
も
あ
れ
ば
、
作
為
的
な
場
合
も
あ
る
と
の
指
摘

が
見
ら
れ
る
。

　
仁
や
義
と
い
っ
た
徳
は
本
来
内
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
必
然
的
に
あ
る
行
為
・
形
式
と
な
っ
て
外
に
現
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ

て
我
々
は
徳
を
徳
と
し
て
認
め
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
外
的
表
現
形
態
（
具
体
的
内
容
）
を
持
つ
が
故
に
、
『
孟
子
』
『
礼
記
』
に

あ
る
よ
う
に
、
そ
の
徳
は
形
だ
け
ま
ね
し
て
為
す
こ
と
、
つ
ま
り
利
と
し
て
仁
・
義
を
仮
り
た
り
、
罪
を
畏
れ
て
仁
・
義
を
仮
り
た
り
と

い
う
こ
と
も
有
り
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
作
為
的
、
意
識
的
に
徳
を
保
持
す
る
レ
ベ
ル
を
超
え
て
、
あ
く
ま
で
性
の
ま
ま
に
す
る
境
地

に
ま
で
至
る
こ
と
を
追
究
す
る
宋
学
に
於
い
て
は
、
当
然
「
穿
る
」
と
い
う
こ
と
は
許
容
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
こ

れ
ま
で
述
べ
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
故
に
た
だ
「
仁
で
あ
る
」
「
義
で
あ
る
」
と
い
う
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
こ
こ
に
そ
れ
が
「
実
」
で

あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
を
問
う
必
要
性
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
「
仮
」
に
対
し
て
「
実
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
す

言
葉
こ
そ
「
誠
」
に
外
な
ら
ぬ
。
朱
子
ば
『
中
庸
或
問
』
に
お
い
て
「
誠
」
を
「
真
実
迷
妄
の
云
い
な
り
」
と
し
た
上
で
次
の
よ
う
な
議

論
を
展
開
し
て
い
る
。

　
　
夫
の
人
物
の
生
、
性
命
の
正
の
若
き
は
、
固
よ
り
亦
天
理
の
実
に
非
ざ
る
は
莫
し
。
但
だ
気
質
の
偏
を
以
て
、
口
鼻
耳
四
支
の
好
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
が
い

　
　
以
て
こ
れ
を
蔽
ふ
こ
と
を
得
て
私
欲
生
ず
。
是
を
以
て
そ
の
側
隠
の
発
に
当
た
り
て
、
鉱
害
之
に
雑
は
り
、
則
ち
仁
を
為
す
所
以
の

　
　
も
の
直
な
ら
ざ
る
有
り
。
そ
の
差
悪
の
発
に
当
た
り
て
、
貧
昧
之
に
雑
は
り
、
則
ち
義
を
為
す
所
以
の
も
の
実
な
ら
ざ
る
有
り
。
此

　
　
れ
常
人
の
心
の
善
を
為
す
に
勉
め
ん
と
欲
す
と
難
も
、
内
外
隠
顕
、
常
に
二
致
を
免
れ
ざ
る
所
以
に
し
て
、
そ
の
甚
だ
し
き
は
詐
偽

　
　
欺
岡
し
て
、
卒
に
小
人
の
帰
に
堕
つ
る
に
至
る
は
、
則
ち
そ
の
二
な
る
者
こ
れ
に
雑
ふ
る
を
以
て
の
故
な
り
。
惟
だ
聖
人
は
気
質
清

　
　
純
、
渾
然
と
し
て
天
理
、
初
め
よ
り
人
欲
の
私
の
以
て
こ
れ
を
病
ま
し
む
る
無
し
。
是
を
以
て
仁
は
則
ち
表
裏
皆
仁
に
し
て
、
二
毫

　
　
の
仁
な
ら
ざ
る
は
無
し
。
義
は
則
ち
表
裏
皆
無
に
し
て
、
一
毫
の
義
な
ら
ざ
る
は
無
し
。
そ
の
徳
為
る
や
、
固
よ
り
天
下
の
善
を
挙

　
　
げ
て
一
事
の
遺
す
起
る
無
く
し
て
、
そ
の
善
為
る
や
、
天
下
の
実
を
極
め
て
一
毫
の
満
た
ざ
る
無
し
。
此
れ
ぞ
の
勉
め
ず
思
は
ず
し

　
　
て
、
従
容
と
し
て
道
に
中
り
て
、
動
容
周
旋
、
礼
に
中
ら
ざ
る
無
き
所
以
な
り
。
（
4
0
a
）
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こ
こ
で
朱
子
が
仁
を
為
し
、
義
を
為
す
と
一
口
に
言
っ
て
も
「
実
な
る
」
場
合
と
「
実
な
ら
ざ
る
」
．
場
合
と
が
あ
る
と
し
、
そ
の
「
実

な
ら
ざ
る
」
場
合
を
「
内
」
（
隠
・
裏
）
と
「
外
」
（
顕
・
表
）
と
の
不
一
致
（
二
致
）
と
し
て
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ

う
。
朱
子
は
「
詐
偽
」
「
欺
岡
」
を
内
外
不
一
致
の
甚
だ
し
き
も
の
の
典
型
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
に
対
し
て
聖
人
は
表
裏
皆
仁
で
あ
り
、

義
で
あ
る
が
故
に
、
す
な
わ
ち
内
外
一
致
し
て
い
る
が
故
に
、
勉
め
ず
思
わ
ず
し
て
、
従
容
と
し
て
道
に
中
り
得
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

程
子
、
朱
子
は
頻
り
に
「
誠
は
内
外
を
合
す
る
の
道
」
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

　
　
今
、
欲
す
べ
き
之
を
善
と
為
す
と
錐
も
、
亦
須
く
実
に
こ
れ
を
己
に
有
す
べ
く
し
て
、
便
ち
誠
と
言
ふ
べ
し
。
誠
は
便
ち
内
外
を
合

　
　
す
る
の
道
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
二
程
全
書
』
巻
二
　
2
7
a
）

　
　
「
思
、
邪
無
し
。
」
を
問
ふ
。
曰
く
、
惟
だ
護
れ
行
の
邪
無
き
こ
と
を
要
す
る
の
み
な
ら
ず
、
思
も
ま
た
邪
無
き
こ
と
を
要
す
。
誠

　
　
は
内
外
を
合
す
る
の
道
な
り
。
便
ち
早
れ
表
裏
一
な
る
が
如
し
。
内
、
実
に
導
く
の
如
く
ん
ば
、
外
も
ま
た
曳
く
の
如
し
。
故
に
程

　
　
子
曰
く
、
「
思
、
邪
な
き
は
誠
な
り
。
」
と
。
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
朱
子
語
類
』
巻
二
十
三
　
論
語
五
）

　
「
実
」
す
な
わ
ち
「
誠
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
内
外
一
致
し
、
そ
れ
で
初
め
て
本
当
に
己
の
所
有
で
あ
る
（
性
と
す
る
）
と
言
い
得

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
己
の
有
」
「
性
と
す
る
」
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
勉
め
ず
思
わ
ず
し
て
道
に
中
る
「
聖
人
」
と
「
徳
」
と
の

関
係
を
言
い
表
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
こ
と
は
前
に
論
じ
た
通
り
で
あ
る
。
か
く
し
て
張
子
が
「
誠
は
成
な
り
。
誠
能
く
性
を
成
す
こ

と
を
為
す
な
り
。
」
（
『
易
説
』
繋
辞
上
）
と
説
い
て
い
る
所
以
も
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
宋
学
に
お
い
て
な
ぜ
「
誠
」
が
特
に
重
要
視
さ
れ
る
に
至
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
と

い
え
よ
う
。
仁
・
義
・
礼
・
智
・
信
と
い
っ
た
五
常
の
徳
目
は
、
同
士
・
朱
子
に
よ
っ
て
結
果
的
に
は
本
然
の
性
（
実
理
）
と
し
て
そ
れ

自
体
誠
な
る
も
の
と
し
て
絶
対
化
さ
れ
て
い
く
が
、
そ
れ
以
前
で
は
同
じ
く
仁
義
と
い
っ
て
も
性
の
ま
ま
に
す
る
仁
義
（
実
）
と
意
識
的

に
借
り
て
行
う
仁
義
（
偽
）
と
い
う
よ
う
に
、
質
的
相
違
が
存
在
し
得
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
外
的
表
現
形
態
を
取

る
と
い
う
一
般
徳
目
の
性
質
上
、
免
れ
が
た
い
現
象
で
あ
る
が
、
そ
れ
故
に
「
仁
で
あ
る
」
「
義
で
あ
る
」
と
説
く
だ
け
で
は
絶
対
で
あ

る
と
は
言
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
普
通
の
徳
の
よ
う
に
そ
れ
自
体
の
表
現
形
態
を
持
た
ず
に
他
の
徳
の
純
粋
性
・
真
実
性
そ
の
も

の
を
表
す
徳
が
別
に
要
求
さ
れ
る
に
至
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
が
「
誠
」
で
あ
る
と
言
え
る
。
程
朱
の
理
（
性
）
と
し
て
の
仁
義
五
常
は
、

こ
の
誠
に
改
め
て
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
■
実
」
な
る
「
誠
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
徳
は
完
全
に
己
の

一
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所
有
と
な
る
、
言
い
換
え
れ
ば
己
と
徳
と
が
一
体
と
な
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
こ
に
意
識
的
・
作
為
的
要
素
は
完
全
に
消
滅
し
、
従
容
と
し

て
自
然
な
る
状
態
と
な
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
朱
子
も
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

　
　
誠
は
天
の
道
な
り
。
誠
は
是
れ
実
理
に
し
て
、
自
然
に
し
て
修
為
を
仮
ら
ざ
る
も
の
な
り
。
」
（
『
朱
子
語
類
』
巻
六
十
四
　
中
庸
三
）

　
こ
の
誠
の
自
然
性
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
「
誠
」
と
同
じ
く
「
実
」
な
る
概
念
を
持
つ
と
さ
れ
て
い
る
「
信
」
と
比
較
す
る
こ
と

で
よ
り
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
朱
子
は
「
誠
」
と
「
信
」
と
の
相
違
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
　
誠
は
是
れ
自
然
底
の
実
、
信
は
是
れ
人
の
倣
す
底
の
実
な
り
。
故
に
曰
く
「
誠
は
天
の
道
な
り
。
」
と
。
護
れ
は
是
れ
聖
人
の
信
な

　
　
り
。
衆
人
の
信
の
若
き
は
、
只
だ
信
と
喚
び
窮
す
べ
し
。
未
だ
誠
と
喚
び
倣
す
べ
か
ら
ず
。
誠
は
自
然
に
無
品
な
る
の
謂
い
な
り
。

　
　
水
は
只
だ
是
れ
水
、
火
は
只
だ
怠
れ
火
、
仁
は
徹
底
し
て
是
れ
仁
、
義
は
徹
底
し
て
是
れ
義
な
る
が
如
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
朱
子
語
類
』
巻
六
　
性
理
三
）

　
誠
が
自
然
な
る
も
の
と
し
て
聖
人
に
当
て
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
信
は
人
為
的
な
も
の
と
し
て
衆
人
に
当
て
ら
れ
、
誠
よ
り
レ
ベ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
1
）

ル
的
に
劣
る
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
2
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お
わ
り
に

　
以
上
を
通
し
て
宋
学
に
お
け
る
「
学
ん
で
聖
人
に
至
る
べ
し
」
と
い
う
根
本
的
モ
チ
ー
フ
、
及
び
「
誠
」
の
重
視
が
何
れ
も
「
無
為
自

然
」
に
向
か
っ
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
た
と
思
う
。
確
か
に
宋
学
で
は
功
夫
を
重
視
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
無
条
件
的

に
功
夫
そ
の
も
の
に
価
値
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
聖
人
に
至
る
過
程
に
於
い
て
必
要
な
も
の
と
し
て
、
手
段

と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
功
夫
の
意
識
性
は
人
格
が
完
成
す
る
に
つ
れ
て
、
す
な
わ
ち

聖
人
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
影
を
薄
く
し
て
行
き
、
最
終
的
に
は
消
滅
す
べ
き
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
功
夫
と

い
う
人
為
的
営
み
を
加
え
る
こ
と
の
意
味
・
価
値
（
そ
れ
は
つ
ま
り
徳
性
・
徳
行
の
恒
常
性
・
安
定
性
で
あ
り
、
間
断
な
く
常
に
道
に
適

中
す
る
こ
と
で
あ
る
が
）
を
突
き
詰
め
て
い
く
と
、
人
為
的
功
夫
を
超
越
せ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
、
す
な
わ
ち
思
わ
ず
、
勉
め
ず
、
無
為
自
然
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
老
子
は
「
大
道
廃
れ
て
仁
義
有
り
。
」
（
第
十
八
章
）
と
言
い
、
荘
子
は
「
道
徳
廃
れ
ず
ん
ば
、
何
ん
ぞ
仁
義



を
取
ら
ん
。
」
（
外
篇
、
馬
蹄
篇
）
と
言
う
。
こ
れ
は
敢
え
て
仁
義
と
い
う
善
な
る
意
味
を
付
帯
さ
れ
た
徳
目
が
主
張
さ
れ
る
の
は
、
裏
返

せ
ば
そ
れ
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け
世
が
堕
落
し
、
仁
義
な
ら
ざ
る
も
の
が
存
在
す
る
よ
ケ
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
大
道
が

完
全
に
保
た
れ
て
い
る
真
理
の
世
界
で
は
、
悪
と
い
う
も
の
が
存
在
し
な
い
が
故
に
善
（
仁
義
な
ど
）
と
い
う
概
念
す
ら
必
要
な
い
、
否
、

存
在
し
得
な
い
と
考
え
、
殊
更
に
仁
義
を
主
張
す
る
儒
家
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
絶
対
的
世
界
の
崩
壊
・
堕
落
と
し
て
仁
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

の
世
界
が
存
在
す
る
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
福
永
光
司
氏
の
所
謂
下
降
的
歴
史
観
・
価
値
観
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
れ
が
果
た
し
て

現
実
的
に
妥
当
か
否
か
は
別
と
し
て
、
確
か
に
．
一
面
の
真
理
を
表
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
は
な
か
ろ
う
か
。
仁
義
礼
智
信
と
い
う
儒
家

が
最
も
重
ん
ず
る
徳
目
は
、
本
来
現
実
的
・
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
故
に
老
荘
思
想
が
指
摘
し
批
判
す
る
よ
う
に
、
相

対
性
・
不
完
全
性
を
免
れ
ぬ
こ
と
と
も
な
っ
た
。
こ
の
相
対
性
・
不
完
全
性
を
強
く
自
覚
し
、
老
荘
的
思
考
を
否
定
的
に
止
揚
す
る
こ
と

で
、
現
実
の
社
会
に
即
し
た
形
で
、
し
か
も
本
来
の
絶
対
的
世
界
に
立
ち
返
ろ
う
と
し
た
も
の
、
そ
こ
に
宋
学
の
特
質
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
躯
こ
こ
に
求
め
ら
れ
た
人
格
的
モ
ー
ア
ル
が
，
二
人
し
で
脅
・
そ
の
本
質
が
「
誠
」
な
の
だ
と
逃
避
わ
れ
る
・
中
庸
篇
に
曰

く
、
「
誠
は
天
の
道
な
り
。
之
を
誠
に
す
る
は
人
の
道
な
り
。
」
と
。
天
に
非
ず
、
未
だ
聖
人
な
ら
ざ
る
者
は
、
．
そ
の
ま
ま
自
然
に
「
誠
」

な
ら
ざ
る
が
故
に
「
之
を
誠
に
す
る
」
こ
と
、
つ
ま
り
誠
に
な
る
た
め
の
人
為
的
は
た
ら
き
か
け
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち

宋
学
に
お
け
る
功
夫
で
あ
り
、
．
学
な
の
で
あ
る
。
故
に
こ
の
功
夫
や
学
は
単
な
る
人
為
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
作
為
性
自
体
を
超
越
克
服

し
て
「
誠
」
と
い
う
天
の
自
然
性
に
立
ち
返
る
た
め
の
功
夫
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
故
に
宋
学
を
単
純
に
厳
格
的
、
作
為
的
と
の
み
評
価

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。
そ
の
厳
格
性
、
作
為
性
の
背
後
に
は
絶
え
ず
自
然
性
へ
の
回
帰
と
い
う
要
素
が
横
た
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
た
だ
宋
学
と
】
口
に
言
っ
て
も
、
そ
の
「
功
夫
」
の
内
実
に
お
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
。
こ
こ
で
億
周
・
程
・
張
を
中
心
に
見
て

み
た
が
、
今
後
は
更
に
宋
学
全
体
に
お
け
る
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

「器［

〔
注
〕

（
1
）
　
宋
学
と
は
、
広
義
に
は
道
・
仏
を
も
含
め
た
宋
代
の
学
術
思
想
全
般
、
狭
義
に
は
漢
唐
の
訓
詰
学
に
対
す
る
宋
代
新
儒
学
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る

　
が
、
一
般
的
に
は
更
に
そ
の
新
儒
学
の
中
で
も
特
に
周
・
張
・
歩
程
を
経
て
朱
子
に
よ
っ
て
集
大
成
さ
れ
る
道
学
（
性
理
学
）
を
指
し
て
言
わ
れ
る
場

　
合
が
多
い
。
故
に
宋
学
と
い
う
名
の
下
に
批
判
が
為
さ
れ
る
場
合
も
、
主
に
道
学
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
も
今
回
は
周
・
張
・
二



　
　
程
・
朱
子
の
み
を
考
察
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
た
が
、
自
然
性
へ
の
回
帰
と
い
う
傾
向
は
、
陸
象
山
の
心
学
を
含
め
、
宋
銭
思
想
全
般
に
通
じ
得
る

　
　
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

（
2
）
　
そ
の
代
表
的
な
者
に
清
朝
の
戴
震
が
挙
げ
ら
れ
る

（
3
）
『
無
為
自
然
か
ら
作
為
積
極
へ
・
1
二
丁
間
に
お
け
る
思
想
の
展
開
と
そ
の
歴
史
的
性
格
－
此
（
文
理
書
院
、
一
九
六
五
年
）

（
4
）
『
明
清
思
想
史
の
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
○
年
）
　
一
八
頁
。

（
5
）
『
朱
子
学
と
陽
明
学
』
（
岩
波
新
書
、
一
九
六
七
年
）
　
三
四
頁
。

（
6
）
　
同
上
　
二
〇
頁
。
た
だ
し
、
後
者
の
性
格
は
前
者
に
も
当
然
内
包
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
前
者
か
ら
後
者
に
移
っ
た
と
い
っ
て
も
年
代
に
新
た

　
　
な
聖
人
像
が
形
成
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
聖
人
の
聖
人
た
る
所
以
を
ど
こ
に
重
点
を
置
い
て
見
る
か
と
い
う
、
そ
の
重
心
の
変
化
推
移
と
言
っ

　
　
た
方
が
適
切
か
も
し
れ
な
い
。

（
7
）
　
「
聖
は
学
ぶ
べ
き
か
。
曰
く
、
可
な
り
。
要
有
る
か
。
曰
く
、
有
り
。
請
う
、
聞
か
ん
。
曰
く
、
一
を
要
と
為
す
。
一
と
は
無
欲
な
り
。
」
（
『
通
書
』

　
　
聖
学
第
二
十
）

（
8
）
　
宋
学
の
先
駆
者
と
見
な
さ
れ
る
韓
愈
に
お
い
て
も
「
古
の
人
に
舜
と
い
う
者
有
り
。
其
の
人
と
為
り
や
仁
義
の
人
な
り
。
」
（
『
霊
殿
』
）
と
い
う
よ
う

　
　
に
聖
人
を
徳
性
の
面
か
ら
捉
え
る
態
度
は
認
め
ら
れ
る
が
、
や
は
り
『
原
道
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
依
然
と
し
て
「
作
者
の
聖
」
と
し
て
の
色
彩
が

　
　
強
く
、
聖
人
を
自
ら
学
ん
で
至
る
べ
き
対
象
と
見
な
す
態
度
は
希
薄
で
あ
る
。

（
9
）
　
近
年
、
土
田
健
次
郎
氏
は
周
子
が
こ
の
よ
う
に
「
無
為
」
や
「
無
欲
」
を
説
い
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
、
道
家
的
な
無
の
思
想
か
ら
ま
だ
完
全
に
脱

　
却
し
切
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
、
周
子
を
道
学
の
祖
と
す
る
通
説
は
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
（
「
宋
代
思
想
史
上
に
お

　
　
け
る
周
敦
願
の
位
置
」
五
十
周
年
記
念
　
東
方
学
論
集
、
平
成
九
年
）
。
し
か
し
「
誠
」
及
び
「
聖
人
」
を
「
無
為
自
然
」
な
る
性
格
の
も
の
と
し
て

　
　
捉
え
、
そ
の
境
地
に
至
る
こ
と
を
追
求
す
る
と
い
う
態
度
は
、
以
下
に
本
稿
で
論
及
す
る
よ
う
に
張
子
、
吾
子
、
朱
子
に
も
共
通
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
故
に
「
無
」
の
思
想
の
断
片
が
見
ら
れ
る
と
い
う
理
由
で
、
周
子
と
春
子
と
の
思
想
的
繋
が
り
を
消
極
的
な
も
の
と
見
な
し
、
周
子
の
道
学
派
上
に
お

　
　
け
る
地
位
を
過
小
評
価
す
る
の
は
早
計
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
1
0
）
数
字
は
和
刻
本
に
依
る
。
以
下
『
中
庸
或
問
』
も
同
じ
く
和
刻
本
に
依
る
。

（
1
1
）
　
張
子
が
「
聖
と
賢
と
は
野
相
近
し
。
隠
れ
ど
も
心
の
至
る
所
に
差
有
り
。
」
（
『
正
書
』
有
徳
篇
）
と
い
う
よ
う
に
、
聖
と
賢
と
の
相
違
を
「
育
め
至

　
　
る
所
の
差
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
も
、
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

（
1
2
）
『
宋
時
代
儒
学
の
倫
理
学
的
研
究
』
（
理
想
社
、
一
九
七
三
年
）
，
　
二
六
五
頁
。

（
1
3
）
　
侯
外
疸
酒
毒
『
星
明
哲
学
史
』
上
巻
に
お
い
て
も
、
『
通
書
』
乾
損
益
堂
三
十
一
に
「
君
子
は
発
振
と
し
て
単
な
る
に
息
ま
ず
。
然
ら
ば
必
ず
量
り

「
3
0「



　
　
を
懲
ら
し
欲
を
窒
ぎ
、
善
に
遷
り
過
を
改
め
て
、
而
し
て
後
に
至
る
。
」
と
あ
る
の
を
受
け
て
、
「
誠
」
と
い
う
も
の
が
修
養
を
排
除
し
、
功
を
用
い
な

　
　
い
無
為
自
然
な
る
も
の
と
さ
れ
な
が
ら
、
こ
こ
で
そ
の
「
誠
」
に
息
ま
ざ
る
に
至
る
手
段
方
法
と
し
て
、
迂
り
を
懲
ら
し
欲
を
潅
ぎ
、
善
に
遷
り
過
を

　
　
改
め
る
と
い
う
よ
う
な
人
為
的
工
夫
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
に
矛
盾
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
決

　
　
し
て
周
子
の
思
想
が
整
合
性
を
欠
い
て
い
る
た
め
で
は
な
く
、
後
に
論
及
す
る
よ
う
に
、
宋
学
に
お
け
る
修
養
・
功
夫
が
無
為
自
然
に
向
か
っ
て
い
く

　
　
た
め
の
作
為
と
い
う
屈
折
し
た
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
ρ

（
1
4
）
　
厳
密
に
言
う
と
、
宋
学
で
は
、
人
は
諸
徳
の
根
源
で
あ
る
と
こ
ろ
の
天
理
を
性
と
し
て
本
来
具
有
し
て
い
る
と
す
る
か
ら
、
徳
が
己
の
本
性
の
よ
う

　
　
に
な
る
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
内
に
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
徳
性
が
新
た
に
本
性
と
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
る
と
言
う
の
で
は
な
く
、
も
と
も
と

　
　
備
わ
っ
て
い
た
徳
性
が
、
何
も
の
に
も
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
あ
り
の
ま
ま
に
発
現
さ
れ
る
状
態
に
な
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。

（
1
5
）
　
陳
貴
一
問
、
人
之
画
数
可
以
力
再
思
。
日
、
蓋
有
之
。
玉
藍
、
如
今
人
有
面
形
者
是
否
。
日
、
然
。
但
甚
難
。
世
間
有
三
件
事
。
至
難
可
以
奪
造
化

　
　
之
力
。
為
国
而
至
祈
天
永
命
、
桝
形
而
立
於
長
生
、
学
而
至
於
聖
人
。
此
主
事
功
夫
一
般
分
明
、
人
力
可
以
勝
造
化
、
自
是
人
不
為
耳
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
二
程
全
書
』
巻
二
十
四
　
1
9
b
）

（
1
6
）
　
朱
子
に
よ
っ
て
「
誠
」
が
「
理
」
そ
の
も
の
と
し
て
概
念
化
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
く
経
緯
に
関
し
て
は
、
市
川
安
司
「
中
庸
章
句
の
誠
」
（
人
文
科

　
　
学
紀
要
四
四
、
東
大
教
養
学
部
、
一
九
六
七
年
）
を
参
照
。

（
1
7
）
中
庸
篇
に
は
「
誠
は
天
の
道
な
り
。
之
を
誠
に
す
る
は
人
の
道
な
り
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
武
内
義
雄
博
士
は
、
「
誠
」
は
古
く
は
「
忠
」
　
「
信
」

　
　
の
字
で
表
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
た
だ
の
実
践
原
理
と
し
て
の
マ
コ
ト
で
あ
っ
た
「
忠
信
」
が
思
想
的
発
展
に
よ
り
、
，
こ
の
中
庸
篇
に
見
ら
れ
る

　
　
よ
う
な
宇
宙
原
理
を
示
す
も
の
と
し
て
の
「
誠
」
に
変
化
し
た
の
だ
と
捉
え
て
い
る
（
『
易
と
中
庸
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
昭
和
十
八
年
、
＝
七
頁
）
。

　
　
金
谷
治
博
士
も
こ
の
武
内
説
に
沿
っ
て
、
「
信
」
（
他
人
に
う
そ
を
つ
か
な
い
と
い
う
外
面
的
な
こ
と
）
↓
「
忠
」
（
内
面
的
な
ま
こ
こ
ろ
の
自
覚
）
↓

　
　
「
誠
」
（
超
人
間
的
な
崇
高
な
世
界
に
存
在
す
る
本
来
生
）
と
い
う
発
展
経
緯
を
想
定
し
て
い
る
（
『
万
有
百
科
大
事
典
』
4
哲
学
・
宗
教
、
「
誠
」
の

　
　
解
説
、
昭
和
四
十
九
年
）
。

　
　
　
右
の
よ
う
に
「
誠
」
．
を
対
人
関
係
の
実
践
道
徳
か
ら
発
展
し
た
と
す
る
見
方
に
対
し
て
、
赤
塚
忠
氏
は
中
庸
篇
の
「
誠
」
を
鬼
神
の
徳
が
人
間
に
内

　
　
在
し
た
と
こ
ろ
の
霊
妙
な
精
神
で
あ
る
と
理
解
し
（
新
釈
漢
文
大
系
2
『
大
学
・
中
庸
』
、
中
庸
解
説
、
明
治
書
院
、
昭
和
四
十
二
年
、
一
七
五
頁
）
、

　
　
そ
れ
に
近
い
考
え
方
で
板
野
長
八
氏
も
、
誠
は
「
天
地
神
明
の
実
体
で
あ
り
、
徳
で
あ
り
、
従
っ
て
霊
的
な
全
能
性
を
有
」
す
る
も
の
で
、
「
誠
を
通

　
　
し
て
神
人
の
感
応
な
い
し
交
渉
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
誠
を
祭
祀
に
お
け
る
鬼
神
に
関
わ
る
概
念
と
し
て
捉
え
て
い
る
（
『
儒
教

　
　
成
立
史
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
、
二
七
五
頁
）
。

　
こ
の
よ
う
に
中
庸
篇
の
誠
に
対
し
て
は
様
々
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
何
れ
に
し
て
も
誠
が
中
庸
篇
に
お
い
て
天
（
鬼
神
を
も
含
め
て
）
と
人
、
す

一
3
1一



　
　
な
わ
ち
宇
宙
万
有
を
貫
通
す
る
根
本
原
理
（
道
）
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
誠
の
有
す
る
性
質

　
　
こ
そ
儒
教
の
倫
理
道
徳
が
天
に
根
拠
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
哲
学
的
基
礎
付
け
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
、
従
来
は
こ
の
面
か

　
　
ら
宋
学
に
お
け
る
誠
の
重
視
が
捉
え
ら
れ
て
き
た
。

（
1
8
）
　
前
漢
湿
潤
の
『
新
書
』
に
種
々
の
徳
（
品
善
の
体
）
を
論
じ
た
箇
所
が
あ
る
が
（
六
八
　
道
述
）
、
そ
の
中
で
「
誠
」
．
は
「
志
操
精
果
な
る
之
を
誠

　
　
と
謂
ふ
。
」
と
し
て
、
「
慈
」
　
「
孝
」
　
「
忠
」
と
い
っ
た
そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
他
の
美
徳
と
同
列
に
扱
わ
れ
て
お
り
、
特
に
「
誠
」
を
根
本
的

　
　
な
徳
と
し
て
重
視
す
る
よ
う
な
傾
向
は
見
ら
れ
な
い
。
後
漢
の
王
充
の
『
論
衡
』
に
「
精
誠
の
加
ふ
る
所
、
金
石
も
」
麟
を
為
す
。
」
（
感
虚
）
と
あ
り
、

　
　
又
同
じ
く
後
漢
の
王
道
の
『
潜
夫
論
』
に
も
「
唯
だ
其
の
時
、
精
誠
の
感
薄
す
る
所
、
心
霊
の
告
ぐ
る
所
の
も
の
有
り
て
、
乃
ち
占
有
る
の
み
。
」

　
　
（
夢
土
熱
二
十
八
）
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
当
時
「
精
誠
」
（
混
じ
り
気
の
無
い
真
心
）
に
は
霊
的
な
偉
大
な
力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で

　
　
あ
る
が
、
「
誠
」
を
す
べ
て
の
徳
を
支
え
る
最
も
基
礎
的
な
本
来
的
な
徳
と
し
て
重
視
す
る
と
い
っ
た
態
度
は
見
ら
れ
な
い
。
要
す
る
に
、
朱
子
が

　
　
「
誠
は
実
理
な
り
。
皇
紀
な
り
。
漢
由
り
以
来
、
専
ら
誠
懇
を
以
て
誠
と
言
ひ
、
懸
子
に
至
り
て
乃
ち
実
理
を
以
て
言
ふ
。
」
（
『
朱
子
語
類
』
巻
六

　
　
性
理
三
）
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
宋
学
以
前
で
は
「
誠
」
は
一
般
に
「
高
趣
」
（
真
心
が
あ
っ
て
素
直
な
こ
と
）
と
い
う
意
味
の
一
美
徳
と
し
て

　
　
主
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
9
）
『
宋
時
代
儒
学
の
倫
理
学
的
研
究
』
九
三
、
一
〇
六
、
一
〇
八
頁
。

（
2
0
）
　
こ
れ
は
中
庸
篇
に
「
誠
は
自
ら
成
る
な
り
。
而
し
て
道
は
自
ら
道
く
な
り
。
…
外
山
を
合
す
る
の
道
な
り
。
」
（
章
句
第
二
十
五
章
）
と
あ
る

　
　
の
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

（
2
1
）
，
そ
の
一
方
で
、
里
子
・
朱
子
は
「
信
」
を
も
真
実
無
妄
で
あ
り
、
四
徳
（
仁
義
礼
智
）
の
中
に
自
ず
か
ら
存
在
す
る
も
の
と
し
て
「
誠
」
と
全
く
同

　
　
義
に
捉
え
る
場
合
も
あ
る
（
玉
山
講
義
参
照
）
。
し
か
し
こ
れ
は
「
信
」
そ
の
も
の
が
本
来
そ
の
よ
う
な
は
た
ら
き
を
有
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
誠

　
．
が
重
ん
じ
ら
れ
て
行
く
に
つ
れ
て
、
誠
と
近
似
的
意
味
を
有
す
る
信
に
も
、
誠
と
同
じ
意
味
は
た
ら
き
が
付
加
さ
れ
て
行
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
後
藤
俊
瑞
氏
の
「
か
く
誠
即
ち
真
実
無
妄
を
以
て
天
理
の
属
性
と
な
す
彼
の
思
想
は
、
や
が
て
性
を
論
ず
る
に
及
ん
で
信
を
以

　
　
て
特
殊
の
理
と
し
、
仁
義
礼
智
の
四
重
に
共
通
し
た
属
性
と
見
る
に
至
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
」
（
『
朱
子
の
哲
学
』
聖
山
閣
、
大
正
十
五
年
、
一
〇
五

　
　
頁
）
と
の
見
解
が
最
も
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
2
2
）
　
こ
の
「
人
為
」
（
有
為
）
と
「
無
為
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
次
の
如
く
張
岱
年
氏
が
的
確
に
論
じ
て
い
る
。

　
　
　
無
為
と
は
有
為
の
極
致
で
あ
る
。
有
為
の
究
極
は
無
為
の
よ
う
に
な
る
。
努
力
の
究
極
は
、
努
力
す
る
必
要
が
な
く
な
る
。
人
は
有
為
を
徹
底
さ
せ

　
　
て
自
然
に
無
為
の
境
地
に
到
達
す
べ
き
で
あ
っ
て
人
為
を
放
棄
し
て
無
為
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
。
礼
儀
を
実
践
し
て
無
為
の
境
地
に
至
る
と
、
性
と

　
　
人
為
と
が
合
致
す
る
の
で
あ
る
。
（
『
中
国
哲
学
問
題
史
』
下
鞘
、
澤
田
多
喜
男
訳
、
八
千
代
出
版
、
昭
和
五
十
二
年
、
九
八
頁
）

「
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（
2
3
）
　
中
国
古
典
選
『
老
子
』
下
　
　
（
朝
日
文
庫
、
昭
和
五
十
三
年
）
一
〇
頁
。

（
2
4
）
　
三
浦
國
雄
氏
は
、
張
載
の
気
質
変
化
論
に
関
し
て
論
及
し
、
「
道
教
の
養
気
の
技
法
を
道
徳
修
養
法
に
置
き
換
え
、
真
人
の
代
わ
り
に
聖
人
を
最
終

　
　
段
階
に
設
定
す
る
こ
と
で
儒
教
的
な
自
己
変
革
説
が
成
立
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
」
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
（
「
気
質
変
化
考
」
日
本
中
国
学

　
　
会
報
　
第
四
十
五
集
　
一
九
九
三
年
）
。
こ
の
よ
う
に
宋
儒
の
聖
人
志
向
や
気
質
変
化
論
確
立
の
背
景
に
道
教
的
な
気
葉
や
煉
高
説
の
影
響
が
有
っ
た

　
　
こ
と
は
大
い
に
考
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
宋
儒
の
聖
人
志
向
の
要
因
を
儒
教
そ
の
も
の
の
内
部
に
探
っ
て
み
た
。

（
2
5
）
　
楠
本
博
士
は
芸
術
作
品
の
方
面
か
ら
宋
代
の
精
神
文
化
の
特
質
を
論
じ
て
、
そ
の
本
質
は
「
自
然
」
と
い
う
一
語
に
帰
す
る
と
し
、
「
帯
代
思
想
の

　
　
三
系
統
、
即
ち
、
道
（
主
に
老
荘
思
想
）
、
仏
（
殊
に
禅
）
、
儒
の
三
要
素
は
い
く
ら
か
つ
つ
の
違
ひ
が
虹
っ
て
、
各
特
色
を
持
ち
、
互
い
に
離
合
交
錯

　
　
し
な
が
ら
も
、
結
局
に
於
い
て
は
、
何
れ
も
か
や
う
な
『
自
然
』
を
目
差
し
て
功
夫
を
つ
け
て
行
っ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
」
と
指
摘
さ
れ
て
い

　
　
る
が
（
「
宋
学
を
導
い
た
も
の
」
　
東
方
学
第
二
輯
　
昭
和
二
十
六
年
）
、
こ
れ
は
聖
と
誠
を
取
り
上
げ
て
修
養
論
の
観
点
か
ら
宋
学
の
特
質
を
検
討
し

　
　
て
き
た
本
稿
の
結
論
と
も
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
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