
儒
学
　
の

特
質

李

基
　
　
東

は
じ
め
に

　
儒
学
は
、
「
述
べ
て
作
ら
ず
、
信
じ
て
古
を
好
む
」
（
『
論
語
』
述
而
第

一
）
と
あ
る
孔
子
自
ら
の
言
葉
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

孔
子
に
よ
っ
て
新
し
く
創
始
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
一
般
的
に
伝
説
時

代
と
呼
ば
れ
て
い
る
尭
舜
時
代
か
ら
始
ま
る
中
国
の
長
い
歴
史
の
中
で
形

成
さ
れ
た
岩
大
な
思
想
体
系
で
あ
っ
て
、
孔
子
は
そ
れ
を
集
大
成
し
、
さ

、
ら
に
子
思
・
孟
子
が
そ
れ
を
敷
術
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
主
な

表
現
形
式
は
彼
ら
（
孔
子
・
子
思
・
孟
子
を
始
め
と
す
る
儒
学
の
諸
思
想

家
）
に
よ
っ
て
断
片
的
に
語
ら
れ
た
言
葉
の
記
録
に
よ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
儒
学
に
お
い
て
は
、
　
一
時
代
・
一
個
人
の
論
述
に
よ
っ

て
作
り
あ
げ
ら
れ
た
思
想
な
ど
に
比
べ
、
論
理
的
体
系
は
整
備
さ
れ
て
お

ら
ず
、
こ
の
点
が
正
に
中
国
思
想
の
体
系
的
理
解
に
苦
し
む
多
く
の
中
国

思
想
研
究
者
た
ち
の
な
や
み
ど
こ
ろ
で
あ
る
。

　
か
つ
て
吉
川
幸
次
郎
氏
は
安
田
二
郎
氏
の
所
著
、
■
中
国
近
世
思
想
研

究
』
（
昭
和
五
十
一
年
、
筑
摩
書
房
）
の
序
文
に
お
い
て
、
「
中
国
思
想
史

を
研
究
す
る
も
の
の
、
常
に
な
や
み
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
思
想
家
た
ち
の

言
葉
が
、
論
語
を
は
じ
め
と
し
て
、
あ
ま
り
に
毛
断
片
的
な
こ
と
で
あ
る
。

断
片
的
で
あ
る
結
果
と
し
て
、
相
互
に
矛
盾
す
る
言
葉
が
、
両
立
し
併
記

さ
れ
て
い
る
場
合
さ
え
、
稀
で
は
な
い
」
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
し

て
彼
は
ま
た
、
そ
れ
ら
の
断
片
的
な
言
葉
を
、
そ
の
背
後
に
あ
る
、
あ
る

程
度
の
論
理
的
な
思
想
体
系
の
露
出
し
た
部
分
で
あ
る
と
し
、
そ
の
露
出

せ
ざ
る
部
分
、
つ
ま
り
露
出
と
露
出
の
間
を
つ
ら
ね
る
横
の
線
を
、
再
発

見
せ
ん
と
し
た
多
く
の
中
国
思
想
史
家
が
取
っ
た
態
度
を
、

　
①
伝
来
に
必
ず
多
少
の
暖
昧
さ
を
伴
う
古
代
の
文
献
に
対
し
て
は
、
矛

盾
せ
る
言
葉
の
一
方
を
、
後
代
の
挿
入
と
し
て
切
り
捨
て
る
。
ま
た
署
名

の
は
っ
き
り
し
た
近
代
の
文
献
に
対
し
て
は
、
思
想
の
成
長
を
考
慮
し
て
、

別
の
時
間
の
言
葉
と
す
る
。
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②
矛
盾
せ
る
言
葉
ど
も
は
、
論
理
的
に
遵
結
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

超
論
理
的
に
、
い
い
か
え
れ
ば
神
秘
的
に
、
連
結
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と

す
る
。

　
③
矛
盾
せ
る
言
葉
ど
も
は
論
理
性
の
欠
如
か
ら
来
る
無
責
任
な
放
言
で

あ
る
と
す
る
。

の
三
つ
に
整
理
し
、
い
づ
れ
も
中
国
人
の
精
神
の
基
底
に
横
た
わ
る
一
つ

の
こ
と
を
見
の
が
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
そ
の
結
果
、
彼
は
中
国
思
想

の
新
し
い
研
究
方
法
と
し
て
、
「
断
片
的
な
言
葉
ど
も
の
奥
に
あ
っ
て
、

そ
れ
ら
断
片
的
な
言
葉
、
時
に
は
相
矛
盾
し
さ
え
も
す
る
言
葉
ど
も
の
、

共
通
の
分
母
と
な
る
も
の
、
そ
れ
は
思
想
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
心
情

と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
心
情
が
い
か
な
る
傾
斜
を
示
し
て
い

る
か
」
を
探
究
す
る
と
い
う
文
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
唱
し
た
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
氏
の
指
摘
し
た
よ
う
に
、
言
葉
は
断
片
的
で
あ
り
、
一
見
相
矛

盾
す
る
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
方
で
は
■
論
語
L
に

　
子
日
く
、
志
士
仁
人
は
生
を
求
め
て
も
っ
て
仁
を
害
う
こ
と
な
し
。
身

　
を
殺
し
て
も
っ
て
仁
を
成
す
こ
と
あ
り
。
（
衛
霊
公
第
八
）

　
　
　
　
あ
し
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
う
ぺ

　
子
日
く
、
朝
に
道
を
聞
け
ぱ
、
夕
に
死
す
と
も
可
な
り
。
（
里
仁
第
八
）

と
あ
っ
て
、
一
身
よ
り
も
重
要
な
、
生
命
を
亡
く
し
て
ま
で
も
成
す
べ
き

も
の
と
し
て
、
仁
ま
た
は
道
の
世
界
が
措
定
さ
れ
て
お
り
、
『
孟
子
』
に
は

　
孟
子
日
く
、
魚
は
我
が
欲
す
る
所
な
り
、
熊
掌
も
ま
た
我
が
欲
す
る
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
ぺ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

　
な
り
。
二
者
兼
ぬ
る
こ
と
を
得
可
か
ら
ず
ん
ば
、
魚
を
捨
て
て
熊
掌
を

　
取
る
者
な
り
。
生
も
ま
た
我
が
欲
す
る
所
な
り
。
義
も
ま
た
我
が
欲
す

　
る
所
な
り
。
二
者
兼
ぬ
る
こ
と
を
得
可
か
ら
ず
ん
ぱ
、
生
を
捨
て
て
義

　
を
取
る
者
な
り
。
（
告
子
上
第
十
）

と
あ
っ
て
、
魚
も
熊
掌
も
美
味
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
二
者
択
一
を
求
め

ら
れ
た
ら
魚
を
捨
て
て
よ
り
美
味
し
い
熊
掌
を
取
る
よ
う
に
、
生
命
も
義

も
と
も
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
が
、
二
者
択
一
を
求
め
ら
れ
た
ら
生
命
を

捨
て
て
義
を
取
る
と
さ
れ
、
生
命
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
義
の
世
界
が
措
定

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
他
方
に
お
い
て
は
『
論
語
』
に
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ま
い

　
孟
武
伯
、
孝
を
問
う
。
子
日
く
、
父
母
は
た
だ
そ
の
疾
を
こ
れ
憂
う
。

　
（
爲
政
第
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ら

　
曽
子
、
疾
あ
り
。
門
弟
子
を
召
び
て
日
く
、
わ
が
足
を
啓
け
、
わ
が
手

　
を
啓
け
。
詩
に
云
う
、
「
戦
戦
競
競
と
し
て
、
深
淵
に
臨
む
が
ご
と
く
、

　
　
　
　
ふ

　
薄
沐
を
履
む
が
ご
と
し
」
。
い
ま
よ
り
し
て
後
、
わ
れ
免
る
る
こ
と
を
知

　
る
か
な
、
小
子
。
（
泰
伯
第
三
）

と
あ
り
、
■
孝
経
』
に

　
身
体
髪
膚
、
之
を
父
母
に
受
く
、
敢
え
て
段
傷
せ
ざ
る
は
、
孝
の
始
ま

　
り
な
り
。
（
開
宗
明
義
章
）

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
親
に
と
っ
て
は
、
子
ど
も
の
健
康
が
何
よ
り
気
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
i
）

か
り
で
あ
る
か
ら
、
常
に
健
康
を
保
つ
こ
と
が
親
孝
行
に
な
る
。
進
ん
で

は
健
康
を
保
つ
だ
け
で
な
く
、
父
母
に
受
け
た
我
が
身
体
を
、
一
部
分
も

駿
傷
す
る
こ
と
な
く
温
存
す
る
こ
と
が
孝
の
基
本
的
要
件
と
な
る
。
曽
子

が
死
に
臨
み
、
門
人
た
ち
を
呼
び
集
め
て
、
手
足
が
温
存
さ
れ
て
い
る
か

否
か
を
確
認
さ
せ
た
後
、
一
身
を
温
存
す
る
た
め
に
、
詩
に
あ
る
よ
う
に
、

「
お
そ
れ
つ
つ
し
む
こ
と
、
深
淵
に
臨
む
が
ご
と
く
、
薄
沐
を
履
む
が
ご
と

く
」
し
て
、
今
に
至
り
親
に
対
す
る
不
孝
の
罪
か
ら
免
れ
た
こ
と
を
知
る

と
述
べ
た
の
は
、
正
に
こ
の
よ
う
な
親
孝
行
を
実
証
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の
引
用
文
か
ら
し
て
も
、
儒
学
に
お
け
る
中
核
た
る
四
徳
目
、
す
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な
わ
ち
、
道
・
仁
・
義
と
孝
は
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
す
で
に
相
互
矛
盾

性
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
相
互
に
矛
盾
す
る
要
素
を
同
時
に
内
包
す
る
総
合
的
学
間

体
系
－
儒
学
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
矛
盾
性
を
調
和
的
に
統
一
す
る
全

体
的
領
域
に
お
け
る
構
造
的
理
解
を
伴
わ
な
い
部
分
的
研
究
は
、
盲
人
の

象
さ
ぐ
り
と
な
り
、
結
局
、
儒
学
思
想
の
も
つ
断
片
性
を
さ
ら
に
増
や
す

結
果
に
な
り
か
ね
な
い
。
儒
学
思
想
研
究
に
携
わ
っ
た
多
く
の
人
々
の
も

つ
見
解
が
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
儒
学
思
想
史
が

経
典
の
解
釈
を
め
ぐ
る
註
釈
史
的
性
格
を
帯
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ

の
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
し
た
が
っ
て
、
儒
学
思
想
の
全
領
域
に
お
け
る
構
造
的
把
握
が
、
儒
学

思
想
の
総
合
的
理
解
の
た
め
の
先
決
要
件
と
な
る
。
こ
れ
は
極
め
て
難
し

い
問
題
で
あ
っ
て
、
儒
学
を
研
究
す
る
も
の
に
与
え
ら
れ
た
共
通
的
課
題

で
あ
ろ
う
が
、
果
た
し
て
中
国
人
の
心
情
を
探
究
す
る
と
い
う
文
学
的
ア

プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

　
孔
子
は
い
う
。
「
わ
が
道
は
一
も
っ
て
こ
れ
を
貫
く
」
（
里
仁
第
十
五
）

と
。
す
な
わ
ち
、
相
互
に
矛
盾
す
る
よ
う
な
要
索
を
も
含
む
総
合
的
学
問

体
系
－
儒
学
思
想
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
諸
要
素
を
貫
く
一
つ
の
統
一

的
原
理
1
こ
と
わ
り
を
孔
子
が
あ
ら
わ
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

孔
子
の
い
う
と
こ
ろ
の
、
こ
の
「
一
」
な
る
も
の
を
構
造
的
に
理
解
す
れ

ば
、
断
片
的
な
言
葉
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
儒
学
思
想
に
お
い
て
内
包
さ

れ
て
い
る
諸
々
の
矛
盾
性
は
お
の
ず
か
ら
解
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の

論
文
（
儒
学
の
特
質
）
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
こ
こ
に
あ
る
。

　
儒
学
思
想
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
孔
子
に
よ
っ
て
集
大
成
さ
れ
た
、

桑
舜
時
代
か
ら
継
承
～
発
展
さ
れ
て
来
た
中
国
伝
統
思
想
で
あ
る
が
、
そ

の
継
承
～
発
展
さ
れ
て
来
た
内
容
の
中
核
た
る
も
の
は
、
次
の
文
章
に
示

さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
こ
と

　
桑
日
く
、
あ
あ
、
な
ん
じ
舜
、
天
の
暦
数
な
ん
じ
の
躬
に
あ
り
。
允
に

　
そ
の
中
を
執
れ
。
四
海
、
困
窮
す
れ
ば
、
天
禄
永
く
終
え
ん
。
舜
も
ま

　
た
も
つ
て
萬
に
命
ず
。
（
『
論
語
L
発
日
第
一
）

す
な
わ
ち
、
桑
が
舜
に
禅
位
す
る
際
、
授
け
た
言
葉
の
内
容
が
「
中
」
を

実
践
す
る
こ
と
で
あ
り
、
舜
が
萬
に
授
け
た
の
も
ま
た
こ
れ
で
あ
る
。
朱

子
は
、
『
中
庸
章
句
』
序
文
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
を
取
り
上
げ
、
天
下

の
大
聖
で
あ
る
桑
・
舜
・
萬
が
天
下
の
大
事
で
あ
る
天
子
の
座
を
授
受
す

る
際
、
丁
寧
に
告
戒
し
た
言
葉
の
内
容
が
「
中
」
を
実
践
す
る
こ
と
で
あ

る
か
ら
、
天
下
の
理
1
こ
と
わ
り
に
此
（
「
中
」
を
実
践
す
る
こ
と
）
よ

り
ま
さ
る
も
の
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
「
中
」
の
思
想
は

成
・
湯
・
文
王
・
武
王
の
君
、
皐
陶
・
伊
ヂ
・
榑
説
・
周
公
・
召
公
の
臣

に
よ
っ
て
相
継
が
れ
、
孔
子
・
顔
子
・
曽
子
を
へ
て
子
思
に
至
り
、
■
中

庸
L
と
い
う
書
物
に
よ
っ
て
ま
と
ま
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も
、
発
舜
以
来
継
承
～
発
展
さ
れ
て
来
た
中
国
伝
統
思
想
－
儒
学

思
想
に
お
い
て
、
そ
の
継
承
～
発
展
の
内
容
に
お
け
る
中
核
を
成
す
も

の
は
正
に
こ
の
「
中
」
の
思
想
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
中
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
『
中
庸
』
に
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

　
子
日
く
、
舜
は
其
れ
大
知
な
る
か
な
。
舜
は
問
う
こ
と
を
好
み
、
題
言

　
を
察
す
る
こ
と
を
好
み
、
悪
を
隠
し
て
善
を
揚
げ
、
其
の
両
端
を
執
り

　
て
其
の
中
を
民
に
用
う
、
其
れ
斯
れ
以
て
舜
と
馬
す
か
（
■
中
庸
章
旬
L
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第
六
章
）

す
な
わ
ち
、
舜
の
聖
人
た
る
所
以
と
し
て
、
人
に
問
う
こ
と
、
人
の
賎
近

な
る
言
葉
を
察
す
る
こ
と
を
好
み
、
悪
を
隠
し
善
を
揚
げ
、
そ
の
善
の
両

端
を
執
っ
て
そ
の
中
を
民
に
行
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
文
章
の
論

理
的
構
造
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
が
、
こ
こ
で
問
題
に
し

た
い
の
は
、
善
に
両
端
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
「
中
」
を
用
い
る
条

件
と
し
て
両
端
を
執
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
両
端
は
、

大
小
、
厚
薄
の
よ
う
に
、
向
い
合
っ
て
い
る
相
対
的
両
要
素
で
あ
る
。

「
善
」
と
は
、
『
孟
子
』
に
「
欲
す
べ
き
を
こ
れ
善
と
謂
う
」
（
轟
心
下
第
二
十

五
）
と
あ
る
よ
う
に
、
人
間
の
欲
す
べ
き
こ
と
を
意
味
す
る
。
儒
学
思
想

に
お
い
て
、
人
間
の
欲
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
の
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ

う
に
、
一
身
の
生
命
よ
り
も
重
要
な
も
の
と
さ
れ
る
道
・
仁
・
義
で
あ
り
、

一
方
で
は
何
よ
り
一
身
を
温
存
す
る
こ
と
が
基
本
的
条
件
と
な
っ
て
い
る

孝
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
道
・
仁
・
義
と
孝
は
互
い
に
善
で
あ

り
な
が
ら
両
端
と
な
る
。
そ
し
て
中
は
こ
の
両
端
を
切
り
捨
て
る
も
の
で

は
な
く
、
両
端
を
執
り
、
さ
ら
に
そ
の
両
端
を
調
和
的
に
統
合
す
る
原
理

と
な
み
。
『
中
庸
L
に
は
ま
た

　
誠
は
自
ら
己
を
成
す
の
み
に
非
ざ
る
な
り
、
物
を
成
す
所
以
な
り
。
己

　
を
成
す
は
仁
な
り
。
物
を
成
す
は
知
な
り
、
性
の
徳
な
り
。
外
内
を
合

　
す
る
の
道
な
り
。
故
に
時
に
措
す
る
の
宜
な
り
。
（
『
中
庸
章
句
L
第
二

　
十
五
章
）

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
己
を
成
す
こ
と
と
物
を
成
す
こ
と
、
仁
と
知
、
内

と
外
は
、
人
間
に
本
来
備
わ
っ
て
い
る
徳
と
さ
れ
る
誠
に
よ
っ
て
貫
か
れ

て
い
る
。
こ
れ
が
時
に
措
す
る
の
宜
と
な
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
こ

で
、
成
己
（
己
を
成
す
こ
と
）
と
成
物
（
物
を
成
す
こ
と
）
、
「
仁
」
．
と
「
知
」

（
孝
で
は
な
く
知
に
な
っ
て
い
る
）
、
「
内
」
と
「
外
」
を
両
端
と
す
れ
ば
、

「
誠
」
と
「
時
措
之
宜
」
は
「
中
」
の
実
践
原
理
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

　
要
す
る
に
、
儒
学
は
、
内
に
向
っ
て
は
自
己
完
成
（
成
己
）
を
目
的
と

す
る
「
修
已
の
学
」
と
し
て
、
外
に
向
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
け

る
共
同
体
（
集
団
と
し
て
の
家
、
国
、
天
下
）
を
統
治
し
、
そ
の
成
員
を

安
ん
ず
る
こ
と
（
成
物
）
を
目
的
と
す
る
「
治
人
の
学
」
と
し
て
、
そ
し

て
こ
の
「
修
己
」
と
「
治
人
」
の
両
面
を
調
和
的
に
統
合
す
る
「
中
庸
の

学
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。

　
　
一
、
修
己
の
学

　
儒
学
は
ま
ず

　
古
の
学
者
は
己
の
た
め
に
し
、
今
の
学
者
は
人
の
た
め
に
す
。

　
（
『
論
語
し
憲
問
第
十
四
）

　
仁
を
な
す
は
己
に
よ
る
、
而
し
て
人
に
由
ら
ん
や
（
『
論
語
』
顔
淵
第
一
）

な
ど
と
あ
る
孔
子
の
言
葉
か
ら
も
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
己
」
が

そ
の
目
的
と
な
り
、
対
象
と
な
る
学
、
す
な
わ
ち
「
己
」
の
た
め
に
、
「
己
」

を
修
め
る
「
修
己
の
学
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
修
己
の

学
」
と
し
て
の
儒
学
の
性
格
や
内
容
を
論
ず
る
際
、
そ
れ
よ
り
さ
き
に
行

わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
の
は
、
「
修
己
の
学
」
を
学
と
し
て
成
り

立
た
し
め
る
根
拠
と
な
る
「
己
」
の
構
造
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
「
楽
正
子
は
何
人
か
」
と
問
う
た
浩
生
不
害
の
質
問
に
、
「
善
人
な
り
、

信
人
な
り
」
と
応
え
た
孟
子
が
、
さ
ら
忙
善
と
信
の
内
容
を
問
わ
れ
て
次

の
よ
う
に
い
っ
た
。
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欲
す
べ
き
こ
と
を
こ
れ
善
と
い
い
、
こ
れ
を
己
に
有
す
る
こ
と
を
こ
れ

　
信
と
い
い
、
充
実
す
る
こ
と
を
こ
れ
美
と
い
い
、
充
実
し
て
光
輝
有
る

　
を
こ
れ
大
と
い
い
、
大
に
し
て
之
を
化
す
る
を
こ
れ
聖
と
い
い
、
聖
に

　
し
て
こ
れ
を
知
る
べ
か
ら
ざ
る
を
こ
れ
神
と
い
う
。
楽
正
子
は
二
の
中
、

　
四
の
下
で
あ
る
。
（
『
孟
子
L
轟
心
下
第
二
十
五
）

す
な
わ
ち
、
人
間
の
純
粋
に
欲
す
る
こ
と
が
善
で
あ
り
、
善
を
所
有
し
て

い
る
の
が
信
で
あ
り
、
善
を
所
有
し
、
そ
れ
が
充
満
し
て
身
に
積
も
り
、

う
っ
く
し
く
な
る
の
が
美
で
あ
る
。
そ
し
て
中
に
充
満
し
た
美
が
光
っ
て

外
へ
発
す
る
の
は
大
で
あ
り
、
大
の
状
態
か
ら
玉
子
が
艀
化
す
る
よ
う
に

化
し
て
飛
躍
す
る
の
が
聖
で
あ
り
、
聖
に
し
て
認
識
不
可
能
な
も
の
が
神

で
あ
る
。
楽
正
子
は
善
人
、
信
人
の
段
階
で
あ
っ
て
美
人
、
大
人
、
聖
人
、

神
人
の
下
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
人
間
の
在
り
方
を

善
人
、
信
人
、
美
人
、
大
人
、
聖
人
、
神
人
の
六
段
階
に
分
け
て
あ
ら
わ

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
窮
極
的
に
「
化
」
と
い

う
飛
躍
的
段
階
を
へ
て
、
認
識
不
可
能
な
神
聖
な
る
領
域
に
至
る
存
在
と

な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
窮
極
的
人
問
存
在
は
、
「
君
子
、
過
ぐ
る
所
の
者
化
し
、

存
す
る
所
の
も
の
神
な
る
。
上
下
に
天
地
と
与
に
同
流
す
」
（
■
孟
子
』
轟

心
上
第
十
三
）
と
あ
る
よ
う
に
、
内
に
は
神
秘
性
を
保
存
し
、
回
り
の
㍍

の
を
化
し
て
上
下
に
天
地
と
同
流
す
る
君
子
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
対
目

の
徳
を
修
め
る
こ
と
で
他
は
お
の
ず
か
ら
化
さ
れ
正
し
く
な
る
よ
う
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ら
し
め
る
大
人
に
よ
っ
て
、
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
孟
子
の
「
大

人
は
そ
の
赤
子
の
心
を
失
わ
ざ
る
者
な
り
」
（
『
孟
子
L
離
婁
下
第
十
二
）

と
あ
る
言
葉
を
参
照
す
れ
ば
、
赤
子
の
と
き
の
人
間
に
本
来
備
わ
っ
て
い

た
自
己
本
来
性
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
自
己
本
来
性
－
赤
子

の
心
は
、
ま
た
孟
子
の
「
萬
物
皆
我
に
備
わ
る
」
（
『
孟
子
。
轟
心
上
第
四
）

と
あ
る
萬
物
一
体
患
想
と
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
一
切
の
対
立
的
要
素
が
分

離
さ
れ
て
い
な
い
潭
融
状
態
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
「
己
」
の
自
己
本
来
性
の
領
域
に
お
け
る
「
己
」
は
個
的

存
在
と
し
て
分
離
さ
れ
る
以
前
の
、
全
体
と
し
て
の
「
己
」
で
あ
り
、
「
己
」

を
修
め
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
全
体
を
修
め
る
こ
と
に
な
る
。
「
己
」
を
対
象

に
し
、
目
的
と
す
る
「
修
己
の
学
」
と
し
て
の
儒
学
は
、
こ
の
よ
う
に
己

が
全
体
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
始
め
て
学
と
し
て
成
り
立
つ
の
で
あ

ろ
う
。

　
し
か
し
、
赤
子
の
心
を
失
わ
ざ
る
者
を
大
人
と
す
れ
ぱ
、
大
人
で
な
い

人
は
す
で
に
こ
の
赤
子
の
心
－
自
己
本
来
性
を
失
っ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
人
に
は
こ
の
失
っ
た
自
己
本
来
性
を
取
り
戻
す
実
践
的
課
題
が
負

課
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
『
孟
子
』
に
は

　
学
問
の
道
、
他
無
し
。
其
の
放
心
を
求
む
る
の
み
。
（
告
子
上
第
十
一
）

と
あ
っ
て
、
人
間
の
失
っ
た
自
己
本
来
性
は
放
心
と
表
現
さ
れ
、
こ
の
放

心
を
求
め
る
の
が
学
問
の
道
と
さ
れ
て
い
る
。

　
失
っ
た
自
己
本
来
性
－
放
心
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
。

自
己
本
来
性
は
萬
物
一
体
の
潭
融
状
態
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
失
う
と
い

う
こ
と
は
、
創
造
と
被
造
、
無
限
と
有
限
な
ど
の
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
対

立
的
要
素
が
未
分
離
の
揮
融
状
態
か
ら
分
離
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
し
て
、
創
造
、
無
限
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
神
秘
的
要
素
は
、
「
己
」
の
属

性
か
ら
別
出
さ
れ
、
神
秘
性
の
集
合
体
と
し
て
の
「
天
」
に
移
譲
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
わ
が
放
心
は
「
天
」
の
属
性
に
代
わ
り
、
人
は
「
天
」
観
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念
を
も
つ
。

　
天
は
、
孟
子
の
「
天
、
蒸
民
を
生
ず
」
（
「
孟
子
。
告
子
上
第
六
）
「
天
、

下
民
を
降
た
す
」
（
■
孟
子
』
梁
恵
王
下
第
三
）
と
あ
る
言
葉
か
ら
す
れ
ば
、

直
接
人
を
創
造
す
る
創
造
原
理
と
な
り
、
ま
た
孔
子
の
「
天
の
ま
さ
に
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ず

の
文
を
喪
ぼ
さ
ん
と
す
る
や
、
後
死
の
者
こ
の
文
に
与
か
る
を
得
ず
。
天

の
い
ま
だ
こ
の
文
を
喪
ぼ
さ
ざ
る
や
、
匡
人
そ
れ
わ
れ
を
い
か
ん
せ
ん
。
」

（
『
論
語
』
子
竿
第
五
）
と
あ
る
言
葉
か
ら
す
れ
ば
、
個
人
な
い
し
個
人
を

含
め
て
人
類
社
会
全
体
の
変
化
を
つ
か
さ
ど
る
運
行
原
理
と
な
る
。
ま
た
、

『
孟
子
L
に
は

　
孟
子
日
く
、
天
下
に
遣
有
れ
ば
、
小
徳
、
大
徳
に
役
し
、
小
賢
、
大
賢

　
に
役
す
。
天
下
に
道
無
け
れ
ぱ
、
小
、
大
に
役
し
、
弱
、
強
に
役
す
。

　
こ
の
二
者
は
天
な
り
。
天
に
順
う
者
は
存
し
、
天
に
逆
う
者
は
亡
ぶ
」

　
（
離
婁
上
第
七
）

と
あ
る
。
天
下
に
道
が
行
わ
れ
て
い
る
と
き
は
、
世
の
中
は
精
神
秩
序
に

よ
っ
て
維
持
さ
れ
、
道
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
勢
と
力
に
よ
っ
て

維
持
さ
れ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
原
理
が
天
で
あ
る
。
こ
の
原
理
に
順
う
者

は
存
続
し
、
逆
う
者
は
亡
び
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ま
た
道
は
精
神
的

秩
序
の
基
底
に
あ
る
最
も
根
本
的
な
秩
序
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

天
は
社
会
の
現
象
的
秩
序
そ
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
其
の
基
底
に
横

た
わ
る
根
本
的
な
秩
序
の
象
徴
と
し
て
も
解
さ
れ
よ
う
。

　
天
の
属
性
が
人
か
ら
分
離
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
己
」
を
対
象
に
一

し
、
目
的
と
し
た
「
修
己
の
学
」
と
し
て
の
儒
学
に
お
い
て
課
題
と
な
っ

た
も
の
、
つ
ま
り
放
心
を
求
め
る
こ
と
は
、
天
の
属
性
を
認
識
し
、
さ
ら

に
そ
れ
と
一
体
に
な
る
こ
と
と
代
わ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
人
は
結
局
「
天

人
合
一
」
の
実
践
的
課
題
を
負
う
よ
う
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
『
中
庸
』
に
は
「
天
命
を
こ
れ
性
と
謂
う
」
（
『
中
庸
章
旬
L

第
一
章
）
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
天
の
属
性
は
人
間
の
本
来
性
と
し
て
人

間
の
内
側
に
内
在
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
す
る
と
、
天
の
属
性
に
化

し
た
わ
が
放
心
は
、
他
所
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
α
で
な
く
、
わ
が
本
来
性

と
し
て
わ
が
内
に
深
く
内
面
化
さ
れ
て
い
る
も
の
と
な
る
。
儒
学
が
向
内

的
修
己
の
学
と
し
て
確
立
さ
れ
る
の
は
こ
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。

　
わ
が
内
に
内
面
化
さ
れ
た
わ
が
本
来
性
は
、
具
体
的
に
は
わ
が
心
の
中

に
内
包
さ
れ
て
お
り
、
心
は
ま
た
身
に
内
在
さ
れ
、
そ
の
身
を
つ
か
さ
ど

る
身
の
主
と
し
て
、
思
慮
、
分
別
、
知
覚
、
運
動
の
働
き
を
も
つ
。
し
た

が
っ
て
、
人
間
存
在
は
自
己
本
来
性
と
し
て
の
天
性
と
生
の
基
本
的
条
件

と
し
て
の
身
の
両
要
素
が
心
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、

構
造
的
に
解
さ
れ
よ
う
。

　
心
の
働
き
が
性
に
も
と
づ
く
と
き
、
天
の
属
性
、
つ
ま
り
調
和
と
秩
序

は
維
持
さ
れ
る
が
、
身
（
物
質
）
に
拘
束
さ
れ
る
と
き
に
は
聞
争
と
破
壊

を
招
来
す
る
。
例
を
挙
げ
、
こ
こ
に
一
個
の
パ
ン
が
あ
る
と
し
よ
う
。
物

質
の
も
つ
制
限
性
は
我
と
人
が
と
も
に
こ
の
パ
ン
を
全
部
食
べ
る
こ
と
を

不
可
能
に
す
る
。
そ
こ
で
我
一
人
が
全
部
食
べ
よ
う
と
す
る
欲
が
生
じ
て

く
る
。
こ
の
欲
は
関
争
心
に
変
り
、
開
争
心
は
破
壊
を
招
来
す
る
。
し
か

し
、
と
き
に
は
「
我
が
飢
え
て
い
る
よ
う
に
、
人
も
飢
え
て
い
る
だ
ろ
う

か
ら
、
分
け
て
食
べ
よ
う
」
と
す
る
心
が
湧
い
て
く
る
が
、
こ
れ
が
す
な
■

わ
ち
性
に
も
と
づ
い
た
心
で
あ
ろ
う
。
孟
子
は
鮒
隠
の
心
を
説
明
す
る
に

当
っ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ち
ま

　
人
皆
人
に
忍
び
ざ
る
の
心
有
り
と
謂
う
所
以
の
者
は
、
今
人
乍
ち
儒
子
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の
将
に
井
に
入
ら
ん
と
す
喬
を
見
れ
ば
、
皆
術
暢
・
側
隠
の
心
有
り
。

　
交
わ
り
を
揺
子
の
父
母
に
内
る
る
所
以
に
非
ざ
る
な
り
。
誉
れ
を
郷
党
・

　
　
　
　
も
と

　
朋
友
に
要
む
る
所
以
に
非
ざ
る
な
り
。
そ
の
声
を
悪
み
て
然
す
る
に
非

　
ざ
る
な
り
。
（
「
孟
子
」
公
孫
丑
上
第
六
）

す
な
わ
ち
、
突
然
井
戸
の
中
に
落
ち
こ
も
う
と
す
る
幼
児
の
姿
が
目
に
映

っ
た
時
、
人
は
誰
で
も
な
ん
と
か
し
て
救
お
う
と
す
る
心
が
思
わ
ず
生
じ

て
く
る
。
こ
れ
は
幼
児
の
父
母
と
交
際
す
る
た
め
で
も
な
く
、
郷
里
の
人

々
や
友
人
た
ち
に
誉
め
ら
れ
る
た
め
で
も
な
い
。
幼
児
を
救
わ
ず
に
、
見

殺
し
に
し
た
と
い
う
悪
い
評
判
の
立
つ
の
を
き
ら
っ
て
そ
の
よ
う
に
し
た

の
で
も
な
い
。
た
だ
お
の
ず
か
ら
湧
き
出
る
自
然
の
心
で
あ
る
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
同
様
に
考
え
る
と
、
パ
ン
を
分
け
て
食
べ
よ
亨
こ
す
る
心
も
、

分
け
て
食
べ
な
か
っ
た
場
合
に
起
こ
り
得
る
喧
嘩
な
ど
を
未
然
に
防
ご
う

と
す
る
条
件
付
き
の
心
構
え
で
は
な
く
、
調
和
と
秩
序
を
象
徴
す
る
天
命

の
性
に
も
と
づ
い
て
お
の
ず
か
ら
湧
い
て
く
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
こ

の
心
は
ま
た
道
心
、
恒
心
、
不
動
心
、
不
忍
人
之
心
、
四
端
之
心
、
忠
心

な
ど
に
表
現
さ
れ
る
が
、
学
問
の
道
は
、
ま
ず
こ
の
心
を
拡
充
す
る
こ
と

か
ら
始
ま
り
、
窮
極
的
に
は
性
を
認
識
し
、
天
を
知
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
失
っ
た
原
初
の
自
已
本
来
性
（
天
人
未
分
の
赤
子
の
心
）
を
回
復
す

る
と
こ
ろ
に
至
る
。

　
自
己
本
来
性
を
回
復
し
て
、
内
に
は
神
秘
性
（
す
ぐ
れ
た
徳
）
を
保
存

し
、
外
に
向
っ
て
は
回
り
の
者
を
感
化
す
る
君
子
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ

う
に
、
上
下
に
天
地
と
と
も
に
同
じ
く
流
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
が
、
こ
こ

で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
天
地
と
君
子
の
働
き
が
と
も
に

「
流
れ
る
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
無

論
「
流
れ
る
」
と
い
っ
た
と
き
の
概
念
は
形
而
上
学
的
概
念
で
あ
ろ
う
が
、

意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
人
間
の
理
想
的
存
在
方
式
は
存
在
者
が
天
地
の
大

流
に
乗
じ
、
そ
れ
と
と
も
に
流
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
調
和
と
秩
序
を
と

も
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
個
人
は
社
会
の
構
造
に
調
和
を
成
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
を
維
持
し
、
社

会
は
国
家
的
秩
序
に
乗
じ
て
維
持
さ
れ
る
。
そ
し
て
国
家
は
ま
た
世
界
的

潮
流
に
乗
じ
て
存
続
さ
れ
、
さ
ら
に
全
世
界
の
潮
流
は
、
そ
の
根
抵
に
流

れ
る
天
地
の
大
流
を
基
盤
に
す
る
。
こ
の
根
源
的
な
天
地
の
大
流
に
乗
じ

た
生
き
方
は
、
天
下
の
広
い
居
所
に
居
り
、
天
下
の
正
し
い
位
に
立
ち
、

天
下
の
大
道
を
行
う
。
志
を
得
て
は
民
と
と
も
に
し
、
志
を
得
ざ
る
と
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

は
独
り
そ
の
道
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
王
孫
債
に
「
そ
の
奥
に
媚
び
ん
よ

り
は
、
む
し
ろ
竃
に
媚
び
よ
と
は
、
何
の
謂
ぞ
や
」
と
問
わ
れ
た
孔
子
が
、

「
然
ら
ず
。
罪
を
天
に
獲
ば
、
榛
る
と
こ
ろ
な
し
」
（
以
上
「
論
語
」
八
偽

第
十
三
）
と
応
え
た
こ
と
も
次
の
よ
う
に
天
地
の
大
流
に
乗
じ
た
生
き
方

と
し
て
解
さ
れ
よ
う
。
ま
ず
問
い
の
内
容
で
あ
る
が
、
奥
は
室
の
西
南
の

隅
、
竃
は
五
杷
の
一
つ
で
あ
っ
て
夏
の
祭
り
で
あ
る
。
竃
を
杷
る
と
き
に

は
、
竃
脛
に
神
主
を
設
け
て
祭
り
、
終
わ
っ
た
後
更
に
饅
を
奥
に
設
け
て

〔
を
迎
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
奥
は
常
に
尊
貴
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
祭

り
の
神
主
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
竃
は
卑
賎
で
あ
る
が
時
に
当
り
事

を
用
い
る
。
つ
ま
り
実
務
を
担
当
す
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
奥
は
王
孫

債
の
主
君
－
衛
の
霊
公
を
指
し
一
竃
は
王
孫
債
自
身
を
指
し
て
、
尊
貴
な

る
主
君
よ
り
は
実
務
を
担
当
す
る
自
分
に
取
り
入
っ
た
ら
ど
う
だ
と
孔
子

に
暗
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
孔
子
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
道
徳

の
実
現
で
あ
っ
て
、
勢
力
の
獲
得
で
は
な
い
。
道
徳
は
力
の
秩
序
で
は
な
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い
か
ら
、
力
を
媒
介
に
し
て
道
徳
の
実
現
を
試
る
こ
と
は
、
根
本
的
に
道

徳
の
根
抵
を
成
す
天
地
の
流
れ
に
背
く
こ
と
に
な
る
。
ま
し
て
力
の
所
有

者
が
天
地
の
流
れ
に
乗
じ
て
い
な
い
場
合
に
は
甚
だ
そ
う
で
あ
る
。
天
に

罪
を
獲
る
と
い
う
こ
と
は
こ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
天
地
の
秩
序
の
根
抵
を

成
す
、
よ
り
根
本
的
秩
序
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
そ
れ
に
背
い
て
他
に
救

わ
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

　
し
か
し
、
あ
る
集
団
（
家
、
国
、
天
下
）
の
秩
序
が
天
地
の
大
流
に
調

和
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
成
員
と
し
て
の
各
個
人
が
各
々
所
属
す
る
集
団

の
秩
序
に
從
う
こ
と
は
、
天
地
の
大
流
に
背
く
こ
と
に
な
り
、
逆
う
こ
と

は
ま
た
個
人
的
に
集
団
の
秩
序
に
調
和
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
場
合
の
生
き
方
の
一
つ
と
し
て
提
示
さ
れ
た
の
が
、
孔
子
の

　
　
　
　
　
　
　
あ
ら

「
天
下
に
道
あ
れ
ば
見
わ
れ
、
道
な
け
れ
ぱ
隠
る
」
（
■
論
語
L
泰
伯
第
十

三
）
と
あ
る
言
葉
か
ら
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
、
從
わ
ず
逆
い
も
せ
ず
、
た

だ
隠
れ
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
類
社
会
の
潮
流
が
天
地
の

大
流
に
乗
じ
て
い
る
と
き
は
、
個
人
と
社
会
と
天
地
が
一
体
に
な
っ
て
流

れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
人
類
社
会
の
潮
流
が
天
地
の
大
流
に
乗
じ
て
い
な

い
と
き
は
個
人
は
社
会
か
ら
隠
れ
、
個
人
的
に
天
地
の
大
流
に
同
流
す
る

生
き
方
で
あ
る
。

　
人
類
社
会
の
潮
流
が
根
本
的
に
天
地
の
大
流
に
乗
じ
て
流
れ
る
こ
と
を

前
提
す
れ
ば
、
天
地
の
大
流
に
乗
じ
て
い
な
い
人
類
社
会
の
潮
流
は
、
一

時
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
結
局
は
天
地
の
大
流
に
一
致
す
る
方
向
へ
転
換

せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
人
類
社
会
か
ら
隠
れ
、
天
地

の
大
流
に
同
流
す
る
と
い
う
生
き
方
は
、
消
極
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
社
会
の
流
れ
を
リ
ー
ド
す
る
先
駆
者
的
、
積
極
的
な
生
き
方
と
し
て

解
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
は
■
周
易
。
に
「
天
地
と
そ
の
徳
を
合
し
、
日
月
と

そ
の
明
を
合
し
、
四
時
と
そ
の
序
を
合
し
、
鬼
神
と
そ
の
吉
凶
を
合
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

天
よ
り
先
に
し
て
天
違
わ
ず
、
天
よ
り
後
に
し
て
天
時
を
奉
る
」
（
乾
卦

文
言
伝
）
大
人
の
生
き
方
と
し
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。

　
因
み
に
さ
ら
に
具
体
的
な
生
き
方
と
し
て

　
五
十
に
し
て
天
命
を
知
り
、
六
十
に
し
て
耳
順
う
。
七
十
に
し
て
心
の

　
欲
す
る
所
に
從
え
ば
矩
を
麟
え
ず
（
『
論
語
L
爲
政
第
四
）

と
あ
る
孔
子
の
生
き
方
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
孔
子
が
五
十
才

の
と
き
天
命
を
知
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
「
流
れ
」
と
表
現
さ
れ
る
天
の

働
き
を
知
覚
し
た
こ
と
に
な
る
。
天
命
は
「
己
」
に
内
在
す
る
「
己
」
の

本
性
で
あ
る
か
ら
、
天
命
を
知
覚
す
る
こ
と
が
「
己
」
の
本
性
を
認
識
す

る
こ
と
に
よ
る
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
天
命
は
「
己
」
の
本
性

で
あ
る
と
同
時
に
人
を
含
め
て
宇
宙
萬
物
の
本
性
で
も
あ
る
か
ら
、
天
命

を
知
覚
す
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
人
を
含
め
て
宇
宙
萬
物
す
べ
て
の
本
性
を

認
識
す
る
こ
と
に
な
り
、
や
が
て
物
の
性
は
我
が
性
に
な
っ
て
、
物
と
我

は
一
体
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
他
人
の
声
、
萬
物
の
音
は
「
已
」
の
本

音
と
な
っ
て
、
耳
に
逆
う
こ
と
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
性
を
壷
く
し
た
人
の
心
の
欲
す
る
所
は
性
の
動
き
そ
の
も
の
で
あ
る
か

ら
、
心
の
欲
す
る
所
に
從
っ
た
行
爲
は
結
局
天
の
流
れ
と
一
体
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
孔
子
の
世
界
は
、
個
的
存
在
を
越
え
て
至
る
、
勉
め
ず
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

中
り
、
思
わ
ず
し
て
得
る
絶
対
自
由
の
無
爲
の
世
界
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
絶
対
自
由
の
無
爲
を
実
践
す
る
も
の
が
儒
学
（
修
己
の
学

と
し
て
の
儒
学
）
に
お
い
て
は
聖
人
と
さ
れ
る
。
修
己
の
学
と
し
て
の
儒

学
の
目
的
は
し
た
が
っ
て
聖
人
に
な
る
こ
と
に
帰
結
さ
れ
る
。
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お
わ
り
に
、
こ
の
修
己
の
学
に
お
け
る
修
養
法
と
し
て
は
、
「
修
己
以

敬
」
（
『
論
語
』
憲
問
第
四
十
五
）
、
「
敬
以
直
内
」
（
『
周
易
L
坤
卦
文
言

伝
）
と
あ
る
よ
う
に
、
敬
の
実
践
が
要
求
さ
れ
る
。

　
　
二
、
治
人
の
学

　
修
己
の
学
と
し
て
の
儒
学
に
お
け
る
学
問
の
道
は
、
学
の
対
象
と
な
っ

た
「
已
」
の
内
側
に
秘
ん
で
い
る
「
天
命
の
性
」
を
認
識
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
「
天
人
合
一
」
の
実
践
的
課
題
を
果
た
し
、
や
が
て
個
を
越
え
全
体

と
し
て
の
人
間
存
在
を
実
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
他
方
に
お
い
て
、

儒
学
に
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
生
の
基
本
的
要
件
と
し
て
個
の
内

側
に
内
在
し
て
い
る
自
己
本
来
性
よ
り
も
身
体
的
要
素
を
優
先
し
、
そ
れ

を
も
っ
て
、
人
間
存
在
の
諸
現
象
を
説
明
す
る
も
う
一
つ
の
立
場
が
あ
っ

た
。　

こ
の
立
場
に
お
い
て
は
、
一
身
の
存
続
が
何
よ
り
も
優
先
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
衣
・
食
・
住
を
含
む
生
の
基
本
的
要
件

を
始
め
と
す
る
住
み
良
い
生
活
環
境
の
作
り
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
こ
れ
に
加
え
て
、
人
は
ま
た
社
会
的
存
在
で
あ
る
こ
と
1

一
身
の
存
続
と
い
う
生
の
基
本
的
営
み
が
人
と
の
関
係
の
中
で
行
わ
れ
る

こ
と
1
か
ら
、
人
問
に
は
人
問
関
係
に
お
け
る
秩
序
意
識
（
倫
理
）
が

さ
ら
に
要
求
さ
れ
る
。

　
人
間
関
係
に
お
い
て
最
も
根
本
的
関
係
は
親
と
子
の
関
係
で
あ
る
。
親

に
よ
っ
て
生
そ
の
も
の
が
始
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
親
と
子

の
関
係
に
お
け
る
理
法
1
「
孝
」
が
人
間
関
係
に
お
け
る
倫
理
の
中
で

最
も
根
本
的
な
も
の
と
し
て
登
場
す
る
。
「
孝
」
の
内
容
は
『
孝
経
L
に
あ

る
次
の
文
章
に
集
約
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
孝
は
徳
の
本
な
り
。
教
の
由
り
て
生
ず
る
所
な
り
。
復
び
坐
れ
、

　
わ
れ
な
ん
じ

　
吾
汝
に
語
る
。
身
体
髪
膚
、
之
を
父
母
に
受
く
、
敢
え
て
駿
傷
せ
ざ
る

　
は
孝
の
始
め
な
り
。
身
を
立
て
道
を
行
い
、
名
を
後
世
に
揚
げ
、
以
て

　
父
母
を
顕
わ
す
は
孝
の
終
り
な
り
。
（
『
孝
経
L
開
宗
明
義
章
）

す
な
わ
ち
、
孝
は
道
徳
の
根
本
で
あ
り
、
教
育
の
出
発
点
で
あ
る
。
そ
し

て
孝
の
内
容
は
、
身
体
髪
膚
を
駿
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
父
母
の

名
を
名
誉
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
身

体
的
要
素
を
生
の
基
本
的
要
件
と
す
る
生
の
諸
現
象
は
人
間
関
係
の
中
で

成
立
す
る
が
、
そ
の
関
係
を
ス
ム
ー
ズ
に
維
持
す
る
た
め
の
基
本
的
要
件

は
、
ま
ず
関
係
を
形
成
す
る
柱
と
な
る
一
身
を
存
続
す
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
一
身
の
生
の
営
み
が
関
係
の
中
で
行
わ
れ
る
か
ら
、
一
身
を
存
続

す
る
た
め
に
は
関
係
を
ス
ム
ー
ズ
に
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ

の
関
係
を
維
持
す
る
た
め
の
基
本
的
条
件
は
ま
た
一
身
を
存
続
す
る
こ
と

か
ら
始
ま
る
と
い
う
逆
説
的
な
論
理
が
成
立
す
る
。
身
体
髪
膚
を
段
傷
し

な
い
こ
と
が
孝
の
基
本
的
条
件
と
な
る
の
は
こ
の
理
由
か
ら
な
る
で
あ
ろ

う
。　

一
身
を
存
続
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
我
が
一
身
は
先
祖
か
ら

続
い
て
来
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
後
に
も
断
絶
す
る
こ
と
な
く
、
子
孫
へ

と
繋
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
子
孫
へ
繋
げ
ら
れ
な
い
生

は
、
そ
の
生
の
基
本
的
条
件
で
あ
る
身
を
断
絶
す
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た

生
の
現
象
に
お
け
る
最
も
根
本
的
な
人
間
関
係
、
す
な
わ
ち
親
子
の
関
係

を
切
る
こ
と
に
な
っ
て
、
生
の
形
態
に
お
い
て
最
も
不
幸
な
要
素
と
し
て

　
　
　
　
（
6
）

あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
論
理
、
す
な
わ
ち
一
身
を
存
続
し
て
さ
ら
に
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子
孫
へ
繋
ぐ
－
生
ま
れ
て
そ
し
て
生
む
－
と
い
う
生
の
現
象
か
ら
す

れ
ば
、
ま
ず
男
女
の
結
合
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
要
素
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
■
孟
子
L
に
は
「
男
女
室
に
居
す
る
は
、
人
の
大
倫
な
り
」

（
萬
章
上
第
二
）
と
あ
っ
て
、
婚
姻
す
る
こ
と
が
人
の
大
倫
と
し
て
重
視

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
多
く
の
修
道
者
た
ち
が
身
体
に
対
す
る
否
定
的

見
解
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
独
身
生
活
で
一
貫
す
る
こ
と
と
は
大
い
に

対
照
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
親
に
告
げ
ず
に
結
婚
し
た
舜
の
行
爲
が
む

し
ろ
大
孝
と
し
て
評
さ
れ
る
の
は
、
身
を
子
孫
へ
繋
ぐ
と
い
う
積
極
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

意
味
か
ら
し
て
始
め
て
首
肯
さ
れ
る
。

　
以
上
、
一
身
を
存
続
す
る
こ
と
を
生
の
基
本
的
要
件
と
す
る
場
合
に
生

じ
て
く
る
現
象
に
つ
い
て
述
べ
て
来
た
が
、
生
の
現
象
に
は
、
身
体
の
も

つ
物
質
的
二
属
性
－
個
別
性
と
共
通
性
－
を
根
本
に
し
て
説
か
れ
る

側
面
が
あ
る
。
ま
ず
個
別
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
の
人
間
は
、
頭
の
よ

さ
と
わ
る
さ
、
背
の
高
さ
、
皮
膚
の
色
な
ど
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
区
別

さ
れ
る
個
別
的
存
在
と
し
て
把
え
ら
れ
る
。
孔
子
の
「
性
、
相
近
し
。
習
、

相
遠
し
」
（
『
論
語
』
陽
貨
第
二
）
と
あ
る
言
葉
か
ら
も
示
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
人
間
の
本
来
性
は
相
近
き
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
決
し
て
同
一
者

で
は
な
い
。
ま
た
■
論
語
L
に

　
子
日
く
、
中
人
以
上
は
、
も
っ
て
上
を
語
る
べ
し
。
中
人
以
下
は
、
も

　
っ
て
上
を
語
る
べ
か
ら
ず
。
（
薙
也
第
十
九
）

　
子
日
く
、
君
子
は
上
達
す
。
小
人
は
下
達
す
。
（
憲
問
第
二
十
四
）

　
孔
子
日
く
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
之
を
知
る
者
は
上
な
り
。
学
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
、
る
し

　
之
を
知
る
者
は
次
な
り
。
困
み
て
之
を
学
ぷ
は
ま
た
そ
の
次
な
り
。
困

　
み
て
学
ば
ざ
る
は
、
民
に
し
て
之
を
下
と
な
す
。
（
季
氏
第
九
）

　
子
日
く
、
た
だ
女
子
と
小
人
と
は
養
い
難
し
と
な
す
。
こ
れ
を
近
づ
く

　
れ
ば
不
孫
な
り
。
こ
れ
を
遠
ざ
く
れ
ば
怨
む
。
（
陽
貨
第
二
十
五
）

と
あ
る
孔
子
の
言
葉
か
ら
し
て
も
、
人
間
は
、
中
人
以
上
と
中
人
以
下
、

君
子
と
小
人
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
之
を
知
る
者
（
生
而
知
之
者
）
、

学
ん
で
之
を
知
る
者
（
学
而
知
之
者
）
、
困
ん
で
之
を
学
ぷ
者
（
困
而
学

之
者
）
、
困
ん
で
学
ば
ざ
る
者
（
困
而
不
学
者
）
、
あ
る
い
は
男
子
と
女
子

な
ど
、
類
型
別
に
分
け
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
子
日
く
、
た

だ
上
知
と
下
愚
と
は
移
ら
ず
」
（
『
論
語
』
陽
貨
第
三
）
と
あ
る
よ
う
に
、

こ
の
類
型
の
界
限
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
固
定
さ
れ
た
存
在

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
個
別
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
在
り
方
は
、
全
体

的
調
和
と
秩
序
を
維
持
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
如
何
に
し
て
与

え
ら
れ
、
定
め
ら
れ
た
分
に
安
ん
じ
、
そ
し
て
そ
の
分
を
守
る
か
に
集
約

さ
れ
る
。
儒
学
に
お
け
る
名
分
論
は
こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
す
る
。

　
次
に
、
身
体
に
お
け
る
物
質
的
共
通
性
を
有
す
る
存
在
と
し
て
の
人
問

は
、
同
じ
欲
を
も
っ
た
同
質
的
存
在
と
し
て
把
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
『
萄

子
』
に
あ
る
次
の
文
章
に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
凡
そ
人
は
一
に
し
同
じ
く
す
る
所
を
有
す
。
飢
え
て
は
食
べ
ん
と
欲
し
、

　
寒
く
な
っ
て
は
媛
か
く
な
ら
ん
と
欲
し
、
労
し
て
は
息
ま
ん
と
欲
し
、

　
利
を
好
み
て
害
を
悪
む
。
是
れ
人
の
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
有
す
る
所

　
な
り
。
是
れ
待
つ
こ
と
無
く
し
て
然
る
者
な
り
。
（
栄
辱
篇
）

す
な
わ
ち
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
欲
は
生
ま
れ
な
が
ら
所
有
し
て
い
る
固
有

な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
言
い
あ
ら
わ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
欲

が
充
足
さ
れ
な
い
場
合
に
生
じ
て
く
る
現
象
と
、
そ
れ
に
対
処
す
る
方
法

に
つ
い
て
、
萄
子
は
ま
た
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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礼
は
何
よ
り
起
る
や
。
日
く
、
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
欲
あ
り
。

　
欲
し
て
得
ざ
れ
ば
則
ち
求
む
る
な
き
こ
と
能
わ
ず
。
求
め
て
度
量
分
界

　
な
け
れ
ば
則
ち
争
わ
ざ
る
こ
と
能
わ
ず
。
争
え
ば
則
ち
乱
れ
、
乱
る
れ

　
ぱ
則
ち
窮
す
。
先
王
は
そ
の
乱
を
悪
む
、
ゆ
え
に
礼
義
を
制
し
て
以
て

　
こ
れ
を
分
ち
、
以
て
人
の
欲
を
養
い
人
の
求
め
を
給
し
、
欲
を
し
て
必

　
ず
物
に
窮
せ
ず
、
物
を
し
て
必
ず
欲
に
屈
せ
ざ
ら
し
め
、
両
者
相
持
し

　
て
長
ぜ
し
む
。
こ
れ
礼
の
起
る
所
な
り
。
（
■
萄
子
L
礼
論
篇
第
十
九
）

す
な
わ
ち
、
「
礼
の
起
源
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
か
。
こ
れ
に
つ
い

て
言
お
う
。
人
間
は
生
ま
れ
つ
き
欲
望
を
持
っ
て
い
る
。
欲
望
が
あ
る
の

に
そ
れ
が
遂
げ
ら
れ
な
い
と
、
か
え
っ
て
ま
す
ま
す
追
求
し
な
い
わ
け
に

は
い
か
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
に
追
求
し
て
、
そ
こ
に
一
定
の
範
囲
や
限

界
が
な
け
れ
ば
、
ど
こ
ま
で
も
そ
れ
を
追
求
す
る
こ
と
に
な
っ
て
他
の
人

の
追
求
と
衝
突
し
、
ど
う
し
て
も
争
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
る
。

こ
う
し
て
争
い
合
え
ば
社
会
は
困
乱
し
、
け
っ
き
ょ
く
、
社
会
は
行
き
詰

ま
っ
て
ど
う
し
よ
う
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
古
代
の
聖
王
は
そ
の
社
会

的
混
乱
を
憎
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
礼
義
す
な
わ
ち
社
会
規
範
を
制

定
し
て
社
会
を
分
別
づ
け
て
秩
序
立
っ
た
も
の
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人

々
の
欲
望
や
要
求
を
養
い
満
た
し
、
欲
望
の
対
象
と
な
る
物
が
奪
い
合
い

の
結
果
不
足
し
て
、
そ
の
た
め
に
欲
望
が
行
き
詰
ま
っ
て
満
た
さ
れ
な
い

と
い
う
こ
と
が
け
っ
し
て
な
く
、
欲
望
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
奪
い
合
い

の
結
果
、
欲
望
の
対
象
と
な
る
物
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が

け
っ
し
て
な
い
よ
う
に
さ
せ
、
欲
望
と
そ
の
対
象
と
な
る
物
と
が
互
い
に

平
均
し
合
っ
て
増
大
し
て
い
く
よ
う
に
し
た
。
こ
れ
が
礼
の
始
ま
っ
た
起

源
で
あ
る
」
（
集
英
社
、
全
釈
漢
文
大
系
8
、
萄
子
下
、
百
ぺ
ー
ジ
か
ら

引
用
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
欲
望
を
調
節
し
、
社
会

の
安
定
と
秩
序
を
維
持
す
る
働
き
と
し
て
礼
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
身
体
を
生
の
基
本
的
要
件
と
す
る
考
え
方
に
お
い
て
あ
ら
わ

れ
る
現
象
と
し
て
、
人
問
関
係
に
お
け
る
秩
序
意
識
（
倫
理
観
）
の
確
立
、

定
め
ら
れ
た
分
に
安
ん
じ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
守
る
こ
と
（
名
分
論
）
、
そ

し
て
社
会
の
安
定
と
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
（
礼
の
制
定
）
な
ど
が
要
求

さ
れ
た
が
、
こ
の
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
が
す
べ
て
人
と
の
関
係
に
お
い
て

生
じ
て
く
る
社
会
的
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
内
に
向
っ
て
己
を
修

め
る
こ
と
を
主
と
す
る
「
修
己
の
学
」
よ
り
は
、
外
に
向
っ
て
対
外
的
な

他
者
（
共
同
体
を
含
む
）
を
治
め
る
統
治
学
を
必
要
と
す
る
。
儒
学
の

「
治
人
の
学
」
と
し
て
の
性
格
は
、
こ
の
よ
う
な
思
想
的
背
景
を
基
盤
に
し

て
成
立
す
る
。

　
儒
学
に
お
い
て
理
想
的
人
格
と
さ
れ
る
の
は
聖
人
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
「
治
人
の
学
」
と
し
て
の
儒
学
の
内
容
は
、
身
体
を
生
の
基
本
的
条

件
と
す
る
考
え
方
に
よ
っ
て
把
え
ら
れ
る
聖
人
像
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ

て
い
る
か
、
と
い
う
聖
人
の
「
治
人
の
学
」
的
性
格
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
、

お
の
ず
か
ら
解
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
『
周
易
』
繋
辞
伝
下
に
記
述
さ
れ
て
い
る
聖
人
観
か
ら
す
れ
ば
、
聖
人

は
、　

①
縄
を
結
び
あ
わ
せ
て
「
あ
み
」
を
つ
く
り
、
も
っ
て
田
猟
を
し
、
魚

　
　
を
取
る
こ
と
を
教
え
る
者
で
あ
る
。

　
②
木
を
け
づ
っ
て
先
を
尖
ら
し
鋭
く
し
て
「
す
き
」
を
つ
く
り
、
木
を

　
・
た
わ
め
て
「
す
き
」
の
柄
を
つ
く
っ
て
、
未
褥
、
す
な
わ
ち
田
を
耕

　
　
し
雑
草
を
除
き
去
る
農
具
の
便
利
さ
を
天
下
に
教
え
る
者
で
あ
る
。
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⑨
日
中
昼
間
の
う
ち
に
市
場
を
開
い
て
、
天
下
の
人
々
を
そ
の
処
に
集

　
ま
ら
せ
、
天
下
の
財
貨
を
聚
め
る
よ
う
に
し
、
人
民
を
し
て
有
る
物

　
と
無
い
物
と
を
交
換
し
て
退
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
下
の
人

　
々
を
各
々
そ
の
便
利
を
得
、
各
々
安
泰
に
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る

　
よ
う
に
さ
せ
る
者
で
あ
る
。

④
時
代
の
変
遷
に
し
た
が
っ
て
新
し
い
器
具
を
つ
く
り
、
民
を
し
て
倦

　
み
飽
き
な
い
よ
う
に
さ
せ
、
ま
た
衣
裳
を
作
っ
て
身
に
着
け
る
よ
う

　
に
さ
せ
る
に
、
君
臣
、
父
子
、
尊
卑
、
貴
賎
の
区
別
を
つ
け
、
天
下

　
の
秩
序
を
治
め
る
者
で
あ
る
。

⑤
大
き
い
一
本
の
木
を
切
っ
て
、
そ
の
中
央
を
え
ぐ
り
取
り
、
空
間
を

　
爲
し
て
舟
を
造
り
、
木
の
端
を
削
っ
て
揖
を
造
っ
て
、
水
の
上
を
渡

　
り
、
遠
く
の
物
を
持
ち
運
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
者
で
あ
る
。

⑥
牛
を
飼
い
な
ら
し
て
重
い
物
を
背
負
わ
せ
た
り
、
人
が
馬
に
乗
っ
た

　
り
、
車
を
引
か
せ
た
り
し
て
、
重
い
物
を
引
い
て
遠
い
処
ま
で
行
く

　
よ
う
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
天
下
の
人
々
に
大
い
な
る
便
利
さ
を

　
与
え
た
者
で
あ
る
。

⑦
出
入
り
す
る
と
こ
ろ
の
門
を
二
重
に
し
、
夜
に
な
る
と
、
拍
子
木
を

　
た
た
い
て
警
戒
す
る
こ
と
を
教
え
、
乱
暴
な
る
お
客
、
す
な
わ
ち
盗

　
賊
・
乱
賊
の
輩
が
伺
い
来
る
の
に
対
備
さ
せ
る
者
で
あ
る
。

⑧
木
を
断
ち
切
っ
て
杵
を
爲
し
、
地
の
中
に
穴
を
掘
っ
て
臼
と
な
し
、

　
米
穀
を
番
い
て
皮
を
去
り
糠
を
除
く
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て

　
美
味
し
い
食
べ
物
が
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
萬
民
を
し
て
安
楽

　
愉
快
に
生
活
さ
せ
る
者
で
あ
る
。
．

⑨
木
を
曲
げ
て
そ
れ
に
弦
を
か
け
て
弓
を
造
り
、
木
の
尖
端
を
削
っ
て

　
　
矢
を
つ
く
っ
て
、
乱
賊
や
外
敵
を
討
伐
し
、
天
下
全
体
を
威
服
さ
せ

　
　
た
者
で
あ
る
。

　
⑩
宮
室
を
造
っ
て
風
雨
を
避
け
る
よ
う
に
し
た
者
で
あ
る
。

　
⑩
棺
及
び
棺
を
入
れ
る
外
箱
を
作
っ
た
り
、
喪
に
服
す
る
期
限
を
定
め

　
　
た
り
し
て
、
喪
の
礼
を
作
っ
た
者
、
す
な
わ
ち
人
民
が
人
問
ら
し
き

　
　
生
活
を
営
爲
す
る
た
め
の
文
化
（
人
倫
）
を
作
っ
た
者
で
あ
る
。

　
⑫
文
字
や
割
符
な
ど
を
作
り
、
官
吏
は
治
め
や
す
く
、
百
姓
は
省
察
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
や
す
く
な
る
よ
う
に
さ
せ
た
者
で
あ
る
。

　
以
上
に
お
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
聖
人
は
、
要
す
る
に
、
人
間
生
活
の

基
本
的
条
件
で
あ
る
衣
・
食
・
住
を
始
め
、
商
業
、
交
通
な
ど
、
人
間
生

活
を
営
爲
す
る
た
め
の
諸
般
領
域
に
お
け
る
環
境
を
作
り
、
ま
た
治
安
と

国
防
に
よ
る
社
会
の
安
定
を
図
り
、
さ
ら
に
礼
や
文
字
を
制
定
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
総
合
的
に
文
化
を
創
造
し
た
者
で
あ
る
。
い
わ
ば
人
間
の
身

体
を
存
続
す
る
た
め
の
条
件
と
な
る
も
の
を
よ
り
よ
き
も
の
に
向
上
さ
せ

る
た
め
に
蓋
く
し
た
人
問
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
単
に
神
秘
的
な
赤
子
の

心
を
保
持
し
、
そ
の
動
き
に
お
の
ず
か
ら
礎
う
無
爲
の
自
由
人
と
し
て
の

聖
人
の
姿
は
な
い
。
む
し
ろ
、
文
明
の
利
器
を
開
発
し
、
文
化
を
創
造
す

る
な
ど
、
積
極
的
に
作
爲
す
る
仕
事
人
と
し
て
の
姿
が
あ
ら
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
聖
人
観
を
基
盤
に
し
て
、
「
治
人
の
学
」
と
し
て

の
儒
学
に
お
け
る
特
徴
的
な
要
素
を
類
型
別
に
分
け
て
検
討
し
て
み
る
こ

と
に
す
る
。

　
ω
文
明
に
対
す
る
積
極
的
支
援
～
「
治
人
の
学
」
と
し
て
の
儒
学
に

お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
特
徴
は
ま
ず
文
明
に
対
し
て
積
極
的
に
支
援
す
る
態

度
を
取
る
こ
と
で
あ
る
。
て
れ
は
、
聖
人
の
役
割
が
衣
・
食
・
住
を
始
め
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と
し
て
人
問
の
生
活
を
営
爲
す
る
た
め
の
道
具
、
す
な
わ
ち
文
明
の
利
器

を
制
作
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
容
易
に
推
測
で
き
る
。

　
②
礼
思
想
の
発
達
～
人
の
生
を
営
む
場
と
な
っ
て
い
る
人
間
関
係
を

ス
ム
ー
ズ
に
維
持
す
る
た
め
の
理
法
と
し
て
、
ま
た
人
間
の
欲
望
を
調
節

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
争
い
を
防
ぎ
、
進
ん
で
は
人
類
の
共
存
を
図
る
と
い

う
秩
序
の
象
徴
と
し
て
、
礼
思
想
が
発
達
す
る
。
関
係
を
ス
ム
ー
ズ
に
維

持
す
る
た
め
の
理
法
と
し
て
の
礼
の
積
極
的
な
側
面
は
、
孟
誰
子
に
「
孝
」

を
問
わ
れ
、
「
違
う
こ
と
な
し
」
と
応
え
た
孔
子
が
、
さ
ら
に
敷
術
し
て
「
生

け
る
に
は
こ
れ
に
事
う
る
に
礼
を
も
っ
て
し
、
死
せ
る
に
は
こ
れ
を
葬
る

に
礼
を
も
っ
て
し
、
こ
れ
を
祭
る
に
礼
を
も
っ
て
す
」
（
『
論
語
』
爲
政
第

五
）
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
孝
の
内
容
に

な
っ
て
い
る
。
ま
た
孔
子
の
「
恭
に
し
て
礼
な
け
れ
ば
労
す
。
慎
に
し
て

礼
な
け
れ
ば
恵
す
。
勇
に
し
て
礼
な
け
れ
ば
乱
る
。
直
に
し
て
礼
な
け
れ

ば
絞
す
」
（
『
論
語
L
泰
伯
第
二
）
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ぱ
、
恭
・
慎
・

勇
・
直
な
ど
の
道
徳
的
行
爲
の
成
立
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

礼
は
孝
を
始
め
と
す
る
諸
道
徳
の
根
本
原
理
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
他
方
、

人
間
の
欲
望
を
調
節
す
る
機
能
と
し
て
の
礼
の
消
極
的
な
側
面
は
、
萄
子

に
至
っ
て
、
国
家
の
統
治
原
理
と
な
っ
て
、
後
の
法
家
思
想
の
先
駆
を
な

す
。　

③
名
分
論
の
成
立
～
秩
序
維
持
の
た
め
の
具
体
的
様
相
の
一
つ
と
し

て
あ
ら
わ
れ
る
の
が
こ
の
名
分
論
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
次
の
よ
う
な
孔

子
の
言
葉
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。

　
斉
の
景
公
、
政
を
孔
子
に
問
う
。
孔
子
対
え
て
日
く
、
君
、
君
た
り
、

　
臣
、
臣
た
り
、
父
、
父
た
り
、
子
、
子
た
り
。
（
『
論
語
L
顔
淵
第
十
一
）

　
子
日
く
、
そ
の
位
に
在
ら
ざ
れ
ば
、
そ
の
政
を
謀
ら
ず
。
（
『
論
語
L
泰

　
伯
第
十
四
）

す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
君
は
君
、
臣
は
臣
、
父
は
父
、
子
は
子
と
し
て
、
各

自
の
分
を
越
え
ず
、
そ
れ
に
從
っ
て
存
在
す
る
こ
と
を
基
盤
に
し
て
社
会

全
体
の
安
定
を
図
り
、
秩
序
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
ω
中
華
思
想
の
台
頭
～
生
を
よ
り
よ
く
営
爲
す
る
た
め
の
環
境
づ
く

り
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
の
が
、
衣
・
食
・
住
を
始
め
と
す
る
文
明
の
利
器

の
制
作
、
社
会
の
安
定
と
秩
序
の
維
持
、
文
字
の
制
定
な
ど
、
文
明
や
文

化
の
創
造
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
人
を
成
員
と
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
（
国
家
）
は
、
各
々

そ
の
達
成
の
度
合
を
異
に
す
る
。
孔
子
が
「
斉
一
変
せ
ば
、
魯
に
至
ら
ん
、

魯
一
変
せ
ば
、
道
に
至
ら
ん
。
」
（
『
論
語
L
推
也
第
二
十
二
）
と
い
っ
て
、

道
を
基
準
に
し
て
斉
と
魯
を
区
別
し
た
の
は
、
そ
の
環
境
づ
く
り
の
成
就

度
、
す
な
わ
ち
文
化
の
レ
ベ
ル
に
よ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

斉
が
ひ
と
た
び
成
就
度
を
高
め
れ
ば
魯
ぐ
ら
い
の
文
化
国
に
な
り
、
魯
が

ひ
と
た
び
成
就
度
を
高
め
れ
ば
、
道
（
完
全
に
達
成
さ
れ
た
状
態
）
に
な

る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

　
文
化
の
レ
ベ
ル
に
よ
っ
て
国
家
の
水
準
を
評
価
す
る
な
ら
ば
、
中
国
の

文
化
が
諸
国
の
中
で
最
も
高
い
レ
ベ
ル
の
も
の
と
さ
れ
る
と
き
に
は
、
孔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

子
が
「
夷
秋
の
君
あ
る
も
諸
夏
の
亡
き
に
如
か
ず
」
（
『
論
語
』
八
僧
第
五
）

と
述
べ
、
異
国
よ
り
中
国
を
文
化
的
優
位
国
と
し
て
評
価
し
て
い
る
よ
う

に
、
中
国
を
中
心
と
す
る
中
華
思
想
が
形
成
さ
れ
る
。

　
○
発
展
史
観
～
人
類
の
文
化
は
発
展
し
て
い
く
と
す
る
史
観
で
あ
る
。

孔
子
が
「
周
は
二
代
に
監
み
て
、
郁
郁
乎
と
し
て
文
な
る
か
な
。
わ
れ
は
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周
に
從
わ
ん
。
」
（
『
論
語
L
八
槍
第
十
四
）
と
い
っ
て
、
周
の
文
化
を
最

も
高
く
評
価
し
た
の
は
、
周
が
夏
・
段
二
代
の
文
物
制
度
を
継
承
～
発
展

さ
せ
、
高
度
の
周
文
化
を
作
り
あ
げ
た
か
ら
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
ま

た
孔
子
が
「
甚
し
い
か
な
、
わ
が
衰
え
た
る
や
。
久
し
い
か
な
、
わ
れ
ま

た
夢
に
周
公
を
見
ず
。
」
（
『
論
語
L
述
而
第
五
）
と
述
べ
、
周
公
を
夢
見

る
こ
と
も
で
き
な
い
と
体
カ
の
衰
え
を
嵯
嘆
し
た
言
葉
を
、
わ
れ
わ
れ
は

逆
に
彼
が
周
公
を
夢
に
ま
で
見
る
こ
と
を
望
む
ほ
ど
尊
敬
し
て
い
た
こ
と

の
裏
付
け
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
は
正
に
周
公
が

周
文
化
創
造
の
主
役
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
孔
子
が
周
文
化
を
礼
讃
し
、
周
文
化
に
從
わ
ん
と
し
た
こ
と

は
、
周
文
化
に
戻
っ
て
行
く
こ
と
を
意
味
す
る
復
古
思
想
の
発
露
で
は
な

い
。
孔
子
は
弟
子
の
子
張
に
「
十
世
を
知
る
べ
き
や
」
と
問
わ
れ
て
次
の

よ
う
に
答
え
て
い
る
。

　
股
は
夏
の
礼
に
因
る
。
損
益
す
る
と
こ
ろ
知
る
べ
き
な
り
。
周
は
股
の

　
礼
に
因
る
。
損
益
す
る
と
こ
ろ
知
る
べ
き
な
り
。
そ
れ
あ
る
い
は
周
に

　
継
が
ん
者
は
、
百
世
と
い
え
ど
も
知
る
べ
き
な
り
。
（
『
論
語
』
爲
政
第

　
二
十
三
）

す
な
わ
ち
、
段
王
朝
は
夏
王
朝
の
礼
制
を
継
承
し
、
周
王
朝
は
股
王
朝
の

礼
制
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
継
承
は
単
な
る
継
承
で

は
な
く
、
時
代
に
応
じ
て
損
益
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
発
展
さ
せ
た
も
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
夏
王
朝
の
礼
制
か
ら
段
王
朝
の
礼
制
へ
、
ま
た

股
王
朝
の
礼
制
か
ら
周
王
朝
の
礼
制
へ
の
発
展
の
状
況
や
度
合
を
参
考
に

し
て
、
周
王
朝
を
継
承
す
る
後
の
王
朝
（
時
代
）
に
応
用
す
れ
ば
、
百
世

の
後
で
あ
っ
て
も
推
し
測
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
考
え
方
の
基
底
に
は
、
文
化
は
あ
る
一
定
の
方
向
へ
向
っ
て
持
続

的
に
発
展
す
る
と
い
う
発
展
史
観
が
す
で
に
前
提
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な

い
。　

発
展
史
観
に
よ
れ
ば
、
文
化
は
そ
れ
以
前
の
も
の
に
損
益
を
加
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
継
承
～
発
展
し
て
い
く
も
の
と
な
る
か
ら
、
今
後
の
発
展
も

ま
た
現
在
ま
で
の
も
の
を
よ
り
と
こ
ろ
に
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
損
益
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

こ
と
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
る
。
孔
子
が
周
文
化
を
礼
讃
し
た
の
は
、
正
に

周
文
化
が
今
後
の
継
承
～
発
展
の
た
め
の
よ
り
と
こ
ろ
と
な
る
か
ら
で
あ

り
、
孔
子
の
生
き
た
時
代
は
継
承
～
発
展
の
過
渡
期
と
し
て
把
握
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
過
去
の
も
の
を
学
の
対
象
と
す
る
歴
史
学
は
、
こ
の
よ
う
な
発
展
史
観

を
前
提
に
し
て
始
め
て
そ
の
意
義
を
も
つ
。

　
㈲
現
実
参
与
の
積
極
的
姿
勢
～
「
治
人
の
学
」
と
し
て
の
儒
学
に
お

い
て
、
聖
人
は
よ
り
よ
き
生
を
営
む
た
め
の
環
境
づ
く
り
に
積
極
的
に
参

加
す
る
仕
事
人
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
す
で
に
検
討
し
た
通
り
で
あ

る
。
叛
乱
を
起
こ
し
た
公
山
弗
擾
に
呼
ば
れ
、
政
治
に
参
加
す
る
た
め
に

行
こ
う
と
し
た
孔
子
は
、
弟
子
の
子
路
に
謀
叛
人
に
加
担
す
る
理
由
が
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ

い
と
、
引
き
止
め
ら
れ
た
と
き
、
「
そ
れ
わ
れ
を
召
く
者
に
し
て
、
あ
に
徒

　
　
　
　
　
も

な
ら
ん
や
。
如
し
わ
れ
を
用
う
る
者
あ
ら
ば
、
わ
れ
は
そ
れ
東
周
を
な
さ

ん
か
。
」
（
『
論
語
』
陽
貨
第
五
）
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
に

積
極
的
に
参
加
し
、
東
方
（
魯
）
に
西
周
文
化
の
よ
う
な
高
度
な
文
化
を

建
設
し
よ
う
と
し
た
孔
子
の
態
度
は
、
正
に
聖
人
の
仕
事
人
的
性
格
と
し

て
理
解
さ
れ
る
。

　
身
体
的
要
素
が
生
の
基
本
的
要
件
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
存
続
す
る
た
め
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の
よ
り
よ
き
環
境
を
建
設
す
る
の
が
最
も
有
意
義
な
も
の
に
な
る
か
ら
、

そ
れ
に
積
極
的
に
参
加
す
る
姿
勢
が
何
よ
り
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
結
果
に
得
ら
れ
る
名
誉
に
生
の
最
終
的
意
義
が
与
え
ら
れ
る

　
　
（
n
）

で
あ
ろ
う
。

　
　
三
、
「
中
庸
」
に
よ
る
「
修
己
」
「
治
人
」
の
調
和
的
統
合
、

　
わ
れ
わ
れ
は
今
ま
で
儒
学
に
お
け
る
二
つ
の
学
問
的
特
徴
、
す
な
わ
ち

「
修
己
の
学
」
と
し
て
の
性
格
と
「
治
人
の
学
」
と
し
て
の
性
格
と
を
検
討

し
て
来
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
人
間
存
在
の
本
質
を
萬
物
一
体
の
神
聖

な
る
も
の
と
把
え
、
「
赤
子
の
心
」
に
そ
の
原
型
を
求
め
た
「
修
己
の
学
」

と
し
て
の
儒
学
は
、
「
赤
子
の
心
」
に
回
帰
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
復
古

思
想
と
し
て
、
内
に
向
っ
て
、
根
源
的
、
絶
対
的
、
総
合
的
、
神
秘
的
な

も
の
を
探
究
し
、
消
極
的
な
無
爲
の
実
践
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

他
方
、
身
体
的
要
素
を
人
間
存
在
の
基
本
的
要
件
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て

生
の
諸
現
象
を
説
明
す
る
「
治
人
の
学
」
と
し
て
の
儒
学
は
、
人
類
の
文

明
や
文
化
は
発
展
し
て
い
く
と
す
る
楽
観
的
思
想
と
し
て
、
現
実
性
、
相

対
性
、
分
析
性
、
具
体
性
、
科
学
性
を
追
求
し
、
作
馬
積
極
的
な
実
践
を

要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
の
両
要
索
を
同
時
に
内
包
し
て
い
る
儒
学
に
は
、
復

古
患
想
と
発
展
史
観
、
萬
物
一
体
思
想
と
中
華
思
想
、
神
秘
性
と
現
実
性
、

絶
対
性
と
相
対
性
、
総
合
性
と
分
析
性
、
普
遍
性
と
具
体
性
な
ど
の
相
反

す
る
要
素
が
混
在
し
て
お
り
、
あ
る
一
端
を
語
れ
ば
、
言
語
は
断
片
的
に

な
り
、
そ
の
結
果
、
相
矛
盾
さ
え
す
る
か
の
よ
う
な
言
葉
が
両
立
す
る
よ

う
に
な
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
儒
学
思
想
に
課
さ
れ
る
最
大
の
課
題
は
、
こ
の
両
要
素

を
如
何
に
し
て
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
、
調
和
的
に
統
合
す
る
か
に
集
約
さ

れ
る
。

　
そ
こ
で
、
「
中
庸
の
学
」
が
、
「
中
庸
の
徳
た
る
や
、
そ
れ
至
れ
る
か
」

（
■
論
語
L
薙
也
第
二
十
七
）
と
あ
る
孔
子
の
言
葉
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
儒
学
思
想
に
お
け
る
至
極
要
道
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
中
」
の
意
味
は
、
朱
子
が
「
不
偏
」
と
解
し
た
程
伊
川
の
註
に
加
え
、

「
不
偏
不
俺
、
無
過
不
及
」
と
註
解
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
か
た
よ
ら
ず
、

よ
り
か
か
ら
ず
、
過
ぎ
る
も
及
ぱ
ざ
る
も
な
い
こ
と
」
で
あ
る
。
「
庸
」
に

つ
い
て
は
、
程
伊
川
は
「
不
易
」
、
朱
子
は
「
平
常
」
（
以
上
■
中
庸
章
句
L

閾
頭
の
中
庸
に
関
す
る
解
釈
）
と
解
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
易
わ
ら
ざ

る
平
常
の
理
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
を
あ
わ
せ
れ
ば
、
「
中
庸
」
と

は
、
「
か
た
よ
ら
ず
、
よ
り
か
か
ら
ず
、
過
ぎ
る
も
及
ば
ざ
る
も
な
い
こ
と

で
あ
り
な
が
ら
平
常
の
理
と
な
る
も
の
（
中
庸
者
、
不
偏
不
椅
、
無
過
不

及
而
平
常
の
理
）
」
（
『
中
章
章
句
』
第
二
章
の
注
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
鄭

玄
の
「
用
中
爲
常
道
也
」
（
『
礼
記
注
疏
」
）
、
朱
子
の
「
中
無
定
体
、
随
時
而

在
、
是
乃
平
常
之
理
也
」
（
『
中
庸
章
旬
L
．
第
二
章
の
注
）
と
あ
る
註
解
に

よ
れ
ば
、
「
中
」
は
す
な
わ
ち
「
庸
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
「
庸
」
は
「
中
」
の

属
性
を
形
容
す
る
形
容
語
的
述
語
と
な
る
。
要
す
る
に
、
「
中
庸
」
は
平
常

の
理
と
し
て
の
「
中
」
の
属
性
を
あ
ら
わ
し
た
「
中
」
の
概
念
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
ま
た
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
不
偏
不
椅
、
無
過
不

及
」
と
さ
れ
た
「
中
」
の
意
味
を
、
朱
子
が
さ
ら
に
「
定
体
な
く
、
時
に

随
っ
て
在
る
」
と
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
る
と
、
こ
の
両
者
の

あ
ら
わ
す
所
の
意
味
や
そ
の
連
が
り
は
い
っ
た
い
ど
う
読
み
と
る
べ
き
で
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あ
ろ
う
か
。
し
ば
ら
く
『
孟
子
』
に
あ
る
次
の
文
章
を
参
考
に
し
な
が
ら

考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
孟
子
日
く
、
楊
子
は
我
が
爲
に
す
る
を
取
る
。
一
毛
を
抜
い
て
天
下
を

　
利
す
る
も
、
爲
さ
ざ
る
な
り
。
墨
子
は
兼
愛
す
。
頂
を
摩
し
て
踵
に
放

　
る
も
、
天
下
を
利
す
る
は
之
を
馬
す
。
子
莫
は
中
を
執
る
。
中
を
執
る

　
は
之
に
近
し
と
爲
す
も
、
中
を
執
り
て
権
す
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
猶
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
こ
な

　
一
を
執
る
な
り
、
一
を
執
る
に
悪
む
所
の
者
は
、
其
の
、
道
を
賊
う
が

　
爲
な
り
。
一
を
挙
げ
て
百
を
廃
す
れ
ば
な
り
。
（
蓋
心
上
第
二
十
六
）

こ
れ
は
次
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
楊
朱
は
極
端
な
「
馬
己
主

義
」
を
取
り
、
わ
が
一
本
の
毛
を
抜
い
た
ら
ば
天
下
の
た
め
に
な
る
と
し

て
も
、
そ
れ
を
し
な
い
者
で
あ
り
、
墨
子
は
極
端
な
「
馬
他
主
義
」
を
取

り
、
た
と
え
頭
か
ら
足
の
か
か
と
ま
で
、
一
身
を
す
り
減
ら
し
て
も
、
天

下
の
た
め
に
な
る
こ
と
な
ら
ば
、
す
る
も
の
で
あ
る
。
魯
の
賢
人
、
子
莫

は
「
中
道
主
義
」
を
取
る
。
中
道
主
義
は
、
聖
人
の
道
す
な
わ
ち
中
庸
に

近
い
と
は
言
え
る
。
し
か
し
、
中
を
取
る
方
法
が
、
「
爲
我
」
と
「
馬
他
」

の
中
間
点
を
取
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
に
調
和
的
流
動
性
が
働
か
な
け
れ

ば
、
や
は
り
一
事
を
固
執
す
る
も
の
と
な
る
。
一
事
を
固
執
す
る
の
を
不

可
と
す
る
の
は
、
「
爲
己
」
と
「
爲
他
」
の
両
端
を
同
時
に
執
り
、
さ
ら
に

そ
れ
を
調
和
的
に
統
合
す
る
と
い
う
中
庸
の
道
と
は
違
っ
て
、
一
点
だ
け

を
執
り
、
他
の
す
べ
て
は
捨
て
て
し
ま
う
か
ら
だ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
は
か
り
を
も
っ
て
物
を
は
か
る
こ
と
は
、
物
の
軽
重
に
あ
わ
せ
て
権
、

す
な
わ
ち
は
か
り
の
お
も
り
を
移
動
さ
せ
、
物
と
の
均
衡
を
維
持
さ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
。
も
し
、
は
か
り
の
お
も
り
を
一
個
所
に
固

定
さ
せ
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
お
も
り
に
相
応
す
る
重
さ
の
物
以
外
の
す
べ

て
の
物
は
は
か
る
こ
と
が
で
き
ず
、
は
か
り
の
役
割
は
果
た
せ
な
く
な
る
。

同
様
に
考
え
る
と
、
「
中
」
が
「
馬
我
」
と
「
爲
人
」
の
両
端
の
ま
ん
な
か

に
固
定
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
両
端
の
軽
重
（
状
況
）
が
全
く
同
一
の
状
態

で
あ
る
と
き
以
外
は
、
両
端
の
均
衡
は
保
た
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
両
端

の
均
衡
を
調
和
的
に
保
つ
論
理
と
し
て
の
「
中
」
は
、
両
端
の
軽
重
（
状

況
）
に
あ
わ
せ
て
動
く
、
流
動
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
中
」

が
「
定
体
な
く
、
時
（
状
況
）
に
随
っ
て
在
る
」
と
解
さ
れ
る
の
は
、
こ

の
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
中
」
に
よ
っ
て
、
両
端
が
均
衡
を
保

ち
、
調
和
さ
れ
て
い
る
状
態
が
す
な
わ
ち
「
不
倫
不
俺
、
無
過
不
及
」
の

状
態
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
『
論
語
』
に
あ
る
次
の
文
章
は
正
に
こ
の
よ

う
な
「
中
」
の
論
理
を
示
し
て
い
る
。

　
子
日
く
、
君
子
の
天
下
に
お
け
る
や
、
適
と
す
る
も
な
く
、
莫
と
す
る

　
も
な
し
。
義
と
と
も
に
比
す
。
（
里
仁
第
十
）

　
子
、
四
つ
を
絶
つ
。
意
な
く
、
必
な
く
、
固
な
く
、
我
な
し
。
　
（
子
竿

　
第
四
）

　
我
は
す
な
わ
ち
こ
れ
に
異
な
り
、
可
も
な
く
、
不
可
も
な
。
し
。
　
（
微
子

　
第
八
）

「
適
」
と
「
莫
」
の
解
釈
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
鄭
注
は
、
「
敵
」
（
さ
か
ら

う
）
、
「
恭
」
（
し
た
う
）
。
朱
注
は
「
専
主
」
「
可
」
（
そ
う
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
こ
と
）
、
「
不
肯
」
「
不
可
」
（
そ
う
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
）
と
す
る
。

こ
こ
で
は
朱
注
を
取
る
。
そ
し
て
意
は
私
意
、
必
は
期
必
、
固
は
執
滞
、

我
は
私
己
（
以
上
朱
注
）
と
な
る
。
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
諸
章
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
。
す
な
わ
ち
、
孔
子
ま
た
は
孔
子
に
よ
っ

て
君
子
と
さ
れ
る
者
は
、
「
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
か
「
そ
う
し
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て
は
な
ら
な
い
」
と
す
る
な
ど
の
固
定
し
た
態
度
を
取
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら

義
に
從
う
も
の
と
さ
れ
る
。
固
定
し
た
態
度
を
取
ら
ず
、
時
（
状
況
）
に

随
っ
て
実
践
す
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
中
」
の
実
践
そ
の
も
の

で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
い
う
「
義
」
と
は
す
な
わ
ち
「
中
」
の
実
践
的
概

念
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
「
義
は
宜
な
り
」
（
『
孟
子
。
離
婁
上
第

十
朱
子
注
）
と
註
解
さ
れ
て
お
り
、
宜
は
ま
た
「
よ
ろ
し
く
…
…
す
べ
し
」

と
訓
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
義
は
実
践
に
お
け
る
当

爲
性
を
あ
ら
わ
す
概
念
で
あ
る
。

　
両
端
の
均
衡
を
調
和
的
に
統
合
す
る
論
理
と
し
て
の
「
中
」
は
、
両
端

の
状
況
に
あ
わ
せ
て
そ
の
調
和
点
を
執
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
端
は
か
た

よ
る
も
な
く
、
よ
り
か
か
る
も
な
く
、
過
ぎ
る
も
及
ぱ
ざ
る
も
な
い
「
平

衡
状
態
」
を
維
持
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
た
が
、
そ
の
哲
学
的
・
倫
理
的

構
造
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
小
し
く
経
書
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
を
中
心
に
具
体
的
に
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
『
論
語
L
に

ま
ず

　
子
日
く
、
参
や
、
わ
が
道
は
一
も
っ
て
こ
れ
を
貫
く
。
曽
子
日
く
、
唯
。

・
子
出
ず
。
門
人
問
い
て
日
く
、
な
ん
の
謂
ぞ
や
。
曽
子
日
く
、
夫
子
の

　
道
は
、
忠
恕
の
み
。
（
里
仁
第
十
五
）

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
複
雑
多
端
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
孔
子
の
道
は
、
実

は
一
つ
の
原
理
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
お
り
、
そ
の
原
理
は
正
に
「
忠
恕
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
「
忠
」
は
わ
が
心
を
一
点
に
コ
ン
セ
ン
ト

レ
イ
ト
す
る
、
専
一
な
ら
し
め
る
こ
と
、
あ
る
い
は
わ
が
心
を
ひ
た
す
ら

に
し
て
余
事
に
（
心
を
）
動
か
さ
れ
な
い
こ
と
の
意
で
あ
る
。
「
忠
」
と
は

〃
中
”
〃
心
”
か
ら
な
り
、
「
中
」
は
「
あ
た
る
」
ま
た
は
「
充
1
み
た

す
」
の
意
で
、
わ
が
心
の
動
き
そ
の
も
の
に
即
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
「
恕
」

は
、
子
貢
に
「
；
日
に
し
て
も
っ
て
終
身
こ
れ
を
行
な
う
べ
き
者
あ
り
や
」

と
問
わ
れ
た
と
き
、
「
そ
れ
恕
か
。
己
れ
の
欲
せ
ざ
る
と
こ
ろ
は
、
人
に
施

す
な
か
れ
」
（
以
上
■
論
語
』
衛
霊
公
第
二
士
二
）
と
答
え
た
孔
子
の
言
葉

か
ら
す
れ
ば
、
「
わ
が
身
に
省
み
て
、
真
に
み
ず
か
ら
が
他
人
に
よ
っ
て

そ
う
さ
れ
る
こ
と
を
欲
し
望
ま
な
い
こ
と
ー
自
分
が
い
や
だ
ど
思
う
こ

と
ー
を
、
人
も
ま
た
そ
う
さ
れ
る
こ
と
が
い
や
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

う
し
な
い
」
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
「
忠
」
は
内
に
向
っ
て
の

対
自
的
な
徳
目
で
あ
り
、
「
恕
」
は
人
と
の
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
対
他

的
な
徳
目
で
あ
っ
て
、
高
橋
進
教
授
の
所
謂
「
対
自
の
徳
」
と
「
対
他
の

徳
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
『
論
語
L
に
は
ま
た

　
子
張
徳
を
崇
く
し
惑
を
弁
ず
る
こ
と
を
問
う
。
子
日
く
、
忠
信
を
主
と

　
し
、
義
に
徒
る
は
、
徳
を
崇
く
す
る
な
り
。
こ
れ
を
愛
し
て
は
そ
の
生

　
を
欲
し
、
こ
れ
を
悪
み
て
は
そ
の
死
を
欲
す
。
既
に
そ
の
生
を
欲
し
、

．
又
そ
の
死
を
欲
す
る
は
、
こ
れ
惑
な
り
。
（
顔
淵
第
十
）

と
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
徳
を
崇
く
す
る
所
以
が
、
「
忠

信
を
主
と
す
る
」
こ
と
か
ら
「
義
に
徒
る
」
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
忠
」
の
意
味
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
ろ
う
が
、

「
信
」
は
「
信
じ
る
」
「
信
じ
ら
れ
る
」
「
信
頼
す
る
」
「
信
頼
さ
れ
る
」
な

ど
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
他
と
の
関
係
に
お
い
て
成

立
す
る
倫
理
で
あ
っ
て
、
や
は
り
「
対
他
の
徳
」
と
し
て
捉
え
て
良
い
で

あ
ろ
う
。

　
孔
子
の
道
－
あ
ら
ゆ
る
道
徳
原
理
を
一
貫
す
る
原
理
－
は
正
に
こ

の
徳
の
二
要
素
1
「
対
自
の
徳
」
と
「
対
他
の
徳
」
1
を
一
貫
し
て
統

69



合
す
る
原
理
で
あ
り
、
義
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る

と
、
中
庸
は
結
局
「
対
自
の
徳
」
と
「
対
他
の
徳
」
と
を
一
貫
す
る
と
い

う
、
哲
学
的
・
倫
理
的
構
造
を
も
つ
。
そ
し
て
「
義
」
は
中
庸
の
当
爲
的

性
格
、
二
貫
の
道
」
は
中
庸
の
対
自
の
徳
と
対
他
の
徳
を
一
貫
す
る
性

格
か
ら
成
る
名
称
と
な
る
。

　
『
大
学
L
に
お
い
て
は
、
ま
ず
三
綱
領
の
う
ち
、
「
明
明
徳
」
は
「
修
己

の
学
」
に
お
け
る
課
題
で
あ
り
、
「
親
民
」
は
「
治
人
の
学
」
に
お
け
る
課

題
で
あ
ろ
う
が
、
結
局
「
止
於
至
善
」
と
あ
る
調
和
の
論
理
に
よ
っ
て
統

合
さ
れ
る
と
い
う
論
理
的
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
八
条
目
に
つ
い
て
は
次

の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　
古
之
欲
明
明
徳
於
天
下
者
、
先
治
其
国
、
欲
治
其
国
者
、
先
斉
其
家
、

　
欲
斉
其
家
者
、
先
修
其
身
、
欲
修
其
身
者
、
先
正
其
心
、
欲
正
其
心
者
、

　
先
誠
其
意
、
欲
誠
其
意
者
、
先
致
其
知
、
致
知
在
格
物
、
物
格
而
后
知

　
至
、
知
至
而
后
意
誠
、
意
誠
而
后
心
正
、
心
正
而
后
身
修
、
身
修
而
后

　
家
斉
、
家
斉
而
后
国
治
、
国
治
而
后
天
下
平
」
（
■
大
学
章
句
L
経
一
章
）

こ
の
よ
う
に
、
八
条
目
を
「
平
天
下
」
か
ら
「
格
物
」
に
至
る
ま
で
、
さ

ら
に
「
格
物
」
か
ら
「
平
天
下
」
に
至
る
ま
で
操
返
し
記
述
し
た
の
は
、

「
斉
家
」
「
治
国
」
「
平
天
下
」
を
課
題
に
す
る
「
拾
人
の
学
」
と
「
格
物
」

「
致
知
」
「
誠
意
」
「
正
心
」
「
修
身
」
を
課
題
と
す
る
「
修
己
の
学
」
が
別

々
に
行
わ
れ
得
る
も
の
で
は
な
く
、
「
治
人
の
学
」
は
「
修
己
の
学
」
か
ら

始
ま
り
、
「
修
已
の
学
」
は
お
の
ず
か
ら
「
治
人
の
学
」
へ
ひ
ろ
が
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
有
機
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
た
め
の
も
の

と
理
解
さ
れ
る
。

　
と
は
い
え
、
存
在
論
的
に
い
っ
て
、
「
対
目
の
徳
」
と
「
対
他
の
徳
」
、

「
修
己
の
学
」
と
「
治
人
の
学
」
な
ど
、
厳
然
た
る
二
元
的
要
素
は
、
そ
れ

ら
の
一
貫
性
を
求
め
、
い
く
ら
説
明
を
施
し
て
も
、
所
詮
論
理
的
な
次
元

に
お
い
て
は
、
調
和
的
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
は
期
待
し
難
い
。
そ
れ
は
た

だ
実
践
の
場
に
お
け
る
中
庸
の
実
践
に
よ
っ
て
の
み
期
待
で
き
よ
う
。
誠

の
　
。
実
践
が
正
に
そ
れ
で
あ
る
。

　
　
　
　
み
ず
か

　
誠
は
「
自
ら
己
を
成
す
の
み
に
非
ざ
る
な
り
。
物
を
成
す
所
以
な
り
。

己
を
成
す
は
仁
な
り
。
物
を
成
す
は
知
な
り
。
性
の
徳
な
り
。
外
内
を
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蛆
）

す
る
の
道
な
り
。
故
に
時
に
措
く
の
宜
し
き
な
り
。
」
（
『
中
庸
章
旬
』
第

二
十
五
章
）
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
誠
の
実
践
に
よ
っ
て
、
修
己
（
成

己
）
と
治
人
（
成
物
）
、
対
自
の
徳
（
仁
・
内
）
と
対
他
の
徳
（
知
・
外
）

は
統
合
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
中
庸
は
、
己
に
誠
な
る
こ
と
が
す
な
わ
ち
他
に
も
誠
な
り
、

わ
れ
が
よ
し
と
し
て
、
他
も
よ
し
と
す
る
（
時
措
之
宜
）
、
そ
し
て
誠
な
る

も
の
は
宜
し
き
こ
と
と
さ
れ
る
（
誠
1
－
時
措
之
宜
）
実
践
原
理
と
な
る
。

　
中
庸
の
実
践
に
よ
っ
て
、
対
自
の
徳
と
対
他
の
徳
が
統
合
さ
れ
れ
ば
、

対
自
の
徳
は
や
が
て
対
他
の
徳
と
な
り
、
対
他
の
徳
は
ま
た
対
自
の
徳
と

な
る
。
さ
ら
に
、
修
己
の
学
は
治
人
の
学
、
治
人
の
学
は
修
己
の
学
と
一

体
化
さ
れ
る
。
仁
は
人
を
愛
す
る
こ
と
（
■
論
語
L
顔
淵
第
二
十
二
）
、
孝

弟
は
仁
を
爲
す
本
（
『
論
語
。
学
而
第
二
）
と
解
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
論

理
か
ら
成
ろ
う
。
ま
た
「
己
を
修
め
て
百
姓
を
安
ん
ず
。
」
（
『
論
語
L
憲

問
第
四
十
五
）
「
已
を
正
し
く
し
て
物
正
し
く
な
る
」
（
『
孟
子
』
墨
心
上

第
十
九
）
と
あ
っ
て
、
「
己
」
を
修
め
、
「
己
」
を
正
し
く
す
る
と
い
う
修

己
の
実
践
は
、
百
姓
を
安
ん
じ
、
物
を
正
し
く
す
る
と
い
う
「
治
人
」
の

頷
域
に
お
の
ず
か
ら
ひ
ろ
が
る
と
さ
れ
る
の
は
、
「
修
己
の
学
」
が
「
治
人
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の
学
」
に
成
る
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
「
已
を
克
ち
て
礼
に
復
す
る
を
仁
と
爲

す
」
（
『
論
語
L
顔
淵
第
一
）
「
下
学
し
て
上
達
す
」
（
『
論
語
』
憲
問
第
三

十
七
）
と
あ
っ
て
、
仁
を
爲
す
は
礼
の
実
践
に
よ
る
、
上
達
す
る
は
下
学

か
ら
始
ま
る
と
さ
れ
る
の
は
、
「
治
人
の
学
」
が
「
修
己
の
学
」
に
な
る
ケ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
　
　
　
（
μ
）

ー
ス
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
善
く
人
と
同
じ
、
已
を
捨
て
て
人
に
從
い
、

楽
し
く
人
に
取
り
て
以
て
善
を
篇
す
」
（
■
孟
子
』
公
孫
丑
上
第
八
）
「
爲

す
こ
と
な
く
し
て
治
め
る
」
（
『
論
語
L
衛
霊
公
第
四
）
と
あ
る
舜
の
行
爲

は
、
主
体
と
客
体
の
同
化
、
無
爲
の
実
践
な
ど
の
修
己
の
課
題
を
果
た
し

た
も
の
と
な
る
が
、
こ
れ
は
『
中
庸
L
に
「
舜
は
問
う
こ
と
を
好
み
、
適

言
を
察
す
る
こ
と
を
好
み
、
悪
を
隠
し
て
善
を
揚
げ
、
其
の
両
端
を
執
り

て
そ
の
中
を
民
に
用
う
」
（
『
中
庸
章
旬
』
第
六
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、

他
に
問
い
、
他
の
言
葉
を
察
す
る
と
い
う
対
他
的
行
爲
に
よ
っ
て
果
た
さ

れ
る
（
「
治
人
の
学
」
か
ら
「
修
己
の
学
」
に
な
る
）
論
理
と
し
て
捉
え

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

・
か
く
し
て
、
対
自
の
徳
、
対
他
の
徳
、
中
庸
の
徳
は
揮
然
一
体
に
な
り
、

孔
子
に
お
い
て
は
仁
と
し
て
ま
と
ま
る
の
で
あ
る
。
聖
人
は
し
た
が
っ
て

「
仁
」
の
実
践
者
と
な
る
。

　
　
　
結
語
に
か
え
て

　
以
上
、
「
修
己
の
学
」
的
性
格
と
「
治
人
の
学
」
的
性
格
が
同
時
に
混
在

し
て
い
る
儒
学
に
お
い
て
、
そ
の
両
要
素
の
も
つ
相
互
矛
盾
性
は
如
何
に

し
て
調
和
的
に
統
合
さ
れ
得
る
か
、
そ
し
て
そ
の
論
理
は
な
ん
で
あ
ろ
う

か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
焦
点
を
絞
っ
て
論
を
進
め
て
き
た
。
そ
の
結
果
と

し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
は
か
り
で
物
を
は
か
る
こ
と
が
、
お
も

り
を
物
の
重
さ
に
あ
わ
せ
て
移
動
さ
せ
、
物
と
の
均
衡
を
保
つ
こ
と
に
よ

っ
て
可
能
と
な
る
よ
う
に
、
「
修
己
」
、
「
治
人
」
の
両
要
素
は
、
そ
の
置

か
れ
た
状
況
に
あ
わ
せ
た
調
和
点
を
執
る
と
い
う
流
動
的
実
践
に
よ
っ
て

均
衡
を
保
ち
、
よ
っ
て
相
互
矛
盾
性
は
や
が
て
有
機
的
な
相
互
補
完
関
係

と
し
て
調
和
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
両
要
素
は
、
か
た
よ
る
こ
と
も
、
よ

り
か
か
る
こ
と
も
、
過
ぎ
る
も
及
ば
ざ
る
こ
と
も
な
く
、
全
体
と
し
て
の

調
和
を
成
し
遂
げ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
修
已
」
と
「
治
人
」
の
調
和

点
を
執
る
と
い
う
実
践
的
論
理
が
正
に
「
中
庸
」
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
修
己
」
と
「
治
人
」
、
「
対
自
の
徳
」
と
「
対
他
の
徳
」
が

ど
ち
ら
も
捨
て
ら
れ
疎
外
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
調
和
的
に
統
合
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
儒
学
思
想
は
、
個
人
主
義
も
全
体
主
義
も
取
ら
ず
、
個
人

と
全
体
が
常
に
有
機
的
関
係
と
し
て
調
和
的
に
統
合
さ
れ
る
理
想
的
思
想

体
系
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
調
和
的
統
合
は
あ
く
ま
で
も
「
中
庸
」
の
実
践
に
よ
っ

て
成
し
遂
げ
ら
れ
る
と
い
う
実
践
的
論
理
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
理
論

的
理
解
を
求
め
ら
れ
る
と
き
、
「
修
己
の
学
」
「
治
人
の
学
」
と
し
て
の
儒

学
思
想
は
、
常
に
論
理
性
の
欠
如
と
相
互
矛
盾
性
の
露
出
と
い
う
宿
命
的

課
題
を
も
つ
。

　
註

（
1
）
こ
の
解
釈
は
だ
い
た
い
次
の
三
通
り
あ
る
。

　
①
親
に
と
っ
て
は
、
子
ど
も
の
健
康
が
何
よ
り
気
が
か
り
で
あ
る
か

　
ら
、
健
康
に
注
意
す
る
の
が
親
孝
行
で
あ
る
。
（
朱
蒸
）

　
②
病
気
は
仕
方
が
な
い
と
し
て
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
で
は
親
に
心
配
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を
か
け
な
い
こ
と
が
親
孝
行
で
あ
る
。
（
何
曇
）

　
③
疾
を
親
の
病
気
と
み
て
、
子
が
親
の
健
康
を
何
よ
り
も
気
づ
か
う

　
こ
と
が
親
孝
行
で
あ
る
。
（
伊
藤
仁
斎
）

　
し
か
し
、
②
の
解
釈
は
、
「
戦
戦
競
競
と
し
て
、
深
淵
に
臨
む
が
ご

　
と
く
、
薄
泳
を
履
む
が
ご
と
く
」
し
て
、
一
身
を
温
存
す
る
こ
と
が

　
孝
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
首
肯
さ
れ
な
い
。
③
の

　
解
釈
は
、
「
今
の
孝
は
、
こ
れ
よ
く
養
う
こ
と
を
い
う
。
犬
馬
に
至

　
る
ま
で
、
み
な
よ
く
養
う
こ
と
あ
り
。
敬
せ
ず
ん
ば
、
何
を
も
っ
て

　
別
た
ん
や
」
（
『
論
語
L
爲
政
第
七
）
と
あ
る
孔
子
の
言
葉
と
照
ら
し

　
合
わ
せ
る
と
、
納
得
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
①
の
朱
子
の
解
釈
を
取

　
る
。

（
2
）
有
大
人
者
、
正
已
而
物
正
者
也
（
■
孟
子
』
轟
心
上
第
十
九
）

（
3
）
原
文
は
「
居
天
下
之
広
居
、
立
天
下
之
正
位
、
行
天
下
之
大
道
、

　
得
志
与
民
由
之
、
不
得
志
独
行
其
道
」
（
■
孟
子
L
騰
文
公
下
第
二
）

　
で
あ
る
。

（
4
）
原
文
は
「
夫
大
人
者
、
与
天
地
合
其
徳
、
与
日
月
合
其
明
、
与
四

　
時
合
其
序
、
与
鬼
神
合
其
吉
凶
、
先
天
而
天
弗
違
、
後
天
而
奉
天
時
、

　
天
且
弗
違
、
而
況
於
人
乎
、
況
於
鬼
神
乎
」
で
あ
る
。

（
5
）
■
中
庸
L
に
「
誠
者
、
天
之
道
也
、
誠
之
者
、
人
之
道
也
、
誠
者
、

　
不
勉
而
中
、
不
思
而
得
、
徒
容
中
道
、
聖
人
也
」
（
『
中
庸
章
旬
L
第

　
二
十
）
と
あ
っ
て
、
勉
め
ず
し
て
中
り
、
思
わ
ず
し
て
得
る
聖
人
の

　
行
爲
は
、
誠
の
実
践
で
あ
り
、
こ
れ
は
人
の
段
階
を
越
え
、
天
と
合

　
一
し
た
段
階
に
お
け
る
天
の
道
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
人
問
の
意
識

　
的
行
爲
を
越
え
、
心
の
動
く
ま
ま
に
従
っ
て
動
く
絶
対
自
由
の
行
爲

　
は
、
「
子
日
く
、
無
馬
に
し
て
治
め
る
者
は
、
そ
れ
舜
な
る
か
」
（
鶉
珊
　
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7

　
語
L
衛
霊
公
第
五
）
と
あ
る
孔
子
の
言
葉
に
は
、
「
無
爲
」
と
し
て
表

　
現
さ
れ
て
い
る
。

（
6
）
孟
子
は
「
不
孝
有
三
、
無
後
爲
大
」
（
『
孟
子
。
離
婁
上
第
二
十
六
）

　
と
い
っ
て
、
不
孝
の
最
も
大
き
い
も
の
と
し
て
「
無
後
」
を
挙
げ
て

　
お
り
、
孔
子
は
「
始
作
桶
者
、
其
無
後
乎
」
（
・
孟
子
』
梁
恵
王
第
四
）

　
と
い
っ
て
、
非
人
道
的
な
者
（
偏
－
殉
死
者
の
か
わ
り
に
土
中
に
埋

　
め
る
木
製
人
形
－
を
つ
く
っ
た
人
、
人
の
形
を
つ
く
っ
て
埋
め
た
こ

　
と
か
ら
非
人
道
的
な
者
と
な
る
）
を
非
難
す
る
際
、
「
無
後
」
と
い

　
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。
生
の
基
本
的
要
件
が
一
身
の
存
続
と
親
か

　
ら
子
へ
の
連
結
と
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
子
孫
の
無
い
こ
と
は

　
生
の
基
本
的
要
件
を
充
た
さ
な
い
こ
と
に
な
り
、
生
に
お
い
て
根
本

　
的
な
不
幸
の
要
素
と
な
る
。

（
7
）
■
孟
子
L
に
は
「
孟
子
日
、
不
孝
有
三
、
無
後
爲
大
、
舜
不
告
而

　
要
、
爲
無
後
也
、
君
子
以
馬
猶
告
也
」
（
離
婁
上
第
二
十
六
）
と
あ

　
る
。
す
な
わ
ち
、
親
に
告
げ
た
ら
結
婚
で
き
な
か
っ
た
舜
の
場
合
、

　
親
に
告
げ
ず
に
結
婚
し
た
の
は
、
子
孫
へ
繋
ぐ
た
め
の
孝
行
と
し
て

　
評
価
さ
れ
る
。

（
8
）
原
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
古
者
包
犠
氏
之
王
天
下
也
、
仰
則
観
象
於
天
、
傭
則
観
法
於
地
、
観

　
鳥
獣
之
文
、
与
地
之
宜
、
近
取
諸
身
、
遠
取
諸
物
、
於
是
、
始
作
八
．

　
卦
、
以
通
神
明
之
徳
、
以
類
萬
物
之
情
、
作
結
縄
而
爲
網
害
、
以
佃

　
以
漁
、
蓋
取
諸
離
、
包
犠
氏
没
、
神
農
氏
作
、
断
木
馬
絹
、
操
木
爲

　
未
、
未
褥
之
利
、
以
教
天
下
、
蓋
取
諸
益
、
日
中
爲
市
、
致
天
下
之



　
民
、
聚
天
下
之
貨
、
交
易
而
退
、
各
得
其
所
、
蓋
取
諸
瞳
壷
、
神
農

　
氏
没
、
黄
帝
桑
舜
氏
作
、
通
其
愛
、
使
民
不
倦
、
神
而
化
之
、
使
民

　
宜
之
、
易
、
窮
則
愛
、
愛
則
通
、
通
則
久
、
是
以
自
天
佑
之
、
吉
元

　
不
利
、
黄
帝
発
舜
、
垂
衣
裳
而
天
下
治
、
蓋
取
諸
乾
坤
、
割
木
爲
舟
、

　
蜘
木
爲
栂
、
舟
揖
之
利
、
以
済
不
通
、
致
遠
以
利
天
下
、
蓋
取
諸
漢
、

　
服
牛
乗
馬
、
引
重
致
遠
、
以
利
天
下
、
蓋
取
諸
随
、
重
門
撃
析
、
以

　
待
暴
客
、
蓋
取
諸
豫
、
観
木
爲
杵
、
掘
地
爲
臼
、
臼
杵
之
利
、
萬
民

　
以
済
、
蓋
取
諸
小
過
、
弦
木
爲
弧
、
蜘
木
爲
矢
、
弧
矢
之
利
、
以
威

　
天
下
蓋
取
諸
瞬
、
上
古
穴
居
而
野
慮
、
後
世
聖
人
、
易
之
以
宮
室
、

ぶ
上
棟
下
宇
、
以
待
風
雨
、
蓋
取
諸
大
壮
、
古
之
葬
者
、
厚
衣
之
以
薪
、

　
葬
之
中
野
、
不
封
不
樹
、
喪
期
無
藪
、
後
世
聖
人
、
易
之
以
棺
榔
、

　
蓋
取
諸
大
過
、
上
古
結
縄
而
治
、
後
世
聖
人
、
易
之
以
書
契
、
百
官

　
以
治
、
萬
民
以
察
、
蓋
取
諸
夫
（
第
二
章
）

　
訳
に
当
っ
て
は
、
『
易
経
講
話
』
（
公
田
連
太
郎
著
、
明
徳
出
版
社
）

　
を
大
い
に
参
照
し
た
。

（
9
）
こ
の
解
釈
は
だ
い
た
い
二
通
り
あ
る
。

　
①
夷
秋
に
た
と
え
君
主
が
有
る
と
し
て
も
、
文
化
の
レ
ベ
ル
は
中
国

　
に
君
無
き
と
き
よ
り
劣
る
。

　
「
皇
侃
云
、
此
章
重
中
国
賎
蟹
夷
也
、
言
夷
秋
難
有
君
主
而
不
及
中

　
国
無
君
也
、
故
孫
緯
日
諸
夏
有
時
無
君
、
道
不
都
喪
、
夷
秋
強
者
爲

　
師
、
理
同
禽
獣
」
（
刑
昌
の
■
論
語
集
疏
』
）

　
②
夷
秋
に
も
君
主
が
あ
っ
て
、
君
主
が
無
く
、
僧
乱
た
る
中
国
よ
り

　
は
ま
し
た
。
「
程
子
日
、
夷
秋
且
有
君
長
、
不
如
諸
夏
之
僧
凱
、
反

　
無
上
下
之
分
也
」
（
朱
子
の
『
論
語
集
註
L
）
「
此
孔
子
傷
時
無
上
下

　
之
分
而
嘆
之
也
」
「
今
諸
夏
穐
義
之
所
在
、
而
曽
夷
秋
之
不
若
、
則

　
其
馬
愛
亦
甚
夷
」
（
以
上
、
伊
藤
仁
斎
の
『
論
語
古
義
し
し
か
し
、

　
…
不
若
～
を
…
が
～
よ
り
ま
し
た
と
す
る
解
釈
は
他
に
例
が
見
あ
た

　
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
①
の
解
釈
を
取
る
。

（
1
0
）
孔
子
は
「
温
故
而
知
新
、
可
以
爲
師
実
」
（
■
論
語
』
爲
政
第
十
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
る

　
と
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
新
し
き
は
故
き
の
継
承
～
発
展
し

　
た
形
態
で
あ
る
か
ら
、
新
し
き
を
知
る
こ
と
は
故
き
を
熟
知
す
る
に

　
よ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
u
）
『
論
語
L
に
「
子
日
く
、
君
子
疾
没
世
而
名
不
構
焉
」
（
衛
霊
公
第

　
十
九
）
と
あ
っ
て
、
名
誉
が
君
子
に
求
め
ら
れ
る
要
素
に
な
っ
て
い

　
る
。

（
皿
）
「
忠
」
と
「
恕
」
の
解
釈
に
当
っ
て
は
、
高
橋
進
氏
の
論
著
（
『
論

　
語
』
の
道
徳
論
」
（
原
富
男
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
『
人
間
の
研
究
』

　
（
文
理
）
所
収
）
に
あ
る
解
釈
を
大
い
に
参
考
し
た
。

（
1
3
）
時
は
適
時
で
あ
り
、
措
は
措
置
す
る
、
措
処
す
る
な
ど
の
動
詞
的

　
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
宜
は
「
よ
ろ
し
く
…
す
べ
し
」
と
訓
読
さ
れ

　
る
よ
う
に
、
行
爲
の
当
爲
性
を
あ
ら
わ
す
。
故
に
「
時
措
之
宜
」
と

　
は
、
適
時
に
措
処
す
る
こ
と
が
当
爲
に
一
致
す
る
こ
と
と
読
み
取
れ

　
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
■
孟
子
』
に
「
可
以
速
而
速
、
可
以
久
而

　
久
、
可
以
処
而
処
、
可
以
仕
而
仕
、
孔
子
也
」
（
萬
章
下
第
一
）
と

　
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
推
し
測
ら
れ
る
よ
う
に
、
行
爲
が
当
爲
に
一
致

　
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
時
措
之
宜
」
は
、
■
中
庸
L

　
に
「
君
子
の
中
庸
た
る
や
、
君
子
に
し
て
時
中
」
（
■
中
庸
章
句
L
第

　
二
章
）
と
あ
る
と
こ
ろ
の
時
中
（
と
き
に
あ
た
る
）
と
も
ほ
ぼ
同
意
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語
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
孟
子
は
「
伯
夷
、
聖
之
清
者
也
、
伊

　
ヂ
、
聖
之
任
者
也
、
柳
下
恵
、
聖
之
和
者
也
、
孔
子
、
一
聖
之
時
者
也
、

　
孔
子
之
謂
集
大
成
」
と
い
っ
て
、
「
時
」
を
「
清
」
「
任
」
「
和
」
な
ど

　
の
統
合
的
概
念
と
し
て
説
き
、
さ
ら
に
「
集
大
成
也
者
、
金
声
而
玉

　
振
之
也
」
（
以
上
■
孟
子
』
萬
章
下
第
一
）
と
述
べ
、
そ
の
統
合
は
単

　
な
る
統
合
で
は
な
く
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
よ
う
な
演
奏
に
お
い
て
、

　
各
楽
器
の
出
す
音
の
よ
う
に
、
調
和
的
統
合
を
爲
す
も
の
と
し
て
説

　
い
て
い
る
。

（
1
4
）
朱
子
は
「
善
与
人
同
」
を
「
善
を
人
と
と
も
に
同
有
す
る
」
と
註

　
解
し
、
趨
岐
、
焦
循
な
ど
の
解
釈
も
こ
れ
に
ひ
と
し
い
が
、
「
曇
平
仲
、

　
善
与
人
交
」
（
『
論
語
』
公
冶
長
第
十
六
）
と
あ
る
文
章
に
は
、
善
が

　
副
詞
と
し
て
、
よ
く
…
…
す
る
と
い
う
意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と

　
か
ら
し
て
、
「
善
与
人
同
」
は
「
よ
く
人
と
同
ず
」
と
訳
す
べ
き
だ
と

　
思
わ
れ
る
。

（
り
・
き
と
う
　
筑
波
大
学
大
学
院
哲
学
・
思
想
研
究
科
在
学
中
）
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