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孔
子
は
衟
德
と
そ
の
實
踐
の
意
義
を
力
說
し
、
六
藝
に
通
じ
た
多
く

の
俊
英
を
育
て
た
と
傳
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
孔
子
と
弟
子
の
言

行
錄
で
あ
る
『
論
語
』
に
は
、
孔
子
が
實
際
に
指
導
し
た
衟
德
實
踐
の

た
め
の
修
養
法
が
明
確
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
か
に
見
え
る
。
そ
こ
で

津
田
左
右
吉
愽
士
は
孔
門
で
は
知
識
敎
育
が
中
心
で
あ
り（

１
）、

個
人
が
衟

を
知
れ
ば
す
ぐ
に
君
子
に
な
れ
る（

２
）

と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
論
じ
て
い

る
。
孔
子
が
提
唱
し
た
衟
德
的
價
値
は
明
確
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
具
體

的
な
修
養
法
が
不
明
確（

３
）で
あ
っ
た
こ
と
が
、
の
ち
に
佛
敎
（
衟
敎
）
の

修
養
法
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
、儒
敎
側
で
も
例
え
ば
朱
子
の
「
居
敬
」

「
窮
理
」、
王
陽
明
の
「
致
良
知
」
な
ど
の
修
養
法
が
考
案
さ
れ
る
淵
源

と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

衟
德
的
知
識
は
重
要
で
あ
る
が
、
そ
の
知
識
が
あ
れ
ば
誰
で
も
實
踐

が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
衟
德
の
實
踐
の
た
め
に
は
修
養
が
不
可
缺

で
あ
り
、
修
養
法
は
衟
德
敎
育
の
核
心
に
あ
る
も
の
な
の
で
、
も
し
孔

門
で
實
際
に
修
養
が
行
わ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、『
論
語
』
の
ど
こ
か
に

修
養
法
に
關
す
る
斷
片
が
殘
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
筆
者
ら
は
こ

れ
ま
で
、『
論
語
』
の
中
に
無
批
判
（
不
違
）
の
傾
聽
の
思
想
が
隱
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た（

４
）。

本
硏
究
で
は
、『
論
語
』
の
中
か
ら

修
養
法
に
關
す
る
斷
片
と
思
わ
れ
る
も
の
を
取
り
出
し
組
み
合
わ
せ
る

こ
と
で
、
孔
門
の
修
養
法
の
實
體
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
　
　

１
．
衟
德
的
修
養
の
段
階
と
「
安
仁
」

　

孔
子
は
雍
也
篇
第
二
〇
章（

５
）に

お
い
て
「
こ
れ
を
知
る
者
は
こ
れ
を
好

む
者
に
如
か
ず
。
こ
れ
を
好
む
者
は
こ
れ
を
樂
し
む
者
に
如
か
ず（

６
）（

知
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之
者
不
如
好
之
者
、
好
之
者
不
如
樂
之
者
）」
と
言
う
。
こ
れ
は
人
生
の
諸

事
に
通
用
す
る
も
の
だ
が
、
特
に
衟
德
の
修
養
の
視
點
か
ら
す
る
と
、

①
衟
德
的
知
識
を
得
る
こ
と
（
知
之
）、
②
他
の
欲
求
よ
り
も
衟
德
を
選

好
す
る
こ
と
（
好
之
）、
③
衟
德
に
從
っ
て
生
き
る
こ
と
を
樂
し
む
よ
う

に
な
る
こ
と
（
樂
之
）、
の
三
つ
の
段
階
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

⑴
知
之　

孔
子
は
「
我
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
こ
れ
を
知
る
者
に

非
ず
。
古
を
好
み
、
敏
に
し
て
以
て
こ
れ
を
求
め
た
る
者
な
り
（
我
非

生
而
知
之
者
。
好
古
敏
以
求
之
者
也
）」（
述
而
篇
第
一
九
章
）
と
言
う
。
孔

子
は
ま
ず
熱
心
に
古
人
に
學
び
、
衟
德
的
知
識
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
衟
德
的
知
識
を
得
る
と
は
、
單
に
知
識
と
し
て
知
る
こ
と
で
は

な
く
、
そ
れ
が
自
分
に
と
っ
て
良
い
（
利
と
な
る
）
こ
と
を
知
り
、
實

踐
す
る（

７
）こ
と
ま
で
含
む
と
考
え
ら
れ
る
（
里
仁
篇
第
二
章
）。

　

⑵
好
之　

し
か
し
、
人
閒
に
は
他
に
も
「
利
」
と
す
る
多
く
の
對
𧰼

が
あ
る
の
で
、
人
は
衟
德
的
生
き
方
が
良
い
と
知
っ
て
い
て
も
他
の
對

𧰼
の
方
が
有
利
で
あ
れ
ば
、
衟
德
を
選
ば
な
い
か
も
し
れ
な
い（

８
）。

そ
れ

に
對
し
、
自
發
的
に
衟
德
を
選
好
す
る
者
（
好
之
者
）
は
常
に
迷
わ
ず

に
衟
德
を
選
ぶ
。「
好
む
」
と
は
利
害
に
か
か
わ
ら
ず
自
發
的
に
そ
れ

を
選
擇
す
る
こ
と
で
あ
る
。
衟
德
が
自
分
に
と
っ
て
良
い
の
で
實
踐
す

る
者
（
知
之
者
）
よ
り
も
一
段
階
、進
步
し
た
狀
態
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
利
害
に
か
か
わ
ら
ず
常
に
衟
德
を
選
ぶ
た
め
に
は
、
衟

德
に
對
す
る
內
發
的
欲
求
と
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
、
他
の
も
の
に
對
す

る
よ
り
も
强
く
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
子
罕
篇
第
一
八
章
「
吾
れ
未
だ
德
を

好
む
こ
と
色
を
好
む
が
如
く
す
る
者
を
見
ざ
る
な
り
（
吾
未
見
好
德
如
好
色
者

也
）」）、
す
べ
き
こ
と
を
實
行
す
る
强
い
意
志
を
持
た
な
く
て
は
な
ら
な

い
。

　

⑶
樂
之　

さ
ら
に
、
常
に
衟
德
に
從
っ
て
生
き
る
た
め
に
は
、
衟
德

的
實
踐
を
途
中
で
妨
げ
る
自
己
の
感
情
や
欲
望
を
制
御
で
き
て
い
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
理
想
は
孔
子
七
十
歲
の
境
地
に
示
さ
れ
て
い

よ
う
（
爲
政
篇
第
四
章
「
心
の
欲
す
る
所
に
從
っ
て
、
榘
を
踰
え
ず
（
從
心
所

欲
、
不
踰
榘
）」）。

　

も
し
喜
び
や
樂
し
み
が
欲
望
の
充
足
か
ら
し
か
得
ら
れ
な
い
も
の
な

ら
ば
、
欲
望
を
抑
え
る
こ
と
は
喜
び
や
樂
し
み
を
諦
め
る
こ
と
に
繫
が

り
、
そ
こ
に
葛
籘
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
對
し
て
、
孔
子
は
欲
望

の
滿
足
に
よ
ら
ず
と
も
、
例
え
ば
仁
の
實
踐
に
よ
っ
て
そ
れ
以
上
に
確

實
で
永
續
す
る
安
ら
か
な
喜
び
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
（
里
仁

篇
第
二
章
「
仁
者
は
仁
に
安
ん
ず
（
仁
者
安
仁
）」）。
こ
れ
は
顏
囘
（
雍
也
篇

第
一
一
章
「
囘
や
其
の
樂
し
み
を
改
め
ず
（
囘
也
不
改
其
樂
）」）
や
孟
子
（
盡

心
上
篇
「
身
に
反
み
て
誠
あ
ら
ば
、
樂
こ
れ
よ
り
大
な
る
は
な
し
（
反
身
而
誠
、

樂
莫
大
焉
）」）
の
樂
し
み
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
と
き
人
は
純
粹
に
衟



東
洋
の
思
想
と
宗
敎　

第
三
十
六
號

（ 24 ）

德
の
實
踐
を
樂
し
む
の
で
、
そ
れ
以
外
の
も
の
を
貪
ら
な
く
な
る
で
あ

ろ
う
（
堯
曰
篇
第
四
章
「
仁
を
欲
し
て
仁
を
得
た
り
、又
た
焉な
に

を
か
貪
ら
ん
（
欲

仁
而
得
仁
、
又
焉
貪
）」）。
そ
れ
ゆ
え
、
仁
の
實
踐
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る

安
ら
か
な
喜
び
に
滿
足
し
た
者
（
樂
之
者
）
は
、
單
に
衟
德
を
追
い
求

め
る
者
（
好
之
者
）
よ
り
も
、
一
段
階
進
步
し
た
境
地
と
言
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
孔
子
は
人
閒
の
欲
望
の
充
足
に
よ
る
喜
び
や
樂
し
み
そ

の
も
の
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
（
里
仁
篇
第
五
章
「
富
と
貴
き
と
は
、

是
れ
人
の
欲
す
る
所
な
り
（
富
與
貴
是
人
之
所
欲
也
）」）。
自
己
の
感
情
と

欲
望
を
制
御
し
て
仁
を
實
踐
す
る
こ
と
に
よ
る
安
ら
か
な
喜
び（
安
仁
）

が
、
欲
望
の
充
足
に
よ
る
一
時
的
な
快
樂
よ
り
優
れ
て
い
る
と
考
え
て

い
た
の
で
あ
る（
里
仁
篇
第
一
章「
仁
に
里お

る
を
美
し
と
爲
す（
里
仁
爲
美
）」）。

　
　
　

２
．
古
語
や
他
者
か
ら
「
學
ぶ
べ
き
も
の
」
を
探
す 

　

で
は
、
孔
子
は
弟
子
た
ち
を
い
か
に
し
て
衟
德
に
强
く
コ
ミ
ッ
ト
さ

せ
、
內
發
的
欲
求
を
か
き
立
て
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
論
語
』
に
見
ら
れ
る
孔
子
の
敎
育
法
の
特
徵
は
、①
弟
子
に
直
接
、

仁
な
ど
の
衟
德
に
關
す
る
知
識
を
與
え
る
だ
け
で
な
く
、②『
詩
經
』『
書

經
』
な
ど
を
常
に
學
習
さ
せ
（
述
而
篇
第
一
七
章
「
子
の
雅つ

ね

に
言
ふ
所
は
詩
、

書
、
執
禮
（
子
所
雅
言
、
詩
、
書
、
執
禮
）」）、
弟
子
自
身
が
古
語
か
ら
啓

發（
９
）さ
れ
る
よ
う
に
仕
向
け
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
孔
子
は
弟
子
た
ち

に
多
く
の
も
の
に
觸
れ
さ
せ
（
雍
也
篇
第
二
七
章
、
顏
淵
篇
第
一
五
章
「
愽

く
文
を
學
ぶ
（
愽
學
於
文
）」）、
後
述
の
よ
う
に
、
そ
こ
か
ら
自
分
が
啓

發
さ
れ
た
內
容
を
擇
び
取
ら
せ
、
そ
れ
を
實
踐
さ
せ
よ
う
と
し
た
（
爲

政
篇
第
一
八
章
「
多
く
見
て
殆
き
を
闕
き
、
愼
み
て
其
の
餘
り
を
行
ふ
（
多
見

闕
殆
、
愼
行
其
餘
）」）。

　

③
そ
れ
に
加
え
、
孔
子
は
弟
子
た
ち
に
他
者
か
ら
も
學
ば
せ
よ
う
と

し
た
。
こ
れ
は
孔
子
自
身
が
率
先
し
て
實
踐
し
た
こ
と
で
、
常
に
誰
か

ら
で
も
學
び
、
自
己
を
反
省
し
向
上
さ
せ
よ
う
と
努
力
し
續
け
、
ま
た

こ
の
姿
勢
に
よ
っ
て
弟
子
た
ち
を
敎
導
し
た
の
で
あ
っ
た
（
里
仁
篇
第

一
七
章
「
賢
を
見
て
は
齊
か
ら
ん
こ
と
を
思
ひ
、
不
賢
を
見
て
は
內
に
自
ら
省

る
（
見
賢
思
齊
焉
、
見
不
賢
而
內
自
省
也
）」、
述
而
篇
第
二
一
章
「
我
れ
三
人

行
へ
ば
必
ず
我
が
師
を
得
。
其
の
善
き
者
を
擇
び
て
こ
れ
に
從
ふ
。
其
の
善
か

ら
ざ
る
者
に
し
て
こ
れ
を
改
む（
我
三
人
行
、必
得
我
師
焉
。
擇
其
善
者
而
從
之
、

其
不
善
者
而
改
之
）」、
子
張
篇
第
二
二
章
「
夫
子
焉い
ず
くに
か
學
ば
ざ
ら
ん
。
而
し

て
亦
た
何
の
常
師
か
こ
れ
有
ら
ん
（
夫
子
焉
不
學
。
而
亦
何
常
師
之
有
）」）。

　

以
上
の
よ
う
な
敎
育
法
を
孔
子
が
用
い
た
意
味
を
、『
論
語
』
の
中

か
ら
探
っ
て
み
る
と
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　

⑴
詩
書
や
他
者
の
言
動
の
善
な
る
も
の
に
感
動
す
る
體
驗
に
よ
っ

て
、
自
分
の
內
に
は
既
に
「
善
な
る
も
の
に
感
動
す
る
自
分
」「
善
の
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判
斷
基
準
」
が
あ
る
こ
と
を
弟
子
た
ち
に
氣
づ
か
せ
、
衟
德
へ
の
欲
求

の
內
發
性
を
自
覺
さ
せ
た
こ
と
。
述
而
篇
第
二
七
章
の
「
多
く
聞
き
て

其
の
善
き
者
を
擇
び
て
こ
れ
に
從
ふ
（
多
聞
擇
其
善
者
而
從
之
）」
は
、

弟
子
が
既
に
「
善
き
者
を
擇
ぶ
」
判
斷
能
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
前

提
に
し
て
お
り
、
こ
の
と
き
弟
子
た
ち
は
既
に
衟
德
に
深
く
コ
ミ
ッ
ト

し
て
い
る
自
分
に
氣
づ
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
孔
子
は
「
內
に

省
み
て
疚
か
ら
ず
ん
ば
、
夫
れ
何
を
か
憂

う
れ
ひ

何
を
か
懼
れ
ん
（
內
省
不
疚
、

夫
何
憂
何
懼
）」（
顏
淵
篇
第
四
章
）
と
あ
る
よ
う
に
、
弟
子
自
身
が
內
に

持
つ
判
斷
基
準
に
眞
劍
に
問
い
か
け
て
そ
れ
に
從
う
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
何
事
を
行
う
際
に
も
憂
い
も
恐
れ
も
生
じ
な
い
と
敎
え
た
の
で
あ

る
。

　

そ
し
て
、
孔
子
が
こ
れ
を
生
ま
れ
つ
き
知
っ
て
い
る
者
、
古
語
な
ど

か
ら
學
ん
だ
者
、
經
驗
か
ら
學
ん
だ
者
、
經
驗
し
て
も
學
ば
な
い
者
が

い
る
と
言
う
（
季
氏
篇
第
九
章
「
生
な
が
ら
に
し
て
こ
れ
を
知
る
者
は
上
な

り
。
學
び
て
こ
れ
を
知
る
者
は
次
な
り
。
困く

る
しみ
て
こ
れ
を
學
ぶ
は
又
其
の
次
な

り
。
困
み
て
學
ば
ざ
る
、
民
斯
を
下
と
爲
す
（
生
而
知
之
者
、
上
也
。
學
而
知

之
者
、
次
也
。
困
而
學
之
、
又
其
次
也
。
困
而
不
學
、
民
斯
爲
下
矣
）」）
の
は
、

こ
の
能
力
に
他
な
る
ま
い
。
孔
子
は
こ
れ
を
良
知
と
い
う
よ
う
な
語
で

表
現
し
な
か
っ
た
が
、（
そ
れ
が
先
天
的
な
も
の
で
あ
れ
、
後
天
的
な
も
の

で
あ
れ
）
そ
の
存
在
を
確
信
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。

　

⑵
孔
子
は
、
弟
子
た
ち
が
「
こ
の
人
の
よ
う
に
な
り
た
い
」
と
願
う

尊
敬
す
べ
き
人
物
を
見
つ
け
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
。
孔
子
は
「
人
能

く
衟
を
弘
む
。
衟
、人
を
弘
む
る
に
非
ず
（
人
能
弘
衟
、非
衟
弘
人
）」（
衞

靈
公
篇
第
二
九
章
）
と
言
っ
て
、
衟
を
體
現
し
た
人
を
介
し
て
こ
そ
初
め

て
衟
が
傳
わ
る
と
敎
え
た
。
尊
敬
す
べ
き
人
に
出
會
っ
た
人
閒
は
、
憧

れ
の
感
情
と
と
も
に
同
一
化
の
欲
求
が
起
こ
る
の
で
、
そ
れ
が
向
上
心

を
維
持
し
續
け
る
こ
と
に
大
い
に
役
に
立
つ
。
ま
た
、
尊
敬
す
る
人
か

ら
認
め
ら
れ
た
い
と
思
う
の
で
、
八
方
美
人
に
な
る
の
を
避
け
る
（
子

路
篇
第
二
四
章
）
働
き
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
孔
子
は
人
を
比
較
し

批
評
し
た
子
貢
を
た
し
な
め
た
（
憲
問
篇
第
三
一
章
）
に
も
拘
ら
ず
、『
論

語
』の
中
に
は
孔
子
が
人
物
を
論
評
し
た
も
の
が
多
い
理
由
の
一
つ
は
、

弟
子
た
ち
が
見
つ
け
た
尊
敬
す
べ
き
人
物
に
つ
い
て
、
孔
子
に
批
評
を

求
め
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
弟
子
た
ち
に
と
っ
て
孔
子
は
そ
の
よ
う
な
同

一
化
の
對
𧰼
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
孔
子
自
身
は
週
公
が
そ
の
對
𧰼

で
あ
っ
た
こ
と
は
週
知
の
通
り
で
あ
る
（
述
而
篇
第
五
章
）。

　

⑶
ど
ん
な
相
手
に
對
し
て
も
學
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
を
探
そ
う
と
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
他
人
に
對
す
る
謙
虛
な
姿
勢
と
、
常
に
自
分
か
ら
啓
發

さ
れ
よ
う
と
す
る
向
上
心
を
育
て
よ
う
と
し
た
こ
と
。
こ
れ
は
顏
囘
の

「
能
を
以
て
不
能
に
問
ひ
、
多
き
を
以
て
寡
き
に
問
ひ
、
有
れ
ど
も
無

き
が
若
く
、
實
つ
れ
ど
も
虛
き
が
若
し
（
以
能
問
於
不
能
、
以
多
問
於
寡
、
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有
若
無
、
實
若
虛
）」（
泰
伯
篇
第
五
章
）
と
い
う
態
度
に
顯
著
に
示
さ
れ

て
い
よ
う
。

　

⑷
弟
子
自
ら
に
押
し
付
け
で
な
い
言
葉
を
選
び
取
ら
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
言
葉
に
深
く
コ
ミ
ッ
ト
さ
せ
、
自
發
的
に
守
ら
せ
よ
う
と

し
た
こ
と
。
こ
れ
は
顏
囘
や
仲
弓
の
「
不
敏
な
り
と
雖
も
、
請
ふ
、
斯

の
語
を
事
と
せ
ん
（
雖
不
敏
、
請
事
斯
語
矣
）」（
顏
淵
篇
第
一
章
、
第
二
章
）

と
い
う
言
葉
か
ら
窺
え
よ
う
。

　

總
じ
て
、
弟
子
た
ち
が
詩
書
や
他
者
か
ら
學
び
た
い
と
思
っ
た
こ
と

は
、
大
方
自
分
自
身
に
不
足
し
、
缺
如
し
て
い
る
要
素
で
あ
る
（
述
而

篇
第
二
一
章
「
其
の
善
き
者
を
擇
び
て
こ
れ
に
從
ふ
（
擇
其
善
者
而
從
之
）」）。

そ
れ
を
探
す
と
い
う
の
は
、
己
を
知
り
、
向
上
心
を
高
め
る
最
善
の
方

法
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
に
關
し
て
さ
ら
に
申
せ
ば
、
自
分
に
缺
如
し
た
美
點
は
詩

書
や
優
れ
た
人
物
か
ら
、
ま
た
自
分
と
共
通
の
缺
點
は
身
近
な
他
者
か

ら
氣
づ
か
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
の
兩
者
か
ら
學
ぶ
こ
と
は
こ
の
た

め
の
車
の
兩
輪
と
言
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　
　

３
．
こ
の
語
を
事
と
せ
ん
（
事
斯
語
）

　

弟
子
た
ち
は
古
語
や
他
者
の
言
動
か
ら
自
分
で
擇
び
取
っ
た
言
葉

を
、「
不
敏
な
り
と
雖
も
、
請
ふ
、
斯
の
語
を
事
と
せ
ん
（
雖
不
敏
、
請

事
斯
語
矣
）
（1
（

）」（
顏
淵
篇
第
一
章
、
第
二
章
）
と
あ
る
よ
う
に
、
孔
子
に
申

し
出
て
許
可
を
請
う
た
（
本
硏
究
で
は
、
修
養
の
た
め
に
堅
守
し
よ
う
と
し

た
言
葉
を
「
事
斯
語
」
語
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）。
こ
れ
は
い
わ
ば
座
右
の

銘
と
言
っ
て
よ
い
が
、
そ
の
よ
り
懇
切
な
修
養
法
と
言
っ
て
よ
い
。
前

章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
過
程
で
、
弟
子
た
ち
は
詩
書
や
他
者
か
ら

積
極
的
に
啓
發
さ
れ
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
身
に
つ
け
、
自
分
が
擇
ん
だ

「
事
斯
語
」
語
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
と
と
も
に
、
善
な
る
も
の
を
認
識
し

か
つ
求
め
る
力
、
自
分
に
缺
如
し
て
い
る
要
素
を
自
分
の
中
に
發
見
し

て
い
っ
た
。

　
『
論
語
』
の
中
に
は
、
弟
子
た
ち
が
「
仁
」
等
の
用
語
に
つ
い
て
孔

子
に
質
問
す
る
場
面
が
極
め
て
多
い
こ
と
に
氣
づ
く
。
孔
子
は
そ
れ
に

對
し
て
仁
と
は
何
か
と
い
う
知
識
で
は
な
く
、
相
手
の
性
格
や
能
力
に

應
じ
て
、
仁
の
人
に
な
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
方
法
を
敎

え
よ
う
と
し
た
。
孔
子
の
學
園
に
お
け
る
敎
育
の
基
本
は
知
識
を
授
け

る
こ
と
よ
り
も
、
そ
の
弟
子
に
應
じ
た
「
事
斯
語
」
語
と
な
る
べ
き
言

葉
の
發
見
と
そ
の
實
踐
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

孔
子
の
「
忠
恕
」（
里
仁
篇
第
一
五
章
）、「
思
無
邪）

（（
（

」（
爲
政
篇
第
二
章
）、

曾
子
の
「
爲
人
謀
而
不
忠
乎
、
與
朋
友
交
而
不
信
乎
、
傳
不
習
乎
」（
學

而
篇
第
四
章
）、
子
路
の
「
不
忮
不
求
、
何
用
不
臧
」（
子
罕
篇
第
二
八
章
）、

南
容
の
「
白
圭
之
玷
、
尙
可
磨
也
。
斯
言
之
玷
、
不
可
爲
也
」（
先
進
篇



孔
門
に
お
け
る
修
養
法
（
浜
村
・
水
野
）

（ 27 ）

第
六
章
）、顏
囘
の
「
非
禮
勿
視
、非
禮
勿
聽
、非
禮
勿
言
、非
禮
勿
動
」（
顏

淵
篇
第
一
章
）、仲
弓
の
「
出
門
如
見
大
賓
、使
民
如
承
大
祭
。
己
所
不
欲
、

勿
施
於
人
」（
顏
淵
篇
第
二
章
）、子
貢
の
「
恕
」「
己
所
不
欲
、勿
施
於
人
」

（
衞
靈
公
篇
第
二
四
章
）、子
張
の
「
言
忠
信
、行
篤
敬
」（
衞
靈
公
篇
第
六
章
）

な
ど
は
い
わ
ゆ
る
「
事
斯
語
」
語
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

４
．
自
己
制
御
の
維
持
に
つ
い
て
の
配
慮

　

さ
て
、「
事
斯
語
」
語
を
守
る
能
力
は
有
限
で
あ
る
の
で
、
限
界
を

越
え
て
し
ま
う
と
三
日
坊
主
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
自
己
制
御
（
セ

ル
フ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
）
能
力
を
鍛
え
て
强
く
で
き
る
可
能
性
は
あ
る
が
、

大
多
數
に
は
困
難
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
自
己
制
御
を
妨
害
す
る

も
の
に
は
內
的
要
因
だ
け
で
は
な
く
、
外
的
な
要
因
も
あ
る
。
し
か
し

『
論
語
』
に
見
ら
れ
る
孔
子
の
修
養
法
の
特
徵
は
、
初
め
か
ら
自
己
制

御
能
力
の
限
界
を
前
提
と
し
て
お
り
、
能
力
の
限
界
に
阻
ま
れ
て
努
力

を
放
棄
す
る
こ
と
な
く
、
堅
守
す
る
こ
と
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
方
法
が
閒

接
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
詳
細
を
箇
條
書
き
に
す
る
と
次
の
ご
と

く
で
あ
る
。

　

⑴
「
無
衟
」
の
環
境
で
は
衟
德
的
行
動
を
阻
む
外
壓
（
外
的
要
因
）

が
强
い
の
で
、
常
に
衟
德
に
從
っ
て
行
動
す
る
よ
う
自
己
制
御
す
る
こ

と
が
難
し
く
、
行
動
し
て
も
報
い
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、「
無
衟
」
の

狀
況
か
ら
は
遠
ざ
か
り
隱
れ
て
自
己
修
養
に
勵
む
こ
と
を
勸
め
る
（
泰

伯
篇
第
一
三
章
「
亂
邦
に
は
居
ら
ず
。
天
下
衟
あ
れ
ば
則
ち
見あ

ら
われ

、
衟
な
け
れ

ば
則
ち
隱
る
（
亂
邦
不
居
。
天
下
有
衟
則
見
、
無
衟
則
隱
）」、
衞
靈
公
篇
第
七

章
「
邦
に
衟
な
け
れ
ば
則
ち
卷
き
て
こ
れ
を
懷
に
す
べ
し
（
邦
無
衟
、
則
可
卷

而
懷
之
）」、
公
冶
長
篇
第
七
章
「
衟
行
な
わ
れ
ず
、
桴
に
乘
り
て
海
に
浮
か
ば

ん
（
衟
不
行
、
乘
桴
浮
于
海
）」）。

　

⑵
自
己
制
御
を
妨
害
す
る
誘
惑
物
（
富
貴
）
の
價
値
を
低
く
見
る
（
泰

伯
篇
第
一
三
章
「
邦
に
衟
な
き
に
、
富
み
て
且
つ
貴
き
は
恥
な
り
（
邦
無
衟
、

富
且
貴
焉
、
恥
也
）」、
述
而
篇
第
一
五
章
「
不
義
に
し
て
富
み
且
つ
貴
き
は
、

我
れ
に
於
い
て
浮
雲
の
如
し
（
不
義
而
富
且
貴
、
於
我
如
浮
雲
）」）。

　

⑶
弟
子
に
初
め
か
ら
無
謬
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
自
己
制
御
に
失

敗
し
て
過
ち
を
犯
し
た
場
合
で
も
、
氣
づ
い
た
ら
す
ぐ
に
改
め
れ
ば
よ

い
と
す
る
（
學
而
篇
第
八
章
、
子
罕
篇
第
二
五
章
「
過
て
ば
則
ち
改
む
る
に

憚
る
こ
と
勿
か
れ
（
過
則
勿
憚
改
）」、
衞
靈
公
篇
第
三
〇
章
「
過
ち
て
改
め
ざ

る
、是
れ
を
過
ち
と
謂
ふ
（
過
而
不
改
、是
謂
過
矣
）」、公
冶
長
篇
第
二
七
章
「
吾

れ
未
だ
能
く
其
の
過
ち
を
見
て
內
に
自
ら
訟
む
る
者
を
見
ざ
る
な
り
（
吾
未
見

能
見
其
過
而
內
自
訟
者
也
）」）。
顏
囘
を
賞
贊
し
た
こ
と
か
ら
窺
え
る
よ

う
に
、過
ち
は
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
（
雍
也
篇
第
三
章
「
過

ち
を
貳
た
び
せ
ず
（
不
貳
過
）」）。

　

⑷
自
己
制
御
を
妨
害
す
る
內
的
要
因
に
は
、（
ａ
）
長
く
續
け
る
と
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自
己
制
御
が
緩
ん
で
し
ま
う
時
閒
的
限
界
、（
ｂ
）
一
つ
の
こ
と
を
註

意
す
る
と
他
の
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
容
量
的
限
界
、（
ｃ
）「
事
斯
語
」

語
の
實
行
能
力
に
個
人
差
が
あ
る
た
め
に
生
じ
る
實
行
可
能
性
の
限

界
、
の
三
つ
の
要
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
孔
子
は
自
己
制
御
の
限

界
が
現
れ
に
く
く
、
自
己
制
御
の
堅
守
が
容
易
な
狀
況
か
ら
修
養
を
始

め
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
點
に
つ
い
て
は
、
各
々
章
を
改
め
て

詳
細
に
檢
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
　

５
．
時
閒
的
限
界
の
克
服

　

孔
子
は
弟
子
た
ち
に
、「
能
く
一
日
も
其
の
力
を
仁
に
用
ふ
る
こ
と

有
ら
ん
か
、
我
未
だ
力
の
足
ら
ざ
る
者
を
見
ず
（
有
能
一
日
用
其
力
於
仁

矣
乎
、
我
未
見
力
不
足
者
）」（
里
仁
篇
第
六
章
）
と
言
い
、
誰
で
も
一
日
だ

け
な
ら
仁
に
對
し
て
さ
え
盡
力
で
き
る
、
そ
れ
が
で
き
な
い
者
は
見
た

こ
と
が
な
い
と
言
っ
て
、
ま
ず
各
自
の
「
事
斯
語
」
語
を
守
る
こ
と
に

挑
戰
さ
せ
た
（
顏
淵
篇
第
一
章
、
第
二
章
參
照
）。

　

し
か
し
、
續
け
て
い
る
內
に
、
弟
子
た
ち
は
「
事
斯
語
」
語
を
う
っ

か
り
失
念
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
忘

れ
な
い
よ
う
そ
の
メ
モ
を
取
ら
せ
た
り
（
衞
靈
公
篇
第
六
章
「
子
張
、
諸

を
紳
に
書
す
（
子
張
書
諸
紳
）
（1
（

」）、
聲
に
出
し
て
何
度
も
そ
れ
を
繰
返
す
こ

と
で
、
失
念
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
勸
め
た
（
先
進
篇
第
六
章
「
南

容
、
白
圭
を
三
復
す
（
南
容
三
復
白
圭
）」、
子
罕
篇
第
二
八
章
「
子
路
、
終
身

こ
れ
を
誦
す
（
子
路
終
身
誦
之
）」）。
こ
の
際
に
有
效
で
あ
っ
た
の
が
「
歌
」

で
あ
っ
て
、
南
容
も
子
路
も
歌
（
詩
經
）
の
一
節
を
寀
用
し
た
の
で
覺

え
や
す
く
、
認
知
的
負
荷
が
少
な
い
の
で
口
ず
さ
み
な
が
ら
他
の
仕
事

が
で
き
、內
容
を
守
り
續
け
る
の
が
容
易
で
あ
っ
た
ろ
う
。
た
と
え「
事

斯
語
」
語
を
失
念
し
て
過
ち
を
犯
し
た
場
合
で
も
、
も
う
一
度
始
め
れ

ば
よ
い
の
で
あ
る
（
學
而
篇
第
八
章
、
子
罕
篇
第
二
五
章
「
過
て
ば
則
ち
改

む
る
に
憚
る
こ
と
勿
れ
（
過
則
勿
憚
改
）」）。
こ
う
し
て
弟
子
た
ち
は
み
な
、

ま
ず
一
日
は
「
事
斯
語
」
語
を
守
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
（
里
仁

篇
第
六
章
）。

　

そ
れ
が
で
き
る
と
、
孔
子
は
一
日
だ
け
で
も
皆
が
克
己
し
て
自
己
制

御
を
逹
成
し
禮
を
守
れ
ば
、世
の
中
が
仁
の
世
界
に
變
わ
る
と
言
い
（
顏

淵
篇
第
一
章
「
一
日
己
に
克
ち
て
禮
に
復
れ
ば
、
天
下
仁
に
歸
す
（
一
日
克
己

復
禮
、
天
下
歸
仁
焉
）」）、
こ
れ
を
三
か
月
閒
繰
返
す
と
後
は
樂
に
で
き

る
よ
う
に
な
る）

（1
（

（
雍
也
篇
第
七
章
「
其
の
心
三
月
仁
に
違
は
ざ
れ
。
其
の
餘

は
則
ち
日
月
に
至
ら
ん
の
み
（
其
心
三
月
不
違
仁
。
其
餘
則
日
月
至
焉
而
已

矣
）」）
と
言
っ
て
、
そ
の
一
日
一
日
を
繰
り
返
す
よ
う
勵
ま
し
た
の
で

あ
る
。
恐
ら
く
自
分
自
身
の
經
驗
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
加
え
、
孔
子
は
弟
子
が
日
に
何
度
か
、「
事
斯
語
」
語
を
守

れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
我
が
身
を
振
り
返
る
時
閒
を
作
ら
せ
る
こ
と
も
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し
た
よ
う
で
あ
る
（
學
而
篇
第
四
章
「
吾
日
に
三
た
び
吾
が
身
を
省
る
（
吾

日
三
省
吾
身
）」、子
張
篇
第
五
章「
日
に
其
の
亡
き
所
を
知
る（
日
知
其
所
亡
）」）。

　

こ
れ
ら
の
方
法
を
倂
用
す
る
こ
と
で
、
弟
子
た
ち
は
自
己
制
御
の
時

閒
的
限
界
を
少
し
ず
つ
克
服
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

６
．
容
量
的
限
界
の
克
服

　

人
閒
は
同
時
に
多
く
の
こ
と
に
註
意
し
續
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
こ
の
容
量
的
限
界
に
對
し
て
、
孔
子
は
弟
子
が
守
る
べ
き
も
の
を

一
度
に
「
一
言）

（1
（

」
に
絞
ら
せ
る
こ
と
で
對
處
し
た
よ
う
で
あ
る
。『
論

語
』
に
散
見
す
る
「
一
言
」（
衞
靈
公
篇
第
二
四
章
「
一
言
に
し
て
以
て
終

身
こ
れ
を
行
ふ
べ
き
者
あ
り
や
（
有
一
言
而
可
以
終
身
行
之
者
乎
）」、
子
路
篇

第
一
五
章
「
一
言
に
し
て
以
て
邦
を
興
こ
す
べ
き
こ
と
諸
れ
有
り
や
（
一
言
而

可
以
興
邦
有
諸
）」、
爲
政
篇
第
二
章
「
詩
三
百
、一
言
以
て
こ
れ
を
蔽
ふ
、
曰

く
思
邪
な
し
（
詩
三
百
、一
言
以
蔽
之
、
曰
思
無
邪
）」）
は
こ
の
意
味
で
、

短
い
「
一
言
」
で
あ
れ
ば
常
に
忘
れ
ず
註
意
を
維
持
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
う
し
て
弟
子
が
そ
の
「
事
斯
語
」
語
を
三
か
月
閒
守
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
ら
、
修
得
し
え
た
と
見
做
し
う
る
ゆ
え）

（1
（

、
次
の
「
事
斯
語
」

語
を
詩
書
か
ら
學
ば
せ
た
。
學
而
篇
第
六
章
「
行
ひ
て
餘
力
あ
れ
ば
、

則
ち
以
て
文
を
學
ぶ
（
行
有
餘
力
、
則
以
學
文
）」
は
こ
の
こ
と
に
引
き

付
け
て
解
釋
し
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
子
路
は
「
聞
く

こ
と
有
り
て
、
未
だ
こ
れ
を
行
ふ
こ
と
能
は
ざ
れ
ば
、
唯
聞
く
有
ら
ん

こ
と
を
恐
る
（
有
聞
、
未
之
能
行
、
唯
恐
有
聞
）」（
公
冶
長
篇
第
一
四
章
）

と
あ
る
よ
う
に
、
自
分
が
ま
だ
そ
の
「
事
斯
語
」
語
を
完
全
に
守
れ
な

い
で
い
る
と
き
は
、
次
の
「
事
斯
語
」
語
を
耳
に
し
て
氣
持
ち
が
目
移

り
す
る
の
を
恐
れ
た
の
で
あ
る
。

７
．「
事
斯
語
」
語
の
實
行
可
能
性
の
限
界
の
克
服

　
　
（
守
る
の
が
容
易
な
「
事
斯
語
」
語
に
す
る
）

　

孔
子
は
「
事
斯
語
」
語
が
實
行
可
能
だ
と
判
斷
す
る
と
、
そ
の
ま
ま

承
認
し
た
よ
う
で
あ
る
（
例
え
ば
、
顏
淵
篇
第
一
章
、
第
二
章
）。
し
か
し
、

子
貢
が
「
私
は
人
か
ら
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
さ
れ
た
く
な
い
が
、
私
も

ま
た
こ
れ
を
人
に
仕
返
し
し
な
い
よ
う
に
し
た
い）

（1
（

（
我
人
の
諸
を
我
に
加

へ
ん
こ
と
を
欲
せ
ざ
る
は
、
我
も
亦
諸
を
人
に
加
ふ
る
こ
と
無
か
ら
ん
と
欲
す

（
我
不
欲
人
之
加
諸
我
也
、
我
亦
欲
無
加
諸
人
））」
と
申
し
出
る
と
、
孔
子

は
「
爾
の
乁
ぶ
所
に
非
ざ
る
な
り
（
非
爾
所
乁
也
）」
と
却
下
し
た
（
公

冶
長
篇
第
一
二
章
）。
孔
子
は
顏
囘
を
「
怒
を
遷
さ
ず
（
不
遷
怒
）」（
雍
也

篇
第
三
章
）
と
襃
め
、
曾
子
も
顏
囘
を
「
犯
さ
れ
て
も
校む

く

ひ
ず
（
犯
而
不

校
）」（
泰
伯
篇
第
五
章
）
と
賞
贊
し
て
い
る
こ
と
を
顧
慮
す
る
と
、
孔
子

は
子
貢
の
望
ん
だ
こ
と
は
顏
囘
に
し
か
で
き
な
い
と
判
斷
し
た
か
ら
で

は
な
い
か
。
孔
子
は
弟
子
の
力
量
に
應
じ
て
「
事
斯
語
」
語
の
難
易
度
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を
調
節
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
弟
子
た
ち
が
「
仁
」「
孝
」「
崇
德
」

「
政
」「
君
子
」
等
の
用
語
に
つ
い
て
質
問
し
た
と
き
の
答
え
が
各
自
異

な
っ
て
い
る
の
も
、
單
に
弟
子
の
理
解
力
の
差
を
反
映
し
て
い
る
だ
け

で
な
く
、
彼
ら
の
性
格
や
力
量
に
應
じ
て
、
守
れ
る
「
事
斯
語
」
語
を

選
ば
せ
よ
う
と
し
た
結
果
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

で
は
、
孔
子
は
一
般
に
ど
の
よ
う
な
「
事
斯
語
」
語
で
あ
れ
ば
守
る

の
が
容
易
だ
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
點
に
つ
い
て
は
次
の
章

で
檢
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　

８
．
肯
定
的
自
己
制
御
と
否
定
的
自
己
制
御

　

學
而
篇
第
一
五
章
に
お
い
て
、
子
貢
は
孔
子
に
「
貧
し
く
し
て
諂
ふ

こ
と
無
く
、
富
み
て
驕
る
こ
と
無
き
は
、
何
如
（
貧
而
無
諂
、
富
而
無
驕
、

何
如
）」
と
尋
ね
た
。
恐
ら
く
、
子
貢
は
こ
れ
を
「
事
斯
語
」
語
と
し

た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
對
し
、
孔
子
は
「
可
な
り
。
未
だ
貧

し
く
し
て
樂
み
、
富
み
て
禮
を
好
む
者
に
は
若
か
ざ
る
な
り
（
可
也
。

未
若
貧
而
樂
、
富
而
好
禮
者
也
）」
と
答
え
た
。
子
貢
の
言
う
「
貧
し
く
し

て
諂
ふ
こ
と
無
く
、
富
み
て
驕
る
こ
と
無
き
」
は
、
貧
富
の
環
境
に
よ

っ
て
生
じ
が
ち
な
自
分
の
缺
點
を
な
く
そ
う
と
す
る
「
否
定
的
自
己
制

御
」（
～
し
な
い
よ
う
に
し
た
い
）
で
あ
る
。
そ
れ
に
對
し
、
孔
子
が
示

唆
し
た
「
貧
し
く
し
て
樂
み
、
富
み
て
禮
を
好
む
」
と
い
う
の
は
、
貧

富
の
環
境
に
拘
わ
ら
ず
善
い
生
き
方
を
し
よ
う
と
す
る
、
能
動
的
か
つ

建
設
的
な
「
肯
定
的
自
己
制
御
」（
～
す
る
よ
う
に
し
た
い
）
で
あ
る
。

當
然
、
善
い
こ
と
を
し
よ
う
と
す
る
肯
定
的
自
己
制
御
の
方
が
內
發
的

で
、
自
己
肯
定
感
を
高
め
、
實
行
可
能
性
が
高
く
、
長
續
き
も
す
る
で

あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
子
罕
篇
第
二
八
章
に
お
い
て
、
子
路
が
「
忮そ

こ
なは

ず
求
め
ず
、

何
を
用も

っ

て
か
臧よ

か
ら
ざ
ら
ん
（
不
忮
不
求
、
何
用
不
臧
）。」
と
い
う
詩
を

口
ず
さ
ん
で
い
た
の
に
對
し
、
孔
子
は
「
是
の
衟
や
、
何
ぞ
以
て
臧よ

し
と
す
る
に
足
ら
ん
（
是
衟
也
、
何
足
以
臧
）
（1
（

。）」
と
子
路
を
批
評
し
た
。

こ
れ
も
、
子
路
の
「
事
斯
語
」
語
は
自
分
の
人
閒
關
係
に
お
け
る
缺

點
（
忮そ

こ
なう

・
求
め
る
）
を
抑
制
す
る
否
定
的
自
己
制
御
で
あ
り
、
そ
れ
に

對
し
て
孔
子
の
批
評
は
「
臧よ

く
な
い
こ
と
を
な
く
す
の
で
は
な
く
、
臧よ

い
も
の
を
求
め
よ
」
と
い
う
肯
定
的
自
己
制
御
を
示
唆
し
た
も
の
で
あ

る）
（1
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
孔
子
が
望
ま
し
く
な
い
と
考
え
た
弟
子
の
「
事
斯

語
」
語
は
み
な
人
閒
關
係
に
お
け
る
否
定
的
自
己
制
御
で
あ
る
の
に
對

し
、
そ
の
代
わ
り
に
弟
子
に
示
唆
し
た
も
の
は
す
べ
て
肯
定
的
自
己
制

御
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
公
冶
長
篇
第
二
六
章
に
は
、
孔
子
が
顏
囘
、
子
路
と
自
分

の
志
（
こ
れ
は
「
事
斯
語
」
語
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
）
を
語
り
合
う
場
面
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が
あ
る
。
こ
こ
で
も
子
路
（「
願
は
く
は
車
馬
、
衣
輕
裘
、
朋
友
と
共
に
し
、

こ
れ
を
敝
る
と
も
憾
み
無
け
ん
（
願
車
馬
、
衣
輕
裘
、
與
朋
友
共
、
敝
之
而
無

憾
）」）、顏
囘
（「
願
は
く
は
善
に
伐
る
こ
と
無
く
、勞
を
施
す
こ
と
無
け
ん
（
願

無
伐
善
、無
施
勞
）」）
の
志
は
「
～
し
な
い
よ
う
に
し
た
い
」
と
い
う
（
人

閒
關
係
に
お
け
る
）
否
定
的
自
己
制
御
で
あ
っ
た
が
、
孔
子
の
志
（「
老

者
は
こ
れ
を
安
ん
じ
、
朋
友
は
こ
れ
を
信
じ
、
少
者
は
こ
れ
を
懷
け
ん
（
老
者

安
之
、
朋
友
信
之
、
少
者
懷
之
）」）
は
「
～
す
る
よ
う
に
し
た
い
」
と
い

う
肯
定
的
自
己
制
御
で
あ
る
。
既
引
の
人
生
の
諸
事
に
通
じ
る
孔
子
の

言
葉
「
こ
れ
を
知
る
者
は
こ
れ
を
好
む
者
に
如
か
ず
。
こ
れ
を
好
む
者

は
こ
れ
を
樂
し
む
者
に
如
か
ず
（
知
之
者
不
如
好
之
者
。
好
之
者
不
如
樂
之

者
）」（
雍
也
篇
第
二
〇
章
）
も
、
望
ま
し
い
も
の
を
「
好
む
」「
樂
し
む
」

と
い
う
自
己
の
欲
求
や
感
情
を
肯
定
す
る
も
の
で
、
肯
定
的
自
己
制
御

で
あ
っ
た
。

　
『
論
語
』
の
中
の
孔
子
の
所
說
が
す
べ
て
肯
定
的
自
己
制
御
で
は
な

い
し
、
時
に
は
怒
り
や
欲
望
を
抑
え
る
否
定
的
自
己
制
御
も
必
要
で
は

あ
る
が
、
孔
子
は
「
事
斯
語
」
語
と
し
て
守
る
場
合
に
は
、
自
分
に
我

慢
を
强
い
る
否
定
的
自
己
制
御
よ
り
も
肯
定
的
自
己
制
御
の
方
が
望
ま

し
い
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　

９
．
感
情
と
欲
求
の
自
己
制
御
の
堅
守

　

孔
子
の
學
園
で
は
、
既
に
實
踐
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
「
事
斯
語
」

語
で
あ
っ
て
も
、
時
々
復
習
し
て
確
認
し
、
自
分
が
守
れ
て
い
る
こ
と

を
確
か
め
る
努
力
を
し
て
い
た
（
子
張
篇
第
五
章
「
日
に
其
の
亡
き
所
を
知

る
（
日
知
其
所
亡
）」、
學
而
篇
第
一
章
「
學
び
て
時
に
こ
れ
を
習
ふ
（
學
而
時

習
之
）」）。

　

孔
子
の
修
養
法
は
始
め
る
こ
と
が
容
易
で
、
短
時
閒
で
あ
れ
ば
誰
で

も
容
易
に
實
行
で
き
（
里
仁
篇
第
六
章
）、
す
ぐ
に
自
分
の
進
步
が
確
信

で
き
る
の
で
成
長
の
喜
び
が
實
感
で
き
、
弟
子
に
と
っ
て
は
魅
力
的
で

あ
る
が
、
そ
れ
を
繼
續
す
る
こ
と
は
や
は
り
難
し
か
っ
た
（
雍
也
篇
第

十
二
章
「
子
の
衟
を
說
ば
ざ
る
に
非
ず
、
力
足
ら
ざ
れ
ば
な
り
（
非
不
說
子
之

衟
、
力
不
足
也
）」、
子
罕
篇
第
一
一
章
「
既
に
吾
が
才
を
竭
す
。
…
こ
れ
に
從

は
ん
と
欲
す
と
雖
も
、由
な
き
の
み
（
既
竭
吾
才
…
雖
欲
從
之
、末
由
也
已
）」）。

そ
れ
に
對
し
、
孔
子
は
「
未
だ
一
簣
を
成
さ
ざ
る
も
、
止
む
は
吾
が
止

む
な
り
（
未
成
一
簣
、
止
吾
止
也
）。」「
一
簣
を
覆
す
と
雖
も
、
進
む
は

吾
が
徃
く
な
り
（
雖
覆
一
簣
、
進
吾
徃
也
）」（
子
罕
篇
第
一
九
章
）
と
勵
ま

し
續
け
た
。
こ
れ
は
、
孔
子
の
修
養
法
が
難
し
い
の
は
、
容
量
的
限
界

や
實
行
可
能
性
の
限
界
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
時
閒
的
限
界
に
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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し
か
し
、
顏
囘
だ
け
は
挫
折
せ
ず
（
子
罕
篇
第
二
〇
章
「
こ
れ
に
語
げ

て
惰
ら
ざ
る
者
は
、
其
れ
囘
な
る
か
（
語
之
而
不
惰
者
、
其
囘
也
與
）」、
子
罕

篇
第
二
一
章
「
吾
其
の
進
む
を
見
る
も
、
未
だ
其
の
止
む
を
見
ざ
る
な
り
（
吾

見
其
進
也
、
未
見
其
止
也
）」）、
自
己
制
御
を
堅
守
し
て
成
長
し
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。
孔
子
の
「
怒
を
遷
さ
ず
、
過
を
貳
せ
ず
（
不
遷
怒
、
不

貳
過
）
（1
（

）」（
雍
也
篇
第
三
章
）
と
顏
囘
を
賞
贊
し
た
言
葉
は
、
孔
門
の
修
養

法
の
目
標
が
、
感
情
と
欲
求
の
自
己
制
御
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
示
し
た

も
の
に
他
な
ら
な
い
。

　

も
し
孔
門
に
お
け
る
修
養
法
を
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
な
ら
ば
、『
論
語
』
の
「
好
學
」「
默
識
」「
一
以
貫
之
」
も
「
事
斯

語
」
語
に
よ
る
修
養
法
と
關
連
づ
け
て
理
解
し
な
お
す
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
點
に
つ
い
て
は
、
各
々
章
を
改
め
て
檢
討
し
た
い
。

　
　
　

10
．
孔
子
の
「
好
學
」
の
意
味

　

從
來
の
硏
究
で
は
、『
論
語
』
の
「
學
」
は
詩
書
な
ど
か
ら
知
識
を

學
ぶ
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た）

（1
（

。
し
か
し
、
孔
子
は
陽
貨
篇
第
八
章

で
「
知
を
好
み
て
學
を
好
ま
ざ
れ
ば
、
其
の
蔽
や
蕩
（
好
知
不
好
學
、
其

蔽
也
蕩
）」
と
言
っ
て
い
る
の
で
、「
好
學
」
と
「
好
知
」
は
異
な
る
も

の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
「
好
學
」
は
知
識
の
修
得
を
好
む
こ
と
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
。

　
『
論
語
』
に
は
「
好
學
」
に
言
乁
し
た
章
が
他
に
六
章
あ
る
。

○
「
有
衟
に
就
き
て
正
す
。
學
を
好
む
と
謂
ふ
べ
き
の
み
（
就
有
衟
而

正
焉
、
可
謂
好
學
也
已
）」（
學
而
篇
第
一
四
章
）。

○
（
孔
文
子
は
）「
敏
に
し
て
學
を
好
み
、
下
問
を
恥
ぢ
ず
（
敏
而
好
學
、

不
恥
下
問
）」（
公
冶
長
篇
第
一
五
章
）。

○
孔
子
は
公
冶
長
篇
第
二
八
章
で
自
ら
を
「
好
學
」
と
言
う
。
そ
の
孔

子
自
身
は
誰
か
ら
で
も
學
ぼ
う
と
す
る
人
で
あ
っ
た
（
子
張
篇
第
二
二
章

「
夫
子
焉い

づ
くに

か
學
ば
ざ
ら
ん
（
夫
子
焉
不
學
）」）。

○
雍
也
篇
第
三
章
・
先
進
篇
第
七
章
で
は
孔
子
は
顏
囘
を
「
好
學
」
と

評
し
て
い
る
。
曾
子
は
泰
伯
篇
第
五
章
で
、
吾
友
（
顏
囘
）
11
（

）
を
「
能
を

以
て
不
能
に
問
ひ
、
多
き
を
以
て
寡
き
に
問
ふ
（
以
能
問
於
不
能
、
以
多

問
於
寡
）」
と
評
し
て
い
る
の
で
、
顏
囘
も
誰
か
ら
で
も
學
ぼ
う
と
す
る

人
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い）

1（
（

。

○
子
張
篇
第
五
章
で
は
、
子
夏
は
「
日
に
其
の
亡
き
所
を
知
り
、
月
に

其
の
能
く
す
る
所
を
忘
る
る
こ
と
無
し
。
學
を
好
む
と
謂
ふ
べ
き
の
み）

11
（

（
日
知
其
所
亡
、月
無
忘
其
所
能
。
可
謂
好
學
也
已
矣
）」と
言
う
。
こ
れ
は（
學

ん
だ
こ
と
を
基
に
）
自
己
を
正
し
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
を
「
好
學
」
と

呼
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
論
語
』
の
中
で
「
好
學
」
と
評
さ
れ
る
人
物
は

孔
子
自
身
を
含
め
て
、
顏
囘
、
孔
文
子
の
み
で
あ
る
が
、
み
な
「
誰
か
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ら
で
も
學
ぼ
う
と
す
る
」
人
で
あ
っ
た
。「
好
學
」
と
は
古
人
や
他
者

か
ら
學
ん
で
正
し
て
い
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
中
で
最
も
有
效

で
具
體
的
な
方
法
が
「
事
斯
語
」
語
を
繼
續
し
て
守
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

孔
子
は
弟
子
た
ち
に
も
そ
れ
を
奬
勵
し
、
弟
子
た
ち
も
從
っ
た
が
、
そ

れ
を
十
全
に
實
踐
で
き
た
者
は
少
な
い
。
好
學
だ
と
言
わ
れ
る
人
物
が

稀
な
の
は
、
そ
の
要
求
が
極
め
て
高
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。『
論
語
』

の
中
に
他
者
か
ら
學
ぶ
こ
と
を
强
調
し
た
章
が
非
常
に
多
い
の
は
こ

の
た
め
で
あ
ろ
う
（
學
而
篇
第
一
四
章
、
公
冶
長
篇
第
一
五
章
、
述
而
篇
第

二
一
章
、
泰
伯
篇
第
五
章
、
子
張
篇
第
二
二
章
な
ど
）。

　
　
　

11
．「
默
識
」
の
意
味

　
『
論
語
』
に
は
弟
子
た
ち
が
日
に
何
度
も
「
事
斯
語
」
語
を
繰
返
し

た
と
い
う
記
述
が
多
く
見
ら
れ
る
が
（
學
而
篇
第
四
章
、子
罕
篇
第
二
八
章
、

先
進
篇
第
六
章
）、
孔
子
自
身
が
「
事
斯
語
」
語
を
口
に
出
し
て
反
復
し

た
と
い
う
記
述
は
な
い
。
恐
ら
く
、
孔
子
自
身
は
「
事
斯
語
」
語
を
口

に
出
し
て
反
復
せ
ず
と
も
、
常
に
心
の
中
で
意
識
（
註
意
）
し
守
り
續

け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
點
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
の
が
、
述
而
篇
第
二
章
の
「
默
し
て
こ
れ
を
識
し
、
學
び

て
厭
は
ず
、
人
を
誨
へ
て
倦
ま
ず
、
何
か
我
に
有
ら
ん
や
（
默
而
識
之
、

學
而
不
厭
、
誨
人
不
倦
、
何
有
於
我
哉
）」
で
あ
る
。

　

從
來
の
硏
究
で
は
、「
默
而
識
之
」
の
「
識
」
は
「
覺
え
て
お
く）
11
（

」、

「
知
る）

11
（

」、「
思
索
す
る）

11
（

」、「
認
識
す
る）

11
（

」
な
ど
と
解
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
を
默
っ
て
行
う
の
は
困
難
と
は
思
え
な
い
こ
と
か
ら
、

孔
子
が「
私
に
と
っ
て『
默
而
識
之
』は
な
ん
で
も
な
い
（
何
有
於
我
哉
）」

と
言
う
は
ず
が
な
か
ろ
う
。「
識
」
と
は
「
默
っ
て
行
っ
た
方
が
望
ま

し
い
が
、實
踐
が
容
易
な
た
め
弟
子
た
ち
が
口
に
出
し
て
行
っ
て
い
る
、

孔
子
の
學
問
實
踐
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
行
爲
」
に
違
い
な
い
。
そ

れ
は
南
容
が
「
三
復
白
圭
」（
先
進
篇
第
六
章
）
し
、
子
路
が
「
終
身
誦

之
」（
子
罕
篇
第
二
八
章
）
し
た
「
事
斯
語
」
語
の
反
復
に
他
な
る
ま
い
。

南
容
や
子
路
が
「
事
斯
語
」
語
を
常
に
口
に
出
し
て
反
復
し
た
の
は
、

そ
う
し
續
け
な
い
と
註
意
を
保
て
ず
、
自
己
制
御
を
維
持
で
き
な
い
か

ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
註
意
を
そ
れ
だ
け
に
奪
わ
れ
て
し
ま
う
缺
點

が
あ
る
。
そ
れ
に
對
し
孔
子
は
述
而
篇
第
二
章
に
お
い
て
、
私
は
口
に

出
し
て
反
復
し
な
く
て
も
心
の
中
で
意
識）

11
（

（
註
意
）
し
て
自
己
制
御
を

維
持
し
實
踐
で
き
る
。
私
に
と
っ
て
は
何
で
も
な
い
と
言
っ
た
の
で
は

な
い
か
。

　
『
論
語
』
に
は
「
識
」
の
用
例
が
他
に
四
章
（
五
例
）
あ
る
が
、
そ
の

う
ち
三
章（
四
例
）は
前
述
の
述
而
篇
第
二
章
と
同
じ
く「
意
識
し
守
る
」

と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
、
述
而
篇
第
二
七
章
で
は
、
孔
子
は
「
多
く
聞
き
て
其
の
善
き
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者
を
擇
び
て
こ
れ
に
從
ひ
、
多
く
見
て
こ
れ
を
識
す
は
、
知
る
の
次
な

り
（
多
聞
擇
其
善
者
而
從
之
、
多
見
而
識
之
、
知
之
次
也
）」
と
言
う
。
こ

こ
で
「
多
聞
擇
其
善
者
而
從
之
」
と
「
多
見
而
識
之
」
は
元
來
、
互
文

形
式
の
文
章
で
、
後
句
は
冗
漫
と
な
る
た
め
「
擇
其
善
者
」
を
略
し
た

も
の
で
あ
り
、「
識
之
」
は
「
從
之
」
と
や
は
り
同
一
方
向
の
內
容
を

指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
識
」
は
「
記
憶
す
る
」
こ

と
で
は
な
く
、「
意
識
し
守
る
」
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
章
も
古
語
や

他
者
の
言
動
を
多
く
學
ん
で
（
多
聞
、
多
見
）、
善
き
「
事
斯
語
」
語
を

擇
び
（
擇
其
善
者
）、
そ
れ
を
守
ろ
う
と
す
る
（
從
之
、
識
之
）
こ
と
を
言

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
知
之
次
也
。」
で
あ
る
と
い
う
の
は
、

習
熟
し
て
自
然
で
無
意
識
な
行
動
を
と
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
か

ら
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
子
張
篇
第
二
二
章
で
は
、
子
貢
が
衞
の
公
孫
朝
に
「
文
武
の

衟
、
未
だ
地
に
墜
ち
ず
し
て
人
に
在
り
。
賢
者
は
其
の
大
な
る
者
を
識

し
、
不
賢
者
は
其
の
小
な
る
者
を
識
す
（
文
武
之
衟
、
未
墜
於
地
、
在
人
。

賢
者
識
其
大
者
、
不
賢
者
識
其
小
者
）」
と
言
う
。
從
來
は
、「
賢
者
識
其

大
者
」は「
賢
と
不
賢
と
各
識
る
所
あ
り（
賢
與
不
賢
、各
有
所
識
）」（
集
解
）、

「
其
の
衟
の
大
な
る
者
を
記
す
（
記
其
衟
之
大
者
）」（
朱
子
語
類
卷
四
九
）

と
あ
る
よ
う
に
、「
識
」
は
「
知
る
」「
覺
え
て
い
る
」
と
解
さ
れ
て
き

た
（「
識
、
記
也
」
集
註
）。
し
か
し
、
文
王
、
武
王
の
衟
を
「
知
識
」
と

し
て
單
に
覺
え
て
い
る
だ
け
で
實
踐
し
て
い
な
い
な
ら
、
子
貢
は
文
武

の
衟
が
「
人
に
在
り
」
と
は
言
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
識
」
も
「
意

識
し
守
る
」
と
捉
え
る
な
ら
ば
、「
賢
者
は
そ
の
大
き
な
衟
を
（「
事
斯
語
」

語
と
し
て
）
常
に
意
識
し
守
っ
て
い
る
」
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

賢
者
と
不
賢
者
の
違
い
は
、
單
に
何
を
知
識
と
し
て
覺
え
て
い
る
か
だ

け
の
違
い
で
な
く
、そ
の
「
衟
」
を
守
れ
る
か
ど
う
か
の
違
い
で
あ
る
。

そ
の
衟
を
守
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
「
賢
者
」
な
の
で
あ
る
。

　

衞
靈
公
篇
第
三
章
の
「
識
」
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
詳
し
く
述
べ

る）
11
（

。

　
　
　

12
．
衞
靈
公
篇
第
三
章
の
「
一
以
貫
之
」
の
意
味

　

上
述
の
ご
と
く
、
孔
子
自
身
も
樣
々
な
「
事
斯
語
」
語
を
古
典
か
ら

學
び
、
守
ろ
う
と
努
力
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
最
後
に
一
つ

の
も
の
に
行
き
着
い
た
。孔
子
は
衞
靈
公
篇
第
三
章
に
お
い
て
子
貢
に
、

「
賜
や
、女
予
を
以
て
多
く
學
び
て
こ
れ
を
識
す
る
者
と
爲
す
か
（
賜
也
、

女
以
予
爲
多
學
而
識
之
者
與
）」と
言
う
。
子
貢
が「
然
り
、非
な
る
か
（
然
、

非
與
）」と
尋
ね
る
と
、孔
子
は「
非
な
り
。
予
は
一
以
て
こ
れ
を
貫
く（
非

也
、
予
一
以
貫
之
）」
と
答
え
た
。
從
來
の
硏
究
で
は
、「
多
學
而
識
之
者
」

の
「
識
」
は
「
記
憶
す
る
」
と
解
さ
れ
（
集
註
）、「
お
前
は
わ
し
の
こ

と
を
た
く
さ
ん
學
ん
で
〔
そ
れ
ぞ
れ
〕
覺
え
て
い
る
人
閒
だ
と
思
う
か
。
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…
違
う
よ
。
わ
し
は
一
つ
の
こ
と
で
つ
ら
ぬ
い
て
い
る）

11
（

」
な
ど
と
譯
さ

れ
て
き
た
。

　

し
か
し
、
孔
子
は
弟
子
に
「
多
く
聞
き
て
疑
は
し
き
を
闕
き
、
愼
み

て
其
の
餘
り
を
言
ふ
（
多
聞
闕
疑
、
愼
言
其
餘
）」（
爲
政
篇
第
一
八
章
）
こ

と
を
推
奬
し
、
古
典
か
ら
學
ぶ
の
を
好
ん
だ
（
述
而
篇
第
一
九
章
）
の
で

あ
る
か
ら
、
孔
子
が
多
く
の
こ
と
を
學
ん
で
覺
え
て
い
な
い
は
ず
は
な

い
。
ま
た
、
多
く
の
こ
と
を
學
ん
で
覺
え
て
い
る
こ
と
と
、
一
つ
の
こ

と
を
貫
く
こ
と
は
兩
立
す
る
の
で
、「
多
識
」
が
多
く
の
こ
と
を
記
憶

す
る
こ
と
で
あ
れ
ば
、
孔
子
が
「
非
也
」
と
言
う
は
ず
が
な
い
。

　
「
多
識
」
と
「
一
貫
」
は
、
學
ん
で
守
ろ
う
と
す
る
衟
德
規
範
の
數

を
對
比
し
て
い
る
の
で
、「
識
」
と
「
貫
」
は
い
ず
れ
も
規
範
を
守
る

こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
識
」
は
覺
え
る
こ
と

で
は
な
く
、
前
述
の
述
而
篇
第
二
章
と
同
樣
、「
意
識
し
守
る
こ
と
」

で
あ
り
、「
多
學
而
識
」
と
は
多
く
の
「
事
斯
語
」
語
を
學
ん
で
、
同

時
に
守
ろ
う
と
す
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
あ
の
子
貢
が
孔
子
の
根
本
が
「
仁
」
で
あ
る
こ
と
に
氣
づ
か

な
か
っ
た
か
ら
「
非
與
」
と
尋
ね
た
と
考
え
る）

11
（

の
も
無
理
が
あ
ろ
う
。

こ
こ
の
「
一
」
は
「
根
本
」
で
は
な
く
、「
一
つ
」
の
「
事
斯
語
」
語

を
守
り
續
け
る
の
意
味
で
は
な
い
か
。
恐
ら
く
子
貢
は
自
分
に
多
く
の

缺
點
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
て
い
た
が
、
孔
子
に
そ
れ
が
見
ら
れ
な
い
の

は
、
多
く
の
「
事
斯
語
」
語
を
學
ん
で
守
り
續
け
て
い
る
か
ら
だ
と
思

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
受
け
て
、
孔
子
は
、
自
分
は
さ
ま
ざ

ま
な
「
事
斯
語
」
語
を
學
ん
で
守
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、（
弟
子
た
ち

と
同
樣
）
い
つ
も
一
つ
の
「
事
斯
語
」
語
を
守
り
續
け
て
い
る
の
だ
と

言
っ
た
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
「
根
本
」
が
弟
子
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
た
と

い
う
意
味
で
は
な
い
。
顏
囘
も
仲
弓
も
、
孔
子
に
ど
う
す
れ
ば
仁
の
人

に
な
れ
る
か
を
問
い
、
そ
の
答
え
を
そ
れ
ぞ
れ
己
の
「
事
斯
語
」
語
に

し
た
い
と
申
し
出
た
（
顏
淵
篇
第
一
章
、
第
二
章
）。
顏
囘
と
仲
弓
が
擇

び
取
っ
た
「
事
斯
語
」
語
は
異
な
っ
て
い
て
も
、
そ
の
根
本
に
あ
る
も

の
は
も
ち
ろ
ん
一
つ
（
仁
）
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

結　

語

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
孔
子
の
修
養
法
は
、
①
弟
子
た
ち
に
古
語
や
他

者
に
學
ば
せ
、
②
自
分
が
憧
れ
同
一
化
で
き
る
人
物
や
大
切
に
守
る
べ

き
短
い
「
事
斯
語
」
語
を
見
つ
け
出
さ
せ
、
③
孔
子
の
了
承
を
得
て
、

④「
事
斯
語
」語
を
日
に
何
度
も
繰
り
返
し
、反
省
さ
せ
る
。
⑤
そ
の「
事

斯
語
」
語
が
守
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
新
し
い
「
事
斯
語
」
語
を
選
ば

せ
る
。⑥
最
後
に
弟
子
た
ち
は
一
生
自
分
を
戒
め
守
り
續
け
る
べ
き「
事

斯
語
」
語
に
出
會
い
、
そ
れ
を
終
身
貫
く
（
子
罕
篇
第
二
八
章
、
衞
靈
公
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篇
第
二
四
章
）、
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
孔
子
の

「
忠
恕
」「
思
無
邪
」、曾
子
の「
爲
人
謀
而
不
忠
乎
、與
朋
友
交
而
不
信
乎
、

傳
不
習
乎
」、顏
囘
の
「
非
禮
勿
視
、非
禮
勿
聽
、非
禮
勿
言
、非
禮
勿
動
」

な
ど
は
そ
の
よ
う
な
言
葉
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
大
學
』
に
「
湯
の
盤
銘
に
曰
は
く
、
筍
に
日
に
新
た
に
、
日
々
に

新
た
に
、ま
た
日
に
新
た
な
り
（
湯
之
盤
銘
曰
、苟
日
新
、日
日
新
、又
日
新
）」

と
あ
る
が
、
守
る
べ
き
言
葉
を
も
と
に
每
日
反
省
を
繰
り
返
す
修
養
法

は
、
孔
子
よ
り
遙
か
以
前
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い）

1（
（

。

　
『
論
語
』
は
孔
子
の
弟
子
や
孫
弟
子
た
ち
が
大
切
に
守
っ
て
き
た
孔

子
や
弟
子
の
敎
え
や
行
動
を
、
孔
子
の
孫
弟
子
た
ち
（
あ
る
い
は
更
に
そ

の
後
學
）
が
編
纂
し
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。『
論
語
』
は
所
論
の
ご

と
く
、
自
分
を
戒
め
る
た
め
の
言
葉
を
集
め
た
「
事
斯
語
」
語
を
中
核

と
し
た
語
錄
と
言
え
る
も
の
で
、「
論
」
と
は
「
あ
げ
つ
ら
う
（
論
う
）」

こ
と
で
あ
る
。『
論
語
』
と
い
う
名
は
、
編
纂
者
が
語
句
の
寀
用
の
是

非
を
論
っ
た
か
ら
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
孔
子
と
關
わ
っ
た
弟

子
た
ち
が
、
自
他
の
是
非
や
善
惡
を
論
じ
正
す
「
語
（
語
句
）」
を
集
め

た
か
ら
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う）

11
（

。

　

註（
１
）　
「
論
語
で
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
衟
に
つ
い
て
の
學
、
卽
ち
衟
に
つ
い

て
の
知
識
を
得
る
意
義
で
の
學
で
あ
る
。」（
津
田
左
右
吉
『
論
語
と
孔

子
の
思
想
』
岩
波
書
店
、
一
九
四
六
、一
四
八
頁
）。

（
２
）　

註
（
１
）、
四
〇
四
頁
。

（
３
）　

津
田
左
右
吉
「
衟
を
ど
う
し
て
實
行
す
る
か
の
方
法
、
ど
の
や
う
に

し
て
實
行
せ
ら
れ
る
か
の
過
程
を
、
考
へ
な
い
」（
註
（
１
）、
四
〇
三

頁
）。
土
田
健
次
郞
「
修
養
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
古
代
か
ら
明
確
な

方
式
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。」（『
儒
敎
入
門
』
東
京
大
學
出
版
會
、

二
〇
一
一
、一
〇
八
頁
）。

（
４
）　

浜
村
良
久
・
水
野
實
「
顏
囘
の
生
き
方
」
新
し
い
漢
字
漢
文
敎
育
、

第
五
二
卷
、
二
〇
一
一
、一
七
～
二
六
頁
。
浜
村
良
久
・
水
野
實
「『
論

語
』
と
『
詩
經
』
の
「
倡
和
」」
東
洋
の
思
想
と
宗
敎
、
第
二
九
號
、

二
〇
一
二
、二
〇
～
三
四
頁
。

（
５
）　
『
論
語
』
の
章
分
け
は
、
金
谷
治
譯
註
『
論
語
』
岩
波
書
店
、

一
九
六
三
に
從
っ
た
。

（
６
）　
「
之
」
に
つ
い
て
、
麭
咸
は
學
問
（
集
解
「
麭
氏
曰
、
學
問
知
之
者
、

不
如
好
之
者
」）、
尹
焞
は
「
衟
」（
集
註
「
尹
氏
曰
、
知
之
者
、
知
有

此
衟
也
」）
を
指
す
と
言
う
。
こ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る
衟
德
を
指
す
と
考

え
る
。

（
７
）　
「
王
肅
曰
、
知
仁
爲
美
。
故
利
而
行
之
」（
集
解
）。

（
８
）　
「
若
於
我
有
損
則
便
停
止
。
是
智
者
利
仁
也
」（
義
疏
）。

（
９
）　

高
田
眞
治
・
諸
橋
轍
次
・
山
口
察
常
『
孔
子
の
思
想
・
傳
記
乁
年
譜
』

春
陽
堂
、
一
九
三
二
、二
三
四
～
二
三
五
。

（
10
）　

荻
生
徂
徠
に
よ
る
と
、
孔
子
が
顏
淵
篇
第
一
章
、
第
二
章
で
顏
囘
や
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仲
弓
に
與
え
た
言
葉
は
み
な
古
語
で
あ
る
と
い
う
（『
論
語
徵
』「
克
己

復
禮
與
此
章
、
皆
古
語
。
故
皆
曰
請
事
斯
語
」）。『
春
秋
左
氏
傳
』
昭

公
一
二
年
に
「
仲
尼
曰
、
古
也
有
志
、
克
己
復
禮
、
仁
也
。
信
善
哉
」

と
あ
る
。

（
11
）　

從
來
の
硏
究
で
は
、「
詩
三
百
、一
言
以
蔽
之
、
曰
思
無
邪
」
は
孔
子

が
『
詩
經
』
の
義
は
「
正
」（
麭
咸
）、「
誠
」（
程
子
）、「
忠
信
」（
伊

籘
仁
齋
）
で
あ
る
と
指
摘
し
た
と
解
釋
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
里
仁

篇
第
一
五
章
に
「
夫
子
之
衟
、忠
恕
而
已
矣
」
と
あ
り
、「
心
の
誠
が
忠
」

（
土
田
健
次
郞
譯
註
『
論
語
集
註
１
』
平
凡
社
、
二
〇
一
三
、三
五
一
頁
）

で
あ
る
な
ら
ば
、
孔
子
は
『
詩
經
』
全
體
か
ら
學
ぶ
べ
き
義
を
表
す
言

葉
を
一
つ
擇
ぶ
と
す
る
と
「
思
無
邪
（
誠
）」
だ
と
言
っ
た
と
解
釋
す

る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

（
12
）　

朱
子
「
書
之
、
欲
其
不
忘
也
」（
集
註
）。
な
お
「
竹

が
手
元
に
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
紳
」
に
あ
わ
て
て
書
い
た
。」（
湯
淺
邦
弘
『
論

語
―
眞
意
を
讀
む
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
二
年
、
三
五
頁
）
と
す

る
說
も
あ
る
。

（
13
）　

貝
塚
茂
樹
『
論
語
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
三
、一
五
一
頁
。

（
14
）　

尹
焞
、
范
祖
禹
、
朱
子
は
「
一
言
」
を
「
要
所
」
と
考
え
る
（
集
註

衞
靈
公
篇
第
二
四
章
「
尹
氏
曰
、
學
貴
於
知
要
。
子
貢
之
問
、
可
謂
知

要
矣
」、
集
註
爲
政
篇
第
二
章
「
范
氏
曰
、
學
者
必
務
知
要
」）
が
、
本

論
文
で
は
字
義
通
り
一
言
と
解
す
る
。

（
15
）　

孔
子
は
、
子
貢
が
「
我
不
欲
人
之
加
諸
我
也
、
我
亦
欲
無
加
諸
人
」

と
言
う
と
、「
お
前
に
は
無
理
だ
（
非
爾
所
乁
也
）」
と
答
え
た
（
公
冶

長
篇
第
一
二
章
）。
そ
の
一
方
で
、
子
貢
が
一
生
行
う
べ
き
言
葉
を
敎

え
て
く
だ
さ
い
と
賴
ん
だ
時
に
、
孔
子
は
「
己
所
不
欲
、
勿
施
於
人
」

と
答
え
て
い
る
（
衞
靈
公
篇
第
二
四
章
）。
こ
の
二
つ
を
「
自
分
に
し

て
欲
し
く
な
い
こ
と
を
、
他
人
に
も
し
な
い
」
こ
と
と
解
す
る
と
、
孔

子
は
子
貢
に
無
理
だ
と
言
っ
た
こ
と
を
敎
え
た
こ
と
に
な
り
、
矛
盾
が

生
じ
て
し
ま
う
の
で
、
本
稿
で
は
公
冶
長
篇
第
一
二
章
を
「
仕
返
し
を

し
な
い
よ
う
に
し
た
い
」
と
言
っ
た
と
解
す
る
。

　
　
　

こ
れ
に
つ
い
て
、
孔
安
國
は
公
冶
長
篇
第
一
二
章
の
「
諸
」
は
「
非

義
」
だ
と
し
、
孔
子
は
「
お
前
に
は
人
が
自
分
に
非
義
を
加
え
る
の
を

止
め
る
の
は
無
理
だ
（
非
爾
所
乁
也
）」
と
言
っ
た
と
解
す
る
（
集
解

「
孔
安
國
曰
、
言
不
能
止
人
使
不
加
非
義
於
己
」）。
し
か
し
、
孔
安
國

の
說
で
は
「
我
亦
欲
無
加
諸
人
」
の
「
人
」
を
自
分
の
こ
と
（
己
）
と

解
す
る
こ
と
に
な
り
（
土
田
健
次
郞
譯
註
『
論
語
集
註
２
』
平
凡
社
、

二
〇
一
四
、五
〇
頁
）、
無
理
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　

程
伊
川
は
衞
靈
公
篇
第
二
四
章
の
「
己
所
不
欲
、
勿
施
於
人
」
は
努

め
て
す
る
こ
と
な
の
で
恕
、
公
冶
長
篇
第
一
二
章
の
「
我
不
欲
人
之
加

諸
我
也
、
我
亦
欲
無
加
諸
人
」
は
仁
者
が
自
然
に
で
き
る
こ
と
な
の
で

仁
と
し
、
孔
子
は
後
者
（
仁
）
は
子
貢
に
は
無
理
だ
と
言
っ
た
と
解
し

て
い
る
（
集
註
「
程
子
曰
、
我
不
欲
人
之
加
諸
我
、
吾
亦
欲
無
加
諸
人
、

仁
也
。
施
諸
己
而
不
願
、
亦
勿
施
於
人
、
恕
也
。
恕
則
子
貢
或
能
勉
之
、

仁
則
非
所
乁
矣
。」）。
し
か
し
、
里
仁
篇
第
六
章
で
「
有
能
一
日
用
其

力
於
仁
矣
乎
、
我
未
見
力
不
足
者
」
と
言
っ
た
孔
子
が
、
子
貢
だ
け
に

は
最
初
か
ら
、
お
前
に
は
仁
を
望
む
の
は
無
理
だ
と
言
う
は
ず
は
な
い
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と
思
わ
れ
る
。

　
　
　

荻
生
徂
徠
は
、
衞
靈
公
篇
第
二
四
章
の
「
己
所
不
欲
、
勿
施
於
人
」

は
註
が
後
か
ら
入
り
込
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
る
。
な
お
、

詳
細
は
別
稿
に
讓
る
。

（
16
）　

孔
子
が
弟
子
た
ち
に
發
言
を
促
し
た
時
に
は
、
子
路
は
必
ず
眞
っ
先

に
發
言
し
よ
う
と
し
（
公
冶
長
篇
第
二
六
章
、
先
進
篇
第
二
六
章
）、

孔
子
が
他
の
弟
子
を
襃
め
た
時
に
は
自
分
も
襃
め
て
も
ら
い
た
が
っ
た

（
述
而
篇
第
一
〇
章
）。
ま
た
、
孔
子
に
餘
計
な
こ
と
を
言
っ
て
嫌
な
氣

持
ち
に
さ
せ
た
（
先
進
篇
第
二
五
章
、子
路
篇
第
三
章
な
ど
）。
從
っ
て
、

「
相
手
の
氣
持
ち
を
傷
つ
け
な
い
（
不
忮
）、自
分
か
ら
要
求
し
な
い
（
不

求
）」（
子
罕
篇
第
二
八
章
）
は
子
路
が
日
々
の
戒
め
と
し
た
い
「
事
斯

語
」
語
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
皇
侃
や
朱
子
は
こ
れ
を
孔
子
が
子
路

を
襃
め
た
言
葉
と
す
る
が
（
集
註
「
此
衞
風
雄
雉
之
詩
、
孔
子
引
之
、

以
美
子
路
也
」）、「
忮
・
求
」
は
子
路
の
缺
點
で
あ
る
。

（
17
）　

公
冶
長
篇
第
一
二
章
に
お
い
て
、
子
貢
が
「
我
人
の
諸
を
我
に
加
へ

ん
こ
と
を
欲
せ
ざ
る
は
、
我
も
亦
諸
を
人
に
加
ふ
る
こ
と
無
か
ら
ん
と

欲
す
（
我
不
欲
人
之
加
諸
我
也
、我
亦
欲
無
加
諸
人
）」
と
言
っ
た
と
き
、

孔
子
が
「
爾
の
乁
ぶ
所
に
非
ざ
る
な
り
（
非
爾
所
乁
也
）」
と
答
え
た

の
も
、
子
貢
の
言
葉
が
自
分
の
缺
點
を
抑
制
し
よ
う
と
し
た
否
定
的
自

己
制
御
で
あ
っ
た
の
で
、
子
貢
に
は
無
理
だ
と
言
っ
た
も
の
と
見
て
よ

い
か
も
し
れ
な
い
。

（
18
）　

朱
子
「
顏
子
克
己
之
功
、至
於
如
此
」（
集
註
）。
金
谷
治
は
「
不
遷
怒
、

不
貳
過
」
は
顏
囘
の
美
點
を
述
べ
た
も
の
で
、「
好
學
」
と
は
關
係
な

い
と
言
う
（
註
（
５
）、
一
〇
六
頁
）。
ま
た
、
王
充
『
論
衡
』
は
こ
れ

を
哀
公
の
缺
點
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
（「
幷
攻
哀
公
之
性
遷

怒
、貳
過
故
也
。
因
其
問
、則
幷
以
對
之
、
以
攻
上
之
短
、不
犯
其
罰
」）。

（
19
）　
「
論
語
に
見
え
て
ゐ
る
學
と
い
ふ
も
の
に
お
い
て
は
知
識
を
得
る
こ

と
が
重
ん
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
」（
註
（
１
）、
一
四
八
頁
）。

（
20
）　

馬
融
「
以
爲
顏
淵
是
也
」。
朱
子
も
「
吾
友
」
は
顏
囘
の
こ
と
だ
と

す
る
（
集
註
）。
し
か
し
、伊
籘
仁
齋
は
諸
賢
を
指
す
と
言
う
。
し
か
し
、

後
述
の
よ
う
に
、「
吾
友
」
は
顏
囘
だ
け
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

（
21
）　
「
學
」
を
單
に
知
識
を
得
る
こ
と
だ
と
す
る
と
、
雍
也
篇
第
三
章
「
未

聞
好
學
者
也
。」
は
孔
門
に
は
顏
囘
以
外
に
知
識
を
好
む
弟
子
が
一
人

も
い
な
い
こ
と
に
な
り
、
無
理
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
、
雍
也

篇
第
三
章
は
、
ど
ん
な
人
か
ら
も
己
を
無
に
し
て
謙
虛
に
學
ぼ
う
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
（
泰
伯
篇
第
五
章
「
以
能
問
於
不
能
、以
多
問
於
寡
」）

よ
う
な
好
學
の
弟
子
が
、
顏
囘
以
外
に
一
人
も
い
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
泰
伯
篇
第
五
章
の
「
吾
友
」
は

顏
囘
を
指
す
こ
と
に
な
る
（
註
（
20
））。

（
22
）　

金
谷
治
（
註
（
５
）、三
八
〇
頁
）、貝
塚
茂
樹
（
註
（
13
）、五
四
一
頁
）

は
「
所
能
」
を
知
識
と
解
し
、
宇
野
哲
人
は
こ
れ
を
知
識
と
實
踐
と
解

す
る
が（『
論
語
新
釋
』講
談
社
、一
九
八
〇
、五
七
九
頁
）、こ
こ
で
は「
所

能
」
を
「
實
踐
で
き
て
い
る
こ
と
」
と
解
す
る
。

（
23
）　

朱
子
「
識
、
記
也
」（
集
註
）。「
是
得
之
於
心
、
自
不
能
忘
了
」（
朱

子
語
類
卷
三
十
四
）。
金
谷
治
「
默
っ
て
い
て
覺
え
て
お
く
」（
註
（
５
）、

一
二
八
頁
）。



孔
門
に
お
け
る
修
養
法
（
浜
村
・
水
野
）

（ 39 ）

（
24
）　
「
一
說
、
識
、
知
也
。
不
言
而
心
解
也
」（
集
註
）。

（
25
）　

吉
田
賢
抗
「
思
索
の
こ
と
で
あ
る
。」（『
論
語
』
新
釋
漢
文
大
系
１
、

明
治
書
院
、
一
九
六
〇
、一
五
三
頁
）。

（
26
）　
「
事
を
見
れ
ば
必
ら
ず
識
し
て
口
言
は
ず
。
之
を
默
識
と
謂
ふ
な
り

（
見
事
必
識
而
口
不
言
、
謂
之
默
識
者
也
）」（
義
疏
）。
湯
淺
邦
弘
「
默

っ
て
い
な
が
ら
よ
く
認
識
し
」（
註
（
12
）、
一
二
三
頁
）。

（
27
）　

從
來
、
朱
子
は
「
默
識
」
の
「
識
」
を
記
憶
と
考
え
て
い
た
と
解
釋

さ
れ
て
き
た
（
集
註
「
識
、
記
也
」）。
し
か
し
、「
默
し
て
識
す
は
、

言
は
ず
し
て
諸
を
心
に
存
す
る
を
謂
ふ
な
り
（
默
識
、
謂
不
言
而
存
諸

心
也
。）」（
集
註
）
と
も
言
っ
て
い
る
の
で
、朱
子
も
本
硏
究
と
同
じ
く
、

「
默
識
」
を
「
默
っ
た
ま
ま
口
に
出
さ
な
い
で
、
心
に
意
識
し
續
け
（
守

る
）」
こ
と
と
考
え
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、

集
註
の
「
識
、
記
也
」
は
「
記
憶
」
の
こ
と
で
は
な
く
「
心
に
銘
記
し

續
け
る
こ
と
」
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
28
）　

陽
貨
篇
第
九
章
「
多
識
於
鳥
獸
草
木
之
名
」
の
「
識
」
に
つ
い
て
は

「
知
る
」「
覺
え
る
」
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

（
29
）　

註
（
５
）、
三
〇
五
頁
。

（
30
）　
「
夫
子
欲
其
知
所
本
也
」（
集
註
）

（
31
）　

こ
の
「
湯
之
盤
銘
」
の
句
は
湯
王
に
由
來
す
る
も
の
か
、
孔
子
以
前

に
あ
っ
た
も
の
か
、
大
い
に
疑
問
が
あ
ろ
う
が
、
こ
の
語
は
所
謂
「
事

斯
語
」
語
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

（
32
）　

從
來
の
硏
究
で
は
、
班
固
は
、
門
人
た
ち
が
議
論
し
な
が
ら
編
集
し

た
か
ら
論
語
と
名
づ
け
ら
れ
た
と
す
る
（『
漢
書
』
藝
文
志
「
夫
子
既

卒
、
門
人
相
與
輯
而
論
篹
、
故
謂
之
論
語
」）。
皇
侃
は
「
論
」
は
「
倫
」

だ
と
す
る
（
義
疏
）。
淺
野
裕
一
は
「『
論
語
』
の
書
名
は
も
と
も
と
は

『
侖ろ
ん

語ご

』
の
意
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。「
侖
」
字
は
竹

を

絲
で
編
綴
し
た
形
の
「
册
」
と
、
集
め
る
意
の
「
亼
」
か
ら
成
る
會
意

文
字
で
、
竹

を
集
め
て
き
て
順
序
立
て
て
編
集
す
る
意
味
を
表
す
」

（「
論
『
論
語
』」
國
語
敎
育
論
叢
、
二
一
卷
、
二
〇
一
二
年
、
一
一
九

～
一
二
八
頁
）
と
言
う
。
湯
淺
邦
弘
も
「
編
集
さ
れ
た
册
書
と
い
う
意

味
」
だ
と
す
る
（
註
（
12
）、
一
一
〇
頁
）。

　
〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉『
論
語
』、
修
養
、
事
斯
語
、
默
識
、
好
學

（
付
記
）

本
硏
究
の
一
部
は
第
七
八
囘
日
本
心
理
學
會
大
會
（
二
〇
一
四
年
）
で
、
ま
た

他
の
一
部
は
第
六
七
囘
日
本
中
國
學
會
大
會
（
二
〇
一
五
年
）
で
發
表
し
た
。




