
東
洋
の
思
想
と
宗
敎
　
第
三
十
九
號
　
令
和
四
年
（
二
〇
二
二
）　
三
月
　
拔
刷

乁
　
川
　
伶
　
央

李
贄
童
心
說
と
羅
汝
芳
の
赤
子
の
心
の
比
較
よ
り
見
る
人
閒
觀
の
差
異

　
　



李
贄
童
心
說
と
羅
汝
芳
の
赤
子
の
心
の
比
較
よ
り
見
る
人
閒
觀
の
差
異
（
乁
川
）

（ 19 ）

序　

論

　

李
贄
（
一
五
二
七
～
一
六
〇
二
）
は
明
末
の
儒
者
で
あ
り
、
童
心
說
や

特
異
な
歷
史
觀
で
知
ら
れ
る
。
官
職
を
退
い
た
後
に
著
述
を
始
め
、
主

な
著
作
と
し
て
は
『
焚
書
』『
藏
書
』
が
擧
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
書

物
の
出
版
を
は
じ
め
、過
激
な
言
行
が
風
俗
を
亂
す
と
し
て
投
獄
さ
れ
、

最
終
的
に
獄
中
で
自
刎
し
た
。
羅
汝
芳
（
一
五
一
五
～
一
五
八
八
）
は
顏

山
農
の
門
弟
で
あ
り
、
相
手
の
身
分
を
問
わ
ず
廣
く
講
學
に
努
め
た
こ

と
で
知
ら
れ
る
。
李
贄
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
生
き
た
儒
者
で
あ
り
、
李
贄

と
同
じ
く
一
般
的
に
は
い
わ
ゆ
る
「
陽
明
學
左
派
」「
泰
州
學
派
」
の

一
人
士
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
。

　

主
に
李
贄
は
、
そ
の
欲
望
肯
定
論
に
着
目
し
て
硏
究
が
行
わ
れ
て
き

た
。
島
田
虔
次
は
童
心
を
近
代
的
自
我
の
萠
芽
と
し（

１
）、

そ
れ
を
批
判
す

る
形
で
溝
口
雄
三
は
欲
望
肯
定
論
を
中
心
に
し
て
李
贄
は
新
た
な
天
理

觀
念
を
創
出
し
よ
う
と
し
た
と
評
價
し
た（

２
）。

童
心
と
欲
望
肯
定
論
に
對

す
る
分
析
の
み
な
ら
ず
、
李
贄
の
歷
史
觀
や
個
別
具
體
的
な
論
に
つ
い

て
も
各
種
の
檢
討
が
行
わ
れ
て
い
る（

３
）。

　

羅
汝
方
に
つ
い
て
も
赤
子
の
心
を
對
𧰼
と
し
て
硏
究
が
行
わ
れ
て
き

た
。
岡
田
武
彥
を
始
め
と
し
て（

４
）、

羅
汝
芳
の
赤
子
の
心
は
天
と
極
め
て

近
く
、
孝
、
悌
、
慈
が
そ
の
表
れ
と
い
う
こ
と
は
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ

て
き
た（

５
）。
吳
震
は
、
羅
汝
芳
の
赤
子
の
心
は
陽
明
の
心
學
理
論
か
ら
大

き
く
發
展
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
仁
と
孝
の
學
說
、
天
心
觀
、

宗
敎
意
識
に
そ
の
特
質
性
を
見
出
し
て
い
る
。
經
驗
的
事
實
を
前
に
し
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て
、
そ
の
是
非
を
判
斷
す
る
自
覺
的
な
衟
德
的
意
識
が
備
わ
っ
て
い
る

か
ど
う
か
で
は
な
く
、
未
だ
見
聞
、
知
識
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
い
な

い
不
學
不
慮
の
良
知
に
よ
っ
て
行
動
す
る
こ
と
こ
そ
が
羅
汝
芳
の
赤
子

の
心
で
あ
る
と
し
て
い
る（

６
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
李
贄
、
羅
汝
芳
と
も
に
硏
究
は
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お

り
、
特
に
李
贄
の
方
は
樣
々
な
角
度
か
ら
檢
討
を
加
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
兩
者
を
比
較
し
た
硏
究
が
充
實
し
て
い
る
と
は

言
い
難
い
。
羅
汝
芳
の
赤
子
の
心
と
李
贄
の
童
心
說
を
詳
細
に
比
較
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
兩
者
の
思
想
の
共
通
點
と
差
異
を
よ
り
鮮
明
に
す

る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
本
論
で
は
、
特
に
天
と
圣
人
と
い
う
槪
念
に

着
目
し
て
こ
の
二
者
の
思
想
の
檢
討
を
行
っ
て
い
く
。

一
、
赤
子
の
心
と
童
心

　

本
章
で
は
、
羅
汝
芳
の
赤
子
の
心
と
李
贄
の
童
心
說
に
つ
い
て
檢
討

を
加
え
て
い
く
。
李
贄
、
羅
汝
芳
と
も
に
童
心
と
赤
子
の
心
と
い
う
人

閒
の
原
初
の
狀
態
の
心
を
理
想
と
し
て
い
る
。
兩
者
が
說
く
心
の
內
實

と
構
造
を
整
理
し
比
較
檢
討
を
行
う
。

　

ま
ず
、
次
の
資
料
①
で
は
、
羅
汝
芳
が
赤
子
の
心
の
純
粹
性
と
、
赤

子
の
時
の
天
と
の
近
さ
を
語
っ
て
い
る
。

資
料
①孟

子
は
「
大
人
は
、
赤
子
の
心
を
失
は
ざ
る
な
り
」
と
言
っ
て
い

る
。
そ
も
そ
も
赤
子
の
心
は
、
純
粹
で
ま
じ
り
氣
が
無
く
、
渾
然

と
し
て
無
爲
で
あ
る
。そ
の
形
質
は
天
と
人
と
で
違
い
が
あ
る
が
、

そ
の
本
體
は
天
と
人
と
で
差
が
あ
り
は
し
な
い
。
故
に
人
が
初
め

て
こ
の
世
に
生
を
享
け
た
赤
子
の
よ
う
な
時
は
、
天
と
た
い
そ
う

近
か
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
ど
う
し
て
人
は
生
ま
れ
た
時
は
靜
で
あ

る
が
、
そ
の
後
外
物
に
反
應
し
て
動
と
な
り
、
動
け
ば
そ
れ
に
從

っ
て
欲
が
生
じ
る
の
か（

７
）。（『

近
溪
羅
先
生
一
貫
編
』）

　　

赤
子
の
心
は
純
然
と
し
て
餘
計
な
物
が
無
く
、
渾
然
と
し
て
無
爲
で

あ
る
。
形
質
と
い
う
點
で
は
天
と
人
と
の
違
い
が
あ
る
が
、
そ
の
本
體

と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
天
人
の
區
別
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
人
が
こ
の

世
に
生
ま
れ
落
ち
た
時
は
非
常
に
天
に
近
い
狀
態
で
あ
る
と
羅
汝
芳
は

說
く
。
さ
ら
に
續
け
て
、
人
が
成
長
し
て
時
閒
が
經
つ
に
つ
れ
て
天
か

ら
離
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
歎
い
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
羅
汝
芳

は
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
人
閒
の
心
が
最
上
で
あ
り
、
時
閒
の
經
過
と
と

も
に
完
全
さ
を
失
っ
て
い
く
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
次
の
資

料
②
で
も
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
幼
兒
が
天
よ
り
氣
を
稟
受
し
た
こ
と
を

强
調
し
て
言
う
。
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資
料
②復

の
卦
と
は
本
來
一
つ
で
あ
る
が
、
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
か
ら
と
言
っ
て
も
そ
の
本
質
は

一
つ
の
善
で
あ
る
。
た
だ
善
を
性
と
す
る
の
は
、
そ
の
源
は
天
に

あ
り
、
順
に
し
て
復
か
ら
出
て
い
く
が
、
善
を
知
る
の
は
そ
の
源

は
人
に
あ
り
、
逆
行
し
て
復
へ
歸
る
。
故
に
子
供
が
こ
の
世
に
生

を
受
け
た
時
は
天
地
の
和
し
た
氣
を
受
け
、
本
來
の
働
き
が
十
二

分
に
發
揮
さ
れ
て
い
る
の
で
、
感
じ
た
と
こ
ろ
に
從
っ
て
喜
ぶ
。

も
し
人
の
心
の
蘊
奧
が
持
つ
本
性
の
良
を
發
揮
し
て
徹
底
的
に
宊

き
詰
め
れ
ば
、
天
地
の
氣
は
和
し
て
閒
髮
を
入
れ
ず
に
隅
々
ま
で

行
き
渡
り
、
本
來
の
働
き
が
い
き
い
き
と
發
揮
さ
れ
て
子
供
が
完

全
で
あ
る
の
が
見
て
取
れ
る（

８
）。（『

續
近
溪
子
集
』
卷
坤
二
）　

　

赤
子
と
は
天
地
の
和
し
た
氣
を
受
け
た
者
で
あ
り
、
衟
理
を
十
二
分

に
發
揮
し
て
、
感
じ
た
と
こ
ろ
に
從
っ
て
笑
う
。
も
し
心
が
本
性
の
良

知
を
徹
底
し
て
廣
げ
て
い
け
ば
、
天
地
の
氣
と
和
し
て
衟
理
を
十
分
に

發
揮
で
き
る
と
羅
汝
芳
は
主
張
す
る
。
人
閒
と
天
は
相
互
に
影
响
し
合

う
關
係
に
あ
り
、
赤
子
こ
そ
が
天
地
の
氣
を
受
け
て
衟
理
を
十
全
に
發

揮
で
き
る
存
在
だ
と
し
て
い
る
。
次
の
資
料
③
は
、
常
に
止
む
こ
と
な

く
天
と
交
流
す
る
こ
と
が
圣
人
の
條
件
だ
と
述
べ
て
い
る
。

資
料
③質

問
し
た
。
圣
賢
の
學
問
は
、
宗
旨
が
有
っ
て
こ
そ
工
夫
を
用
い

や
す
く
な
り
ま
す
。
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
い
い
か
敎
え
て
い
た
だ

け
ま
せ
ん
か
。

羅
汝
芳
が
言
っ
た
。
素
朴
で
才
能
に
劣
る
者
は
そ
も
そ
も
宗
旨
を

求
め
る
こ
と
を
理
解
で
き
な
い
。
た
だ
經
書
に
依
據
し
て
論
じ
て

み
る
と
、『
中
庸
』
は
も
っ
ぱ
ら
性
と
衟
を
論
じ
て
お
り
、
性
は

最
初
の
天
命
で
あ
る
か
ら
「
衟
の
大
な
る
は
、
天
よ
り
出
づ
」
と

言
っ
て
い
る
の
だ
。
ま
た（
性
と
衟
は
天
命
を
始
め
と
し
て
い
る
の
で
）

「
圣
、
天
を
希
ふ
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
天
で
あ
れ
ば

行
お
う
と
し
な
く
て
も
行
い
、
致
そ
う
と
し
な
く
て
も
至
る
者
で

あ
る
。
圣
で
あ
れ
ば
思
わ
ず
し
て
衟
理
を
得
、
意
識
的
に
行
わ
な

く
て
も
理
に
合
致
す
る
者
で
あ
る
。
今
の
我
々
の
學
問
は
、
圣
を

希
い
天
を
希
う
も
の
で
あ
る
。
…
…
天
が
初
め
て
私
を
生
ん
だ
日

の
こ
と
を
思
い
返
し
て
み
る
と
、
單
な
る
一
人
の
赤
子
に
過
ぎ
な

か
っ
た
が
、赤
子
の
心
は
か
え
っ
て
渾
然
一
體
の
天
理
で
あ
っ
た
。

そ
の
知
は
必
ず
し
も
慮
ら
ず
し
て
よ
く
は
た
ら
き
、
必
ず
し
も
學

ば
ず
し
て
得
て
い
る
こ
と
を
詳
細
に
見
る
と
、
果
た
し
て
爲
す
な

く
し
て
爲
す
と
、
致
す
な
く
し
て
至
る
の
本
體
と
渾
然
と
同
じ
も

の
で
あ
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
圣
人
が
圣
人
で
あ
る
の
は
、
た
だ
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自
己
の
不
慮
不
學
の
現
在
を
、
爲
す
莫
し
致
す
莫
し
の
根
源
と
宊

き
合
わ
せ
て
同
じ
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。
私
が
常

に
天
に
敬
ん
で
從
い
、
天
が
常
に
私
を
感
化
し
、
長
い
時
閒
を
か

け
て
自
然
に
不
思
不
勉
に
し
て
中
衟
に
從
う
圣
人
に
な
る
の
で
あ

る（
９
）。（

近
溪
子
集
、
卷
射
三
）

　

羅
汝
芳
は
、
圣
人
と
は
常
に
天
に
從
う
と
同
時
に
天
か
ら
の
働
き
か

け
を
受
け
、
作
爲
す
る
こ
と
な
く
自
然
と
中
衟
に
沿
う
人
物
だ
と
し
て

い
る
。
天
が
人
閒
を
こ
の
世
に
生
み
出
し
た
そ
の
時
點
で
は
赤
子
で
あ

る
が
、
赤
子
の
心
は
か
え
っ
て
渾
然
一
體
の
天
理
を
說
き
得
る
。
そ
し

て
常
に
天
に
敬
ん
で
從
う
と
同
時
に
天
か
ら
の
働
き
か
け
を
受
け
續
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
う
、
勉
め
る
と
い
っ
た
作
爲
無
し
で
衟
に
沿
っ

た
圣
人
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
や
は
り
羅
汝
芳
は
、
人
閒
と
天

と
の
相
補
關
係
を
重
視
し
、
赤
子
こ
そ
が
天
と
人
と
の
渾
然
一
體
を
最

も
よ
く
體
現
し
て
い
る
存
在
だ
と
し
て
い
る
。
更
に
こ
の
資
料
③
に
お

い
て
は
、
意
識
す
る
こ
と
な
く
行
爲
に
乁
ん
で
も
中
衟
に
合
致
す
る
と

い
う
、
圣
人
の
恣
意
性
の
無
さ
に
つ
い
て
も
言
乁
が
あ
る
。

　

資
料
①
～
③
は
羅
汝
芳
が
赤
子
の
心
と
天
の
關
係
に
つ
い
て
述
べ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
中
に
お
い
て
「
渾
然
」
と
い
う
言
葉
を
羅

汝
芳
は
繰
り
返
し
用
い
、
赤
子
の
心
が
渾
然
一
體
の
天
と
貫
通
し
て
い

る
こ
と
が
强
調
さ
れ
て
い
る
。
人
閒
と
い
う
の
は
常
に
天
と
互
い
に
交

流
し
合
う
存
在
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、
天
地
の
氣
を
受
け
て
生
ま
れ

た
ば
か
り
の
赤
子
は
天
と
非
常
に
近
い
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
そ

の
赤
子
が
持
つ
赤
子
の
心
も
ま
た
渾
然
と
し
て
お
り
、
そ
の
赤
子
の
心

を
保
ち
天
に
從
え
ば
、
意
識
せ
ず
と
も
行
い
が
衟
に
合
致
す
る
圣
人
で

あ
る
と
す
る
の
が
羅
汝
芳
の
主
張
で
あ
る
。

　

羅
汝
芳
は
、
渾
然
と
い
う
言
葉
を
し
き
り
に
用
い
て
人
閒
と
天
の
一

體
感
を
强
調
す
る
。
そ
し
て
、
赤
子
の
心
こ
そ
が
最
も
純
粹
に
天
を
反

映
し
て
い
る
理
想
態
で
あ
る
と
す
る
が
、
心
を
純
然
無
垢
な
存
在
と
し

て
見
よ
う
と
す
る
の
は
李
贄
も
同
樣
で
あ
る
。

資
料
④そ

も
そ
も
童
心
と
は
眞
の
心
で
あ
る
。
も
し
童
心
を
よ
ろ
し
く
な

い
と
す
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
眞
の
心
を
よ
ろ
し
く
な
い
と
す
る

に
等
し
い
。
だ
い
た
い
童
心
と
は
假
を
一
切
退
け
た
純
眞
な
人
閒

の
最
初
の
心
で
あ
る
。
も
し
す
っ
か
り
童
心
を
失
え
ば
眞
の
心
を

失
い
、
眞
の
心
を
失
え
ば
眞
の
人
で
い
ら
れ
な
く
な
る
。
人
が
眞

で
な
く
な
れ
ば
最
初
の
狀
態
を
失
っ
て
し
ま
う
。
童
子
は
人
の
初

め
の
狀
態
で
あ
り
、
童
心
は
心
の
初
め
の
狀
態
で
あ
る
。
心
の
初

め
の
狀
態
を
ど
う
し
て
失
う
こ
と
が
出
來
よ
う
か）

（1
（

。（『
焚
書
』卷
三
、
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童
心
說
）

　

資
料
④
は
李
贄
の
童
心
說
の
一
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
童
心
は
「
假

を
絶
ち
て
純
眞
、
最
初
一
念
の
本
心
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
李
贄
の

童
心
も
ま
た
不
純
物
を
含
ま
な
い
純
然
た
る
心
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
同
時
に
、
童
子
は
人
の
始
め
で
あ
り
、
童
心
も
心

の
初
め
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
童
心
と
は
人
閒
で
い
う
と
こ
ろ
の
童

子
、
つ
ま
り
幼
兒
の
よ
う
な
狀
態
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
李

贄
も
羅
汝
芳
と
同
樣
に
幼
少
の
人
閒
の
心
を
衟
德
的
に
最
も
理
想
的
な

心
と
し
て
位
置
付
け
て
お
り
、
本
來
的
に
完
全
な
そ
の
心
が
失
わ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
圣
性
が
失
わ
れ
て
い
く
と
し
て
い
る
。

　

以
上
の
資
料
①
～
④
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
羅
汝
芳
も
李
贄
も
、
生

ま
れ
た
ば
か
り
の
幼
兒
の
心
に
、
心
の
理
想
態
を
見
出
し
て
い
る
。
羅

汝
芳
の
場
合
、
そ
の
心
が
理
想
的
で
あ
る
理
由
と
し
て
天
と
の
一
貫
性

を
擧
げ
る
。
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
瞬
閒
こ
そ
が
最
も
色
濃
く
天
の
氣
が

反
映
さ
れ
て
い
る
狀
態
で
あ
る
の
で
、
そ
の
時
の
赤
子
の
心
こ
そ
が
理

想
で
あ
る
と
す
る
の
が
羅
汝
芳
の
論
理
で
あ
る
。
一
方
で
李
贄
は
童
心

に
お
い
て
、
童
心
は
虛
僞
が
一
切
な
い
最
初
の
心
で
あ
る
が
ゆ
え
に
正

し
い
と
す
る
の
み
で
、
羅
汝
芳
に
お
け
る
天
の
よ
う
な
觀
念
を
持
ち
出

す
こ
と
は
し
て
い
な
い
。

二
、
不
學
不
慮
の
圣
人

　

こ
の
章
で
は
羅
汝
芳
の
圣
人
觀
に
つ
い
て
檢
討
し
て
い
く
。
資
料
③

に
「
不
思
不
勉
に
し
て
中
衟
に
從
容
す
る
の
圣
人
に
成
る
」
と
あ
る
よ

う
に
、
羅
汝
芳
が
理
想
と
す
る
人
格
は
、
意
識
的
な
行
爲
や
思
辨
を
退

け
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
、
不
學
不
慮
と
い
う
形
で
次
の
二
つ

の
資
料
に
も
看
取
で
き
る
。

資
料
⑤羅

汝
芳
が
言
っ
た
。
わ
れ
ら
が
儒
者
の
學
術
は
、
孔
門
の
敎
え
を

宗
旨
と
仰
ぎ
、
全
て
仁
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け

で
自
身
が
註
を
付
け
る
時
は「
仁
は
人
で
あ
る
」と
す
る
。（『
中
庸
』

の
）「
仁
は
人
で
あ
る
。

に

し
む
を
大
と
す
る
」
と
い
う
こ
と

を
言
っ
て
い
る
の
だ
。
孟
子
に
至
っ
て
、
天
下
の
人
、
そ
の
始
め

は
み
な
赤
子
で
あ
っ
た
が
、
か
え
っ
て
慮
ら
ず
學
ば
ず
し
て　

を

愛
し
長
を
敬
う
こ
と
を
體
得
し
て
い
る
こ
と
を
直
接
指
摘
し
た）

（（
（

。

（『
近
溪
子
集
』
卷
數
六
）

資
料
⑥質

問
し
た
。『
大
學
』
の
宗
旨
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
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羅
汝
芳
が
言
っ
た
。
孔
子
の
こ
の
書
は
、
か
え
っ
て
孟
子
の
一
言

で
言
い
つ
く
せ
る
。『
大
學
』で
言
っ
て
い
る
大
人
と
い
う
の
は
、

赤
子
の
心
を
失
わ
な
い
者
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
子
供
が　

を
愛
す

る
の
は
孝
、
子
供
が
兄
を
敬
う
の
は
悌
、
あ
ら
か
じ
め
子
供
を
養

う
こ
と
を
學
ん
で
か
ら
嫁
ぐ
者
な
ど
い
な
い
の
が
慈
。
赤
子
を
保

つ
と
い
う
の
は
、
子
供
が
愛
し
敬
う
心
が
自
然
に
起
こ
っ
て
く
る

こ
と
。
こ
れ
ら
の
孝
、
悌
、
慈
は
、
そ
も
そ
も
人
が
慮
ら
ず
し
て

知
り
、
學
ぶ
こ
と
な
く
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
天
下
の
人
々
を
ま

と
め
よ
う
と
し
な
く
て
も
自
然
と
同
じ
に
な
る
の
で
あ
る）

（1
（

。（『
近

溪
子
集
』
卷
射
三
）

　

羅
汝
芳
は
、『
大
學
』
に
お
け
る
大
人
と
は
、
赤
子
の
心
を
失
わ
な

い
者
だ
と
規
定
す
る
。
天
下
の
人
閒
は
、
皆
も
と
も
と
は
赤
子
で
あ
る

が
、
そ
の
よ
う
な
赤
子
や
子
供
で
あ
っ
て
も
、
か
え
っ
て
慮
っ
た
り
學

習
し
た
り
す
る
こ
と
な
く
し
て

を
愛
し
年
長
者
を
敬
う
こ
と
が
で
き

る
。
孩
提
赤
子
で
も
不
慮
不
學
に
し
て
孝
を
知
る
と
い
う
の
が
羅
汝
芳

の
基
本
的
な
態
度
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
孝
、
悌
、
慈
と
い
っ
た
德
目

は
、
そ
れ
を
身
に
着
け
よ
う
、
理
解
し
よ
う
と
し
て
得
る
も
の
で
は
な

く
、
そ
の
よ
う
に
自
ら
働
き
か
け
な
く
て
も
自
然
と
湧
き
上
が
っ
て
く

る
。
そ
し
て
、
天
下
の
人
々
は
ま
と
め
よ
う
と
し
な
く
と
も
、
自
然
と

皆
同
じ
よ
う
に
孝
、
悌
、
慈
を
志
向
す
る
と
い
う
の
が
羅
汝
芳
の
主
張

す
る
所
で
あ
る
。
む
し
ろ
次
の
資
料
⑦
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
赤
子
の

心
の
純
粹
無
垢
な
點
に
絶
對
の
信
賴
を
置
き
、
恣
意
や
作
爲
を
退
け
よ

う
と
し
て
い
る
。

資
料
⑦そ

も
そ
も
生
を
好
む
の
は
天
命
の
性
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
調
和

し
た
氣
が
盛
ん
に
な
り
こ
の
身
體
に
凝
結
す
る
の
だ
。
生
の
始
ま

り
は
孝
、
悌
、
慈
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
、
完
成
す
る
時
も
必

ず
孝
、
悌
、
慈
に
よ
っ
て
完
結
す
る
の
だ
。
人
は
、
圣
人
の
知
れ

ば
思
わ
ず
し
て
得
、
行
え
ば
意
識
し
な
く
て
も
合
致
す
る
と
い
う

完
成
し
た
所
を
見
て
も
、
そ
れ
ら
が
全
て
孝
、
悌
、
慈
に
よ
っ
て

慮
る
こ
と
無
く
し
て
知
り
、
學
ぶ
こ
と
無
く
し
て
合
致
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
ら
な
い）

（1
（

。（『
近
溪
子
集
』
卷
御
四
）

　

こ
こ
で
羅
汝
芳
が
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
、
圣
人
の
行
爲
が
衟
に

當
た
っ
て
い
る
の
は
不
慮
不
學
に
よ
る
と
い
う
こ
と
を
人
々
は
理
解
し

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
生
を
好
む
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
天

命
の
性
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
天
地
と
和
し
て
氣
が
一
身
に
凝
結
し
、

そ
の
生
の
始
め
こ
そ
ま
さ
し
く
孝
、
悌
、
慈
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
羅
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汝
芳
の
言
う
圣
人
と
は
、
ま
っ
た
く
意
識
的
で
な
い
不
慮
不
學
に
よ
っ

て
自
然
と
生
の
始
め
で
あ
る
孝
、
悌
、
慈
を
得
る
人
物
を
指
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
不
慮
不
學
に
よ
っ
て
自
然
と
湧
き
出
て
來
る
の
は
、孝
、

悌
、慈
と
い
っ
た
人
閒
の
社
會
關
係
に
お
け
る
基
本
的
な
衟
德
で
あ
り
、

羅
汝
芳
は
こ
れ
を
端
緖
と
し
て
衟
德
を
擴
充
し
て
い
く
。
そ
れ
を
示
し

て
い
る
の
が
資
料
⑧
番
で
あ
る
。

資
料
⑧羅

汝
芳
が
言
っ
た
。（『
中
庸
』
で
）
孔
子
は
文
王
武
王
を
模
範
と

し
て
仰
い
で
い
る
が
、
そ
の
宗
旨
は
仁
を
求
め
る
こ
と
に
あ
る
。

仁
と
は
人
で
あ
り
、
天
地
萬
物
と
一
體
を
爲
し
て
い
る
。
そ
の
中

で
も

族
に

し
む
の
は
重
大
な
こ
と
で
あ
り
、
人
が
天
地
萬
物

と
一
體
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
や
は
り
偉
大
で
あ
る
。
孔

子
は
學
問
を
志
し
、
家
、
國
、
天
下
を
連
續
さ
せ
て
自
身
を
完
成

さ
せ
た
の
は
、
そ
の
偉
大
な
も
の
を
學
ん
で
そ
れ
を
行
お
う
と
し

た
か
ら
で
あ
る
。
仁
と
は
、
子
供
が
學
ん
だ
り
慮
る
こ
と
無
く
し

て
は
た
ら
か
せ
て
い
る
良
知
良
能
の
こ
と
で
あ
る
。
圣
人
の
不
勉

不
思
と
い
う
の
は
、
そ
の
赤
子
の
心
を
失
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

年
老
い
た
自
分
の　

を
老
人
と
し
て
正
し
く
扱
っ
て
他
の
老
人
に

も
同
じ
よ
う
に
接
し
、
自
分
に
と
っ
て
の
年
長
者
を
年
長
者
と
し

て
正
し
く
扱
っ
て
他
の
年
長
者
に
も
同
じ
よ
う
に
接
す
る
。
そ
の

よ
う
に
し
て
家
か
ら
天
下
ま
で
を
掌
中
に
收
め
る
よ
う
に
な
る
の

で
あ
る）

（1
（

。（『
近
溪
羅
先
生
一
貫
編
』）

　

圣
人
の
不
勉
不
思
と
い
う
作
爲
の
無
さ
は
、
生
ま
れ
た
ま
ま
の
赤
子

の
心
を
失
っ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
。
仁
も
ま
さ
し
く
赤
子
の
學
ば
ず

慮
ら
ざ
る
良
知
良
能
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
こ
の
意
識
的
に
何
か
を
し

よ
う
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
赤
子
の
心
か
ら
自
然
と
生
ま
れ
出
て
く
る

仁
を
他
者
に
乁
ぼ
し
て
い
き
、
最
終
的
に
天
下
を
治
め
る
こ
と
が
で
き

る
と
羅
汝
芳
は
主
張
す
る
。

　

羅
汝
芳
の
圣
人
は
、
何
よ
り
も
不
思
不
勉
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す

る
。
恣
意
に
よ
ら
ず
に
そ
の
ま
ま
の
心
に
從
っ
て
衟
に
中
る
と
い
う
の

は
一
見
す
る
と
『
論
語
』
爲
政
篇
の
「
七
十
に
し
て
心
の
欲
す
る
所
に

從
っ
て
榘
を
踰
え
ず）

（1
（

」
と
同
じ
方
向
性
を
持
つ
よ
う
に
見
え
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
羅
汝
芳
が
理
想
と
す
る
の
は
む
し
ろ
生
ま
れ
た
ば
か
り
の

赤
子
の
心
で
あ
る
。
赤
子
で
あ
っ
て
も
孝
、
悌
、
慈
と
い
っ
た
社
會
に

お
け
る
人
閒
關
係
の
最
小
單
位
で
あ
る
家
族
の
閒
を
繫
ぐ
衟
德
は
、
敎

わ
る
ま
で
も
な
く
自
然
と
備
わ
っ
て
い
る
。
そ
こ
を
出
發
點
と
し
て
、

赤
子
の
心
を
保
つ
圣
人
は
、
孝
、
悌
、
慈
を
自
分
の
家
族
以
外
に
も
擴

大
し
て
い
き
、
最
終
的
に
天
下
に
ま
で
至
る
の
が
羅
汝
芳
の
目
的
と
す
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る
所
で
あ
る
。

三
、
圣
人
と
凡
人
の
境
目

　

續
い
て
、
赤
子
の
心
や
童
心
と
い
う
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
完
全
な
心

を
本
來
持
っ
て
い
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
ら
が
失
わ
れ
圣
人

で
な
く
な
っ
て
い
く
の
か
を
檢
討
す
る
。
羅
汝
芳
と
李
贄
は
、
人
閒
は

生
ま
れ
た
直
後
に
す
で
に
理
想
的
な
心
を
有
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る

の
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
圣
人
に
な
る
か
を
分
析
す
る
こ
と
に
あ
ま
り

意
味
は
な
く
、
ど
の
よ
う
に
し
て
圣
人
と
凡
人
を
區
別
し
て
い
る
の
か

を
檢
討
し
、
兩
者
の
差
異
を
比
較
す
る
方
が
有
效
な
方
法
で
あ
る
。
次

の
資
料
⑨
は
、
圣
人
に
乁
ば
な
い
學
者
に
つ
い
て
羅
汝
芳
が
述
べ
た
も

の
で
あ
る
。

資
料
⑨質

問
し
た
。（
孔
子
は
）「
私
に
知
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
い
や
、無
い
。」

と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
圣
人
に
知
が
備
わ
っ
て
い
な
い
の
で
し
ょ

う
か
。
そ
れ
と
も
こ
れ
は
謙
遜
し
て
言
っ
た
だ
け
な
の
で
し
ょ
う

か
。

羅
汝
芳
が
言
っ
た
。
圣
人
は
本
當
に
自
分
自
身
の
こ
と
を
言
っ
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
、（
孔
子
は
）「
心
に
は
も
と
も
と
知

は
無
く
、
廣
々
と
し
た
谷
の
よ
う
に
空
っ
ぽ
の
も
の
だ
。
取
る
に

足
ら
な
い
者
が
や
っ
て
き
て
質
問
し
て
も
そ
の
說
に
は
必
ず
兩
端

が
あ
る
。
私
は
そ
れ
を
檢
討
し
て
そ
の
意
味
を
盡
く
す
だ
け
だ
」

と
言
っ
て
お
り
、
相
手
の
程
度
と
反
應
に
合
わ
せ
て
や
れ
ば
知
ら

な
い
所
は
無
い
。
故
に
週
敦
頤
は
思
を
論
じ
て
「
思
う
こ
と
が
無

い
の
が
本
で
あ
り
、
思
い
が
通
じ
る
の
が
用
で
あ
る
。
思
う
こ
と

が
無
く
て
通
じ
な
い
こ
と
が
無
い
の
を
圣
人
と
言
う
」
と
言
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
學
ぶ
者
が
知
を
致
そ
う
と
す
る
に
は
、

圣
人
の
生
ま
れ
な
が
ら
の
知
を
模
範
と
す
る
べ
き
だ
が
、
知
る
所

は
圣
人
に
乁
ば
ず
、
そ
の
知
は
至
善
で
な
い
。
學
ぶ
者
が
思
を
致

そ
う
と
す
る
に
は
、
圣
人
の
聰
明
な
思
慮
で
あ
る
思
を
模
範
と
す

る
べ
き
だ
が
、
思
う
所
は
圣
人
に
乁
ば
ず
、
そ
の
思
は
至
善
で
は

な
い
。
立
っ
て
は
目
の
前
に
あ
る
よ
う
で
、
輿
に
乘
っ
て
は
車
の

橫
木
に
寄
り
か
か
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
、（『
論
語
』
の
こ
の
言

葉
の
よ
う
に
）
ず
っ
と
止
む
こ
と
な
い
狀
態
で
あ
っ
て
、
完
成
と

呼
べ
る
の
だ）

（1
（

。（『
近
溪
子
集
』
卷
御
四
）

　

羅
汝
芳
は
週
敦
頤
の
言
葉
を
引
い
て
、
圣
人
は
思
無
く
し
て
通
じ
る

人
閒
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
學
ぶ
者
た
ち
は
圣
人
の
知
・
思
を
踏
襲

す
る
べ
き
手
本
と
し
て
取
り
組
む
べ
き
だ
が
、
圣
人
の
よ
う
に
至
善
に
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な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
羅
汝
芳
は
『
論
語
』
衞
靈
公
の
言
葉

を
引
き
、
圣
人
で
あ
る
た
め
に
は
行
住
坐
臥
、
一
瞬
た
り
と
も
途
切
れ

る
こ
と
な
く
知
・
思
を
保
ち
續
け
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

說
く
。
一
章
乁
び
二
章
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
羅
汝
芳
の
圣
人
は
、
赤

子
の
心
を
保
ち
不
思
不
勉
に
し
て
孝
、
悌
、
慈
を
發
揮
し
て
擴
充
し
て

い
く
人
閒
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
實
に
學
ぶ
者
た
ち
は
圣
人
の

よ
う
な
狀
態
を
保
つ
こ
と
が
で
き
ず
、圣
人
に
乁
ば
な
い
と
し
て
い
る
。

　

次
の
資
料
⑩
で
は
童
心
が
い
か
に
し
て
失
わ
れ
て
い
く
か
を
李
贄
が

說
明
し
て
い
る
。

資
料
⑩し

か
し
ど
う
し
て
童
心
は
に
わ
か
に
消
え
失
せ
て
し
ま
う
の
だ
ろ

う
か
。
だ
い
た
い
そ
の
始
め
は
、
見
聞
き
し
た
こ
と
が
耳
目
か
ら

入
っ
て
い
き
そ
れ
が
自
分
の
中
で
主
と
な
っ
て
童
心
が
失
わ
れ

る
。
成
長
し
て
い
く
う
ち
に
理
屈
を
見
聞
き
し
て
そ
れ
が
自
分
の

中
で
主
と
な
っ
て
い
き
童
心
が
失
わ
れ
る
。
時
閒
を
經
る
に
つ
れ

て
衟
理
聞
見
が
日
ご
と
に
增
え
て
い
き
…
…
こ
こ
で
美
名
を
好
ん

で
し
ま
う
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
美
名
を
擧
げ
よ
う
と
し
て
童

心
が
失
わ
れ
る
の
だ
。
不
美
の
名
が
醜
い
こ
と
を
知
り
、
こ
れ
を

覆
い
隱
そ
う
と
し
て
童
心
が
失
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
衟
理
や
聞
見

は
自
ら
書
を
讀
ん
で
義
理
を
知
る
と
こ
ろ
か
ら
來
る
。
古
の
圣
人

が
ど
う
し
て
書
を
讀
ま
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
た
と
え
書

を
讀
ま
な
か
っ
た
と
し
て
も
童
心
は
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
あ
る
。
た

と
え
書
を
多
く
讀
ん
だ
と
し
て
も
童
心
を
し
っ
か
り
と
護
っ
て
失

わ
な
い
よ
う
に
す
る
だ
け
で
あ
る）

（1
（

。（『
焚
書
』
卷
三
、
童
心
說
）

　

李
贄
は
、
童
心
が
失
わ
れ
る
原
因
を
、
後
天
的
に
身
に
着
け
た
知
識

だ
と
す
る
。
生
ま
れ
な
が
ら
に
正
し
い
童
心
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
成
長

す
る
に
從
っ
て
身
に
着
け
る
後
天
的
な
知
識
に
夾
雜
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
本
來
あ
る
べ
き
童
心
へ
復
歸
す
べ

き
だ
と
い
う
の
が
李
贄
の
主
張
で
あ
る
。

理
想
的
な
心
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
備
わ
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　

←

そ
の
心
は
後
天
的
な
要
素
に
よ
っ
て
發
動
が
阻
害
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　

←

本
來
の
理
想
的
な
心
を
十
全
に
發
揮
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
す

　

こ
の
サ
イ
ク
ル
は
李
贄
だ
け
で
な
く
羅
汝
芳
も
同
樣
で
あ
り
、
こ
の

こ
と
は
資
料
⑪
に
示
さ
れ
て
い
る
。
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資
料
⑪羅

汝
芳
先
生
が
言
っ
た
。
人
を
知
れ
ば
、心
が
わ
か
る
。『
尙
書
』

洪
範
の
「
人
に
視
聽
言
動
思
有
り
」
と
說
い
て
あ
る
の
を
見
よ
。

思
う
に
大
體
は
小
體
を

ね
備
え
て
は
じ
め
て
完
全
な
人
と
な

る
。
視
聽
、言
動
思
を

ね
備
え
て
は
じ
め
て
完
全
な
心
で
あ
る
。

人
が
初
め
て
こ
の
世
に
生
を
享
け
た
時
、
視
聽
言
動
思
は
渾
然
と

し
て
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
成
長
す
る
に
つ
れ
て
分
か
れ
て
二
つ
と

な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
旣
に
成
長
し
て
し
ま
っ
た
狀
態
で
、
心
を

し
か
る
べ
き
狀
態
に
保
と
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
こ
の
世
に
生

を
享
け
た
ば
か
り
の
狀
態
の
心
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
生
ま
れ
た

ば
か
り
の
人
閒
を
見
て
み
る
と
、
目
が
見
え
て
い
る
と
い
っ
て
も

見
て
い
る
の
は
父
母
と
兄
だ
け
で
あ
る
。
耳
が
聞
こ
え
て
い
る
と

い
っ
て
も
聞
い
て
い
る
の
は
た
だ
父
母
と
兄
の
聲
だ
け
で
あ
る
。

口
は
よ
く
鳴
き
、
手
足
が
動
か
せ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
ら
は
や

は
り
父
母
と
兄
を
對
𧰼
と
し
て
い
る
。
赤
ん
坊
が
父
母
と
兄
を

認
識
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
心
に
思
が
生
ま
れ
た
と
い
っ
て
も
、
そ

の
思
が
發
露
す
る
の
は
耳
目
の
視
聽
、
身
體
の
動
き
や
口
か
ら
出

る
叫
び
に
あ
る
。
こ
の
狀
態
の
心
を
見
て
こ
そ
、
ま
さ
に
渾
然
と

し
た
無
二
の
眞
の
體
が
わ
か
り
、
純
然
た
る
至
善
の
天
⺇
を
知
る

こ
と
が
出
來
る
。
今
敢
え
て
言
え
ば
君
の
身
體
は
生
ま
れ
た
ば
か

り
の
身
體
で
は
な
い
。
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
身
體
で
な
い
以
上
、

君
の
身
體
の
中
に
渾
純
合
一
の
良
心
は
な
い
。
徐
々
に
一
つ
へ
凝

集
し
て
い
っ
て
人
の
眞
を
知
り
得
れ
ば
心
の
眞
を
知
る
こ
と
が
で

き
、
心
の
眞
を
知
り
得
れ
ば
心
の
眞
が
あ
る
こ
と
を
理
解
で
き

る）
（1
（

。（『
近
溪
子
集
』
卷
樂
二
）

　

羅
汝
芳
は
こ
こ
で
『
書
經
』
洪
範
の
視
聽
言
動
思
の
五
事
を
引
用
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
も
や
は
り
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
子
の
時
は
渾
然
一

體
で
あ
る
が
、
成
長
す
る
に
つ
れ
て
分
裂
し
て
二
つ
に
な
っ
て
し
ま
う

と
羅
汝
芳
は
述
べ
る
。
さ
ら
に
、
心
と
い
う
の
は
渾
然
無
二
で
あ
り
純

然
と
し
て
善
の
極
み
の
天
⺇
を
知
る
と
し
て
お
り
、
こ
こ
で
も
や
は
り

心
と
天
の
關
係
性
を
强
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
こ
の
完
全
な

心
は
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
原
日
初
生
の
身
體
に
し
か
存
在
し
得
な
い

と
斷
言
し
て
い
る
。
や
は
り
羅
汝
芳
は
こ
の
世
に
初
め
て
生
を
受
け
た

日
の
狀
態
、
す
な
わ
ち
原
日
初
生
の
人
閒
の
狀
態
こ
そ
が
心
身
と
も
に

理
想
的
な
狀
態
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。こ
れ
と
重
な
っ
て
く
る
形
で
、

や
は
り
人
閒
は
そ
も
そ
も
圣
人
で
あ
り
な
が
ら
、
わ
ず
か
な
過
ち
に
よ

っ
て
圣
人
で
は
な
く
な
る
と
說
い
て
い
る
の
が
次
の
資
料
⑫
で
あ
る
。
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資
料
⑫羅

汝
芳
は
言
っ
た
。
圣
人
と
は
常
人
で
あ
り
な
が
ら
あ
え
て
進
ん

で
心
を
安
ん
じ
る
者
で
あ
る
。
常
人
と
は
、
圣
人
で
あ
り
な
が
ら

心
を
安
ん
じ
よ
う
と
し
な
い
者
で
あ
る
。
故
に
圣
人
が
常
人
で
あ

る
の
は
、
そ
の
明
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
そ
の
た
め
常
人
で
あ
っ
て

も
名
を
圣
人
と
す
る
の
で
あ
る
。
常
人
は
も
と
も
と
圣
人
で
あ
る

が
、
自
ら
の
蒙
昧
に
よ
っ
て
圣
人
か
ら
常
人
へ
と
な
っ
て
し
ま
う

の
だ）

（1
（

。（『
近
溪
子
集
』
卷
御
四
）

　

資
料
⑫
で
註
目
す
べ
き
點
は
、
羅
汝
芳
が
「
常
人
は
そ
も
そ
も
圣
人

で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
點
で
あ
る
。
常
人
は
も
と
も
と
圣
人
で
あ
る

の
に
、
自
身
の
不
昧
に
よ
っ
て
常
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
圣
人
と
い
う
至
高
の
存
在
で
あ
り
な
が
ら
そ
こ
か
ら
墮
落
し
て
い

る
と
す
る
の
が
羅
汝
芳
の
主
張
で
あ
る
。
一
方
で
、李
贄
の
圣
人
觀
は
、

羅
汝
芳
と
は
眞
逆
の
方
向
性
を
取
る
。
そ
れ
を
示
す
の
が
次
の
資
料
で

あ
る
。

資
料
⑬上

逹
の
レ
ベ
ル
の
學
問
に
つ
い
て
は
圣
人
で
も
知
ら
な
い
こ
と
が

あ
る
の
で
、ど
う
し
て
凡
民
に
知
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

故
に
孔
子
は
「
私
は
物
知
り
だ
ろ
う
か
」
と
言
っ
た
の
だ
。
圣
人

と
い
っ
て
も
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
の
に
ど
う
し
て
凡
民
に
で
き

る
よ
う
に
さ
せ
ら
れ
よ
う
か
。
故
に
孔
子
は
「
中
庸
の
德
を
發
揮

で
き
る
者
は
少
な
い
」
と
言
っ
た
の
だ
。
中
庸
を
發
揮
で
き
る
民

が
少
な
い
原
因
は
、
中
庸
が
發
揮
す
る
こ
と
が
難
し
い
も
の
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
決
し
て
民
を
見
限
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

で
あ
る
な
ら
ば
、
下
學
に
つ
い
て
は
圣
人
も
凡
民
も
同
じ
く
す
る

所
で
あ
る
。
凡
民
が
す
で
に
圣
人
と
そ
の
學
問
を
同
じ
く
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
滿
街
皆
是
れ
圣
人
と
言
え
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か）

11
（

。

（『
焚
書
』
卷
四
、
批
下
學
上
逹
語
）

　

李
贄
が
强
調
す
る
の
は
、
圣
人
の
不
完
全
性
で
あ
る
。
圣
人
と
い
え

ど
も
不
可
能
な
こ
と
、
不
可
知
な
こ
と
が
存
在
す
る
。
下
學
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
言
え
ば
、
凡
民
も
圣
人
も
同
じ
で
あ
り
、
學
を
同
じ
く
し

て
い
る
の
だ
か
ら
滿
街
圣
人
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
と
李
贄
は
主
張

す
る
。
圣
人
の
高
遠
さ
を
否
定
し
つ
つ
、
凡
人
の
方
へ
接
近
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
圣
凡
の
區
別
を
低
い
水
準
で
解
消
し
よ
う
と
す
る
李
贄
の

意
圖
が
こ
こ
に
窺
え
る
。
更
に
李
贄
は
、
圣
人
に
す
ら
勢
利
の
心
が
存

在
す
る
と
ま
で
言
い
切
る
。
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資
料
⑭大

圣
人
も
ま
た
人
に
過
ぎ
な
い
。
高
く
飛
び
上
が
っ
た
り
す
る
こ

と
は
で
き
ず
、
世
俗
を
舍
て
れ
ば
自
分
で
衣
服
を
用
意
し
た
り
飯

を
⻝
べ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
食
料
は
絶
え
草
を
着
て
荒
野
に
迯
げ

る
こ
と
に
な
る
。
故
に
圣
人
と
い
っ
て
も
利
を
好
む
心
を
無
く
す

こ
と
は
で
き
ず
、
盜
跖
の
よ
う
な
大
盜
賊
で
も
仁
義
の
心
を
無
く

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
…
…
私
は
そ
れ
ゆ
え
に
、
大
圣
人
で
も
利

を
好
む
心
を
無
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
利
を
好
む
心

も
ま
た
人
が
天
か
ら
享
け
た
自
然
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
と
言
う

の
だ）

1（
（

。（『
衟
古
錄
』
上
第
十
章
）。

　

こ
こ
で
李
贄
は
圣
人
の
完
全
性
を
徹
底
的
に
否
定
す
る
。
ま
ず
李
贄

は
、
圣
人
で
も
不
可
能
な
こ
と
、
不
可
知
な
こ
と
が
あ
る
と
い
う
外
面

的
な
段
階
で
の
不
完
全
性
を
指
摘
す
る
。
圣
人
で
あ
っ
た
と
し
て
も
空

腹
や
寒
さ
か
ら
迯
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
こ
に
必
ず
勢
利
の
心
が
發

生
す
る
と
し
て
內
面
の
段
階
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
い
る
。

　

資
料
⑬
、
⑭
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
李
贄
は
圣
人
と
凡
民
を
同
一
視

し
て
い
る
。こ
の
こ
と
自
體
は
陽
明
學
一
般
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、

先
に
示
し
た
よ
う
に
羅
汝
芳
も
ま
た
圣
人
と
常
人
の
距
離
を
限
り
な
く

接
近
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
羅
汝
芳
は
資
料
⑫
に
あ
る
よ
う

に
常
人
は
も
と
も
と
圣
人
で
あ
る
と
言
い
、
常
人
を
圣
人
へ
寄
せ
る
形

で
距
離
の
解
消
を
圖
っ
た
。
第
一
章
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
羅
汝
芳
の

赤
子
の
心
は
天
と
極
め
て
近
く
密
接
に
關
係
し
て
い
る
。
赤
子
の
心
の

正
當
性
の
源
泉
は
そ
の
點
に
あ
り
、
そ
れ
が
同
時
に
赤
子
の
心
を
保
ち

孝
、
悌
、
慈
を
慮
ら
ず
し
て
知
る
圣
人
の
圣
人
た
る
所
以
な
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
羅
汝
芳
の
圣
人
は
必
然
的
に
高
く
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と

に
な
り
、
資
料
⑫
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
元
々
は
圣
人
で
あ
っ
た
の
に

自
ら
の
蒙
昧
さ
に
よ
っ
て
常
人
へ
と
落
ち
る
と
い
う
筆
致
が
爲
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

　

一
方
で
羅
汝
芳
と
は
對
照
的
に
、
李
贄
は
圣
人
の
レ
ベ
ル
を
徹
底
的

に
引
き
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
凡
民
と
同
一
視
し
た
。
純
然
た
る
天
理

の
體
現
で
あ
る
赤
子
の
心
を
有
す
る
圣
人
と
し
て
描
寫
す
る
羅
汝
芳
に

對
し
、
李
贄
は
資
料
⑬
、
⑭
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
い
か
に
圣
人
が
不

完
全
な
存
在
で
あ
る
か
を
繰
り
返
し
强
調
す
る
。
圣
人
と
は
決
し
て
仰

ぎ
見
る
よ
う
な
存
在
で
な
く
我
々
凡
民
と
變
わ
ら
な
い
と
主
張
し
、
圣

人
の
價
値
を
引
き
下
げ
る
形
で
圣
凡
の
一
致
を
圖
ろ
う
と
す
る
の
が
李

贄
の
圣
人
觀
の
大
き
な
特
徵
と
な
っ
て
い
る
。

四
、
兩
者
の
思
想
の
差
異

　

本
章
で
は
、
前
章
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
つ
つ
、
童
心
、
赤
子
の
心
、
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そ
し
て
圣
人
に
つ
い
て
の
兩
者
の
思
想
の
差
異
を
檢
討
す
る
。ま
ず
は
、

羅
汝
芳
の
赤
子
の
心
の
最
終
的
な
着
地
點
が
示
さ
れ
て
い
る
資
料
⑮
、

⑯
を
見
て
い
く
。

資
料
⑮質

問
し
た
。
子
供
の
良
知
の
根
本
は
不
學
不
慮
で
す
。
し
か
し
な

が
ら
『
大
學
』
の
致
知
格
物
は
か
え
っ
て
慮
っ
た
り
學
ぶ
こ
と
を

免
れ
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

羅
汝
芳
が
言
っ
た
。
學
と
い
う
の
は
不
學
を
學
ぶ
こ
と
で
、
慮
も

や
は
り
不
慮
を
慮
る
の
で
あ
る
。
不
學
を
學
と
し
て
こ
そ
大
學
。

不
慮
を
慮
と
し
て
こ
そ
、
慮
っ
て
わ
か
る
の
だ
。
今
天
下
を
觀
る

と
、
大
人
物
は
天
下
の
大
事
業
を
解
決
し
て
い
る
が
、
や
は
り
そ

こ
に
は
發
端
と
完
成
が
あ
る
。
そ
の
發
端
を
天
下
の
本
と
呼
び
、

そ
の
完
成
し
た
狀
態
を
天
下
の
末
と
呼
ぶ
。
天
下
國
家
は
我
が
身

を
發
端
と
し
て
、
我
が
身
は
家
、
國
家
、
天
下
を
以
て
完
成
す
る
。

宊
き
詰
め
て
言
え
ば
、
こ
れ
は
父
子
兄
弟
で
あ
る
。
父
と
し
て
子

と
し
て
兄
と
し
て
弟
と
し
て
そ
の
行
い
が
模
範
と
な
る
の
が
發
端

の
本
で
あ
り
、
そ
れ
を
擴
げ
て
い
き
他
人
も
父
と
し
て
子
と
し
て

兄
と
し
て
弟
と
し
て
自
然
と
模
範
に
な
る
の
が
末
で
あ
っ
て
、
そ

こ
ま
で
行
っ
て
こ
そ
完
成
し
な
い
こ
と
は
無
い
。
ゆ
え
に
物
に
本

末
が
あ
る
の
が
物
の
格
で
あ
り
、
本
を
先
に
し
て
末
を
後
に
す
る

の
は
、
格
物
し
て
知
を
致
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

よ
う
な
工
夫
が
あ
る
と
言
っ
て
も
、
必
ず
子
供
は
慮
ら
ず
し
て
愛

す
る
。
こ
れ
は
父
子
と
し
て
の
模
範
的
な
行
い
で
あ
る
。
慮
ら
ず

し
て
敬
う
の
は
、
兄
弟
と
し
て
の
模
範
的
な
行
い
で
あ
る
。
つ
ま

る
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
工
夫
も
結
局
不
學
不
慮
の
上
で
用
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
不
學
は
學
で
あ
り

不
慮
は
慮
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
よ
く
な
い
は
ず
が
あ
ろ
う
か）

11
（

。

（『
近
溪
子
集
』
卷
御
四
）

資
料
⑯先

生
が
言
っ
た
。
孔
子
門
下
の
敎
え
の
宗
旨
は
仁
を
求
め
る
こ
と

に
在
る
。
仁
と
は
人
で
あ
る
。
天
地
萬
物
は
一
體
で
あ
り
、
人
が

天
地
萬
物
と
一
體
と
な
れ
ば
そ
れ
は
大
で
あ
る
。『
大
學
』で
は
家
、

國
家
、
天
下
を
連
續
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
お
の
が
身
を
完
成
さ

せ
る
。
こ
れ
が
大
な
る
も
の
を
學
ぶ
所
以
で
あ
る
が
、そ
れ
は「
明

德
を
明
ら
か
に
す
」る
こ
と
か
ら
始
め
る
の
で
あ
る
。
明
德
と
は
、

人
が
慮
ら
ず
し
て
知
る
良
知
の
こ
と
で
あ
る
。
子
供
で
そ
の
大
切

な
人
を
愛
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
者
は
無
く
、
兄
を
敬
う
こ
と
を

知
ら
な
い
者
は
い
な
い
。
自
分
の
年
老
い
た　

を
き
ち
ん
と
扱
っ
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て
そ
れ
を
他
の
老
人
に
乁
ぼ
し
、
自
分
に
と
っ
て
の
年
長
者
を
き

ち
ん
と
年
長
者
と
し
て
扱
っ
て
そ
れ
を
他
の
年
長
者
に
乁
ぼ
す
、

自
分
に
と
っ
て
の
年
少
者
を
き
ち
ん
と
年
少
者
と
し
て
扱
い
、
そ

れ
を
他
の
年
少
者
に
乁
ぼ
し
、
そ
う
し
て
天
下
を
掌
に
め
ぐ
ら
す

よ
う
に
治
め
る
の
だ
。
ゆ
え
に
、「
大
人
は
赤
子
の
心
を
失
は
ざ

る
者
な
り
」
と
言
う
の
で
あ
る）

11
（

。（『
吁
壇
直
詮
』）

　

資
料
⑮
は
、
弟
子
か
ら
『
大
學
』
の
格
物
致
知
に
つ
い
て
問
わ
れ
た

際
の
返
答
で
あ
る
。
羅
汝
芳
は
、
學
と
は
不
學
を
學
ぶ
こ
と
で
あ
り
、

慮
と
は
不
慮
を
慮
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。『
大
學
』
の
本
文
で
は
、

父
子
兄
弟
の
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
模
範
的
な
振
る
舞
い
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
後
に
そ
れ
が
民
へ
と
擴
大
し
、
最
終
的
に
國
を
治
め
る
と
こ

ろ
ま
で
行
き
つ
く
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
父
子
の
閒
柄
に
お
け
る

愛
情
も
、
兄
弟
の
閒
柄
に
お
け
る
敬
意
も
、
こ
れ
ら
は
子
供
が
無
意
識

の
う
ち
に
體
得
す
る
も
の
だ
と
羅
汝
芳
は
主
張
す
る
。
や
は
り
こ
こ
で

も
、
慈
に
言
乁
は
無
い
も
の
の
孝
と
悌
は
子
供
が
慮
る
こ
と
な
く
本
來

的
に
備
わ
っ
て
い
る
と
す
る
。
衟
德
を
自
分
自
身
か
ら
家
族
、
天
下
國

家
へ
擴
大
し
て
い
く
と
い
う
『
大
學
』
の
論
旨
に
沿
い
、
そ
の
端
緖
に

不
學
不
慮
の
孝
、
悌
、
慈
を
据
え
た
こ
と
か
ら
、
羅
汝
芳
が
い
か
に
赤

子
の
心
と
孝
、
悌
、
慈
を
重
要
視
し
て
い
た
か
が
わ
か
る
。

　

資
料
⑯
で
は
、『
大
學
』
の
明
明
德
は
慮
ら
ず
し
て
知
る
良
知
だ
と

し
て
い
る
。
や
は
り
こ
こ
で
も
子
供
は

兄
弟
へ
の
愛
情
を
無
意
識
に

體
得
し
て
い
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
子
供
の
心
こ
そ
が

赤
子
の
心
で
あ
り
、
赤
子
の
心
か
ら
生
ま
れ
る
孝
、
悌
、
慈
を
自
己
の

族
の
み
な
ら
ず
週
圍
へ
擴
大
し
て
い
き
、
最
終
的
に
は
天
下
を
掌
に

め
ぐ
ら
す
よ
う
に
治
め
る
こ
と
を
羅
汝
芳
は
目
的
と
し
た
。
資
料
⑧
に

も
同
じ
內
容
が
見
え
、
そ
ち
ら
で
は
擔
い
手
は
圣
人
で
あ
る
と
し
て
い

る
。

　

こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
、羅
汝
芳
の
理
念
上
に
お
け
る
最
終
目
標
に『
大

學
』
の
八
條
目
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
擔
い
手
は
、
赤
子
の
心

を
保
っ
た
圣
人
で
あ
る
。
子
供
の
自
然
な
狀
態
と
も
言
え
る
赤
子
の
心

は
、
後
天
的
な
學
習
や
配
慮
に
據
ら
ず
と
も
、
孝
、
悌
、
慈
と
い
っ
た

社
會
關
係
の
最
小
單
位
で
あ
る
家
族
の
閒
柄
で
は
た
ら
く
衟
德
を
備
え

て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
人
閒
が
初
め
て
こ
の
世
に
生
ま
れ
落
ち
た
赤

子
の
時
は
、
渾
然
と
し
て
最
も
天
に
近
い
狀
態
で
あ
り
、
そ
の
時
の
心

が
最
も
天
理
の
自
然
を
反
映
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
赤
子

の
心
は
天
に
基
づ
い
て
い
る
が
ゆ
え
に
、不
學
不
慮
で
あ
り
な
が
ら
孝
、

悌
、
慈
を
發
揮
で
き
、
そ
れ
を
週
圍
に
乁
ぼ
し
て
い
き
天
下
を
安
定
さ

せ
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
そ
の
事
業
を
行
う
こ
と
が

出
來
る
人
物
は
圣
人
と
呼
ん
で
差
し
支
え
な
い
の
で
あ
る
。
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情
は
は
じ
め
か
ら
皆
同
じ
で
な
く
、
圣
人
は
こ
れ
に
任
せ
よ
う
と

す
る
。
故
に
「
人
を
以
て
人
を
治
む
」
と
言
う
の
で
あ
る）

11
（

。（『
衟

古
錄
』
上
第
十
一
章
）

　

資
料
⑰
で
は
、
本
物
の
性
を
損
な
う
こ
と
な
く
推
し
廣
げ
て
い
け
ば

そ
れ
が
公）

11
（

と
な
り
、
衟
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
更
に
李
贄
は
、
富
貴
利

逹
を
求
め
る
こ
と
は
と
ど
め
ら
れ
な
い
勢
い
で
あ
り
、
天
か
ら
備
わ
っ

た
人
閒
の
身
體
に
も
厚
く
備
わ
っ
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
存
在
を
肯
定

的
に
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
圣
人
は
、
世
俗
的
な
欲
求
も
伴
う
こ
の
勢

い
に
任
せ
て
人
を
導
く
の
で
あ
る
。
一
般
的
な
儒
敎
の
常
識
に
照
ら
し

合
わ
せ
れ
ば
、
各
人
の
欲
望
の
赴
く
ま
ま
に
さ
せ
る
と
無
秩
序
な
狀
態

が
訪
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
む
し
ろ
李
贄
は
、
一
人
と

し
て
そ
の
役
割
を
得
な
い
者
は
い
な
い
と
し
て
、
非
常
に
肯
定
的
に
考

え
て
い
る
。
資
料
⑱
で
も
、
人
閒
の
情
は
皆
同
じ
で
な
い
と
し
て
、
圣

人
は
そ
れ
に
任
せ
て
治
め
る
の
だ
と
言
い
切
っ
て
い
る
。
こ
の
傾
向
が

よ
り
鮮
明
に
表
れ
て
い
る
の
が
次
の
資
料
⑲
で
あ
る
。

資
料
⑲私

は
か
つ
て
衟
を
知
っ
て
い
る
者
か
ら
話
を
聞
い
て
、
深
く
性
に

因
り
て
民
を
牖
く
と
い
う
說
に
感
じ
る
所
が
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も

　

一
方
で
李
贄
に
お
け
る
圣
人
は
、次
の
資
料
が
示
す
よ
う
に
「
性
情
」

に
よ
っ
て
治
め
る
こ
と
を
特
徵
と
す
る
。

資
料
⑰性

の
眞
に
從
っ
て
こ
れ
を
推
し
廣
げ
れ
ば
天
下
に
お
い
て
公
と
な

る
。
こ
れ
を
衟
と
言
う
の
だ
。
…
…
富
貴
利
逹
を
求
め
る
傾
向
が

天
か
ら
授
か
っ
た
我
々
の
肉
體
に
厚
く
備
わ
っ
て
い
る
の
は
、
勢

い
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
圣
人
は
こ
の
勢
い
に
素
直

に
從
う
。
從
う
か
ら
そ
れ
に
安
ん
じ
て
ゆ
っ
た
り
く
つ
ろ
い
で
い

る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
財
貨
を
貪
る
者
に
は
祿
を
與
え
、
權
勢

に
趨
る
者
に
は
爵
位
を
與
え
、
强
靭
で
力
自
慢
の
者
に
は
權
力
を

與
え
…
…
各
々
の
好
む
所
に
應
じ
、
各
々
の
長
所
を
引
き
出
し
て

や
り
、
一
人
と
し
て
役
割
の
無
い
者
は
い
な
い）

11
（

。（『
焚
書
』
卷
一
、

答
耿
中
丞
）

資
料
⑱德

性
を
尊
ぶ
こ
と
が
で
き
れ
ば
圣
人
の
こ
と
は
も
う
や
り
盡
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
段
階
に
至
っ
て
は
、
あ
る
者
は
經
世
を
欲
し
、
あ

る
者
は
出
世
を
欲
し
、
あ
る
者
は
隱
遯
し
よ
う
と
し
、
あ
る
者
は

世
に
あ
ら
わ
れ
よ
う
と
欲
し
、
あ
る
者
は
可
、
あ
る
者
は
不
可
、
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衟
と
は
路
で
あ
る
。
一
本
衟
で
は
な
い
の
だ
。
性
は
心
が
生
じ
る

も
の
で
あ
る
が
、
一
種
類
に
止
ま
ら
な
い
。
土
仕
事
を
す
る
者
は

自
身
が
經
驗
し
た
こ
と
に
基
づ
い
て
人
が
同
じ
よ
う
に
行
う
こ
と

を
望
み
、
自
分
が
種
を
植
え
た
時
に
人
が
同
時
に
灌
漑
す
る
こ
と

を
求
め
る
。
こ
れ
は
型
に
は
ま
っ
た
統
治
に
よ
っ
て
、
決
ま
っ
た

形
の
な
い
民
を
馭
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
ん
と
理
に
昧
い

こ
と
か
。
君
子
の
統
治
は
身
に
基
づ
く
や
り
方
で
あ
る
。
至
人
の

統
治
は
人
に
應
じ
た
や
り
方
で
あ
る
。
身
に
基
づ
く
や
り
方
は
必

ず
自
身
の
經
驗
を
元
に
し
、
人
に
應
じ
た
や
り
方
は
常
に
民
に
從

い
、
統
治
の
效
果
は
初
め
か
ら
異
な
っ
て
い
る）

11
（

。（『
焚
書
』
卷
三
、

論
政
篇
爲
羅
姚
州
作
）

　

李
贄
は
性
に
よ
っ
て
民
を
導
く
政
治
に
深
く
感
銘
を
覺
え
、
性
に
合

わ
せ
て
政
治
を
行
う
こ
と
を
主
張
す
る
。
心
の
生
じ
る
所
で
あ
る
性
は

そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
お
り
、
一
本
衟
の
よ
う
に
皆
同
じ
衟
を
辿
っ
て
行

き
着
く
先
も
同
じ
と
い
う
の
と
は
異
な
る
。
そ
の
た
め
性
は
必
然
的
に

多
種
多
樣
と
な
り
、
自
身
の
經
驗
を
他
人
に
押
し
付
け
る
よ
う
な
「
君

子
の
治
」
で
は
「
無
方
の
民
」
を
治
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
ぞ
れ

異
な
る
性
に
應
じ
た
「
至
人
の
治
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
李
贄
は

主
張
す
る
。

　

こ
こ
に
、
李
贄
と
羅
汝
芳
の
最
大
の
違
い
が
看
取
で
き
る
。
羅
汝
芳

の
赤
子
の
心
と
圣
人
の
正
し
さ
の
源
泉
は
、
天
に
あ
る
。
天
に
も
と
づ

く
赤
子
の
心
は
、社
會
に
お
い
て
學
ん
だ
り
考
え
た
り
す
る
こ
と
な
く
、

直
感
的
に
孝
、
悌
、
慈
と
い
う
傳
統
的
な
衟
德
を
は
た
ら
か
せ
る
。
そ

し
て
そ
れ
ら
の
衟
德
は
『
大
學
』
の
八
條
目
へ
と
繫
が
っ
て
い
く
。
天

と
結
び
つ
い
た
赤
子
の
心
は
正
し
く
、
そ
の
心
を
持
つ
圣
人
が
他
者
を

感
化
し
、
み
な
一
樣
に
同
じ
赤
子
の
心
を
發
揮
し
て
社
會
の
隅
々
ま
で

擴
充
し
て
い
く
と
い
う
構
造
を
理
想
と
す
る
の
が
羅
汝
芳
で
あ
る
。

　

李
贄
は
對
照
的
に
、
童
心
に
せ
よ
圣
人
に
せ
よ
自
身
の
思
想
の
中
で

天
と
言
う
槪
念
を
持
ち
出
し
て
說
明
を
積
極
的
に
行
お
う
と
は
し
な

い
。
む
し
ろ
、
圣
人
の
水
準
を
凡
人
に
引
き
下
げ
る
形
で
一
致
さ
せ
よ

う
と
し
、
天
與
の
肉
體
で
す
ら
欲
望
の
勢
い
に
は
逆
ら
え
ず
、
圣
人
の

人
欲
を
も
肯
定
し
よ
う
と
す
る
。
童
心
に
し
て
も
、
經
書
の
批
判
へ
と

繫
が
る
面
も
あ
り
、
絶
對
的
な
權
威
全
般
に
李
贄
が
懷
疑
的
だ
っ
た
の

は
週
知
の
通
り
で
あ
る
。

　

李
贄
は
む
し
ろ
、
一
つ
の
槪
念
で
麭
括
で
き
る
よ
う
な
世
界
觀
を
否

定
し
、
人
閒
の
性
情
は
各
人
に
よ
っ
て
異
な
る
の
で
あ
る
か
ら
そ
れ
に

基
づ
い
て
治
め
る
の
が
圣
人
だ
と
說
い
た
。こ
の
點
に
お
い
て
李
贄
は
、

天
と
渾
然
一
體
の
畫
一
的
な
赤
子
の
心
を
社
會
の
隅
々
ま
で
行
き
渡
ら

せ
よ
う
と
す
る
羅
汝
芳
と
は
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
富
貴
利
逹
や
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出
世
の
欲
す
ら
認
め
、
多
種
多
樣
な
性
に
基
づ
い
て
そ
れ
を
十
全
に
滿

た
し
て
や
る
こ
と
こ
そ
が
至
上
で
あ
り
、
社
會
の
安
定
に
資
す
る
と
考

え
て
い
た
李
贄
に
お
い
て
、
人
閒
ひ
と
り
の
心
か
ら
社
會
全
體
ま
で
を

天
で
一
貫
さ
せ
よ
う
と
す
る
論
理
が
入
り
込
む
餘
地
は
全
く
無
か
っ
た

の
で
あ
る
。結　

論

　

同
時
代
に
生
き
た
李
贄
と
羅
汝
芳
は
、
兩
者
と
も
生
ま
れ
た
ば
か
り

の
心
、
す
な
わ
ち
李
贄
に
お
い
て
は
童
心
、
羅
汝
芳
に
と
っ
て
は
赤
子

の
心
を
理
想
と
し
た
。
羅
汝
芳
は
、
天
と
赤
子
の
心
が
渾
然
一
體
で
あ

る
と
し
て
そ
の
正
當
性
を
理
論
づ
け
た
。
人
閒
は
赤
子
の
時
が
最
も
天

に
近
い
存
在
で
あ
る
。
故
に
、
心
も
ま
た
赤
子
の
時
の
狀
態
が
理
想
的

で
あ
る
。
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
子
で
あ
っ
て
も
、

兄
弟
に
對
す
る

愛
情
、
す
な
わ
ち
孝
、
悌
、
慈
と
い
っ
た
德
目
を
誰
か
に
敎
わ
っ
た
り
、

自
分
で
考
え
つ
く
わ
け
で
も
な
く
自
然
と
備
え
て
い
る
。
そ
し
て
、『
大

學
』
の
八
條
目
に
沿
っ
て
赤
子
の
心
で
他
者
を
感
化
し
て
い
き
、
最
終

的
に
天
下
が
安
定
す
る
と
し
た
。
こ
の
赤
子
の
心
を
保
ち
續
け
る
人
物

こ
そ
が
羅
汝
芳
に
お
け
る
圣
人
な
の
で
あ
る
。

　

李
贄
の
童
心
說
は
、
羅
汝
芳
の
よ
う
な
天
な
ど
の
槪
念
を
用
い
た
理

論
化
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。
童
心
が
正
し
い
の
は
僞
が
な
い
か
ら
で
あ

る
。
何
故
童
心
に
僞
が
無
い
の
か
と
い
う
と
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
で
あ

ら
ゆ
る
知
識
や
經
驗
に
汚
染
さ
れ
て
い
な
い
純
粹
無
垢
な
心
だ
か
ら
で

あ
る
。

　

李
贄
も
羅
汝
芳
と
同
樣
に
圣
人
と
凡
人
の
距
離
を
無
化
し
て
同
一
視

し
た
が
、
そ
の
內
實
に
は
か
な
り
隔
た
り
が
あ
っ
た
。
天
と
繫
が
る
羅

汝
芳
の
圣
人
は
、
凡
人
を
上
昇
さ
せ
る
形
で
圣
人
と
重
な
る
よ
う
に
し

た
が
、
李
贄
は
繰
り
返
し
圣
人
の
不
完
全
さ
を
强
調
し
、
圣
人
を
凡
人

へ
と
引
き
下
げ
る
形
で
同
一
視
し
て
い
る
。
こ
の
點
に
お
い
て
、
兩
者

と
も
滿
街
圣
人
を
唱
え
圣
凡
を
一
致
さ
せ
な
が
ら
も
、
決
し
て
そ
の
論

理
構
造
ま
で
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

兩
者
の
差
異
が
最
も
鮮
明
に
現
れ
て
い
る
の
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て

理
想
的
な
天
下
を
實
現
す
る
の
か
と
い
う
點
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う

に
、
羅
汝
芳
は
赤
子
の
心
に
基
づ
く
孝
、
悌
、
慈
を
敷
衍
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
『
大
學
』
の
八
條
目
に
よ
る
階
梯
的
な
統
治
を
實
現
し
よ
う
と

す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
絶
對
的
な
天
が
社
會
の
隅
々
ま
で
行
き
渡
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、畫
一
的
な
一
體
感
を
持
つ
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

李
贄
の
理
想
的
な
統
治
は
、
人
に
よ
っ
て
異
な
る
性
に
從
っ
て
适
材
适

所
に
配
置
し
、
役
割
が
無
く
て
あ
ぶ
れ
る
者
が
い
な
い
統
治
で
あ
る
。

萬
人
に
よ
っ
て
異
な
る
性
、
し
か
も
世
俗
的
な
榮
逹
や
金
錢
に
對
す
る

欲
望
す
ら
肯
定
す
る
と
い
う
點
で
、
一
元
的
な
天
に
基
づ
く
統
治
を
理
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想
と
す
る
羅
汝
芳
と
は
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
。

　

思
想
史
上
で
は
か
な
り
近
い
場
所
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
李
贄
と

羅
汝
芳
で
あ
る
が
、
以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
る
と
、
表
面
的
に
は
共
通

す
る
點
が
多
い
が
そ
の
論
理
構
造
や
理
論
の
出
發
點
に
は
相
違
が
見
ら

れ
る
。
特
に
、
人
閒
觀
と
そ
こ
に
付
隨
す
る
統
治
論
と
い
う
點
で
は
全

く
異
な
っ
て
い
る
。
人
閒
の
欲
望
と
性
情
の
多
樣
さ
を
認
め
て
そ
れ
に

基
づ
く
統
治
を
提
唱
し
た
李
贄
の
異
質
さ
が
際
立
っ
て
お
り
、
兩
者
の

立
ち
位
置
は
見
か
け
以
上
に
隔
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

【
註
】

（
１
）　

島
田
一
九
四
九

（
２
）　

溝
口
一
九
八
〇

（
３
）　

佐
籘
一
九
八
四
、
一
九
八
六
で
は
『
藏
書
』『
續
藏
書
』
を
檢
討
對

𧰼
と
し
、
李
贄
の
著
述
の
目
的
は
經
世
濟
民
に
あ
っ
た
と
す
る
。
個
別

具
體
論
と
し
て
は
、
阿
部
二
〇
一
〇
、
二
〇
一
三
や
馬
淵
二
〇
一
五
な

ど
が
擧
げ
ら
れ
る
。

（
４
）　

岡
田
一
九
七
〇

（
５
）　

荒
木
見
悟
は
、
天
則
と
し
て
の
良
知
が
普
遍
的
に
實
在
す
る
こ
と
を

示
す
な
ま
な
ま
し
い
原
初
的
事
實
を
見
出
す
と
こ
ろ
が
、
赤
子
の
心
で

あ
り
、
そ
こ
で
は
天
と
人
と
の
原
初
的
一
體
感
が
見
ら
れ
る
と
す
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
赤
子
の
心
は
家
族
の
中
に
於
い
て
は
、
孝
悌
慈

と
い
う
倫
理
的
形
態
を
と
る
と
し
て
い
る
（
荒
木
一
九
九
二
）。
ま
た
、

上
田
弘
毅
は
羅
近
溪
に
と
っ
て
孝
悌
は
單
な
る
重
要
な
一
つ
の
德
目
で

は
な
く
究
極
の
根
源
で
あ
る
と
す
る
。
同
時
に
孝
悌
は
赤
子
の
心
の
現

れ
で
あ
り
、
天
と
一
體
の
も
の
で
あ
り
、
赤
子
の
心
は
無
知
無
能
で
あ

る
が
、
そ
の
後
に
造
化
の
は
た
ら
き
を
持
つ
天
が
執
り
行
う
も
の
で
あ

る
た
め
、
天
の
知
能
が
人
の
知
能
と
し
て
常
に
表
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
（
上
田
一
九
九
四
）。
本
閒
次
彥
は
、
天
に

よ
っ
て
反
復
的
に
生
成
さ
れ
る
赤
子
の
心
は
、
仁
義
へ
の
驅
動
力
と
し

て
あ
ら
か
じ
め
完
成
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
羅
汝
芳
は
良
知
良
能
で
も

あ
る
赤
子
の
心
を
萬
人
に
開
放
し
、
赤
子
か
ら
圣
人
へ
と
至
る
過
程
を

限
り
な
く
縮
約
化
し
、
單
純
化
し
た
。
萬
人
が
圣
人
に
な
り
う
る
根
據

を
、
人
が
か
つ
て
赤
子
で
あ
っ
た
と
い
う
事
實
に
求
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
こ
れ
を
可
能
に
し
た
と
す
る
（
本
閒
二
〇
〇
九
）。

（
６
）　

吳
震
二
〇
〇
九

（
７
）　

孟
子
曰
、
大
人
者
、
不
失
其
赤
子
之
心
也
。
夫
赤
子
之
心
、
純
然
而

無
雜
、
渾
然
而
無
爲
。
形
質
雖
有
天
人
之
分
、
本
體
實
無
彼
此
之
異
。

故
生
人
之
初
、
如
赤
子
時
、
與
天
甚
相
近
。
奈
何
、
人
生
而
靜
後
、
却

感
物
而
動
、
動
則
欲
已
隨
之
。

（
８
）　

予
曰
、
復
是
一
個
而
可
两
分
、
雖
可
两
分
而
實
則
總
是
一
個
善
也
。

但
性
善
則
原
屬
之
天
、
而
順
以
出
之
、
知
善
則
原
屬
之
人
、
而
逆
以
反

之
。
故
孩
提
初
生
、
其
稟
受
天
地
太
和
、
眞
⺇
發
越
、
固
隨
感
皆
便
歡

笑
。
若
人
心
神
、
開
發
於
本
性
之
良
、
徹
底
悟
透
、
則
天
地
太
和
、
亦

卽
時
充
滿
、
而
眞
⺇
踴
躍
、
視
諸
孩
提
又
萬
萬
也
。

（
９
）　

問
、
圣
賢
學
問
、
須
要
有
個
宗
旨
、
方
好
用
工
、
請
指
示
何
如
。
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羅
子
曰
、
愚
質
憃
樸
原
不
曉
得
去
覓
宗
旨
。
但
據
書
而
論
、
中
庸
專
談

性
衟
、
而
性
衟
首
之
天
命
、
故
曰
、
衟
之
大
、
出
於
天
。
又
曰
、
圣
希
天
。

夫
天
則
莫
之
爲
而
爲
、
莫
之
致
而
至
者
也
、
圣
則
不
思
而
自
得
、
不
勉

而
自
中
者
也
。
今
日
吾
人
之
學
、
則
希
圣
而
希
天
者
也
。
…
…
反
思
原

日
天
初
生
我
、
只
是
個
赤
子
、
而
赤
子
之
心
却
說
渾
然
天
理
。
細
看
其

知
不
必
慮
能
、
不
必
學
、
果
然
與
莫
之
爲
而
爲
、
莫
之
致
而
至
的
體
段
、

渾
然
打
得
對
同
過
也
。
然
則
圣
人
之
爲
圣
人
、
只
是
把
自
己
不
慮
不
學

的
現
在
、
對
同
莫
爲
莫
致
的
源
頭
。
我
常
敬
順
乎
天
、
天
常
生
化
乎
我
、

久
久
便
自
然
成
個
不
思
不
勉
而
從
容
中
衟
的
圣
人
也
。

（
10
）　

夫
童
心
者
、
眞
心
也
。
若
以
童
心
爲
不
可
、
是
以
眞
心
爲
不
可
也
。

夫
童
心
者
、
絶
假
純
眞
、
最
初
一
念
之
本
心
也
。
若
失
却
童
心
、
便
失

却
眞
心
、
失
却
眞
心
、
便
失
却
眞
人
。
人
而
非
眞
、
全
不
復
有
初
矣
。

童
子
者
、
人
之
初
也
。
童
心
者
、
心
之
初
也
。
夫
心
之
初
曷
可
失
也
。

（
11
）　

羅
子
曰
、
吾
儒
學
術
、
原
宗
孔
門
之
敎
、
全
是
求
仁
。
然
自
己
解
註
、

只
說
仁
者
人
也
。
說
仁
者
人
也
、

爲
大
。
至
孟
子
又
直
截
指
出
、

天
下
之
人
、其
初
皆
是
孩
提
赤
子
、然
不
慮
不
學
、却
皆
知
得
愛

敬
長
。

（
12
）　

問
、
大
學
宗
旨

羅
子
曰
、
孔
子
此
書
、
却
被
孟
子
一
句
衟
盡
、
所
云
大
人
者
、
不
失
其

赤
子
之
心
者
也
。
夫
孩
提
之
愛

是
孝
、
孩
提
之
敬
兄
是
悌
、
未
有
學

養
子
而
嫁
是
慈
。
保
赤
子
、
又
孩
提
愛
敬
之
所
自
生
者
也
。
此
個
孝
悌

慈
、
原
人
人
不
慮
而
自
知
、
人
人
不
學
而
自
能
、
亦
天
下
萬
世
人
人
不

約
而
自
同
者
也
。

（
13
）　

夫
惟
好
生
爲
天
命
之
性
、
故
太
和
絪
縕
、
凝
結
此
身
、
其
始
之
生
也
、

以
孝
、
弟
、
慈
而
生
、
是
以
其
終
之
成
也
、
必
孝
、
弟
、
慈
而
成
也
。

人
徒
見
圣
人
之
成
處
、
其
知
則
不
思
而
得
、
其
行
則
不
勉
而
中
、
而
不

知
皆
從
孝
、
弟
、
慈
之
不
慮
而
知
、
不
學
而
能
中
來
也
。

（
14
）　

羅
子
曰
、
孔
子
憲
章
文
武
、
宗
旨
在
於
求
仁
。
仁
者
人
也
、
天
地
萬

物
爲
一
體
也
。
其
中

爲
大
、人
以
天
地
萬
物
爲
一
體
、則
人
而
大
矣
。

孔
子
志
學
、
聨
屬
家
國
天
下
以
成
其
身
、
所
以
學
其
大
物
也
、
亦
欲
行

其
大
也
。
仁
者
、孩
提
之
不
學
不
慮
、良
知
良
能
也
。
圣
人
之
不
勉
不
思
、

卽
不
失
其
赤
子
之
心
也
。
老
我
老
以
乁
人
之
老
、
長
吾
長
以
乁
人
之
長
、

而
家
國
天
下
、
運
之
掌
矣
。

（
15
）　

子
曰
、
吾
十
有
五
而
志
乎
學
、
三
十
而
立
、
四
十
而
不
惑
、
五
十
而

知
天
命
、
六
十
而
耳
順
、
七
十
而
從
心
所
欲
、
不
踰
榘
。（『
論
語
』
爲

政
第
二
）

（
16
）　

問
、
吾
有
知
乎
。
無
知
也
。
圣
人
果
是
無
知
。
還
是
謙
說
。

羅
子
曰
、此
是
圣
人
實
說
己
分
上
事
。
蓋
曰
、心
本
無
知
、如
廣
谷
空
空
、

鄙
夫
來
問
、
其
說
定
有
兩
端
、
我
卽
扣
而
竭
之
、
隨
响
應
聲
、
則
實
無

所
不
知
也
。
故
週
子
論
思
云
、
無
思
本
也
、
思
通
用
也
、
無
思
而
無
不

通
曰
圣
人
。
故
學
者
致
知
、
便
當
以
圣
人
生
知
的
知
作
個
格
子
、
所
知

不
如
圣
人
、
其
知
非
至
善
也
、
學
者
致
思
、
便
當
以
圣
人
睿
思
的
思
作

個
格
子
、
所
思
不
如
圣
人
、
其
思
非
至
善
也
。
立
則
參
前
、
輿
則
倚
衡
、

久
久
不
息
、
便
叫
做
其
成
功
也
。

（
17
）　

然
童
心
胡
然
而
遽
失
也
。
蓋
方
其
始
也
、
有
聞
見
從
耳
目
而
入
、
而

以
爲
主
于
其
內
而
童
心
失
。
其
長
也
、
有
衟
理
從
聞
見
而
入
、
而
以
爲

主
于
其
內
而
童
心
失
。
…
…
夫
衟
理
聞
見
、
皆
自
多
讀
書
識
義
理
而
來
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也
。
古
之
圣
人
、
易
嘗
不
讀
書
哉
。
然
縱
不
讀
書
、
童
心
固
自
在
也
。

縱
多
讀
書
、
亦
以
護
此
童
心
而
使
之
勿
失
焉
耳
。

（
18
）　

羅
子
曰
、
知
人
、
則
知
心
矣
。
子
觀
洪
範
說
人
有
視
聽
言
動
思
。
蓋

大
體
、
小
體

備
、
方
是
全
人
、
視
聽
、
言
動
思

擧
、
方
是
全
心
。

但
人
初
生
、則
視
聽
言
動
思
、渾
而
爲
一
、人
而
旣
長
、則
視
聽
言
動
思
、

分
而
爲
二
。
故
要
存
今
日
旣
長
時
的
心
、
須
先
知
原
日
初
生
時
的
心
。

子
觀
人
之
初
生
、
目
雖
能
視
、
而
所
視
只
在
爹
娘
哥
哥
。
耳
雖
能
聽
、

而
所
聽
只
在
爹
娘
哥
哥
。
口
雖
能
啼
、
手
足
雖
能
摸
索
、
而
所
啼
所
摸
、

也
只
在
爹
娘
哥
哥
。
據
他
認
得
爹
娘
哥
哥
、
雖
是
有
個
心
思
、
而
心
思

顯
露
、
只
在
耳
目
視
聽
身
口
動
叫
也
。
於
此
看
心
、
方
見
渾
然
無
二
之

眞
體
、
方
識
純
然
至
善
之
天
⺇
。
吾
子
敢
說
汝
今
身
體
、
不
是
原
日
初

生
的
身
體
。
旣
是
初
生
身
體
、
敢
說
汝
今
身
中
、
卽
無
渾
純
合
一
之
良

心
。
漸
漸
湊
泊
將
來
、
可
見
知
得
人
眞
、
便
知
得
心
眞
、
知
得
心
眞
、

便
存
得
心
眞
。

（
19
）　

羅
子
曰
、
圣
人
者
、
常
人
而
肯
安
心
者
也
、
常
人
者
、
圣
人
而
不
肯

安
心
者
也
。
故
圣
人
卽
是
常
人
、
以
其
自
明
、
故
卽
常
人
而
名
爲
圣
人

矣
、
常
人
本
是
圣
人
、
因
其
自
昧
、
故
本
圣
人
而
卒
爲
常
人
矣
。

（
20
）　

夫
學
至
上
逹
、
雖
圣
人
有
所
不
知
、
而
凡
民
又
可
使
知
之
乎
。
故
曰

吾
有
知
乎
哉
。
雖
圣
人
有
所
不
能
、
而
凡
民
又
可
使
能
之
乎
。
故
曰
民

鮮
能
久
矣
。
民
之
所
以
鮮
能
者
、
以
中
庸
之
不
可
能
也
。
非
棄
之
也
。

然
則
下
學
者
、
圣
凡
之
所
同
。
夫
凡
民
旣
與
圣
人
同
其
學
矣
、
則
謂
滿

街
皆
是
圣
人
、
何
不
可
也
。（『
焚
書
』
卷
四
、
批
下
學
上
逹
語
）

（
21
）　

大
圣
人
亦
人
耳
。
旣
不
能
高
飛
遠
擧
、
棄
人
閒
世
、
則
自
不
能
不
衣

不
⻝
、
絶
粒
衣
草
而
自
迯
荒
野
也
。
故
雖
圣
人
、
不
能
無
勢
利
之
心
、

雖
盜
跖
、不
能
無
仁
義
之
心
。
…
…
吾
故
曰
、大
圣
人
不
能
無
勢
利
之
心
。

則
知
勢
利
之
心
亦
吾
人
稟
賦
之
自
然
矣
。（『
衟
古
錄
』
上
第
十
章
）。

（
22
）　

問
、
孩
提
良
知
、
原
是
不
學
不
慮
、
而
大
學
致
知
格
物
、
却
又
不
免

於
慮
且
學
也
。

羅
子
曰
、
學
亦
只
是
學
其
不
學
、
慮
亦
只
是
慮
其
不
慮
。
以
不
學
爲
學
、

乃
是
大
學
、
以
不
慮
爲
慮
、
乃
其
慮
而
能
得
也
。
今
觀
天
下
是
大
物
、

了
結
天
下
大
事
、
却
有
個
發
端
、
有
個
完
成
。
自
其
發
端
處
、
叫
做
天

下
之
本
、
自
其
完
成
處
、
叫
做
天
下
之
末
。
天
下
國
家
、
從
我
身
發
端
、

我
身
却
以
家
、
國
、
天
下
爲
完
成
。
其
實
、
這
場
物
事
、
究
竟
言
之
、

只
是
個
父
子
兄
弟
、
其
爲
父
子
兄
弟
足
法
、
便
是
發
端
之
本
、
而
人
之

父
子
兄
弟
、
自
然
法
之
、
便
是
末
、
無
不
完
成
矣
。
故
物
有
本
末
、
是

物
之
格
也
、
先
本
後
末
、
是
格
物
以
致
其
知
也
。
雖
似
有
個
工
夫
、
然

必
是
孩
提
不
慮
而
愛
、
方
爲
父
子
足
法
、
不
慮
而
敬
、
方
爲
兄
弟
足
法
、

則
其
格
致
工
夫
、
却
又
須
從
不
學
不
慮
上
用
也
。
然
則
謂
不
學
爲
學
、

不
慮
爲
慮
、
何
不
可
也
。

（
23
）　

子
曰
、
孔
門
宗
旨
、
在
於
求
仁
。
仁
者
人
也
、
天
地
萬
物
爲
一
體
也
、

人
以
天
地
萬
物
爲
一
體
則
大
矣
。
大
學
一
書
、
聯
屬
家
國
天
下
、
以
成

其
身
、
所
以
學
乎
其
大
者
也
、
然
自
明
明
德
始
焉
。
明
德
者
、
人
之
所

不
慮
而
知
、
其
良
知
也
、
孩
提
之
童
、
無
不
知
愛
其
愛
、
無
不
知
敬
其

兄
者
也
。
老
吾
老
以
乁
人
之
老
、
長
吾
長
以
乁
人
之
長
、
幼
吾
幼
以
乁

人
之
幼
、
而
家
國
天
下
運
之
掌
矣
、
故
曰
、
大
人
者
、
不
失
其
赤
子
之

心
者
也
。
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（
24
）　

夫
以
率
性
之
眞
、
推
而
擴
之
、
與
天
下
爲
公
。
乃
謂
之
衟
。
…
…
富

貴
利
逹
所
以
厚
吾
天
生
之
五
官
、
其
勢
然
也
。
是
故
圣
人
順
之
、
順
之

則
安
之
矣
。
是
故
貪
財
者
與
之
以
祿
、
趨
勢
者
與
之
以
爵
、
强
有
力
者

與
之
以
權
、
…
…
各
從
所
好
、
各
騁
所
長
、
無
一
人
之
不
中
用
。

（
25
）　

能
尊
德
性
、
則
圣
人
之
能
事
畢
。
于
是
焉
或
欲
經
世
、
或
欲
出
世
、

或
欲
隱
、
或
欲
見
、
或
剛
或
柔
、
或
可
或
不
可
、
固
皆
吾
人
不
齊
之
物

情
、
圣
人
且
任
之
矣
。
故
曰
、
以
人
治
人
。

（
26
）　

こ
こ
に
お
け
る
「
公
」
は
、
單
な
る
共
同
性
、
公
共
性
を
示
す
「
お

ほ
や
け
」
で
は
な
く
、
溝
口
一
九
九
六
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
、
公
平
・

公
正
の
意
味
を
有
す
る
衟
德
的
色
綵
の
强
い
「
公
」
で
あ
る
。

（
27
）　

蓋
餘
嘗
聞
於
有
衟
者
、
而
深
有
感
於
因
性
民
之
說
焉
。
夫
衟
者
、
路

也
。
不
止
一
途
。
性
者
、心
所
生
也
、亦
非
止
一
種
已
也
。
有
仕
於
土
者
、

乃
以
身
之
所
經
歷
者
而
欲
人
之
同
徃
、
以
已
之
所
種
藝
者
而
欲
人
之
同

灌
溉
。
是
以
有
方
之
治
而
馭
無
方
之
民
也
。
不
亦
昧
於
理
歟
。
且
夫
君

子
之
治
、
本
諸
身
者
也
。
至
人
之
治
、
因
乎
人
者
也
。
本
諸
身
者
取
必

於
已
、
因
乎
人
者
恆
順
於
民
、
其
治
效
固
已
異
矣
。
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四
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岩
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