
【
要
旨
】

　

伊
藤
仁
斎︵
一
六
二
七

－

一
七
〇
五
︶の
学
問
に
お
い
て
︑﹁
天
道
﹂や﹁
天
命
﹂︑ひ
い
て
は﹁
天
﹂は
︑﹁
人
道
﹂と
ど
の
よ
う
に
連
関
す
る
の
か
︒
す
な
わ
ち
︑

﹁
人
道
﹂
に
生
き
る
主
体
に
と
っ
て
︑﹁
天
﹂
が
も
つ
意
義
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
︒
こ
の
問
題
は
︑
す
で
に
こ
れ
ま
で
も
論
じ
ら
れ
て
き
た
︒
主

要
な
先
行
研
究
を
踏
ま
え
た
と
き
︑
当
の
問
題
を
探
究
し
続
け
て
い
く
た
め
の
カ
ギ
は
︑﹁
天
道
﹂
に
お
け
る
﹁
誠
﹂
と
︑﹁
人
道
﹂
に
お
け
る
継
続
的
な
実

践
・
修
養
の
核
と
仁
斎
が
位
置
づ
け
た
﹁
忠
信
﹂︑
両
者
の
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
本
稿
は
着
想
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
を
順
に
問
う
て
い
っ

た
結
果
︑
①
﹁
天
道
﹂
に
お
け
る
﹁
真
実
無
偽
﹂
の
﹁
誠
﹂︑
②
﹁
人
道
﹂
に
お
い
て
そ
れ
に
も
と
ら
ぬ
生
を
実
現
し
た
︵﹁
仁
義
礼
智
﹂
の
徳
を
体
現
し
得

た
︶﹁
聖
人
﹂︵
あ
る
い
は
﹁
天
命
﹂
を
﹁
知
り
﹂
得
た
﹁
君
子
﹂︶
の
あ
り
よ
う
︑
③
﹁
誠
﹂
に
は
至
ら
な
い
な
が
ら
も
そ
れ
を
﹁
求
﹂
め
て
﹁
尽
﹂
そ
う
と

す
る
︑
と
い
う
﹁
人
﹂
一
般
の
当
為
︑
④
﹁
誠
を
尽
す
﹂
よ
り
も
手
前
で
︑
広
く
全
て
の
主
体
に
開
か
れ
た
﹁
忠
信
を
主
と
す
﹂
と
い
う
当
為
︑
こ
れ
ら
は
︑

仁
斎
の
理
解
に
お
い
て
太
く
通
じ
な
が
ら
も
︑
き
わ
め
て
慎
重
な
︑
段
階
的
区
分
の
も
と
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
し
か
し
仁
斎
学
の
本
領
は
も
と
も
と
︑

人
倫
日
用
に
お
け
る
卑
近
な
道
徳
と
︑そ
こ
へ
の
連
絡
を
可
能
に
す
る
︑﹁
忠
信
を
主
と
﹂し
た
実
践
・
修
養
・
当
為
に
あ
る
︒
仁
斎
が
見
て
い
た
で
あ
ろ
う﹁
誠
﹂

や
﹁
天
﹂
と
の
接
点
へ
の
手
が
か
り
も
︑そ
の
地
平
に
立
ち
戻
っ
て
こ
そ
︑見
出
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
他
者
へ
の
﹁
誠
実
﹂﹁
朴
実
﹂
を
標
榜
す
る
﹁
忠

信
﹂
は
︑﹁
忠
恕
﹂
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
実
践
項
目
と
ど
の
よ
う
に
連
関
し
つ
つ
︑﹁
仁
義
礼
智
﹂
の
道
徳
と
︑
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
る
の
か
︒
そ
れ
を
明

ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
︑
今
後
の
課
題
で
あ
る
︒

仁
斎
学
に
お
け
る
天
道
と
人
道　
　
　

  ﹁
誠
﹂
を
軸
と
し
て

 

栗　

原　
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一　

問
題
の
所
在

　

伊
藤
仁
斎
︵
一
六
二
七
~
一
七
〇
五
︶
の
学
問
︑
い
わ
ゆ
る
仁

斎
学
︵
古
義
学
︶
の
本
領
は
︑
卑
近
な
人
倫
日
用
の
道
徳
と
︑
そ

れ
を
︵
よ
り
充
実
し
た
形
で
︶
身
に
修
め
る
べ
く
努
め
ら
れ
る
各

人
の
営
為
︑
こ
の
二
点
に
あ
る
︒
前
者
の
核
は
︑﹁
愛
﹂
の
一
語

に
よ
っ
て
覆
わ
れ
る
と
さ
れ
る
﹁
仁
﹂
に
あ
り
︑
後
者
の
核
は
︑

他
者
に
対
す
る
誠
実
な
応
接
の
あ
り
よ
う
と
し
て
説
か
れ
る
﹁
忠

信
﹂︵
も
し
く
は
﹁
忠
恕
﹂︶
に
あ
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
概
括
す
る
こ
と
ま
で
は
許
さ
れ
る
と
し
て
︑
そ
の

内
実
が
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
か
︑
と
い
う
問
い
に
︑
終
わ
り
は

な
い
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
と
も
か
く
も
︑

　
　

 

聖
人
の
道
は
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
・
昆
弟
・
朋
友
の
間
に
在

り
て
︑
徳
は
仁
義
・
忠
信
の
外
に
出
で
ず
︒
古
今
に
通
じ
て

変
ず
る
所
無
く
︑
四
海
に
準
じ
て
違
ふ
所
無
し
︒
人
心
に
根

ざ
し
︑
風
俗
に
徹
し
︑
天
子
も
廃
す
る
こ
と
能
は
ず
︑
聖
人

も
改
む
る
こ
と
能
は
ず
︒
夫
婦
の
愚
不
肖
︑
皆
能
く
之
を
知

り
︑皆
能
く
之
を
行
ふ
︒
故
に
之
を
天
下
の
達
道
徳
と
謂
ふ
︒

禅
荘
の
理
︑
宋
儒
理
性
の
学
の
ご
と
き
︑
其
の
理
隠
微
に
し

て
知
り
難
く
︑
其
の
道
高
妙
に
し
て
行
ひ
難
く
︑
人
事
に
遠

く
︑
風
俗
に
戻
る
︒
之
を
人
倫
日
用
に
推
す
に
︑
皆
用
る
所

無
し
︒
豈
に
之
を
天
下
の
達
道
徳
と
謂
ひ
得
ん
や
︒︵﹃
童
子

問
﹄一　
上
二
十
七
二

︶

　
　

 

夫
れ
人
倫
有
る
と
き
は
︑
則
ち
天
地
立
つ
︒
人
倫
無
き
と
き

は
︑
則
ち
天
地
立
た
ず
︑
日
月
亦
た
明
な
ら
ず
︑
四
時
亦
行

は
れ
ず
︒
人
倫
無
き
と
き
は
︑
則
ち
有
り
と
雖
も
猶
無
き
が

ご
と
し
︒
故
に
之
を
︑
立
た
ず
︑
明
な
ら
ず
︑
行
は
れ
ず
︑

と
謂
ひ
て
亦
可
な
り
︒︵﹃
童
子
問
﹄
下
五
十
︶

と
い
っ
た
言
葉
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
︑
仁
斎
が
意
を
尽

仁
斎
学
に
お
け
る
天
道
と
人
道　
　
　

  ﹁
誠
﹂
を
軸
と
し
て
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し
て
説
こ
う
と
し
た
の
は
何
よ
り
︑
人
倫
日
用
の
道
徳
と
し
て
の

﹁
人
道
﹂
で
あ
っ
た
︒﹁
天
道
有
り
︑
地
道
有
り
︑
人
道
有
り
︑
及

び
異
端
小
道
百
芸
の
末
︑皆
道
を
以
て
之
を
言
ふ
こ
と
を
得
﹂︵﹃
語

孟
字
義
﹄
上
﹁
道
﹂
一
︶︑
と
さ
れ
る
中
に
も
︑﹁
聖
人
の
所
謂
道

と
は
︑
皆
人
道
を
以
て
之
を
言
ふ
﹂︵
同
︶
と
い
う
の
が
︑
仁
斎

の
立
場
で
あ
る
︒

　

と
こ
ろ
が
他
方
︑
仁
斎
は
主
著
の
一
つ
で
あ
る
﹃
語
孟
字
義
﹄

に
お
い
て
︑
冒
頭
に
﹁
天
道
﹂﹁
天
命
﹂
の
二
章
︵
計
十
七
条
︶

を
配
し
︑
そ
の
字
義
を
解
し
た
上
で
は
じ
め
て
︑﹁
人
道
﹂
の
内

部
を
め
ぐ
る
叙
述
に
踏
み
込
ん
で
行
く
︑と
い
う
構
成
を
と
っ
た
︒

　

こ
の
こ
と
自
体
は
︑あ
く
ま
で
朱
子
学
︵
た
と
え
ば
︑陳
淳
﹃
北

渓
字
義
﹄
の
構
成
三

︶
へ
の
対
抗
意
識
に
由
来
す
る
︑
と
受
け
止

め
れ
ば
︑
済
む
も
の
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑︵
ま
さ
に
朱
子

学
批
判
に
お
い
て
こ
そ
深
め
ら
れ
て
い
っ
た
︶
仁
斎
学
そ
の
も
の

の
内
実
に
お
い
て
︑﹁
天
道
﹂
や
﹁
天
命
﹂︑
ひ
い
て
は
﹁
天
﹂
が

ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
ち
︑
そ
れ
は
﹁
人
道
﹂
と
ど
の
よ
う
に
連

関
す
る
の
か
︑
ま
た
︑
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
の
意
義
を
与
え
ら
れ
て

い
る
の
か
︑
と
い
う
問
題
は
︑
存
外
大
き
な
も
の
と
し
て
看
過
さ

れ
る
こ
と
な
く
︑
こ
れ
ま
で
も
論
じ
ら
れ
て
き
た
四

︒

二　

先
行
研
究
か
ら
の
着
想

　

仁
斎
学
に
お
け
る
﹁
天
﹂
の
意
義
に
つ
い
て
︑
早
く
に
一
石
を

投
じ
た
の
は
︑
相
良
亨
﹁
人
倫
日
用
に
お
け
る
超
越
│
伊
藤
仁
斎

の
場
合
﹂︵
初
出
:
相
良
編
﹃
超
越
の
思
想
│
日
本
倫
理
思
想
史

研
究
﹄︑東
京
大
学
出
版
会
︑一
九
九
三
年
︶
で
あ
る
︒
そ
れ
ま
で
︑

﹁
人
道
﹂
を
重
視
す
る
仁
斎
の
思
想
が
﹁
形
而
上
学
の
否
定
﹂︵
二

二
〇
頁
五

︶
と
特
色
づ
け
ら
れ
て
き
た
傾
向
に
対
し
て
︑
相
良
は

仁
斎
の
説
く
﹁
天
道
﹂﹁
天
命
﹂
の
中
に
︑﹁
仁
斎
な
り
の
形
而
上

学
的
な
理
解
﹂︵
同
︶
を
見
る
と
と
も
に
︑
こ
れ
と
﹁
人
倫
日
常

の
場
に
お
け
る
実
践
の
強
調
﹂︵
同
︶
と
の
連
関
を
追
究
し
︑
次

の
よ
う
に
結
論
づ
け
た
︒

　
　

 

実
は
こ
の
忠
信
敬
恕
の
実
践
そ
の
も
の
が
形
而
上
的
な
永
遠

の
世
界
へ
の
参
賛
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
︒
卑
近
な
現
実
に
生

き
る
こ
と
︑
そ
の
こ
と
が
永
遠
に
生
き
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒

仁
斎
に
お
い
て
は
俗
に
生
き
る
こ
と
が
︑
そ
れ
自
体
が
同
時

に
俗
を
超
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒／
以
上
の
よ
う
な
仁
斎
の

思
想
は
︑近
世
的
な
﹁
超
越
の
思
想
﹂
の
あ
り
方
の
一
つ
を
︑

も
っ
と
も
よ
く
示
す
も
の
で
あ
る
︒︵
二
九
七
~
八
頁
︶

　

こ
う
し
た
相
良
の
理
解
に
対
し
︑
子
安
宣
邦
は
異
を
唱
え
た
︒

も
と
も
と
︑
仁
斎
学
に
お
け
る
﹁
天
道
﹂
と
﹁
人
道
﹂
の
関
係
を

め
ぐ
っ
て
﹁
一
元
気
と
し
て
の
天
地
の
道
の
把
握
は
︑
形
而
上
学

三



的
な
思
惟
の
構
成
の
な
か
で
の
天
道
に
よ
る
人
道
の
規
定
を
要
求

す
る
の
で
は
な
く
︑
生
生
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
あ
り
方
そ
の

も
の
を
照
射
す
る
の
で
あ
る
﹂六　
と
分
析
し
て
い
た
子
安
は
︑﹁﹁
天

命
﹂
を
知
る
と
い
う
こ
と
│
伊
藤
仁
斎
﹃
語
孟
字
義
﹄
講
義
の

下
﹂七
︵
一
九
九
六
年
︶
に
お
い
て
︑
よ
り
明
確
に
︑
相
良
と
は
対

照
的
な
﹁
天
命
﹂
理
解
を
打
ち
出
し
た
︒

　
　

 ︿
人
間
の
時
代
﹀
に
お
い
て
﹁
天
﹂
は
︑﹃
論
語
﹄
テ
ク
ス
ト

に
人
間
孔
子
を
読
み
出
す
こ
と
と
と
も
に
︑
読
み
出
さ
れ
て

く
る
︒
す
な
わ
ち
︑
性
理
学
的
な
思
惟
と
そ
の
言
語
的
構
成

の
外
側
に
︑も
は
や
己
れ
の
存
立
根
拠
で
は
な
い
﹁
天
﹂
が
︑

仰
ぎ
見
る
﹁
天
﹂
が
読
み
出
さ
れ
て
く
る
︒﹃
論
語
﹄
の
﹁
天

命
を
知
る
﹂
の
言
葉
に
み
ず
か
ら
思
い
入
れ
る
も
の
は
︑
孔

子
と
と
も
に
仰
ぎ
見
る
﹁
天
﹂
を
︑
も
は
や
己
れ
の
存
立
根

拠
に
は
な
い
﹁
天
﹂
を
︑畏
れ
と
と
も
に
見
出
す
の
で
あ
る
︒

︵
三
二
八
頁
︶八

　

ど
こ
ま
で
も
卑
近
な
﹁
人
道
﹂
に
お
い
て
︑﹁
忠
信
﹂﹁
忠
恕
﹂

と
い
っ
た
実
践
・
修
養
を
た
ゆ
ま
ず
努
め
つ
づ
け
る
主
体
は
︑
い

ず
れ
み
ず
か
ら
の
あ
り
よ
う
の
た
だ
中
に
︑
そ
れ
と
何
が
し
か
重

な
る
も
の
と
し
て
︑超
越
的
な﹁
天
﹂の
は
た
ら
き
を
見
出
す
の
か
︒

そ
れ
と
も
︑
そ
の
主
体
に
と
っ
て
﹁
天
﹂
は
あ
く
ま
で
も
︑
畏
れ

と
と
も
に
遠
く
﹁
仰
ぎ
見
る
﹂
も
の
と
し
て
こ
そ
︑
見
出
さ
れ
て

い
く
の
か
︒仁
斎
の
到
達
し
た
境
地
を
め
ぐ
る
両
者
の
見
解
に
は
︑

大
き
な
距
離
が
あ
る
と
言
え
よ
う
︒

　

そ
の
距
離
自
体
は
︑埋
め
が
た
い
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒

し
か
し
︑
方
向
性
を
異
に
す
る
二
つ
の
解
釈
が
示
さ
れ
て
あ
る
こ

と
は
︑仁
斎
学
に
対
す
る
倫
理
思
想
史
的
︵
あ
る
い
は
倫
理
学
的
︶

研
究
を
︑
今
後
も
推
し
進
め
て
い
く
た
め
の
︑
大
き
な
足
が
か
り

と
も
な
り
得
る
は
ず
で
あ
る
︒

　

相
良
は
そ
の
後
︑﹃
伊
藤
仁
斎
﹄︵
一
九
九
八
年
︶に
お
い
て
は
︑

同
じ
問
題
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

　
　

 

忠
信
敬
恕
の
実
践
は
︑︵
悟
門
が
開
け
て
得
ら
れ
た
視
点
か

ら
見
れ
ば･･･

カ
ッ
コ
内
栗
原
︶
そ
れ
自
体
永
遠
の
生
々
に

参
入
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
い
わ
ば
永
遠
の
生
々
と
ま
っ
た

く
一
つ
に
な
る
こ
と
で
は
な
い
︒︵
中
略
︶
忠
信
敬
恕
は
確

か
に
そ
れ
自
体
︑
天
地
人
倫
の
生
々
に
参
入
す
る
も
の
で
あ

る
が
︑
し
か
し
そ
れ
は
︑
あ
え
て
い
え
ば
﹁
纔
か
に
﹂︵﹃
童

子
問
﹄
下
二
十
五･･･

カ
ッ
コ
内
栗
原
︶
参
入
す
る
も
の
で
︑

ま
た
あ
え
て
い
え
ば
一
端
に
と
り
す
が
る
も
の
で
︑
広
大
な

窮
ま
り
な
き
宇
宙
の
生
々
そ
の
も
の
︑
す
な
わ
ち
﹁
道
﹂
と

ま
っ
た
く
一
体
に
な
り
︑
こ
れ
を
覆
う
も
の
で
は
な
い
の
で

あ
る
︒九

四



　
　

 

学
問
は
窮
り
無
く
追
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
︒
聖
人
も
ま
た
強
め
て
無
限
に
忠
信
敬
恕
に
生
き
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
︒
ま
し
て
聖
人
な
ら
ざ
る
人
間
が
限
り
な
く
強

め
て
忠
信
敬
恕
す
べ
き
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
︒し
か
し
︑

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
︑
人
は
天
地
の
生
々
化
々
に
纔
か
で
は

あ
る
が
参
入
し
う
る
の
で
あ
る
︒
参
入
し
つ
づ
け
う
る
の
で

あ
る
︒
日
常
の
卑
近
な
忠
信
敬
恕
が
︑
そ
れ
自
体
に
お
い
て

永
遠
へ
の
参
入
と
な
る
の
で
あ
る
︒
超
越
と
い
う
概
念
を
導

入
す
れ
ば
︑
今
の
こ
こ
の
人
倫
日
用
の
現
実
に
忠
信
敬
恕
に

生
き
る
こ
と
自
体
が
︑
現
実
を
超
越
し
︑
形
而
上
的
な
超
越

的
世
界
に
﹁
纔
に
﹂
生
き
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

︵
中
略
︶﹁
纔
に
﹂
で
あ
っ
て
も
︑
そ
れ
は
永
遠
絶
対
へ
の
参

入
で
あ
る
︒一
〇

こ
こ
に
至
っ
て
も
な
お
︑
と
い
う
よ
り
︑
む
し
ろ
い
っ
そ
う
強
く
︑

﹁
永
遠
性
に
連
な
る
安
心
立
命
の
倫
理
学
を
希
求
す
る
﹂一
一　

相
良

自
身
の
思
い
は
︑
表
出
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
同
時
に
︑﹁
一
端

0

0

に
と
り
す
が
る

0

0

0

0

0

0

﹂︑﹁
聖
人
も
ま
た
強
め
て
無
限
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

忠
信
敬
恕
に
生

き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂︑﹁
人
は
天
地
の
生
々
化
々
に
纔
か

0

0

で
は

あ
る
が
参
入
し
う
る

0

0

﹂﹁
参
入
し
つ
づ
け
う
る

0

0

0

0

0

﹂
と
い
っ
た
幾
重

も
の
表
現
か
ら
は
︑仁
斎
学
に
お
け
る
﹁
人
道
﹂
と
﹁
天
道
﹂
を
︑

ど
こ
ま
で
も
安
易
に
重
ね
て
読
む
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
︑﹁
超
越

的
世
界
﹂
は
人
間
に
と
っ
て
︵
ま
た
仁
斎
に
と
っ
て
︶
遠
い
も
の

で
あ
り
続
け
も
す
る
︑
と
い
う
相
良
の
理
解
を
︑
や
は
り
前
著
よ

り
も
強
く
︑
読
み
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

　

他
方
︑子
安
は
そ
の
後
︑﹃
仁
斎
学
講
義
﹃
語
孟
字
義
﹄
を
読
む
﹄

︵
二
〇
一
五
年
︶
に
お
い
て
︑

　
　

 

孔
子
は
あ
き
ら
か
に
天
を
仰
ぎ
見
て
い
た
︒
仁
斎
は
こ
の
孔

子
の
天
を
再
発
見
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
再
発
見
は
︑

朱
子
の
宇
宙
論
的
な
言
語
の
な
か
に
あ
る
天
を
︑
そ
こ
か
ら

引
き
離
す
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
︒︵
中
略
︶
確
認
し
て
お

き
た
い
の
は
︑
仁
斎
の
倫
理
思
想
と
は
仰
ぎ
見
る
天
を
も
っ

た
思
想
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
仁
斎
の
思
想
も
言
語
も
︑

天
へ
の
究
極
的
な
信
に
立
っ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
︒彼
は
決
し
て
こ
れ
を
直
接
に
語
る
こ
と
は
な
い
︒﹃
論
語
﹄

か
ら
孔
子
の
立
場
を
読
み
出
す
こ
と
を
通
し
て
し
か
仁
斎
は

語
ら
な
い
︒一
二

と
述
べ
︑﹁
仰
ぎ
見
る
﹂
も
の
と
し
て
の
﹁
天
﹂︑
と
い
う
理
解
を

再
確
認
し
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
一
方
で
︑
こ
れ
を
仁
斎
学
に
対
す

る
解
釈
の
基
底
と
す
る
が
ゆ
え
に
︑
子
安
は
﹃
語
孟
字
義
﹄
巻
之

下
﹁
誠
﹂
第
三
条
一
三

に
対
し
て
︑
次
の
よ
う
な
疑
義
を
呈
し
た
︒

五



　
　

 ﹁
誠
と
は
道
の
全
体
﹂
と
い
う
言
葉
で
始
ま
る
こ
の
条
の
文

章
は
︑
仁
斎
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
疑
わ
せ
る
︒

こ
う
し
た
本
体
論
的
な
文
章
は
朱
子
の
性
理
学
の
も
の
で
あ

る
︒
本
性
と
か
天
理
と
は
本
体
論
的
概
念
で
あ
る
︒
こ
う
し

た
本
体
論
的
な
概
念
に
よ
る
思
惟
の
構
成
に
仁
斎
は
反
対
し

て
き
た
の
で
は
な
い
の
か
︒
な
ぜ
仁
斎
は
誠
を
本
体
的
な
概

念
と
し
て
︑﹁
誠
と
は
道
の
全
体
﹂
な
ど
と
い
う
の
だ
ろ
う

か
︒一
四

こ
の
疑
念
は
︑﹃
中
庸
﹄
の
﹁
誠
は
天
の
道
な
り
︒
之
を
誠
に
す

る
は
人
の
道
な
り
﹂
に
お
け
る
﹁
誠
﹂︑す
な
わ
ち
﹁
天
の
道
﹂
を
︑

仁
斎
は
ど
う
理
解
し
た
の
か
︑と
い
う
問
題
に
直
結
し
て
い
る
一
五

︒

ま
た
当
然
︑そ
れ
に
対
し
て
﹁
之
を
誠
に
す
﹂
と
い
う
﹁
人
の
道
﹂

を
︑仁
斎
が
ど
う
理
解
し
た
か
︑ひ
い
て
は
︑﹁
天
道
﹂
と
﹁
人
道
﹂

の
接
点
を
︑
仁
斎
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
た
か
が
︑
再
び

問
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
︒

　

鋭
く
対
立
し
た
︑
あ
る
い
は
す
れ
違
っ
た
両
者
の
解
釈
は
︑
し

か
し
そ
れ
ぞ
れ
の
道
に
お
い
て
︑
仁
斎
学
に
お
け
る
﹁
天
道
﹂
と

﹁
人
道
﹂
の
接
点
の
あ
り
よ
う
︑
よ
り
正
確
に
は
︑﹁
人
道
﹂
に
生

き
る
主
体
に
と
っ
て
﹁
天
﹂
が
も
つ
意
義
を
︑
そ
の
後
も
仁
斎
か

ら
問
わ
れ
続
け
た
︑
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
ま
た
こ
れ
を
踏
ま
え
た

と
き
︑
当
の
問
題
を
探
究
し
続
け
て
い
く
た
め
の
カ
ギ
は
︑﹁
天

道
﹂
に
お
け
る
﹁
誠
﹂
と
︑﹁
人
道
﹂
に
お
け
る
継
続
的
な
実
践
・

修
養
の
核
と
仁
斎
が
位
置
づ
け
た
﹁
忠
信
﹂︑
両
者
の
関
係
に
あ

る
一
六

の
で
は
な
い
か
と
も
︑
着
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

三　

天
道
に
お
け
る
誠

　

本
稿
で
は
ま
ず
︑﹁
天
道
﹂に
お
け
る﹁
誠
﹂の
問
題
を
考
察
す
る
︒

先
ほ
ど
触
れ
た
﹃
中
庸
﹄
の
﹁
誠
は
天
の
道
な
り
︒
之
を
誠
に
す

る
は
人
の
道
な
り
﹂
を
含
む
一
節
に
対
す
る
仁
斎
の
注
釈
は
︑
次

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒

　
　

 

誠
者
天
之
道
也
︒
誠
之
者
人
之
道
也
︒
誠
者
不
勉
而
中
︒
不

思
而
得
︒
従
容
中
道
︒
聖
人
也
︒
誠
之
者
︒
擇
善
而
固
執
之

者
也
︒

　
　
　

 

天
の
道
と
は
︑
聖
人
の
行
を
言
ふ
︒
真
実
無
偽
︑
自
ら
力

を
用
い
ず
︑猶
天
道
の
自
然
に
流
行
す
る
が
ご
と
く
な
り
︒

故
に
天
道
と
曰
ふ
な
り
︒
勉
め
ず
し
て
中
る
︑
礼
な
り
︒

思
は
ず
し
て
得
︑
智
な
り
︒
従
容
と
し
て
道
に
中
る
︑
仁

義
を
兼
ね
て
言
ふ
︒
之
を
誠
に
す
る
と
は
︑
未
だ
能
く
真

実
無
偽
な
ら
ず
と
雖
も
︑
而
も
真
実
無
偽
に
至
る
を
求
む

る
の
謂
︑人
道
の
立
つ
所
以
な
り
︒
此
の
若
く
ん
ば
則
ち
︑

六



未
だ
能
く
聖
人
の
如
く
然
ら
ず
と
雖
も
︑
人
為
る
所
以
の

道
を
失
は
ず
︒
故
に
人
の
道
と
曰
ふ
な
り
︒
善
を
擇
び
て

固
く
之
を
執
る
と
は
︑
善
悪
の
分
を
審
ら
か
に
し
︑
以
て

其
の
善
を
固
く
守
る
を
謂
ふ
︒
下
句
の
﹁
誠
者
﹂
及
び

﹁
誠
之
者
﹂︑倶
に
其
の
人
を
指
し
て
言
ふ
︒︵﹃
中
庸
発
揮
﹄

下
一
七

︶

こ
の
一
節
に
お
け
る
﹁
誠
﹂︑
と
く
に
下
句
﹁
誠
者
不
勉
而
中
~

聖
人
也
﹂
に
お
け
る
﹁
誠
﹂
は
︑﹁
天
の
道
﹂
そ
の
も
の
と
は
解

さ
れ
て
い
な
い
︒
あ
く
ま
で
も
︑
そ
れ
は
﹁
聖
人
の
行
﹂
を
言
う

も
の
だ
︑と
注
さ
れ
る
︒
た
だ
そ
の
あ
り
よ
う
は
︑﹁
天
道
﹂の﹁
自

然
流
行
﹂
が
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
︑﹁
自
ら
力
を
用
い
ず
﹂

し
て
﹁
真
実
無
偽
﹂
な
る
も
の
︑で
あ
る
︒﹁
勉
め
ず
﹂﹁
思
は
ず
﹂

﹁
従
容
と
し
て
﹂
い
な
が
ら
︑し
か
も
そ
こ
に
﹁
礼
﹂﹁
智
﹂﹁
仁
義
﹂

を
体
現
す
る
︒
こ
れ
が
﹁
聖
人
の
行
﹂
で
あ
る
︒
ゆ
え
に
﹁
誠
は

天
の
道
な
り
﹂
と
表
現
さ
れ
る
の
だ
︑と
仁
斎
は
解
釈
し
て
い
る
︒

　
﹁
誠
﹂
の
意
味
を
﹁
真
実
無
偽
﹂
と
す
る
の
は
︑﹃
語
孟
字
義
﹄

に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
︒
た
だ
し
﹃
字
義
﹄
巻
之
下
﹁
誠
﹂
の

冒
頭
︑
第
一
条
に
お
い
て
は
︑
そ
の
意
味
が
直
接
﹁
天
道
流
行
﹂

に
即
し
て
︑
す
な
わ
ち
自
然
界
に
お
け
る
四
季
の
め
ぐ
り
や
天
体

の
運
行
に
即
し
て
︑
解
説
さ
れ
て
い
た
︒
朱
熹
の
高
弟
で
あ
っ
た

陳
北
渓
︵
陳
淳
︶
が
︑
そ
こ
に
古
今
﹁
一
毫
の
妄
無
し
﹂
と
し
た

こ
と
︑
つ
ま
り
彼
が
﹁
天
道
﹂
の
﹁
誠
﹂
を
﹁
真
実
無
妄

0

0

﹂
の
意

味
に
と
っ
た
の
に
対
し
て
︑
仁
斎
は
む
し
ろ
︑﹁
真
実
無
偽

0

0

﹂
と

す
る
方
が
よ
い
︑
と
主
張
す
る
︒
自
然
界
に
お
い
て
は
︑
冷
夏
や

暖
冬
︑
ま
た
﹁
五
星
逆
行
し
︑
日
月
度
を
失
ふ
﹂
と
い
っ
た
現
象

も
︑
し
ば
し
ば
起
こ
る
︒
だ
か
ら
と
い
っ
て
﹁
豈
に
之
を
天
誠
な

ら
ず
と
謂
ふ
て
可
な
ら
ん
や
﹂︒
例
外
的
な
現
象
が
生
起
す
る
こ

と
も
含
め
て
︑
全
て
に
偽
り
の
な
い
﹁
天
道
﹂
は
︑﹁
真
実
無
偽
﹂

の
意
味
に
お
い
て
こ
そ
︑
ま
さ
に
﹁
誠
﹂
な
の
だ
︑
と
仁
斎
は
説

い
た
︒

　
﹁
天
道
﹂
に
お
け
る
﹁
自
然
流
行
﹂
に
︑﹁
真
実
無
偽
﹂
の
﹁
誠
﹂

を
み
る
︑
と
い
う
考
え
方
は
︑﹁
天
地
の
間
︑
一
元
気
の
み
﹂︵﹃
語

孟
字
義
﹄
上
﹁
天
道
﹂
一
︶﹁
一
陰
一
陽
往
来
已
ま
ざ
る
︑
之
を

天
道
と
謂
ふ
﹂︵
同
﹁
天
道
﹂
六
︶﹁
生
々
し
て
已
ま
ざ
る
は
︑
即

ち
天
地
の
道
な
り
﹂︵
同
﹁
天
道
﹂
四
︶﹁
天
地
は
一
大
活
物
︑
物

を
生
じ
て
物
に
生
ぜ
ら
れ
ず
︑
悠
久
に
し
て
窮
ま
り
無
し
﹂︵﹃
童

子
問
﹄
中
六
十
七
︶
と
い
っ
た
︑
い
わ
ゆ
る
一
元
気
論
︑
天
地
へ

の
﹁
生
々
﹂﹁
活
物
﹂
観
に
︑
通
じ
て
い
る
︒
そ
の
こ
と
の
意
味

を
理
解
す
る
の
も
決
し
て
た
や
す
い
こ
と
で
は
な
い
が
︑
さ
し
あ

た
り
本
稿
に
と
っ
て
の
問
題
は
︑そ
う
し
た
﹁
天
道
﹂
の
﹁
流
行
﹂

自
体
が
︑
人
と
し
て
の
生
き
方
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
か
︑
で
あ

る
︒

　

こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
と
し
て
は
︑
少
な
く
と
も
直
接
的
に

七



は
関
わ
っ
て
こ
な
い
︑と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
仁
斎
は﹁
天

道
﹂の
中
に
︑﹁
流
行
﹂と﹁
主
宰
﹂と
い
う
二
つ
の
面
を
見
て
お
り
︑

両
者
の
関
係
を
︑

　
　

 

流
行
は
猶
人
の
動
作
威
儀
有
る
が
ご
と
し
︒
主
宰
は
猶
人
の

心
思
智
慮
あ
る
が
ご
と
し
︒
そ
の
実
一
理
な
り
︒
然
れ
ど
も

天
道
の
天
道
為
る
所
以
を
論
ず
る
と
き
は
︑
則
ち
専
ら
主
宰

を
以
て
言
ふ
︒︵﹃
語
孟
字
義
﹄
上
﹁
天
道
﹂
七
︶

と
整
理
し
た
︒﹁
流
行
﹂
の
背
後
に
は
︑
あ
え
て
人
に
喩
え
る
な

ら﹁
心
思
智
慮
﹂と
い
う
べ
き
︑﹁
主
宰
﹂の
面
が
あ
る
︒
と
は
い
え
︑

そ
れ
が
﹁
天
道
﹂
自
体
の
﹁
流
行
﹂
を
﹁
主
宰
﹂
す
る
限
り
に
お

い
て
は
︑
い
か
に
﹁
天
道
﹂
が
﹁
真
実
無
偽
﹂
に
﹁
流
行
﹂
し
よ

う
と
も
︑
ま
た
︑
た
と
え
﹁
聖
人
の
行
﹂
が
そ
の
あ
り
よ
う
に
な0

ぞ
ら
え
ら
れ
る

0

0

0

0

0

0

も
の
で
は
あ
っ
て
も
︑﹁
天
道
﹂の﹁
誠
﹂は﹁
人
道
﹂

の
動
勢
に
対
し
︑
直
接
的
に
は
関
与
し
な
い
︑
と
考
え
ら
れ
る
︒

四　

天
命
の
含
意

　

し
か
し
な
が
ら
︑﹁
天
道
﹂
の
中
に
︵﹁
流
行
﹂
面
と
は
一
線
を

画
す
る
か
た
ち
で
︶﹁
主
宰
﹂
面
が
見
出
さ
れ
た
こ
と
は
︑
他
方
︑

﹁
人
道
﹂
に
生
き
る
主
体
に
と
っ
て
﹁
天
﹂
が
も
つ
意
義
を
示
す
︑

あ
る
重
要
な
概
念
に
対
す
る
解
釈
と
︑
響
き
合
っ
て
い
る
︒
そ
れ

が
﹁
天
命
﹂
で
あ
る
︒

　
　

 

蓋
し
天
と
は
︑
専
ら
自
然
に
出
で
て
︑
人
力
の
能
く
為
る
所

に
非
ず
︒
命
と
は
人
力
に
出
づ
る
に
似
て
︑
而
も
実
は
人
力

の
能
く
及
ぶ
所
に
非
ず
︒
天
は
猶
君
主
の
ご
と
し
︒
命
は
猶

其
の
命
令
の
ご
と
し
︒
天
と
は
命
の
由
つ
て
出
づ
る
所
︑
命

と
は
天
の
出
だ
す
所
︒︵﹃
語
孟
字
義
﹄
上
﹁
天
命
﹂
一
︶

　
　

 

凡
そ
聖
人
の
所
謂
命
と
云
ふ
者
は
皆
︑
吉
凶
・
禍
福
・
死
生
・

存
亡
︑
相
形
す
る
上
に
就
い
て
言
を
立
つ
︒︵
中
略
︶
其
の

遇
ふ
所
の
幸
・
不
幸
︑
皆
自
然
に
し
て
至
り
︑
之
を
奈
何
と

も
す
べ
き
こ
と
無
し
︒
故
に
之
を
命
と
謂
ふ
︒
既
に
之
を
命

と
謂
ふ
と
き
は
︑
則
ち
之
を
順
受
せ
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ざ

る
の
意
有
り
︒
又
既
に
定
ま
つ
て
逃
る
べ
か
ら
ざ
る
の
意
有

り
︒
故
に
曰
く
﹁
天
命
を
畏
る
﹂
と
︒
亦
曰
く
﹁
天
命
を
慎

む
﹂と
︒
蓋
し
此
が
為
な
り
︒︵﹃
語
孟
字
義
﹄上﹁
天
命
﹂四
︶

あ
た
か
も
﹁
君
主
﹂
の
ご
と
く
︑﹁
主
宰
﹂
者
と
し
て
あ
る
﹁
天
﹂

か
ら
の
﹁
命
令
﹂
は
︑﹁
人
道
﹂
に
お
い
て
﹁
力
﹂
を
尽
そ
う
と

す
る
﹁
人
﹂︵
あ
る
い
は
人
び
と
︶
に
対
し
て
︑
下
さ
れ
る
︒
そ

れ
は
﹁
吉
凶
・
禍
福
・
死
生
・
存
亡
﹂
と
い
う
形
を
と
り
︑人
に
と
っ

八



て
は
﹁
幸
﹂
と
も
﹁
不
幸
﹂
と
も
受
け
止
め
ら
れ
る
が
︑
す
で
に

﹁
命
﹂
と
し
て
下
さ
れ
る
限
り
︑人
は
﹁
畏
﹂
れ
と
﹁
慎
﹂
み
を
も
っ

て
︑
こ
れ
を
﹁
順
受
﹂
す
る
ほ
か
は
な
い
︒﹁
天
命
﹂
と
は
本
来
︑

﹁
人
力
﹂の
及
ぶ
範
囲
を
超
え
た
も
の
︑を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
︒

　

こ
の
︑﹁
吉
凶
・
禍
福
・
死
生
・
存
亡
﹂を﹁
天
命
﹂と
し
て﹁
順
受
﹂

す
る
境
地
は
︑﹁
命
を
知
る
﹂と
称
さ
れ
る
︒
そ
れ
は
ま
た
︑︵﹁
命
﹂

に
直
面
し
て
︶﹁
安
ん
ず
る
の
み
﹂﹁
疑
は
ざ
る
の
み
﹂︵﹃
語
孟
字

義
﹄
上
﹁
天
命
﹂
七
︶
と
も
︑定
義
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
畏
れ
︑

慎
み
つ
つ
も
︑
そ
こ
に
安
ん
じ
︑
疑
わ
な
い
︑
と
い
う
と
き
︑
人

は
﹁
天
命
﹂
を
︑
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
﹁
知
る
﹂
の
で

あ
ろ
う
か
︒

　

実
は
こ
こ
に
お
い
て
こ
そ
︑﹁
天
道
﹂
に
お
け
る
﹁
真
実
無
偽
﹂

の
﹁
誠
﹂
が
︑
人
の
側
か
ら
の
受
け
止
め
と
し
て
︑
意
味
を
も
っ

て
く
る
︒﹃
語
孟
字
義
﹄
巻
之
上
﹁
天
道
﹂
第
六
条
に
は
︑
次
の

よ
う
に
あ
る
︒

　
　

 

夫
れ
善
と
は
天
の
道
︒
蓋
し
天
地
の
間
︑
四
方
上
下
︑
渾
々

淪
々
︑
充
塞
通
徹
︑
内
無
く
外
無
く
︑
斯
の
善
に
非
ず
と
い

ふ
こ
と
莫
し
︒
故
に
善
な
る
と
き
は
則
ち
順
︑
悪
な
る
と
き

は
則
ち
逆
︒︵
中
略
︶
夫
れ
人
一
日
も
不
善
を
以
て
天
地
の

間
に
立
つ
こ
と
有
る
こ
と
能
は
ざ
る
こ
と
や
︑
亦
猶
此
の
ご

と
し
︒︵
中
略
︶
天
道
の
畏
る
べ
く
慎
む
べ
き
此
の
ご
と
し
︒

而
し
て
所
謂
善
と
は
豈
形
状
の
謂
ふ
べ
き
有
ら
ん
や
︒︵
中

略
︶
善
と
は
他
に
非
ず
︑
即
ち
直
の
み
︒
蓋
し
直
な
る
と
き

は
即
ち
善
︑
直
な
ら
ざ
れ
ば
即
ち
曲
︒
二
有
る
に
非
ず
︒

時
に
例
外
的
な
現
象
を
含
み
つ
つ
﹁
真
実
無
偽
﹂
に
﹁
流
行
﹂
す

る
﹁
天
道
﹂
は
︑そ
れ
と
同
時
に
︑﹁
善
﹂
な
る
人
︵﹁
直
﹂
な
る
人
︶

を
よ
り
伸
び
や
か
に
生
か
し
め
︑
逆
に
﹁
不
善
﹂
な
る
人
︵﹁
曲
﹂

な
る
人
︶
が
そ
の
ま
ま
に
﹁
立
つ
﹂
こ
と
を
﹁
一
日
﹂
た
り
と
も

許
さ
な
い
︑
と
い
う
応
報
的
な
摂
理
を
︑
厳
し
く
人
に
突
き
つ
け

る
も
の
︑
な
の
で
あ
っ
た
︒﹃
字
義
﹄
巻
之
上
﹁
天
命
﹂
第
三
条

に
は
︑
次
の
よ
う
に
も
あ
る
︒

　
　

 

何
を
か
天
の
命
ず
る
所
と
謂
ふ
︒
其
の
人
力
の
致
す
所
に
非

ず
し
て
自
ず
か
ら
至
る
を
以
て
︑故
に
総
て
之
を
天
に
帰
す
︑

而
し
て
又
之
を
命
と
謂
ふ
︒
蓋
し
天
道
至
誠
︑
一
毫
の
偽
妄

を
容
れ
ざ
る
を
以
て
な
り
︒

下
さ
れ
た
﹁
天
命
﹂
を
そ
れ
と
し
て
人
が
真
に
﹁
知
﹂
り
︑
逃
れ

得
な
い
も
の
と
し
て
﹁
順
受
﹂
す
る
と
き
︑
そ
の
主
体
は
︑﹁
真

実
無
偽
﹂
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︵
人
間
の
生
き
方
に
対
し
て
も
︶﹁
一

毫
の
偽
妄
を
容
れ
ざ
る
﹂
応
報
的
な
摂
理
を
︑﹁
主
宰
﹂
的
な
﹁
天

道
﹂
の
﹁
誠
﹂
と
し
て
︑
認
め
る
の
で
あ
る
︒﹁
疑
は
ざ
る
の
み
﹂

九



﹁
安
ん
ず
る
の
み
﹂
と
い
う
の
も
︑
こ
の
意
味
に
お
け
る
﹁
天
道
﹂

の
﹁
誠
﹂
に
対
し
て
︑
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒

五　

天
命
を
知
る
者

　

さ
て
︑﹁
天
命
﹂
の
具
体
相
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
﹁
吉
凶
・
禍

福
・
死
生
・
存
亡
﹂
の
う
ち
︑
よ
り
切
実
に
﹁
人
力
の
能
く
及
ぶ

所
に
非
ず
﹂﹁
人
力
の
致
す
所
に
非
ず
﹂
と
受
け
止
め
ら
れ
る
は

ず
な
の
は
︑﹁
凶
・
禍
・
死
・
亡
﹂
の
方
で
あ
ろ
う
︒
ご
く
素
朴

に
想
像
し
て
︑
こ
れ
ら
に
直
面
し
た
人
が
︑
そ
こ
に
応
報
的
な
摂

理
を
認
め
︑
信
じ
る
の
だ
と
す
れ
ば
︑
彼
は
﹁
命
﹂
を
︑
自
ら
の

︵
あ
る
い
は
自
ら
を
含
む
﹁
人
﹂
の
︶﹁
不
善
﹂
や
﹁
曲
﹂
に
対
す

る
厳
正
な
報
い
と
し
て
﹁
順
受
﹂
す
る
︑
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ

う
で
あ
る
︒

　

と
こ
ろ
が
︑
仁
斎
の
議
論
に
従
う
限
り
︑
そ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス

は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑﹁
人
道
﹂
に
お
い
て
い
ま

だ
﹁
不
善
﹂
や
﹁
曲
﹂
を
免
れ
な
い
多
く
の
主
体
は
︑決
し
て
︑﹁
命

を
知
る
﹂
境
地
に
到
達
し
な
い
か
ら
で
あ
る
︒﹁
命
を
知
る
﹂
境

地
に
立
つ
こ
と
を
許
さ
れ
る
の
は
︑
あ
く
ま
で
も
︑﹁
人
道
﹂
に

お
い
て
﹁
善
﹂﹁
直
﹂
な
る
実
践
を
尽
く
し
得
た
主
体
︑
限
ら
れ

た
﹁
君
子
﹂
の
み
で
あ
っ
た
︒

　
﹁
命
を
知
る
﹂
た
め
の
条
件
︑ま
た
﹁
命
を
知
る
﹂
者
の
境
地
を
︑

仁
斎
は
次
の
よ
う
に
説
く
︒

　
　

 

学
者
苟
も
恐
懼
修
省
︑
直
道
を
以
て
自
ら
尽
し
︑
一
毫
の
邪

曲
有
る
こ
と
無
く
︑
而
る
後
当
に
自
ら
之
︵
=
天
道
の
主
宰

面
︒
カ
ッ
コ
内
栗
原
︶
を
識
る
べ
し
︒
言
語
に
て
喩
す
べ
き

に
非
ず
︒︵﹃
語
孟
字
義
﹄
上
﹁
天
道
﹂
六
︶

　
　

 

其
の
道
を
尽
し
て
而
る
後
至
る
者
は
是
れ
命
︒
倘
し
一
毫
も

自
ら
尽
さ
ざ
る
所
有
る
と
き
は
︑
即
ち
人
為
の
み
︒
之
を
命

と
謂
ふ
べ
か
ら
ず
︒︵﹃
語
孟
字
義
﹄
上
﹁
天
命
﹂
四
︶

　
　

 

一
毫
の
聡
明
を
作
さ
ず
︑
一
毫
の
智
見
を
挟
ま
ず
︑
至
誠
正

直
︑
内
外
表
裏
︑
打
て
一
片
と
成
つ
て
︑
而
る
後
以
て
自
得

す
べ
し
︒
聡
明
智
見
を
以
て
之
︵
=
命
を
知
る
こ
と
︒
カ
ッ

コ
内
栗
原
︶を
得
べ
き
に
非
ざ
る
な
り
︒︵﹃
童
子
問
﹄下
十
一
︶

　
　

 

蓋
し
一
毫
の
実
な
ら
ざ
る
無
く
︑
一
毫
の
尽
さ
ざ
る
無
く
︑

之
︵
=
命
︒
カ
ッ
コ
内
栗
原
︶
に
処
し
て
泰
然
︑
之
を
履
ん

で
坦
然
︑
弐
は
ず
惑
は
ず
︑
当
に
之
を
安
ん
ず
と
謂
ふ
べ
し
︒

当
に
之
を
知
る
と
謂
ふ
べ
し
︒︵﹃
語
孟
字
義
﹄上﹁
天
命
﹂七
︶

五
十
に
し
て
﹁
命
を
知
﹂っ
た
孔
子
の
よ
う
に
︑﹁
人
道
﹂
に
お
け

一
〇



る﹁
誠
﹂を﹁
尽
し
﹂た
者
に
も
な
お
︑現
実
と
し
て
︑﹁
凶
・
禍
・
死
・

亡
﹂
と
い
っ
た
事
態
は
迫
り
得
る
︒
個
人
的
な
境
涯
に
お
い
て
も

そ
れ
は
あ
り
︑
ま
し
て
や
よ
り
大
き
な
﹁
国
の
存
亡
︑
道
の
興
廃
﹂

に
関
し
て
は
︑﹁
聖
人
と
雖
も
亦
己
の
欲
す
る
所
の
ご
と
く
す
る

こ
と
を
得
ず
﹂︵﹃
語
孟
字
義
﹄
上
﹁
天
命
﹂
九
︶︑
と
さ
れ
る
︒

　

し
か
し
そ
う
し
た
凶
事
自
体
を
︑﹁
君
子
﹂
は
︑
自
ら
の
﹁
不

善
﹂
や
﹁
曲
﹂
へ
の
報
い
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑﹁
人

道
﹂
に
お
け
る
自
ら
の
﹁
誠
﹂
を
尽
す
実
践
︑﹁
善
﹂
に
し
て
﹁
直
﹂

な
る
実
践
そ
の
も
の
に
安
ら
い
つ
つ
︑
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
︑
目
前

の
凶
事
に
対
し
て
も
﹁
人
力
の
能
く
及
ぶ
所
に
非
﹂
ざ
る
﹁
天
命
﹂

と
し
て
︑こ
れ
を
﹁
順
受
﹂
す
る
︒
さ
ら
に
︑そ
こ
に
も
な
お
﹁
主

宰
﹂
的
な
﹁
天
道
﹂
の
﹁
誠
﹂
が
大
き
く
貫
か
れ
て
あ
る
こ
と
は
︑

決
し
て
疑
わ
れ
な
い
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

　

い
か
な
る
凶
事
を
前
に
し
て
も
︑
ま
た
逆
に
︑
い
か
な
る
望
外

の
吉
事
を
前
に
し
て
も
︑﹁
命
を
知
る
﹂者
は﹁
主
宰
﹂的
な﹁
天
道
﹂

の
大
き
な
﹁
誠
﹂
を
信
じ
つ
つ
︑
自
ら
は
あ
く
ま
で
そ
の
居
場
所

に
あ
っ
て
﹁
泰
然
﹂﹁
坦
然
﹂︑
粛
々
と
﹁
人
道
﹂
の
﹁
誠
﹂
を
尽

く
し
続
け
る
の
み
で
あ
り
︑
少
し
も
心
を
曲
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な

い
︒﹁
命
を
知
る
﹂
者
の
あ
り
よ
う
を
︑
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
て

お
き
た
い
一
八

︒

六　

誠
を
求
め
る
当
為

　

こ
こ
で
︑﹁
誠
は
天
の
道
な
り
︒之
を
誠
に
す
る
は
人
の
道
な
り
﹂

︵﹃
中
庸
﹄︶
を
め
ぐ
る
仁
斎
の
注
釈
︵
本
稿
第
三
節
冒
頭
︶
に
立

ち
戻
る
︒
す
る
と
︑﹁
命
を
知
る
﹂
者
の
あ
り
よ
う
は
︑﹁
誠
は
天

の
道
な
り
﹂
の
意
味
と
し
て
示
さ
れ
た
﹁
聖
人
﹂
の
あ
り
よ
う
︑

す
な
わ
ち
︑﹁
天
道
﹂の﹁
自
然
流
行
﹂が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
︑﹁
自

ら
力
を
用
い
ず
﹂し
て﹁
真
実
無
偽
﹂︑﹁
勉
め
ず
﹂﹁
思
は
ず
﹂﹁
従

容
と
し
て
﹂い
な
が
ら
︑し
か
も
そ
こ
に﹁
礼
﹂﹁
智
﹂﹁
仁
義
﹂︵﹁
人

道
﹂
の
理
想
︶
を
体
現
す
る
︑
と
い
う
﹁
聖
人
の
行
﹂
に
︑
重
ね

ら
れ
る
か
︑
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
連
な
る
も
の
で
あ
る
︑
と
考

え
ら
れ
る
︒﹁
天
道
﹂
自
体
の
﹁
誠
﹂
と
︑﹁
聖
人
﹂
の
︵
あ
る
い

は
そ
こ
に
連
な
る
﹁
命
を
知
る
﹂﹁
君
子
﹂
の
︶﹁
誠
﹂
を
尽
く
し

た
あ
り
よ
う
と
は
︑
慎
重
に
区
別
さ
れ
つ
つ
︑
し
か
し
﹁
真
実
無

偽
﹂
に
お
い
て
︑
通
じ
て
い
た
︒

　

と
は
い
え
︑﹁
人
道
﹂
に
お
け
る
多
く
の
主
体
は
︑
そ
こ
ま
で

に
至
ら
な
い
︒
そ
れ
で
も
仁
斎
は
︑﹁
之
を
誠
に
す
る
と
は
︑
未

だ
能
く
真
実
無
偽
な
ら
ず
と
雖
も
︑
而
も
真
実
無
偽
に
至
る
を
求

む
る
の
謂
︑
人
道
の
立
つ
所
以
な
り
︒
此
の
若
く
ん
ば
則
ち
︑
未

だ
能
く
聖
人
の
如
く
然
ら
ず
と
雖
も
︑
人
為
る
所
以
の
道
を
失
は

ず
︒
故
に
人
の
道
と
曰
ふ
な
り
﹂︑
と
述
べ
た
︒
実
際
に
﹁
誠
﹂

を
尽
く
し
得
ず
と
も
︑そ
れ
を
﹁
誠
に
す
る

0

0

0

﹂
こ
と
︑﹁
誠
﹂
を
﹁
求

一
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む
る
﹂
こ
と
︑
求
め
続
け
る
こ
と
こ
そ
が
︑﹁
人
道
﹂
を
﹁
人
道
﹂

と
し
て
﹁
立
﹂
た
し
め
る
の
だ
︑と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒

﹃
語
孟
字
義
﹄
巻
之
下
﹁
誠
﹂
第
三
条
に
は
︑

　
　

 

誠
と
は
道
の
全
体
︒
故
に
聖
人
の
学
は
︑
必
ず
誠
を
以
て
宗

と
為
︑
而
し
て
其
の
千
言
万
語
︑
皆
人
を
し
て
夫
の
誠
を
尽

さ
し
む
る
所
以
に
非
ず
と
い
ふ
こ
と
莫
し
︒所
謂
仁
義
礼
智
︑

所
謂
孝
弟
忠
信
︑
皆
誠
を
以
て
之
が
本
と
為
︒︵
中
略
︶
是

の
故
に
誠
の
一
字
︑
実
に
聖
学
の
頭
脳
︑
学
者
の
標
的
︑
至

れ
り
大
な
る
か
な
︒

と
あ
る
︒
そ
の
思
惟
が
朱
子
学
的
・
本
体
論
的
で
あ
る
こ
と
を
︑

子
安
宣
邦
に
訝
し
ま
せ
た
一
九

文
章
で
あ
る
が
︑
た
と
え
そ
う
で

あ
っ
て
も
仁
斎
の
力
点
は
︑﹁
誠
﹂
が
﹁
人
を
し
て
﹂
そ
れ
を
﹁
尽

さ
し
む
る
﹂
所
以
で
あ
る
こ
と
︑﹁
人
道
﹂
を
そ
れ
と
し
て
成
り

立
さ
せ
る
の
は
︑
人
が
﹁
誠
﹂
を
﹁
標
的
﹂
と
し
て
﹁
求
む
る
﹂

営
み
に
こ
そ
あ
る
︑
と
い
う
と
こ
ろ
に
︑
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
︒

七　

忠
信
を
主
と
す

　

前
節
で
は
︑﹁
人
道
﹂
に
お
け
る
実
践
︑
ま
た
当
為
と
し
て
の

﹁
之
を
誠
に
す
る
﹂﹁
誠
を
尽
す
﹂
を
問
題
に
し
た
が
︑
仁
斎
の
議

論
に
は
さ
ら
に
そ
の
先
︑
と
い
う
よ
り
︑
手
前
の
段
階
が
あ
る
︒

　
　

 

所
謂
﹁
之
を
誠
に
す
る
﹂
と
︑﹁
忠
信
を
主
と
す
る
﹂
と
︑

意
甚
だ
相
近
し
︒
然
れ
ど
も
功
夫
自
ず
か
ら
同
じ
か
ら
ず
︒

﹁
忠
信
を
主
と
す
る
﹂は
︑理
に
当
る
か
否
ざ
る
か
を
顧
み
ず
︑

只
是
れ
己
の
心
を
尽
し
︑
朴
実
に
行
ひ
去
る
を
謂
ふ
︒﹁
之

を
誠
に
す
る
﹂
は
︑
理
に
当
た
る
と
否
ざ
る
と
を
択
ん
で
︑

そ
の
理
に
当
る
者
を
取
つ
て
︑
固
く
之
を
執
る
の
謂
︒︵﹃
語

孟
字
義
﹄
下
﹁
誠
﹂
二
︶

　
　

 

道
︑
本
知
り
難
き
者
無
し
︑
只
是
れ
誠
を
尽
す
を
難
し
と
為
︒

苟
も
誠
の
尽
し
難
き
こ
と
を
知
る
と
き
は
︑
則
ち
必
ず
忠
信

を
以
て
主
と
為
ざ
る
こ
と
能
は
ず
︒
易
に
曰
く
︑﹁
忠
信
は

徳
に
進
む
所
以
な
り
︒﹂
故
に
学
︑
聖
人
に
至
る
と
雖
も
︑

亦
忠
信
に
外
な
ら
ず
︒︵﹃
語
孟
字
義
﹄
下
﹁
忠
信
﹂
三
︶

　
　

 

問
︑﹁
既
に
聞
く
︑
聖
人
の
道
は
知
り
易
く
行
ひ
易
し
と
︒

何
ぞ
人
の
之
を
能
く
す
る
者
鮮
き
や
︒
豈
亦
甚
だ
難
き
所
の

者
有
る
か
︒﹂
曰
︑﹁
有
り
︒
中
庸
に
依
る
を
難
し
と
為
︒
中

庸
本
難
事
に
非
ず
︒
中
庸
に
依
る
の
難
は
︑
亦
誠
を
立
つ
る

の
難
に
在
り
︒
古
の
人
︑
豈
亦
人
人
皆
善
に
︑
事
事
皆
中
る

一
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こ
と
を
得
ん
や
︒
但
民
朴
に
俗
淳
く
︑
誠
実
敦
龐
︑
邪
回
の

行
無
く
︑
名
利
の
求
め
無
し
︒
故
に
行
ふ
所
︑
自
ず
か
ら
中

庸
に
非
ず
と
云
ふ
こ
と
莫
き
な
り
︒︵
中
略
︶後
世
に
至
て
は
︑

則
ち
風
気
日
に
漓
く
︑
人
心
古
な
ら
ず
︒
愚
者
は
固
に
論
ず

る
に
足
ら
ず
︒
其
の
少
し
く
智
有
る
者
は
︑
必
ず
利
名
を
以

て
先
と
為
︑
常
を
厭
て
新
を
好
み
︑
近
き
を
捨
て
て
遠
き
を

求
む
︒
是
れ
中
庸
の
難
き
所
以
な
り
︒︵﹃
童
子
問
﹄上
十
一
︶

仁
斎
学
に
お
い
て
︑
道
︵
人
道
︶
は
本
来
︑
誰
に
と
っ
て
も
﹁
知

り
易
く
行
ひ
易
﹂
い
︑
人
倫
日
用
の
道
で
あ
る
︒
し
か
し
︑﹁
誠
﹂

を
標
的
と
す
る
工
夫
︵﹁
之
を
誠
に
す
る
﹂﹁
誠
を
尽
す
﹂﹁
誠
を

立
つ
る
﹂
工
夫
︶
は
︑
理
想
的
な
中
国
古
代
に
あ
っ
て
は
と
も
か

く
︑
後
世
に
あ
っ
て
は
︑﹁
理
に
当
た
る
と
否
ざ
る
と
を
択
ん
で
︑

そ
の
理
に
当
る
者
を
取
つ
て
︑
固
く
之
を
執
る
﹂﹁
善
悪
の
分
を

審
ら
か
に
し
︑
以
て
其
の
善
を
固
く
守
る
﹂
と
い
う
内
容
を
も
つ

た
め
︑
多
く
の
人
に
と
っ
て
難
事
で
あ
る
︑
と
仁
斎
は
言
う
︒
そ

れ
ゆ
え
︑
全
て
の
主
体
に
開
か
れ
た
も
の
と
し
て
今
も
変
わ
ら
ず

有
効
な
﹁
功
夫
﹂
は
︑﹁
忠
信
を
主
と
す
る
﹂
こ
と
だ
︑
と
説
か

れ
る
の
で
あ
る
︒

　

こ
こ
で
は
﹁
忠
信
﹂
の
意
味
が
︑﹁
理
に
当
る
か
否
ざ
る
か
を

顧
み
ず
︑
只
是
れ
己
の
心
を
尽
し
︑
朴
実
に
行
ひ
去
る
﹂
こ
と
だ
︑

と
規
定
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
と
﹁
之
を
誠
に
す
る
﹂﹁
誠
を
尽
す
﹂

と
の
差
異
は
︑﹁
善
悪
の
分
﹂﹁
理
に
当
る
か
否
ざ
る
か
﹂を
︑﹁
顧
み
﹂

﹁
審
ら
か
に
し
﹂﹁
択
﹂
ぶ
︑
と
い
う
要
素
の
有
無
に
あ
る
︑
と
ま

で
は
う
か
が
わ
れ
よ
う
︒
こ
の
︑︵
あ
え
て
言
え
ば
︶
よ
り
客
観

的
な
善
悪
の
判
断
に
か
か
わ
る
要
素
が
︑ま
ず
は
そ
の
手
前
で﹁
只

己
の
心
を
尽
し
︑
朴
実
に
行
ひ
去
﹂
ろ
う
と
す
る
こ
と
︑
す
な
わ

ち
︑
他
者
に
対
す
る
素
朴
か
つ
誠
実
な
心
と
働
き
か
け
に
︑
ひ
た

す
ら
で
あ
ろ
う
と
す
る
努
力
と
︑一
体
ど
の
よ
う
に
通
じ
て
お
り
︑

ま
た
︑そ
こ
に
何
を
加
味
す
る
の
か
︒﹁
真
実
無
偽
﹂﹁
至
誠
正
直
﹂

な
る
﹁
誠
﹂
そ
の
も
の
を
求
め
る
営
み
と
は
区
別
さ
れ
つ
つ
︑
し

か
し
そ
こ
に
太
く
通
じ
る
ひ
な
形
と
し
て
あ
る﹁
忠
信
を
主
と
す
﹂

の
内
実
こ
そ
︑
仁
斎
学
の
本
領
と
し
て
︑
今
後
も
追
究
さ
れ
続
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

八　

総
括
と
今
後
の
課
題

　

最
後
に
︑
本
稿
の
内
容
を
概
括
す
る
と
と
も
に
︑
今
後
の
課
題

を
見
定
め
て
お
き
た
い
︒
仁
斎
学
に
お
い
て
︑﹁
天
道
﹂や﹁
天
命
﹂︑

ひ
い
て
は
﹁
天
﹂
は
︑﹁
人
道
﹂
と
ど
の
よ
う
に
連
関
す
る
の
か
︒

す
な
わ
ち
︑﹁
人
道
﹂
に
生
き
る
主
体
に
と
っ
て
︑﹁
天
﹂
が
も
つ

意
義
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
︑
と
い
う
問
題
は
︑
こ
れ

ま
で
に
も
論
じ
ら
れ
て
き
た
︒
主
要
な
先
行
研
究
を
踏
ま
え
た
と

き
︑
当
の
問
題
を
探
究
し
続
け
て
い
く
た
め
の
カ
ギ
は
︑﹁
天
道
﹂

一
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に
お
け
る
﹁
誠
﹂
と
︑﹁
人
道
﹂
に
お
け
る
継
続
的
な
実
践
・
修

養
の
核
と
仁
斎
が
位
置
づ
け
た
﹁
忠
信
﹂︑
両
者
の
関
係
に
あ
る

の
で
は
な
い
か
︑
と
本
稿
は
着
想
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
を

順
に
問
う
て
い
っ
た
結
果
︑①
﹁
天
道
﹂
に
お
け
る
﹁
真
実
無
偽
﹂

の
﹁
誠
﹂
と
︑
②
﹁
人
道
﹂
に
お
い
て
そ
れ
に
も
と
ら
ぬ
生
を
実

現
し
た
︵﹁
仁
義
礼
智
﹂
の
徳
を
体
現
し
得
た
︶﹁
聖
人
﹂︵
あ
る

い
は
﹁
天
命
﹂
を
﹁
知
り
﹂
得
た
﹁
君
子
﹂︶
の
あ
り
よ
う
︑
さ

ら
に
︑
③
﹁
誠
﹂
に
は
至
ら
な
い
な
が
ら
も
そ
れ
を
﹁
求
﹂
め
て

﹁
尽
﹂
そ
う
と
す
る
︑と
い
う
﹁
人
﹂
一
般
の
当
為
︑最
終
的
に
は
︑

④
﹁
誠
を
尽
す
﹂
よ
り
も
手
前
で
︑
広
く
全
て
の
主
体
に
開
か
れ

た
﹁
忠
信
を
主
と
す
﹂
と
い
う
当
為
︑
こ
れ
ら
は
︑
仁
斎
の
理
解

に
お
い
て
太
く
通
じ
な
が
ら
も
︑
き
わ
め
て
慎
重
な
︑
段
階
的
区

分
の
も
と
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒

　

上
記
①
~
③
の
内
実
は
︑
論
者
自
身
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
も
遠

い
︒
し
か
し
︑
読
み
手
の
事
情
を
さ
し
お
い
て
も
︑
仁
斎
学
の
本

領
は
も
と
も
と
︑
人
倫
日
用
に
お
け
る
卑
近
な
道
徳
と
︑
そ
こ
へ

の
連
絡
を
可
能
に
す
る
︑﹁
忠
信
を
主
と
﹂
し
た
実
践
・
修
養
・

当
為
に
あ
っ
た
︒
本
稿
冒
頭
に
引
用
し
た
﹁
人
倫
有
る
と
き
は
︑

則
ち
天
地
立
つ
︒
人
倫
無
き
と
き
は
︑
則
ち
天
地
立
た
ず
﹂︵﹃
童

子
問
﹄
下
五
〇
︶
と
い
う
言
葉
を
︑
再
度
か
み
し
め
た
い
︒
仁
斎

自
身
は
見
て
い
た
で
あ
ろ
う
﹁
誠
﹂
や
﹁
天
﹂
と
の
接
点
へ
の
手

が
か
り
も
︑
お
そ
ら
く
足
元
の
地
平
に
こ
そ
︑
埋
め
ら
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
︒
他
者
へ
の
﹁
誠
実
﹂﹁
朴
実
﹂
を
標
榜
す
る
﹁
忠

信
﹂
は
︑﹁
忠
恕
﹂
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
実
践
項
目
と
ど
の
よ

う
に
連
関
し
つ
つ
︑﹁
仁
義
礼
智
﹂
の
道
徳
と
︑
ど
の
よ
う
に
つ

な
が
る
の
か
︒
結
局
は
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
︑
今

後
の
課
題
と
さ
れ
る
ほ
か
は
な
い
︒

※ 

本
研
究
は
︑JSPS

科
研
費JP20 K00038

の
助
成
を
受
け
た
も

の
で
あ
る
︒

注

�

一　

伊
藤
仁
斎
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
︑
原
則
と
し
て
︑
天
理
大
学

附
属
天
理
図
書
館
︑
古
義
堂
文
庫
所
蔵
の
︑
仁
斎
生
前
最
終
稿
本

に
よ
る
︒﹃
童
子
問
﹄﹃
語
孟
字
義
﹄に
つ
い
て
は
い
わ
ゆ
る﹁
林
本
﹂

を
用
い
た
が
︑﹃
中
庸
発
揮
﹄に
つ
い
て
は
︑便
宜
上
暫
定
的
に
︑﹁
元

禄
十
年
校
本
﹂
を
用
い
た
︒
こ
れ
は
︑
天
理
図
書
館
編
﹃
古
義
堂

文
庫
目
録
﹄︵
復
刻
版
︑八
木
書
店
︑二
〇
〇
五
年
︶
に
よ
れ
ば
﹁
仁

斎
生
前
最
終
本
﹂︵
五
頁
︶
で
あ
る
が
︑
た
だ
し
﹁
東
涯
使
用
本
﹂

︵
同
︶
と
さ
れ
て
お
り
︑
三
宅
正
彦
﹁
伊
藤
仁
斎
の
諸
稿
本
と
そ

の
訓
読
法
﹂︵
木
村
英
一
編﹃
伊
藤
仁
斎
集
﹄︵
日
本
の
思
想
十
一
︶

筑
摩
書
房
︑
一
九
七
〇
年
所
収
︶
も
︑
む
し
ろ
﹁
元
禄
七
年
校
本
﹂

一
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を
︑
純
粋
な
仁
斎
生
前
最
終
稿
本
と
み
な
す
立
場
を
と
っ
て
い
る

︵
三
六
八
~
九
頁
︶︒
な
お
︑
ど
の
著
作
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
も

書
き
下
し
は
論
者
に
よ
る
も
の
で
︑
字
体
や
送
り
仮
名
等
に
限
り

適
宜
表
記
を
改
め
た
箇
所
も
あ
る
が
︑
そ
の
際
︑﹃
童
子
問
﹄
に

つ
い
て
は
清
水
茂
ほ
か
校
注
﹃
近
世
思
想
家
文
集
﹄︵︵
日
本
古
典

文
学
大
系
九
七
︶
岩
波
書
店
︑
一
九
六
五
︶︑﹃
語
孟
字
義
﹄
に
つ

い
て
は
前
掲
﹃
伊
藤
仁
斎
集
﹄
を
︑
そ
れ
ぞ
れ
参
考
に
し
た
︒

二　

仁
斎
の
著
作
か
ら
の
引
用
箇
所
に
つ
い
て
は
︑引
用
文
の
末
尾
︑

カ
ッ
コ
内
の
表
記
︵
著
作
名
を
の
ぞ
く
︶
を
︑
以
下
の
よ
う
に
略

記
し
た
︒﹁﹃
童
子
問
﹄
巻
之
上
・
第
二
十
七
章
﹂
↓
﹁﹃
童
子
問
﹄

上
二
十
七
﹂﹁﹃
語
孟
字
義
﹄
巻
之
上
﹁
道
﹂
第
一
条
﹂
↓
﹁﹃
語

孟
字
義
﹄上﹁
道
﹂一
﹂﹁﹃
中
庸
発
揮
﹄下
篇
﹂↓﹁﹃
中
庸
発
揮
﹄下
﹂

三　

巻
上
の
冒
頭
に
﹁
命
﹂︑
巻
下
の
冒
頭
に
﹁
道
﹂
を
配
す
る
︒

佐
藤
仁
訳
﹃
朱
子
学
の
基
本
用
語
│
北
渓
字
義
訳
解
﹄︵
研
文
叢

書
六
四
︶
研
文
出
版
︑
一
九
九
六
年
参
照
︒

四　

次
節
に
詳
し
く
取
り
あ
げ
る
相
良
亨
と
子
安
宣
邦
に
よ
る
論
考

の
ほ
か
︑
比
較
的
最
近
の
研
究
と
し
て
︑
阿
部
光
麿
﹁
伊
藤
仁
斎

の
﹁
天
道
﹂
論
﹂︵﹃
日
本
中
國
学
会
報
﹄
六
〇
巻
︑二
〇
〇
八
年
︑

二
五
八
~
二
七
一
頁
︶︑遠
山
敦
﹁
伊
藤
仁
斎
に
お
け
る
﹁
天
命
﹂﹂

︵﹃
論
集
﹄
一
五
号
︵
今
泉
先
生
追
悼
号
︶︑
二
〇
一
二
年
︑
一
一

六
~
一
三
六
頁
︶︑
山
本
正
身
﹃
伊
藤
仁
斎
の
思
想
世
界　

仁
斎

学
に
お
け
る
﹁
天
人
合
一
﹂
の
論
理
﹄︵︵
慶
應
義
塾
大
学
三
田
哲

学
会
叢
書
︶
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
五
年
︶
が
あ
る
︒

阿
部
・
山
本
の
論
考
は
︑
最
終
的
に
は
い
ず
れ
も
仁
斎
学
を
﹁
人

道
﹂︵
あ
る
い
は
﹁
修
養
﹂︶
に
収
斂
す
る
も
の
と
捉
え
る
︒
遠
山

の
論
考
に
つ
い
て
は
注
一
八
参
照
︒

五　

以
下
︑
引
用
お
よ
び
頁
数
は
﹃
日
本
の
儒
教
Ⅱ
﹄︵
相
良
亨
著

作
集
二
︶
ぺ
り
か
ん
社
︑
一
九
九
六
年
に
よ
る
︒

六　

子
安
宣
邦
﹃
伊
藤
仁
斎
の
世
界
﹄
ぺ
り
か
ん
社
︑二
〇
〇
四
年
︑

二
四
〇
頁
︒
た
だ
し
こ
の
箇
所
︵
第
一
部
第
七
章
﹁
天
道
と
人
道

│
仁
斎
の
生
生
的
世
界
観
﹂︶
の
初
出
は
︑﹃
伊
藤
仁
斎
研
究
﹄
大

阪
大
学
文
学
部
紀
要
第
二
六
巻
︑
一
九
八
六
年
で
あ
る
︒

七

﹃
思
想
﹄
八
六
四
号
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
九
六
年
所
収
︒

八　

引
用
お
よ
び
頁
数
は
︑
前
掲
﹃
伊
藤
仁
斎
の
世
界
﹄
第
二
部
第

十
章
﹁﹁
天
命
﹂
を
知
る
と
い
う
こ
と
│
伊
藤
仁
斎
﹃
語
孟
字
義
﹄

の
一
講
義
﹂
に
よ
る
︒

九　

相
良
亨
﹃
伊
藤
仁
斎
﹄
ぺ
り
か
ん
社
︑
一
九
九
八
年
︑
一
六
五

~
六
頁
︒

一
〇　

同
右
︑
一
六
八
頁
︒

一
一　

子
安
宣
邦
﹃
伊
藤
仁
斎
の
世
界
﹄
ぺ
り
か
ん
社
︑二
〇
〇
四
年
︑

﹁
後
記
﹂︑
三
四
〇
頁
︒

一
二　

子
安
宣
邦﹃
仁
斎
学
講
義﹃
語
孟
字
義
﹄を
読
む
﹄ぺ
り
か
ん
社
︑

二
〇
一
五
年
︑
九
二
頁
︒

一
三　

本
稿
第
六
節
に
引
用
あ
り
︒

一
五



一
四　

子
安
宣
邦﹃
仁
斎
学
講
義﹃
語
孟
字
義
﹄を
読
む
﹄ぺ
り
か
ん
社
︑

二
〇
一
五
年
︑
二
〇
二
頁
︒

一
五　

同
右
︑
一
九
八
頁
参
照
︒

一
六　

子
安
は
﹁
仁
斎
は
誠
を
忠
信
に
よ
っ
て
置
き
換
え
よ
う
と
し

て
い
る
か
に
見
え
る
︒
本
条
︵﹃
語
孟
字
義
﹄
巻
之
下
﹁
忠
信
﹂

第
二
条･･･

カ
ッ
コ
内
栗
原
︶
を
見
て
も
︑
た
し
か
に
そ
の
よ
う

に
見
え
な
が
ら
︑
な
お
誠
概
念
は
消
え
ず
に
仁
斎
の
文
脈
に
残
っ

て
い
る
︒︵
中
略
︶
忠
信
と
誠
を
混
用
し
て
い
う
仁
斎
の
文
章
は
︑

私
に
と
っ
て
な
お
未
解
決
の
問
題
を
投
げ
か
け
る
も
の
で
あ
る
﹂

︵
前
掲
﹃
仁
斎
学
講
義
﹄
一
九
一
頁
︶
と
述
べ
て
い
る
︒

一
七　

冒
頭
の
白
文
は
﹃
中
庸
﹄
の
文
言
︑
一
字
下
げ
の
段
は
仁
斎

に
よ
る
小
注
︒

一
八

﹁
天
命
を
知
る
﹂
の
内
実
に
つ
い
て
は
︑
遠
山
敦
﹁
伊
藤
仁
斎

に
お
け
る
﹁
天
命
﹂﹂︵﹃
論
集
﹄
一
五
号
︵
今
泉
先
生
追
悼
号
︶︑

二
〇
一
二
年
︑一
一
六
~
一
三
六
頁
︶
が
︑と
く
に
そ
の
﹁
知
り
方
﹂

の
意
味
に
焦
点
を
あ
て
つ
つ
︑
つ
ぶ
さ
に
分
析
し
て
い
る
︒
本
稿

に
お
け
る
解
釈
は
︑
遠
山
の
論
考
か
ら
多
く
の
示
唆
を
受
け
た
も

の
で
あ
る
︒

一
九　

本
稿
︑
注
一
三
・
一
四
を
付
し
た
箇
所
︵
第
二
節
︶
と
照
応
︒

一
六


