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二
二
八

序

　

享
保
九
年
（
一
七
二
四
）、
大
坂
の
㊒
力
町
人
逹
に
よ
っ
て
同
地
に
設
立
さ
れ
た

懷
德
堂
は
、
同
十
一
年
に
は
官
許
を
得
る
こ
と
で
半
官
半
民
の
學
問
所
と
し
て
勢

力
を
誇
っ
た
。
こ
の
學
問
所
に
は
、
同
二
十
年
に
作
成
さ
れ
た
「
懷
德
堂
定
約
」

と
い
う
學
則
が
あ
る
。
こ
れ
は
初
代
學
主
・
三
宅
石
庵
（
一
六
六
五―

一
七
三
〇
）

の
沒
後
、
彼
の
高
弟
で
あ
る
中
村
良
齋
が
生
歬
の
石
庵
の
意
を
汲
み
な
が
ら
完
成

さ
せ
た
草
稿
が
基
と
な
っ
て
い
る
。
途
中
、
追
加
・
修
正
の
た
め
の
「
附
記
」
が

加
え
ら
れ
た
も
の
の
、そ
の
基
本
內
容
は
懷
德
堂
が
閉
校
を
迎
え
る
朙
治
二
年（
一

八
六
九
）
ま
で
效
力
を
發
揮
し
た
。

　

そ
の
中
の
第
六
條
は
、
若
者
を
敎
育
す
る
方
法
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
大
意

は
、
學
生
の
家
業
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
必
要
最
低
限
の
物
事
が
身
に
つ

く
こ
と
を
最
優
先
に
し
て
敎
育
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

㊟
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
條
の
最
後
の
部
分
で
あ
る
。

子
供
の
時
の
な
ら
は
し
に
て
、
何
心
な
く
書
物
好
と
申
者
に
成
、
分
際
に
あ

ら
さ
る
事
を
聞
覺
、
成
長
致
し
家
職
を
不
務
、
博
覽
に
誇
り
、
不
學
之
人
を

あ
な
と
り
、
親
族
之
諫
を
不
容
、
好
き
生
れ
付
を
も
失
ひ
、
い
つ
と
な
く
不

行
跡
に
相
成
、
親
た
る
物
後
悔
い
た
し
候
風
俗
今
時
不
少
候
。
加
樣
之
事
見

申
し
候
て
は
、
世
俗
學
問
を
き
ら
ひ
候
も
尤
と
存
候
。
民
閒
學
に
依
ら
さ
る

基
に
て
も
可
㊒
之
歟
。
能
々
思
量
候
て
敎
導
可
致
事
と
存
候
。

右
之
通
學
主
讀
師
竝
諸
同
志
一
等
〔
統
〕
に
相
心
得
可
申
候
。
此
衟
は
身
よ

り
家
國
天
下
迄
の
治
か
た
を
修
業
仕
候
事
と
學
者
之
常
言
に
て
候（
１
）。

　

こ
の
文
は
、
學
問
の
あ
り
方
と
い
う
も
の
を
、
懷
德
堂
の
學
者
逹
が
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
學
問
と
い
う
も

の
は
た
だ
知
識
を
習
得
す
る
も
の
で
は
な
く
、
我
が
身
か
ら
家
・
國
・
天
下
ま
で

の
治
め
方
を
修
業
す
る
た
め
の
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
背
景
と
し

て
あ
る
の
は
、
條
文
に
も
書
か
れ
て
い
る
通
り
、
世
閒
の
學
問
に
對
す
る
風
當
た

り
の
强
さ
で
あ
っ
た
。
學
問
を
や
っ
た
と
こ
ろ
で
實
際
の
役
に
立
つ
者
は
育
た
な

い
、
と
い
う
風
潮
に
對
し
て
、
學
問
と
は
、
立
派
な
社
會
實
踐
者
に
な
る
た
め
に

必
要
な
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
宣
傳
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
實

際
の
敎
育
も
そ
れ
を
意
識
し
な
が
ら
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
考

え
が
、
懷
德
堂
の
理
念
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
理
念
が
脉
々
と
受
け
繼
が
れ
て
い
た
こ
と
が
判
る
㊮
料
が
存
在
す
る
。
中

井
木
菟
蔴
呂
（
一
八
五
五―

一
九
四
三
）
が
朙
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）、
懷
德
堂

懷
德
堂
學
派
の
知
行
論

�

佐
藤
由
隆



懷
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言
っ
て
い
る
。

凢
そ
吾
が
書
院
に
遊
ぶ
者
は
、
幼
よ
り
壯
に
至
る
ま
で
、
當
世
に
㊜
用
す
る

の
實
學
を
修
め
、
以
て
其
の
材
を
成
さ
し
む
べ
く
、
倚
傾
せ
し
む
べ
か
ら
ず
。

和
漢
英
佛
獨
等
の
學
科
一
二
を
置
き
て
、其
の
他
を
授
く
る
を
爲
さ
ざ
れ
ば
、

乃
ち
不
可
な
り
。
但
だ
普
通
科
よ
り
し
て
外
に
、
別
し
て
專
門
科
㊒
れ
ば
、

則
ち
自
ず
か
ら
別
る
。〔
同
五
頁（
３
）〕

　

こ
こ
で
は
「
和
漢
英
佛
獨
等
」
の
普
通
科
と
は
別
し
て
專
門
科
を
設
置
す
べ
き

こ
と
を
說
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
何
故
か
と
言
う
と
、
學
校
の
敎
育
方
針
と
し
て
、

「
當
世
に
㊜
用
す
る
の
實
學
」
を
修
め
さ
せ
る
こ
と
が
肝
要
だ
か
ら
で
あ
る
と
言

う
。
先
の
文
章
と
倂
せ
て
鑑
み
る
と
、
懷
德
堂
の
基
本
方
針
と
し
て
「
博
文
約
禮

の
訓
」
が
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
も
ま
た
そ
の
方
針
に
沿
っ
た
上
で
實
施
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
懷
德
堂
に
は
、
社
會
實
踐
者
と
し
て
習
熟
す
る
た
め
に
學
問

を
修
め
さ
せ
る
、
と
い
う
敎
育
理
念
が
全
體
を
通
し
て
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
、
學
問
と
實
踐
と
の
關
係
性
を
い
か
に
捉
え
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に

つ
い
て
の
思
想
は
、
と
り
わ
け
知
行
論
の
中
で
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
懷
德
堂

學
派
は
、
儒
學
史
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
思
想
の
系
譜
を
受
け
繼
ぎ
、
ど
の
よ
う

な
展
開
を
見
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
そ
の
基
礎
的
硏
究
と
し
て
、
初
朞
の
懷

德
堂
を
助
敎
と
し
て
支
え
た
五
井
蘭
洲
（
一
六
九
七―

一
七
六
二
）
と
、
そ
の
門
人

で
あ
り
懷
德
堂
の
最
盛
朞
を
築
い
た
中
井
履
軒
（
一
七
三
二―

一
八
一
七
）
の
、
知

行
論
を
め
ぐ
る
議
論
を
取
り
上
げ
、
懷
德
堂
の
思
想
的
特
色
と
そ
の
繼
承
性
に
つ

い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一
、
五
井
蘭
洲
の
知
行
論

　

ま
ず
取
り
か
か
り
と
し
て
、
五
井
蘭
洲
の
知
行
論
を
檢
證
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始

を
再
建
す
る
た
め
に
作
っ
た
意
見
書
『
重
建
懷
德
堂
意
見
』
に
、
次
の
よ
う
な
文

が
見
ら
れ
る
（
以
下
、
引
用
文
の
傍
線
は
筆
者
）。

我
が
懷
德
書
院
、
學
問
の
事
は
佗
に
讓
る
べ
か
ら
ざ
る
も
、
然
れ
ど
も
必
ず

し
も
遽
か
に
他
の
上
に
在
ら
ず
。
獨
だ
德
行
の
事
は
、
則
ち
尤
も
他
の
上
に

在
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
博
文
約
禮
の
訓
は
、
古
よ
り
然
る
な
り
。
唯
だ
古
の

學
は
則
ち

易
に
し
て
、
德
敎
と
學
術
と
は
自
づ
か
ら
關
係
㊒
り
、
別
し
て

其
の
目
を
立
て
ず
、
以
て
倫
理
敎
導
の
法
を
置
く
。
今
の
學
は
則
ち
諸
科
分

立
し
、
必
ず
し
も
德
敎
に
關
は
ら
ず
。
是
の
故
に
倫
理
衟
德
は
別
し
て
其
門

を
立
て
ざ
る
を
得
ざ
る
は
、
是
も
亦
た
自
然
の
勢
な
る
の
み
。
唯
だ
博
文
約

禮
の
訓
の
み
は
、
則
ち
易か

ふ
べ
か
ら
ず
。
是
れ
我
が
書
院
の
他
を
超
ゆ
る
所

以
な
り
。
其
の
則
を
踐ふ

ま
ざ
れ
ば
、
則
ち
再
興
も
謂
ふ
こ
と
無
き
な
り
。
古

來
我
が
書
院
の
諸
先
哲
は
、
堂
規
を
恭
敬
し
、
以
て
斯
の
彝
訓
を
奉
じ
、
其

の
弟
子
を
率
る
に
、
嚴
肅
に
し
て
法
㊒
り
て
、
躬
自
ら
之
を
行
ひ
て
、
諸
生

は
悅
服
せ
り
。
是
を
以
て
德
行
は
他
に
超
ゆ
る
こ
と
㊒
る
な
り
。

ち
今
に

し
て
之
を
興
せ
ば
、
豈
に
亦
た
古
に
法
ら
ざ
ら
ん
や
。〔『
重
建
懷
德
堂
意
見
』

六
頁（
２
）〕

　

中
井
木
菟
蔴
呂
は
、
懷
德
堂
最
後
の
「
預
り
人
」（
運
營
の
最
高
責
任
者
）
で
あ

っ
た
中
井
桐
園
（
一
八
二
三―

一
八
八
一
）
の
息
子
で
あ
る
。
そ
の
彼
が
、「
博
文

約
禮
の
訓
」を
實
行
し
た
點
こ
そ
懷
德
堂
の
最
大
の
ア
ピ
ー
ル
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
、

と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
續
け
て
、
懷
德
堂
の
先
哲
は
み
な
「
堂
規
」
を
つ
つ
し

ん
で
守
り
、
こ
の
「
彝
訓
」
を
奉
じ
な
が
ら
自
ら
行
い
、
門
人
の
敎
育
に
當
た
っ

た
結
果
、「
德
行
」
に
す
ぐ
れ
た
者
を
よ
く
輩
出
し
た
、
と
も
言
う
。
當
然
、
先

に
擧
げ
た
「
懷
德
堂
定
約
」
の
條
文
も
「
堂
規
」
に
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
こ
う
し
た
方
針
を
受
け
繼
が
な
け
れ
ば
、
懷
德
堂
の
再
興
は
あ
り
得
な
い
、
と

ま
で
木
菟
蔴
呂
は
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
も
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三
〇

己
を
厲や

ま
し
む
と
爲
す
の
み
。
苟
し
く
も
父
子
の
衟
の
天
性
に
し
て
溫
淸
定

省
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
の
理
を
知
ら
ば
、
則
ち
戚
々
と
し
て
已
む
べ
か
ら
ざ

る
所
以
を
知
る
。
是
に
於
て
や
、
說
び
て
以
て
溫
淸
定
省
す
る
な
り
。
是
れ

知
行
の
全
き
も
の
な
り
。
王
陽
朙
の
知
行
合
一
の
論
は
、
聽
く
べ
き
が
如
し

と
雖
も
、
頗
る
誣

い
つ
は
りに

殆ち
か

し
。〔
中
略
〕
古
は
聖
人
を
贊
し
て
必
ず
「
聰
朙
睿

知
」、
及
び
「
上
智
」「
大
智
」「
欽
朙
」「
濬
哲
」
と
曰
ふ
。
皆
な
智
の
事
な

り
。「
於あ
あ

變
じ
て
時こ

れ
雍や
は
らぐ
」〔『
尙
書
』
堯
典
篇
〕、
皆
な
此
に
由
り
て
出
づ
。

故
に
聖
人
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
知
行
は
判
然
と
し
て
二
物
な
り
。
王
陽
朙
は

之
を
一
に
す
。蓋
し
學
者
は
之
を
警
む
る
の
み
。逹
論
に
非
ざ
る
な
り
。〔『
蘭

洲
先
生
遺
稿
』
下
卷
「
知
行
論
」、
十
九
葉
表（
７
）〕

　

要
約
す
れ
ば
、
實
踐
（「
習
」「
行
」）
に
移
る
歬
の
知
識
の
取
得
・
分
析
（「
學
」

「
知
」）
が
大
切
だ
、
と
い
う
こ
と
を
說
い
た
も
の
で
あ
る
。「
溫
淸
定
省（
８
）」
と
い

う
孝
の
實
踐
を
た
だ
行
っ
て
い
る
だ
け
で
は
負
擔
に
な
る
が
、な
ぜ
「
溫
淸
定
省
」

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
原
理
を
あ
る
程
度
判
っ
て
さ
え
い
れ
ば
、

「
溫
淸
定
省
」
の
實
踐
も
實
を
伴
っ
た
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。「
知
」
と
「
行
」

と
は
こ
の
よ
う
な
段
階
的
な
關
係
に
あ
り
、
す
な
わ
ち
「
判
然
と
し
て
二
物
」
で

あ
る
か
ら
、こ
れ
を
一
つ
に
し
よ
う
と
す
る
王
陽
朙
の
說
は
「
逹
論
」
で
は
な
い
。

こ
れ
が
蘭
洲
の
主
張
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
知
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
蘭
洲
が
述
べ
て
い
る
中
で
、

興
味
深
い
文
章
が
あ
る
。
ま
ず
蘭
洲
の
隨
筆
集
で
あ
る
『
瑣
語
』
に
あ
る
次
の
一

節
で
あ
る
。

聖
賢
已
上
、
尙
ぶ
所
は
知
に
在
り
。
中
人
已
下
、
尙
ぶ
所
は
行
に
在
り
。
行

は
或
い
は
勉
め
て
至
る
べ
く
も
、
知
は
企
て
及
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。〔『
瑣

語
』
下
、
七
十
二
條（
９
）〕

　

こ
れ
を
見
る
と
、「
聖
賢
已
上
」
は
「
知
」
の
方
を
よ
り
重
視
す
る
が
、
我
々

め
た
い
。

　

先
に
確
認
し
た
通
り
、
中
井
木
菟
蔴
呂
は
、「
博
文
約
禮
の
訓
」
を
實
行
し
た

點
こ
そ
が
懷
德
堂
の
特
色
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持

つ
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
五
井
蘭
洲
の
著
作
で
あ
る
『
蘭
洲
先
生
遺

稿（
４
）』
を
見
る
と
、
次
の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
。

王
陽
朙
は
乃
ち
其
の
終つ
ひ

に
誣し

ふ
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
知
り
て
、
工
夫
は

ち

本
體
、
本
體
は

ち
工
夫
な
り
と
曰
ふ
は
、
是
れ
德
性
と
問
學
を
一
に
せ
ん

と
欲
す
る
の
張
本
に
し
て
亦
た
禪
の
機
な
り
。
孔
門
の
博
約
並
進
の
旨
に
非

ず
。
學
者
は
設も

し
孔
子
を
誦
法
せ
ざ
れ
ば
則
ち
已
む
。
苟
し
く
も
孔
子
を
誦

法
す
れ
ば
則
ち
其
の
誨
ふ
る
所
に
遵
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
。〔『
蘭
洲
先
生
遺
稿
』

上
卷
、
五
十
七
葉
表（
５
）〕

　

こ
の
條
は
二
葉
半
に
及
ぶ
長
文
で
あ
る
が
、
要
約
す
る
と
、
蘭
洲
が
朱
陸
の
異

同
を
論
じ
な
が
ら
、「
衟
問
學
（
問
學
に
衟よ

る
）」と「
尊
德
性
（
德
性
を
尊
ぶ
）」の「
二

項
並
修
」
を
主
張
し
た
文
章
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
其
の
終
に
誣
う
べ
か
ら
ざ
る
こ

と
を
知
」
っ
た
と
い
う
の
は
、
陸
象
山
が
「
衟
問
學
」
を
輕
視
し
た
ゆ
え
に
孔
門

の
敎
え
と
異
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
る（
６
）。
そ
こ

で
王
陽
朙
は
「
一
に
せ
ん
と
」
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
博
約
並
進
の
旨
」

で
は
な
い
、
と
蘭
洲
は
言
う
。
一
つ
に
し
よ
う
と
す
る
と
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
な

る
の
か
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、「
尊
德
性
」
の
修
養
の
場
と
「
衟
問
學
」
の
修
養
の

場
を
同
一
視
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
「
知
行
合
一
」
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
蘭
洲
が
「
知
行
合
一
」
を
批
判
し
て
い
る
、「
知
行
論
」
と
題
し
た

以
下
の
文
を
見
て
み
た
い
。

論
語
に
曰
く
、「
學
び
て
時つ

ね

に
之
を
習
ふ
、
亦
た
說よ

ろ
こば

し
か
ら
ず
や
」
と
。

學
は

ち
知
な
り
。
習
は

ち
行
な
り
。
人
子
爲
る
者
は
學
ば
ざ
れ
ば
、
則

ち
能
く
溫
淸
定
省
す
る
と
雖
も
、
唯
だ
是
れ
視
て
文
具
格
例
と
爲
し
、
乃
ち
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が
判
る
。
そ
し
て
「
然
れ
ど
も
其
の
聰
朙
聖
神
に
し
て
、
平
章
昭
朙
、
於
變
時
雍

の
勳
を
致
す
者
に
至
り
て
は
、
豈
に
學
者
の
敢
て
庶
幾
す
る
所
な
ら
ん
や
」
と
い

う
の
は
、「
知
は
企
て
及
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
平
章

昭
朙
、
於
變
時
雍
の
勳
」
と
い
う
の
は
、『
尙
書
』
堯
典
篇
に
書
か
れ
て
い
る
堯

の
業
績
で
あ
る
が）
（（
（

、
先
に
擧
げ
た
蘭
洲
の
「
知
行
論
」
を
見
る
と
、
聖
人
（
堯
）

の
「
智
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
し
た
が
っ

て
こ
こ
ま
で
は
學
者
が
敢
え
て
庶ね

幾が

う
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
も
の
で
は
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
ま
で
で
見
て
き
た
蘭
洲
の
說
を
ま
と
め
る
と
、
つ
ま
り
「
知
」
と
「
行
」

と
は
別
個
の
も
の
で
あ
っ
て
「
合
一
」
は
誤
り
で
あ
る
が
、
し
か
し
學
者
が
着
手

す
べ
き
「
知
」
と
は
、
飽
く
ま
で
自
分
が
な
す
べ
き
範
疇
に
あ
る
「
行
」
を
見
据

え
た
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、「
知
」、
す
な
わ
ち
學
ぶ
と
い
う
こ
と
と
、「
行
」、
す
な
わ
ち
實
踐
す

る
と
い
う
こ
と
と
が
乖
離
し
た
學
問
態
度
に
對
し
て
は
、
蘭
洲
は
ま
た
批
判
的
で

あ
る
。
例
え
ば
荻
生
徂
徠
（
一
六
六
六―

一
七
二
八
）
に
對
し
て
、
次
の
よ
う
な
批

判
の
仕
方
を
行
っ
て
い
る
。

徵
〔『
論
語
徵
』〕
に
曰
く
、「「
⻝
飽
く
こ
と
を
求
む
る
無
く
」
云
々
、
是
れ

君
子
の
行
な
り
。
然
る
に
必
ず
㊒
衟
に
就
き
て
正
し
、
而
る
後
に
學
を
好
む

と
謂
ふ
べ
き
の
み
」。
又
た
曰
く
、「
上
の
三
言
を
連
ね
て
學
を
好
む
の
事
と

爲
す
は
、
其
の
辭
を
如
何
せ
ん
。
既
に
君
子
と
曰
ひ
、
又
た
學
を
好
む
と
曰

は
ば
、
豈
に
一
に
す
べ
け
ん
や
」
と
。
非
に
曰
く
、
泥
め
る
か
な
徂
徠
の
說
。

夫
の
人
の
學
を
爲
む
る
は
、
之
を
行
ふ
所
以
な
り
。
學
は
之
れ
行
と
、
豈
に

判
然
と
し
て
二
事
な
ら
ん
や
。
人
或
い
は
謂
へ
ら
く
、
宋
儒
は
學
が
事
功
を

離
る
と
。
徂
徠
は
學
が
躬
行
を
離
る
と
謂
ふ
べ
し
。〔『
非
物
篇
』
卷
之
一
「
子

曰
君
子
⻝
無
求
飽
章
）
（（
（

」〕

「
中
人
」
以
下
に
と
っ
て
は
、「
行
」
は
「
勉
め
て
至
る
」
こ
と
が
で
き
る
も
の
の

「
知
」
は
「
企
て
及
ぶ
」
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、「
行
」
の
方
を
よ
り
重
視
す
る
、

と
蘭
洲
は
說
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
證
朙
す
る
の
が
、『
質
疑
篇
』

の
蘭
洲
自
筆
本
（
大
阪
府
立
中
之
島
圖
書
館
藏
本
）
に
の
み
確
認
さ
れ
る
、
次
の
條

で
あ
る）
（（
（

。
「
人
皆
可
以
爲
堯
舜
」。
孟
子
の
此
の
語
、
世
は
或
い
は
之
を
誤
解
し
て
以
爲

ら
く
、
人
は
苟
し
く
も
衟
を
學
ば
ば
、
則
ち
皆
な
以
て
堯
舜
の
地
に
至
る
べ

し
と
。
豈
に
其
れ
然
ら
ん
や
。
孟
子
は
則
ち
以
爲
ら
く
、
人
は
是
れ
堯
舜
な

ら
ず
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
堯
舜
の
爲
す
所
は
、
人
は
傚
ひ
て
爲
さ
ざ
る
べ
か

ら
ず
と
。

ち
我
が
身
は
堯
舜
に
非
ざ
れ
ば
、
則
ち
堯
舜
の
爲
す
所
、
我
は

安
ん
ぞ
之
を
爲
す
を
得
ん
や
と
爲
せ
ば
、謂
ふ
所
の
「
自
暴
自
棄
」〔
離
婁
上
〕

な
る
の
み
。
故
に
云
く
、「
子
、
堯
の
服
を
服
し
、
堯
の
言
を
誦
し
、
堯
の

行
を
行
は
ば
、
則
ち
是
れ
堯
な
る
の
み
」
と
。
然
れ
ど
も
其
の
聰
朙
聖
神
に

し
て
、
平
章
昭
朙
、
於
變
時
雍
の
勳
を
致
す
所
以
の
者
に
至
り
て
は
、
豈
に

學
者
の
敢
へ
て
庶
幾
す
る
所
な
ら
ん
や
。
亦
た
焉
ん
ぞ
是
を
以
て
曹
交
に
强し

ひ
ん
や
。
之
を
要
す
る
に
孟
子
の
此
の
語
、
人
を
導
く
の
辭
な
る
の
み
。
孟

子
は
乃
ち
之
を
繼
ぎ
て
曰
く
、「
夫
の
人
は
豈
に
勝た

へ
ざ
る
を
以
て
患う
れ
ひと
爲

さ
ん
や
。
爲
さ
ざ
る
の
み
」
と
。「
爲
」
の
字
、
一
章
の
眼
目
な
る
も
、
世

の
人
は
多
く
「
爲
」
を
譯
し
て
「
成
」
と
爲
す
。
謬あ
や
まれ
り
。〔『
質
疑
篇
』（
自

筆
本
）、
四
十
九
葉
表
）
（（
（

〕

　
『
孟
子
』
吿
子
章
句
下
に
あ
る
孟
子
と
曹
交
の
問
答
で
、
一
般
的
に
は
「
人
皆

な
以
て
堯
舜
と
爲
る
べ
し
」
と
讀
ま
れ
る
と
こ
ろ
を
、「
人
皆
な
以
て
堯
舜
を
爲

す
べ
し
」
と
讀
む
べ
き
で
あ
る
、
と
蘭
洲
は
主
張
し
て
い
る
。

　

こ
こ
に
お
け
る
「
人
」
と
い
う
の
は
、
す
な
わ
ち
『
瑣
語
』
で
謂
う
所
の
「
中

人
已
下
」
で
あ
り
、「
聖
賢
已
上
」
で
あ
る
「
堯
舜
」
と
區
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
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知
後
行
」
の
理
念
を
踏
襲
し
て
い
る
、
と
蘭
洲
は
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。

蘭
洲
に
言
わ
せ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
理
念
で
は
、
ま
だ
「
知
」
が
完
璧
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
を
口
實
に
し
て
、
行
わ
な
い
ま
ま
終
わ
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
知

っ
た
と
こ
ろ
を
確
實
に
行
っ
て
い
く
（「
務
め
て
其
の
知
る
所
を
行
ふ
」）
こ
と
、
こ

れ
が
「
常
法
」
で
あ
る
、
と
蘭
洲
は
言
う
。
知
っ
た
ら

座
に
そ
れ
を
實
踐
に
活

か
す
、
こ
れ
こ
そ
が
蘭
洲
の
理
想
と
す
る
學
問
と
實
踐
の
あ
り
方
な
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
且
つ
知
り
且
つ
行
ふ
」
と
い
う
「
並
進
」
の
あ
り
方
で
あ
る
。

　

こ
の
理
論
を
確
か
め
る
た
め
に
、
先
に
擧
げ
た
「
知
行
論
」
で
も
引
用
さ
れ
て

い
た
、「
學
而
時
習
之
」
に
つ
い
て
の
蘭
洲
の
解
釋
を
見
て
み
た
い
。

「
時
」
ノ
字
、
ヲ
リ
〳
〵
ト
ヨ
ム
故
ニ
緩
キ
辭
ニ
キ
コ
ユ
ル
ナ
リ
。
晝
夜
十

二
時
ヲ
云
ナ
リ
。
然
レ
バ
晝
夜
、
時
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ハ
ナ
キ
也
。
晝
夜
不
怠
學

ベ
ト
云
事
也
。
如
此
イ
ヘ
バ
キ
ウ
ク
ツ
ナ
レ
ド
モ
、
⻝
ニ
向
テ
ハ
ソ
ノ
禮
ア

リ
、
寐
テ
ハ
ネ
ヤ
ウ
ア
ル
也
。
コ
レ
ス
ナ
ハ
チ
學
ナ
リ
。
習
ト
學
ト
同
ヤ
ウ

ナ
レ
ド
モ
、
習
ハ
覺
タ
ル
事
ヲ
ク
ワ
シ
ク
ト
ク
ト
シ
テ
見
ル
ヲ
云
也
。
俗
ニ

ナ
ラ
シ
ト
云
ガ
習
ノ
意
ナ
リ
。〔『
蘭
洲
先
生
學
庸
論
語
紀
聞
』（
大
阪
府
立
中
之

島
圖
書
館
藏
本
）、
三
十
九
葉
表
〕

　

こ
れ
を
讀
む
と
、
つ
ま
り
⻝
事
の
時
は
⻝
べ
方
、
就
寢
の
際
に
は
寢
方
と
い
う

よ
う
に
、
狀
況
に
應
じ
、
學
ん
だ
こ
と
を
一
つ
一
つ
、
し
っ
か
り
と
實
踐
に
よ
っ

て
反
復
し
、
自
然
に
行
え
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
至
る
こ
と
、
こ
れ
が
「
習
」
で

あ
る
、
と
い
う
の
が
蘭
洲
の
理
解
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
謂
う
所
の
「
務
め
て
其
の

知
る
所
を
行
ふ
」
こ
と
が
「
學
（
知
）」
に
對
す
る
「
習
（
行
）」
で
あ
っ
て
、
す

な
わ
ち
「
知
行
並
進
」
の
具
體
的
方
法
論
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。

に
ま
と
め

る
な
ら
ば
、
蘭
洲
の
說
く
「
知
行
並
進
」
と
は
、
知
識
の
取
得
・
分
析
（「
知
」）

と
實
踐
・
檢
證
（「
行
」）
と
を
交
互
に
繰
り
﨤
し
て
い
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
蘭
洲
の
知
行
論
を
見
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
蘭
洲
は
こ
れ
を
、
朱
子

　

こ
れ
は
『
論
語
』
學
而
篇
の
「
子
曰
く
、「
君
子
は
⻝
飽
く
こ
と
を
求
む
る
無
く
、

居
安
き
を
求
む
る
無
く
、
事
に
敏
に
し
て
言
に
愼
み
、
㊒
衟
に
就
き
て
正
す
を
、

學
を
好
む
と
謂い

ふ
べ
き
の
み
」
と
（
子
曰
、
君
子
⻝
無
求
飽
、
居
無
求
安
、
敏
於
事
而

愼
於
言
、就
㊒
衟
而
正
焉
、可
謂
好
學
也
已
）」
に
つ
い
て
、「
學
」
に
相
當
す
る
の
は
「
㊒

衟
に
就
き
て
正
す
」
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
の
歬
に
あ
る
三
つ
の
「
君
子
の
行
」
と

は
無
關
係
で
あ
る
、
と
論
じ
た
荻
生
徂
徠
に
對
す
る
批
判
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
蘭
洲
は
、「
夫
の
人
の
學
を
爲
む
る
は
、
之
を
行
ふ
所
以
な
り
」
と
朙

言
し
て
い
る
。
學
問
と
は
本
來
的
に
は
己
の
實
踐
の
た
め
に
あ
る
べ
き
で
、
學
が

躬
行
を
離
れ
る
の
は
以
て
の
外
で
あ
る
。「
二
物
」
で
は
あ
る
が
、
ま
っ
た
く
つ

な
が
り
の
な
い
「
二
事
」
で
は
な
い
。
つ
ね
に
一
貫
し
た
行
爲
と
し
て
「
知
」
と

「
行
」と
を
認
識
し
て
な
す
べ
き
で
あ
る
、と
い
う
の
が
蘭
洲
の
立
場
な
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、蘭
洲
が
示
す
、こ
の
よ
う
な
我
々
が
基
本
と
し
て
捉
え
る
べ
き「
知
」

と
「
行
」
と
の
關
係
は
、
朱
子
學
の
知
行
論
に
お
け
る
主
要
理
念
で
あ
る
「
先
知

後
行
（
知
先
行
後
）」
で
は
包
含
し
き
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
こ
の
よ

う
に
言
う
と
、「
知
」
が
完
了
す
る
ま
で
「
行
」
に
移
行
し
な
い
、も
し
く
は
「
知
」

の
修
養
に
拘
泥
す
る
、
と
い
う
弊
害
を
招
く
危
險
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

又
た
曰
く
、「
知
を
先
に
し
て
行
を
後
に
す
、
此
れ
固
よ
り
學
問
の
常
法
な

り
」
と
。
余
は
以
爲
ら
く
、
此
れ
庸
人
孺
子
の
事
な
る
の
み
。
務
め
て
其
の

知
る
所
を
行
ふ
、
是
れ
常
法
な
り
。
且
つ
知
り
且
つ
行
ひ
、
德
の
進
な
り
。

苟
し
く
も
知
り
て
後
に
行
は
ん
と
欲
す
れ
ば
、
乃
ち
恐
ら
く
は
之
を
行
ふ
こ

と
無
し
と
。
曰
く
、
王
陽
朙
の
知
行
合
一
の
說
は
、
古
訓
に
背
く
と
雖
も
、

而
れ
ど
も
仁
齋
の
徒
の
如
き
を
砭い
ま
しめ
り
と
。〔『
蘭
洲
先
生
遺
稿
』
下
卷
、
十
五

葉
裏
）
（（
（

〕

　

こ
れ
は
伊
藤
仁
齋
（
一
六
二
七―

一
七
〇
五
）
の
語
る
諸
々
の
論
に
つ
い
て
批
評

を
行
う
く
だ
り
の
中
で
出
て
く
る
文
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
れ
ば
、仁
齋
も
ま
た「
先
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ま
た
、先
に
擧
げ
た
『
質
疑
篇
』
の
自
筆
本
に
も
、次
の
よ
う
な
文
が
見
ら
れ
る
。

致
知
格
物
の
詁
、
諸
家
聚
訟
し
た
れ
ど
も
、
朱
㊟
に
愈ま
さ

る
も
の
莫
し
。
朱
子

は
又
た
曰
く
、「
格
は
是
れ
實
に
那
の
地
頭
に
行
き
到
る
な
り
」
と
。
余
は

之
を
演
ず
る
こ
と
を
請
ふ
。〔
中
略
〕
蓋
し
知
り
て
後
に
言
㊒
り
行
㊒
ら
ば
、

言
行
知
行
、
其
の
致
す
こ
と
は
一
な
り
。
格
物
致
行
は
、

ち
知
行
を
說
け

り
。
是
れ
其
の
已
に
知
る
所
を
致
し
て
以
て
事
物
に
格
ら
ん
と
欲
す
る
こ
と

な
り
。〔
中
略
〕
敢
へ
て
小
忽
せ
ず
、
敢
へ
て
小
假
せ
ず
し
て
、
其
の
至
に

至
ら
ん
と
欲
す
。
是
れ
格
物
致
知
と
謂
ふ
。
說
命
に
曰
く
、「
之
を
知
る
は

難
き
に
非
ず
、之
を
行
ふ
は
難
し
」と
は
、亦
た
此
の
意
な
り
。朱
子
補
傳〔『
大

學
章
句
』
致
知
格
物
補
傳
〕
は
、
乃
ち
事
物
に
逹
し
て
言
を
立
つ
。
宜
し
く
或

問
と
倂
案
し
て
焉
を
見
る
べ
し
。〔『
質
疑
篇
』（
自
筆
本
）、
五
十
一
葉
表
）
（（
（

〕

　

こ
れ
を
解
す
る
と
、
蘭
洲
の
解
釋
で
は
こ
の
「
格
物
」
の
段
階
に
お
い
て
、
す

で
に
學
問
の
初
朞
段
階
で
あ
る
知
識
の
獲
得
・
理
解
が
終
了
し
て
い
る
こ
と
が
歬

提
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
蘭
洲
が
解
釋
す
る
と
こ
ろ
の「
格
物
致
知
」と
は
、「
獲

得
し
た
知
識
・
理
解
を
も
と
に
實
際
に
行
っ
て
み
る
こ
と
で
正
し
さ
を
檢
證
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
物
事
の
理
を
實
感
を
も
っ
て
知
る
こ
と
」な
の
で
あ
る）
（（
（

。
こ
れ
が『
質

疑
篇
』
で
謂
う
所
の
「
其
の
已
に
知
る
所
を
致
し
て
以
て
事
物
に
格
る
」
で
あ
る
。

歬
節
で
引
用
し
た
「
知
行
論
」
の
文
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
つ
ま
り
「
學
而
時

習
之
」
の
「
習
」
が
「
格
物
」
に
相
當
す
る
こ
と
が
判
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
檢
討
で
朙
白
な
通
り
、
蘭
洲
の
解
釋
で
は
、「
格
物
」
の
時
點
で

す
で
に
「
行
」
の
段
階
に
入
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
格
物
」
は
「
知
」
の
第
一
段
階
を
經
た
上
で
行
わ
れ
る
「
行
」
の
第
一
段
階
で

あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
知
」
が
完
全
な
も
の
と
し
て
補
完
さ
れ
る
（「
致
知
」）、

と
い
う
の
が
蘭
洲
の
解
釋
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
五
井
蘭
洲
は
、「
知
」
を
補
完

す
る
た
め
の
も
の
だ
と
し
な
が
ら
も
、「
八
條
目
」
の
先
頭
で
あ
る
「
格
物
」
を
、

學
者
と
し
て
、
か
つ
學
問
と
實
踐
と
の
一
貫
性
を
主
張
す
る
立
場
か
ら
、
從
來
の

「
先
知
後
行
」
を
批
判
し
つ
つ
、「
知
行
合
一
」
の
危
う
さ
も
指
摘
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、自
說
の
正
當
性
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
朱
子
學
者
と
し
て「
知

行
並
進
」
を
推
奬
し
て
い
る
こ
と
、
こ
こ
に
五
井
蘭
洲
と
い
う
思
想
家
の
特
色
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

二
、
五
井
蘭
洲
と
中
井
履
軒
の
「
格
物
致
知
」
解
釋

　

そ
こ
で
、
こ
う
し
た
「
知
行
並
進
」
の
思
想
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
語
と

し
て
、「
格
物
致
知
」
を
取
り
上
げ
て
檢
討
し
た
い
。

　
「
格
物
致
知
」
は
朱
子
學
に
お
い
て
、
最
終
的
に
「
治
國
平
天
下
」
を
行
え
る

人
物
に
な
る
た
め
の
修
養
法
（「
八
條
目
」）
の
中
で
、
學
者
が
ま
ず
初
め
に
着
手

す
る
べ
き
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
「
知
」
を
經
た
上
で
の
「
行
」

の
段
階
を
設
定
す
る
の
が
、
五
井
蘭
洲
の
解
釋
で
あ
る
。

理
ト
イ
ヘ
ハ
舟
ハ
水
ヲ
渡
リ
車
ハ
陸
ヲ
ヤ
ル
理
ト
云
ハ
キ
コ
ユ
レ
ト
モ
、
心

ニ
實
ニ
朙
ラ
カ
ナ
ラ
ス
。
舟
ヲ
陸
、
車
ヲ
水
ニ
ヤ
リ
見
レ
ハ
、
實
ニ
其
物
ノ

實
體
ヲ
知
リ
テ
物
ノ
理
ヲ
眞
知
實
見
ス
ル
。
親
ト
云
モ
ノ
ニ
ツ
カ
ヘ
ス
シ
テ

孝
ノ
理
ヲ
キ
ハ
ム
レ
ハ
、
實
ニ
知
ラ
レ
ス
。
親
ヲ
コ
ヽ
ニ
置
テ
、
マ
ノ
ア
タ

リ
ツ
カ
ヘ
テ
孝
ノ
衟
理
ヲ
キ
ハ
ム
ル
ユ
ヘ
、
實
ニ
知
ル
也
。
其
實
知
實
見
、

物
ノ
一
字
ノ
工
夫
ニ
ア
リ
。〔『
蘭
洲
先
生
大
學
講
義
』（
大
阪
府
立
中
之
島
圖
書

館
藏
本
）、
二
十
七
葉
裏
〕

　

こ
こ
で
例
と
し
て
擧
げ
ら
れ
る
の
が
、
舟
や
車
を
實
際
に
動
か
す
こ
と
で
そ
の

性
質
を
確
か
め
る
こ
と
と
、
親
と
實
際
に
接
す
る
こ
と
で
孝
の
衟
理
を
確
か
め
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
眞
知
實
見
」、「
實
知
實
見
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

理
を
確
か
な
も
の
と
し
て
き
わ
め
る
こ
と
、
こ
れ
が
す
な
わ
ち
「
格
物
」
だ
、
と

蘭
洲
は
述
べ
て
い
る
。
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ち
其
の
方
を
知
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
固
よ
り
見
聞
に
㊮よ

る
。
見
聞
も
又
た
恃
む

べ
か
ら
ず
。
見
聞
に
恃
み
て
其
の
極
に
至
ら
ん
と
欲
す
る
は
、
猶
ほ
室
に
坐

し
て
山
川
形
勝
を
按
ず
る
が
ご
と
き
な
り
。
獲
る
所
は
特
だ
其
れ
彷
彿
た
る

の
み
。
故
に
致
知
は
其
の
事
に
躬
ら
格い
た

る
こ
と
に
在
り
。
一
面
師
友
に
咨は

か

り

書
册
を
考
へ
、
一
面
咨
る
所
と
考
ふ
る
所
を
將も

つ

て
行
ひ
去
か
ば
、
則
ち
行
は

日
に
進
み
、
知
は
日
に
朙
ら
か
な
り
。
是
れ
知
行
並
進
し
て
互
ひ
に
相
い
長

ず
る
こ
と
、
大
學
の
首
敎
な
り
。〔『
四
書
雕
題
』
中
『
大
學
』（
懷
德
堂
文
庫
藏

中
井
履
軒
自
筆
本
）、
二
葉
裏
）
（（
（

〕

　

履
軒
自
身
、「
躬
ら
徃
き
て
其
の
地
を
踐ふ

み
、其
の
事
に
の
ぞ

み
、其
の
勞
を
執
る
」、

ま
た
「
一
面
咨
る
所
と
考
ふ
る
所
を
將も
つ

て
行
ひ
去
か
ば
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、

こ
う
で
は
な
い
か
と
自
分
が
理
解
し
た
こ
と
を
實
際
に
行
っ
て
み
る
こ
と
で
眞
僞

を
確
か
め
る
こ
と
、
こ
れ
が
「
格
物
」
で
あ
る
、
と
解
釋
し
て
い
る
。
先
に
確
認

し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
蘭
洲
の
解
釋
と
ま
さ
し
く
一
致
し
て
い
る
。
そ
し
て
履
軒

は
、
こ
れ
こ
そ
「
知
行
並
進
之
方
」
だ
と
朙
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で

を
總
括
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
「
知
行
並
進
」
論
の
下
で
、
學
問
と
實
踐
と
が
常
に

連
續
・
一
貫
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
懷
德
堂
學
派
の
特
色

な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
學
問
の
對
象
と
な
る
內
容
も
、
自
然
と
自
分
の
行
爲

に
直
接
的
に
關
係
す
る
も
の
に
限
定
さ
れ
て
く
る
。
ま
ず
、
中
井
履
軒
が
次
の
よ

う
な
主
張
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
知
ら
れ
て
い
る
。

天
下
の
事
物
の
理
の
、
我
と
干
涉
す
る
無
き
者
は
、
必
ず
し
も
講
求
せ
ざ
る

な
り
。
之
を
知
れ
ど
も
益
無
く
、
知
ら
ざ
れ
ど
も
損
無
し
。
何
ぞ
必
ず
し
も

思
を
勞
し
て
功
を
費
や
す
の
爲
な
ら
ん
。
唯
だ
我
の
物
に
應
ず
る
所
以
の
方

の
み
、
則
ち
知
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。〔『
大
學
雜
議
』
第
六
章
）
（（
（

〕

　

か
つ
て
、
源
了
圓
は
中
井
履
軒
の
こ
う
し
た
論
を
見
て
、「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ

實
踐
の
場
に
お
け
る
「
行
」
の
第
一
段
階
で
あ
る
と
設
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

が
す
な
わ
ち
、
蘭
洲
の
「
知
行
並
進
」
論
の
趣
旨
で
あ
る
。

　

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
論
を
蘭
洲
は
、
自
說
で
は
な
く
、
飽
く
ま
で

朱
熹
の
說
を
「
演
」
ず
る
、
と
い
う
立
場
を
取
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
「
格
物
」
を
「
知
」
の
段
階
に
お
け
る
「
行
」
だ
と
す
る
の
は
、
蘭

洲
で
は
な
く
、
朱
熹
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
五
井
蘭
洲
の
、
朱
子
學
派
と
し
て
の

特
徵
的
な
立
場
が
窺
え
る
。

　

じ
つ
は
こ
の
解
釋
は
、
中
井
履
軒
獨
自
の
說
と
し
て
知
ら
れ
る
「
格
物
致
知
」

解
釋
と
非
常
に
酷
似
し
て
い
る
。
履
軒
の
『
大
學
雜
議
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

格
物
は
、
躬
ら
徃
き
て
其
の
地
を
踐ふ

み
、
其
の
事
に

の
ぞ

み
、
其
の
勞
を
執
る

こ
と
を
謂
ふ
な
り
。
譬
ふ
る
に
稼
穡
の
理
を
知
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
必
ず
先
ず

耒ら
い

耜し

を
執
り
、
親
ら
畊
耘
し
、
然
る
後
に
其
の
理
は
得
て
知
る
べ
き
な
り
。

若
し
音
樂
の
理
を
知
ら
ん
と
欲
せ
ば
、必
ず
先
ず
親
ら
竽
を
吹
き
鐘
を
擊
ち
、

進
退
舞
踏
す
る
な
り
。
乃
ち
其
の
煩
勞
を
厭
ひ
、
徒
ら
に
家
に
在
り
て
譜
を

讀
み
節
を
按
じ
、
金
石
の
諧
和
や
鳳
皇
の
來
儀
を
夢
想
す
れ
ど
も
、
終
世
得

べ
か
ら
ざ
る
の
み
。
算
を
學
ぶ
の
牙
籌
、
書
を
學
ぶ
の
筆
墨
、
皆
な
然
り
。

故
に
孝
た
ら
ん
と
欲
し
弟
た
ら
ん
と
欲
し
信
た
ら
ん
と
欲
す
る
者
は
、
親
ら

其
の
事
に

ま
ず
し
て
焉
を
得
ん
や
。
此
れ
知
行
並
進
の
方
な
り
。
若
し
夫

れ
瞑
搜
妄
索
す
れ
ど
も
、
徒
ら
に
精
神
を
費
や
す
の
み
。〔『
大
學
雜
議
』
第

四
章
）
（（
（

〕

　

ま
た
『
大
學
雜
議
』
の
歬
身
で
あ
る
『
四
書
雕
題
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

致
は
、
至
ら
し
む
る
こ
と
な
り
。
致
知
は
、
知
識
を
し
て
來
り
至
ら
し
む
る

こ
と
な
り
。
格
物
は
、
躬
ら
其
の
事
に
到
る
こ
と
な
り
。
孝
を
爲
す
に
其
方

を
知
り
て
、
而
る
後
に
孝
は
得
て
能
く
す
べ
き
が
如
し
。
苟
し
く
も
妄
意
も

て
行
ひ
去
か
ば
、
孝
を
爲
さ
ん
と
欲
す
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
焉
を
得
ず
。
乃



懷
德
堂
學
派
の
知
行
論

二
三
五

め
つ
く
す
必
要
が
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
『
大
學
或
問
』

で
朱
熹
が
引
く
程
子
の
言
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る）
（（
（

。

又
た
進
脩
の
術
の
何
れ
が
先
な
る
か
を
問
ふ
者
㊒
り
。
程
子
曰
く
、〔
中
略
〕

又
た
曰
く
、「
窮
理
と
は
、
必
ず
盡
く
天
下
の
理
を
窮
む
と
謂
ふ
に
非
ず
、

又
た
止
だ
一
理
を
窮
め
得
れ
ば
便
ち
到
る
と
謂
ふ
に
非
ず
。
但
だ
積
累
多
く

し
て
後
、自
ず
か
ら
當
に
脫
然
と
し
て
悟
る
處
㊒
る
べ
し
」
と
。
又
た
曰
く
、

「
格
物
は
、
盡
く
天
下
の
物
を
窮
め
ん
と
欲
す
る
に
非
ず
、
但
だ
一
事
の
上

に
於
て
窮
め
盡
し
て
、其
の
他
は
以
て
類
推
す
べ
し
。
孝
を
言
ふ
に
至
ら
ば
、

則
ち
當
に
其
の
孝
を
爲
す
所
以
の
者
は
如
何
な
る
か
求
む
べ
し
。〔
後
略
〕〔『
大

學
或
問
』
下
）
（（
（

〕

　

こ
れ
を
見
る
と
、
程
子
も
ま
た
、
盡
く
窮
め
て
い
く
必
要
は
な
い
、
と
い
う
こ

と
を
述
べ
て
お
り
、
朱
熹
も
そ
れ
を
引
用
し
て
論
じ
る
こ
と
で
贊
同
の
意
を
表
し

て
い
る
。
し
か
し
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
自
己
と
「
物
」
お
よ
び
「
理
」
と
の

關
係
性
、
さ
ら
に
言
え
ば
緊
廹
性
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
こ

う
し
た
朱
熹
ら
の
言
を
、
そ
う
し
た
兩
者
の
緊
廹
性
に
つ
な
げ
て
論
じ
よ
う
と
し

た
の
が
懷
德
堂
學
派
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

以
上
考
察
し
て
き
た
通
り
、
蘭
洲
と
履
軒
の
思
想
は
「
知
行
並
進
」
論
の
下
で

朙
ら
か
に
繼
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、「
懷
德
堂
定
約
」

等
に
見
ら
れ
る
敎
育
理
念
と
も
一
致
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
懷
德
堂
學
派
と
は
、

「
知
行
並
進
」
論
に
基
づ
き
な
が
ら
、
行
爲
主
體
に
と
っ
て
の
現
實
性
・
㊒
用
性

を
重
視
す
る
學
術
思
想
を
形
成
し
て
い
っ
た
思
想
集
團
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。三

、
知
行
並
進
論
の
繼
承

　

で
は
、
こ
の
「
知
行
並
進
」
と
い
う
槪
念
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
由
來
を
持

ム
に
通
ず
る
日
常
生
活
に
お
け
る
知
に
自
己
限
定
す
る
中
井
履
軒
」
と
評
し
た）
（（
（

。

し
か
し
こ
れ
は
、
五
井
蘭
洲
の
言
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
主
張
な
の
で
あ
る
。

　

蘭
洲
は
、『
大
學
章
句
』
に
お
い
て
朱
熹
が
「
格
物
致
知
」
を
說
朙
す
る
た
め

に
書
い
た
「
致
知
格
物
補
傳
」
に
あ
る
、「
是
以
大
學
始
敎
、
必
使
學
者

凢
天

下
之
物
、
莫
不
因
其
已
知
之
理
而
益
窮
之
、
以
求
至
乎
其
極
」
と
い
う
一
文
に
つ

い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

禎
が
謹
ん
で
按
ず
る
に
、
從
來
朱
を
學
ぶ
者
と
雖
も
此
の
傳
を
謬
解
し
、
皆

な
「

凢
天
下
之
物
」
の
六
字
を
解
せ
ず
、「
凢
天
下
」
を
以
て
「
盡
天
下
」

の
義
と
爲
せ
り
。
蓋
し
朱
子
の
意
は
、
凢
そ
天
下
㊒
る
所
の
萬
事
萬
物
、
其

の
中
の
今
吾
が
遇
ふ
所
の
一
事
一
物
に

き
て
、
已
に
知
り
た
る
所
の
理
も

て
他
に
推
し
及
ぼ
す
こ
と
な
り
。〔『
蘭
洲
先
生
遺
稿
』
下
卷
、
九
葉
表
）
（（
（

〕

　

す
な
わ
ち
「
天
下
の
物
」
を
「
盡
く
」
窮
め
つ
く
す
、
と
い
う
從
來
の
解
釋
は

誤
り
で
、「
今
吾
が
遇
う
所
の
一
事
一
物
」
と
い
う
、
自
分
と
緊
廹
し
た
關
係
に

あ
る
、
あ
ら
ゆ
る
物
事
に
向
き
合
う
べ
し
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
蘭
洲
は
說
く
。

こ
れ
は
「
我
と
干
涉
す
る
無
き
者
は
、
必
ず
し
も
講
求
せ
ざ
る
な
り
」
と
い
う
履

軒
の
言
と
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。

　

ま
た
蘭
洲
は
次
の
よ
う
に
も
言
う
。

易
係
〔
繫
辭
傳
〕
に
曰
く
、「
理
を
窮
め
性
を
盡
く
し
て
以
て
命
に
至
る
」
と
。

說
者
は
徃
々
に
し
て
窮
理
を
以
て
格
物
と
爲
し
、
乃
ち
流
れ
て
博
物
の
事
と

爲
す
は
非
な
り
。
聖
人
の
意
は
豈
に
其
れ
然
ら
ん
や〔『
蘭
洲
先
生
遺
稿
』下
卷
、

一
葉
表）

（（
（

〕。

　

つ
ま
り
、
蘭
洲
も
「
格
物
」
の
對
象
と
し
て
、
自
分
が
ま
ず
向
き
合
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
物
事
を
想
定
し
て
お
り
、
そ
う
で
は
な
い
物
を
も
對
象
と
す
る
博
物

學
の
よ
う
な
學
問
に
對
し
て
は
批
判
的
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
先
の
引
用
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
た
「
天
下
の
物
」
を
す
べ
て
窮
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む
こ
と
は
則
ち
致
知
に
在
り
」
と
云
ふ
が
如
し
。
分
朙
に
し
て
自
ら
兩
脚
と

作
し
て
說
く
も
、
但
だ
只
だ
先
後
輕
重
を
分
け
ん
こ
と
を
要
す
。
先
後
を
論

ず
れ
ば
、
當
に
致
知
を
以
て
先
と
爲
す
べ
く
、
輕
重
を
論
ず
れ
ば
、
當
に
力

行
を
以
て
重
し
と
爲
す
べ
し
。〔『
朱
子
語
類
』
卷
第
九
、
學
三
、
論
知
行
）
（（
（

〕

　

ま
た
次
の
よ
う
に
も
言
う
。

知
と
行
と
は
、
工
夫
は
須
く
並
び
到
る
べ
し
。
知
る
こ
と
愈
よ
朙
ら
か
な
れ

ば
、
則
ち
行
ふ
こ
と
愈
よ
篤
し
。
行
ふ
こ
と
愈
よ
篤
け
れ
ば
、
則
ち
知
る
こ

と
益
す
朙
ら
か
な
り
。
二
者
は
皆
な
偏
廢
す
べ
か
ら
ず
。〔
中
略
〕
然
れ
ど

も
又
た
須
く
先
ず
知
り
得
て
、
方
に
行
ひ
得
べ
し
。
所
以
に
大
學
は
先
ず
致

知
を
說
き
、
中
庸
は
知
を
說
く
こ
と
仁
勈
よ
り
先
ん
じ
、
孔
子
は
先
ず
「
知

之
に
及
ぶ
」〔
衞
靈
公
篇
〕
と
說
け
り
。〔『
朱
子
語
類
』
卷
第
十
四
、大
學
一
、「
經

上
）
（（
（

」〕
蓋
し
嘗
て
之
を
聞
く
、
人
の
一
身
、
應
事
接
物
、
義
理
の
在
る
所
に
非
ざ
る

は
無
し
。
人
は
盡
く
知
る
こ
と
能
は
ず
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
其
の
大
端
は
、

宜
し
く
亦
た
聞
か
ざ
る
者
無
か
る
べ
し
。
要
は
力つ

と

め
て
其
の
已
に
知
る
所
を

行
ひ
て
、
其
の
未
だ
至
ら
ざ
る
所
を
勉
求
す
る
に
在
れ
ば
、
則
ち
近
き
よ
り

遠
き
に
及
び
、
粗
よ
り
精
に
至
り
、
循
循
と
し
て
序
㊒
り
て
、
日
に
見
る
べ

き
の
功
㊒
ら
ん
。〔『
朱
文
公
文
集
』
卷
六
十
四
、「
答
姚
棶
）
（（
（

」〕

　

こ
れ
ら
を
見
れ
ば
、
朱
熹
も
ま
た
「
知
」
と
「
行
」
の
工
夫
は
「
並
び
到
る
」

べ
き
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
お
り
、
ま
さ
し
く
「
並
進
」
を
說
い
た
も
の
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
ま
た
「
力
め
て
其
の
已
に
知
る
所
を
行
ひ
て
」
ゆ
く
べ
し
、
と
論

じ
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
を
見
れ
ば
、五
井
蘭
洲
が
「
務
め
て
其
の
知
る
所
を
行
ふ
」

こ
と
を
說
き
、「
且
つ
知
り
且
つ
行
ふ
」
こ
と
を
主
張
し
た
こ
と
に
通
じ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
に
も
あ
る
。

故
に
大
學
の
書
、
格
物
致
知
を
以
て
力
を
用
い
る
の
始
と
爲
す
と
雖
も
、
然

つ
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。五
井
蘭
洲
硏
究
に
お
い
て
朙
ら
か
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

中
村
惕
齋
（
一
六
二
九―

一
七
〇
二
）
と
の
共
通
性
で
あ
り
、
陶
德
民
に
よ
る
先
行

硏
究
が
あ
る
。
氏
は
大
江
文
城
が
立
て
た
、
懷
德
堂
の
朱
子
學
は
直
接
も
し
く
は

閒
接
に
惕
齋
の
影
響
を
受
け
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
假
說）
（（
（

を
さ
ら
に
展
開
し
、

中
村
惕
齋
の
「
知
行

進
」・「
博
約
並
進
」
と
い
う
學
風
を
、
懷
德
堂
朱
子
學
派

は
確
か
に
繼
承
し
て
お
り
、
そ
の
う
え
で
、
彼
ら
は
そ
れ
を
、
よ
り
實
踐
的
で
包

容
力
豐
か
な
、
新
た
な
次
元
に
ま
で
發
展
さ
せ
た
の
だ
、
と
結
論
づ
け
た）
（（
（

。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
理
解
は
果
た
し
て
正
確
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
こ
の
「
並
進
」
と
い
う
語
を
初
め
て
使
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
は
、
朱
熹

の
門
人
の
陳
淳
（
北
溪
、
一
一
五
七―

一
二
二
三
）
で
あ
る
。

蓋
し
致
知
力
行
し
て
正
し
く
學
ぶ
者
は
並
進
の
功
な
り
。
眞
に
能
く
知
れ
ば

則
ち
眞
に
能
く
行
ふ
。
知
行
俱
に
正
に
到
る
は
、
上
逹
と
爲
る
所
以
な
り
。

〔『
北
溪
大
全
集
』
卷
二
十
二
、「
答
廖
師
子
晦
一
）
（（
（

」〕

　

秋
⺼
胤
繼
は
『
陸
王
硏
究
』
に
お
い
て
知
行
論
を
論
じ
た
際
、
知
行
論
は
「
知

先
行
後
（
先
知
後
行
）」、「
知
行
並
進
」、「
知
行
合
一
」
の
三
派
に
分
か
れ
る
と
し

た
上
で
、「
知
行
並
進
說
は
陳
北
溪
の
首
唱
に
係
る
も
、
其
影
響
は
大
な
ら
ず
」

と
解
說
し
て
い
る）
（（
（

。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
日
本
朱
子
學
に
對
す
る
影
響
を

見
た
時
、
少
な
く
と
も
「
大
な
ら
ず
」
と
斷
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
こ
の
「
行
」
へ
の
指
向
性
、
あ
る
い
は
「
知
」
と
「
行
」
を
一
體

的
・
相
互
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
理
念
は
、
朱
熹
の
時
點
で
す
で
に

存
在
し
て
い
る
。
朱
熹
の
知
行
觀
と
し
て
「
先
知
後
行
」
と
倂
せ
て
知
ら
れ
て
い

る
も
の
に
、「
行
重
知
輕
」、「
知
行
互
發
」
と
い
う
も
の
が
あ
る）

（（
（

。

致
知
力
行
は
、
功
を
用
ゐ
る
こ
と
偏
る
べ
か
ら
ず
。
偏
り
て
一
邊
に
過
ぐ
れ

ば
則
ち
一
邊
病
を
受
く
。
程
子
が
「
涵
養
は
須
く
敬
を
用
ふ
べ
く
、
學
に
進



懷
德
堂
學
派
の
知
行
論

二
三
七

知
ら
ず
。
此
れ
是
れ
小
病
痛
な
ら
ず
、
其
の
來
る
こ
と
已
に
一
日
に
非
ず
。

某
が
今
、
箇
の
知
行
合
一
を
說
く
は
、
正
に
是
れ
病
に
對
す
る
の
藥
な
り
。

〔『
傳
習
錄
』
卷
上
、
五
條
）
（（
（

〕

　

こ
れ
を
見
れ
ば
當
時
、「
先
知
後
行
」
に
拘
泥
し
、「
行
」
に
移
行
し
な
い
朱
子

學
者
が
多
く
い
た
、と
い
う
こ
と
が
判
る
。
そ
こ
で
王
陽
朙
は
「
藥
」
と
し
て
「
知

行
合
一
」
を
提
唱
す
る
わ
け
で
あ
る）
（（
（

。

　

で
あ
れ
ば
こ
そ
、そ
の
よ
う
な
弊
害
に
陷
っ
て
い
る
朱
子
學
の
內
部
に
お
い
て
、

知
行
を
飽
く
ま
で
「
二
物
」
と
捉
え
な
が
ら
「
並
進
」
の
方
を
こ
そ
重
視
し
よ
う

と
す
る
一
派
が
出
現
、
あ
る
い
は
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　

そ
こ
で
試
み
に
㊟
目
し
た
い
の
が
、
と
り
わ
け
朙
代
朱
子
學
に
お
け
る
知
行
論

の
樣
相
で
あ
る
。
例
え
ば
、五
井
蘭
洲
も
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
羅
欽
順（
整

庵
、
一
四
六
五―

一
五
四
七
）
を
見
て
み
た
い
。

朙
儒
は
唯
だ
薛
文
淸
と
羅
整
庵
の
み
取
る
べ
し
。
薛
に
『
讀
書
錄
』
㊒
り
、

羅
に
『
困
知
記
』
㊒
り
。〔『
蘭
洲
先
生
遺
稿
』
上
卷
、「
與
服
子
安
書
」、
七
十
二

葉
表
）
（（
（

〕

朱
子
の
學
、
諸
を
博
約
に
得
、
子
夏
の
亞
と
謂
ふ
べ
し
。〔
中
略
〕
蓋
し
一

本
萬
殊
の
理
、
一
本
は
約
す
る
所
以
、
萬
殊
は
博
く
す
る
所
以
な
り
。
又
た

之
を
多
學
一
貫
と
謂
ふ
。
羅
欽
順
も
亦
た
此
に
悟
る
こ
と
㊒
れ
ば
、
善
く
朱

子
を
學
ぶ
も
の
な
り
。〔『
蘭
洲
先
生
遺
稿
』
上
卷
、
四
十
七
葉
裏
）
（（
（

〕

　

こ
れ
を
見
れ
ば
、「
博
約
（
博
文
約
禮
）」
の
文
脉
の
中
で
、
蘭
洲
は
羅
欽
順
の

名
を
擧
げ
、
し
か
も
評
價
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
そ
こ
で
蘭
洲
も
擧
げ
る
羅
欽

順
の
『
困
知
記
』
を
見
る
と
、
次
の
よ
う
な
文
が
確
認
さ
れ
る
。

「
乾
は
易
を
以
て
知
つ
か
さ
どり
、
坤
は

を
以
て
能
く
す
」〔『
易
經
』
繫
辭
上
〕。
此

れ
人
の
良
知
良
能
の
自
り
て
來
た
る
所
な
り
。
然
れ
ど
も
乾
は
物
を
始
め
坤

は
物
を
成
さ
ば
、
固
よ
り
自
ら
先
後
の
序
㊒
り
。
其
れ
學
に
在
る
者
は
、
則

れ
ど
も
初
よ
り
涵
養
履
踐
せ
ず
し
て
直
ち
に
此
に
從
事
す
と
謂
ふ
に
非
ざ
る

な
り
。〔
中
略
〕
若
し
必
ず
知
至
り
て
後
に
行
ふ
べ
し
と
曰
は
ば
、
則
ち
夫

の
親
に
事
へ
兄
に
從
ひ
上
を
承
け
下
に
接
す
る
は
、
乃
ち
人
生
の
一
日
も
廢

す
能
は
ざ
る
者
な
り
。
豈
に
吾
は
知
未
だ
至
ら
ず
と
謂
ひ
て
暫
く
輟や

め
、
以

て
其
の
至
れ
る
を
俟
ち
て
後
に
行
ふ
べ
け
ん
や
。〔『
朱
文
公
文
集
』
卷
四
十
二
、

「
答
吳
晦
叔
）
（（
（

」〕

　

同
書
中
に
お
い
て
、
朱
熹
は
「
知
の
先
爲
り
行
の
後
爲
る
こ
と
疑
ふ
べ
き
者
無

し
（
知
之
爲
先
行
之
爲
後
無
可
疑
者
）」
と
も
述
べ
て
い
る
が
、こ
の
箇
所
を
見
る
と
、

蘭
洲
の
說
く
「
苟
し
く
も
知
り
て
後
に
行
は
ん
と
欲
す
れ
ば
、
乃
ち
恐
ら
く
は
之

を
行
ふ
こ
と
無
し
」
に
も
通
じ
う
る
論
を
唱
え
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
つ
ま
り

「
並
進
」
の
思
想
は
朱
熹
の
思
想
に
お
い
て
、
す
で
に
內
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
蘭
洲
は
「
先
知
後
行
」
に
對
し
、「
庸
人
孺
子
の
事
」
と
し
て
批
判
的

な
立
場
を
取
ろ
う
と
す
る
。
ま
た
朱
熹
は
「
先
知
後
行
」
を
說
い
て
「
大
學
は
先

ず
致
知
を
說
き
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
並
び
到
る
」
べ
き
「
行
」
の
工

夫
と
は
「
誠
意
」
以
下
の
こ
と
と
な
り
、「
格
物
」
の
段
階
に
「
行
」
を
持
ち
込

も
う
と
す
る
五
井
蘭
洲
や
中
井
履
軒
の
そ
れ
と
は
見
解
を
異
に
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
朱
子
學
の
理
念
と
し
て
あ
る
「
先
知
後
行
」

と
「
知
行
並
進
」
の
う
ち
、「
知
行
並
進
」
の
方
を
積
極
的
に
受
容
し
よ
う
と
し

た
一
派
が
存
在
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
ま
ず
參
考
に
し
た
い
の
が
、
王
陽
朙
の
次
の
言
で
あ
る
。

今
の
人
は
却
て
就す
な
はち
知
行
を
將も
つ

て
分
ち
て
兩
件
と
作な

し
做な

し
去
き
、
以
爲
ら

く
、
必
ず
先
ず
知
り
了お
は

り
て
然
る
後
に
能
く
行
は
ん
、
我
は
如
今
且
く
講
習

討
論
し
去
き
、
知
の
工
夫
を
做
し
、
知
り
得
て
眞
な
り
了
る
を
待
ち
て
、
方

に
行
の
工
夫
を
做
し
去
か
ん
と
。
故
に
遂
に
終
身
行
は
ず
、
亦
た
遂
に
終
身
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な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。

　

ま
た
近
年
、
嚴
錫
仁
は
、
李
退
溪
（
一
五
〇
一―

一
五
七
〇
）
の
理
氣
二
元
論
を

繼
承
し
た
と
從
來
見
な
さ
れ
て
き
た
闇
齋
學
派
は
、
じ
つ
は
羅
欽
順
ら
の
ご
と
き

理
氣
一
體
論
の
路
線
に
立
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
主
張
し
た）
（（
（

。
も
し
そ
う
だ

と
假
定
す
る
と
、
日
本
朱
子
學
全
體
の
傾
向
と
し
て
、
現
實
志
向
的
な
思
想
が
主

に
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
な
る
。

　

理
氣
論
と
知
行
論
と
は
、
學
問
の
あ
り
方
と
い
う
問
題
に
お
い
て
は
共
通
點
の

あ
る
議
論
で
あ
る
。
そ
の
知
行
論
と
い
う
觀
點
か
ら
見
た
時
、懷
德
堂
學
派
は「
知

行
並
進
」
派
の
中
の
一
發
展
型
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
ま
た
「
知
行
並
進
」
論

の
下
で
の
思
想
的
展
開
の
多
樣
性
を
檢
證
す
る
た
め
の
端
緖
と
な
る
可
能
性
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
本
稿
で
述
べ
た
學
問
觀
を
懷
德
堂
學
派
が
な
ぜ
展
開
し
た
の
か
、
と
い

う
背
景
に
は
、
お
そ
ら
く
「
懷
德
堂
定
約
」
に
あ
る
よ
う
な
、
學
問
（「
知
」）
は

實
際
の
生
活
（「
行
」）
の
役
に
立
た
ぬ
と
い
う
「
世
俗
」
の
風
潮
と
い
う
も
の
が

根
底
に
あ
り
、
そ
う
し
た
考
え
を
持
つ
町
人
た
ち
の
支
持
を
得
ね
ば
な
ら
な
い
と

い
う
課
題
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
と
無
關
係
で
は
あ
る
ま
い
。

　

源
氏
は
別
書
に
お
い
て）
（（
（

、
當
時
の
大
坂
の
人
々
の
行
動
樣
式
が
、
マ
ッ
ク
ス
・

ウ
ェ
ー
バ
ー
が
提
唱
し
た
「
目
的
合
理
的
行
爲）
（（
（

」
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
た
。
こ
れ
と
倂
せ
て
考
え
た
場
合
、
懷
德
堂
と
い
う
學
問
所
の
學
者
た
ち
が

持
っ
て
い
た
理
念
と
い
う
も
の
は
、
經
濟
社
會
の
成
熟
と
と
も
に
必
然
的
に
登
場

し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
社
會
の
發
展
に
附
隨
し
た
思
想
的
發
展
の
一
例
と

し
て
懷
德
堂
學
派
を
位
置
付
け
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

㊟
（
１
）　
「
懷
德
堂
舊
記
」（『
懷
德
』
第
十
二
號
、
一
九
三
四
年
）
所
收
の
飜
刻
に
據
る
。

ち
致
知
力
行
の
工
夫
、
要か

な
らず

當
に
並
進
す
べ
し
。
固
よ
り
必
ず
知
る
所
の
既

に
徹
す
る
を
待
ち
て
而
る
後
に
力
行
す
る
の
理
無
し
。
亦
た
未
だ
知
る
所
の

未
だ
徹
せ
ず
し
て
能
く
其
の
行
ふ
所
を
疑
は
ざ
る
者
㊒
ら
ざ
る
な
り
。〔『
困

知
記
』
卷
上
、
八
十
條
）
（（
（

〕

　

彼
も
確
か
に
「
知
行
並
進
」
を
主
張
し
て
お
り
、
ま
た
「
先
知
後
行
」
の
陷
る

弊
害
に
對
す
る
批
判
も
行
っ
て
い
る
。
い
か
に
蘭
洲
の
「
並
進
」
論
と
一
致
し
て

い
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
判
る
だ
ろ
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
朱
子
學
內
に
お
け
る
「
知
行
並
進
」
重
視
派
の
流
れ

が
日
本
朱
子
學
に
も
流
入
し
、
一
つ
の
勢
力
を
誇
っ
た
中
で
、
と
り
わ
け
學
問
の

對
象
と
な
る
「
物
」
お
よ
び
「
理
」
と
自
己
と
の
緊
廹
性
を
重
視
す
る
よ
う
な
思

想
へ
と
展
開
し
た
の
が
懷
德
堂
學
派
で
あ
っ
た
、
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

結

　

以
上
、
懷
德
堂
學
派
の
學
問
觀
を
檢
證
す
べ
く
、
そ
の
知
行
論
に
着
目
し
、
彼

ら
が
「
知
行
並
進
」
を
主
張
し
な
が
ら
獨
自
の
「
格
物
致
知
」
解
釋
を
行
っ
て
い

る
こ
と
を
朙
ら
か
に
し
た
上
で
、
そ
の
基
底
を
な
し
た
「
知
行
並
進
」
は
、「
先

知
後
行
」が
主
流
理
念
と
な
っ
た
朱
子
學
の
中
に
當
初
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
、

ま
た
「
先
知
後
行
」
が
陷
り
や
す
い
弊
害
を
論
じ
た
上
で
「
知
行
並
進
」
を
推
奬

し
た
先
驅
と
し
て
例
え
ば
羅
欽
順
が
お
り
、
懷
德
堂
學
派
の
知
行
論
に
お
け
る
影

響
性
は
朙
代
朱
子
學
に
ま
で
遡
り
う
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

さ
て
、
本
稿
に
お
い
て
試
み
に
考
察
し
た
羅
欽
順
は
、
先
行
硏
究
に
お
い
て
朙

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
通
り
、
日
本
朱
子
學
に
對
し
て
多
大
な
影
響
を
與
え
た
人
物

で
あ
る）
（（
（

。
と
い
う
こ
と
は
、
當
然
浮
上
し
て
く
る
の
が
、
日
本
朱
子
學
に
お
い
て

よ
り
受
容
さ
れ
た
の
は
、「
先
知
後
行
」
よ
り
も
「
知
行
並
進
」
だ
っ
た
の
で
は



懷
德
堂
學
派
の
知
行
論

二
三
九

（
２
）　

我
懷
德
書
院
、
學
問
之
事
、
不
可
讓
於
佗
、
然
不
必
遽
在
于
他
上
。
獨
德
行
之
事
、

則
尤
不
可
不
在
于
他
上
。
博
文
約
禮
之
訓
、
自
古
然
也
。
唯
古
之
學
則

易
、
而
德

敎
與
學
術
、
自
㊒
關
係
、
不
別
立
其
目
、
以
置
倫
理
敎
導
之
法
。
今
之
學
則
諸
科
分

立
、
不
必
關
于
德
敎
、
是
故
倫
理
衟
德
、
不
得
不
別
立
其
門
、
是
亦
自
然
之
勢
也
已
。

唯
博
文
約
禮
之
訓
、
則
不
可
易
矣
。
是
我
書
院
之
所
以
超
于
他
也
。
不
踐
其
則
、
則

再
興
無
謂
也
。
古
來
我
書
院
諸
先
哲
、
恭
敬
堂
規
、
以
奉
斯
彝
訓
、
其
率
弟
子
、
嚴

肅
而
㊒
法
、
而
躬
自
行
之
、
諸
生
悅
服
。
是
以
德
行
㊒
超
乎
他
也
。

今
而
興
之
、

豈
亦
不
法
於
古
哉
。

（
３
）　

凢
遊
於
吾
書
院
者
、
自
幼
至
壯
、
可
使
修
㊜
用
於
當
世
之
實
學
、
以
成
其
材
、
不

可
使
倚
傾
焉
。
置
和
漢
英
佛
獨
等
學
科
一
二
、
而
不
爲
授
其
他
、
乃
不
可
。
但
普
通

科
而
外
、
別
㊒
專
門
科
、
則
自
別
。

（
４
）　

以
下
、
大
阪
府
立
中
之
島
圖
書
館
藏
の
五
井
蘭
洲
自
筆
本
に
據
る
。
同
館
所
藏
の

五
井
蘭
洲
關
連
書
籍
に
關
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
寺
門
日
出
男
「
大
阪
府
立
中
之

島
圖
書
館
藏
蘭
洲
遺
稿
に
つ
い
て
」（『
懷
德
堂
硏
究
』
第
六
號
、
二
〇
一
五
年
）
を

參
照
の
こ
と
。

（
５
）　

王
陽
朙
乃
知
其
終
不
可
誣
、
曰
工
夫

本
體
、
本
體

工
夫
、
是
欲
一
德
性
問
學

之
張
本
而
亦
禪
機
也
。
非
孔
門
博
約
並
進
之
旨
。
學
者
設
不
誦
法
孔
子
則
已
。
苟
誦

法
孔
子
則
不
可
不
遵
其
所
誨
矣
。

（
６
）　

參
考
の
た
め
、
直
歬
の
文
を
引
用
す
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
蓋
德
性
、
問

學
之
標
的
、
問
學
、
德
性
之
階
梯
。
兩
之
離
不
得
、
一
之
合
不
得
。
乃
知
德
性
問
學
、

二
項
並
修
、
可
謂
躬
行
君
子
也
哉
。
朱
子
之
於
尊
德
性
也
、
不
啻
如
自
其
口
出
、
觀

學
規
敬
箴
可
見
。
陸
子
之
於
衟
問
學
也
、一
以
爲
糟
粕
、一
以
爲
註
脚
、可
謂
不
恭
也
。

豈
不
幾
單
傳
心
印
不
立
文
字
之
敎
耶
。
孔
門
誨
人
、
首
以
詩
書
、
自
立
志
至
坐
奠
、

唯
學
是
視
、
區
々
刪
定
六
經
、
亦
與
糟
粕
之
者
異
」

（
７
）　

論
語
曰
、
學
而
時
習
之
、
不
亦
說
乎
。
學

知
也
。
習

行
也
。
爲
人
子
者
不
學
、

則
雖
能
溫
淸
定
省
、
唯
是
視
爲
文
具
格
例
、
乃
爲
厲
已

（
マ
マ
）耳

。
苟
知
父
子
之
衟
天
性

不
可
不
溫
淸
定
省
之
理
焉
、
則
戚
々
焉
知
所
以
不
可
已
。
於
是
乎
、
說
以
溫
淸
定
省

也
。
是
知
行
之
全
也
。
王
陽
朙
知
行
合
一
之
論
、雖
如
可
聽
、頗
殆
於
誣
矣
。〔
中
略
〕

古
贊
聖
人
必
曰
、
聰
朙
睿
知
及
上
智
大
智
欽
朙
濬
哲
。
皆
智
之
事
也
。
於
變
時
雍
皆

由
此
而
出
。
故
雖
聖
人
而
知
行
判
然
二
物
。
王
陽
朙
一
之
。
蓋
學
者
警
之
耳
。
非
逹

論
也
。

（
８
）　

子
が
親
に
事
え
る
際
の
具
體
的
な
行
い
の
こ
と
。『
禮
記
』
曲
禮
上
に
「
凢
爲
人

子
之
禮
、
冬
溫
而
夏
淸
、
昏
定
而
晨
省
」
と
あ
る
。

（
９
）　

聖
賢
已
上
、所
尙
在
知
。中
人
已
下
、所
尙
在
行
。行
或
可
勉
而
至
、知
不
可
企
及
也
。

（
10
）　

こ
の
條
は
刊
本
に
お
い
て
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
刊
行
に
あ
た
っ
て
校

正
を
擔
當
し
た
中
井
履
軒
が
作
成
し
た
『
質
疑
疑
文
』（
大
阪
大
學
附
屬
圖
書
館
懷

德
堂
文
庫
藏
本
）
を
見
る
と
、
履
軒
は
「
恐
當
削
」
と
し
た
上
で
、「
堯
舜
ヲ
ス
ヘ

シ
ト
ヨ
ム
、
當
レ
ル
ニ
似
タ
リ
。
然
ト
モ
可
以
二
字
ヲ
味
ハ
、
堯
舜
ノ
事
カ
セ
ラ
レ

ル
ト
云
意
ト
ミ
ヘ
タ
リ
」
と
述
べ
て
お
り
、
履
軒
も
堯
舜
に
な
れ
る
と
い
う
解
釋
に

は
否
定
的
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。

（
11
）　

人
皆
可
以
爲
堯
舜
。
孟
子
此
語
、
世
或
誤
解
之
、
以
爲
人
苟
學
衟
、
則
皆
可
以
至

堯
舜
之
地
。
豈
其
然
乎
。
孟
子
則
以
爲
人
雖
不
是
堯
舜
、
而
堯
舜
所
爲
、
人
不
可
不

傚
而
爲
矣
。

爲
我
身
非
堯
舜
、
則
堯
舜
所
爲
、
我
安
得
爲
之
、
所
謂
自
暴
自
棄
已
。

故
云
、子
服
堯
之
服
、誦
堯
之
言
、行
堯
之
行
、則
是
堯
而
已
矣
。
然
至
其
聰
朙
聖
神
、

所
以
致
平
章
昭
朙
於
變
時
雍
之
勳
者
、
豈
學
者
所
敢
庶
幾
也
耶
。
亦
焉
以
是
强
曹
交
。

要
之
孟
子
此
語
、
導
人
之
辭
。
爾
。
孟
子
乃
繼
之
曰
、
夫
人
豈
以
不
勝
爲
患
哉
。
弗

爲
耳
。
爲
字
、
一
章
眼
目
、
世
人
多
譯
爲
爲
成
。
謬
矣
。

（
12
）　
『
尙
書
』堯
典
篇
に
、「
克
朙
俊
德
、以
親
九
族
。
九
族
既
睦
、平
章
百
姓
。
百
姓
昭
朙
、

協
和
萬
邦
。
黎
民
於
變
時
雍
」
と
あ
る
。　

（
13
）　

徵
曰
、
⻝
無
求
飽
云
々
、
是
君
子
之
行
也
。
然
必
就
㊒
衟
而
正
焉
、
而
後
可
謂
好

學
也
已
。
又
曰
、
連
上
三
言
、
爲
好
學
之
事
、
如
其
辭
何
。
既
曰
君
子
、
又
曰
好
學
、

豈
可
一
乎
。
非
曰
、
泥
矣
哉
徂
來

（
マ
マ
）之

說
。
夫
人
之
爲
學
、
所
以
行
之
也
。
學
之
與
行
、



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
九
集

二
四
〇

豈
判
然
二
事
乎
。
人
或
謂
宋
儒
學
離
事
功
。
徂
來
可
謂
學
離
躬
行
矣
。

（
14
）　
「
又
曰
先
知
而
後
行
、
此
固
學
問
之
常
法
。
余
以
爲
此
庸
人
孺
子
之
事
耳
。
務
行

其
所
知
、
是
常
法
。
且
知
且
行
、
德
之
進
也
。
苟
欲
知
而
後
行
、
乃
恐
無
行
之
。
曰

王
陽
朙
知
行
合
一
之
說
、
雖
背
古
訓
、
而
砭
如
仁
齊

（
マ
マ
）之

徒
矣
」。「
又
曰
」
と
あ
る
が
、

歬
段
を
見
る
に
、
こ
れ
は
「
德
性
解
」
と
い
う
文
章
か
ら
の
引
用
の
よ
う
で
あ
る
。

詳
細
は
不
朙
。『
古
義
堂
文
庫
目
錄
』
や
『
古
學
先
生
文
集
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。

（
15
）　

致
知
格
物
之
詁
、
諸
家
聚
訟
、
莫
愈
於
朱
㊟
。
朱
子
又
曰
、
格
是
實
行
到
那
地
頭
。

余
請
演
之
。〔
中
略
〕
蓋
知
而
後
㊒
言
㊒
行
、
言
行
知
行
、
其
致
一
也
。
格
物
致
行
、

說
知
行
、
是
欲
致
其
所
已
知
以
格
於
事
物
矣
。〔
中
略
〕
不
敢
小
忽
、
不
敢
小
假
、

而
欲
至
其
至
。
是
謂
格
物
致
知
。
兌

（
マ
マ
）命
曰
、非
知
之
難
、行
之
難
、亦
此
意
。
朱
子
補
傳
、

乃
逹
事
物
立
言
。
宜
倂
案
或
問
而
見
焉
。

（
16
）　

㊟（
10
）で
も
擧
げ
た『
質
疑
疑
文
』を
見
る
と
、中
井
履
軒
は「
コ
ヽ
ノ「
至
其
至
」

ト
ハ
、
ソ
ノ
行
ヒ
ノ
至
極
ノ
處
ヘ
行
ヒ
イ
タ
レ
ト
云
意
ト
ミ
ヘ
タ
リ
。
下
ニ
兌

（
マ
マ
）命

ヲ

ヒ
ケ
ル
ニ
テ
ミ
ル
ヘ
シ
」
と
解
說
し
て
い
る
。
詳
細
は
拙
稿
「
消
さ
れ
た
「
致
知
格

物
」
章
─
五
井
蘭
洲
『
質
疑
篇
』
と
中
井
履
軒
『
質
疑
疑
文
』
─
」（『
待

山
論
叢
』

哲
學
篇
、
第
四
十
九
號
、
二
〇
一
五
年
）
を
參
照
の
こ
と
。

（
17
）　

格
物
、謂
躬
徃
踐
其
地
、
其
事
、執
其
勞
也
。
譬
欲
知
稼
穡
之
理
、必
先
執
耒
耜
、

親
畊
耘
、
然
後
其
理
可
得
而
知
也
。
若
欲
知
音
樂
之
理
、
必
先
親
吹
竽
擊
鐘
、
進
退

舞
踏
也
。
乃
厭
其
煩
勞
、
徒
在
家
讀
譜
按
節
、
夢
想
於
金
石
之
諧
和
、
鳳
皇
之
來
儀
、

終
世
弗
可
得
已
。
學
算
之
牙
籌
、
學
書
之
筆
墨
、
皆
然
。
故
欲
孝
欲
弟
欲
信
者
、
弗

親

其
事
、而
得
焉
哉
。
此
知
行
並
進
之
方
也
。
若
夫
瞑
搜
妄
索
、徒
費
精
神
而
已
矣
。

（
18
）　

致
、
使
至
也
。
致
知
、
使
知
識
來
至
也
。
格
物
、
躬
到
其
事
也
。
如
爲
孝
知
其
方
、

而
後
孝
可
得
而
能
焉
。
苟
妄
意
行
去
、
雖
欲
爲
孝
、
而
不
得
焉
。
乃
欲
知
其
方
、
固

㊮
乎
見
聞
。
見
聞
又
不
可
恃
。
恃
見
聞
欲
至
其
極
、
猶
坐
室
按
山
川
形
勝
也
。
所
獲

特
其
彷
彿
而
已
。
故
致
知
在
躬
格
其
事
。
一
面
咨
乎
師
友
考
乎
書
册
、
一
面
將
所
咨

所
考
行
去
、
則
行
日
進
、
知
日
朙
。
是
知
行
並
進
互
相
長
、
大
學
之
首
敎
也
。

（
19
）　

天
下
事
物
之
理
、
與
我
無
干
涉
者
、
不
必
講
求
也
。
知
之
無
益
、
不
知
無
損
。
何

必
勞
思
費
功
之
爲
。
唯
我
之
所
以
應
物
之
方
、
則
不
可
弗
知
也
。

（
20
）　

源
了
圓
編
『
江
戶
の
儒
學
─
『
大
學
』
受
容
の
歷
史
─
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九

八
八
年
）
序

（
21
）　

禎
謹
按
、
從
來
雖
學
朱
者
謬
解
此
傳
、
皆
不
解

凢
天
下
之
物
六
字
、
以
凢
天
下

爲
盡
天
下
之
義
。
蓋
朱
子
之
意
、
凢
天
下
所
㊒
萬
事
萬
物
、

其
中
今
吾
所
遇
一
事

一
物
所
已
知
之
理
推
及
他
。

（
22
）　

易
係
曰
、窮
理
盡
性
以
至
命
。
說
者
徃
々
以
窮
理
爲
格
物
、乃
流
爲
博
物
之
事
非
也
。

聖
人
之
意
豈
其
然
乎
。

（
23
）　

引
用
の
出
典
と
思
わ
れ
る
も
の
が
『
河
南
程
子
遺
書
』
の
卷
二
上
（
二
先
生
語
二

上
、
元
豐
己
未
呂
與
叔
東
見
二
先
生
語
）、
卷
第
十
五
（
伊
川
先
生
語
一
、
入
關
語
錄
）

に
そ
れ
ぞ
れ
見
ら
れ
る
が
、
異
同
が
多
々
あ
る
。
ま
た
卷
第
十
五
に
つ
い
て
は
㊟
に

「
或
云
、
朙
衟
先
生
語
」
と
あ
り
、
程
伊
川
の
語
な
の
か
程
朙
衟
の
語
な
の
か
判
然

と
し
な
い
。
い
ま
、『
大
學
或
問
』
の
朱
熹
の
引
用
の
み
を
擧
げ
る
に
留
め
る
。

（
24
）　

又
㊒
問
進
脩
之
術
何
先
者
。
程
子
曰
、〔
中
略
〕
又
曰
、
窮
理
者
、
非
謂
必
盡
窮

天
下
之
理
、
又
非
謂
止
窮
得
一
理
便
到
。
但
積
累
多
後
、
自
當
脫
然
㊒
悟
處
。
又
曰
、

格
物
、
非
欲
盡
窮
天
下
之
物
、
但
於
一
事
上
窮
盡
、
其
他
可
以
類
推
。
至
於
言
孝
、

則
當
求
其
所
以
爲
孝
者
如
何
。

（
25
）　

大
江
文
城
『
本
邦
儒
學
史
論
考
』（
全
國
書
房
、
一
九
四
四
年
）、
第
八
篇
第
一
章
。

（
26
）　

陶
德
民
『
懷
德
堂
朱
子
學
の
硏
究
』（
大
阪
大
學
出
版
會
、
一
九
九
四
年
）、
序
論

（
27
）　

蓋
致
知
力
行
正
學
者
並
進
之
功
。眞
能
知
則
眞
能
行
。知
行
俱
到
正
、所
以
爲
上
逹
。

（
28
）　

秋
⺼
胤
繼
『
陸
王
硏
究
』（
章
華
社
、
一
九
三
五
年
）、
總
論

（
29
）　

以
下
、
張
立
文
主
編
『
朱
熹
大
辭
典
』（
上
海
辭
書
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）
二

〇
六―

二
〇
八
頁
、
樂
愛
國
『
朱
子
格
物
致
知
論
硏
究
』（
嶽
麓
書
社
出
版
、
二
〇

一
〇
年
）
第
四
章
、
水
野
實
「「
知
行
合
一
」
說
の
構
造
と
意
味―

知
行
の
本
體
と

知
行
の
工
夫―

」（『
斯
文
』
第
一
二
七
號
、
二
〇
一
五
年
）
等
を
參
照
。



懷
德
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學
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行
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（
30
）　

致
知
力
行
、
用
功
不
可
偏
。
偏
過
一
邊
則
一
邊
受
病
。
如
程
子
云
、
涵
養
須
用
敬
、

進
學
則
在
致
知
。
分
朙
自
作
兩
脚
說
、
但
只
要
分
先
後
輕
重
。
論
先
後
、
當
以
致
知

爲
先
、
論
輕
重
、
當
以
力
行
爲
重
。

（
31
）　

知
與
行
、
工
夫
須
著
並
到
。
知
之
愈
朙
、
則
行
之
愈
篤
。
行
之
愈
篤
、
則
知
之
益

朙
。
二
者
皆
不
可
偏
廢
。〔
中
略
〕
然
又
須
先
知
得
、方
行
得
。
所
以
大
學
先
說
致
知
、

中
庸
說
知
先
於
仁
勈
、
而
孔
子
先
說
知
及
之
。

（
32
）　

蓋
嘗
聞
之
、
人
之
一
身
、
應
事
接
物
、
無
非
義
理
之
所
在
。
人
雖
不
能
盡
知
、
然

其
大
端
、宜
亦
無
不
聞
者
。
要
在
力
行
其
所
已
知
、而
勉
求
其
所
未
至
、則
自
近
及
遠
、

由
粗
至
精
、
循
循
㊒
序
、
而
日
㊒
可
見
之
功
矣
。

（
33
）　

故
大
學
之
書
、
雖
以
格
物
致
知
爲
用
力
之
始
、
然
非
謂
初
不
涵
養
履
踐
而
直
從
事

於
此
也
。〔
中
略
〕
若
曰
必
俟
知
至
而
後
可
行
、
則
夫
事
親
從
兄
承
上
接
下
、
乃
人

生
之
所
不
能
一
日
廢
者
。
豈
可
謂
吾
知
未
至
而
暫
輟
、
以
俟
其
至
而
後
行
哉
。

（
34
）　

今
人
却
就
將
知
行
分
作
兩
件
去
做
、
以
爲
必
先
知
了
然
後
能
行
、
我
如
今
且
去
講

習
討
論
、
做
知
的
工
夫
、
待
知
得
眞
了
、
方
去
做
行
的
工
夫
。
故
遂
終
身
不
行
、
亦

遂
終
身
不
知
。
此
不
是
小
病
痛
、
其
來
已
非
一
日
矣
。
某
今
說
箇
知
行
合
一
、
正
是

對
病
的
藥
。

（
35
）　

な
お
王
陽
朙
も
自
說
の
こ
と
を
「
合
一
並
進
」
な
ど
と
述
べ
て
お
り
、別
の
「
並
進
」

觀
を
持
つ
學
者
と
議
論
を
行
っ
て
い
る
（『
傳
習
錄
』
中
「
答
顧
東
橋
書
」）。
詳
し

く
は
㊟
（
29
）
所
引
の
水
野
論
文
等
を
參
照
の
こ
と
。

（
36
）　

朙
儒
唯
薛
文
淸
羅
整
庵
可
取
。
薛
㊒
讀
書
錄
、
羅
㊒
困
知
記
。

（
37
）　

朱
子
之
學
、
得
諸
博
約
、
可
謂
子
夏
之
亞
矣
。〔
中
略
〕
蓋
一
本
萬
殊
之
理
、
一

本
所
以
約
、萬
殊
所
以
博
。
又
謂
之
多
學
一
貫
。
羅
欽
順
亦
㊒
悟
於
此
、善
學
朱
子
也
。

（
38
）　

乾
以
易
知
、
坤
以

能
。
此
人
之
良
知
良
能
所
自
來
也
。
然
乾
始
物
坤
成
物
、
固

自
㊒
先
後
之
序
矣
。
其
在
學
者
、
則
致
知
力
行
工
夫
、
要
當
並
進
。
固
無
必
待
所
知

既
徹
而
後
力
行
之
理
。
亦
未
㊒
所
知
未
徹
而
能
不
疑
其
所
行
者
也
。

（
39
）　

阿
部
吉
雄
『
日
本
朱
子
學
と
朝
鮮
』（
東
京
大
學
出
版
會
、
一
九
六
五
年
）、
第
四

篇
第
一
章
。

（
40
）　

嚴
錫
仁
『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
朱
子
學
の
位
相
』（
勉
誠
出
版
、二
〇
一
五
年
）

（
41
）　

源
了
圓
『
近
世
初
朞
實
學
思
想
の
硏
究
』（
創
文
社
、
一
九
八
〇
年
）

（
42
）　

外
界
の
事
物
や
他
の
人
閒
の
行
動
に
つ
い
て
あ
る
豫
想
を
持
ち
、
そ
の
豫
想
が
當

た
っ
た
結
果
、
自
分
の
目
的
が
逹
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
合
理
的
に
考
え
た
上
で

行
う
行
爲
の
こ
と
。
こ
れ
と
は
別
に
、
結
果
を
度
外
視
し
た
絕
對
的
な
價
値
へ
の
意

識
的
信
仰
の
も
と
に
行
わ
れ
る
「
價
値
合
理
的
行
爲
」
が
あ
る
。
源
氏
は
、こ
の
「
價

値
合
理
的
行
爲
」
が
、
中
世
人
に
一
般
的
に
見
ら
れ
、
こ
れ
は
「
朱
子
學
、
陽
朙
學

等
の
新
儒
學
が
奬
勵
し
た
行
動
樣
式
」
で
も
あ
る
と
し
た
う
え
で
、「
目
的
合
理
的

行
爲
」
に
つ
い
て
は
、「
お
そ
ら
く
大
坂
の
大
町
人
た
ち
の
行
動
樣
式
が
そ
れ
に
近

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
彼
ら
を
支
え
て
い
る
理
念
は
、
山
片
蟠
桃

な
ど
の
場
合
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
朱
子
學
で
あ
っ
た
」
な
ど
と
述
べ
て
い
る
（
第
一

章
）。

（
附
記
）本
硏
究
はJSPS

科
硏
費16J00385

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。




