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「
天
報
論
」
か
ら
考
え
る
蘇
軾
の
経
学
観
と
三
蘇
異
同
の
問
題

―
―
加
納
留
美
子
『
蘇
軾
詩
論
―
―
反
復
さ
れ
る
経
験
と
詩
語
』
を

踏
ま
え
て

陳

佑
真

二
〇
二
四
年
十
月
十
三
日
、
日
本
中
国
学
会
第
七
十
六
回
大
会
に
て
、
加

納
留
美
子
氏
の
著
書
『
蘇
軾
詩
論
―
―
反
復
さ
れ
る
経
験
と
詩
語
』
（
研
文
出

版
、
二
〇
二
二
年
）
を
題
材
と
す
る
書
評
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
た
。
筆

者
は
評
者
の
一
人
と
し
て
、
主
と
し
て
思
想
史
に
関
す
る
角
度
か
ら
加
納
氏
の

著
書
を
論
じ
、
著
者
を
含
む
参
加
者
た
ち
と
意
見
を
交
換
し
た
。

本
稿
で
は
そ
の
書
評
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
や
り
と
り
を
踏
ま
え
、
加
納
氏

著
書
で
示
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
論
点
に
つ
い
て
考
え
を
述
べ
た
い
。

一
、
「
天
報
論
」
と
蘇
軾
の
経
学

加
納
氏
著
書
は
、
題
名
に
「
詩
論
」
と
あ
り
、
主
と
し
て
蘇
軾
の
詩
を
論
じ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
当
然
そ
う
な
の
だ
が
、
思
想
史
的
に
も
き
わ
め
て
興
味

深
い
論
点
が
提
示
さ
れ
て
お
り
、
宋
代
思
想
を
研
究
す
る
者
に
と
っ
て
も
必
読

の
書
で
あ
る
と
い
え
る
。

蘇
軾
は
一
般
的
に
詩
文
作
者
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
、
政
治
家

や
芸
術
家
と
し
て
の
顔
に
加
え
、
思
想
家
の
面
も
も
っ
て
い
る
こ
と
は
ピ
ー
タ

ー
・
ボ
ル
氏
に
よ
っ
て
重
視
さ
れ
、
ま
た
、
土
田
健
次
郎
氏
も
そ
の
思
想
的
特

徴
を
道
学
諸
派
と
の
比
較
の
中
で
明
ら
か
に
し
た
。
ボ
ル
氏
は
次
の
よ
う
に
述

（
一
）

べ
る
。

一
〇
七
〇
年
代
以
降
、
王
安
石
が
権
力
を
掌
握
し
、
司
馬
光
が
反
対

派
を
主
導
し
て
程
頤
の
よ
う
な
人
物
が
保
守
層
の
指
導
者
た
ち
か
ら
注

目
を
集
め
る
よ
う
に
な
る
と
、
文
学
表
現
の
追
究
に
精
力
を
注
い
だ
人

々
は
「
学
者
」
た
ち
と
普
遍
的
な
価
値
に
つ
い
て
語
り
合
う
こ
と
よ
り

も
一
人
の
文
士
と
な
る
こ
と
を
選
ん
だ
、
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）

ボ
ル
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
な
情
勢
の
も
と
、
知
識
人
の
「
文
士
」
へ
の
傾
き

が
進
み
、
そ
の
こ
と
が
彼
ら
の
思
想
面
で
の
業
績
を
後
世
の
人
間
に
と
っ
て
見

え
づ
ら
い
も
の
と
し
て
い
る
。
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加
納
氏
は
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
蘇
軾
と
孫
志
挙
と
の
関
係
か
ら
蘇
軾

の
経
学
重
視
の
姿
勢
を
指
摘
し
た
。

蘇
軾
は
、
世
間
で
流
行
し
て
い
る
学
問
は
軽
佻
浮
薄
で
実
の
無
い
と

断
じ
、
そ
れ
に
心
寄
せ
る
こ
と
は
、
到
底
正
し
い
と
は
呼
べ
な
い
行
為

と
排
斥
し
た
。
そ
こ
で
孫
志
挙
に
は
、
そ
う
し
た
学
問
を
手
掛
か
り
に

官
職
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
一
層
経
学
の
探
究
に
努
め
る
よ
う
に
勧

め
る
。
何
と
な
れ
ば
、
人
は
、
超
越
的
な
存
在
た
る
「
天
」
が
安
定
す

る
こ
と
で
、
そ
の
行
い
の
善
悪
に
応
じ
た
結
果
が
齎
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
蘇
軾
に
と
っ
て
、
「
天
」
の
意
に
適
う
よ
う
に
正
道
を
歩
む

こ
と
こ
そ
が
、
正
当
に
才
能
を
評
価
さ
れ
、
身
中
に
蓄
積
し
た
学
識
を

十
全
に
発
揮
す
る
機
会
を
得
る
為
の
最
良
の
道
だ
っ
た
の
だ
。

（
三
）

こ
こ
か
ら
は
、
蘇
軾
が
経
学
を
「
天
」
の
道
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
学

問
で
あ
る
、
と
考
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。
加
納
氏
著
書
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う

に
、
こ
こ
か
ら
は
、
仕
途
の
遇
不
遇
に
対
す
る
楽
観
的
な
見
方
（
正
し
い
生
き

方
さ
え
し
て
い
れ
ば
他
者
か
ら
の
短
期
的
評
価
に
あ
く
せ
く
す
る
必
要
は
な

い
）
が
導
き
出
さ
れ
る
の
だ
が
、
同
時
に
加
納
氏
は
、
こ
の
考
え
方
の
根
本
に

あ
る
「
天
」
の
道
を
蘇
軾
が
ど
う
考
え
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
よ
り
深
く
考
察

し
て
い
る
。
本
稿
で
は
そ
ち
ら
の
分
析
に
重
き
を
置
き
た
い
。

「
天
」
の
道
に
関
す
る
思
想
上
の
事
項
と
し
て
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
は
漢

代
以
来
中
国
思
想
の
中
で
重
要
な
地
位
を
占
め
て
き
た
天
人
相
関
論
で
あ
る
。

加
納
氏
は
、
柳
宗
元
・
王
安
石
以
来
、
天
人
相
関
論
に
否
定
的
な
見
解
を
示
し

て
お
り
、
蘇
軾
は
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
自
身
の
考
え
を
提
示
し
た
こ
と
を
指

摘
す
る
。

（
四
）

善
行
に
対
し
て
は
良
い
報
い
が
あ
り
、
悪
行
に
対
し
て
は
悪
い
報
い
が
あ
る
、

と
す
る
の
が
天
人
相
関
論
の
基
本
的
な
考
え
方
だ
が
、
無
論
、
現
実
に
は
そ
の

よ
う
な
対
応
関
係
が
成
立
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
多
々
あ
る
。
そ
れ

に
対
し
て
柳
宗
元
や
王
安
石
は
天
人
相
関
論
自
体
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
が
、

蘇
軾
は
そ
れ
と
は
異
な
る
論
理
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
天
人
相
関
論
と
現

実
と
の
間
の
矛
盾
を
解
決
す
る
こ
と
を
図
っ
た
。
加
納
氏
に
よ
る
と
、
蘇
軾
は

『
史
記
』
申
包
胥
列
伝
に
見
ら
れ
る
申
包
胥
の
言
葉
「
人
衆
者
勝
天
、
天
定
亦

能
勝
人
（
人
衆
け
れ
ば
天
に
勝
つ
も
、
天
定
ま
れ
ば
亦
た
能
く
人
に
勝
つ
）
」

を
そ
の
天
人
思
想
の
根
拠
と
し
た
。
こ
の
理
論
を
加
納
氏
は
次
の
よ
う
に
整
理

す
る
。

何
時
の
世
で
も
、
有
徳
の
者
が
虐
げ
ら
れ
、
不
善
の
者
が
栄
え
る
事

例
が
多
々
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
矛
盾
を
巡
り
、
嘗
て
韓
愈
は
、
衡
山
の

体
験
を
通
し
て
、「
神
の
恩
寵
が
常
に
正
し
く
行
き
渡
る
こ
と
は
難
し
い
」

と
考
え
た
。
一
方
の
蘇
軾
は
、
「
天
」
が
人
に
正
し
い
恩
恵
や
処
罰
を
施

す
ま
で
に
は
と
か
く
時
間
を
要
す
る
（
善
悪
之
報
、
至
於
子
孫
、
而
其

定
也
久
矣
）
、
と
い
う
明
快
な
回
答
を
提
示
し
た
。
事
象
の
発
生
か
ら

「
天
」
が
安
定
す
る
ま
で
に
は
隔
た
り
が
あ
り
、
そ
れ
故
に
盗
蹠
の
よ

う
な
犯
罪
者
が
繁
栄
し
、
孔
子
や
顔
回
の
よ
う
な
聖
人
が
窮
苦
に
陥
る

と
い
う
、
一
見
道
理
に
合
わ
な
い
事
例
が
生
じ
て
き
た
。
そ
し
て
世
の

人
々
は
「
天
」
の
本
質
を
理
解
し
な
い
ま
ま
性
急
に
応
報
を
求
め
、
す

ぐ
に
応
報
が
無
い
こ
と
に
疑
い
や
恨
み
を
抱
い
て
い
る
。
し
か
し
不
善

の
人
間
が
数
の
多
さ
を
恃
ん
で
一
時
的
に
繁
栄
し
て
も
、
結
局
は
「
天
」

に
よ
っ
て
不
正
は
正
さ
れ
る
の
だ
。

（
五
）
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思
う
に
、
天
人
相
関
論
に
対
す
る
柳
宗
元
・
王
安
石
の
考
え
方
は
、
い
わ
ゆ

る
宋
人
の
合
理
的
思
考
の
類
型
に
属
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
蘇

（
六
）

軾
の
、
天
人
相
関
論
を
肯
定
す
る
論
理
と
い
う
の
は
、
蘇
軾
自
身
は
天
報
論
に

よ
っ
て
論
理
的
に
整
合
性
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
ど
こ
か
や
は
り
人

間
に
直
接
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
力
の
世
界
へ
の
介
入
を
肯
定
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
そ
れ
を
神
秘
肯
定
と
呼
ぶ
こ
と
が
許
さ
れ
る
な

ら
ば
、
神
秘
肯
定
的
傾
向
と
も
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
神
秘
肯
定
的
傾
向
は
、
清
水
茂
氏
に
よ
っ
て
「
潮
州
韓
文
公
廟
碑
」

に
お
け
る
韓
愈
の
生
い
立
ち
を
述
べ
た
部
分
の
注
釈
で
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い

る
。

東
坡
は
漢
代
の
人
の
よ
う
に
、
自
然
界
と
人
間
界
と
の
あ
い
だ
に
、

あ
る
対
応
が
見
ら
れ
る
と
い
う
思
想
を
根
本
に
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
こ
の
よ
う
な
神
秘
説
は
、
韓
愈
や
欧
陽
修
な
ら
、
書
こ
う
と
し

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
か
れ
の
神
秘
な
も
の
に
ひ
か
れ
る
性
格
が
、
漢

代
的
な
天
人
感
応
説
に
、
お
そ
ら
く
偶
然
に
合
致
す
る
こ
と
と
な
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
七
）

蘇
軾
が
天
人
相
関
論
的
発
想
を
も
た
な
か
っ
た
、
と
い
う
認
識
は
加
納
氏
の

論
と
異
な
る
が
、
神
秘
に
対
し
て
蘇
軾
が
同
時
代
の
欧
陽
脩
と
も
異
な
る
態
度

を
示
し
た
と
い
う
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。

加
納
氏
の
論
点
と
関
連
し
て
、
経
学
分
野
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
『
尚
書
』

金
縢
に
見
ら
れ
る
、
周
公
が
病
床
の
兄
・
武
王
の
身
代
わ
り
と
な
る
こ
と
を
願

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
蘇
軾
の
次
の
発
言
で
あ
る
。

死
生
有
可
相
代
之
理
、
世
多
疑
之
。
予
観
近
世
、
匹
夫
匹
婦
為
其
父

母
発
一
至
誠
之
心
、
以
動
天
地
鬼
神
者
多
矣
。
況
周
公
乎
。
且
周
公
之

祷
、
非
独
弟
為
兄
、
臣
為
君
也
。
乃
為
天
下
、
為
先
王
祷
也
。
上
帝
聴

而
従
之
、
無
足
疑
者
。
世
之
所
以
疑
者
、
以
己
之
多
偽
、
而
疑
聖
人
之

不
情
也
。

（
八
）

死
生
に
相
ひ
代
ふ
可
き
の
理
有
る
こ
と
、
世
多
く
之
れ
を
疑
ふ
。
予

れ
近
世
に
観
る
に
、
匹
夫
匹
婦
の
其
の
父
母
の
為
に
一
至
誠
の
心
を
発

し
、
以
て
天
地
鬼
神
を
動
か
す
者
多
し
、
況
ん
や
周
公
を
や
。
且
つ
周

公
の
祷
る
こ
と
、
独
り
弟
の
兄
の
為
に
し
、
臣
の
君
の
為
に
す
る
の
み

に
非
ざ
る
な
り
。
乃
ち
天
下
の
為
に
、
先
王
の
為
に
祷
る
な
り
。
上
帝

聴
き
て
之
れ
に
従
ふ
こ
と
、
疑
ふ
に
足
る
者
無
し
。
世
の
疑
ふ
所
以
の

者
、
己
の
偽
多
き
を
以
て
、
而
し
て
聖
人
の
不
情
を
疑
ふ
な
り
。

こ
こ
で
蘇
軾
は
天
と
は
直
接
は
言
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
人
類
の
至
誠
に
感

応
し
て
上
帝
が
応
報
を
も
た
ら
す
、
と
い
う
こ
と
を
肯
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

加
納
氏
が
孫
志
挙
へ
の
書
簡
を
引
い
て
論
じ
た
よ
う
な
、
天
に
対
す
る
蘇
軾
の

絶
対
の
信
頼
、
つ
ま
り
、
仮
に
時
間
を
置
い
た
り
、
感
覚
的
に
把
握
で
き
な
い

過
程
を
経
て
い
た
り
し
て
も
、
そ
の
目
に
見
え
な
い
相
関
を
疑
わ
ず
に
信
じ
る

と
い
う
蘇
軾
の
思
想
的
性
質
を
ま
さ
に
反
映
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

二
、
三
蘇
異
同
の
問
題

―
―
加
納
氏
と
の
議
論
を
踏
ま
え
て

蘇
軾
と
蘇
轍
と
の
間
に
い
か
な
る
個
性
の
違
い
が
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
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早
く
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
問
題
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
曾
棗
荘
氏
は
か
つ
て
「
蘇
軾
兄
弟
異
同
論
」
を
著

し
て
次
の
よ
う
に
概
括
し
た
。

蘇
軾
は
外
向
的
性
格
の
持
ち
主
で
、
ど
ん
ど
ん
考
え
、
ど
ん
ど
ん
喋

り
、
ど
ん
ど
ん
作
る
。
ス
ッ
キ
リ
と
し
て
い
て
豪
放
磊
落
で
、
彼
の
祖

父
・
蘇
序
に
よ
く
似
て
い
る
。
一
方
蘇
轍
は
内
向
的
性
格
の
持
ち
主
で
、

思
考
は
活
発
に
活
動
し
て
い
る
も
の
の
口
数
は
少
な
く
、
彼
の
父
・
蘇

洵
に
よ
く
似
て
い
る
。

（
九
）

こ
の
概
括
は
両
者
の
性
格
を
よ
く
把
握
し
た
大
筋
の
議
論
と
し
て
納
得
の

ゆ
く
も
の
で
あ
り
、
林
語
堂T

h
e
G
a
y
G
e
n
i
u
s

’
T
h
e
L
i
f
e
a
n
d
T
i
m
e
s
o
f

S
u
T
u
n
g
p
o

や
、
日
本
で
公
刊
さ
れ
て
い
る
種
々
の
蘇
軾
に
関
す
る
著
作
に
示

さ
れ
て
い
る
蘇
軾
・
蘇
轍
の
印
象
と
も
よ
く
一
致
す
る
。

し
か
し
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
「
い
か
な
る
個
性
の
違
い
が
あ
る
か
」
と

い
う
問
い
の
立
て
方
そ
の
も
の
に
曖
昧
さ
が
あ
る
点
に
問
題
が
あ
る
の
か
も
し

れ
な
い
が
、
両
者
の
違
い
が
学
術
的
に
見
て
よ
り
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
裏
付

け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
よ
り
一
層
の
検
討
が

俟
た
れ
る
状
況
で
あ
っ
た
。

筆
者
も
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
従
来
強
く
意
識
し
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、

蘇
氏
の
経
学
著
作
に
お
い
て
は
父
・
蘇
洵
も
含
む
三
者
に
よ
る
原
稿
の
共
有
が

な
さ
れ
て
い
た
と
お
ぼ
し
く
、
『
東
坡
易
伝
』
や
『
東
坡
書
伝
』
と
い
っ
た
経

学
著
作
に
つ
い
て
、
ど
の
箇
所
が
誰
の
手
に
な
る
も
の
な
の
か
、
と
い
う
こ
と

は
確
定
す
る
こ
と
が
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
東
坡
易
伝
』
は
基
本

的
に
蘇
洵
に
よ
る
構
想
が
最
初
に
存
在
し
、
蘇
軾
が
原
稿
の
大
部
分
を
仕
上
げ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
蘇
轍
の
孫
・
蘇
籀
『
欒
城
先
生
遺
言
』
に
は
、「
既

而
東
坡
独
得
文
王
、
伏
羲
超
然
之
旨
、
公
乃
送
所
解
予
坡
、
今
蒙
卦
独
是
公
解

（
既
に
し
て
東
坡
独
り
文
王
伏
羲
超
然
の
旨
を
得
、
公
は
乃
ち
解
す
る
所
を
送

り
て
坡
に
予
ふ
、
今
蒙
卦
は
独
り
是
れ
公
の
解
た
り
）
」
と
い
う
。
し
か
し
、

現
在
の
『
東
坡
易
伝
』
を
ひ
も
と
い
て
み
て
も
、
蒙
卦
の
解
釈
に
そ
の
前
後
と

異
な
る
独
自
性
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
こ
か
ら
蘇
轍
の
個
性
を

抽
出
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
経
学
関
連
の
著
作
で
は
、
晩
年
に
隠
棲
し
た

蘇
轍
が
子
孫
に
『
論
語
』
を
教
え
る
際
、
蘇
軾
の
『
論
語
説
』
を
使
用
し
た
が
、

蘇
軾
の
説
に
つ
い
て
納
得
が
い
か
な
い
点
を
抜
き
出
し
て
修
正
意
見
を
示
し
た

『
論
語
拾
遺
』
が
現
存
す
る
。
そ
こ
か
ら
は
蘇
軾
兄
弟
の
性
説
に
関
す
る
認
識

の
相
違
が
読
み
取
れ
る
こ
と
を
筆
者
は
以
前
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
う
し

（
十
）

た
事
例
は
個
別
の
議
論
の
範
疇
に
留
ま
っ
て
お
り
、
経
学
に
限
定
さ
れ
ず
両
者

の
思
考
に
い
か
な
る
差
異
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
依
然
と
し
て
考
究
す

べ
き
問
題
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
書
評
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
席
上
、
加
納
氏
の
意
見
を
求

め
た
と
こ
ろ
、
文
学
作
品
に
用
い
る
典
故
の
偏
り
が
両
者
の
間
に
存
在
す
る
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
有
用
な
ご
指
摘
を
い
た
だ
い
た
。

蘇
軾
に
『
荘
子
』
愛
好
の
傾
向
が
き
わ
め
て
強
い
こ
と
は
蘇
轍
「
亡
兄
子

瞻
端
明
墓
誌
銘
」
に
も
つ
と
に
指
摘
さ
れ
る
が
、
詩
文
に
お
い
て
『
荘
子
』
由

（
十
一
）

来
の
典
故
を
使
用
す
る
頻
度
は
蘇
轍
に
比
し
て
蘇
軾
は
明
確
に
高
い
。
加
え
て

蘇
軾
は
積
極
的
に
志
怪
小
説
な
ど
の
通
俗
的
文
学
作
品
を
利
用
す
る
が
、
蘇
轍

に
は
そ
の
傾
向
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
と
い
う
。
こ
う
し
た
事
実
を
蓄
積
す
る

こ
と
を
通
し
て
、
両
者
の
思
想
・
文
学
理
論
の
根
本
的
差
異
に
つ
い
て
今
後
さ

ら
に
深
く
考
え
た
い
。

ま
た
、
加
納
氏
か
ら
は
、
蘇
軾
・
蘇
轍
の
違
い
を
論
じ
る
に
当
た
っ
て
、
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彼
ら
の
経
書
へ
の
理
解
は
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
ご
質

問
を
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
壇
上
で
は
即
答
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
が
、
改
め
て
考
え
る
に
、
あ
る
程
度
兄
弟
な
い
し
周
囲
の
近
い
人
間
の
間

で
共
有
さ
れ
て
い
る
経
書
理
解
が
存
在
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
蘇
軾
の
文
の
代
表
作
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ
る
「
潮
州
韓
公

廟
碑
」
に
は
、
「
蓋
嘗
論
天
人
之
辨
、
以
謂
人
無
所
不
至
、
惟
天
不
容
偽
。
智

（
十
二
）

可
以
欺
王
公
、
不
可
以
欺
豚
魚
。
力
可
以
得
天
下
、
不
可
以
得
匹
夫
匹
婦
之
心

（
蓋
し
嘗
て
天
人
の
辨
を
論
ず
る
に
、
以
謂
へ
ら
く
人
に
至
ら
ざ
る
所
無
き
も
、

惟
だ
天
は
偽
を
容
れ
ず
。
智
は
以
て
王
公
を
欺
く
可
き
も
、
以
て
豚
魚
を
欺
く

可
か
ら
ず
。
力
は
以
て
天
下
を
得
可
き
も
、
以
て
匹
夫
匹
婦
の
心
を
得
可
か
ら

ず
）
」
の
語
が
あ
る
。
人
類
は
同
じ
人
類
に
対
し
て
は
大
い
に
力
を
及
ぼ
す
こ

と
が
で
き
る
が
、
天
の
領
域
に
属
す
る
も
の
に
は
力
を
及
ぼ
す
こ
と
は
で
き
な

い
、
た
と
え
ば
「
豚
魚
」
「
匹
夫
匹
婦
の
心
」
な
ど
は
天
に
属
す
る
た
め
普
通

は
人
類
が
ど
う
に
か
し
よ
う
と
努
力
し
て
も
無
駄
だ
、
と
述
べ
る
。
し
か
し
韓

愈
は
例
外
で
、
「
豚
魚
」
と
心
を
通
わ
せ
て
（
潮
州
の
鰐
魚
と
交
渉
し
て
退
去

さ
せ
た
）
、
「
匹
夫
匹
婦
」
か
ら
代
々
祭
祀
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
特
別
な

存
在
だ
、
と
い
う
の
が
こ
の
文
の
筋
で
あ
る
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
豚
魚
」
は
『
周
易
』
に
基
づ
く
表
現
で
、
中
孚
の
卦

辞
に
「
中
孚
、
豚
魚
吉
、
利
渉
大
川
、
利
貞
（
中
孚
、
豚
魚
吉
、
大
川
を
渉
る

に
利
あ
り
、
貞
し
き
に
利
あ
り
）
」
、
ま
た
、
彖
伝
に
「
豚
魚
吉
、
信
及
豚
魚

也
（
豚
魚
吉
な
る
は
、
信
の
豚
魚
に
及
べ
ば
な
り
）
」
と
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
。

（
十
三
）

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
句
に
つ
い
て
の
伝
統
的
解
釈
は
必
ず
し
も
「
潮
州
韓
文
公

廟
碑
」
の
表
現
と
結
び
つ
か
な
い
。
た
と
え
ば
蘇
軾
当
時
に
標
準
解
釈
で
あ
っ

た
孔
穎
達
ら
の
『
周
易
正
義
』
で
は
卦
辞
は
次
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
。

魚
者
蟲
之
幽
隠
、
豚
者
獣
之
微
賤
。
人
主
内
有
誠
信
、
則
雖
微
隠
之

物
、
信
皆
及
矣
、
莫
不
得
所
而
獲
吉
。
故
曰
豚
魚
吉
也
。

魚
は
蟲
の
幽
隠
、
豚
は
獣
の
微
賤
た
り
。
人
主
内
に
誠
信
有
れ
ば
、

則
ち
微
隠
の
物
と
雖
も
、
信
皆
及
べ
り
、
所
を
得
て
吉
を
獲
ざ
る
莫
し
。

故
に
曰
く
豚
魚
吉
な
り
、
と
。

こ
こ
で
は
「
魚
」
は
奥
深
く
ま
で
隠
れ
て
お
り
、
「
豚
」
は
小
さ
く
て
卑
し

い
も
の
の
象
徴
と
さ
れ
、
「
誠
信
」
の
あ
る
君
主
で
あ
れ
ば
そ
う
し
た
小
さ
く

奥
ま
で
隠
れ
た
も
の
に
ま
で
徳
が
及
ぶ
、
と
い
う
意
味
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、『
東
坡
易
伝
』
に
お
け
る
蘇
軾
の
解
釈
は
そ
れ
と
は
や
や
異
な
る
。

蘇
軾
は
彖
伝
へ
の
注
釈
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

信
之
及
民
、
容
有
偽
、
其
及
豚
魚
、
不
容
有
偽
也
。
至
於
豚
魚
皆
吉
、

則
其
信
也
至
矣
。
…
…
天
道
不
容
偽
。

信
の
民
に
及
ぶ
や
、
偽
有
る
を
容
る
る
も
、
其
の
豚
魚
に
及
ぶ
や
、

偽
有
る
を
容
れ
ざ
る
な
り
。
豚
魚
皆
吉
な
る
に
至
れ
ば
、
則
ち
其
の
信

た
る
や
至
れ
り
。
…
…
天
道
は
偽
を
容
れ
ず
。

こ
こ
で
蘇
軾
は
、「
民
」
と
「
豚
魚
」
と
を
対
置
し
、
天
に
属
す
る
「
豚
魚
」

を
、
人
類
の
智
に
よ
っ
て
欺
く
こ
と
な
ど
で
き
な
い
存
在
、「
至
」
っ
た
「
信
」

が
あ
っ
て
初
め
て
「
吉
」
た
ら
し
め
る
存
在
と
し
て
規
定
す
る
。
「
潮
州
韓
文

公
廟
碑
」
に
は
突
然
「
豚
魚
」
が
登
場
す
る
が
、
そ
の
一
節
は
蘇
軾
に
よ
る
中

孚
卦
へ
の
解
釈
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
十
全
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
う
し
た
例
は
、
蘇
軾
が
こ
の
文
を
読
ま
せ
よ
う
と
明
確
に
意
識
し
た
人

々
（
そ
の
筆
頭
は
蘇
轍
で
あ
ろ
う
）
が
こ
の
文
を
読
ん
で
、
蘇
軾
の
『
周
易
』

「天報論」から考える蘇軾の経学観と三蘇異同の問題（陳）
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解
釈
を
思
い
起
こ
す
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
こ
に
兄
弟
の
間
の
明
確
な
認
識
の
差
異
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
今
後
一
層
の
考
究
が
必
要
と
な
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。印

象
論
に
留
ま
ら
な
い
蘇
氏
兄
弟
の
異
同
に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
研
究
の

進
展
に
は
、
作
品
中
に
使
用
さ
れ
て
い
る
典
故
の
精
密
な
分
析
が
ま
ず
必
要
だ
、

と
い
う
の
が
加
納
氏
と
の
議
論
で
至
っ
た
結
論
だ
が
、
さ
ら
に
加
納
氏
か
ら
は
、

蘇
軾
に
つ
い
て
の
研
究
が
非
常
に
よ
く
進
ん
で
い
る
の
に
比
し
て
蘇
轍
の
作
品

に
は
注
釈
書
も
ま
だ
十
分
に
備
わ
っ
て
い
な
い
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
が
研
究
を

妨
げ
て
い
る
一
因
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
ご
指
摘
が
あ
っ
た
。

蘇
轍
の
作
品
の
注
釈
に
つ
い
て
は
、
詩
に
つ
い
て
は
二
〇
一
九
年
に
蒋
宗

許
・
袁
津
琥
・
陳
黙
三
氏
に
よ
る
『
蘇
轍
詩
編
年
箋
注
』
（
中
華
書
局
）
が
登

場
し
、
各
作
品
の
編
年
や
個
別
の
詩
句
の
出
典
に
つ
い
て
も
相
当
周
到
な
注
釈

が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ま
だ
登
場
し
た
ば
か
り
な
の
で
、
今
後
こ
れ
を

基
礎
と
し
て
蘇
軾
と
の
比
較
も
視
野
に
入
れ
た
さ
ら
な
る
研
究
が
進
展
す
る
こ

と
と
な
る
だ
ろ
う
。
一
方
で
散
文
作
品
に
つ
い
て
は
今
後
の
注
釈
整
理
作
業
の

進
展
が
俟
た
れ
る
。

最
後
に
、
こ
の
書
評
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
企
画
し
、
司
会
を
務
め
て
く
だ
さ

っ
た
佐
野
誠
子
氏
、
著
者
の
加
納
留
美
子
氏
、
ま
た
、
共
に
登
壇
し
て
刺
激
的

な
議
論
を
提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た
原
田
愛
氏
、
小
笠
原
淳
氏
を
は
じ
め
、
会
場

に
て
議
論
に
ご
参
加
い
た
だ
い
た
皆
様
に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

《
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（
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）
土
田
健
次
郎
『
道
学
の
展
開
』
第
六
章
「
対
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者
の
思
想
」
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創
文
社
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二
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〇

二
年
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。
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、
一
九
九
二

年
、
二
五
四
頁
）
。

（
三
）
加
納
留
美
子
『
蘇
軾
詩
研
究
―
―
反
復
さ
れ
る
経
験
と
詩
語
』
（
研
文
出
版
、
二

〇
二
二
年
、
一
〇
五
頁
）
。

（
四
）
加
納
前
掲
書
、
一
〇
七
頁
、
注
五
。

（
五
）
加
納
前
掲
書
、
八
七
頁
。

（
六
）
無
論
柳
宗
元
は
唐
人
で
あ
る
が
、
そ
の
思
想
に
先
駆
性
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
戸

崎
哲
彦
『
柳
宗
元
―
―
ア
ジ
ア
の
ル
ソ
ー
』
（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
）
な
ど

に
詳
し
い
。

（
七
）
清
水
茂
『
唐
宋
八
家
文

下
』
（
新
訂
中
国
古
典
選
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
六

年
、
二
五
六
頁
）
。

（
八
）
『
東
坡
書
伝
』
巻
十
一
。

（
九
）
曾
棗
荘
『
三
蘇
研
究
』
（
巴
蜀
書
社
、
一
九
九
九
年
、
四
一
二
頁
）
。

（
十
）
拙
著
『
三
蘇
蜀
学
の
研
究
―
―
北
宋
士
大
夫
に
よ
る
儒
家
経
典
解
釈
の
展
開
』

第
三
章
「
蘇
軾
・
蘇
轍
の
「
思
無
邪
」
解
釈
」
（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
二

四
年
）
。

（
十
一
）
『
欒
城
後
集
』
巻
二
十
二
。

（
十
二
）
『
経
進
東
坡
文
集
事
略
』
巻
五
十
五
な
ど
。

（
十
三
）
『
東
坡
易
伝
』
巻
六
。


