
儒

家

と

儒

教

任

繕
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忠

を
つ
と
め
て
生
計
を
た
て
る
一
群
の
人
た
ち
が
存
在
し
、

儒
と
い
う
呼
稽
は
孔
子
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
孔
子
以
前
、
社
舎
に
は
貴
族
を
手
停
っ
て
葬
式
を
や
っ
た
り
、
躍
の
介
添
役

か
れ
ら
は
専
門
知
識
に
よ
っ
て
世
過
ぎ
を
し
て
い
た
の
で
す
。
孔
子
も
さ
い
し
ょ
儒

に
よ
っ
て
生
計
を
た
て
て
い
ま
し
た
が
、
し
か
し
か
れ
は
嘗
時
の
儒
よ
り
も
博
皐
で
あ
っ
て
、
政
治
的
主
張
を
も
ち
、

①
 

の
政
治
活
動
に
も
参
加
し
ま
し
た
。
孔
子
が
創
始
し
た
儒
家
は
、

ま
た
嘗
時
の
い
く
ら
か
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一
つ
の
皐
術
圏
鐙
で
あ
り
、

か
つ
ま
た
政
治
国
睡
で
し
た
。
孔
子
は
一
生

涯
、
周
代
の
奴
隷
制
恢
復
の
た
め
に
あ
た
ふ
た
と
か
け
ず
り
ま
わ
り
、
か
れ
の
主
張
は
歴
史
設
展
の
方
向
と
背
馳
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
か
れ

の
活
動
は
成
功
せ
ず
、
社
合
同
と
時
代
の
冷
遇
を
う
け
ま
し
た
。
孔
子
が
嘗
時
け
ん
め
い
に
主
張
し
た
事
物
は
、
後
世
す
べ
て
歴
史
に
よ
っ
て
淘

汰
さ
れ
、
孔
子
が
嘗
時
け
ん
め
い
に
反
射
し
た
事
物
は
、
後
世
す
べ
て
護
展
を
と
げ
、
盛
大
と
な
っ
た
こ
と
を
、
社
舎
の
護
展
は
明
ら
か
に
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
孔
子
が
歴
史
の
潮
流
に
さ
か
ら
っ
た
人
物
で
あ
り
、
か
れ
の
思
想
は
保
守
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
れ
の
準
設
が
そ
の
嘗
時

ひ
き
お
こ
し
た
作
用
も
や
は
り
保
守
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
歴
史
の
賓
践
は
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
春
秋
時
代
は
奴
隷
制
が
崩
壊

②
 

し
、
封
建
制
が
形
成
さ
れ
る
過
渡
期
で
し
た
。
孔
子
の
祉
舎
上
の
地
位
は
け
っ
し
て
十
分
に
顕
著
で
は
な
く
、
ま
た
か
れ
の
皐
読
も
康
範
園
に

わ
た
っ
て
重
視
さ
れ
る
に
は
い
た
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

孔
子
は
晩
年
、

や
む
を
え
ず
ひ
き
こ
も
っ
て
著
述
を
行
な
い
、

典
籍
を
整
理
し
ま
し
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大
の
功
績
は
、

た
。
か
れ
は
そ
の
う
え
博
拳
な
拳
者
、
歴
史
家
、
数
育
者
で
あ
っ
て
、
古
典
文
化
の
整
理
、
保
存
に
貢
献
し
ま
し
た
。
孔
子
一
生
の
活
動
の
最

③
 

か
れ
が
力
量
の
あ
る
少
な
か
ら
ざ
る
皐
生
を
敬
育
し
た
こ
と
で
あ
り
、
前
後
あ
わ
せ
て
三
千
人
の
多
き
に
達
し
ま
し
た
。
孔
子
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の
門
下
生
は
多
く
、
勢
力
は
大
き
く
、

か
れ
ら
は
さ
ら
に
文
化
、
知
識
を
大
巾
に
掌
握
し
た
た
め
、
震
わ
れ
て
た
だ
貴
族
の
た
め
に
戦
争
し
警

護
す
る
し
か
能
の
な
い
武
士
と
は
ち
が
い
、
影
響
力
も
か
な
り
大
き
か
っ
た
の
で
す
e

戦
園
時
代
、
儒
家
は
も
は
や
祉
曾
の
顧
問
学
と
な
り
、
た

@
 

だ
墨
家
一
涯
の
み
が
そ
れ
と
封
抗
で
き
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
前
後
八
波
に
分
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
の
流
汲
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な

特
長
を
も
っ
て
い
た
の
か

現
在
で
は
詳
し
く
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

哲
皐
的
見
地
か
ら
区
分
す
る
と
、

主
と
し
て
二
振
が
存
在

し

一
波
は
唯
心
主
義
の
孟
子
準
波
、
他
の

一
波
は
唯
物
主
義
の
萄
子
拳
涯
で
す
。

戦
園
時
代
、
各
諸
園
は
す
で
に
共
通
の
道
を
歩
ん
で
い
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
分
散
的
、
割
接
的
な
封
建
園
家
か
ら
統
一
的
、
中
央
集
権
的

な
封
建
園
家
へ
と
む
か
っ
て
い
た
の
で
す
。
各
階
級
と
階
層
は
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
利
益
の
た
め
に
闘
争
し
ま
し
た
。
そ
の
思
想
上
の
反
映
が
、

つ
ま
り
百
家
争
鳴
で
す
。
百
家
争
鳴
の
貧
質
は
、
時
あ
た
か
も
ま
も
な
く
統
一
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
中
央
集
権
的
封
建
閤
家
に
た
い
し
て
い

か
な
る
態
度
を
と
る
か
、
ど
の
階
級
と
階
層
の
立
場
か
ら
こ
の
歴
史
的
任
務
を
行
な
う
か
、

と
商
工
業
者
)
」
の
利
盆
を
代
表
す
る
墨
家
は
、

と
い
う
こ
と
で
し
た
。

「
農
と
工
態
の
人
(
農
民

「
父
を
無
み
す
る
L

も
の
だ
と
罵
り
ま
し
た
。
軍
功
貴
族
と
官
僚
階
層
の
利
盆
を
代
表
す
る
法
家
は
、
孝
弟
仁
義
に
反
針
し、

絶
叫
剣
君
主
権
に
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肉
親
関
係
の
も
の
を
親
愛
す
る
儒
家
の
宗
法
制
度
に
反
針
し
、

そ
し
て
、
儒
家
は
墨
家
を
、

も
と
づ
く
官
僚
制
度
を
主
張
し
ま
し
た
。
儒
家
は
八
汲
に
分
れ
、
唯
心
主
義
と
唯
物
主
義
の
重
大
な
匡
別
が
あ
り
は
し
た
も
の
の
、
封
建
制
的

な
宗
法
制
度
、
等
級
制
度
に
た
い
し
て
は
、
孟
子
も
萄
子
も
ち
が
い
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
孟
子
は
、

「
父
子
に
親
あ
り
、
君
臣
に
義
あ
り
、

夫
婦
に
別
あ
り
、
長
幼
に
序
あ
り
、
朋
友
に
信
あ
り
」

(
族
文
公
上
)
と
主
張
し
ま
し
た
。

な
か
で
も
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
孝
弟
で
あ
っ
て
、

「
尭
舜
の
道
は
孝
弟
の
み
」
(
告
子
下
)
と
あ
り
ま
す
。
孝
道
を
中
心
と
す
る
宗
法
倫
理
思
想
は
、

こ
の
社
舎
と
政
治
の
し
く
み
の
指
導
的
な
思

想
で
す
。
孟
子
は
さ
ら
に
こ
の
枇
曾
倫
理
観
念
は
天
賦
の
本
性
で
あ
る
と
考
え
、
そ
こ
か
ら
か
れ
の
性
善
設
を
く
み
た
て
ま
し
た
。
萄
子
は
孟

子
と
、
理
論
上
、
銃
く
割
立
す
る
立
場
に
た
ち
ま
し
た
が
、

一
砿
曾
倫
理
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

か
れ
も
祉
舎
と
孝
弟
、
忠
信
、

仁
義
等
の
道
徳

規
範
と
は
き
り
離
せ
な
い
の
だ
と
主
張
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
君
臣
、
上
下
の
等
級
制
擁
護
を
主
張
し
ま
し
た
。
か
れ
は
こ
の
封
建
宗
法
等
級

制
を
維
持
す
る
必
要
性
を
く
り
か
え
し
強
調
し
、
人
魚
的
手
段
、
す
な
わ
ち
教
化
の
注
入
を
用
い
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
、
こ
れ
ら
の
道
徳
が
人



聞
の
本
性
に
も
と
づ
く
も
の
だ
と
は
信
じ
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
が
か
れ
の
性
悪
論
の
結
論
で
す
。
孟
子
と
萄
子
の
あ
い
だ
に
は
さ
ま
れ
た

そ
の
他
の
儒
家
は
、
そ
の
封
建
的
倫
理
思
想
に
お
い
て
は
共
通
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
黙
に
お
い
て
共
通
性
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

八
涯
に
分
れ

た
と
は
い
え
、
け
っ
き
よ
く
や
は
り
儒
家
な
の
で
す
。

孔
子
と
い
う
こ
の
奴
隷
制
の
保
守
涯
が
、
後
世
、
封
建
祉
舎
の
聖
人
と
な
っ
た
の
は
、

理
解
に
く
る
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
奴
隷
制

と
封
建
制
は
い
ず
れ
も
貴
族
等
級
制
で
あ
っ
て
、
西
周
以
来
の
宗
法
制
度
が
保
存
さ
れ
た
か
ら
で
す
。
孔
子
の
孝
弟
忠
信
の
規
範
は
、

す
こ
し
手
直
し
を
加
え
る
と
、
そ
の
ま
ま
封
建
制
に
も
使
え
た
の
で
す
。

ほ
ん
の

秦
漢
の
統
一
は
、
中
園
祉
舎
史
上
の
一
大
饗
草
で
し
た
。
こ
の
繁
革
は
中
園
封
建
王
朝
の
二
千
年
以
上
に
わ
た
る
骨
格
を
基
本
的
に
定
め
ま

し
た
。
ー
ー
す
な
わ
ち
、
中
央
集
権
的
封
建
統
一
王
朝
、
そ
れ
が
中
華
民
族
に
よ
っ
て
受
け
い
れ
ら
れ
、
ま
た
こ
れ
こ
そ
が
正
常
な
朕
態
で
あ

一
時
的
な
分
裂
割
擦
の
政
治
情
勢
が
出
現
し
た
と
な
る
と
、
そ
れ
は
天
下
が
分
裂
崩
壊

る
と
考
え
ら
れ
た
中
園
の
封
建
祉
曾
だ
っ
た
の
で
す
。

し
た
正
常
な
ら
ざ
る
飽
世
で
あ
っ
て
、
ぜ
ひ
と
も
そ
れ
を
矯
正
し
て
こ
そ
、
飽
を
お
さ
め
て
正
し
き
に
か
え
し
、
天
下
お
お
い
に
治
ま
る
、

い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
と
考
え
ま
し
た
。

と
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政
治
的
統
一
が
必
然
的
に
思
想
上
の
統
一
を
と
も
な
う
こ
と
は
、
歴
史
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
で
す
し
、
ま
た
内
外
の
歴
史
が
誼
明
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
。
秦
漢
の
統
一
後
、
封
建
支
配
者
は
七
十
年
あ
ま
り
模
索
を
つ
づ
け
、
さ
い
ご
に
思
想
統
一
の
精
神
上
の
道
具
を
採
し

い
や
作
り
あ
げ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
す
が
、
そ
れ
が
儒
家
で
す
。
わ
れ
わ
れ
が
と
く
に
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
そ
の

一
個
の
皐
振
と
し
て
百
家
争
鳴
に
参
加
し
た
儒
家
で
は
も
は
や
な
く
、
王
様
と
神
権
と
が
緊
密
に
結
合
し
た
封
建

あ
て
た
、

時
の
儒
家
は
、
先
秦
時
代
、

大
一
統
の
儒
家
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
儒
家
が
傘
崇
し
た
代
表
的
人
物
が
孔
子
で
す
。
だ
が
そ
れ
は
、
先
秦
時
代
、
人
々
か
ら
重

要
観
さ
れ
た
撃
者
、
同
時
に
ま
た
人
々
か
ら
廟
笑
さ
れ
、
調
刺
さ
れ
、
攻
撃
さ
れ
た
失
意
の
政
客
で
は
も
は
や
な
く
、
高
度
な
傘
巌
性
を
そ
な

え
た
数
主
で
し
た
。
孔
子
は
高
貴
な
素
王
で
あ
る
と
と
も
に
、

ひ
と
の
思
い
の
ま
ま
に
ま
か
さ
れ
る
偶
像
で
も
あ
り
、
一
脚
と
人
と
の
複
合
健
と
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な
っ
た
の
で
す
。
封
建
支
配
者
の
意
志
は

レ
つ
も
孔
子
の
経
典
中
の
一
言
字
句
を
言
い
た
し
て
補
強
と
す
る
こ
と
を
も
と
め
、

そ
う
し
て
は
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じ
め
て
力
の
あ
る
こ
と
が
示
せ
ま
し
た
。

奴
隷
制
祉
舎
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
比
較
的
完
全
か
つ
典
型
に
ま
で
護
展
を
と
げ
ま
し
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
封
建
祉
舎
は
、
中
園
ほ
ど

完
全
か
つ
典
型
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
中
園
封
建
祉
舎
の
生
産
力
は
、
世
界
の
封
建
祉
舎
の
歴
史
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
十
分
な
護
展
を
と
げ
ま

し
た
。
こ
の
社
舎
を
支
配
し
た
封
建
地
主
階
級
は
、
支
配
の
経
験
を
た
え
ず
総
括
し
、
そ
の
上
部
構
造
を
た
え
ず
完
壁
な
も
の
に
し
あ
げ
、
そ

れ
を
か
な
り
よ
く
整
っ
た
一
つ
の
健
系
、
哲
皐
、
宗
教
、
文
撃
、
塞
術
、
法
律
:
:
:
等
、
各
方
面
を
ふ
く
む
鐙
系
に
し
あ
げ
ま
し
た
。

前
漢
と
後
漢
の
支
配
者
は
、
中
央
集
権
を
よ
り
い
っ
そ
う
強
固
に
す
べ
く
、

王
様
と
神
権
と
を
よ
り
い
っ
そ
う
融
合
さ
せ
、
王
権
一
神
授
の
理

し
か
し
か
れ
ら
は
小
心
翼
々
、
神
穫
を
王
権
の
下
位
に
制
限
し
て
、
雨
者
が
封
等
に
つ
き
あ
う
こ
と
を
許
さ
な

論
的
根
擦
を
製
造
し
ま
し
た
。

か
っ
た
し
、
数
種
が
王
権
を
凌
駕
す
る
な
ど
と
は
、
な
お
さ
ら
も
っ
て
の
ほ
か
の
こ
と
で
し
た
。

⑤
 

中
園
の
封
建
支
配
者
は
、
農
民
一
授
と
か
け
あ
っ
た
経
験
が
多
く
、
そ
の
た
め
意
識
的
に
宗
教
を
利
用
し
て
、

人
民
の
反
抗
し
よ
う
と
す
る
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意
志
を
廊
崎
舛
さ
せ
る
こ
と
を
い
ち
だ
ん
と
よ
く
理
解
し
ま
し
た
。

措
置
の
説
明
と
す
る
こ
と
が
始
ま
り
ま
し
た
。
漢
の
武
帝
の
時
、
張
湯
は
裁
判
を
行
な
う
に
あ
た
っ
て
、

か
く
し
て
、
漢
代
か
ら
、
儒
家
の
経
典
を
と
り
あ
げ
て
政
治
上
、
法
律
上
の

『
春
秋
』
に
根
擦
を
も
と
め
よ
う
と

し
ま
し
た
が
、
貧
の
と
こ
ろ
、
風
を
捕
え
影
を
つ
か
ま
え
る
よ
う
な
も
の
で
、

「
春
秋
』
と
は
関
係
が
あ
り
ま
せ
ん
。
後
漢
代
、
皇
帝
の
名
義

神
穫
を
も
っ
て
政
権
を
擁
護
し
た
い
っ
そ
う
典
型
的
な
例
で

す
。
首
時
の
儒
家
の
地
位
は
、
も
は
や
先
秦
の
儒
家
と
は
遠
く
か
け
離
れ
、
孔
子
の
地
位
は
い
ち
だ
ん
と
た
か
め
ら
れ
ま
し
た
。

を
も
っ
て
召
集
さ
れ
た
白
虎
観
舎
議
は
、

政
権
を
も
っ
て
一
紳
権
を
伸
長
さ
せ
、

漢
代
の
儒
家
は
、

ま
ず
地
上
の
王
園
の
モ
デ
ル
に
も
と
づ
い
て
天
上
の
王
園
を
つ
く
り
あ
げ
、

し
か
る
後
に
、
天
上
の
王
園
の
紳
の
意
志
を

も
っ
て
地
上
の
王
圏
の
い
っ
き
い
の
措
置
に
指
示
を
設
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
つ
ま
り
董
仲
野
か
ら
白
虎
視
禽
議
に
い
た
る
ま
で
の
漢
代
の
紳
皐

目
的
論
の
寅
質
で
す
。
天
は
陽
で
あ
り
、
君
主
で
あ
り
、
父
で
あ
り
、
夫
で
あ
り
、
地
は
陰
で
あ
り
、
臣
下
で
あ
り
、
子
で
あ
り
、
妻
で
す
。

天
地
自
然
界
の
秩
序
は
、
地
上
の
漢
王
朝
の
よ
う
な
枇
禽
秩
序
と
し
て
説
か
れ
ま
し
た
。
自
然
界
に
も
封
建
倫
理
道
徳
の
属
性
が
賦
輿
さ
れ
ま

L
た
。
上
帝
が
人
類
を
創
造
し
た
と
い
う
よ
う
な
西
方
の
創
世
設
は
存
在
し
ま
せ
ん
が
、
類
似
貼
は
や
は
り
あ
り
ま
す
。
儒
家
は
一
隼
と
定
ま



り
、
儒
家
の
経
典
は
、
宗
教
、
哲
同
学
、
政
治
、
法
律
、
道
徳
、
社
曾
生
活
、
家
庭
生
活
な
ら
び
に
風
俗
習
慣
の
理
論
的
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
り
ま

は
し
た
め

し
た
。
哲
皐
な
ら
び
に
あ
ら
ゆ
る
科
皐
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
よ
う
に
紳
皐
の
下
女
と
は
な
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
六
経
の
脚
注
と
な
っ
た

こ
と
は
事
買
で
す
。
聖
人
批
剣
は
法
を
犯
す
こ
と
と
同
等
で
し
た
。
い
わ
ゆ
る
聖
の
基
準
は
、
儒
家
が
規
定
し
た
範
園
か
ら
は
ず
れ
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

後
漢
末
年
の
黄
巾
の
大
一
授
は
、
漢
王
朝
の
政
治
支
配
の
基
礎
を
ゆ
る
が
せ
ま
し
た
。
王
権
と
神
権
と
が
緊
密
に
く
み
あ
わ
さ
れ
て
い
た
漢

王
朝
は
崩
壊
し
、
そ
れ
に
か
わ
っ
て
起
っ
た
の
は
分
散
的
、
割
援
的
な
地
方
封
建
勢
力
で
す
。
政
治
上
、
三
圏
分
立
の
情
勢
が
出
現
し
、
三
園

時
代
、
商
業
変
換
は
基
本
的
に
停
止
し
て
、
貨
幣
鋳
遣
は
停
止
さ
れ
、
経
済
上
、
よ
り
い
っ
そ
う
典
型
的
な
自
然
経
済
が
出
現
し
ま
し
た
。
思

想
上
で
は
、
王
権
と
一
脚
擢
を
た
が
い
に
結
合
し
た
儒
家
の
正
統
思
想
で
あ
る
神
率
目
的
論
も
打
撃
を
う
け
ま
し
た
。
嘗
時
す
で
に
貌
菅
の
玄
皐

が
出
現
し
、
民
間
と
祉
舎
の
上
層
に
は
あ
い
つ
い
で
併
数
と
道
教
が
出
現
し
ま
し
た
。
嘗
時
、
わ
が
園
の
北
方
、
南
方
の
少
数
民
族
は
、
あ
と
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か
ら
あ
と
か
ら
た
ち
あ
が
っ
て
漢
族
の
政
治
的
監
迫
に
反
抗
し
、
造
反
し
ま
し
た
。
か
れ
ら
は
あ
る
と
き
に
は
貰
ら
れ
た
奴
隷
で
あ
り
、
そ
の

⑤
 

ご
一
授
が
成
功
す
る
と
、
王
朝
を
樹
立
し
ま
し
た
。
か
れ
ら
が
ま
っ
さ
き
に
攻
撃
し
た
の
は
、
中
華
を
内
に
し
て
夷
秋
を
外
に
す
る
、
と
い
う

孔
子
の
儒
家
の
思
想
で
す
。

か
れ
ら
は
併
教
を
信
仰
し
ま
し
た
。
漢
族
の
農
民
は
道
数
を
信
仰
し
ま
し
た
。
五
斗
米
道
、
太
卒
道
は
農
民
の
あ

い
だ
に
康
範
園
に
ひ
ろ
ま
り
ま
し
た
。

中
園
の
慶
大
な
地
域
に
は
す
で
に
高
度
な
封
建
経
済
と
政
治
と
文
化
が
そ
な
わ
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
少
数
民
族
も
政
権
を
掌
握
す
る
と
、

奴
隷
制
祉
舎
か
ら
急
速
に
封
建
社
舎
に
ひ
き
ず
り
こ
ま
れ
ま
し
た
。
封
建
祉
舎
の
支
配
と
被
支
配
の
関
係
も
急
速
に
う
け
い
れ
ら
れ
ま
し
た
。

中
園
的
な
特
長
を
そ
な
え
た
封
建
宗
法
専
制
主
義
も
や
は
り
重
視
さ
れ
ま
し
た
。
人
民
支
配
の
こ
の
一
セ
ッ
ト
の
鰹
験
は
た
め
し
て
み
て
殺
果

が
あ
り
、

ま
た
こ
の
一
セ
ッ
ト
の
封
建
倫
理
道
徳
規
範
は
儒
家
の
聞
に
深
遠
な
俸
統
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
決
定
的
作
用
を

な
し
た
の
は
、
中
園
の
封
建
的
な
経
済
の
し
く
み
と
杜
舎
の
し
く
み
で
す
。
中
園
封
建
吐
舎
の
宗
法
制
度
は
、
中
園
封
建
祉
舎
と
と
も
に
あ
い

終
始
し
た
の
で
あ
り
、
「
三
綱
」
、
「
五
常
」
は
、
儒
家
に
よ
っ
て
蔦
古
不
襲
の
規
範
で
あ
る
と
読
か
れ
ま
し
た
。
「
省
内
世
不
襲
」
と
説
い
た
の

453 
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は
、
古
人
の
限
界
性
で
す
。
と
い
う
の
は
、
封
建
枇
曾
以
外
に
も
ま
だ
そ
の
他
の
生
産
様
式
の
存
在
す
る
こ
と
を
古
人
は
知
ら
な
か
っ
た
か
ら

で
す
。
中
園
の
祉
舎
情
況
に
つ
い
て
論
ず
る
だ
け
な
ら
、
そ
れ
が
封
建
枇
舎
の
「
禽
世
不
愛
」
の
秩
序
だ
と
い
っ
て
も
な
ん
ら
さ
し
っ
か
え
あ

り
ま
せ
ん
。

親
菅
南
北
朝
時
代
、
併
数
と
道
教
は
康
範
園
に
行
な
わ
れ
、
儒
家
は
濁
辱
的
な
地
位
を
失
な
い
ま
し
た
が
、

家
を
放
棄
せ
ず
、
そ
れ
は
依
然
と
し
て
封
建
思
想
の
正
統
で
あ
っ
て
、
梁
の
武
帝
は
併
教
を
傘
崇
し
ま
し
た
が
、
梁
の
武
帝
の

『
救
に
よ
っ
て

し
か
し
支
配
者
は
け
っ
し
て
儒

臣
下
の
紳
滅
論
に
答
う
』
の
主
導
的
な
思
想
は
、

や
は
り
儒
教
で
あ
っ
て
併
数
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
蛍
時
の
支
配
者
は
併
敬
、
道
数
を
も
っ
て

儒
数
の
補
充
と
し
、
三
者
は
な
ら
び
用
い
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
か
わ
る
が
わ
る
使
用
さ
れ
ま
し
た
。
三
数
の
あ
い
だ
に
は
闘
争
が
あ
り
、
安

協
が
あ
り
、
ま
た
相
互
に
吸
牧
も
し
ま
し
た
。
封
建
宗
法
制
度
は
不
援
で
し
た
か
ら
、
封
建
宗
法
制
度
を
擁
護
す
る
倫
理
の
綱
常
が
放
棄
さ
れ

る
は
ず
は
な
く
、
「
三
綱」

「
五
常
」
の
秩
序
は
維
持
し
な
い
わ
け
に
は
ゆ
き
ま
せ
ん
。
か
く
し
て
、
俳
数
と
遁
数
は
こ
の
制
度
に
奉
仕
し
た

陸
現
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
農
民
の
思
想
も
、
生
産
手
段
と
政
治
的
権
利
の
剥
奪
に
と
も
な
い
、

や
は
り
支
配
階
級
の
王
権
紳
授
論
や
天
命
決
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の
み
な
ら
ず
‘
封
建
宗
法
制
度
の
要
求
に
適
醸
し
、
こ
う
し
て
こ
そ
地
主
階
級
の
支
持
が
得
ら
れ
た
の
で
す
。
農
民
は
先
進
的
な
生
産
関
係
の

定
論
を
う
け
い
れ
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
、
封
建
宗
法
制
度
に
束
縛
さ
れ
ま
し
た
。
併
教
の
五
戒
十
善
、

そ
れ
が
採
用
し
た
善
悪
の
道
徳
の
基
準

は
や
は
り
三
綱
五
常
の
規
定
範
闇
か
ら
は
み
で
る
こ
と
は
で
き
ず
、

さ
も
な
い
と
十
悪
と
し
て
赦
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
封
建
地
主
は
造
反

を
大
罪
極
悪
と
考
え
、

父
を
無
み
し
君
主
を
無
み
す
る
こ
と
も
、
地
獄
に
お
ち
て
精
神
的
懲
罰
を
う
け
る
こ
と
ま
ち
が
い
な
し
と
併
数
が
公
認

し
た
罪
行
で
し
た
。
宋
の
文
帝
が
、
併
数
は
出
世
間
を
主
張
す
る
け
れ
ど
も
王
化
の
助
け
と
な
る
、

と
心
中
を
う
ち
あ
け
た
の
は
不
思
議
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
説
菅
の
玄
皐
は
紳
皐
目
的
論
を
否
定
し
ま
し
た
が
、
儒
家
の
封
建
宗
法
制
度
と
三
綱
五
常
に
は
毛
先
一
本
も
ふ
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
首
時
の
名
数
と
自
然
に
か
ん
す
る
論
争
は
、
玄
問
筆
家
た
ち
が
三
綱
、
五
常
に
ど
の
よ
う
に
針
虚
し
た
か
と
い
う
根
本
的
態
度
を
反
映
し
て

い
ま
す
。
い
か
な
る
波
で
あ
れ
、
名
数
は
不
要
だ
な
ど
と
い
お
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
す
。
王
弼
の
よ
う
な
玄
撃
の
最
大
の
代
表
的
人
物
で

⑦
耐

す
ら
、
孔
子
は
老
子
よ
り
英
明
で
あ
る
と
考
え
ま
し
た
。



政
治
上
の
南
北
の
分
裂
割
擦
に
よ
っ
て
、
中
園
の
歴
史
は
、
こ
の
時
代
、
別
の
方
面
で
護
展
が
み
ら
れ
ま
し
た
。
北
方
と
南
方
で
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
支
配
範
圏
内
に
お
い
て
相
封
的
に
安
定
し
た
政
治
情
勢
が
存
在
し
、
か
く
し
て
北
方
と
南
方
の
各
民
族
は
、
経
済
、
文
化
の
交
流
に
お

い
て
よ
り
い
っ
そ
う
の
融
合
を
と
げ
ま
し
た
。
多
く
の
お
く
れ
た
氏
族
部
落
と
奴
隷
制
初
期
の
少
数
兄
弟
民
族
の
あ
い
だ
で
は
、
た
え
ず
交
流

し
、
理
解
し
、
逼
婚
し
、
皐
習
し
、
急
速
に
追
い
つ
い
て
封
建
社
舎
に
つ
き
準
み
、
こ
の
こ
と
が
、

そ
の
ご
惰
唐
に
お
い
て
樹
立
さ
れ
る
多
民

族
に
よ
る
に
ぎ
に
ぎ
し
く
繁
策
し
た
封
建
統
一
王
朝
の
篠
件
を
準
備
し
た
の
で
す
。

惰
唐
時
代
は
封
建
経
済
の
よ
り
い
っ
そ
う
の
繁
栄
と
護
展
に
よ
っ
て
、
世
界
の
経
済、

文
化
の
交
流
に
貢
献
し
ま
し
た
。
経
済
と
政
治
の
繁

策
、
護
展
は
、
哲
皐
と
宗
教
の
繁
栄
、
護
展
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
南
北
朝
時
代
の
分
裂
割
援
の
影
響
は
し
だ
い
に
な
く
な
り
ま
し
た
。
併
激

は
南
北
朝
時
代
の
長
期
に
わ
た
る
分
裂
の
情
勢
を
し
め
く
く
っ
て
、
統
一
的
な
各
宗
各
汲
を
形
成
し
、
道
教
も
南
北
を
つ
き
ま
ぜ
て
、
統
一
的

な
唐
代
の
道
敬
を
形
成
し
ま
し
た
。
併
数
と
遁
数
は
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
経
済
と
宗
涯
の
俸
法
の
世
系
を
設
展
さ
せ
ま
し
た
。
儒
家
の
経
皐
も
ま

た
南
北
の
組
問
問干
の
流
汲
を
あ
わ
せ
採
用
し
て
、

唐
代
の
特
長
を
そ
な
え
た
経
撃
を
形
成
し
ま
し
た
。
儒
、
程
、
道
の
三
家
は
鼎
立
し
、

@
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も
封
建
王
朝
の
強
力
な
支
持
を
得
ま
し
た
。
三
家
が
奉
仕
す
る
劃
象
は
、
し
か
し
一

家
で
し
た
。
朝
廷
は
大
典
に
あ
た
っ
て
、

い
ず
れ
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い
つ
も
三
乱
獄
中

の
代
表
的
人
物
に
御
般
に
お
い
て
公
開
講
演
舎
を
や
ら
せ
ま
し
た
。
儒
家
は
儒
家
の
経
典
を
講
じ
、
例
数
と
道
教
も
そ
れ
ぞ
れ
そ
れ
ぞ
れ
の
経

⑮
 

典
を
講
じ
、
嘗
時
、
儒
、
棒
、
道
三
数
と
よ
び
ま
し
た
。
儒
、
簿
、
道
が
講
義
す
る
内
容
も
、
し
だ
い
に
お
た
が
い
の
非
難
中
傷
か
ら
、
お
た

が
い
に
補
完
し
あ
う
方
向
に
蟹
り
ま
し
た
。
政
府
の
お
達
し
に
よ
っ
て
、
道
教
が
併
教
を
攻
撃
し
、
併
数
が
遁
品
放
を
攻
撃
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

宣
俸
は
禁
止
さ
れ
ま
し
た
。
唐
初
、
朝
廷
が
公
開
の
儀
式
を
奉
行
す
る
さ
い
、
あ
る
と
き
に
は
併
教
徒
が
先
頭
で
あ
る
と
規
定
し
、
ま
た
あ
る

と
き
に
は
道
数
徒
が
先
頭
で
あ
る
と
規
定
し
ま
し
た
が
、
中
唐
以
後
に
は
、
雨
者
は
な
ら
ん
で
進
行
す
る
と
規
定
さ
れ
、
先
後
を
分
け
な
く
な

り
ま
し
た
。
儒
家
は
併
、
道
に
攻
撃
を
く
わ
え
て
、
か
れ
ら
が
生
産
に
し
た
が
わ
ず
、
兵
士
と
な
ら
ず
、
税
金
を
納
め
ず
、
政
府
の
義
務
を
負

指
せ
ず
、
中
園
の
停
統
的
な
風
俗
習
慣
に
あ
わ
な
い
等
、
と
も

っ
ぱ
ら
主
張
し
ま
し
た
。
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封
建
地
主
階
級
全
健
の
頭
目
で
あ
る
唐
朝
の
皇
帝
は
、
三
数
す
べ
て
を
宗
数
と
み
な
し
、
三
数
の
信
者
た
ち
も
宗
教
で
あ
る
と
自
認
し
ま
し



456 

た
。
併
数
と
道
教
が
宗
数
で
あ
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。
宗
数
は
す
べ
て
天
固
と
か
西
方
浄
土
と
か
よ
ば
れ
る
ひ
と
つ
の
精

神
世
界
の
存
在
を
主
張
し
、
ま
た
宗
教
は
す
べ
て
数
主
、
教
義
、
数
規
、
経
典
を
も
ち
、
宗
数
の
設
展
に
つ
れ
て
数
涯
を
形
成
し
ま
す
。
宗乱訟

の
内
部
に
は
さ
ら
に
逸
脱
し
た
邪
設
が
生
れ
、
そ
れ
を
「
異
端
」
と
よ
び
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
朕
況
を
、
併
数
と
道
教
は
み
ん
な
そ
な
え
て
い

ま
す
。
儒
家
は
出
世
間
の
こ
と
を
論
じ
ま
せ
ん
し
、
来
世
の
天
園
が
存
在
す
る
と
は
主
張
し
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
儒
家
は
宗
教
で
は
な
い
、
と
人

人
が
ふ
つ
う
指
摘
す
る
と
こ
ろ
の
根
擦
で
す
。

し
か
し
我
々
が
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
宗
教
が
宣
俸
す
る
彼
岸
の
世
界
は
、
人
間
世
界
の
幻
想
と
査
曲
の
反
映
に
ほ
か
な
ら
ぬ
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
宗
教
で
は
、
彼
岸
の
世
界
を
一
種
の
主
観
的
な
精
神
朕
態
に
す
ぎ
な
い
と
説
き
ま
す
。
中
園
史
上
、
惰
唐
以
後
の
併

」
う
宣
言
し
ま
す
。 い

ず
れ
も
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
も
っ
て
い
ま
す
。
影
響
が
も
っ
と
も
大
き
か
っ
た
稗
宗
を
例
に
と
り
あ
げ
ま
し
ょ
う
。
梓
宗
は

「
菩
提
は
只
だ
心
に
向
っ
て
覚
め
よ
、
何
ぞ
外
に
向
っ
て
玄
を
求
む
る
を
第
せ
ん
や
、
聴
設
す
る
に
此
れ
に
依
っ
て
修
行
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数
と
道
敬
は
、

〈
悟
り
は
ひ
た
す
ら
内
な
る
心
に
む
か
つ
て
求
め
る
が
よ
い
、
外
に
む
か
つ
て
玄
妙
な
る
道
を
求
め
る
の
は
無
駄
な
こ
と

だ
。
聴
け
ば
こ
の
立
場
に
よ
っ
て
修
行
す
る
な
ら
、
西
方
極
楽
世
界
は
ほ
か
な
ら
ぬ
眼
前
に
存
在
す
る
〉
」
(
『
壇
経
』
)
。
稗
宗
は
、
極
繁
世
界
が
彼
岸
に
存
在

せ
ば
、

西
方
は
只
だ
眼
前
に
在
り

す
る
の
で
は
な
く
し
て
此
岸
に
存
在
す
る
こ
と
、
現
貫
生
活
の
外
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
し
て
現
貫
生
活
の
中
に
存
在
す
る
こ
と
、

い
わ
ゆ

る
出
家
と
か
解
脱
と
か
は
、
こ
の
世
界
か
ら
離
れ
て
別
の
西
天
(
西
方
の
天
園
)
に
い
た
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
こ
と
、
を

主
張
し
ま
す
。
嘗
面
の
日
常
生
活
の
な
か
で
、
宗
教
的
世
界
観
を
う
け
い
れ
さ
え
す
れ
ば
よ
く
、

首
面
の
塵
世
(
煩
悩
に
け
が
れ
た
俗
世
)
が
そ

の
ま
ま
西
天
な
の
で
あ
り
、
油
開
激
的
宗
教
観
を
う
け
い
れ
る
衆
生
だ
れ
し
も
が
傍
そ
の
も
の
な
の
で
あ
り
、
併
は
塵
世
の
外
に
存
在
す
る
の
で

は
な
く
し
て
塵
世
の
中
に
存
在
す
る
、

と
い
う
わ
け
で
す
。

か
か
る
見
方
が
中
園
の
併
数
に
濁
特
の
様
相
を
も
た
ら
し
、
ま
た
中
園
の
儒
家
を
し
て
し
だ
い
に
中
園
的
な
特
長
を
そ
な
え
た
宗
教
1

1
儒

数
ー
ー
に
育
て
あ
げ
も
し
た
の
で
す
。

漢
の
武
帝
が
儒
術
を
濁
傘
し
た
と
き
か
ら
、
儒
家
は
す
で
に
宗
乱
似
た
る
雛
型
を
身
に
そ
な
え
ま
し
た
。
だ
が
、
宗
教
と
し
て
の
あ
る
種
の
特



長
は
、
ま
だ
な
お
完
壁
を
期
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
惰
唐
代
に
お
け
る
悌
敬
と
道
数
の
た
え
ま
な
い
交
流
融
合
と
相
互
の
影
響
を
逼
じ

て
、
か
て
て
く
わ
え
て
封
建
帝
王
の
意
識
的
な
推
進
に
よ
っ
て
、
三
数
合
一
の
篠
件
は
も
は
や
熟
し
、
儒
家
の
封
建
倫
理
を
中
心
と
し
つ
つ
、

併
数
と
道
数
の
い
く
ら
か
の
宗
数
的
修
行
法
を
吸
放
し
て
、
宋
明
理
皐
の
成
立
は
、
中
園
儒
数
の
完
成
を
示
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
信
奉
し
た

の
は
「
天
地
君
親
師
」
で
あ
っ
て
、
封
建
宗
法
制
度
と
出
世
間
の
宗
教
的
世
界
観
と
を
有
機
的
に
結
合
し
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
、

君
と
親
は
中

園
の
封
建
宗
法
制
の
核
心
で
す
。
天
は
君
権
一
珊
授
の
紳
皐
的
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
り
、
地
は
天
の
陪
臣
、
そ
し
て
師
は
天
地
君
親
に
か
わ
っ
て
設

言
す
る
神
職
官
で
あ
っ
て
、
最
高
の
解
揮
権
を
所
有
し
、
あ
た
か
も
傍
教
が
併
、
法
、
信
の
三
賓
を
奉
じ
、
借
を
き
り
離
し
て
は
併
、
法
は
停

播
し
ょ
う
が
な
い
の
と
同
様
で
す
。
宋
代
の
理
皐
が
お
こ
っ
た
時
期
は
、
ち
ょ
う
ど
韓
、
道
の
二
敬
が
お
と
ろ
え
た
時
期
で
し
た
。
全
園
に
風

廃
し
、
遠
く
海
外
に
ま
で
停
わ
っ
た
傍
教
が
、
な
ぜ
お
と
ろ
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。
儒
教
が
み
ご
と
に
併
教
を
吸
牧
し
た
か
ら
で
す
。
な
ぜ
中

園
に
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
よ
う
な
宗
数
濁
占
の
絶
封
的
権
威
が
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
中
園
中
世
の
宗
教
濁
占
の
支
配
力
は
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儒
数
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

宗
教
的
世
界
観
は
、
人
々
に
禁
欲
的
生
活
を
遺
る
こ
と
を
も
と
め
、
物
質
的
欲
望
は
罪
悪
の
根
源
と
さ
れ
ま
す
。
貧
困
に
安
ん
じ
、
貧
乏
を

楽
し
み
と
す
る
人
で
あ
っ
て
こ
そ
、
道
徳
は
高
向
、
人
品
は
卓
越
、

と
い
う
わ
け
で
す
。
宋
明
の
理
皐
が
あ
ま
ね
く
関
心
を
も
ち
、

ま
た
く
り

か
え
し
縛
明
し
た
い
く
つ
か
の
中
心
問
題
に
は
、
「
定
性
」
の
問
題
、
義
理
の
性
と
気
質
の
性
の
問
題
、
孔
顔
祭
慮
〈
孔
子
と
顔
回
が
楽
し
み
と
し

た

境

地

)

の

問

題

、

主

敬

と

主

静

の

問

題

、

理

一

分

殊

の

問

題

、

致

良

知

の

問

題

、

等

が

あ

り

ま

し

た

。

こ
れ
ら
の
問
題
は
哲
皐
の
様
相
を
も
っ
て
出
現
し
た
と
は
い
え
、
中
世
ス
コ
ラ
紳
畢
の
貫
質
と
修
養
法
を
そ
な
え
て
い
ま
し
た
。

天
理
を
存
し
て
人
欲
を
去
る
問
題
、

教
的
修
養
法
と
一
服
の
連
関
が
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
動
も
亦
た
定
ま
り
、
静
も
亦
た
定
ま
り
、
終
迎
(
迭
迎
)
な
く
、

企

m
A
V

妙
道
に
非
ざ
る
は
な
し
(
水
を
汲
み
柴
を
運
ぶ
こ
と
す
べ
て
が
す
ば
ら
し
い
併
道
で
あ
る
と

程
頼
の
『
定
性
書
』
は
宋
明
の
理
皐
者
か
ら
経
典
の
性
格
を
も
っ
権
威
的
著
作
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
「
定
性
」
は
併
敬
稗
宗
の
宗

⑪
 

内
外
な
し
一

と
は
、

ペコ

ま
り
稗
宗
の
「
運
水
搬
柴
、

の
こ
と
で
す
。

人
聞
の
性

457 

を
義
理
の
性
と
気
質
の
性
に
匡
別
す
る
の
は
、
責
質
上
、
宗
激
的
な
原
罪
の
観
念
で
す
。
程
願
の
『
顔
子
の
好
む
所
は
何
の
皐
た
る
か
の
論
』
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は
、
典
型
的
な
宗
教
修
養
方
法
論
で
あ
り
、
宗
教
禁
欲
主
義
の
宣
言
書
で
す
。
張
載
の

『
西
銘
』
も
、

「
天
地
君
親
師
」
を
誼
歌
す
る
儒
数
の

宣
言
で
あ
っ
て
、

人
生
の
い
っ
さ
い
の
め
ぐ
り
あ
わ
せ
は
天
地
が
と
っ
く
の
は
じ
め
か
ら
配
嘗
を
き
め
て
お
り
、

富
貴
一
幅
四
揮
を
享
受
す
る
の
は

天
地
の
汝
に
た
い
す
る
心
く
ば
り
、
貧
賎
悲
京
に
遭
遇
す
る
の
は
天
地
の
汝
に
た
い
す
る
試
錬
で
あ

っ
て、

天
地
と
君
親
は
が
ん
ら
い

一
家
の

も
の
だ
と
か
れ
は
考
え
ま
し
た
。

二
程
は
ひ
と
に
主
敬
を
数
え
、

程
聞
は

一
日
じ
ゅ
う

「
ま
る
で
泥
人
形
の
よ
う
に
端
坐
し
」
、
「
天
理
を
存

し
、
人
欲
を
去
る
」
こ
と
は
、

い
っ
そ
う
い
っ
さ
い
の
唯
心
主
義
の
理
皐
者
が
全
力
を
つ
く
し
て
め
ざ
し
た
修
養
目
標
で
し
た
。
か
れ
ら
の
い

わ
ゆ
る
「
天
理
」
と
は
、
封
建
宗
法
制
度
が
認
め
た
行
魚
の
準
則
な
ら
ざ
る
は
な
く
、
内
容
は
コ
ニ
綱
」
、
「
五
常
」
な
る
儒
数
の
数
僚
を
出
な

か
っ
た
の
で
す
。
儒
数
は

一
般
の
宗
教
と
の
共
通
性
を
有
す
る
ほ
か
、

さ
ら
に
そ
れ
な
り
の
特
長
を
有
し
て
レ
ま
し
た
。
孔
子
な
る
数
主
は
、

な
か
ば
人
、

な
か
ば
紳
の
地
位
を
そ
な
え
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
追
求
し
た
精
神
的
境
位
は
、
封
建
的
な
道
徳
修
養
を
偏
重
し
、
宗
法
制
度
を

⑫
 

さ
ら
に
宗
数
的
な
性
質
を
そ
な
え
て
い
ま
す
。
儒
数
に
は

強
化
す
る
こ
と
で
し
た
。
た
と
え
ば
儒
敬
の
孝
道
は
、
倫
理
的
な
意
味
の
ほ
か
に
、

入

数

の

儀

式

も

な

く

、

し

か

し

中

園

祉

舎

の

各

階

層

す

べ

て

に

わ

た

っ
て
大
量
の
信
者
が
存
在
し
ま
し

た
。
儒
教
の
信
奉
者
は
、
書
物
を
讃
み
文
字
の
わ
か
る
文
化
人
に
か
ぎ
ら
れ
た
わ
け
で
は
け
っ
し
て
な
く
、
文
字
の
わ
か
ら
な
い
漁
師
、
樵
夫
、

明
確
な
数
徒
数
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
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回
を
耕
や
す
農
民
た
ち
も
す
べ
て
儒
教
の
無
形
の
強
制
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
専
横
的
な
族
権
、
高
座
的
な
夫
権
、
普
遍
的
に
存

在
す
る
家
長
支
配
は
、

ま
た
社
舎
の
す
み
ず
み
に
ま
で
甜
漫
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
ま
っ

た
く
天
地
が
張
り
め
ぐ
ら
し
た
網
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
逃
れ
よ
う
が
な
か
っ
た
の
で
す
c

ま
っ
た
く
毒
ガ
ス
同
様
に
、
あ
ら
ゆ
る
家
庭
に
、

宋
明
理
事
盟
系
の
成
立
は
、
中
園
の
儒
教
の
完
成
で
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
問
、
緩
漫
で
悠
長
な
過
程
を
た
ど
り
ま
し
た
。
宗
数
の
教
主

は
孔
子
、
数
義
と
崇
奔
の
劉
象
は
「
天
地
君
親
師
」
、
経
典
は
儒
家
の
六
経
、
数
波
お
よ
び
停
法
の
世
系
は
儒
家
の
道
統
論
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ

⑬
 

る
十
六
字
員
体
な
る
も
の
が
存
在
し
、
そ
の
宗
数
組
織
は
中
央
の
園
皐
と
地
方
の
州
皐
、
府
摩
、
照
準
、
ま
た
皐
官
は
儒
数
の
専
門
職
の
神
職

官
で
し
た
。
信
侶
主
義
、
禁
欲
主
義
、
蒙
昧
主
義
、
心
内
部
の
反
省
を
重
視
す
る
宗
数
的
修
養
法
、
科
間
四
干
の
敵
-
戒
、
生
産
の
軽
視
、
こ
れ
ら
中

世
の
ス
コ
ラ
哲
摩
が
具
備
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
お
く
れ
た
も
の
を
、
儒
教
(
唯
心
主
義
理
拳
〉
も
や
は
り
あ
る
べ
き
も
の
は
す
べ
て
そ
な
え
て
い



ま
し
た
。
そ
の
内
部
に
は
、
く
び
き
か
ら
逃
れ
て
現
貧
を
直
現
し
よ
う
と
努
力
し
た
個
別
の
思
想
家
も
や
は
り
存
在
し
、
唯
物
主
義
的
観
黙
を

提
起
し
た
思
想
家
、
た
と
え
ば
宋
の
陳
亮
、
明
の
王
廷
相
、
清
の
玉
夫
之
、
顔
元
、
戴
震
と
い
っ
た
人
た
ち
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
領
域
に
お
い

@
 

で
予
儒
数
の
あ
る
方
面
の
問
題
に
攻
撃
を
し
か
け
、
か
れ
ら
を
儒
数
の
異
端
と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
ら
進
歩
的
な
思
想
家
た
ち
は
、

い
ず
れ
も
孔
子
正
統
の
員
俸
を
得
て
い
る
の
だ
と
自
稽
し
、
孔
子
や
孟
子
の
衣
冠
を
か
り
て
革
新
の
役
者
を
演
じ
た
の
で
す
。

か
れ
ら
は
孔
子

と
い
う
数
主
に
た
い
し
て
は
疑
い
を
い
だ
こ
う
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
明
代
の
李
賢
は
、
孔
子
の
是
非
を
も
っ
て
是
非
と
し
な
い
こ
と
を
提

起
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
か
れ
が
ま
が
き
を
突
破
す
る
に
勇
敢
で
あ
っ
た
黙
で
す
。
と
こ
ろ
が
か
れ
は
、
口
に
聖
人
の
言
を
誘
え
な
が
ら
封
建

の
綱
常
を
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
す
る
え
せ
道
撃
を
と
こ
と
ん
攻
撃
し
て
、
忠
、
孝
、
仁
、
義
を
提
唱
し
、
封
建
宗
法
制
を
維
持
し
た
の
で
あ
り
、

か
れ
は
こ
の
制
度
を
愛
護
す
る
孤
立
無
援
の
臣
、
妾
腹
の
子
で
あ
っ
た
の
で
す
。

た
。
か
れ
は
儒
教
の
異
端
で
は
あ
っ
た
が
、
反
封
建
の
英
雄
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

か
れ
は
併
数
に
た
い
し
て
五
鰻
投
地
の
躍
を
行
な
い
ま
し

儒
数
は
新
思
想
の
萌
芽
を
お
さ
え
つ
け
、
中
園
の
生
産
技
術
と
科
皐
的
装
明
を
お
さ
ら
え
つ
け
ま
し
た
。
明
代
以
後
、
中
園
の
科
皐
技
術
の
成
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果
は
、
先
進
か
ら
た
ち
お
く
れ
の
方
向
に
む
か
い
は
じ
め
ま
し
た
。
こ
の
た
ち
お
く
れ
を
生
み
だ
し
た
主
要
な
原
因
は
、
中
園
の
資
本
主
義
が

護
展
の
機
舎
を
つ
か
み
え
な
か
っ
た
貼
に
あ
り
ま
す
が
、
儒
数
の
鐙
系
の
完
壁
さ
、
そ
し
て
そ
れ
が
人
々
の
探
究
精
神
を
窒
息
さ
せ
た
こ
と
、

そ
の
こ
と
も
ま
た
科
皐
の
設
展
の
歩
み
を
に
ぶ
ら
せ
た
の
で
す
。
上
部
構
造
は
そ
の
基
礎
に
た
い
し
て
ま
る
っ
き
り
無
関
心
と
い
う
も
の
で
は

け
っ
し
て
な
く
、
積
極
的
に
そ
の
基
礎
を
擁
護
し
よ
う
と
し
ま
す
。
中
園
の
封
建
祉
舎
が
と
び
き
り
頑
固
で
あ
っ
た
の
は
、
ま
ち
が
い
な
く
儒

数
の
妨
碍
が
原
因
の
ひ
と
つ
で
し
た
。

五
回
運
動
が
は
じ
ま
る
と
、
「
孔
家
庖
を
打
倒
せ
よ
」
と
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
提
起
さ
れ
、
嘗
時
の
進
歩
的
革
新
汲
は
、
孔
子
は
中
園
の
保
守

勢
力
の
精
神
的
支
柱
で
あ
っ
て
、
ぜ
ひ
と
も
「
孔
家
庖
を
打
倒
す
る
」
必
要
が
あ
る
、
そ
う
し
て
こ
そ
中
園
は
救
わ
れ
る
の
だ
、
と
指
摘
し
ま

459 

し
た
。
営
時
の
人
た
ち
は
ま
だ
歴
史
的
に
歴
史
上
の
事
件
と
歴
史
上
の
人
物
を
と
り
あ
っ
か
う
こ
と
が
理
解
で
き
ず
、
形
而
上
皐
は
か
な
り
深

刻
で
あ
っ
て
、
好
い
こ
と
は
す
べ
て
好
い
、
悪
い
こ
と
は
す
べ
て
悪
い
と
考
え
た
の
で
す
。
か
れ
ら
は
事
物
の
設
展
の
法
則
を
探
究
す
る
こ
と



460 

に
な
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
た
め
、
春
秋
時
代
の
政
治
活
動
と
敬
育
文
化
事
業
に
従
事
し
た
孔
子
と
、

漢
代
以
後
、
歴
代
の
封
建
支
配

者
が
か
つ
ぎ
あ
げ
て
激
主
と
し
た
孔
子
と
を
、
ご
っ
ち
ゃ
に
し
た
の
で
す
。
孔
子
は
自
分
自
身
の
行
動
に
つ
い
て
の
み
歴
史
の
功
罪
を
ひ
き
う

け
ら
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、

後
世
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
儒
教
の
数
主
と
い
う
偶
像
に
た
い
し
て
は
責
任
の
負
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。

一
人
の

博
拳
な
筆
者
、
偉
大
な
敬
育
者
、
政
治
思
想
家
、
先
秦
の
儒
家
流
涯
の
創
始
者
と
し
て
、
孔
子
は
打
倒
で
き
ず
、
歴
史
の
事
責
は
抹
殺
を
ゆ
る

か
つ
ま
た
抹
殺
も
で
き
ま
せ
ん
。
孔
子
な
る
人
物
の
歴
史
上
の
功
罪
に
つ
い
て
、
現
在
、

準
界
に
は
ま
だ

一
致
し
た
意
見
は
な

し
ま
せ
ん
し
、

く
、
そ
れ
は
皐
術
論
争
の
ひ
と
つ
の
テ
I
マ
で
あ
っ
て
、
短
期
聞
に
一
致
し
た
意
見
を
得
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

儒
九
の
形
成
は
か
つ
て
千
年
に
の
ぼ
る
過
程
を
経
、
孔
子
の
摩一
読
は
あ
わ
せ
て
二
度
の
大
改
造
を
経
ま
し
た
。
第
一

次
の
改
造
は
漢
代
に
あ

り
ま
し
た
。
そ
れ
は
漢
の
武
帝
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
、
董
仲
釘
に
よ
っ
て
推
行
さ
れ
た
も
の
で
、
す
な
わ
ち
中
園
史
上
、
「
百
家
を
罷
瓢
し、

儒
術
を
濁
傘
す
。」
と
い
わ
れ
る
措
置
で
す
。
漢
代
の
大
一
統
の
中
央
集
権
的
封
建
宗
法
専
制
園
家
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
そ
れ
と
緊
密
に
く
み
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あ
わ
さ
れ
た
宗
敬
、
哲
皐
の
一
セ
ッ
ト
の
鐙
系
を
必
要
と
し
ま
し
た
。
孔
子
は
表
舞
蓋
に
お
し
だ
さ
れ
、
董
仲
釘
や
『
白
虎
一週
』
は
、
孔
子
の

口
を
か
り
で
漠
代
の
支
配
者
の
要
求
に
マ
ッ
チ
し
た
宗
数
思
想
を
宜
俸
し
ま
し
た
。
第
二
次
の
改
造
は
宋
代
に
あ
り
ま
し
た
。
宋
の
支
配
者
集

圏
は
、
機
禽
を
利
用
し
て
唐
末
五
代
の
分
散
割
擦
の
混
劃
し
た
情
勢
の
な
か
か
ら
政
穫
を
か
す
め
と
り
ま
し
た
。
か
れ
ら
は
前
王
朝
が
顛
覆
し

た
教
訓
に
か
ん
が
み
て
、
政
治
、

軍
事
、
財
政
、
人
事
の
権
力
す
べ
て
を
中
央
に
集
中
し
、
宋
王
朝
は
封
外
的
に
は
遠
慮
が
ち
で
あ

っ
て
も
よ

い
が
、
封
内
的
に
は
中
央
集
権
的
封
建
宗
法
専
制
制
度
を
強
化
し
、
思
想
文
化
の
領
域
に
お
い
て
も
、

そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

の
適
合
が
は
か
ら
れ
ま
し
た
。
漢
唐
と
宋
明
は
い
ず
れ
も
中
央
集
権
的
封
建
宗
法
専
制
制
度
の
園
家
で
す
が
、
中
央
権
力
は
ま
す
ま
す
も

っ
て

集
中
さ
れ
、
思
想
文
化
面
の
支
配
方
法
も
ま
す
ま
す
も
っ
て
級
密
と
な
り
ま
し
た
。
宋
王
朝
支
配
者
の
要
求
に
適
躍
す
ベ
く
、
宋
明
の
理
夢
、

す
な
わ
ち
儒
敬
が
生
れ
ま
し
た
。
儒
家
の
第
二
次
改
造
は
宋
代
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
い
ま
し
で
も
、
さ
か
の
ぼ
る
な
ら
、

唐
代
に
ま
で
さ
か
の

ぼ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
韓
愈
は
『
大
摩
』
を
も
ち
あ
げ
、
儒
数
の
道
統
を
も
っ
て
俳
数
の
法
統
に
代
え
ま
し
た
。
李
朝
は
『
中
庸
』
を

も
っ
て
併
数
の
宗
教
紳
秘
主
義
に
針
抗
し
ま
し
た
。
宋
代
に
な
っ
て
、
朱
煮
は
『
論
語
』
、
『
孟
子
』
、
『
大
皐
』
、
『
中
庸
』
を
「
図
書
L

と
定
め
、



一
生
の
ェ
、
不
ル
ギ
ー
を
つ
い
や
し
て
そ
の
注
解
を
書
き
ま
し
た
。
朱
煮
の
『
四
書
集
注
』
は
歴
代
の
封
建
支
配
者
に
よ
っ
て
全
園
通
用
の
教
科

書
と
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
「
図
書
」
は
十
三
極
の
な
か
か
ら
と
び
だ
し
て
、
特
別
に
重
要
視
さ
れ
た
の
で
す
。

た
が
、
儒
教
は
俗
人
を
借
侶
に
耕
民
じ
て
、

朱
蒸
は
ひ
と
つ
の
治
大
な
儒
数
の
盟
系
を
つ
く
り
あ
げ
、
傍
数
の
稗
宗
は
僧
侶
を
俗
人
に
嬰
じ
て
封
建
宗
法
制
度
と
の
遁
合
を
は
か
り
ま
し

よ
り
い
っ
そ
う
宗
教
を
社
曾
化
し
、
宗
敬
生
活
と
僧
侶
主
義
と
を
各
家
庭
に
浸
透
さ
せ
た
の
で
す
。

中
園
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ち
が
っ
て
専
横
濁
占
的
な
宗
数
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
考
え
る
人
が
い
ま
す
。
し
か
し
我
々
は
、
中
園
に
は
そ
れ
自

睦
の
濁
特
の
宗
数
が
存
在
し
、
そ
の
宗
敬
勢
力
は
表
面
的
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
よ
り
も
散
漫
だ
が
、
そ
の
宗
教
勢
力
の
影
響
の
深
さ
と
康
さ
、
ま

た
大
衆
を
強
制
す
る
に
牢
固
な
る
こ
と
、

ヨ
l
ロ
γ

パ
中
世
の
数
禽
よ
り
い
っ
そ
う
は
な
は
だ
し
か
っ
た
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
に
は
、
異
教
裁
剣
所
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
中
園
の
儒
敬
は
火
あ
ぶ
り
も
用
い
ず
、
肉
刑
も
用
い
ず
に
、

人
を
殺
し
」
た
の
で
す
。
儒
数
に
よ
っ
て
残
害
さ
れ
た
大
衆
は
、
う
め
き
撃
を
あ
げ
る
権
利
さ
え
は
ぎ
と
ら
れ
、
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
ぴ
り
の
同
情
、

憐
思
す
ら
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
何
千
年
、
何
百
年
来
、
何
千
と
な
く
何
高
と
な
い
男
女
が
、
ひ
っ
そ
り
と
儒
教
の
「
天
理
」
に
よ
っ
て

も
だ

死
刑
の
剣
決
を
う
け
、
「
人
々
が
飢
え
凍
え
て
泣
き
叫
び
、
男
女
が
悲
し
み
悶
え
、
さ
ら
に
は
死
に
頻
し
て
生
き
ん
と
ね
が
う
こ
と
を
さ
え
、

@
 

す
べ
て
人
欲
と
見
な
し
」
ま
し
た
。
「
人
を
殺
す
こ
と
草
の
如
く
撃
を
聞
か
ず
」
。
精
神
的
な
手
か
せ
足
か
せ
は
、
物
質
的
な
手
か
せ
足
か
せ
よ

「
理
を
以
て
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り
何
層
倍
残
酷
で
あ
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

董
仲
野
に
よ
る
孔
子
改
造
は
、
す
で
に
孔
子
の
面
目
を
春
秋
時
代
の
孔
丘
と
は
ち
が
っ
た
も
の
に
し
ま
し
た
。
漢
代
の
中
園
封
建
社
舎
は
ま

さ
し
く
上
昇
期
に
あ
り
、
統
一
的
な
封
建
王
朝
は
秦
王
朝
を
継
承
し
て
生
命
力
に
あ
ふ
れ
、
嘗
時
の
政
治
的
要
求
に
適
合
し
て
形
成
さ
れ
た
儒

そ
れ
は
積
極
的
要
素
で
し
た
。
宋
明
以
後
、
中
園
の
封
建
社
舎
は
も
は
や
後
期
に
突
入
し
、
い
く

教
は
、
保
守
的
な
一
面
を
も
ち
な
が
ら
も
、

た
び
か
の
資
本
主
義
の
萌
芽
は
不
幸
に
し
て
正
常
な
護
展
の
機
舎
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
宋
明
封
建
王
朝
の
支
配
者
は
、
儒

数
の
護
展
を
推
進
し
、
朱
煮
に
よ
る
孔
子
改
造
は
、
孔
子
本
人
の
思
想
の
す
が
た
と
は
遠
く
か
け
は
な
れ
て
い
ま
す
。
も
し
漢
代
の
第
一
次
孔
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子
改
造
壮
、
そ
の
積
極
的
作
用
が
消
極
的
作
用
よ
り
大
で
あ
っ
た
と
い
う
な
ら
、
宋
代
の
第
二
次
孔
子
改
造
は
、

そ
の
消
極
的
作
用
の
方
が
主
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は
ぜ
ひ
と
も
打
倒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、

で
し
た
。

儒
数
の
成
立
は
儒
家
の
消
滅
を
示
し
て
お
り
、
こ
れ
は
二
枚
の
勘
定
書
で
あ
っ
て
、
ご
っ
ち
ゃ
に
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
孔
子

ま
ち
が
い
で
す
。
も
し
儒
教
は
除
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
な
ら
、
山
富
然
で
あ
っ

て
、
そ
れ
は
わ
が
園
の
近
代
化
を
さ
ま
た
げ
る
き
わ
め
て
大
き
な
思
想
上
の
障
碍
と
な
っ
た
の
で
す
。

註①

た
と
え
ば
『
論
語
』
に
、
孔
子
が
そ
の
弟
子
を
、
「
汝
、
君
子
の
儒
と

信
用
れ
、
小
人
の
儒
と
震
る
な
か
れ
」
と
い
ま
し
め
た
こ
と
を
記
載
す
る
。

②

こ
の
問
題
に

つ
い
て
、
中
闘
の
摩
界
に
は
数
波
の
設
が
あ
り
、

一
致
し

た
意
見
は
な
い
。
お
よ
そ
四
種
類
の
設
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
の

主
張
で
は
、
春
秋
時
代
は
奴
柏
市
制
が
封
連
制
に
む
か
う
過
渡
期
、
惜
別
園
時

代
は
封
建
制
の
確
立
期
。

③

こ
の
数
字
に

つ
い
て
、

後
世
の
人
は
疑
問
を
提
出
し
た
こ
と
が
な
く
、

異
質
に
近
い
と
い
え
よ
う
。
社
曾
の
大
内
皮
革
期
に
あ
た
っ
て
、
士
階
層
の

人
政
は
し
だ
い
に
繍
大
し、

後
世
、
戦
圏
中
期
以
後
、
孟
嘗
君
、卒
原
君
、

春
申
君
な
ど
諸
図
家
の
貴
族
の
あ
い
だ
に
土
を
養
な
う
風
潮
が
盛
行
し
、

一
人
の
貴
族
が
一
度
に
二
、
三
千
人
の
士
を
養
な
う
こ
と
す
ら
あ
っ
た
。

孔
子
の
時
代
は
す
こ
し
は
や
い
と
は
い
え
、

一
生
に
あ
わ
せ
て
弟
子
三
千

人
を
受
け
い
れ
る
こ
と
は
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。

④
『
韓
非
子
』
穎
翠
篇
に
、
儒
は
分
れ
て
八
と
鋳
る
、

と
い
い
、

間関家
と

な
ら
べ
て
漁
師
学
と
絡
し
て
い
る
。
そ
の
八
汲
と
は
、
子
張
の
儒
、
子
思
の

儒
、
顔
氏
の
儒
、
孟
氏
の
儒
、
漆
離
氏
の
儒
、
仲
良
氏
の
儒
、
孫
氏
の
儒
、

祭
正
氏
の
儒
、
で
あ
る
。

⑤

中
園
の
農
民

一
授
の
規
模
が
大
き
く
、
回
数
の
多
い
こ
と
、
世
界
史
上

ま
れ
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

⑤

た
と
え
ば
劉
腿、

石
紡
た
ち
北
方
民
族
の

一
撲
。

⑦

〔

装

徽
が
〕
弼
に
た
ず
ね
た
。
「
そ
も
そ
も
無
な
る
も
の
は
、
ま
こ
と

に
蔦
物
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
聖
人
は
そ
れ
に
つ
い
て
愛
言

し
よ
う
と
は
せ
ず
、

老
子
が
そ
れ
を
述
べ
た
て
て
や
ま
な
い
の
は
何
故

か
」
。
王
弼
は
こ
た
え
て
い
っ
た
。
「
聖
人
は
無
を
怪
得
し
て
お
り
、
し
か

も
無
は
言
葉
で
は

表
現
で
き
な
い
の
で

設
か
な
い
の
で
あ
る
」内

(
何
効

『
王
弼
俸
』
引
)

③

唐

の
大
足
元
年
(
西
暦
七

O
一
年
)
、
武
則
天
が
政
治
を
据
賞
し
て
い

た
と
き
、
三
教
に
は
共
通
の
任
務
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
宣
言
し
、
な

ら
び
に
『
三
数
珠
英
』
を
編
纂
さ
せ
た
。
(
『唐
舎
要
』
巻
一
一
一
六
)

⑨

文
宗
の
誕
生
日
、
秘
書
監
の
白
居
易
、
安
園
寺
の
沙
門
義
林
、
上
清
宮

の
遁
土
楊
弘
元
を
麟
徳
般
の
内
道
場
に
召
し
入
れ
、

三
教
に
つ
い
て
談
論

さ
せ
た
。
居
易
の
返
答
の
な
か
に

こ
う
い
っ
て
い
る
。
「
儒
門
と
穣
数
と

で
は
名
数
に
は
異
同
が
あ
る
が
、
義
理
に
も
と

e

つ
い
て
宗
旨
を
た
て
る
黙

で
は
、
雨
者
と
も
に
ち
が
い
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
同
出
に
し
て
異
名
、
殊

途
に
し
て
同
鋪
と
い
う
も
の
で
あ
る
」
。
(
『白
氏
長
慶
集
』
巻
五
九
)

⑮
北
致
、
北
周
、
惰
代
、
し
ば
し
ば
高
徳
博
皐
の
信
を
召
し
て
儒
、
道
と

討
論
さ
せ
、
王
道
を
夜
揚
さ
せ
た
。

唐
の
高
宗
は
賀
公
彦
を
御
前
に
召
し
、
道
土
、

沙
門
と
経
義
を
講
義
さ
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せ
た
。
徳
宗
は
そ
の
誕
生
日
、
幽
明
徳
殿
に
出
御
の
う
え
、
許
孟
容
た
ち
に

命
じ
て
高
座
に
登
ら
せ
、
圃
伴
、
老
の
徒
と
講
義
さ
せ
た
。
貞
元
十
二
年
四

月
の
誕
生
日
、
麟
徳
殿
に
出
御
し
、
給
事
中
の
徐
岱
、
兵
部
郎
中
の
趨
需

お
よ
び
許
孟
容
、
奪
渠
牟
に
認
し
て
、
道
士
の
葛
参
成
、
沙
門
の
談
箆
た

ち
二
十
人
と
三
敬
に
つ
い
て
講
義
さ
せ
た
。

文
宗
の
九
月
の
誕
生
日
に
は
、
白
居
易
と
帰
国
の
惟
澄
、
道
士
の
越
常
盈

を
召
し
、
麟
徳
般
に
お
い
て
談
論
さ
せ
た
。
居
易
は
論
難
鋒
起
し
、
鮮
舌

は
泉
の
注
ぐ
ご
と
く
、
天
子
は
か
ね
て
か
ら
構
想
さ
れ
て
い
た
か
と
疑
う

ほ
ど
で
、
深
く
感
服
し
た
。
(
『
信
史
略
』
巻
下
〉

⑪
『
定
性
書
』
。

⑫
『
孝
経
』
を
見
ょ
。

⑬
「
人
心
惟
れ
危
う
く
、
道
心
惟
れ
微
な
り
、
惟
れ
精
に
惟
れ
一
に
、
允

そ
に
販
の
中
を
執
れ
」
。
(
『
筒
書
、
虞
書
』
)

⑬
か
れ
ら
は
「
人
欲
」
に
合
法
的
な
地
位
を
あ
た
え
、
唯
物
論
を
主
張
し

て
唯
心
論
に
反
射
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
す
べ
て
儒
数
の
原

則
に
一
致
し
な
い
。

⑮
以
下
の
見
方
が
成
り
た
つ
か
ど
う
か
、
な
お
い
っ
そ
う
の
検
討
を
必
要

と
す
る
。
あ
る
人
は
宋
明
の
理
皐
が
宗
教
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ず
、
董
仲

尻
町
の
天
人
感
懸
の
神
皐
目
的
論
が
宗
数
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ず
、
儒
家
は
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宗
教
を
お
さ
え
つ
け
た
か
ら
功
績
が
あ
る
と
考
え
る
が
‘
事
責
上
、
そ
れ

は
そ
れ
自
隆
一
種
の
宗
教
で
あ
る
。

⑮
戴
震
『
孟
子
字
義
疏
護
』
。

謀
者
補
註
(
ア

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
附
し
た
箇
所
)

同
『
墨
子
』
向
賢
上
の
言
葉
。
「
・
:
故
古
者
聖
王
之
篤
政
、
列
徳
市
向
賢
、

雄
在
農
輿
工
建
之
人
、
有
能
則
彦
之
、
高
予
之
爵
、
重
予
之
稼
:
:
・
」
内

ω
名
数
自
然
論
争
に
つ
い
て
は
、
湯
用
彫
・
任
総
愈
『
貌
E
日
玄
拳
中
的
祉

舎
政
治
思
想
略
論
』
(
一
九
五
六
、
上
海
人
民
出
版
社
)
に
詳
し
い
考
察

が
あ
る
。

ω
唐
代
の
瀦
者
、
鹿
居
士
の
偏
に
つ
ぎ
の
ご
と
く
あ
る
。
「
日
用
事
無
別
、

唯
吾
自
偶
諮
、
頭
頭
非
取
捨
、
鹿
庭
波
張
君
、
朱
紫
誰
盛
岡
続
、
丘
山
紹
黙

挨
、
紳
通
弁
妙
用
、
運
水
輿
搬
柴
」
。
入
矢
義
高
『
廠
居
士
語
録
』
〈
一
九

七
三
、
筑
摩
書
房
〉
一
五
頁
参
照
。

-149-

〔
編
揖
委
員
曾
附
記
〕

中
園
祉
曾
科
皐
院
訪
日
代
表
闘
の
一
員
と
し
て
来
日
さ
れ
た
任
繕
愈
氏

は
、
本
年
六
月
十
二
日
(
火
)
、
繁
友
曾
館
に
お
い
て
、
「
儒
家
と
儒
教
」

と
題
し
て
講
演
を
行
わ
れ
ま
し
た
。
本
稿
は
そ
の
講
演
記
録
で
す
。



posals. Treatened by the Britisheχpeditionaryfleet,the Peking Court had

to relieve him of the imperial commission, and he was deported to Hi 伊

m. At that time, he envisioned ａprotracted strugglein case the Chinese

resistance policy would fail and Chinese coast would be occupied by the

British force, using the interiorprovinces of Hupeh, Shensi and Szuchwan

as bases.

　　

The Confucian School 儒家

and the Confucian Religion儒教

　　　　　　

ＪｅｎＣｈｉ-ｙiｉ

　　

The thought of Confucius, which aimed at restoring the Chou slave

society, was ａ product of anachronism、Confucius himself, however, was

an erudite scholar, historiographer, and educator. His greatest achieve-

ment lied in raising not ａ few able disciples. Thanks to their number

and ｉｎ丑uence, his school could become the leading intellectual group of

the

　

Warring States　period. The Confucian school was divided among

eight different lines of thought, including the idealistic line of Mencius

and the materialistic line of Hsiin-tzu 萄子. They shared, nevertheless,

the same opinion in so far as　supporting the feudalistic Tsung-fa宗法

system and class structure.

　　

Confucius represented, essentially, the conservative wing of the slave

society.

　

The feudalistic societies of later times, however, honoured him

as ａ sage.　Both　the　slave and feudalistic society were　aristocratic in

nature. Moreover, the Tsung-fa system since the　Western Chou con-

tinued to form the basis of feudalistic society.べA^ith some alterations,

therefore, Confucius's thought could still be　applied to the　feudalistic

society. The Confucian religion came about in such way.

　　

The alteration on Confucius and his thought had been done two times

in history, Ｔｈｅ丘rst was during the Western Han. Carried out by Tung

Chung-shu董仲舒with the aim of founding ａ religion suitable for the

purpose of Han ruling class, it enjoyed the full support of Emperor Wu-ti

武帝. The second, during the Sung, developed eventually into the Li-

hsueh理學of Sung and Ming. This one was with grave implication。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－5－



justifying even the homicide in the name of li, foｒとxample. The Han

was ・when the feudalistic society was on the rise in China ； the first

alterationaccordingly could function to the positive end. After the Sung

and Ming, however, it headed towards disintegration； the second alteration,

thus, exerted only the negative influence｡

　　

The Confucian school and the Confucian religion must always be

strictlydistinguished. In fact, it was through the death of the former

that the latter came about. While the Confucian religion, which had

posed:the greatest obstacle to modernising China, should be criticised,it

is｡not right to say that the Confucian school too deserves to be criticised.

６－


