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朱
熹
の
自
欺
說
に
つ
い
て

最
晚
年
に
お
け
る

大
學
章
句

大
學
或
問

の
改
訂

中

純
夫

は
じ
め
に

大
學
章
句

は
朱
熹
六
十
歳
の
時
に
一
應
の
完
成
を
見
た
書
で
あ
る
が

そ
の
後
も
晚
年
に
至
る
ま
で

繰
り
返
し
改
訂
が
施
さ
れ

た

と
り
わ
け
そ
の
誠
意
章

傳
六
章

に
關
し
て
は

七
十
一
歳
で
亡
く
な
る
そ
の
死
の
直
前
に
至

て
な
お

改
訂
の
筆
を
執
り
續

け
た
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
た
事
實
で
あ
る

死
の
直
前
に
お
け
る
改
訂
の
對
象
に
つ
い
て
は

實
は
見
解
が
分
か
れ
て
い
る

後
述

と
は
い
え
晚
年
の
朱
熹
が

傳
六
章
に
お
け
る
自
欺
の
解
釋
を
め
ぐ

て
眞
劍
に
思
索
を
傾
け
て
い
た
こ
と
は

事
實
で
あ
る

今
少
し

具
體
的
に
言
え
ば

傳
六
章
に
お
け
る
自
欺
と
小
人
閑
居
爲
不
善
の
兩
者
を

結
び
つ
け
て
理
解
す
べ
き
か

切
り
離
し
て
區
別
す
べ
き

か
と
い
う
問
題
を
め
ぐ

て

晚
年
の
朱
熹
に
は
少
な
か
ら
ず
搖
ら
ぎ
の
有

た
こ
と
が

語
類

の
記
載
内
容
か
ら
も
確
認
で
き
る

朱
熹
は
こ
の
問
題
に
對
し

最
終
的
に
ど
の
よ
う
に
決
着
を
つ
け
た
の
か

こ
の
問
題
に
關
す
る
朱
熹
の
定
論
は
如
何
な
る
も
の
で
あ

た
の
か
は

檢
討
さ
れ
解
決
さ
れ
る
べ
き
基
本
的
課
題
で
あ
る
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大
學
章
句

を
含
む
現
行
の

四
書
章
句
集
注

に
は
大
別
し
て
二
系
統
の
版
本
が
有
り

そ
の
い
ず
れ
も
が
お
お
む
ね

晚
年
絶

筆
の
内
容
を
今
に
傳
え
る
も
の
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る

も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら

上
記
の
問
題
に
關
す
る
朱
熹
の
定
論
は

章

句

に
よ

て
確
認
で
き
る
筈
で
あ
る

但
し

章
句

朱
注
の
内
容
は
遺
憾
な
が
ら

兩
者
の
關
係
に
つ
き

必
ず
し
も
明
示
的
で
は

な
い

大
學
章
句

に
お
け
る
朱
注
の
意
圖
や
立
場
を
檢
討
す
る
上
で
參
照
す
べ
き
最
重
要
資
料
の
一
つ
は

言
う
ま
で
も
な
く

大
學
或

問

で
あ
る

或
問

は

章
句

と
同
じ
く

朱
熹
六
十
歳
前
後
の
脫
稿
と
推
定
さ
れ
て
い
る

そ
し
て
こ
れ
も

章
句

同
樣

そ
の
後
晚
年
に
至
る
ま
で

幾
度
も
改
訂
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る

朱
熹

經
筵
講
義

六
十
五
歳

に
引
か
れ
る

章
句

或
問

は
六
十
五
歳
當
時
に
お
け
る

章
句

或
問

未
定
稿

の
姿
を
今
日
に
傳
え
る
資
料
で
あ
る
が

現
行
本
と
の
閒
に
少
な
か
ら
ぬ
異

同
を
示
し
て
い
る

そ
し
て

章
句

の
み
な
ら
ず

或
問

も

現
行
本
は

經
筵
講
義

以
降
の
改
訂
を
經
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

既
に
先
行
硏
究
に
よ

て
考
證
さ
れ
て
い
る

本
稿
は

現
行
本

章
句

を
晚
年
絶
筆
と
見
な
す
先
行
硏
究
の
見
解
を
踏
襲
す
る
立
場
に
立
つ

晚
年
絶
筆
で
あ
る
以
上

言
う
ま

で
も
な
く

現
行
本
が

章
句

の
決
定
稿
で
あ
り

そ
こ
に
示
さ
れ
る
朱
熹
說
が
そ
の
定
論
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る

た
だ
先
に
觸
れ

た
通
り

章
句

朱
注
自
欺
說
の
立
場
は

一
見
す
る
限
り

必
ず
し
も
明
示
的
な
も
の
で
は
な
い

そ
こ
で
本
稿
で
は

ま
ず

語

類

文
集

か
ら
自
欺
の
槪
念
規
定
に
關
わ
る
資
料
を
抽
出
し

そ
の
内
容
を
分
析
分
類
し

繫
年
整
理
す
る

そ
の
上
で
改
め
て

章

句

或
問

に
立
ち
返
り

そ
こ
に
示
さ
れ
る
自
欺
說
の
内
容
を
檢
討
す
る

そ
の
よ
う
な
手
順
を
踏
む
こ
と
に
よ
り

章
句

自
欺

說
の
立
場
を
よ
り
明
快
に
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

ま
た
檢
討
の
結
果

章
句

と

或
問

の
自
欺
說
が
相
互
に
矛
盾
な

く
一
致
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
れ
ば

そ
れ
は

或
問

に
お
け
る
改
訂
が

章
句

に
お
け
る
改
訂
に
よ
く
連
動
呼
應
し
得
て
い
た
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こ
と

卽
ち
現
行
本

章
句

に
加
え

現
行
本

或
問

も
そ
の
決
定
稿
で
あ
る
こ
と
に
對
す
る
論
證
と
な
る
だ
ろ
う

さ
ら
に

語

類

文
集

諸
資
料
の
檢
討
を
通
し
て
跡
づ
け
た
自
欺
說
變
遷
・
自
欺
說
改
訂
の
經
過
か
ら
想
定
さ
れ
る
そ
の
歸
結
と

現
實
の
歸
着

點
で
あ
る
筈
の

章
句

或
問

自
欺
說
の
内
容
と
が

も
し
矛
盾
な
く
照
應
符
合
す
る
な
ら
ば

そ
の
こ
と
も
ま
た

現
行
本

章

句

或
問

が
そ
れ
ぞ
れ
の
決
定
稿
で
あ
る
と
す
る
論
定
に
對
し

自
欺
說
の
内
容
と
情
況
證
據
の
兩
面
か
ら

傍
證
を
與
え
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う

卽
ち
自
欺
說
定
論
の
内
容
を
確
定
す
る
こ
と
は

最
晚
年
に
お
け
る
朱
熹
の
思
想
的
營
爲
を
跡
づ
け
る
意
義
を
有
す
る
の
み
な
ら
ず

現
行
本

章
句

或
問

が
そ
れ
ぞ
れ
の
晚
年
絶
筆
で
あ
る
こ
と
に
對
し
て
傍
證
を
與
え
る

と
い
う
意
義
を
も
有
す
る
の
で
あ
る

本
稿
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
に

朱
熹
の
自
欺
說
を
檢
討
す
る
も
の
で
あ
る

檢
討
に
當
た

て
は

朝
鮮
の
朱
子
學
者
韓

元
震
の
見
解
を
參
考
す
る

朱
熹
自
欺
說
を
分
類
整
理
す
る
上
で

韓
元
震
の
所
說
は
大
い
に
傾
聽
に
値
す
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る

あ
ら
か
じ
め
結
論
を
述
べ
て
お
け
ば

自
欺
と
小
人
閑
居
爲
不
善
と
を
峻
別
す
る
の
が

朱
熹
定
論
の
立
場
で
あ
る

章
句

或
問

は

そ
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る

一
方

經
筵
講
義

は

兩
者
を
結
び
つ
け
て
解
釋
す
る
立
場
に
立

て
い
る

た
だ

だ
か
ら

と
言

て

朱
熹
自
欺
說
は

經
筵
講
義

か
ら

章
句

或
問

へ
と
い
う
單
線
的
な
經
過
を
た
ど

た
わ
け
で
は
な
く

最
晚
年

に
至
る
ま
で
朱
熹
は

兩
說
の
閒
で
決
着
を
つ
け
か
ね
て
い
た
形
迹
が
有
る
（１）

以
下

語
類

の
所
聞
年
次
に
關
し
て
は

朱
子
語
錄
姓
氏

及
び
田
中
謙
二
二
〇
〇
一
年
を

朱
熹
書
翰
の
繫
年
に
關
し
て
は
陳

來
二
〇
〇
七
年
を
參
照
す
る

な
お

小
人
閑
居

の

閑

を

章
句

語
類

等
は

閒

に
作
る

本
稿
で
は

一
次
資
料
の

（２）

引
用
に
際
し
て
は
當
該
資
料
に
お
け
る
表
記
に
從
い

術
語

硏
究
用
語

と
し
て
言
及
す
る
際
に
は

閑
居

の
表
記
を
用
い
る
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一

自
欺
說
を
め
ぐ
る
朱
熹
晚
年
の
搖
ら
ぎ

語
類

卷
一
六

一
〇
八

一
一
〇
條

１

語
類

卷
一
六

一
〇
八

一
一
〇
條
は

い
ず
れ
も
沈
僩
の
所
錄

そ
し
て
一
〇
九
條
の
冒
頭
に
は

次
早

一
一
〇
條
の
冒

頭
に

次
日

と
あ
る
か
ら

こ
れ
ら
三
條
は
連
續
し
た
三
日
閒
の
記
錄
で
あ
る

時
閒
的
に
連
續
す
る
の
み
な
ら
ず

内
容
的
に
も
同

一
の
話
題
を
扱

た
一
連
の
記
錄
と
な

て
い
る

沈
僩
は
慶
元
四
年

一
一
九
八

戊
午

六
十
九
歳

以
後
所
聞
で
あ
る
が

一

（３）

〇
八
條
は
李
燔

字
敬
子

が
同
席
し
て
い
る
か
ら

こ
れ
ら
は
慶
元
四

五
年

六
十
九

七
十
歳

の
記
錄
で
あ
る
（４）

う
ち
一
〇
八
條
で
門
人
李
燔
は

表
向
き
は
善
を
行
い
な
が
ら

そ
の
内
心
に
は
不
善
の
夾
雜
が
あ
る
こ
と
を
自
覺
し
つ
つ

そ
れ

を
自
ら
許
容
す
る

の
が
自
欺
だ
と
主
張

そ
れ
に
對
し
て
朱
熹
は
こ
の
李
燔
の
自
欺
解
釋
を
全
面
的
に
否
定
し

不
善
の
夾
雜
を
自
分

で
は
如
何
と
も
し
難
い
ま
ま
に

そ
の
よ
う
な
狀
態
に
陷

て
し
ま
う
の
が
自
欺
だ

と
主
張
す
る

こ
の
條
で
は
自
欺
と
小
人
閑
居
爲
不
善
と
の
關
係
に
對
す
る
直
接
の
言
及
は
な
い

し
か
し
な
が
ら

小
人
閒
居
爲
不
善

無
所
不
至

見
君
子
而
后
厭
然
揜
其
不
善
而
著
其
善

と
は

意
識
的
自
覺
的
に
自
己
の
不
善
を
覆
い
隱
し
て

揜
其
不
善

う
わ
べ
の
善
を
取

り
繕
う

著
其
善

行
爲
に
他
な
ら
ず

李
燔
の
說
く
自
欺
と
内
容
的
に
ほ
ぼ
一
致
す
る

從

て
李
燔
說
を
否
定
す
る
本
條
の
朱
熹

は
當
然

自
欺
と
小
人
閑
居
爲
不
善
と
を
切
り
離
す
立
場
を
採

て
い
た
こ
と
に
な
る

こ
れ
に
對
し
て
一
〇
九
條
で
の
朱
熹
は
一
轉

前
日
の
自
說
を
翻
し
て
李
燔
說
を
肯
定

そ
の
文
脈
で
自
欺
と
小
人
閑
居
爲
不
善
と
を
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結
び
つ
け
て
い
る

そ
し
て
次
の
一
一
〇
條
で
も
再
度

一
〇
九
條
と
同
じ
立
場
が
示
さ
れ
て
い
る

こ
の
三
條
の
存
在
は

最
晚
年
の

朱
熹
が
な
お

自
欺
の
槪
念
規
定
を
め
ぐ

て
定
論
を
確
定
す
る
途
上
に
あ

た
事
實
を
示
し
て
い
る

以
下

改
め
て
各
條
の
内
容
を

よ
り
詳
し
く
檢
討
し
て
い
く

と
は
言
え
各
條
と
も
長
文
で
あ
る
た
め

要
點
を
拔
き
出
し
て
槪
要
を
整
理
す
る
に
と
ど
め
た
い

２

ま
ず
卷
一
六

一
〇
八
條

沈
僩
錄
の
要
點
を
列
記
す
る

①
李
燔

字
敬
子

は

所
謂
誠
其
意
者

毋
自
欺
也

大
學
章
句

傳
六
章

に
對
す
る
朱
注

外
爲
善
而
中
實
未
能
免
於
不
善

之
雜

を
擧
げ
た
上
で

こ
れ
を

外
爲
善
而
中
實
容
其
不
善
之
雜

に
改
め
る
べ
き
だ
と
提
案
し
た

自
己
に
お
け
る
不
善
の
夾

雜
を
知

た
上
で

こ
れ
を
心
中
に
許
容

容

し
て
し
ま
う
の
が
自
欺
だ

と
い
う
自
欺
解
釋
に
本
づ
い
て
の
改
訂
案
で
あ
る

②
朱
熹
は
李
燔
の
自
欺
解
釋
を
明
確
に
否
定
す
る

以
下
は
全
て
朱
熹
の
發
言

知

た
上
で
そ
れ
を
心
中
に
許
容
す
る
の
で
は
な

く

そ
れ

不
善
の
夾
雜

を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず

自
ら
欺
か
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
だ

③

容

字
を
持
ち
出
す
の
は
第
二
段
階
の
こ
と
だ

容
字
又
是
第
二
節

④
こ
の
一
段
の
文
意
に
つ
い
て

君
は
ど
こ
に
そ
の

自
欺
の

根
源

源
頭

が
あ
る
の
か
を

ま
る
で
分
か

て
い
な
い

⑤
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
も
不
善
の
夾
雜

不
善
之
雜

が
有
れ
ば

そ
れ
が
自
欺
だ

こ
の
部
分
は
雙
行
小
注

⑥
自
欺
と
は

何
分
か
を
欠
く
こ
と

欠
了
分
數

だ

純
度
の
低
い
金
の
よ
う
な
も
の
で

何
分
か
を
欠
い
て
い
る
の
だ

⑦
善
を
行
う
場
合

善
を
行
い
た
い
氣
持
ち
が
八
分

行
い
た
く
な
い
氣
持
ち
が
二
分
な
ら

そ
れ
が
自
欺
だ

そ
れ
は
つ
ま
り

そ

の
何
分
か
を
欠
い
て
い
る
の
だ

⑧

所
謂
誠
其
意
者

毋
自
欺
也

こ
れ
は
聖
人
の
言
葉
の
中
で
も
最
も
精
密
な
箇
所

最
精
處

で

切

先
の
銳
い
物
の
よ
う
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だ

君
の
說
く
内
容
は
ま
る
で
棒
杭
の
よ
う
で

全
く
粗
雜
極
ま
り
な
い

都
粗
了

⑨
一
で
あ
れ
ば
誠

雜
で
あ
れ
ば
僞

心
が
た
だ
一
つ

一
箇
心

で
あ
れ
ば
誠

少
し
で
も
二
つ
の
心

兩
箇
心

が
有
れ
ば

自
欺
だ

⑩

好
善
如
好
好
色

惡
惡
如
惡
惡
臭

大
學
章
句

傳
六
章

で
あ
れ
ば

そ
れ
が
一
つ
の
心
で
あ
り

自
慊

で
あ
る

あ
き
た

⑪
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
も
夾
雜

閒
雜

が
有
れ
ば

そ
れ
が
二
つ
の
心
で
あ
り

自
欺
で
あ
る

⑫
自
分
が
善
を
行
お
う
と
す
る
際

も
う
一
人
の
自
分
が
い
て
善
を
行
わ
せ
ま
い
と
し
た
り

惡
を
惡
も
う
と
す
る
際

も
う
一
人
の

自
分
が
い
て
惡
を
惡
ま
せ
ま
い
と
す
る

こ
れ
が
自
欺
だ

以
上
が
一
〇
八
條
の
槪
要
で
あ
る

な
お
李
燔
が
引
く
朱
注

①

は
現
行
本
所
收
と
は
一
致
せ
ず

當
時
に
お
け
る
未
定
稿
の
一
つ
で

あ
ろ
う

さ
て
本
條
に
お
い
て

自
欺
に
對
す
る
朱
熹
に
よ
る
槪
念
規
定
と
し
て
特
に
重
要
な
の
は

⑤
⑥
⑦
⑨
で
あ
る

以
下
に
順
次
確
認
し

て
い
く

善
を
行
お
う
と
す
る
人
の
心
中
に

善
を
行
い
た
く
な
い
氣
持
ち
が
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
も
存
在
し
て
い
れ
ば

そ
れ
が
不
善
の
夾
雜
で

あ
り

そ
の
よ
う
な
夾
雜
物
の
存
在
が
自
欺
に
他
な
ら
な
い

⑤

夾
雜
物
が
混
入
し
て
い
る
と
は

爲
善
去
惡
の
意
志
意
欲
が
純
一
無
雜
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と

言
わ
ば
純
度
を
欠
い
た
狀
態
で
あ
り

そ
の
狀
態
が
自
欺
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る

⑥
⑦

さ
て

爲
善
去
惡
を
當
爲
と
し
て
認
識
し
そ
れ
を
自
ら
に
課
す
こ
と
は

理
性
に
よ

て
可
能
で
あ
ろ
う

け
れ
ど
も
爲
善
去
惡
を

恰
も
好
色
を
好
む
が
如
く
惡
臭
を
惡
む
が
如
く

心
底
か
ら
念
願
し
得
る
か
否
か
は

も
は
や
理
性
の
領
域
を
超
え
た
問
題

そ
れ
は
感
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情
や
感
覺

時
と
し
て
生
理
的
反
應
や
欲
求
に
屬
す
る
問
題
で
あ
り

自
己
の
意
志
の
み
で
は
如
何
と
も
し
難
い
問
題
な
の
で
あ
る

不

善
の
夾
雜
を
自
分
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
が
自
欺
だ

②

と
は

こ
の
よ
う
な
心
の
狀
態
を
指
す
の
で
あ
る

朱
熹
の
指
摘
す
る
不
善
の
夾
雜
の
内
實
と
は

端
的
に
言
え
ば

爲
善
去
惡
の
實
踐
に
際
し
て
實
踐
者
が
抱
え
込
ん
だ
心
の
葛
藤

爲

善
去
惡
を
志
向
し
な
が
ら
そ
の
志
向
に
徹
し
切
れ
な
い

自
己
心
中
の
葛
藤
で
あ
る

自
己
内
面

中

の
不
善
を
默
認
許
容
し
て
う

わ
べ

外

の
善
を
取
り
繕
う

と
い
う
李
燔
說

①

は

自
欺
の
槪
念
規
定
と
し
て
確
か
に
わ
か
り
や
す
く

不
善
の
度
合
い
も

よ
り
顯
著
で
あ
る

そ
れ
に
比
べ
て
朱
熹
の
說
く
自
欺
と
は

自
己
内
心
に
巢
く
う
心
の
わ
ず
か
な
葛
藤
と
い
う

極
め
て
ナ
イ

ヴ
で

纖
細
な
問
題
を
扱

た
も
の
と
な
る

し
か
し
朱
熹
に
言
わ
せ
れ
ば

そ
れ
こ
そ
が

所
謂
誠
其
意
者

毋
自
欺
也

に
込
め
ら
れ
た
聖

人
の
意
圖
な
の
で
あ
る

朱
熹
が
そ
れ
を
銳
利
な
刃
先
に

李
燔
說
を
棒
杭
に
喩
え

彼
此
の
相
違
を

精

粗

と
い
う
表
現
で
評
し

た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る

⑧

自
欺
に
對
す
る
い
ま
一
つ
の
槪
念
規
定
で
あ
る

兩
箇
心

は

心
の
葛
藤
と
し
て
の
自
欺
の
あ
り
方
に
明
快
な
イ
メ

ジ
を
附
與
し

て
く
れ
る
も
の
で
あ
る

一
箇
心
と
は

爲
善
去
惡
の
志
向
が
純
一
無
雜
で
あ
る
こ
と

如
好
好
色

如
惡
惡
臭

で
あ
り

そ
れ
が
誠

・
自
慊
に
他
な
ら
な
い

⑨
⑩

そ
れ
に
對
し
て
兩
箇
心
と
は

爲
善
去
惡
を
志
向
す
る
心
と
志
向
し
な
い
心

文
字
通
り
二
つ
の
心

が
倂
存
混
在
す
る
狀
態
で
あ
り

こ
の
兩
者
の
閒
に
葛
藤
が
生
ず
る

そ
の
よ
う
な
狀
態
が
僞
で
あ
り
自
欺
で
あ
る

⑨
⑫

そ
の
場
合

兩
者
の
力
關
係
が
拮
抗
し
て
初
め
て
自
欺
が
も
た
ら
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い

⑦
で
は
八
分
對
二
分
と
い
う
比
率
が
例
示

さ
れ
て
い
た
が

九
分
對
一
分
で
も

九
分
九
釐
九
毫
對
一
毫
で
も

自
欺
に
變
わ
り
は
な
い

後
引
參
照

ま
た
そ
れ
故
に
こ
そ
自

欺
は

自
分
で
は
如
何
と
も
し
難
い
問
題
と
な
る
の
で
あ
る

こ
の
よ
う
に
心
の
わ
ず
か
な
葛
藤
を
自
欺
と
す
る
立
場
か
ら

李
燔
自
欺
說
が

粗

と
し
て
退
け
ら
れ
る
以
上

本
條
に
あ

て
小
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人
閑
居
爲
不
善
が
自
欺
と
峻
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

最
早
明
ら
か
で
あ
ろ
う

小
人
閑
居
爲
不
善
は

自
欺
を
禁
絶
す
る
工
夫

卽
ち

愼
獨
を
怠

た
結
果

二
次
的
に
派
生
し
た
事
態
で
あ
る

愼
獨
に
つ
い
て
は
後
述

そ
し
て
李
燔
の
說
く

容

字
は

こ
の
段
階

で
初
め
て
用
い
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る

容

字
を
持
ち
出
す
の
は
第
二
段
階
の
こ
と
だ

③

と
は

こ
の
意
に
他
な
ら

な
い

そ
し
て
二
次
的
に
派
生
し
て
き
た
も
の
の

そ
の
よ

て
來
た
る
來
源

源
頭

こ
そ
が

自
欺
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る

④

な
お
不
善
の
夾
雜
が
混
入
す
る
限
り

純
度
は
な
に
が
し
か
損
な
わ
れ
て
欠
け
る
と
こ
ろ
が
有
り

そ
こ
に
は
志
向
す
る
方
向
を
異
に

す
る
二
つ
の
心
が
倂
存
す
る
こ
と
に
な
る

從

て
本
條
に
お
い
て
自
欺
の
槪
念
規
定
に
關
わ

て
用
い
ら
れ
た
一
連
の
語
彙

卽
ち

不

善
之
雜

⑤

欠
了
分

⑥

兩
箇
心

⑨

は
實
質
上

ほ
ぼ
同
義
で
あ
る

⑪

３

次
に
卷
一
六

一
〇
九
條

沈
僩
錄
の
内
容
を
檢
討
す
る

次
早
又
曰

で
は
じ
ま
る
同
條
は

一
〇
八
條
の
翌
朝
の
所
聞

以
下

は
全
て
朱
熹
の
語
で
あ
る

①
昨
晚
考
え
て
み
た
が

敬
子

李
燔

の
說
は
正
し
い

私
の
說
は

自
欺
の
母
胎

自
欺
之
根

に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
だ

た

自
欺
は

敬
子
の
言
う

容

字
の
意
だ

②
不
善
の
夾
雜
が
有
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら

そ
の
事
實
を
隱
蔽
し
て

う
わ
べ
だ
け
の
善
を

行
う
こ
と

蓋
庇
以
爲
之

そ

れ
こ
そ
が
自
欺
だ

③
例
え
ば
一
石
の
米
が
有
る
と
し
て

實
際
に
は
九
斗
し
か
な
く

一
斗
が
不
足
し
て
い
る
場
合

そ
の
不
足
分
が
自
欺
の
母
胎

自

欺
之
根

だ

そ
し
て
不
足
の
事
實
を
隱
蔽
し

人
を
恫
喝
し
て
一
石
有
る
と
言
い
張
る

こ
れ
が
自
欺
だ

④
つ
ま
り
虛
僞
の
善
で
も

て

眞
の
惡
を
覆
い
隱
し
て
し
ま
う
の
だ
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⑤

自
欺
に
つ
い
て
の

私
の
說
は

高
き
に
過
ぎ
た

說
高
了

だ
か
ら
人
に
は
理
解
し
辛
い
も
の
に
な

て
し
ま

た

⑥
今
も
し

た
だ
そ
の
よ
う
に

敬
子
の
說
に
從

て

說
け
ば

小
人
閑
居
爲
不
善

と
も
ぴ
た
り
と
符
合
す
る
の
だ

以
上
が
一
〇
九
條
の
槪
要
で
あ
る

ま
ず

前
日
に
は
全
否
定
さ
れ
た
李
燔
自
欺
說
が
一
轉

こ
こ
で
は
肯
定
さ
れ
て
い
る

①

し
か
も
こ
こ
で
朱
熹
は

容

字
に

込
め
ら
れ
た
意
圖
を

よ
り
踏
み
込
ん
で
敷
衍
し
て
い
る

卽
ち
自
己
内
心
に
お
け
る
不
善
の
夾
雜
を
隱
蔽
し

う
わ
べ
の
善

虛
僞
の

善
を
取
り
繕
う
の
が
自
欺
だ
と
す
る

②
④

前
條
で
は
自
欺
そ
の
も
の
と
さ
れ
た
不
善
の
夾
雜
が

本
條
で
は
自
欺
の
母
胎

自
欺
之
根

と
さ
れ
て
い
る

①

こ
れ
も
兩

條
閒
の
大
き
な
相
違
點
で
あ
る

母
胎
か
ら
發
生
し
て

そ
の
不
善
が
よ
り
增
長
し
顯
在
化
し
た
も
の

九
斗
の
米
を
一
石
だ
と
言
い
つ

の
る
よ
う
な
明
白
な
虛
僞
が

自
欺
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る

③

し
て
み
れ
ば
本
條
に
お
け
る
自
欺
說
で
は

小
人
閑
居
爲
不
善

は

自
欺
そ
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う

朱
熹
自
身

こ
の

兩
者
の
結
び
つ
き
を
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る

⑥

４

最
後
に
卷
一
六

一
一
〇
條

沈
僩
錄
の
内
容
を
檢
討
す
る

次
日
又
曰

で
は
じ
ま
る
本
條
は
一
〇
九
條
の
翌
日
の
所
聞

以
下

も
全
て
朱
熹
の
語
で
あ
る

①

毋
自
欺

の
時
と
は

好
色
を
好
む
が
如
く

惡
臭
を
惡
む
が
如
く

の
よ
う
で
あ

て
こ
そ
よ
い

②
も
し
善
を
好
む
こ
と
が

好
色
を
好
む
が
如
く

で
は
な
く

惡
を
惡
む
こ
と
が

惡
臭
を
惡
む
が
如
く

で
は
な
い
と
す
れ
ば

そ
れ
が
自
欺
に
他
な
ら
な
い
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③

小
人
閒
居
爲
不
善

の
一
段
は

自
欺
の
意
に
他
な
ら
な
い

④

閒
居
し
て
不
善
を
爲
す

と
は

惡
を
惡
む
こ
と
が

惡
臭
を
惡
む
が
如
く

で
は
な
い
こ
と

君
子
を
見
て
而
る
後
に
厭
然

と
し

其
の
不
善
を
揜
い
て
其
の
善
を
著
す

と
は

善
を
好
む
こ
と
が

好
色
を
好
む
が
如
く

で
は
な
い
こ
と
だ

⑤
も
し
も
こ
の
よ
う
に
解
釋
す
れ
ば

こ
の
一
編

傳
六
章

の
文
意
は
極
め
て
穩
當
平
易

何
の
曲
折
も
な
く
平
明
な
も
の
と
な
る

⑥
私
の
舊
說
は
廣
闊
に
過
ぎ

高
尚
に
過
ぎ

深
遠
に
過
ぎ
た

忒
說
闊
了

高
了

深
了

⑦
と
は
い
う
も
の
の

私
の
舊
說
と
同
樣
に
考
え
て
い
る
人
た
ち
も
い
る
の
で

そ
こ
だ
け
を
削
除
し
よ
う
と
も
思
う
が

惜
し
い
氣

も
す
る
の
だ

し
か
し
な
が
ら
結
局
の
と
こ
ろ

私
の
舊
說
は

大
學

本
文
の
意
と
は
異
な
る
の
だ

以
上
が
一
一
〇
條
の
槪
要
で
あ
る

②
に
お
け
る
自
欺
に
對
す
る
槪
念
規
定
は

こ
れ
だ
け
を
單
獨
で
拔
き
出
し
た
場
合

一
〇
八
條
の
立
場
と
合
致
す
る
如
く
で
あ
る

如
好
好
色

如
惡
惡
臭

と
は

好
善
惡
惡
の
意
志
意
欲
が
純
一
無
雜
で
あ
る
こ
と

そ
し
て
そ
れ
が

毋
自
欺

で
あ
り

①

そ
こ
か
ら
逸
脫
し
た
狀
態
が
自
欺
で
あ
る

②

た
だ

一
〇
八
條
に
お
け
る
自
欺
と
は

心
中
に
混
在
す
る
不
善
の
夾
雜

卽
ち
自
己
内
面
に
お
け
る
葛
藤
と
い
う

極
め
て
纖
細
で

ナ
イ

ヴ
な
狀
態
を
指
す
も
の
だ

た

そ
れ
に
對
し
て
本
條
が
想
定
す
る

惡
惡
不
如
惡
惡
臭

好
善
不
如
好
好
色

と
は

人
目

に
觸
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
は
不
善
を
行
い

君
子
の
目
に
觸
れ
る
場
で
は
不
善
を
隱
蔽
し
て
う
わ
べ
の
善
を
取
り
繕
う

と
い
う
も
の
で
あ
り

④

そ
の
點
が
一
〇
八
條
と
は
決
定
的
に
異
な
る

そ
し
て

小
人
閒
居
爲
不
善

を
自
欺
だ
と
明
言
し
て
お
り

③

こ
れ
は
一
〇
九
條
の
立
場
と
一
致
す
る

本
條
で
は
李
燔
說
に

對
す
る
直
接
の
言
及
は
な
い

し
か
し
文
脈
的
に
考
え
て

こ
こ
に
言
う
舊
說

⑥
⑦

は
明
ら
か
に

前
々
日

一
〇
八
條

に
お
け
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る
自
身
の
自
欺
說
を
指
し
て
い
る

そ
し
て
こ
れ
を
自
己
批
判
し
撤
回
す
る
以
上

本
條
は
一
〇
九
條
と
同
樣

一
〇
八
條
の
立
場
を
翻

し
て
李
燔
說
を
肯
定
す
る
も
の
と
判
斷
で
き
る

５

以
上

語
類

卷
一
六

一
〇
八

一
一
〇
條
の
内
容
を
檢
討
し
た

自
欺
の
槪
念
規
定
を
め
ぐ

て

と
り
わ
け
自
欺
と

小
人
閑

居
爲
不
善

と
の
關
係
を
め
ぐ

て

わ
ず
か
一
兩
日
の
閒
に
朱
熹
は
異
な
る
二
つ
の
見
解
を
提
示
し
た
こ
と
に
な
る

自
欺
說
に
關
す

る
こ
の
朱
熹
の
見
解
の
搖
ら
ぎ
は

そ
の
後
ど
の
よ
う
に
收
斂
し

定
論
へ
と
歸
着
す
る
の
で
あ
ろ
う
か

こ
の
三
條
を
見
る
限
り

一
〇
八
條
の
立
場
は
一
〇
九

一
一
〇
條
で
は
撤
回
さ
れ
て
い
る

し
か
し
だ
か
ら
と
言

て
一
〇
八
條
の

立
場
を

定
論
確
立
の
過
程
で
既
に
克
服
さ
れ
捨
て
去
ら
れ
た
も
の
と
見
な
す
の
は

早
計
に
過
ぎ
る
だ
ろ
う

こ
こ
で
ま
ず
留
意
す
べ
き
は

こ
れ
ら
三
條
は
連
續
し
た
三
日
閒
の
記
錄
で
あ
り

そ
こ
で
の
發
言
の
時
閒
的
先
後
は
こ
の
際

殆
ん

ど
問
題
と
す
る
に
足
ら
な
い

と
い
う
こ
と
だ

一
日
で
も
晚
年
に
近
い
も
の
を

よ
り
定
論
に
近
い
も
の
と
見
な
す
よ
り
は

む
し
ろ

同
時
期
に
二
つ
の
見
解
の
閒
で
搖
れ
て
い
た
と
見
な
す
方
が

よ
ほ
ど
實
態
に
近
い
と
考
え
る

今
ひ
と
つ
留
意
す
べ
き
事
柄
が
有
る

そ
れ
は

一
〇
九

一
一
〇
條
に
あ

て
も

一
〇
八
條
に
お
け
る
自
說
は

必
ず
し
も
内
容

的
に
否
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い

と
い
う
點
で
あ
る

一
一
〇
條
に
は
確
か
に

私
の
舊
說
は

大
學

本
文
の
意
と
は
異
な

る

と
い
う
述
懷
が
見
え
て
は
い
る

一
一
〇
⑦

し
か
し

舊
說

一
〇
八
條
に
お
け
る
自
說

に
對
す
る
兩
條
の
全
體
的
な
論
調

は

高
き
に
過
ぎ
る

一
〇
九
⑤

廣
闊
に
過
ぎ

高
尚
に
過
ぎ

深
遠
に
過
ぎ
た

一
〇
⑥

と
い
う
も
の
で
あ

た

こ
の

評
價
は
恐
ら
く

自
說
と
李
燔
說
を
對
照
し

精

粗

と
表
現
し
た
意
圖
と
も
通
底
す
る

一
〇
八
⑧

自
己
の
内
面
に
お
け
る

わ
ず
か
な
葛
藤
の
存
在
と
い
う

極
め
て
繊
細
な
問
題
を
扱
う
の
は

槪
念
規
定
の
内
容
と
し
て
は
確
か
に

決
し
て
平
易
平
明
な
も
の

ナ
イ

ブ
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で
は
あ
る
ま
い

そ
も
そ
も
一
〇
八
條
は

傳
六
章
の
注

舊
注

に
對
す
る
李
燔
の
修
正
案
を
發
端
と
し
て
展
開
さ
れ
た
議
論
で
あ
り

一
〇
九

一
一
〇
條
も
同
一
主
題
を
扱

て
い
る

三
條
を
通
し
て

注
と
し
て
の
適
否
と
い
う
問
題
意
識
が
常
に
朱
熹
の
念
頭
に
あ

た
こ
と
は

言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い

私
の
說
は

高
き
に
過
ぎ
た

だ
か
ら
人
に
は
理
解
し
辛
い
も
の
に
な

て
し
ま

た

一

〇
九
⑤

と
い
う
述
懷
は

そ
の
こ
と
を
物
語
る
も
の
だ

逆
に

小
人
閑
居
爲
不
善

と
結
び
つ
け
れ
ば

自
欺
說
は
よ
り
平
易
明
快

な
も
の
と
な
る
と
考
え
ら
れ
た
の
だ

一
一
〇
⑤

つ
ま
り
一
〇
八
條
の
朱
熹
自
欺
說
は

内
容
上
の
難
に
よ

て
で
は
な
く

注
と

し
て
の
平
易
平
明
さ
に
欠
け
る
と
の
理
由
に
よ
り

ひ
と
た
び
採
用
を
見
送
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る

そ
の
一
方
で
そ
れ
は
一
〇
九
條

に
お
い
て
も

自
欺
の
母
胎

一
〇
九
①
③

卽
ち
自
欺
の
本
質
に
關
わ
る
も
の
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
な
お

失

て
は
い
な
い
の

で
あ
る

ま
た
そ
れ
故
に
こ
そ
一
〇
八
條
の
自
欺
說
は

な
お
捨
て
る
に
忍
び
な
い
も
の
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る

一
一
〇
⑦

以
上
述
べ
た
點
は

自
欺
說
定
論
の
内
容
を
見
定
め
て
い
く
上
で
も

十
分
に
留
意
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う

二

自
欺
說
の
分
類

１

朝
鮮
の
朱
子
學
者
韓
元
震

字
德
昭

號
南
塘

一
六
八
二

一
七
五
一

は

主
著

朱
子
言
論
同
異
攷

卷
二

大
學

に
お
い

て

先
生
自
欺
說
大
槩
有
四

に
は
じ
ま
る
一
節
を
設
け

朱
熹
の
自
欺
說
を
四
種
に
分
類
し
て
い
る

以
下
に
そ
の
内
容
を
紹
介
し
た

い

便
宜
上

各
說
ご
と
に
通
し
番
號
を
振
る

ま
た
各
說
の
後
ろ
に
括
弧
書
き
で
示
し
た
の
は

韓
元
震
說
の
根
據
を
な
す
朱
熹
語

（５）



- 63 -

と
そ
の
出
典
を

筆
者
が
補

た
も
の
で
あ
る

い
ず
れ
も

語
類

卷
一
六

①
以
閒
居
爲
不
善
爲
自
欺

一
說
也

一
一
〇
條

如
小
人
閒
居
爲
不
善
底
一
段

便
是
自
欺
底

②
以
幾
微
之
閒

有
纖
毫
不
善
之
雜
爲
自
欺

一
說
也

一
〇
八
條

大
槪
以
爲
有
纖
毫
不
善
之
雜

便
是
自
欺

③
以
知
其
爲
不
善
之
雜

而
又
蓋
庇
以
爲
之
爲
自
欺

一
說
也

一
〇
九
條

蓋
知
其
爲
不
善
之
雜

而
又
蓋
庇
以
爲
之

此
方
是
自
欺

④
合
三
說
而
通
謂
之
自
欺

又
一
說
也

但
し
前
章
に
お
い
て
既
に
分
析
を
施
し
た
通
り

一
〇
九
條
の
内
容
は
實
質
的
に
小
人
閑
居
爲
不
善
を
自
欺
と
見
な
す
も
の

卽
ち
一

一
〇
條
と
同
じ
立
場
に
立
つ
も
の
と
考
え
る

よ

て
①
と
③
は

同
一
の
分
類
項
目
に
括
る
の
が
妥
當
で
あ
る

そ
こ
で
韓
元
震
の
四
分
類
は
三
分
類
に
修
正
し
た
い

そ
の
上
で
こ
れ
を
整
理
す
れ
ば

①
と
③
は
小
人
閑
居
爲
不
善
を
自
欺
と
す
る

も
の

②
は
不
善
の
夾
雜
を
自
欺
と
す
る
も
の

一
〇
八
條
で
は
不
善
の
夾
雜
の
有
る
心
を
兩
箇
心
と
も
稱
し
て
い
る
の
で

一
〇
八
⑪

以
下
で
は
こ
れ
を
便
宜
上

兩
箇
心
を
自
欺
と
す
る
も
の

と
表
現
す
る

④
は
以
上
の
兩
種
の
い
ず
れ
を
も
自
欺
と
見
な
す
も
の
で
あ

る
こ
こ
で
改
め
て
三
つ
の
分
類
項
目
を
提
示
し
た
い

行
論
の
都
合
上

配
列
の
順
序
も
改
め
た

Ａ
類

兩
箇
心
と
小
人
閑
居
爲
不
善
の
雙
方
を
自
欺
と
す
る
も
の

Ｂ
類

小
人
閑
居
爲
不
善
を
自
欺
と
す
る
も
の
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Ｃ
類

兩
箇
心
を
自
欺
と
す
る
も
の

言
う
ま
で
も
な
く
Ａ
類
は
④

Ｂ
類
は
①
③

Ｃ
類
は
②
と
對
應
す
る

な
お

小
人
閑
居
爲
不
善
を
自
欺
と
す
る

と
い
う
場
合

直
接
に
小
人
閑
居
爲
不
善
に
言
及
し
て
い
な
く
と
も

内
容
的
に
こ
れ
に

準
ず
る
も
の

例
え
ば
自
己
内
心
の
不
善
を
隱
蔽
し
て
う
わ
べ
の
善
を
飾
り
繕
い
人
目
を
欺
く
よ
う
な
行
爲

欺
人

を
自
欺
と
す
る
も

の
等
も

同
一
の
事
例
と
見
な
す

同
樣
に

兩
箇
心
を
自
欺
と
す
る

に
つ
い
て
も

兩
箇
心
に
對
す
る
直
接
の
言
及
は
な
く
と
も

内
容
的
に
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

例
え
ば
不
善
の
夾
雜
の
あ
る
こ
と
を
自
欺
と
見
な
す
も
の

爲
善
去
惡
の
意
志
意
欲
が
純
一
無
雜
で
な

い
こ
と
を
自
欺
と
見
な
す
も
の
等
は

同
樣
の
事
例
と
し
て
扱
う

以
下

各
分
類
項
目
に
該
當
す
る
具
體
的
事
例
を
參
照
し
な
が
ら

朱
熹
自
欺
說
の
定
論
を
見
定
め
て
い
き
た
い

實
は
こ
の
點

自
欺
說
定
論
の
鑑
別

に
關
し
て
も

韓
元
震
は
自
ら
の
見
解
を
明
快
に
提
示
し
て
い
る

韓
元
震
の
結
論
は

上
記

②

筆
者
の
分
類
で
は
Ｃ
類

を
朱
熹
定
論
と
す
る

②
を
定
論
と
す
る
韓
元
震
の
結
論
は
主
と
し
て

大
學
章
句

と

大
學
或
問

の
内
容
に
對
す
る
檢
討
結
果
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
る

そ
し
て
筆
者
も
ま
た

韓
元
震
の
結
論
に
贊
同
す
る
も
の
で
あ
り

そ
の
論
證

内
容
も

ほ
ぼ
首
肯
し
得
る
も
の
と
考
え
て
い
る

但
し
複
數
の
自
欺
說
の
中
か
ら
朱
熹
定
論
を
鑑
別
し
確
定
す
る
指
標
と
し
て

章
句

或
問

を
用
い
る
に
當
た

て
は

現
行
の
兩
書
が
晚
年
絶
筆
も
し
く
は
そ
れ
に
準
ず
る
著
作
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
ら
ね
ば
な
る

ま
い

そ
し
て
こ
の
前
提
に
立
つ
こ
と
の
妥
當
性
に
對
す
る
檢
證
が

韓
元
震
に
あ

て
は
な
お

十
分
と
は
言
い
難
い

そ
こ
で

韓
元
震
の
着
想
に
據

て
自
欺
說
を
分
類
整
理
し

更
に
現
行
本

章
句

或
問

に
對
す
る
先
行
硏
究
の
成
果
を
踏
ま

え
た
上
で

朱
熹
自
欺
說
を
總
合
的
に
檢
討
す
る

そ
の
檢
討
を
通
し
て
朱
熹
自
欺
說
の
定
論
を
確
定
す
る
と
と
も
に

現
行
本

章
句

或
問

が
そ
れ
ぞ
れ
の
決
定
稿

晚
年
絶
筆

で
あ
る
こ
と
に
對
し
て
も
傍
證
を
與
え
た
い
と
思
う
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２

以
下

各
分
類
項
目
ご
と
に
具
體
的
事
例
を
編
年
配
列
し

附
表
と
し
て
揭
げ
る

附
表
の
作
成
に
際
し
て
は

語
類

文
集

を

調
査
對
象
と
し
た

對
象
と
な

た

自
欺

の
用
例
を
含
む
資
料
の
件
數
は

語
類

は
全

條

文
集

は
全

件
で
あ
る

75

39

（６）

こ
れ
ら
自
欺
に
言
及
す
る
資
料
中
か
ら

自
欺
の
槪
念
規
定
に
關
わ
る
内
容
を
持
つ
も
の
を
選
ん
で
檢
討
對
象
と
し
た

な
お

經
筵
講

義

大
學
章
句

大
學
或
問

は

こ
れ
ら
附
表
所
載
諸
資
料
に
對
す
る
分
析
檢
討
を
經
た
上
で
總
合
的
に
そ
の
内
容
を
吟
味
檢
證
す

る
と
い
う
手
順
を
採
る
が
故
に

附
表
の
揭
載
對
象
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い

附
表
中

繫
年
の
欄
に
記
載
し
た
の
は
朱
熹
の
年
齡

繫
年
の
根
據
は

語
類

の
場
合
は
記
錄
者
の
所
聞
年
次

朱
子
語
錄
姓
氏

田
中
謙
二
二
〇
〇
一
年

に

文
集

所
收
書
翰
の
場
合
は

陳
來
二
〇
〇
七
年
の
考
證
に
從

て
い
る

ま
た
所
聞
年
次
中

某
年

以
後
所
聞
と
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は

年
齡
の
後
ろ
に
波
線
を
附
し
た

所
聞
年
次
が
未
詳
の
場
合
は

繫
年
の
欄
に

？

を
記
し
た

上
記
以
外
の
繫
年
に
關
し
て
は

出
典
の
箇
所
に
注
を
施
し
て
根
據
を
示
し
た

附
表
１

Ａ
類

兩
箇
心
と
小
人
閑
居
爲
不
善
の
雙
方
を
自
欺
と
す
る
も
の

繫
年

出
典

自
欺
說
摘
錄

①

語
類
卷

條

○
自
欺
只
是
於
理
上
虧
欠
不
足

便
胡
亂
且
欺
謾
過
去

如
有
得
九
分
義
理

雜
了
一
分
私
意

便

68

16

100

錢
木
之
錄

是
自
欺

a

○
到
得
厭
然
揜
著
之
時

又
其
甚
者

b
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②

語
類
卷

條

○
凡
惡
惡
之
不
實

爲
善
之
不
勇

外
然
而
中
實
不
然

或
有
所
爲
而
爲
之

或
始
勤
而
終
怠

或

69

16

106

沈
僩
錄

九
分
爲
善

尚
有
一
分
苟
且
之
心

皆
不
實
而
自
欺
之
患
也

a

○
所
謂
爲
惡
於
隱
微
之
中

而
詐
善
於
顯
明
之
地

是
所
謂
自
欺
以
欺
人
也

然
人
豈
可
欺
哉

人

之
視
己

如
見
其
肺
肝
然

則
欺
人
者
適
所
以
自
欺
而
已

b

③

語
類
卷

條

○
因
說
自
欺
欺
人
曰

欺
人
亦
是
自
欺

此
又
是
自
欺
之
甚
者

69

18

125

b

沈
僩
錄

○
且
如
爲
善

自
家
也
知
得
是
合
當
爲

也
勉
強
去
做

只
是
心
裏
又
有
些
便
不
消
如
此
做
也
不
妨

底
意
思

如
不
爲
不
善

心
裏
也
知
得
不
當
爲
而
不
爲

雖
是
不
爲

然
心
中
也
又
有
些
便
爲
也

不
妨
底
意
思

此
便
是
自
欺

便
是
好
善
不
如
好
好
色

惡
惡
不
如
惡
惡
臭

便
做
九
分
九
釐
九

毫
要
爲
善

只
那
一
毫
不
要
爲
底

便
是
自
欺

便
是
意
不
實
矣

a

④

語
類
卷

條

○
國
秀
問

大
學
誠
意

看
來
有
三
樣

一
則
内
全
無
好
善
惡
惡
之
實

而
專
事
掩
覆
於
外
者

此

70

16

78

呂
燾
錄

不
誠
之
尤
也

一
則
雖
知
好
善
惡
惡
之
爲
是

而
隱
微
之
際

又
苟
且
以
自
瞞
底

（７）

b

b

一
則
知
有
未
至

隨
意
應
事

而
自
不
覺
陷
於
自
欺
底

曰

這
箇
不
用
恁
地
分

只
是
一

a

路

都
是
自
欺

但
有
深
淺
之
不
同
耳

⑤

語
類
卷

條

○
次
早
云

夜
來
國
秀
說
自
欺
有
三
樣
底

後
來
思
之

是
有
這
三
樣
意
思

然
却
不
是
三
路

只

70

16

79

呂
燾
錄

是
一
路

有
淺
深
之
不
同

Ａ
類
は
兩
箇
心
と
小
人
閑
居
爲
不
善
の
雙
方
を
自
欺
と
見
な
す
も
の
で
あ
る

う
ち
前
者
に
係
る
部
分
に
は

を

後
者
に
係
る

a
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部
分
に
は

を
そ
れ
ぞ
れ
末
尾
に
附
し

判
斷
の
根
據
を
示
し
た

b
に
つ
い
て
言
え
ば

①

如
有
得
九
分
義
理

雜
了
一
分
私
意

②

或
九
分
爲
善

尚
有
一
分
苟
且
之
心

③

便
做
九

a

分
九
釐
九
毫
要
爲
善

只
那
一
毫
不
要
爲
底

は

い
ず
れ
も
自
欺
の
内
容
と
し
て
不
善
の
わ
ず
か
な
夾
雜
を
擧
げ
る
も
の
で
あ
る

そ

し
て

九
分
對
一
分
で
あ
れ

九
分
九
釐
九
毫
對
一
毫
で
あ
れ

志
向
の
相
反
す
る
二
心
の
倂
存
を
意
味
す
る
が
故
に

こ
れ
ら
は
ま
さ

に
兩
箇
心
に
相
當
す
る

と
こ
ろ
で
そ
の
不
善
の
夾
雜
を
自
欺
と
結
び
つ
け
る
に
際
し
て

②

惡
惡
之
不
實

不
實
而
自
欺

③

便
是
自
欺

便
是
意
不

實
矣

と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い

こ
の
文
脈
で
は

不
善
の
夾
雜
が
混
入
す
る
こ
と
に
よ

て
爲

善
去
惡
の
意
志
意
欲
が
純
一
無
雜

十
全

で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
を

不
實

み
た
ず

と
稱
し
て
い
る

ま
た
夾
雜
が
存
在
す
る
と

は

一
分
に
せ
よ
一
毫
に
せ
よ

多
少
と
も
純
度
を
欠
い
た
在
り
方
で
あ
る
が
故
に

こ
れ
ら
の
不
實
は
ま
た

語
類

卷
一
六

一

〇
八
條
に
お
け
る

欠
了
分
數

と
も
多
分
に
重
な
り
合
う
槪
念
で
あ
る

朱
熹
自
欺
說
の
定
論
を
見
定
め
て
い
く
上
で

實
は
こ
の

不

實

は
關
鍵
語
の
一
つ
と
な
る
が
故
に

こ
こ
で
預
め
注
意
を
喚
起
し
て
お
く
次
第
で
あ
る

に
つ
い
て
言
え
ば

小
人
閑
居
爲
不
善
に
類
す
る
あ
り
方

欺
人

が

①

又
其
甚
者

③

此
又
是
自
欺
之
甚
者

と
表

b

現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い

Ａ
類
に
あ

て
同
じ
く
自
欺
と
さ
れ
る
あ
り
方
の
中
で
も

と

と
で
は

そ

a

b

の
不
善
の
度
合
い
に
大
き
な
開
き
が
有
る

と
り
わ
け

九
分
九
釐
九
毫
ま
で
爲
善
の
意
志
で
滿
た
さ
れ
な
が
ら

わ
ず
か
に
一
毫

そ

れ
を
望
ま
ぬ
氣
持
ち
が
混
在
し
て
い
る

と
い

た
あ
り
方

③

と

内
面
の
惡
意
を
糊
塗
し
て
善
を
裝
い
人
目
を
欺
く
よ
う
な
あ
り

方
と
で
は

兩
者
の
閒
に
大
き
な
懸
隔
が
有
る

後
者
が

自
欺
の
甚
だ
し
き
も
の

と
稱
さ
れ
る
所
以
で
あ
り

ま
た
こ
の
懸
隔
が
④

に
言
う

深
淺
之
不
同

⑤
に
言
う

淺
深
之
不
同

に
他
な
ら
な
い
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こ
れ
を
要
す
る
に

兩
者
を
深
淺
の
差
異
と
見
な
し
て
と
も
に
自
欺
の
範
疇
に
取
り
込
む
の
が
Ａ
類
の
立
場

兩
者
を
異
質
な
も
の
と

見
な
し
て
後
者
を
自
欺
の
範
疇
か
ら
除
外
す
る
の
が
Ｃ
類
の
立
場
だ

と
い
う
こ
と
に
な
る

３

附
表
２

Ｂ
類

小
人
閑
居
爲
不
善
を
自
欺
と
す
る
も
の

繫
年

出
典

自
欺
說
摘
錄

①

語
類
卷

條

○
某
之
言

却
即
說
得
那
箇
自
欺
之
根

69

70

16

109

d

沈
僩
錄

○
自
欺
却
是
敬
子
容
字
之
意

容
字
却
說
得
是

蓋
知
其
爲
不
善
之
雜

而
又
蓋
庇
以
爲
之

此

方
是
自
欺

c

○
謂
如
人
有
一
石
米

却
只
有
九
斗

欠
了
一
斗

此
欠
者
便
是
自
欺
之
根

d

○
自
家
却
自
蓋
庇
了

嚇
人
說
是
一
石

此
便
是
自
欺

c

○
謂
如
人
爲
善

他
心
下
也
自
知
有
箇
不
滿
處

他
却
不
說
是
他
有
不
滿
處

却
遮
蓋
了

硬
說

我
做
得
是

這
便
是
自
欺

c

○
某
之
說

却
說
高
了

移
了
這
位
次
了

所
以
人
難
曉

d

○
今
若
只
恁
地
說
時

便
與
那
小
人
間
居
爲
不
善
處

都
說
得
貼
了

c

②

語
類
卷

條

○
如
小
人
閒
居
爲
不
善
底
一
段

便
是
自
欺
底

69

70

16

110

c

沈
僩
錄

○
某
舊
說
忒
說
闊
了

高
了

深
了

d
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Ｂ
類
は
小
人
閑
居
爲
不
善
を
自
欺
と
す
る
も
の
で
あ
る

但
し
こ
の
要
素
自
體
は
Ａ
類
の
中
に
も
含
ま
れ
て
い
る

附
表
１

中
の

項

Ａ
類
と
Ｂ
類
と
の
相
違
點
は

兩
箇
心
を
自
欺
と
見
な
す
か
否
か
に
在
る

よ

て

附
表
２

で
は

小
人
閑
居
爲
不
善

b
を
自
欺
と
見
な
す
部
分
に
は

を

兩
箇
心
を
自
欺
と
見
な
す
見
解
を
否
定
す
る
部
分
に
は

を

そ
れ
ぞ
れ
末
尾
に
附
し
た

c

d

項
と

項
の
二
要
件
を
と
も
に
滿
た
す
Ｂ
類
は

管
見
の
及
ぶ
限
り

第
一
章
で
檢
討
濟
み
の

語
類

卷
一
六

一
〇
九

c

d

一
一
〇
の
兩
條
の
み
で
あ
る

但
し

經
筵
講
義

に
つ
い
て
は
別
途
檢
討
す
る

そ
し
て
こ
の
兩
條
は

既
に
指
摘
し
た
通
り

注
釋
と
し
て
の
分
か
り
易
さ
を
追
求
す
る
問
題
意
識
の
も
と
で
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

朱
熹
自
欺
說
全
體
の
中
に
占
め
る
量
的
な
少

な
さ
と
も
相
ま

て

少
な
か
ら
ず
特
異
な
も
の
と
い
う
印
象
は
否
め
な
い

４

な
お
Ｂ
類
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
以
下
の
二
例
を
擧
げ
て
お
き
た
い

こ
れ
は

附
表
２

に
お
け
る
二
要
件
の
う
ち

項
の

c

み
を
滿
た
す
も
の
で
あ
る

兩
箇
心
も
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
あ
り
方
に
對
す
る
言
及
を
欠
く
た
め

朱
熹
が
そ
れ
を
自
欺
と
見
な
し
て

い
た
の
か
否
か
に
關
し
て
は
未
詳
で
あ
る

今
こ
れ
を
假
に

類
と
す
る

B'

附
表
３

類
B'

繫
年

出
典

自
欺
說
摘
錄

①

語
類
卷

條

○
自
欺

非
是
心
有
所
慊

外
面
雖
爲
善
事

其
中
却
實
不
然

乃
自
欺
也

譬
如
一
塊
銅

外

51

16

73

萬
人
傑
錄

面
以
金
裹
之

便
不
是
真
金
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②

？

語
類
卷

條

○
或
問
自
慊
自
欺
之
辨

曰

譬
如
作
蒸
餅

一
以
極
白
好
麵
自
裏
包
出

内
外
更
無
少
異

所

16

87

李
壮
祖
錄

謂
自
慊
也

一
以
不
好
麵
做
心

却
以
白
麵
作
皮

務
要
欺
人

然
外
之
白
麵
雖
好
而
易
窮

内
之
不
好
者
終
不
可
揜

則
乃
所
謂
自
欺
也

５

附
表
４

Ｃ
類

兩
箇
心
を
自
欺
と
す
る
も
の

繫
年

出
典

自
欺
說
摘
錄

①

語
類
卷

條

○
問
意
誠

曰

表
裏
如
一

便
是

但
所
以
要
得
表
裏
如
一

却
難

今
人
當
獨
處
時

此
心

68

16

101

曾
祖
道
錄

非
是
不
誠

只
是
不
奈
何
他

今
人
在
靜
處

非
是
此
心
要
馳
騖

但
把
捉
他
不
住

此
已
是

兩
般
意
思

e

○
至
如
見
君
子
而
後
厭
然
詐
善
時

已
是
第
二
番
罪
過
了

f

②

文
集
卷

答
孫
敬

○
蓋
自
欺
自
慊
兩
事

正
相
抵
背

纔
不
自
欺

即
其
好
惡
真
如
好
好
色

惡
惡
臭

69

63

e

甫

第

書

○
故
其
文
曰

所
謂
誠
其
意
者

毋
自
欺
也

而
繼
之
曰

如
惡
惡
臭

如
好
好
色

即
是
正
言

6

不
自
欺
之
實

而
其
下
句
乃
云

此
之
謂
自
慊

即
是
言
如
惡
惡
臭

好
好
色

便
是
自
慊

e

○
所
論
謹
獨
一
節

亦
似
太
說
開
了

須
知
即
此
念
慮
之
間

便
當
審
其
自
欺
自
慊
之
向
背

以
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存
誠
而
去
偽

不
必
待
其
作
姦
行
詐

干
名
蹈
利

然
後
謂
之
自
欺
也

f

○
小
人
閒
居
以
下

則
是
極
言
其
弊
必
至
於
此

以
爲
痛
切
之
戒

非
謂
到
此
方
是
差
了
路
頭
處

也

f

③

語
類
卷

條

○
所
謂
誠
其
意
者

毋
自
欺
也

注
云

心
之
所
發

陽
善
陰
惡

則
其
好
善
惡
惡

皆
爲
自
欺

69

16

74

沈
僩
錄

而
意
不
誠
矣

e

○
而
今
說
自
欺

未
說
到
與
人
說
時

方
謂
之
自
欺

f

○
只
是
自
家
知
得
善
好

要
爲
善

然
心
中
却
覺
得
微
有
些
沒
緊
要
底
意
思

便
是
自
欺

便
是

虚
偽
不
實
矣

e

○
正
如
金

已
是
真
金
了

只
是
鍛
錬
得
微
不
熟

微
有
些
渣
滓
去
不
盡

顏
色
或
白

或
青

或
黄

便
不
是
十
分
精
金
矣

e

④

語
類
卷

條

○
又
況
經
文
誠
其
意
者

毋
自
欺
也

這
說
話
極
細

蓋
言
爲
善
之
意
稍
有
不
實

照
管
少
有
不

69

16

107

沈
僩
錄

到
處

便
爲
自
欺

e

○
未
便
說
到
心
之
所
發

必
有
陰
在
於
惡

而
陽
爲
善
以
自
欺
處

若
如
此

則
大
故
無
狀

有

意
於
惡

非
經
文
之
本
意
也

f

○
所
謂
心
之
所
發

陽
善
陰
惡

乃
是
見
理
不
實

不
知
不
覺
地
陷
於
自
欺

e

○
非
是
陰
有
心
於
爲
惡

而
詐
爲
善
以
自
欺
也

如
公
之
言

須
是
鑄
私
錢

假
官
會

方
爲
自

欺

大
故
是
無
状
小
人

此
豈
自
欺
之
謂
邪

f
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○
又
曰

所
謂
毋
自
欺
者

正
當
於
幾
微
毫
釐
處
做
工
夫

只
幾
微
之
間
少
有
不
實

便
爲
自
欺

e

○
豈
待
如
此
狼
當

至
於
陰
在
爲
惡

而
陽
爲
善

而
後
謂
之
自
欺
邪

此
處
語
意
極
細

不
可

草
草
看

f

○
此
處
工
夫
極
細

未
便
說
到
那
粗
處

所
以
前
後
學
者
多
說
差
了

蓋
爲
牽
連
下
文
小
人
間
居

爲
不
善
一
段
看
了

所
以
差
也

f

⑤

語
類
卷

條

○
敬
子
問

所
謂
誠
其
意
者

毋
自
欺
也

注
云

外
爲
善
而
中
實
未
能
免
於
不
善
之
雜

某
意

69

70

16

108

沈
僩
錄

欲
改
作
外
爲
善
而
中
實
容
其
不
善
之
雜

如
何

蓋
所
謂
不
善
之
雜

非
是
不
知

是
知
得
了

又
容
著
在
這
裏

此
之
謂
自
欺

曰

不
是
知
得
了

容
著
在
這
裏

是
不
柰
他
何
了

不
能

不
自
欺

f

○
容
字
又
是
第
二
節

縁
不
柰
他
何

所
以
容
在
這
裏

f

○
大
概
以
爲
有
纖
毫
不
善
之
雜

便
是
自
欺

自
欺

只
是
自
欠
了
分
數

恰
如
淡
底
金

不
可

不
謂
之
金

只
是
欠
了
分
數

如
爲
善

有
八
分
欲
爲

有
兩
分
不
爲

此
便
是
自
欺

是
自

欠
了
這
分
數

e

○
一
則
誠

雜
則
偽

只
是
一
箇
心

便
是
誠

才
有
兩
箇
心

便
是
自
欺

好
善
如
好
好
色

惡
惡
如
惡
惡
臭

他
徹
底
只
是
這
一
箇
心

所
以
謂
之
自
慊

若
才
有
些
子
間
雜

便
是
兩
箇

心

便
是
自
欺

e
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○
如
自
家
欲
爲
善

後
面
又
有
箇
人
在
這
裏
拗
你
莫
去
爲
善

欲
惡
惡

又
似
有
箇
人
在
這
裏
拗

你
莫
要
惡
惡

此
便
是
自
欺

e

Ｃ
類
は
兩
箇
心
を
自
欺
と
す
る
も
の
で
あ
る

但
し
こ
の
要
素
自
體
は
Ａ
類
に
も
含
ま
れ
て
い
る

附
表
１

中
の

項

Ａ

a

類
と
Ｃ
類
の
相
違
點
は

小
人
閑
居
爲
不
善
を
自
欺
と
見
な
す
か
否
か
に
在
る

そ
こ
で

附
表
４

で
は

兩
箇
心
を
自
欺
と
見
な
す

部
分
に
は

を

小
人
閑
居
爲
不
善
と
自
欺
と
を
區
別
す
る
立
場
を
示
す
部
分
に
は

を

そ
れ
ぞ
れ
の
末
尾
に
附
し
た

e

f

e

の
兩
項
を
滿
た
す
の
が
Ｃ
類
の
要
件
で
あ
る

f
附
表
４

の
う
ち

⑤
に
つ
い
て
は
既
に
第
一
章
で
檢
討
を
濟
ま
せ
て
い
る

こ
の
⑤
と
内
容
的
に
も
關
連
し

か
つ

項
の

f

立
場
を
最
も
明
快
に
示
す
の
が
④
で
あ
る

末
尾
の
一
文
が
示
す
よ
う
に
本
條
で
は

學
ぶ
者
の
多
く
が
自
欺
の
解
釋
を
誤

て
き
た
の

は

自
欺
を
下
文
の
小
人
閑
居
爲
不
善
と
結
び
つ
け
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
か
ら
だ

と
斷
じ
て
い
る

そ
し
て
小
人
閑
居
爲
不
善
の
よ

う
に

内
心
の
惡
意
を
覆
い
隱
し
て
人
目
を
欺
く
行
爲
は
意
圖
的
な
惡
行

有
意
於
惡

大
い
な
る
惡
逆

大
故
無
狀

大
故
是

無
狀
小
人

で
あ

て

そ
の
よ
う
な
も
の
を
自
欺
と
見
な
す
の
は
經
文
の
本
意
で
は
な
い

と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る

非
經
文
之
本

意
也

此
豈
自
欺
之
謂
邪

更
に

そ
の
よ
う
な
惡
逆
な
る
行
爲
と
經
文
の
說
く
自
欺
の
あ
り
方
と
を

粗

細

と
い
う
語
で

對
比
し
て
い
る

此
處
工
夫
極
細

未
便
說
到
那
粗
處

こ
れ
は
⑤
に
お
い
て
李
燔
自
欺
說
と
自
說
を

粗

精

の
語
で
對
比
し

た
立
場
と
通
底
す
る

そ
し
て

細

字
に
よ

て
形
容
さ
れ
た
自
欺
の
内
實
が

こ
こ
で
も

不
實

の
二
文
字
で
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
て
お

き
た
い

這
說
話
極
細

蓋
言
爲
善
之
意
稍
有
不
實

照
管
少
有
不
到
處

便
爲
自
欺

③
に
お
け
る

只
是
自
家
知
得
善
好

要
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爲
善

然
心
中
却
覺
得
微
有
些
沒
緊
要
底
意
思

便
是
自
欺

便
是
虛
僞
不
實
矣

も
同
趣
旨
で
あ
る

爲
善
去
惡
の
意
が
聊
か
で
も

純
一
さ
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
有
れ
ば

そ
れ
が
不
實
で
あ
り
自
欺
で
あ
る

露
骨
な
惡
意
の
存
在
を
對
象
と
す
る
の
で
は
な
く

内
心
の

微
細
な
葛
藤
を
對
象
と
す
る
が
故
に

精

細

と
形
容
さ
れ
る
の
で
あ
る

ま
た
そ
の
よ
う
な
葛
藤
は

自
身
の
理
性
や
意
志
と
は

無
關
係
に
生
じ
得
る
も
の

ま
さ
に
覺
え
ず
知
ら
ず
に
抱
え
込
ん
で
し
ま
う
も
の
で
あ
り

不
知
不
覺
地
陷
於
自
欺

④

だ
か
ら

こ
そ
自
分
で
は
如
何
と
も
し
難
い
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る

是
不
柰
他
何
了

不
能
不
自
欺

⑤

な
お
自
欺
の
說
明
と
し
て
用
い
ら
れ
た
比
喩
に
つ
い
て
も
一
言
觸
れ
て
お
き
た
い

③
に
お
け
る
金
の
比
喩
は

附
表
３

類
の

B'

①
に
お
け
る
銅
の
比
喩

②
に
お
け
る
蒸
餠
の
比
喩
と

形
の
上
で
は
類
似
し
て
い
る

但
し
金
の
比
喩
は

精
鍊
の
不
徹
底
か
ら
不
純

物

渣
滓

が
殘
存
混
入
し
て
純
金
と
は
な
り
得
な
か

た
場
合
を
指
し

爲
善
去
惡
の
志
向
が
純
一
た
り
得
ず
不
實
で
あ
る
こ
と
を

喩
え
て
い
る

一
方

銅
の
比
喩
は

銅
の
表
面
だ
け
を
金
で
覆
う
行
爲

蒸
餠
の
比
喩
は

内
側
に
は
粗
惡
な
粉
を
用
い
表
面
だ
け
は

上
質
の
粉
を
用
い
る
行
爲

い
ず
れ
も
意
圖
的
に
内
實
を
僞

て
人
目
を
欺
く
行
爲
を
指
し
て
お
り

そ
れ
ぞ
れ
の
比
喩
の
含
意
す
る
と

こ
ろ
は
質
的
に
全
く
異
な
る

こ
の
質
的
な
差
異
が
卽
ち

何
を
以
て
自
欺
と
見
な
す
か
に
關
し
て
の

發
言
時
に
お
け
る
立
場
見
解
の

相
違
と
對
應
し
て
い
る
の
で
あ
る

實
際

Ｃ
類
の
立
場
で
は

硬
貨
僞
造
や
僞
札
造
り
を
自
欺
と
見
な
す
よ
う
な
考
え
方
は

嚴
し
く

退
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

附
表
４

④

如
公
之
言

須
是
鑄
私
錢

假
官
會

方
爲
自
欺

大
故
是
無
狀
小
人

此
豈
自
欺
之

謂
邪今

一
つ
重
要
な
問
題
が
有
る

自
欺
と
切
り
離
さ
れ
た
小
人
閑
居
爲
不
善
は

Ｃ
類
の
立
場
に
あ

て
は

傳
六
章
の
中
で
果
た
し
て

ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か

大
學
章
句

傳
六
章
に

所
謂
誠
其
意
者

毋
自
欺
也

如
惡
惡
臭

如
好
好
色

此
之
謂
自
慊

故
君
子
必
愼
其
獨
也

と
あ
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る
通
り

愼
獨
と
は
自
欺
を
禁
遏
す
る
工
夫

從

て
毋
自
欺
と
愼
獨
は
工
夫
と
し
て
同
義
で
あ
る

と
こ
ろ
で
自
欺
と
自
慊
と
は

ま
さ
に
表
裏
の
關
係
に
あ
る

②

蓋
自
欺
自
慊
兩
事

正
相
抵
背

愼
獨
を
實
踐
で
き
れ
ば
自
慊

が
實
現
す
る
が

愼
獨
を
怠
れ
ば
自
欺
は
そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
る

換
言
す
れ
ば
愼
獨
と
は

自
慊
か
自
欺
か

そ
の
向
背
の
分
岐
點
を

ま
さ
に
そ
の
工
夫
の
場
と
す
る
の
で
あ
る

②

所
論
謹
獨
一
節

亦
似
太
說
開
了

須
知
卽
此
念
慮
之
閒

便
當
審
其
自
欺
自
慊
之
向

背

以
存
誠
而
去
僞

繰
り
返
す
よ
う
に
自
欺
と
は

自
己
心
中
に
巢
く
う
か
す
か
な
夾
雜
物
の
存
在
が
爲
善
去
惡
の
意
志
の
純
一
さ
を
阻
碍
し
て
い
る
狀
態

不
實
で
あ
る

こ
の
不
實
を

そ
の
芽
の
う
ち
に
摘
み
取

て
し
ま
う
の
が
毋
自
欺
で
あ
り
愼
獨
で
あ
る

④

又
曰

所
謂
毋
自
欺

者

正
當
於
幾
微
毫
釐
處
做
工
夫

只
幾
微
之
閒
少
有
不
實

便
爲
自
欺

そ
し
て
愼
獨
の
實
踐
に
努
め
る
の
は
君
子

こ
れ
を
怠

る
の
が
小
人
で
あ
る

因
み
に

中
庸
章
句

第
一
章
の

故
君
子
愼
其
獨
也

に
對
す
る
朱
注
に
お
い
て
も
愼
獨
は

人
欲
を
そ
の
萌
芽
の
う
ち
に
禁
遏
す

る
こ
と
で

道
か
ら
大
き
く
逸
脫
す
る
よ
う
な
事
態
を
未
然
に
防
ぐ
工
夫
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

換
言
す
る
に

愼
獨
を
怠
れ

ば
人
欲
は
暗
々
裡
に
滋
長
し

つ
い
に
は
道
か
ら
大
き
く
逸
脫
す
る
と
い
う
結
果
を
招
く
の
で
あ
る
（８）

し
て
み
れ
ば
小
人
閑
居
爲
不
善
と
は

愼
獨
の
工
夫
を
怠
り
自
欺
を
そ
の
芽
の
う
ち
に
摘
み
取

て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
な
か

た
結

果
と
し
て
發
生
す
る
弊
害
を
極
論
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い

②

小
人
閒
居
以
下

則
是
極
言
其
弊
必
至
於
此

以
爲
痛
切
之
戒

卽
ち
小
人
閑
居
爲
不
善
は
自
欺
そ
の
も
の
で
は
な
く

あ
く
ま
で
も
自
欺
か
ら
二
次
的
に
派
生
し
た
罪
過
な
の
で
あ
る

①

至
如
見
君

子
而
後
厭
然
詐
善
時

已
是
第
二
番
罪
過
了

な
お
そ
の
①
で
は

自
分
で
は
如
何
と
も
し
難
く
自
己
の
心
を
制
御
し
切
れ
ず

二
つ
心
と
な

た
狀
態

自
欺

を
取
り
上
げ
た
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上
で

こ
れ
を

二
次
的
に
派
生
し
た
も
の
と
し
て
の
小
人
閑
居
爲
不
善
と
對
置
し
區
別
し
て
い
る

そ
こ
で
の

不
奈
何
他

兩
般

意
思

第
二
番
罪
過

は
そ
れ
ぞ
れ

⑤
に
お
け
る

不
柰
他
何

兩
箇
心

第
二
節

と
對
應
し
て
お
り

そ
の
意
味
で
は
①
も

⑤
と
多
分
に
そ
の
發
想
を
共
有
す
る
も
の
だ
と
言
え
る

ま
た

自
欺

愼
獨

小
人
閑
居
爲
不
善

の
關
係
を
明
示
す
る
點
で
は

②

答
孫
敬
甫

第
六
書
の
存
在
が
極
め
て
重
要
で
あ
る

同
書
に
つ
い
て
は

章
句

或
問

の
自
欺
說
を
檢
討
す
る
際
に
改
め
て

言
及
す
る
こ
と
に
な
る

６

な
お
Ｃ
類
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
以
下
の
六
例
を
擧
げ
て
お
く

こ
れ
は

附
表
４

に
お
け
る
二
要
件
の
う
ち

項
の
み
を

e

滿
た
す
も
の

卽
ち
兩
箇
心
を
自
欺
と
す
る
立
場
は
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の

小
人
閑
居
爲
不
善

も
し
く
は
そ
れ
に
準
ず
る
あ
り
方

に
對
す
る
言
及
を
欠
き

Ａ
類
と
Ｃ
類
の
い
ず
れ
に
も
分
類
し
か
ね
る
も
の
で
あ
る

今
こ
れ
を
假
に

類
と
す
る

C'

附
表
５

類
C'

繫
年

出
典

自
欺
說
摘
錄

①

？

語
類
卷

條

○
所
謂
自
欺
者

非
爲
此
人
本
不
欲
爲
善
去
惡

但
此
意
隨
發

常
有
一
念
在
内
阻
隔
住

不
放

16

75

李
壮
祖
錄

教
表
裏
如
一

便
是
自
欺

②

語
類
卷

條

○
自
欺
是
箇
半
知
半
不
知
底
人

知
道
善
我
所
當
爲

却
又
不
十
分
去
爲
善

知
道
惡
不
可
作

60

16

71

楊
道
夫
錄

却
又
是
自
家
所
愛

舍
他
不
得

這
便
是
自
欺
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③

語
類
卷

條

○
如
今
人
雖
欲
爲
善

又
被
一
箇
不
欲
爲
善
之
意
來
妨
了

雖
欲
去
惡

又
被
一
箇
尚
欲
爲
惡
之

62

16

191

葉
賀
孫
錄

意
來
妨
了

蓋
其
知
之
不
切

故
爲
善
不
是
他
心
肯
意
肯

去
惡
亦
不
是
他
心
肯
意
肯

這
箇

便
是
自
欺

便
是
不
誠

④

語
類
卷

條

○
若
知
之
已
至

則
意
無
不
實

惟
是
知
之
有
毫
末
未
盡

必
至
於
自
欺

且
如
做
一
事
當
如
此

64

65

16

69

葉
賀
孫
錄

決
定
只
著
如
此
做

而
不
可
以
如
彼

若
知
之
末
至

則
當
做
處
便
夾
帶
這
不
當
做
底
意
在

（９）

當
如
此
做

又
被
那
要
如
彼
底
心
牽
惹

這
便
是
不
實

便
都
做
不
成

⑤

語
類
卷

條

○
人
固
有
終
身
爲
善
而
自
欺
者

不
特
外
面
有

心
中
欲
爲
善

而
常
有
箇
不
肯
底
意
思

便
是

65

16

80

董
拱
壽
錄

自
欺
也

⑥

語
類
卷

條

○
問

誠
其
意
者

毋
自
欺
也

近
改
注
云

自
欺
者

心
之
所
發
若
在
於
善

而
實
則
未
能

69

16

88

沈
僩
錄

不
善
也

若
字
之
義
如
何

曰

若
字

只
是
外
面
做
得
來
一
似
都
善

其
實
中
心
有
些
不
愛

（10）

此
便
是
自
欺

①
で
は
爲
善
去
惡
を
欲
し
な
が
ら
も

一
方
で
そ
れ
を
阻
も
う
と
す
る
一
念
が
内
心
に
は
ら
ま
れ
て
い
る
狀
態
が
自
欺
と
さ
れ
て
い
る

ま
た
③
で
は
爲
善
去
惡
を
望
む
一
方
で

そ
れ
と
は
相
反
す
る
氣
持
ち
に
よ

て
妨
げ
ら
れ

心
底
か
ら
望
む
こ
と

心
肯
意
肯

が

で
き
な
く
な

た
狀
態
が
自
欺
と
さ
れ
て
い
る

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
志
向
の
相
反
す
る
二
心
の
倂
存
を
指
す
も
の
で
あ
り

兩
箇
心
に

相
當
す
る

他
も
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
る

な
お
④
で
は

そ
の
よ
う
な
心
の
あ
り
方
が
不
實
と
表
現
さ
れ
て
い
る
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三

經
筵
講
義

の
自
欺
說

１

前
章
で
は
朱
熹
自
欺
說
を
三
類
に
分
類
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
實
例
を
參
照
し

各
類
自
欺
說
の
特
徵
を
分
析
し
た

以
下
の
二
章
で
は
そ

の
分
析
結
果
を
踏
ま
え
た
上
で

經
筵
講
義

大
學
章
句

大
學
或
問

の
自
欺
說
を
檢
討
す
る

ま
ず
本
章
は

經
筵
講
義

を

取
り
上
げ
る

朱
熹
は
紹
熙
五
年

一
一
九
四

六
十
五
歳

卽
位
閒
も
な
い
寧
宗
に
對
し
て
侍
講
と
し
て

大
學

を
進
講
し
た

そ
の
講
義
錄

（11）

が

朱
文
公
文
集

卷
一
五

經
筵
講
義

で
あ
る

經
筵
講
義

は

大
學

の
經
一
章
及
び
傳
一
章

傳
六
章
を
講
じ
た
も
の
で
あ
り

經
文
・
傳
文
の
そ
れ
ぞ
れ
に
注
が
附
さ
れ
て

い
る

注
の
う
ち

臣
熹
曰

で
始
ま
る
部
分
は

章
句

朱
注
に

臣
謹
按

で
始
ま
る
部
分
は

或
問

に
對
應
す
る
が

い
ず

れ
も
現
行
の

章
句

或
問

と
は
異
同
が
有
り

紹
熙
五
年
當
時
の

章
句

或
問

未
定
稿

の
姿
を
今
日
に
傳
え
る
も
の

從

て

章
句

或
問

の
成
立
過
程
を
跡
づ
け
る
上
で
の
重
要
資
料
と
し
て
も
着
目
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
（12）

以
下

經
筵
講
義

に
示
さ
れ
た
自
欺
說
を
摘
錄
し
檢
討
を
加
え
た
い

傳
六
章

傳
文
略

①
臣
熹
曰

毋
者

禁
止
之
辭
也

人
心
本
善

故
其
所
發

亦
無
不
善

但
以
物
欲
之
私

雜
乎
其
閒

是
以
爲
善
之
意

有
所
不

實
而
爲
自
欺
耳

②
臣
熹
曰

閒
居

獨
處
也

厭
然

銷
沮
閉
藏
之
貌

小
人
爲
惡
於
隱
微
之
中

而
詐
善
於
顯
明
之
地

則
自
欺
之
甚
也
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③
臣
謹
按

民
之
秉
彛

本
無
不
善

故
人
心
之
發

莫
不
知
善
之
當
爲
而
欲
爲
之

惟
其
氣
稟
之
雜

物
欲
之
私

有
以
害
之

是
以
爲
善
之
意

有
所
不
實
而
不
免
爲
自
欺
也

④
所
謂
自
欺
者

外
有
欲
善
之
形

而
其
隱
微
之
閒

常
有
不
欲
者
以
拒
乎
内
也

外
有
惡
惡
之
狀

而
其
隱
微
之
閒

常
有
不
惡
者

以
主
乎
中
也

是
以
其
外
雖
公

而
中
則
私

其
形
常
是

而
心
則
否

是
皆
自
欺
之
類
也

⑤
若
小
人
之
自
欺

則
不
惟
形
於
念
慮
之
閒

而
必
見
於
事
爲
之
際

此
知
其
爲
惡
而
揜
之

則
既
不
足
以
自
欺

人
之
視
己
如
見
其

肺
肝

則
又
不
足
以
欺
人

亦
何
益
之
有
哉

ま
ず
目
を
引
く
顯
著
な
特
徵
は

②
に
お
い
て
小
人
閑
居
爲
不
善
を

自
欺
之
甚
也

と
し

ま
た
⑤
に
お
い
て
も
や
は
り
閑
居
爲
不

善
の
内
容
を

小
人
之
自
欺

と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る

こ
れ
は
明
ら
か
に
小
人
閑
居
爲
不
善
を
自
欺
と
結
び
つ
け
る
立
場
で
あ
る

一
方

①
③
で
は
自
欺
が
不
實
の
二
字
に
よ

て
說
明
さ
れ
て
い
る

不
實
は
こ
れ
ま
で
も
注
意
を
拂

て
き
た
語
彙
で
あ
り

し
ば
し

ば
欠
分
數
や
兩
箇
心
と
同
趣
旨
を
意
味
し
た

も
し
こ
の
場
合
も
不
實
が
そ
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
な
ら

經
筵
講
義

自
欺
說
は

兩
箇
心
と
小
人
閑
居
爲
不
善
の
雙
方
を
自
欺
と
す
る
も
の

卽
ち
Ａ
類
に
屬
す
る
も
の
と
な
る

た
だ
④
に
よ

て
明
ら
か
な
よ
う
に

こ
こ
に
言
う
自
欺
と
は

内
心
で
は
爲
善
去
惡
を
全
く
望
ん
で
は
い
な
い
の
に

う
わ
べ
を
取

り
繕

て
爲
善
去
惡
の
意
欲
が
有
る
ふ
り

形

狀

を
裝
う
と
い
う
も
の

卽
ち
意
圖
的
に
不
善
の
内
實
を
隱
蔽
し
て
人
目
を
欺
こ

う
と
す
る
態
度
に
他
な
ら
な
い

結
果
と
し
て
表
裏

外

と

中

形

と

心

は
全
く
裏
腹
と
な
り

既
出
の
比
喩
で
言
え

ば
む
し
ろ
そ
れ
は

銅
の
表
面
だ
け
を
金
で
覆

た
僞
物

表
面
だ
け
上
質
の
粉
を
用
い
た
粗
惡
な
蒸
餠
の
イ
メ

ジ
に
近
い

附
表

３

類

①
②

B'
⑤
に
據
れ
ば
こ
こ
で
の
自
欺
は
な
お

内
心
の
惡
意
を
糊
塗
隱
蔽
す
る
の
み
に
と
ど
ま

て
お
り

そ
れ
が
具
體
的
な
不
善
惡
事
へ
と
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顯
在
化
す
る

見
於
事
爲
之
際

の
が
小
人
之
自
欺
だ
と
い
う

そ
こ
に
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ

い
ず
れ
に
せ
よ

自
分
で
は
如
何
と

も
し
難
い
内
面
の
わ
ず
か
な
葛
藤

と
い
う
自
欺
解
釋
と
は

お
よ
そ
異
質
な
も
の
で
あ
る

卽
ち

自
欺

と

自
欺
之
甚

小
人

之
自
欺

と
い
う
一
定
の
幅
を
以
て
自
欺
が
把
え
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の

そ
の
幅
の
中
に
お
い
て

兩
箇
心

乃
至
は
そ
れ
に
準
ず

る
在
り
方

が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
難
い

以
上
に
よ
り

經
筵
講
義

の
自
欺
說
は
實
質
的
に
Ｂ
類
に
屬
す
る
も
の
と
判
斷
す
る

２

大
學
章
句

大
學
或
問

と

經
筵
講
義

の
閒
に
少
な
か
ら
ぬ
異
同
の
有
る
こ
と
は

多
く
の
先
行
硏
究
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る

う
ち
現
行
本

章
句

が
晚
年
絶
筆
で
あ
り

從

て

經
筵
講
義

現
行
本

章
句

と
い
う
成
立
順
を
想
定
す
べ
き
こ

と
に
つ
い
て
は

廣
く
認
知
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が

或
問

に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い

或
問

六
十
歳

經
筵
講
義

六
十
五
歳

と
い
う
成
立
順
を
前
提
と
し
た
上
で

兩
者
閒
に
お
け
る
異
同
を

經
筵
講
義

に
お
け
る

改
訂

削
除

と
見
な
す
論
考
が

近
年
に
至

て
も
散
見
さ
れ
る

（13）

た
だ

現
行
本

或
問

が

經
筵
講
義

以
降
の
改
訂
を
經
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は

吉
原
文
昭
氏
の

大
學
章
句

硏
究

が
つ
と
に
實
證
的
に
論
證
を
施
し
て
い
る

今

氏
の
論
證
の
要
點
を
一
部
摘
錄
紹
介
し
た
い

語
類

の
條
數
は
引
用
者
に

（14）

よ
る
補
足

末
尾
は
吉
原
氏
著
書
の
頁
數

①

語
類

卷
一
七

二
三
條

曾
祖
道
錄

慶
元
三
年
丁
巳
所
聞

朱
熹
六
十
八
歳

所
引
の

或
問

は

經
筵
講
義

と
は
一

致
せ
ず

現
行
本

或
問

と
一
致
す
る

六
二
四

六
二
六
頁

七
一
六
頁

②

語
類

卷
一
七

二
四
條

沈
僩
錄

慶
元
四
年
戊
午
以
後
所
聞

六
十
九
歳
以
後

所
引
の

或
問

は

經
筵
講
義

と
は
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一
致
せ
ず

現
行
本

或
問

と
ほ
ぼ
對
應
す
る

六
二
七
頁

七
一
六
頁

③

語
類

卷
一
八

九
四
條

輔
廣
錄

紹
熙
五
年
甲
寅
以
後
所
聞

六
十
五
歳
以
後

所
引
の

或
問

語
は

經
筵
講
義

に

は
存
在
せ
ず

現
行
本

或
問

と
一
致
す
る

六
七
二
頁

④

語
類

卷
一
八

九
五
條

王
過
錄

紹
熙
五
年
甲
寅
以
後
所
聞

六
十
五
歳
以
後

所
引
の

或
問

語

③
と
は
別

は

經

筵
講
義

に
は
存
在
せ
ず

現
行
本

或
問

と
一
致
す
る

六
七
二
頁

吉
原
氏
は
③
と
④
の
輔
廣
錄
及
び
王
過
錄
に
つ
き

慶
元
年
閒
の
所
聞
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
指
摘
す
る

六
七
二

六
七
三
頁

そ
し
て

或
問

の
成
立
は

經
筵
講
義

よ
り
も
遲
く

恐
ら
く
は
慶
元
年
閒
で
あ
ろ
う
と
指
摘

六
二
六
頁

よ
り
具
體
的
に
は

慶
元
三

四
年
頃
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
す
る

七
一
六
頁

①
に
お
け
る

經
筵
講
義

と
は
一
致
せ
ず
現
行
本

或
問

と
一
致
す
る

と
い
う
判
定
は
や
や
微
妙
で

檢
討
の
餘
地
な
し
と

し
な
い
が

全
體
と
し
て
氏
の
論
證
は
堅
實
で
あ
り

或
問

は

經
筵
講
義

以
降
の
成
立
と
見
な
す
氏
の
見
解
は
斷
案
と
評
す
べ

き
も
の

全
て
の
朱
子
學
硏
究
者
が
基
礎
的
前
提
と
し
て
共
有
す
べ
き
も
の
だ
と
考
え
る

（15）

四

自
欺
說
の
定
論

大
學
章
句

大
學
或
問

の
檢
討

１

本
章
で
は

大
學
章
句

大
學
或
問

の
自
欺
說
を
檢
討
す
る

さ
ら
に

章
句

自
欺
說
と

或
問

自
欺
說
の
照
應
關
係
を
確
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認
の
上

朱
熹
自
欺
說
の
定
論
を
確
定
し
た
い

ま
ず
は

大
學
章
句

に
つ
い
て

傳
六
章
の
う
ち
自
欺
說
に
關
連
す
る
部
分
の
傳
文
と
朱
注
を
以
下
に
揭
げ
る

朱
注
の
う
ち
音
注

の
部
分
は
省
く

便
宜
上

二
段
に
分
け
る

①

傳
文

所
謂
誠
其
意
者

毋
自
欺
也

如
惡
惡
臭

如
好
好
色

此
之
謂
自
慊

故
君
子
必
愼
其
獨
也

朱
注

誠
其
意
者

自
脩
之
首
也

毋
者

禁
止
之
辭

自
欺
云
者

知
爲
善
以
去
惡

而
心
之
所
發
有
未
實
也

慊

快
也

足
也

獨
者

人
所
不
知
而
己
所
獨
知
之
地
也

言
欲
自
脩
者
知
爲
善
以
去
其
惡

則
當
實
用
其
力

而
禁
止
其
自
欺

使
其
惡
惡

則
如
惡
惡
臭

好
善
則
如
好
好
色

皆
務
決
去

而
求
必
得
之

以
自
快
足
於
己

不
可
徒
苟
且
以
殉
外
而
爲
人
也

然
其
實
與
不

實

蓋
有
他
人
所
不
及
知
而
己
獨
知
之
者

故
必
謹
之
於
此
以
審
其
幾
焉

②

傳
文

小
人
閒
居
爲
不
善

無
所
不
至

見
君
子
而
后
厭
然
揜
其
不
善

而
著
其
善

人
之
視
己

如
見
其
肺
肝
然

則
何
益
矣

此
謂
誠
於
中

形
於
外

故
君
子
必
愼
其
獨
也

朱
注

閒
居

獨
處
也

厭
然

消
沮
閉
藏
之
貌

此
言
小
人
陰
爲
不
善

而
陽
欲
揜
之

則
是
非
不
知
善
之
當
爲
與
惡
之
當
去

也

但
不
能
實
用
其
力
以
至
此
耳

然
欲
揜
其
惡
而
卒
不
可
揜

欲
詐
爲
善
而
卒
不
可
詐

則
亦
何
益
之
有
哉

此
君
子
所
以
重
以

爲
戒

而
必
謹
其
獨
也

①
②
そ
れ
ぞ
れ
の
朱
注
の
内
容
か
ら

朱
熹
の
立
場
を
讀
み
解
い
て
い
き
た
い

ま
ず
①
か
ら

自
欺
の
槪
念
規
定
に
關
わ
る

自
欺
云
者

知
爲
善
以
去
惡

而
心
之
所
發
有
未
實
也

と
い
う
一
文
に
お
い
て

未

實

の
語
彙
が
用
い
ら
れ
て
い
る

未
實
は
不
實
と
同
義
で
あ
り

既
に
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
こ
の
文
脈
に
お
け
る
不
實
と
は

爲
善

去
惡
の
意
が
純
一
無
雜
た
り
得
な
い
あ
り
方

欠
了
分
數

を
表
現
す
る
も
の
で
あ

た

も

と
も

經
筵
講
義

の
よ
う
に

内
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心
の
惡
意
を
糊
塗
隱
蔽
し
て
爲
善
去
惡
の
外
貌
を
取
り
繕
う
よ
う
な
自
欺
の
あ
り
方
を
不
實
と
稱
す
る
例
も
あ
る
こ
と
は
既
述
の
通
り
だ

が

そ
れ
は
む
し
ろ
特
異
な
事
例
と
見
な
す
べ
き
だ
ろ
う

假
に
こ
こ
で
の
未
實
が

經
筵
講
義

に
お
け
る
不
實
と
同
義
だ
と
す
れ
ば

②
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に

そ
の
よ
う
な
糊
塗
隱
蔽
は

必
ず
露
見
す
る
も
の
で
あ
り

欲
揜
其
惡
而
卒
不
可
揜

欲
詐
爲
善
而
卒
不
可
詐

だ
と
す
れ
ば
そ
れ
が

當
人
の
み
が
自
覺
し
得

る
も
の

其
實
與
不
實

蓋
有
他
人
所
不
及
知
而
己
獨
知
之
者

と
し
て
描
寫
さ
れ
る
筈
が
な
い

よ

て
こ
こ
で
は

他
の
多
く

の
用
例
に
準
じ
て
未
實
の
含
意
を
解
釋
し
て
お
く

從

て
こ
こ
で
の
朱
注
は

兩
箇
心
を
自
欺
と
す
る
立
場
に
立
つ
も
の
と
判
斷
す
る

（16）

ま
た

然
其
實
與
不
實

蓋
有
他
人
所
不
及
知
而
己
獨
知
之
者

故
必
謹
之
於
此
以
審
其
幾
焉

に
お
い
て

實
は
自
慊
と

不
實

は
自
欺
と

そ
れ
ぞ
れ
對
應
し
て
い
る

卽
ち
自
慊
と
自
欺
の
分
岐
點
は
自
己
内
面
の
か
す
か
な
意
の
き
ざ
し

幾

に
存
在
す
る
の

で
あ

て

こ
れ
を
對
象
と
す
る
の
が
愼
獨
の
工
夫
に
他
な
ら
な
い

そ
し
て

愼
獨
に
よ

て
自
欺
を
禁
絶
し

禁
止
其
自
欺

自

慊
を
實
現
す
べ
き
こ
と

使
其
惡
惡
則
如
惡
惡
臭

好
善
則
如
好
好
色

が
明
言
さ
れ
て
い
る

次
に
②
に
つ
い
て

小
人
閑
居
爲
不
善
に
對
し
て
朱
熹
は

但
不
能
實
用
其
力
以
至
此
耳

と
述
べ
て
い
る

實
用
其
力

は
①
に

も
見
え
る
表
現
で
あ
り

愼
獨
の
實
踐
を
意
味
す
る

卽
ち
閑
居
爲
不
善
と
は

愼
獨
に
よ

て
自
欺
を
そ
の
か
す
か
な
き
ざ
し
の
う
ち

に
禁
遏
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

た
結
果

も
た
ら
さ
れ
た
弊
害
な
の
で
あ
る

ま
た
そ
れ
故
に
こ
そ
②
の
末
尾
で
は

か
か
る
弊
害
を

惹
起
せ
し
め
ぬ
た
め
に
愼
獨
の
工
夫
の
要
請
さ
れ
る
こ
と
が

傳
文
で
も
朱
注
で
も

重
ね
て
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

以
上

兩
箇
心
を
自
欺
と
見
な
し
て
い
る
點
に
お
い
て

更
に
小
人
閑
居
爲
不
善
を
自
欺
そ
の
も
の
で
は
な
く

自
欺
を
放
置
し
た
結

果
と
し
て
二
次
的
に
派
生
す
る
も
の
と
見
な
す
點
に
お
い
て

章
句

は
明
ら
か
に
Ｃ
類
に
屬
す
る
も
の
と
し
て
分
類
で
き
る
だ
ろ
う
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Ｃ
類
の
中
で
も

附
表
４

②

文
集

卷
六
三

答
孫
敬
甫

第
六
書
と

内
容
的
に
近
似
す
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る

答
孫
敬
甫

第
六
書
は
愼
獨
を

念
慮
の
閒
に
お
い
て
自
欺
と
自
慊
の
向
背
を
審
察
し

自
欺
を
去

て
自
慊
を
實
現
す
る
工
夫
と
し
て
位
置
づ
け
る

そ
し
て
愼
獨
を
實
踐
し
得
な
か

た
結
果

も
た
ら
さ
れ
る
弊
害
を
極
言
し
た
も
の
が
小
人
閑
居
爲
不
善
に
他
な
ら
な
い

と
す
る
の
で

あ
る

２

次
に

大
學
或
問

の
内
容
を
檢
討
す
る

關
連
箇
所
を
適
宜
拔
粹
し

便
宜
的
に
三
段
に
分
け
て
以
下
に
示
す

①
夫
不
知
善
之
眞
可
好

則
其
好
善
也

雖
曰
好
之

而
未
能
無
不
好
者
以
拒
之
於
内

不
知
惡
之
眞
可
惡

則
其
惡
惡
也

雖
曰
惡

之

而
未
能
無
不
惡
者
以
挽
之
於
中

是
以
不
免
於
苟
焉
以
自
欺

而
意
之
所
發
有
不
誠
者

②
至
此
而
復
進
之
以
必
誠
其
意
之
說
焉

則
又
欲
其
謹
之
於
幽
獨
隱
微
之
奧

以
禁
止
其
苟
且
自
欺
之
萌

而
凡
其
心
之
所
發

如
曰

好
善

則
必
由
中
及
外

無
一
毫
之
不
好
也

如
曰
惡
惡

則
必
由
中
及
外

無
一
毫
之
不
惡
也

③
若
彼
小
人

幽
隱
之
閒

實
爲
不
善
而
猶
欲
外
托
於
善
以
自
蓋

則
亦
不
可
謂
其
全
然
不
知
善
惡
之
所
在

但
以
不
知
其
眞
可
好
惡

而
又
不
能
謹
之
於
獨
以
禁
止
其
茍
且
自
欺
之
萌

是
以
淪
陷
至
於
如
此
而
不
自
知
耳

ま
ず
①
で
は

好
善
惡
惡
の
意
を
抱
き
な
が
ら
も

善
を
好
み
切
れ
な
い
氣
持
ち

惡
を
惡
み
切
れ
な
い
氣
持
ち
が
心
中
に
有

て
爲

善
去
惡
の
意
を
妨
げ
て
い
る

拒
之

挽
之

狀
態
が

自
欺
と
さ
れ
て
い
る

こ
れ
は
ま
さ
に

志
向
の
相
反
す
る
二
心
の
倂
存

混
在
で
あ
り

兩
箇
心
を
自
欺
と
見
な
す
立
場
に
他
な
ら
な
い

②
で
は
愼
獨
の
工
夫
に
よ

て
自
欺
を
そ
の
萌
芽
の
う
ち
に
禁
遏
し

禁
止
其
苟
且
自
欺
之
萌

好
善
惡
惡
の
意
を
十
全
な
ら
し

め
る
こ
と

無
一
毫
之
不
好

無
一
毫
之
不
惡

卽
ち
自
慊
を
獲
得
す
べ
き
こ
と
が
說
か
れ
て
い
る
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そ
し
て
③
で
は
小
人
閑
居
爲
不
善
が

愼
獨
に
よ

て
自
欺
の
萌
芽
を
禁
遏
し
得
な
か

た

不
能
謹
之
於
獨
以
禁
止
其
茍
且
自
欺

之
萌

そ
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

以
上

兩
箇
心
を
自
欺
と
す
る
點

小
人
閑
居
爲
不
善
を
自
欺
そ
の
も
の
と
は
せ
ず

愼
獨
に
よ
る
自
欺
禁
絶
を
怠

た
結
果
も
た
ら

さ
れ
る
弊
害
と
見
な
す
點
か
ら

或
問

が
Ｃ
類
に
歸
屬
す
る
こ
と

そ
し
て
そ
の
内
容
は

章
句

と
も
完
全
に
符
合
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
た

ま
た
愼
獨
を

自
欺
を
禁
絶
し
て
自
慊
を
實
現
す
る
工
夫
と
す
る
點

閑
居
爲
不
善
を

愼
獨
を
怠

た
結
果
と
見
な
す
點
に
お
い
て

章
句

同
樣

或
問

も

附
表
４

Ｃ
類
②

文
集

卷
六
三

答
孫
敬
甫

第
六
書
と
極
め
て
近
い
立
場
に
あ
る
こ
と
に

特

に
留
意
し
て
お
き
た
い

な
お

章
句

と

或
問

の
符
合
に
關
し
て
附
言
す
れ
ば

元
來

或
問

は

章
句

の
著
述
意
圖
や
疑
問
點
を
明
ら
か
に
す
る

目
的
で
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら

こ
の
兩
書
が
内
容
的
に
照
應
す
る
の
は
當
然
で
は
あ
る

但
し

章
句

は
最
晚
年
に
至
る
ま

で

改
訂
を
繰
り
返
し
施
さ
れ
た
著
作
で
あ
る

一
方

或
問

に
對
し
て
も
そ
の
脫
稿
後

數
次
に
わ
た

て
改
訂
が
施
さ
れ
た
の
は

事
實
で
あ
る

た
だ

或
問

に
お
け
る
改
訂
が

章
句

に
お
け
る
改
訂
に
完
全
に
追
い
つ
い
て
い
た
の
か

結
果
と
し
て
兩
者
の
閒

に
齟
齬
を
來
す
よ
う
な
事
態
は
果
た
し
て
存
在
し
な
か

た
の
か
は

な
お
十
分
な
吟
味
と
檢
證
を
必
要
と
す
る
問
題
で
あ
ろ
う

こ
の

點
に
つ
い
て
少
な
く
と
も

朱
熹
最
晚
年
に
お
け
る

大
學

解
釋
最
大
の
焦
點
の
一
つ
と
言
え
る
自
欺
の
槪
念
規
定
に
關
す
る
限
り

兩
書
の
立
場
見
解
は
完
全
に
一
致
す
る
も
の
で
あ

た
こ
と
を

ひ
と
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い

３

大
學
章
句
序

は

末
尾
に

淳
熙
己
酉
二
月
甲
子
新
安
朱
熹
序

の
紀
年
を
持
つ

淳
熙
十
六
年
己
酉
は
一
一
八
九
年

朱
熹
六
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十
歳
に
當
た
る

大
學
章
句

の
初
稿
は
そ
れ
以
前
に
既
に
完
成
し
て
い
た
も
の
の

そ
の
後
も
改
訂
が
繰
り
返
さ
れ

六
十
歳
に
至

て
ひ
と
ま
ず
定
稿
と
見
な
さ
れ
る
に
至

た
の
だ
と
さ
れ
る
（17）

但
し
そ
の
後
も
改
訂
作
業
は
已
む
こ
と
が
な
く

死
の
三
日
前
に
至

て
も
な
お

誠
意
章
に
對
す
る
改
訂
が
施
さ
れ
た
と
さ
れ
る

（18）

も

と
も

死
の
直
前
に
お
け
る
改
訂
の
對
象
箇
所
は
傳
六
章
で
は
な
く

經
の
八
條
目

誠
其
意

に
對
す
る
朱
注
で
あ

た
と
見
る

說
が
有
力
で
あ
る

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
現
行
本

章
句

を
晚
年
絶
筆
と
見
な
す
判
斷
の
根
據
と
も
深
く
關
連
す
る
（19）

現
行
の

四
書
章
句
集
注

に
は

大
別
し
て
淳
祐
本
と
興
國
本
の
二
系
統
が
有
る

と
こ
ろ
で

大
學
章
句

の
經
文

欲
正
其
心

者

先
誠
其
意

に
對
す
る
朱
注
は

淳
祐
本
系
で
は

誠

實
也

意
者

心
之
所
發
也

實
其
心
之
所
發

欲
其
一
於
善
而
無
自
欺

也

に
作
る
が

興
國
本
系
は
こ
の

一
於
善

を

必
自
慊

に
作
る

さ
て

朱
熹
の
嫡
孫
朱
鑑
に
據
れ
ば

朱
鑑
は
か
つ
て
朱

熹
晚
年
絶
筆
の
更
定
本
を
入
手
し

こ
れ
を
興
國
に
お
い
て
刊
行
し
た

こ
の
朱
鑑
語
は

南
宋
の
祝
洙

四
書
附
錄

卷
首
に
揭
載
さ

れ
て
い
る
と
い
う

こ
の
祝
氏
本
の
系
統
を
引
く
の
が

元
の
倪
士
毅

四
書
輯
釋

で
あ
る

倪
士
毅
は
經
文
朱
注
に
お
け
る
先
の
異

同
に
つ
き

諸
本
は
全
て

一
於
善

に
作
り

祝
氏
本
の
み
が

必
自
慊

に
作
る
こ
と
か
ら

こ
の

一
於
善

か
ら

必
自
慊

へ
の
改
訂
こ
そ
が
絶
筆
に
お
け
る
更
定
箇
所
に
他
な
ら
な
い

と
斷
ず
る

そ
し
て
こ
れ
は

興
國
本
を
晚
年
絶
筆
と
見
る
說
の
有
力

（20）

な
根
據
と
も
な

て
い
る

も

と
も

元
の
胡
炳
文
は
全
く
逆
に

必
自
慊

に
作
る
の
が
初
本
で
あ
り

そ
れ
が
後
に

一
於
善

に
改
訂
さ
れ
た
の
だ
と

主
張
す
る

そ
し
て
淸
の
呉
志
忠
は
こ
の
胡
炳
文
の
主
張
に
贊
同
し

祝
氏
所
見
は
朱
熹
の
未
定
稿
だ
と
し

こ
れ
を
退
け
て
い
る

（21）

（22）

そ
の
た
め

呉
志
忠
校
訂
本
を
底
本
と
す
る
近
年
の
多
く
の
流
布
本
は
い
ず
れ
も
淳
祐
本
系
で
あ
る
（23）

こ
こ
で
二
系
統
の
優
劣
に
關
し
て
立
ち
入

た
判
斷
を
下
す
暇
は
な
い

今
は
さ
し
あ
た
り

二
系
統
の
い
ず
れ
も
が
ほ
ぼ
晚
年
絶
筆
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に
近
い

と
す
る
佐
野
公
治
氏
の
見
解
に
從

て
お
き
た
い
（24）

な
お

晚
年
絶
筆
に
お
け
る
改
訂
箇
所
が
經
文
の
朱
注
に
對
す
る
も
の
で
あ

た
に
せ
よ

傳
六
章
の
注
に
對
す
る
改
訂
も

晚
年
に

至
る
ま
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
事
實
で
あ
る

以
下
の
四
條
は
い
ず
れ
も

語
類

卷
一
六

沈
僩
錄

戊
午

六
十
九
歳

以

後
所
聞
で
あ
る

①
七
四
條

注
云

心
之
所
發

陽
善
陰
惡

則
其
好
善
惡
惡

皆
爲
自
欺

而
意
不
誠
矣

②
八
八
條

近
改
注
云

自
欺
者

心
之
所
發
若
在
於
善

而
實
則
未
能

不
善
也

③
一
〇
七
條

今
注
云

心
之
所
發

陽
善
陰
惡

則
其
好
善
惡
惡

皆
爲
自
欺

而
意
不
誠
矣

④
一
〇
八
條

注
云

外
爲
善

而
中
實
未
能
免
於
不
善
之
雜

そ
れ
ぞ
れ
が
記
錄
時
に
お
け
る
最
新
の
注
を
引
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る

う
ち
①
と
③
の
所
引
が
一
致
す
る
こ
と
を
除
け
ば

こ
こ
に
引

か
れ
る
三
種
の
注
は
互
い
に
異
な
り

か
つ
そ
の
い
ず
れ
も
が
現
行

章
句

傳
六
章
の
朱
注
と
は
一
致
し
な
い

誠
意
章
の
注

と
り

わ
け
自
欺
の
槪
念
規
定
に
關
わ
る
注
は

最
晚
年
期
の
朱
熹
に
あ

て
な
お

決
定
稿
作
成
の
途
上
に
あ

た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る

な
お
②
は

文
集

卷
六
三

答
孫
敬
甫

第
六
書

戊
午

に
言
及
す
る
か
ら
六
十
九
歳
所
聞

④
は
李
燔
の
同
席
に
よ
り
六
十
九

七
十
歳
所
聞
で
あ
る

い
ず
れ
も
既
述
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上
記
沈
僩
錄
諸
條
の
段
階
で
な
お
未
定
稿
で
あ

た
傳
六
章
注
が

そ
の
後
ど
の
よ
う
な
經
過
を
た
ど

て
決
定
稿

現
行
本

へ
と

收
斂
し
て
い

た
の
か

そ
の
詳
細
は
も
と
よ
り
未
詳
な
が
ら

そ
の
一
端
を
示
唆
す
る
資
料
が
存
在
す
る

以
下
は

文
集

卷
六
〇

答
周
南
仲

第
三
書
及
び
第
四
書
そ
れ
ぞ
れ
の
全
文
で
あ
る

（25）

○
誠
其
意
者

自
修
之
首
也

毋
者

禁
止
之
辭

自
欺
云
者

知
爲
善
以
去
惡

而
心
之
所
發
有
未
實
也

慊

快
也

足
也

獨

者

人
所
不
知
而
己
所
獨
知
之
地
也

言
欲
自
修
者

知
爲
善
以
去
其
惡

則
當
實
用
其
力

而
禁
止
其
自
欺

使
其
惡
惡
則
如
惡

惡
臭

好
善
則
如
好
好
色

皆
務
決
去
而
求
必
得
之

以
自
快
足
於
己

不
可
徒
茍
且
以
狥
外
而
爲
人
也

然
其
實
與
不
實

蓋
有

他
人
所
不
及
知
而
己
獨
知
之
者

故
必
謹
之
於
此

以
審
其
幾
焉

文
集

卷
六
〇

答
周
南
仲

第
三
書

○
此
言
小
人
隂
爲
不
善
而
陽
欲
掩
之

則
是
非
不
知
善
之
當
爲
與
惡
之
當
去

但
不
能
實
用
其
力
以
至
此
耳

然
欲
掩
其
惡
而
卒
不
可

掩

欲
詐
爲
善
而
卒
不
可
詐

則
亦
何
益
之
有
哉

此
君
子
所
以
重
以
爲
戒
而
必
謹
其
獨
也

文
集

卷
六
〇

答
周
南
仲

第

四
書

一
讀
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に

こ
れ
ら
は
現
行

大
學
章
句

傳
六
章
の
朱
注
に
相
當
す
る
も
の
で
あ
る

本
章
第
一
節
で
傳
六
章
を

引
用
し
た
際
の
分
段
を
借
用
す
れ
ば

第
三
書
は
①
の
朱
注

第
四
書
は
②
の
朱
注
と
對
應
す
る

朱
注
と
の
異
同
は

①
に
關
し
て
は

朱
注

苟
且
以
殉
外

の

殉

を
第
三
書
が

狥

に
作
る
と
い
う
一
點
の
み

②
に
關
し
て
は

朱
注
冒
頭
の

閒
居

獨
處
也

厭
然

消
沮
閉
藏
之
貌

を
第
四
書
は
欠
く

朱
注
に
三
出
す
る

揜

を
第
四
書
は
全
て

掩

に
作
る

朱
注

是
非
不
知
善
之

當
爲
與
惡
之
當
去
也

の

也

字
を
第
四
書
は
欠
く

の
三
點
で
あ
る

い
ず
れ
も
内
容
に
關
わ
る
異
同
で
は
な
い

卽
ち
第
三
書
第

四
書
執
筆
の
時
點
で

傳
六
章
朱
注
は
ほ
ぼ
現
行
本
と
同
一
の
面
貌
を
具
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る

問
題
は
兩
書
の
執
筆
時
期
で
あ
る

陳
來
は

答
周
南
仲

第
二
書
を
慶
元
二
年
丙
辰
一
一
九
六
年

六
十
七
歳
に
繫
年
し
た
上
で

こ
れ
に
續
く
第
三
書
と
第
四
書
も
假
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に
同
年
に
繫
年
し
て
い
る

因
み
に
王
懋
竑

朱
子
論
學
切
要
語

も
第
二
書
の
一
部
を
引
用
し

こ
れ
を
丙
辰

六
十
七
歳

に
繫

（26）

年
し
て
い
る

第
三
書
と
第
四
書
は
本
文
中
に
情
況
證
據
に
關
わ
る
よ
う
な
内
容
を
一
切
含
ま
な
い
爲

編
年
考
證
に
は
決
め
手
を
欠
く
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い

た
だ
先
に
引
い
た

語
類

卷
一
六

沈
僩
錄
①

④
に
言
及
さ
れ
る

章
句

注
に
は
い
ず
れ
に
も

現
行
の
朱
注
と
一

致
す
る
表
現
は
な
お
出
現
し
て
い
な
い

し
て
み
れ
ば

答
周
南
仲

第
三
書
及
第
四
書
は

少
な
く
と
も
こ
れ
ら
沈
僩
錄
諸
條
の
筆
錄

さ
れ
た
時
期
よ
り
も
後
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う

卽
ち
こ
れ
ら
兩
書
は

少
な
く
と
も
戊
午

六
十
九
歳

以
降

の
執
筆
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
こ
ろ
で
こ
こ
に
今
一
つ

加
味
考
慮
す
べ
き
事
柄
が
有
る

文
集

卷
六
三

答
孫
敬
甫

第
六
書

戊
午
六
十
九
歳

に
は
以

下
の
一
節
が
有
る

蓋
自
欺
自
慊
兩
事

正
相
抵
背

此
段
章
句
或
問

近
皆
略
有
脩
改

見
此
刋
正
舊
版

俟
可
印
卽
寄
去

但
難
得
便

或
只
寄

輔
漢
卿

令
其
轉
達
也

こ
れ
は
自
欺
說
に
關
わ

て

章
句

或
問

を
改
訂
し
た
事
實
を
傳
え
る
も
の
で
あ
る

と
こ
ろ
で
同
書
に
言
及
さ
れ
る
自
欺
說

附

表
４

Ｃ
類
②

の
立
場
が

章
句

或
問

に
極
め
て
接
近
す
る
も
の
で
あ

た
こ
と
は

既
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る

そ
し
て

同
書
に
言
及
さ
れ
る
改
訂
は

同
書
と
同
じ
立
場
に
立

て
爲
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る

し
て
み
れ
ば
こ
の
改
訂
を
經

た

章
句

は

決
定
稿

現
行
本

に
よ
り
近
づ
く
も
の
と
な

た
筈
で
あ
る

そ
こ
で

こ
の

答
孫
敬
甫

第
六
書
を
分
岐
點
と
し
て

沈
僩
錄
①

④
を
そ
れ
以
前

答
周
南
仲

第
三
書
・
第
四
書
を
そ
れ

以
降

と
い
う
成
立
順
を
想
定
し
て
み
た
い

こ
れ
を
時
系
列
に
沿

て
整
理
す
れ
ば

以
下
の
通
り
で
あ
る

な
お
成
立
時
期
の
明
確
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な

經
筵
講
義

も
こ
こ
に
加
え
て
お
く

Ⅰ

文
集

卷
一
五

經
筵
講
義

所
收

章
句

甲
寅
六
十
五
歳

Ⅱ

語
類

卷
一
六

沈
僩
錄
①

④

戊
午
六
十
九
歳
以
後

Ⅲ

文
集

卷
六
三

答
孫
敬
甫

第
六
書

戊
午

Ⅳ

文
集

卷
六
〇

答
周
南
仲

第
三
書
・
第
四
書

戊
午
以
後

Ⅴ
現
行
本

章
句

晚
年
絶
筆

こ
れ
は
あ
く
ま
で
假
說
の
域
を
出
な
い
も
の
の

そ
れ
な
り
の
蓋
然
性
を
具
え
る
も
の
と
考
え
る

な
お
沈
僩
錄
①

④
の
う
ち

①
七
四
條

③
一
〇
七
條

④
一
〇
八
條
は
い
ず
れ
も
Ｃ
類
に
分
類
さ
れ
る
も
の

附
表
４

參
照

②
八
八
條
は

類
に
分
類
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

附
表
５

參
照

し
て
み
れ
ば

②
は
措
く
と
し
て
少
な
く
と
も
①
③
④
所
引
の
注

C'

は
基
本
的
に

定
論
と
同
じ
自
欺
解
釋
の
立
場
に
立

て
爲
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る

從

て
Ⅱ
の
段
階
で
既
に

定
論
に
通

ず
る
自
欺
解
釋
は
ほ
ぼ
獲
得
さ
れ
て
い
た
と

一
應
は
言
え
る
だ
ろ
う

但
し
一
〇
八
條
が
翌
日
及
び
翌
々
日
に
早
速
自
己
批
判
の
對
象

と
な

て
い
る
よ
う
に

一
〇
九

一
一
〇
條

こ
の
時
點
に
お
け
る
自
欺
解
釋
は
な
お
確
固
不
動
の
も
の
で
は
な
く

振
幅
の
中
に

在

た

や
が
て
そ
の
振
幅
か
ら
脫
し
て
Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ
と
い
う
經
過
を
た
ど
り
な
が
ら

定
論
へ
と
收
斂
し
て
い

た
の
で
あ
る

４

大
學
或
問

に
は
序
跋
の
類
が
な
く

正
確
な
執
筆
時
期
は
未
詳
で
あ
る

王
懋
竑

朱
子
年
譜

は

大
學
章
句
序

中
庸
章

句
序

の
成

た
淳
熙
十
六
年
己
酉
六
十
歳
の
條
に

大
學
或
問

中
庸
或
問

執
筆
の
記
事
を
繫
年
し
て
い
る

六
十
歳
以
前
に
も

（27）

既
に

大
學
或
問

に
對
す
る
言
及
は
存
在
す
る
か
ら

そ
の
時
點
に
お
け
る
一
定
の
成
書
の
可
能
性
も
想
定
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
（28）
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た
だ
書
物
と
し
て
の
性
格
上

或
問

は

章
句

と
連
動
し
つ
つ
そ
の
内
容
が
確
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
以
上

或
問

の
脫

稿

第
一
次

を
六
十
歳
以
前
に
遡
ら
せ
る
想
定
は

實
質
的
に
意
味
を
な
さ
な
い
と
考
え
る

經
筵
講
義

所
收

或
問

語
類

所
引

或
問

現
行
本

或
問

の
三
者
を
突
き
合
わ
せ
た
上
で

現
行
本
の
成
立
が

經

筵
講
義

よ
り
も
遲
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
吉
原
文
昭
氏
の
考
證
に
つ
い
て
は

既
に
觸
れ
た

こ
れ
は
現
行
本
が

經
筵
講
義

六

十
五
歳

以
降
の
改
訂
を
經
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
閒
接
的
に
論
證
す
る
意
義
を
持
つ
が

或
問

改
訂
の
事
實
を
直
接
傳
え
る
資
料

も
も
と
よ
り
複
數
存
在
す
る

①

文
集

卷
六
一

答
曾
光
祖

第
二
書

六
十
二
歳
（29）

大
學
或
問
之
誤

所
疑
甚
當

中
閒
已
修
定
矣

今
内
去
兩
本

幸
收
之

②

續
集

卷
一

答
黃
直
卿

第
二
一
書

六
十
二

六
十
八
歳
？
（30）

大
學
中
庸
集
註
中
及
大
學
或
問

改
字
處
附
去

可
子
細
看
過

依
此
改
定
令
寫

但
中
庸
或
問

改
未
得
了
爲
悵
耳

③

文
集

卷
六
三

答
孫
敬
甫

第
六
書

六
十
九
歳

此
段
章
句
或
問

近
皆
略
有
脩
改

見
此
刋
正
舊
版

俟
可
印
卽
寄
去

但
難
得
便

或
只
寄
輔
漢
卿

令
其
轉
達
也

③
は

章
句

の
成
立
過
程
を
檢
討
す
る
際
に
も
引
用
し
た
も
の
で
あ
る

そ
し
て
こ
こ
で
も

最
も
注
目
す
べ
き
資
料
は
言
う
ま
で
も

な
く

や
は
り
こ
の
③
で
あ
る

注
目
す
べ
き
理
由
は

以
下
の
二
點

一
つ
は

經
筵
講
義

成
立
以
降
に
お
け
る

或
問

改
訂
の
事
實
を
傳
え
る
點

兩
書
の
先

後
關
係
は

或
問

經
筵
講
義

で
は
な
く

經
筵
講
義

或
問

の
順
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が

改
め
て
確
認
で
き

る
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今
一
つ
は
前
節
の
繰
り
返
し
に
な
る
が

③

答
孫
敬
甫

第
六
書
に
お
け
る
自
欺
說
が

章
句

或
問

と
極
め
て
類
似
し
た
自

欺
解
釋
を
示
す
も
の
で
あ
り

從

て
③
に
言
及
さ
れ
る
改
訂
を
經
た

章
句

或
問

は

決
定
稿

現
行
本

に
よ
り
接
近
す
る

も
の
と
な

た
筈
だ

と
い
う
點
で
あ
る

そ
こ
で

極
め
て
雜
駁
な
素
描
な
が
ら

或
問

決
定
稿
の
成
立
過
程
を
ひ
と
ま
ず
以
下
の
よ
う
に
整
理
し
て
お
き
た
い

Ⅰ

文
集

卷
一
五

經
筵
講
義

所
收

或
問

六
十
五
歳

Ⅱ

文
集

卷
六
三

答
孫
敬
甫

第
六
書
に
お
け
る
改
訂

六
十
九
歳

Ⅲ
現
行
本

或
問

決
定
稿

Ⅰ
か
ら
Ⅲ
へ
の
途
上
で
施
さ
れ
た
改
訂
が
Ⅱ
の
み
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か

た
で
あ
ろ
う
こ
と
は

言
を
俟
た
な
い

た
だ
既
に
指

摘
し
て
き
た
よ
う
に

或
問

と
い
う
書
物
の
性
格
上

或
問

に
お
け
る
改
訂
は

章
句

に
お
け
る
改
訂
に
步
調
を
合
わ
せ
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
だ

そ
し
て

章
句

決
定
稿
の
成
立
過
程
と
し
て
想
定
し
た
Ⅰ

Ⅴ
に
お
い
て
Ⅲ

答
孫
敬
甫

第
六

書
が
未
定
稿
か
ら
決
定
稿
へ
の
分
岐
點
を
爲
す
も
の
で
あ

た
と
す
れ
ば

或
問

決
定
稿
の
成
立
過
程
に
お
い
て
も

Ⅱ
は
同
樣
の

意
義
を
持
ち
得
た
筈
だ
と
考
え
る

こ
の
よ
う
に

章
句

に
せ
よ

或
問

に
せ
よ

未
定
稿
が
決
定
稿
へ
と
收
斂
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
一
つ
の
畫
期
を
爲
す
も
の

と
見
な
さ
れ
る
の
が

答
孫
敬
甫

第
六
書
で
あ
る

そ
れ
だ
け
に
同
書
の
執
筆
時
期
は

章
句

或
問

の
成
立
過
程

ひ
い
て
は

朱
熹
最
晚
年
に
お
け
る
思
想
形
成
過
程
を
跡
づ
け
る
上
で
も

少
な
か
ら
ず
重
要
な
意
味
を
持
つ
だ
ろ
う

そ
こ
で
こ
の
點
に
つ
き

念

の
爲
に
改
め
て
確
認
を
し
て
お
き
た
い

同
書
に
は

情
況
證
據
に
關
わ
る
以
下
の
一
文
が
有
る
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去
年
嘗
與
子
約
論
之

渠
信
未
及

方
此
辨
論

而
忽
已
爲
古
人

深
可
歎
恨

去
年

呂

子
約
と
こ
の
件
に
つ
い
て
議
論
し
た

彼
か
ら
は
ま
だ

返
信
の

書
翰
が
屆
か
な
い
の
で

ち

う
ど
こ
ち
ら
か

ら
論
辯
を
再
開
し
よ
う
と
思

て
い
た
折
し
も

忽
然
と
し
て
彼
は
故
人
と
な

て
し
ま

た
の
だ

本
當
に
嘆
か
わ
し
く
恨
め
し

い
限
り
で
あ
る

王
懋
竑

朱
子
論
學
切
要
語

卷
二
は

こ
の
箇
所
を
含
む
同
書
の
一
節
を
收
錄
し
た
上
で

こ
れ
を
戊
午
に
繫
年
す
る

陳
來
二
〇
〇

七
年
も
こ
の
箇
所
に
依
據
し

呂
子
約
卒
于
戊
午

此
言
子
約
忽
爲
古
人

當
作
于
戊
午

と
述
べ

四
七
九
頁

原
文
は
簡
體
字

本
書
を
慶
元
四
年
戊
午
一
一
九
八

朱
熹
六
十
九
歳

に
繫
年
し
て
い
る

呂
祖
謙

字
子
約

の
沒
年
に
關
し
て
は

宋
彭
年

止
堂
集

卷
一
五

祭
寺
丞
吕
子
約
文

が

題
下
に

戊
午
九
月

の
小
注

を
附
す

そ
こ
で
今

答
孫
敬
甫

第
六
書
の
執
筆
時
期
も

假
に
戊
午
九
月
と
し
て
お
き
た
い

繰
り
返
し
に
な
る
が

こ
の
時
期

に
は

章
句

或
問

と
も

ほ
ぼ
定
本
に
近
い
内
容
を
具
え
る
に
至

た

と
考
え
る

な
お
所
引
の
直
前
で
は
存
養
の
あ
り
方
を

め
ぐ
る
議
論
が
爲
さ
れ
て
い
る
か
ら

去
年
嘗
與
子
約
論
之

の

之

も

存
養
に
關
す
る
話
題
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る

お
わ
り
に

本
稿
で
は
朱
熹
自
欺
說
を

Ａ
類

兩
箇
心
と
小
人
閑
居
爲
不
善
の
雙
方
を
自
欺
と
す
る
も
の

Ｂ
類

小
人
閑
居
爲
不
善
を
自
欺

と
す
る
も
の

Ｃ
類

兩
箇
心
を
自
欺
と
す
る
も
の

の
三
種
に
大
別
し
た
上
で

Ｃ
類
を
朱
熹
自
欺
說
の
定
論
と
す
る
見
解
を
提
示
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し
た

そ
の
根
據
は

章
句

或
問

に
見
ら
れ
る
自
欺
說
が
Ｃ
類
と
一
致
す
る
こ
と
に
あ
る

そ
し
て
こ
の
判
定
は

現
行
本

章

句

或
問

が
そ
れ
ぞ
れ
の
決
定
稿
に
他
な
ら
な
い

と
い
う
判
斷
を
前
提
と
し
て
い
る

こ
れ
ら
の
判
斷
に
つ
い
て
は

佐
野
公
治

氏

吉
原
文
昭
氏
ら
の
先
行
硏
究
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い

た
だ
本
稿
が

章
句

と

或
問

の
自
欺
說
が
相
互
に
完
全
に
照
應

す
る
事
實
を
提
示
し
た
こ
と
は

現
行
本
兩
書
が
と
も
に
そ
の
決
定
稿
で
あ
る
と
す
る
論
定
に
對
し

自
欺
說
の
内
容
面
か
ら
有
力
な
傍

證
を
與
え
る
も
の
と
な
り
得
た
と
考
え
る

さ
ら
に
本
稿
が

章
句

或
問

と

文
集

卷
六
三

答
孫
敬
甫

第
六
書

六
十
九

歳

の
三
書
に
お
け
る
自
欺
說
が
極
め
て
類
似
す
る
こ
と

そ
し
て
現
行
本

章
句

或
問

が
と
も
に

答
孫
敬
甫

第
六
書
に
言

う
改
訂
を
經
た
筈
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
は

同
じ
く
先
の
論
定
に
對
し

内
容
面
と
情
況
證
據
の
兩
面
か
ら
傍
證
を
與
え
る
も

の
と
な
り
得
た
と
考
え
る

六
十
五

七
十
一
歳
と
い
う
最
晚
年
に
お
け
る

章
句

の
決
定
稿
に
至
る
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ
と
い
う
成
立
過
程
を
想
定
し
た

こ
と
は
既
述
の
通
り
だ
が

Ａ
Ｂ
Ｃ
の
三
類
が
ど
の
よ
う
な
曲
折
を
經
て
Ｃ
類
へ
と
收
斂
し
て
い

た
の
か
は

未
詳
で
あ
る

記
錄
年

・
執
筆
時
期
を
特
定
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
言
え
ば

閑
居
爲
不
善
を
自
欺
と
す
る
說
は

遲
く
と
も
六
十
五
歳
に
は
見
ら
れ
る

經

筵
講
義

一
方
で

兩
箇
心
を
自
欺
と
す
る
說
は

類
ま
で
範
圍
を
廣
げ
れ
ば

や
は
り
六
十
四

六
十
五
歳
に
は
見
ら
れ
る

附

C'

表
５

④
⑤

卽
ち

經
筵
講
義

執
筆
の
當
時

朱
熹
に
は
既
に
こ
れ
ら
二
種
の
自
欺
說
が
倂
存
し
て
い
た
こ
と
に
な
る

と
こ
ろ
で
閑
居
爲
不
善
を
自
欺
と
す
る
か
た
わ
ら

兩
箇
心
を
自
欺
か
ら
排
除
す
る
こ
と
を
明
言
す
る
の
は

語
類

卷
一
六

一

〇
九

一
一
〇
の
二
條
の
み
だ
が

但
し
そ
れ
は

注
釋
と
し
て
平
明
さ
に
欠
け
高
き
に
過
ぎ
る

と
の
理
由
に
よ
る
の
て
あ

て

不

善
之
雜
は
一
〇
九
條
に
あ

て
も
自
欺
之
根
と
さ
れ

ま
た
一
〇
八
條
の
自
欺
說
は
一
一
〇
條
に
あ

て
も
な
お

捨
て
去
る
に
忍
び
な

い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る

よ

て
こ
の
兩
條
の
議
論
を
や
や
特
異
な
も
の
と
し
て
別
扱
い
に
す
る
な
ら
ば

經
筵
講
義

以
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降
の
朱
熹
自
欺
說
は
む
し
ろ

Ａ
類
と
Ｃ
類
の
二
つ
に
大
別
す
る
の
が

よ
り
實
質
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

卽
ち
兩
箇
心
を
自
欺

と
し
た
上
で

閑
居
爲
不
善
を

自
欺
之
甚
者

と
し
て
自
欺
に
包
攝
す
る
か

Ａ
類

こ
れ
を
自
欺
と
峻
別
す
る
か

Ｃ
類

で
あ

る
Ａ
類
の
事
例
が
七
十
歳
に
も
見
ら
れ
る
の
は

こ
と
に
目
を
引
く
と
こ
ろ
で
あ
る

附
表
１

④
⑤

こ
れ
は

答
孫
敬
甫

第

六
書

六
十
九
歳

に
言
及
さ
れ
る
改
訂
を
經
て

章
句

或
問

は
決
定
稿
に
よ
り
接
近
し
た
筈
だ

と
す
る
筆
者
の
假
說
に
背
反

す
る
事
例
と
言
え
な
く
も
な
い

こ
の
現
象
に
對
し
て
筆
者
は

合
理
的
說
明
を
與
え
る
術
を
持
た
な
い

こ
こ
で
は
た
だ

章
句

或

問

と
い

た

槪
念
規
定
や
措
辭
に
嚴
密
を
期
す
べ
き
著
作
と
語
錄
と
で
は

資
料
的
に
必
ず
し
も
同
列
に
は
扱
い
得
な
い

と
い
う

平
板
な
答
え
を
持
ち
出
す
に
と
ど
め
ざ
る
を
得
な
い

と
こ
ろ
で
我
々
は

朱
熹
自
欺
說
定
論
の
内
容
を
如
何
に
評
價
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か

吉
原
文
昭
氏
は

不
善
の
わ
ず
か
な
夾
雜
を
も

自
欺
と
見
な
す
よ
う
な
自
欺
說
の
あ
り
方
を
評
す
る
に
際
し
て

し
ば
し
ば
リ
ゴ
リ
ス
テ

ク
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
（31）

確
か
に

九
分
九
釐
九
毫
ま
で
爲
善
の
意
欲
に
滿
ち
て
い
て
も

わ
ず
か
一
毫
で
も
そ
れ
を
欲
し
な
い
氣
持
ち
が
潛
ん
で
い
れ
ば
そ
れ

は
自
欺
に
他
な
ら
な
い

語
類

卷
一
八

一
二
五
條

沈
僩
錄

と
い

た
自
欺
說
の
あ
り
方
は

リ
ゴ
リ
ス
テ

ク
と
評
す
べ

き
も
の
か
も
知
れ
な
い

た
だ
既
に
述
べ
た
よ
う
に

爲
善
去
惡
・
好
善
惡
惡
の
意
志
意
欲
が
純
一
無
雜
た
り
得
る
か
否
か
は

最
早
理

性
の
領
域
を
超
え
た
問
題

本
人
に
も
如
何
と
も
し
難
い
問
題
で
あ
る

し
て
み
れ
ば
不
善
の
夾
雜
と
は

小
人
な
ら
ぬ
君
子
に
と

て

も

避
け
難
く
直
面
し
得
る
現
實
で
あ

た
筈
だ

そ
れ
は
萬
人
の
心
に
胚
胎
し
得
る
危
う
さ

も
ろ
さ
で
あ
り

弱
さ
で
あ
る

朱
熹

定
論
の
自
欺
說
は

こ
の
よ
う
な
人
閒
存
在
の
現
實
・
本
質
を
凝
視
し

そ
れ
を
前
提
と
し
出
發
點
と
し
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

そ
こ
に
は
リ
ゴ
リ
ス
テ

ク
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ

人
閒
の
現
實
的
な
弱
さ
と
向
き
合
い
そ
れ
に
寄
り
添
お
う
と
す
る
眼
差
し
を
感



- 96 -

ず
る
の
で
あ
る

自
欺
說
を
分
類
整
理
す
る
着
想
を
は
じ
め
と
し
て

本
稿
は
韓
元
震
に
負
う
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い

自
欺
說
を
め
ぐ
る

經
筵
講
義

と

章
句

の
異
同
に
關
し
て
も
韓
元
震
は

章
句

は
晚
年
絶
筆
で
あ
り

章
句

こ
そ
が
定
論
で
あ
る
こ
と
を

明
快
に
指
摘
し

て
い
る

朝
鮮
朱
子
學
の
精
緻
な
硏
究
成
果
は
今
日
も
な
お

我
々
に
豐
か
な
實
り
を
屆
け
續
け
て
い
る
の
で
あ
る

（32）

注
１

本
稿
の
主
題
と
直
接
關
わ
る
問
題
を
扱

た
先
行
硏
究
と
し
て

許
家
星

論
朱
子
的

誠
意

之
學

以

誠
意

章
詮
釋

修
改
爲
中
心

哲
學
門

一
二
卷
二
册

二
〇
一
一
年

が
有
る

原
文
は
簡
體
字

特
に
そ
の

二

自
欺
修
改

で
は

修
改
之
一

修
改
之
九

の
項
目
を
設
け

自
欺
說
の
改
訂
に
關
わ
る
諸
資
料
を
取
り
上
げ
て
分
析
を
加
え
て
い
る

た

だ
朱
熹
晚
年
の
自
欺
說
に
お
け
る
最
大
の
懸
案
が
自
欺
と
閑
居
爲
不
善
の
關
係
に
あ

た
と
い
う

問
題
の
本
質
を
そ
も
そ
も
看

過
し
て
お
り

ま
た

語
類

卷
一
六

一
〇
八

一
一
〇
條
を
連
續
し
て
取
り
上
げ
た
上
で

一
一
〇
條
の
所
論
を
朱
熹
の
到

達
點
と
見
な
す
等

そ
の
資
料
分
析
に
は
首
肯
し
難
い
面
が
多
々
存
在
す
る

２

田
中
謙
二

朱
門
弟
子
師
事
年
攷

田
中
謙
二
著
作
集

第
三
卷

汲
古
書
院

二
〇
〇
一
年

陳
來

朱
子
書
信
編
年
考
證

增
訂
本

生
活
・
讀
書
・
新
知
三
聯
書
店

二
〇
〇
七
年

３

三
浦
國
雄
氏
は

語
類

卷
一
六

一
〇
八
條
の
全
文
に
對
す
る
詳
細
な
譯
注
を
施
し
た
上
で

さ
ら
に
一
〇
九

一
一
〇
條
の

槪
要
を
紹
介
し

朱
子
の
そ
の
心
の
搖
れ

自
欺
を
め
ぐ
る
解
釋
の
迷
い

の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る

三
浦
國
雄

朱
子
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語
類

抄

一
八
九

一
九
〇
頁

講
談
社

二
〇
〇
八
年

原
刊
は

朱
子
集

朝
日
新
聞
社

一
九
七
六
年

４

李
燔
の
第
一
次
師
事
期
は
紹
熙
五
年(

一
一
九
四)

以
前

第
二
次
師
事
期
は
慶
元
四
年

五
年
で
あ
る

田
中
謙
二
二
〇
〇
一
年

二
八
八
頁

５

三
浦
國
雄
前
揭
二
〇
〇
八
年
は

語
類

卷
一
六

一
〇
八
條
に
對
す
る
譯
注
の
末
尾
に
お
い
て

つ
と
に
こ
の
韓
元
震
の
說

を
詳
細
に
紹
介
し
て
い
る

同
書

一
九
〇

一
九
一
頁

６

語
類

全

條
の
内
譯
は

卷

卷

卷

卷

卷

卷

卷

卷

卷

卷

卷

卷

75

15

16

61

18

21

24

26

27

31

56

94

101

103

卷

卷

卷

で
あ
る

文
集

全

件
の
内
訳
は

卷

卷

卷

卷

卷

卷

114

119

120

39

15

30

31

2

38

39

2

40

2

卷

卷

卷

卷

卷

卷

卷

卷

卷

卷

卷

卷

41

42

44

50

52

53

3

54

2

56

2

58

3

59

60

6

62

卷

卷

卷

卷

卷

卷

で
あ
る

そ
れ
ぞ
れ

同
一
卷
内
に
複
數
の
資
料
が
含
ま
れ
る
場
合

括
弧

63

2

64

70

82

84

88

内
に
そ
の
件
數
を
示
し
た

括
弧
書
き
が
な
い
の
は
用
例
が
一
件
の
も
の
で
あ
る

７

余
宋
傑

字
國
秀

が
同
席
し
て
い
る
が

余
宋
傑
の
朱
門
師
事
期
は
未
詳
で
あ
る
た
め

本
條
の
記
錄
時
期
を
判
断
す
る
上
で

の
追
加
情
報
に
は
な
ら
な
い

田
中
謙
二
二
〇
〇
一
年

一
一
二
頁

８

所
以
遏
人
欲
於
將
萌

而
不
使
其
潛
滋
暗
長
於
隠
㣲
之
中

以
至
離
道
之
遠
也

９

㬊
淵

字
亞
夫

が
同
席
す
る

㬊
淵
の
朱
門
師
事
期
は
紹
熙
四

五
年

一
一
九
三

九
四

朱
熹
六
十
四

六
十
五
歳

で

あ
り

田
中
謙
二
二
〇
〇
一
年

二
二
三
頁

こ
れ
は
葉
賀
孫
の
第
一
次

紹
熙
二

四
年

及
び
第
二
次
師
事
期

紹
熙
五

年

と
重
な
る

同
書

二
一
九
頁

沈
僩
錄
は
戊
午

六
十
九
歳

以
後
所
聞

但
し
本
條
に
は

前
日
得
孫
敬
甫
書

云
々
と
あ
り

こ
れ
は

朱
文
公
文
集

卷

10
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六
三

答
孫
敬
甫

第
六
書

戊
午

陳
来
二
〇
〇
七
年

四
七
九
頁

所
引
の
孫
自
修

字
敬
甫

說
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る

よ

て
本
條
も
戊
午
所
聞
と
し
て
お
く

王
懋
竑

朱
子
年
譜

卷
四

紹
熙
五
年
甲
寅
六
十
五
歳
條

秋
七
月

光
宗
内
禪

寧
宗
卽
位

冬
十
月

除
焕
章
閣
待

11

制
兼
侍
講

再
辭
不
允

仍
趣
前
來
供
職

辛
丑

受
詔
進
講
太
學

吉
原
文
昭

南
宋
學
硏
究

大
學
章
句
硏
究

六
二
〇
頁

七
二
三
頁

硏
文
社

二
〇
〇
二
年

12

木
下
鐵
矢

朱
子
學

八
二
頁

八
六
頁

講
談
社

二
〇
〇
三
年

宮
下
和
大

朱
熹
修
養
論
の
硏
究

八
九
頁

九
一
頁

13

麗
澤
大
學
出
版
會

二
〇
一
六
年

吉
原
文
昭
二
〇
〇
二
年

14

溝
本
章
治
氏
も
吉
原
氏
の
硏
究
成
果
を
評
價
し
受
容
し
た
上
で

朱
熹
思
想
形
成
過
程
に
お
け
る
晚
年
の
意
義
に
着
目
す
べ
き
こ

15

と
を
指
摘
し
て
い
る

溝
本
章
治

朱
子
晚
年
の
意
義

日
本
中
國
學
會
第
七
十
回
大
會

發
表
要
旨
及
び
當
日
配
附
資
料

二
〇
一
八
年
十
月
六
日

七
日

於
東
京
大
學
駒
場
キ

ン
パ
ス

韓
元
震
も

章
句

朱
注
の

未
實

が

語
類

卷
一
六

一
〇
八
條

沈
僩
錄
に
言
う

欠
了
分
數

と
全
く
同
趣
旨
で
あ

16

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

朱
子
言
論
同
異
攷

卷
二

大
學

所
謂
欠
分
數

只
是
爲
善
去
惡
之
未
實

只
此
未
實

卽
爲

自
欺

不
待
更
有
容
此
未
實
者
而
後
爲
自
欺
也

王
懋
竑

朱
子
年
譜

卷
三

淳
熙
十
六
年
己
酉
六
十
歳

二
月

甲
子

序
大
學
章
句

三
月
戊
申

序
中
庸
章
句

注

年

17

譜

二
書
定
著
已
久

猶
時
加
竄
改
不
輟

至
是
以
穩
洽
於
心
而
始
序
之

王
懋
竑

朱
子
年
譜

卷
四

慶
元
六
年
庚
申
七
十
一
歳

三
月
辛
酉

改
大
學
誠
意
章

甲
子

先
生
卒

注

是
日

改

18
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大
學
誠
意
章

午
後
暴
下

不
能
興

隨
入
室
堂

自
此
不
復
能
出
樓
下

以
下

こ
の
問
題
に
關
す
る
詳
細
は

佐
野
公
治

四
書
學
史
の
硏
究

第
四
章

四
書
註
釋
書
の
歷
史

創
文
社

一
九
八
八

19

年
を
參
照
さ
れ
た
い

倪
士
毅

四
書
輯
釋

大
學

經

諸
本
皆
作
欲
其
一
於
善
而
無
自
欺
也

惟
祝
氏
附
錄
本

文
公
適
孫
鑑
書
其
卷
端
云

四
書

20

元
本

則
以
鑑
向
得
先
公
晚
年
絶
筆
所
更
定
而
刋
之
興
國
者
爲
據

此
本
獨
作
必
自
慊
而
無
自
欺

可
見
絶
筆
所
更
定

乃
改
此

三
字
也

胡
炳
文

大
學
通

經

又
按

章
句
初
本

實
其
心
之
所
發

欲
其
自
慊
而
無
自
欺

後
改
作
一
於
善
而
無
自
欺

21

呉
志
忠

四
書
章
句
附
攷

卷
一

大
學

忠
按

啓
蒙
曰

一
於
善

祝
本
作
必
自
慊

是
近
本
從
祝
氏
本
也

然
四
書
通

22

胡
氏
案
曰

章
句
初
本

欲
其
必
自
慊
而
毋
自
欺

後
改
作
一
於
善
而
毋
自
欺
云
云

據
此

則
祝
氏
所
見

乃
朱
子
未
定
本

而
近
本
所
從
爲
誤
也

文
中
の

啓
蒙
曰

云
々
は
以
下
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る

元

景
星

大
學
集
説
啓
蒙

章
句
一

於
善

祝
本
改
作
必
自
慊

例
え
ば
藝
文
印
書
館
本

中
文
出
版
社
本

中
華
書
局
本

新
編
諸
子
集
成

23

先
の
異
同
に
關
し
て

經
筵
講
義

は

一
於
善

に
作
る

よ

て
筆
者
は
晚
年
絶
筆
と
し
て
淳
祐
本
で
は
な
く
興
國
本
を
採

24

る
べ
き
だ
と
考
え
る
が

佐
野
公
治
氏
は
こ
の
事
實
を
踏
ま
え
た
上
で
な
お
愼
重
を
期
し

採
否
の
判
斷
を
避
け
て
い
る

佐
野

公
治
前
揭
書

吉
原
文
昭
二
〇
〇
二
年

大
學
章
句
硏
究

注

は
同
書
を
取
り
上
げ
て
現
行
本

章
句

と
の
異
同
箇
所
を
指
摘
す
る
も

25

29

の
の

同
書
の
執
筆
時
期
に
對
す
る
言
及
は
な
く

章
句

の
成
立
過
程
に
占
め
る
同
書
の
位
置
附
け
に
つ
い
て
も
特
段
の
關
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心
は
拂
わ
れ
て
い
な
い

陳
來
二
〇
〇
七
年

四
二
一
頁

文
集

卷
六
〇
は

答
周
南
仲

を
計
四
通
收
錄
す
る
が

陳
來
は
第
一
書
に
は
觸
れ
ず

26

第
二

第
四
書
を
そ
れ
ぞ
れ
第
一

第
三
書
と
し
て
扱

て
い
る

王
懋
竑

朱
子
年
譜

卷
三

淳
熙
十
六
年
己
酉
六
十
歳

二
月

甲
子

序
大
學
章
句

三
月
戊
申

序
中
庸
章
句

注

又

27

各
著
或
問

一
部
既
引

文
集

卷
五
〇

答
程
正
思

第
一
七
書

五
十
八
歳

大
學
或
問
所
引
孟
子

正
是
傳
授
血
脈

與
援
引
牽
合
者
不
同

試

28

更
詳
之

繫
年
は
陳
來
二
〇
〇
七
年
に
よ
る

陳
來
二
〇
〇
七
年

三
四
七
頁

29

陳
來
二
〇
〇
七
年
は
第
二
一
書
を
收
錄
し
て
お
ら
ず

こ
れ
に
先
立
つ
第
一
五

一
九
書
を
六
十
二
歳

第
二
〇
書
を
五
十
八
歳

30

こ
れ
に
續
く
第
二
二
書

陳
來
は
こ
れ
を
第
二
一
書
と
す
る

を
六
十
八
歳
に
繫
年
し
て
い
る

順
に
三
四
八

二
八
九

四
五

〇
頁

今

假
に
第
二
一
書
を
六
十
二

六
十
八
歳
に
繫
年
し
て
お
く

例
え
ば

語
類

卷
一
六

一
〇
七
條

沈
僩
錄
の

爲
善
之
意

稍
有
不
實

照
管
少
有
不
到
處

便
爲
自
欺

に
對
し
て
は

31

瑕
瑾
を
許
さ
な
い

リ
ゴ
リ
ス
テ

ク
な
觀
點

六
九
二
頁

語
類

卷
一
六

一
〇
八
條

沈
僩
錄
の

若
才
有
些

子
閒
雜

便
是
兩
箇
心

便
是
自
欺

に
對
し
て
は

當
時
の
朱
子
の
心
胸
が

リ
ゴ
リ
ス
テ

ク
な
狀
態
に
あ

た
爲

朱
子
は

純
度
を
微
細
な
所
に
迄
要
め
る
議
論
を
せ
ざ
る
を
得
な
か

た
の
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る

六
九
四
頁

他
に
も

六
八
三
頁

七
二
八
頁

七
三
〇
頁

朱
子
言
論
同
異
攷

卷
二

大
學

傳
六
章
閒
居
一
節

章
句
以
爲
自
欺
後
事

而
講
義
爲
自
欺
之
事

此
皆
當
以
章
句
爲
正
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講
義
說

多
有
與
章
句
不
同

而
其
不
同
處

皆
不
如
章
句
之
密

蓋
以
章
句
修
改

直
至
易
簀
前
三
日
而
不
住
故
也

講
義
之

編

實
在
先
生
六
十
五
歳
時

而
其
後
定
論

又
有
異
於
此
者

則
大
賢
日
新
之
功

可
見
矣


