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國
學
院
中
國
學
會
報　

第
六
十
二
輯 

五
四

一
、
前
言

　

小
論
は
、『
孔
子
家
語
』
に
お
け
る
「
無
聲
之
樂
」
が
示
す
「
樂
」

の
本
質
に
つ
い
て
言
及
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　
『
孔
子
家
語
』
は
、
全
十
巻
で
一
巻
に
数
篇
を
含
み
、
あ
わ
せ
て

四
十
四
篇
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
「
副
論
語
」、
と
も
言
わ
れ
る
一
方
で
、
特
に
宋
代
以
降
王
肅（
１
）の

偽

作
説（
２
）が

唱
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
近
年
新
た
な
視
点
の
提
案
も
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
稿
の
論
点
を
越
え
る

部
分
が
あ
る
の
で
、
本
研
究
で
は
深
く
は
言
及
し
な
い
。

　

少
な
く
と
も
『
孔
子
家
語
』
は
、
諸
書
か
ら
の
類
従
的
性
格
を
持

ち
、
魏
晋
以
降
の
広
範
な
受
容
が
認
め
ら
れ
る
現
行
本
に
視
点
を
置

け
ば
、
儒
家
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
「
禮
樂
」
観
の
形
成
に
果
た
し

た
役
割
に
於
い
て
価
値
無
し
と
は
し
な
い
。

　

そ
こ
で
ひ
と
ま
ず
『
孔
子
家
語
』
に
お
け
る
「
禮
樂
」
の
言
説
か

ら
、「
無
聲
之
樂
」
に
着
目
し
、『
孔
子
家
語
』
に
表
れ
た
「
樂
」
の

特
質
に
つ
い
て
些
か
の
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

　

な
お
底
本
は
、
王
肅
注
に
つ
い
て
は
全
て
『
孔
氏
（
子
）
家
語
』

（
台
湾
中
華
書
局 

一
九
六
六
年 

影
印
・
清
光
緒
二
八
年
刊
・
覆
汲

古
閣
旧
蔵
南
宋
〔
蜀
大
字
〕
刊
本
）
に
拠
り
、
本
文
は
同
じ
く
蜀
大

字
本
の
系
統
を
引
い
て
い
て
校
異
も
整
斉
さ
れ
て
い
る
『
孔
子
家
語

逐
字
索
引
』（
劉
殿
爵
・
陳
方
正　

商
務
印
書
館　

一
九
九
二
年
初
版
）

に
拠
っ
た
。

二
、
研
究
史
に
つ
い
て

　
『
孔
子
家
語
』
に
お
け
る
「
樂
」
に
つ
い
て
、
直
接
に
論
じ
た
も

の
は
管
見
の
限
り
ほ
ぼ
な
い
。
し
か
し
、『
孔
子
家
語
』
以
前
の
儒

『
孔
子
家
語
』
に
お
け
る
「
樂
」
の
言
説

―

「
無
聲
之
樂
」
と
「
禮
樂
」―

早　

田　

ひ　

か　

り
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『
孔
子
家
語
』
に
お
け
る
「
樂
」
の
言
説 

五
五

家
の
「
禮
樂
」
観
に
つ
い
て
は
、
数
多
く
の
研
究
が
あ
る
。

　

古
く
は
津
田
左
右
吉
氏
の
『
儒
教
の
禮
樂
説（
３
）』
が
あ
る
。
津
田
氏

は
、
儒
家
に
関
す
る
書
物
に
止
ま
ら
ず
、
広
範
な
言
説
に
基
づ
い
て
、

古
代
中
国
に
お
い
て
い
か
に
礼
楽
が
重
要
視
さ
れ
た
か
・
如
何
に
し

て
礼
楽
が
権
威
を
持
つ
に
至
っ
た
か
を
繰
り
返
し
論
じ
ら
れ
る
。
例

え
ば
、
次
の
指
摘
で
あ
る
。

　
　

 

儒
家
の
思
想
に
於
い
て
は
、
必
し
も
特
殊
の
儀
禮
と
し
て
形
づ

く
ら
れ
な
い
日
常
の
起
居
動
作
に
も
禮
が
あ
る
と
せ
ら
れ
、
そ

れ
も
ま
た
道
徳
的
に
重
要
な
意
義
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
て
ゐ

る
の
で
、
儀
禮
に
於
け
る
禮
容
も
ま
た
、
儀
禮
そ
の
も
の
と
は

別
に
、此
の
意
義
が
附
與
せ
ら
れ
て
ゐ
た
は
ず
で
あ
る
。（
中
略
）

一
方
で
は
、
日
常
生
活
に
於
け
る
行
爲
の
規
範
を
い
ひ
、
…
…

一
轉
し
て
は
道
徳
的
情
操
の
表
現
と
し
て
そ
れ
を
見
る
こ
と
に

も
な
り
、
再
轉
し
て
は
孟
子
に
よ
っ
て
人
の
性
の
一
面
と
も
せ

ら
れ
る
と
共
に
、（
中
略
）
樂
は
禮
ほ
ど
複
雑
に
は
取
扱
は
れ

て
ゐ
な
い
け
れ
ど
も
、
ほ
ゞ
こ
れ
ら
の
禮
の
種
々
の
意
義
に
應

ず
る
も
の
の
よ
う
に
説
か
れ
て
ゐ
る
。

（『
津
田
左
右
吉
全
集
』
第
十
六
巻
「
儒
教
の
研
究
」
第
二
章
「
儒

家
に
お
け
る
禮
樂
の
講
習
」
二
二
五
頁
）

　

津
田
氏
の
い
わ
れ
る
「
樂
」
と
は
、
あ
く
ま
で
「
禮
の
種
々
の
意

義
に
應
ず
る
」
楽
で
あ
り
、「
禮
」
と
「
樂
」
は
い
わ
ば
通
底
し
た

意
義
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
単
な
る
儀
礼
が

次
第
に
道
徳
的
価
値
を
持
つ
に
至
っ
た
と
も
指
摘
す
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
同
論
第
五
章
で
緻
密
に
論
じ
て
い
る
。

　

た
だ
、
こ
の
論
文
で
言
及
す
る
範
囲
は
、
あ
く
ま
で
前
漢
ま
で
に

成
立
し
た
書
物
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
後
漢
以
降
の
儒
家
に
つ
い
て

言
及
が
な
い
。
そ
し
て
、
私
見
で
は
あ
る
が
、
言
及
の
な
い
範
囲
を

こ
の
見
地
に
立
っ
て
補
え
ば
、
儒
家
の
礼
楽
に
対
し
て
よ
り
包
括
的

な
考
察
が
可
能
で
あ
ろ
う
と
愚
考
す
る
。

　

次
に
、「
禮
樂
」
の
と
り
わ
け
「
樂
」
に
焦
点
を
絞
っ
た
研
究
に

つ
い
て
は
、
児
玉
憲
明
氏
が
い
く
つ
か
論
考
を
発
表
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
で
も
「
孔
丘
音
楽
論
管
釈（
４
）」
の
研
究
は
、
専
ら
『
論
語
』
に

拠
る
。
つ
ま
り
、『
論
語
』
に
見
る
孔
子
の
音
楽
論
の
研
究
で
あ
る
。

　

こ
の
論
文
は
、
孔
子
が
音
楽
の
考
察
を
行
う
理
由
に
つ
い
て
、
傾

聴
す
べ
き
点
が
あ
る
。
例
え
ば
、
次
掲
は
、
児
玉
氏
が
「
樂
」
の
経

典
化
を
指
摘
す
る
箇
所
で
あ
る
。

　
　

 
音
楽
は
も
は
や
悦
楽
を
約
束
す
る
だ
け
の
娯
楽
で
も
な
け
れ

ば
、
宗
教
儀
礼
を
神
秘
的
に
装
飾
す
る
呪
術
で
も
な
い
。
先
人
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國
學
院
中
國
學
會
報　

第
六
十
二
輯 

五
六

の
道
を
得
る
た
め
に
『
詩
』『
書
』
と
な
ら
べ
て
学
習
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
も
の
、「
禮
」
と
と
も
に
実
践
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
と

な
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
音
楽
は
「
経
」
と
し
て
の
地
位
を
確

立
し
た
。
こ
の
さ
い
「
楽
経
」
が
文
献
の
形
式
を
と
っ
て
成
立

し
た
か
否
か
は
問
題
で
は
な
い
。
楽
を
享
受
す
る
こ
と
、
演
奏

す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
付
随
す
る
詩
の
意
義
を
考
究
す
る
こ
と

な
ど
、「
樂
」
の
存
在
が
総
体
と
し
て
「
経
」
化
し
、
必
須
の

教
養
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。（
新
潟
大
学
『
人
文
科
学
研
究
』

第
七
一
号　

七
六
頁
）

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
樂
」
は
孔
子
の
時
に
は
既
に
「
禮
」
と
共
に

経
と
し
て
の
地
位
を
確
立
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
孔
子
は
音
楽
に
さ
ま

ざ
ま
な
意
義
を
見
出
し
た
の
だ
と
す
る
。

　

楽
そ
の
も
の
が
経
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
楽
が
徳
を
完
成
さ
せ

る
た
め
の
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
学

問
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
一
分
野
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
音
楽
に
は
、

精
神
と
肉
体
の
統
合
体
で
あ
る
人
間
全
体
に
働
き
か
け
る
作
用
が
あ

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
格
の
完
成
を
助
け
る
作
用
が
あ
る
か
ら
、

音
楽
は
不
可
欠
の
要
素
な
の
で
あ
る
、と
児
玉
氏
は
結
論
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
音
楽
が
舞
踊
や
歌
を
伴
う
総
合
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う

当
時
の
認
識
や
、
音
楽
の
学
習
は
文
献
に
よ
る
学
習
に
比
べ
て
規
律

に
基
づ
い
た
実
践
を
伴
う
と
す
る
論
理
も
指
摘
す
る
。
こ
れ
ら
の
事

実
に
よ
り
、
音
楽
は
集
団
の
結
束
を
促
す
作
用
を
持
つ
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
は
、『
論
語
』に
依
拠
し
た
指
摘
と
し
て
大
変
重
要
で
あ
る
。

　

た
だ
し
贅
言
す
れ
ば
、
例
え
ば
道
徳
の
実
践
や
理
性
の
調
和
と

い
っ
た
「
状
態
」
を
具
体
的
に
理
解
で
き
る
説
明
を
加
え
ら
れ
た
く

思
う
。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
、
次
項
か
ら
『
家
語
』
に
於
け
る
「
樂
」
の
言

説
に
考
察
を
加
え
る
。

三 

、『
孔
子
家
語
』
に
お
け
る
「
樂
」　

樂
を
め
ぐ
る

諸
概
念
か
ら

　
「
無
聲
之
樂
」
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
ひ
と
ま
ず
『
孔
子
家
語
』

全
体
に
お
け
る
「
樂
」
の
傾
向
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

そ
の
た
め
、「
無
聲
之
樂
」
の
言
及
に
入
る
前
に
、『
孔
子
家
語
』

全
体
の
「
樂
」
に
関
連
す
る
記
述
を
抽
出
し
た
。
そ
れ
ら
を
読
解
す

る
う
ち
に
、『
孔
子
家
語
』
の
「
樂
」
に
は
幾
つ
か
の
共
通
し
た
傾

向
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
至
っ
た
。
よ
っ
て
、
そ
の
傾
向
ご

と
に
五
つ
に
分
類
し
た
。
す
な
わ
ち
「
禮
」、「
成
」、「
節
」、「
淫
」、

「
和
」
で
あ
る
。

　

で
は
、『
孔
子
家
語
』
に
お
け
る
「
樂
」
を
、
こ
の
分
類
ご
と
に
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『
孔
子
家
語
』
に
お
け
る
「
樂
」
の
言
説 

五
七

見
て
い
き
た
い
。

ａ
、「
樂
」
と
「
禮
」

　

ま
ず
、「
禮
」
に
関
す
る
樂
に
つ
い
て
言
及
す
る
。

　
「
禮
」
と
い
っ
て
も
、
そ
の
意
義
は
複
雑
多
様
で
あ
る
。
先
の
津

田
氏
論
文
に
は
、「
必
し
も
特
殊
の
儀
禮
と
し
て
形
づ
く
ら
れ
な
い

日
常
の
起
居
動
作
に
も
禮
が
あ
る
と
せ
ら
れ
、
そ
れ
も
ま
た
道
徳
的

に
重
要
な
意
義
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
は

無
視
で
き
な
い
指
摘
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
禮
」
は
道
徳
的
・
政
治

的
意
味
を
含
む
以
前
に
、「
自
ら
の
心
身
を
養
う
た
め
日
常
の
何
気

な
い
動
作
に
ま
で
附
随
さ
せ
る
規
律
」
と
い
う
意
義
を
含
ん
で
い
た

こ
と
を
示
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い（
５
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、『
孔
子
家
語
』
に
お
け
る
「
禮
」
は
、
先
の
指

摘
か
ら
些
か
拡
大
し
た「
禮
」の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち「
国

を
統
治
す
る
た
め
君
子
が
用
い
る
政
治
的
秩
序
」
で
あ
る
。
一
個
人

が
自
ら
の
用
い
る
「
禮
」
が
、
政
治
の
場
に
お
い
て
も
不
可
欠
と
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
本
論
に
お
け
る
「
禮
」
と
は
「
国
を
統
治
す
る
た
め
に

用
い
る
、
君
主
が
そ
の
内
面
を
外
形
的
に
表
現
す
る
手
段
」
と
し
た

い
。

　
「
樂
」と「
禮
」と
の
関
わ
り
は
、次
の
箇
所
で
特
に
顕
著
に
表
れ
る
。

　
　

 

有
頃
、
齊
奏
宮
中
之
樂
。
俳
優
侏
儒
、
戲
於
前
。
孔
子
趨
進
、

歷
階
而
上
、
不
盡
一
等
曰
、
匹
夫
熒
〔
熒
、
聞
而
惑
也
。
○
烏

切（
６
）。〕
侮
諸
侯
者
、罪
應
誅
。
請
右
司
馬
速
加
刑
焉
。（
中
略
）

事
既
成
矣
。
而
又
享
之
、
是
勤
執
事
。
且
犧
象
不
出
門
、〔
犧

象
、罇
名
。〕
嘉
樂
不
野
合
。
享
而
既
具
、是
弃
禮
。
若
其
不
具
、

是
用
粃

也
。〔
粃
、穀
之
不
成
者
。

草
之
似
殻
。〕（「
相
魯
」

第
一
）

頃
く
有
り
て
、齊 

宮
中
の
樂
を
奏
す
。
俳
優
侏
儒
、前
に
戲
る
。

孔
子
趨
り
て
進
み
、
歷
階
し
て
上
り
、
一
等
を
盡
さ
ず
し
て
曰

は
く
、「
匹
夫
に
し
て
諸
侯
を
熒
〔
熒
は
、
聞
き
て
惑
は
し
む

る
な
り
。
○
烏

の
切（
６
）。〕
侮
す
る
者
は
、
罪
誅
に
應
る
。
請

ふ
右
司
馬
速
や
か
に
刑
を
加
へ
よ
」
と
。（
中
略
）
事
既
に
成

れ
り
。
而
し
て
又
た
之
を
享
さ
ば
、
是
れ
執
事
を
勤
は
し
む
る

な
り
。
且
つ
犧
象
は
門
よ
り
出
だ
さ
ず
、〔
犧
象
は
、
罇
の
名

な
り
。〕
嘉
樂
は
野
合
せ
ず
。
享
し
て
既
く
具
ふ
れ
ば
、
是
れ

禮
を
弃
つ
る
な
り
。
若
し
其
れ
具
へ
ず
ん
ば
、
是
れ
粃

を
用

ひ
る
な
り
（
以
下
略
）」
と
。〔
粃
は
、
穀
の
成
ら
ざ
る
者
。

草
の
殻
に
似
た
り
。〕

　

魯
の
定
公
と
斉
の
景
公
が
会
談
し
た
際
に
、
斉
国
側
が
宮
廷
の
音

楽
を
演
奏
し
た
場
面 

で
あ
る
。
俳
優
（
雑
技
を
す
る
道
化
）
と
侏
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八

儒
（
こ
こ
で
は
、
体
の
小
さ
い
人
）
が
一
緒
に
な
っ
て
遊
戯
を
披
露

し
た
と
こ
ろ
、
孔
子
は
こ
れ
ら
の
人
々
を
処
刑
さ
せ
る
よ
う
に
言
っ

た
。
斉
侯
（
景
公
）
は
こ
れ
を
聞
き
入
れ
、
彼
ら
を
処
刑
さ
せ
た
。

　

ま
ず
、
宮
廷
で
の
奏
楽
は
決
し
て
卑
賤
な
身
分
の
者
と
共
に
演
し

え
な
い
こ
と
が
見
出
せ
る
。
侏
儒
は
、
背
中
が
異
常
に
曲
が
っ
て
い

て
身
長
が
著
し
く
低
い
人
物
を
指
す
。
孔
子
は
彼
ら
を
指
し
て
「
匹

夫
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
卑
し
い
人
物
」
と
い
う
意
味
で

あ
る
。

　

卑
者
と
一
緒
に
宮
廷
の
楽
が
披
露
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
孔
子

は
非
常
に
敏
感
で
あ
る
。
結
局
こ
の
俳
優
と
侏
儒
は
、
腰
か
ら
下
を

斬
り
離
さ
れ
、
さ
ら
に
両
の
腕
も
落
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
「
樂
」
の
在
り
方
は
、
孔
子
に
と
っ

て
耐
え
が
た
い
状
況
で
あ
っ
た
と
看
取
で
き
る
。
つ
ま
り
、
孔
子
は

「
樂
」
に
対
し
て
非
常
に
厳
格
な
意
識
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
俳
優
や
侏
儒
と
宮
中
の
楽
は
相
容
れ
な
い
存
在
と
す

る
の
か
。

　

少
な
く
と
も
、
卑
者
の
行
為
が
諸
侯
を
惑
わ
す
さ
ま
を
見
て
孔
子

が
激
怒
し
た
と
わ
か
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
禮
は
君
主
が
そ
の

内
面
を
外
形
的
に
表
現
す
る
手
段
で
あ
る
。
こ
れ
が
国
同
士
の
関
わ

り
の
中
で
行
わ
れ
る
時
は
、
相
手
へ
の
心
遣
い
を
適
切
に
表
現
す
る

た
め
の
方
法
と
な
る
。
と
す
る
と
、
相
手
や
自
ら
の
立
場
や
時
節
を

踏
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
心
遣
い
が
大
き
す
ぎ
て
も
小
さ
す
ぎ
て

も
不
適
切
と
な
る
。

　

そ
し
て
、
こ
こ
で
「
樂
」
が
非
礼
だ
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、「
樂
」

を
担
う
国
の
長
の
在
り
方
が
不
適
切
だ
と
の
見
方
に
も
繋
が
る
の
で

は
な
い
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
樂
」
は
斉
国
の
政
治
の
善
し
悪
し

を
判
断
す
る
材
料
に
も
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
他
に
も
、
孔
子
は
斉
国
側
の
接
待
の
欠
点
を
述
べ
て
い
る
。

そ
の
一
つ
と
し
て
、「
野
外
で
演
奏
し
て
は
い
け
な
い
」
と
あ
る
。

　

野
外
と
は
、
直
前
に
あ
る
宮
中
の
重
器
の
記
述
と
併
せ
る
と
、
単

に
建
物
の
外
と
い
う
訳
で
は
な
く
、
門
の
外
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り

城
郭
の
外
で
あ
り
、
音
楽
が
行
わ
れ
る
べ
き
場
所
は
宮
廷
内
な
の
で

あ
る
。
音
楽
の
行
わ
れ
る
空
間
も
ま
た
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
言
え

よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、「
重
器
と
嘉
樂
が
揃
う
と
、
禮
を
野
に
棄
て
る
こ
と

に
な
る
」
と
孔
子
は
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ

ろ
う
か
。

　

私
見
で
は
、
国
外
に
て
宮
中
で
執
り
行
わ
れ
る
よ
う
な
礼
を
尽
く

し
て
し
ま
う
と
、
行
為
が
過
剰
と
な
り
、
却
っ
て
礼
が
伴
わ
な
い
と

い
う
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
尽
く
し
過
ぎ
た
礼
は
、
却
っ
て
真
心
を

伴
わ
な
い
。
葬
儀
に
ま
つ
わ
る
「
禮
」
が
、そ
の
好
例
で
あ
る
。
従
っ

て
、
秕
と
稗
の
よ
う
に
実
体
を
伴
わ
な
い
礼
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
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五
九

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

礼
楽
に
関
わ
る
「
過
剰
さ
」
の
問
題
は
、
後
の
「
淫
」
に
て
改
め

て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
引
き
続
き
、「
禮
」
に
関
す
る
記
述
を
見

て
い
く
。

　
　

 

囘
願
得
明
王
聖
主
、
輔
相
之
、
敷
其
五
敎
、〔
敷
、
布
也
。
五
教
、

父
義
母
慈
兄
友
弟
恭
子
孝
也
。〕
導
之
以
禮
樂
、（
中
略
）
則
由

無
所
施
其
勇
、
而
賜
無
所
用
其
辯
矣
。
夫
子
凛
然
而
對
曰
、
美

哉
、
徳
也
。（「
致
思
」
第
八
）

囘
願
は
く
は
明
王
聖
主
を
得
て
、
之
を
輔
相
し
て
、
其
の
五
敎

を
敷
き
、〔
敷
は
、
布
く
也
。
五
教
は
、
父
義
・
母
慈
・
兄
友
・

弟
恭
・
子
孝
な
り
。〕
之
を
導
く
に
禮
樂
を
以
て
し
、（
中
略
）

則
ち
由
も
其
の
勇
を
施
す
所
無
く
し
て
、
賜
も
其
の
辯
を
用
ふ

る
所
無
か
ら
ん
」
と
。
夫
子
凛
然
と
し
て
對
へ
て
曰
は
く
、「
美

な
る
か
な
、
徳
や
。」
と
。

　

孔
子
の
弟
子
で
あ
る
顔
回
が
、
政
治
の
理
想
を
語
る
。
孔
子
は
、

顔
回
の
発
言
を
指
し
て
「
美
徳
な
り
」
と
評
し
た
。

　

ま
ず
、「
導
之
以
禮
樂
」
の
前
に
、
五
教
を
王
に
広
く
理
解
さ
せ

る
こ
と
を
前
提
と
す
る
点
に
注
目
し
た
い
。
五
教
に
は
、
当
然
な
が

ら
詩
（
詩
経
）
も
含
ま
れ
て
い
る
。
詩
を
含
む
五
教
を
理
解
し
、
次

に
礼
と
楽
で
以
て
人
格
を
完
成
さ
せ
る
と
い
う
道
程
が
見
え
る
。

　

こ
こ
で
の
礼
楽
は
、「
聖
王
を
導
く
手
段
」
と
し
て
あ
る
。
為
政

者
に
行
わ
せ
る
と
す
れ
ば
、政
治
的
意
味
合
い
を
含
む
は
ず
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
国
を
善
く
統
治
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
。
民
で
は
な
く

王
を
教
化
す
る
と
い
う
目
的
で
あ
る
の
で
、
一
見
す
る
と
先
に
挙
げ

た
「
樂
」
と
は
違
う
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
こ
ち
ら
の
「
樂
」
も

ま
た
、為
政
者
を
通
し
て
民
に
施
さ
れ
る
「
樂
」
だ
と
言
え
な
い
か
。

詳
言
す
れ
ば
、
顔
回
は
為
政
者
が
備
え
る
べ
き
心
身
を
修
養
す
る
手

段
と
し
て
「
之
に
導
く
に
礼
楽
を
以
て
す
」
の
が
良
い
と
考
え
た
の

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
「
樂
」
の
一
例
と
し
て
「
齊
（
が
）
宮
中
の

樂
を
奏
」
し
た
場
合
が
記
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
両
者
は

別
物
の
「
樂
」
で
は
な
く
、
前
・
後
の
関
係
に
あ
る
「
樂
」
と
捉
え

る
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
こ
で
の
礼
楽
は
「
導
く
も
の
」
で
あ
っ
て
、
決
し
て
音

楽
や
礼
そ
の
も
の
を
目
的
と
し
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
何
の
た
め
に

音
楽
を
行
う
の
か
が
問
題
と
な
る
。
後
で
詳
し
く
述
べ
る
が
、
こ
の

目
的
と
は
王
言
解
第
三
の
「
至
樂
無
聲
而
天
下
民
和
（
最
高
の
音
楽

は
音
が
無
く
、天
下
の
人
々
が
和
す
る
）」
等
に
見
受
け
ら
れ
る
「
和
」

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
最
高
の
音
楽
、
つ
ま
り
「
至
樂
」
を
持
ち
出

し
て
ま
で
目
指
す
状
態
、
す
な
わ
ち
「
和
」
を
目
指
す
こ
と
が
楽
の

目
的
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
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〇

　
「
樂
」
の
視
点
を
通
し
て
こ
れ
ら
の
箇
所
を
見
る
と
、
少
な
く
と

も
「
樂
」
が
音
や
リ
ズ
ム
を
指
す
だ
け
の
概
念
で
は
な
い
と
理
解
出

来
る
。「
樂
」
は
単
に
「
礼
の
付
属
物
で
音
を
伴
う
存
在
」
と
し
て

見
る
に
し
て
は
様
々
な
意
義
や
効
能
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
政
治
の
場
に
お
け
る
「
樂
」
は
、
孔
子
の
考
え
に
基
づ

け
ば
「
禮
」
と
同
様
に
厳
格
か
つ
詳
細
な
規
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ

る
。
つ
ま
り
「
樂
」
は
、「
禮
」
の
付
属
物
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
が

欠
け
て
も
成
立
し
な
い
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
り
、「
樂
」
そ
の
も

の
も
ま
た
実
に
多
元
的
な
効
能
・
作
用
を
持
つ
も
の
だ
と
解
釈
す
べ

き
で
は
な
い
か
。

　

斉
の
国
の
例
で
は
、
明
ら
か
に
王
朝
の
素
晴
ら
し
さ
が
「
樂
」
の

素
晴
ら
し
さ
を
も
左
右
し
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、「
樂
」
を
聴
け

ば
王
朝
の
素
晴
ら
し
さ
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

更
に
、こ
こ
で
の「
樂
」に
は
民
衆
を
導
く
作
用
が
あ
る
。
よ
っ
て
、

民
衆
を
善
導
出
来
る
「
樂
」
こ
そ
が
善
政
に
求
め
ら
れ
る
「
樂
」
で

あ
る
。
そ
し
て
、
民
を
善
導
で
き
る
「
樂
」
を
行
う
た
め
に
は
、
執

政
者
の
完
成
さ
れ
た
人
格
の
下
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。

　

次
に
、「
成
」
に
関
す
る
「
樂
」
に
つ
い
て
論
じ
る
。

ｂ
、「
樂
」
と
「
成
」

　

ま
ず
、
次
の
箇
所
を
見
て
み
よ
う
。

　
　

 

衛
將
軍
文
子
〔
衛
、
卿
名
。
彌
牟
也
。〕
問
於
子
貢
曰
、
吾
聞
、

孔
子
之
施
敎
也
、
先
之
以
詩
書
、
導
之
以
孝
悌
、
説
之
以
仁
義
、

觀
之
以
禮
樂
、
然
後
成
之
以
文
徳
。（「
弟
子
行
」
第
十
二
）

衛
の
將
軍
文
子
〔
衛
は
、
卿
の
名
。
彌
牟
な
り
。〕
子
貢
に
問

ひ
て
曰
は
く
、「
吾
聞
く
、
孔
子
の
敎
を
施
す
や
、
之
に
先
ん

ず
る
に
詩
書
を
以
て
し
、
之
を
導
く
に
孝
悌
を
以
て
し
、
之
を

説
く
に
仁
義
を
以
て
し
、
之
に
觀
す
に
禮
樂
を
以
て
し
、
然
る

後
に
之
を
成
す
に
文
徳
を
以
て
す
（
以
下
略
）」
と
。

　

こ
こ
で
は
、人
格
を
完
成
さ
せ
る
た
め
の
手
順
が
書
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
拠
れ
ば
、礼
楽
を
備
え
た
後
に
文
徳
を
も
っ
て
「
成
す
」
と
、

孔
子
の
教
え
が
完
成
す
る
。「
成
」
と
は
人
格
の
完
成
へ
と
至
る
道

で
あ
り
、
こ
こ
で
の
「
樂
」
は
、
そ
れ
に
関
わ
る
「
樂
」
で
あ
る
。

　

文
子
は
、
孔
子
が
言
う
人
格
形
成
の
過
程
を
次
の
よ
う
に
認
識
し

て
い
る
。

　

ま
ず
、
詩
書
を
読
む
。
こ
れ
に
よ
り
、
正
統
と
目
さ
れ
る
書
物
か

ら
知
識
を
身
に
着
け
る
。
次
に
、
孝
悌
と
仁
義
の
精
神
を
学
ん
で
適
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正
な
人
の
心
を
形
成
す
る
。
つ
ま
り
、
知
識
を
基
盤
と
し
て
人
と
し

て
あ
る
べ
き
情
性
を
培
う
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
礼
楽
で
自
ら
の

精
神
を
顕
示
す
る
。
そ
こ
ま
で
進
歩
し
て
初
め
て
、
文
徳
で
以
て
人

格
を
完
成
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
要
素
が
読
み
取
れ
る
。

　

一
つ
は
、
こ
の
人
格
形
成
の
手
順
に
は
い
わ
ゆ
る
学
問
が
組
み
込

ま
れ
、
最
早
不
可
分
の
営
為
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

学
問
と
人
格
形
成
を
別
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
わ
な
い
の
で
あ
る
。

『
詩
』
や
『
書
』
を
学
ぶ
の
は
知
識
を
付
け
る
た
め
で
あ
る
が
、
そ

こ
か
ら
得
ら
れ
る
知
識
は
人
の
情
性
に
関
わ
る
知
識
で
あ
る
。
し
か

も
、
そ
れ
を
前
提
に
孝
悌
・
仁
義
の
精
神
を
学
ぶ
こ
と
で
、
書
物
の

上
で
学
ん
だ
情
を
自
ら
の
内
部
に
落
と
し
込
む
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

の
学
問
は
、
常
に
人
格
の
在
り
方
を
問
わ
れ
る
行
い
な
の
で
は
な
い

か
。

　

も
う
一
つ
は
、学
問
に
は
順
序
階
梯
が
あ
る
と
い
う
構
造
で
あ
る
。

こ
の
様
に
教
程
を
重
ん
じ
る
点
で
、
こ
の
箇
所
に
お
け
る
学
問
に
対

す
る
意
識
と
先
に
論
じ
た
礼
楽
に
対
す
る
そ
れ
と
は
全
く
同
様
の
も

の
で
は
な
い
か
と
愚
考
す
る
。
そ
の
意
識
と
は
、
物
事
を
行
う
順
序

や
規
律
へ
厳
格
な
意
識
で
あ
る
。

　

ま
た
、
積
み
上
げ
た
知
識
と
情
操
と
を
「
觀
す
」
方
法
と
し
て
礼

楽
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
大
変
興
味
深
い
。「
樂
」を
奏
す
る
と
、

そ
の
人
と
な
り
が
顕
れ
て
し
ま
う
と
で
も
言
う
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ

は
、
斉
の
楽
の
言
説
と
も
一
致
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
言
説
に

従
う
な
ら
ば
、
為
政
者
や
国
家
の
有
り
様
だ
け
で
な
く
、
人
格
の
完

成
を
志
す
者
も
ま
た
、
自
ら
の
人
と
な
り
を
「
觀
す
」
の
で
あ
る
。

　

更
に
言
え
ば
、
小
生
は
礼
楽
の
持
つ
性
質
及
び
実
践
す
る
様
子
を

思
い
浮
か
べ
る
べ
き
だ
と
思
う
。
礼
を
実
践
す
る
と
は
、
決
ま
っ
た

動
作
を
「
時
節
や
相
手
の
身
分
に
相
応
し
い
形
で
、
適
切
に
」
行
う

こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
を
正
し
く
行
え
れ
ば
、
自
ら
の
心
遣
い
を

伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
礼
の
実
践
無
く
し
て
良
好
な
関
係
を
築
く

こ
と
は
難
し
い
。

　

し
か
し
、
礼
だ
け
で
は
本
当
に
「
心
か
ら
の
真
心
」
が
伴
っ
て
い

る
か
ど
う
か
判
断
し
難
い
。
目
に
見
え
る
動
作
の
み
を
完
璧
に
行
い

さ
え
す
れ
ば
、
礼
を
実
践
し
た
こ
と
に
は
な
る
。
た
だ
し
、
慇
懃

無
礼
な
作
法
は
却
っ
て
相
手
の
心
象
を
悪
く
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、「
禮
」
で
は
ど
う
し
て
も
補
い
切
れ
な
い
人
の
情
を
顕
現

さ
せ
る
手
段
が
必
要
に
な
る
。
こ
の
手
段
こ
そ
が
、「
樂
」
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　
「
樂
」
に
は
、
礼
に
は
な
い
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
音

を
伴
う
点
で
あ
る
。
音
は
、耳
つ
ま
り
聴
覚
に
訴
え
る
も
の
で
あ
り
、

聴
覚
は
五
感
の
う
ち
で
最
も
即
時
性
が
あ
り
、
防
ぐ
こ
と
の
難
し
い

感
覚
で
あ
ろ
う
。「
打
て
ば
響
く
」
と
言
う
よ
う
に
、
そ
の
場
で
効
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果
を
発
揮
さ
せ
る
の
が
「
樂
」
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
時
に
、
耳

の
感
覚
が
目
ほ
ど
に
遮
断
出
来
な
い
た
め
に
、
一
度
発
せ
ば
取
り
繕

え
な
い
と
い
う
特
徴
も
生
む
。

　

よ
っ
て
、「
樂
」
は
「
禮
」
で
表
現
し
き
れ
な
い
仕
手
の
情
を
担

う
の
で
あ
り
、
詩
書
や
孝
悌
・
仁
義
の
よ
う
な
学
問
に
比
べ
て
も
、

人
と
な
り
が
は
っ
き
り
と
見
え
や
す
い
行
為
だ
と
言
え
な
い
か
。
し

か
も
、
礼
楽
の
前
に
は
詩
書
孝
悌
を
体
得
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、

楽
を
行
う
為
に
は
人
と
し
て
在
る
べ
き
情
念
へ
の
理
解
が
必
須
だ
と

の
見
方
も
看
取
で
き
る
。

　

次
に
取
り
上
げ
る
箇
所
で
も
ま
た
、
成
人
が
備
え
る
べ
き
行
い
に

つ
い
て
い
う
が
、
こ
こ
で
確
認
し
た
段
階
と
は
や
や
異
な
る
形
態
が

示
さ
れ
る
。

　
　

 

顏
囘
問
於
孔
子
曰
、
成
人
之
行
若
何
。
子
曰
、
達
于
情
性
之
理
、

通
於
物
類
之
變
、（
中
略
）
而
又
加
之
以
仁
義
禮
樂
、
成
人
之

行
也
。
若
乃
窮
神
知
礼
禮
、
德
之
盛
也
。〔
禮
、
宜
爲
化
〕（「
顏

囘
」
第
十
八
）

顏
囘
孔
子
に
問
ひ
て
曰
は
く
、「
成
人
の
行
ひ
は
若
何
」
と
。

子
曰
は
く
、「
情
性
の
理
に
達
し
、
物
類
の
變
に
通
じ
、（
中
略
）

又
た
之
に
加
ふ
る
に
仁
・
義
・
禮
・
樂
を
を
以
て
す
れ
ば
、
成

人
の
行
ひ
な
り
。
若
し
乃
れ
神
を
窮
め
禮
を
知
ら
ば
、
德
の
盛

ん
な
り
」
と
。〔
禮
は
、
宜
し
く
化
と
爲
す
べ
し
〕

　

顏
回
が
、
孔
子
に
「
成
人
の
行
い
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

か
」
と
質
問
す
る
場
面
で
あ
る
。
孔
子
は
、「
成
人
は
人
間
の
心
や

本
質
に
通
じ
て
い
て
、
物
事
の
変
化
に
よ
く
対
応
で
き
、（
中
略
）

そ
の
上
で
、「
仁
義
禮
樂
」
を
加
え
た
も
の
が
成
人
の
行
い
で
あ
る
」

と
答
え
た
。

　

こ
こ
で
は
、
先
の
箇
所
に
あ
っ
た
孝
悌
は
挙
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、

「
仁
義
禮
樂
」
が
並
列
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
に
は
、
仁
義
の
心
を
養
っ
た
あ
と
に
礼
楽
で
そ
の
心
を

表
現
す
る
と
い
う
段
取
り
が
見
え
た
が
、
こ
の
場
合
の
仁
義
と
礼
楽

は
と
も
に
行
為
を
指
す
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
併
せ
て
提
示
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、「
既
能
成
人
」
以
前
に
掲
げ
ら
れ
た
要
素
は
、「
仁

義
禮
樂
」
を
行
う
た
め
に
必
須
の
条
件
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
な
ぜ
「
樂
」
が
成
人
の
行
い
に
ふ
さ
わ
し
い
の
か
を
考

察
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
や
は
り
先
に
述
べ
た
「
樂
」
の

特
徴
が
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ

「
樂
」
だ
か
ら
こ
そ
、
真
に
す
ぐ
れ
た
徳
を
持
つ
者
が
担
わ
ね
ば
な

ら
ず
、
真
に
す
ぐ
れ
た
徳
を
持
つ
者
と
は
、
ま
さ
し
く
「
成
人
」
で

あ
る
。
だ
か
ら
、
成
人
の
行
い
に
「
樂
」
が
数
え
ら
れ
る
の
で
は
な
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三

い
か
。

ｃ
、「
樂
」
と
「
節
」

　

次
に
、「
節
」
と
「
樂
」
の
関
わ
り
を
見
る
。

　

読
解
を
終
え
た
限
り
で
は
、「
節
」
は
「
節
度
」
と
い
う
言
葉
に

代
表
さ
れ
る
通
り
、
物
事
が
適
度
に
保
た
れ
た
状
態
を
指
す
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
次
の
箇
所
で
は
「
樂
」
の
一
側
面

と
し
て
「
節
」
が
挙
が
っ
て
い
る
。

　
　

 

言
游
進
曰
、
敢
問
、
禮
也
領
惡
而
全
好
者
與
。〔
領
、
理
也
。〕

子
曰
、
然
。（
中
略
）
是
以
宮
室
得
其
度
、
鼎
俎
得
其
象
、
物

得
其
時
、
樂
得
其
節
。（
中
略
）
凡
衆
之
動
、
得
其
宜
也
。
言

游
退
。

　
　

 

言
游
進
み
て
曰
は
く
、「
敢
へ
て
問
ふ
、
禮
は
惡
を
領
め
て
好

を
全
う
す
る
者
か
」
と
。〔
領
は
、理
む
る
な
り
。〕
子
曰
は
く
、

「
然
り
」
と
。（
中
略
）
是
を
以
て
宮
室
其
の
度
を
得
、
鼎
俎
其

の
象
を
得
、
物
其
の
時
を
得
、
樂
其
の
節
を
得
、（
中
略
）
凡

衆
の
動
、
其
の
宜
し
き
を
得
る
な
り
」
と
。
言
游
退
く
。

　
　

 

子
張
進
曰
、
敢
問
禮
何
謂
也
。
子
曰
、
禮
者
即
事
之
治
也
。
君

子
有
其
事
、
必
有
其
治
。
治
國
而
無
禮
、
譬
猶
瞽
之
無
相
。
倀

倀
乎
何
所
之
。
譬
終
夜
有
求
於
幽
室
之
中
、
非
燭
何
以
見
。
故

無
禮
則
手
足
無
所
措
、
耳
目
無
所
加
、
進
退
揖
讓
、
無
所
制
。

（
中
略
）
樂
失
其
節
、（
中
略
）
凡
衆
之
動
失
其
宜
。
如
此
則
無

以
祖
袷
四
海
。

子
張
進
み
て
曰
は
く
、「
敢
へ
て
問
ふ
、禮
と
は
何
の
謂
ひ
ぞ
や
」

と
。
子
曰
は
く
、「
禮
と
は
事
に
即
く
の
治
な
り
。
君
子
其
の

事
有
れ
ば
、
必
ず
其
の
治
有
り
。
國
を
治
め
て
禮
無
く
ん
ば
、

譬
へ
ば
猶
ほ
瞽
の
相
無
き
が
ご
と
し
。
倀
倀
乎
と
し
て
何
れ
の

所
に
か
之
か
ん
。
譬
へ
ば
終
夜
幽
室
の
中
に
求
む
る
こ
と
有
る

に
、
燭
あ
る
に
非
ざ
れ
ば
何
を
以
て
か
見
ん
。
故
に
禮
無
く
ん

ば
則
ち
手
足
の
措
く
所
無
く
、
耳
目
の
加
ふ
る
所
無
く
、
進
退

揖
讓
、
制
す
る
所
無
し
。（
中
略
）
樂
其
の
節
を
失
ひ
、（
中
略
）

凡
衆
之
動
其
の
宜
し
き
を
失
ふ
。
此
の
如
く
ん
ば
則
ち
以
て
四

海
を
祖
袷
す
る
無
し
」
と
。

　
　

 

子
曰
、
愼
聽
之
、
汝
三
人
者
。
吾
語
汝
。
禮
猶
有
九
焉
、
大
饗

有
四
焉
。
苟
知
此
矣
、雖
在
畎
畝
之
中
、事
之
聖
人
矣
。（
中
略
）

序
其
禮
樂
、
備
其
百
官
。
如
此
而
後
、
君
子
知
仁
焉
。（
中
略
）

古
之
君
子
、
不
必
親
相
與
言
也
。
以
禮
樂
相
示
而
已
。
夫
禮
者

理
也
、
樂
者
節
也
。
無
禮
不
動
、
無
節
不
作
。
不
能
詩
、
於
禮

謬
。
不
能
樂
、
於
禮
素
。
薄
於
德
、
於
禮
虛
。
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四

子
貢
作
而
問
曰
、
然
則

其
窮
與
。
子
曰
、
古
之
人
與
、
上
古

之
人
也
。
逹
於
禮
而
不
達
於
樂
、
謂
之
素
。
達
於
樂
而
不
達
於

禮
、
謂
之
偏
。
夫

達
於
樂
不
達
於
禮
。
是
以
傳
於
此
名
也
。

古
之
人
也
。
凡
制
度
在
禮
、
文
爲
在
禮
。
行
之
、
其
在
人
也
。

三
子
者
旣
得
聞
此
論
於
夫
子
也
、
煥
若
發
矇
焉
。（「
論
禮
」
第

二
十
七
）

子
曰
は
く
、「
愼
ん
で
之
を
聽
け
、
汝
三
人
の
者
。
吾
汝
に
語

げ
ん
。
禮
に
猶
ほ
九
有
り
、
大
饗
に
四
有
り
。
苟
し
く
も
此
を

知
れ
ば
、
畎
畝
の
中
に
在
り
と
雖
も
、
之
に
事
へ
て
聖
人
な
り
。

（
中
略
）
其
の
禮
樂
を
序
し
、
其
の
百
官
を
備
ふ
。
此
の
如
く

に
し
て
後
、
君
子
仁
を
知
る
。（
中
略
）
古
の
君
子
、
必
ず
し

も
親
ら
與
に
言
は
ざ
る
な
り
。
禮
樂
を
以
て
相
示
す
の
み
。
夫

れ
禮
と
は
理
な
り
、
樂
と
は
節
な
り
。
禮
無
く
ん
ば
動
か
ず
、

節
無
く
ん
ば
作
さ
ず
。
詩
を
能
く
せ
ず
ん
ば
、禮
に
於
て
謬
る
。

樂
を
能
く
せ
ず
ん
ば
、
禮
に
於
て
素
な
り
。
德
に
薄
け
れ
ば
、

禮
に
於
て
虛
な
り
。」
と
。（
中
略
）
三
子
者
既
に
此
の
論
を
夫

子
に
聞
く
を
得
る
や
、
煥
と
し
て
矇
を
發
く
が
若
し
。

　

孔
子
と
弟
子
た
ち
が
礼
に
つ
い
て
議
論
す
る
場
面
の
う
ち
、
特
に

言
游
と
子
張
が
礼
に
つ
い
て
尋
ね
た
際
の
孔
子
言
を
中
心
に
抜
き
出

し
た
。

　

こ
こ
で
孔
子
は
、「
禮
者
即
事
之
治
也
」、
つ
ま
り
礼
と
は
目
の
前

の
事
々
に
応
対
し
、
適
切
に
お
さ
め
る
こ
と
だ
と
す
る
。
す
る
と
、

年
長
者
と
年
少
者
の
区
別
が
は
っ
き
り
と
し
、
親
戚
関
係
が
穏
や
か

に
な
ら
ず
、
音
楽
は
そ
の
節
を
得
る
の
だ
と
い
う
。

　
「
樂
」
に
関
わ
る
言
説
は
、「
樂
得
其
節
」
及
び
「
樂
失
其
節
」
で

あ
る
。

　

ま
ず
、「
是
故
以
之
居
家
有
禮
故
長
幼
辨
」
で
は
、「
郊
社
の
よ
う

な
儀
式
の
礼
式
を
は
っ
き
り
と
示
せ
ば
、
家
に
お
い
て
も
礼
が
い
き

わ
た
っ
て
年
長
者
と
年
少
者
が
適
切
に
区
別
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い

る
。
以
下
全
て
同
様
の
構
造
を
見
せ
て
お
り
、「
樂
得
其
節
」
も
ま

た
、こ
の
構
造
に
該
当
す
る
。
す
る
と
、楽
が
礼
に
合
す
れ
ば
、「
節
」

が
備
わ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
逆
に
言
え
ば
、「
節
」
の
な
い
楽

は
礼
に
合
し
て
い
な
い
。

　

後
半
で
は
、
古
代
の
聖
人
が
守
っ
た
礼
を
具
体
的
に
述
べ
、
君
子

の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
。
楽
も
儀
式
に
お
い
て
奏
さ
れ
る
が
、
そ

の
時
機
の
指
定
も
ま
た
細
か
い
。
礼
楽
の
厳
密
さ
が
看
取
で
き
る
。

　

ま
た
、「
以
禮
樂
相
示
」
と
あ
る
よ
う
に
、
君
子
は
言
葉
で
な
く

礼
儀
と
音
楽
で
気
持
ち
を
示
す
と
も
言
う
。
礼
楽
と
人
格
形
成
や
、

楽
と
感
情
表
現
と
い
っ
た
観
点
に
も
関
わ
り
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、

「
禮
者
理
也
樂
者
節
也
」
に
も
あ
る
よ
う
に
、
や
は
り
楽
に
は
「
節
」

の
側
面
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
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五

　

こ
こ
ま
で
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
、「
節
」
を
持
っ
た
楽
と
は
、「
そ

の
時
々
に
適
切
な
働
き
を
伴
う
、
礼
に
合
し
た
楽
」
で
あ
る
と
推
測

さ
れ
る
。
ま
た
、「
禮
」
を
理
に
、「
樂
」
を
節
に
対
応
さ
せ
る
点
か

ら
、
礼
楽
で
以
て
人
を
理
性
的
に
し
、
調
和
さ
せ
る
と
い
う
目
的
も

見
い
だ
せ
る
。

　

次
の
「
淫
」
は
、
そ
の
字
の
示
す
通
り
、
み
だ
り
に
用
い
ら
れ
る

「
樂
」
を
い
う
。
こ
れ
ま
で
示
し
た
効
能
と
は
う
っ
て
変
わ
り
、「
樂
」

の
危
険
性
を
説
く
箇
所
を
考
察
す
る
。

ｄ
、「
樂
」
と
「
淫
」

　
「
禮
」
の
く
だ
り
で
少
し
触
れ
た
が
、「
淫
」
と
は
、「
過
剰
な
さ
ま
」

を
指
す
。
よ
っ
て
、過
剰
な
楽
が
も
た
ら
す
も
の
は
何
か
、何
を
持
っ

て
過
剰
な
楽
と
す
る
か
を
示
す
。

　
　

 

孔
子
曰
、
各
因
其
事
也
。
齊
君
爲
國
、
奢
乎
臺
榭
、
淫
于
苑
囿
、

五
官
伎
樂
不
解
於
時
。
一
旦
而
賜
人
、
以
千
乗
之
家
者
三
。
故

曰
政
在
節
財
。（「
辯
政
」
第
十
四
）

孔
子
曰
は
く
、「
各
お
の
其
の
事
に
因
れ
ば
な
り
。
齊
の
君
の

國
を
爲
む
る
は
、
臺
榭
に
奢
り
、
苑
囿
に
淫
し
、
五
官
伎
樂
時

に
解
た
ら
ず
。
一
旦
に
し
て
人
に
賜
ふ
に
、
千
乗
之
家
を
以
て

す
る
者
三
た
び
な
り
。
故
に
政
は
節
財
に
在
り
と
曰
ふ
（
以
下

略
）」
と
。

　

子
貢
は
、
以
前
三
国
の
君
主
が
政
治
に
つ
い
て
尋
ね
た
際
、
孔
子

が
助
言
し
た
内
容
が
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
い
た
の
を
不
思
議
に
思
っ
て

質
問
し
た
。
孔
子
は
、「
抱
え
る
事
情
が
国
ご
と
に
違
う
の
で
、
個
々

の
問
題
に
沿
っ
て
お
答
え
し
た
の
だ
」
と
答
え
た
。

　

こ
こ
で
は
、「
五
官
伎
樂
」
と
い
う
語
が
登
場
す
る
。
五
官
と
は
、

一
説
に
女
楽
の
官
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
い
ま
い
ち
は
っ
き
り
と

し
な
い
。
た
だ
、「
伎
女
」
と
い
う
単
語
を
手
掛
か
り
に
考
え
る
と
、

少
な
か
ら
ず
女
性
が
関
与
す
る
音
楽
か
と
思
わ
れ
る
。
伎
女
と
は
、

宴
会
の
場
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
女
性
を
指
す
。
言
う
な
れ
ば
踊
り

子
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
芸
者
を
い
う
か
ら
で
あ
る
。

美
女
と
音
楽
が
結
び
つ
く
と
ど
の
よ
う
な
状
態
を
導
く
か
。
語
ら
れ

る
の
は
、
連
日
の
過
剰
な
快
楽
に
浸
さ
れ
た
状
態
で
あ
り
、
淫
風
大

い
に
行
わ
れ
る
状
態
で
あ
る
。

　

美
し
い
も
の
や
気
持
ち
が
良
い
も
の
が
あ
ま
り
に
も
多
す
ぎ
、
し

か
も
そ
れ
が
君
主
の
上
に
起
こ
る
と
、
快
楽
を
追
う
あ
ま
り
に
政
治

を
怠
け
る
よ
う
に
な
り
、
財
産
の
流
出
に
も
気
が
咎
め
な
く
な
る
。

実
際
孔
子
は
、
斉
の
君
主
に
対
し
て
「
政
治
と
は
、
財
力
を
節
約
す

る
こ
と
に
あ
る
」
と
助
言
し
て
い
る
。
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よ
い
音
楽
と
は
過
剰
な
快
楽
を
伴
わ
な
い
音
楽
で
あ
る
、
と
い
う

考
え
が
読
み
取
れ
る
。

　

ま
た
、
次
の
よ
う
な
記
述
も
あ
る
。

　
　

 

孔
子
相
魯
。齊
人
患
其
將
霸
、欲
敗
其
政
。乃
選
好
女
子
八
十
人
、

衣
以
文
飾
而
舞
容
璣
、〔
容
璣
、舞
曲
。〕
及
文
馬
四
十
駟
。〔
駟
、

四
馬
也
。〕
以
遺
魯
君
。
陳
女
樂
、
列
文
馬
于
魯
城
南
髙
門
外
。

桓
子
既
受
女
樂
。
君
臣
婬
荒
三
日
、
不
聽
國
政
。
郊
又
不
致
膰

俎
。
孔
子
遂
行
、
宿
於
郭
屯
。
師
已
送
曰
、
夫
子
非
罪
也
。
孔

子
曰
、
吾
歌
、
可
乎
。
歌
曰
、
彼
婦
人
之
口
、
可
以
出
走
。
彼

婦
人
之
請
、
可
以
死
敗
。〔
謂
婦
人
口
、
請
謁
足
以
使
人
死
敗
。

故
可
出
走
、〕
優
哉
遊
哉
、

以
卒
歳
。〔
言
士
不
遇
、
優
游
以

終
歳
也
。〕（「
子
路
」
第
十
九
）

孔
子
魯
に
相
た
り
。齊
人
其
の
將
に
霸
た
ら
ん
と
す
る
を
患
へ
、

其
の
政
を
敗
ら
ん
と
欲
す
。
乃
ち
好
女
子
八
十
人
を
選
び
、
衣

す
る
に
文
飾
を
以
て
し
て
容
璣
を
舞
は
し
め
、〔
容
璣
は
、
舞

曲
な
り
。〕
文
馬
四
十
駟
と
及
に
、〔
駟
は
、
四
馬
な
り
。〕
以

て
魯
の
君
に
遺
る
。
女
樂
を
陳
し
、
文
馬
を
魯
の
城
南
の
髙
門

外
に
列
す
。（
中
略
）

桓
子
既
に
女
樂
を
受
く
。
君
臣
婬
荒
す
る
こ
と
三
日
、
國
政
を

聽
か
ず
。
郊
し
て
又
た
膰
俎
致
さ
ず
。
孔
子
遂
に
行
り
、
郭
屯

に
宿
す
。
師
已
送
り
て
曰
は
く
、「
夫
子
は
罪
に
非
ざ
る
な
り
」

と
。
孔
子
曰
は
く
、「
吾
歌
は
ん
、
可
な
ら
ん
か
」
と
。
歌
ひ

て
曰
は
く
、
彼
の
婦
人
の
口
、
以
て
出
で
走
る
可
し
。
彼
の
婦

人
の
請
、
以
て
死
敗
す
可
し
。〔
婦
人
の
口
と
謂
ふ
は
、
謁
足

以
て
人
を
し
て
死
敗
せ
し
む
る
を
請
ふ
。
故
に
出
走
す
可
き
な

り
。〕
優
な
る
か
な
遊
な
る
か
な
、
か
以
て
歳
を
卒
へ
ん
」
と
。

〔
言
ふ
こ
こ
ろ
は
士
の
不
遇
に
し
て
、
優
游
以
て
歳
を
終
へ
ん

と
す
る
な
り
。〕

　

孔
子
が
魯
の
国
の
宰
相
と
な
っ
た
際
に
、
斉
の
国
の
人
々
が
魯
の

国
の
政
治
を
腐
敗
さ
せ
る
た
め
様
々
な
も
の
を
送
り
込
ん
だ
逸
話
で

あ
る
。

　
「
淫
」
と
し
て
取
り
上
げ
た
箇
所
で
は
、
決
ま
っ
て
音
楽
に
お
け

る
負
の
側
面
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
主
に
女
性
が
関
与
す

る
音
楽
の
危
険
さ
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
単
に
音
を
鳴
ら
す
の
み
な
ら

ず
、
官
能
的
な
舞
踊
や
男
性
へ
の
接
待
を
含
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
と

考
え
る
。
し
か
も
、
と
り
わ
け
色
欲
に
頼
む
比
重
が
か
な
り
高
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
推
測
す
る
。

　

音
楽
に
も
「
節
度
」
が
必
要
な
の
で
あ
り
、
過
剰
な
状
態
は
良
く

な
い
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
先
の
「
節
」
に

は
、
こ
の
「
節
度
」
と
い
う
意
味
合
い
も
含
ま
れ
る
の
で
は
な
い
だ
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ろ
う
か
。

ｅ
、「
樂
」
と
「
和
」

　

最
後
に
述
べ
る
「
和
」
は
、
人
の
心
が
そ
れ
ぞ
れ
に
調
和
す
る
さ

ま
を
言
う
。
こ
こ
で
は
、「
樂
」
に
お
け
る
「
和
」
の
概
念
に
つ
い

て
言
う
。
後
に
述
べ
る
「
無
聲
之
樂
」
に
関
す
る
記
述
に
も
「
和
」

の
概
念
は
密
接
に
関
係
す
る
の
で
、「
無
聲
之
樂
」
を
考
え
る
際
に

は
特
に
外
せ
な
い
箇
所
で
あ
ろ
う
。

　
　

 

夫
温
良
者
、仁
之
本
也
。（
中
略
）禮
節
者
、仁
之
貌
也
。
言
談
者
、

仁
之
文
也
。
歌
樂
者
、
仁
之
和
也
。
分
散
者
仁
之
施
也
。
儒
皆

兼
此
而
有
之
、
猶
且
不
敢
言
仁
也
（「
儒
行
解
」
第
五
）

夫
れ
温
良
は
、仁
の
本
な
り
。（
中
略
）
禮
節
は
、仁
の
貌
な
り
。

言
談
は
、
仁
の
文
な
り
。
歌
樂
は
仁
の
和
な
り
。
分
散
は
仁
の

施
な
り
。
儒
皆
な
此
を
兼
ね
て
之
れ
を
有
す
れ
ど
も
、
猶
ほ
且

つ
敢
へ
て
仁
と
言
は
ざ
る
な
り
。

　

こ
こ
で
は
、
人
の
性
や
行
為
を
列
挙
し
、
一
つ
ひ
と
つ
に
仁
の
要

素
を
結
び
つ
け
る
。
特
に
引
用
箇
所
に
於
て
は
、「
歌
樂
は
仁
の
和

で
あ
る
」
と
い
う
。

　

つ
ま
り
、
仁
の
一
面
が
歌
楽
で
あ
り
、
楽
は
和
で
あ
る
と
す
る
の

で
あ
る
。
前
に
登
場
し
た
記
述
と
同
様
に
、
音
楽
と
和
の
関
係
が
示

さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
言
う
和
も
ま
た
、
先
の
和
と
同
義
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
和

と
は
ど
ん
な
状
態
な
の
で
あ
ろ
う
か
。「
和
」
に
関
す
る
項
は
ま
だ

あ
る
の
で
、
ひ
と
ま
ず
先
に
進
も
う
。

　
　

 

故
治
國
不
以
禮
、
猶
無
耜
而
耕
。（
中
略
）
合
之
以
仁
、
而
不

安
之
以
樂
、
猶
穫
而
不
食
。
安
之
以
樂
、
而
不
達
於
順
、
猶
食

而
不
肥
。（
中
略
）
天
子
以
徳
爲
車
、
以
樂
爲
御
、
諸
侯
以
禮

相
與
、
大
夫
以

相
序
、
士
以
信
相
考
、
百
姓
以
睦
相
守
、
天

下
之
肥
也
。
是
謂
大
順
。（「
禮
運
」
第
三
十
二
）

故
に
國
を
治
む
る
に
禮
を
以
て
せ
ざ
る
は
、
猶
ほ
耜
無
く
し
て

耕
す
が
ご
と
し
。（
中
略
）
之
を
合
は
す
に
仁
を
以
て
し
て
、

之
を
安
ん
ず
る
に
樂
を
以
て
せ
ざ
る
は
、
猶
ほ
穫
り
て
食
ら
は

ざ
る
が
ご
と
し
。
之
を
安
ん
ず
る
に
樂
を
以
て
し
て
、
順
に
達

せ
ざ
る
は
、
猶
ほ
食
ら
ひ
て
肥
へ
ざ
る
が
ご
と
し
。（
中
略
）

天
子
は
徳
を
以
て
車
と
爲
し
、
樂
を
以
て
御
と
爲
し
、
諸
侯
は

禮
を
以
て
相
與
し
、
大
夫
は

を
以
て
相
序
し
、
士
は
信
を
以

て
相
考
し
、
百
姓
は
睦
を
以
て
相
守
る
は
、
天
下
の
肥
ゆ
る
な

り
。
是
れ
大
順
と
謂
ふ
。
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こ
こ
で
は
、
国
治
に
必
要
な
徳
目
を
順
次
述
べ
る
。
そ
の
際
、
作

物
を
育
て
る
た
め
の
段
階
（
耕
す
や
植
え
る
な
ど
）
を
引
き
合
い
に

出
し
て
い
る
。

　
「
樂
」
も
必
要
な
徳
目
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
人
の

心
を
和
す
る
と
い
う
効
能
が
楽
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、「
天
子
以
徳
爲
車
以
樂
爲
御
」に
は
、徳
を
車
、楽
を
御
と
し
、

徳
と
楽
を
本
体
と
制
御
の
関
係
に
見
立
て
る
。
人
格
形
成
や
学
問
は

順
序
立
て
て
お
こ
な
う
べ
き
と
す
る
記
述
は
、
主
に
第
二
節
で
取
り

上
げ
た
箇
所
に
見
え
る
が
、
こ
こ
で
は
人
格
形
成
と
い
う
よ
り
は
国

を
統
治
す
る
際
の
順
序
を
述
べ
る
。
礼
に
関
す
る
記
述
を
見
る
と
、

順
序
や
段
階
を
示
す
文
言
が
多
い
の
で
、
礼
と
学
問
と
人
格
形
成
の

表
れ
と
し
て
統
治
も
順
序
を
重
ん
じ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
政
治
に

も
人
格
が
出
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

　

更
に
言
え
ば
、
こ
こ
で
の
「
樂
」
は
、「
人
の
心
を
和
す
る
」
だ

け
で
な
く
、「
安
」
を
導
く
も
の
で
あ
る
。
民
へ
の
働
き
か
け
と
い

う
点
か
ら
見
る
と
、「
安
」
は
民
を
安
ら
か
な
気
持
ち
に
さ
せ
る
効

果
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

　

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
言
え
る
。

　
「
樂
」と
政
治
及
び「
禮
」と
の
関
係
は
密
接
で
あ
る
。そ
し
て
、「
樂
」

が
「
禮
」
と
同
様
に
厳
密
に
扱
う
べ
き
存
在
だ
と
わ
か
る
。
こ
れ
に

は
、
第
二
節
で
述
べ
た
「
禮
」
と
「
樂
」
そ
し
て
「
詩
」
の
三
者
が

君
子
と
し
て
の
人
格
の
完
成
に
不
可
欠
な
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
た

こ
と
も
影
響
し
た
で
あ
ろ
う
。「
禮
」
が
外
面
的
に
心
を
表
す
手
段

で
あ
る
な
ら
ば
、「
樂
」
は
真
心
を
包
み
隠
さ
ず
表
す
手
段
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
心
を
ど
の
よ
う
に
養
う
か
と
い
う
と
、「
詩
」
か
ら
学

ぶ
の
で
あ
る
。
学
問
の
段
階
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
決
定
さ
れ
た
の

だ
ろ
う
。

　
「
樂
」
が
真
心
を
包
み
隠
さ
ず
表
す
手
段
で
あ
る
な
ら
ば
、「
樂
」

を
行
う
際
の
心
持
ち
が
自
然
と
重
要
に
な
る
。
楽
は
、
音
を
発
す
る

と
い
う
特
性
か
ら
、
い
ち
早
く
人
に
伝
わ
り
か
つ
取
り
消
し
が
利
か

な
い
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
演
奏
者
（
あ
る
い
は
、
君
主
の

よ
う
な
楽
を
制
定
す
る
者
）
の
気
持
ち
が
あ
り
の
ま
ま
晒
さ
れ
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
禮
」
で
は
補
い
き
れ
な
い
内
面
的
事

情
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
一
環
と
し
て
、
第
四
節
で
は
過
剰
さ

を
伴
う
「
樂
」
の
危
険
性
が
示
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、「
樂
」の
一
効
用
と
し
て「
節
」と「
和
」が
挙
げ
ら
れ
る
。

両
者
に
共
通
す
る
の
は
、
國
を
整
え
、
民
を
善
導
さ
せ
る
と
い
う
作

用
で
あ
る
。「
節
」
と
「
和
」
が
備
わ
っ
た
楽
は
、人
の
心
を
も
調
え
、

誰
も
が
納
得
す
る
治
世
を
作
る
の
で
あ
る
。

　

次
章
で
は
、こ
れ
ら
の
事
項
を
ふ
ま
え
、本
論
文
の
核
で
あ
る
「
無

聲
之
樂
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
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六
九

四
、「
無
聲
之
樂
」
が
示
す
「
樂
」
の
本
質

曾
子
曰
、
敢
問
、
何
謂
三
至
。
孔
子
曰
、
至
禮
不
讓
而
天
下
治
、

至
賞
不
費
而
天
下
士
説
、
至
樂
無
聲
而
天
下
民
和
。
明
王
篤
行

三
至
。
故
天
下
之
君
可
得
而
知
、
天
下
之
士
可
得
而
臣
、
天
下

之
民
可
得
而
用
。（
中
略
）
如
此
則
天
下
之
民
名
譽
興
焉
。
此

之
謂
至
樂
無
聲
而
天
下
之
民
和
。（「
王
言
解
」
第
三
）

曾
子
曰
は
く
、「
敢
へ
て
問
ふ
、
何
を
か
三
至
と
謂
ふ
」
と
。

孔
子
曰
は
く
、「
至
禮
は
讓
ら
ず
し
て
天
下
治
ま
り
、
至
賞
は

費
さ
ず
し
て
天
下
の
士
説
び
、
至
樂
は
無
聲
に
し
て
天
下
の
民

和
す
。
明
王
篤
く
三
至
を
行
ふ
。
故
に
天
下
の
君
知
を
得
る
可

く
、
天
下
の
士
臣
を
得
る
可
く
、
天
下
の
民
用
ふ
る
を
得
る
可

し
。（
中
略
）
此
の
如
く
ん
ば
則
ち
天
下
の
民
名
譽
興
る
。
之

を
此
れ
至
樂
は
無
聲
に
し
て
天
下
の
民
和
す
と
謂
ふ
（
以
下

略
）」
と
。

　

三
至
は
、「
至
禮
」・「
至
賞
」・「
至
樂
」
を
指
す
。「
最
高
の
禮
は
、

譲
ら
な
く
て
も
天
下
が
治
ま
る
」「
最
高
の
褒
賞
は
、
何
も
費
や
さ

な
く
て
も
天
下
の
士
が
説
ぶ
」「
最
高
の
音
楽
は
、
何
の
音
色
も
無

く
て
も
天
下
の
民
衆
が
調
和
す
る
」
と
あ
る
。

　

三
至
の
文
言
は
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
。
ま
ず
「
至
禮
」
に
つ
い
て

の
文
を
見
る
と
、「
至
禮
不
譲
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
従
来
の
礼

に
は
譲
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
。
譲
（
譲
り
合
い
）・

費
（
褒
賞
）・
聲
（
音
色
）
は
、「
禮
」・「
賞
」・「
樂
」
に
お
け
る
最

も
特
徴
的
な
要
素
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
要
素
す
ら
必
要
と
し

な
い
「
至
」
と
は
、「
極
限
ま
で
突
き
詰
め
た
、
至
上
の
」
と
い
う

意
味
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。「
無
聲
之
樂
」と
は「
究
極
の
音
楽
」

で
あ
る
の
で
、「
無
聲
之
樂
」
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
儒
教
に
お
け

る
「
樂
」
の
本
質
に
迫
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
の
上
で
、
改
め
て
こ
の
前
提
を
後
の
文
に
対
応
さ
せ
る
と
、
従

来
の
賞
に
は
費
が
必
須
で
あ
り
、
従
来
の
音
楽
に
は
聲
が
必
須
と
い

う
前
提
が
見
え
る
。

　

も
う
一
度
「
至
禮
」
に
つ
い
て
の
記
述
に
戻
る
と
、「
而
天
下
治
」

と
あ
る
。
礼
の
目
的
が
、「
治
」
な
の
で
あ
る
。
同
様
に
至
賞
・
至

楽
に
つ
い
て
の
文
に
こ
れ
を
あ
て
は
め
る
と
、
賞
の
目
的
が
説
で
あ

り
、
楽
の
目
的
が
和
と
な
る
。

　

こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
樂
」
と
は
、
天
下
を
治
め
る
た
め
の
方
法
と

し
て
の
「
樂
」
で
あ
る
。
や
は
り
『
孔
子
家
語
』
に
あ
る
「
樂
」
は
、

政
治
行
為
の
一
部
と
し
て
の
性
格
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。

　

ま
た
、『
淮
南
子
』
に
は
、「
有
声
の
声
は
、
百
里
に
過
ぎ
ず
。
無

声
の
声
は
、四
海
に
施
く（

８
）」
と
あ
る
。
音
色
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
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音
が
あ
る
状
態
の
音
楽
の
持
つ
限
界
を
超
越
す
る
の
で
あ
る
。
音
色

の
持
つ
限
界
を
超
越
す
る
と
は
、
響
く
範
囲
も
ま
た
無
限
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
無
声
の
「
無
」
は
「
無
限
」
の
「
無
」
で
あ

り
、
却
っ
て
遍
く
響
き
渡
る
状
態
を
生
み
出
す
の
で
は
な
い
か
。

　

更
に
「
無
聲
」
の
「
無
」
に
つ
い
て
は
、「
無
数
」
の
意
義
も
兼

ね
る
と
い
う
仮
説
を
ひ
と
ま
ず
立
て
て
み
た
い
。
つ
ま
り
、「
無
数
」

と
は
、
た
く
さ
ん
あ
る
状
態
を
指
す
が
、
こ
れ
を
「
無
聲
」
に
も
対

応
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。

　

限
界
の
な
い
「
樂
」
と
は
、
遍
く
響
き
渡
る
の
み
な
ら
ず
、
い
く

ら
で
も
そ
の
形
態
を
変
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
ど
の
よ
う
に
形
を
変

え
る
か
と
い
う
と
、為
政
者
の
楽
は
民
を
導
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、

民
の
た
め
に
形
を
変
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と

い
う
と
、
民
に
と
っ
て
最
も
良
い
形
へ
と
い
く
ら
で
も
変
化
出
来
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

更
に
言
え
ば
、
民
は
一
人
一
人
違
う
事
情
を
抱
え
て
お
り
、
と
す

れ
ば
何
を
以
て
満
足
す
る
か
は
様
々
で
あ
る
。
そ
の
民
た
ち
を
同
時

に
満
足
さ
せ
る
に
は
、
一
つ
の
型
を
提
示
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
合
わ
せ
た
「
樂
」
が
必
要
な
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
究
極
の
楽
で
あ
る
「
至
樂
」
な
ら
ば
、
限
界
が
な
い

た
め
に
民
一
人
一
人
に
合
わ
せ
た
楽
を
発
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
、
無
声
の
「
無
」
は
「
無
限
」
で
も

あ
り
「
無
数
」
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
こ
こ
で
提
示
さ
れ
た
音
楽
の
最
終
目
的
は
「
和
」
で
あ
る

点
も
念
頭
に
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
孔
子
は
、「
聲
」
は
「
樂
」
の

大
き
な
要
素
で
は
あ
る
が
、「
樂
」
の
本
質
と
は
捉
え
て
い
な
い
と

思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
楽
で
以
て
導
く
べ
き
状
態
と
し
て
、
や
は
り

「
和
」
が
挙
が
る
の
で
あ
る
。

　

孔
子
の
言
う
「
至
樂
」
の
実
像
を
更
に
探
る
た
め
、
ひ
と
ま
ず
他

の
「
無
聲
之
樂
」
が
登
場
す
る
箇
所
へ
と
進
も
う
。

　
　

 

孔
子
曰
、
無
體
之
禮
、
敬
也
。
無
服
之
喪
、
哀
也
。
無
聲
之
樂
、

歡
也
。
不
言
而
信
、
不
動
而
威
、
不
施
而
仁
志
。
夫
鐘
之
音
、

怒
而
擊
之
則
武
、
憂
而
擊
之
則
悲
。
其
志
變
者
聲
亦
隨
之
。
故

至
誠
感
之
通
於
金
石
。
而
況
人
乎
。（「
六
本
」
第
十
五
）

孔
子
曰
は
く
、「
無
體
之
禮
は
、敬
な
り
。無
服
之
喪
は
、哀
な
り
。

無
聲
之
樂
は
、
歡
な
り
。
言
は
ず
し
て
信
た
り
、
動
か
ず
し
て

威
あ
り
、
施
さ
ず
し
て
仁
志
あ
り
。
夫
れ
鐘
の
音
は
、
怒
り
て

之
を
擊
て
ば
則
ち
武
た
り
、
憂
へ
て
之
を
擊
て
ば
則
ち
悲
し
。

其
の
志
變
ず
る
者
は
聲
も
亦
た
之
に
隨
ふ
。
故
に
至
誠
は
之
に

感
ぜ
し
む
る
に
金
石
を
通
ず
。
而
る
に
況
ん
や
人
を
や
（
以
下

略
）」
と
。（
六
本
）
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右
掲
の
箇
所
と
次
に
挙
げ
る
箇
所
で
は
、「
三
無
」
の
概
念
が
示

さ
れ
て
い
る
。「
三
至
」
と
の
違
い
は
、「
賞
」
の
代
わ
り
に
「
喪
」

が
挙
が
る
点
で
あ
る
。

　
「
無
體
之
禮
」は
體
を
伴
わ
ず
と
も
敬
の
精
神
が
表
れ
、同
様
に「
無

服
之
喪
」は
服
す
る
こ
と
な
く
と
も
哀
の
精
神
が
表
れ
、「
無
聲
之
樂
」

は
音
が
な
く
と
も
歓
び
が
顕
現
す
る
。こ
の
三
つ
が
揃
っ
て
い
れ
ば
、

口
に
し
な
く
て
も
信
用
が
得
ら
れ
、行
動
し
な
く
て
も
威
厳
が
あ
り
、

人
に
施
し
を
せ
ず
と
も
仁
の
心
を
周
り
の
人
々
に
感
じ
さ
せ
る
の
で

あ
る
。

　
「
無
體
之
禮
」
に
つ
い
て
、
體
を
伴
わ
な
く
て
も
敬
の
精
神
が
表

れ
る
と
孔
子
は
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
裏
を
返
せ
ば
「
禮
」
に
は

本
来
「
體
」
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
構
造
は
、
先

の
「
三
至
」
に
も
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
體
を
伴
っ
た

礼
で
表
現
す
べ
き
も
の
は「
敬
」で
あ
る
と
読
み
取
れ
る
。「
敬
」は
、

こ
こ
で
の
「
禮
」
の
最
終
目
標
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
論
理
を
「
無
聲
之
樂
」
に
当
て
嵌
め
る
と
、
や
は
り
「
樂
」

に
は
本
来
「
聲
」
つ
ま
り
音
が
必
要
な
の
で
あ
り
、
楽
の
最
終
目
標

は
「
歡
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

先
に
論
じ
た
通
り
、「
和
」
が
目
指
す
状
態
は
、
調
和
す
な
わ
ち

全
て
の
人
が
そ
の
人
毎
に
最
適
な
位
置
に
い
て
、
満
足
し
て
い
る
状

態
で
あ
る
。
こ
の
点
を
鑑
み
る
と
、「
無
聲
之
樂
」が
目
指
す
状
態
は
、

全
て
の
人
毎
に
求
め
ら
れ
た
音
が
鳴
る
状
態
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ

ば
、
全
て
の
音
色
を
兼
ね
備
え
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
や
は
り
、
先

の
「
至
樂
」
と
同
様
に
音
色
の
あ
る
音
楽
す
な
わ
ち
「
有
聲
之
樂
」

の
限
界
を
超
え
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

で
は
、
次
の
箇
所
で
は
ど
の
よ
う
に
「
無
聲
之
樂
」
が
論
じ
ら
れ

る
か
見
て
み
よ
う
。

　
　

 

子
夏
曰
、
敢
問
、
何
謂
三
無
。
孔
子
曰
、
無
聲
之
樂
・
無
體
之

禮
・
無
服
之
喪
、
此
之
謂
三
無
。
子
夏
曰
、
敢
問
、
三
無
何
詩

近
之
。
孔
子
日
、
夙
夜
基
命
宥
密
、
無
聲
之
樂
也
。
威
儀
逮
逮

不
可
選
也
、無
體
之
禮
也
。
凡
民
有
喪
扶
伏
救
之
無
服
之
喪
也
。

子
夏
曰
、「
敢
へ
て
問
ふ
、
何
を
か
三
無
と
謂
ふ
」
と
。
孔
子

曰
は
く
、「
無
聲
之
樂
・
無
體
之
禮
・
無
服
之
喪
、
之
を
此
れ

三
無
と
謂
ふ
」
と
。
子
夏
曰
は
く
、「
敢
へ
て
問
ふ
、
三
無
は

何
の
詩
か
之
に
近
き
」
と
。
孔
子
曰
は
く
、「
夙
夜
命
に
基
ま

り
宥
密
と
は
、
無
聲
の
樂
な
り
。
威
儀
逮
逮
、
選
ぶ
可
か
ら
ざ

る
な
り
と
は
、
無
體
の
禮
な
り
。
凡
民
に
喪
有
ら
ば
扶
伏
し
て

之
を
救
ふ
と
は
、
無
服
の
喪
な
り
」
と
。

　
　

 
子
夏
曰
、
言
則
美
矣
、
大
矣
。
言
盡
於
此
而
已
乎
。
孔
子
曰
、

何
謂
其
然
。
吾
語
汝
。
其
義
猶
有
五
起
焉
。
子
夏
日
、
何
如
。
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孔
子
曰
、
無
聲
之
樂
氣
志
不
違
。
無
體
之
禮
威
儀
遲
遲
。
無
服

之
喪
内
恕
孔
哀
。
無
聲
之
樂
所
願
必
從
、無
體
之
禮
上
下
和
同
、

無
服
之
喪
施
及
萬
邦
。
既
然
。
而
又
奉
之
以
三
無
私
而
勞
天
下

此
之
謂
五
起
。（「
論
禮
」
第
二
十
七
）

子
夏
曰
は
く
、「
言 

則
ち
美
な
る
か
な
、
大
な
る
か
な
。
言 

此
に
盡
く
る
の
み
か
」
と
。
孔
子
は
く
曰
、「
何
謂
れ
ぞ
其
れ

然
ら
ん
。
吾
汝
に
語
げ
ん
。
其
の
義
猶
ほ
五
起
有
り
」
と
。
子

夏
曰
は
く
、「
何
如
」
と
。
孔
子
曰
は
く
、「
無
聲
の
樂
は
氣
志

違
は
ず
。
無
體
の
禮
は
威
儀
遲
遲
た
り
。
無
服
の
喪
は
内
恕
し

て
孔
だ
哀
し
む
。
無
聲
の
樂
は
願
ふ
所
必
ず
從
は
れ
、
無
體
の

禮
は
上
下
和
同
し
、
無
服
の
喪
は
施
い
て
萬
邦
に
及
ぶ
。
既
に

然
る
。
而
し
て
又
た
奉
ず
る
に
三
無
私
を
以
て
し
て
天
下
を
勞

ふ
。
此
れ
を
之
れ
五
起
と
謂
ふ
」
と
。

　

先
の
「
三
無
」
と
同
様
に
、「
音
の
な
い
音
楽
、
体
（
形
）
の
な

い
礼
、服
す
こ
と
の
な
い
喪
」を
三
無
と
し
て
挙
げ
る
。以
下
は
、『
詩
』

で
三
無
に
近
い
も
の
を
講
釈
す
る
場
面
で
あ
る
。

　

音
の
な
い
音
楽
は
、
志
が
民
に
浸
透
し
、
思
い
通
り
に
実
現
し
、

日
に
日
に
四
方
に
達
す
る
と
述
べ
る
。
礼
や
喪
に
つ
い
て
も
同
様
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
音
の
な
い
音
楽
は
、
君
主
の
志
が
民
に
背
か

れ
な
い
」「
音
の
な
い
音
楽
は
、
日
毎
に
四
方
に
聞
こ
え
る
」「
音
の

な
い
音
楽
は
、
君
主
の
志
が
実
現
す
る
」
と
い
っ
た
特
徴
が
挙
げ
ら

れ
る
。「
無
聲
之
樂
」
と
は
、
や
は
り
「
音
が
無
い
の
で
却
っ
て
ど

こ
ま
で
も
響
く
も
の
」
ら
し
い
。
つ
ま
り
、「
無
聲
之
樂
」
は
「
有

聲
之
樂
」
を
超
越
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
音
と
い
う
規
定
が
な

い
の
で
、
自
在
に
形
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
、
人
そ
れ
ぞ
れ
が
思
い

思
い
に
想
像
出
来
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
考
察
を
鑑
み
る
と
、「
無
聲
之
樂
」
が
意
味
す
る
と

こ
ろ
と
は
「
全
て
の
音
を
備
え
る
が
た
め
に
民
一
人
一
人
に
過
不
足

な
く
ど
こ
ま
で
も
響
き
、
相
互
に
納
得
し
て
争
う
こ
と
の
な
い
状
態

へ
と
導
く
至
高
の
音
楽
」
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
決
ま
っ
た
音
と
い
う

限
界
が
な
い
の
で
、
ど
ん
な
音
で
も
出
す
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ

り
民
一
人
一
人
に
あ
わ
せ
て
希
望
す
る
音
を
届
け
ら
れ
る
。そ
し
て
、

そ
れ
は
「
和
」
と
い
う
人
同
士
が
納
得
し
て
争
わ
な
い
状
態
を
生
み
、

し
か
も
過
不
足
が
な
い
の
で
淫
の
状
態
を
防
ぐ
。
そ
し
て
、
歓
び
の

感
情
を
民
に
起
こ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

五
、
結
言

　

最
後
に
、
本
論
の
概
略
を
改
め
て
述
べ
る
。

　

ま
ず
、
全
体
の
俯
瞰
の
た
め
『
孔
子
家
語
』
に
お
け
る
「
樂
」
に

000　早田ひかり氏.indd   七二000　早田ひかり氏.indd   七二 2017/02/17   9:26:452017/02/17   9:26:45



『
孔
子
家
語
』
に
お
け
る
「
樂
」
の
言
説 

七
三

関
す
る
記
述
を
全
て
調
査
・
読
解
し
た
上
で
、
特
に
関
連
が
深
い
と

思
わ
れ
る
諸
概
念
に
沿
っ
て
論
じ
た
。
今
回
取
り
上
げ
た
概
念
は
、

「
禮
」「
成
」「
節
」「
淫
」「
和
」
の
五
つ
で
あ
る
。

　
「
禮
」
で
は
、
礼
と
楽
が
合
わ
さ
っ
て
為
政
者
の
人
と
な
り
を
明

示
す
る
と
い
う
点
か
ら
、
と
り
わ
け
政
治
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
ま
た
、
孔
子
の
い
う
「
樂
」
に
は
「
禮
」
と
同
様
に
極

め
て
厳
密
な
し
き
た
り
が
あ
る
と
わ
か
っ
た
。
そ
し
て
、「
禮
」
と

「
樂
」
は
、「
禮
樂
」
の
語
に
も
見
え
る
よ
う
に
一
体
の
も
の
と
し
て

成
立
す
る
べ
き
存
在
だ
と
す
る
孔
子
の
音
楽
観
も
看
取
さ
れ
た
。

　

そ
の
理
由
は
、「
成
」
と
の
関
わ
り
を
考
察
す
る
と
よ
り
深
く
理

解
で
き
る
。「
成
」
に
関
連
す
る
「
樂
」
は
、
い
わ
ば
学
問
に
か
か

わ
る
「
樂
」
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
儒
教
に
お
け
る
学
問
の
意
義

は
ど
う
や
ら
「
人
格
の
完
成
」
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、「
樂
」
が
「
詩
」・「
禮
」
と
並
ん
で
人
格
の
完
成
に
不

可
欠
な
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
「
詩
」
に
よ
っ
て
人
の
善
き
心
を
理
解
し
、「
禮
」
で
自
ら
の
心
を

外
形
的
に
表
現
す
る
術
を
学
び
、「
樂
」
に
よ
っ
て
内
面
的
事
情
を

補
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、「
樂
」の
持
つ
あ
る
特
性
が
関
係
す
る
。

そ
の
特
性
と
は
、
音
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
貫
き
、
か
つ
即
時
性
の
あ

る
存
在
で
あ
る
と
い
う
特
性
で
あ
る
。
真
の
意
味
で
「
樂
」
を
行
う

に
は
、
自
ら
の
心
を
包
み
隠
さ
ず
表
せ
る
ほ
ど
に
人
格
が
完
成
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、「
樂
」
は
「
禮
」

よ
り
も
更
に
自
ら
の
内
面
を
さ
ら
け
出
す
手
段
と
解
釈
し
た
。

　
「
節
」
と
「
和
」
で
は
、「
樂
」
の
効
用
と
い
う
切
り
口
か
ら
考
察

し
た
。「
節
」
で
は
、「
樂
」
に
は
人
が
そ
れ
ぞ
れ
適
切
な
位
置
に
い

て
争
う
こ
と
の
な
い
状
態
を
作
る
と
い
う
作
用
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
論
じ
、「
和
」
で
は
、
国
を
整
え
、
民
を
善
導
さ
せ
る
と
い
う

作
用
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
。
共
通
す
る
の
は
、
人
々

が
個
々
に
満
足
し
て
、
争
い
が
な
く
、
国
が
円
満
に
動
く
と
い
う
点

で
あ
る
。

　
「
淫
」
で
は
「
節
」「
和
」
と
反
対
に
「
樂
」
が
悪
影
響
を
与
え
る

場
合
に
つ
い
て
考
察
し
た
。「
淫
」と
は
過
剰
な
さ
ま
を
意
味
し
、「
樂
」

が
過
剰
に
行
わ
れ
る
と
、
人
や
国
が
大
い
に
乱
れ
る
と
い
う
傾
向
が

見
ら
れ
た
。

　

以
上
を
踏
ま
え
、「
無
聲
之
樂
」
に
注
目
し
て
考
察
し
た
。
そ
れ

に
よ
り
、『
孔
子
家
語
』
が
示
す
「
樂
」
の
本
質
に
迫
っ
た
。

　

先
の
「
節
」「
和
」
の
読
解
か
ら
、「
無
聲
之
樂
」
に
は
当
然
「
人
々

が
個
々
に
満
足
し
て
、
争
い
が
な
く
、
国
が
円
満
に
動
く
」
と
い
う

効
能
が
無
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
、「
淫
」
の
状
態
を
防
ぐ
存
在

で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
無
聲
」
と
は
、
音
が
無
い
さ
ま
を
指
す
が
、
こ
れ
は
同
事
に
限

界
が
な
い
と
い
う
特
性
を
示
す
。「
有
聲
」
に
は
、
聞
き
及
ぶ
範
囲
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國
學
院
中
國
學
會
報　

第
六
十
二
輯 

七
四

に
限
界
が
あ
る
が
、
こ
の
限
界
を
突
破
す
る
の
が
「
無
聲
之
樂
」
で

あ
る
。
ま
た
、
耳
で
聴
く
以
上
そ
の
音
色
に
は
高
さ
や
耳
障
り
の
良

さ
が
決
ま
っ
て
し
ま
う
が
、「
無
聲
」
で
あ
れ
ば
決
ま
っ
た
音
が
な

い
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
音
を
備
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
つ
ま
り
、
民
一

人
ひ
と
り
に
合
わ
せ
た
音
を
同
時
に
出
せ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
か
ら
、「
無
聲
之
樂
」
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
は
「
全
て
の

音
を
備
え
る
が
た
め
に
民
一
人
一
人
に
過
不
足
な
く
ど
こ
ま
で
も
響

き
、
相
互
に
納
得
し
て
争
う
こ
と
の
な
い
状
態
へ
と
導
く
至
高
の
音

楽
」
だ
と
結
論
す
る
。
そ
れ
は
「
節
」「
和
」
と
い
う
人
同
士
が
納

得
し
て
争
わ
な
い
状
態
を
生
み
、
し
か
も
過
不
足
が
な
い
の
で
淫
の

状
態
を
防
ぐ
。
そ
し
て
、
歓
び
の
感
情
を
民
に
起
こ
さ
せ
る
の
で
あ

る
。

　

本
論
で
は
、
主
に
楽
の
秩
序
に
つ
い
て
論
じ
た
。
言
う
な
れ
ば
、

為
政
者
に
お
け
る
楽
で
あ
り
、
精
神
や
人
同
士
の
関
係
を
整
え
る
楽

で
あ
る
。本
来
な
ら
ば
、『
禮
記
』に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な『
孔
子
家
語
』

本
文
の
典
拠
を
持
ち
且
つ
こ
の
論
題
に
深
く
関
わ
る
内
容
の
書
も
論

の
範
疇
に
含
め
る
べ
き
で
あ
る（
９
）。
し
か
し
、
今
回
は
そ
こ
ま
で
至
ら

な
か
っ
た
た
め
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注（
１
） 　

興
平
二
（
一
九
五
）
年
生
、
甘
露
元
（
二
五
六
）
年
卒
。『
魏
書
』
巻

十
三
に
伝
が
あ
る
。
こ
れ
に
拠
れ
ば
、
賈
逵
・
馬
融
の
学
を
好
み
、
鄭
玄

の
学
を
嫌
っ
た
。

（
２
） 　

王
肅
が
鄭
玄
に
反
駁
す
る
た
め
に
偽
作
し
た
と
す
る
説
は
、
特
に
宋
代

以
降
根
強
く
あ
る
。
し
か
し
、
朱
熹
を
始
め
と
し
て
偽
作
説
を
取
ら
な
い

者
も
少
な
か
ら
ず
い
る
。加
え
て
、こ
れ
ま
で
の
説
を
詳
細
に
指
摘
し
た『
孔

子
全
書
１
３　

孔
子
家
語
（
１
）』（
吹
野
安
・
石
本
道
明　

明
徳
出
版
社

　

平
成
二
十
六
年
三
月
発
行
）
に
拠
れ
ば
、
王
肅
の
手
に
よ
る
記
述
も
含

ま
れ
る
だ
ろ
う
が
、
全
く
の
偽
作
と
は
断
定
で
き
な
い
。
よ
っ
て
今
日
の

『
家
語
』
は
、
元
々
あ
っ
た
本
文
を
王
肅
が
増
補
・
編
纂
し
た
書
で
あ
ろ
う

と
小
生
は
捉
え
て
い
る
。

（
３
）　
『
津
田
左
右
吉
全
集
十
六
』
一
九
六
五
年　

岩
波
書
店
所
収

（
４
）　

新
潟
大
学
『
人
文
科
学
研
究
』
第
七
一
号　

一
九
八
七
年
所
収

（
５
） 　

更
に
津
田
氏
論
文
「
第
三
章　

儀
禮
の
道
徳
化
」
で
は
、
呪
術
的
宗
教

的
な
礼
と
世
俗
的
な
礼
と
い
う
二
つ
の
原
義
を
提
示
し
た
上
で
、
儒
家
に

お
い
て
儀
礼
が
道
徳
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
道
程
を
明
瞭
に
せ
ん
と
試
み
て

い
る
。
呪
術
的
宗
教
的
性
格
を
持
つ
礼
も
儒
家
の
礼
の
根
源
と
し
て
念
頭

に
置
く
べ
き
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
家
語
』
に
お
け
る
礼
と
は
些

か
隔
た
り
が
あ
る
と
感
じ
、
今
回
は
論
じ
な
か
っ
た
。

（
６
）　
〔　

〕
内
は
王
肅
注
で
あ
る
。
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『
孔
子
家
語
』
に
お
け
る
「
樂
」
の
言
説 

七
五

（
７
） 　

こ
れ
以
外
に
も
、
困
誓
に
「
君
子
の
樂
を
好
む
は
、
驕
る
こ
と
無
き
が

爲
な
り
。
小
人
の
樂
を
好
む
は
、懾
る
る
こ
と
無
き
が
爲
な
り（
君
子
好
樂
、

爲
無
驕
也
。
小
人
好
樂
、
爲
無
懾
也
）」
と
あ
り
、
君
子
と
小
人
は
「
樂
」

に
対
し
て
も
別
の
意
識
が
働
く
と
の
言
説
が
あ
る
。

（
８
）　

繆
称
訓
。
明
・
何
孟
春
注
『
孔
子
家
語
補
注
』
も
こ
の
言
説
を
引
く
。

（
９
） 　

ま
た
、「
無
聲
」
は
『
荘
子
』
を
始
め
と
し
た
老
荘
思
想
で
も
盛
ん
に
論

じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、『
家
語
』
本
文
に
は
『
荘
子
』
等
か
ら
の
引
用
は
認

め
ら
れ
な
い
。
よ
っ
て
、『
家
語
』
の
「
無
聲
之
樂
」
と
は
別
の
視
点
か
ら

論
じ
る
べ
き
だ
と
判
断
し
、
今
回
は
言
及
し
な
か
っ
た
。

〔
キ
ー
ワ
ー
ド
〕　

儒
家
、『
孔
子
家
語
』、
王
肅
、
禮
樂
、
無
聲
之
樂
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