
　

は

じ

め

に

　
「
勉
強
」
は
日
常
会
話
に
頻
繁
に
用
い
る
邦
語
で
あ
る
が
、「
中
庸
」
第
二
十
章
に
そ
の
典
拠
を
も
つ
、
歴
と
し
た
漢
語
で
あ
る
。

従
っ
て
漢
文
、
或
い
は
漢
文
脈
の
用
例
は
枚
挙
に
遑
が
な
い
と
言
っ
て
よ
く
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
「
譯
語
」
と
し
て
扱
う
と
い

う
こ
と
に
対
し
て
は
、
い
さ
さ
か
奇
妙
な
感
を
抱
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
最
初
に
「
勉
強
」
を
譯
語
と
し
て
検
討
す
る

こ
と
に
関
し
て
問
題
の
所
在
を
示
し
て
お
き
た
い
。

　
「
勉
強
」
と
い
う
言
葉
が
こ
ん
に
ち
と
び
か
っ
て
い
る
一
つ
の
場
面
は
、
親
子
の
間
、
そ
れ
も
特
に
学
齢
期
に
さ
し
か
か
る
子
ど
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澤　
　

助　
　

雄

「
勉
強
」
と
い
う
訳
語
に
つ
い
て

は
じ
め
に

一
、
幕
末
に
於
け
る
勉
強
概
念

二
、
松
下
村
塾
に
於
け
る
勉
強
の
意
味　

―
―
「
高
杉
晋
作
日
記
」
に
見
る 
―
―

三
、
心
学
の
系
譜

四
、
兵
法
家
・
剣
術
者
と
勉
強

五
、
中
村
敬
宇
と
そ
の
勉
強
困
学
の
生
涯

六
、「
西
国
立
志
編
」
の
訳
業
に
つ
い
て



も
か
ら
、
大
学
受
験
を
前
に
し
た
高
校
生
と
い
っ
た
年
代
の
子
を
も
つ
親
子
間
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
親
か
ら
子
ど
も
に
向
け
て

投
げ
ら
れ
る
「
今
日
は
ち
ゃ
ん
と
勉
強
し
た
か
」、「
し
っ
か
り
勉
強
し
な
さ
い
」
と
か
、「
勉
強
の
で
き
る
子
」、「
勉
強
の
嫌
い
な

子
」
と
い
っ
た
言
葉
、
さ
ら
に
は
「
勉
強
次
第
で
は
も
っ
と
い
い
成
績
が
と
れ
る
か
ら
…
」
と
い
う
よ
う
な
励
ま
し
が
日
常
会
話

で
繰
り
返
さ
れ
る
。
こ
こ
で
勉
強
は
専
ら
正
課
と
し
て
の
学
業
に
か
か
わ
り
、
し
か
も
特
に
知
的
な
学
習
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。「
正
課
と
し
て
」
と
い
う
限
定
を
加
え
る
の
は
、
義
務
教
育
か
ら
高
校
卒
業
ま
で
の
学
習
指
導
要
領

に
示
さ
れ
て
い
る
、
段
階
を
追
っ
た
習
得
内
容
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、「
知
的
な
」
と
い
わ
れ
る
の
は
、
正
課
で

あ
っ
て
も
音
楽
や
美
術
、
体
育
等
の
科
目
に
か
か
わ
る
も
の
に
は
「
稽
古
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
の
が
通
常
だ
か
ら
で
あ

る
。
と
も
あ
れ
、
勉
強
と
い
う
言
葉
に
喚
起
さ
れ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
一
人
一
人
に
さ
ま
ざ
ま
な
違
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ

の
語
義
に
つ
い
て
の
く
い
ち
が
い
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
勉
強
と
い
う
語
が
も
つ
幾
つ

か
の
意
味
、
た
と
え
ば
取
り
組
ん
で
い
た
一
つ
の
事
柄
が
、
う
ま
く
ゆ
か
な
か
っ
た
と
き
、
或
い
は
不
愉
快
な
事
柄
に
巻
き
込
ま

れ
て
よ
う
や
く
こ
れ
か
ら
脱
け
出
ら
れ
た
と
き
、「
今
回
の
こ
と
は
、
授
業
料
は
高
く
つ
い
た
が
勉
強
に
な
っ
た
」
と
い
う
が
、
こ

う
し
た
言
表
に
み
ら
れ
る
「
勉
強
」
に
も
共
通
の
語
義
が
拡
張
さ
れ
た
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
に
は
「
辛
い
経
験
を

し
た
が
、
今
後
こ
う
し
た
ひ
ど
い
目
に
会
う
こ
と
が
避
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
し
た
ら
、
い
い
こ
と
を
学
習
し
た
の
だ
」
と
い

う
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
人
生
と
い
う
学
校
に
於
い
て
の
一
つ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
こ
な
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
不
本
意
な
こ
と
に
ま
き
こ
ま
れ
る
の
は
、
勉
強
嫌
い
な
子
ど
も
で
も
学
校
に
い
る
間
は
嫌
い
な
学
科
を
学
ば

な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
と
類
似
の
事
態
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
云
え
ば
、
子
ど
も
は
嫌
い
な
学
科
を

好
き
に
な
る
よ
う
に
勉
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
し
、
好
き
に
な
れ
な
い
と
し
て
も
必
要
最
低
限
の
知
識
は
学
校
に
い
る
間
に

マ
ス
タ
ー
す
る
よ
う
に
勉
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
個
々
人
の
趣
味
嗜
好
や
適
性
の
有
無
と
は
関
係
な
く
誰
で
も
が
共

通
に
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
は
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
強
い
る
の
は
、
一
種
の
親
心
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
と
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言
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
は
丁
度
ニ
ン
ジ
ン
の
嫌
い
な
子
、
或
い
は
玉
ね
ぎ
が
、
ピ
ー
マ
ン
が
嫌
い
な
子
が
い
て
も
身
体
を
作
る
た

め
に
は
ど
う
し
て
も
食
べ
さ
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
気
持
に
も
通
ず
る
も
の
と
し
て
、
ま
ず
は
許
容
さ
れ
て
き
た
も
の
で

あ
る
。

　

勉
強
と
い
う
言
葉
で
何
が
謂
わ
れ
て
い
る
か
、
系
統
的
な
語
義
分
析
に
比
す
れ
ば
、
右
の
分
析
は
粗
雑
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
が
、

今
日
「
勉
強
」
が
知
的
学
習
の
場
に
於
け
る
努
力
を
指
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
努
力
は
そ
の
対
象
の
好
き
嫌
い
を
越
え
て

要
求
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
誰
に
も
納
得
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
知
ら
れ
よ
う
。
し
か
も
こ
こ
に
は
同
時
に

嫌
い
な
こ
と
だ
か
ら
、
或
い
は
放
っ
て
お
け
ば
し
な
い
こ
と
だ
か
ら
、
無
理
矢
理
に
強
い
て
勉
め
る
こ
と
が
努
力
な
の
で
あ
り
、

楽
し
い
こ
と
好
き
な
こ
と
に
力
を
注
ぐ
の
は
努
力
と
は
云
わ
な
い
の
だ
と
い
う
思
い
も
、
問
わ
ず
語
り
に
浮
か
び
出
て
い
る
と

云
っ
て
よ
い
。

　

と
こ
ろ
で
先
に
正
課
で
あ
っ
て
も
音
楽
や
美
術
・
体
育
な
ど
の
授
業
に
於
い
て
培
わ
れ
、
涵
養
さ
れ
る
能
力
に
つ
い
て
は
そ
れ

ら
を
習
得
す
る
た
め
に
努
力
す
る
時
に
、
勉
強
で
は
な
く
稽
古
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
と
し
て
、
所
謂
実
技
系
の
学
科
は
勉
強

の
対
象
か
ら
は
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
た
が
、
今
日
で
は
誰
も
問
題
に
し
な
い
こ
の
こ
と
は
、
少
し
歴
史
を
遡
っ
て
み

れ
ば
、
い
さ
さ
か
問
題
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
も
気
付
か
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
云
え
ば
、
江
戸
時
代
の
文
献
で

は
、
今
日
「
知
的
学
習
」
或
い
は
「
知
的
能
力
の
涵
養
」
に
か
か
わ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
「
稽
古
」
と
い
う
語
を
あ
て

て
い
る
の
が
み
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
ち
っ
と
も
特
異
な
事
例
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
い
く
ら
で
も
示
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

う
し
た
こ
と
に
対
し
て
は
単
に
、
当
時
は
知
的
能
力
の
涵
養
に
関
し
て
要
求
さ
れ
る
水
準
が
今
日
ほ
ど
高
く
は
な
か
っ
た
か
ら
、

実
技
系
の
学
科
が
単
調
な
反
復
練
習
を
事
と
す
る
「
稽
古
」
で
語
ら
れ
る
の
と
同
様
に
、
読
み
・
書
き
・
そ
ろ
ば
ん
の
学
習
や
、

素
読
な
ど
に
於
け
る
知
的
訓
練
に
も
稽
古
と
い
う
言
葉
を
あ
て
は
め
て
も
十
分
に
こ
と
足
り
た
の
だ
と
い
う
意
見
が
あ
り
う
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
事
態
の
根
底
に
は
こ
う
い
っ
た
理
解
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
も
の
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
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の
こ
と
は
た
と
え
ば
文
明
開
化
期
の
文
章
「
西
国
立
志
編
」
に
頻
出
す
る
勉
強
の
原
語
に
あ
た
っ
て
見
る
だ
け
で
も
予
想
で
き
る

の
で
あ
る
。「
譯
語
と
し
て
の
勉
強
」
と
い
う
視
角
に
は
特
に
深
い
意
図
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
サ
ム
エ
ル
・
ス
マ
イ
ル
ズ
原

著
「
自
助
論
」
が
「
西
国
立
志
編
」
と
し
て
訳
出
さ
れ
た
と
き
、
勉
強
は
キ
ー
ワ
ー
ド
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て

こ
こ
に
語
史
上
の
変
化
に
つ
な
が
る
作
用
が
起
動
し
始
め
る
一
つ
の
理
由
が
あ
る
こ
と
に
着
目
す
る
か
ら
で
あ
る
。
小
論
で
は
、

今
日
勉
強
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
と
き
、
こ
の
語
は
漢
文
脈
の
そ
れ
に
比
し
て
も
、
又
、
明
治
以
前
の
日
本
語
の
含
意
と
も

相
当
に
か
け
離
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
次
い
で
こ
の
よ
う
な
変
化
の
生
じ
た
原
因
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
が
、
こ
れ
に
は
ま

づ
手
始
め
に
幕
末
に
於
け
る
用
例
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

一
、
幕
末
に
於
け
る
勉
強
概
念

　

幕
末
に
「
勉
強
」
と
い
う
語
が
ど
う
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
か
を
網
羅
的
に
検
証
す
る
こ
と
は
、
小
論
に
は
で
き
な
い
。

そ
れ
は
、
語
義
の
変
遷
を
辿
る
に
は
目
を
通
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
文
献
資
料
が
多
岐
に
わ
た
り
、
且
つ
厖
大
な
も
の
で
あ
る
た

め
に
、
片
々
た
る
小
論
の
枠
に
お
さ
め
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
「
勉
強
」
に
近
似
、
類

似
す
る
用
語
に
関
す
る
精
査
も
ま
だ
十
分
に
は
で
き
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
小
論
に
於
い
て
は
、
一
、「
勉
強
」
が
口
端

に
上
っ
た
集
団
、
或
い
は
こ
の
概
念
が
な
に
ほ
ど
か
行
為
規
範
に
つ
な
が
っ
て
い
る
思
想
運
動
を
幾
つ
か
選
択
す
る
こ
と
、
二
、

勉
強
に
近
似
す
る
概
念
に
は
、
若
干
の
保
留
条
件
を
つ
け
て
取
捨
す
る
こ
と
、
と
し
た
上
で
具
体
的
な
検
討
に
取
り
組
む
こ
と
と

す
る
。

　

さ
て
管
見
の
及
ん
だ
範
囲
で
勉
強
が
よ
く
出
て
く
る
も
の
と
し
て
は
、
と
り
あ
え
ず
次
の
四
つ
の
ケ
ー
ス
を
考
え
て
い
る
。

　

１
、
松
下
村
塾
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２
、
心
学
の
系
譜

　

３
、
兵
法
家
・
剣
術
者

　

４
、
後
に
明
六
社
に
集
う
人
々

　

こ
れ
以
外
に
も
た
と
え
ば
イ
、
荻
生
徂
徠
と 

園
学
派
に
み
ら
れ
る
勉
強
概
念
、
ロ
、
朱
子
学
系
統
の
学
者
達
の
用
例
、
ハ
、

蘭
学
者
達
の
事
例
、
ニ
、
藩
校
の
用
例
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
二
宮
尊
徳
と
報
徳
社
の
人
々
な
ど
も
関
連
の
枠
内
に
あ
る
が
、
こ
の

う
ち
イ
、
に
つ
い
て
は
既
に
先
行
研
究
が
あ
る
の
で
屋
下
に
屋
を
架
す
必
要
は
な
い
。
ロ
、
ハ
、
ニ
、
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
無

視
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
二
、
三
の
事
例
に
つ
い
て
関
説
す
る
こ
と
に
と
ど
め
た
い
。
二
宮
尊
徳
、
報
徳
社
の
系
譜
に
つ
い
て

は
、「
勤
勉
革
命
」
と
で
も
い
っ
た
コ
ン
セ
プ
ト
の
も
と
に
検
証
し
た
い
事
例
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
主
と
し
て
既
刊
文
献
に
拠
る

小
稿
と
は
違
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
有
効
と
思
わ
れ
る
の
で
今
後
に
俟
ち
た
い
。

　

次
い
で
第
二
の
近
似
・
類
似
す
る
用
語
と
の
か
か
わ
り
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
な
ど
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

　

勉
強
に
近
似
す
る
語
と
し
て
は
、
勉
励
、
勉
精
、
勉
焉
、
勉
旃
、
黽
勉
…
等
の
語
が
あ
り
、
類
似
す
る
も
の
と
し
て
は
、
出
精
、

精
励
、
入
情
…
等
が
あ
る
。
さ
ら
に
実
を
云
え
ば
「
勉
強
」
と
き
わ
め
て
近
い
意
味
で
「
勉
め
よ
」「
之
に
勉
め
よ
」
と
い
う
よ
う

に
語
り
、
書
き
記
し
て
い
る
事
例
は
無
数
に
あ
り
、
勤
勉
、
勤
、
務
、
努
、
力
等
の
漢
字
を
あ
て
て
表
記
さ
れ
る
ケ
ー
ス
を
も
対

象
に
す
る
な
ら
ば
ほ
と
ん
ど
茫
漠
と
し
て
き
て
、「
つ
と
め
・
つ
と
む
る
」
と
い
う
語
に
含
意
さ
れ
る
も
の
と
の
間
で
相
違
を
確
定

す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
「
勤
勉
革
命
」
全
般
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
勉
励
、
勉
精
、
勉
焉
等
の
語
は
と

り
あ
え
ず
検
討
の
対
象
か
ら
外
し
て
お
く
。
た
だ
勉
旃
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
こ
れ
を
一
応
「
勉
強
」
を
用
い
た

人
々
の
近
傍
に
あ
る
言
葉
と
し
て
一
考
の
対
象
と
す
る
。
管
見
の
及
ん
だ
範
囲
で
「
勉
旃
」
は
大
塩
平
八
郎
「
洗
心
洞
箚
記
」
に

一
例
、
鵜
殿
長
快
「
一
刀
流
忠
世
派
伝
書
」
に
一
例
、
島
津
忠
恒
の
「
兵
術
記
」
跋
文
に
類
似
例
一
、
報
徳
社
関
係
に
若
干
例
と
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い
っ
た
程
度
で
他
の
、
勉
励
、
勉
焉
、
勉
精
の
頻
出
の
度
合
い
と
比
べ
る
と
著
し
く
少
な
い
。
し
か
し
周
知
の
よ
う
に
こ
の
勉
旃

は
司
馬
光
の
「
勧
学
歌
」
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
文
章
が
我
国
で
親
し
ま
れ
た
の
は
「
古
文
眞
寶
」
冒
頭
に
収
録
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
文
章
に
於
け
る
「
学
問
の
勧
め
」
は
多
分
に
立
身
出
世
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
宋
学

的
な
理
想
主
義
、
或
い
は
程
朱
の
リ
ゴ
リ
ズ
ム
を
欠
い
て
は
い
る
が
、
学
ぶ
も
の
の
心
構
え
を
説
い
た
も
の
と
し
て
や
は
り
何
が

し
か
儒
学
の
気
構
え
を
伝
え
る
も
の
に
は
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
旃
は
之
な
り
、
焉
な
り
…
之
焉
の
合
声
な
り
」
と
い
う

「
経
伝
釈
詞
」
の
註
を
択
る
な
ら
ば
、
勉
旃
は
勉
之
、
勉
焉
と
か
わ
ら
ぬ
語
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、「
勉
強
」
が
頻
出
す

る
「
二
宮
翁
夜
話
」
や
報
徳
社
関
連
の
も
の
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
こ
の
語
は
勘
考
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
、
二
点
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
次
に
前
記
一
か
ら
四
ま
で
の
ケ
ー
ス
に
限
っ
て
具
体
例
を
あ
げ
、
幕
末
ま
で
の
勉
強
概
念
の

意
義
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

二　

松
下
村
塾
に
於
け
る
勉
強

毅

毅

の
意
味　

―
―
「
高
杉
晋
作
日
記
」
に
見
る 

―
―

　

松
陰
書
翰
に
徴
す
る
と
、
松
陰
に
と
っ
て
勉
強
は
よ
く
筆
端
に
の
ぼ
る
言
葉
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
又
、
松
下

村
塾
に
於
い
て
「
お
勉
強
な
さ
れ
」
と
い
う
こ
と
が
師
松
陰
の
口
癖
で
あ
っ
た
と
い
う
証
言
も
あ
る
。
こ
れ
を
考
え
る
と
、
松
下
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註
１　

江
森
一
郎
「
勉
強
時
代
の
幕
あ
け
」（
平
凡
社　

一
九
九
〇
）
を
参
照

　

２　
「
洗
心
洞
箚
記
」
下
一
〇
三
、
岩
波
文
庫　

頁
319

　

３　
「
一
刀
流
剣
術
目
録
序
」
日
本
武
道
体
系
（
同
朋
社　

昭
和
五
十
七
年
）
第
二
巻
剣
術　
　

頁

（二）
174

　

４　
「
兵
術
記
」
跋
文　

日
本
武
道
体
系
（
同
朋
社　

昭
和
五
十
七
年
—
な
お
以
下
こ
の
叢
書
に
つ
い
て
は
「
武
道
体
系
」
と
し
て
巻

と
頁
の
み
記
す
）
第
三
巻
剣
術　
　

頁

（三）
145



村
塾
に
集
う
若
き
獅
子
た
ち
が
、
師
の
前
で
は
借
り
て
き
た
猫
の
よ
う
に
畏
縮
し
て
高
説
に
耳
を
傾
け
て
で
も
い
る
よ
う
な
情
景

を
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
事
実
は
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
松
陰
が
勉
強
を
謂
う
だ
け
で
は

な
く
、
彼
の
弟
子
達
も
こ
の
語
を
口
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
を
励
ま
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と

え
ば
松
陰
門
下
の
驥
足
高
杉
晋
作
も
そ
の
書
翰
や
日
記
の
中
で
「
勉
強
」
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
日
記
に
は
次
の
よ

う
な
述
懐
が
見
え
る
。

　

余
獄
に
下
り
て
よ
り
一
日
と
し
て
読
書
せ
ざ
る
は
な
し
。
或
ひ
は
黙
読
沈
思
し
或
い
は
高
吟
長
嘯
す
。
独
立
勉
強
し
傍
ら
に

人
無
き
が
如
し
。
一
日
、
同
囚
予
を
嘲
り
て
曰
く
、
足
下
の
罪
、
死
生
未
だ
決
せ
ず
、
而
し
て
読
書
勉
強
此
く
の
如
し
、
我
輩
、

そ
の
意
を
解
す
る
能
わ
ず
、
請
ふ
、
そ
の
説
を
聞
か
ん
、
と
。
予
曰
く
、
そ
れ
が
し 
少 
く
し
て
無
頼
、
撃
剣
を
好
み
一
箇
の
武

わ
か

人
た
る
こ
と
を
期
せ
り
。
年
甫
め
て
十
九
、
先
師
二
十
一
回
猛
士
に
謁
す
、
始
め
て
読
書
行
道
の
理
を
聞
く
。
先
師
に
親
炙
す

る
こ
と
、
わ
づ
か
に
一
周
星
、
去
り
て
東
国
に
遊
ぶ
。
我
が
藩
俗
論
大
い
に
行
は
れ
、
遂
に
先
師
再
び
東
獄
に
囚
は
れ
る
に
至

る
。
そ
れ
が
し
亦
江
戸
に
在
り
、
師
の
た
め
に
獄
中
に
往
来
す
。
師
そ
れ
が
し
に
示
し
言
ふ
て
曰
く
、
汝
、
妻
を
蓄
へ
吏
と
為

る
父
母
の
心
に
任
し
て
可
な
り
、
も
し
官
に
君
側
に
就
く
を
得
ば
、
す
な
は
ち
正
論
抗
議
、
惟
れ 
道 
ひ
惟
れ 
行 
へ
、
然
ら
ば
則

い 

お
こ
な

ち
必
ず
や
貶
黜
恬
退
の
人
と
な
る
べ
し
。
而
し
て
後
、
読
書
し
て
心
を
練
れ
ば
十
年
の
後
、
大
い
に
為
す
べ
き
も
の
有
ら
ん
、

と
。
今
、
こ
れ
を
思
へ
ば
言
な
ほ
耳
に
あ
る
が
如
し
。
而
し
て
師
す
で
に
遠
く
去
る
。
今
を
隔
つ
る
こ
と
将
に
十
歳
に
な
ら
ん

と
し
て
余
の
行
ふ
と
こ
ろ
先
師
の
言
と
眞
に
符
節
を
合
す
る
如
し
。
因
り
て
憶
へ
ば
、
予
の
今
日
の
幽
囚
は
先
師
謂
ふ
と
こ
ろ

の
貶
黜
恬
退
の
時
な
り
、
そ
れ
が
し
豈
に
勉
強
読
書
せ
ざ
る
べ
け
ん
や
。
予
、
言
ひ
て
未
だ
了
ら
ず
、
而
し
て
同
囚
笑
つ
て
曰

く
、
足
下
、
師
言
、
之
を
守
る
を
得
ば
則
ち
可
と
す
、
然
る
に
足
下
、
も
し
斬
首
し
獄
に
死
せ
ば
、
す
な
は
ち
今
日
の
勉
強
は

す
な
は
ち
昨
夜
の
一
夢
な
ら
ん
、
何
ぞ
心
を
高
妙
に
置
き
、
老
荘
の
域
に
遊
ば
ざ
る
哉
、
と
。
余
曰
く
、
生
者
何
を
か
死
と
曰
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は
ん
、
と
。
同
囚
、
そ
の
説
を
揶
揄
せ
ん
と
欲
す
。
余
、
笑
つ
て
答
へ
ず
、
即
ち
、
先
師
の
言
を
壁
上
に
書
し
て
以
て
自
ら
警

む
。（
傍
線
・
引
用
者
） 

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
元
治
甲
子
六
月
七
日　

眞
未
定
稿
待
他
日
而
削 
刷
） 
２

　

こ
の
日
記
を
書
い
た
時
、
高
杉
晋
作
は
萩
郊
外
の
野
山
獄
に
収
監
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
下
獄
の
折
の
心
境
は
、「
獄
中
手
記
」
冒

頭
の
自
叙
か
ら
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
収
監
の
初
め
、
さ
し
も
の
彼
も
自
失
茫
然
、
後
悔
、
鬱
屈
、
自
責
の
念
が
こ
も
ご
も

お
と
ず
れ
る
。
彼
は
記
し
て
い
る
。

　

下
獄
の
初
め
既
往
を
悔
ひ
、
将
来
を
思
ひ
、
茫
然
と
し
て
黙
座
し
、
身
を
省
み
心
を
責
む
。
既
に
し
て
お
も
へ
ら
く
、
我
既

に
獄
に
下
る
、
死
測
る
べ
か
ら
ず
、
何
ぞ
身
を
省
み
、
心
を
責
む
る
を
用
ゐ
ん
。
た
だ
枯
木
死
灰
に
し
て
死
を
待
つ
の 
み
。 
３

　

し
か
し
彼
は
や
は
り
、
彼
で
あ
る
、
百
折
不 
屈
の 
人
で
あ
る
。「
一
日
、
自
ら
悟
り
て
曰
く
、
朝
に
道
を
聞
か
ば
夕
べ
に
死
す
と

４

も
可
な
り
。」
こ
れ
こ
そ
聖
賢
の
道
で
あ
る
。
我
、
晋
作
は
釈
老
の
道
を
擇
ら
ず
、
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
「
枯
木
死
灰
に
向
か
ふ

は
人
道
に
非
ず
、
而
し
て
朝
に
聞
き
夕
べ
に
死
す
は
無
量
の
眞
楽
な
る
を
知 
る
」 か
ら
で
あ
る
。

５

　

野
山
獄
、
こ
こ
は
か
つ
て
吉
田
松
陰
が
二
度
に
わ
た
っ
て
幽
閉
の
日
々
を
送
っ
た
場
で
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
晋
作
は

師
の
言
を
思
い
お
こ
す
。
先
生
は
し
ば
し
ば
、
勉
強
と
い
う
言
葉
を
口
に
さ
れ
た
。
だ
が
自
分
は
果
た
し
て
師
の
言
い
つ
け
を
守

り
、
師
の
期
待
し
た
人
物
に
な
っ
た
と
云
え
る
だ
ろ
う
か
。
縲
絏
の
身
を
か
え
り
み
、「
明
日
の
生
必
す
可
か 
ら
」  
ざ
る
危
難
の
裡

６

で
、
先
師
の
こ
と
を
思
い
、
彼
は
読
書
勉
強
の
人
た
ら
ん
と
す
る
…
…
。

　

こ
の
未
定
稿
の
、
作
者
自
ら「
他
日
を
待
ち
て
削
刷
」せ
ん
と
附
言
し
て
い
る
記
述
の
深
読
み
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
こ
の
六
月
七
日
の
手
記
に
先
立
ち
、
六
月
一
日
に
書
か
れ
た
「
先
師
に
地
下
に
誓 
ふ
」  
と
い
う
言
葉
か
ら
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、

７
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彼
の
勉
強
は
或
る
覚
悟
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
慥
か
で
あ
る
。
事
実
彼
は
囚
獄
の
期
間
、
そ
の
名
も
「
西
海
の
一
狂
生
」

に
ふ
さ
わ
し
く
す
さ
ま
じ
い
ま
で
の
読
書
に
集
中
し
て
い
る
。
六
月
七
日
の
日
記
は
こ
う
い
っ
た
状
況
を
考
慮
に
入
れ
る
と
や
は

り
惻
々
と
し
て
迫
切
す
る
も
の
あ
る
を
覚
え
し
め
る
。
つ
ま
り
、
獄
を
出
て
い
つ
か
青
天
白
日
の
も
と
に
雄
飛
し
、
回
天
の
事
業

に
挺
身
で
き
る
日
が
く
る
か
ど
う
か
、
そ
も
そ
も
そ
の
日
ま
で
命
が
も
つ
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
。
こ
う
い
う
状
況
の
中
で

「
勉
強
し
て
ど
う
な
さ
る
お
つ
も
り
か
」
と
高
杉
に
向
け
て
同
囚
が
放
っ
た
疑
問
は
、「
笑
っ
て
曰
」
わ
れ
た
と
あ
る
が
、
要
す
る

に
こ
ん
な
ざ
ま
で
読
書
勉
強
す
る
と
は
、
お
ま
え
は
本
当
に
バ
カ
だ
と
い
う
軽
侮
の
口
吻
を
露
骨
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
晋
作
が
「
生
者
何
を
か
死
と
曰
は
ん
」
と
答
え
る
の
は
、「
死
生
未
だ
決
せ
ざ
る
」
と
い
う
状
況
、
つ
ま
り
あ
ら
ゆ

る
こ
と
が
不
定
の
時
に
こ
そ
ま
さ
に
「
不
可
不
勉
強
」
で
あ
る
と
い
う
、
彼
の
同
囚
に
は
決
し
て
理
解
で
き
な
い
心
境
を
の
ぞ
か

せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、「
朝
に
道
を
聞
か
ば
…
」
と
云
い
、「
獄
中
手
記
」
に
繰
り
返
さ
れ
る
「
死
を
度
外
に
置
く
」

と
い
う
決
意
に
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
実
に
「
勉
強
」
が
、「
練
心 
― 
心
を
練
る 
―
」
の
た
め
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。「
幾

度
か
試
練
を
歴
て
志
は
じ
め
て
堅
し
」
と
は
、
や
は
り
維
新
回
天
の
偉
業
を
成
し
た
巨
頭
の
言
で
あ
る
が
、
志
士
高
杉
晋
作
は
、

生
死
の
行
方
知
れ
ず
、
或
い
は
命
旦
夕
に 
薄 
る
を
予
感
し
つ
つ
先
師
に
対
し
て
詫
び
る
気
持
ち
と
約
束
を
果
た
さ
ん
と
す
る
思
い

せ
ま

を
重
ね
て
勉
強
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
彼
の
勉
強
で
あ
る
。
そ
の
勉
強
が
敢
為
の
気
象
を
養
う
た
め
の
聖
賢
発
憤
の
書
を
読
む

こ
と
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
の
は
非
常
に
象
徴
的
な
こ
と
で
あ
る
と
云
っ
て
よ
い
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
松
下
村

塾
に
於
け
る
勉
強
の
奨
励
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
或
る
程
度
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
勉
強
読
書
の
こ
と
は
、
執
拗
な
読

書
の
勧
め
と
、
こ
れ
に
応
え
る
た
め
に
、
次
か
ら
次
と
自
ら
の
課
業
と
し
て
読
書
に
励
む
と
い
う
か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ
る
が
、
こ

の
こ
と
は
同
じ
く
志
士
久
坂
玄
瑞
の
日 
記
に 
も
見
え
る
。
こ
れ
ら
は
読
書
に
よ
っ
て
知
識
を
ふ
や
す
と
い
う
よ
り
も
、
書
籍
は
先

８

聖
、
先
賢
の
試
練
の
跡
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
従
っ
て
書
物
を
手
に
す
る
こ
と
は
先
人
試
練
の
場
に
、
自
ら
身
を

置
き
、
先
人
が
鍛
錬
を
重
ね
た
そ
の
蹤
跡
に
な
ら
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
又
、
こ
の
試
練
の
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先
人
と
し
て
最
も
身
近
な
人
は
、
師
吉
田
松
陰
で
あ
り
、
こ
の
人
こ
そ
は
ま
さ
に
勉
強
を
身
に
体
し
た
人
で
あ
っ
た
。
門
下
の
者

に
と
っ
て
、
勉
強
と
は
こ
の
人
の
生
き
方
に
な
ら
お
う
と
す
る
努
力
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
誰
も
が
知
る
如
く
松
陰
こ

そ
は
勉
強
読
書
の
人
と
し
て
ま
っ
さ
き
に
指
を
屈
し
て
数
え
ら
れ
る
べ
き
人
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

三　

心
学
の
系
譜

　

鼻
祖
石
田
梅
岩
に
始
ま
り
、
手
島
堵
庵
、
中
澤
道
二
、
布
施
松
翁
、
柴
田
鳩
翁
と
続
く
心
学
の
系
統
の
な
か
に
「
勉
強
」
は
ど

の
よ
う
に
使
わ
れ
て
き
た
か
と
問
う
の
は
無
意
味
な
こ
と
に
終
わ
り
か
ね
な
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
よ
り
も
こ
の

よ
う
な
問
題
設
定
は
念
頭
に
浮
か
ぶ
こ
と
す
ら
な
い
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
道
二
、
松
翁
、
鳩
翁
と
い
っ
た
市
井
の
教
師
達
の
講
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註
１　

横
山
幾
太
「
鴎 
釣
餘
鈔
」
に
よ
る
。「
先
生
曰
ク
勉
ム
ヘ
シ
〔
言
語
頗
ル
丁
寧
ナ
リ
御
勉
強
被
成
レ
〕」
と
あ
る
。「
吉
田
松
陰
全

集
」（
山
口
県
教
育
会
編　

岩
波
書
店　

昭
和
十
一
年
）
第
十
巻　

頁
548

　

２　
「
高
杉
晋
作
全
集
」（
新
人
物
往
来
社　

昭
和
四
十
九
年 
— 
以
下
「
高
杉
」
と
略
す 
— 
）
下
巻　

頁　

頁
（
ち
な
み
に
こ
の
文
は

225

347

「
幽
室
記
」
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。）
な
お
読
み
下
し
文
は
前
記
「
松
陰
全
集
」
の
訓
点
を
参
考
に
し
、「
高
杉
全

集
」
の
読
み
に
は
従
わ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

３　
「
高
杉
」
下
巻　

頁
217

　

４　

元
治
元
年
六
月
十
日
付
け
の
杉
梅
太
郎
あ
て
書
簡
に
「
百
折
不
屈
候
」
と
あ
る
。「
高
杉
」
上　

頁
338

　

５　

自
叙
「
高
杉
」
下
巻　

頁
217

　

６　
「
高
杉
」
下
巻　

頁
224

　

７　
「
日
記
」
六
月
朔
旦
を
参
照
。「
高
杉
」
下
巻　

頁　

頁

225

346

　

８　

久
坂
玄
瑞
「
九
仭
日
記
」、「
江
月
齋
日
集
」
を
参
照
（
と
も
に
前
記
「
松
陰
全
集
」
第
十
巻
に
収
録
）



話
、
道
話
は
、
こ
ち
た
き
話
を
避
け
、
あ
く
ま
で
も
平
易
な
語
り
口
に
徹
し
て
い
る
。
巧
み
な
比
喩
は
、
日
常
茶
飯
の
話
柄
の
な

か
に
そ
れ
と
な
く
活
か
さ
れ
、
人
倫
の
あ
り
よ
う
を
語
っ
て
聞
く
者
を
倦
ま
せ
な
い
。
さ
り
げ
な
く
、
し
か
し
、
し
み
じ
み
と
心

の
中
に
入
っ
て
く
る
こ
の
話
術
は
孔
孟
程
朱
を
と
り
い
れ
な
が
ら
も
、
聖
学
の
お
ご
そ
か
さ
や
、
道
学
の
リ
ゴ
リ
ズ
ム
を
感
じ
さ

せ
る
こ
と
は
な
い
し
、
釈
老
に
話
が
及
ん
で
も
天
竺
、
唐
の
け
ふ
と
さ
、
こ
と
ご
と
し
さ
は
一
切
な
い
。
イ
ン
ド
の
お
釈
迦
様
も

シ
ナ
の
聖
賢
も
近
所
づ
き
あ
い
の
気
軽
さ
の
う
ち
に
生
き
か
え
っ
て
く
る
。
要
す
る
に
裃
を
つ
け
た
人
は
語
る
側
に
も
聞
く
側
に

も
い
な
い
し
、
堅
い
話
が
特
に
意
を
用
い
た
あ
と
も
感
じ
さ
せ
ず
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
ゆ
く
。
倫
理
に
わ
た
り
、
徳
義
の
肝
腎
に

わ
け
い
り
な
が
ら
、
肩
の
こ
ら
な
い
こ
の
自
然
な
ス
タ
イ
ル
は
見
事
と
い
う
他
は
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
語
り
口
の
な
か

に
、
い
か
め
し
い
「
勉
強
」
の
あ
と
を
読
み
と
る
の
は
興
醒
め
な
話
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
も
な
お
江
戸
時
代
の
勉
強
概
念
を
辿
る

小
論
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
学
派
の
系
統
の
う
ち
に
も
二
、
三
議
論
を
立
ち
寄
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
開
祖
石
田
梅
岩

の
次
の
言
葉
に
注
意
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

学
問
の
至
極
と
い
ふ
は
、
心
を
盡
し
性
を
知
り
、
性
を
知
れ
ば
天
を
知
る
。
天
を
知
れ
ば
、
天
即
ち
孔
孟
の
心
な
り
。
孔
孟

の
心
を
知
れ
ば
宋
儒
の
心
も
一
な
り
…
。
心
を
知
る
と
き
は
天
理
は
其
中
に
備
る
。（
傍
線
・
引
用
者
）　
「
都
鄙
問
答
」　

巻 
二 １

　

右
に
引
用
し
た
「
心
を
盡
し
性
を
知
り
…
云
々
」
は
「
孟
子
曰
、 
盡
其 
二
 
心
者 　
一

 
知
其 
二
 
性
也 　
一

 
知
其 
二
 
性
則 
一
 
知
天 
矣
」
と
の
つ
な
が

レ

り
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
、
贅
言
を
要
し
な
い
。
そ
し
て
こ
の
盡
心
、
孔
孟
の
心
、
宋
儒
の
心
と
き
て
「
心
を
知
る
と
き
は
天
理
其

中
に
備
は
る
」
と
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
石
田
梅
岩
の
考
え
が
「
心
学
」
と
称
せ
ら
れ
る
根
拠
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
「
心
を
知
る
」
こ
と
が
学
問
の
至
極
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
「
心
を
盡
く
し
」
て
「
性
を
知
」
ら
ね
ば
な

ら
な
い
が
、
こ
の
「
知
性 
」
を
正
面
に
掲
げ
た
こ
と
が
心
学
な
る
も
の
の
い
か
が
わ
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
と
し
て
当
時
の
士
人
、
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学
者
か
ら
攻
撃
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
都
鄙
問
答
」
の
冒
頭
に
お
い
て
心
学
が
異
端
で
あ
り
、
異
端
と
云
わ
れ

る
わ
け
は
「
其
者
が
別
に
私
意
を
以
て
教
を
立
て
、
世
上
の
愚
な
る
者
を 
誣 
く
ら
ま
せ
て
、
性
を
知
る
の
心
を
知
る
の
と
、
向
上

し
ひ

の
議
論
を
為
し
、
人
を
惑 
は
」  
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
性
を
知
る
と
云
ふ
は
、
古
の
聖
人
賢
人
の
こ
と
に
て
、
後
世
の
人
及
ぶ

２

べ
き
所
に 
非
」  
ざ
る
か
ら
で
あ
る
…
…
云
々
。

３

　
「
都
鄙
問
答
」
巻
一
冒
頭
の
こ
の
異
端
問
答
は
「
都
の
人
」
と
「
鄙
の
人
」
の
含
み
を
い
ろ
い
ろ
と
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
て
、

き
わ
め
て
興
味
深
い
導
入
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
今
は
触
れ
な
い
。
た
だ
こ
の
異
端
と
い
う
批
判
に
た
じ
ろ

ぐ
こ
と
な
く
、
梅
岩
が
展
開
す
る
答
弁
の
中
に
小
稿
に
と
っ
て
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
論
理
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
性
を
知
る
と

云
ふ
は
、
い
に
し
へ
の
聖
人
賢
人
の
こ
と
に
て
後
世
の
」
我
々
に
は
で
き
な
い
こ
と
だ
と
い
う
難
詰
に
対
し
て
梅
岩
が
応
じ
て
い

る
そ
の
返
答
に
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
聖
人
、
賢
人
に
我
々
が
及
ば
な
い
こ
と
は
当
然
だ
と
し
て
も
、
そ
の
「
及
ば
な
い
」
の
は
、

「
徹
頭
徹
尾
及
び
難
」
い
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
及
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
心
学
即
ち
心
を
知
る
こ
と
の
大
切
さ
を
主
張
す
る
梅
岩
に
対
し
て
、
心
を
知
る
こ
と
は
誰
に
で
も
で
き
る
こ
と
な
の

か
、
を
問
う
や
り
と
り
の
間
に
次
の
よ
う
な
答
弁
が
展
開
さ
れ
る
。

　

曰
く
、
然
ら
ば
心
を
知
る
と
き
は
、
直
に
賢
人
に
て
候
や

　

答
、
否
。
身
に
行
は
ざ
れ
ば
賢
人
に
あ
ら
ず
。
知
る
心
は
一
な
れ
ど
も
、
力
と
功
と
は
違
ひ
あ
り
。
聖
賢
は
力
強
く
し
て
功

あ
り
。
中
庸
に
所
謂
、
安
ん
じ
て
行
ふ
は
聖
人
な
り
。
利
し
て
行
ふ
は
賢
人
な
り
と
云
ふ
こ
れ
な
り
。
我
ら
如
き
は
力
弱
く
し

て
功
な
し
。
或
ひ
は
勉
強
し
て
行
ふ
是
な
り
。
然
れ
ど
も
心
を
知
る
ゆ
ゑ
に
行
は
れ
ざ
る
こ
と
を 
困 
し
む
。
困
し
む
と
い
へ
ど

く
る

も
行
ひ
お
ほ
せ
、
功
を
為
す
に
及
ん
で
は
一
な 
り　
 
４
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右
の
答
は
実
に
見
事
な
も
の
で
あ
る
と
し
か
評
し
よ
う
が
な
い
。
誰
も
が
知
る
中
庸
第
二
十
章
の
「
生
知
安
行
、
学
知
利
行
、

困
知
勉
強
行
」
と
い
う
人
品
の
三
段
階
を
た
く
み
に
と
り
い
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
三
段
階
の
差
を
「
力

と
功
」
と
い
う
も
の
の
差
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
が
そ
の
一
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
知
る
こ
と
が
行
う
こ
と
に
直
結
し
な
け

れ
ば
賢
人
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
生
知
の
人
即
ち
聖
人
、
学
知
の
人
即
ち
賢
人
、
そ
し
て
困
知
の

我
々
と
い
う
三
種
の
人
間
を
分
か
つ
の
は
知
で
あ
る
が
、
こ
の
知
に
よ
っ
て
等
級
が
つ
け
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
知
る
心
は

一
」
と
い
う
の
が
梅
岩
の
考
え
で
あ
っ
た
。
こ
の
何
が
画
期
的
で
あ
る
か
と
云
え
ば
、
聖
人
で
あ
れ
、
賢
人
で
あ
れ
、
我
々
で
あ

れ
、
知
る
内
容
は
一
つ
の
こ
と
、
つ
ま
り
「
同
じ
心
」
を
知
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
従
っ
て
三
種
の
人
間
の
差
は
「
力
と
功
」

に
於
い
て
生
じ
て
く
る
が
、
こ
れ
は
意
を
汲
ん
で
解
す
れ
ば
、
力
、
即
ち
能
力
の
高
低
は
、
功
、
つ
ま
り
作
業
に
於
い
て
一
定
時

間
内
の
出
来
高
の
差
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
同
一
目
標
の
達
成
に
あ
た
っ
て
遅
速
の
違
い
が
出
て
く
る
と

い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
差
は
作
業
量
の
差
で
あ
り
、
時
間
差
で
あ
っ
て
そ
れ
以
外
の
差
で
は
な
い
と
断
じ
て
い
る

と
こ
ろ
に
梅
岩
の
思
想
の
卓
抜
さ
が
あ
る
。
だ
が
「
心
学
」
を
難
ず
る
者
は
な
お
批
判
の
矛
先
を
向
け
る
こ
と
を
や
め
な
い
。

　

曰
く
、
道
は
楽
し
む
べ
き
こ
と
な
る
を
、 
困 
し
む
こ
と
を
学
ぶ
と
は
如
何
な
る
こ
と
ぞ

く
る

　

答
、
た
と
へ
ば
こ
こ
に 
相  
駕  
籠 
か
く
二
人
の
も
の
あ
ら
ん
。
一
人
は
力
強
く
一
人
は
力
弱
し
。
強
き
は
苦
し
ま
ず
、
弱
き
は

あ
ひ 
か 

ご

苦
し
む
。
苦
し
め
ど
も
駕
籠
を 
舁 
く
ゆ
へ
飢
ゆ
る
こ
と
を
免
る
。
駕
籠
に
出
ざ
れ
ば
乞
食
と
成
り
て
路
頭
に
立
つ
な
り
。
道
を

か

行
ふ
こ
と
も
此
く
の
如
し
。
我
ら
如
き
は
力
弱
き
駕
籠
か
き
に
同
じ
。
苦
し
み
な
が
ら
も
行
ふ
ゆ
へ
に
不
義
に
陥
ら
ず
、
是
を

以
て
心
安 
し
。 …
５

　

も
は
や
説
明
は
不
要
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
聖
賢
に
関
す
る
新
し
い
考
え
が
出
て
き
て
い
る
。
又
、
苦
労
す
る
こ
と
が
何
故
に

大
切
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
行
き
届
い
た
説
明
が
な
さ
れ
る
。
不
義
を
行
わ
ず
、
働
い
て
「
父
母
の
衣
食
を
足
し
、
安
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楽
に
養
ひ
、
諸
事
油
断
な
く
つ
と
む
る
と
き
は
、
身
は
苦
労
す
と
い
へ
ど
も
邪
な
き
ゆ
へ
に
心
は
安 
楽
」  
で
あ
る
。「
我
教
ゆ
る
と

６

こ
ろ
は
心
を
知
り
て
、
身
を
苦
労
し
勉
む
れ
ば
、
日
々
に
安
楽
に
至
る
こ
と
を
知
ら
し 
む
。 」
こ
こ
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
「
勉
む

７

る
」
が
「
勉
強
」
の
意
味
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

　

梅
岩
の
聖
賢
観
は
、
こ
れ
ま
で
の
懸
絶
す
る
聖
人
、
屹
立
す
る
賢
人
の
像
と
は
異
な
る
。
な
る
ほ
ど
、
聖
賢
と
我
々
と
の
間
に

差
は
あ
る
も
の
の
我
々
が
不
義
に
は
し
ら
ず
邪
悪
な
こ
と
を
為
さ
ず
、
正
直
に
苦
労
を
重
ね
て
ゆ
け
ば
、
や
が
て
は
近
づ
い
て
ゆ

け
る
先
人
で
あ
っ
た
。
彼
ら
聖
賢
が
は
る
か
先
を
進
ん
で
い
て
も
彼
ら
の
道
を
辿
る
こ
と
、
こ
の
道
を
ど
こ
ま
で
も
追
い
続
け
る

こ
と
は
、
難
渋
、
苦
渋
の
道
程
で
は
あ
る
が
、
決
し
て
あ
き
ら
め
な
い
こ
と
、
そ
う
す
れ
ば
次
第
に
彼
ら
の
足
跡
が
見
え
、
や
が

て
は
彼
ら
の
背
中
も
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
…
。
と
も
あ
れ
こ
の
よ
う
な
道
行
き
の
努
力
が
「
勉
強
」
と
い
う
語
で
表
現
さ
れ
る

も
の
で
あ
っ
た
。

　

梅
岩
の
こ
う
し
た
考
え
方
が
我
が
国
民
の
職
業
倫
理
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
様
々
な
論

究
が
あ
り
、
贅
言
を
重
ね
る
に
は
及
ば
な
い
が
、
露
伴
が
「
辻
浄
瑠
璃
」
に
於
い
て
「
勉
強
に
心
を
…
」
と
書
い
て
こ
の
勉
強

毅

毅

に

ま
め

毅

毅 
と 
ル
ビ
を
ふ
る
と
き
、
心
学
の
影
響
の
大
き
さ
が
思
わ
れ
る
。

８　

　

梅
岩
の
あ
と
心
学
は
手
島
堵
庵
、
中
澤
道
二
等
に
よ
っ
て
新
た
な
言
語
表
現
を
得
る
が
、
そ
の
中
で
儒
学
と
の
か
か
わ
り
に
於

い
て
注
目
す
べ
き
こ
と
を
一
つ
だ
け
と
り
あ
げ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
堵
庵
の
息
上
河
正
揚
が
そ
の
著
「
聖
賢
証
語
国
字 
解
」  
で
９

展
開
す
る
「
本
心
即
ち
鏡
」
と
す
る
考
え
で
あ
る
。

　

心
学
は
「
心
を
見
つ
け
心
を
知
る
」
こ
と
を
最
も
肝
要
な
課
題
と
す
る
。
こ
れ
は
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
孟
子
の
「
盡
其
心

者
知
其
性
也
知
其
性
則
知
天
矣
」
に
依
拠
し
て
い
る
が
、
こ
の
「 
盡
其 
二
 
心
」  
に
つ
い
て
上
河
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一

景 42

人文科学研究　第123輯胸

10



〇　

…
其
心
と
は
、
夫
々
己
（
そ
れ
ぞ
れ
お
の
れ
）
に
具
は
り
あ
る
處
の
本
心
を
云
ふ
。
此
の
本
心
に
天
地
万
物
一
切
の
道
理

を
具
へ
居
る
故
に
一
つ
事
に
応
じ
て
皆
そ
れ
ぞ
れ
埒
を
明
け
ざ
る
事
一
つ
も
な
し
。
性
と
は
心
の
本
態
に
し
て
即
ち
心
に
具

は
り
た
る
道
理
を
云
ふ
な
り
天
と
は
即
ち
天
理
に
し
て
一
切
一
物
の
理
の
本
源
な
り
。
即
ち
人
は
天
理
を
性
と
し
、
心
と
す

れ
ば
、
心 
也 
、
性 
也 
、
天 
也 
、
各
々
指
す
處
あ
り
て
名
は
か
は
る
と
云
へ
ど
も
渾
（
ま
る
）
で
一
也
。

や 

や 

や

〇　

…
本
心
の
全
き
處
を
盡
し
お
ほ
せ
た
る
處
を
盡
心
と
は
云
ふ
也
。
此
の
外
別
に
性
を
知
る
と
い
ふ
も
の
あ
る
に
あ
ら
ず
。

心
を
盡
し
き
り
た
る
處
が
即
ち 
知
性 
た
る
處
也
。

レ

 

知
其 
二
 
性
則 
一
 
知
天 
矣
は
、
右
に
云
ふ
如
く
元
よ
り
性
と
天
と
二
つ
に
あ
ら
ね

レ

ば
、
直
に 
知
性 
は
即

レ

 
知
天 
と
の
玉
ふ
こ
と
（
也
）
猶
是
を
譬
え
ば
、
本
心
は
能
く
磨
（
と
ぎ
）
す
ま
し
た
る
鏡
の
如
し
。
能

レ

く
万
事
万
物
に
応
じ
て
埒
を
明
け
る
こ
と
鏡
の
一
切
万
物
を
照
ら
し
て
何
一
つ
う
つ
ら
ぬ
も
の
は
無
き
が
如
し
。
さ
て
そ
の

鏡
に
よ
く
物
を
う
つ
す
處
の
道
理
が
具
へ
て
あ
る
。
是
れ
鏡
の
徳
に
し
て
是
を
性
と
い
ふ
。
…
鏡
の
全
体
は
心
の
如
し
。
其

の
照
ら
す
所
以
の
道
理
あ
る
は
、
即
性
也
徳
也
。
…

〇　

…
聖
人
は
生
（
う
ぶ
）
の
ま
ま
に
て
生
涯
其
の
鏡
を
汚
し
玉
は
ず
。
凡
庸
の
者
は
其
鏡
を
日
々
月
々
に
汚
す
。
故
に
一
面

の
鏡
を
滑
（
べ
っ
た
り
）
と
蓋
を
し
た
る
が
如
く
、
錆
び
つ
き
垢
つ
き
て
、
光
明
を
失
ふ
に
似
た
り
。
故
に
学
問
し
て
先
覚

の
差
図
に
就
い
て
漸
（
そ
ろ
そ
ろ
）
其
鏡
を
磨
き
見
れ
ば
、
光
明
赫
々
と
あ
る
を
知
る
。
夫
よ
り
だ
ん
だ
ん
と
、
今
日
も
磨

き
、
明
日
も
磨
き
、
日
に
新
た
に
日
々
に
新
に
、
磋
（
と
ぎ
）
お
ほ
せ
た
る
處
が
、
元
の
一
面
の
鏡
の
光
明
赫
々
と
し
て
一

点
の
曇
り
な
き
が
如
く
に
な
る
。
是
を
其
の
心
を
盡
す
と
云
ふ
な
り
。

　

長
い
引
用
に
な
っ
た
が
、
本
心
は
鏡
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
盡
心
と
は
こ
の
鏡
で
あ
る
心
が
錆
び
つ
か
ぬ
よ
う
、
垢
つ
か
ぬ
よ

う
日
々
磨
き
続
け
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
懈
怠
な
く
磨
き
続
け
る
努
力
が
「
勉
強
」
で
あ
る
こ
と
は
、
上
河
正
揚
の
父
手

島
堵
庵
の
著
「
知
心
弁
疑
」
の
問
答
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
直
接
の
引
用
は
煩
瑣
に
わ
た
る
の
で
以
下
要
点
を
摘
記
す
る
。
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即
ち
、

　
「
本
心
を
知
る
は
甚
だ
重
き
事
」
と
思
わ
れ
る
の
に
先
生
は
こ
れ
が
た
や
す
い
こ
と
だ
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
る
の
は
、
自
分
に
は

納
得
で
き
な
い
と
し
て
そ
の
眞
意
を
問
い
た
だ
さ
れ
た
と
き
、
堵
庵
は
、
俺
が
俺
が
と
い
う
我
が
強
い
人
、
つ
ま
り
一
般
に
成

人
が
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
成
人
に
比
べ
る
と
赤
子
は
我
が
な
い
だ
け
本
心
そ
の
ま
ま
に
生
き
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。 
大  
人 
う 

し

即
ち
我
が
師
梅
岩
先
生
は
「
本
心
を
知
る
を
以
っ
て
入
徳
の
初
め
」
と
し
て
い
た
か
ら
、
私
も
そ
の
故
に
、
つ
ま
り
「
初
め
」

は
入
り
口
に
過
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
、
知
る
こ
と
を
む
ず
か
し
い
と
は
言
わ
な
い
だ
け
だ
。
要
す
る
に
、
大
切
な
の
は
本
心
を

知
っ
た
後
の
こ
と
で
あ
り
、
本
心
を
養
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
よ
く
わ
き
ま
え
る
こ
と
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
心
の

「
涵
養
（
ひ
た
し
や
し
な
ふ
）
は
学
者
終
身
を
期
と
し
て 
勉
強 
べ
き
の
大
事
也
…
」

つ
と
む

と
結
ん
で
い
る
。

　

息
子
上
河
正
揚
の
言
葉
で
云
え
ば
「
本
心
で
あ
る
鏡
を
磨
き
続
け
る
こ
と
」
で
あ
り
、
父
堵
庵
の
言
葉
で
云
え
ば
こ
れ
が
「
本

心
を
涵
養
」
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
生
涯
に
わ
た
っ
て
継
続
す
る
努
力
が
「 
勉
強 
」
と
い
う
言
葉
で
捉
え
ら
れ
て

つ
と
め

い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
心
学
の
勉
強
が
こ
う
し
た
「
本
心
」
を
見
つ
け
、
こ
れ
を
常
に
懈
怠
な
く
守
り
続
け
る

こ
と
に
あ
る
こ
と
は
、
三
遊
亭
円
朝
が
そ
の
人
情
噺
の
代
表
作
「
塩
原
多
助
一
代
記
」
を
閉
づ
る
に
あ
た
っ
て
述
べ
て
い
る
次
の

結
び
の
言
葉
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
「
ま
た
多
助
は
江
戸
表
に
置
き
ま
し
て
も
稼
業
に
出
精
し
ま
し
て
、
遂
に
巨
き
な
身
代
と
な
り
、
追
々
に
地
所
を
買
入
れ
、
廿

四
ヶ
所
の
地
面
持
と
ま
で
な
り
、
本
所
に
過
ぎ
た
る
も
の
が
二
つ
あ
り
、
津
軽
大
名
炭
屋
塩
原
と
世
に
謡
は
る
る
ほ
ど
の
分
限

に
数
へ
ら
れ
、
其
家
益
々
富
み
栄
え
ま
し
た
が
、
只
正
直
と
勉
強
の
二
つ
が 
資
本 
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
皆
様
能
く
こ
の
話
を
味

も
と
で

景 44

人文科学研究　第123輯胸

12

11



は
つ
て
只
一
通
り
の
人
情
話
と
お
聞
き
取
り
な
さ
れ
ぬ
や
う
に
願
ひ
ま
す
。」（
傍
線
・
引
用
者
）

　

ち
な
み
に
、
右
の
引
用
文
一
行
目
に
「
稼
業
に
出
精
」
と
あ
る
が
、
こ
の
出
精
、
或
い
は
「
精
を
出
す
」「
精
を
入
れ
る
・
情
に

入
れ
る
」
は
心
学
の
講
話
・
道
話
に
於
い
て
ほ
と
ん
ど
勉
強
と
同
じ
意
味
で
つ
か
わ
れ
て
い
る
国
語
で
あ
る
。
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13

註
１　

以
下
、
石
田
梅
岩
「
都
鄙
問
答
」（
岩
波
文
庫
）
に
よ
る
。　

頁
51

　

２　

同　

頁
19

　

３　

同　

頁
19

　

４　

同　

頁
24

　

５　

同　

頁
25

　

６　

同　

頁
25

　

７　

同　

頁
25

　

８　
「
大
家
の
主
人
は
却
っ
て
中
位
の
立
つ
る
者
よ
り
は
萬
般
質
素
に
身
を
持
ち 
勉  
強 
に
心
を
働
か
せ
ね
ば
僕
婢
の
輩
の
見
侮
り
て
…
」

ま 

め

「
辻
浄
瑠
璃
」
第
五
（
明
治
二
十
四
年
）
を
参
照
。

　

９　
「
聖
賢
証
語
国
字
解
」
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
に
拠
る
。
な
お
、
刊
本
は
加
藤
咄
堂
編
「
国
民
思
想
叢
書
」（
巻
六
）
儒
教
篇

（
昭
和
四
年
）
に
収
め
る
も
の
を
用
い
た
。

　
　
　

孟
子
の
項
を
参
照
。
同
書　

頁
以
下
。

10

499

　
　
　

白
石
正
邦
編
「
手
島
堵
庵
心
学
集
」（
岩
波
文
庫
）　

頁

11

62

　
　
　

手
島
が
勉
強
を
「
つ
と
む
・
つ
と
め
」
と
訓
ず
る
例
に
は
他
に
「
ま
た 
勉
強 
て
善
言
を
唱
へ
な
ば
、
心
こ
れ
が
た
め
に
感
じ
て
善

つ
と
め

12
に
う
つ
る
べ
し
」（「
児
女
ね
む
り
さ
ま
し
」）
な
ど
が
あ
る
。
日
本
思
想
大
系　

「
石
門
心
学
」　

頁
（
岩
波
書
店
）

42

144

　
　
　
「
塩
原
多
助
一
代
記
」（
岩
波
文
庫
）　

頁
。
な
お
、
円
朝
を
心
学
と
の
か
か
わ
り
で
捉
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
森
鴎
外
「
渋
江

13

240

抽
齋
」
百
十
三
を
参
照
。



四　

兵
法
家
・
剣
術
者
と
勉
強

　

剣
法
の
奥
義
を
伝
え
る
巻
物
、
こ
れ
は
各
派
そ
れ
ぞ
れ
に
門
外
不
出
の
秘
伝
書
と
し
て
免
許
皆
伝
の
師
承
の
間
に
大
切
に
保
持

さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
兵
法
書
の
中
に
儒
教
的
、
わ
け
て
も
宋
学
的
な
背
景
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
幾
つ
か
あ
ら
わ

れ
て
く
る
の
は
近
世
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
兵
法
者
は
生
死
の
間
に
出
入
り
し
、
た
え
ず
死
を
意
識
す
る
局
面
に
身
を
お
く
者

で
あ
る
以
上
、
な
に
ほ
ど
か
心
の
支
え
を
必
要
と
し
、
宗
教
的
世
界
と
か
か
わ
り
を
持
つ
に
至
る
こ
と
は
見
易
い
道
理
で
あ
る
。

だ
が
こ
と
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
修
行
の
過
程
で
瞬
時
垣
間
見
え
る
絶
対
的
な
も
の
へ
の
近
接
が
著
し
く
求
道
的
な
心
境

へ
と
人
を
誘
う
も
の
が
あ
る
こ
と
も
事
態
の
根
底
に
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
前
章
で
述
べ
た
心
学
、
こ
れ
を
狭
義
の
心
学
と

す
れ
ば
こ
れ
が
成
立
す
る
前
の
広
義
の
心
学
、
つ
ま
り
心
即
理
に
立
脚
し
た
陸
象
山
、
王
陽
明
の
所
謂
陸
王
学
や
、
朱
子
学
を
も

う
ち
に
含
ん
で
心
性
そ
の
も
の
の
錬
磨
に
挺
身
し
た
士
大
夫
の
学
問
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
学
問
は
釈
老
へ
傾
斜
す
る
面
を
あ
わ

せ
も
つ
が
ゆ
え
に
死
に
直
面
し
つ
つ
道
を
求
め
る
人
た
ち
の
心
を
と
ら
え
る
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
傾
向
は
夙
に
沢
庵
禅
師

が
柳
生
宗
矩
に
「
不
動
智
神
妙
録
」
を
示
し
た
事
例
に
う
か
が
わ
れ
る
も
の
と
同
じ
流
れ
に
あ
る
と
云
っ
て
よ
い
。
禅
師
と
但
馬

守
の
親
密
な
関
係
に
は
剣
の
修
行
が
禅
機
の
開
発
と
つ
な
が
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
禅
が
で
て
く
る
な
ら
ば
、
宋

学
、
さ
ら
に
は
宋
明
理
学
へ
と
か
か
わ
り
が
広
が
っ
て
ゆ
く
の
は
当
然
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
背
景
を
考
慮
す
る
と
、
安

心
立
命
を
求
め
る
に
せ
よ
、
或
い
は
求
道
の
一
環
と
し
て
の
修
業
で
あ
る
に
せ
よ
心
性
の
開
発
と
い
っ
た
事
柄
に
つ
な
が
る
動
き

が
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ 
う
。　
 
と
も
あ
れ
こ
う
し
た
動
向
の
う
ち
に
勉
強
の
変
遷
を
辿
る
こ
と
も
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

１　

は
た
し
て
文
化
・
文
政
へ
と
到
る
頃
、
勉
強
は
一
つ
の
兵
法
書
の
中
に
繰
り
返
し
繰
り
返
し
表
れ
る
こ
と
に
な
る
。
次
に
そ
の
幾

つ
か
を
摘
記
し
よ 
う
。 
２
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１
、
…
此
兵
法
亦
斯
く
の
如
く
神
丹
道
枢
と
成
り
、
惟
れ
精
、
惟
れ
一
に
誠
に
天
眞
至
道
の
環
中
を
得
て
能
く
無
窮
に
感
応
す

る
の
機
を
得
る
を
常
の
法
と
す
。
学
者
勉
強
す
る
事
久
し
く
し
て
能
く
慣
熟
す
る 
則 
は
、
其
技
を
為
す
や
無
極
の
広
野

と
き

に
中
立
化
行 
し
… 
３

２
、
…
故
に
学
者
勉
強
す
る
事
久
し
か
ら
ざ
れ
ば
明
を
生
ず
る
事
能
は
ず 
…

    
４

３
、
…
孔
夫
子
だ
に
斯
く
の
如
し
。
故
に
学
者
此
の
術
を
欲
せ
ば
自
ら
勉
め
心
を
焦
し
慮
を
苦
し
め
、
此
の
深
意
を
知
り
て
こ

れ
を
精
修
し
、
其
眞
を
得
て
常
に
行
ふ
者
に
あ
ら
ず
ん
ば
、 
安 
ぞ
能
く
此
の
術
の
妙
を
得
ん
や
。
…
中
庸
に
曰
く
、
自

い
ず
く
ん

ら
誠
に
明
な
る
之
を
性
と
謂
ふ
、
と
。
性
は
天
道
に
稟
く
、
故
に
天
然
自
然
、
天
道
の
誠
に
し
て
明
か
な
り
と
雖
も
、

人
は
天
道
、
地
道
、
清
濁
の
混
じ
て
其
の
形
体
を
成
す
。
故
に
性
の
明
か
な
る
も
濁
気
の
為
に
蔽
は
れ
、
天
稟
心
性
の

明
徳
明
か
な
る
事
能
は
ず
。
故
に
教
に
因
り
て
己
身
自
ら
勉
強
し
て
天
道
心
性
の
誠
を
明
か
す
。
故
に
曰
く
、
自
ら
誠

を
明
か
に
す
る
之
を
教
と
謂
ふ
、 
と
。  
…
５

４
、
…
其
の
天
稟
既
に
高
く
之
を
知
る
こ
と
既
に
深
く
神
を
凝
し
練
丹
し
て
以
て
真
空
赫
機
を
養
ひ
、
漸
く
至
大
至
剛
の
域
に

入
り
て
顛
沛
造
次
、
し
ば
ら
く
も
之
を
遺
さ
ず
、
淳
直
謙
遜
、
毫
も
自
負
無
く
お
よ
そ
斯
く
の
如
き
人
勉
強
し
て
懈
ら

ざ
れ
ば
、
其
の
眞
を
得
る
に 
幾 
し
ち
か

５
、
…
神
機
を
九
天
の
外
に
満
た
し
む
る
の
思
ひ
を
成
し
、
練
丹
勉
強
し
て
是
を
行
ひ
、
夙
夜
懈
ら
ず
ん
ば
之
を
得
る
こ
と
豈

に
遠
か
ら
ん 
や　
 
６

６
、
…
誠
を
先
に
し
身
を
後
に
す
る
時
は
、
為
す
所
慈
な
ら
ざ
る
事
な
し
。
誠
を
先
に
し
身
を
後
に
す
る
時
は
、
行
ふ
所
倹
な

ら
ざ
る
事
な
し
。
…
此
の
兵
法
、
眞
空
赫
機
を
先
に
し
て
身
常
に
後
る
、
身
常
に
後
る
る
の
み
に
非
ず
、
能
く
空
機
に

和
し
神
丹
に
入
る
。
故
に
触
る
所
破
ら
ざ
る
事
な
し
。
学
者
勉
強
せ
ず
ん
ば
あ
る
可
か
ら 
ず
。 （
傍
線
・
引
用
者
）

７
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右
に
引
用
し
た
文
章
の
意
味
を
理
解
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
し
、
又
、
こ
の
文
章
の
含
意
を
味
読
す
る
こ
と
は
小
稿

の
目
的
で
は
な
い
の
で
内
容
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
た
だ
こ
れ
ら
の
引
用
文
に
ど
う
い
う
思
想
的
背
景
が
あ
る
か
に
つ
い
て
は
一

言
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
以
下
、
最
低
限
肝
要
な
点
に
つ
い
て
の
み
記
す
。

　

文
中
、
神
機
、
神
丹
、
練
丹
、
眞
空
、
空
機
、
等
の
語
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
人
は
直
ち
に
釈
老
の
影
響
を
こ
こ
に
指
摘
す

る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
れ
が
書
か
れ
た
の
が
天
保
の
頃
と
い
う
こ
と
を
知
れ
ば
、
白
隠
と
の
つ
な
が
り
に
思
い
を
馳
せ
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、「
中
庸
に
曰
く
」
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
も
さ
り
な
が
ら
、
頻
出
す
る
「
誠
」
字
か
ら
、
こ
の
文
書
が
「
中
庸
」

を
背
景
に
そ
の
語
彙
群
に
依
拠
し
つ
つ
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
明
瞭
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
に
出
て
く
る
「
学
者
」
は
学

ぶ
者
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
現
今
の
科
学
者
と
か
専
門
学
者
と
い
う
意
味
で
念
頭
に
浮
か
ぶ
存
在
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
「
学
ぶ
者
」
が
何
を
学
ん
で
い
る
か
と
云
え
ば
、
そ
れ
は
兵
法
、
つ
ま
り
剣
術
で

あ
る
。
そ
し
て
、
１
、
２
、
３
、
等
の
文
章
の
学
者
と
勉
強
の
か
か
わ
り
方
は
、
６
、 の
「
学
者
勉
強
せ
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
」

と
い
う
強
い
語
気
で
断
定
さ
れ
て
い
る
事
と
全
く
同
じ
で
あ
り
、
剣
術
を
学
ば
ん
と
欲
す
る
者
は
、
２
の
「
自
ら
勉
め
心
を
焦
し

慮
を
苦
し
め
、
此
の
深
意
を
知
り
て
こ
れ
を
精
修
し
、
其
の
眞
を
得
て
常
に
行
ふ
者
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
剣
術
を
学
ぶ
こ

と
は
、
こ
の
よ
う
に
「
心
を
焦
し
慮
を
苦
し
め
」、「
夙
夜
懈
ら
ず
」
練
丹
勉
強
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　

さ
て
剣
の
道
の
奥
義
を
窮
め
よ
う
と
す
る
者
は
、
現
在
の
表
現
を
用
う
る
な
ら
ば
、
身
を
労
し
、
早
朝
か
ら
深
夜
ま
で
厳
し
い

稽
古
に
明
け
暮
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
「
勉
強
し
て
懈
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
別
に
困
学
と
も
苦
学
と
も
い
わ

れ
る
こ
と
で
あ 
る
。  
而
し
て
剣
の
道
に
志
す
も
の
が
何
故
に
斯
く
も
厳
し
い
勉
強
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
問
わ
れ
る

９

な
ら
ば
、
剣
士
は
答
え
る
で
あ
ろ
う
。「
斯
く
し
て
こ
そ
、
天
眞
至
道
の
環
中
を
得
ら
れ
る
」
と
。「
無
窮
に
感
応
す
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
。
そ
し
て
無
窮
に
感
応
す
る
こ
と
こ
そ
誠
の
み
ち
へ
の
捷
径
な
の
で
あ
り
、
或
い
は
誠
を
体
す
る
た
め
の
不
可
欠
の
条

件
と
も
な
る
か
ら
で
あ
る
…
…
。
と
も
あ
れ
、
身
心
を
刻
苦
す
る
厳
し
い
修
行
が
勉
強
の
内
実
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
こ
こ
に
明
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ら
か
と
な
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
や
が
て
幕
末
の
剣
道
の
達
人
と
彼
を
と
り
ま
く
武
道
家
達
に
於
い
て
く
っ
き
り
と
し
た
か
た
ち
で

示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
、
二
つ
ば
か
り
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
一
つ
は
槍
の
名
人
に
し
て
高
潔
な
人
格
を
う
た
わ
れ
た
人

の
伝
記
に
出
て
く
る
用
例
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
こ
の
人
の
後
を
襲
い
だ
剣
術
家
の
苦
行
を
窺
わ
せ
る
文
で
あ
る
。

一
、
近
来
槍
法
の
絶
技
な
る
も
の
山
岡
先
生
を
踰
ゆ
る
な
し
。
名
は
正
視
、
字
は
子
厳
、
通
称
紀
一
郎
、
静
山
と
号
す
。
江
戸

の
人
な
り
。
家
世
々
幕
府
に
仕
ふ
…
先
生
幼
時
よ
り
刀
・
槍
・
射
・
騎
、
水
に 
泅 
ぎ
、
書
を
読
み
、
字
を
習
ふ
に
発
憤
し
て

お
よ

勉
励
せ
ざ
る
な
し
。
年
十
九
、
省
悟
す
る
と
こ
ろ
あ
り
、
慨
然
と
し
て
曰
く
、
我
今
よ
り
精
を
専
ら
に
し
て
槍
を
学
ば
ん
の

み
、
と
。
…
勉
強
非
凡
な
り
。
嘗
て
昇
平
日
久
し
く
し
て
士
風
柔
堕
な
る
を
慨
き
自
ら
古
の
士
に 
跂  
及 
せ
ん
こ
と
を
期
し
緩

キ 
キ
フ

急
の
用
に
応
ず
る
を 
庶  
幾 
ふ
。
厳
冬
寒
夜
縄
を
以
て
腹
を
約
し
氷
を
た
た
き
水
を
灌
い
で
満
身
淋
漓
た
り
。
東
、
日
光
廟
を

こ
ひ 
ね
が

拝
し
叩
首
し
て
黙
祷
す
。
丑
の
時
場
に
入
り
、
十
五
斤
槍
を
操
る
。 
突  
衝 
の
勢
ひ
を
作
す
こ
と
或
い
は
三
千
（
回
）
或
い
は

つ 

き

五
千
（
回
）、
或
い
は
黄
昏
よ
り
鶏
鳴
に
到
る
ま
で
三
万
回
。
嘗
て
竹
七
尺
許
り
を
き
り
之
を
把
り
て 
高
屐 
を
踏
み
弟
子
を
試

カ
ウ
ゲ
キ

較
す
る
に
槍
に
異
な
ら
ず
…
…

二
、
秋
来
諸
組
槍
剣
の
稽
古
日
課
相
ひ
定
め
、
御
番
士
及
び
小
普
請
等
の
士
に
其
の
技
を
研
究
し
て
懈
怠
な
か
ら
し
む
。
其
諸

士
を
教
誨
す
る
の
意
懃
懃
切
々
誠
に
感
謝
に
堪
へ
ざ
る
也
。
而
し
て
御
番
士
及
び
小
普
請
等
の
士
、
皆
上
諭
の
辱
き
を
知
ら

ず
。
遊
蕩
放
逸
名
利
に
趨
り
粉
骨
砕
身
其
術
を
勉
強
す
る
者
は
一
組
の
中
両
三
人
に
過
ぎ
ず
。
万
一
非
常
の
変
あ
ら
ば
何
を

以
て
之
を
ふ
せ
が
ん
、
実
に
歎
ず
べ
き
也
。
然
り
と
雖
も
之
を
励
ま
す
に
法
あ
り
。
…
夫
れ
勇
士
は
古
の
士
也
。
怯
士
は
今

の
士
な
り
。
百
金
は
賞
な
り
。
猛
虎
は
罰
也
。
故
に
勇
士
は
賞
を
以
て
之
を
率
ゐ
、
怯
士
は
罰
を
以
て
之
を
率
ゐ
ば
、
ひ
と

し
く
共
に
深
谷
を
踰
ゆ
し
む
る
に
足
る
。
其
れ
か
く
の
如
く
ん
ば
、
則
ち
遊
惰
の
士
は
変
じ
て
勉
強
の
士
と
為
り
、
怯
弱
の

士
は
化
し
て
勇
敢
の
士
と
な
り
国
勢
を
一
新
し
武
備
を
強
固
に
す
る
、
日
を
数
え
て
待
つ
べ
し
矣
。
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三
、
予
二
十
四
才
の
時
、
一
周
間
立
切
千
四
百
面
の
試
合
を
爲
せ
し
に
、
更
に
疲
労
衰
弱
を
覚
へ
ず
。
夫
れ
剣
法
は
勝
負
は
勿

論
な
れ
ど
も
心
を
練
る
を
肝
要
と
す
。
其
故
如
何
と
な
れ
ば
、
心
を
盡
る
期
な
し
。
其
の
心
を
以
て
敵
に
対
し
心
を
以
て
働

き
を
為
す
と
き
は
、
幾
日
試
合
を
な
す
も
必
ず
疲
労
な
く
衰
弱
な
し
。
修
行
者
、
此
の
理
を
能
く
能
く
工
夫
し
て
勉
強
す
べ

し
。（
傍
線
・
引
用
者
）

　

一
、
は
山
岡
静
山
の
槍
の
修
行
の
す
さ
ま
じ
さ
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
彼
は
日
々
そ
の
道
場
に
入
る
に
あ
た
っ
て
身
を
潔

斎
し
、
そ
の
上
で
体
力
の
極
限
を
幾
度
も
幾
度
も
超
え
て
ゆ
く
苦
行
を
自
ら
に
課
し
て
い
た
が
、
こ
の
こ
と
を
勉
強
と
い
う
言
葉

で
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

二
、
三
、
は
剣
道
家
山
岡
鉄
舟
の
粉
骨
砕
身
の
修
行
、
特
に
凄
絶
と
で
も
形
容
す
る
他
は
な
い
苦
行
の
日
々
を
伝
え
る
記
録
に

拠
る
も
の
で
あ
る
。
彼
に
於
い
て
剣
に
よ
る
鍛
錬
は
「
人
一
た
び
し
て
之
を
能
く
す
れ
ば
己
は
之
を
百
た
び
す
。
人
十
た
び
し
て

之
を
能
く
す
れ
ば
己
は
こ
れ
を
千
た
び
す
」
と
い
う
「
中
庸
」
の
困
知
勉
行
さ
な
が
ら
に
百
鍛
千
錬
の
行
で
あ
り
、
こ
れ
は
そ
の

全
生
涯
に
わ
た
っ
て
続
い
た
。
就
中
彼
の
道
場
春
風
館
の
終
日
立
切
（
た
ち
き
り
）
二
百
面
を
七
日
間
課
す
と
い
う
第
三
期
誓
願

の
行
は
、
人
間
の
修
行
の
歴
史
の
中
で
も
ち
ょ
っ
と
類
を
見
な
い
も
の
と
し
て
、
そ
の
す
さ
ま
じ
さ
が
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
彼
の
剣
術
修
行
の
こ
う
い
っ
た
様
子
は
、
勝
海
舟
や
或
い
は
そ
の
弟
子
が
「
勉
強
」
と
い
う
言
葉
で
語
っ
て
い
る
も
の
で

も
あ
る
。
二
、
は
そ
の
彼
が
千
葉
周
作
に
提
出
し
た
「
意
見
書
」
か
ら
、
三
、
は
立
切
誓
願
の
垂
誨
か
ら
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
幕
末
の
武
道
家
た
ち
に
あ
っ
て
は
こ
の
よ
う
な
修
行
の
場
こ
そ
が
勉
強
の
場
で
あ
り
、
熱
烈
な
修
行
を
形
容
す
る
言
葉

が
勉
強
で
あ
っ
た
と
云
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
こ
と
か
ら
勉
強
と
い
う
訳
語
に
つ
い
て
の
検
討
が
意
味
を
も
っ
て
く
る

の
で
あ
る
。

　

本
章
に
於
い
て
引
用
し
た
一
、
の
文
章
即
ち
槍
術
家
山
岡
静
山
伝
の
著
者
は
誰
あ
ろ
う
、
中
村
敬
宇
で
あ
る
。
敬
宇
は
山
岡
静
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山
の
実
弟
、
即
ち
高
橋
泥
舟
と
昵
懇
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
泥
舟
と
は
云
う
ま
で
も
な
く
海
舟
、
鉄
舟
と
並
び
称
さ
れ
る
幕
末
の
三

舟
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
敬
宇
、
即
ち
中
村
正
直
と
は
こ
れ
又
よ
く
知
ら
れ
た
る
維
新
後
最
初
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
「
西
国
立
志

編
」
の
訳
者
そ
の
人
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
我
々
は
、
勉
強
と
い
う
徳
義
、
勉
強
の
重
要
性
を
鼓
吹
し
た
「
西
国
立
志
編
」
が

幕
末
ま
で
の
勉
強
概
念
を
ど
の
よ
う
に
保
持
し
、
ど
の
よ
う
に
変
え
た
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
段
階
に
達
し
た
。
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註　

１　

兵
法
家
、
剣
術
家
に
つ
い
て
こ
れ
を
思
想
史
の
面
か
ら
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
富
永
半
次
郎
「
剣
道
に
於
け
る
道
」（
中
央

公
論
社　

昭
和
十
九
年
）、
大
森
曹
玄
「
剣
と
禅
」（
春
秋
社　

一
九
八
三
）
の
二
冊
か
ら
多
く
を
教
え
ら
れ
た
。

　
　

２　

白
井
亨
（
東
都　

白
井
義
謙
述
）「
兵
法
未
知
志
留
辺
」
に
よ
る
。

　
　

３　
「
兵
法
未
知
志
留
辺
」
か
ら
の
引
用
は
武
道
体
系
第
九
巻
（
一
九
八
二
）
に
拠
る
。
同
書　

頁
293

　
　

４　

同　

頁
295

　
　

５　

同　

頁
296

　
　

６　

同　

頁
298

　
　

７　

同　

頁
299

　
　

８　

同　

頁
310

　
　

９　

な
お
「
兵
法
未
知
志
留
辺
」
に
は
、
他
に
「
拾
遺
」
が
あ
り
、
又
「
兵
法
至
途
宇
之
千
利
」
が
あ
る
。
こ
の
両
書
に
も
勉
強
は

頻
出
す
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
筑
波
大
学
武
道
研
究
会
編
「
剣
法
諸
流
心
法
論
集
」
下
巻
（
平
成
元
年
）
の
以
下
の
個
所
を

参
照
。「
捨
遺
」　

・　

・　

頁
、「
兵
法
至
途
宇
之
千
利
」　

・　

頁
等
。
又
、
天
真
白
井
流
以
外
の
流
派
の
兵
法
書
の
中
に
勉

159

162

166

201

210

強
が
出
て
く
る
も
の
と
し
て
は
「
直
心
影
流
初
伝
目
録
」
武
道
大
系
第
三
巻　

頁
、「
神
道
無
念
流
順
免
許
」
同
三
巻　

頁
等
が

306

354

あ
る
。
な
お
、
桂
小
五
郎
、
高
杉
晋
作
は
剣
術
家
と
し
て
は
神
道
無
念
流
に
属
す
る
。

　
　
　
　

中
村
正
直　
「
敬
宇
文
集
」
第
十
二
巻　

第
五
分
冊
（
明
治
三
十
六
年
刊
本
）　

10

27

　
　
　
　
「
鉄
舟
居
士
言
行
一
斑
」　

に
見
え
る
。「
全
生
庵
記
録
抜
萃
」（
大
正
七
年
）　

頁

11

25

　
　
　
　

同
書　

頁

12

54



五　

中
村
敬
宇
と
そ
の
勉
強
困
学
の
生
涯

　

こ
れ
ま
で
「
勉
強
」
の
意
味
に
つ
い
て
一
、「
高
杉
晋
作
日
記
」
か
ら
松
下
村
塾
の
例
を
、
二
、「
都
鄙
問
答
」
等
に
即
し
て
心

学
に
於
け
る
意
味
を
、
そ
し
て
兵
法
書
な
ど
に
拠
り
な
が
ら
、
三
、
兵
法
家
に
於
け
る
含
意
を
探
り
、
幕
末
ま
で
に
ど
の
よ
う
な

意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
か
を
見
て
き
た
が
、
次
に
「
明
六
社
」
に
集
う
人
々
を
対
象
に
す
る
段
階
に
達
し
た
。
こ
こ
で
「
明
六

社
」
に
集
う
人
々
と
い
っ
た
場
合
、
森
有
礼
、
福
沢
諭
吉
、
西
周
、
西
村
茂
樹
、
津
田
眞
道
…
、
等
々
の
名
が
う
か
ぶ
わ
け
で
あ

る
が
、
い
ず
れ
の
人
々
も
明
治
開
化
期
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
近
代
思
想
史
に
大
き
な
足
跡
を
印
し
て
お
り
、
こ
の
人
々
を
逐
一
検

討
す
る
こ
と
は
小
稿
の
課
題
を
超
え
る
。
そ
こ
で
、
今
問
題
に
す
る
の
は
わ
ず
か
に
一
人
だ
け
、
し
か
も
そ
れ
は
訳
語
と
し
て
の

「
勉
強
」
を
定
着
さ
せ
た
人
と
し
て
の
重
要
性
か
ら
中
村
敬
宇
に
し
ぼ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　

思
想
家
と
し
て
の
中
村
敬
宇
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
評
価
を
下
す
べ
き
か
と
い
っ
た
一
般
論
に
立
ち
入
る
の
は
控
え
る
。
行
論

景 52

人文科学研究　第123輯胸

　
　
　
　

静
山
の
苦
練
を
伝
え
る
「
厳
冬
寒
夜　

縄
を
以
て
腹
を
約
し
、
氷
を
た
た
き
、
水
を
灌
い
で
…
」
と
い
う
記
述
が
「 
宛
然 
文
覚

さ
な
が
ら

13
上
人
那
智
の
荒
行
の
如
く
に
、
荒
縄
を
以
て
腹
を
縛
り
、
氷
を
割
っ
て
頭
か
ら
水
垢
離
を
取
る
」
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
葛
生
能
久
「
高
士
山
岡
鉄
舟
」（
昭
和
四
年
）
に
興
味
深
い
記
述
が
あ
る
。
同
書　

頁
参
照
。
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海
舟
は
鉄
舟
の
剣
法
修
行
に
つ
い
て
「
…
剣
法
を
学
び
、
一
寸
も
怠
ら
ず
勉
強
す
る
も
の
だ
か
ら
…
」
と
い
っ
た
評
を
下
す
。

14
又
、
弟
子
が
伝
え
る
も
の
と
し
て
は
、「
…
先
生
多
く
も
言
は
ず
、
唯
こ
れ
な
り
と
一
寸
示
さ
れ
て
、
剣
法
の
極
意
た
る
や
易
き

事
は
極
く
易
し
、
難
き
事
は
亦
甚
だ
難
し
。
然
れ
ど
も
怠
ら
ず
勉
強
を
な
せ
ば
、
分
明
の
時
到
来
す
べ
し
。
勉
旃
々
々
と
云
は
れ

た
り
…
」
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
。
勝
部
真
長
編
「
山
岡
鉄
舟
の
武
士
道
」（
角
川
文
庫
）　

頁
。
香
川
善
次
郎
手
記
「
覚
書
」

51

（
大
森
曹
玄
「
山
岡
鉄
舟
」
昭
和
四
十
三
年
所
収
）
該
書
新
版　

頁
参
照
。
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に
必
要
な
限
り
で
敬
宇
の
用
例
を
検
証
す
る
だ
け
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

空
前
絶
後
の
弱
年
に
し
て
昌
平
黌
の
御
儒
者
に
抜
擢
さ
れ
た
敬
宇
は
幼
に
し
て
俊
童
の
誉
れ
高
く
、
ま
さ
に
苗
に
し
て
秀
で
る

者
で
あ
っ
た
が
、
通
常
の
神
童
と
異
な
り
し
は
、
秀
で
て
し
か
も
実
り
た
る
者
と
な
っ
た
こ
と
に
あ 
る
。  
こ
れ
は
そ
の
天
稟
の
卓

１

越
せ
し
こ
と
に
あ
る
は
も
と
よ
り
で
あ
る
が
、
誰
し
も
が
認
め
る
よ
う
に
そ
の
刻
苦
精
励
、
孜
々
兀
々
の
研
鑽
が
ま
さ
に
殊
尤
き

わ
む
る
点
に
こ
そ
そ
の
理
由
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
彼
に
お
い
て
な
お
注
目
す
べ
き
こ
と
は
寡
欲
謙
虚
な
る
資
性
が

「
訓
盲
唖
院
」
の
創
立
と
い
っ
た
事
業
に
発
揮
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
ま
さ
に
仁
慈
均
霑
衆
人
を
し
て
斉
し
く
、
そ
の
徳
風
を
欽

慕
せ
し
む
る
底
の
人
柄
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
と
ん
ど
徳
学
兼
備
の
人
格
は
江
戸
川
聖
人
の
名
を
冠
せ
ら
れ

る
に
至
っ
た
が
、
近
代
に
於
い
て
は
や
や
異
数
の
こ
の
評
語
も
藤
樹
の
近
江
聖
人
に
こ
そ
一
籌
を
輸
す
と
は
い
え
、
過
褒
の
諛
辞

と
し
て
斥
け
る
に
は
あ
た
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
蘇
峰
の
評
せ
し
如
く
醇 
儒
こ 
そ
は
敬
宇
の
爲
人
と
生
平
を
伝
え
て
最
も

２

ふ
さ
わ
し
き
語
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

扨
て
右
に
見
た
よ
う
に
昌
平
黌
の
儒
官
た
り
し
敬
宇
が
明
六
社
の
人
と
な
っ
た
の
は
、
他
の
幕
末
漢
学
者
の
命
運
に
比
す
れ
ば

甚
だ
異
例
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
で
多
く
の
人
は
徳
川
幕
藩
体
制
の
瓦
解
と
と
も
に
、
封
建
の
世
の
遺

物
と
し
て
忘
却
の
か
な
た
に
消
え
て
い
っ
た
漢
学
者
の
中
で
、
た
だ
ほ
と
ん
ど
彼
だ
け
が
、
何
故
に
文
明
開
化
の
時
代
の
思
想
界

の
リ
ー
ダ
ー
た
り
得
た
の
か
を
不
思
議
に
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
至
極
当
然
の
疑
問
で
あ
る
。
し
か
し
答
え
は
は
っ
き
り

し
て
い
る
。
そ
れ
は
彼
が
勉
強
の
人
で
あ
り
、
困
学
の
人
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

聖
人
と
謳
わ
れ
た
人
、
し
か
も
或
る
評
者
に
よ
れ
ば
、
彼
こ
そ
は
「
生
ま
れ
な
が
ら
に
知
る
人
」
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
彼

を
困
知
勉
強
の
人
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
人
品
を
三
等
級
に
分
け
る
「
中
庸
」
の
考
え
に
は
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
彼

の
生
涯
を
た
ど
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
人
は
や
は
り
勉
強
の
人
で
あ
っ
た
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

彼
は
維
新
に
先
立
つ
十
数
年
前
、
身
は
儒
官
で
あ
り
な
が
ら
、
蘭
学
に
精
通
す
べ
く
勉
励
し
て
い
た
。
こ
れ
は
彼
の
公
人
と
し
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て
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
ま
さ
に
危
う
い
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
忍
び
凌
い
だ
。
こ
れ
だ
け
で
も
尋
常
一
般
の
こ
と
で
は
な

い
。
米
艦
の
浦
賀
来
航
、
薩
英
戦
争
等
、
風
雲
急
を
告
げ
る
中
、
欧
州
の
力
の
中
心
が
オ
ラ
ン
ダ
に
は
な
く
、
学
問
の
大
勢
は
英

学
に
よ
ら
で
は
把
握
で
き
な
い
こ
と
を
察
知
し
、
英
語
の
研
鑽
に
多
大
の
努
力
を
払
っ
た
。
そ
し
て
幕
府
瓦
解
の
直
前
に
英
国
留

学
生
取
締
と
し
て
十
代
の
少
年
た
ち
に
ま
じ
り
な
が
ら
英
国
に
渡
る
の
で
あ 
る
。  
敬
宇
、
こ
の
と
き
実
に
三
十
五
才
な
り
。

３

　
「
右
手
に
漢
書
、
左
手
に
洋
書
」
を
持
つ
人
と
し
て
攘
夷
派
の
暗
殺
対
象
と
な
り
な
が
ら
渡
英
し
、
滞
英
中
に
幕
府
瓦
解
の
報
に

接
し
た
履
歴
と
い
う
の
は
や
は
り
稀
な
る
も
の
で
あ
る
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
こ
の
稀
な
る
人
生
を
送
り
な
が
ら
悲
惨
、

不
幸
、
不
運
と
い
っ
た
負
の
陰
翳
を
と
ど
め
な 
い
の 
が
敬
宇
の
人
柄
が
さ
ら
に
稀
な
る
所
以
で
あ
る
。
劇
的
な
運
命
に
際
会
し
な

４

が
ら
そ
れ
に
翻
弄
さ
れ
ず
に
確
固
と
し
た
仕
事
を
爲
し
遂
げ
た
人
、
そ
れ
が
敬
宇
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
強
さ
は
、
困
学
の

日
々
を
耐
え
ぬ
く
間
に
培
わ
れ
た
強
さ
で
あ
ろ
う
。
嘉
永
癸
丑
年
八
月
十
七
日
夜
五
時
と
明
記
さ
れ
た
十
条
の
誓
詞
の
一
条
に

「
百
事
に
勉
強
し
怠
惰
な
ら
ざ
る
こ 
と
」  
と
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
勉
強
の
誓
い
こ
そ
は
ま
さ
に
困
知
勉
強
の
人
の
本
領
で

５

あ
る
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
人
が
明
治
四
年
「
西
国
立
志
編
」
を
世
に
問
う
た
こ
と
、
し
か
も
そ
の
際
こ
の
書
の
中
に
登

場
す
る
泰
西
の
力
行
の
人
、
勤
勉
の
人
、
努
力
の
人
、
そ
う
し
て
成
功
し
立
身
出
世
し
た
人
々
の
そ
の
努
力
の
姿
を
「
勉
強
」
と

い
う
言
葉
に
お
き
か
え
て
行
っ
た
こ
と
、
こ
の
こ
と
の
意
味
を
よ
う
や
く
問
題
に
す
る
と
こ
ろ
に
至
っ
た
。
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註　

１　

石
井
研
堂
『
自
助
的
人
物
之
典
型　

中
村
正
直
伝
』
明
治
四
〇
年
、
成
功
雑
誌
社
（
以
下
、
石
井
『
伝
』
と
略
す
。）
に
附
載

せ
る
徳
富
蘇
峰
の
文
を
参
照
。

　
　

２　

石
井
『
伝
』
に
附
載
せ
る
徳
富
蘇
峰
の
評
に
見
え
る
。

　
　

３　

敬
宇
の
英
国
渡
航
の
こ
と
に
つ
い
て
は
林
董
「
回
顧
録
」
同
「
後
は
昔
の
記
」（
と
も
に
平
凡
社
東
洋
文
庫
に
あ
り
）
に
そ
の

一
斑
が
知
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
「
其
気
根
の
強
き
こ
と
敬
服
に
堪
え
ざ
り
き
」
と
い
っ
た
賛
嘆
が
披
瀝
さ
れ
て
い
る
。
同
書　

・
19

　

頁
参
照
。
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六　

「
西
国
立
志
編
」
の
訳
業
に
つ
い
て

　
「
西
国
立
志
編
」
は
幕
府
瓦
解
後
、
徳
川
家
譜
代
の
家
臣
・
旗
本
が
こ
ぞ
っ
て
江
戸
か
ら
静
岡
に
移
っ
た
そ
の
時
、
儒
臣
た
り
し

敬
宇
も
静
岡
に
「
遷
住
」
退
隠
し
た
が
、
そ
の
地
で
の
静
閑
裡
に
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
帰
国
に
際
し
て
贈
ら
れ
た
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ス

マ
イ
ル
ズ
の
「
セ
ル
フ
・
ヘ
ル
プ
」
を
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
を
汲
ん
で
「
立
志
編
」
と
改
題
し
た
と
こ
ろ
に
も
彼

の
意
気
込
み
が
う
か
が
え
る
。

　

原
本
は
刊
行
（
一
八
六
三
）
当
時
か
ら
評
判
頗
る
高
く
、「
既
に
英
国
な
ら
び
に
他
国
に
博
く
行
わ
」
れ
、「
ア
メ
リ
カ
に
数
種

の
版
あ
り
て
印
行
し
オ
ラ
ン
ダ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
人
各
々
そ
の
邦
語
を
以
て 
訳
」  
出
し
た
と
こ
ろ
の
国
際
的

１

な
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
邦
に
於
い
て
も
一
旦
梓
に
上
る
や
空
前
の
売
れ
行
き
を
示
し
、
文
字
通
り
に
洛
陽
の
紙

価
を
高
か
ら
し
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
内
容
は
欧
州
の
独
立
独
歩
の
人
た
ち
、
克
己
に
よ
り
自
ら
を
鍛
え
た
人
、
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ひ
と
か
ど
の
人
物
と

な
り
、
な
に
ほ
ど
か
の
事
業
を
爲
し
た
人
の
力
行
の
す
が
た
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
敬
宇
が
こ
の
訳
出
に
踏
み
き
っ
た
動
機

は
、
滞
在
中
に
知
っ
た
英
国
人
の
生
活
、
と
り
わ
け
そ
の
国
民
性
に
強
く
魅
か
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
滞
在
は
、
急

遽
帰
国
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
二
年
に
満
た
ぬ
短
い
も
の
に
終
わ
っ
た
が
、
あ
る
確
信
に
到
達
し
た
こ
と
は
確
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４　

敬
宇
に
は
「
徳
福
合
一
の
説
」
が
あ
り
、
そ
の
内
容
を
知
ら
ざ
る
人
々
か
ら
は
、
通
俗
道
徳
の
説
教
者
の
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で

あ
る
が
、
深
い
人
生
智
を
秘
め
た
も
の
で
あ
り
、
軽
々
に
扱
っ
て
す
ま
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
井
上
哲
次
郎

『
日
本
朱
子
学
派
の
哲
学
』（
明
治
三
八
年
、
富
山
房
）
の
な
か
に
詳
し
い
論
評
が
あ
る
。
ま
た
、『
西
国
立
志
編
』
第
四
篇
一
の

「
福
運
は
眼
目
を
そ
な
う
」
の
章
を
参
照
。

　
　

５　
「
伝
」　

頁
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か
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
国
に
自
主
の
権
あ
る
ゆ
え
ん
の
者
は
人
民
に
自
主
の
権
あ
る
に
よ
る
。
人
民
に
自
主
の
権
あ
る
ゆ
え
ん
の

者
は
そ
の
自
主
の
志
向
あ
る
に
よ 
る
」 と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
西
国
の
民
こ
そ
こ
の
自
主
の
志
向
を
持
つ
人
々
で
あ
り
、

２

こ
の
人
々
は
「 
百  
姓 
の
議
会
（
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
）」
に
権
限
を
委
ね
る
が
、
こ
の
議
会
の
構
成
員
「
民
委
官
（
メ
ン
バ
ー
・
オ
ブ
・

ひ
ゃ
く 
せ
い

パ
ー
ラ
メ
ン
ト
）
を 
掄 
ぶ
」
と
い
う
の
が
西
国
の
政
治
の
仕
組
み
で
あ
り
、
西
国
で
は
君
主
と
い
え
ど
も
「
己
の
意
を
も
っ
て
す

え
ら

ぐ
一
令
を
出
す
」
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
も
あ
れ
、「
民
委
官
は
必
ず
学
明
ら
か
に
行
ひ
修
ま
る
の
人
な
り
。
天
を
敬
し
人

を
愛
す
る
心
あ
る
者
な
り
。
己
に
克
ち
独
り
を
慎
し
む
の
工
夫
あ
る
者
な
り
。
多
く
の
世
故
を
更
え
艱
難
に
長
ず
る
の 
人
」  
で
あ

３

る
。
…
こ
う
い
う
人
こ
そ
実
は
自
助
の
人
で
あ
る
が
、
自
助
の
精
神
と
は
「
お
よ
そ
人
た
る
者
の
才
智
の
由
り
て
生
ず
る
と
こ
ろ

の
根
元
」
で
あ
り
、「
自
ら
助
く
る
人
民
多
け
れ
ば
そ
の
邦
国
必
ら
ず
元
気
充
実
し
精
神
強 
盛
」  
で
あ
る
…
。

４

　

ス
マ
イ
ル
ズ
の
「
自
助
論
」
は
こ
う
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
西
国
古
今
の
俊
傑
を
選
ん
で
そ
の
人
々
の
艱
難
辛
苦
の
さ
ま
と
、

そ
の
艱
難
を
試
練
と
し
て
う
け
と
め
、
そ
れ
を
如
何
に
し
て
克
服
し
て
い
っ
た
か
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
中
に
登

場
す
る
人
物
は
い
づ
れ
劣
ら
ぬ
努
力
の
人
々
で
あ
り
、
こ
の
人
々
の
努
力
を
敬
宇
は
勤
勉
、
勤
修
、
勤
苦
、
勉
励
、
勉
労
、
勉
苦
、

勉
力
、
勉
学
…
等
々
の
言
葉
で
表
現
す
る
が
、
な
か
で
最
も
頻
用
さ
れ
て
い
る
の
は
勉
強
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
第
二
編
は
次
の

文
章
で
始
ま
っ
て
い
る
。
即
ち

　
「
英
国
の
人
民
、
そ
の
風
習
性
格
、
種
々
著
し
き
も
の
あ
る
中
に
職
業
に
勉
強
す
る
精
神
あ
る
こ
と
そ
の
一
な
り
。
史
冊
に
載

す
る
も
の
肩
を
比
べ
、
今
世
に
お
い
て
も
古
に
譲
る
こ
と
な
し
。
英
国
版
図
内
の
工
業
昌
盛
に
し
て
、
貨
財
生
殖
す
る
そ
の
根

元
基
礎
は
国
人
に
こ
の
勉
強
の
精
神
あ
る
に
よ
り
て
建
立
せ
ら
る
る
こ
と
な 
り
。 」（
傍
線
・
引
用
者
）

５

　

さ
て
「
勉
強
」
の
使
用
に
は
幾
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
が
見
ら
れ
、
単
独
に
用
い
ら
れ
る
ケ
ー
ス
の
他
、
次
の
よ
う
な
特
色
あ
る
表
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現
が
頻
出
す
る
。
一
つ
は
勉
強
に
も
う
一
つ
の
二
次
熟
語
を
重
ね
る
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
勉
強
労
苦
も
し
く
は
労
苦
勉

強
、
勉
強
忍
耐
或
い
は
忍
耐
勉
強
、
発
奮
勉
強
、
勉
強
労
作
、
勉
強
学
習
と
い
っ
た
用
例
が
あ
る
。
次
い
で
対
に
な
る
言
葉
と
一

緒
に
あ
ら
わ
れ
る
ケ
ー
ス
で
「
倹
省
に
し
て
勉
強
」「
才
能
あ
り
て
且
つ
勉
強
」
と
い
っ
た
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
こ
れ

以
上
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
た
だ
幾
つ
か
の
訳
例
の
原
語
を
あ
げ
て
、
敬
宇
の
「
勉
強
」
が
ど
う
い
う
も
の
に
対
応
す

る
か
を
見
て
お
き
た
い
。

〇　

ワ
ッ
ト
は
最
も
勉
強
労
苦
せ
る 
人
…  W

attwasone
ofthe

m
ostindustrious

 
                    
               ofm

en.

     
   
…

６

〇　

ロ
バ
ー
ト
・
ピ
ー
ル
は
第
二
世
の
製
造
者
に
し
て
は
じ
め
て
バ
ロ
ネ
ッ
ト
の
爵
位
を
得
た
る
も
の
な
り
、
才
能
あ
り
て
且

つ
勉
強
な
る
こ
と
そ
の
父
に
彷
彿
せ 
り
…  SirRobertPeel,the

firstbaroneta

                                    nd
the
second

m
anufacture

ofthe
nam

               
                     

e,    

７

inherited
allhisfather'senterpriz

                                    e,ability
and
industry

                       .  

〇
…
中
等
の
資
性
を
具
う
る
人
と
い
え
ど
も
勉
強
し
て
心
を
用
い
労
力
し
て
倦
む
こ
と
な
け
れ
ば
あ
ま
た
の
事
業
を
成
就 
す
… 
８

（
…exam

ple
o

 
   
     f  
）how
m
ach

 
    
    a

m
an
of
com
paratively

m
oderate

powe

   
         
            
            rs

can
accom

plish
by
m
eans

of
assidu

            
          
              ous

    

application
and
indefatigable

indust

                                    ry    .  

〇　

ブ
ル
ー
ア
ム
は
勉
強
す
る
こ
と
を
好
み
久
し
く
習
い
て
癖
を
な
せ 
り　
 
９

　
　

such
wasBrougham

'slove
ofwor

                 
              k  

－
long

becom
e
a
habit

          
         －

　
　

そ
の
す
る
と
こ
ろ
、
何
事
に
限
ら
ず
極
善
極
妙
に
至
る
こ
と
を
務
め
と
せ
り
。
ゆ
え
に
世
人
評
し
て
「
も
し
ブ
ル
ー
ア
ム

を
し
て
シ
ュ
ー
・
ブ
ラ
ッ
ク
（
靴
を
磨
く
人
）
な
ら
し
め
ば
、
英
国
第
一
の
シ
ュ
ー
・
ブ
ラ
ッ
ク
と
な
る
こ
と
を
得
ざ
る
う

ち
は
勉
強
し
て
や
ま
ざ
る
べ
し
」
と
云
え
り
。

　

such
washislove

ofexcellence
,th

                                    atithasbeen
said
ofhim

thatifh

                          
          isstation

in
life
had
been

only
tha

                                    tofa
shoe

           -  

black,he
would

neverhave
rested

sa

                                    tisfied
untilhe

had
becom

e
the
best

                          
          shoe-black

in
England

                       .  
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〇　

勉
強
刻
苦
せ
る
伝
法
教
師
モ
リ
ソ
ン
… M

orrison,anotherlaboriousm
issiona

 
                            
       r  y  
…

〇　

け
だ
し
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
は
深
沈
な
る
書
生
に
し
て
勉
強
し
て
業
を
做
せ
る
人
な
る
こ
と
は
疑
い
な
し
。In

any
event,

 
              

h  e  
（=

Shakespea
           r  
）m

usthave
been

a
close

student,and

 
                                   

a
hard

worker

              ,  
…

　

勉
強
の
用
例
を
原
語
と
と
も
に
網
羅
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
こ
こ
に
は
若
干
の
例
を
あ
げ
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
大
方
の

予
想
が
つ
く
よ
う
にindustr
       y  ,   industriou

          s  
が
勉
強
に
対
応
す
る
例
は
非
常
に
多
い
。
次
い
で
最
後
か
ら
二
つ
目
の
例
の
よ
う
に

「
骨
を
折
る
」「
辛
酸
・
労
苦
を
な
め
た
」
等
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
つlabor,

       laborious,

           
さ
ら
に
はwork

 
   
等
の
語
に
も
勉
強
は
あ

て
は
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
文
脈
を
考
え
れ
ば
妥
当
な
訳
語
と
云
っ
て
よ
く
、
特
に
異
と
す
る
に
は
あ
た
ら
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
て
く
る
。
し
か
し
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
何
も
問
題
と
す
る
こ
と
が
な
い
と
こ
ろ
に
、
実
は
深
く
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
が
潜
ん
で
い
る
。
以
下
、
章
を
改
め
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
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註　
『
西
国
立
志
編
』
は
講
談
社
学
術
文
庫
版
に
よ
る
。
ま
た
、
サ
ム
エ
ル
・
ス
マ
イ
ル
ズ
の
原
典
は
、
左
記
の
版
に
拠
る
。

　
　
　

Sam
uelSm

iles,Self-Help;with
illustrationsofCharacterand

Conduct.London
1863

　

敬
宇
の
依
拠
し
た
の
は
、
一
八
六
六
年
版
で
あ
る
が
、
小
稿
で
は
、
一
八
六
三
年
版
を
用
い
、
対
応
す
る
箇
所
を
表
示
す
る
。
訳
文

は
、
講
談
社
学
術
文
庫
版
の
編
・
章
を
、
原
文
は
該
書
の
頁
を
算
用
数
字
で
記
す
。

　

１　
「
自
助
論　

原
序
」
邦
訳
（
学
術
文
庫
版
）　

頁
48

　

２　

同　

頁
51

　

３　

同　

頁
53

　

４　

同　

頁
55

　

５　

同　

頁
102
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