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三
六
一

謂
ふ
勿
れ
、
老
い
た
り
と
、
老
い
て

益

奮
ふ
。
謂
ふ
勿
れ
、
窮
ま
れ
り
と
、

ま
す
ま
す

窮
ま
り
て

益

固
し
。
已
に
し
て
固
く
且
つ
奮
へ
ば
、
以
つ
て
吾
が
学
を
成
す
べ
き
に
庶
幾

ま
す
ま
す

ち

か

か
ら
ん
。

勿A

謂
老
矣N

老
而
益
奮N

勿A

謂
窮
矣N

窮
而
益
固
已
固
且
奮N

庶E

幾
可D

以
成C

吾
學B

矣N

【
訳
】
た
や
す
く
言
う
な
、
老
い
て
き
た
な
と
。
老
い
て
ま
す
ま
す
や
る
気
に
な
っ
て
い
る
。

た
や
す
く
言
う
な
、
も
う
お
し
ま
い
に
な
っ
て
き
た
な
と
。
お
し
ま
い
に
な
っ
て
き
て
、
ま
す

ま
す
信
念
が
固
い
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
信
念
が
固
く
、
や
る
気
を
出
せ
ば
、
自
己
の
完

成
と
い
う
私
の
学
問
が
成
就
す
る
の
も
近
い
だ
ろ
う
。

三
六
二

読
書
は
只
是
れ
看
得
て
徹
ら
ん
こ
と
を
要
す
。
看
得
て
徹
れ
ば
、
則
ち
以
つ

た
だ

と
ほ

と
ほ

て
吾
が
志
を
奮
ひ
、
以
つ
て
吾
が
識
を
拓
き
、
以
つ
て
吾
が
徳
を
成
す
。
然
ら
ざ
れ
ば
、

ひ
ら

則
ち
悠
悠
泛
泛
と
し
て
、
胡
乱
に
渉

猟
す
。
好
事
者
の
一
時
消
間
の
具
た
る
の
み
。

い
う
い
う
は
ん
ぱ
ん

こ

ら

ん

し
よ
う
り
よ
う

讀
書
只
是
要C

看
得
徹j

看
得
徹N

則
以
奮C

吾
志j

以
拓C

吾
識j

以
成C

吾
徳j
不A

然
則
悠
々
泛
々

N

胡
亂
渉
獵N

好
事
者
一
時
消
間
之
具
耳N

【
訳
】
読
書
は
、
書
物
の
真
意
を
読
み
取
る
こ
と
が
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
書
物
の
真
意
を
読

み
と
り
、
納
得
で
き
れ
ば
、
自
分
の
志
は
奮
い
立
ち
、
知
識
は
広
く
な
り
、
徳
は
積
ま
れ
て
い

く
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
沢
山
の
知
識
に
振
り
ま
わ
さ
れ
、
た
だ
沢
山
の
書
物
を
読
み
あ
さ
る

だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
物
好
き
な
人
の
一
時
の
ひ
ま
つ
ぶ
し
に
す
ぎ
な
い
。

三
六
三

精
神
志
気
は
只
放
鬆
を
怕
る
。
放
鬆
散
漫
な
れ
ば
、
天
下
為
す
べ
き
の
事
な

た
だ

ほ
う
し
よ
う

お
そ

し
。

精
神
志
氣
只
怕C

放
鬆j

放
鬆
散
漫N

天
下
無C

可A

爲
之
事j

【
訳
】
志
を
持
っ
て
や
っ
て
い
く
に
は
、
自
分
の
気
ま
ま
が
心
配
だ
。
気
ま
ま
で
、
注
意
散
漫

で
は
、
こ
の
世
で
で
き
る
こ
と
は
何
も
な
い
。



三
六
四

余
、
昨
夜
「
朱
文
公
年
年
譜
」
を
読
み
、
深
く
感
ず
る
所
あ
り
。
既
に
し
て

寝
に
就
く
も
、
寤
寐
の
間
、
猶
ほ
時
に
憶
ひ
起
し
、
警
省
奮
発
の
念
に
勝
へ
ず
。
因
つ

ご

び

お
も

た

て
思
ふ
、
余
の
放
廃
す
る
や
、
亦
已
に
久
し
と
。

余
昨
夜
讀C
朱
文
公
年
譜j

深
有A

所A

感N

既
而
就A

寢N

寤
寐
之
間N

猶
時
憶
起N

不A

勝C

警
省
奮

發
之
念j

因
思
余
之
放
廢
也N

亦
已
久
矣N

【
訳
】
私
は
昨
夜
「
朱
文
公
年
譜
」
を
読
み
、
深
く
感
動
し
た
。
寝
床
に
入
っ
て
も
寝
て
も
覚

め
て
も
思
い
出
さ
れ
て
、
そ
の
た
び
に
気
を
引
き
締
め
、
反
省
し
や
る
気
が
出
て
く
る
。
私
が

そ
の
方
面
の
学
び
を
止
め
て
か
ら
ず
い
ぶ
ん
時
が
経
っ
た
な
あ
と
思
っ
て
い
る
。

三
六
五

平
居
尋
常
、
許
大
過
端
の
挙
ぐ
べ
き
な
く
ば
、
以
つ
て
同
志
の
指
摘
を
免
る

べ
し
。
而
る
に
隠
微
の
間
、
欺
罔
日
に
多
く
、
堕
落
自
ら
甘
く
し
て
、
復
た
公
論
の
、

ぎ

ま

う

み
づ
か

天
下
後
世
に
あ
る
を
恤
へ
ざ
る
な
り
。

う
れ

平
居
尋
常N

無C

許
大
過
端
可p

擧N

可D

以
免C

同
志
指
擿j

而
隠
微
之
間N
欺
罔
日
多N

堕
落
自
甘N

而
不E

復
恤D

公
論
之
在C

天
下
後
世B

也N

【
訳
】
常
日
ご
ろ
、
目
立
っ
た
大
き
な
過
ち
が
な
け
れ
ば
、
同
志
の
非
難
指
摘
を
免
れ
る
こ
と

は
で
き
る
。
し
か
し
、
人
の
気
づ
か
な
い
微
妙
な
と
こ
ろ
で
、
人
や
自
分
を
あ
ざ
む
き
だ
ま
す

こ
と
が
多
く
な
り
、
堕
落
し
て
自
ら
に
甘
く
し
て
い
る
と
、
広
い
世
間
や
後
生
に
厳
し
く
正
し

い
議
論
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
恐
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

三
六
六

謂
ふ
な
か
れ
、
余
一
人
の
み
と
。
天
下

自

ら
多
少
般
の
人
あ
る
な
り
。
謂
ふ

お
の
づ
か

な
か
れ
、
僅
か
に
百
年
の
み
と
。
身
後
の
歳
月
甚
だ
長
く
、
而
し
て
公
論
の
掩
ふ
べ
か

お
ほ

ら
ざ
る
は
、
猶
ほ
日
月
を
掲
げ
て
行
く
が
ご
と
し
。

莫A

謂
余
一
人
矣N

天
下
自
有C

多
少
般
人B

也N

莫A

謂
僅
百
年
矣N

身
後
之
歳
月
甚
長
也N

而
公
論

之
不A

可A

掩N

猶I

掲C

日
月B

而
行m

【
訳
】
言
っ
て
い
け
な
い
、
私
一
人
の
こ
と
だ
と
。
世
の
中
に
は
、
多
く
の
い
ろ
ん
な
人
が
い

る
の
だ
。
言
っ
て
は
い
け
な
い
、
わ
ず
か
百
年
ぐ
ら
い
の
こ
と
だ
と
。
死
ん
で
か
ら
の
歳
月
は

と
て
も
長
い
の
だ
。
だ
か
ら
、
公
論
か
ら
覆
い
隠
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
太
陽
と
月
を
頭



上
に
掲
げ
て
歩
い
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
。

三
六
七

男
児
、
世
に
処
り
て
、
肯
へ
て
此
処
よ
り
志
を
立
て
身
を
持
し
、
挺
特
巍
然
、

お

あ

て
い

と
く

ぎ

ぜ

ん

天
を
戴
き
地
を
踏
み
て
、
千
古
不
朽
の
図
を
為
す
も
の
、
亦
壮
と
謂
ふ
べ
し
。

男
兒
處A

世N

肯
従C

此
處B
立A

志
持A

身N

挺
特
巍
然N

戴A

天
蹈A

地N

而
爲C

千
古
不
朽
之
圖B

者N

亦
可A

謂A

壯
矣N

【
訳
】
男
子
は
こ
の
世
に
生
ま
れ
れ
ば
、
す
す
ん
で
志
を
立
て
生
活
態
度
を
き
び
し
守
り
続
け
、

周
り
か
ら
も
際
立
ち
抜
き
ん
出
て
、
こ
の
世
に
あ
っ
て
力
強
く
、
い
つ
ま
で
も
滅
び
な
い
は
か

り
ご
と
を
な
そ
う
と
す
る
。
そ
う
い
う
の
を
、
壮
士
と
い
う
の
だ
。

三
六
八

余
、

頃

一
長
女
を
亡
ふ
。
其
の
哀
情
の
発
す
る
、
自
制
し
難
き
も
の
あ
り
。

こ
の
ご
ろ

う
し
な

余
頃
亡C

一
長
女j

其
哀
情
之
發N

有I

難C

自
制B

者m

【
訳
】
私
は
先
ご
ろ
長
女
を
亡
く
し
た
。
そ
の
悲
し
み
は
、
自
分
で
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

ほ
ど
だ
。

三
六
九

父
子
の
愛
は
、
蓋
し
天
性
な
り
。
其
の
哀
し
み
は
固
よ
り
亦
天
理
な
る
も
、
惟

け
だ

も
と

た
だ

或
ひ
は
自
ら
遣
る
能
は
ず
し
て
、
其
の
常
度
を
失
ひ
、
以
つ
て
生
を
傷
る
に
至
ら
ば
、

や

や
ぶ

則
ち
是
れ
い
は
ゆ
る
哀
し
み
の
、
節
に
当
ら
ず
し
て
過
ぐ
る
も
の
、
慎
ま
ざ
る
べ
か
ら

ず
。

父
子
之
愛N

蓋
天
性
也N

其
哀
固
亦
天
理N

惟
或
不A

能C

自
遣j

而
失C

其
常
度j

以
至A

傷A

生N

則

是
所A

謂
哀
之
不A

當A

節
而
過
者N

不A

可A

不A

愼N

【
訳
】
親
子
の
愛
情
は
、
お
そ
ら
く
生
ま
れ
持
っ
て
の
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
子
を
失
っ

た
哀
し
み
と
い
う
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
た
だ
自
分
で
乗
り
こ
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、

日
常
の
生
活
態
度
を
逸
す
る
ほ
ど
に
な
り
、
生
き
る
力
を
失
う
ほ
ど
に
な
れ
ば
、
こ
れ
は
い
わ

ゆ
る
哀
し
み
が
節
度
を
超
え
て
し
ま
う
こ
と
で
、
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



三
七
〇

昔
、
子
夏
、
其
子
を
喪
ひ
て
明
を
失
ひ
、
而
し
て
曾
子
の
責
を
來
く
。
昔
の

う
し
な

ま
ね

賢
す
ら
猶
ほ
兔
れ
ざ
る
も
の
あ
る
が
ご
と
し
。

昔
者
子
夏N
喪C
其
子B

失A

明N

而
來C

曾
子
之
責j

昔
賢
猶A

有C

不A

兔
者B

矣N

【
訳
】
昔
、
子
夏
は
そ
の
子
を
亡
く
し
て
、
哀
し
み
の
余
り
失
明
し
て
し
ま
い
、
同
門
の
曾
子

の
叱
責
を
招
い
た
。
昔
の
賢
者
さ
え
こ
の
哀
し
み
で
生
き
る
力
を
失
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
の
だ
か

ら
自
分
も
同
じ
だ
。

三
七
一

哀
し
み
を
過
ぐ
す
は
固
よ
り
不
可
な
る
も
、
哀
し
ま
ざ
る
も
亦
人
情
に
あ
ら

も
と

ず
。
此
の
間
極
め
て
亦
処
し
難
し
。

過A

哀
固
不
可N

不A

哀
亦
非C

人
情j

此
間
極
亦
難A

處N

【
訳
】
哀
し
み
の
度
が
過
ぎ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
よ
く
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
哀
し
ま
な

い
と
い
う
の
も
、
ま
た
人
情
で
は
な
い
。
哀
し
み
の
度
が
過
ぎ
る
こ
と
と
哀
し
ま
な
い
こ
と
と

は
簡
単
に
対
処
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。

三
七
二

義
は
天
理
の
公
、
利
は
人
欲
の
私
な
り
。

義
者
天
理
之
公N

利
者
人
欲
之
私N

【
訳
】
人
と
し
て
守
る
べ
き
正
し
い
道
は
、
万
物
に
通
じ
る
道
理
で
社
会
の
全
体
に
関
わ
る
こ

と
、
利
益
を
得
る
こ
と
は
、
人
間
の
欲
望
で
個
人
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。

三
七
三

人
の
心
は
義
利
相
消
長
を
為
す
、
猶
ほ
水
の
、
火
と
其
の
勢
ひ
両
立
せ
ざ
る

あ
ひ

が
ご
と
き
な
り
。

人
心
義
利
相C

爲
消
長j

猶C

水
之
與A

火
其
勢
不C

兩
立B

也N



【
訳
】
人
の
心
の
中
に
は
、
義
と
利
が
共
に
起
こ
っ
た
り
消
え
た
り
し
て
い
る
。
ま
る
で
、
火

と
水
と
の
勢
い
が
同
時
に
あ
る
こ
と
が
な
い
の
と
同
じ
よ
う
な
も
の
だ
。

三
七
四

義
を
主
と
せ
ば
、
則
ち
父
に
於
い
て
は

自

ら
孝
、
君
に
於
い
て
は

自

ら
忠
、

お
の
づ
か

お
の
づ
か

家
斉
ひ
国
治
ま
り
、
天
下
は
富
強
を
期
せ
ず
し
て
富
強
た
り
。

と
と
の

主A

義N

則
於A

父
自
孝N

於A
君
自
忠N

家
齊
國
治N

天
下
不A

期C

富
強B

而
富
強
矣N

【
訳
】
義
を
主
と
す
れ
ば
、
父
に
対
し
て
は
自
然
と
孝
行
と
な
り
、
君
主
に
対
し
て
は
自
然
と

忠
義
と
な
り
、
家
庭
は
安
ら
か
で
国
は
治
ま
る
、
世
の
中
は
豊
か
で
強
く
な
り
、
強
い
て
そ
れ

を
願
わ
な
く
て
も
、
自
然
に
豊
か
で
強
く
な
る
。

三
七
五

利
に
徇
へ
ば
、
則
ち
相
貪
り
相
犯
し
、
以
つ
て
背
戻
に
至
る
。
家
斉
は
ず
、

し
た
が

あ
ひ
む
さ
ぼ

あ
ひ

は
い
れ
い

と
と
の

国
治
ま
り
難
し
。
い
は
ゆ
る
「
粟
あ
り
と
い
へ
ど
も
我
得
て
こ
れ
を
食
は
ん
や
」
な
る

も
の
な
り
。

徇A

利N

則
相
貪
相
犯N

以
至C

背
戻jN

家
不A

齊N

而
國
難A

治N

所A

謂
雖A

有A
粟
而
我
得
而
食A

諸

者
也N

【
訳
】
利
益
を
追
い
求
め
れ
ば
、
互
い
に
貪
り
あ
い
、
奪
い
合
う
こ
と
に
な
り
、
道
理
に
あ
わ

な
い
こ
と
に
な
る
。
家
庭
の
秩
序
は
乱
れ
、
国
が
治
ま
る
こ
と
は
難
し
く
な
る
。
論
語
の
中
に

あ
る
景
公
が
言
っ
た
言
葉
、
「
米
が
あ
っ
て
も
私
は
そ
れ
を
食
べ
ら
れ
な
く
な
る
だ
ろ
う(

財
政

が
ど
ん
な
に
豊
で
あ
っ
て
も
、
自
分
は
安
ん
じ
て
食
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う)

」
と
い
う
よ

う
な
こ
と
に
な
る
。

三
七
六

是
の
故
に
孔
子
は
平
生
利
を
言
ふ
こ
と
罕
に
し
て
、
「
孟
子
」
七
篇
、
首
に

ま
れ

は
じ
め

義
を
先
に
し
て
利
を
後
に
す
る
を
説
く
。

是
故
孔
子
平
生
罕A

言A

利N

而
孟
子
七
篇N

首
説C

先A

義
而
後p

利N

【
訳
】
だ
か
ら
、
孔
子
は
通
常
は
利
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
は
ま
れ
で
、「
孟
子
」
七
編
の
中
で
、



は
じ
め
に
仁
羲
を
説
い
て
、
利
は
そ
の
後
に
す
る
と
説
い
て
い
る
。

三
七
七

昔
、
斉
の
宣
王
、
堂
下
に
觳
觫
の
牛
を
見
、
其
の
将
に
以
つ
て
鐘
に
釁
ら
ん

こ

く
そ
く

ま
さ

か
ね

ち
ぬ

と
す
る
を
傷
み
て
、
羊
を
以
つ
て
こ
れ
に
易
ふ
、
此
れ
ぞ
是
れ
自
己
本
心
の
端
倪
、
方

い
た

か

た
ん
げ
い

ま
さ

に
発
見
流
露
の
処
な
り
。

昔
者
齊
宣
王N

見C

堂
下
觳
觫
之
牛j

傷D

其
將C

以
釁p

鐘N

而
以A

羊
易A

之
也N

此
是
自
己
本
心
端

倪N

方
發
見
流
露
之
處N

【
訳
】
昔
、
齊
の
宣
王
が
、
宮
殿
の
下
を
通
る
牛
を
見
た
。
そ
の
牛
は
ひ
ど
く
死
を
恐
れ
て
い

る
様
子
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
鐘
に
血
塗
る
儀
式
の
た
め
に
犠
牲
と
な
る
牛
で
、
そ
の
牛
を
可
愛

ち

ぬ

そ
う
に
思
っ
た
宣
王
は
、
牛
の
代
わ
り
に
羊
に
す
る
よ
う
に
言
っ
た
。
見
た
も
の
に
思
い
や
り

の
心(

仁)

を
注
が
ず
に
は
お
れ
な
い
こ
れ
こ
そ
が
、
本
来
人
に
備
わ
っ
た
正
し
い
心
の
始
ま
り

で
、
そ
れ
が
表
れ
た
も
の
で
あ
る
。

三
七
八

天
は
此
れ
を
得
て
天
と
成
り
、
地
は
此
れ
を
得
て
地
と
成
り
、
人
は
此
れ
を

得
て
人
と
成
り
、
聖
賢
は
此
れ
を
得
て
聖
賢
と
成
り
、
愚
不
肖
は
こ
れ
を
失
ひ
て
、
愚

不
肖
と
成
る
。

天
得A

此
而
成A

天N

地
得A

此
而
成A

地N

人
得A

此
而
成A

人N

聖
賢
得A

此
而
成C

聖
賢j

愚
不
肖
失

A

此N

而
成C

愚
不
肖j

【
訳
】
天
は
こ
の
思
い
や
り
の
心(

仁)

が
あ
っ
て
天
と
な
り
、
地
は
こ
れ
が
あ
っ
て
地
と
な
り
、

人
は
こ
れ
が
あ
っ
て
人
と
な
り
、
聖
賢
は
こ
れ
が
あ
つ
て
聖
賢
と
な
る
の
だ
。
愚
か
者
は
、
こ

の
心
が
な
く
て
愚
か
者
の
ま
ま
で
あ
る
。

三
七
九

然
れ
ど
も
其
の
、
心
た
る
ゆ
ゑ
ん
の
も
の
は
、
甚
だ
微
に
し
て
又
甚
だ
精
な

り
。
鉄
を
認
め
て
金
と
為
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
賊
を
認
め
て
子
と
為
す
べ
か
ら
ざ
る

な
り
。然

其
所C

以
爲p

心
者N

甚
微
而
又
甚
精N

不A

可C

認A

鐡
爲p

金
也N

不A

可C

認A

賊
爲p

子
也N



【
訳
】
し
か
し
、
そ
の
心
と
い
う
も
の
は
大
変
微
妙
で
、
奥
深
い
も
の
だ
。
鉄
を
見
て
金
と
見

誤
っ
て
は
い
け
な
い
し
、
邪
悪
な
も
の
を
優
れ
た
人
と
認
め
て
は
い
け
な
い
。

三
八
〇

鉄
を
認
め
て
金
と
為
さ
ば
、
則
ち
己
を
誤
ち
人
を
誤
つ
。
賊
を
認
め
て
子
と

お
の
れ

あ
や
ま

あ
や
ま

為
さ
ば
、
則
ち
毒
を
後
世
に
貽
す
、
戒
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
懼
れ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

の
こ

認A

鐡
爲A

金N

則
誤A

己
誤A
人N

認A

賊
爲A

子N

則
貽C

毒
後
世j

不A

可A

不A

戒N

不A

可A

不A

懼N

【
訳
】
鉄
を
金
と
見
誤
れ
ば
、
自
身
の
み
な
ら
ず
人
を
も
誤
ら
せ
る
。
邪
悪
な
人
を
優
れ
た
人

格
者
だ
と
判
断
す
れ
ば
、
そ
の
害
悪
は
後
世
に
ま
で
及
ぶ
。
過
ち
を
恐
れ
、
自
分
を
戒
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

三
八
一

此
の
処
、
方
に
是
れ
諸
子
百
家
の
紛
然
と
し
て
分
岐
す
る
ゆ
ゑ
ん
に
し
て
、

ま
さ

聖
道
の
、
独
り
天
下
古
今
に
高
き
ゆ
ゑ
ん
の
も
の
な
り
。

此
處
方
是
諸
子
百
家
之
所C

以
紛
然
分
岐j

而
聖
道
之
所C

以
獨
高C

於
天
下
古
今B

者
也

【
訳
】
こ
こ
の
と
こ
ろ
が
、
多
く
の
学
派
や
学
者
が
い
ろ
い
ろ
入
れ
乱
れ
、
分
岐
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
孔
子
や
孟
子
の
道
だ
け
が
、
昔
か
ら
天
下
に
高
く
示
さ
れ
て
い
る
理
由
で
あ
る
。

三
八
二

糗

を
飯
ひ
艸
を
茹
ひ
、
将
に
身
を
終
へ
ん
と
す
る
が
ご
と
き
は
。
是
れ
暦
山

ほ
し
い
ひ

く
ら

く
さ

く
ら

ま
さ

の
高
情
。
肱
を
曲
げ
水
を
飲
み
、
楽
し
み
其
の
中
に
あ
る
は
、
乃
ち
洙
泗
の
逸
興
な
り
。

ひ
ぢ

す
な
は

し

ゆ

し

飯A

糗
茹A

艸N

如A

將A

終A

身N

是
暦
山
之
高
情N

曲A

肱
飮A

水N

樂
在C

其
中j

乃
洙
泗
之
逸
興N

【
訳
】
干
し
飯
や
草
な
ど
を
食
べ
る
よ
う
な
粗
末
な
食
事
を
し
て
、
そ
れ
で
身
を
終
え
よ
う
と

努
力
す
る
の
は
、
あ
の
歴
山
を
耕
し
た
頃
の
帝
王
舜
の
気
高
い
心
情
で
あ
っ
た
。
ま
た
貧
相
な

家
で
、
肘
を
枕
に
し
て
、
水
を
飲
ん
で
ひ
も
じ
さ
に
耐
え
る
よ
う
な
生
活
の
中
に
、
楽
し
み
を

見
い
だ
し
て
い
る
の
は
、
孔
子
の
世
俗
や
貧
賤
を
超
越
し
た
風
流
な
生
き
方
の
趣
に
通
じ
る
も

の
だ
。



三
八
三

孟
子
曰
く
、
「
其
の
為
さ
ざ
る
所
を
為
す
こ
と
な
く
、
其
の
欲
せ
ざ
る
所
を
欲

す
る
こ
と
な
し
。
か
く
の
ご
と
き
の
み
」
と
。

孟
子
曰N
無A
爲C

其
所p

不A

爲N

無A

欲C

其
所p

不A

欲N

如A

是
而
已
矣N

【
訳
】
孟
子
が
言
わ
れ
て
い
る
。
「
人
と
し
て
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
し
な
い
。
欲
し
て
は
い
け

な
い
こ
と
は
欲
し
な
い
。
君
子
の
道
と
言
っ
て
も
、
た
だ
こ
れ
だ
け
の
も
の
で
あ
る
」

(20190302
)383

三
八
四

為
さ
ざ
る
所
は
、
事
の
上
よ
り
言
ひ
、
欲
せ
ざ
る
所
は
、
心
の
上
よ
り
言
ふ
。

為
さ
ざ
る
所
は
、
即
ち
欲
せ
ざ
る
所
な
り
。

所A

不A

爲
者N

從C

事
上B

而
言N

所A

不A

欲
者N
從C
心
上B

而
言N

所A

不A

爲N

卽
所A

不A

欲
也N

【
訳
】
人
と
し
て
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
物
事
の
面
か
ら
言
い
、
欲
し
て
は
な
ら
な
い
こ

と
と
は
心
の
面
か
ら
言
っ
て
い
る
。
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
は
、
心
で
も
欲
し
て
は
い
け
な
い
。

三
八
五

欲
せ
ざ
る
所
は
不
義
な
り
。
欲
す
る
所
は
義
な
り
。

所A

不A

欲
者
不
義
也N

所A

欲
者
義
也N

【
訳
】
欲
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
は
、
人
の
道
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
欲
す
る
こ
と
（
や

ろ
う
と
す
る
こ
と
）
は
人
の
正
し
い
道
だ
。

三
八
六

い
は
ゆ
る
欲
す
る
所
と
欲
せ
ざ
る
所
と
は
、
則
ち
審
ら
か
に
こ
れ
を
己
に
反

つ
ま
び

お
の
れ

か
へ

り
み
、
謹
み
て
こ
れ
を
択
ぶ
の
み
。

所A

謂
所A

欲
與A

所A

不A

欲N

則
審
反C

諸
己j

謹
擇A

之
而
已
矣N

【
訳
】
欲
し
て
良
い
こ
と
か
、
欲
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
か
、
自
分
に
あ
て
は
め
て
判
断
し
、

慎
重
に
ど
ち
ら
で
あ
る
か
を
選
ぶ
だ
け
の
こ
と
だ
。

塩



三
八
七

高
到
を
米
塩
塵
紛
の
際
に
存
養
し
、
世
務
を
松
月
閑
散
の
外
に
覷
破
す
る
。

か

う

ち

べ
い

え
ん

じ
ん

ぶ
ん

し

よ

は

存C
養
高
到
於
米
鹽
塵
紛
之
際j

覷C

破
世
務
於
松
月
閑
散
之
外j

【
訳
】
気
高
い
生
き
方
は
、
俗
世
間
の
わ
ず
ら
わ
し
い
中
で
失
わ
な
い
よ
う
に
し
て
、
養
い
育

て
て
い
く
。
世
の
中
の
雑
務
は
、
松
が
月
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
静
か
な
と
こ
ろ
で
、
き

ち
ん
と
見
抜
い
て
い
く
。

三
八
八

痛
く
用
を
節
し
て
、
信
を
民
に
失
は
ず
、
軽
く
利
を
興
す
の
説
に
動
か
さ
る

る
を
得
ず
。
紀
綱
を
粛
し
て
、
士
風
を
振
励
し
、
道
徳
を
敬
し
て
、
務
め
て
国
本
を
培

ふ
。

痛
節A

用N

而
不A

失C

信
於
民jN

不A

得D

輕
動C

於
興A
利
之
説j

肅C

紀
綱j

而
振C

勵
士
風j

敬C

道
徳j

而
務
培C

國
本j

【
訳
】
厳
し
く
出
費
を
節
約
し
て
、
人
々
の
信
頼
を
失
わ
ず
、
利
を
得
る
話
に
軽
々
し
く
動
か

さ
れ
な
い
。
綱
紀
を
正
し
、
人
と
し
て
の
あ
り
よ
う
を
鼓
舞
し
、
道
徳
を
敬
う
。
そ
の
よ
う
に

し
て
国
の
根
本
を
培
う
こ
と
に
努
め
る
。

三
八
九

象
に
牙
あ
り
、
雉
に
羽
あ
り
、
虎
豹
に
皮
あ
り
、
皆
以
つ
て
世
の
用
を
為
す

に
足
る
。
今
、
人
に
し
て
才
と
徳
と
な
け
れ
ば
、
則
ち
以
つ
て
用
を
為
す
に
足
ら
ず
、

而
し
て
適
に
以
つ
て
累
を
為
す
に
足
る
。
嗚
呼
人
た
る
を
以
つ
て
し
て
夫
の
毛
羽
の
類

ま
さ

る
ゐ

あ

あ

か

に
如
か
ざ
る
べ
き
か
。

し

象
有A

牙N

雉
有A

羽N

虎
豹
有A

皮N

皆
足D

以
爲C

世
之
用j

今
人
而
無C

才
與p

徳N

則
不A

足C

以

爲p

用N

而
適
足C

以
爲p

累N

嗚
呼
可C

以A

人
而
不p

如C

夫
毛
羽
之
類B

乎N

【
訳
】
象
に
は
牙
が
あ
り
、
キ
ジ
に
は
羽
が
あ
り
、
虎
や
豹
に
は
皮
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
み
ん

な
世
の
中
の
役
に
立
っ
て
い
る
。
人
に
才
能
と
徳
が
な
け
れ
ば
、
役
に
立
つ
こ
と
が
で
き
な
い

だ
け
で
な
く
、
か
え
っ
て
わ
ざ
わ
い
を
起
こ
す
。
あ
あ
、
人
で
あ
る
の
に
、
あ
の
毛
や
羽
を
持

っ
て
い
る
も
の
に
及
ば
な
い
の
で
は
な
い
か
。



三
九
〇

兵
の
用
は
、
火
の
烈
し
き
に
如
く
は
な
し
。
而
し
て
火
を
用
ふ
る
の
巧
み
な

し

る
も
の
は
、
洋
夷
に
若
く
は
な
し
。
則
ち
我
の
防
禦
を
為
す
は
、
固
よ
り
亦
こ
れ
に
従

や

う

い

し

も
と

ひ
て
其
の
兵
制
を
議
せ
ざ
る
を
得
ず
。

兵
之
用N

莫A
如C
火
之
烈j

而
用A

火
之
巧
者N

莫C

洋
夷
若B

焉N

則
我
之
爲C

防
禦B

者N

固
亦
不A

得A

不D

從A

之
而
議C
其
兵
制B

矣N

【
訳
】
兵
器
は
、
火
の
烈
し
さ
が
一
番
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
火
を
用
い
て
戦
う
こ
と
の
巧
み
さ

で
は
、
西
洋
人
に
は
叶
わ
な
い
。
わ
が
国
の
防
禦
を
行
う
に
は
、
当
然
西
洋
の
兵
制
の
制
度
に

つ
い
て
議
論
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
九
一

我
の
兵
制
を
議
し
て
彼
の
長
ず
る
所
を
取
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、
則
ち
彼
の
書

に
就
き
て
講
究
せ
ざ
る
を
得
ず
。
是
に
於
て
か
洋
夷
の
学
の
蔓
延
昌
熾
す
る
は
、
亦
勢

こ
こ

ま
ん
え
ん

し
や
う
し

の
必
ず
至
る
所
な
り
。

欲I

議C

我
之
兵
制B

而
取H

彼
之
所J

長N

則
不A

得A

不I

就C

彼
之
書B
而
講
究m

於A

是
乎
洋
夷
之

學
蔓
延
昌
熾N

亦
勢
之
所C

必
至B

也NN

【
訳
】
わ
が
国
の
兵
制
を
議
論
し
て
、
西
洋
の
長
所
を
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
西
洋

の
書
物
を
読
み
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
か
ら
、
西
洋
の
学
問
が
広
が
り

盛
ん
に
な
る
の
は
、
間
違
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

三
九
二

洋
夷
の
学
、
兵
制
よ
り
外
、
推
歩
の
術
、
医
療
の
巧
も
、
亦
皆
我
の
及
ば
ざ

す
ゐ

ほ

る
所
。
こ
れ
を
学
ぶ
は
猶
ほ
是
れ
可
な
り
。
か
く
の
ご
と
く
し
て
已
ま
ざ
れ
ば
、
則
ち
吾

や

わ
れ

恐
ら
く
は
我
が
国
体
政
治
を
挙
げ
て
、
津
津
然
と
し
て
将
に
彼
の
習
俗
に
傚
は
ん
と
す

し
ん
し
ん

ぜ
ん

な
ら

る
な
り
。

洋
夷
之
學N

自C

兵
制B

而
外N

推
歩
之
術N

醫
療
之
巧N

亦
皆
我
之
所A

不A

及N

學A

之
猶
是
可
也N

如A

此
而
不A

已N

則
吾
恐
擧C

我
之
國
體
政
治j

津
々
然
將A

傚C

彼
之
習
俗B

也N

【
訳
】
西
洋
の
学
問
は
、
軍
事
の
他
、
暦
、
医
療
の
技
術
な
ど
我
が
国
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な

い
が
、
こ
れ
ら
を
学
ぶ
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
い
つ
ま
で
も
止
ま
な



い
で
続
く
と
、
我
が
国
の
国
柄
や
政
治
が
西
洋
の
風
習
を
ま
ね
る
だ
け
に
な
る
だ
ろ
う
。

三
九
三

洋
夷
は
元
通
商
を
以
つ
て
国
を
建
つ
。
而
し
て
其
の
政
治
に
於
け
る
や
、

も
と

収
斂
煩
猥
、
蓋
し
遺
利
な
し
。
則
ち
彼
の
学
を
為
す
も
の
は
、
其
の
説
を
便
と
し
、
其

し
ゆ
う
れ
ん
は
ん
わ
い

け
だ

の
利
を
喜
び
、
化
し
て
夷
と
為
ら
ざ
る
も
の
、
殆
ん
ど
希
な
り
。

ま
れ

洋
夷
元
以C

通
商B

建A

國N
而
其
於C

政
治B

也N

収
斂
煩
猥N

蓋
無C

遺
利j

則
爲C

彼
之
學B

者N

便

C

其
説j

喜C

其
利j

不C

化
爲p
夷
者N

殆
希
矣N

【
訳
】
西
洋
の
国
々
は
、
通
商
政
策
を
も
っ
て
国
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
政
治

は
、
税
を
取
り
立
て
の
方
法
は
非
常
に
煩
雑
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
徴
収
漏
れ
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

西
洋
の
学
問
を
学
ん
で
い
る
者
は
、
そ
れ
が
よ
い
方
法
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
利
点
に
満
足
し

て
い
る
の
で
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
西
洋
人
の
よ
う
に
な
る
。

三
九
四

「
語
」
に
云
は
ず
や
、
「
子
罕
に
利
を
言
ふ
」
と
。
而
し
て
「
孟
子
」
開
巻
、

ま
れ

亦
務
め
て
義
利
の
分
を
言
ふ
。
蓋
し
義
を
為
せ
ば
、
則
ち
人
心
悦
服
し
て
、
利

自

ら
こ

お
の
づ
か

れ
に
従
ひ
、
利
を
為
せ
ば
、
則
ち
人
心
怨
怒
し
て
、
害
亦
こ
れ
に
従
ふ
。
此
れ
ぞ
是
れ

聖
経
賢
伝
の
反
覆
丁
寧
、
弁
じ
て
措
か
ざ
る
も
の
、
国
家
治
乱
、
世
道
汚
隆
の
由
り
て

て
い

ね
い

お

判
ず
る
所
な
り
。

語
不A

云
乎N

子
罕
言A

利N

而
孟
子
開
巻N

亦
務
言C

義
利
之
分j

蓋
爲A

義N

則
人
心
悦
服N

而
利

自
從A

之N

爲A

利N

則
人
心
怨
怒N

而
害
亦
從A

之N

此
是
聖
經
賢
傳N

反
覆
叮
嚀N

辨
而
弗A

措
者N

國
家
治
亂N

世
道
汚
隆
之
所C

由
判B

也N

【
訳
】
論
語
に
は
「
孔
子
は
た
ま
に
利
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
」
と
あ
る
。
そ
し
て
「
孟
子
」
に
は
真

っ
先
に
仁
羲
を
説
い
て
、
義
と
利
の
分
別
に
つ
い
て
力
を
込
め
て
説
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
義
に
そ

っ
た
行
動
を
先
に
す
る
な
ら
ば
、
人
は
喜
ん
で
そ
の
人
に
従
い
、
利
と
い
う
も
の
も
、
そ
の
後
に
自

然
に
つ
い
て
く
る
。
逆
に
利
を
優
先
さ
せ
た
な
ら
ば
、
人
の
怨
み
を
か
っ
て
怒
り
を
か
い
、
弊
害
が

出
て
く
る
。
こ
れ
こ
そ
、
孔
子
が
「
論
語
」
の
中
で
、
孟
子
が
「
孟
子
」
の
中
で
、
伝
え
た
か
っ
た

も
の
だ
。
こ
の
こ
と
を
繰
り
返
し
説
明
す
る
の
は
、
国
の
治
乱
、
道
義
の
盛
衰
が
、
こ
う
い
う
こ
と

で
判
断
で
き
る
か
ら
だ
。
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三
九
五

予
、
常
に
吾
子
輩
に
示
す
に
、
天
人
一
理
、
至
道
二
な
き
を
以
つ
て
す
。

ご

し

は
い

予
常
示C

吾
子
輩j

以C
天
人
一
理N

至
道
無p

二N

【
訳
】
私
が
、
い
つ
で
も
み
な
さ
ん
に
言
う
よ
う
に
、
天
と
人
と
は
同
じ
一
つ
の
真
理
で
貫
か
れ
て

い
る
。
真
理
は
二
つ
は
な
い
。

三
九
六

今
夫
れ
天
遠
し
。
而
る
に
人
は
則
ち
近
し
。
将
に
天
道
を
識
ら
ん
と
せ
ば
則
ち
必
ず
当
に

そ

ま
さ

し

ま
さ

先
ず
人
心
を
識
る
べ
し
。

し

今
夫
天
遠
矣N

而
人
則
近N

將A

識C

天
道j

則
必
當D

先
識C

人
心j

【
訳
】
天
は
、
遠
い
。
し
か
し
、
人
は
身
近
な
と
こ
ろ
に
い
る
。
だ
か
ら
、
天
の
真
理
を
知
ろ
う
と

す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
人
の
心
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


