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⽼
⼦
は
孔
⼦
︵
紀
元
前551

年 

- 

紀
元
前479

年
︶
と
同
時
代
の
春
秋
戦
国
時
代
の
⼈
物
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
正

確
な
⽣
没
年
は
不
詳
で
︑
ま
た
そ
の
実
在
も
疑
わ
れ
て
い
ま
す
︒
司
⾺
遷
の
﹃
史
記
﹄
に
よ
れ
ば
中
国
・
春
秋
戦
国
時

代
の
楚
の
思
想
家
で
︑
姓
は
李り

︑
名
は
⽿じ

︑
字
は
耼た

ん
︒
周
王
朝
の
守
蔵
室(

図
書
館)

で
司
書
を
し
て
い
た
が
︑
周
王
朝

が
衰
微
し
て
い
く
の
を
嘆
い
て
隠
遁

い
ん
と
ん

を
決
意
し
︑
都
を
去
っ
て
い
ず
こ
へ
と
も
な
く
⽴
ち
去
っ
た
︒
途
中
︑
国
境
の
関

所
で
あ
る
函か

ん

⾕こ
く

関か
ん

の
役
⼈
で
あ
る
尹
喜

い
ん
き

が﹁
先
⽣
は
ま
さ
に
隠い

ん

棲せ
い

な
さ
ろ
う
と
お
⾒
受
け
し
ま
し
た
が
︑何な

に

卒と
ぞ

私
に︵
教

え
を
︶
書
い
て
戴
け
ま
せ
ん
か
﹂
と
︑
請
わ
れ
る
ま
ま
に
書
き
残
し
た
の
が
後
世
に
伝
わ
る
﹃
⽼
⼦
道
徳
経
﹄︵
道
教
の

根
本
経
典
︶
と
さ
れ
ま
す
︒
こ
の
書
は
︑
単
に
﹃
⽼
⼦
﹄
と
も
表
記
さ
れ
︑
上
下
⼆
編
︵﹁
道
教
﹂・﹁
徳
経
﹂︶︑
約
五
千

⾔
余
り
︑
計
⼋
⼗
⼀
章
か
ら
成
り
︵
と
い
っ
て
も
４
０
０
字
詰
原
稿
⽤
紙13

枚
程
度
の
分
量
︶︑
上
編
が
⽼
⼦
の
根
本

思
想
で
あ
る
﹁
道
﹂
と
い
う
語
で
︑
下
編
が
そ
の
作
⽤
と
し
て
の
﹁
徳
﹂
と
い
う
語
で
始
ま
っ
て
い
る
の
で
﹃
道
徳
経
﹄

と
も
呼
ば
れ
ま
す
︒ 

﹁
⽼
⼦
﹂
は
﹁
⾃
然
の
摂
理
に
学
べ
﹂
と
説
い
て
い
ま
す
︒
儒
教
の
⼈
為
的
な
道
徳
・
学
問
を
否
定
し
︑﹁
あ
る
が
ま

ま
に
暮
ら
す
べ
き
だ
﹂
と
い
う
﹁
無
為
⾃
然
﹂
の
道
を
⽼
⼦
の
根
本
思
想
に
据
え
て
い
ま
す
︒ 

⾃
然
に
は
善
意
も
悪
意
も
な
く
︑
無
理
を
し
な
い
︒
た
だ
あ
る
が
ま
ま
に
変
化
す
る
だ
け
︒﹁
道
徳
経
﹂
の
中
に
不
⾃

然
な
出
来
事
は
⻑
く
は
続
か
な
い
と
い
う
た
と
え
と
し
て
﹁
飄ひ

ょ
う

⾵ふ
う

は
朝ち

ょ
う

を
終
え
ず
驟し

ゅ
う

⾬う

は
⽇
を
終
え
ず
﹂︵
つ
む
じ

⾵
が
朝
の
間
じ
ゅ
う
吹
き
続
け
る
こ
と
は
な
い
し
︑
に
わ
か
⾬
が
⼀
⽇
中
降
り
続
け
る
こ
と
も
な
い
︶
と
い
う
有
名
な

⾔
葉
が
あ
り
ま
す
︒
⼀
⽅
︑
⼈
間
は
︑
意
志
を
通
そ
う
と
つ
い
無
理
を
し
て
し
ま
う
こ
と
が
屡し

ば

々し
ば

あ
り
ま
す
が
︑
無
理

は
⻑
続
き
し
ま
せ
ん
︒
ま
た
疲
れ
果
て
て
し
ま
っ
て
は
︑
よ
い
⼈
⽣
を
送
る
こ
と
も
出
来
ま
せ
ん
ね
︒
⽼
⼦
は
︑
道
理

に
そ
ぐ
わ
な
い
無
理
を
諫い

さ

め
て
お
り
︑
過
剰
な
⾃
⼰
顕
⽰
欲
は
抑
⽌
す
る
⼼
掛
け
が
必
要
だ
と
し
ま
し
た
︒ 

 

と
こ
ろ
で
︑
左
党
で
あ
れ
ば
ど
な
た
も
ご
存
じ
の
吟
醸
酒
﹁
上
善
⽔
如
﹂︵
⽩
瀧
酒
造
︶
が
あ
り
ま
す
ね
︑
こ
の
名
は

﹁
⽼
⼦
﹂
か
ら
採
ら
れ
た
も
の
で
︑
そ
の
意
は
︑
ー
本
当
に
素
晴
ら
し
い
⽣
き
⽅
と
は
⽔
の
よ
う
な
も
の
だ
︒
⽔
は
万

物
に
利
を
与
え
て
い
る
も
の
の
︑
⾃
ら
を
主
張
す
る
こ
と
な
く
︑
様
々
な
器
に
よ
っ
て
⾃
ら
の
形
を
変
え
て
争
わ
な
い

︵
⽔
は
⽅
円
の
器
に
従
う
︶︒
皆
が
嫌
が
る
低
く
湿
っ
た
下
の
⽅
に
処
し
て
⽬
⽴
た
ず
︑
し
か
も
万
物
を
潤
し
て
い
る
︒

こ
れ
が
⾃
然
の
法
に
最
も
近
い
姿
で
あ
る
︒
居
場
所
を
良
い
⼤
地
に
し
︑
澄
ん
だ
淵
の
よ
う
な
静
か
な
⼼
境
で
︑
仲
間

に
は
仁
を
︑
語
ら
い
に
は
信
頼
を
︑
善
い
政
治

ま
つ
り
ご
と

で
国
を
統
治
す
れ
ば
︑
仕
事
は
よ
く
機
能
し
︑
ま
た
時
期
を
失
す
る
よ

う
な
こ
と
は
な
い
︒
⽔
の
偉
⼤
さ
は
万
物
に
順
じ
争
わ
な
い
こ
と
︒
だ
か
ら
咎
め
ら
れ
る
よ
う
な
事
は
無
い
︒ 

そ
れ
で
は
⽼
⼦
の
思
想
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
︒
尚
︑
構
成
は
参
考
図
書
１
に
準
じ
て
い
ま
す
︒ 

 ■ 

道ᷫ

タ
オ
ᷬ 

儒
家
の
﹁
道
﹂
が
現
実
的
な
﹁
⽣
き
⽅
﹂
を
意
味
し
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
⽼
⼦
の
﹁
道
﹂
は
万
物
を
⽣
み
出
す
原

理
の
こ
と
で
す
︒
宇
宙
や
⼤
⾃
然
の
も
っ
と
も
深
奥
に
あ
っ
て
︑
す
べ
て
の
も
の
を
⽣
み
出
し
て
い
く
エ
ネ
ル
ギ
ー
︑

タ
オ
は
私
た
ち
が
暮
ら
す
森
や
︑
川
や
︑
⼭
や
⼤
地
︑
そ
し
て
︑
地
球
や
宇
宙
の
す
べ
て
に
︑
あ
ま
ね
く
満
ち
て
い
る
︒ 
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●
道み

ち
の
道
と
す
べ
き
は 

道
可
道

非ᷝ
常
道

名ᷞ
可
名

非ᷝ
常
名

無ᷞ
名
天
地
之
始

有ᷝ
名
万
物
之
母

故ᷞ
常
無
欲
以
観
其
妙

常ᷝ
有

欲
以
観
其
徼

此ᷞ
両
者
同
出
而
異
名

同ᷞ
謂
之
玄

玄ᷞ
之
又
玄

衆ᷝ
妙
之
門
ᷞ 

 
 
 
 
 
 

ᷫ
第
一
章
ᷬ 

  

道み
ち

の
道
と
す
べ
き
は
︑
常つ

ね

の
道
に
⾮あ

ら

ず
︒
名な

の
名
と
す
べ
き
は
︑
常
の
名
に
⾮
ず
︒
名
無
き
は
天
地
の
始
め
に
し
て
︑

名
有
る
は
万
物
の
⺟
な
り
︒
故
に
常
に
欲
無
く
し
て
以
て
其
の
妙み

ょ
う

を
観み

︑
常つ

ね

に
欲
有あ

り
て
以
て
其
の
徼き

ょ
う

を
観み

る
︒
此

の
両
者
は
同
じ
き
よ
り
出い

で
て
⽽し

か

も
名
を
異こ

と

に
す
︒
同
じ
く
之こ

れ

を
⽞げ

ん

と
謂
う
︒
⽞
の
⼜
⽞
は
︑
衆し

ゅ
う

妙み
ょ
う

の
⾨
な
り
︒ 

 

※
漢
⽂
は
簡
潔
な
上
に
も
簡
潔
な
表
現
を
す
る
の
で
︑
⽂
意
の
解
釈
は
⾻
が
折
れ
ま
す
ね
︒
第
⼀
章
の
﹁
道
﹂
は
⽼
⼦
哲
学
の
根
幹

を
な
す
概
念
で
︑
⼈
間
の
分
別
知
を
も
っ
て
し
て
は
﹁
道
﹂
と
い
う
も
の
は
雲
・
霞
の
如
く
掴
め
ま
せ
ん
よ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う

か
︒︵
⻄
⽥
哲
学
の
純
粋
経
験
を
想
起
さ
せ
ま
す
︶ 

 

こ
れ
が
道
だ
と
⽰
せ
る
よ
う
な
道
は
絶
対
不
変
の
道
で
は
な
い︵
儒
家
で
は
仁
義
な
ど
の
道
徳
が
⼈
の
依
る
べ
き
 

道
”

と
説
く
が
︑
こ
れ
は
⾔
っ
て
み
れ
ば
⼈
間
世
界
の
単
な
る
約
束
事
で
あ
っ
て
永
久
不
変
の
も
の
で
は
な
い
︶︒
こ
れ
が
名

だ
と
⽰
せ
る
よ
う
な
名
は
︑
時
間
的
・
空
間
的
条
件
が
変
わ
れ
ば
名
も
変
わ
り
︑
絶
対
不
変
な
恒
常
の
名
と
は
い
え
な

い
︒
天
地
が
⽣
ま
れ
始
め
る
と
き
に
は
ま
だ
名
は
な
く
︑
天
地
が
誕
⽣
し
︑
天
地
と
い
う
名
が
つ
け
ら
れ
る
と
︑
そ
こ

か
ら
万
物
が
⽣
み
出
さ
れ
る
⺟
体
と
な
っ
た
︵
⽼
⼦
の
⾔
う
﹁
道
﹂
は
天
地
の
開か

い

闢び
ゃ
く

以
前
に
絶
対
不
変
の
⺟
体
と
し
て

存
在
し
て
い
る
︶︒
そ
こ
で
︑
い
つ
で
も
欲
の
な
い
︵
知
を
働
か
さ
な
い
︶
⽴
場
に
⽴
て
ば
︑﹁
道
﹂
の
微
妙
で
奥
深
い

あ
り
さ
ま
が
⾒
て
と
れ
︑
い
つ
で
も
欲
が
あ
る
⽴
場
に
た
て
ば
万
物
が
活
動
す
る
様
々
な
結
果
が
⾒
え
る
だ
け
だ
︒
こ

の
⼆
つ
の
も
の
ー
微
妙
で
奥
深
い
あ
り
さ
ま
と
︑
万
物
が
活
動
し
て
い
る
あ
り
さ
ま
は
︑﹁
道
﹂
と
い
う
同
じ
根
源
か
ら

で
て
く
る
も
の
だ
が
︑︵
微
妙
で
奥
深
い
と
か
活
動
し
て
い
る
と
か
い
う
よ
う
に
︶
違
っ
た
⾔
い
⽅
を
さ
れ
る
︒
同
じ
根

源
か
ら
で
て
く
る
の
で
︑
こ
の
根
源
の
こ
と
を
︑﹁
⽞
﹂
ー
は
か
り
知
れ
な
い
深
淵
と
い
い
︑
そ
の
深
淵
の
更
に
⼀
層
奥

深
く
幽
か
な
所
︑
そ
こ
は
万
物
の
微
妙
な
現
象
が
⽣
ま
れ
て
く
る
⾨
で
あ
る
︒ 

 

●
道
は
冲む

な
し
き
も 

道
冲

而ᷝ
用
之
或
不
盈

淵ᷝ
兮

似ᷝ
萬
物
之
宗

挫ᷞ
其
鋭

解ᷝ
其
粉

和ᷝ
其
光

同ᷝ
其
塵

湛ᷞ
兮
似
或
存

吾ᷞ
不

知
誰
之
子

象ᷝ
帝
之
先
ᷞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᷫ
第
四
章
ᷬ 

  

道
は
冲ち

ゅ
う

に
し
て
之
を
⽤
い
る
も
或つ

ね

に
盈み

た
ず
︒
淵え

ん

と
し
て
万
物
の
宗そ

う

た
る
に
似
た
り
︒
其
の
鋭え

い

を
挫く

じ

き
︑
其
の
粉ふ

ん

を
解と

き
︑
其
の
光ひ

か
り

を
和や

わ

ら
げ
︑
其
の
塵ち

り

を
同
じ
く
す
︒
湛た

ん

と
し
て
或つ

ね

に
存
す
る
に
似
た
り
︒
吾わ

れ

誰た
れ

の
⼦
な
る
か
を
知
ら
ず
︑

帝て
い

の
先せ

ん

に
象に

た
り
︒ 
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※
道
は
空
っ
ぽ
の
よ
う
に
⾒
え
︑
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
そ
の
効
⽤
は
無
尽
だ
と
い
い
ま
す
︒
そ
れ
は
広
⼤
・
深
淵
な
奥
深
い
万

物
の
根
源
で
あ
り
︑
⾃
然
の
理
を
表
す
も
の
だ
と
説
い
て
い
ま
す
︒ 

 
 

﹁
道
﹂
は
空
っ
ぽ
な
器
の
よ
う
に
何
の
役
に
も
⽴
た
な
い
よ
う
に
⾒
え
る
が
︑
そ
れ
を
満
た
そ
う
と
し
て
も
満
ち
る
事

が
な
い
く
ら
い
に
遠
⼤
で
︑そ
の
懐
の
深
さ
は
万
物
を
⽣
み
出
す
根
源
の
深
さ︵
広
⼤
・
深
淵
︶で
も
あ
る
︒そ
れ︵﹁
道
﹂︶

は
鋭
く
と
が
っ
た
刃
先
︵
我
欲
と
我
欲
の
ぶ
つ
か
り
合
い
︶
を
丸
く
し
︑
も
つ
れ
た
⽷
︵
世
間
の
紛
糾
︶
を
解
き
ほ
ぐ

し
︑
光
の
輝
き
を
和
ら
げ
︵
知
に
働
け
ば
⾓
が
⽴
つ
︶︑
何
で
も
な
い
塵
︵
俗
塵
︶
と
⼀
つ
に
な
る
︵
←
﹁
道
﹂
を
体
得

す
れ
ば
︑
⾃
⼰
の
す
ぐ
れ
た
学
徳
や
才
能
を
深
く
包
み
込
ん
で
表
に
出
さ
ず
俗
世
間
に
交
わ
る
こ
と
が
で
き
る
柔
和
な

穏
や
か
な
⼈
物
に
な
れ
る
︒﹁
和
光
同
塵
﹂︶︒﹁
道
﹂は
ま
る
で
深
く
⽔
を
湛
え
た
器
の
様
に
常
に
静
か
に
そ
こ
に
あ
る
︒

そ
れ
は
ど
こ
か
ら
⽣
ま
れ
た
の
か
解
ら
な
い
が
︑
万
物
を
司
る
天
の
帝
︵
宇
宙
を
統
合
す
る
法
則
・
原
理
・
真
理
︶
よ

り
も
さ
ら
に
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒ 

 
 ●

上じ
ょ
う

善ぜ
ん

は
⽔
の
如
し 

上
善
如
水

水ᷞ
善
利
万
物
而
不
爭

処ᷝ
衆
人
所
惡

故ᷞ
幾
於
道

居ᷞ
善
地

心ᷝ
善
淵

与ᷝ
善
仁

言ᷝ
善
信

政ᷝ

善
治

事ᷝ
善
能

動ᷝ
善
時

夫ᷞ
唯
不
爭

故ᷝ
無
尤
︒ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ᷫ
第
八
章
ᷬ 

 

上じ
ょ
う

善ぜ
ん

は
⽔
の
如
し
︒
⽔
は
善よ

く
万
物
を
利
し
て
争
わ
ず
︒
衆
⼈
の
悪に

く

む
所
に
処を

る
︒
故
に
道み

ち

に
幾ち

か

し
︒
居き

ょ

に
は
地
を
善よ

し
と
し
︑
⼼こ

こ
ろ

は
淵え

ん

な
る
を
善よ

し
と
し
︑
与あ

た

ふ
る
に
は
仁じ

ん

な
る
を
善よ

し
と
し
︑
⾔げ

ん

は
信し

ん

な
る
を
善よ

し
と
し
︑
政

ま
つ
り
ご
と

は
治

ま
る
を
善よ

し
と
し
︑
事こ

と

に
は
能の

う

あ
る
を
善よ

し
と
し
︑
動う

ご

く
に
は
時と

き

な
る
を
善よ

し
と
す
︒
夫
れ
唯た

だ
争
は
ず
︑
故
に
尤と

が
め

無な

し
︒ 

 

※
⽼
⼦
の
⾔
う﹁
善
﹂と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
し
ょ
う
か
︒⽼
⼦
と
も
あ
ろ
う
も
の
が
ま
さ
か
ケ
チ
臭
く
道
徳
的
な
意
味
で
の﹁
善
﹂

を
い
っ
て
い
る
ハ
ズ
が
あ
り
ま
せ
ん
ね
︒﹁
善
﹂
は
︑
物
や
⼈
の
本
性
の
⾃
由
な
⽤
︵
は
た
ら
き
︶
を
指
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
︒ 

 

︵
道
を
体
得
し
た
︶
最
上
の
境
地
は
⽔
に
似
て
い
る
︒
⽔
は
万
物
に
恵
み
を
与
え
な
が
ら
も
そ
の
功
を
誇
ら
ず
︑
誰
も

が
嫌
が
る
︵
低
く
湿
っ
た
︶
と
こ
ろ
に
治
ま
る
︒
故
に
⽔
の
在
り
⽅
と
い
う
の
は
道
に
近
い
の
で
あ
る
︵
無
為
⾃
然
︓

わ
ざ
と
ら
し
い
振
る
舞
い
を
せ
ず
︑
⾃じ

然ね
ん

に
処
す
る
こ
と
︶︒
⾝
の
置
き
所
は
低
い
と
こ
ろ
︵
地
︶
が
よ
く
︑
⼼
は
澄
ん

だ
淵
の
よ
う
な
静
か
な
⼼
境
が
よ
く
︑︑
⼈
と
の
付
き
合
い
⽅
は
思
い
や
り
︵
仁
︶
を
持
つ
の
が
良
く
︑
⾔
葉
は
誠
意
を

も
っ
て
す
る
の
が
よ
く
︑
政
治
は
平
安
無
事
に
治
ま
る
の
が
よ
く
︑
事
を
な
す
に
は
能
⼒
の
あ
る
⽅
が
よ
く
︑
⾏
動
は

適
切
な
時
期
に
⾏
う
の
が
よ
い
︒
そ
も
そ
も
⼈
と
争
わ
な
い
か
ら
︑
咎と

が

め
ら
れ
る
事
は
な
い
︒ 
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●
⼤だ

い
道ど

う
廃す

た
れ
て
仁じ

ん
義ぎ

有
り 

大
道
廢

有ᷝ
仁
義

慧ᷞ
智
出

有ᷝ
大
僞

六ᷞ
親
不
和

有ᷝ
孝
慈

國ᷞ
家
昏
乱

有ᷝ
忠
臣
ᷞ 

 
 

ᷫ
第
十
八
章
ᷬ 

 

⼤
道

た
い
ど
う

廃す
た

れ
て
︑
仁
義
有
り
︒
慧え

い

智ち

出
で
て
︑
⼤た

い

偽ぎ

有
り
︒
六り

く

親し
ん

和わ

せ
ず
し
て
︑
孝こ

う

慈じ

有
り
︒
国
家
昏こ

ん

乱ら
ん

し
て
︑
忠
⾂
有

り
︒ 

 

※
儒
家
の
⾔
う
仁
義
・
忠
義
・
孝
⾏
等
々
・
・
・
上
っ
⾯
な
道
徳
観
や
価
値
観
の
押
し
つ
け
が
始
ま
っ
た
の
は
︑
⼈
々
が
﹁
⼤
道
﹂

を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
︑
⼈
間
は
学
問
を
や
っ
て
知
恵
を
持
ち
だ
す
と
︑
嘘
や
偽
り
を
⽣
み
出
し
て
し
ま
う
も
の
だ
と
⽼
⼦
は

指
摘
し
て
い
ま
す
︒ 

 

⼈
が
⾏
う
べ
き
正
し
い
道
︵
⼤
道
ー
無
為
⾃
然
の
道
︶
が
天
下
に
⾏
わ
れ
な
く
な
っ
て
き
た
た
め
に
︑︵
儒
家
が
説
く
︶

仁
義
の
道
な
ど
が
幅
を
利
か
せ
は
じ
め
て
き
た
の
だ
︒︵
儒
家
に
よ
る
学
問
が
奨
励
さ
れ
た
こ
と
で
︶
知
恵
あ
る
者
が
出

て
き
た
た
め
に
︑
⼤
い
な
る
偽い

つ
わ

り
が
は
じ
ま
っ
た
の
だ
︒
親
⼦
︑
兄
弟
︑
夫
婦
の
仲
が
不
和
に
な
っ
た
た
め
に
︑
親
や

祖
先
に
よ
く
仕
え
る
⼦
や
孫
な
ど
が
⽬
⽴
っ
て
き
た
の
だ
︒
国
が
乱
れ
て
き
た
か
ら
︑
忠
義
を
尽
く
す
家
⾂
な
ど
が
⽬

⽴
っ
て
き
た
の
だ
︒ 

 

●
物も

の
有あ

り
混
成
し 

 

有
物
混
成

先ᷝ
天
地
生

寂ᷞ
兮
寥
兮

独ᷝ
立
而
不
改

周ᷟ
行
而
不
殆

可ᷞ
以
為
天
下
母

吾ᷞ
不
知
其
名

字ᷟ
ᷞ

之
曰
道

強ᷟ
為
之
名
曰
大

大ᷞ
曰
逝

逝ᷝ
曰
遠

遠ᷟ
曰
反

故ᷞ
道
大

天ᷝ
大

地ᷝ
大

王ᷝ
亦
大

域ᷞ
中
有
四
大
ᷞ

而
王
居
其
一
焉

人ᷞ
法
地

地ᷟ
法
天

天ᷟ
法
道

道ᷝ
法
自
然
ᷞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᷫ
第
二
十
五
章
ᷬ 

 

物も
の

有あ

り
混こ

ん

成せ
い

し
︑
天
地
に
先さ

き

だ
ち
て
⽣し

ょ
う

ず
︒
寂せ

き

た
り
寥り

ょ
う

た
り
︑
独
⽴
し
て
改
め
ず
︑
周し

ゅ
う

⾏こ
う

し
て
殆あ

や

ふ
か
ら
ず
︒
以も

つ

て

天
下
の
⺟は

は

と
為な

す
べ
し
︒
吾わ

れ

其
の
名
を
知
ら
ず
︒
之こ

れ

に
字あ

ざ
な

し
て
道み

ち

と
⽈い

ひ
︑
強し

ひ
て
之こ

れ

が
名
を
為な

し
て
⼤だ

い

と
⽈
ふ
︒
⼤だ

い

に
逝せ

い

と
⽈
ひ
︑
逝せ

い

に
遠え

ん

と
⽈
ひ
︑
遠え

ん

に
反は

ん

と
⽈
ふ
︒
故
に
道み

ち

も
⼤だ

い

な
り
︑
天て

ん

も
⼤だ

い

な
り
︑
地ち

も
⼤だ

い

な
り
︑
王
も
亦
た
⼤だ

い

な

り
︒
域い

き

中ち
ゅ
う

に
四し

⼤だ
い

有
り
︒
⽽し

か

し
て
王
は
其
の
⼀い

つ

に
居を

る
︒
⼈
は
地
に
法の

つ
と

り
︑
地
は
天
に
法の

つ
と

り
︑
天
は
道
に
法の

つ
と

り
︑

道
は
⾃
然

し
ぜ
ん

に
法の

つ
と

る
︒ 

 

※
第
１
章
で
﹁
道
﹂
は
天
地
の
開
闢
以
前
に
絶
対
不
変
の
⺟
体
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
述
べ
︑
こ
の
章
で
は
﹁
道
﹂
を
﹁
⼤
﹂
と

名
付
け
て
い
ま
す
︒
何
を
⾔
っ
て
い
る
の
か
掴
み
に
く
い
と
こ
ろ
で
す
が
︑
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
万
物
は
⽣

成
・
消
滅
し
︑
ま
た
⽣
成
し
・
・
と
⽣
成
消
滅
の
循
環
を
繰
り
返
し
ま
す
が
︑
そ
れ
は
⾃
然
の
理
法
︵﹁
道
﹂︶
に
基
づ
い
て
い
る
ん

だ
︑
と
︒
と
こ
ろ
で
︑﹁
王
も
亦
た
⼤
な
り
﹂
の
フ
レ
ー
ズ
は
︑﹁
王
﹂︵
時
の
最
⾼
権
⼒
者
︶
に
媚
び
へ
つ
ら
う
ニ
ア
ン
ス
が
感
じ
ら

れ
な
く
も
な
い
で
す
が
︑﹁
天
下
の
王
た
る
も
の
の
資
質
﹂
に
つ
い
て
⾔
及
し
て
い
る
と
読
み
解
く
と
肯
⾸
・
納
得
さ
せ
ら
れ
ま
す
︒ 
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い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
渾
然
と
混
ざ
り
合
っ
て
⼀
つ
に
な
り
︑
そ
れ
は
天
地
よ
り
先
に
⽣
ま
れ
で
た
︒
そ
れ
は
⾳
も
無
く

静
か
で
形
も
無
く
︑
絶
対
独
⾃
の
存
在
で
︑
永
久
に
不
変
で
あ
り
︑
そ
の
⽤

は
た
ら
き

が
す
べ
て
の
現
象
に
⾏
き
わ
た
っ
て
滅

び
る
こ
と
が
な
い
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
こ
れ
を
天
下
万
物
を
⽣
み
だ
す
⺟
と
い
っ
て
よ
い
︒
私
は
︑
そ
れ
を
何
と
名
付

け
て
よ
い
か
分
か
ら
な
い
の
で
︑
仮
に
呼
び
名
を
つ
け
て
﹁
道
﹂
と
⾔
い
︑
無
理
に
名
前
を
付
け
て
﹁
⼤
﹂
と
呼
ぶ
こ

と
に
す
る
︒﹁
⼤
﹂
を
﹁
過
ぎ
去
る
も
の
﹂
と
い
い
︑﹁
過
ぎ
去
る
も
の
﹂
を
﹁
遠
ざ
か
る
も
の
﹂
と
い
い
︑﹁
遠
ざ
か
る

も
の
﹂
を
﹁
反か

え

っ
て
く
る
も
の
﹂
と
い
う
︒
そ
こ
で
道
も
⼤
で
あ
り
︑
天
も
⼤
で
あ
り
︑
地
も
⼤
で
あ
り
︑
道
に
の
っ

と
る
王
も
ま
た
⼤
で
あ
る
︒
こ
の
世
界
に
は
四
つ
の
⼤
が
あ
る
︒
そ
し
て
︑
王
は
そ
の
⼀
つ
を
占
め
て
い
る
︒
⼈
は
地

に
の
っ
と
り
︑
地
は
天
に
の
っ
と
り
︑
天
は
道
に
の
っ
と
り
︑
道
は
⾃
然
に
の
っ
と
っ
て
ゆ
く
︒ 

 

■ 

無む 

為い 

⽼
⼦
と
⾔
え
ば
﹁
無
為
⾃
然
﹂
が
登
録
商
標
︵
︖
︶
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
が
︑
無
為
ー
何
も
せ
ず
︑
⾃
然
ー
唯
々

ぼ
〜
っ
と
し
て
い
れ
ば
い
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
で
す
ね
︒
む
し
ろ
︑﹁
為
﹂
を
極
限
に
ま
で
⾼
め
︑
あ
と
は
運
を
天

に
任
す
ー
百
尺
竿
頭
に
⼀
歩
を
進
む
ー
と
い
っ
た
境
地
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
︒ 

 ●
天
下
み
な
美び

の
美び

た
る
を
知し

る
も 

 

天
下
皆
知
美
之
為
美

斯ᷝ
悪
已

皆ᷞ
知
善
之
為
善

斯ᷝ
不
善
已

故ᷞ
有
無
相
生

難ᷝ
易
相
成

長ᷝ
短
相
形

高ᷝ

下
相
傾

音ᷟ
声
相
和

前ᷝ
後
相
隨

是ᷞ
以
聖
人
処
無
為
之
事

行ᷝ
不
言
之
教

万ᷞ
物
作
焉
而
不
辞

生ᷞ
而
不

有

為ᷞ
而
不
恃

功ᷞ
成
而
弗
居

夫ᷞ
唯
弗
居

是ᷟ
以
不
去
ᷞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᷫ
第
二
章
ᷬ 

 

天
下
皆み

な

美
の
美
た
る
を
知
る
も
︑
斯こ

れ
悪あ

く

の
み
︒
皆
善ぜ

ん

の
善
た
る
を
知
る
も
︑
斯こ

れ
不
善

ふ
ぜ
ん

の
み
︒
故
に
有う

無む

相あ
い

⽣し
ょ
う

じ
︑

難な
ん

易い

相あ
い

成な

し
︑
⻑ち

ょ
う

短た
ん

相あ
い

形あ
ら

は
し
︑⾼こ

う

下げ

相あ
い

傾か
た
む

け
︑⾳お

ん

声せ
い

相あ
い

和わ

し
︑前ぜ

ん

後ご

相あ
い

随し
た

ふ
︒是こ

こ

を
以
て
聖
⼈
は
無む

為い

の
事こ

と

に
処お

り
︑

不ふ

⾔げ
ん

の
教
え
を
⾏
ふ
︒
万
物
作
り
て
⽽し

か

も
辞
せ
ず
︒
⽣
じ
て
⽽し

か

も
有
せ
ず
︒
為な

し
て
⽽し

か

も
恃た

の

ま
ず
︒
功
成
り
て
⽽し

か

も
居

ら
ず
︒
夫そ

れ
唯た

だ
居お

ら
ず
︒
是こ

こ

を
以
て
去さ

ら
ず
︒ 

 

※
巷
間
⾔
う
美
と
醜
︑
善
と
不
善
︑
⻑
と
短
︑
等
々
は
⼆
律
相
対
的
な
価
値
観
に
囚
わ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
﹁
道
﹂
に
反
す
る
と
指

摘
し
ま
す
︵
道
は
清
濁
併
呑
の
実
相
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
︶︒
学
問
等
で
獲
得
し
た
知
恵
や
⼰
の
⾝
勝
⼿
な
感
情
に
振
り
回
さ
れ

る
こ
と
無
く
︑
⾃じ

然ね
ん

︵
⾃
然
の
理
に
逆
ら
わ
ず
︶
に
振
る
ま
う
こ
と
が
﹁
道
﹂
の
⽤は

た
ら

き
と
い
う
も
の
だ
と
⾔
っ
て
い
ま
す
︒ 

 

世
間
の
⼈
は
皆
︑
美
し
い
も
の
を
美
し
い
と
認
識
す
る
が
︑
そ
れ
は
則
ち
醜
を
認
識
す
る
こ
と
に
過
ぎ
な
い
︒
皆
︑
こ

の
善
こ
そ
善
で
あ
る
と
認
識
す
る
が
︑
そ
れ
は
則
ち
不
善
を
認
識
す
る
こ
と
に
過
ぎ
な
い
︵
美
と
醜
︑
善
と
不
善
な
ど

は
表
裏
⼀
体
と
い
う
こ
と
か
︶︒
だ
か
ら
︑﹁
有
﹂
が
あ
っ
て
﹁
無
﹂
が
⽣
ま
れ
︑﹁
難
﹂
が
あ
っ
て
﹁
易
﹂
が
あ
り
︑﹁
⻑
﹂
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は
﹁
短
﹂
が
あ
る
か
ら
形
と
な
り
︑﹁
⾼
﹂
は
﹁
低
﹂
が
あ
る
か
ら
お
互
い
の
傾
き
が
で
き
︑﹁
⾳
階
﹂
と
﹁
旋
律
﹂
と

は
相
⼿
が
あ
っ
て
初
め
て
調
和
し
︑﹁
前
﹂
と
﹁
後
﹂
と
は
互
い
に
順
序
を
も
つ
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
聖
⼈
︵
無
為
⾃
然
の
道

を
体
得
し
た
⼈
︶
は
︑﹁
無
為
﹂
の
境
地
に
住
ん
で
︑
無
⾔
の
教
え
を
実
⾏
す
る
︒
万
物
が
活
発
に
働
き
は
じ
め
て
も
作

為
を
加
え
な
い
︒
成
育
し
て
き
て
も
我
が
所
有
と
は
し
な
い
︒
完
成
し
て
も
⼿
柄
と
は
し
な
い
︒
⽴
派
な
成
果
が
あ
が

っ
て
も
︑
そ
の
栄
光
に
居
す
わ
る
こ
と
が
な
い
︒
そ
も
そ
の
そ
の
栄
光
に
居
す
わ
ら
な
い
か
ら
こ
ろ
︑
ま
た
そ
の
栄
光

か
ら
離
れ
る
こ
と
も
な
い
の
だ
︒ 

 

●
賢け

ん
を
尚た

っ
と

ば
ざ
れ
ば 

 

不
尚
賢

使ᷝ
民
不
争

不ᷞ
貴
難
得
之
貨

使ᷝ
民
不
為
盗

不ᷞ
見
可
欲

使ᷝ
心
不
乱

是ᷞ
以
聖
人
治

虚ᷝ
其
心
ᷝ

実
其
腹

弱ᷝ
其
志

強ᷝ
其
骨

常ᷝ
使
民
無
知
無
欲

使ᷝ
夫
知
者
不
敢
為
也

為ᷞ
無
為

則ᷝ
無
不
治
ᷞ ᷫ

第
三
章
ᷬ 

 

 

賢け
ん

を
尚た

ふ
と

ば
ざ
れ
ば
︑
⺠た

み

を
し
て
争あ

ら
そ

わ
ざ
ら
し
む
︒
得え

難が
た

き
の
貨か

を
貴た

ふ
と

ば
ざ
れ
ば
︑
⺠
を
し
て
盗と

う

を
為な

さ
ざ
ら
し
む
︒

欲ほ
つ

す
べ
き
を
⾒し

め

さ
ざ
れ
ば
︑
⼼
を
し
て
乱
れ
ざ
ら
し
む
︒
是こ

こ

を
以
て
聖
⼈
の
治ち

は
︑
そ
の
⼼
を
虚む

な

し
く
し
︑
そ
の
腹
を
実み

た
し
︑
其
の
志

こ
こ
ろ
ざ
し

を
弱
く
し
て
︑
其
の
⾻
を
強
く
し
︑
常
に
⺠
を
し
て
無
知
無
欲
な
ら
し
め
︑
夫か

の
知
者
を
し
て
敢あ

え

て
為
さ
ざ
ら
し
む
る
な
り
︒
無
為
を
為
せ
ば
︑
則
ち
治
ま
ら
ざ
る
こ
と
無
し
︒ 

 

※
⽴
⾝
出
世
し
て
偉
く
な
り
た
い
と
か
︑
貴
重
な
も
の
を
⼿
に
⼊
れ
誇
ら
し
く
⾒
せ
び
ら
か
し
た
い
と
か
︑
⼈
間
の
︵
⾃
⼰
顕
⽰
︶

欲
は
天
井
を
知
り
ま
せ
ん
︒
し
か
し
︑
そ
れ
ら
は
頭
が
あ
く
ま
で
相
対
的
な
価
値
観
に
占
有
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
︑
そ
の
内
実
は
⾝

勝
⼿
な
欲
望
に
起
因
す
る
も
で
す
ね
︒ 

こ
こ
で
は
為
政
者
の
あ
る
べ
き
姿
を
説
い
て
い
ま
す
︒﹁
常
に
⺠
を
し
て
無
知
無
欲
な
ら
し
め
﹂
と
い
う
の
は
︑
相
対
的
価
値
観
か
ら

頭
を
開
放
さ
せ
︑
我
欲
の
浅
は
か
さ
を
⾃
覚
徹
底
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
︑
そ
の
よ
う
な
統
治
を
実
践
で
き
れ
ば
︑
世
の
中
万
事
う

ま
く
治
ま
っ
て
い
く
と
主
張
し
て
い
ま
す
︒ 

 

為
政
者
が
賢
者
を
尊
び
⽤
い
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
︑
⼈
⺠
に
競
争
⼼
を
起
こ
さ
せ
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
︒
⼿
に
⼊
り

に
く
い
珍
し
い
品
を
尊
ぶ
こ
と
が
な
け
れ
ば
︑
⼈
⺠
に
盗
み
⼼
を
起
こ
さ
せ
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
︒
欲
し
が
る
よ
う

な
も
の
を
現あ

ら
わ

し
⽰
す
こ
と
が
な
け
れ
ば
︑
⼈
⺠
の
⼼
を
乱
れ
さ
す
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
無
為
⾃
然
の
道

を
体
得
し
た
聖
⼈
の
統
治
は
︑
つ
ま
ら
な
い
雑
念
か
ら
⼈
⺠
の
⼼
を
開
放
し
て
頭
を
空
っ
ぽ
に
し
︑
腹
の
⽅
を
空
腹
に

な
ら
な
い
よ
う
に
⼀
杯
に
し
︑
⼈
⺠
の
望
み
を
欲
に
囚
わ
れ
な
い
よ
う
に
弱
く
⼩
さ
く
し
て
︑
そ
の
⾁
体
の
筋
⾻
の
⽅

を
強
く
丈
夫
に
し
︑
常
に
⼈
⺠
を
無
知
無
欲
の
状
態
に
さ
せ
て
お
い
て
︑
世
の
い
わ
ゆ
る
知
恵
の
あ
る
⼈
に
何
の
⼿
だ

し
も
で
き
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
無
為
を
も
っ
て
統
治
を
実
践
し
て
い
け
ば
︑
こ
の
世
は
万
事

う
ま
く
治
ま
っ
て
ゆ
く
の
だ
︒ 
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●
学
を
為な

せ
ば
⽇
々
に
益ま

し 
 

為
学
日
益

為ᷝ
道
日
損

損ᷞ
之
又
損

以ᷝ
至
於
無
為

無ᷞ
為
而
無
不
為

故ᷞ
取
天
下

常ᷝ
以
無
事

及ᷞ
其
有

事

不ᷝ
足
以
取
天
下
ᷞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᷫ
第
四
十
八
章
ᷬ 

 

学が
く

を
為な

せ
ば
⽇
に
益ま

し
︑
道
を
為
せ
ば
⽇
に
損
ず
︒
之
を
損
じ
て
⼜
損
じ
︑
以
て
無
為
に
⾄
る
︒
無
為
に
し
て
為
さ
ざ

る
こ
と
無
し
︒
故
に
天
下
を
取
る
に
は
︑
常
に
事こ

と

無な

き
を
以
て
す
︒
其
の
事こ

と

有あ

る
に
及
び
て
は
︑
以
て
天
下
を
取
る
に

⾜
ら
ず
︒ 

 

※
学
問
を
修
め
る
と
⼩
賢
し
い
知
識
が
蓄
積
し
︑
そ
れ
に
よ
る
⾏
為
が
煽
り
⽴
て
ら
れ
る
だ
け
だ
︑
と
⽼
⼦
は
︵
儒
家
の
︶
学
問
の

勧
め
を
批
判
し
ま
す
︒
⼀
⽅
︑﹁
道
﹂
の
修
業
に
励
め
ば
次
第
に
我
欲
が
削
ぎ
落
と
さ
れ
て
ゆ
き
︑
究
極
﹁
無
為
﹂
の
境
地
に
達
す
る

こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
境
地
に
⾄
れ
ば
何
を
す
る
に
も
融
通
無
碍
︑
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
も
⾃
然
の
理
に
か
な
う
こ
と
に
な
る
と
説

き
ま
す
︒ 

 

学
問
を
修お

さ

め
て
ゆ
け
ば
︑
世
俗
的
な
知
識
が
⽇
ご
と
に
増
え
て
ゆ
く
し
︑
道
を
修お

さ

め
て
ゆ
け
ば
︑
世
俗
的
な
知
識
が
⽇ 

ご
と
に
減
っ
て
ゆ
く
︒
減
ら
し
た
上
に
ま
た
減
ら
し
︑
ど
ん
ど
ん
減
ら
し
て
ゆ
く
と
つ
い
に
は
﹁
無
為
﹂
の
境
地
に
到 

達
す
る
︒﹁
無
為
﹂
で
あ
れ
ば
︑
ど
ん
な
こ
と
で
も
で
き
な
い
こ
と
は
な
く
な
る
︒
だ
か
ら
天
下
を
取
る
に
は
︑
常
に
余 

分
な
⼈
知
⼈
為
︵
⼩
賢
し
い
知
識
や
⾏
為
︶
を
⽤
い
な
い
で
︑
あ
る
が
ま
ま
の
⾃
然
に
振
舞
っ
て
い
く
ゆ
く
こ
と
で
あ

る
︒⾃
分
の
思
い
通
り
に
し
よ
う
と
余
分
な
⼈
知
⼈
為
を
⽤
い
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
︑も
う
天
下
を
取
る
資
格
は
な
い
︒ 

 

●
正せ

い
を
以
て
国
を
治
め 

 

以
正
治
国

以ᷝ
奇
用
兵

以ᷞ
無
事
取
天
下

吾ᷞ
何
以
知
其
然
哉

以ᷞ
此

天ᷞ
下
多
忌
諱
而
民
彌
貧

民ᷝ
多
利

器

国ᷝ
家
滋
昏

人ᷞ
多
伎
巧

奇ᷝ
物
滋
起

法ᷝ
令
滋
彰

盗ᷝ
賊
多
有

故ᷞ
聖
人
云
᷷ᷟ
我
無
為
而
民
自
化

我ᷝ
好

静
而
民
自
正

我ᷝ
無
事
而
民
自
富

我ᷟ
無
欲
而
民
自
朴
᷸ᷞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᷫ
第
五
十
七
章
ᷬ 

 

正せ
い

を
以
て
国
を
治
め
︑
奇
を
以
て
兵
を
⽤
い
る
︒
事こ

と

無
き
を
以
て
天
下
を
取
る
︒
吾
何
を
以
て
其
の
然し

か

る
を
知
る
や
︒

此
を
以
て
な
り
︒
天
下
忌き

諱き

多
く
し
て
⺠
彌

い
よ
い
よ

貧ま
ず

し
く
︑
⺠
に
利り

器き

多
く
し
て
︑
国
家
滋

ま
す
ま
す

昏く
ら

し
︒
⼈ひ

と

伎ぎ

巧こ
う

多
く
し
て
︑

奇き

物ぶ
つ

滋
ま
す
ま
す

起
こ
り
︑
法
令
滋

ま
す
ま
す

彰あ
き

ら
か
に
し
て
︑
盗
賊
多
く
有
り
︒
故
に
聖
⼈
云
ふ
︑﹁
我
れ
無
為
に
し
て
⺠
⾃

お
の
づ
か

ら
化か

し
︑
我わ

れ

静せ
い

を
好
み
て
⺠
⾃

お
の
づ
か

ら
正た

だ

し
く
︑
我
れ
無
事
に
し
て
⺠
⾃

お
の
づ
か

ら
富
み
︑
我
れ
無
欲
に
し
て
⺠
⾃

お
の
づ
か

ら
朴ぼ

く

な
り
︒﹂

と
︒ 
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※
儒
家
・
孔
⼦
の
い
う
﹁
政せ

い

者し
ゃ

正せ
い

也や

﹂︵
正
し
い
道
を
お
こ
な
う
こ
と
が
政
治
︶
や
兵
家
・
孫
⼦
の
﹁
兵へ

い

者は

詭き

道ど
う

﹂︵
軍
事
の
基
本
は 

敵
を
欺
く
こ
と
︶
は
⼈
知
⼈
為
︵﹁
正
﹂
や
﹁
奇
﹂
は
あ
く
ま
で
相
対
的
な
も
の
︶
を
⽤
い
た
も
の
で
︑
は
な
は
だ
当
て
に
な
ら
な
い

と
⽼
⼦
は
喝
破
し
ま
す
︒
あ
あ
す
れ
ば
こ
う
す
る
︑
こ
う
す
れ
ば
あ
あ
す
る
と
⼈
⺠
は
常
に
利
を
求
め
て
⾏
動
す
る
も
の
だ
︒
し
た 

が
っ
て
︑
⼈
知
⼈
為
を
⽤
い
な
い
政

ま
つ
り
ご
と

こ
そ
︑
⼈
⺠
の
無
事
平
穏
な
⽣
活
を
実
現
す
る
も
の
だ
と
説
い
て
い
ま
す
︒ 

 

国
を
治
め
る
に
は
正
し
い
や
り
⽅
で
⾏
い
︑
戦
を
す
る
に
は
奇
策
を
駆
使
し
て
兵
を
⽤
い
る
と
い
う
︒
し
か
し
︑
こ
の

よ
う
な
⼈
知
⼈
為
を
⽤
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
天
下
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
私
が
ど
う
し
て
そ
う
だ
と
分
か
っ
て
い

る
か
︒
そ
れ
は
以
下
の
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
︒
こ
の
世
は
︑
煩わ

ず
ら

わ
し
く
も
嫌
っ
て
避
け
た
い
禁
令
が
多
く
な
る
ほ
ど

⺠
は
⾃
由
な
働
き
を
妨
げ
ら
れ
︑
い
よ
い
よ
貧
し
く
な
っ
て
ゆ
く
︒
そ
の
た
め
⽣
活
に
役
⽴
つ
便
利
な
道
具
を
求
め
は

じ
め
て
く
る
と
国
は
ま
す
ま
す
混
乱
し
て
く
る
︒
⼈
知
に
よ
る
⼩
賢

こ
ざ
か

し
い
技
術
が
発
達
し
て
く
る
ほ
ど
怪
し
げ
な
も
の

が
多
く
蔓
延

は
び
こ

る
︒
法
令
が
ま
す
ま
す
き
め
細
か
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
そ
の
裏
を
か
く
盗
賊
が
横
⾏
し
て
く
る
︒
そ
こ
で
︑

︵
道
を
体
得
し
た
︶聖
⼈
は
⾔
う﹁
私
が
余
分
な
⼈
知
⼈
為
を
⽤
い
な
い
で
い
る
と
︑⺠
は
⾃
然
に
感
化
さ
れ
て
ゆ
く
︒

私
が
活
動
を
せ
ず
静
か
に
じ
っ
と
⾒
守
っ
て
い
れ
ば
⺠
は
⾃
然
と
正
し
い
⾏
動
を
と
る
よ
う
に
な
る
︒
私
が
こ
と
さ
ら

に
何
か
を
し
な
く
て
も
⺠
は
⾃
然
に
⽣
活
を
豊
か
に
し
て
い
く
︒
私
が
無
欲
に
し
て
い
れ
ば
⺠
は
⾃
然
に
純
朴
な
⼈
柄

に
な
る
︒﹂
と
︒ 

 

●
⼩
国
寡か

⺠み
ん

︵
ユ
ー
ト
ピ
ア
︶ 

 

小
国
寡
民

使ᷝ
有
什
伯
之
器

而ᷝ
不
用

使ᷝ
民
重
死
而
不
遠
徙

雖ᷝ
有
舟
輿

無ᷝ
所
乗
之

雖ᷝ
有
甲
兵

無ᷝ
所

陳
之

使ᷞ
民
復
結
縄
而
用
之

甘ᷝ
其
食

美ᷝ
其
服

安ᷝ
其
居

楽ᷝ
其
俗

隣ᷝ
国
相
望

鶏ᷝ
犬
之
声
相
聞

民ᷝ
至

老
死

不ᷝ
相
往
来
ᷞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᷫ
第
八
十
章
ᷬ 

 

⼩し
ょ
う

国こ
く

寡か

⺠み
ん

︑
什じ

ゅ
う

伯は
く

の
器き

有
り
て
︑
⽽
も
⽤
ゐ
ざ
ら
し
め
︑
⺠
を
し
て
死
を
重
ん
じ
ん
て
遠
く
徙う

つ

ら
ず
︑
⾈し

ゅ
う

輿よ

有
り
と

雖
も
︑
之
に
乗
る
所
無
く
︑
甲こ

う

兵へ
い

有
り
と
雖
も
︑
之こ

れ

を
陳つ

ら

ぬ
る
所
無
か
ら
し
む
︒
⺠
を
し
て
復ま

た
縄な

わ

を
結
び
て
之
を
⽤

ゐ
︑
其
の
⾷
を
⽢あ

ま

し
と
し
︑
其
の
服
を
美
と
し
︑
其
の
居
に
安や

す

ん
じ
︑
其
の
俗
を
楽
し
み
︑
隣り

ん

国ご
く

相
望
み
︑
鶏け

い

⽝け
ん

の
声
相あ

い

聞き

こ
ゆ
る
も
︑
⺠た

み

⽼ろ
う

死し

に
⾄
る
ま
で
︑
相あ

い

往お
う

来ら
い

せ
ざ
ら
し
む
︒ 

 

※
⼩
国
寡
⺠
︵
国
⼟
が
⼩
さ
く
⼈
⼝
が
少
な
い
︶
は
⽼
⼦
が
考
え
た
理
想
の
国
家
形
態
︵
理
想
郷
︶︒
背
景
に
は
︑
中
国
・
戦
国
時
代

の
富
国
強
兵
策
を
旗
印
と
す
る
群
⼩
諸
国
家
の
覇
権
主
義︵
兵
役
強
化
・
領
⼟
拡
張
︶横
⾏
に
よ
る
⼈
⺠
⽣
活
の
疲
弊
が
あ
り
ま
す
︒

当
時
の
国
家
形
態
は
無
数
に
点
在
す
る
農
村
共
同
体
で
構
成
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
ま
す
が
︑
難
を
逃
れ
る
べ
く
⼈
⺠
は
煩
雑
に
に
移

動
を
繰
り
返
し
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
︒
他
国
と
の
往
来
の
な
い
⾃
給
⾃
⾜
の
他
と
競
わ
な
い
﹁
⾜
る
を
知
る
﹂
⽣
活
を
実
現
さ
せ

れ
ば
︑
お
の
ず
か
ら
戦
争
も
起
こ
ら
ず
︑
⼈
々
は
⼼
豊
か
に
穏
や
か
な
⽣
活
を
続
け
て
い
け
る
と
説
い
て
い
ま
す
︒ 
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⼩
さ
い
国
で
少
な
い
⼈
⺠
が
よ
く
︑
普
通
の
⼈
の
⼗
倍
百
倍
の
才
能
が
あ
る
⼈
が
い
て
も
︑
そ
れ
を
⽤
い
る
余
地
が
な

い
よ
う
に
さ
せ
︑
⼈
⺠
に
は
⾃
分
の
⽣
命

い
の
ち

を
慮

お
も
ん
ば

ら
せ
て
遠
⽅
に
移
住
し
な
い
よ
う
に
さ
せ
︑
⾈
や
⾞
は
あ
っ
て
も
こ

れ
に
乗
ら
な
い
よ
う
に
さ
せ
︑甲
冑
や
武
器
が
あ
っ
て
も︵
戦
に
向
け
て
︶並
べ
て
使
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
︒

⼈
⺠
に
は
ま
た
︵
む
か
し
に
還
っ
て
︶
縄
を
結
ん
で
そ
れ
を
意
思
表
⽰
や
伝
達
と
す
る
⽅
法
︵﹁
結
縄
﹂︶
を
使
わ
せ
︑

⾃
分
の
⾷
べ
物
を
う
ま
い
と
思
い
︑
⾃
分
の
着
て
い
る
⾐
服
を
美
し
い
と
思
い
︑
⾃
分
の
住
居
に
満
⾜
し
︑
⾃
分
た
ち

の
⾵
俗
習
慣
を
楽
し
む
よ
う
に
さ
せ
た
な
ら
︑
隣
り
の
国
が
互
い
に
す
ぐ
に
⾒
え
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
鶏
や
⽝
の
声
が

聞
こ
え
合
う
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
も
︑
⼈
⺠
は
⽼
い
て
死
ぬ
ま
で
互
い
に
往
来

ゆ
き
き

す
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
︵
こ
れ
が

理
想
で
あ
る
︒︶ 

  

■ 

柔
じ
Ḋ
う 

弱
じ
ḉ
く 

弱
い
も
の
が
強
い
も
の
に
勝
ち
︑
柔
軟
な
も
の
が
︑
剛
強
な
も
の
を
制
す
る
︒
⽼
⼦
は
こ
の
﹁
理
﹂
を
い
ろ
い
ろ
な
喩た

と
え

を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
繰
り
返
し
説
い
て
い
ま
す
︒ 

 

●
曲き

ょ
く

な
れ
ば
則す

な
は

ち
全ま

つ
た

し 

曲
則
全

枉ᷝ
則
直

窪ᷞ
則
盈

敝ᷝ
則
新

少ᷞ
則
得

多ᷝ
則
惑

是ᷞ
以
聖
人
抱
一

為ᷝ
天
下
式

不ᷞ
自
見

故ᷝ
明
ᷞ

不
自
是

故ᷝ
彰

不ᷞ
自
伐

故ᷝ
有
功

不ᷞ
自
矜

故ᷝ
長

夫ᷞ
唯
不
争

故ᷝ
天
下
莫
能
与
之
争

古ᷞ
之
所
謂
曲
則

全
者

豈ᷝ
虚
言
哉

誠ᷞ
全
而
帰
之
ᷞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᷫ
第
二
十
二
章
ᷬ 

 

曲き
ょ
く

な
れ
ば
則
ち
全ま

つ
た

し
︑枉お

う

な
れ
ば
則
ち
直な

お

し
︒窪わ

な
れ
ば
則
ち
盈み

ち
︑敝へ

い

な
れ
ば
則
ち
新し

ん

な
り
︒
⼩し

ょ
う

な
れ
ば
則
ち
得え

︑

多た

な
れ
ば
則
ち
惑ま

ど

ふ
︒
是こ

こ

を
以
て
聖
⼈
は
⼀い

つ

を
抱
き
︑
天
下
の
式し

き

と
為な

る
︒
⾃み

ず
か

ら
は
⾒あ

ら

は
さ
ず
︑
故
に
明め

い

な
り
︒
⾃
ら

は
是ぜ

と
せ
ず
︑
故
に
彰あ

き

ら
か
な
り
︒
⾃
ら
は
伐ほ

こ

ら
ず
︑
故
に
功
有
り
︒
⾃
ら
は
矜ほ

こ

ら
ず
︑
故
に
⻑ち

ょ
う

た
り
︒
夫そ

れ
唯た

だ
争あ

ら
そ

は
ず
︑故
に
天
下
能よ

く
之こ

れ
と
争
ふ
も
の
莫な

し
︒
古

い
に
し
え

の
所
謂

い
は
ゆ
る

曲き
ょ
く

な
れ
ば
則
ち
全ま

つ
た

し
と
は
︑豈あ

に
虚き

ょ

⾔げ
ん

な
ら
ん
や
︒
誠ま

こ
と

に
全ま

つ
た

く
し
て
之
に
帰
す
︒ 

 

※
諺
に
﹁
出
る
杭
は
打
た
れ
る
﹂
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
︒
ご
承
知
の
よ
う
に
︑
⾃
分
の
才
知
・
才
能
を
ひ
け
ら
か
す
と
ま
わ
り
は

離
反
し
︑
⾜
を
引
っ
張
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
意
味
で
す
が
︑
松
下
幸
之
助
は
﹁
出
過
ぎ
た
杭
は
打
た
れ
な
い
﹂
と
い
う
名
⾔

を
残
し
て
い
ま
す
︒
こ
の
﹁
出
過
ぎ
た
﹂
と
い
う
の
は
突
出
し
た
と
い
う
意
味
で
は
な
く
︑﹁
突
出
﹂
を
通
り
越
し
て
し
ま
っ
て
周
囲

に
は
そ
の
秘
し
た
⼒
が
覚
知
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
と
思
い
ま
す
︒
し
た
が
っ
て
︑
周
り
か
ら
は
凡
才
の
よ
う
に
⾒
ら
れ
︑
争
い
ご

と
も
起
こ
ら
ず
万
事
う
ま
く
⾏
く
よ
う
に
な
る
︵
曲
全
の
道
︶︒ 
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曲
が
っ
た
樹
は
︵
役
に
⽴
た
な
い
の
で
伐
ら
れ
ず
に
︶
天
寿
を
全
う
す
る
し
︑
尺
取
⾍
は
⾝
を
屈
曲
す
る
か
ら
真
っ
す

ぐ
進
む
︒
窪
ん
だ
地
に
は
⽔
が
満
ち
る
し
︑
着
古
し
た
弊
⾐
で
あ
れ
ば
新
し
く
な
る
︒
欲
が
少
な
け
れ
ば
必
ず
⼿
に
⼊

る
し
︑
多
く
を
求
め
だ
す
と
惑
い
迷
わ
さ
れ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
聖
⼈
は
多
く
の
こ
と
に
は
⽬
も
く
れ
ず
︑﹁
道
﹂
を
専
⼀

に
守
っ
て
︑
天
下
の
模
範
と
な
っ
て
い
る
の
だ
︒
⾃
分
で
⾃
分
を
誇
⽰
し
な
い
か
ら
こ
そ
誰
も
が
気
づ
く
と
こ
ろ
と
な

る
︒
⾃
分
で
⾃
分
を
正
し
い
と
し
た
り
は
し
な
い
か
ら
こ
そ
誰
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
る
︒
⾃
分
を
⾃み

ず
か

ら
⾃
慢
し
た

り
は
し
な
い
か
ら
こ
そ
功
績
が
認
め
ら
れ
る
︒
⾃
分
か
ら
は
尊
⼤
ぶ
ら
な
い
か
ら
こ
そ
皆
か
ら
⻑
と
仰
が
れ
る
︒
そ
も

そ
も
我
を
た
て
て
他
⼈
と
争
う
と
い
う
こ
と
を
し
な
い
か
ら
︑
世
の
中
に
彼
︵
聖
⼈
︶
と
争
う
者
は
い
な
い
︒
古
⼈
の

い
わ
ゆ
る
﹁
曲
が
っ
た
⽊
は
天
寿
を
全
う
す
る
﹂
と
い
う
⾔
葉
は
ど
う
し
て
虚
⾔
で
あ
ろ
う
か
︒
誠
に
︵
⼈
も
曲
が
っ

た
⽊
と
な
っ
て
︶
天
寿
を
全
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
の
⾝
を
⼤
⾃
然
に
帰
⼀
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
︒ 

 

●
江こ

う
海か

い
の
能よ

く
百ひ

や
く

⾕こ
く

の
王
た
る 

江
海
所
以
能
為
百
谷
王
者

以ᷝ
其
善
下
之

故ᷝ
能
為
百
谷
王

是ᷞ
以
聖
人

欲ᷝ
上
民

必ᷝ
以
言
下
之

欲ᷞ
先

民

必ᷝ
以
身
後
之

是ᷞ
以
聖
人

処ᷝ
上
而
民
不
重

処ᷝ
前
而
民
不
害

是ᷞ
以
天
下
楽
推
而
不
厭

以ᷞ
其
不
争
ᷝ

故
天
下
莫
能
与
之
争
︒ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ᷫ
第
六
十
六
章
ᷬ 

 

江こ
う

海か
い

の
能よ

く
百ひ

や
く

⾕こ
く

の
王
た
る
所
以
の
者
は
︑
其
の
善
く
こ
れ
に
下く

だ

る
を
以も

つ

て
な
り
︑
故
に
能
く
百
⾕
の
王
た
り
︒
是こ

こ

を

以
っ
て
⺠
に
上
た
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
︑
必
ず
⾔
を
以
っ
て
こ
れ
に
下
り
︑
⺠
に
先
ん
ぜ
ん
と
欲
す
れ
ば
︑
必
ず
⾝
を
以

っ
て
こ
れ
に
後
る
︒
こ
こ
を
以
っ
て
聖
⼈
は
︑
上
に
処
る
も
⽽
も
⺠
は
重
し
と
せ
ず
︑
前
に
処
る
も
⽽
も
⺠
は
害
と
せ

ず
︒
こ
こ
を
以
っ
て
天
下
は
推
す
こ
と
を
楽
し
み
て
厭
わ
ず
︒
そ
の
争
わ
ざ
る
を
以
っ
て
︑
故
に
天
下
能
く
こ
れ
と
争

う
こ
と
な
し
︒ 

 

※
⻑
江
や
⼤
海
が
幾
多
の
⾕
川
よ
り
低
い
所
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
王
と
な
る
よ
う
に
︑
君
主
も
⼈
⺠
に
へ
り
下
る
こ
と
に
よ

っ
て
そ
の
統
治
者
・
指
導
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
た
︑
威
を
借
り
て
⼈
と
争
っ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
︒﹁
謙
下
・
不
争
﹂︵
謙

虚
に
へ
り
く
だ
り
・
決
し
て
争
わ
な
い
︶
の
徳
で
治
世
を
⾏
う
の
が
為
政
者
の
あ
る
べ
き
姿
だ
と
説
き
ま
す
︒ 

 

⻑
江
や
⼤
海
が
多
く
の
⾕
川
の
王
と
な
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
理
由
は
︑
そ
れ
が
へ
り
下
っ
て
低
い
所
に
い
る
か
ら
で

あ
る
で
あ
る
︒
だ
か
ら
多
く
の
⾕
川
の
王
と
な
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
聖
⼈
は
︑
⼈
⺠
の
上
に
⽴

っ
て
統
治
し
よ
う
と
望
ん
だ
ら
︑
必
ず
⾃
分
の
⾔
葉
を
謙
虚
に
し
て
⼈
⺠
に
へ
り
く
だ
り
︑
指
導
者
と
な
っ
て
⼈
⺠
の

先
頭
に
⽴
ち
た
い
と
望
む
な
ら
︑
必
ず
⾃
分
の
振
る
舞
い
を
抑
え
て
⼈
の
後
か
ら
つ
い
て
い
く
も
の
だ
︒
そ
れ
ゆ
え
︑

聖
⼈
は
︑
⼈
⺠
の
上
︵
⾼
位
の
⽴
場
︶
に
い
て
も
⼈
⺠
は
重
荷
と
は
思
わ
な
い
し
︑
⼈
⺠
の
前
︵
指
導
者
と
し
て
⼈
⺠

の
先
頭
に
⽴
つ
︶
に
い
て
も
⼈
⺠
は
邪
魔
だ
と
は
思
わ
な
い
︒
そ
れ
だ
か
ら
天
下
の
⼈
々
は
喜
ん
で
彼
を
推
戴
し
て
︑

だ
れ
も
嫌
が
ら
な
い
の
だ
︒
聖
⼈
は
ま
た
他
⼈
と
争
う
こ
と
が
な
い
の
で
︑
天
下
に
聖
⼈
と
争
う
こ
と
の
で
き
る
も
の

は
誰
も
い
な
い
の
だ
︒ 
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●
⼈
の
⽣
ま
れ
る
や
柔じ

ゅ
う

弱じ
ゃ
く 

 
人
之
生
也
柔
弱

其ᷞ
死
也
堅
強

万ᷞ
物
草
木
之
生
也
柔
脆

其ᷞ
死
也
枯
槁

故ᷞ
堅
強
者
死
之
徒

柔ᷝ
弱
者

生
之
徒

是ᷞ
以
兵
強
則
不
勝

木ᷝ
強
則
共

強ᷞ
大
処
下

柔ᷝ
弱
処
上
ᷞ 

 
 
 
 
 
 

ᷫ
第
七
十
六
章
ᷬ 

 

⼈
の
⽣
ま
る
る
や
柔に

ゅ
う

弱じ
ゃ
く

な
り
︒
其
の
死
す
る
や
堅け

ん

強き
ょ
う

な
り
︒
万
物
草
⽊
の
⽣し

ょ
う

ず
る
や
柔じ

ゅ
う

脆ぜ
い

︑
其
の
死
す
る
や
枯こ

槁こ
う

す
︒
故
に
堅
強
な
る
者
は
死
の
徒と

に
し
て
︑
柔
弱
な
る
者
は
⽣せ

い

の
徒
な
り
︒
是こ

こ

を
以
て
兵
強
け
れ
ば
則
ち
勝
た
ず
︑
⽊

強
け
れ
ば
則
ち
共を

る
︒
強
⼤
な
る
は
下し

た

に
処を

り
︑
柔
弱
な
る
は
上う

え

に
処を

る
︒ 

 

※
柔
弱
こ
そ
が
⽣
命
の
本
源
︵﹁
道
﹂︶
だ
と
し
て
い
ま
す
︒ 

 

⼈
が
⽣
ま
れ
た
と
き
に
は
体
は
柔
ら
か
く
て
弱
々
し
い
︒し
か
し
︑死
ん
で
し
ま
う
と
堅
く
強こ

わ

ば
る
︒万
物
や
草
⽊
も
︑

⽣
ま
れ
た
時
に
は
柔
ら
か
で
脆も

ろ

そ
う
だ
が
︑朽く

ち
果
て
る
時
に
は
⼲ひ

か
ら
び
て
か
ら
か
ら
に
な
っ
て
し
ま
う
︒だ
か
ら
︑

堅
く
て
強
ば
っ
た
も
の
は
死
の
仲
間
で
あ
り
︑
柔
ら
か
く
て
弱
々
し
い
も
の
は
⽣
の
仲
間
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
軍
隊

は
堅
強
で
あ
れ
ば
そ
れ
を
頼た

の

み
と
し
て
か
え
っ
て
戦
に
勝
て
ず
︑⽊
は
堅
く
て
強
け
れ
ば
か
え
っ
て
折
れ
て
し
ま
う︵
柳

に
雪
折
れ
な
し
︶︒
も
の
ご
と
は
堅
固
で
⼤
き
な
も
の
は
低
い
下
位
に
と
ど
ま
り
︑
や
わ
ら
か
で
弱
々
し
い
も
の
が
⾼
い

上
位
に
⽴
つ
も
の
で
あ
る
︵
前
⽂
も
参
照
︶︒ 

 

●
天
下
の
柔に

ゅ
う

弱じ
ゃ
く

な
る
も
の
⽔
に
過す

ぐ
る
は
莫な

し 

 

天
下
柔
弱

莫ᷝ
過
於
水

而ᷞ
攻
堅
強
者

莫ᷝ
知
能
勝

其ᷞ
無
以
易
之

弱ᷞ
之
勝
強

柔ᷝ
之
勝
剛

天ᷝ
下
莫
不

知

莫ᷝ
能
行

故ᷞ
聖
人
云
᷷ᷝ
受
国
之
垢

是ᷝ
謂
社
稷
主

受ᷝ
国
之
不
祥

是ᷝ
謂
天
下
王
᷸ᷞ
正
言
若
反
ᷞ 

ᷫ
第
七
十
八
章
ᷬ 

 

天
下
の
柔じ

ゆ
う

弱じ
や
く

な
る
も
の
︑
⽔
に
過す

ぐ
る
は
莫な

し
︒
⽽し

か

も
堅け

ん

強き
ょ
う

を
攻せ

む
る
者
︑
能よ

く
勝ま

さ

る
あ
る
を
知
る
も
の
莫
し
︒
其

の
以
て
之
に
易か

は
る
無
し
︒
弱
の
強
に
勝
ち
︑
柔じ

ゅ
う

の
剛ご

う

に
勝
つ
は
︑
天
下
知
ら
ざ
る
も
の
莫
き
も
︑
能よ

く
⾏お

こ
な

ふ
も
の

莫
し
︒
故
に
聖
⼈
云
ふ
︑
﹁
国
の
垢は

じ

を
受
く
る
︑
是こ

れ

を
社し

や

稷し
よ
く

の
主し

ゆ

と
謂
ひ
︑
国
の
不ふ

祥し
よ
う

を
受
く
る
︑
是
を
天
下
の
王

と
謂
ふ
︒
﹂
と
︒
正せ

い

⾔げ
ん

は
反は

ん

す
る
が
ご
と
し
︒ 

 

※
古
代
中
国
の
兵
法
書﹃
三
略
﹄に﹁
柔
よ
く
業
を
制
す
る
﹂
と
の
⾔
葉
が
載
っ
て
い
ま
す
が
︑
⽼
⼦
は﹁
柔
﹂
の
極
み
と
し
て﹁
⽔
﹂

を
取
り
上
げ
ま
す
︒
韓
⾮
⼦
に
は
﹁
⽔
は
⽅
円
の
器
に
随
う
﹂
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
︑
⽼
⼦
は
︑
融
通
無
碍
な
⽴
ち
振
る
舞
い
が
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で
き
る
⼈
こ
そ
天
下
の
王
た
る
も
の
だ
と
説
い
て
い
ま
す
︒
﹁
正
⾔
は
反
す
る
が
ご
と
し
﹂
ー
真
理
に
か
な
っ
た
正
し
い
⾔
葉
は
︑

⼀
⾒
真
実
と
は
反
対
の
こ
と
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
︑
⽼
⼦
特
有
の
逆
説
的
⾔
い
回
し
で
す
ね
︒ 

 

こ
の
世
で
柔
ら
か
く
弱
い
も
の
と
い
え
ば
⽔
以
上
の
も
の
は
な
い
︒
し
か
し
︑
固
く
て
強
い
も
の
を
攻
め
る
の
に
⽔
に

勝
る
も
の
が
あ
る
と
知
っ
て
い
る
⼈
は
い
な
い
︒
そ
の
と
き
に
⽔
に
代
わ
る
も
の
が
な
い
の
で
あ
る
︵
⽔
が
最
強
で
あ

る
︶
︒
弱
い
も
の
が
強
い
も
の
に
勝
ち
︑
柔
ら
か
い
も
の
が
剛
い
も
の
に
勝
つ
と
い
う
こ
と
は
︑
こ
の
世
に
知
ら
な
い

⼈
は
い
な
い
が
︑
そ
の
道
理
を
実
⾏
す
る
⼈
は
い
な
い
で
の
あ
る
︒
そ
こ
で
聖
⼈
は
こ
う
⾔
う
︑
﹁
国
家
の
汚
辱
を
⽢

ん
じ
て
そ
の
⾝
に
受
け
る
⼈
︑
そ
れ
を
国
家
の
主
と
い
う
し
︑
国
中
の
災
い
を
受
け
⼊
れ
る
⼈
︑
こ
れ
を
天
下
の
王
と

⾔
う
の
で
あ
る
︒
﹂
と
︒
正
し
い
⾔
葉
と
い
う
も
の
は
︑
し
ば
し
ば
常
識
に
反
す
る
よ
う
に
⾒
え
る
も
の
で
あ
る
︒ 
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