
小
特
集
●
文
化
学
の
饗
宴

伊
藤
仁
斎

に
お
け
る

「
中
」
と

「
権
」

遠
山

敦
1

伊
藤
仁
斎
が

『
論
語
』

『孟
子
』

の
二
書

を
も

っ
て
そ

の
思
想
的
基
盤

と

し
、

こ
れ

に
対
し
、
朱
子
学
が
論

・
孟
と
並
ん

で

「
四
書
」

と
な
し
経
書

と

し

て
絶
対
視
し
た

『
大
学
』

『
中
庸
』

に
関
し

て
は
、

そ

の
経
書
性

に
疑

問

を
投
げ
か
け
、
そ

こ
に
独
自

の
経
書
批
判
を
行

っ
た

こ
と
は
、

よ
く
知
ら
れ

る
と

こ
ろ
で
あ

る
。

例
え
ば

『
大
学
』

に

つ
い
て
は
、

『
大
学
非
孔
氏
之
遺

(1
)

書
之
弁
』
を
著
し

て
、

そ
れ
が

「
孔
孟

の
血
脉
を
知
ら
ざ
る
者

の
撰
す
る
と

こ
ろ
」

で
あ

る
こ
と
を
論
証
し
、

そ
の
経
書
性
を
全
面
的

に
否
定
す
る
。
ま

ざ
ん

た

『
中
庸
』

に
関

し
て
は
、

一
部

に
他
書

の
擒

入
や
漢
儒

の
雑
記
が
加
え
ら

(2
)

れ
て
い
る
と
し

て
、

第

16
章

「
子

日
鬼
神
為
徳
」

以
下

の
後
半
部
分

(「
下

篇
」
)
)
、

及
び
朱

子
学

に
お
け
る

『
中
庸
』

解
釈

の
中
枢
と
も

い
え

る
第

1

章

「
喜
怒
哀

楽
よ
り
万
物
育

す
に
至

る
四
十
七
字
」

(発
揮

.
綱
領
)

を
、

本
来

の

『中
庸
』
本
文

に
非
ざ

る
も

の
で
あ

る
と
す

る
。

そ
し

て

「
中
庸

の

義
を
説
く
」

(同
上
)

本
来

の

『中

庸
』

本
文
が
、

第

1
章

よ
り
第

15
章

「
君
子
之
道
辟
如

行
遠
」

ま

で
の
前
半
部
分

(「
上
篇
」
)

だ

け
で
あ

っ
た
こ

と
を
考
証
す
る

の
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
の
よ
う
な

『
中
庸
』

(即
ち

『
礼
記
』

三
十

一
章

を
本
文
と

す

る
)

に
対
す

る
批
判
的
態
度

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仁
斎
は

『
中
庸
』
諸
章

の
ほ
と

ん
ど
を
、

他
書

の
攬

入
部
分
を
も
含
め

て
、

「
之
を
聖
人

に
要
す
る

そ

む

も

に
、

亦
道

に
整

者
罕
な

り
」

(同
上

16
)

と
し
、

そ
の
内
容
を
積
極
的

に
評

(
3
)

価

す
る
。

こ
の
こ
と
は
仁
斎

の

『
中
庸
』

の
註
解
書

で
あ

る

『
中
庸
発
揮
』

が
、

そ
の
成
立

の
初
期

に
於

い
て
論

・
孟

『
古
義
』

に
並

ぶ

『
中
庸
古
義
』

(
4
)

と
し

て
構
想

さ
れ
て
い
た
こ
と
、

ま
た
後

に

『
中
庸
発
揮
』
と
改
題
し
な
が

ら
も
、

な

お

『
中
庸
』

を
論

・
孟
と
併

せ
て

コ
ニ
書
」

と
し
、

「
之
を
合

せ

て
三
書

総

て

一
意
」

(
同
上

・
叙
由
)

と
す

る
立
場
を
維
持

し
て
い
た
こ
と

(
5
)

か
ら
も
窺
う

こ
と
が

で
き
る
。

仁
斎

に
お

い
て
、

『
中
庸
』

は
論

・
孟

の
血

脉

に
合
致
す
る
も

の
で
あ
る
と

い
う
点

で
二
書

に
比
肩
す

べ
き
も

の
で
あ

り
、

「
論
語

の
衍
義
」

(同
上

・
綱
領
)
と
し

て
重
要

な
位
置

を
担

う
も

の
で
あ

っ

た

の
で
あ
る
。

さ

て
、

こ
の
よ
う
な

『
中
庸
』

に
あ

っ
て
、

最
も
重
要

な
問
題

は
む
ろ
ん

「
中
庸
」

で
あ
る
。

仁
斎

が

『
中
庸
発
揮
』

を
上

・
下
篇

に
分
け
、
特

に
前

半
部
分
を
本
来

の

『
中
庸
』
本
文
と
し

て
独
立
さ
せ
た

の
も
、

そ

こ
に
孔
孟

の
意
味
血
脉

に
合
致
し
た

「
中
庸
」

の
本
義
が
説
か
れ

て
い
る
と
考
え
た
か

ら

に
他
な
ら
な

い
だ

ろ
う
。
論

・
孟
二
書
を
自
ら

の
思
想

の
源
泉
と
し
た
仁

斎

に
あ

っ
て
、

特

に

『
論
語
』

は

「最
上
至
極
宇
宙
第

一
の
書
」

(下
50
)
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と
さ
れ
る
究
極

の
テ
キ

ス
ト
で
あ

っ
た
わ
け
だ
が
、

「
中
庸
」

は
そ
の

『論

語
』

の

「極
致
」

(上

11
)

で
あ

る
と
捉
え
ら
れ

る
よ
う
な
、

極
め

て
重
要

　　
　

な
意
味
を
持

つ
も

の
と
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

「
道
と
云
は
、

中
庸

に
至

っ
て

極
ま

る
」

(下

51
)

の
で
あ

る
。
し
か
し
本
来

「
中
庸
」

の
語
は
、
『
論
語
』

で
は
雍

也
篇

に
た

だ

一
箇

所

の
記
載

が

あ
る

だ
け

で
あ

り
、

『
孟
子
』

に

至

っ
て
は
そ
の
語
す
ら
見
な

い
。
論

・
孟
中
心

の
仁
斎

に
あ

っ
て
、

こ
の
よ

う
な
著
し
く
頻
度

の
低

い
語

に
重
要
な
位
置
を
与
え

る
こ
と
は
、

そ
の
事
自

体
、

「中
庸
」

が
彼

の
中

で
特
殊
な
も

の
で
あ

っ
た

こ
と
を
示
し

て
い
る
と

言

え
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

一
体
仁
斎

の

「中
庸
」
解
釈

の
最
も
大

き
な
特
徴

は
、
.次

に
示
す

よ
う

に
、

「中
庸

」
と

「中
」

と
を
分
離

し
た
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
。

は
る

大
凡
そ
単

に
中

と
言

う
と
、
連

ね

て
中
庸

と
言

う
と
、

そ
の
義

迥
か
に
別

な
り
。

連
ね

て
中
庸

と

い
う
者

は
、

過
不
及
無

う
し

て
、
平
等
行

う
可
き

た
だ

の
道
を

言
う
。
単

に
中
と
言
う
者

は
、

徒

に
事

を
処
し

て
当

を
得

る
こ
と

み
だ
り

を
以

て
言
う
。
先
儒
察
せ
ず
、
叨

に
云
云
為
る
は
誤
れ
り
。(発

揮

・
綱
領
)

仁
斎

に
あ

っ
て
、

「
中
庸
」

は

「
過
不
及
無
う
し

て
、

平
等
行
う
可
き

の

道
」

(「
無
過
不
及
、
平
等
可
行
之
徳
」
と
も
言
う
)
、
「
中
」
は

「
事
を
処
し

て
当
を
得

る
こ
と
」
と
定
義
さ
れ
、

二
者

は
截
然
と
分
か
た
れ
る
。

こ
の
解

の
独
創
性

は
、
特

に
朱
子
学
が

「
中
庸
」
を

ほ
ぼ
全
面
的

に

「
中
」
と
同
義

な
る
も

の
と
捉

え
る
こ
と
と
比
較
す

る
と
き
顕
著
な
も

の
と
な

る
。
例
え
ば
、

『

(7
)

中
庸
章
句
』

(
以
下

『章
句
』

と
略
記
す
)

に
は
次

の
よ
う
に
言

わ
れ

る
。

游
氏

曰
く
、

「
性
情
を
以

て
之

を
言
わ
ば
、

即
ち
中
和
と
日

い
、

徳
行
を

以

て
之
を
言

わ
ば
、

即
ち
中
庸
と
日
う
」
、

是
れ
な
り
。

然

ら
ば
中
庸

の

中
は
、
実

に
中

和

の
義
を
兼
ぬ
。
＼

(
『章
句
』
)

「中
和
」

の
語

は
、
『
発
揮
』

に
お

い
て
仁
斎
が
唯

一

『
中
庸

』
上

篇

の
本

文

に
非
ず

と
し
た
前
述

の

「喜
怒

哀
楽

よ
り
万
物
育

す
る

に
至

る

四
十

七

字
」

に
見

え
る
語

で
あ

る
。

大
ま
か

に
言
え
ば
、

「
中
」

と
は
喜
怒
哀
楽

の

情

が
未

だ
発
動

せ
ず
、
従

っ
て
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
性

11
理
が
私
欲

に
そ

こ

か
た
よ

な
わ
れ
る

こ
と
な
く
、

「偏

ら
ず
倚
ら
ず
」

(同
上
)
完
全

に
天
理

に
合
致
す

る

こ
と
、

即
ち

「未

発
」

の

「
中
」
を
言

い
、

「和

」
と

は
物

に
接
し

て
喜

怒
哀
楽

の
情

が
発
動

し
、

そ
の
情

が
私
欲

に
ゆ
が
め
ら
れ
ず

に
正
し

い
節
度

に

「
過
不

及
無

く
」

(同
上
)
合
致
す

る
こ
と
、

即
ち

「已
発
」

の

「
中
」

を
言
う
。

つ
ま
り
、
未

発

・
已
発

の
相
違

が
有

る
の
み
で
、

と
も

に

「
中
」

を
示
し
た
も

の
で
あ
る

こ
と

に
変
り
は
な
い
。
先

の
游
氏

(游
酢

目
程
子

の

門
人
)

の
言
葉
に
か
え
れ
ば
、

「中
和
」

が

「
中
」

を
性

と
情

の
観
点

か
ら

表
現
し
た
も

の
と
す
る
な
ら
、

「
中
庸

」

は

「
中
」

を
徳

と
行

い
の
観
点

か

ら
表
現
し

た
も

の
だ
と
言
う

の
で
あ
る
。

さ
ら
に
そ
れ

に
続

く
朱

子
の
言
葉

に
よ
れ
ば
、

「中

庸
」

の

「中
」

の
字
が
既

に

「
中
」

・

「
和
」

の
二
義

を

兼

ね
る
も

の
で
あ

り
、

「庸
」

の
字
は
ほ
と
ん
ど

「
中
を
強
調
し
た
だ
け

の

卸
鍵

」

と
考

え
ら
れ

て
い
る
。
確
か

に
朱
子

は

「
中
な
る
も

の
は
不
偏
不
倚
、

過
不
及
無

き
の
名
。

庸

は
平
常
な

り
」

(同
上
)

と
も
言

い
、

そ

こ
で
は

「庸

」

の
字

に

「
中
」

と

は
独
立

し
た
意
味
を
与

え
て
い
る
如
く

で
は
あ
る

が
、

そ
れ
も
例

え
ば

『
北
渓
字
義
』

「
中
庸

」

に

「中

の
外

に
復
た
所
謂
庸

有
る

に
非
ず
。

只
是
這

の
中
底
、
外

に
発
出

し
て
過
不
及
無
き

は
、
便
ち
是

(
9
)

れ
日
用
平
常

の
道
理
」
と
あ
る
よ
う
に
結
局

は

「中
」

に
収
斂
す

る
の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
朱
子
学

の
捉
え
方

に
較

べ
て
見

れ
ば
、
仁
斎

が

「中
庸
」

と

「
中
」
と
を
全
く
異
な
る
二

つ
の
概

念
と
し

て
截

然
と
分
離

し
た
こ
と
は
、

極
め

て
独
創
的
な
も

の
で
あ

っ
た

こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

さ
ら
に
い
え
ば
、

そ
も

そ
も
朱
子
学

に
お

い
て

「
中
」
が
根
本
問
題
と
さ
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れ
る

の
は
、

「上
古

に
聖
神
、
天
を
継
ぎ
極
を
立

て
て
よ
り
」

(同
上
)
連
綿

ま
こ
と

そ

と
継
承
さ
れ
た
道

の
あ
り
よ
う
が
、

堯
↓
舜
↓
禹

に
お

い
て

「
允

に
厥

の

中
を
執
れ
」

(
『
論
語
』
堯

日
)

と
し
て
言
葉
化

さ
れ
授

け
伝

え
ら
れ

た
こ
と

に
由
来
し

て
い
る
。
朱

子
に
と

っ
て

『中
庸
』
と

は
、

ま
さ
に
そ
う

し
た
道

の
伝
統

(
目
「
道
統

」
)
が
失

わ
れ
る
こ
と
を
憂

え
て
子
思

が
著

し
た
も

の
と

位
置
付
け
ら
れ
る

の
で
あ
り
、

そ

の
意
味

で
朱
子

に
と

っ
て

「中
」

は

「道

統
」

の
内
実
そ

の
も

の
で
あ

っ
て
、

「中
庸
」

は

「道
統
」

と
し
て
の

「中
」

と
そ

の
意
味
内
容
を
全
く

一
に
す
る
も

の
な

の
で
あ
る
。

こ
れ

に
対
し

て
仁
斎
は
、
堯
舜
か
ら
三
代
聖
人

へ
と
継

承
さ
れ
た

「中
」

と

『
論
語
』

に
お

い
て
は
じ
め

て
現
れ
た

「
中
庸

」
と
を
、
全

く
異
質

な
も

の
と
し

て
と
ら
え

る
。

三
代
聖
人

の
所
謂
中

は
、
事
を
処
し

て
其

の
当
を
得
る

の
意

に
過
ぎ
ず
。

夫
子

に
至

っ
て
庸

の
字
を
加
う
。
則
ち
耳
目
を
駭
か
さ
ず
、
時
俗
を
拂

わ

は
る
か

ず
、
万
世
不
易

の
常
道
と
為
。
其

の
意

夐

に
別
。

(『
論
語
古
義
』
雍
也
)

問
題

は
、

孔
子

に
よ
る
堯
舜

の

「
祖
述
」

(
『中
庸
』

26
)
、

す
な
わ
ち
孔

子
が
そ
の

コ
咼
く
天
下

の
上

に
出
つ

る
の
明
」

(下
51
)

に
よ

っ
て
古
今

の

数
多

の
聖
人

の
中

か
ら
特

に
た
だ

ひ
と

り
堯
舜

の
み
を

「
万
世

の
標
準
為
る

べ
き
も

の
」
(
同
上
)

で
あ

る
と
し
た
と

い
う
、

そ
の
事
態

に
関
わ

る
。
「
中

庸
」
と
は
仁
斎

に
と

っ
て
、

そ
の
よ
う
な

「万
世

の
標
準
」
と
し

て
の

「
堯

舜

の
道
」

の
あ

り
方

の
孔

子

に
よ

る
自

覚
的
把

握
な

の

で
あ

り
、

孔
子

に

よ

っ
て
初
め

て
建

て
ら
れ
た

「道
」

な
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味

で

「
中
庸
」

は

『
論
語
』

に
お

い
て
初
め

て
可
能

と
な

っ
た

「道
」
把
握
な

の
で
あ

り
、

た
と
え
堯
舜
が

「
中
」

に
お

い
て

「
万
世

の
標
準
」

た
る
理
想
的

な
治
世
を

実
現
し

て
い
た
と
し

て
も
、
彼
ら

に
お
い

て
そ
れ
は
い
わ
ば

一
種

の
偶
然
事

で
あ
り
、
自
ら

の
あ
り
方
を

「中
庸
」

の

「道
」

と
し
て
自
覚
し

た
上

で
為

さ
れ
た
も

の
で
は
な
か

っ
た
と
考

え
ら
れ

て
い
る
。

つ
ま
り
、
多
少
言
葉
を

飛
躍
し

て
い
え
ば
、
仁
斎

に
よ
れ
ば

「
中
庸
」

は

「
道
」

だ
が
、

「
中
」

は

「
道
」

で
は
な

い
の
で
あ

る
。

そ
し
て
ま

さ
に
こ
の
こ
と

の
中

に
、

孔
子
を

「
最
上
至
極
宇
宙
第

一
の
聖
人
」

(下

50
)

と
し
、

「
孔
子

の
堯
舜

に
賢

れ
る

所
以
」

(同
上
)
を

「
古
今
未
了

の
大
公
案
」
(
同
上

)
と
す
る
仁
斎
固
有

の

孔
子
観
が
あ

る
。

だ
が
、

い
ま
仁
斎

の
孔
子
観

の
問
題
は
置

こ
う
。

こ
こ
で
は
仁
斎

の

『中

庸
』
解
釈

の
大
き
な
特
徴
が
、

こ
う
し
た

「
中
庸
」
と

「
中
」

と

の
分
離

に

あ

っ
た
こ
と
を
確
認
し

て
お
き
た

い
。

で
は
、
仁
斎

に
お

い
て
相
異
な

る
も

の
と
さ
れ
た

「
中
庸
」
と

「中

」
と

は
、

そ
れ
ぞ
れ
如
何
な

る
内
容
を
持

つ
も

の
と
考
え
ら
れ
た

の
か
。

以
下
、

「中
庸
」

の
問
題

は
ひ
と
ま
ず
置
き

「
中
」

の
問
題

に
限
定
し

て
、

そ

の
な

か

で
も
特

に

「権
」
と

の
関

わ
り
と

い
う
点

に
絞

っ
て
具
体
的

に
考
え

て
み

た
い
。

2

仁
斎

の

「
中
」

に
関
す
る
記
述

を
追

う
と
き
、

そ
こ
に

「
権
」
を
め
ぐ

っ

て
二
通
り

の

「中

」
概
念

が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
以
下
、

そ
れ

に
若
干

の
整
理
を
加
え

て
み
よ
う
。

①
学
者

の

「
中
」

ま
ず
、
「
中
」

に
関
す
る
次

の
二

つ
の
記
述
か
ら
み

て
み
よ
う
。

「
中
」

の
字

の
義
、

従
前

の
諸
儒
、

多
く
深
考
を
欠
く
。

或

は
過
不
及
無

か
た
よ

き
を
以

て
中
と
為
。
或
は
偏
ら
ず
倚
ら
ざ
る
を
以

て
中
と
為
。
皆
未

だ
当
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ら
ず
。
蓋

し
中

と
は
、

両
端

に
就

い

て
言

う
。

剛
柔

・
大
小

・
厚
薄

・
浅

深
、

之
を
両
端
と
言
う
。

所
謂
中
と
は
、

両
者

の
間
を
指

し
て
言

う
。

『中

庸
嚊

に
日
く
、

「其

の
両
端

を
執

っ
て
、
其

の
中

を
民

に
用

ゆ
」
と
。

是
れ
な
り
。
蓋

し
中

は
剛
な
ら
ず

柔
な
ら
ず
、
穏
当

・
平
正

の
意
有

り
。

(発
揮

・
綱
領
)

中

は
中
間

を
謂

う
。
謂

ゆ
る

「其

の
両
端

を
執

っ
て
、
其

の
中
を
民

に
用

ゆ
」

と
。
是

れ
な
り
。
A
ユ

丈

の
杖
を

以
て
、
其

の
中
間
を
求
め

ん
に
、

子
必
ず
五
尺
に
至

る
に
及
ぶ
を
竢

っ
て
、
而

る
後
之
を
中
と
謂

わ
ん
。
纔

か
に
四
尺
九
寸
九
分

に
至

ら
ば
、
便
ち
指

し
て
中

に
非
ず
と
為
。
甚
だ
泥

め
り
。
大

凡
そ
四
五
尺

よ
り
六
七
尺
以
内

に
至

る
ま
で
、
皆
是
れ
中
間
。

凡
そ
杖
を
把

る
に
は
、
中
間
糲
柄

に
近
き
処
を
執

る
を
便
と
為
。

(下

8
)

未
発

・
已
発

の
説

に
基
づ

い
た

「
不
偏
不
倚
、
無
過
不
及
」
と

い
う
前
述

の
朱
子

の
定
義

は
捨

て
ら
れ

る
。

「
中
」

は
朱
子

の
言

う
如
き
未
発

・
已
発

の
別
を
有
す

る
よ
う
な
形
而
上
学
的
な
煩
瑣
な
概
念

で
は
な
く
、
ま

た

「
堯

舜

以
来
相
伝

う
る
の
心
法
」

(中

5
)

と
し

て

「
道
統
」

の
本
質
を
意
味
す

る
も
の
で
も

な
い
。

「
中
」

は
単

に

「
中
間
」

の
意
味

に
過
ぎ

な
い
。

事
物

は
多
様

な
様
相

で
存
在
し
現
象
し

て
い
る
が
、

そ
こ
に
は

「
剛
柔

・
大
小

・

厚
薄

・
浅
深
」

あ

る
い
は

「
事

の
本
末
、

理

の
精

粗
」

(発
揮

6
)

と

い

っ

た

「両
端
」

が
あ

り
、
従

っ
て
そ
の
中
間
が
あ

る
。
引
用
文
中

の

『
中
庸
』

か
ら
の
語

は
、
上
篇
第

6
章

の
舜

の

「
大
知
」
な

る
あ

り
よ
う
を
形
容
し
た

部
分
か

ら
の
も

の
で
あ

る
。

舜

よ
り

「
中
を
執
れ
」

と
命
じ
ら
れ
た

「
大

知
」

な
る
舜

に
お

い
て
も
、

「中
」

は

「
両
端
」

に
関

し
て
言

わ
れ
る

「
中

間
」

の

「中
」
を
指
し

て
い
る
。
「
中
」

は

「
中
間
」

で
あ

る
が
故

に
、
、
「
両

端
」
を
意
識
し
、
極
端
な
行
き
過
ぎ
も
及
ば
な
さ
も
無

い

「
穏
当

・
平
正
」

な

る
あ

り
よ
う
を
意
味
す

る
。

し
か
し
な
が

ら
ま

た
そ
れ

は
、

「両
端
」

を

意
識
し

つ
つ
も

そ
の
間

の
数
量
的
な
中
点

の
ご
と
き
固
定
的
限
定
的
な
あ
る

一
点
を
指
し

そ
れ

に
拘
泥
す

る
も

の
で
も
な

い
。
そ

の
意
味

で

「中

」
は
、

漠
然
た

る
、
あ

る
い
は
泛
然
た

る

「
中
間
」

の
あ
る
範
囲
を
指
す
も

の
で
あ

る
。

例
え
ば

一
丈

の
杖
を
把
る
事
を
考
え
れ
ば
、

「
中
」

は

「
大
凡
そ
四
五

尺
よ
り
六
七
尺
以
内

に
至
る
ま

で
」
を
指
す
。

一
丈

の
杖

の
厳

密
な
固
定
的

中
点
を
以

て

「中
」

と
す

る
の
で
は
な

い
。

杖
を
把
る
と

い
う
現
実
的

な

(
日
用

の
)
行
為

に
お

い
て
は
、
「
中
間
」

の
握
り
に
近

い
と

こ
ろ
を
把

る

こ

と
を

「
便
」
と
し
聖
人
は
そ
れ
を
も

っ
て
人
に
与

え
る

の
で
あ

っ
て
、
杖

の

握
り

に
厳
密

に
計
測
さ
れ
た
中
点
を
求
め
、

わ
ず
か

に
違

え
ば
そ
れ
を
非

と

す
る
あ
り
方
は
、
拘
泥
を
生
み
入
を
硬
直
化

さ
せ
る
。

つ
ま
り
仁
斎

の

「
中
」
は
、
「
両
端

に
就

い
て
言

う
」

「
中
間
」

で
あ
り
、

そ
れ
が
故

に

「
穏
当

・
平
正

の
意
有
」
る
も

の
で
あ
る
と
と
も
に
、

固
定
的

限
定
的
な
も

の
で
は
な
く
幅
を
も
ち

つ
つ
有

る
も

の
な

の
で
あ
る
。

そ
し
て

「
中
」
が

こ
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
と
き
、
「
中
を
執

る
」

と

い
う
あ
り
方

は
、

人

に
と

っ
て
あ
る
困
難
性
を
帯
び
弊
害

を
伴

う
危
険

性
を
孕
む
も

の
と
な
る
。

う
れ
い

仁
斎
は

そ
れ
を

「
泛
然
拠

る
こ
と
無
き

の
患

」

及
び

コ

定
変

せ
ざ
る
の

弊
」

(発
揮

・
綱
領
)

で
あ
る
と
言
う
。

で
は
ま
ず

「
泛
然
拠
る

こ
と
無
き

の
患
」

と
は
何
か
。

「中
」

が
漠
然

た

る
幅
を
も
ち

つ
つ
存
在
す
る
も

の
で
あ
る
限
り
、

現
実
的

な
個

々

の
場
面

に

お

い
て
、

「
中
を
執
る
」

と

い
う
あ
り
よ
う
は

い
か
な
る
具
体
的

な
あ
り
方

を
も
特
定
す
る

こ
と
が
な

い
。
そ
れ
は
た
か
だ
か

「
剛
柔

・
大
小

・
厚
薄

・

浅
深
」

あ
る

い
は

「
事

の
本
末

・
理

の
精
粗

」

を
意
識

し

つ

つ
そ
の

「中

間
」

の

「
穏
当

・
平
正
」
な
る
あ
り
か
た
を
意
味

す
る

の
み

で
、

た
と
え
ば

(
10
)

礼
法

の
よ
う

に
具
体
的
な
行
為
を
指
示
す
る
規
範

た
る

こ
と
が

で
き
な
い
。
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ま
し
て

「
天
地

は

一
大
活
物
」

(中

67
)

で
あ
り
、

現
実
は
無
限

の
変
化
と

多
様

に
満
ち

て
い
る
。

そ
の
無
限

の
変
化
と
多
様

に
お

い
て
、
「
中
を
執
る
」

こ
と

が
何

ら
具
体

的
な

あ

り
方
を

特
定

し
な

い
以
上
、

「中
」

は
人

々

に

と

っ
て
依
拠
す

る
に
足

る
も

の
た
り
え
な

い
の
で
あ

る
。

中

は
猶
を
無
星

の
秤

の
ご
と
く
、
礼
は
猶
を
秤

の
物
を
量
る
が
ご
と
し
。

中

に
は
泛
然
據
り
難
き

の
患
有
り

て
、
礼
は
秩
序
と
し

て
執
る

べ
き

の
則

有

り
。

(中

3
)

「
中
」
が
幅
を
も

つ
漠
然
と
し
た
中
間

で
あ
る
限
り
、
「
中
を
執
る
」
と

い

う
あ

り
よ
う
も
漠
然
と
し
た
幅

の
中

で
行
為
を
選
択
す
る

こ
と
を
意
味
す
る

に
過

ぎ
ず
、

そ

こ

に
は
何

ら

の
依

拠

す

べ
き
基

準

が

な

い
。

幅

の
あ

る

「中
」

に
お

い
て
現
実
的

に
妥
当
な

「
中
を
執
る
」

た
め

に
は
、
常

に
そ

の

場

そ
の
場

の
情
況
を
的
確

に
判
断
し

て
、
臨
機
応
変

に
そ
れ

に
対
応

し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。

「
中
」

が

「
泛
然
拠
る

こ
と
無
き

の
患
有
り
」

と
言
わ
れ

る
所
以

で
あ

る
。

そ
し

て
こ
の
よ
う
な
事
態

に
お

い
て
、

「
中
」

は

「権
」

と

の
連
関

で
と
ら
え
ら
れ
る
。

権

の
字
、
称
錘

の
義
を
取

る
。
学
問

の
権
無
か
る
可
か
ら
ざ
る
は
、
此

を

以

て
也
。
夫
れ
時

に
古
今
有
り
、
地

に
都
鄙
有
り
、
家

に
貧
富

有
り
、

人

に
貴
賤
有
り
。
事

の
千
条
万
緒
、
物

の
大
小
多
寡
、
粉
々
籍
々
、

名
状

す

可
か
ら
ず
。
権
以

て
之
を
制
す
る

こ
と
無
く
ん
ば
、
何
を
以

て
か
能
く
そ

の
当
を
得

て
、
道

に
合
わ
ん
。
猶
を
敵

に
臨
む

の
将
、
勢

に
因

っ
て
勝
を

制
し
、
地

に
随

っ
て
陣
を
排
し
、
奇
を
以

て
正
と
為
し
、
正
を
以

て
奇

と

為
し
、
出
入
変
化
、
拘
う

る
に

一
律
を
以

て
す
可
か
ら
ざ
る
が
ご
と
し
。

(『
語
孟
字
義
』
権

1
)

「
権
」

は
量

り
の
お
も
り

(
11
称
錘
)

の
意

に
比
さ
れ
る
。

お
も
り
と
は

「衡

の
斤
両

に
随
う

て
、

或

は
前
み
或
は
却
け
、

其

の
軽
重
を
定
む
る
所

以

の
者
」

(
同
上
)

で
あ

る
。

現
実

は
無
窮

の
変
化
と
多
様

に
満
ち
、

そ
れ
を

は
か
り

コ

律
」

に
律
す

る
こ
と
は
で
き
な

い
。

一
一
の
場
合
を
量

に
か
け
、
「
権
」

を
左
右

さ
せ

て
そ
の
情
況
を
的
確

に
判
断
し
な
け
れ
ば
、
事

の
妥
当
を
得

て

「
道
に
合

う
」

こ
と
は

で
き
な
い
。

そ
れ
は
ち

ょ
う
ど
、

戦

い
に
お
け
る
将

は
か
り

が
臨
機
応
変

に
そ
の
時

々
の
形
勢

や
地
形
を

「
権

」

り
、

奇
策
を
正
攻
法

と
し
正
攻
法

を
奇
策
と
す

る
ご
と
き
も

の
だ
と
仁
斎
は
言
う
。

こ
の
よ
う

に

は
か

「権
」

と
は
あ
る
情

況
に
お
い

て
何

が
妥
当

で
あ

る
か
を

「権
」

る

こ
と

で

は
か

あ
り
、

「
物

の
軽
重

を
称
り
其

の
当
を
求
む

る
所
以
」

(
『
孟
子
古
義
』

盡

心

上
)

と
さ
れ
る
も

の
な

の
で
あ

る
。
仁
斎
が

「
中
」
を
幅

の
あ
る
漠
然
と
し

た

「中

間
」

と
し
た
以
上
、

「
中
を
執

る
」

と

い
う
あ
り
よ
う

に
は
常

に
こ

う
し
た

「権
」

に
よ
る
具
体
的
な
妥
当
的
行
為

の
模
索
が
必
須

の
要
請
と
さ

れ
る
の
で
あ

る
。

し
か
し
さ
ら
に
重
要
な

の
は
、
次

の
点

で
あ
る
。

(蓋

し
中

は
剛
な

ら
ず
柔
な
ら
ず
穏
当

・
平
正

の
意
有
り
。
)
故

に
中
は
必

ず
権

を
待

っ
て
後
当
を
得
。
若
し
中
を
執

っ
て
権
無
き
と
き
は
、

則
ち

一

定
変

せ
ざ

る
の
弊
有

り
。

故

に
孟
子
曰
く
、

「
中
を
執

っ
て
権
無
き
は
、

猶

を

一
を
執

る
が
ご
と
し
」
、
と
。

(発
揮

・
綱
領

)

「中
を
執

る
」

と

い
う
あ

り
よ
う

に

「
権
」

が
伴
わ
な

い
と
き
、

そ

こ
に

は
さ
ら
に

コ

定
変

せ
ざ

る
の
弊
」
が
生
ず
る
、
と
仁
斎
は
言
う
。

引
用
文

中

の

『
孟
子
』

の
語

は
盡
心
上
篇

に
由
来
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
そ

こ
で
仁

斎

は
こ
の
問
題
を

「
過
不
及
」

と

の
関
わ
り

で
述

べ
て
い
る
の

で
、

『
孟
子

古
義
』

に
そ

っ
て
そ
れ
を
見

て
み
よ
う
。

こ
の
章

に
あ

っ
て
の
問
題

は
、
楊
朱

の
為
我
と
墨
子

の
兼
愛
と

の

「
中
を

執
」

っ
た
子
莫

の
あ
り
方

に
か

か
わ

る
。
為
我
と
は
利
己
主
義
を
指
し
、
兼

愛

と
は
博
愛
主
義
を

さ
す
が
、
子
莫

は
こ
の
両
者
を
採
ら
ず

「
中
を
執
」

っ
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た
と
さ
れ
る
。
し
か
し

そ
う
し

た
子
莫

の
あ
り
方
も
孟
子

に
よ

っ
て
批
判

の

対
象
と

さ
れ

る
。

そ
の
部
分
を
仁
斎

の
註
と
と
も

に
引
用
し

て
み
よ
う
。

子
莫
執
中
。

執
中
為
近
之
。

執
中
無
権
。

猶
執

一
也
。

〔小
註
〕

子
莫
は

魯

の
賢
人
な

り
。
墨
子

は
過

に
失
し
、
楊
朱

は
不
及

に
失
す
。
子
莫
は
過

や
や

不
及
無
き

の
中
を
執

る
。

二
子

に
比
し

て
稍
道

に
近
し
と
す
。
権
は
称
錘

な
り
。
物

の
軽
重
を
称

り
て
其

の
当
を
求
む

る
所
以
な
り
。
過
を
以

て
可

と
為

さ
ば
即
ち
過

に
従

う
可
く
、
不
及
を
以

て
可
と
為
さ
ば
則
ち
不
及

に

従

う
可
き
を

言
う
。
此
を

こ
れ
中
を
執

る
に
権
有
り
と
す
。
子
莫
、
中
を

執

り
て
権
を
用

う
る
を
知
ら
ざ

る
は
、
猶
を
楊
墨

の
各
其

の

一
を
執
る
が

ご
と
し
。

所
悪
執

一
者
。

為
其
賊
道
也
。
挙

一
而
廃
百
也
。

〔小
註
〕

賊

は
害

す
る
な
り
。

道

は
本
万
変
不
窮
。
、

但
其

の

一
を
執

る
が
若
き

は
、

則
ち
其

の
他
盡

く
廃
す
。
君
子

の
深
く
之
を
悪
む
所
以

の
者

は
、
其

の
堅

く
己
の
見

る
所

を
守

り
、

天
下

の
善
を
悉
く
廃
す

る
を
以

て
な

り
。

〔章

註
〕
此

れ
専

ら
学
者

に

一
を
執

り
て
百
を
廃
す

る
可

か
ら
ざ

る
こ
と
を
示

す
。
後
世

に
至

り

て
、
儒
者
必
ず

一
家

の
宗
旨
を
立

て
て
以

て
学
問

の
準

則
と
為

し
、
人
亦

た
以
て
直
截
捷
径
と
為
し

て
道
を
賊
す

る
の
甚
し
き
を

知
ら
ず
。

誤

て
り
と
謂

う
可

し
。

楊
朱

の
為
我

は

「僅

か
に
我

が
為

め
に
す

る
に
足

り
て
、
人

の
為
め

に
す

る

に
及
ぼ
ず
」

(同
上

・
小
註
)

と

い
う
点

で

「
不
及
」

で
あ
り
、

墨
子

の

「
兼
愛

」
は

「
親
疎

を
兼

ね

て
之
を
愛
」

(同
上
)

す
が

「其

の
身
を
忘
れ
」

(
同
上
)

て
い
る
点

で

「
過
」

で
あ
る
と
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対

し
て
子
莫

は

両
者

の

「中

間
」

の

「穏
当

・
平
正
」

な
る

「
過
不
及
無
き

の
中
」
を
と

る
。

そ

の
点

で
彼

の
あ
り
方

は
楊

・
墨
に
比

べ
て

「稍

道
に
近

し
」

と
評
価

さ
れ

さ
え
す
る
。
し
か
し
子
莫
が
批
判
さ
れ
る

の
は
、

そ

の
よ
う
な

「
過
不

及
無

き

の
中
」
を
執
り
な
が
ら

「権

」
を
用

い
ず
、
為

我

で
も
兼
愛

で
も
な
い
自

ら

の
あ
り
よ
う
を

コ

家

の
宗
旨
」
と

し
て
立

て
、

そ
の
立
場

に
拘
泥
し
固

執

す
る

こ
と

に
あ
る
。

そ
の
立
場

に
拘
泥
す

る
限

り
、

そ
れ

は
楊
朱

や
墨
子

が
各
自

の
立
場

を

の
み
正
統

と
な
し
、

「堅
く
己

の
見

る
所
を
守
り
、

天
下

の
善
を
悉
く
廃

す
る
」

の
と
異
な
る

こ
と
が
無

い
。

「
万
変
不
窮
」

な
る
道

に
あ

っ
て
は
、

「
不
及
」

と
考

え
ら
れ

た
為
我
的
な
あ

り
方
が

「
可
」

な

る

場

合
も
あ
り
、

「
過
」

と
思

え
る
兼
愛
的
な
行
為
が
妥
当
な

る
も

の
で
あ

る

と
き
も
あ
る
。

た
と
え
ば
狭

い
路
地
裏

に
住

み
粗
末
な
飲
食
を
し
な
が
ら
も

「
其

の
楽
し
み
を
改

め
」

(
『論

語
』

雍
也
)

な
か

っ
た
顔
回

や
、

天
下

の
民

の
た
め

に
そ

の
職
務

に
忙

し
く

「
三
た
び
其

の
門
を
過
ぐ

れ
ど
も
入
」

(『
孟

子
』
離
婁
下
)
ら
な
か

っ
た
禹

・
稷

の
あ
り
か
た
は
、

そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が

一

見
為
我
的

・
兼
愛
的

な
も
の

で
あ
り
な
が
ら
、
実

は
そ
の
時

々
の
情
況

に
か

な

い

「
其

の
時

に
随

い
其

の
道

を
盡
」

(
『孟
子
古
義
』
同
上
章
)
し

た
あ

り

よ
う
な

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
問
題

は
、

子
莫

が
兼
愛

・
為
我

と
い
う

「
両

端
」

に
対

し
そ
の

「
中
間
」

の

「
過
不
及
無
き

の
中
」

を
執

り
な

が
ら
、

「
権
」

を
欠
く
が
た
め

に
、

自

ら

の
立
場

を
限
定
的

・
固
定
的

な
も

の
と
し

て
固
執

・
拘
泥
し

て
、
結

果
と
し

て

コ

定
変

せ
ざ

る
の
弊
」

に
陥

っ
て
、

「
万
変
不
窮
」

の
道

に
お

い
て
妥
当
性

を
得

る

こ
と

が
で
き
な
か

っ
た

こ
と

に
あ
る
、

と

い
う

の
で
あ
る
。

「中
」

は
幅

の
あ
る

「
中
間
」

で
あ

っ
て
固

定
的

・
限
定
的
な
も

の
で
は
な

い
か
ら
、

「権
」

を
適

用
す
る
こ
と

な
し

に

は

「中

を
執

る
」

こ
と

は
で
き
な

い
。

「権
」

の
働
き
を
欠
く

「
中
」

は
、

一
つ
の
立
場

へ
の
固
執

・
拘
泥
と

い
う
弊
害

に
陥

る
危
険
性

を
常

に
孕

ん
で

い
る
。

こ
の
意
味

に
お

い
て
も

「
権
」
は

「中

を
執

る
」

こ
と
に
お
い
て
必

須
と

さ
れ

る
の
で
あ
る
。

学
者

の
若
き
、
必
ず
権
を
用

い
ざ
る
可
か
ら
ず
。
孟
子
固

に
言

う
、
猶

を

一
を
執

る
が
ご
と
し
、
と
。
故

に
中
は
必
ず
権
を
以

て
要
と
す
。
中

の
字
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の
若
き
、
固

に
過
不
及
無
き

の
意
有
り
。
然
れ
ど
も
過
不
及
無
し
と
は
、

乃
ち
権
を
用

い
其

の
当
を
得
る

の
後

に
在

っ
て
、
過
不
及
無
き
を
以

て
、

便
ち
中
と
為

る
と
き

は
則
ち
未
だ
可
な
ら
ず
。

(発
揮

・
綱

領
)

「
中
」

は

「
両
端
」

を
意
識

し
た
幅

の
あ
る

「
中
間
」

で
あ
る
が
故

に
、

具
体
的
な
特
定

の
あ
り
方
を
な
ん
ら
指
示
し
な

い
。
そ

の
た
め
に

「
中
」

に

は

「
泛
然
拠
る

こ
と
無
き

の
患
」
が
有
り
、

常

に
そ

の
場

そ
の
場

の
情
況

を

は
か

っ
て
妥
当
的

な
行
為

を
模
索

す
る

「権
」

が
求
め
ら
れ
る
。

さ
ら
に

「
中
」

は
、
「中

間
」

で
あ
る
が
故

に
墨
子

・
楊
朱

の
兼
愛

・
為
我

に
対

し
て

「
過
不
及
無
き
の
中
」

と
さ
れ
る
。

し
か
し
そ
れ
が

一
つ
の
立
場
と

し
て
拘

泥

・
固
執

さ
れ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
も
無
限

の
変
化

と
多
様

に
満
ち

た

「
万
変

不
窮
」

の

「
道
」

に
お

い
て
妥
当
的
た
る

こ
と
が

で
き
な

い
。

「中
」

に
は

そ
う
し
た

コ

定
変

せ
ざ

る
の
弊
」
・
コ

を
執

っ
て
百
を
廃
す

る
の
弊
」
が

有

り
、

そ
う
し
た
意
味

で
常

に

=

の
場
合

に
お

い
て

「
物

の
軽
重
を
称
り

て
そ
の
当
を
求
む

る
」

「
権
」

の
適
用
が
必
須
な
も

の
と
し

て
要
請
さ
れ
る

の
で
あ

る
。

こ
こ
で
は
さ
ら

に

「
過
不
及
無
し
」
が
厳
密

に
は

「
権
」
を
適

用

し

「
其

の
当
を
得
」

た
後

の

「
中
」

の
あ
り
方

で
あ

っ
て
、

「
中
」

が
そ

の
ま
ま

「
過
不
及
無
し
」
を
意
味
す
る

の
で
は
な

い
と
注
記
し

て
い
る
。
仁

斎

に
お

い
て

「
中
」

は
端
的

に
単
な
る

「
中
間
」
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
り
、

そ
の
意
味

で

「
権
」
と
は
厳
密

に
分
離
さ
れ
た

の
も
と
し

て
考

え
ら
れ

て
い

た
と

い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う

に

「
中
」

は

「権

」
を
不
可
欠

の
も

の
と
し

て

要
請
す
る
が
故

に
、

「
学
者

の
若
き
、

必
ず
権
を
用

い
ざ

る
可
か
ら
ず
」

と

さ
れ
る

の
で
あ
る
。
今
仮

に
こ
う
し

た

「
中
」

を

〈学
者

の

「
中
」
〉

と
す

る
と
す
れ
ば
、

仁
斎

の

「中
」
概
念

は
、
基
本
的

に
こ
の
よ
う
な

「中
間
」

と
し

て
の

「中
」
、

「権
」

を
必
須

の
要
請

と
し
な
が
ら
も

そ
れ

と
は
厳
密

に

分
離

さ
れ
た

「中
」

を
意
味

す
る
も
の
な

の
で
あ
る
。

②

聖
人

の

「中
」

し
か
し

こ
の
よ
う
に

「中
」

を
厳
密

に

「権
」
と
分
離
し
た
も

の
と
と
ら

え
る

一
方
、
仁
斎

に
は

「権
」
を
既

に
そ
の
内

に
内
在
化
さ
せ
た

「
中
」
概

念

が
存
在
す

る
。

た
と

え
ば
次
を
見

て
み

よ
う
。

仁
義

は
即
ち
中
な
り
。
兼
愛
為
我

は
之
を
過

に
失
す
。
仁
義

に
非
ず
。
煦

く

け
つ
け
つ

々
孑

々
は
之
を
不
及

に
失
す
。
亦
た
仁
義

に
非
ず
。
所
謂
仁
義
は
、
乃
ち

そ
の
過
不
及
無
き
を
者
を
謂
う

の
み
。

周
子

の
曰
く
、

「
仁
義
は
中

正
の

み
」
。

そ
の
専
ら
中
を
以

て
伝
授

の
心
法
と
為

て
、

仁

義
を
以

て
孔
孟
の

宗
旨
と
為
さ
ざ
る
者
は
、
蓋
し
深
く
考
え
ざ
る

の
み
。
中

の
理
は
虚

に
し

て
、
仁
義

の
徳
は
実
な
り
。

(中

2
)

こ
こ
で
の

「中
」

は
、

「
孔
孟

の
宗
旨
」

と

さ
れ

る

「
仁
義
」

と
同

じ

レ

ベ
ル
で
論
じ
ら
れ

て
い
る
。

「仁
義
」

は

「
兼
愛
為
我
」

の
よ
う
な

「過
」

で
も
な
く
、

「煦

々
孑

々
」

の
よ
う
な

「
不
及
」

で
も
な

い
、

「過
不
及
無

き
」

も

の
と
し

て

「
中
」

で
あ
る
と
仁
斎

は
言

う
。

仁
斎

に
お
け
る

「
仁

義
」

が

「
孔
孟
の
宗
旨
」

と
さ
れ
る
そ
の
重

さ
を
考

え
る
な
ら
ば
、

こ
こ
で

の

「
過
不
及
無

し
」

は
、
前
述

の

「権
を
用

い
其

の
当
を
得

る
の
後

に
在
」

る
厳
密

な
意
味

で
の

「過
不

及
無

し
」
を
意
味
す

る
と
見

て
よ

い
だ

ろ
う
。

つ
ま
り

こ
こ

で
の

「中
」

は
、
既

に
そ
の
内

に

「
権
」

の
適
用
を
も
含
ん
だ

も

の
と
し
て
考

え
ら
れ

て
い
る
の
で
あ

る
。
確
か

に
引
用
文
末

に
は

「
中

の

理

は
虚

に
し
て
、

仁
義

の
徳
は
実
な
り
」

と
あ

り
、

「
中
」

が

「
仁
義
」

と

そ
の
ま
ま
同
値
な

る
も

の
と

さ
れ

て
い
る
わ
け

で
は
な

い
。
し
か
し
お
そ
ら

く

そ

の
意
味

す

る
所

は
次

の
よ
う
な

こ
と

で
あ

ろ
う
。

つ
ま
り

こ
こ
で

の

「
中
」

が

「
権
」

を
用
い
た

「過
不
及
無
き
」

あ
り
よ
う
を
示
す
に
せ
よ
、

相
変
ら
ず

そ
れ

は
無
限

に
多
様
な
個

々
の
場
面

に
対
す
る
妥
当
的

な
あ
り
方
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を
抽
象
的

に
述

べ
た
も

の
に
過
ぎ
ず
、

(
た
と
え
ば
礼
法

の
よ
う
に
)

具
体

的
な
内

実
を

な
ん
ら
指

示
す

る
も

の
で
は
な

い
。

そ
の
意
味

で

こ
こ
で
の

「
中
」
も
、
「
道
」
を
学
ぶ
者

(
匡
学
者

)

に
と

っ
て
は

「
泛
然
拠

る

こ
と
無

き
」

も

の
で
あ
り
、

〈教

え
〉

と
い
う
観
点

か
ら
す
れ
ば

「
虚
」
ρ
な
る
も

の

で
あ

る
に
過
ぎ
な

い
。
そ
れ
は
た
と
え
ば

「
慈
愛

の
心
、
渾
淪

通
徹
、

内
よ

り
外

に
及
び
、
至
ら
ず
と

い
う
所
無
く
、
達
せ
ず
と

い
う
所
無
う
し

て
、

一

毫
残
忍

枝
害

の
心
無
き
」

(上

43
)

と

い
う
実
質
的
内
容
を
持

つ

「
仁
」

の

「徳
」

に
比

べ
て
遙
か

に
劣

る
も

の
で
あ

る
、

と
。

つ
ま
り

こ
こ
で

「
中

の

理
は
虚
」
と

い
わ
れ
る
の
は
お

そ
ら
く

「
中
」

の

〈教

え
〉
と
し

て
の
非
有

効
性

を
さ
し
て
い
る
の
で
あ

り
、

そ
の
こ
と

は
引
用
文

に
続
く
前
掲

『
童
子

問
』
中

3
が

「仁
義

を
存

す
る
は
礼

よ
り
要

な
る
は
莫

し
」
と
し

た
上

で
、

「
中
」

と

「
礼
」

を
対
比
し

て

「
中

に
は
泛
然
拠
り
難
き

の
患
有

り

て
、

礼

は
秩
然
と
し

て
執

る

べ
き

の
則
有

り
」

と
し
て
い
る

こ
と
か
ら
も

理
解

さ
れ

よ
う
。
問
題
は
孔
子

の
立

教

の
あ
り
か
た
に
か
か
わ
る
の

で
あ
る
。

し
か
し

そ
の
問
題
は

こ
こ
で
は
置

こ
う
。
引

用
文

に
か
え
れ
ば
、
今

こ

こ
で
は
仁
斎

の

「
中
」
が

「
権
」
を
そ

の
内

に
内
在
化
さ
せ
た
も

の
と
し

て
も
考

え
ら
れ

て
い
た

こ
と
を
確
認
し

て
お
き
た

い
。

こ
の
こ
と

に
関
し

て
仁
斎

は
、
前
掲

『
孟
子
』
盡
心
上

「
子
莫

執
中
」
章

に

つ
い
て
さ
ら

に
次

の
よ
う

に
述

べ
る
。

〔章
註
〕

…
…
按
ず

る
に
、

子
莫

の
中
を
執

る
と
堯
舜
湯
武

の
中
を
執
る

と
そ

の
異

な

る
所

以

の
者

は
、

蓋
し
権

に
在

っ
て
中

に
在
ら
ず
。
中

を

執

っ
て
権
無

き
は
子
莫

た
る
所
以

に
し
て
、
堯
舜
湯
武

の
中
を
執

る
は
自

ら
権
有

っ
て
存
す
。
此

れ
其

の
異
な

る
所
以

な
り
。
先
儒
察

せ
ず
、
専
ら

中

の
字

の
義

を
説

き

て
権
有

る
を
知

ら
ざ

る
は
、
非

な
り
。
聖
入

の
若
き

は
固
よ
り
議

す
可
き
無
し
。
聖
人

に
あ
ら
ざ
る
よ
り
は
、

一
を
執

る
の
病

を
免

る
る
能
わ
ず
。
孟
子
、
権
を
以

て
中
を
執
る

の
節
度

と
す
。
至

れ
り
、

盡

せ
り
。

同

じ
く

「
中
を
執
」

り
な

が
ら
、

子
莫
と
堯
舜
湯
武
が
異
な
る

の
は
、

「権
」

と

の
関
係
何
如

に
あ
る
。

子
莫

の

「
中
を
執
る
」

が

「
権
」

の
適
用

を
失

し
た
も

の
で
あ

っ
た

の
に
対
し
、
堯
舜
湯
武

の

「
中
を
執
る
」
は
、
と

り
た
て

て

「権
」
を

言
わ
な

く
と
も

「
自
ら
権
有

っ
て
存
す
」
も

の
で
あ

っ

た
。

つ
ま
り

「
権
」

を
め

ぐ
る
二

つ
の

「中

」

は
、

「中

を
執

る
」

主
体

の

何
如
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
子
莫

の
ご
と
き

「聖
人

に
あ
ら
ざ

る
」
者

に
は
、

「中
」

は

「
中
間
」

を
意
味
す
る
に
過
ぎ
ず
、

そ
こ
に
常

に
意
識
的

に

「
権
」
を
適
用
し
な

い
限
り

コ

を
執

る
の
病
」

に
陥

ら
ざ

る
を
得
な

い
。

逆

に
い
え
ば
、

「
中
」

が
常

に

「権
」

を
意
識
的

に
適

用
す
る
こ
と
を
求
め

る
が
故

に
、
孟
子
は
特

に

「
権
」
と

「中
」

と
が
明
確

に
別
個

の
も

の
で
あ

る
こ
と
を
示
し

て
、

「
聖
人

に
あ
ら
ざ
る
」

者

に
対

し

て
そ

の
注
意

を
喚
起

し
た
と

い
う

こ
と

で
あ

ろ
う
。

こ
こ
で

「
聖
人

に
あ
ら
ざ
る
」
者

と
は
、

も

ち

ろ
ん
子
莫
と

い

っ
た
特
定

の
個
人
を
指
す

の
で
は
な
く
、
文

字
ど
お
り
聖

人
以
外

の
普
通

の
人

々
を
指
し
、
よ
り
限
定
的

に
言
え
ば
聖
人

の
道
を
学

ぶ

「学
者
」

を
指
す
も

の
で
あ

ろ
う
。

先

ほ
ど

「
権
」

と
分
離
さ
れ
た

こ
の
よ

う
な

「
中
」

を

〈学
者

の

「
中
」
〉

と
し
た
の
は
、

こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え

て

の
こ
と

で
あ
る
。

こ
れ
に
対

し
て
堯
舜
湯
武
と

い

っ
た

「
聖
人
」

に
と

っ
て
、

「
中
」
は
す

で
に
そ

の
内

に

「権
」
を
内
在
化

さ
せ
た
も

の
と
し

て
あ

っ
た
。

堯
舜
か
ら
三
代
聖
人

へ
と
授

け
伝

え
ら
れ
た

「中
」

は
、
彼

ら

「
議
す
可
き

無
」
き
聖
人

の
豊
か
な
天
分

に
お

い
て
、

ほ
と
ん
ど
無
意
識
的

に

「権
」
を

含
む
も

の
と
し

て
行
わ
れ
た

の
で
あ
る

(
「
聖
人

を
以

て
聖
人

の
事

を
行

う
」

発
揮

・
綱
領
)
。

こ
の
よ
う
な
、
「
権
」
を
す

で
に
内

在
化
さ
せ
た

「中
」
を
、

先

ほ
ど

に
な
ら

っ
て

〈聖
人

の

「
中
」
〉
と
呼
ぶ

こ
と
が

で
き
る
と
思
う
。
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と

こ
ろ

で

「
中
」

に
関
し

て
は
、

さ
ら
に

「時
中
」

と
い
う
言
葉
も
知

ら

れ

て
い
る
。

こ
の
語
は
そ
も
そ
も

『中
庸
』
第

3
章

の

「君

子
而
時
中
」

を

出
典
と
す
る
も

の
だ
が
、

そ

の
内
容

は

〈聖
人

の

「中
」
〉

と
同

一
の
も

の

と
言
え
る
。

若
し
権

を
用
い
ず
し
て
自

ら
可
な

る
と
き

は
、
則
ち
孟
子
必
ず
権

の
字
を

添
う
可

か
ら
ず
。
但

時
中

と
謂

え
ば
、

則
ち
亦

自
ら
権

有

っ
て
存
す
。

(発
揮

・
綱
領
)

「時
中
」

と
は

「能
く
時

に
随

い
て
中

に
処

る
」

(発
揮

・
3
)

こ
と
、

つ

ま
り

「時
」

の
字
を
加

え
る
こ
と

で
、

そ
の
時

々
の
宜
し
き

に
随

っ
て
妥
当

性
を
得

る
こ
と
を
含
意
す

る
も

の
と
さ
れ

る
。

そ

の
た
め
に

「時
中
」

は

「自

ら
権
有

っ
て
存
す
」
、

つ
ま

り
そ

の
語

の
中

に
既

に
情
況

を
斟
酌

す
る

「権
」
が
含
ま
れ

て
い
る
、
と

い
う

の
で
あ
る
。

あ
た

さ
ら

に
言
え
ば
、

「
中
」

が
動
詞
的

に
使
わ
れ

「
中
る
」

と
訓
じ
ら
れ
う

る
場
合
も
、
多
く

は
こ
の
意
味

で
の

「
中
」
を
示
す
も

の
と
思
わ
れ
る
。
た

と

え

ば
、

「忠

信

を

主

と
す

る
と

き

に
は
則

ち

中

ら

ず

と
雖

も

遠

か

ら

ず
」

・

「
聖
人
豈
其

の

=

中
る

こ
と
を
得

る

こ
と
を
欲

せ
ざ
ら
ん
や
、
而

も
必
ず
し
も
得

べ
か
ら
ず
」

(下
25
)

・

「
古

の
人
、

豈
亦
人
人
皆
善

に
、

事
事
皆
中
る

こ
と
を
得
ん
や
」

(上
11
)

な
ど
が
挙
げ
ら
れ

よ
う
。

特

に
後

二
例

に
至

っ
て
は
、
林

本

の
訓
点

に
従

え
ば

「中

る
」

と
動
詞
的

に
読

ま
れ

る
が
、
岩

波
古

典
体
系
本

に
よ
れ
ば
宝
永

四
年

刊
初
印
本

の
訓
点

で
は
、

そ

れ
ぞ
れ

「中

を
得

る
こ
と
」

・

「中

な
る
こ
と
」

と
名
詞
と
し

て
読

ま
れ

て

い
る
。
仁
斎

が

こ
れ
ら
を
い
か
に
読

ん
で
い
た
か
は
現
段
階

で
は
不
明
だ
が
、

少
な
く
と
も
動
詞

と
し
て
の

「中
」

が
名
詞
と

し
て
の

「
中
」
と
通
底
す

る

も

の
で
あ
り
、

し
か
も
管

見
す
る
限
り
そ
れ
ら
は
、

「
当
を
得
」

る
こ
と

・

妥
当
的

で
あ
る
こ
と
を
表

わ
す

こ
こ
で
の

〈聖
人

の

「
中
」
〉

と

そ
の
内
容

を
同

じ
く
す

る
も

の
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

3

さ

て
、
以
上
仁
斎

に
お
け
る

「
中
」

に

つ
い

て
若
干

の
整

理
を
加

え
て
き

た
が
、
以
下
、

こ
れ
を
簡
単

に
ま
と
め

て
み
れ
ば
次

の
よ
う
に
な
ろ
う
。

ま
ず
第

一
に
、
仁
斎
が

「中
」

を

「中
庸
」

と
を
全

く
分
離

し
、
独
立
し

た
も

の
と
し

て
考
え

て
い
た

こ
と
。

第
二

に
、
仁
斎

に
お
け
る

「中
」

に
は
、

「権
」
を
め
ぐ

り
二

つ
の

「
中
」

が
あ
る

こ
と
。

第
二
番
目

の
問
題

に
関

し

て
は
次

の
よ
う

に
い
え
よ
う
。
仁
斎

の

「
中
」

は
基
本
的

に

「
両
端

に
就

い
て
言
」

う
幅

の
あ

る
非
限
定
的
な

「
中
間
」
を

意
味

す
る
。

し
か
し
そ
う
し
た

「中
」

に
お

い
て
は
、
具
体
的
な
行
為
を
特

定

し
得

な
い

「泛
然
拠

る
こ
と
無
き

の
患
」
が
あ
り
、
ま
た

一
つ
の
立
場

に

拘
泥

・
固
執
す

る

コ

定
変
せ
ざ

る
の
弊
」
・
コ

を
執

っ
て
百
を
廃
す
る

の

弊
」

が
あ

っ
て
、
「
聖
人

に
あ
ら
ざ

る
者
」
、

つ
ま
り
学
者

に
と

っ
て
は
そ

こ

に
常
な

る

「
権
」
が
要
請

さ
れ

る
。

こ
の
よ
う

に

「
聖
人

に
あ
ら
ざ
る
」
者

に
と

っ
て
の
、
単

に

「
中
間
」
を
意
味
し
そ

こ
に
常
な
る

「
権
」

の
意
識
的

な
適
用
が
要
請

さ
れ

る

〈学
者

の

「中
」
〉

と
も
言

え
る
も

の
が
そ

の

一
つ

で
あ

る
。

こ
れ
に
対
し
、

堯
舜
湯
武

の
よ
う
な
聖
人

に
お
け

る
、

〈聖
人

の

「
中
」
〉
と
も

い
え
る
も

の
が
あ
る
。

こ
の
場
合

「権
」

は
既
に
そ
こ
に
内
在

化
さ
れ

て
お
り
、

そ
の
故

に

「
権
を

言
わ
ず
し

て
、

権
自

ら
其

の
中

に
在

り
」
と
さ
れ
る
。
そ

こ
で
の

「
中
」

は

「中

間
」
を
意
味
す

る
と
同
時

に
、

〈
妥
当
的
な
る
も

の
〉

(「
其

の
当
を
得
」

た

る
も

の
)

の
意
を
含
む

の
で
あ

る
。
そ

の
意
味

で
本
稿
冒
頭

に

「中
庸
」

と
の
対
照

か
ら
言

わ
れ

た

「
徒

に

事
を
処
し

て
当
を
得
る

こ
と
を
以

て
言

う
」

と
い
う

「中
」

の
定
義

は
、

こ
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の

「
中
」

を
指
す
も

の
で
あ
る
。

「時
中

」

と
言

わ
れ
る
も

の
も
、

こ
れ

に

等

し
い
。

「
過
不
及
無
し
」

に

つ
い
て
も
、

厳
密
な
意
味

で
言
わ
れ

る
場
合

あ
た

に

こ
れ
に
等

し
い
。

ま
た

「中
」

が

「中

る
」

と
動
詞
的

に
使

わ
れ

る
場
合

も
、

多
く
は

こ
の
意
味

で
の

「中
」

が
意
識

さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま

で
、

「中
」

を

「
権
」

と

の
関
わ
り
を
通
じ

て
考
え

て
き
た
。

で

は
こ
の
よ
う
な

「
中
」
は
、
仁
斎

の
思
想

の
中

で
ど

の
よ
う

に
位
置
付

け
ら

れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
仁
斎
は
次

の
よ
う

に
述

べ
て
い
る
。

孔
孟

に
至

る
に
及
び
、
専
ら
仁
義
を
以

て
教
と
為

て
、
礼
を
以

て
要
と
為
。

…
…
礼

は
本
仁
義

に
由

っ
て
生
ず
と
雖
ど
も
、
又
能
く
仁
義
を
存
す
る

の

巧
有

り
。
夫
子
常

に
礼
を
以

て
人
を
教

え
て
中
を

言
わ
ざ

る
所
以
な
り
。

(中

3
)

「中

」

は

こ
こ
で
は

「礼
」

と
の
対

照
で
論

じ
ら
れ
、

そ
こ
に
お
い
て
相

対
的

に
低

い
位
置
付
け
が
な
さ
れ

て
い
る
。
孔

孟
は

「常

に
礼

を
以
て
人

を

教
え

て
中
を

言
わ
」

ず
、

ま
た

「
専
ら
仁
義
を
以

て
宗
と
為

し

て
、

中

に

至

っ
て
は
、

則
ち
未
だ
緊
要

の
功
と
為
」

(発
揮

・
綱
領
)

な
か

っ
た
、

と

仁
斎

は
言

う
。

で
は
何
故
、
孔
孟

は

「
礼
」
を

言
い

「
中
」
を

言
わ
な
か

っ

た
の
か
。

お
そ
ら
く

そ
こ
に
は
本
稿

で
述

べ
た

「
権
」
を
め
ぐ

る

「
中
」

の

問
題
、

つ
ま

り
、

「
聖
人

に
あ
ら
ざ
る
」
者

に
と

っ
て

「中
」

が
困
難
性
を

伴

い
弊
害

に
陥

る
危
険
性

を
孕

む
も
の
で
あ

る
こ
と
が
ふ
ま
え
ら
れ

て
い
る
。

そ
し

て
こ
の
こ
と
は
、

(本
文
中

に
も
述

べ
た
こ
と
だ
が
)

「中
」

の

〈教
〉

と
し

て
の
非
有
効
性
と

い
う
問
題

に
関
わ
り
、

さ
ら
に
は
孔
子

の
立
教

の
問

題

へ
と
通
じ
る

の
で
あ
る
。

し
か
し

こ
れ

に

つ
い
て
は
稿
を
改

め
、

「中
」

を

「
礼
」
と

の
関
わ
り
か
ら
検
討
す

る
こ
と

で
考
え

て
み
た

い
。

註※
仁
斎
か
ら

の
引
用
は
す

べ
て
天
理
図
書
館
古
義
堂
文
庫
所
蔵
本

か
ら
の
モ

ノ
ク

ロ
複
写

に
よ
り
、
使
用
し
た
稿
本

は
現
在
仁
斎

の
最
終

思
想
形
態
を

示
す
と
考
え
ら
れ

て
い
る
以
下

の
も

の
と
し
た
。

『
中
庸
発
揮
』

11
元
禄
七
年
校
本
、
『
論
語
古
義
』

・

『
孟
子
古
義
』

.

『
語
孟
字
義
』

・

『
童
子
問
』

11
林
本

ま
た
引

用
文

の
出
典

に

つ
い
て
は
、
『
中
庸
発
揮
』
第

1
章
を

「
発
揮

1
」
、

『童

子
問
』
下

8
章

を

「下

8
」
、

の
よ
う

に
略
記
し

た
。

(
1
)

『
語
孟
字
義

』
巻
末

に
付
論

と
し
て
収
録

さ
れ

て
い
る
。

(
2
)

以
下

『
中
庸
発
揮
』

の
章
番
号
に

つ
い

て
は
、

元
禄
七
年
校
本
を
底

本
と
し
た
木
村
英

一
編

『
伊
藤
仁
斎
集
』

(日
本

の
思
想

11

筑
摩
書

房
)

の
分
断
番
号

に
よ

っ
た
。
『
中
庸
』
本
文
も

こ
れ

に
倣
う
。

(
3
)

た
だ

し
下
篇

で
は
、

第

16
章

お

よ
び
第

21
章

の

「鬼
神

を
論

じ
」

げ
つ

「禎
祥
妖
華
を
論
ず

る
」

二
章

に
関

し
て
は

「
孔
子

の
語

に
非

ず
」

と

し

て
こ
れ
を
排

し
て
い
る

(発
揮

・
叙
由
)
。

(
4
)

現
段
階

で
最
古
稿
本

と
さ
れ
る

「第

一
本
」

は
、

原
題

『
中
庸
古

義
』
を

『
中
庸
発
揮
』

に
改

め

て
い
る
。

(
5
)

た
だ
し

こ
う
し
た

コ
ニ
書
」
的
表

現
は
、

刊
本

で
は
削
除

さ
れ
て
い

る
。
前
掲
木
村
編

『
仁
斎
集
』

の
三
宅
正
彦
氏

補
注

に
よ
れ
ば
、

「
『論

語
』

『
孟
子
』

を
最
高

の
教
典
と
す
る
古
義
学

の
基
本
的
立
場
と
矛
盾

す

る
面

が
あ
る

た
め

に
、
仁
斎

の
死
後
、

各
種

の
刊
本

を
作

る
と
き

に
」
削
除

さ
れ
た
と

さ
れ

る
。
し
か
し

『
発
揮
』

の
成
立

に

つ
い
て
は
、

刊
本

の
底
本

と
な

っ
た

「板
行
下
本
」

の
校
訂
前
原
文

(
そ
こ
で
は
既

に

コ
ニ
書
」
的
表
現

は
削
除

さ
れ
て
い
る
)

こ
そ
が
そ
の
最
終
形
態
を
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示
す
も
の
だ
と
の
指
摘

も
あ

り

(
野
村
謙
次

「
『
中
庸
発
揮
』

諸
稿
本

の
研
究
～
仁
斎
学

の
展
開
過
程
～
」

『
日
本
思
想
史

へ
の
試
論
』

一
九

八
二

・
八

三
年

み
し

ま
書
房
)
、

は
た
し

て

コ
ニ
書
」

的

『
中
庸
』

把
握

が
仁
斎

の
最
終
思
想
形
態

で
あ

っ
た
か

は
疑
問
な
し
と
し
な

い
。

(
6
)

正
確

に
は

「
中
庸
」

の
至
難
性

の
認
識
が

「
論
語

の
極
致
」
と

い
わ

れ
て
い
る
。
「
曰
く
、
『
天
下
国
家

は
均
し

ゅ
う
す

べ
し
。
爵
禄
は
辞
す

べ
し
。
白
刄

は
踏
む

べ
し
。
中
庸

は
能
く
す

べ
か
ら
ず
』
と
。
是
れ
論

語

の
極
致
な
り
」
。

(
7
)

『
四
書
章
句
集
註
』
新
編
諸
子
集
成
第

一
輯

中
華
書
局

(
8
)

島
田
虔
次

『
大
学

・
中
庸

下
』
中
国
古
典
選
7

朝
日
出
版

四
三

頁

(
9
)

『
北
渓
先
生
字

義
詳
講
』
近
世
漢

籍
叢
刊

初
篤

11

中
文
出
版
社

一
六
五
頁

(
10
)

大
谷
雅
夫
氏
は
そ

の

「伊
藤
仁
斎

の

「
中
」

お
よ
び

「
権
」

の
思

想
」

の
な
か

で
、

こ
う
し
た
仁
斎

の
漠
然

た
る
幅

を
も

つ

「中
」

に
は

コ

切

の
規
範

の
力

は
な
い
」

(
一
二
頁
)

と
し
、

さ
ら
に
そ
う
し
た

「
中
」

解
釈

を
、

一
五
夜

の
月

よ
り
も

一
三

・
一
四
夜

の
月
を

よ
り
美

し
い
も
の
と
す
る
日
本
人

の
精
神
的
風
土

と
関
連

づ
け
て
論

じ
て
お

ら

れ
る
。
な

お
氏

の
同
論
文

か
ら

は
他

に
も
多

大

の
示
唆
を
受

け

た
。

(季

刊
日
本
思
想
史
第

二
十
七
集

『伊
藤
仁
斎
』

日
本
思
想
史
懇
話
会

編

一
九
八
六

ぺ
り
か
ん
社
)(と

お

や
ま

あ

つ
し

・
日
本
思
想
史
)

〈
64
頁
下
段
よ
り
続
く
〉

(
35
)

西
川
潤

「
食
糧
援
助
は
飢
餓

の
構

造
を
温
存

し
、
発

展
途
上
国

の
農

業
基
盤
を
破
壊
す
る
」
、

村
井

吉
敬

「対
外
援
助

に
よ

っ
て
発
展
途
上

国
は
貧
し
く
な

っ
た
」

と
も

に
前
出

『
地
球
環
境

・
読
本
』
、

北
沢
洋

子

『暮
し
の
中
の
第
三
世
界
ー

飽
食
と
繁
栄
V
S
飢
え
と
貧
困
』

(
聖
文
社
、

一
九

八
九
)

鶴
見
良
行

『
バ
ナ
ナ
と
日
本
人
』

(岩
波
新
書
、

一
九
八
二
)

(
36
)

北

沢
前
掲
書

に
よ
る
と

一
九

八

一
年
、
第

三
世
界

が
銀
行
か
ら
借
り

た
金
利

は

一
七

・
六
～

一
八

・
一
%

で
あ

り
、

こ
の
年

の
第

三
世
界
が

輸
出

し
た

一
次
産
品

の
値
下

り
が
平
均

一
五

・
五
%

で
、
実
質
金
利
は

三
三
～

三
四
%
に
の
ぼ

っ
た
。

ま
さ
に

「
サ
ラ
金
業
者

…
…
と
同
様
」

で
あ

る
。

(同
書

,

卜。
N
N

卜。
ミ

)

(
37
)

鷲
見

一
夫

『
O
D
A
援
助

の
現
実
』

(岩
波
新
書
、

一
九
八
九
)

(
38
)

北
沢
前
掲
書
、

ア
チ
ラ

・
ホ
ケ

「
ア

マ
ゾ

ン
破
壊

の
元
凶
は
誰
か
」

『
世
界
か
ら
』
三
五

(
ア
ジ

ア
太
平
洋
資
料

セ
ン
タ
ー
、

一
九
八
九
)
、

神

崎
牧

子

「
ア

マ
ゾ

ン
開

発
史
」

『
現

代
思

想
』

一
九
九

〇
1

二

(青
土
社
)

(
39
)

黒
田
洋

一

「
熱
帯
林

の
危
機
と

日
本
社
会

の
針
路
」

『
公
害

研
究
』

<
〇
一』

一
》
Z
ρ

一

(
お
㊤
一。
①
)

(
40
)

前
出

(注

27
)
小
林
論
文
、
J

・
ア
タ
リ
、
M

・
ギ

ョ
ー

ム
/
斎
藤

日
出
治
、

安
孫
子
誠
男
訳

『
ア
ン
チ

・
エ
コ
ノ
ミ
ク

ス
』

(法
政
大
学

出
版
局
、

一
九
八
六
)

(す
ど
う

じ
ゆ
う
じ

・
科

学
論
/
社
会
哲
学
)

.,


