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孟
郊
(
七
五
一
-
八
一
四
)
に
交
友
論
と
で
も
言
う
べ
き
一
群
の
詩
が
あ
る
。
 
「
審
交
」
 
(
巻

二
)
・
「
勧
友
」
 
(
巻
二
)
・
「
求
友
」
 
(
巻
三
)
・
「
結
交
」
 
(
巻
三
)
・
「
択
友
」
 
(
巻

三
)
が
そ
れ
で
あ
る
。
友
情
と
は
何
か
、
友
情
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
詠
ん

だ
も
の
で
は
な
く
、
友
人
と
交
際
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
ど
の
よ
う
な
人
物
と
交
際
す

べ
き
か
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
あ
ま
り
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
下
篇
で
あ
る
が
、
内
容
が

い
か
に
も
孟
郊
ら
し
い
も
の
で
あ
り
、
孟
郊
の
詩
の
発
想
や
表
現
を
検
討
し
て
い
く
の
に
十
分

役
立
つ
と
思
わ
れ
る
。

二審
交

 
 
 
つ
ま
び
ら

交
は
り
を
審
か
に
す

8
朝
在
夕
不
存

9
莫
脇
冬
泳
堅

10

?
L
墨
引
謙

11

w
ｦ
金
石
交

12

ﾂ
以
賢
今
戸

ω
一
且
一
C
ω
d
一

朝
在
る
も
 
夕
べ
は
存
せ
ず

ふ
 
 
 
な

囁
む
莫
か
れ
 
冬
泳
の
堅
き
を

中
に
習
弊
の
翻
る
有
り

唯
だ
金
石
の
交
は
り
に
当
た
っ
て
は

賢
達
の
論
を
以
て
す
べ
し

 
樹
を
植
え
る
の
は
土
地
を
選
ん
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
悪
い
土
地
は
木
の
根
を
だ
め

に
す
る
。
交
際
を
し
て
、
も
し
人
が
自
分
か
ら
離
れ
て
い
け
ば
、
途
中
で
悪
口
を
言
わ
れ
る
。

君
子
の
性
は
匂
い
の
よ
い
桂
の
よ
う
で
あ
り
、
春
さ
か
ん
に
な
り
、
冬
ま
す
ま
す
生
い
繁
る
。

 
 
 
 
む
く
げ

小
人
の
心
は
僅
の
花
の
よ
う
で
あ
り
、
朝
咲
い
て
夕
方
に
は
し
ぼ
ん
で
な
く
な
っ
て
い
る
。

冬
の
氷
が
堅
い
か
ら
と
い
っ
て
踏
ん
で
は
な
ら
な
い
。
中
で
は
潜
ん
だ
波
が
翻
っ
て
い
る
の

だ
。
金
石
の
よ
う
な
変
わ
ら
ぬ
交
際
を
す
る
に
は
、
そ
の
人
が
賢
達
の
人
か
ど
う
か
を
論
ず

れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
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1
種
樹
図
心
地

2
悪
臭
攣
木
根

3
結
交
若
失
人

4
中
道
生
首
言

5
君
子
芳
桂
性

6
春
導
爆
平
心

7
小
人
僅
花
心

 
 
り
つ

樹
を
争
う
る
は
須
ら
く
地
を
択
ぶ
べ
し

紅
土
は
木
根
を
変
ず

 
 
 
 
 
 
 
も

交
は
り
を
結
ん
で
若
し
人
を
失
へ
ば

中
道
に
て
早
言
を
生
ず

君
子
は
芳
桂
の
性

春
栄
え
 
冬
篭
に
繁
る

小
人
は
模
花
の
心

 
1
・
2
句
は
〈
興
〉
表
現
と
な
っ
て
い
て
、
3
・
4
句
を
導
き
出
し
て
い
る
。
 
〈
興
〉
表
現

は
中
国
古
典
詩
に
特
有
の
修
辞
法
で
あ
る
。
大
ま
か
な
条
件
を
あ
げ
れ
ば
、
 
「
ω
一
首
(
ま
た

は
各
章
)
の
冒
頭
部
に
あ
る
。
ω
一
語
で
な
く
二
句
程
度
の
隠
喩
の
ま
と
ま
り
で
あ
る
。
㈲
隠

喩
の
連
続
(
颯
喩
)
は
冒
頭
部
に
限
ら
れ
、
全
篇
に
及
ば
な
い
。
㈲
隠
喩
に
は
身
の
周
り
の
自

 
 
 
 
 
 
 
①

然
物
が
用
い
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
島
の
一
・
2
句
は
こ
の
条
件
に
適
っ
て
い
る
。

 
孟
郊
の
詩
に
は
〈
興
〉
表
現
や
そ
れ
に
近
い
も
の
が
多
く
見
う
け
ら
れ
る
。
本
稿
で
取
り
扱

う
「
勧
友
」
 
「
求
友
」
 
「
結
交
」
の
冒
頭
部
も
〈
興
〉
表
現
に
近
く
、
孟
郊
自
身
は
〈
興
〉
表
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現
そ
の
も
の
だ
と
認
識
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
孟
郊
の
〈
興
〉
表
現
は
一
種
の
道

理
を
導
き
出
す
こ
と
が
多
く
、
そ
の
道
理
の
権
理
づ
け
の
た
め
に
く
興
〉
表
現
を
用
い
て
い
る

ふ
し
が
あ
る
。
本
詩
で
も
「
人
を
選
ん
で
友
人
づ
き
あ
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う

主
張
に
な
っ
て
い
る
。

 
3
・
4
句
に
は
孟
郊
の
人
間
不
信
が
感
じ
ら
れ
る
。
 
「
中
道
生
誘
言
」
と
類
似
の
表
現
に
は
、

「
求
友
若
非
良
、
非
良
中
道
変
」
 
(
巻
三
 
求
友
)
が
あ
る
。
 
「
星
学
」
に
注
目
す
れ
ば
、

「
面
結
口
頭
交
、
肚
裏
生
荊
棘
」
 
(
巻
三
 
択
友
)
が
あ
る
。
 
「
荊
棘
」
は
イ
バ
ラ
に
棘
の
多

い
こ
と
か
ら
護
賊
や
諜
言
の
比
喩
に
用
い
ら
れ
る
。

 
孟
郊
に
は
「
君
子
勿
欝
欝
士
有
誘
殿
者
作
詩
以
贈
之
」
 
(
年
三
)
の
よ
う
に
題
か
ら
し
て
も

護
人
を
テ
ー
マ
に
し
た
詩
も
あ
り
、
 
「
諜
人
畏
賢
明
」
 
(
巻
六
 
古
意
贈
梁
粛
補
導
)
、
 
「
護

人
峡
虹
心
」
 
(
巻
十
 
峡
哀
十
首
其
六
)
の
よ
う
に
言
及
す
る
も
の
も
あ
る
。
人
間
不
信
は
孟

郊
の
人
間
観
だ
け
で
な
く
、
交
遊
関
係
で
は
託
言
す
る
者
を
警
戒
せ
ね
ば
な
ら
な
い
状
況
に
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

 
5
・
6
句
と
7
・
8
句
で
は
「
君
子
」
と
「
小
人
」
の
対
比
が
な
さ
れ
て
い
る
。
当
然
の
こ

と
な
が
ら
、
孟
郊
は
「
君
子
」
を
理
想
の
友
人
と
考
え
、
 
「
小
人
」
を
そ
れ
に
対
立
す
る
人
物

だ
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
君
子
は
常
に
変
わ
ら
ぬ
存
在
で
あ
り
、
小
人
は
す
ぐ
に
変
節
し
て
し

ま
う
か
ら
で
あ
る
。
 
『
孟
東
野
詩
集
』
の
詩
に
は
、
 
「
君
子
」
が
4
4
例
、
「
小
人
」
が
1
0
例
見
え

る
。
「
君
子
」
は
贈
詩
の
相
手
を
指
す
こ
と
が
多
く
、
本
詩
の
よ
う
な
抽
象
的
な
「
理
想
の
人
物

像
」
を
表
す
も
の
は
少
な
い
。
次
の
例
は
「
交
」
と
と
も
に
「
君
子
」
の
現
れ
る
も
の
だ
が
、

や
は
り
「
君
子
」
は
贈
詩
の
相
手
を
指
し
て
い
る
。

11

n
知
君
子
心
 
 
始
め
て
知
る
 
君
子
の
心

12

�
v
道
盆
彰
 
 
交
久
し
く
し
て
道
益
ζ
彰
か
な
り

(
巻
⊥
ハ
 
章
々
純
古
冗
)

 
9
・
1
0
句
と
よ
く
似
た
発
想
に
「
北
風
臨
大
海
、
堅
氷
臨
河
口
。
下
魚
大
波
瀾
、
対
之
無
由

見
」
 
(
巻
三
 
単
管
)
が
あ
る
。
表
面
上
は
堅
い
が
、
内
側
は
違
う
、
と
い
う
の
は
「
面
結
口

頭
交
、
肚
裏
生
荊
棘
」
 
(
巻
藁
 
択
友
)
に
通
ず
る
。
交
際
の
危
う
さ
と
人
間
不
信
を
表
す
も

の
で
あ
る
。

 
1
2
句
「
可
以
賢
概
論
」
は
一
・
2
句
の
〈
興
〉
表
現
と
対
応
す
る
。
す
な
わ
ち
本
詩
は
、
人

が
良
い
人
物
か
ど
う
か
を
吟
味
し
て
か
ら
交
際
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

三勧
友

1
紅
白
浬
不
纈

2
至
仁
淡
不
疑

3
人
生
静
躁
殊

4
莫
亭
亭
箴
規

5
膠
漆
武
可
接

6
金
蘭
文
可
思

7
堪
嵯
無
心
人

8
不
如
松
柏
枝

友
を
勧
む

 
 
 
 
 
 
 
く
ろ

至
臼
は
寄
す
れ
ど
も
荒
ま
ず

至
交
は
淡
け
れ
ど
も
疑
は
ず

人
生
 
静
躁
殊
な
る

相
六
三
す
る
を
厭
ふ
莫
か
れ

 
 
 
あ
と

膠
漆
 
武
接
ぐ
べ
く

金
蘭
 
文
典
ふ
べ
し

播
く
に
堪
へ
た
り
 
無
心
の
人
の

松
柏
の
枝
に
如
か
ざ
る
を

 
こ
の
上
な
い
臼
は
黒
く
染
め
よ
う
と
し
て
も
黒
く
な
ら
な
い
。
は
な
は
だ
親
密
な
交
際
は

淡
い
も
の
だ
が
疑
い
の
心
が
な
い
。
人
生
、
静
か
な
こ
と
と
騒
が
し
い
こ
と
と
は
こ
と
な
る

の
だ
か
ら
、
戒
め
た
だ
す
こ
と
を
い
や
が
っ
て
は
な
ら
な
い
。
膠
と
漆
の
よ
う
な
堅
い
友
情

の
跡
を
つ
ぎ
な
さ
い
。
金
蘭
の
美
し
い
文
意
の
よ
う
な
友
情
を
思
い
な
さ
い
。
あ
あ
、
悲
し

い
こ
と
だ
、
無
心
の
人
で
さ
え
、
松
柏
の
枝
に
は
及
ば
な
い
と
は
。

 
1
・
2
句
は
〈
興
〉
表
現
に
近
い
。
注
意
す
べ
き
は
「
至
」
 
「
不
」
の
二
字
が
二
句
の
同
位

置
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
孟
郊
に
は
こ
の
よ
う
な
反
復
的
表
現
に
よ
っ
て
始
ま

る
詩
が
多
い
。
孟
郊
の
詩
五
百
余
首
の
五
分
の
一
以
上
の
鵬
例
が
詩
の
冒
頭
で
反
復
的
表
現
を

用
い
て
い
る
。
反
復
的
表
現
と
〈
興
〉
的
表
現
の
組
み
合
わ
せ
も
多
い
。

 
5
・
6
句
に
は
「
審
交
」
 
(
巻
二
)
の
「
金
石
交
」
と
同
じ
意
味
の
常
套
語
「
膠
漆
」
 
「
金

蘭
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
8
句
の
「
松
柏
」
も
孟
郊
の
常
用
語
の
一
つ
で
あ
る
。
 
「
松
柏
死
不

変
、
千
年
色
青
青
」
 
(
巻
七
 
答
郭
畑
中
)
と
あ
る
よ
う
に
松
や
柏
の
常
に
変
わ
ら
ぬ
さ
ま
に

価
値
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
 
「
松
」
は
特
に
多
用
さ
れ
、
常
に
変
わ
ら
ぬ
こ
と
か
ら
「
青
」
や

「
青
青
」
と
結
び
つ
け
て
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
ま
だ
比
喩
の
実
体
が
あ
る
場
合
が
多
い
が
、

常
に
変
わ
ら
ぬ
こ
と
か
ら
貞
節
を
保
つ
象
徴
と
な
り
、
 
「
貞
松
」
や
「
直
松
」
と
い
う
語
に
な

る
と
、
も
う
具
体
的
な
植
物
と
し
て
の
松
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

 
交
友
論
に
関
係
す
る
松
に
は
次
の
例
が
あ
る
。
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5
砥
行
碧
山
石
 
 
砥
ぎ
行
く
 
碧
山
の
石

6
結
交
青
松
枝
 
 
交
は
り
を
結
ぶ
 
青
松
の
枝

(
巻
七
 
答
友
人
)

続
く
二
句
「
碧
山
無
心
易
、
青
松
難
傾
蓋
」
か
ら
分
か
る
よ
う
に
「
碧
山
」

わ
っ
た
り
、
移
っ
た
り
し
な
い
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

1
近
世
鹿
道
衰
 
 
近
世
 
交
道
衰
へ

2
青
松
落
顔
色
 
 
青
松
 
顔
色
落
つ

「
青
松
」
は
変

(
歪
面
 
手
々
)

青
松
が
枯
れ
る
原
因
を
「
交
道
衰
」
と
と
ら
え
る
と
こ
ろ
に
孟
郊
ら
し
さ
が
あ
る
。
詩
心
は
現

実
の
枯
れ
そ
う
な
松
か
ら
動
い
た
も
の
だ
が
、
詩
句
の
中
で
は
象
徴
と
し
て
の
松
に
す
り
か
わ
っ

て
い
る
。

 
本
章
は
、
 
「
膠
漆
」
や
「
金
蘭
」
の
ご
と
き
「
至
交
」
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
得

た
友
人
の
心
変
わ
り
す
る
こ
と
松
柏
の
枝
に
及
ば
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

四求
友

1
北
風
臨
大
海

2
堅
泳
臨
河
面

3
下
有
大
波
瀾

4
封
之
無
由
見

5
求
友
須
在
良

6
得
良
終
相
善

7
求
友
若
非
良

8
非
良
中
道
攣

9
欲
知
求
友
心

10

謾
c
黄
金
錬

友
を
求
む

北
風
 
大
海
に
臨
み

堅
泳
 
河
面
に
臨
む

下
に
大
波
瀾
有
れ
ど
も

之
に
対
す
る
に
見
る
由
無
し

友
を
求
む
る
は
須
ら
く
良
に
在
る
べ
し

良
を
得
れ
ば
終
に
相
善
し

友
を
求
め
て
若
し
良
に
非
ざ
れ
ば

非
良
 
中
道
に
て
変
ず

友
を
求
む
る
の
心
を
知
ら
ん
と
欲
せ
ば

先
づ
黄
金
を
把
っ
て
錬
ぜ
よ

 
北
風
は
大
海
原
に
臨
み
、
堅
い
氷
は
河
面
に
臨
む
。
そ
の
下
に
大
き
な
波
が
あ
る
が
、
そ

れ
を
見
る
よ
す
が
は
な
い
。
友
人
を
求
め
る
な
ら
良
い
人
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
良
い

人
物
が
得
ら
れ
れ
ば
、
死
ぬ
ま
で
仲
よ
く
で
き
る
。
友
人
を
求
め
て
、
も
し
も
良
い
人
物
で

な
か
っ
た
ら
、
そ
の
良
く
な
い
人
物
は
き
っ
と
途
中
で
心
変
わ
り
す
る
だ
ろ
う
。
友
人
を
求

め
る
心
を
知
ろ
う
と
す
れ
ば
、
ま
ず
黄
金
を
精
錬
し
て
み
る
こ
と
だ
。

 
1
～
4
句
は
〈
興
〉
表
現
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
「
審
交
」
 
(
巻
二
)

の
「
莫
囁
冬
氷
堅
、
中
有
潜
浪
翻
」
と
類
似
し
た
発
想
の
表
現
で
あ
る
。
 
「
臨
」
が
反
復
的
表

現
に
な
っ
て
い
て
、
 
〈
興
〉
的
表
現
と
の
組
み
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
。

 
5
～
8
句
も
、
友
人
と
し
て
良
い
人
物
を
求
め
な
け
れ
ば
、
い
っ
か
裏
切
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
で
、
 
「
審
交
」
の
内
容
に
よ
く
似
て
い
る
。
 
「
求
友
」
が
2
回
、
 
「
良
」
が
4
回
、
う
ち
「
非

良
」
が
2
回
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②

 
9
・
1
0
句
は
陳
前
之
の
注
に
「
金
を
錬
っ
て
人
の
心
の
良
と
否
と
を
知
る
べ
き
を
言
ふ
」
と

あ
る
。
 
「
審
交
」
の
末
二
句
「
唯
当
金
石
交
、
可
以
賢
達
論
」
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 
本
病
も
、
交
際
す
る
人
物
が
良
い
か
悪
い
か
を
試
し
て
か
ら
交
際
せ
よ
と
い
う
こ
と
を
述
べ

て
い
る
。

五結
交

1
鋳
鏡
須
青
銅

2
青
銅
易
磨
拭

3
結
交
遠
小
人

4
小
人
難
姑
息

5
鏡
鏡
圖
鑑
微

6
結
交
圖
相
依

7
凡
銅
不
可
照

8
小
人
多
是
非

交
は
り
を
結
ぶ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
ち

鏡
を
鋳
る
に
は
青
銅
を
須
ふ

青
銅
は
磨
拭
し
易
し

交
は
り
を
結
ぶ
に
は
小
人
を
遠
ざ
く

小
人
は
姑
息
し
難
し

鏡
を
鋳
る
は
微
を
質
す
る
を
図
る

交
は
り
を
結
ぶ
は
相
依
る
を
図
る

凡
銅
 
照
ら
す
べ
か
ら
ず

小
人
 
是
非
多
し

鏡
を
鋳
造
す
る
に
は
青
銅
を
必
要
と
す
る
。
青
銅
は
磨
き
あ
げ
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。
人
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と
交
際
す
る
に
は
小
人
を
遠
ざ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
小
人
は
付
き
ま
と
っ
て
逃
れ
る
こ
と
が

難
し
い
か
ら
で
あ
る
。
鏡
を
鋳
造
す
る
の
は
、
微
か
な
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る

か
ら
で
あ
る
。
人
と
交
際
す
る
の
は
、
そ
の
人
に
た
よ
ろ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
平
凡
な

銅
は
鏡
に
し
た
と
こ
ろ
で
照
ら
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
小
人
は
是
非
の
心
が
多
い
。

 
「
鋳
鏡
」
と
「
青
銅
」
、
 
「
結
交
」
と
「
小
人
」
が
、
尻
取
り
式
の
い
わ
ゆ
る
世
理
体
を
含

む
反
復
的
表
現
を
多
用
し
な
が
ら
述
べ
ら
れ
る
。
ま
た
、
1
・
2
句
と
3
・
4
句
は
〈
興
〉
表

現
に
近
い
対
応
を
示
し
、
 
「
鋳
鏡
」
が
「
結
交
」
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
な
っ
て
い
る
。

 
3
句
「
結
交
遠
小
人
」
で
は
、
 
「
審
交
」
 
(
巻
二
)
よ
り
も
積
極
的
に
「
小
人
」
を
排
斥
し

て
い
る
。

 
6
句
「
結
交
図
相
依
」
か
ら
、
根
本
的
な
孟
郊
の
交
友
観
が
分
か
る
。
人
と
交
際
す
る
の
は
、

そ
の
人
に
た
よ
ろ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
た
よ
り
が
い
の
あ
る
人
物
を
選
ん

で
交
際
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
「
小
人
」
を
徹
底
的
に
排
斥
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
い
う
の
が
本
詩
の
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 
こ
こ
で
、
誤
っ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
友
人
に
政
治
的
経
済
的
な
援
助
を
期
待
す
る
と
い
う

考
え
が
唐
代
で
は
通
念
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
豊
艶
独
自
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
だ
か
ら
、
孟
郊
が
交
友
に
お
け
る
「
利
」
を
否
定
す
る
こ
と
も
矛
盾
し
な
い
。
友
人
に

助
け
て
も
ら
お
う
と
す
る
の
は
、
当
時
は
決
し
て
「
利
」
を
求
め
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

占ノ、野
宮

1
獣
中
有
人
性

2
慰
事
隼
人
隔

3
人
中
有
獣
心

4
幾
人
能
眞
識

5
古
人
形
似
獣

6
皆
有
大
聖
徳

7
今
人
表
隼
人

8
獣
心
安
可
測

友
を
択
ぶ

獣
中
に
人
性
有
り

形
異
な
り
 
人
の
二
つ
る
に
遭
ふ

人
中
に
獣
心
有
り

幾
人
か
能
く
真
に
要
る

古
人
 
形
 
獣
に
似
る
も

皆
大
い
な
る
聖
徳
有
り

今
人
 
表
は
人
に
似
る
も

獣
心
 
安
ん
ぞ
測
る
ぺ
け
ん

9
錐
笑
未
必
和

10

穀
@
犬
未
必
戚

11

ﾊ
結
口
頭
交

12

齬
?
ｶ
荊
棘

13

D
人
常
直
道

14

s
順
世
間
逆

15

ｫ
人
昼
型
多

16

�
`
筍
且
得

17

瘠
灯
低
ﾁ
人

18

?
S
如
鐵
石

19

s
詔
亦
不
欺

20

s
興
復
不
溺

21
ﾊ
無
傾
、
薫
掛

22

S
無
詐
憂
陽

23

N
子
大
道
入

24

ｩ
夕
恒
的
舵

手
ふ
と
錐
も
未
だ
必
ず
し
も
和
せ
ず

叩
犬
す
と
錐
も
未
だ
必
ず
し
も
戚
な
ら
ず

面
は
口
頭
の
交
は
り
を
結
ぶ

 
 
ジ
つ
ち

肚
の
裏
は
荊
棘
を
生
ず

よ好
き
人
は
常
に
直
道
し

世
間
の
逆
に
順
は
ず

悪
し
き
人
は
巧
詔
多
く

 
 
 
 
 
か
り
そ
め

非
義
に
し
て
筍
且
に
得
る

是
く
の
若
く
真
人
に
微
へ
ば

堅
き
心
は
鉄
石
の
如
し

詔
は
ず
亦
欺
か
ず

奢
ら
ず
復
た
溺
れ
ず

 
 
 
 
 
お

面
 
色
争
を
酸
、
し
む
無
く

心
 
憂
楊
を
詐
る
無
し

君
子
は
大
道
の
人

朝
夕
恒
に
的
的
た
り

 
獣
の
中
に
人
間
性
が
あ
る
が
、
人
と
姿
形
が
ち
が
う
の
で
人
に
分
け
隔
て
ら
れ
る
。
人
の

中
に
獣
の
心
が
あ
る
が
、
は
た
し
て
何
人
が
そ
の
こ
と
を
真
に
識
っ
て
い
よ
う
か
。
古
人
は

姿
は
獣
に
似
て
い
た
が
、
皆
大
き
な
聖
徳
が
あ
っ
た
。
今
人
は
表
面
は
人
に
似
て
い
る
が
、

獣
の
心
が
あ
る
こ
と
を
ど
う
し
て
測
り
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
彼
ら
は
笑
っ
て
は
い
て
も

必
ず
し
も
和
や
か
で
は
な
く
、
声
を
あ
げ
て
泣
い
て
い
て
も
必
ず
し
も
悲
し
ん
で
は
い
な
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
ら

表
面
で
は
口
先
ば
か
り
の
交
際
を
し
、
肚
の
う
ち
に
は
イ
バ
ラ
の
よ
う
な
悪
口
を
生
じ
て
い

る
。
良
い
人
物
は
常
に
ま
っ
す
ぐ
も
の
を
言
い
、
世
間
の
人
々
の
行
う
邪
な
道
に
従
い
は
し

な
い
。
悪
い
人
物
は
巧
み
な
詔
い
が
多
く
、
正
義
に
そ
む
き
、
ご
ま
か
し
て
も
の
を
得
る
。

こ
の
よ
う
に
真
人
に
な
ら
え
ば
、
堅
い
心
は
鉄
石
の
よ
う
に
な
る
。
詔
わ
ず
、
ま
た
欺
か
ず
、

奢
ら
ず
、
溺
れ
な
い
心
で
あ
る
。
表
面
に
関
し
て
は
容
色
を
惜
し
ん
だ
り
せ
ず
、
心
に
関
し

て
は
憂
え
お
そ
れ
る
気
持
ち
を
詐
っ
た
り
は
し
な
い
。
君
子
は
そ
の
よ
う
な
大
道
の
人
で
あ

り
、
朝
夕
い
つ
も
明
ら
か
な
存
在
で
あ
る
。

 
本
詩
は
、
友
人
を
選
ぶ
際
の
注
意
事
項
が
並
べ
て
あ
る
。
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
詩
で

は
、
良
い
人
物
を
友
人
と
し
て
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は

Res.  Rep.  of Ube Tech.  Coll. ， No.  37 March 1991



論友交の郊子
皿5

ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
注
意
す
べ
き
か
を
、
述
べ
て
い
る
。
一
首
全
体
に
反
復
的
表
現
を
用
い

て
い
る
。

 
1
～
8
句
は
「
獣
」
と
「
人
」
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
繰
り
返
し
て
い
る
。
 
「
人
性
」
を
肯
定

し
、
 
「
獣
心
」
を
否
定
し
て
い
る
が
、
1
～
4
句
は
5
句
「
古
人
形
似
獣
」
を
導
く
も
の
で
、

〈
興
〉
的
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

 
奏
上
に
お
い
て
は
「
古
」
は
一
二
の
例
外
を
除
い
て
、
す
べ
て
高
く
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
実
体
は
詩
句
の
中
か
ら
は
っ
か
め
な
い
。
む
や
み
な
憧
れ
の
よ
う
に
も
受

け
取
れ
る
。
結
局
、
 
「
今
」
を
強
く
否
定
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
と
考
え
る
の
が
良
い
だ
ろ

う
。
本
詩
で
も
「
古
人
」
は
「
今
人
」
と
対
比
的
に
扱
わ
れ
、
 
「
今
人
」
を
攻
撃
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
例
と
し
て
は
次
の
も
の
が
あ
る
。

5
古
人
結
交
而
重
義
 
 
古
人
交
は
り
を
結
ん
で
義
を
重
ん
じ

6
今
人
結
交
而
重
利
 
 
今
人
交
は
り
を
結
ん
で
利
を
重
ん
ず

7
今
交
非
古
交
 
 
今
の
交
は
り
は
古
へ
の
交
は
り
に
非
ず

8
夢
語
聞
皆
輕
 
 
貧
語
 
聞
き
て
皆
軽
し

(
巻
二
 
里
国
)

(
聖
王
 
秋
夕
貧
居
述
懐
)

ど
ち
ら
も
「
今
」
の
「
交
」
を
批
判
す
る
た
め
に
「
古
」
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

 
9
～
1
2
句
は
「
今
人
」
の
表
面
上
に
現
れ
た
も
の
と
、
内
側
の
も
の
は
違
う
と
い
う
こ
と
を

言
う
。
す
で
に
「
審
交
」
 
(
巻
二
)
で
取
り
上
げ
た
と
お
り
で
あ
る
。
大
き
く
ま
と
め
れ
ば
、

初
句
か
ら
1
2
句
ま
で
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
「
今
人
」
に
も
「
好
人
」
と
「
悪
人
」
が
い
る
。
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
「
悪

人
」
の
方
で
あ
る
。
1
5
・
1
6
句
は
1
1
・
1
2
句
と
対
応
し
て
い
る
。

 
1
7
句
か
ら
は
鉄
石
の
よ
う
な
堅
い
心
を
持
っ
た
人
、
す
な
わ
ち
友
人
と
し
て
選
ぶ
べ
き
「
君

子
」
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
か
を
描
写
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
条
件
に
適
う
人
物
で
あ

れ
ば
、
友
人
と
し
て
た
よ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
1
9
・
2
0
句
で
は
五
言
句
の

第
三
字
を
中
心
と
し
て
対
称
的
に
同
字
を
繰
り
返
す
と
い
う
孟
郊
に
特
徴
的
な
反
復
的
表
現
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。
2
1
・
2
2
句
「
面
無
砿
色
容
、
心
言
置
憂
楊
」
は
友
人
と
す
べ
き
理
想
的
な

人
物
の
よ
う
す
だ
が
、
こ
れ
は
1
1
・
1
2
句
「
面
結
口
頭
交
、
肚
裏
生
荊
棘
」
と
い
う
非
難
す
べ

き
人
物
の
よ
う
す
に
対
応
し
て
い
る
。

七

 
五
篇
の
詩
を
見
て
き
た
の
だ
が
、
孟
郊
の
主
張
す
る
こ
と
は
た
っ
た
の
一
つ
し
か
な
い
。
 
「
良

い
人
物
を
選
ん
で
交
際
せ
よ
。
さ
も
な
く
ば
、
い
っ
か
裏
切
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
孟
郊
の
「
交
友
論
」
は
交
際
に
お
け
る
マ
イ
ナ
ス
面
の
み
を
見
て
、
注
意
を
促
し
て
い

る
だ
け
で
あ
る
。
 
「
好
人
」
 
「
君
子
」
が
心
変
わ
り
し
な
い
、
と
説
く
の
も
マ
イ
ナ
ス
面
の
否

定
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
概
し
て
孟
郊
に
は
も
の
ご
と
の
マ
イ
ナ
ス
面
を
見
よ
う
と
す
る
傾

向
が
あ
る
。
 
『
孟
東
野
詩
集
』
を
播
け
ば
随
所
に
そ
の
よ
う
な
詩
句
が
見
ら
れ
る
。
本
稿
で
取

り
上
げ
た
詩
で
も
、
交
友
の
持
つ
プ
ラ
ス
面
、
心
の
つ
な
が
り
を
も
と
と
す
る
豊
か
な
友
情
な

ど
に
言
及
す
る
こ
と
が
な
い
。
ど
の
詩
に
も
似
た
よ
う
な
発
想
と
表
現
が
出
て
く
る
も
の
も
あ

た
り
ま
え
の
こ
と
で
あ
る
。
プ
ラ
ス
面
で
あ
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
詠
む
こ
と
も
出
来

よ
う
が
、
マ
イ
ナ
ス
面
は
多
面
的
に
描
く
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
な
交
友
観
を
持
ち
、
詩
と
し
て
発
表
す
る
人
物
が
、
傍
に
い
る
人
々
に
は
ど
の
よ

う
に
見
え
た
だ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
友
人
と
し
て
付
き
合
っ
て
い
た
人
は
、
自
分
を
も
常
に
疑

い
の
ま
な
ざ
し
を
見
詰
め
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
の
で
は
な
い
か
。
孟
郊
と
最
も
親
密
で
あ
っ

た
韓
愈
は
清
濁
併
せ
呑
む
タ
イ
プ
の
人
物
で
あ
り
、
自
己
の
俗
物
性
に
も
自
覚
が
あ
っ
た
か
ら
、

年
長
の
孟
郊
の
愚
直
さ
を
愛
し
た
の
だ
ろ
う
が
、
時
折
閉
口
し
た
よ
う
す
も
見
う
け
ら
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③

 
韓
愈
の
「
長
安
交
遊
者
。
贈
孟
郊
」
と
い
う
詩
は
、
孟
郊
の
交
友
観
の
過
激
さ
を
た
し
な
め

る
と
い
う
内
容
の
も
の
で
あ
る
。

長
安
交
遊
者
。
贈
三
芳

長
安
交
遊
者

貧
富
各
有
徒

親
朋
相
差
時

亦
各
有
蓋
娯

随
室
有
文
史

観
講
親
浮
竿

何
能
響
町
惇

盗
難
分
賢
愚

長
安
交
遊
の
者
 
孟
郊
に
贈
る

長
安
交
遊
の
者

貧
富
 
各
く
徒
有
り

親
朋
 
試
写
ぐ
る
の
時

亦
た
各
く
以
て
評
し
む
有
り

六
四
に
文
史
有
り

高
門
に
笙
竿
有
り

何
ぞ
能
く
栄
惇
を
弁
ぜ
ん

且
つ
賢
愚
を
分
た
ん
と
欲
す
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「
貧
」
は
必
ず
「
賢
」
で
あ
り
、
 
「
富
」
は
必
ず
「
愚
」
で
あ
る
と
す
る
孟
郊
の
図
式
的
で
頑

な
な
攻
撃
に
対
し
て
、
お
そ
ら
く
韓
愈
の
よ
う
な
反
応
が
一
般
的
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

 
孟
郊
の
交
友
論
に
関
し
て
も
、
 
「
君
子
」
と
「
小
人
」
は
一
人
の
人
間
の
中
で
混
じ
り
あ
っ

て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
は
つ
き
り
と
分
け
ら
れ
な
い
と
感
じ
て
、
全
面
的
に
賛
同
す
る
者

は
い
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
 
『
孟
東
野
詩
集
』
の
「
哀
傷
」
の
詩
篇
や
友
人
た
ち

の
孟
郊
を
悼
む
詩
に
は
儀
礼
的
な
も
の
以
上
の
真
情
を
感
じ
る
の
は
な
ぜ
か
。
豊
か
な
友
晴
を

交
わ
し
な
が
ら
、
な
ぜ
、
孟
郊
は
そ
れ
ら
を
捨
て
去
っ
た
よ
う
な
交
友
論
を
述
べ
る
の
か
。
結

局
は
理
論
と
実
際
の
違
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
が
、
も
う
少
し
孟
郊
の
交
友
関
係
を
調
べ
、

贈
答
詩
を
読
み
込
ん
で
か
ら
結
論
を
出
し
て
み
よ
う
と
考
え
て
い
る
。

(
注
)

 
底
本
に
は
、
華
枕
之
校
訂
『
孟
東
野
詩
集
』
 
(
人
民
文
学
出
版
社
V
を
使
用
し
、
野
口
一
雄

編
『
孟
郊
詩
索
引
』
 
(
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
附
属
東
洋
学
文
献
セ
ン
タ
ー
)
を
参
考
に

し
た
。①

薄
井
信
治
「
〈
興
〉
表
現
に
つ
い
て
」
宇
部
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
報
告
第
3
6
号

②
陳
延
傑
撰
『
孟
東
野
詩
注
』
(
新
文
豊
出
版
公
司
)
巻
二
に
「
言
錬
金
可
知
人
心
良
與

 
否
。
 
『
拾
遺
記
』
。
方
丈
山
有
池
泥
。
色
若
金
。
百
錬
可
為
金
。
色
青
。
照
鬼
魅
。
猶
石

 
鏡
。
不
得
藏
形
也
。
」
と
あ
る
。

③
『
昌
黎
先
生
集
』
(
台
湾
中
華
書
局
)
巻
一
。

 
 
(
平
成
三
年
九
月
二
十
五
日
受
理
)

(
宇
部
工
業
高
等
専
門
学
校
国
語
教
室
)
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