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3　はじめに

は
じ
め
に

あ
の
「
３
・
11
東
日
本
大
震
災
」
か
ら
早
や
５
年
の
歳
月
が
過
ぎ
ま
し
た
。
い
ま
だ
復
興
の
途
上
に
あ
り

ま
す
。
そ
う
し
た
と
き
に
、
熊
本
地
震
が
起
き
、
多
く
の
人
が
甚
大
な
被
害
を
受
け
ま
し
た
。
心
か
ら
お
見

舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

多
発
す
る
自
然
災
害
は
、
日
本
人
の
生
き
方
、
と
り
わ
け
そ
の
死
生
観
に
強
い
影
響
を
与
え
て
き
た
こ
と

は
多
く
の
識
者
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
も
、「
３
・
11
東
日
本
大
震
災
」
を
経
験
し
て
、

そ
の
こ
と
を
深
く
実
感
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
同
時
に
、
か
つ
て
な
い
大
き
な
試
練
に
直
面

し
て
、
改
め
て
思
っ
た
こ
と
は
、
学
生
諸
君
に
い
か
な
る
困
難
に
も
負
け
な
い
「
人
間
力
」
を
身
に
つ
け
て

ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

私
た
ち
の
大
学
で
あ
る
東
日
本
国
際
大
学
・
い
わ
き
短
期
大
学
は
、
儒
学
を
建
学
の
精
神
と
し
て
お
り
ま
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す
。
小
規
模
な
大
学
な
が
ら
、
東
洋
思
想
研
究
所
と
儒
学
文
化
研
究
所
を
擁
し
、
建
学
の
精
神
を
体
現
す
べ

く
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
が
、
一
昨
年
に
ス
タ
ー
ト
し
た
「
人
間
力
育
成
講

座
」
で
す
。
こ
れ
は
、「
３
・
11
」
の
体
験
を
踏
ま
え
、
各
界
で
活
躍
す
る
第
一
人
者
を
お
招
き
し
て
、
講

演
を
し
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。
同
講
座
に
は
一
般
市
民
も
参
加
し
、
共
感
の
輪
を
地
域
に
広
げ
る
と
と
も

に
、
学
生
を
啓
発
し
、
未
来
へ
の
指
標
を
与
え
る
貴
重
な
機
会
と
し
て
定
着
し
て
お
り
ま
す
。
本
書
に
は
、

こ
う
し
た
講
演
の
中
か
ら
６
編
を
選
び
、
収
録
し
ま
し
た
。

一
方
、本
学
に
と
っ
て
最
重
要
の
行
事
と
な
る
「
孔
子
祭
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、平
成
元
年
（
１
９
８
９

年
）
に
、
大
学
の
構
内
に
孔
子
を
祀ま
つ

る
大
成
殿
が
完
成
し
た
こ
と
を
記
念
し
て
、
毎
年
、
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
も
の
で
、
本
年
で
第
28
回
を
数
え
る
に
至
っ
て
い
ま
す
。「
孔
子
祭
」
で
は
、
こ
れ
ま
で
国
内
外
か

ら
多
数
の
有
識
者
を
招
き
、
記
念
講
演
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
等
を
意
欲
的
に
開
催
す
る
な
ど
、
国
際
的
な
学
術

交
流
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
着
実
に
広
げ
る
原
動
力
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
本
書
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
記
念
講

演
の
中
か
ら
、
特
に
震
災
後
に
発
表
さ
れ
た
３
編
の
講
演
を
収
録
し
ま
し
た
。

こ
れ
ら
全
９
編
の
講
演
は
い
ず
れ
も
、
深
く
濃
密
な
内
容
を
含
み
な
が
ら
、
平
易
な
言
葉
で
語
ら
れ
て
お

り
、
一
つ
一
つ
に
説
得
力
が
あ
り
ま
す
。
多
く
の
人
に
ぜ
ひ
聞
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
よ
う
な
講
演
で

し
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ
う
し
て
本
書
を
発
刊
で
き
た
こ
と
は
嬉
し
い
限
り
で
す
。
少
し
で
も
多
く
の
人
が
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本
書
を
手
に
取
り
、
人
生
へ
の
指
針
と
な
る
エ
ッ
セ
ン
ス
を
汲
み
取
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

２
０
１
６
年
６
月�

学
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法
人
昌
平
黌
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事
長　

緑
川　

浩
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３・11 の衝撃の後で』（筑摩選書）などがある。
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今
日
の
講
演
の
題
は
「
公
共
哲
学
と
Ｗ
Ａ
」
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
「
Ｗ
Ａ
」
は
、
平
和
の
「
和
」、

連
帯
の
意
味
の
「
輪
」
の
二
つ
の
意
味
を
兼
ね
て
お
り
、
ま
た
英
語
の
「
Ｗ
Ａ
Ｒ
」
と
の
対
比
も
含
意
し
て

お
り
ま
す
。
本
日
は
、
そ
う
し
た
様
々
な
「
Ｗ
Ａ
」
の
意
味
合
い
の
違
い
に
つ
い
て
念
頭
に
置
き
な
が
ら
お

話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
前
半
で
は
公
共
哲
学
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
学
問
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
さ

ら
に
、
孟
子
に
つ
い
て

︱
と
い
う
の
も
、
今
日
は
孔
子
祭
で
す
が
、
孟
子
の
哲
学
と
い
う
の
は
公
共
哲
学

の
原
点
に
し
て
今
日
的
な
意
味
も
持
っ
て
お
り
ま
す
の
で

︱
お
話
し
し
、後
半
は「
Ｗ
Ａ
」と
し
て
の「
和
」

の
本
質
的
な
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

公
共
哲
学
に
つ
い
て

で
は
、
最
初
に
「
公
共
哲
学
」
と
は
ど
の
よ
う
な
学
問
で
あ
る
の
か
、
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
黒
板
を
使

い
な
が
ら
、
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。「
善
い
公
正
な
社
会
を
追
究
し
な
が
ら
、
現
下
で
起
こ
っ
て

い
る
深
刻
な
公
共
的
問
題
と
取
り
組
む
学
問
」
が
、公
共
哲
学
の
定
義
で
す
。
黒
板
に
「
善
い
社
会
？
」「
公

正
な
社
会
？
」
と
書
き
ま
し
た
。
時
間
が
あ
れ
ば
、
皆
さ
ん
の
一
人
一
人
に
、
ど
の
よ
う
な
社
会
が
善
い
社

会
な
の
か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
社
会
が
公
正
な
社
会
な
の
か
、
質
問
し
て
み
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
今
日
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は
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、ど
の
よ
う
な
社
会
が
「
公
正
な
社
会
」
か
、「
善
い
社
会
」
か
を
問
い
か
け
、

自
分
自
身
で
考
え
て
み
る
と
こ
ろ
か
ら
公
共
哲
学
は
始
ま
り
ま
す
。

た
と
え
ば
「
善
い
社
会
」
と
い
う
の
は
「
皆
が
幸
福
に
な
れ
る
社
会
」
あ
る
い
は
「
皆
が
幸
福
に
な
れ
る

よ
う
な
条
件
が
整
っ
た
社
会
」
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
実
際
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
は
、
最
高
に
善
い
社
会
と
は
「
皆
が
幸
福
に
な
れ
る
社
会
」
で
あ
る
と
考
え
ま
し
た
。
し
か
も
そ

れ
は
、
単
に
「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
と
い
っ
た
功
利
主
義
的
な
考
え
方
と
は
違
っ
て
、
一
人
一
人
が
個

性
を
も
っ
て
自
分
を
伸
ば
し
て
い
く
社
会
、
皆
が
そ
れ
ぞ
れ
相
互
に
触
発
さ
れ
な
が
ら
幸
福
に
な
っ
て
い
く

社
会
、
自
分
だ
け
で
は
な
く
他
の
人
に
も
幸
福
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
願
う
社
会
と
い
う
も
の
で
し
た
。
こ
の

社
会
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
コ
イ
ノ
ニ
ア
」
と
名
付
け
ま
す
。
こ
の
コ
イ
ノ
ニ
ア
で
は
、
画
一
的
な
幸
福

が
あ
る
の
で
は
な
く
、
一
人
一
人
が
個
性
を
伸
ば
し
な
が
ら
自
己
実
現
で
き
る
社
会
で
す
。
た
と
え
ば
、
ス

ポ
ー
ツ
が
得
意
な
人
は
そ
れ
を
伸
ば
し
、
職
人
芸
が
得
意
で
あ
れ
ば
そ
れ
を
伸
ば
す
。
そ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ

れ
の
個
性
に
合
っ
た
自
己
実
現
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
社
会
、
そ
れ
が
最
も
善
い
社
会
「
コ
イ
ノ
ニ
ア
」
だ

と
考
え
た
わ
け
で
す
。

で
は
「
公
正
な
社
会
」
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
、
誰
も
差
別
を
受
け
な
い
で
公
正
に
扱
わ
れ
る
、

そ
し
て
個
性
を
持
ち
な
が
ら
自
己
実
現
を
し
て
い
け
る
社
会
で
す
。
皆
さ
ん
は
、
こ
れ
ま
で
に
不
公
正
や
差
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別
を
さ
れ
る
と
い
う
経
験
を
し
て
き
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
時
に
「
な
ぜ
？
」
と
非
常
に
不
愉
快

に
思
わ
れ
た
こ
と
も
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
、
ス
ポ
ー
ツ
の
場
合
「
フ
ェ
ア
」
と
い
う
こ
と
が
と

て
も
大
切
で
す
ね
。
そ
し
て
社
会
に
お
い
て
も
、
や
は
り
こ
の
「
フ
ェ
ア
」
と
い
う
精
神
が
大
切
に
な
っ
て

く
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
「
公
正
な
社
会
」
と
い
う
こ
と
は
「
フ
ェ
ア
な
社
会
」
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
で

す
か
ら
、「
公
正
な
社
会
と
は
何
か
」
を
皆
さ
ん
方
が
最
初
に
学
ぶ
の
は
、
た
と
え
ば
ス
ポ
ー
ツ
に
お
い
て

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
公
共
哲
学
と
い
う
の
は
ス
ポ
ー
ツ
を
し
な
が
ら
学
べ
る
哲
学
だ
と
も
い
え
る
わ
け
で
す
。

ス
ポ
ー
ツ
で
は
審
判
が
公
正
な
ジ
ャ
ッ
ジ
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
野
球
で
も
そ
う
で
す
し
、
サ
ッ

カ
ー
で
も
そ
う
で
す
よ
ね
。
フ
ェ
ア
に
試
合
を
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
サ
ッ
カ
ー
で
あ
れ
ば
、ア
ン
フ
ェ

ア
な
行
為
を
す
れ
ば
イ
エ
ロ
ー
カ
ー
ド
を
突
き
つ
け
ら
れ
ま
す
し
、
レ
ッ
ド
カ
ー
ド
で
退
場
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
形
で
、
み
ん
な
が
幸
福
に
な
れ
る
よ
う
な
善
い
社
会
と
は
ど
ん
な
社
会
だ
ろ
う
か
、
そ
し
て
誰

も
が
ル
ー
ル
に
従
う
よ
う
な
公
正
な
社
会
と
は
何
だ
ろ
う
か
、
と
考
え
る
の
が
公
共
哲
学
で
あ
る
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
た
だ
単
に
考
え
た
だ
け
で
は
駄
目
な
の
で
す
。
公
共
哲
学
に
は
、
も
う
一
つ
大
切
な
要
件
が
加

わ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
現
在
起
こ
っ
て
い
る
よ
う
な
深
刻
な
公
共
的
問
題
と
取
り
組
む
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

つ
ま
り
実
践
を
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
皆
さ
ん
も
身
近
で
感
じ
ら
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
が
、
東

日
本
大
震
災
で
、
多
く
の
方
々
が
津
波
で
亡
く
な
ら
れ
る
、
福
島
で
あ
れ
ば
放
射
能
の
問
題
に
苦
し
め
ら
れ
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て
い
る
、
と
い
っ
た
状
況
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
っ
た
公
共
的
な
問
題
を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
る
か
、

そ
の
時
に
、
政
策
的
、
政
治
的
な
問
題
と
実
際
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
が
必
要
に
な
る
わ
け
で

す
。
つ
ま
り
、
一
方
で
善
い
公
正
な
社
会
を
目
指
し
な
が
ら
、
他
方
で
現
実
に
起
こ
っ
て
い
る
よ
う
な
大
き

な
問
題
と
取
り
組
む
、
そ
う
し
た
学
問
が
公
共
哲
学
だ
と
理
解
し
て
く
だ
さ
い
。

と
こ
ろ
で
、
皆
さ
ん
の
中
で
、
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
教
授
の
『
こ
れ
か
ら
の
正
義
の
話
を
し
よ
う
』
等

の
シ
リ
ー
ズ
を
テ
レ
ビ
で
見
た
こ
と
の
あ
る
方
は
手
を
挙
げ
て
い
た
だ
け
ま
す
か
？　

は
い
、
少
な
い
で
す

け
れ
ど
い
る
よ
う
で
す
ね
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
積
極
的
に
取
り
上
げ
て
い
た
の
で
、
今
で
は
日
本
で
も
す
っ
か
り
有

名
に
な
り
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
有
名
に
な
る
前
の
サ
ン
デ
ル
は
私
も
良
く
知
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
テ
レ

ビ
の
有
名
人
に
な
る
と
い
う
の
は
、
私
自
身
は
あ
ま
り
好
ま
し
い
と
思
わ
な
い
の
で
、
最
近
は
交
流
し
て
い

ま
せ
ん
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
サ
ン
デ
ル
さ
ん
は
公
共
哲
学
の
第
一
人
者
で
、
先
ほ
ど
の
傅フ

先
生

の
講
演
（「
君
子
は
預
言
者
か
そ
れ
と
も
師
儒
か
」）
で
名
前
の
出
て
お
り
ま
し
た
テ
オ
ド
ア
・
ド
・
バ
リ
ー
や
、

サ
ン
デ
ル
の
先
生
で
あ
る
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
と
い
っ
た
学
者
た
ち
と
、
十
二
年
前
に
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド

で
議
論
し
て
以
来
の
知
り
合
い
で
す
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
は
公
共
哲
学
全
般
に
つ
い
て
の
話
で
し
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
特
に
儒
教
の
公
共
哲
学
、

と
り
わ
け
孟
子
の
公
共
哲
学
に
つ
い
て
お
話
し
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。



儒
学
思
想
の
生
き
方　
孔　

垂
長



⦿孔　垂長（こう・すいちょう）（Kung,�Chui-chang）
1975 年台湾台北市生まれ。孔子の 79 代目嫡孫。オース
トラリアに留学後、ビジネスマンに。2009 年中華民国
大成至聖先師奉祀官に。同年、歴代最年少で総統府の
国策顧問に就任。山東大学、東日本国際大学名誉教授。
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中
国
文
化
の
精
髄
と
し
て
の
儒
学
思
想

中
国
の
儒
学
思
想
は
、
わ
ず
か
に
一
つ
の
学
説
・
理
念
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
一
個
の
文
化
で
も
あ
り
ま

す
。
儒
学
思
想
は
、
中
国
の
二
千
五
百
年
余
り
の
文
化
的
発
展
を
主
導
し
て
き
た
も
の
で
、
中
国
の
倫
理
思

想
の
核
心
で
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
個
人
の
日
常
生
活
の
様
々
な
場
面
に
お
い
て
、
実
際
に
広

く
用
い
ら
れ
て
き
た
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

祖
先
の
孔
子
の
儒
学
思
想
の
最
大
の
特
色
は
、
ま
さ
し
く
「
人
を
本
と
為
す
（
人
を
根
本
と
す
る
）」
と
い

う
人
文
精
神
に
基
づ
く
も
の
で
、
人
類
の
基
本
的
な
道
徳
的
要
求
を
表
現
し
た
も
の
で
す
。
そ
れ
は
強
制
的

な
思
想
で
は
な
く
、
人
類
の
社
会
道
徳
的
な
生
活
か
ら
抽
出
さ
れ
た
も
の
で
、
自
身
の
内
在
的
な
欲
求
に
対

す
る
、
自
発
的
な
思
想
・
観
念
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
儒
学
の
思
想
は
、「
水
至
り
て
渠
成
る
（
時
期
が
来
れ

ば
自
然
に
物
事
が
成
就
す
る
）」
と
い
う
よ
う
に
、
直
接
的
に
日
常
生
活
の
内
で
応
用
・
実
践
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
。
こ
れ
こ
そ
が
調
和
の
と
れ
た
「
生
き
方
」
で
あ
る
の
で
す
。

儒
学
思
想
の
生
き
方
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
人
の
現
実
的
価
値
を
是
認
し
、
人
の
存
在
意
義
を
提
唱
し
て

い
ま
す
。
そ
の
思
想
で
は
、
人
生
が
現
実
世
界
に
存
在
す
る
意
義
を
肯
定
し
、
天
・
地
・
人
の
三
者
の
中
で
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は
、
人
が
中
心
で
、
最
も
重
要
な
位
置
に
あ
る
と
認
め
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
次
に
、
儒
学
思
想
の
生
き
方
で
は
、
さ
ら
に
現
在
の
人
権
思
想
の
観
念
も
表
明
し
、「
他
人
の
生
命
」

と
「
人
へ
の
ま
ご
こ
ろ
」
を
尊
重
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
が
、
ま
さ
し
く
「
仁
者
が
人

を
愛
す
る
」
思
想
で
す
。
こ
の
「
仁
者
が
人
を
愛
す
る
」
こ
と
は
、
人
々
の
基
本
的
権
利
に
つ
い
て
、
承
認

と
肯
定
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

「
仁
」
と
は
、儒
学
思
想
の
核
心
と
基
礎
で
あ
り
、い
わ
ゆ
る
「
仁
が
至
る
場
所
に
は
、義
も
当
然
存
在
す
る
」

と
い
う
こ
と
ば
の
通
り
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
中
国
の
古
代
で
は
、「
仁
」
の
字
は
、「
人
が
二
本
の
足
で
道
を

歩
き
、
そ
の
そ
ば
に
二
を
加
え
る
」
よ
う
に
書
き
ま
し
た
。「
二
人
」
と
は
、
ふ
た
り
の
人
で
あ
り
、
ま
さ

し
く
、
人
と
人
の
間
、
社
会
を
表
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
人
自
身
が
仁
で
あ
る
こ
と
が
「
根
本
」
で
、
人

の
間
に
あ
る
も
の
が
、「
相
互
」
に
「
作
用
」
し
あ
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
孔
子
が
述
べ
た
「
吾
が

道
は
一
以
て
之
を
貫
く
（
私
の
理
想
は
一
つ
の
道
理
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
）」
と
は
、別
の
言
い
方
を
使
っ
て
、

仁
の
本
体
と
そ
の
作
用
が
一
貫
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
な
の
で
す
。

孔
子
の
思
想
体
系
の
最
も
重
要
な
要
素
は
、「
仁
」
で
す
。
仁
者
が
人
を
愛
す
る
と
は
、「
自
分
自
身
が
し

て
ほ
し
く
な
い
こ
と
を
、
人
に
し
て
は
い
け
な
い
」
こ
と
で
、「
敬
天
愛
人
（
天
を
敬
い
人
を
愛
す
る
こ
と
）」

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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祖
先
の
孔
子
は
『
論
語
』
の
中
で
、
二
回
「
自
分
自
身
が
し
て
ほ
し
く
な
い
こ
と
を
、
人
に
し
て
は
い
け

な
い
」と
い
う
観
念
を
提
起
し
て
い
ま
す
。個
人
の
行
為
を
国
家
と
連
動
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
、孔
子
は「
他

人
に
損
害
を
与
え
て
自
身
に
利
益
を
与
え
」「
他
人
の
危
機
に
乗
じ
」「
他
人
を
騙だ
ま

し
損
害
を
与
え
る
」
行
為

と
し
て
極
力
反
対
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
儒
学
思
想
で
は
、「
己
の
心
で
推
し
量
っ
て
人
に
及
ぼ
す
」

こ
と
を
非
常
に
強
調
し
、
た
だ
、
こ
う
す
る
だ
け
で
、
つ
い
に
は
、
調
和
の
と
れ
た
円
満
な
人
間
関
係
と
世

界
平
和
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
み
な
し
て
い
る
の
で
す
。

そ
し
て
、「
仁
者
が
人
を
愛
す
る
」
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
五
倫
」
と
「
十
義
」
を
必
要
な
方
法
と
み
な
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、小
か
ら
大
ま
で
、家
庭
か
ら
社
会
や
国
家
に
ま
で
、等
し
く
実
践
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

い
わ
ゆ
る
「
五
倫
」
と
は
、
つ
ま
り
「
父
子
、
親
あ
り
」「
君
臣
、
義
あ
り
」「
夫
妻
、
別
あ
り
」「
長
幼
、

序
あ
り
」「
朋
友
、
信
あ
り
」
と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。

ま
た
「
十
義
」
と
は
、
ま
さ
し
く
「
君
は
仁
」「
臣
は
忠
」「
父
は
慈
」「
子
は
孝
」「
兄
は
友
」「
弟
は
恭
」

「
夫
は
義
」「
婦
は
順
」「
朋
は
実
」「
友
は
信
」
を
指
し
て
い
る
の
で
す
。

例
を
挙
げ
て
説
明
す
る
と
、
儒
学
の
文
化
で
は
、「
孝
」
の
観
念
を
非
常
に
重
視
し
て
い
ま
す
。
孔
子
の

言
葉
に
、「
弟
子
の
み
な
さ
ん
、
家
で
は
孝
に
基
づ
い
て
父
母
に
尽
く
し
な
さ
い
。
外
で
は
、
年
長
者
に
よ

く
仕
え
る
よ
う
に
。
何
事
も
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
、
人
か
ら
信
用
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
さ
い
。
区
別
な
く
、
す
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べ
て
の
人
々
を
愛
し
、人
格
者
と
親
し
く
付
き
合
う
よ
う
に
。
そ
れ
だ
け
の
こ
と
を
し
た
後
に
、余
力
が
あ
っ

た
な
ら
ば
、
そ
こ
で
学
問
に
励
み
な
さ
い
」
と
あ
る
の
は
こ
の
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
の
で
す
。
中
国
の
家

庭
で
は
、
ず
っ
と
「
父
の
慈
」
と
「
子
の
孝
」
を
手
本
と
し
て
い
ま
す
が
、
今
日
ま
で
、「
百
の
善
行
の
第

一
は
孝
で
あ
る
」
と
い
う
観
念
は
、
な
お
依
然
と
し
て
、
深
く
私
た
ち
に
影
響
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
中
国

の
文
化
の
精
髄
と
な
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
中
国
か
ら
世
界
各
地
に
広
ま
っ
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
中
国
の
近
隣
の
国
家
に
対
す
る
影
響
は
、
さ
ら
に
深
遠
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
韓
国
と
日
本
の
社

会
は
、
ま
さ
し
く
儒
学
の
文
化
の
薫
陶
を
深
く
受
け
て
い
る
の
で
す
。

良
好
な
人
間
関
係
を
維
持
す
る
た
め
の
道
徳
的
準
則

儒
学
の
生
き
方
に
は
、
す
な
わ
ち
人
倫
関
係
の
規
範
を
、
家
庭
か
ら
社
会
と
国
家
に
ま
で
及
ぼ
す
と
い
う

別
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
す
べ
て
の
人
が
、
良
好
な
人
間
関
係
を
維
持
す
る
た
め
に
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
基
本
的
な
道
徳
的
準
則
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
孔
子
は
、「
家
で
は
孝
に
基
づ
い
て
父
母

に
尽
く
し
な
さ
い
。
外
で
は
年
長
者
に
よ
く
仕
え
る
よ
う
に
。
何
事
も
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
、
人
か
ら
信
用
さ

れ
る
よ
う
に
し
な
さ
い
。
区
別
な
く
、
す
べ
て
の
人
々
を
愛
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
強
調
し
て
い
る
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