
　 　

論
語
と
は

論
語
の
名
は
漢
書
芸
文
志
に
よ
る
と
「
論
語
は

孔
子
と
弟
子
や
そ
の
時
代
の
人
々
と
の
問
答
、

及
び
弟
子
同
士
の
対
話
、
ま
た
弟
子
た
ち
が
孔

子
か
ら
直
接
聞
い
た
言
葉
で
あ
る
」
と
書
か

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、論
語
は
後
世
の
祖
録
（ 

祖
師
の
言
行
な
ど
の
記
録
）・
語
録
・
問
答
録

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
孔
子
の
普

段
の
生
活
ぶ
り
や
処
世
（
世
間
で
生
き
て
い
く

こ
と
。
世
渡
り
）
の
方
法
や
手
段
が
詳
し
く
記

さ
れ
て
い
る
の
で
、
孔
子
の
言
行
録
と
見
る
こ

と
も
可
能
で
あ
る
。
江
戸
後
期
の
漢
学
者
で
あ

る
石
川
竹
厓
に
よ
る
と
、「
論
は
議
・
説
の
意

味
で
あ
り
、
討
論
に
よ
っ
て
物
事
を
明
ら
か
に

論
語
講
義
　
論
語
総
説



　 　

す
る
こ
と
で
あ
る
。
語
は
午
で
あ
り
、
言
葉

が
行
き
交
う
の
で
あ
る
。
説
文
解
字
（
後
漢

の
学
者
許
慎
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
中
国
最
古

の
字
書
）
に
は
論
難
答
述
（
相
手
の
誤
り
を

論
じ
た
て
、
正
し
い
答
え
を
述
べ
る
＝
討
論

す
る
）
と
載
っ
て
い
る
。
論
語
と
名
付
け
た

意
味
は
、
語
の
字
を
主
と
す
る
。
言
葉
で
教

え
る
も
の
は
、す
べ
て
皆
こ
れ
を
語
と
い
う
。

孔
子
の
門
人
や
弟
子
と
の
対
話
は
、
皆
古
代

の
聖
王
（
堯
・
舜
・
禹
な
ど
）
の
道
を
語
る

た
め
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
を
名
付
け

て
語
と
い
う
」
こ
の
他
、
国
語
・
家
語
（
孔

子
家
語
）・
新
語
の
語
も
同
じ
意
味
で
あ
る
。

我
が
国
の
源
語
（
源
氏
物
語
）・
平
語
（
平

家
物
語
）・
勢
語
（
伊
勢
物
語
）
の
語
も
同

じ
意
味
で
あ
ろ
う
。



　 　

論
語
を
編
集
し
た
の
は
誰
か
。

程
子
（
北
宋
の
儒
学
者
　
程
顥
・
て
い
こ
う

程
頤
・
て
い
い 

兄
弟
の
尊
称
）
に
よ
る
と
「
論

語
は
有
子
・
曾
子
の
門
人
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ

た
。
よ
っ
て
論
語
で
は
有
子
・
曾
子
の
み
子
の

尊
称
で
呼
ば
れ
る
」
と
。
佐
藤
一
斎
翁
に
よ
れ

ば
「
論
語
は
誰
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
か
わ
か

ら
な
い
」
三
島
中
洲
先
生
に
よ
れ
ば
「
論
語
は

戦
国
時
代
の
末
に
完
成
し
た
」
と
。
そ
の
説
明

と
し
て
「
孟
子
が
誰
に
学
び
た
い
と
願
っ
た
か

と
言
え
ば
、
そ
れ
は
た
だ
孔
子
の
み
で
あ
る
。

し
か
し
、そ
の
書『
孟
子
』七
篇
の
中
に『
詩
経
』

『
書
経
』
か
ら
何
度
も
引
用
が
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
論
語
か
ら
の
引
用
が
な
い
の
は
な
ぜ

か
。
ま
た
孟
子
の
み
引
用
し
て
い
な
い
の
で
な

く
、
戦
国
時
代
の
学
者
は
み
な
一
語
も
論
語
を



　 　

引
用
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
孟
子
が
生
き
て
い

た
時
代
に
は
、
た
だ
そ
の
言
葉
を
伝
え
聞
く
の

み
で
、
論
語
は
未
だ
編
集
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
も
し
そ
の
書
（
論
語
）
が
あ
れ
ば
、

孟
子
が
ど
う
し
て
読
ま
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。

思
う
に
戦
国
時
代
の
末
期
、
孔
子
を
あ
が
め
尊

ぶ
人
た
ち
が
い
て
、「
孔
子
が
亡
く
な
っ
て
長
い

時
間
が
経
ち
、
こ
の
ま
ま
で
は
書
き
写
さ
れ
た

記
録
文
書
も
ま
も
な
く
失
わ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ

う
。
今
こ
れ
を
集
め
な
け
れ
ば
、
恐
ら
く
そ
れ

は
永
遠
に
消
滅
し
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
」
と
。

こ
の
時
、
孔
子
の
門
人
の
子
孫
で
方
々
に
散
ら

ば
っ
て
い
た
者
た
ち
が
、
祖
先
の
筆
記
し
た
記

録
文
書
を
所
蔵
し
て
お
り
、
あ
る
者
は
木
簡
で

三
、四
簡
、
あ
る
者
は
竹
札
で
五
、六
策
を
所
蔵

し
て
い
た
。
そ
こ
で
多
方
面
を
探
し
求
め
、
こ



　 　

こ
で
い
く
つ
、
あ
そ
こ
で
い
く
つ
と
記
録
文
章

を
入
手
し
、
そ
れ
ら
を
集
め
て
編
集
し
た
。
こ

れ
が
論
語
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
を
行
っ
た
の

が
誰
で
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。
中
洲
先
生
の

説
が
当
を
得
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。



　 　

我
が
国
に
お
け
る
論
語
の
学
び
方

論
語
が
我
が
国
に
伝
来
し
た
の
は
、
応
神
天
皇

の
十
六
年
で
、
百
済
の
王
仁
（
・
わ
に
）
が
来

て
論
語
十
巻
を
献
上
し
た
。
皇
太
子
の
稚
郎

子
（
・
わ
か
い
ら
つ
こ
）
が
王
仁
よ
り
論
語
を

学
ん
だ
。
我
が
国
の
論
語
学
は
こ
こ
に
始
ま
っ

た
。
文
武
天
皇
が
大
宝
元
年
に
出
さ
れ
た
学
令

で
、
鄭
玄
（
・
て
い
げ
ん
）
と
何
晏
（
・
か
あ

ん
）
の
注
釈
を
用
い
よ
と
あ
り
、
こ
れ
は
隋
と

唐
が
採
用
し
た
制
度
に
従
う
こ
と
で
あ
る
。
学

者
は
こ
れ
を
古
注
と
呼
ん
だ
。
一
方
後
醍
醐
天

皇
の
元
弘
建
武
の
時
に
、
朱
熹
集
注
（
南
宋
の

儒
学
者
朱
熹
に
よ
る
論
語
の
注
釈
書
　
朱
熹
＝

朱
子
）
が
伝
わ
っ
た
。
こ
れ
を
新
注
と
呼
ぶ
。

古
注
の
学
者
は
新
注
を
罵
っ
て
、
み
だ
り
に
高

遠
で
奥
深
い
思
想
と
な
し
、
表
で
儒
道
を
説
き



　 　

な
が
ら
、
裏
で
仏
道
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
は

孔
子
の
教
え
で
は
な
い
と
論
じ
た
。
一
方
新
注

の
学
者
は
古
注
を
嘲
っ
て
、
名
称
、
句
の
意
味
、

章
の
要
旨
の
末
端
に
ま
で
や
た
ら
と
こ
だ
わ
り
、

学
問
の
道
の
根
本
を
忘
れ
て
い
る
。
文
章
を
暗

誦
す
る
だ
け
の
屑
学
問
に
終
わ
り
、
自
分
の
た

め
に
も
国
の
た
め
に
も
役
に
立
た
な
い
と
批
判

し
た
。
こ
れ
は
世
に
い
う
門
戸
の
見
（
派
閥
に

偏
っ
た
考
え
）
で
あ
る
。
古
注
は
孔
子
が
亡
く

な
っ
て
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
時
代
に
作
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
事

に
つ
い
て
は
真
実
に
近
い
と
解
釈
す
べ
き
で
あ

り
、
一
概
に
捨
て
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
修

身
斉
家
（
身
を
修
め
家
を
斉
え
る
）
を
実
行
し

効
果
を
上
げ
る
に
は
、
新
注
の
説
に
従
う
方
が

近
道
で
あ
る
。
し
か
し
新
注
が
高
遠
で
奥
深
く



　 　

実
用
に
適
し
な
い
点
が
多
々
あ
る
の
は
仕
方
が

な
い
こ
と
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
う
ま
く
こ
れ

を
除
い
て
孔
子
を
模
範
と
し
て
自
ら
が
実
践
す

る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は

折
衷
学
者
（
両
方
の
良
い
点
を
混
ぜ
合
わ
せ
た

立
場
を
取
る
学
者
）
の
主
張
す
る
所
で
あ
り
、

私
も
同
意
見
で
あ
る
。
慶
長
元
和
の
時
代
に
藤

原
惺
窩
が
出
て
、そ
の
門
人
に
林
羅
山
が
い
た
。

徳
川
家
康
に
用
い
ら
れ
て
新
注
の
立
場
か
ら
論

語
に
訓
点
を
施
し
、
そ
れ
を
道
春
点
（
道
春
は

林
羅
山
の
号
）
と
称
し
た
。
そ
れ
は
広
く
世
の

中
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
後
世
、
羅

山
の
子
孫
が
大
学
頭
に
任
命
さ
れ
、
幕
府
の
文

教
（
学
問
と
教
育
）
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
朝
廷
で
は
古
く
か
ら
古
注
を
用
い
ら
れ
た

が
、
幕
府
で
は
開
府
以
来
宋
学
を
尊
ん
で
新
注



　 　

を
用
い
た
。
諸
侯
（
各
大
名
）
も
ま
た
幕
府
に

倣
い
、
明
治
に
至
る
ま
で
皆
新
注
を
用
い
た
。



　 　

孔
子
の
経
歴

孔
子
は
史
記
世
家
（
司
馬
遷
の
史
記
に
あ
る
名
家

の
記
録
）
に
よ
る
と
、
今
か
ら
二
千
四
百
七
十
四

年
前
、
魯
の
襄
公
二
十
二
年
に
、
魯
の
国
昌
平
郷

の
陬
邑
（
・
す
い
ゆ
う
）
で
生
ま
れ
た
。
初
め

は
倉
庫
の
役
人
、そ
の
後
畜
産
の
役
人
と
な
り
、

皆
よ
く
そ
の
職
責
を
全
う
さ
れ
た
。
三
十
五
歳

の
時
、
魯
の
君
主
、
昭
公
が
、
臣
下
で
あ
る
季
・

孟
・
叔
孫
三
家
と
の
戦
い
に
敗
れ
、
斉
の
国
に

亡
命
し
、
孔
子
も
そ
の
後
を
追
っ
て
斉
の
国
に

行
き
、
高
昭
子
（
・
こ
う
し
ょ
う
し
）
の
家
臣

と
な
っ
た
。
斉
の
君
主
景
公
は
孔
子
が
賢
者
で

あ
る
の
を
知
り
、
領
地
を
与
え
て
孔
子
を
用
い

よ
う
と
し
た
が
、
晏
嬰
（
・
あ
ん
え
い
　
晏
子

と
も
称
さ
れ
る)

と
い
う
者
が
こ
れ
を
阻
ん
だ
。

よ
っ
て
孔
子
は
魯
に
帰
っ
た
。
四
十
二
歳
の
時



　 　

に
昭
公
が
斉
で
亡
く
な
り
、
魯
で
は
定
公
が
君

主
と
な
っ
た
が
、
魯
の
国
は
大
夫
（
大
臣
）
で

あ
る
季
氏
が
実
権
を
握
っ
て
い
た
の
で
、
孔
子

は
季
氏
に
仕
え
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
た
ま

た
ま
季
氏
の
有
力
な
家
臣
で
あ
る
陽
虎
と
ご
機

嫌
取
り
の
仲
梁
懐
（
・
ち
ゅ
う
り
ょ
う
か
い
）

が
不
仲
と
な
り
、
陽
虎
が
主
人
の
季
氏
に
対
し

て
反
乱
し
て
再
び
国
が
乱
れ
、
孔
子
は
季
氏
に

仕
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。定
公
の
八
年
、

孔
子
五
十
歳
の
時
、
季
氏
の
有
力
家
臣
で
あ
る

公
山
弗
擾
（
・
こ
う
ざ
ん
ふ
つ
じ
ょ
う
）
が
季

氏
と
仲
違
い
し
て
、
陽
虎
と
一
緒
に
反
乱
を
起

こ
し
、
孔
子
を
招
こ
う
と
し
た
。
こ
の
時
孔
子

は
行
こ
う
と
し
た
が
、
つ
い
に
は
行
か
な
か
っ

た
。
孔
子
が
五
十
三
歳
の
時
、
定
公
は
孔
子
を

中
都
（
・
ち
ゅ
う
と
　
地
名
）
の
代
官
に
任
命



　 　

し
た
。
一
年
た
つ
と
、
四
方
の
町
が
孔
子
を
手
本

と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
司
空
（
・
し

く
う
　
囚
人
の
管
理
。治
水
と
土
木
工
事
を
司
る
。

当
時
官
の
工
事
は
囚
人
を
動
員
し
て
行
わ
れ
た
）

か
ら
大
司
寇
（
・
だ
い
し
こ
う
　
刑
罰
お
よ
び
警

察
を
司
る
）
に
進
ん
だ
。
定
公
を
よ
く
補
佐
し
て

斉
の
景
公
と
夾
谷
で
会
談
さ
せ
、
大
い
に
魯
の
国

の
威
信
を
揚
げ
た
。
ま
た
魯
の
大
夫
（
大
臣
）
で

政
治
を
乱
そ
う
と
し
た
少
正
卯
（
・
し
ょ
う
せ
い

ほ
う
）
を
誅
殺
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
三
ヶ
月
で

魯
の
国
は
安
定
し
た
。
隣
国
の
斉
は
、
そ
れ
を

聞
い
て
魯
が
強
国
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
、
美
女

の
歌
劇
団
を
魯
の
君
主
に
お
く
っ
た
。
魯
の
君

主
は
美
女
の
歌
劇
団
に
の
め
り
込
み
、
政
治
を

怠
る
よ
う
に
な
っ
た
。
孔
子
は
そ
れ
を
見
て
、

魯
を
去
る
決
心
を
し
た
。
あ
あ
、
孔
子
の
志
が



　 　

行
わ
れ
よ
う
と
し
た
の
に
阻
止
さ
れ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。
好
事
魔
多
し
（
も
の
ご
と
が
う

ま
く
行
き
そ
う
な
と
き
に
は
、
と
か
く
邪
魔
が

入
る
と
い
う
こ
と
）
の
た
と
え
に
漏
れ
ず
惜
し

む
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
孔
子
は
諸
国

を
巡
り
歩
き
、
諸
国
の
君
主
に
仕
え
た
。
し
か

し
、
そ
の
志
を
実
行
す
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ

た
。
や
む
な
く
魯
に
帰
っ
た
の
が
哀
公
の
十
一

年
、
孔
子
六
十
八
歳
の
時
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か

ら
五
年
間
七
十
三
歳
ま
で
は
、
仕
官
の
思
い
を

断
ち
切
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
門
人
の
教
育
に
専
念

し
道
徳
の
道
を
弟
子
た
ち
に
伝
え
ら
れ
た
。
つ

ま
り
六
十
八
歳
ま
で
は
そ
の
志
、
主
に
政
治
の

方
面
に
力
を
尽
く
し
、
周
の
時
代
（
道
徳
に
よ

る
政
治
が
行
わ
れ
た
時
代
）
を
復
興
し
て
王
道

（
夏
・
殷
・
周
時
代
の
理
想
と
さ
れ
た
優
れ
た



　 　

王
が
な
す
べ
き
道
）
を
天
下
に
施
す
べ
く
熱
心

に
活
動
さ
れ
た
。



　 　

孔
子
の
志

こ
う
し
て
孔
子
の
経
歴
を
見
て
い
く
と
、
大
聖

人
の
孔
子
に
し
て
魯
の
反
臣
で
あ
る
季
氏
に
仕

え
よ
う
と
し
、
ま
た
季
氏
の
反
臣
で
あ
る
公
山

弗
擾
の
招
き
に
応
じ
よ
う
と
し
た
ば
か
り
で
な

く
、
諸
国
を
巡
り
歩
い
て
仕
官
し
よ
う
と
し
た

の
は
、
な
ん
と
も
大
義
名
分
（
人
と
し
て
、
臣

民
と
し
て
守
る
べ
き
節
義
と
分
限
）
を
わ
き
ま

え
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
け
れ
ど
も
中
国

の
国
体（
国
の
あ
り
方
、国
家
の
根
本
体
制
）は
、

我
が
国
の
そ
れ
と
大
い
に
異
な
り
、
万
世
一
系

（
天
子
の
血
統
が
永
遠
に
わ
た
っ
て
、
変
わ
ら

ず
続
く
こ
と
）の
天
子
で
は
な
い
だ
け
で
な
く
、

当
時
は
戦
国
の
世
の
中
で
あ
っ
た
の
で
、
必
ず

し
も
名
分
（
立
場
・
身
分
に
応
じ
て
守
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
道
義
上
の
分
限
）
だ
け
を
拠
り



　 　

所
に
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
孔
子
の
志
は

ど
こ
の
国
で
も
か
ま
わ
な
い
、
ま
た
ど
こ
の
君

主
で
も
い
い
か
ら
、
我
が
道
で
あ
る
王
道
を
実

現
す
る
と
い
う
決
心
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
孔
子

が
自
分
の
志
に
忠
実
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、

王
道
が
実
践
さ
れ
て
い
た
周
の
時
代
を
復
興
し
、

民
衆
に
太
平
を
謳
歌
す
る
楽
し
み
を
受
け
さ
せ

た
い
と
熱
中
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
志
は
、

小
国
の
魯
を
周
の
勢
い
が
盛
ん
で
あ
っ
た
時
代

に
戻
そ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
り
、
孔
子
が
志
を

実
現
で
き
ず
魯
を
去
る
時
に
は
忸
怩
（
深
く
恥

い
る
）
と
し
て
い
か
に
も
去
り
が
た
い
趣
で

あ
っ
た
と
孟
子
も
伝
え
て
い
る
。
当
時
の
孔
子

を
取
り
巻
く
状
況
は
察
す
る
に
余
り
あ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
孔
子
が
六
十
八
歳
の
老
境
（
年
老

い
た
境
遇
）
に
至
る
ま
で
政
治
に
執
着
せ
ず
、



　 　

も
っ
と
早
く
あ
き
ら
め
て
門
人
や
後
進
の
教
育

に
力
を
尽
く
し
、
道
を
伝
え
た
な
ら
ば
、
孔
子

に
と
っ
て
も
天
下
に
と
っ
て
も
利
益
で
あ
っ
た

ろ
う
と
い
う
人
が
い
る
。
い
か
に
も
そ
う
で

あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
前
に
も
い
う
通
り

孔
子
の
志
は
も
っ
ぱ
ら
王
道
の
復
興
に
あ
っ
た

の
で
あ
り
、
他
を
顧
み
る
暇
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
老
人
渋
沢
も
す
で
に
八
十
四
歳
に

達
し
、
引
退
し
て
ゆ
っ
く
り
過
ご
し
、
自
分
を

磨
い
た
り
、
立
派
な
家
庭
を
築
く
道
を
説
く
く

ら
い
に
し
て
お
け
ば
よ
い
と
い
う
人
も
い
る
か

も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
私
は
、
あ
え
て
自
分

を
孔
子
に
似
せ
た
り
、
比
べ
た
り
す
る
つ
も
り

は
な
い
が
、
し
か
し
孔
子
の
こ
ん
な
態
度
は
ぜ

ひ
見
習
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
孔

子
は
自
分
が
出
番
を
も
ら
え
ば
、
き
っ
と
そ
の



　 　

国
の
政
治
を
改
善
で
き
る
と
信
じ
、
招
か
れ
れ

ば
ど
ん
な
国
に
も
仕
え
て
い
た
。
同
じ
よ
う
に

こ
の
老
人
も
出
番
を
も
ら
っ
て
奔
走
す
れ
ば
、

あ
る
い
は
少
し
で
も
世
の
た
め
、
国
の
た
め
役

立
つ
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
だ
。

だ
か
ら
こ
そ
電
燈
問
題
が
起
こ
れ
ば
手
を
出
し
、

ア
メ
リ
カ
と
の
問
題
が
起
こ
れ
ば
奔
走
し
、
中

国
と
問
題
が
生
ず
れ
ば
顔
を
出
し
た
り
し
て
い

る
。
孔
子
が
そ
の
志
に
純
粋
で
あ
っ
た
動
機
を

学
び
、
多
少
な
り
と
も
国
家
や
人
々
の
幸
福
増

進
の
道
に
向
か
っ
て
貢
献
し
た
い
と
い
う
精
神

こ
そ
、私
の
さ
さ
や
か
な
気
持
ち
に
他
な
ら
な
い
。



　 　

孔
子
の
人
と
な
り

孔
子
の
人
と
な
り
は
、
一
言
で
い
え
ば
常
識
の

非
常
に
発
達
し
た
円
満
な
人
で
あ
る
。
古
来
よ

り
い
わ
ゆ
る
英
雄
や
豪
傑
は
世
間
一
般
の
人
と

比
較
し
て
卓
越
し
た
特
色
や
長
所
が
あ
る
と
同

時
に
、
非
常
に
大
き
な
欠
点
も
あ
る
も
の
で
あ

る
。
し
か
る
に
孔
子
は
特
別
な
長
所
が
な
い
代

わ
り
に
、
非
常
な
欠
点
や
短
所
も
な
い
。
ゆ
え

に
こ
れ
を
称
し
て
偉
大
な
る
平
凡
人
と
い
っ
て

も
よ
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
人
は
釈
迦
や
キ
リ

ス
ト
で
あ
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
孔
子
で
あ
る

こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は

非
凡
な
る
釈
迦
や
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
は
不

可
能
だ
が
、
平
凡
の
発
達
し
た
孔
子
で
あ
る
こ

と
は
可
能
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
（
孔
子
で

あ
る
た
め
に
は
）、
ひ
た
す
ら
努
力
あ
る
の
み
。



　 　

私
は
深
く
孔
子
に
学
ん
で
そ
の
教
訓
を
守
っ
て

い
け
ば
、
家
庭
に
お
い
て
も
、
世
間
に
お
い
て

も
、
非
難
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
円
熟
円
満
な
人

間
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
る
。 

 



　 　

儒
教
は
宗
教
か 

孔
子
の
教
え
は
宗
教
で
あ
ろ
う
か
。
孔
子
は
儒
教

の
大
家
（
そ
の
分
野
で
も
っ
と
も
権
威
の
あ
る

人
）
で
あ
る
。
孔
子
の
教
え
、
す
な
わ
ち
儒
教
が

宗
教
で
あ
る
か
な
い
か
の
問
題
は
、
論
語
が
い
か

な
る
も
の
で
あ
る
か
を
講
義
す
る
前
に
、
ま
ず
こ

れ
を
研
究
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
文
学
博
士
井
上
哲

次
郎
氏
は
「
孔
子
の
教
え
は
半
ば
宗
教
で
、
少
な

く
と
も
宗
教
ら
し
い
所
が
あ
る
」
と
確
信
を
持
っ

て
言
わ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
法
学
博
士
阪
谷
芳
郎

氏
は
「
全
く
宗
教
で
は
な
い
。
孔
子
は
単
に
実

践
道
徳
を
説
い
た
に
過
ぎ
な
い
」
と
反
論
さ
れ

た
。
私
が
考
え
る
に
、
孔
子
は
論
語
全
篇
中
の

九
箇
所
で
天
に
対
す
る
信
仰
を
言
明
さ
れ
て
い

る
。
こ
と
に
八
佾
篇
で
「
罪
を
天
に
獲
れ
ば
禱

る
所
な
し
」
と
明
言
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら



　 　

す
る
と
、
孔
子
が
天
を
深
く
信
じ
、
こ
れ
を
そ
の

信
条
と
さ
れ
た
の
は
自
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
孔
子
の
教
え
は
確
か
に
半
ば
一
つ
の
宗

教
で
あ
る
と
断
定
さ
れ
た
井
上
博
士
の
説
も
も
っ

と
も
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
対
す
る
阪
谷
博
士
の
説

は
「
お
お
よ
そ
宗
教
と
い
う
宗
教
は
必
ず
祈
祷
礼

拝
の
形
式
を
備
え
て
い
る
が
、
孔
子
教
す
な
わ
ち

儒
教
は
こ
の
形
式
を
備
え
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
こ

れ
を
宗
教
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
の
考
え
で

あ
る
。
未
だ
に
す
ぐ
に
そ
の
是
非
を
断
定
で
き
な

い
と
は
い
え
、
私
は
儒
教
を
宗
教
で
あ
る
と
は
信

じ
て
お
ら
ず
、
た
だ
実
際
に
身
を
修
め
て
世
に
処

す
る
に
あ
た
り
、
人
の
人
た
る
（
人
と
し
て
守
る

べ
き
）
規
範
を
説
か
れ
た
教
え
と
し
て
こ
れ
を
か

た
く
守
り
、
論
語
の
所
説
に
従
っ
て
実
践
に
努
め

て
い
く
の
み
で
あ
る
。



　 　

な
ぜ
論
語
な
の
か

そ
も
そ
も
儒
教
を
信
奉
す
る
と
い
っ
て
も
、
学

ぶ
べ
き
四
書
の
中
に
は
大
学
も
あ
り
中
庸
も
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
学
ば
ず
、
た
だ

論
語
一
つ
を
選
ん
で
こ
れ
を
尊
ぶ
の
は
ど
う
い

う
理
由
か
と
い
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

私
が
論
語
を
選
ん
で
こ
れ
を
一
生
守
る
べ
き
手

本
と
し
た
の
は
、
大
学
は
そ
れ
が
真
っ
先
に
明

言
す
る
ご
と
く
に
治
国
平
天
下
（
国
を
治
め
天

下
を
平
か
に
す
る
）
の
道
を
説
く
こ
と
を
主
眼

と
し
て
お
り
、
修
身
斉
家
（
身
を
修
め
家
を
斉

え
る
）
よ
り
も
む
し
ろ
政
治
に
関
す
る
教
え
を

重
視
し
て
い
る
。
中
庸
は
さ
ら
に
一
層
高
い
見

地
に
立
ち
哲
学
に
近
く
、
修
身
斉
家
の
道
か
ら

遠
ざ
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
論
語
は
一
言
一
句

こ
と
ご
と
く
日
常
の
処
世
上
（
世
の
中
を
渡
っ



　 　

て
い
く
こ
と
）
の
実
際
に
応
用
で
き
る
教
え
で
あ

る
。
朝
に
こ
れ
を
聞
き
夕
べ
に
こ
れ
を
実
行
し
得

る
程
の
道
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
が
私
が
孔
子
の

儒
教
を
尊
ぶ
に
あ
た
っ
て
大
学
、中
庸
に
拠
ら
ず
、

特
に
論
語
を
選
ん
で
そ
の
教
え
を
心
に
刻
ん
で
忘

れ
な
い
よ
う
に
し
、
一
生
こ
れ
に
そ
む
く
こ
と
が

な
い
よ
う
に
決
心
し
た
理
由
で
あ
る
。
私
は
論
語

の
教
訓
を
守
っ
て
い
け
ば
、
人
は
よ
く
身
を
修
め

家
を
斉
え
、
安
穏
無
事
に
世
の
中
を
渡
っ
て
い
け

る
も
の
と
確
信
し
て
い
る
。

　



　 　

経
営
者
の
行
動
規
範

私
は
明
治
六
年
に
大
蔵
省
を
辞
職
し
、
実
業
界
に

身
を
置
く
こ
と
と
に
な
っ
た
。
国
を
強
く
す
る
に

は
ま
ず
国
を
富
ま
す
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
国
を

富
ま
す
に
は
ま
ず
農
工
商
の
実
業
を
盛
ん
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
私
は
商
工
業
を
盛

ん
に
す
る
に
は
小
資
本
を
集
め
て
大
資
本
と
す
る

合
本
主
義
で
行
う
こ
と
、
つ
ま
り
株
式
会
社
に

よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
信
じ
、
あ
え
て

第
一
銀
行
を
設
立
し
、
そ
の
他
各
種
の
会
社
の
設

立
に
力
を
尽
く
し
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
会
社

を
経
営
す
る
の
に
ま
ず
必
要
と
さ
れ
る
の
は
こ
れ

を
経
営
す
る
人
物
で
あ
る
。
経
営
者
と
し
て
相
当

の
人
物
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
会
社
は
必
ず

失
敗
す
る
。
明
治
の
初
め
に
政
府
が
設
立
し
た
開

拓
会
社
や
為
替
会
社
が
ほ
と
ん
ど
つ
ぶ
れ
た
の
は



　 　

そ
の
よ
い
例
で
あ
る
。
よ
っ
て
私
は
銀
行
や
会
社

の
経
営
を
成
功
さ
せ
る
に
は
、
そ
の
経
営
に
当
た

る
経
営
者
が
、
事
業
に
お
い
て
ま
た
自
分
の
身
を

処
す
る
（
自
分
の
置
か
れ
た
境
遇
に
お
い
て
取
る

べ
き
行
動
）
上
に
お
い
て
、
慎
ん
で
従
う
べ
き
行

動
規
範
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。



　 　

行
動
規
範
を
論
語
か
ら
取
る

私
に
は
仏
教
の
知
識
が
な
く
キ
リ
ス
ト
教
に
い

た
っ
て
は
さ
ら
に
何
も
知
ら
な
い
。
だ
か
ら
私

は
実
業
界
に
立
っ
て
自
ら
守
る
べ
き
行
動
規
範

を
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
取
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
け
れ
ど
も
儒
教
で
あ
れ
ば
不
十
分
な
が

ら
幼
少
時
よ
り
親
し
ん
で
き
た
。
特
に
論
語
は

日
常
の
生
活
態
度
を
守
り
、世
に
処
す
る
（
世
間
・

社
会
で
生
き
て
い
く
）
方
法
を
詳
し
く
示
し
て
く

れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
従
え
ば
人
と
し
て
の
道

に
反
す
る
こ
と
な
く
、
物
事
は
す
べ
て
円
満
に
進

ん
で
い
く
。
何
か
判
断
に
迷
う
こ
と
が
あ
れ
ば
、

論
語
を
物
差
し
（
尺
度
）
に
し
て
こ
れ
を
判
断
す

れ
ば
、
判
断
を
誤
る
こ
と
は
な
い
と
堅
く
信
じ
て

い
る
。
我
が
国
に
は
応
神
天
皇
の
御
世
か
ら
、
こ

の
よ
う
な
尊
い
物
差
し
（
尺
度
）
が
伝
わ
っ
て
い



　 　

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
高
閣
に
束
ね
（
書

物
を
高
い
棚
の
上
に
束
ね
て
の
せ
た
ま
ま
ほ
う
っ

て
お
く
こ
と
）
て
顧
み
ず
、
他
に
模
範
を
求
め
よ

う
と
す
る
の
は
心
得
違
い
で
あ
る
。
私
は
こ
の
よ

う
に
信
じ
て
論
語
の
教
訓
を
金
科
玉
条
（
こ
の
上

な
く
大
切
に
し
て
従
う
べ
き
き
ま
り
）
と
し
て
、

そ
の
教
え
を
し
っ
か
り
と
心
に
刻
み
つ
け
て
自
ら

実
践
す
る
こ
と
を
怠
ら
な
い
の
で
あ
る
。



　 　

論
語
の
教
訓

実
業
家
が
守
る
べ
き
論
語
の
教
え
は
一
つ
だ
け
で

は
な
い
が
、
中
で
も
里
仁
篇
の
「
富
と
貴
と
は
こ

れ
人
の
欲
す
る
所
な
り
。
さ
れ
ど
そ
の
道
を
以
て

せ
ざ
れ
ば
こ
れ
を
得
る
も
お
ら
ず
。
貧
と
賤
と
は

こ
れ
人
の
悪
む
所
な
り
。
さ
れ
ど
そ
の
道
を
以
て

せ
ざ
れ
ば
こ
れ
を
得
る
も
去
ら
ず
」と
い
う
教
え
、

ま
た
同
じ
篇
に「
利
に
放
っ
て
行
え
ば
怨
み
多
し
」

の
教
え
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
実
業
家
が
生
涯
慎

ん
で
守
る
べ
き
大
切
な
教
え
で
は
あ
る
ま
い
か
。

人
が
生
き
て
い
く
上
で
先
立
つ
も
の
と
い
え
ば
財

産
金
銭
で
あ
る
。
こ
れ
が
な
け
れ
ば
人
生
は
一
日

た
り
と
も
立
ち
い
か
な
い
。
人
の
地
位
も
ま
た
同

じ
で
あ
る
。
な
る
べ
く
高
い
地
位
に
立
た
な
け
れ

ば
、
世
の
中
の
信
用
も
少
な
く
何
を
す
る
に
も
う

ま
く
い
か
な
い
。
け
れ
ど
も
正
当
な
方
法
で
な
く



　 　

無
理
を
し
て
得
た
富
や
地
位
は
永
続
せ
ぬ
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
と
は
反
対
に
い
か
に
貧
窮
し
ま
た
い

か
に
下
賤
な
地
位
に
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
自

然
に
や
っ
て
来
た
運
命
で
あ
る
な
ら
ば
、
致
し
方

な
い
と
観
念
し
て
善
行
を
積
む
よ
り
他
な
い
の
で

あ
る
。無
理
に
そ
こ
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
す
る
と
、

必
ず
法
を
犯
し
て
人
を
害
す
る
よ
う
な
悪
事
を
働

い
て
し
ま
う
。
ま
た
自
己
の
利
益
の
み
を
主
眼
と

し
て
行
動
す
れ
ば
、必
ず
や
他
人
の
恨
み
を
買
い
、

非
業
の
死
を
遂
げ
る
こ
と
が
あ
る
や
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
ら
の
教
訓
は
実
に
我
々
が
日
常
守
る
べ
き
大

変
す
ぐ
れ
た
教
訓
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



　 　

実
業
を
論
語
に
一
致
さ
せ
る

総
説
を
終
わ
る
に
あ
た
り
一
言
い
っ
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。儒
教
と
経
済
と
の
合
致
、

す
な
わ
ち
教
え
と
行
い
を
合
一
不
二
の
（
一
体
に

し
て
二
つ
に
わ
け
ら
れ
ぬ
）
物
と
す
る
こ
と
で

あ
る
。
儒
教
す
な
わ
ち
孔
子
の
教
え
は
、
も
と

よ
り
紙
上
の
空
論
で
も
な
く
、
た
だ
立
派
な
だ

け
の
話
で
も
な
い
。
一
つ
一
つ
こ
れ
を
日
常
生

活
で
実
行
す
べ
き
道
で
あ
る
。
人
間
は
血
液
の

循
環
す
る
生
物
で
あ
る
か
ら
、
衣
食
住
の
欲
求

は
あ
っ
て
当
然
で
あ
る
。
衣
食
住
が
与
え
ら
れ

る
の
は
経
済
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
人
の
道
も
礼

節
も
経
済
を
離
れ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

ゆ
え
に
「
衣
食
足
り
て
礼
節
を
知
る
」
と
い
う

古
訓
（
古
く
か
ら
伝
わ
る
戒
め
）
が
あ
る
の
だ
。

食
べ
る
も
の
が
な
く
、
着
る
も
の
も
な
い
人
に

　
　



　 　

向
か
っ
て
、
仁
義
忠
孝
の
道
を
行
え
、
礼
儀
作

法
を
行
え
と
は
い
え
ま
い
。
い
ま
論
語
の
説
く

所
は
こ
と
ご
と
く
人
間
の
実
際
の
生
活
を
離
れ

ず
、
名
教
（
人
の
ふ
み
行
う
べ
き
道
を
明
ら
か

に
す
る
教
え
）
と
実
用
（
実
践
）
と
が
完
全
に

一
致
し
て
い
る
が
、
宋
の
儒
学
者
で
あ
っ
た
程

子
（
程
顥
、程
頤
の
兄
弟
）
や
朱
子
の
解
釈
は
、

高
尚
遠
大
な
理
学
（
宇
宙
の
本
体
と
そ
の
現
象

を
理
気
の
概
念
で
説
い
た
哲
学
）
に
向
か
い
、

や
や
実
際
の
行
い
と
は
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
た
。

我
が
国
の
儒
学
者
藤
原
惺
窩
・
林
羅
山
は
、
宋

の
儒
学
者
の
悪
弊
（
弊
害
を
伴
う
悪
習
）
に
影

響
さ
れ
、
学
問
と
実
際
を
別
物
と
見
た
。
荻
生

徂
徠
に
至
っ
て
は
、
学
問
は
上
級
武
士
が
修
め

る
も
の
で
あ
る
と
明
言
し
、
農
工
商
の
実
業
家

を
学
問
の
圏
外
に
排
斥
し
て
し
ま
っ
た
。
徳
川



　 　

氏
三
百
年
の
教
育
は
こ
の
主
義
に
立
脚
し
た
も

の
で
、
書
を
読
み
文
を
学
ぶ
の
は
実
業
に
関
与

し
な
い
士
人
（
武
士
）
だ
け
が
す
る
も
の
と
な

り
、
農
工
商
多
数
の
国
民
は
国
家
の
基
礎
と
な

る
諸
般
の
実
業
を
担
任
（
仕
事
を
受
け
持
つ
こ

と
）
す
れ
ど
も
、
書
を
読
ま
ず
文
を
学
ば
ず
無

智
文
盲
漢（
漢
＝
男
性
一
般
）と
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
こ
の
悪
い
習
慣
が
長
く
続
き
、
そ
れ
が
生

ま
れ
つ
き
の
性
質
の
よ
う
に
な
り
、
事
業
と
学

問
は
全
く
の
別
物
と
な
っ
て
、
そ
れ
が
当
た
り

前
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
武
士
は
気
位
ば
か
り

が
高
く
農
工
商
を
下
民
と
見
て
賤
し
み
、
農
工

商
は
武
士
の
自
立
自
存
（
他
人
に
頼
ら
ず
自
分

の
才
覚
で
生
活
す
る
こ
と
）
す
る
道
を
知
ら
な

い
こ
と
を
嘲
っ
て
、
青
表
紙
（
儒
学
の
経
書
）

読
み
四
角
の
文
字
（
漢
字
）
知
り
と
罵
っ
た
。



　 　

人
類
が
均
く
皆
心
に
留
め
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

論
語
の
明
ら
か
な
教
え
を
、
た
だ
少
数
の
武
士
階

級
の
み
の
教
訓
と
し
た
の
で
は
、
惜
し
ん
で
も
惜

し
み
き
れ
な
い
。
私
は
堅
く
信
じ
る
。
学
問
は
学

問
の
た
め
の
学
問
で
は
な
い
。
人
間
の
日
常
生
活

を
導
い
て
い
く
た
め
の
学
問
で
あ
る
。
つ
ま
り
学

問
は
人
が
世
を
処
す
る
上
で
の
規
範
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
に
実
際
を
離
れ
た
学
問
は
な
い
と
同
時

に
、
学
問
を
離
れ
た
実
業
も
ま
た
存
在
し
な
い
の

で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
私
は
普
段
か
ら
論

語
と
算
盤
説
を
唱
え
、
実
業
を
論
語
に
一
致
さ
せ

よ
う
と
計
画
し
、
私
が
尊
敬
す
る
故
三
島
中
洲
先

生
も
同
工
異
曲（
外
見
は
違
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、

内
容
は
同
じ
で
あ
る
こ
と
）と
で
も
言
う
べ
き
か
、

論
語
と
経
済
を
一
致
さ
せ
よ
う
と
説
か
れ
た
の
で

あ
る
。



　 　

な
ぜ
論
語
を
講
義
す
る
の
か

こ
れ
は
要
す
る
に
中
洲
先
生
も
私
も
共
に
学
問
と
事

業
を
結
び
つ
け
て
睽
離
（
・
き
り
　
互
い
に
わ
か
れ

わ
か
れ
に
な
る
こ
と
。
そ
む
き
離
れ
る
こ
と
）
せ
ぬ

よ
う
に
し
、
そ
し
て
「
知
行
合
一(

知
識
と
実
践
を

一
致
さ
せ
る
境
地
の
極
地
）」
に
到
達
し
よ
う
と
し

た
の
だ
。
私
は
こ
の
知
行
合
一
の
見
地
に
立
っ
て
論

語
を
咀
嚼
し
、八
十
四
歳
の
今
日
ま
で
公
私
内
外（
公

務
と
私
事
、
内
面
と
外
面
）
の
基
準
と
し
て
尊
重

し
、
国
を
富
ま
し
国
を
強
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
天

下
（
世
の
中
）
を
太
平
に
導
く
努
力
を
し
て
き
た
の

で
あ
る
。
他
の
実
業
家
達
に
も
、
ぜ
ひ
論
語
を
よ
く

読
ん
で
も
ら
い
、
民
間
に
知
行
合
一
の
実
業
家
が
ぞ

く
ぞ
く
輩
出
し
て
、品
位（
人
格
）の
高
い
先
覚
者（
他

に
先
ん
じ
て
そ
の
こ
と
が
大
事
で
あ
る
こ
と
を
悟
り

実
行
す
る
人
）
が
出
る
こ
と
を
望
む
の
で
あ
る
。
こ



　 　

れ
ゆ
え
、
私
は
学
問
も
な
く
、
も
と
よ
り
専
門
の

漢
学
者
で
も
な
い
が
、
あ
え
て
そ
の
点
は
考
え

ず
に
、
こ
こ
に
論
語
の
講
義
を
し
よ
う
と
す
る

の
で
あ
る
。
多
く
の
人
々
が
、
幸
い
に
も
私
の

浅
は
か
で
劣
っ
た
行
為
を
と
が
め
ず
、
論
語
の

講
義
を
愛
読
し
て
い
た
だ
き
、
共
に
東
洋
の
仁

義
道
徳
を
盛
ん
に
し
て
こ
れ
を
広
め
、
身
を
修

め
（
人
格
を
磨
き
）
世
に
処
す
る
（
世
間
を
渡

る
）規
範
と
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
の
み
で
あ
る
。

重
ね
て
一
言
い
わ
せ
て
い
た
だ
く
と
、
儒
学
の

教
え
は
実
業
に
よ
っ
て
貴
く
、
農
工
商
の
実
学

は
儒
学
の
教
え
に
よ
っ
て
光
を
放
つ
。
二
者
（
儒

学
の
教
え
と
実
業
）
は
も
と
よ
り
一
致
し
、
決

し
て
そ
む
き
離
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
も

し
二
者
（
儒
学
の
教
え
と
実
業
）
が
そ
む
き
離

れ
れ
ば
、
学
問
は
死
物
と
な
り
、
儒
学
の
教
え



　 　

も
紙
上
の
空
論
と
な
り
、
論
語
読
み
の
論
語
知

ら
ず
と
い
わ
れ
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
農

工
商
に
従
事
す
る
も
の
は
、
思
想
の
低
い
賤
し
い

人
間
と
な
り
、
輝
く
こ
と
の
な
い
実
業
で
終
わ
る

だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
二
者
（
儒
学
の
教
え
と
実

業
）
を
一
致
さ
せ
、
知
行
合
一
の
境
地
に
た
ど
り

つ
く
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。
こ
の
考
え
を
抱

い
て
、
八
十
年
来
の
私
自
身
の
実
体
験
に
も
と
づ

き
、
あ
え
て
論
語
を
講
義
す
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
私
は
多
忙
で
自
ら
筆
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
で
、
話
し
た
内
容
を
尾
立
維
孝
氏
に
筆
記
し
て

も
ら
う
形
と
し
た
。
読
者
に
は
よ
く
ご
了
解
い
た

だ
き
た
い
。


