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「
愚
」の
系
譜

│
中
国
古
代
文
人
精
神
の
表
象
と
し
て

八
木
　
章
好

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
中
国
の
文
人
精
神
に
お
け
る
「
狂
」
と
「
痴
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
研
究
の
一
環
と
し
て
、
こ
れ
ら
と
通
底
す
る
意
義
を
含
む
概

念
で
あ
る
「
愚
」
に
関
し
て
、
そ
の
系
譜
を
先
秦
か
ら
唐
末
ま
で
概
観
し
、
中
国
古
代
の
思
想
・
文
学
に
現
れ
る
「
愚
」
の
諸
相
に
つ
い
て

考
察
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
狂
」
や
「
痴
」
は
、
文
字
通
り
、
元
来
は
貶
義
の
概
念
を
表
す
語
で
あ
る
が
、
特
殊
な
思
想
的
、
文
学
的
文
脈
に
置
か
れ
る
時
、
貶
義
は

褒
義
へ
と
転
換
さ
れ
、
古
来
、
文
人
た
ち
の
思
想
傾
向
や
処
世
態
度
を
顕
示
す
る
も
の
と
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
字
義
の
褒
貶
の

転
換
は
無
条
件
に
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
原
義
が
貶
義
で
あ
っ
て
も
、
見
方
に
よ
っ
て
褒
義
に
解
す
る
こ
と
の
で
き
る
要
素
を
そ
の
文
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字
自
体
が
内
包
し
て
い
る
場
合
、
あ
る
い
は
そ
の
文
字
の
古
い
用
例
に
プ
ラ
ス
価
の
含
意
が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
、
褒
貶
の
転
換

が
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
狂
」
と
「
痴
」
は
ま
さ
に
そ
の
典
型
で
あ
り
、「
愚
」
や
「
拙
」
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。「
愚
」
字
は
、『
説
文
解

字
』
巻
十
「
心
部
」
に
、

戇お
ろ

か
な
る
な
り
、
心
に
従
い
禺
に
従
う
。
禺
は
、
猴
の
属
な
り
、
獣
の
愚
か
な
る
者
な
り）

1
（

。

と
あ
る
。「
禺
」
を
愚
か
な
猴
の
属
と
し
て
い
る
が
、
白
川
静
『
字
統
』
は
、「
禺
は
水
神
の
名
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
の
実
体
は
明

ら
か
で
な
く
、
字
形
か
ら
み
て
、
頭
部
の
大
き
な
爬
虫
類
で
あ
ろ
う
」
と
別
解
を
示
し
て
い
る
。
段
玉
裁
『
説
文
解
字
注
』
に
は
、「
愚
者

は
、
智
の
反
な
り
」
と
あ
る
。「
愚
」
は
「
智
」
と
相
対
立
す
る
語
で
あ
り
、
才
智
が
働
か
な
い
こ
と
、
智
恵
・
分
別
の
無
き
さ
ま
を
い
う）

2
（

。

い
ず
れ
に
し
て
も
、「
愚
」
字
そ
の
も
の
の
成
り
立
ち
を
見
る
限
り
で
は
、
こ
れ
を
褒
義
に
解
釈
で
き
る
余
地
は
な
く
、
先
秦
の
文
献
に
お
け

る
用
例
に
そ
の
端
緒
を
探
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
儒
家
に
お
け
る
「
愚
」

　
『
論
語
』
に
は
、「
愚
」
の
用
例
が
六
カ
所
に
見
ら
れ
る）

3
（

。「
陽
貨
」
篇
に
、

仁
を
好
み
て
学
を
好
ま
ざ
れ
ば
、
其
の
蔽
や
愚
。
知
を
好
み
て
学
を
好
ま
ざ
れ
ば
、
其
の
蔽
や
蕩
。
信
を
好
み
て
学
を
好
ま
ざ
れ
ば
、

其
の
蔽
や
賊
。
直
を
好
み
て
学
を
好
ま
ざ
れ
ば
、
其
の
蔽
や
絞
。
勇
を
好
み
て
学
を
好
ま
ざ
れ
ば
、
其
の
蔽
や
乱
。
剛
を
好
み
て
学
を

好
ま
ざ
れ
ば
、
其
の
蔽
や
狂）

4
（

。 

と
あ
る
。「
仁
」「
知
」「
信
」「
直
」「
勇
」「
剛
」
の
六
つ
の
徳
目
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
を
好
む
も
学
問
を
好
ま
な
い
と
陥
り
が
ち
な
弊
害
と

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
愚
」「
蕩
」「
賊
」「
絞
」「
乱
」「
狂
」
を
挙
げ
て
い
る
。「
愚
」
は
、
学
問
を
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、
智
恵
を
欠
き
、
是
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非
の
判
断
が
で
き
ず
、
愚
昧
無
知
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
同
じ
く
「
陽
貨
」
篇
に
、

唯
だ
上
知
と
下
愚
と
は
移
ら
ず）

5
（

。

と
あ
る
。
最
上
の
知
者
と
最
下
の
愚
者
は
変
わ
り
よ
う
が
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
り
、「
下
愚
」
は
教
育
の
対
象
か
ら
切
り
捨
て
ら
れ
た
存
在

で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
愚
」
も
ま
た
「
愚
蒙
」「
愚
劣
」
を
い
う
貶
義
で
あ
り
、「
愚
」
の
原
義
そ
の
も
の
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

次
に
、「
為
政
」
篇
に
、
孔
子
が
顔
回
に
つ
い
て
語
っ
た
一
節
が
見
え
る
。

吾
回
と
言
う
こ
と
終
日
、
違
わ
ざ
る
こ
と
愚
な
る
が
如
し
。
退
き
て
其
の
私
を
省
み
れ
ば
、
亦
た
以
て
発
す
る
に
足
る
。
回
や
愚
な
ら

ず）
6
（

。 

　

こ
こ
で
は
、「
愚
」
字
そ
の
も
の
は
貶
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
孔
子
第
一
の
高
弟
顔
回
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
言
葉
で
あ

る
ゆ
え
に
、
原
義
を
超
え
た
含
意
が
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
貧
困
の
中
で
道
を
楽
し
む
顔
回
に
つ
い
て
、
孔
子
は
「
賢
な
る
哉
回
や
」

（「
雍
也
」
篇
）
と
讃
え
て
い
る
。
饒
舌
に
議
論
を
挑
む
こ
と
な
く
、
寡
黙
で
あ
た
か
も
愚
か
者
の
よ
う
に
見
え
る
人
物
が
、
実
は
真
の
賢
者

で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
後
世
、
こ
の
一
節
は
、
表
面
的
な
「
愚
」
が
却
っ
て
内
な
る
「
賢
」
を
示
唆
す
る
こ
と
を
語
る
際
の
典
拠
と
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
。

　

ま
た
、「
公
冶
長
」
篇
に
、
衛
国
の
大
夫
甯
武
子
に
つ
い
て
語
っ
た
一
節
が
あ
る
。

甯
武
子
は
邦
に
道
有
れ
ば
則
ち
知
、
邦
に
道
無
け
れ
ば
則
ち
愚
。
其
の
知
は
及
ぶ
べ
き
も
、
其
の
愚
は
及
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
な
り）

7
（

。 

　

孔
安
国
の
注
に
「
愚
を
佯い
つ
わ

り
て
実
に
似
た
り
、
故
に
及
ぶ
べ
か
ら
ず
と
曰
う
」
と
あ
り
、
漢
・
荀
悦
「
王
商
論
」
に
も
「
甯
武
子
は
愚

を
佯
り
、
接
輿
は
狂
と
為
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
甯
武
子
の
「
愚
」
は
、
い
わ
ば
「
佯
愚
」、
す
な
わ
ち
「
愚
」
を
装
う
も
の
で
あ
り
、「
佯

狂
」
と
同
じ
く
明
哲
保
身
の
処
世
態
度
を
い
う
も
の
で
あ
る
。「
愚
者
」「
狂
者
」
と
し
て
振
る
舞
う
こ
と
は
、
時
勢
を
見
据
え
て
臨
機
応
変



─ 4 ─ （263）

に
行
動
し
、
賢
明
に
出
処
進
退
を
見
極
め
て
災
禍
を
避
け
る
と
い
う
意
図
の
所
作
で
あ
り
、
乱
世
に
お
け
る
知
識
人
た
ち
の
し
た
た
か
な
智

恵
で
あ
っ
た）

8
（

。

　

さ
ら
に
、「
陽
貨
」
篇
に
は
、
太
古
の
民
が
保
持
し
て
い
た
も
の
を
同
時
代
の
人
々
が
喪
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
孔
子
が
嘆
い
た
場

面
が
あ
る
。

古
の
狂
や
肆
、
今
の
狂
や
蕩
。
古
の
矜
や
廉
、
今
の
矜
や
忿ふ

ん
れ
い戻

。
古
の
愚
や
直
、
今
の
愚
や
詐
の
み）

9
（

。

　
「
狂
」「
矜
」「
愚
」
は
、
い
ず
れ
も
人
間
の
気
質
に
お
け
る
偏
向
や
欠
損
を
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
孔
子
は
こ
れ
ら
を
必
ず
し
も
否
定
は
し

て
い
な
い
。
同
じ
「
狂
」
で
も
「
蕩
」（
勝
手
放
題
）
で
は
な
く
「
肆
」（
自
由
奔
放
）
な
も
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
良
し
と
認
め
て
い
る
よ
う

に
、「
愚
」
に
つ
い
て
も
、「
直
」（
ま
っ
す
ぐ
）
な
も
の
、
す
な
わ
ち
「
愚
直
」
な
性
格
で
あ
れ
ば
是
認
し
て
お
り
、
人
間
の
本
来
あ
る
べ
き

姿
と
し
て
、
む
し
ろ
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
孔
子
が
弟
子
た
ち
を
評
し
た
場
面
に
も
見
ら
れ
る
。「
先
進
」
篇
に
、

柴
や
愚
、
参
や
魯
、
師
や
辟
、
由
や
喭が
ん

な
り）

10
（

。

と
あ
り
、
孔
子
は
弟
子
の
高
柴
、
曾
参
、
子
張
、
子
路
を
そ
れ
ぞ
れ
「
愚
」「
魯
」「
辟
」「
喭
」
と
評
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
基
本
的
に
は
貶

義
の
評
語
で
あ
り
、
弟
子
た
ち
の
欠
点
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
孔
子
は
彼
ら
を
譴
責
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
各
人
の

性
格
上
の
特
質
で
あ
り
、
短
所
で
は
あ
る
が
、
見
方
に
よ
っ
て
は
長
所
と
も
な
り
う
る
。
高
柴
の
「
愚
」
に
つ
い
て
は
、
何
晏
『
論
語
集
解
』

は
「
愚
直
の
愚
」
と
解
し
て
お
り
、
朱
熹
『
論
語
集
注
』
は
「
愚
者
は
、
知
足
ら
ず
し
て
厚
余
り
有
り
」
と
注
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
愚
か

で
は
あ
る
が
、「
愚
蒙
」「
愚
昧
」
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
馬
鹿
正
直
な
ま
で
に
真
っ
直
ぐ
で
あ
る
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
り
、
ま
た
智
恵

は
や
や
劣
る
と
い
え
ど
も
、人
と
し
て
の
敦
厚
さ
に
富
む
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
孝
行
を
以
て
称
さ
れ
る
曾
参
を
「
魯
」（
に
ぶ
い
）
と

呼
ん
で
い
る
の
も
、
た
だ
機
転
の
鈍
さ
を
貶
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
「
魯
鈍
」
な
性
格
の
中
に
こ
そ
、
質
朴
で
篤
実
な
人
間
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性
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
論
語
』
に
お
い
て
「
愚
直
」
や
「
魯
鈍
」
に
肯
定
的
な
評
価
が
与
え
ら
れ
る
の
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
そ
う
で
な
い
人
間
、
つ
ま
り
利
発
で

能
弁
な
人
間
が
、聡
明
で
あ
る
が
ゆ
え
に
往
々
に
し
て
狡
猾
で
功
利
的
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
反
撥
で
も
あ
る
。「
巧
言
令
色
」
を
嫌
い
「
剛

毅
木
訥
」
を
好
ん
だ
孔
子
自
身
の
性
癖
に
拠
る
と
こ
ろ
も
ま
た
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

二
　
道
家
に
お
け
る
「
愚
」

　
『
老
子
』
に
は
、「
愚
」
字
の
用
例
が
三
カ
所
に
見
ら
れ
る）

11
（

。
第
三
十
八
章
に
、

夫
れ
礼
は
、
忠
信
の
薄
に
し
て
、
乱
の
首は

じ
めな

り
。
前
識
は
、
道
の
華
に
し
て
、
愚
の
始
な
り）

12
（

。

と
あ
る
。
こ
の
章
句
全
体
の
主
旨
は
、「
仁
」「
義
」「
礼
」「
智
」
を
唱
え
る
儒
家
に
対
す
る
批
判
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
「
愚
」
は
、
道
家
的

な
意
味
で
「
道
」
を
悟
ら
な
い
人
間
の
「
愚
蒙
」
を
い
う
も
の
で
あ
る
。「
愚
」
字
の
字
義
と
し
て
は
、原
義
で
あ
る
貶
義
の
ま
ま
で
用
い
ら

れ
て
い
る
。

　

次
に
、
第
二
十
章
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

衆
人
は
煕
煕
と
し
て
、
太
牢
を
享う

く
る
が
如
く
、
春
に
台
に
登
る
が
如
し
。
我
独
り
泊
兮
と
し
て
其
の
未
だ
兆
さ
ざ
る
こ
と
、
嬰
児
の

未
だ
孩わ

ら

わ
ざ
る
が
如
く
、
乗
乗
兮
と
し
て
帰
す
る
所
無
き
が
若
し
。
衆
人
は
皆
余
り
有
り
、
而
る
に
我
独
り
遺と
ぼ

し
き
が
若
し
。
我
は
愚

人
の
心
な
る
哉
、
沌
沌
兮
た
り
。
俗
人
は
昭
昭
た
り
、
我
独
り
昏く

ら

き
が
若
し
。
俗
人
は
察
察
た
り
、
我
独
り
悶
悶
た
り
。
忽
兮
と
し
て

海
の
若
く
、
漂
兮
と
し
て
止
ま
る
所
無
き
が
若
し
。
衆
人
は
皆
以も

ち

う
る
有
り
、
而
る
に
我
独
り
頑
に
し
て
鄙
に
似
た
り
。
我
独
り
人
に

異
な
り
て
、
母み

ち

を
食も
ち

う
る
を
貴
ぶ）

13
（

。
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こ
こ
の
「
愚
人
」
は
、「
道
」
を
体
得
し
た
聖
人
を
い
う
も
の
で
あ
り
、「
衆
人
」「
俗
人
」
と
相
対
す
る
。
儒
家
の
学
問
・
教
育
、
ひ
い
て

は
文
明
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
道
家
の
価
値
基
準
に
お
い
て
、「
愚
」
は
、
そ
う
し
た
文
化
的
、
文
明
的
な
毒
素
に
染
ま
ら
な
い
状
態
を
い
う

も
の
で
あ
り
、
い
ま
だ
笑
う
こ
と
す
ら
知
ら
な
い
嬰
児
の
ご
と
く
、
淳
朴
自
然
で
、
本
質
的
、
根
源
的
な
人
間
の
在
り
方
を
象
徴
す
る
。
文

中
で
「
愚
人
」
の
心
態
を
形
容
す
る
「
沌
沌
」
は
、
分
別
の
な
い
混
沌
と
し
た
無
知
の
さ
ま
を
い
う
。「
衆
人
」「
俗
人
」
た
ち
が
「
煕
煕
」

と
し
て
浮
か
れ
楽
し
み
、「
昭
昭
」「
察
察
」
と
し
て
明
る
く
て
き
ぱ
き
と
振
る
舞
う
の
と
は
対
照
的
に
、「
遺
」（
と
ぼ
し
い
）、「
昏
」（
く

ら
い
）、「
悶
悶
」（
ぐ
ず
ぐ
ず
）、「
頑
」（
か
た
く
な
）、「
鄙
」（
つ
た
な
い
）
な
ど
の
語
で
形
容
さ
れ
る
「
愚
人
」
は
、
世
俗
の
眼
か
ら
す
れ

ば
、
役
に
立
た
な
い
無
能
者
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
「
愚
」
な
る
生
き
方
こ
そ
が
「
道
」
に
順
っ
た
人
間
本
来
の
生
き
方
で

あ
る
と
す
る
の
が
、
老
子
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
章
句
の
「
愚
」
字
は
、
儒
家
が
重
ん
じ
る
学
問
知
識
や
礼
教
道
徳
を
末
梢

的
な
も
の
と
し
て
退
け
る
老
子
の
思
想
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
、
道
家
流
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
以
て
褒
義
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

　

三
つ
目
の
用
例
は
、
第
六
十
五
章
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

古
の
善
く
道
を
為お

さ

む
る
者
は
、
以
て
民
を
明
ら
か
に
す
る
に
非
ず
、
将ま
さ

に
以
て
之
を
愚
に
せ
ん
と
す
。
民
の
治
め
難
き
は
、
其
の
智
多

き
を
以
て
な
り
。
故
に
智
を
以
て
国
を
治
む
る
は
、
国
の
賊
な
り
、
智
を
以
て
国
を
治
め
ざ
る
は
、
国
の
福
な
り）

14
（

。

　
「
愚
」
字
に
つ
い
て
、
王
弼
注
に
「
愚
は
無
知
を
謂
う
、
其
の
真
順
自
然
を
守
る
な
り
」
と
あ
り
、
河
上
公
注
に
「
朴
質
に
し
て
詐
偽
な

ら
ざ
ら
し
む
」
と
あ
る
。
こ
こ
は
、「
愚
に
す
る
」
と
い
う
動
詞
用
法
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
内
容
は
、
上
に
挙
げ
た
第
二
十
章
に
見
え
る

「
愚
」
と
基
本
的
に
等
し
く
、民
を
無
知
で
淳
朴
な
状
態
に
置
く
こ
と
を
い
う
。
第
二
十
章
は
「
道
」
を
得
た
特
別
な
存
在
で
あ
る
聖
人
の
心

態
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
老
子
は
一
般
の
民
衆
も
ま
た
同
様
の
心
態
に
至
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
「
愚
」
を
肯
定
す
る

の
は
、
第
八
十
章
の
「
小
国
寡
民
」
に
見
え
る
よ
う
な
無
知
無
欲
の
非
文
明
的
共
同
体
を
人
間
社
会
本
来
の
在
り
方
と
す
る
道
家
の
政
治
理
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念
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、「
百
家
の
言
を
焚
き
、
以
て
黔
首
を
愚
に
す
」（『
史
記
』「
秦
始
皇
本
紀
」）
と
い
う
い
わ
ゆ
る
愚
民
政
策
と
は
異

な
る
。

　

な
お
、『
荘
子
』
に
は
、
計
二
十
四
個
の
「
愚
」
字
の
用
例
が
あ
る
。
大
半
は
「
愚
蒙
」「
愚
昧
」
を
意
味
す
る
貶
義
の
も
の
で
あ
る
が
、

以
下
の
よ
う
に
、
道
家
的
価
値
観
を
以
て
褒
義
に
用
い
ら
れ
る
例
も
見
ら
れ
る
。

日
月
に
旁な

ら

び
、
宇
宙
を
挟
み
、
其
の
脗
合
を
為
し
、
其
の
滑
涽
に
置ま
か

せ
、
隷
を
以
て
相
い
尊
ぶ
。
衆
人
は
役
役
た
る
も
、
聖
人
は
愚
芚
、

万
歳
に
参ま

じ

わ
り
て
成
純
に
一
た
り
。
万
物
尽
く
然
り
、
而
し
て
是
れ
を
以
て
相
い
蘊つ
つ

む）
15
（

。（「
齊
物
論
」
篇
）        

性
修
ま
れ
ば
徳
に
反か
え

り
、
徳
至
れ
ば
初
め
に
同
ず
。
同
ず
れ
ば
乃
ち
虚
、
虚
な
れ
ば
乃
ち
大
な
り
。
喙
鳴
を
合
し
、
喙
鳴
合
し
て
、
天

地
と
合
を
為
す
。
其
の
合
は
緡
緡
と
し
て
、
愚
な
る
が
若
く
昏
な
る
が
若
し
。
是
れ
を
玄
徳
と
謂
い
、
大
順
に
同
ず）

16
（

。（「
天
地
」
篇
）

南
越
に
邑
有
り
、
名
づ
け
て
建
徳
の
国
と
為
す
。
其
の
民
愚
に
し
て
朴
た
り
、
私
少
く
し
て
欲
寡す
く
なし
。
作
る
を
知
り
て
蔵
す
る
を
知
ら

ず
、
与
え
て
其
の
報
い
を
求
め
ず
。
義
の
適か

な

う
所
を
知
ら
ず
、
礼
の
将お
こ
なう

所
を
知
ら
ず
。
猖
狂
妄
行
し
、
乃
ち
大
方
を
蹈
む）

17
（

。（「
山
木
」

篇
）

　
「
愚
」
字
を
以
て
聖
人
の
心
を
い
い
、「
道
」
の
混
沌
た
る
さ
ま
を
い
い
、
淳
朴
無
知
な
民
が
そ
の
「
道
」
を
踏
み
行
っ
て
生
き
る
さ
ま
を

い
う
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
『
老
子
』
第
二
十
章
、
第
六
十
五
章
に
見
え
る
「
愚
」
の
意
義
を
踏
襲
し
敷
衍
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
　
二
人
の
「
愚
公
」

　

中
国
の
古
い
文
献
に
は
、「
愚
公
」
の
名
で
呼
ば
れ
る
老
人
が
二
人
登
場
す
る
。
一
人
は
、『
列
子
』「
湯
問
」
篇
の
故
事
に
見
え
る
。「
老

人
愚
公
が
、
往
来
の
障
碍
と
な
っ
て
い
る
太
行
山
・
王
屋
山
の
二
山
を
他
所
へ
動
か
そ
う
と
土
を
運
び
は
じ
め
る
。
そ
の
愚
か
さ
を
嘲
笑
さ
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れ
て
も
、
愚
公
は
一
向
に
怯
む
こ
と
な
く
、
天
帝
が
そ
の
誠
意
に
感
じ
、
山
を
移
し
地
を
平
ら
に
し
た
」
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
れ
を
典
拠

と
す
る
四
字
成
語
「
愚
公
移
山
」
は
、弛
ま
ぬ
努
力
に
よ
り
困
難
を
克
服
し
大
事
業
を
完
遂
さ
せ
る
こ
と
を
語
る
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
教
訓
的
な
解
釈
は
、
こ
の
故
事
の
本
来
の
主
旨
で
は
な
い
。「
愚
公
移
山
」
は
、
元
来
、
道
家
思
想
に
基
づ
い

た
寓
話
で
あ
り
、
話
の
主
眼
は
「
愚
」
と
「
智
」
の
対
立
に
あ
る
。「
愚
公
」
の
行
為
を
冷
笑
す
る
人
物
と
し
て
「
智
叟
」
が
登
場
す
る
が
、

こ
の
二
人
に
つ
い
て
、
晋
・
張
湛
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
注
を
付
し
て
い
る
。

俗
に
之
を
愚
と
謂
う
者
は
、
未
だ
必
ず
し
も
智
に
非
ざ
る
こ
と
な
し
。

俗
に
之
を
智
と
謂
う
者
は
、
未
だ
必
ず
し
も
愚
に
非
ざ
る
こ
と
な
し）

18
（

。　

　

世
の
い
う
「
愚
者
」
は
実
は
「
智
者
」
で
あ
り
、
世
の
い
う
「
智
者
」
は
却
っ
て
「
愚
者
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。「
愚
公
」
の
行
為
は
、

常
識
で
は
想
定
で
き
な
い
発
想
、
時
間
を
超
越
し
た
遠
大
な
構
想
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
方
、
こ
れ
を
愚
か
と
し
て
冷
笑
す
る
「
智

叟
」
は
、
そ
う
し
た
道
家
的
尺
度
の
世
界
観
を
理
解
で
き
な
い
世
俗
の
人
間
、
も
し
く
は
そ
の
世
俗
の
既
成
の
価
値
観
を
形
成
し
て
い
る
儒

家
思
想
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
人
の
「
愚
公
」
は
、
斉
の
桓
公
が
出
会
っ
た
と
い
う
老
人
で
あ
る
。
劉
向
『
説
苑
』「
政
理
」
篇
に
、「
愚
公
谷
」
の
説
話
が
収
め

ら
れ
て
い
る
。「
桓
公
が
猟
に
出
て
山
谷
に
入
り
、
老
人
か
ら
谷
の
名
の
由
来
を
聞
く
。
子
牛
を
売
っ
て
子
馬
を
買
っ
た
ら
、
若
い
男
に
難
癖

を
つ
け
ら
れ
子
馬
を
奪
わ
れ
て
し
ま
い
、
土
地
の
人
が
老
人
の
愚
か
さ
に
ち
な
ん
で
、
そ
の
谷
を
愚
公
谷
と
呼
ん
だ
の
だ
と
い
う
。
桓
公
が

管
仲
に
こ
の
話
を
告
げ
る
と
、
管
仲
は
裁
判
の
不
公
正
を
伝
え
よ
う
と
し
た
老
人
の
真
意
を
悟
る
」
と
い
う
内
容
の
説
話
で
あ
る
。
管
仲
は

次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

此
れ
夷
吾
（
管
仲
）
の
愚
な
り
。
尭
を
し
て
上
に
在
り
、
咎
繇
を
し
て
理
を
為
さ
し
め
ば
、
安い

ず
くん

ぞ
人
の
駒
を
取
る
者
有
ら
ん
や
。
若も
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し
暴
せ
ら
る
る
こ
と
是
の
叟
の
如
き
者
有
る
も
、
又
必
ず
与
え
ざ
る
な
り
。
公
は
獄
訟
の
不
正
な
る
を
知
り
、
故
に
之
を
与
う
る
の
み
。

請
う
ら
く
は
退
き
て
政
を
修
め
ん）

19
（

。

　

こ
の
説
話
の
中
の
「
愚
公
」
は
、
た
だ
の
愚
か
な
老
人
で
は
な
い
。
世
を
避
け
な
が
ら
も
時
の
政
治
を
諷
諫
す
る
隠
者
で
あ
る
。
桓
公
は

そ
の
正
体
を
見
抜
く
こ
と
が
で
き
ず
、
老
人
を
単
な
る
「
愚
蒙
」
と
見
な
す
が
、
名
宰
相
管
仲
は
、
谷
の
命
名
の
話
も
牛
や
馬
の
話
も
す
べ

て
虚
構
で
あ
り
、
こ
れ
に
仮
託
し
て
当
世
の
裁
判
制
度
が
公
正
で
な
い
こ
と
を
諫
め
よ
う
と
し
た
老
人
の
意
を
悟
る
。
そ
し
て
、「
我
こ
そ
愚

な
り
」
と
襟
を
正
す
の
で
あ
る
。

　

中
国
の
隠
者
は
、
必
ず
し
も
山
奥
に
こ
も
っ
て
世
俗
と
没
交
渉
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
多
く
の
場
合
、
世
俗
と
距
離
を
置
き
な
が
ら
も
、

時
政
を
厳
峻
か
つ
辛
辣
に
諷
刺
す
る
。
こ
の
老
人
が
自
ら
を
「
愚
」
と
称
す
る
の
は
、
表
面
上
は
謙
称
で
あ
る
が
、
決
し
て
自
己
を
卑
下
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
自
ら
の
賢
明
さ
を
秘
め
隠
す
韜
晦
の
所
作
で
あ
り
、
ま
た
孤
高
な
自
負
心
の
裏
返
し
で
も
あ
る
。
こ
の
説

話
を
典
拠
と
し
て
、
後
世
の
詩
文
に
お
い
て
、「
愚
公
」
は
隠
者
を
い
う
語
と
な
り
、「
愚
公
谷
」（
ま
た
は
略
し
て
「
愚
谷
」）
は
、
世
俗
を

離
れ
た
隠
棲
の
地
を
喩
え
る
語
と
な
る
。

四
　
詩
語
と
し
て
の
「
愚
」

　

前
章
ま
で
に
見
て
き
た
「
愚
」
の
概
念
は
、歴
代
詩
文
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
以
て
中
国
の
文
人
精
神
を
表
象
す
る
に
至
る
。
以
下
に
、

「
愚
」
の
意
義
を
便
宜
的
に
幾
つ
か
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
、
唐
詩
か
ら
用
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
詩
語
と
し
て
の
「
愚
」
の
諸
相
を
概
観
し
て

み
た
い
。
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（
一
）「
愚
蒙
」

　
『
全
唐
詩
』
九
百
巻
に
は
、
計
三
百
七
十
四
個
の
「
愚
」
字
の
用
例
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
大
半
は
「
愚
蒙
」「
愚
昧
」
な
ど
原
義
の
貶
義
で

用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
い
か
な
る
人
物
に
対
し
て
、
い
か
な
る
理
由
を
以
て
「
愚
」
と
称
す
る
か
は
、
詩
意
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

詩
に
お
い
て
人
を
「
愚
」
と
呼
ぶ
の
は
、
一
般
的
に
、
智
能
や
学
識
の
低
さ
を
い
う
も
の
で
は
な
く
、
道
理
を
悟
ら
ぬ
こ
と
、
人
生
を
誤
っ

て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
う
場
合
が
多
い
。「
愚
」
字
は
、
し
ば
し
ば
詩
人
自
身
と
価
値
観
が
異
な
る
者
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
。
白
居
易

「
凶
宅
」
に
、

嗟
嗟
俗
人
心　
　

嗟あ

あ嗟　

俗
人
の
心

甚
矣
其
愚
蒙　
　

甚
し
い
か
な　

其
の
愚
蒙
な
る

但
恐
災
將
至　
　

但
だ
災
の
将ま

さ

に
至
ら
ん
と
す
る
を
恐
れ

不
思
禍
所
從　
　

禍
の
従よ

る
所
を
思
わ
ず

と
あ
る
。
権
勢
を
誇
り
利
禄
を
貪
る
「
俗
人
」（
高
位
高
官
）
が
、
そ
う
し
た
権
勢
・
利
禄
こ
そ
が
身
を
滅
ぼ
す
禍
の
元
で
あ
る
と
い
う
道
理

を
悟
ら
な
い
さ
ま
を
「
愚
蒙
」
と
呼
ん
で
嘆
嗟
し
て
い
る
。
ま
た
、
李
白
「
古
風
」（
其
二
十
三
）
に
は
、

人
生
鳥
過
目　
　

人
生　

鳥
の
目
を
過
ぐ
る
が
ご
と
し

胡
乃
自
結
束　
　

胡な
ん

ぞ
乃
ち
自
ず
か
ら
結
束
す
る
や

景
公
一
何
愚　
　

景
公　

一
に
何
ぞ
愚
な
る

牛
山
淚
相
續　
　

牛
山　

涙　

相
続つ

ぐ

と
あ
り
、
斉
の
景
公
が
か
つ
て
牛
山
に
登
り
、
人
の
命
に
限
り
あ
る
こ
と
を
痛
み
悲
し
ん
だ
と
い
う
行
為
を
「
愚
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
詩
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の
主
旨
は
、
は
か
な
い
人
生
で
あ
る
か
ら
こ
そ
存
分
に
楽
し
む
べ
し
と
す
る
享
楽
主
義
的
人
生
観
を
詠
っ
た
も
の
で
あ
り
、
悲
嘆
の
涙
を
流

す
な
ど
は
愚
の
骨
頂
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
歴
史
上
の
人
物
の
暴
政
や
失
策
に
対
し
て
「
愚
」
と
い
う
評
価
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
以
下
の
二
例
は
、
秦
の
始

皇
帝
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。

秦
王
築
城
何
太
愚　
　

秦
王　

築
城　

何
ぞ
太は

な
はだ

愚
な
る

天
實
亡
秦
非
北
胡　
　

天　

実ま
こ
とに
秦
を
亡
ぼ
す
は　

北
胡
に
非
ず　
（
王
翰
「
飲
馬
長
城
窟
行
」）

黔
首
不
愚
爾
益
愚　
　

黔
首
は
愚
な
ら
ず　

爾
な
ん
じ

益
々
愚
な
り

千
里
函
關
囚
獨
夫　
　

千
里　

函
関　

独
夫
を
囚と

ら

う　
（
杜
牧
「
過
驪
山
作
」）

（
二
）「
愚
直
」

　
「
愚
」
字
は
、
他
者
に
対
し
て
の
み
で
な
く
、
自
分
自
身
を
い
う
第
一
人
称
の
語
と
し
て
も
詩
文
の
中
で
常
用
さ
れ
る
。「
愚
」
の
一
字
、

ま
た
は
「
愚
生
」「
愚
臣
」「
愚
叟
」
な
ど
は
謙
遜
の
自
称
と
し
て
用
い
ら
れ
、「
愚
見
」「
愚
意
」「
愚
策
」「
愚
志
」
な
ど
も
ま
た
自
分
自
身

の
言
行
を
い
う
謙
譲
語
で
あ
る
。

愚
臣
何
以
報　
　

愚
臣　

何
を
以
て
か
報
い
ん

倚
馬
申
微
力　
　

馬
に
倚よ

り
て　

微
力
を
申の

ぶ　
（
崔
融
「
西
征
軍
行
遇
風
」）

愚
夫
何
所
任　
　

愚
夫　

何
の
任た

う
る
所
ぞ

多
病
感
君
深　
　

多
病　

君
に
感
ず
る
こ
と
深
し　
（
権
徳
輿
「
病
中
寓
直
代
書
題
寄
」）
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こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
相
手
（
多
く
の
場
合
、
天
子
や
上
官
）
に
対
し
て
自
ら
を
卑
下
し
て
称
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
詩
に
お
い
て
「
愚
」

を
自
称
す
る
際
は
、
必
ず
し
も
そ
う
し
た
単
な
る
慣
用
的
な
謙
譲
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
高
適
「
秋
日
作
」
に
、

雲
霄
何
處
托　
　

雲
霄　

何
れ
の
処
に
か
托
す

愚
直
有
誰
親　
　

愚
直　

誰
か
親
し
む
も
の
有
ら
ん

舉
酒
聊
自
勸　
　

酒
を
挙
げ
て　

聊
か
自
ら
勧
む

窮
通
信
爾
身　
　

窮
通　

爾
が
身
に
信ま

か

さ
ん               

と
あ
る
が
、「
愚
直
」
は
「
古
の
愚
や
直
な
り
」（『
論
語
』「
陽
貨
」
篇
）
を
典
拠
と
す
る
詩
語
で
あ
り
、
詩
人
の
剛
直
な
気
概
を
示
す
も
の

で
あ
る
。

　

杜
甫
は
し
ば
し
ば
自
ら
を
「
愚
」
と
称
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
字
面
通
り
の
自
己
卑
下
の
称
で
は
な
い
場
合
が
多
い
。
例
え
ば
、「
上
韋
左

相
二
十
韻
」
に
、

才
傑
俱
登
用　
　

才
傑　

俱
に
登
用
せ
ら
れ

愚
蒙
但
隱
淪　
　

愚
蒙　

但
だ
隠
淪
す

長
卿
多
病
久　
　

長
卿　

多
病　

久
し
く

子
夏
索
居
頻　
　

子
夏　

索
居　

頻し
き

り
な
り

と
あ
り
、
自
ら
を
世
間
か
ら
隠
れ
て
沈
淪
す
る
「
愚
蒙
」
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
一
方
で
、
消
渇
を
患
っ
た
長
卿
（
司
馬
相
如
）
や
、
離
群

索
居
し
た
子
夏
（
孔
子
の
弟
子
）
に
自
ら
の
境
遇
を
重
ね
合
わ
せ
て
詠
う
。
ま
た
、「
自
京
赴
奉
先
縣
詠
懷
五
百
字
」
に
は
、 

杜
陵
有
布
衣　
　

杜
陵
に
布
衣
有
り
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老
大
意
轉
拙　
　

老
大
に
し
て　

意
は
転う
た

た
拙
な
り

許
身
一
何
愚　
　

身
に
許
す
こ
と　

一
に
何
ぞ
愚
な
る

竊
比
稷
與
契　
　

窃ひ
そ

か
に
比
す　

稷
と
契
と
に

と
あ
り
、
自
分
は
世
渡
り
下
手
な
老
い
ぼ
れ
の
平
民
で
あ
り
な
が
ら
、
心
の
内
で
は
愚
か
し
く
も
自
ら
を
古
の
稷
や
契
（
共
に
舜
帝
の
賢
臣
）

に
比
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
、「
發
同
谷
縣
」
で
は
、

賢
有
不
黔
突　
　

賢
に
も
突
を
黔く

ろ

ま
ざ
る
有
り

聖
有
不
暖
席　
　

聖
に
も
席
を
暖
め
ざ
る
有
り

況
我
飢
愚
人　
　

況
ん
や　

我　

飢
愚
の
人
を
や

焉
能
尚
安
宅　
　

焉
ん
ぞ
能
く
尚
お
宅
に
安
ん
ぜ
む

と
あ
る
。「
黔
突
」
と
「
暖
席
」
は
、
つ
ね
に
世
の
た
め
に
奔
走
し
、
長
く
家
に
落
ち
着
い
て
い
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
墨
子
と
孔
子
の

故
事
を
そ
れ
ぞ
れ
引
い
た
も
の
で
あ
る
。「
飢
愚
の
人
」
と
ま
で
呼
ん
で
自
ら
を
卑
し
め
る
反
面
、自
分
自
身
を
古
の
聖
賢
と
並
べ
て
詠
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
政
界
で
の
不
遇
を
自
ら
の
「
愚
直
」
な
性
癖
に
帰
し
、
天
下
国
家
を
事
と
す
る
儒
家
的
な
使
命
感
を
以
て
「
愚
忠
」
を
守

り
通
し
た
杜
甫
に
お
い
て
は
、「
愚
」
と
い
う
自
虐
的
な
響
き
の
中
に
、
詩
人
の
心
中
に
秘
め
ら
れ
た
尊
大
な
ま
で
の
自
負
心
を
感
得
す
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

（
三
）「
賢
愚
」

　
「
愚
」
と
並
列
さ
せ
て
、
ま
た
は
対
偶
の
形
で
、
反
義
の
詩
語
と
し
て
対
照
的
に
用
い
ら
れ
る
の
が
、「
賢
」
と
「
智
」
で
あ
る
。
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借
問
回
心
後　
　

借
問
す　

回
心
の
後

賢
愚
去
幾
何　
　

賢
愚　

去
る
こ
と
幾い

く

何ば
く

ぞ　
（
劉
長
卿
「
贈
普
門
上
人
」）

貴
賤
與
賢
愚　
　

貴
賤
と
賢
愚
と

古
今
同
一
軌　
　

古
今　

同と
も

に
軌
を
一
に
す　
（
聶
夷
中
「
住
京
寄
同
志
」）

智
士
日
千
慮　
　

智
士　

日
々
千
慮
し

愚
夫
唯
四
愁　
　

愚
夫　

唯
だ
四
愁
す
る
の
み　
（
孟
郊
「
百
憂
」）

　
「
賢
者
」
と
「
愚
者
」
は
、
相
異
な
る
存
在
と
し
て
詠
わ
れ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
貴
賤
」
も
「
賢
愚
」
も
畢
竟
人
間
で
あ
る
限
り
同
じ
存

在
で
あ
る
と
い
う
視
点
で
詠
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
杜
甫
「
寄
薛
三
郎
中
」
に
、

人
生
無
賢
愚　
　

人
生　

賢
愚
無
く

飄
颻
若
埃
塵　
　

飄
颻
と
し
て
埃
塵
の
若
し

自
非
得
神
仙　
　

自
ず
か
ら
神
仙
を
得
る
に
非
ざ
れ
ば

誰
免
危
其
身　
　

誰
か
其
の
身
を
危
う
く
す
る
を
免
れ
ん

と
あ
り
、
ま
た
白
居
易
「
對
酒
」
に
、

賢
愚
共
零
落　
　

賢
愚　

共
に
零
落
し

貴
賤
同
埋
沒　
　

貴
賤　

同
に
埋
没
す

東
岱
前
後
魂　
　

東
岱　

前
後
の
魂

北
邙
新
舊
骨　
　

北
邙　

新
旧
の
骨
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と
あ
る
よ
う
に
、
い
つ
か
は
死
ん
で
滅
び
去
る
運
命
に
お
い
て
は
、「
賢
者
」
も
「
愚
者
」
も
何
ら
異
な
る
所
の
な
い
も
の
と
し
て
詠
わ
れ
て

い
る
。

　
「
賢
愚
」
を
詠
ん
だ
詩
句
は
、
白
居
易
の
作
に
多
く
の
用
例
が
あ
る
が
、「
賢
者
」
と
「
愚
者
」
に
対
す
る
社
会
通
念
を
顚
倒
さ
せ
て
詠
う

も
の
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。「
㵎
底
松
」
に
は
、

貂
蟬
與
牛
衣　
　

貂
蟬
と
牛
衣
と

高
下
雖
有
殊　
　

高
下　

殊
な
る
有
り
と
雖
も

高
者
未
必
賢　
　

高
者　

未
だ
必
ず
し
も
賢
な
ら
ず

下
者
未
必
愚　
　

下
者　

未
だ
必
ず
し
も
愚
な
ら
ず

と
あ
り
、「
高
」（
貴
）
と
「
下
」（
賤
）
が
そ
れ
ぞ
れ
「
賢
」
と
「
愚
」
に
つ
ね
に
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
。
ま
た
、「
感
所
見
」

に
は
、巧

者
焦
勞
智
者
愁　
　

巧
者
は
焦
労
し　

智
者
は
愁
う

愚
翁
何
喜
復
何
憂　
　

愚
翁
は
何
を
か
喜
び　

復
た
何
を
か
憂
う

莫
嫌
山
木
無
人
用　
　

嫌
う
莫な

か

れ　

山
木
の
人
の
用
う
る
無
き
を

大
勝
籠
禽
不
自
由　
　

大
い
に
籠
禽
の
自
由
な
ら
ざ
る
に
勝ま

さ

る

と
あ
る
。「
巧
者
」「
智
者
」
に
対
す
る
世
俗
の
価
値
観
を
否
定
し
、
泰
然
自
若
と
し
た
「
愚
者
」
を
肯
定
的
に
詠
う
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し

た
道
家
流
の
逆
説
的
な
物
言
い
の
中
に
、
白
居
易
独
自
の
達
観
し
た
人
生
哲
学
を
窺
い
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
四
）「
佯
愚
」

　
「
愚
」
字
を
以
て
処
世
観
を
詠
う
思
索
的
な
詩
の
中
で
は
、『
論
語
』「
公
冶
長
」
篇
に
見
え
る
甯
武
子
の
「
佯
愚
」
が
し
ば
し
ば
典
故
と
し

て
用
い
ら
れ
る
。
白
居
易
「
放
言
」（
其
一
）
に
は
、

朝
眞
暮
僞
何
人
辨　
　

朝
真
暮
偽　

何
人
か
弁
ぜ
ん

古
往
今
來
底
事
無　
　

古
往
今
来　

底な
に
ご
と事

か
無
か
ら
ん

但
愛
臧
生
能
詐
聖　
　

但
だ
愛
す　

臧
生
が
能
く
聖
を
詐
る
を      

可
知
甯
子
解
佯
愚　
　

知
る
べ
し　

甯
子
が
解よ

く
愚
を
佯
る
を

と
あ
る
。
魯
の
大
夫
臧
文
仲
は
「
知
者
」
と
さ
れ
て
い
た
人
物
で
あ
る
が
、
分
を
わ
き
ま
え
な
い
一
面
が
あ
り
、『
論
語
』
の
中
で
は
孔
子
が

「
何い

か
ん如
ぞ
其
れ
知
な
ら
ん
や
」（「
公
冶
長
」
篇
）
と
非
難
し
て
い
る
。
い
わ
ば
「
聖
」
を
飾
る
偽
の
「
知
者
」
で
あ
り
、「
愚
」
を
装
う
甯
武

子
こ
そ
が
真
の
「
知
者
」
で
あ
る
と
詠
う
。

　

こ
の
ほ
か
、
張
九
齢
「
登
荊
州
城
樓
」
に
、

直
似
王
陵
戇　
　

直
な
る
こ
と　

王
陵
の
戇
に
似
て

非
如
甯
武
愚　
　

甯
武
の
愚
に
如し

く
こ
と
非
ず

と
あ
り
、
直
言
を
好
ん
で
高
祖
劉
邦
か
ら
「
戇
」（
馬
鹿
正
直
）
の
評
を
得
た
王
陵
と
比
さ
れ
、
ま
た
さ
ら
に
、

醺
醺
若
借
嵇
康
懶　
　

醺
醺
と
し
て　

嵇
康
の
懶
を
借
る
が
若
く

兀
兀
仍
添
甯
武
愚　
　

兀
兀
と
し
て　

仍
お
甯
武
の
愚
に
添
う　
（
杜
牧
「
歙
州
盧
中
丞
見
惠
名
醞
」）

孰
謂
原
思
病　
　

孰
か
謂
う　

原
思
の
病
は
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非
關
甯
武
愚　
　

甯
武
の
愚
に
関
わ
る
こ
と
非
ず
と　
（
権
徳
輿
「
奉
和
許
閣
老
酬
淮
南
崔
十
七
端
公
見
寄
」）

已
似
馮
唐
老　
　

已
に
馮
唐
の
老
に
似
て

方
知
武
子
愚　
　

方は
じ

め
て
知
る　

武
子
の
愚
を　
（
呉
融
「
寄
貫
休
」）                       

と
あ
る
よ
う
に
、
嵇
康
の
「
懶
」、
原
憲
の
「
病
」、
馮
唐
の
「
老
」
な
ど
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
甯
武
子
の
「
愚
」
は
、
特

定
の
史
実
や
逸
話
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
た
伝
統
的
人
物
形
象
の
典
型
の
一
つ
を
示
す
詩
語
と
し
て
詠
わ
れ
て
い
る
。

（
五
）「
愚
谷
」

　

第
三
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
説
苑
』「
政
理
」
篇
に
見
え
る
故
事
を
典
拠
と
し
て
、「
愚
公
」
は
隠
者
、「
愚
谷
」
は
隠
棲
の
地
を
い
う
詩

語
と
な
る
。
王
維
「
愚
公
谷
」（
其
三
）
に
、

借
問
愚
公
谷　
　

借
問
す　

愚
公
谷

與
君
聊
一
尋　
　

君
と
与と

も

に
聊
か
一
た
び
尋
ね
ん

不
尋
翻
到
谷　
　

尋
ね
ず
ん
ば　

翻か
え

っ
て
谷
に
到
る

此
谷
不
離
心　
　

此
の
谷　

心
を
離
れ
ず

と
あ
り
、
ま
た
、
杜
甫
「
贈
比
部
蕭
郎
中
十
兄
」
に
、 

中
散
山
陽
鍛　
　

中
散　

山
陽
の
鍛

愚
公
野
谷
邨　
　

愚
公　

野
谷
の
邨

寧
紆
長
者
轍　
　

寧な
ん

ぞ
長
者
の
轍
を
紆め
ぐ

ら
さ
む
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歸
老
任
乾
坤　
　

帰
老
し　

乾
坤
に
任
さ
ん

と
あ
る
。「
愚
公
」「
愚
谷
」
は
、
必
ず
し
も
『
説
苑
』
の
故
事
の
諷
喩
性
を
踏
襲
す
る
も
の
で
は
な
い
。
栄
達
を
断
念
し
た
り
俗
塵
を
避
け

た
り
し
て
世
間
か
ら
身
を
退
く
こ
と
を
詠
う
際
の
常
套
的
な
詩
語
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
る
が
、
韜
晦
と
孤
高
を
象
徴
的
に
示
す
「
愚
」
字

が
自
ず
と
高
遠
な
気
分
を
醸
し
出
し
、
詩
的
イ
メ
ー
ジ
に
厚
み
を
与
え
て
い
る
。

（
六
）「
愚
渓
」

　
「
愚
」
字
に
対
し
て
と
り
わ
け
強
い
思
い
入
れ
を
示
し
た
詩
人
が
柳
宗
元
で
あ
る
。「
八
愚
詩
」（
佚
）
に
冠
し
た
「
愚
溪
詩
序
」
は
、全
篇

五
百
数
十
字
の
中
で
「
愚
」
字
を
二
十
七
個
用
い
て
集
中
的
に
「
愚
」
を
語
っ
て
い
る
。
ま
ず
、「
愚
渓
」
の
命
名
の
由
来
に
つ
い
て
、

余
は
愚
を
以
て
罪
に
触
れ
、
瀟
水
の
上ほ

と
りに
謫
せ
ら
る
。（
中
略
）
古
に
愚
公
谷
有
り
。
今
予
は
是
の
渓
に
家
し
、
而
し
て
名
能
く
定
ま
る

莫
し
。
土
の
居
る
者
、
猶
お
齗
齗
然
と
し
て
、
以
て
更あ

ら
ため

ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
、
故
に
之
を
更
め
て
愚
渓
と
為
す）

20
（

。

と
あ
る
。
続
い
て
、「
愚
」
字
を
以
て
景
物
を
名
付
け
た
所
以
に
つ
い
て
、

夫
れ
水
は
、
智
者
の
楽
し
み
な
り
。
今
是
の
渓
独
り
愚
に
辱
め
ら
る
る
は
、
何
ぞ
や
。
蓋
し
其
の
流
れ
甚
だ
下ひ

く

く
し
て
、
以
て
灌
溉
す
べ

か
ら
ず
、
又
峻
急
に
し
て
坻
石
多
く
、
大
舟
入
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
幽
邃
浅
狭
に
し
て
、
蛟
竜
も
雲
雨
を
興
す
能
わ
ざ
る
を
屑

い
さ
ぎ
よ
しと

せ

ず
。
以
て
世
を
利
す
る
無
く
し
て
、
適ま

さ

に
余
に
類
す
。
然
ら
ば
則
ち
辱
め
て
之
を
愚
と
す
る
と
雖
も
可
な
り）

21
（

。

と
述
べ
て
、
荘
子
の
「
無
用
の
用
」
に
基
づ
い
た
議
論
を
展
開
す
る
。
さ
ら
に
、
甯
武
子
と
顔
回
に
言
及
し
、

甯
武
子
は
邦
に
道
無
け
れ
ば
則
ち
愚
な
り
、
智
に
し
て
愚
と
為
る
者
な
り
。
顏
子
は
終
日
違
わ
ざ
る
こ
と
愚
の
如
し
、
睿
に
し
て
愚
と

為
る
者
な
り
。
皆
真
の
愚
と
為
す
を
得
ず
。
今
余
は
有
道
に
遭
い
て
理
に
違
い
事
に
悖も

と

る
、
故
に
凡
そ
愚
為
る
者
、
我
に
若し

く
は
莫
き
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な
り）

22
（

。

と
語
り
、
甯
武
子
や
顔
回
は
真
の
「
愚
」
に
あ
ら
ず
、
我
こ
そ
は
天
下
一
の
「
愚
」
な
り
、
と
自
虐
的
な
響
き
の
言
を
吐
く
。「
愚
溪
詩
序
」

は
、
政
争
に
敗
れ
た
柳
宗
元
が
邵
州
の
刺
史
に
左
遷
さ
れ
、
さ
ら
に
永
州
の
司
馬
に
貶
謫
さ
れ
た
後
に
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
絶
望
的
な

境
遇
に
置
か
れ
な
が
ら
も
不
屈
の
精
神
を
保
ち
続
け
た
と
さ
れ
る
彼
の
生
き
方
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、柳
宗
元
に
お
け
る
「
愚
」
の
自
称
は
、

単
な
る
謙
遜
や
自
嘲
自
卑
の
語
で
は
な
い
。
表
面
的
に
は
、
自
ら
の
「
愚
拙
」
が
禍
を
招
い
た
と
す
る
も
の
の
、
内
心
で
は
、
自
分
は
何
ら

罪
を
犯
し
て
は
い
な
い
と
い
う
矜
持
が
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た
思
い
を
抱
き
な
が
ら
も
、
さ
ら
な
る
迫
害
を
免
れ
る
た
め
に
は
「
愚
」
を
以

て
韜
晦
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
鬱
屈
し
た
胸
懐
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る）

23
（

。

お
わ
り
に

　

本
稿
は
、「
愚
」
に
つ
い
て
、
主
に
褒
貶
の
別
を
軸
と
し
て
、
古
来
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
か
ら
そ
の
諸
相
を
概
観
し
た
。「
愚
」
字
の
大
半

は
原
義
で
あ
る
貶
義
で
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。「
愚
蒙
」「
愚
昧
」「
暗
愚
」「
庸
愚
」
な
ど
、
他
者
に
向
け
ら
れ
れ
ば
侮
蔑
や
譴
責
の
意

と
な
り
、
自
身
に
つ
い
て
言
え
ば
自
嘲
や
自
卑
の
謙
称
と
な
る
。
一
方
、「
愚
」
字
が
褒
義
に
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
秦
諸
子

の
言
説
の
中
に
す
で
に
そ
の
素
地
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
も
そ
も
「
愚
」
と
い
う
人
物
形
象
は
、
あ
る
意
味
で
孔
子
の
好
み
で
も
あ
っ

た
。
利
発
で
狡
智
な
「
巧
言
令
色
」
型
の
人
間
よ
り
も
質
朴
で
敦
厚
な
「
剛
毅
木
訥
」
型
の
人
間
を
評
価
す
る
視
点
か
ら
す
れ
ば
、「
愚
直
」

「
愚
拙
」「
愚
鈍
」
な
ど
は
必
ず
し
も
悪
し
き
性
質
で
は
な
く
、
不
器
用
で
小
賢
し
さ
を
欠
く
が
ゆ
え
に
、
む
し
ろ
誠
実
で
淳
朴
な
性
質
と
し

て
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
道
家
に
お
い
て
も
、知
識
や
智
恵
を
否
定
す
る
立
場
か
ら
「
愚
」
は
し
ば
し
ば
褒
義
に
解
釈
さ
れ
、

聖
人
の
心
を
表
し
「
道
」
を
体
現
す
る
概
念
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
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中
国
の
精
神
文
化
の
上
で
長
く
慈
し
ま
れ
て
き
た
「
愚
」
の
一
つ
の
典
型
は
、「
愚
に
似
て
愚
に
非
ず
」
と
い
う
形
象
で
あ
る
。
こ
う
し
た

形
象
が
好
ま
れ
る
背
景
に
は
、「
大
智
如
愚
」（
大
智
は
愚
な
る
が
如
し
）
と
い
う
逆
説
的
発
想
が
あ
る
。
こ
の
成
語
は
、
蘇
軾
の
「
賀
歐
陽

少
師
致
仕
啓
」
に
「
大
勇
は
怯
な
る
が
若
く
、
大
智
は
愚
な
る
が
如
し
」
と
あ
る
の
を
直
接
の
典
拠
と
す
る
が
、
こ
う
し
た
発
想
は
、『
老

子
』
第
四
十
五
章
に
「
大
直
は
屈
す
る
が
若
く
、
大
巧
は
拙
な
る
が
若
く
、
大
弁
は
訥
な
る
が
若
し
」
と
見
え
、
ま
た
『
史
記
』「
老
子
韓
非

列
傳
」
に
も
「
君
子
は
盛
徳
あ
り
て
、
容
貌
は
愚
な
る
が
若
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
古
く
か
ら
慣
れ
親
し
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。「
愚
」

が
自
嘲
か
ら
自
負
へ
容
易
に
反
転
す
る
所
以
は
、
正
に
こ
う
し
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
時
と
し
て
精
神
的
な
支
え
と
し
て
き
た
中
国
古
代
の
知

識
人
の
思
考
様
式
に
あ
る
。「
愚
公
」「
愚
谷
」
が
隠
者
と
関
わ
る
語
で
あ
り
、「
愚
」
が
世
俗
的
な
価
値
観
と
対
峙
す
る
概
念
と
し
て
用
い
ら

れ
る
こ
と
と
も
相
俟
っ
て
、
古
来
、
文
人
た
ち
が
反
俗
的
な
姿
勢
を
誇
示
し
た
り
、
世
を
達
観
し
た
境
地
を
言
明
し
た
り
す
る
際
に
、
彼
ら

は
敢
え
て
「
愚
」
を
以
て
自
任
し
た
の
で
あ
る
。

註（
1
） 

原
文

：「
戇
也
、
從
心
從
禺
。
禺
、
猴
屬
、
獸
之
愚
者
。」

（
2
） 「
愚
」
の
字
義
・
用
例
に
つ
い
て
は
、
劉
長
桂
「〝
愚
〞
詮
」（『
阜
陽
師
院
学
報
』
一
九
八
六
年
第
三
期
）、
邢
徳
波
「〝
愚
〞
詞
性
淺
説
」（『
殷

都
学
刊
』
二
〇
〇
二
年
第
三
期
）
な
ど
参
照
。

（
3
） 『
論
語
』
に
お
け
る
「
愚
」
に
つ
い
て
は
、
張
勇
「
孔
子
説
〝
愚
〞」（『
東
方
論
壇
』
二
〇
〇
四
年
第
四
期
）
な
ど
参
照
。

（
4
） 

原
文

：「
好
仁
不
好
學
、
其
蔽
也
愚
。
好
知
不
好
學
、
其
蔽
也
蕩
。
好
信
不
好
學
、
其
蔽
也
賊
。
好
直
不
好
學
、
其
蔽
也
絞
。
好
勇
不
好
學
、

其
蔽
也
亂
。
好
剛
不
好
學
、
其
蔽
也
狂
。」

（
5
） 

原
文

：「
唯
上
知
與
下
愚
不
移
。」
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（
6
） 

原
文

：「
吾
與
回
言
終
日
、
不
違
如
愚
。
退
而
省
其
私
、
亦
足
以
發
。
回
也
不
愚
。」

（
7
） 
原
文

：「
甯
武
子
邦
有
道
則
知
、
邦
無
道
則
愚
。
其
知
可
及
也
、
其
愚
不
可
及
也
。」 

（
8
） 
甯
武
子
の
「
愚
」
に
つ
い
て
は
古
来
諸
説
あ
り
、
大
き
く
「
佯
愚
論
」
と
「
真
愚
論
」
に
分
か
れ
る
。
後
者
は
、
甯
武
子
が
無
道
の
成
公
に
も

誠
意
を
尽
く
し
て
仕
え
た
「
愚
忠
」
を
称
え
る
も
の
で
あ
る
。（
前
掲
注
3
張
勇
論
文
二
五
頁
参
照
。）
本
稿
は
、「
佯
愚
論
」
に
基
づ
い
て
論

を
進
め
る
。

（
9
） 

原
文

：「
古
之
狂
也
肆
、
今
之
狂
也
蕩
。
古
之
矜
也
廉
、
今
之
矜
也
忿
戻
。
古
之
愚
也
直
、
今
之
愚
也
詐
而
已
矣
。」

（
10
） 

原
文

：「
柴
也
愚
、
參
也
魯
、
師
也
辟
、
由
也
喭
。」

（
11
） 

道
家
に
お
け
る
「
愚
」
に
つ
い
て
は
、
杜
会
「
論
老
子
的
愚
人
思
想
」（『
錦
州
師
院
学
報
』
一
九
九
〇
年
第
一
期
）、
黄
忠
晶
「〝
無
欲
〞〝
愚

民
〞
和
〝
小
國
寡
民
〞
│
老
子
社
会
思
想
略
論
」（『
中
共
浙
江
省
委
党
校
学
報
』
二
〇
〇
八
年
第
一
期
）、
張
尚
仁
「
道
家
〝
愚
〞
的
學
理
」

（『
思
想
戦
線
』
二
〇
一
一
年
第
二
期
）
な
ど
参
照
。

（
12
） 

原
文

：「
夫
禮
者
、
忠
信
之
薄
、
而
亂
之
首
。
前
識
者
、
道
之
華
、
而
愚
之
始
。」

（
13
） 

原
文

：「
衆
人
煕
煕
、
如
享
太
牢
、
如
春
登
臺
。
我
獨
泊
兮
其
未
兆
、
如
嬰
兒
之
未
孩
、
乘
乘
兮
若
無
所
歸
。
衆
人
皆
有
餘
、
而
我
獨
若
遺
。

我
愚
人
之
心
也
哉
、
沌
沌
兮
。
俗
人
昭
昭
、
我
獨
若
昏
。
俗
人
察
察
、
我
獨
悶
悶
。
忽
兮
若
海
、
漂
兮
若
無
所
止
。
衆
人
皆
有
以
、
而
我
獨

頑
似
鄙
。
我
獨
異
於
人
、
而
貴
食
母
。」

（
14
） 

原
文

：「
古
之
善
爲
道
者
、
非
以
明
民
、
將
以
愚
之
。
民
之
難
治
、
以
其
智
多
。
故
以
智
治
國
、
國
之
賊
、
不
以
智
治
國
、
國
之
福
。」

（
15
） 

原
文

：「
旁
日
月
、
挾
宇
宙
、
爲
其
脗
合
、
置
其
滑
涽
、
以
隷
相
尊
。
衆
人
役
役
、
聖
人
愚
芚
、
參
萬
歲
而
一
成
純
。
萬
物
盡
然
、
而
以
是
相
蘊
。」

（
16
） 

原
文

：「
性
修
反
德
、德
至
同
於
初
。
同
乃
虛
、虛
乃
大
。
合
喙
鳴
、喙
鳴
合
、與
天
地
爲
合
。
其
合
緡
緡
、若
愚
若
昏
。
是
謂
玄
德
、同
乎
大
順
。」

（
17
） 

原
文

：「
南
越
有
邑
焉
、
名
爲
建
德
之
國
。
其
民
愚
而
朴
、
少
私
而
寡
欲
。
知
作
而
不
知
藏
、
與
而
不
求
其
報
。
不
知
義
之
所
適
、
不
知
禮
之

所
將
。
猖
狂
妄
行
、
乃
蹈
乎
大
方
。」

（
18
） 

原
文

：「
俗
謂
之
愚
者
、
未
必
非
智
也
。」「
俗
謂
之
智
者
、
未
必
非
愚
也
。」

（
19
） 

原
文

：「
此
夷
吾
之
愚
也
。
使
堯
在
上
、
咎
繇
爲
理
、
安
有
取
人
之
駒
者
乎
。
若
有
見
暴
如
是
叟
者
、
又
必
不
與
也
。
公
知
獄
訟
之
不
正
、
故

與
之
耳
。
請
退
而
修
政
。」

（
20
） 

原
文

：「
余
以
愚
觸
罪
、
謫
瀟
水
上
。（
中
略
）
古
有
愚
公
谷
。
今
予
家
是
溪
、
而
名
莫
能
定
。
土
之
居
者
、
猶
齗
齗
然
、
不
可
以
不
更
也
、
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故
更
之
爲
愚
溪
。」

（
21
） 

原
文

：「
夫
水
、
智
者
樂
也
。
今
是
溪
獨
見
辱
於
愚
、
何
哉
。
蓋
其
流
甚
下
、
不
可
以
灌
漑
、
又
峻
急
多
坻
石
、
大
舟
不
可
入
也
。
幽
邃
淺
狹
、

蛟
龍
不
屑
不
能
興
雲
雨
。
無
以
利
世
、
而
適
類
於
余
。
然
則
雖
辱
而
愚
之
可
也
。」

（
22
） 
原
文

：「
甯
武
子
邦
無
道
則
愚
、
智
而
爲
愚
者
也
。
顏
子
終
日
不
違
如
愚
、
睿
而
爲
愚
者
也
。
皆
不
得
爲
眞
愚
。
今
余
遭
有
道
而
違
於
理
悖
於

事
、
故
凡
爲
愚
者
、
莫
我
若
也
。」

（
23
） 

戸
崎
哲
彦「
柳
宗
元
の「
愚
」称
に
つ
い
て
│
「
愚
渓
詩
序
」・「
愚
渓
対
」の
創
作
と
そ
の
心
理
の
深
層
に
あ
る
も
の
」（
滋
賀
大
学
経
済
学
会『
彦

根
論
叢
』
第
二
八
三
・
二
八
四
号
、
一
九
九
三
年
十
一
月
）、
賈
立
「
談
柳
宗
元
和
《
愚
溪
詩
序
》、《
愚
溪
對
》」（
京
都
外
国
語
大
学
『
研
究

論
叢
』
第
四
七
号
、一
九
九
六
年
九
月
）、方
介
「
柳
宗
元
的
愚
者
形
象
」（『
鉄
道
師
院
学
報
』
一
九
九
七
年
第
二
期
）、呂
国
康
「
柳
宗
元
〝
愚
〞

説
的
由
來
與
發
展
」（『
運
城
高
等
専
科
学
校
学
報
』
二
〇
〇
二
年
第
四
期
）
な
ど
参
照
。


