
中
庸
の
仏
教
的
解
釈
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は
じ
め
に

中ち
ゅ
う
よ
う
庸
は
中
国
の
儒じ

ゅ
か家
の
書
と
し
て
現
在
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
一
見
し
て
、
こ
の
中
庸
の
書
の
原
点
は
仏
教
の
菩
薩

道
に
つ
い
て
説
か
れ
た
経
文
で
、
そ
れ
を
儒
家
が
儒
教
の
教
え
に
あ
う
よ
う
に
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
と
観
じ
ま
し
た
。

古
来
か
ら
の
教
え
を
編へ

ん
さ
ん纂
し
て
儒
家
の
書
と
し
た
た
め
、
作
者
も
未
だ
に
同
定
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

ま
た
中
国
の
古
典
書
は
古
来
の
教
え
を
編
者
の
意
図
に
合
わ
せ
て
抜
粋
、
編
集
し
て
い
ま
す
の
で
、
文
字
通
り
の
解
釈
で

は
、
意
味
も
通
じ
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
、
作
者
も
不
明
な
も
の
が
多
く
、
そ
の
解
釈
も
研
究
者
や
学
者
に

よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
解
釈
が
正
し
い
と
主
張
し
て
い
ま
す
か
ら
、
ま
る
で
荘
子
の
語
っ
て
い
た
儒
家

と
墨
家
の
争
い
の
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

こ
の
中
庸
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
が
仏
教
用
語
で
、
荘
子
の
教
え
で
あ
る
荘
周
菩
薩
品
に
語
ら
れ
て
い
る
道ど

う
す
う枢

の
こ
と
で

あ
る
と
思
い
ま
し
た
。
７
世
紀
の
人
、
玄

げ
ん
じ
ょ
う
さ
ん
ぞ
う

奘
三
蔵
も
大
唐
西
域
記
の
中
で
、
徳
は
中
庸
に
契か

な

う
と
仏
教
用
語
と
し
て
用
い
て

い
ま
す
。

仏
教
的
に
は
中
庸
の
「
中
」
は
中
心
の
中
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
中
空
の
中
で
す
か
ら
、
何
も
無
い
と
言
う
意
味
の
「
中
」

で
あ
り
、
ま
さ
に
荘
子
の
言
う
枢

と
ぼ
そ
の
こ
と
で
す
。
荘
周
菩
薩
品
の
偈げ

も
ん文
で
あ
る
老
子
書
に
は
、
第
五
章
に
虚き

ょ
よ
う用
と
い
う
題
で

書
か
れ
て
い
ま
す
。

般は
ん
に
ゃ
し
ん
ぎ
ょ
う

若
心
経
で
は
空

く
う
ち
ゅ
う中
無む

し
き色 

無む
じ
ゅ
そ
う
ぎ
ょ
う
し
き

受
想
行
識
、
す
な
わ
ち
、
空
の
中
に
は
色
（
目
に
見
え
る
物
質
的
な
存
在
）
も
無
く
、
五



11

中庸の仏教的解釈

感
（
色し

き
し
ょ
う
こ
う
み
そ
く

声
香
味
触
）
の
感
受
作
用
も
想
念
も
無
く
、
意
志
に
よ
る
行
動
も
無
く
、
認
識
作
用
も
無
い
、
と
説
か
れ
て
い
ま
す

（
続
・
荘そ

う
し
ゅ
う
ぼ
さ
つ
ぼ
ん

周
菩
薩
品
「
荘
子
の
般
若
心
経
」
を
参
照
）。

で
す
か
ら
中
庸
の
中
は
荘
子
の
い
う
と
こ
ろ
の
一
、
す
な
わ
ち
是
非
の
分
別
を
越
え
た
無
分
別
智
の
こ
と
で
あ
り
、
自
然

の
摂
理
に
順
い
、
徳
の
積

じ
ゃ
く
じ
ゅ
う

集
に
よ
っ
て
陰
と
陽
の
気
を
調
和
し
た
虚き

ょ
せ
い
て
ん
た
ん

静
恬
淡
の
境
地
の
こ
と
で
す
。

庸
は
用
の
こ
と
で
す
か
ら
、
無
用
の
用
の
こ
と
で
あ
り
、
仏
教
的
に
は
無む

く
ゆ
う

功
用
の
妙

み
ょ
う
ゆ
う用
の
「
用
」
だ
と
思
い
ま
す
。
無
功

用
は
、
執
着
か
ら
く
る
人
為
的
な
判
断
を
す
る
こ
と
無
く
、
在
る
が
ま
ま
に
自
然
の
摂
理
に
任
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
妙
用
は

太
陽
や
月
や
海
の
如
く
、
何
の
見
返
り
を
求
め
る
こ
と
無
く
、
万
物
斉
同
に
施
す
慈
悲
心
の
こ
と
で
す
（
荘
周
菩
薩
品
「
無

功
用
の
妙
用
」
を
参
照
）。

中
庸
と
は
空
用
、
す
な
わ
ち
妙
用
の
こ
と
で
す
。
中
庸
の
道
と
は
大
自
然
の
よ
う
に
、
自
我
を
滅
尽
し
、
是
非
や
有
無
の

分
別
を
越
え
た
所
に
あ
る
空か

ら

っ
ぽ
の
道
の
こ
と
で
、
ま
さ
に
仏
教
の
「
空
」
の
道
の
こ
と
で
し
た
。
如
来
の
五
智
の
教
え
を

学
び
、そ
し
て
戒
律
を
守
り
、精
進
修
行
し
な
が
ら
歩
む
菩
薩
道
の
こ
と
で
す
（
荘
周
菩
薩
品
「
金
剛
杵
と
五
智
」
を
参
照
）。

こ
の
中
庸
も
他
の
古
典
書
の
如
く
、
そ
の
時
代
の
治
政
者
や
、
ま
た
編
者
の
意
図
に
よ
り
改
ざ
ん
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思

い
ま
し
た
。
で
き
る
だ
け
荘
子
の
教
え
に
随
い
、
私
的
で
は
あ
り
ま
す
が
、
観
ず
る
ま
ま
に
仏
教
的
な
解
釈
を
試
み
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
読
み
下
し
文
は
、
儒
学
者
で
あ
る
朱し

ゅ
し子
の
編
纂
し
た
も
の
を
元
に
書
か
れ
て
い
る
新
釈
漢
文
大
系
を
参

考
に
さ
せ
て
戴
き
ま
し
た
。



12

第
一
段
、
第
一
節

中
庸
の
冒
頭
の
一
節
で
す
。

「
天
の
命
ず
る
、
こ
れ
を
性

し
ょ
う

と
い
う
。
性
に
率

し
た
が

う
、
こ
れ
を
道
と
い
う
。
道
を
修
め
る
、
こ
れ
を
教

き
ょ
う

と
い
う
。　

道
は
、

須し
ゅ
ゆ臾
も
離
れ
る
べ
か
ら
ず
。
離
れ
た
る
は
道
に
非あ

ら

ず
。
こ
の
故
に
君
子
は
其
の
視
え
ざ
る
と
こ
ろ
に
戒か

い
し
ん慎
し
、
其
の
聞
こ
え

ざ
る
所
に
恐き

ょ
う
く懼

す
。
隠い

ん

に
し
て
見
る
こ
と
な
莫な

く
、
微び

に
し
て
顕

あ
ら
わ

れ
る
こ
と
莫
し
。
故
に
君
子
は
其
の
獨ど

く

を
慎

つ
つ
し

む
な
り
」

性
命
と
は
内
な
る
天
分
の
本
性
の
こ
と
で
、
誰
も
が
内
に
持
つ
清
浄
心
の
こ
と
で
す
。
こ
の
内
な
る
鏡
が
過
去
の
世
、
前

世
の
業ご

う

、
カ
ル
マ
に
よ
り
覆
わ
れ
て
輝
き
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
が
こ
の
世
界
に
輪
廻
し
て
来
て
い
る
私
た
ち
で
す
。
こ
こ

で
は
過
去
世
の
因
縁
に
よ
り
天
か
ら
貸
し
与
え
ら
れ
た
肢
体
や
能
力
、住
む
場
所
や
環
境
ま
で
も
包
含
し
て
語
っ
て
い
ま
す
。

率り
つ

は
循
や
順
の
意
味
で
、
し
た
が
う
こ
と
、
須
臾
は
ほ
ん
の
少
し
の
間
の
こ
と
で
す
。
君
子
は
荘
子
の
言
う
至し

じ
ん人

に
己

お
の
れ

無
く
、

神
人
に
功こ

う

無
く
、
聖
人
に
名な

莫
し
、
の
至
人
で
あ
り
、
神
人
で
あ
り
、
聖
人
の
こ
と
で
す
（
荘
周
菩
薩
品
「
私
は
い
っ
た
い

誰
の
も
の
」
を
参
照
）。
儒
家
の
い
う
聖
人
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
戒
慎
の
戒
は
、
五
戒
、
十
善
行
の
こ
と
で
す
。
す

な
わ
ち
五
戒
の
不
殺
生
、
不
偸
盗
、
不
邪
淫
、
不
妄
語
、
不
飲
酒
に
、
十
善
行
の
不
悪
口
、
不
両
舌
、
不
綺
語
、
不
貪
欲
、

不
瞋
恚
、
不
邪
見
を
加
え
た
も
の
で
す
。

（
荘
周
菩
薩
品
「
帝
釈
天
と
十
善
を
参
照
）。
戒
慎
の
慎
は
戒
律
を
護
持
し
、
身
を
慎
む
こ
と
で
す
。

私
訳
し
て
み
ま
す
と
、
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誰
も
が
内
に
持
つ
天
分
の
本
性
、
す
な
わ
ち
真
如
の
月
を
映
し
だ
す
鏡
の
よ
う
な
清

し
ょ
う
じ
ょ
う
し
ん

浄
心
で
す
が
、
前
世
、
過
去
世
の
カ

ル
マ
に
よ
り
曇
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
輝
き
を
失
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
曇
り
を
取
り
払
い
、
魂
を
浄
化
し
、
内
な
る
清

浄
心
を
輝
か
せ
る
た
め
の
精
進
修
行
に
、
私
た
ち
は
こ
の
地
球
に
転
生
し
て
来
ま
し
た
。
そ
し
て
天
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
因
縁

所
生
に
よ
り
身
体
を
貸
し
与
え
、
家
族
を
与
え
、
住
む
場
所
を
与
え
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
在
る
が
ま
ま
に
受
け
入
れ
、

少
欲
知
足
に
し
て
虚
静
恬
淡
に
生
き
る
こ
と
が
道
を
歩
む
、
そ
れ
が
菩
薩
道
を
歩
む
こ
と
で
す
。
そ
の
道
を
正
し
く
歩
む
た

め
に
修
習
す
る
の
が
仏
教
、
す
な
わ
ち
如
来
の
教
え
で
す
。
常
に
如
来
の
教
え
を
護
持
し
、
虚
静
恬
淡
に
道
を
歩
む
こ
と
が

菩
薩
道
で
あ
り
、
如
来
の
教
え
を
離
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
も
う
菩
薩
道
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
故
に
君
子
、
い
わ
ゆ
る
聖
人
と
い
わ
れ
る
菩
薩
道
を
歩
む
人
は
、
目
に
見
え
る
五
色
に
飾
ら
れ
た
物
な
ど
に
惑
わ
さ

れ
る
こ
と
無
く
、
戒
律
に
よ
り
自
ら
を
戒
め
慎
み
、
耳
で
聞
こ
え
る
人
為
的
な
五
音
な
ど
に
も
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
無
く
（
荘

周
菩
薩
品
「
駢へ

ん
ぼ
し
し

母
枝
指
と
儒
教
」
を
参
照
）、
大
自
然
の
教
え
に
耳
を
傾
け
（
荘
周
菩
薩
品
「
荘
子
、
天
籟
を
語
る
」
を
参

照
）、
如
来
の
教
え
で
あ
る
宇
宙
の
真
理
を
畏
れ
敬
い
、
ま
さ
に
自
然
の
摂せ

つ
り理
に
順

し
た
が

っ
て
生
き
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
道
は
、

無む

く垢
清
浄
な
る
心
で
無
け
れ
ば
観
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
教
え
は
言
葉
で
語
る
こ
と
も
出
来
な

い
微み

み
ょ
う妙
な
も
の
で
す
（
補
・
荘
周
菩
薩
品
「
荘
子
、
親し

ん
ご
ん
し
ょ

近
処
を
語
る
」
を
参
照
）。
そ
れ
は
精
進
修
行
を
し
て
身
を
慎
み
、

陰
徳
を
積

じ
ゃ
く
じ
ゅ
う
集
し
て
初
め
て
歩
め
る
道
、
す
な
わ
ち
菩
薩
道
の
こ
と
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
聖
人
と
い
わ
れ
る
人
は
精
進
を
怠

る
こ
と
な
く
、
獨
、
す
な
わ
ち
一
な
る
無
分
別
の
境
地
に
身
を
処お

い
て
い
る
の
で
す
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。

こ
の
中
庸
の
冒
頭
に
は
、
中
国
曹
洞
宗
の
仏
教
徒
で
も
あ
り
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
高
次
元
の
教
え
を
修
習
し
た
荘
子
こ
と
、

荘
周
菩
薩
の
教
え
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
い
つ
し
か
儒
家
の
教
え
の
よ
う
に
改
ざ
ん
さ
れ
、解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
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そ
の
教
え
を
い
か
に
隠
し
た
に
し
て
も
、
ど
こ
か
に
隠
せ
な
い
真
実
が
残
る
も
の
で
す
。
荘
子
は
荘
子
書
は
心し

ん
さ
い斎

し
て
読
む

べ
し
、
と
語
り
ま
し
た
。
心
斎
す
れ
ば
必
ず
書
か
れ
て
い
る
深
い
内
容
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
と
教
え
て
く
れ
ま
し
た

（
荘
周
菩
薩
品
「
荘
子
、
心
斎
を
説
く
」
を
参
照
）。
私
自
身
も
精
進
食
を
取
り
、
身
の
潔
斎
に
勤
め
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の

中
庸
の
書
の
解
釈
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

第
一
段
、
第
二
節

「
喜き

ど
あ
い
ら
く

怒
哀
楽
の
未い

ま

だ
発
せ
ざ
る
、
こ
れ
を
中
と
い
う
。
発
し
て
皆
、
節
に
中あ

た

る
、
こ
れ
を
和
と
い
う
。
中
な
る
は
、
天
下
の

大
本
な
り
。
和
な
る
は
天
下
の
達た

つ
ど
う道
な
り
。
中
和
に
致
り
て
天
下
に
位

く
ら
い
し
、
万ば

ん
ぶ
つ物
を
育

は
ぐ
く
む
」

私
訳
し
て
み
ま
す
と
、

喜
怒
哀
楽
が
ま
だ
発
現
し
て
い
な
い
時
、
す
な
わ
ち
地
球
上
に
生
命
体
が
誕
生
す
る
前
を
「
中
」
と
い
い
ま
す
。
混
沌
と

し
た
空
の
世
界
の
こ
と
で
、
荘
子
の
い
う
道
枢
、
一
の
こ
と
で
す
。
こ
の
一
か
ら
陰
と
陽
の
二
つ
の
気
に
分
か
れ
、
軽
い
陽

の
気
は
上
に
昇
り
天
と
な
り
、
重
い
陰
の
気
は
沈
ん
で
大
地
が
形
成
さ
れ
ま
す
。
こ
の
陰
と
陽
の
気
が
太
陽
や
月
、
そ
し
て

地
球
な
ど
の
陰
徳
、
す
な
わ
ち
大
自
然
の
摂
理
に
よ
り
調
和
さ
れ
、
こ
の
大
地
に
四
時
、
す
な
わ
ち
春
、
夏
、
秋
、
冬
と
い

う
季
節
の
変
化
が
訪
れ
、
四し

だ
い大
と
呼
ば
れ
る
風
、
火
、
水
、
地
が
集
合
し
、
こ
の
地
球
上
の
万
物
が
生
み
出
さ
れ
る
の
で
す
。

こ
れ
を
陰
と
陽
の
気
の
大
自
然
の
徳
に
よ
る
調
和
と
い
う
の
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
物
を
生
み
出
す
中
空
な
る
枢
、
す
な
わ
ち
一

が
万
物
の
根
本
な
の
で
す
。
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相
対
す
る
物
を
調
和
す
る
に
は
陰
徳
を
積
む
こ
と
が
肝
要
で
す
。
こ
の
陰
徳
の
積

じ
ゃ
く
じ
ゅ
う

集
こ
そ
が
大
自
然
の
摂
理
で
あ
り
、
菩

薩
道
な
の
で
す
。
太
陽
が
見
返
り
を
求
め
る
こ
と
無
く
、
万
物
平
等
に
大だ

い
え慧

の
光
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
、
月
が
海
の
水

の
干
満
を
司
り
、
水
が
天
地
の
大
循
環
の
中
で
、
万
物
を
滋
養
す
る
た
め
に
大
慈
の
雨
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
よ
う
に
、
そ

れ
ぞ
れ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
虚
静
恬
淡
に
果
た
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
自
然
の
摂
理
で
あ
り
、
こ
の
地
球
の
大
地

に
万
物
を
生
み
だ
し
、
滋じ

よ
う養
し
て
い
る
の
で
す
、
と
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

地
球
上
の
生
命
体
を
感
情
体
と
し
て
と
ら
え
、
喜
怒
哀
楽
と
表
現
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
一
節
は
荘
子
書
の
天
道
篇
か
ら

の
引
用
と
思
わ
れ
ま
す
。「
中
」
は
荘
子
の
語
る
道
枢
の
こ
と
で
、
空
な
る
が
故
に
あ
ら
ゆ
る
事
に
対
応
で
き
る
と
い
う
の

が
荘
子
の
教
え
で
し
た
。
ま
さ
に
仏
教
の
空
観
で
あ
り
、
荘
子
の
無
分
別
の
境
地
を
語
っ
て
い
ま
す
。

荘
子
は
天
道
篇
の
一
節
で
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。

「
虚き

ょ
せ
い
て
ん
た
ん

静
恬
淡
、
寂せ

き
ば
く
む
い

寞
無
為
な
る
者
は
、
天
地
の
本
に
し
て
、
道
の
徳
の
至
り
な
り
。
故
に
帝
王
、
聖
人
、
焉こ

こ

に
休

き
ゅ
う

す
。
休
す

れ
ば
、
則
ち
虚き

ょ

な
り
。
虚
な
れ
ば
、
則
ち
実

ま
こ
と
な
り
。
実
な
る
者
は
倫り

ん

あ
り
。
虚
な
れ
ば
、
則
ち
静
な
り
。
静
な
れ
ば
、
則
ち

動
な
り
。
動
な
れ
ば
、
則
ち
得と

く

な
り
。
静
な
れ
ば
、
則
ち
無
為
な
り
。
無
為
な
れ
ば
、
則
ち
事
に
任
ず
る
者
の
責せ

き

あ
り
。
無

為
な
れ
ば
、
則
ち
喩ゆ

ゆ喩
た
り
。
喩
喩
た
る
者
は
憂ゆ

う
か
ん患
處し

ょ

す
る
こ
と
能あ

た

わ
ず
」

こ
の
荘
子
の
一
節
を
私
訳
し
て
み
ま
す
と
、

虚
静
恬
淡
（
心
に
わ
だ
か
ま
り
や
先
入
観
が
無
く
、
心
が
平
穏
な
こ
と
）
に
し
て
、
寂
寞
無
為
（
人
為
の
物
か
ら
離
れ
て

自
然
の
流
れ
に
順
い
、
心
静
か
に
精
進
、
修
行
す
る
こ
と
）
の
境
地
は
、
こ
の
世
界
で
、
輪
廻
の
目
的
で
あ
る
自
己
の
魂
を

浄
化
す
る
た
め
の
根
本
の
教
え
で
す
。
自
然
の
摂
理
に
順
い
、
自
我
を
滅
し
、
見
返
り
を
求
め
な
い
利
他
行
を
な
す
こ
と
が
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陰
徳
を
積
集
す
る
事
で
あ
り
、
こ
れ
が
菩
薩
道
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
聖
人
や
帝
王
は
こ
こ
に
心
を
休
め
て
憩
う
の
で
す
。

名
利
な
ど
へ
の
執
着
も
無
く
、
自
我
も
無
く
、
心
は
か
ら
っ
ぽ
（
空
）
な
の
で
何
事
に
も
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

心
が
空
っ
ぽ
で
あ
れ
ば
分
別
す
る
事
も
無
く
、
在
る
が
ま
ま
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
ま
さ
に
真
実
が
見
え
る
の
で
す
。

真
実
が
見
え
る
者
は
倫
、
す
な
わ
ち
自
然
の
摂
理
に
順
っ
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
空
で
あ
れ
ば
心
は
静
寂
で
す
。
静

寂
で
あ
れ
ば
何
事
が
起
こ
っ
て
も
対
応
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
そ
し
て
、
物
事
に
対
応
す
る
と
き
は
、
徳
、
す
な
わ
ち
自

我
を
離
れ
て
行
動
し
ま
す
。
ま
た
、
静
寂
で
あ
れ
ば
無
為
、
す
な
わ
ち
身
を
在
る
が
ま
ま
に
自
然
に
委ゆ

だ

ね
て
い
ま
す
か
ら
、

物
事
に
対
応
す
る
と
き
も
自
然
の
摂
理
に
順
い
、
臨
機
応
変
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
の
行
い
は
見
返
り
を

求
め
る
こ
と
も
無
く
、
名
利
を
求
め
る
こ
と
も
無
い
の
で
、
喩
喩
、
す
な
わ
ち
快
く
物
事
に
対
処
で
き
る
の
で
す
。
そ
し
て
、

仕
事
が
終
わ
れ
ば
跡
を
残
さ
な
い
よ
う
に
静
か
に
去
っ
て
行
き
ま
す
か
ら
、
そ
の
こ
と
で
憂
い
患
う
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
、

と
語
っ
て
い
ま
す
（
続
・
荘
周
菩
薩
品
「
荘
子
、
天
の
道
を
説
く
」
を
参
照
）。

第
二
段
、
第
一
節

「
仲ち

ゅ
う
じ尼

曰
く
、
君
子
は
中
庸
す
。
小

し
ょ
う
じ
ん人

は
中
庸
に
反
す
。
君
子
の
中
庸
や
、
君
子
に
し
て
時じ

ち
ゅ
う中

に
あ
り
。
小
人
の
中
庸
や
、

小
人
に
し
て
忌き

た
ん憚
す
る
こ
と
無
き
な
り
。
子
曰
く
、
中
庸
は
其
れ
至
れ
る
か
な
。
民
は
能よ

く
久
し
く
す
る
こ
と
鮮

す
く
な
し
」

私
訳
し
て
み
ま
す
と
、

仲
尼
、
す
な
わ
ち
孔
子
が
言
い
ま
し
た
。
君
子
、
す
な
わ
ち
聖
人
は
中
庸
の
道
に
身
を
委
ね
て
い
ま
す
。
名
利
を
求
め
る
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中庸の仏教的解釈

小
人
は
、
中
庸
の
道
か
ら
離
れ
た
生
活
を
お
く
っ
て
い
ま
す
。
聖
人
は
中
庸
の
道
を
歩
み
、
時
中
、
す
な
わ
ち
季
節
に
変
化

が
あ
る
よ
う
に
、
在
る
が
ま
ま
に
自
然
の
流
れ
に
身
を
委
ね
、
自
然
の
摂
理
に
順
い
、
物
事
に
対
処
し
て
い
ま
す
。
小
人
は

忌
憚
な
く
、
す
な
わ
ち
大
自
然
の
摂
理
で
あ
る
如
来
の
教
え
を
畏
れ
敬
う
こ
と
無
く
、
常
に
自
己
の
利
益
を
中
心
に
物
事
を

考
え
て
生
活
を
お
く
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
孔
子
は
、
中
庸
は
至し

じ
ん人

の
成
す
所
、
精
進
修
行
す
る
こ
と
の
な
い
一
般
の
人
々

に
と
っ
て
は
、
こ
の
中
庸
の
道
を
歩
む
こ
と
は
困
難
で
す
、
と
語
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
中
庸
は
至
人
の
成
す
所
、
如
来
の
教
え
の
五
智
（
大
円
鏡
智
、
平
等
性
智
、
妙
観
察
智
、
成
所
作
智
、
法
界
体
性
智
）

の
一
つ
、
成じ

ょ
う
し
ょ
さ
ち

所
作
智
の
こ
と
で
す
。
天
の
成
す
所
を
成
す
智
慧
の
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
大
自
然
の
よ
う
に
、
何
の
見
返
り

を
求
め
る
こ
と
無
く
、
自
我
を
滅
し
て
行
う
布
施
行
の
こ
と
で
、
魂
の
浄
化
の
た
め
の
智
慧
の
一
つ
で
す
。
荘
子
は
、
こ
れ

こ
そ
本ほ

ん
こ
ん根
で
あ
る
と
語
っ
て
い
ま
す
（
荘
周
菩
薩
品
「
荘
子
、
成
所
作
智
を
説
く
」
を
参
照
）。

次
に
続
き
ま
す
。

「
子
曰
く
、
道
の
行
わ
れ
ざ
る
や
、
我
こ
れ
を
知
れ
り
。
知
者
は
こ
れ
に
過
ぎ
、
愚
者
は
及
ば
ざ
る
な
り
。
道
の
明
ら
か
な

る
や
、
我
こ
れ
を
知
れ
り
。
賢
者
は
こ
れ
に
過
ぎ
、
不ふ

し
ょ
う肖
な
る
者
は
及
ば
ざ
る
な
り
。
人
、
飲
食
せ
ざ
る
こ
と
莫な

き
も
、
能

く
味
を
知
る
こ
と
鮮

す
く
な
し
。
子
曰
く
、
道
、
其
れ
行
わ
れ
ざ
る
か
な
」

私
訳
し
て
み
ま
す
と
、

先
生
は
言
い
ま
し
た
。「
こ
の
社
会
の
な
か
で
、
中
庸
の
道
を
歩
ん
で
い
る
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
こ
と
を
私
は
知
っ
て

い
ま
す
。
知
識
人
は
知
識
を
詰
め
込
み
過
ぎ
て
、
人
為
を
持
っ
て
自
然
を
制
し
よ
う
と
す
る
の
で
中
庸
の
道
を
歩
む
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
如
来
の
教
え
を
知
ら
な
い
愚
痴
な
る
者
は
、
そ
の
よ
う
な
道
が
存
在
す
る
こ
と
さ
え
知
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
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世
の
中
の
事
柄
に
精
通
し
た
賢
者
と
言
わ
れ
る
人
た
ち
は
自
分
が
歩
ん
で
い
る
道
こ
そ
が
正
し
い
道
だ
と
考
え
て
い
ま
す
か

ら
、
名
利
の
た
め
に
や
ら
な
く
て
良
い
事
ま
で
や
り
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
す
。
社
会
の
規
範
か
ら
は
ず
れ
た
生
活
を
し
て
い
る

不
肖
な
人
た
ち
は
生
活
の
こ
と
を
考
え
る
だ
け
で
、
道
な
ど
を
考
え
て
い
る
余
裕
も
あ
り
ま
せ
ん
。
人
々
は
毎
日
、
食
べ
た

り
飲
ん
だ
り
す
る
こ
と
を
続
け
て
い
ま
す
が
、
そ
の
味
が
内
な
る
清
浄
心
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
知
っ
て
い
る

人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
」

こ
の
一
節
は
孔
子
が
中
庸
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
ま
す
。
荘
子
は
荘
子
書
の
中
で
も
仏
教
の
教
え
を
儒

家
を
通
し
て
語
ら
せ
て
い
ま
す
か
ら
、孔
子
を
通
し
て
仏
教
の
教
え
を
語
ら
せ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。ま
た
こ
の
一
節
は
、「
過

ぎ
た
る
は
及
ば
ざ
る
が
如
し
」
と
い
う
諺
と
な
っ
て
い
ま
す
。
頭
に
知
識
を
詰
め
込
み
過
ぎ
た
者
は
、
ま
だ
頭
が
知
識
で
埋

め
ら
れ
て
い
な
い
者
に
及
ば
な
い
。
頭
が
知
識
で
埋
め
ら
れ
て
い
な
い
者
は
如
来
の
説
法
を
素
直
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
教
え
で
す
。
ま
た
、
食
べ
物
の
味
の
話
で
す
が
、
荘
子
は
、
五
色
、
五
音
、
五
味
、
五
臭
が
内
な
る
清
浄
心
を

惑
わ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
何
度
も
繰
り
返
し
説
い
て
い
ま
す
。
こ
の
五
味
（
あ
ま
い
、
か
ら
い
、
し
ょ
っ
ぱ
い
、
す
っ
ぱ

い
、
か
ら
い
）、
す
な
わ
ち
味
が
濃
い
も
の
を
摂
取
す
る
こ
と
が
心
の
平
静
さ
を
妨
げ
る
こ
と
を
説
い
て
い
ま
す
。
荘
子
は

私
た
ち
に
、
味
は
淡
泊
に
し
て
、
自
然
の
素
材
の
味
を
感
じ
な
が
ら
食
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
（
続
・

荘
周
菩
薩
品
、
荘
子
の
般
若
心
経
、「
六
根
清
浄
と
五
無
漏
」
を
参
照
）。

第
二
段
、
第
二
節
（
1
）
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中庸の仏教的解釈

古
代
の
皇
帝
、
舜

し
ゅ
ん

に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
一
節
で
す
。

「
子
曰
く
、
舜
の
其
れ
大た

い
ち知

な
る
や
。
舜
は
好
ん
で
問
い
、
好
ん
て
邇じ

げ
ん言

を
察
し
、
悪
を
隠
し
て
、
善
を
揚あ

ぐ
る
。
其
の
両

端
を
執と

っ
て
、
そ
の
中

ち
ゅ
う

を
民
に
用
い
る
。
其
れ
、
こ
こ
を
以
て
舜
と
な
す
や
」

舜
は
中
国
の
太
古
の
皇
帝
で
、
皇
帝
堯ぎ

ょ
うか

ら
禅

ぜ
ん
じ
ょ
う譲

を
受
け
て
皇
帝
に
な
り
、
賢
人
を
用
い
て
国
を
治
め
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
人
物
で
す
。
邇
言
は
、
通
俗
的
で
誰
に
で
も
理
解
で
き
る
言
葉
の
こ
と
で
す
。

私
訳
し
て
み
ま
す
と
、

先
生
が
言
い
ま
し
た
。
皇
帝
の
舜
は
大
知
、
す
な
わ
ち
賢
人
を
傍
に
置
き
、
た
く
さ
ん
の
知
識
を
用
い
て
、
故
意
に
通
俗

的
な
言
葉
を
用
い
て
人
々
に
語
り
、
国
を
治
め
た
皇
帝
で
し
た
。
賢
人
に
国
の
治
め
方
を
問
い
、
天
下
の
悪
行
を
覆
い
隠
し
、

善
い
行
い
を
す
る
こ
と
を
推
し
進
め
ま
し
た
。
そ
し
て
、
物
事
を
決
め
る
と
き
は
賢
者
の
意
見
を
聞
い
て
、
政
治
が
偏
り
過

ぎ
な
い
よ
う
に
心
が
け
て
、
民
を
喜
ば
せ
る
よ
う
に
心
が
け
た
の
で
す
。
そ
れ
が
、
か
の
誉
れ
高
い
皇
帝
、
舜
な
の
で
す
。

こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
大
知
は
、
一
般
的
に
は
最
高
の
知
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
前
文
で
世
間
の
知
識
を
詰
め
込

ん
だ
者
は
、
知
識
を
詰
め
込
ん
で
い
な
い
者
に
劣
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
で
は
意
味
が
通
り
ま
せ
ん
。
た
く

さ
ん
の
知
識
を
活
用
し
た
人
と
い
う
意
味
と
し
て
解
釈
し
ま
し
た
。
荘
子
は
偉
大
な
皇
帝
と
し
て
語
り
継
が
れ
て
い
る
舜
に

つ
い
て
、「
皇
帝
堯
や
舜
の
時
代
に
な
る
と
、
た
く
さ
ん
の
知
識
を
用
い
た
た
め
に
、
ま
す
ま
す
人
為
的
な
物
が
多
く
な
り
、

そ
れ
ら
は
人
々
か
ら
大
切
な
素
朴
さ
や
素
直
さ
を
徐
々
に
奪
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
君
主
は
人
為
的
な
行
い
を

も
っ
て
人
々
を
喜
ば
せ
、
そ
れ
を
善
行
と
し
ま
し
た
が
、
自
然
の
摂
理
に
順
う
菩
薩
道
か
ら
は
遠
く
離
れ
、
徳
の
衰
え
を
止

め
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
く
さ
ん
の
賢
人
を
要
職
に
採
用
し
ま
し
た
の
で
、
人
々
は
名
利
や
物
に
執
着
す
る
よ


