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人
を
治
め
天
に
事
う
る
は 

 
 

              

【
大
体

だ
い
た
い

の
意
味

い

み

内
容

な
い
よ
う

】
人 ひ

と

を
治 お

さ

め
天 て

ん

に
仕 つ

か

え
る
に
は
、
過
剰

か
じ
ょ
う

な
利
益

り

え

き

を
削 け

ず

り
、
過
剰

か
じ
ょ
う

な
支
出

し
し
ゅ
つ

を
抑 お

さ

え
る
よ

う
に
、
得 え

る
も
払 は

ら

う
も
節
制

せ
っ
せ
い

す
る
こ
と
が
第
一

だ
い
い
ち

で
あ
る
。
い
ず
れ
に
お
い
て
も
過
剰

か
じ
ょ
う

さ
を
慎

つ
つ
し

む
の
が
「

嗇
し
ょ
く

」

で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
早 は

や

く
宇
宙

う
ち
ゅ
う

の
道
理

ど

う

り

に

従
し
た
が

え
る
自
由

じ

ゆ

う

を
得 え

ら
れ
る
。
本
来

ほ
ん
ら
い

の
「
理 り

」
に
従

し
た
が

い
、
「
理 り

」
の
中 な

か

に
在 あ

る
こ
と
が
、
自
分

じ

ぶ

ん

自
身

じ

し

ん

の
心
身

し
ん
し
ん

が
最

も
っ
と

も
の
び
や
か
に
活
動

か
つ
ど
う

で
き
る
合
理
性

ご
う
り
せ
い

と
い
う

「
徳 と

く

」
を
「
積 つ

む
」
こ
と
に
も
な
る
。
今
日

き

ょ

う

、
自
分

じ

ぶ

ん

本
来

ほ
ん
ら
い

の
「
合
理

ご

う

り

」
を
ひ
と
つ
見
出

み

い

だ

し
、
明
日

あ

す

ま
た
別 べ

つ

の

合
理

ご

う

り

を
見
出

み

い

だ

し
て
ゆ
け
ば
、
そ
の
「
徳 と

く

」
は
足 た

し
算 ざ

ん

で
は
な
く
掛 か

け
算 ざ

ん

の
「
積 せ

き

」
と
し
て
大 お

お

き
く
確 た

し

か
な

も
の
と
な
っ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
「
徳 と

く

」
を
「
累
積

る
い
せ
き

」
し
て
ゆ
け
ば
、
い
か
な
る
障
碍

し
ょ
う
が
い

が
あ
ろ

う
と
も
、
克
服

こ
く
ふ
く

で
き
な
い
も
の
は
な
い
。
そ
も
そ
も
「
理 り

」
の
中 な

か

に
在 あ

れ
ば
、
障
碍

し
ょ
う
が
い

を
困
難

こ
ん
な
ん

と
は
思 お

も

わ
な

い
の
だ
か
ら
、
自
分

じ

ぶ

ん

の

究

極

き
ゅ
う
き
ょ
く

の
限
界

げ
ん
か
い

な
ど
と
い
う
も
の
を
知 し

る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
何
事

な
に
ご
と

も
限
界

げ
ん
か
い

と
は
思 お

も

わ
ぬ

志
こ
こ
ろ
ざ
し

が
、
国 く

に

を
生 い

か
し
め
る
。
国 く

に

を
生 い

か
す
た
め
の
母 も

と

が
「

嗇
し
ょ
く

」
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ

て
国 く

に

も
人 ひ

と

も

長

久

ち
ょ
う
き
ゅ
う

の
命
脈

め
い
み
ゃ
く

を
保 た

も

て
る
。
こ
れ
を
、「
物
事

も
の
ご
と

の
根
柢

こ
ん
て
い

を
深 ふ

か

く
固 か

た

め
、
長 と

こ

し
え
に
久 ひ

さ

し
く
生 い

き
る
の
道 み

ち

」
と
い
う
。 

 
 

私
は
小
学
３
年
生
か
ら
５
年
生
ま
で
の
間
、
剣
道
を
習
っ
て
い
ま
し
た
。 

人 ひ
と

を
治 お

さ

め
天 て

ん

に
事 つ

か

う
る
は
、
嗇

し
ょ
く

に
若 し

く
は
莫 な

し
。
夫 そ

れ
唯 た

だ
嗇

し
ょ
く

、
是 こ

こ

を
以 も

っ

て

早 は
や

く
服 ふ

く

す
。
早 は

や

く
服 ふ

く

す
る
は
、
こ
れ
を
重 か

さ

ね
て
徳 と

く

を
積 つ

む
と
謂 い

う
。
重 か

さ

ね
て

徳 と
く

を
積 つ

め
ば
、
則

す
な
わ

ち
克 か

た
ざ
る
無 な

し
。
克 か

た
ざ
る
無 な

け
れ
ば
、
則

す
な
わ

ち
其 そ

の

極
き
ょ
く

を
知 し

る
莫 な

し
。
其 そ

の
極

き
ょ
く

を
知 し

る
莫 な

け
れ
ば
、
以 も

っ

て
国 く

に

を
有 た

も

つ
べ
し
。
国 く

に

を

有 た
も

つ
の
母 は

は

は
、
以 も

っ

て
長

久

ち
ょ
う
き
ゅ
う

な
る
べ
し
。
是 こ

れ

を
、
根 こ

ん

を
深 ふ

か

く
柢 て

い

を
固 か

た

く
し
、

長
生

ち
ょ
う
せ
い

久
視

き
ゅ
う
し

す
る
の
道 み

ち

な
り
、
と
謂 い

う
。 



左
ひ
だ
り

利き

き
の
私
は
、
右
手
を
上
、
左
手
を
下
に
す
る
竹
刀
の
持
ち
方
に
違
和
感
を
覚
え
ま
し
た
が
、 

「
左
手
で
竹
刀
の
重
み
を
支
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
左
利
き
の
ほ
う
が
有
利
な
く
ら
い
だ
」
と
師
範
に
言
わ

れ
、
そ
う
か
と
思
っ
て
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。
が
、
ど
う
し
て
も
、
す
ぐ
に
疲
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

ほ
か
に
も
い
ろ
ん
な
ス
ポ
ー
ツ
に
取
り
組
ん
で
い
た
の
で
体
力
に
も
腕
力
に
も
あ
る
程
度
自
信
は
あ
っ
た
の
に
、

剣
道
だ
け
は
、
い
く
ら
竹
刀
を
軽
く
し
て
も
、
友
だ
ち
よ
り
先
に
腕
が
上
が
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。 

結
局
、
段
を
取
る
こ
と
も
な
く
や
め
て
し
ま
い
、
ず
っ
と
謎
の
ま
ま
で
い
た
の
で
す
が
、
後
年
、
あ
る
剣
道
家(

剣

道
研
究
者
で
も
あ
る
方)
と
話
す
機
会
が
あ
っ
て
、
こ
の
謎
に
つ
い
て
質
問
し
ま
し
た
。 

氷
解
し
ま
し
た
。 

右み
ぎ

利き

き
の
人
は
、
力
が
弱
い
左
手
で
下
を
持
つ
か
ら
、
竹
刀
全
体
の
重
み
を
支
え
る
だ
け
で
あ
と
は
右
手
に
任
せ

る
。
力
の
強
い
右
手
が
負
担
の
軽
い
上
の
ほ
う
を
持
っ
て
、
太
刀
筋

た

ち

す

じ

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。
両
手
と
も
、
無
駄
な

力
を
入
れ
な
い
か
ら
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
て
し
な
や
か
な
太
刀
振

た

ち

ふ

り
が
で
き
る
の
だ
、
と
。 

目
か
ら
鱗

う
ろ
こ

で
し
た
。 

剣
道
の
決
ま
り
ご
と
に
な
っ
て
い
る
、
右
上
・
左
下
の
竹
刀
の
持
ち
方
は
、
右
利
き
に
と
っ
て
こ
そ
合
理
的
で
あ

っ
て
、
左
利
き
に
と
っ
て
は
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
も
い
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
非
合
理
的
で
、「
身
体
道
徳
」
に
反

す
る
も
の
で
し
か
な
い
。
く
だ
ん
の
剣
道
家
の
方
も
「(

剣
道
界
は)

硬
直
し
て
る
」
と
独ひ

と

り
言ご

ち
て
ら
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
。 

私
は
「
型
」
は
大
事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、
生
き
た
「
理
」
を
考
え
な
い
硬
直
し
た
形
式
論
は
、「
型か

た

」
で

は
な
く
「
枷か

せ

」
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。「
手
枷

て

か

せ

」「
足
枷

あ
し
か
せ

」「
首く

び

枷か
せ

」
の
「
枷か

せ

」
で
す
。
初
め
か
ら
「
自
由
を
奪
う
」
目
的
の

も
の
。 

ど
ん
な
分
野
で
も
、
最
初
は
お
手
本
の
ま
ね
を
し
て
、
基
本
の
「
型
に
は
ま
る
」
練
習
を
積
み
ま
す
が
、
ま
ず
は

多
く
の
人
に
共
通
の
「
合
理
」
を
体
得
す
る
。
そ
れ
か
ら
工
夫
を
重
ね
て
て
「
型
破
り
」
し
て
い
き
ま
す
。 

「
型
に
は
ま
る
」
こ
と
は
不
自
由
に
な
る
こ
と
で
は
な
く
、
自
分
の
心
身
に
と
っ
て
な
る
べ
く
自
由
を
得
ら
れ
る

流
れ
を
獲
得
す
る
こ
と
な
の
で
す
。
段
階
が
進
ん
で
く
る
と
、
い
よ
い
よ
、
他
人
と
は
違
っ
た
自
分
独
自
の
「
理
」

を
追
求
し
て
、「
型
破
り
」
す
る
わ
け
で
す
。 

 

「
型
」
が
な
け
れ
ば
そ
れ
を
「
破
る
」
と
い
う
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
初
め
か
ら
「
型
」
も
何
も
な
い
の
は
「
単

な
る
「
型
な
し
」
で
す
。
そ
れ
で
は
い
く
ら
カ
ッ
コ
つ
け
て
も
「
様サ

マ

に
な
ら
な
い
」
。
そ
れ
を
「
無
様

ぶ

ざ

ま

」
と
い
い
ま
す
。 

自
分
の
身
の
周ま

わ

り
に
あ
る
様
々
な
「
お
手
本
」
は
、
ぜ
ひ
大
事
に
し
ま
し
ょ
う
。 


