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筍
子
の
「
性
」
に
つ
い
て

三

才
　
興

　
漢
代
の
王
充
の
『
論
衡
』
本
性
論
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
周
代
の
諾
意
と
い
う
人
物
が
最
初
に
「
性
」
と
い
う
も
の
を
研
究
し
た
人
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
世
碩
は
人
の
本
性
に
は
善
も
あ
り
、
悪
も
あ
り
、
善
或
は
悪
に
な
る
の
は
生
長
し
て
き
た
環
境
と
密
接
な
関
係

が
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
孔
子
に
は
「
性
は
相
近
し
、
習
ひ
は
相
遠
し
」
（
『
論
語
』
陽
貨
篇
）
及
び
「
唯
だ
上
知
と
下
愚
と
は
移
ら
ず
」

（
同
上
）
と
い
う
説
が
あ
る
。
孟
子
に
至
る
と
、
性
善
の
説
を
は
っ
き
り
と
主
張
し
た
。
孟
子
の
他
に
、
『
孟
子
』
孟
子
篇
の
中
に
は
、
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

都
子
の
三
つ
の
性
の
主
張
が
あ
る
が
、
詳
細
で
深
い
論
説
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
転
子
の
性
悪
説
に
対
し
て
深
く
影
響
し
た
と
思

わ
れ
る
も
の
に
三
子
が
あ
る
Q
三
子
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
性
は
猶
ほ
滞
水
の
ご
と
き
な
り
。
諸
を
東
方
に
決
す
れ
ば
、
則
ち
東
流
し
、
諸
を
西
方
に
決
す
れ
ば
、
則
ち
西
流
す
。
人
性
の
善
不

　
善
を
分
つ
こ
と
無
き
は
、
猶
ほ
水
の
東
西
を
分
つ
こ
と
無
き
が
ご
と
き
な
り
。

と
σ
煎
子
は
・
「
人
性
の
善
不
善
を
分
つ
こ
と
無
し
」
を
説
く
け
れ
ど
も
、
実
際
上
は
性
善
説
に
反
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、

斜
子
の
説
い
た
、
・
「
生
を
誤
れ
性
と
謂
う
」
「
冷
色
は
性
な
り
」
（
皇
子
上
篇
）
と
い
う
こ
と
ば
と
、
五
時
の
説
い
た
「
生
の
然
る
所
以
の

者
は
之
を
性
と
謂
う
」
（
正
名
篇
）
「
生
れ
な
が
ら
に
し
て
耳
目
の
欲
の
声
色
を
好
む
こ
と
有
り
」
（
性
悪
篇
）
と
は
、
人
の
本
性
に
対
す

る
見
方
が
似
か
よ
つ
で
い
る
。
告
子
は
ま
た
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
性
は
猶
ほ
反
応
の
ご
と
き
な
り
。
義
は
猶
ほ
梧
権
の
ご
と
き
な
り
っ
人
の
性
を
以
て
仁
義
を
為
す
は
、
猶
ほ
杷
柳
を
以
て
梧
権
を
為

　
る
が
ご
と
し
。
（
告
子
上
篇
）

と
。
継
子
は
仁
義
は
人
の
本
性
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
。
二
子
は
「
凡
そ
礼
義
な
る
者
は
、
直
れ
聖
人
の
偽
よ
り
生
じ
の
故
入
の
性
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よ
り
生
ず
る
に
非
ざ
る
な
り
」
（
性
悪
篇
）
と
言
う
。
こ
の
点
か
ら
見
る
と
、
筍
子
の
性
悪
思
想
は
告
子
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が

は
っ
き
り
わ
か
る
。

　
も
し
筍
子
の
性
悪
説
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
人
の
本
性
の
主
張
を
先
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
筍
子
が
人
の

本
性
と
言
ヶ
時
の
「
性
」
は
そ
の
一
般
的
な
意
味
を
指
す
の
で
あ
り
、
性
悪
を
言
う
時
の
「
性
」
と
は
す
な
わ
ち
性
の
特
殊
な
点
を
指

す
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
評
者
の
言
う
人
の
本
性
を
探
究
す
る
と
き
に
は
必
ず
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
生
を
以
て
性
を
説
く
の
は
筍
子
の
性
を
論
ず
る
方
式
で
あ
り
、
告
子
の
「
生
を
寄
れ
性
と
謂
う
」
と
い
う
意
味
と
同
一
の
考
え
方
で

あ
っ
た
。
人
の
本
性
の
状
態
に
関
し
て
、
荷
子
は

　
生
の
然
る
所
以
の
者
は
之
を
性
と
謂
ひ
、
生
の
和
の
生
ず
る
所
に
し
て
、
話
合
し
感
応
じ
事
と
せ
ず
し
て
自
ら
然
る
も
の
、
之
を
性

　
と
謂
う
。
（
正
名
篇
）

　
凡
そ
性
な
る
者
は
、
天
の
就
せ
る
な
り
。
学
ぶ
可
か
ら
ず
、
事
と
す
可
か
ら
ざ
る
者
な
り
。
（
中
略
）
学
ぶ
可
か
ら
ず
、
事
と
す
可
か

　
ら
ず
し
て
人
に
在
る
者
、
之
を
性
と
謂
う
。
（
性
悪
篇
）

と
。
「
精
合
し
感
応
じ
」
と
い
う
の
は
、
人
間
の
心
が
外
来
の
刺
激
に
あ
る
と
き
に
発
生
す
る
一
種
の
自
然
の
反
応
に
ぴ
っ
た
り
と
対
応

す
る
も
の
で
あ
る
ρ
こ
の
現
象
と
「
事
と
せ
ず
し
て
自
ら
然
る
」
、
「
学
ぶ
可
か
ら
ず
、
事
と
す
可
か
ら
ざ
る
」
と
は
皆
同
様
の
も
の
で

あ
る
。
そ
も
そ
も
本
性
と
い
う
も
の
は
、
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
自
然
な
生
ま
れ
つ
き
の
も
の
で
あ
っ
て
、
後
天
的
な
学
習
や
努
力
に
よ

っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

　
男
子
は
既
に
生
を
以
て
性
を
論
ず
る
ゆ
え
に
、
「
生
」
と
「
性
」
二
者
の
相
互
関
係
を
極
め
て
重
視
し
て
い
る
。
先
ず
筍
子
は
人
間
の

質
朴
と
い
う
の
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
決
ま
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。
爪
先
謙
の
『
丁
子
集
解
』
に
引
用
さ
れ
た
部
諮
行
の
こ
と

ば
に
言
う
。

　
朴
、
当
為
撲
、
撲
者
素
也
。
言
性
本
質
素
、
礼
乃
加
之
文
飾
。

と
。
こ
こ
に
言
う
「
朴
」
と
い
う
の
は
実
に
存
命
の
説
い
た
「
生
の
和
の
生
ず
る
所
に
し
て
、
精
合
し
感
応
じ
事
と
せ
ず
し
て
自
ら
然

る
」
（
正
名
篇
）
或
は
「
目
は
以
て
見
る
引
く
、
耳
は
以
て
聴
く
奇
し
」
（
性
悪
篇
）
及
び
「
飢
う
れ
ば
飽
か
ん
こ
と
を
欲
し
、
寒
け
れ

ば
媛
か
な
ら
ん
こ
と
を
欲
し
．
労
る
れ
ば
休
は
ん
こ
と
を
欲
す
る
は
、
此
人
の
情
性
な
り
」
（
同
上
）
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
ば
す
べ
て
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人
間
の
官
能
の
原
始
の
作
用
及
び
能
力
に
ぴ
っ
た
り
と
対
応
す
る
の
で
あ
り
、
「
画
筆
」
と
い
う
の
は
人
間
の
生
ま
れ
な
が
ら
の
能
力
で

あ
っ
た
。
こ
の
理
論
は
筍
子
の
本
性
の
説
の
構
成
上
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
物
の
原
始
生
成
の
点
か
ら
み
て
み
よ
う
。
「
丁
子
は
万
物
の
本
性
は
す
べ
て
天
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
た
と
し
た
。
こ
の
本
性
は
、

　
　
　
　
　
　
　
㈲

孔
子
の
「
性
と
天
道
」
（
公
冶
長
篇
）
又
孟
子
の
「
其
の
心
を
尽
す
者
は
、
其
の
性
を
知
な
り
」
（
尽
心
上
篇
）
と
い
う
性
と
同
様
な
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
万
物
の
本
性
（
人
の
本
性
を
含
む
）
は
既
に
天
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
人
の
本
性
は
天
道
と

通
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ゆ
え
に
益
子
は
「
凡
そ
性
な
る
者
は
、
天
の
直
せ
る
な
り
」
（
性
悪
篇
）
と
言
っ
て
い
る
。
「
三
生
於
天
」
と

い
う
考
え
は
も
と
も
と
儒
家
の
伝
統
的
思
想
で
あ
る
。
例
え
ば
、

　
天
徳
を
予
れ
に
生
ぜ
り
。
（
述
而
篇
）

　
天
の
蒸
民
を
生
ず
6
。
（
告
子
篇
）

　
天
の
命
之
を
性
と
謂
ひ
。
（
『
中
庸
』
第
一
章
）

と
。
筍
子
も
天
は
万
物
を
生
成
す
る
け
れ
ど
も
宇
宙
を
主
宰
す
る
能
力
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
た
。

，
次
に
、
人
の
本
性
の
本
質
を
論
ず
る
。
人
の
本
性
の
本
質
と
い
う
の
は
す
な
わ
ち
人
の
性
・
情
・
欲
で
あ
る
。
荷
子
は
「
性
な
る
者

は
天
の
就
せ
る
な
り
。
情
な
る
者
は
性
の
質
な
り
。
欲
な
る
者
は
情
の
応
な
り
」
（
正
名
篇
）
と
言
う
よ
う
に
、
性
・
情
・
欲
の
三
者
を

人
間
の
生
ま
れ
つ
き
の
自
然
の
物
で
あ
る
と
し
た
。
例
え
ば
、
「
言
う
れ
ば
飽
か
ん
こ
と
を
欲
し
、
寒
け
れ
ば
媛
か
な
ら
ん
こ
と
を
欲
し
、

労
る
れ
ば
休
は
ん
こ
と
を
欲
す
る
は
、
（
中
略
）
目
の
色
を
好
み
、
耳
の
声
を
好
み
、
口
の
味
を
好
み
、
心
の
利
を
好
み
、
骨
体
膚
理
の

愉
秩
を
好
む
」
な
ど
と
同
様
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
自
然
の
現
象
の
生
成
は
心
の
作
用
（
偽
）
，
に
通
じ
る
こ
と
は
な
い
。
ゆ
え
に
筍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

子
は
心
と
性
と
を
分
離
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
人
の
本
性
の
中
に
は
心
を
含
ま
な
い
の
で
、
先
天
的
な
本
能
は
す
べ
て
性
（
自
然
の

性
）
で
あ
る
。

　
二
子
の
「
性
の
義
」
と
い
う
の
は
、
実
際
上
告
子
の
説
と
極
め
て
類
似
し
て
い
る
。
そ
の
違
う
と
こ
ろ
は
す
な
わ
ち
単
子
が
「
生
を

之
れ
性
と
謂
う
」
の
説
を
唱
え
る
と
き
に
は
「
食
色
は
性
な
り
」
と
い
う
説
を
提
出
す
る
だ
け
で
あ
り
、
「
目
は
明
に
し
て
耳
は
聴
な
り
」

（
性
悪
篇
）
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
が
ど
う
か
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
真
子
は
「
食
鳥
は
性
な
り
」
及
び

「
目
は
明
に
し
て
耳
は
聴
な
り
」
ど
い
う
部
分
の
意
味
に
詳
細
な
説
明
を
与
え
て
お
り
、
人
の
本
性
と
い
う
意
義
に
対
し
て
告
子
よ
り
更
に

「
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精
密
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
筍
子
の
提
出
し
た
本
性
の
状
態
に
関
し
て
は
、
性
が
善
で
あ
る
或
は
性
は
悪
で
あ
る
の
か
と
い
う
結

論
は
説
明
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
食
欲
、
色
欲
は
善
だ
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
悪
だ
と
も
言
え
な
い
。
目
が
視
力
を
持
ち
耳
が
聴
力
を

持
つ
こ
と
も
ま
た
、
善
悪
に
分
か
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
か
ら
言
え
ば
、
遠
慮
も
ま
た
性
は
無
玉
無
悪
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
す
れ
ば
、
疑
点
の
性
悪
論
は
構
成
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
性
と
い
う
の
は
一
種
の
自
然
の
も
の
で
あ
り
、

善
悪
の
価
値
が
な
い
と
す
れ
ば
、
鬼
子
は
如
何
に
し
て
性
悪
の
説
を
証
明
す
る
の
か
。
こ
の
問
題
を
探
究
す
る
こ
と
は
本
論
の
最
も
重

要
な
課
題
で
あ
る
。

二

，
従
来
、
孟
・
筍
の
性
説
を
論
ず
る
学
者
た
ち
は
皆
、
孟
・
筍
の
本
性
論
を
二
つ
の
極
端
に
対
峙
す
る
主
張
と
見
な
す
こ
と
か
ら
免
れ

な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
一
・
般
に
は
筍
子
の
性
悪
説
は
孟
子
の
性
善
説
に
対
峙
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

そ
う
な
る
と
、
性
悪
篇
に
限
ら
ず
、
『
筍
子
』
全
書
の
中
に
は
、
孟
子
の
性
善
説
に
対
し
て
連
続
す
る
強
烈
な
攻
撃
で
み
ち
み
ち
て
・
い
る

こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
上
は
そ
う
で
は
な
い
。
筍
子
が
性
悪
篇
の
中
で
、
孟
子
の
性
善
説
に
反
対
す
る
と
き
の
、
彼
の
こ
と

ば
は
温
和
な
も
の
で
、
激
し
い
論
争
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

　
先
ず
、
筍
子
は
人
間
の
官
能
の
欲
望
の
、
も
た
ら
す
弊
害
か
ら
性
悪
を
証
明
す
る
。
筍
子
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
今
、
人
の
性
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
利
を
好
む
こ
と
有
り
。
是
に
順
ぶ
、
故
に
争
奪
生
じ
て
辞
譲
亡
ぶ
。
生
れ
な
が
ら
に
し
て
疾
み

　
怯
む
こ
と
有
り
。
是
に
順
ふ
、
故
に
残
量
生
じ
て
忠
信
亡
ぶ
。
生
れ
な
が
ら
に
し
て
耳
目
の
欲
の
声
色
を
好
む
こ
と
有
り
。
是
に
順

　
ふ
、
故
に
淫
乱
生
じ
て
礼
義
文
理
亡
ぶ
。
然
ら
ば
則
ち
人
の
性
に
従
ひ
人
の
情
に
順
へ
ば
、
必
ず
争
奪
に
出
で
、
注
文
乱
理
に
合
ひ

　
て
暴
に
帰
す
。
（
中
略
）
此
を
肘
て
之
を
観
る
。
然
ら
ば
則
ち
人
の
性
の
悪
な
る
こ
と
明
ら
か
な
り
。
（
性
悪
篇
）

と
。
以
上
の
文
は
筍
子
が
自
然
の
本
性
か
ら
性
悪
説
を
展
開
し
て
い
る
重
要
な
論
証
で
あ
る
。
「
利
を
好
む
」
、
「
疾
み
悪
む
」
、
－
「
耳
目
」

な
ど
の
欲
は
全
く
人
間
の
自
然
の
本
性
な
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
け
ば
、
人
間
の
本
性
は
悪
い

も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
筍
子
は
人
間
の
斜
な
る
性
を
取
り
除
く
た
め
に
は
必
ず
客
観
的
な
礼
義
（
偽
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
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な
ら
を
い
と
考
え
て
い
た
。
こ
れ
が
礼
義
の
始
ま
っ
た
起
源
で
あ
る
。
聖
子
は
人
間
の
単
な
る
性
は
善
に
化
す
こ
と
が
で
き
る
ど
考
え
た

が
こ
れ
は
同
時
に
人
間
の
本
性
ば
善
と
な
る
本
能
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
本
性
と
い
う
の
は
、
す
な
わ
ち
孟
子

の
説
い
た
「
目
が
視
力
を
持
ち
耳
が
聴
力
を
持
つ
」
な
ど
の
本
能
の
こ
と
で
あ
り
、
善
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
人
間
の
視
．
聴
を
礼
義

に
含
ま
せ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
礼
義
は
視
・
聴
の
範
囲
に
含
ま
れ
て
い
な
い
し
、
善
と
な
る
こ
と
も
同
様
に
人
間
の
本
性
の

範
囲
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
斜
子
が
性
悪
篇
で
説
い
た
「
朴
と
質
」
と
礼
陰
画
で
説
い
た
「
材
朴
」
と
い
う
の
は
ど
ち
ら
で
も
生
ま

れ
つ
き
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
二
子
は
人
間
の
本
性
は
も
と
も
と
純
朴
な
素
質
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
も
し
そ
れ
を
そ
の
ま
ま

に
し
て
お
け
ば
、
や
が
て
そ
の
素
朴
さ
や
持
ち
前
の
資
質
か
ら
懸
け
離
れ
た
も
の
と
な
り
、
つ
い
に
は
必
ず
そ
れ
を
喪
失
し
て
し
ま
う

の
で
あ
る
と
し
た
。
人
間
の
生
ま
れ
つ
き
そ
の
ま
ま
の
本
性
が
悪
い
も
の
と
な
る
の
は
こ
の
「
離
」
に
あ
る
。

　
今
、
人
の
性
、
飢
う
れ
ば
飽
か
ん
こ
と
を
欲
し
、
（
中
略
）
然
ら
ば
則
ち
人
の
性
の
悪
な
る
こ
と
明
ら
か
な
り
。
（
性
悪
篇
）

と
言
っ
て
い
る
。
右
の
文
に
よ
れ
ば
、
藍
子
は
儒
家
の
伝
統
的
な
孝
弟
思
想
か
ら
大
い
に
違
背
し
て
い
る
。
『
論
語
』
の
論
じ
た
「
事
有

れ
ば
、
弟
子
其
の
労
に
服
し
、
酒
食
有
れ
ば
、
先
生
に
更
す
」
（
為
政
篇
）
と
い
う
の
は
、
も
し
筍
子
の
標
準
で
見
れ
ば
、
こ
れ
も
「
偽
」

と
い
う
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
人
間
の
本
性
に
違
背
し
、
人
間
の
情
理
に
悸
逆
す
る
と
考
え
て
い
た
。
筍
子
の
主
張
は
こ
・
う
し
た
倫
常

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
関
係
に
違
背
す
る
た
め
、
後
世
の
お
お
ぜ
い
の
儒
者
は
こ
れ
に
賛
同
せ
ず
、
甚
だ
し
き
に
至
っ
て
は
、
文
章
を
作
っ
て
筍
子
を
あ
て

こ
す
っ
た
り
し
て
、
筍
子
の
性
悪
説
を
重
視
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
筍
子
の
性
悪
説
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
是
非
こ
の

よ
う
に
説
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
量
子
の
説
い
た
人
間
の
本
性
は
す
な
わ
ち
人
間
の
生
ま
れ
な
が
ら
の
情
欲
で
あ
り
、

も
し
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
け
ば
、
そ
の
情
欲
は
悪
と
な
る
こ
と
が
必
然
的
結
果
な
の
で
あ
っ
た
つ
筍
子
の
性
悪
説
は
人
間
の
現

実
的
な
生
活
体
会
の
中
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
筍
子
は
こ
う
し
た
性
論
に
は
弁
済
が
あ
り
心
血
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
筍
子

は
、　

凡
そ
論
な
る
者
は
、
其
の
弁
合
有
り
符
験
有
る
も
の
を
貴
ぶ
。
故
に
坐
し
て
之
を
言
え
ば
、
起
ち
て
設
く
可
く
張
り
て
施
行
す
惜
し
。

　
今
、
孟
子
の
人
の
性
は
善
な
り
と
日
ふ
は
、
弁
合
も
符
験
も
無
く
、
坐
し
て
之
を
言
ふ
と
も
、
起
ち
良
く
可
か
ら
ず
張
り
て
施
行
す

　
可
か
ら
ず
。
山
豆
過
つ
こ
と
の
甚
し
か
ら
ず
や
。
故
に
性
善
な
れ
ば
則
ち
聖
王
を
去
り
て
礼
義
を
息
め
ん
、
性
悪
な
れ
ば
則
ち
聖
王
に

与
し
て
礼
義
を
貴
ば
ん
。
（
性
悪
篇
）

［
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と
言
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
雲
合
」
「
符
験
」
と
い
う
も
の
は
、
事
実
と
ぴ
っ
た
り
合
う
こ
と
、
事
実
の
裏
づ
け
が
あ
る
こ
と
で
あ
み
。

こ
の
事
実
が
肯
定
さ
れ
て
「
性
を
化
し
て
偽
を
起
こ
す
」
と
い
う
も
の
を
探
究
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ゆ
え
に
、
「
坐
し
て
之
を
言
え
ば
、

起
ち
て
設
く
可
く
張
り
て
施
行
す
罪
し
」
と
い
う
の
は
す
な
わ
ち
礼
義
の
功
能
で
あ
る
。
も
し
人
間
の
生
ま
れ
つ
き
の
本
性
が
悪
く
は

な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
で
は
礼
義
は
不
必
要
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
弟
子
は
、
孟
子
は
「
人
間
の
本
性
は
よ
い

も
の
だ
」
と
言
う
が
、
そ
れ
は
事
実
に
検
証
さ
れ
た
議
論
で
は
な
い
と
す
る
。
だ
か
ち
、
筍
子
は
本
性
が
よ
い
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
聖

王
は
不
要
に
な
り
礼
義
も
無
用
と
な
る
が
、
．
本
性
が
悪
い
も
の
だ
か
ら
、
聖
王
も
必
要
だ
し
礼
義
も
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
て
い
た
。
ゆ
え
に
、
凡
そ
笠
子
の
性
悪
思
想
に
違
反
す
る
も
の
に
対
し
て
は
、
嬢
子
は
必
ず
非
難
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

だ
か
ら
、
礼
義
を
貴
び
本
性
を
賎
し
め
る
と
い
う
の
は
す
な
わ
ち
筍
子
の
性
悪
説
の
主
要
な
思
想
の
根
拠
で
あ
る
。

　
こ
の
外
、
筍
子
は
ま
た
学
問
を
す
る
こ
と
か
ら
人
間
の
生
ま
れ
つ
き
の
本
性
が
悪
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。
荷
子
は
学
ば

な
い
で
い
る
こ
と
を
人
間
の
本
性
を
示
す
も
の
と
し
、
学
ぶ
こ
と
を
偽
を
示
す
も
の
と
し
た
。
だ
か
ら
、
学
ば
な
け
れ
ば
、
礼
義
を
生

成
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
学
べ
ば
礼
義
を
生
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ゆ
え
に
、
も
し
人
間
の
本
性
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
け
ば
、
「
偽
」

或
は
「
善
」
を
生
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
ゆ
え
に
、
人
間
の
生
ま
れ
つ
い
た
ま
ま
の
本
性
は
必
ず
悪
い
も
の
で
あ
る

こ
と
に
な
る
。
，

　
孟
子
曰
く
、
人
の
学
ぶ
は
其
の
性
善
な
れ
ば
な
り
と
。
曰
く
、
以
れ
然
ら
ず
、
湿
れ
人
の
性
を
知
る
に
及
ば
ず
、
而
し
て
人
の
性
と

　
偽
と
の
分
を
察
せ
ざ
る
者
な
り
と
。
（
性
悪
篇
）

と
言
っ
て
い
る
。
孟
子
は
人
間
が
学
問
を
す
る
の
は
本
性
が
よ
い
た
め
だ
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
男
子
は
学
問
を
す
る
こ
と
は
、

人
間
の
生
ま
れ
つ
い
た
ま
去
の
本
性
か
ら
出
て
来
る
の
で
は
な
く
、
偽
か
ら
出
で
来
る
の
で
あ
る
と
し
た
。
つ
ま
り
、
偽
と
い
う
の
は
、

礼
義
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ゆ
え
に
、
善
は
偽
な
の
で
あ
る
。
人
間
の
生
ま
れ
つ
い
た
ま
ま
の
本
性
の
中
に
は
偽
を
具
備
し
て

い
な
い
の
で
、
本
性
は
悪
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
老
子
の
性
悪
説
の
主
な
根
拠
で
あ
る
。
更
に
荷
子
な
「
性
な
る
者
は
、
天
の
就
せ
る

な
り
、
学
ぶ
可
か
ら
ず
、
事
と
す
可
か
ら
ざ
る
者
な
り
。
礼
義
な
る
者
は
、
聖
人
の
生
ず
る
所
な
り
、
人
の
学
び
て
能
く
す
る
所
、
事

と
し
て
成
る
所
の
者
な
り
。
学
ぶ
可
か
ら
ず
、
事
と
す
可
か
ら
ず
し
て
人
に
在
る
者
、
之
を
性
と
謂
う
。
学
び
て
能
く
す
急
く
、
事
と

し
て
成
る
漸
く
し
て
人
に
在
る
者
、
之
を
偽
と
謂
ふ
。
器
性
と
偽
と
の
分
な
り
」
（
同
上
）
。
と
、
こ
こ
で
言
う
の
は
、
そ
も
そ
も
本
性

一
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と
い
う
も
の
は
、
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
自
然
な
生
ま
れ
つ
き
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
後
天
的
な
学
習
や
努
力
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で

は
な
い
乏
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
人
間
の
生
ま
れ
つ
い
た
ま
ま
の
本
性
が
自
然
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

偽
と
い
う
の
は
こ
れ
に
対
し
、
後
天
的
な
矯
正
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
自
然
な
生
ま
れ
つ
き
の
こ
と
で
は
な
い
、

こ
れ
が
筍
子
の
説
い
た
「
積
習
」
ど
い
う
も
の
で
あ
る
。
正
名
篇
に
「
慮
の
積
み
能
の
習
ひ
て
怠
る
後
に
成
る
も
の
之
を
偽
と
謂
ふ
」

と
。
「
髪
型
」
、
「
能
習
」
と
い
う
の
は
、
実
際
上
は
人
間
の
学
習
の
経
験
と
い
う
も
の
に
ぴ
っ
た
り
合
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
す
べ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く
の
ご
と

偽
で
あ
っ
た
。
正
名
篇
に
「
情
の
恥
く
に
し
て
心
之
が
択
を
為
す
は
之
を
慮
と
謂
ふ
。
心
慮
り
て
能
之
が
動
を
為
す
は
之
を
偽
と
謂
ふ
」

と
。
「
慮
」
と
い
う
の
は
す
な
わ
ち
心
に
よ
っ
て
取
捨
選
択
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、
「
心
慮
」
と
い
う
の
は
す
な
わ
ち
心
の

取
捨
選
択
す
る
能
力
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
更
に
心
に
よ
っ
て
取
捨
選
択
さ
れ
た
行
為
を
動
と
名
づ
け
た
。
動
と
い
う
も
の
は
す
な

わ
ち
偽
で
あ
る
。
偽
と
い
う
の
は
、
人
の
な
す
こ
と
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
漠
然
と
な
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
清
明
な
知
慮
の
引
導
に

よ
り
展
開
さ
れ
る
行
為
な
の
で
あ
っ
た
。
筍
子
の
言
に
よ
れ
ば
、
こ
の
行
為
は
一
種
の
経
験
的
積
習
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
二
子
が
礼
義
を
唱
え
る
主
な
目
的
は
、
そ
れ
が
「
性
を
化
し
て
偽
を
起
こ
す
」
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
彼
は
礼
義
と
は
聖

人
が
そ
の
至
高
至
上
の
才
能
を
根
拠
と
し
、
更
に
積
習
の
工
夫
を
加
え
て
創
り
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
義
子
は

人
間
の
本
性
は
悪
い
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
そ
う
す
れ
ば
、
聖
人
は
如
何
に
し
て
生
ま
れ
た
の
か
、
聖
人
は
如
何
に
し
て
礼
義
を
創

り
出
し
た
の
か
。
こ
れ
は
一
つ
の
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
人
間
の
生
ま
れ
つ
い
た
ま
ま
の
本
性
の
中

に
礼
義
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

一
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「
性
」
、
「
偽
」
と
い
う
の
は
抽
象
的
な
概
念
に
近
い
も
の
で
あ
り
、
『
聖
子
』
の
中
で
は
、
性
と
偽
は
治
め
ら
れ
る
も
の
と
治
め
る
も
の

の
関
係
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
「
化
性
」
と
「
起
偽
」
と
は
因
果
関
係
に
あ
り
、
こ
の
関
係
に
よ
っ
て
、
礼
義
を
行
う
効
果
が
確
定
さ
れ

た
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
孟
子
は
、
「
故
に
必
将
ず
師
法
の
化
と
礼
義
の
道
有
り
、
然
る
後
に
辞
譲
に
出
で
文
理
に
合
ひ
て
治
に
帰
す
。

此
を
用
て
之
を
観
る
に
、
然
ら
ば
則
ち
人
の
性
の
悪
な
る
こ
と
明
ら
か
な
り
。
其
の
善
な
る
者
は
偽
な
り
」
（
性
悪
篇
）
と
。
荷
子
の
「
性



を
化
し
て
偽
を
起
こ
す
」
と
い
う
考
え
は
、
以
上
の
文
に
ほ
と
ん
ど
言
い
尽
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
性
を
化
し
て
偽
を
起
こ
す
」
の

敷
果
が
具
体
的
な
人
間
の
現
実
的
な
生
活
の
中
に
及
ぼ
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
筍
子
が
礼
治
思
想

を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
、
性
悪
説
を
唱
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
伺
え
よ
う
。

　
さ
て
、
次
は
「
化
」
と
い
う
意
味
を
考
察
し
た
い
。
儒
家
の
伝
統
的
な
思
想
の
中
に
あ
っ
て
筍
子
も
ま
た
「
化
」
，
の
工
夫
を
重
視
し

た
。
「
化
」
と
い
う
の
は
「
混
化
」
と
「
善
化
」
の
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
「
内
化
」
の
対
象
は
心
性
を
主
な
も
の
と
す
る
。
つ
ま
り
、
「
人

間
の
生
ま
れ
つ
き
の
本
性
の
よ
い
も
の
」
に
順
応
し
、
教
化
し
導
く
こ
と
に
よ
り
、
人
間
の
私
欲
の
発
展
を
止
め
る
こ
と
で
あ
る
。
「
開

化
」
の
対
象
は
客
観
的
な
礼
義
を
主
な
も
の
と
す
る
。
こ
れ
は
礼
義
で
人
間
の
行
為
を
直
接
に
支
配
し
、
悪
い
こ
と
を
阻
止
さ
せ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
孔
・
孟
と
宋
・
明
の
儒
者
は
「
内
面
」
を
重
視
し
、
筍
子
は
「
外
化
」
を
重
視
し
た
。
だ
か
ら
、
老
子
は
尭
と
舜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎝

と
を
「
天
下
で
最
も
よ
く
教
化
し
た
者
」
（
正
論
篇
）
と
し
て
賞
賛
し
た
。
こ
の
外
、
筍
子
は
回
書
・
孔
子
の
重
視
し
た
教
育
の
致
果
も

推
馨
し
た
。
筍
子
は
、
政
治
家
は
、
人
民
が
「
尽
心
知
性
」
と
い
う
内
聖
の
工
夫
を
す
る
こ
と
を
必
ず
し
も
教
え
ず
、
法
令
を
実
施
し
、

礼
義
を
宣
伝
指
導
す
る
こ
と
さ
え
ず
れ
ば
人
間
の
行
為
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
た
。
実
際
上
書
代
の
と
き
に
は
執
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
捌

者
は
教
化
の
功
能
を
重
視
し
て
い
た
。
し
か
し
、
「
外
化
」
の
最
終
の
目
的
は
人
び
と
が
聖
賢
と
な
る
こ
と
で
は
な
く
、
社
会
的
秩
序
を

改
め
て
確
立
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
う
す
れ
ば
、
人
び
と
が
平
等
的
・
合
理
的
な
生
活
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
外
、
魚
子
の
説
い
た
「
化
」
に
は
、
「
学
習
」
と
い
う
意
味
も
含
ま
れ
て
い
た
。
環
境
は
学
習
の
過
程
に
と
っ
て
な
か
な
か
重
要
な

も
の
で
あ
り
、
学
習
の
成
果
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
吾
子
は
「
蓬
も
麻
中
に
生
え
れ
ば
扶
け
ず
し
て
潔
く
、

白
き
沙
も
浬
に
在
れ
ば
之
と
倶
に
黒
し
」
（
勧
学
篇
）
と
。
．
い
わ
ゆ
る
「
近
朱
則
赤
、
尊
墨
則
黒
」
と
い
う
意
味
と
全
く
同
じ
も
の
で
あ

る
。
ゆ
え
に
、
筍
子
は
学
習
の
環
境
を
極
め
て
重
視
し
た
。

　
性
な
る
者
は
吾
が
為
す
能
は
ざ
る
所
、
減
り
習
う
し
て
化
す
可
き
な
り
。
積
な
る
者
は
、
吾
が
有
す
る
所
に
非
ず
、
量
り
言
う
し
て

　
為
す
可
き
な
り
。
注
錯
習
俗
は
性
を
化
す
る
所
以
な
り
。
井
一
に
し
て
不
二
な
る
は
、
積
を
成
す
所
以
な
り
。
（
中
略
）
都
国
の
民
は

　
其
の
服
に
学
習
す
。
楚
に
居
れ
ば
而
ち
楚
た
り
、
越
に
居
れ
ば
而
ち
越
た
り
、
夏
に
居
れ
ば
而
ち
夏
た
り
。
是
れ
天
性
に
は
非
ず
。

　
積
靡
0
然
ら
し
む
る
な
り
。
故
に
人
は
注
錯
を
謹
み
習
俗
を
慎
む
を
知
り
て
、
積
靡
を
大
と
す
れ
ば
、
則
ち
君
子
為
り
。
情
性
を
縦

　
に
し
て
問
学
に
足
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
小
人
為
り
。
（
儒
敷
篇
）
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こ
の
文
に
よ
れ
ば
、
学
習
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
性
を
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
積
」
と
．
い
う
の
は
、
後
天
的

に
作
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
経
験
的
に
学
ん
で
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
吾
子
の
「
積
学
」
と
い
う
意
味
は
「
積
善
」
な
の
で
あ
る
。

「
君
子
は
博
く
学
び
て
日
に
己
を
参
省
す
れ
ば
、
則
ち
智
は
明
ら
か
に
し
て
行
ひ
に
も
過
ち
無
し
」
（
勧
学
篇
）
と
言
う
。
こ
の
よ
う
な

点
か
ら
、
．
学
問
を
す
る
の
は
聖
人
の
境
界
に
達
す
る
の
に
必
要
な
道
で
あ
る
。
環
境
と
学
習
の
二
つ
の
条
件
を
具
備
し
た
と
き
に
、
人

間
の
生
ま
れ
つ
き
の
本
性
は
礼
義
を
自
然
に
受
げ
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
経
営
は
「
故
に
聖
人
は
性
を
化
し
て
偽
を
起

し
、
偽
の
起
り
て
礼
義
を
生
じ
、
礼
義
の
生
じ
て
法
度
を
制
す
。
然
ら
ば
則
ち
、
礼
義
法
度
な
る
者
は
奉
れ
聖
人
の
生
ず
る
所
な
り
」

（
性
悪
篇
）
と
。
荷
子
は
礼
義
や
法
規
と
い
う
も
の
は
聖
人
の
創
作
な
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、
聖
人
は
如
何
に
し
て
礼

義
や
法
規
を
創
作
し
た
の
か
。
こ
の
点
に
関
す
る
、
膏
血
の
解
釈
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
陶
人
は
埴
を
誕
ち
て
瓦
を
生
ず
。
然
ら
ば
則
ち
埴
を
瓦
と
す
る
は
量
陶
管
の
性
な
ら
ん
や
。
工
人
は
木
を
断
り
て
器
を
生
ず
。
然
ら
ば

　
則
ち
木
を
器
と
す
る
は
量
人
の
性
な
ら
ん
や
。
夫
の
聖
人
の
礼
義
に
於
け
る
は
、
辟
へ
ば
亦
陶
の
誕
ち
て
之
を
生
ず
る
な
り
。
然
ら

　
ば
則
ち
礼
義
積
偽
な
る
者
は
山
豆
人
の
本
性
な
ら
ん
や
。
（
性
悪
篇
）

と
。
聖
人
が
礼
義
や
法
規
を
創
造
す
る
の
は
、
例
え
ば
、
陶
工
が
粘
土
を
こ
ね
て
瓦
を
作
り
、
工
人
が
木
を
削
っ
て
器
物
を
作
る
こ
と

な
ど
と
同
じ
も
の
で
あ
6
。
陶
工
が
粘
土
を
こ
ね
て
瓦
を
作
る
こ
と
と
工
人
が
木
を
削
っ
て
器
物
を
作
る
こ
と
と
は
、
も
と
も
と
陶
工

と
工
人
の
生
ま
れ
つ
き
の
性
質
に
よ
っ
て
で
き
る
の
で
は
な
い
。
す
べ
て
後
天
的
学
習
と
経
験
的
累
積
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
。
礼
義
や

法
規
と
い
う
も
の
が
聖
人
の
創
作
な
の
は
、
陶
工
や
工
人
の
場
合
と
全
，
く
同
じ
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
論
じ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
言
う
と
、
つ
ま
り
、
性
と
い
う
の
は
一
種
の
生
ま
れ
つ
き
の
生
理
的
性
質
で
あ
り
、
人
間
と
動
物
と

は
皆
こ
の
性
質
を
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
両
者
の
区
別
は
、
人
間
は
「
知
道
之
心
」
を
持
っ
て
礼
義
の
教
化
を
自
分
か
ら
能
動

的
に
導
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
動
物
は
「
知
道
唐
心
」
を
持
っ
て
い
ず
、
た
・
だ
そ
の
生
ま
れ
つ
き
の
性
質
に
よ
っ
て
行
動
す
る

の
で
あ
り
．
礼
義
の
教
化
を
自
分
か
ら
能
動
的
に
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
も
し
人
間
が
礼
義
の
教
化
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
動
物
と
同
様
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
「
知
道
之
心
」
と
い
う
の
は
弁
別
を
す
る
能
力
が
あ
る
と
い

う
こ
と
な
の
で
、
人
附
の
生
ま
れ
つ
き
，
の
本
性
は
教
化
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
知
道
之
心
」
は
天
か
ら
受
け
る

も
の
で
は
な
く
、
学
問
を
累
積
す
る
こ
と
に
よ
り
、
具
備
す
る
も
の
で
あ
る
。
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、
「
性
」
が
生
ま
れ
つ
き
の
自
然
素
朴
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
偽
」
は
後
天
的
な
矯
飾
、
作
為
の
こ
と
で
あ
る
。
二
子
は
「
偽
」

を
人
偽
（
人
間
の
す
る
こ
と
）
で
あ
る
と
考
え
た
。
筍
子
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
凡
そ
性
な
る
者
は
、
天
の
給
せ
る
な
り
、
（
中
略
）
礼
義
な
る
者
は
、
聖
人
の
生
ず
る
所
な
り
、
人
の
学
び
て
能
く
す
る
所
、
事
と
し

　
て
成
る
所
の
者
な
り
。
〈
中
略
）
学
び
て
能
く
す
可
く
、
事
と
し
て
成
る
可
く
し
て
人
に
在
る
者
、
之
を
偽
と
謂
ふ
。
（
性
悪
篇
）

と
。
こ
の
点
か
ら
見
る
と
、
「
偽
」
と
い
う
の
は
、
人
び
と
が
学
習
し
て
実
行
し
、
努
力
し
て
完
成
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

「
夫
の
感
ず
る
の
み
ζ
て
は
然
る
こ
と
能
は
ず
、
必
ず
且
に
事
と
す
る
を
待
ち
て
而
る
後
に
然
る
者
、
之
を
偽
と
謂
ふ
」
（
性
悪
篇
）
「
偽

な
る
者
は
文
理
隆
盛
な
り
」
（
礼
論
篇
）
と
言
う
。
こ
こ
か
ら
「
偽
」
は
、
本
能
的
に
そ
う
な
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
必
ず
努
力
を
加

え
て
は
じ
め
て
そ
う
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
「
偽
」
と
「
性
」
と
は
明
ら
か
に
区
別
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
だ
か
ら
、
荷
子
は
「
偽
」
は
「
善
」
を
生
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
「
善
」
と
い
う
の
は
す
な
わ
ち
礼

義
や
法
規
な
の
で
あ
り
、
筍
子
が
社
会
的
な
秩
序
を
改
め
て
確
立
す
る
為
の
根
拠
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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筍
子
は
性
悪
説
の
理
論
を
強
固
に
す
る
た
め
に
繰
り
返
し
孟
子
の
性
善
説
を
攻
撃
し
た
。
こ
こ
に
彼
の
積
極
的
な
論
説
の
態
度
と
気

持
と
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
彼
が
如
何
に
孟
子
の
性
善
説
に
反
対
し
た
か
は
し
ば
ら
く
置
く
こ
と
に
す
る
。
さ
て
、
甲

子
は
戦
国
の
乱
世
に
生
ま
れ
あ
わ
せ
、
自
ら
離
乱
の
苦
し
み
を
受
け
た
。
そ
し
て
理
想
を
発
揮
す
る
為
に
、
そ
の
「
経
国
定
分
」
（
非
十

二
子
篇
）
の
政
治
理
想
を
達
成
し
よ
う
と
し
て
、
礼
義
を
治
世
の
根
拠
と
し
た
。
筍
子
が
「
礼
義
を
隆
び
て
詩
書
を
殺
ぎ
」
（
韻
士
篇
）

と
説
い
た
礼
義
に
治
世
の
実
際
的
な
功
能
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
よ
う
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
筍
子
の
説
い
た
法
規
（
礼

義
）
は
実
際
は
礼
義
（
法
規
）
に
ぴ
っ
た
り
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
礼
義
と
い
う
の
は
客
観
的
な
標
準
で
あ
り
、
同
時

に
歴
代
の
聖
王
が
積
み
重
ね
て
き
た
礼
楽
典
章
制
度
で
あ
っ
た
。
当
然
、
こ
の
礼
楽
典
章
制
度
は
そ
れ
が
作
ら
れ
た
始
め
の
と
き
に
は

比
較
的
簡
単
で
あ
っ
た
が
、
後
世
に
な
る
と
次
第
に
繁
雑
に
な
る
。

　
里
子
が
礼
義
を
重
視
す
る
の
は
、
そ
れ
が
性
の
悪
を
転
じ
て
性
の
善
と
な
す
か
ら
で
あ
る
。
筍
子
は
「
人
の
性
は
悪
に
し
て
其
の
善



な
る
者
は
偽
な
り
」
（
性
悪
篇
）
と
言
う
が
、
「
偽
」
と
い
う
の
は
人
の
す
る
こ
と
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
聖
人
の
創
作
し
た
礼

義
な
の
で
あ
っ
た
。
筍
子
の
性
悪
説
の
主
な
根
拠
の
一
つ
は
、

　
今
、
人
の
性
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
利
を
好
む
に
有
り
。
（
中
略
）
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
疾
み
悪
む
こ
と
有
り
。
（
中
略
）
生
れ
な
が

　
ら
に
し
て
耳
目
の
欲
の
声
色
を
好
む
こ
と
有
り
。
（
性
悪
篇
）

と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
性
」
と
い
ヶ
の
は
、
す
べ
て
「
利
を
好
む
」
「
疾
み
悪
む
」
「
耳
目
の
欲
」
「
声
色
を
好
む
」
の
心
に

つ
い
て
だ
け
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
筍
子
の
説
い
た
「
性
」
と
は
、
心
理
上
の
本
性
に
属
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
人
間
の
生

ま
れ
つ
き
の
本
性
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
外
に
、
筍
子
は
ま
た
言
う
。
「
奮
う
れ
ば
而
ち
食
を
欲
し
、
寒
け
れ
ば
而
ち
媛
を
欲
し
、
労
る

れ
ば
而
ち
息
を
欲
し
、
利
を
好
ん
で
害
を
悪
む
」
、
「
目
は
白
黒
美
悪
を
弁
じ
、
耳
は
音
声
清
濁
を
弁
じ
、
口
は
酸
戯
甘
苦
を
弁
じ
、
鼻

は
券
芳
腺
躁
を
弁
じ
、
骨
体
膚
理
は
寒
暑
心
良
を
弁
じ
る
」
（
栄
辱
篇
）
と
。
こ
こ
で
言
う
「
性
」
と
は
、
す
べ
て
生
理
上
の
本
性
に
属

す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
人
間
の
生
ま
れ
つ
き
の
本
性
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
か
ら
見
る
と
、
筍
子
の
説
い
た
「
性
」
と
は
す
な

わ
ち
人
間
の
生
理
上
、
・
心
理
上
の
二
つ
の
異
な
る
観
点
か
ら
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、
人
間
の
生
ま
れ
つ
き
の
本
性
と
動

物
の
生
ま
れ
つ
き
の
本
性
と
は
必
然
的
に
同
様
な
も
の
と
な
る
。
人
間
以
外
の
ほ
か
の
動
物
も
人
間
と
同
様
、
生
理
上
及
び
心
理
上
の

欲
求
を
具
有
し
て
い
た
。
だ
か
ら
、
面
子
の
体
会
し
た
人
間
の
生
ま
れ
つ
き
の
本
性
を
「
人
間
の
動
物
性
」
と
称
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

そ
し
て
、
も
し
「
人
間
の
動
物
性
」
を
人
間
の
生
ま
れ
つ
き
の
本
性
と
す
れ
ば
、
人
間
の
本
性
が
悪
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
と
な

る
。
「
動
物
性
」
と
い
う
の
は
ま
た
礼
義
の
教
化
を
受
け
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
華
押
の
説
い
た
人
間
の
生
ま
れ
つ
き
の
本

性
と
孟
子
の
い
う
そ
れ
と
は
、
人
間
の
本
性
を
体
会
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
し
て
全
く
違
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
孟
子
の
言
う
場
合
の
人
間
の
本
性
と
は
側
隠
の
心
、
善
悪
の
心
、
辞
譲
の
心
、
是
非
の
心
に
つ
い
て
だ
け
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
人

間
が
書
函
の
心
、
善
悪
の
心
、
’
辞
譲
の
心
、
是
非
の
心
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
仁
・
義
・
礼
・
智
と
い
っ
た
本
性
は
具
体
的
に
現
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
孟
子
の
体
会
し
た
心
と
は
す
な
わ
ち
人
間
の
道
徳
心
で
あ
り
、
「
性
」
と
は
人
間
の
道
徳
性
で
あ
っ
た
っ
当
然
、
こ

の
人
間
の
道
徳
は
必
ず
よ
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
孟
子
は
生
理
清
逸
は
心
理
上
の
レ
ベ
ル
か
ら
人
間
の
本
性
を
言
わ
ず
、
人

間
の
道
徳
の
レ
ベ
ル
か
ら
本
性
を
言
っ
た
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
彼
は
人
間
の
生
ま
れ
つ
き
の
本
性
は
絶
対
に
よ
い
も
の
で
あ
る
と
考

え
て
い
た
。
も
し
人
間
の
心
中
に
た
だ
道
徳
性
さ
え
あ
れ
ば
、
そ
の
人
び
と
は
聖
人
と
同
様
な
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
’
世
界
中
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の
紛
争
離
乱
は
必
ず
消
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
世
界
中
に
は
凡
人
が
多
く
、
聖
人
が
少
な
い
。
人
間
に
は
道
徳
性

が
あ
る
が
、
ま
た
生
理
上
、
心
理
上
の
本
性
1
す
な
わ
ち
前
文
で
言
っ
た
「
動
物
性
」
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　
「
動
物
性
」
と
い
う
も
の
は
も
と
も
と
中
性
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
中
性
で
あ
れ
ば
道
徳
性
の
中
に
統
撮
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
る
。

そ
し
て
、
「
動
物
性
」
が
道
徳
性
に
統
撮
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
「
動
物
性
」
は
か
す
か
で
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
と
な
り
、
最

後
に
は
道
徳
性
－
善
性
が
現
出
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
孟
子
の
「
人
間
の
生
ま
れ
つ
き
の
本
性
が
よ
い
」
と
い
う
こ

と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
筍
子
に
お
い
て
、
人
間
の
生
ま
れ
つ
き
の
本
性
が
悪
い
も
の
に
な
っ
た
理
由
は
、
「
人
間
の
動
物
性
」

が
道
徳
性
を
含
ん
で
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
，
必
ず
仁
義
道
徳
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
徳
性
を
改
め
て
現
出
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
、
「
人
間
の
動
物
性
」
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
荷
子
は
性
悪
説
を
提
出
す
る
と
き
に
は
孟
子
の
主
張

を
理
解
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
専
ら
生
理
方
面
及
び
心
理
方
面
の
観
点
か
ら
本
性
を
探
究
し
、
人
間
の
生
命
の
中
に
は
、
更

に
一
層
高
い
道
徳
性
を
認
め
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
如
何
と
も
し
が
た
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
孟
・
筍
の
人
間
の
生
ま
れ
つ
き
の
本
性
に
対

す
る
主
張
が
違
っ
て
い
た
の
は
、
二
人
の
体
会
し
た
本
性
の
観
点
が
違
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
孟
・
筍
の
本
性
に
対
す
る

意
見
の
異
な
り
は
、
説
い
て
い
る
も
の
の
対
立
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
観
点
の
違
い
に
よ
る
の
で
あ
る
。

　
筍
子
は
生
理
上
、
心
理
上
の
観
点
か
ら
人
間
の
本
性
を
言
っ
た
が
、
そ
の
本
性
と
は
「
動
物
性
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
面
子
は

こ
の
本
，
性
を
「
天
王
」
と
呼
ん
だ
。
「
動
物
性
」
と
は
も
と
も
と
無
善
無
悪
で
あ
り
、
一
種
の
「
自
然
の
本
性
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
自

然
の
本
性
」
と
い
う
の
は
生
理
上
、
心
理
上
か
ら
起
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
「
飢
う
れ
ば
而
ち
食
を
欲
し
、
寒
け
れ
ば
而
ち
媛

を
欲
す
」
な
ど
は
皆
生
理
上
の
自
然
の
本
性
で
あ
り
、
「
利
を
好
ん
で
害
を
悪
む
」
こ
と
な
ど
は
心
理
上
の
自
然
の
本
性
で
あ
っ
た
。
こ

う
し
た
自
然
の
本
性
は
も
と
も
と
無
善
管
悪
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
筍
子
は
あ
く
ま
で
こ
れ
を
悪
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
玉
子

に
よ
れ
ば
人
間
の
本
性
が
悪
い
も
の
と
な
っ
た
理
由
は
、
人
間
の
生
ま
れ
つ
き
の
本
性
が
悪
い
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
「
そ
れ
を

そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
」
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
っ
た
。
童
子
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
今
、
人
の
性
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
利
を
好
む
こ
と
有
り
。
是
に
順
ふ
、
故
に
争
奪
生
じ
て
辞
譲
亡
ぶ
。
（
中
略
）
情
性
を
縦
に
し
恣

　
唯
に
安
ん
じ
て
礼
義
に
違
ふ
者
を
小
人
と
為
す
。
（
性
悪
篇
）

と
。
い
わ
ゆ
る
「
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
」
と
い
う
の
は
す
な
わ
ち
人
間
の
本
性
が
、
生
ま
れ
つ
き
利
益
を
つ
づ
け
て
追
求
す
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る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
人
び
と
に
は
利
益
を
追
求
す
る
傾
向
が
あ
る
が
、
も
し
人
び
と
が
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
け
ば
、
必
ず

他
人
と
争
っ
た
り
奪
い
合
っ
た
り
し
て
譲
り
合
う
こ
と
が
な
く
な
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
正
子
は
「
人
間
の
生
ま
れ
つ
き
の
本
性

は
悪
い
も
の
だ
」
と
言
っ
た
。
実
際
は
、
筍
子
の
説
い
た
性
悪
と
は
、
人
間
の
生
ま
れ
つ
き
の
本
性
を
悪
い
も
の
と
す
る
の
で
は
な
く
、

「
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
」
こ
と
が
悪
に
つ
な
が
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
七
子
の
性
悪
説
の
基
本
的
な
主
張
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
概
言
す
れ
ば
、
筍
子
が
人
間
の
生
ま
れ
つ
き
の
本
性
を
情
欲
の
本
性
と
見
な
し
た
の
は
、
性
悪
説
を
立
論

す
る
た
め
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
彼
は
、
『
黒
子
』
の
全
書
の
中
で
、
始
め
か
ら
終
り
ま
で
、
・
そ
の
理
論
の
基
礎
を
定
め
る
た
め

に
、
極
力
自
分
の
説
を
う
ま
く
こ
じ
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
も
し
こ
の
推
測
が
正
し
い
な
ら
、
彼
の
努
力
は
実
に
苦
心
惨
憺
た
る
も

の
が
あ
っ
た
。
そ
の
「
立
意
」
は
悪
く
は
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
た
だ
彼
の
思
想
言
論
が
や
や
か
た
よ
っ
て
過
激
な
だ
け
な
の
で
あ
る
。

寄
子
は
人
間
の
生
ま
れ
つ
き
の
本
性
を
情
と
欲
と
見
な
し
、
人
間
の
道
徳
性
を
あ
ま
り
重
視
し
な
か
っ
た
。
人
間
が
一
般
の
動
物
と
異

な
る
と
こ
ろ
は
、
人
間
に
は
情
欲
が
あ
る
こ
と
の
ほ
か
に
、
ま
た
理
性
或
は
心
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
真
実
の
人
間
の
本
性

は
理
性
と
情
欲
性
と
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
本
性
の
功
能
に
つ
い
て
は
、
量
子
は
そ
も
そ
も
本
性
と
い
う
の
は
、
天
か
ら
与
え
ら

れ
た
自
然
な
生
ま
れ
つ
き
の
こ
と
だ
と
し
、
後
天
的
な
学
習
や
努
力
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、

学
習
し
て
実
行
し
、
努
力
し
て
完
成
さ
せ
て
、
身
に
備
わ
っ
た
も
の
、
そ
れ
を
偽
つ
ま
り
仕
事
と
考
え
て
い
た
。
最
後
に
正
子
は
「
不

可
学
」
及
び
「
可
学
」
を
以
て
本
性
と
偽
と
の
区
別
と
し
た
。
工
面
が
人
間
の
本
性
と
言
っ
た
と
き
に
は
人
間
の
理
性
は
含
ま
れ
て
い

な
か
っ
た
。

　
こ
の
外
、
筍
子
は
ま
た
人
間
の
生
ま
れ
つ
き
の
本
性
は
よ
い
も
の
を
欲
す
る
と
い
う
動
機
の
中
か
ら
、
本
性
は
悪
い
も
の
で
あ
る
こ

と
を
証
明
し
た
。
実
際
は
筍
子
の
こ
の
主
張
は
あ
ま
り
に
も
無
理
な
よ
う
で
あ
る
。
厳
格
に
言
え
ば
、
も
し
人
間
の
生
ま
れ
つ
き
の
本

性
が
悪
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
善
を
欲
す
る
こ
と
な
ど
な
か
ろ
う
。
人
間
の
本
性
が
よ
い
こ
と
を
欲
す
る
の
は
す
な
わ
ち
本
性
の
性
質
が

よ
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
と
な
る
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
面
子
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
煮
れ
薄
き
も
の
は
厚
か
ら
ん
こ
と
を
願
ひ
、
悪
き
も
の
は
美
な
ら
ん
こ
と
を
願
ひ
、
狭
き
も
の
は
広
か
ら
ん
こ
と
を
願
ひ
、
貧
し
き

　
も
の
は
富
ま
ん
こ
と
を
願
ひ
、
賎
し
き
も
の
は
貴
か
ら
ん
こ
と
を
願
ひ
、
荷
も
中
に
無
き
者
は
、
必
ず
外
に
求
む
。
（
性
悪
篇
）

右
の
文
か
ら
見
る
と
、
「
薄
き
も
の
は
厚
か
ら
ん
」
、
「
賎
し
き
も
の
は
貴
か
ら
ん
」
と
い
う
の
は
、
心
の
意
向
と
功
能
な
の
で
あ
り
、
人
間
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の
本
性
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
う
え
、
乙
子
は
心
の
功
能
を
偽
に
帰
着
さ
せ
、
同
時
に
本
性
と
い
う
も

の
は
、
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
自
然
な
生
ま
れ
つ
き
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
後
天
的
な
学
習
や
努
力
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と

考
え
て
い
た
。
心
と
い
う
も
の
が
す
で
に
本
性
の
中
に
含
ま
れ
な
い
の
で
、
本
性
に
は
よ
い
こ
と
を
し
だ
い
と
思
う
能
力
が
存
在
し
な

い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
君
子
の
本
性
と
偽
と
の
区
別
の
理
論
は
お
そ
ら
く
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
筍
子
の
性
悪
説
の

主
張
に
関
し
て
、
徐
復
観
教
授
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
筍
子
対
性
悪
所
論
出
的
論
証
、
没
有
一
個
是
能
完
全
書
道
住
脚
的
。
若
以
至
重
与
性
相
離
、
故
里
其
軸
性
、
則
筍
子
之
所
謂
性
悪
、

　
並
不
同
於
若
干
基
督
教
徒
之
所
謂
原
罪
、
悪
也
一
様
可
以
与
性
相
異
。
否
則
三
子
既
根
本
否
定
了
形
上
的
力
量
、
則
他
所
主
張
的
「
化

　
性
而
起
偽
」
、
便
没
有
可
能
。
他
山
求
善
来
証
明
人
性
之
本
来
是
悪
、
但
何
嘗
不
可
盟
主
善
証
明
人
性
之
本
来
是
善
？
善
悪
的
本
身
都

　
是
没
蓄
積
境
的
、
湖
岸
農
書
性
悪
而
便
不
継
続
為
悪
、
湯
量
有
因
壷
飾
経
是
善
、
便
不
再
求
為
善
之
理
？
因
此
、
我
椚
可
以
看
出
萄

　
子
性
悪
的
主
張
、
並
非
出
於
厳
密
地
論
証
、
而
是
来
自
他
重
礼
、
重
藤
、
工
法
、
重
君
上
之
治
的
要
求
。
（
中
国
人
性
論
史
）

と
。
徐
詳
言
教
授
は
七
子
の
性
悪
説
の
主
張
は
厳
密
な
論
証
で
は
な
く
、
理
論
の
基
礎
は
あ
ま
り
強
固
で
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
は
隔
子
の
欠
点
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
筍
子
自
ら
の
思
想
に
つ
い
て
だ
け
言
う
と
、
彼
が
性
悪
説
を
主
張
す
る
目
的
は
人
間
が
善

と
な
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
区
画
は
「
今
の
人
、
師
法
に
化
し
文
学
を
積
み
礼
義
に
道
る
者
を
君
子
と
為
し
、
情
性
を
縦
に
し
恣
碓
に
安

ん
じ
て
礼
義
に
違
ふ
者
を
小
人
と
為
す
」
（
性
悪
篇
）
と
。
筍
子
は
性
悪
説
を
侶
深
す
る
真
実
の
目
的
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
孟
・
筍
の
性
説
と
い
う
の
は
、
厳
格
に
言
え
ば
、
対
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
両
者
の
人

間
の
本
性
を
理
解
す
る
方
法
が
異
な
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
別
の
角
度
か
ら
み
れ
ば
、
孟
・
萄
の
性
説
の
主
張
は
対
峙
し
な
い

の
み
な
ら
ず
、
互
い
に
共
通
性
を
強
め
あ
い
助
け
あ
っ
て
生
成
発
展
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
陳
大
黒
教

授
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
両
家
（
孟
・
筍
）
人
性
学
説
之
所
以
貌
似
相
反
而
実
証
相
反
、
関
鍵
所
在
、
在
於
両
家
所
用
的
性
字
之
電
導
而
異
義
。
名
同
而
異
義

　
則
其
所
指
詰
両
省
不
同
的
事
情
、
，
不
慮
是
一
件
事
情
。
衡
量
同
一
件
事
情
、
此
方
謂
之
善
、
彼
方
謂
之
悪
、
直
濡
謂
彼
此
相
反
。
（
中

　
略
）
孟
子
猛
牛
子
同
以
仁
義
礼
把
持
善
、
又
百
歳
感
官
方
面
的
嗜
慾
為
悪
。
設
描
写
子
不
概
括
地
用
一
個
性
字
、
而
分
別
地
用
仁
義
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礼
智
四
字
、
不
言
性
善
、
前
言
仁
道
、
義
善
、
礼
善
、
智
善
、
則
皇
子
野
暮
賛
同
、
不
復
有
反
対
的
余
地
。
又
若
売
子
不
用
性
字
、

　
而
蓬
用
黒
字
、
不
言
性
悪
、
謡
言
前
王
、
，
則
量
子
丁
張
発
自
己
所
主
張
的
、
工
面
是
孟
子
所
主
張
、
無
所
用
其
反
対
。
（
孟
子
性
善
説
）

と
。
陳
大
斉
教
授
の
評
論
は
珍
魚
観
教
授
よ
り
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
深
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
私
は
最
後
に
、
筍
子
の
性
悪
説
に
対
す
る
一
つ
の
評
論
を
し
た
い
と
思
う
。
筍
子
は
人
間
の
生
ま
れ
つ
き
の
情
欲
を
以
て
本
性
と
為

し
、
心
（
理
性
）
は
本
性
の
中
に
含
ま
れ
な
い
と
考
え
て
い
た
。
こ
れ
は
疑
い
も
な
く
偏
激
の
論
説
で
あ
る
。
も
と
も
ど
人
間
の
生
ま

れ
つ
き
の
本
性
は
心
（
理
性
）
と
情
欲
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
人
間
の
本
性
の
中
に
は
道

徳
（
心
と
理
性
）
の
ほ
か
に
、
非
道
徳
性
（
生
理
と
心
理
の
性
）
も
含
ま
れ
て
い
た
。
人
間
の
本
性
が
ま
だ
発
動
し
な
い
（
血
汐
な
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

と
き
に
は
も
と
も
と
属
島
無
悪
の
も
の
で
あ
り
、
『
中
庸
』
で
は
こ
の
状
態
を
「
中
」
と
言
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
間
の
本
性
が
発
動

す
る
と
き
、
も
し
そ
の
行
為
が
礼
義
道
徳
の
標
準
に
合
え
ば
す
な
わ
ち
「
善
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
『
中
庸
』
で
は
こ
の
状
態
を
「
和
」

　
　
　
　
　
　
　
q
①

と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
見
る
と
、
人
間
の
生
ま
れ
つ
き
の
本
性
が
よ
い
も
の
で
あ
る
か
或
は
悪
い
も
の
で
あ
る
か
は
、
全
く

人
間
の
理
性
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
〈
注
〉

ω
　
　
「
周
人
世
碩
、
以
為
ら
く
、
人
の
性
に
善
有
り
悪
有
り
、
人
の
善
性
を
挙
げ
、
養
ひ
て
之
を
致
せ
ば
測
ち
善
長
じ
、
性
悪
を
ば
養
ひ
て
之
を
致
せ
ば

　
則
ち
悪
長
ず
。
」
『
論
衡
』
本
性
篇
を
参
照
。

②
　
世
碩
、
春
秋
、
陳
の
人
、
一
説
に
、
周
の
人
と
い
う
。
人
の
性
に
善
と
悪
と
あ
り
と
主
張
す
る
。

⑧
　
公
都
子
曰
く
、
「
黒
子
曰
く
、
『
性
は
善
も
無
く
、
不
善
も
無
き
な
り
』
（
中
略
）
或
ひ
と
曰
く
、
『
性
は
以
て
善
を
為
す
可
く
、
以
て
不
善
を
為
す
回
し

　
…
…
』
（
中
略
）
或
ひ
と
曰
く
、
『
性
善
な
る
有
り
。
性
不
善
な
る
有
り
…
…
』
『
孟
子
』
冊
子
上
篇
を
参
照
。

凶
　
三
聖
曰
く
、
「
夫
子
の
文
章
は
、
得
て
聞
く
可
き
な
り
。
夫
子
の
性
と
天
道
と
を
言
ふ
は
、
得
て
聞
く
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
」
『
論
語
』
三
軍
長
篇
を

　
参
照
。

　
　
性
は
、
人
の
生
ま
れ
つ
き
。
孔
子
が
性
に
つ
い
て
語
っ
て
『
論
語
』
の
記
録
は
「
性
相
近
心
、
習
相
遠
也
」
（
陽
貨
篇
）
の
一
箇
所
だ
け
で
あ
る
。
天

　
道
は
、
宇
宙
の
道
理
法
則
。
陽
貨
篇
の
「
天
何
言
哉
」
の
天
で
あ
る
。

㈲
　
　
「
這
一
点
也
可
以
説
来
自
荘
子
・
荘
子
以
天
為
自
然
、
以
心
為
人
曲
行
動
之
主
宰
而
代
表
人
、
荘
子
主
張
勿
以
来
聖
天
、
即
是
不
要
以
人
心
的
知
識
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去
改
変
自
然
傾
向
。
」
三
光
『
中
国
哲
学
思
想
史
』
ペ
ー
ジ
六
三
三
を
参
照
。

⑥
　
回
復
観
『
中
国
人
性
論
史
』
（
先
秦
篇
）
ペ
ー
ジ
ニ
三
八
を
参
照
。

　
朱
子
『
孟
子
集
註
説
』
所
引
の
夏
子
の
説
に
「
山
子
極
偏
駁
、
只
一
句
性
悪
、
大
本
已
失
」
と
言
う
が
如
き
そ
の
一
例
で
あ
る
。

㎝
　
「
発
、
舜
な
る
者
は
、
至
て
天
下
の
善
く
教
化
す
る
者
な
り
。
」
正
論
篇
を
参
照
。

圖
　
帝
曰
く
、
「
契
よ
、
百
姓
親
し
ま
ず
、
五
品
遜
は
ず
。
汝
司
徒
と
作
り
、
敬
み
て
五
教
を
敷
け
。
五
教
寛
を
在
よ
。
」
『
尚
書
』
発
典
篇
を
参
照
。

㈲
　
「
喜
怒
哀
楽
の
い
ま
だ
発
せ
ざ
る
、
之
を
中
と
謂
ひ
」
。
『
中
庸
』
第
一
章
を
参
照
。

α
①@
　
「
発
し
て
皆
節
に
中
る
、
之
を
和
と
謂
ふ
。
」
『
中
庸
』
第
一
章
を
参
照
。
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