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『
孟
子
』
中
の
「
人
」
概
念

「
天
」
・
「
性
」

●

「
心
」
を
め
ぐ
っ
て

楢

崎

洋
一
郎

一
、

u
天
」
に
つ
い
て

　
「
人
」
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
の
か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
を
『
孟
子
』
の
中
に
見
出
そ
う
と
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
本
稿

の
課
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
孟
子
思
想
の
右
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
の
、
再
構
成
を
目
指
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

以
下
の
考
察
は
、
孟
子
の
本
来
の
思
想
構
造
に
沿
い
つ
つ
も
、
な
る
べ
く
体
系
的
な
仕
方
で
進
め
て
行
き
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
ま
ず
、
「
人
」
は
い
か
に
し
て
「
生
」
じ
た
か
と
い
う
、
起
源
の
問
題
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。
「
人
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
世
界

に
「
生
」
ま
れ
て
来
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
体
何
者
が
そ
う
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
対
す
る
解
答
は
（
比
較
的
容
易
に
『
孟
子
』

の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
天
の
此
の
民
を
生
ず
る
や
、
先
知
を
し
て
後
知
を
覚
さ
し
め
、
先
覚
を
し
て
後
覚
を
覚
さ
し
む
る
な
り
。
（
万
章
上
）

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
＼
　
、
　
＼
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
の
り
　
　
　
　
　
　
　
つ
ね
　
　
と

　
　
詩
に
曰
く
、
天
、
土
民
を
生
ず
、
物
有
れ
ば
則
有
り
。
民
の
夷
を
乗
る
や
、
是
の
酪
徳
を
好
む
、
と
。
（
母
子
上
）

　
万
章
上
篇
か
ら
の
引
用
は
伊
サ
の
言
葉
で
あ
る
と
さ
れ
、
同
下
篇
に
も
ほ
ぼ
同
様
の
語
が
見
え
て
い
る
。
ま
た
貰
子
上
篇
か
ら
の
引
用

は
、
『
詩
経
』
大
雅
・
蒸
治
下
の
句
で
あ
る
。
両
者
は
い
ず
れ
も
孟
子
自
身
の
言
葉
で
は
な
く
、
先
人
の
遺
し
た
と
さ
れ
る
語
を
孟
子
が

借
用
し
た
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
示
さ
れ
た
思
想
そ
の
も
の
は
、
孟
子
自
身
の
も
の
で
も
あ
っ
た
と
見
て
何
ら
差
し
支
え
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
孟
子
自
身
が
別
の
と
こ
ろ
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
且
つ
天
の
物
を
生
ず
る
や
、
之
を
し
て
本
を
一
な
ら
し
む
。
（
縢
文
公
認
）
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と
言
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
天
」
が
あ
ら
ゆ
る
「
物
（
事
物
）
」
を
「
生
」
じ
た
と
言
う
以
上
、
そ
の
「
物
」
の
中
か
ら
「
民
」
が
除

外
さ
れ
る
は
ず
も
な
い
。
そ
し
て
こ
こ
で
言
う
「
蒸
民
」
も
し
く
は
「
民
」
と
は
、
単
に
被
支
配
階
級
だ
け
で
は
な
く
、
広
く
人
間
一
般

を
指
し
て
い
る
も
の
と
解
釈
で
き
る
。

　
つ
ま
り
孟
子
に
よ
れ
ば
、
「
天
」
が
「
人
」
を
、
こ
の
地
上
に
「
生
」
ぜ
し
め
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
孟
子
独
自
の
思
想
な

ど
で
は
全
く
な
い
。
古
代
中
国
人
の
一
般
的
通
念
を
孟
子
も
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
、
そ
れ
で
は
「
天
」
と
は
一
体
何
か
。

　
「
天
」
が
「
人
」
を
「
生
」
じ
た
と
い
う
の
は
、
単
に
「
天
」
と
「
人
」
と
の
（
制
作
者
一
戸
作
物
と
い
う
形
で
の
）
外
在
的
な
関

係
の
み
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
「
人
」
の
存
在
構
造
の
内
奥
に
ま
で
深
く
「
天
」
が
喰
い
込
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と

で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
「
天
」
の
何
た
る
か
を
ま
ず
明
ら
か
に
し
な
い
限
り
、
「
人
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題
も
解
明

さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
れ
か
ら
「
天
」
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
う
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
は
、
「
天
」
と
「
命
」
に
つ
い
て
孟
子
が
、
定
義
と
ま

で
は
行
か
ず
と
も
解
説
め
い
た
こ
と
を
し
て
い
る
箇
所
が
存
在
す
る
の
で
、
や
や
長
く
な
る
が
、
そ
の
部
分
を
次
に
引
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
丹
朱
は
不
肖
に
し
て
、
舜
の
子
も
亦
た
不
肖
な
り
。
舜
の
尭
に
相
た
り
、
禺
の
舜
に
相
た
る
や
、
年
を
経
る
こ
と
多
く
、
沢
を
民
に

　
　
施
す
こ
と
久
し
。
啓
、
賢
に
し
て
、
能
く
敬
し
ん
で
禺
の
道
を
承
け
継
ぐ
。
益
の
禺
に
寸
た
る
や
、
年
を
経
る
こ
と
少
な
く
、
沢
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
＼
　
、
　
＼
　
　
　
＼
　
、
　
＼

　
　
民
に
施
す
こ
と
未
だ
久
し
か
ら
ず
、
舜
・
禺
・
益
の
相
た
る
久
し
き
と
速
き
と
、
其
の
子
の
賢
と
不
肖
と
は
、
半
天
な
り
、
人
の
能
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へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
く
為
す
所
に
非
ざ
る
な
り
。
之
を
為
す
な
く
し
て
為
る
者
は
、
天
な
り
。
之
を
致
す
な
く
し
て
至
る
者
は
、
命
な
り
。
（
万
章
上
）

　
こ
の
部
分
を
ど
う
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
「
莫
弔
意
而
為
者
、
天
也
」
「
莫
之
致
而
至
者
、
命
也
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ぐ
前
の
「
非
人
出
所
能
為
也
」
か
ら
考
え
て
、
「
（
人
）
莫
之
為
…
…
」
「
（
人
）
莫
之
致
…
…
」
の
意
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
中
井
履
軒
ぱ
こ

の
箇
所
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
『
而
為
者
』
の
『
為
』
は
、
『
成
る
』
と
認
む
べ
き
で
あ
る
。
上
の
方
は
、
『
為
す
』
と

『
致
す
』
と
が
対
に
な
っ
て
お
り
、
下
の
方
は
、
『
為
る
』
と
『
至
る
』
と
が
対
に
な
っ
て
い
る
。
（
だ
か
ら
二
つ
の
『
為
』
の
意
味
に
は
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
．

必
ず
区
別
が
あ
る
は
ず
だ
。
」
文
の
構
造
か
ら
も
意
味
の
上
か
ら
も
、
履
軒
の
説
は
当
を
得
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
部

分
は
、

一
2
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人
が
そ
う
し
な
い
の
に
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
も
の
、
そ
れ
が
「
天
」
で
あ
る
。

　
　
人
が
そ
れ
を
招
い
て
も
い
な
い
の
に
や
っ
て
来
る
も
の
、
そ
れ
が
「
命
」
で
あ
る
。

と
い
う
意
味
に
解
釈
で
き
る
。

　
そ
う
す
る
と
こ
こ
で
孟
子
は
、
「
人
」
が
こ
の
世
界
の
中
で
遭
遇
す
る
現
象
を
、
大
き
く
三
つ
に
分
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
三

つ
と
は
、
「
天
」
・
「
命
」
・
「
人
毎
所
能
為
」
で
あ
る
。
こ
め
よ
う
な
区
別
の
方
法
が
つ
ね
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ば
ら
く
問
わ
な
い
こ
と
に
す
る
。
と
り
あ
え
ず
問
題
と
し
た
い
の
は
、
こ
こ
で
の
「
天
」
と
「
命
」
と
の
相
違
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　

　
ま
ず
、
「
天
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
今
見
た
と
こ
ろ
が
ら
考
え
る
に
、
「
天
」
と
は
、
何
か
を
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
あ
ら
し
め
、

　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ァ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
さ
に
そ
う
な
る
よ
う
に
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
先
の
例
で
言
え
ば
、
丹
朱
や
舜
の
子
が
「
不
肖
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
ま
さ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　

「
天
」
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
人
」
が
ほ
か
な
ら
ぬ
「
入
」
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
何
者
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
も
ま
た

「
天
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
そ
れ
で
は
、
「
人
」
が
「
人
」
で
あ
る
た
，
め
に
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　

ず
、
「
人
」
が
何
ら
か
の
形
で
こ
の
世
界
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
何
ら
か
の
形
で
「
生
」
ま
れ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
天
」
が
「
人
」
を
「
生
」
じ
た
と
孟
子
が
考
え
て
い
た
こ
と
は
既
に
見
た
通
り
で
あ
る
か
ら
、
「
人
」
が
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
い
う
こ
と
は
、
「
天
」
に
よ
っ
て
既
に
保
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
問
題
な
の
は
、
「
人
」
が
「
人
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
は
た

し
て
「
天
」
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
し
か

　
　
孟
子
曰
く
、
富
歳
に
は
子
弟
頼
多
く
、
凶
歳
に
は
子
弟
暴
多
し
。
天
の
才
を
降
す
こ
と
爾
く
殊
な
る
に
は
非
ざ
る
な
り
。
（
三
子
上
）

　
「
天
」
が
「
人
」
に
「
才
を
降
」
す
と
い
う
の
は
、
「
才
」
と
は
材
質
の
意
で
あ
る
か
ら
、
「
人
」
に
「
人
」
と
し
て
の
材
質
を
与
え
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
人
」
に
「
人
」
と
し
て
の
性
格
づ
け
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
た
と
え
、
そ
の
ま
ま
「
人
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
「
人
」
で
あ
ら
し
め
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
そ
の
可
能
性
を
与
え
る
も
の
で
は
あ
る
。
「
人
」
が
「
人
」
で
あ

へる
と
い
う
こ
と
、
少
な
く
と
も
そ
の
可
能
性
は
、
「
天
」
の
「
才
を
降
」
す
と
い
う
は
た
ら
き
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
何
も
「
人
」
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
「
物
」
に
お
い
て
も
や
は
り
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
「
天
」
が
「
物
」
を
「
生
」
じ
た

と
さ
れ
る
こ
と
は
既
に
確
認
し
た
通
り
だ
が
、
そ
の
」
「
生
」
じ
る
仕
方
は
、
決
し
て
無
秩
序
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
天
の
物
を
生
ず

一
2
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る
や
、
之
を
し
て
本
を
一
な
ら
し
む
」
「
物
有
ら
ば
則
有
り
」
と
言
う
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
あ
る
種
の
規
制
の
は
た
ら
き
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
し
て
み
る
と
、
「
物
」
を
し
て
ま
さ
に
そ
れ
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
あ
ら
し
め
・
な
さ
し
め
て
い
る
も
の
も
、
や
は
り
「
天
」
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
「
人
」
や
「
物
」
と
い
っ
た
狭
い
意
味
で
の
事
物
だ
け
で
は
な
く
、
広
い
範
囲
の
状
況
に
ま
で

及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
つ
ま
り
こ
こ
で
言
う
「
天
」
と
は
、
事
物
や
状
況
を
ま
さ
に
そ
れ
ら
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
な
仕
方
で
生
成
し
、
存
在
さ
せ
る
も
の
な
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
A
を
「
生
」
み
、
A
を
A
と
な
ら
し
め
、
A
を
A
で
あ
ら
し
め
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
「
命
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
『
孟
子
』
の
中
で
「
命
」
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
箇
所
を
、
い
く
つ
か
見
て
み
る
こ
と
に

し
よ
う
。

　
　
　
　
ま
ど

　
　
妖
寿
弐
わ
ず
、
身
を
修
め
て
以
て
之
を
侯
つ
は
、
命
を
立
つ
る
所
以
な
り
。
（
図
心
上
）

　
　
孟
子
曰
く
、
命
に
非
ざ
る
は
な
き
な
り
。
其
の
正
し
き
を
順
い
憂
く
。
是
の
故
に
、
命
を
知
る
者
は
、
巌
膀
の
下
に
立
た
ず
。
其
の

　
　
道
を
尽
く
し
て
死
す
る
は
、
正
命
な
り
。
栓
楷
に
死
す
る
は
、
正
命
に
非
ざ
る
な
り
。
ス
尽
心
上
）

　
　
君
子
は
法
を
行
い
て
以
て
命
を
倹
つ
の
み
。
（
尽
心
下
）

　
こ
れ
ら
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
目
を
引
く
の
は
、
「
命
」
の
典
型
的
な
例
と
し
て
、
孟
子
が
死
を
取
り
挙
げ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
死
こ
そ
は
「
人
」
に
と
っ
て
招
い
て
も
い
な
い
の
に
や
っ
て
来
る
も
の
、
し
か
も
そ
の
中
で
も
最
大
の
も
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
は
「
天
」
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
自
己
の
存
在
を
、
根
こ
そ
ぎ
叩
き
壊
す
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
自
己
に

と
っ
て
外
在
的
で
異
質
な
も
の
で
あ
り
、
ど
こ
か
ら
か
「
や
っ
て
来
た
（
至
）
」
と
し
か
表
現
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の

「
命
」
が
ど
こ
か
ら
来
た
か
と
考
え
て
い
く
と
、
や
は
り
そ
れ
は
「
天
」
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の
だ
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
か
つ
て
は
自
己
を
「
生
」
じ
さ
せ
、
そ
れ
以
後
ず
っ
と
自
己
を
自
己
と
し
て
存
在
せ
し
め
て
き
た
「
天
」
、
そ
れ
が
あ
る
と
き
突
然

「
命
」
を
下
し
、
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
を
打
ち
砕
い
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
何
と
も
不
条
理
な
こ
と
に
思
わ
れ
る
が
、
「
人
」
が
「
人
」

で
あ
る
以
上
逃
れ
る
す
べ
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
人
」
は
「
命
を
知
」
り
、
「
身
を
修
め
」
、
「
法
を
行
」
う
こ
と
に
よ
っ
て

「
命
を
侯
」
ち
、
「
正
」
し
い
「
命
」
を
「
順
い
受
」
け
る
し
か
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
無
論
、
「
命
」
と
は
、
死
だ
け
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
こ
と
は
、
死
以
外
の
「
命
」
一
般
に
も
、

一
2
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あ
る
程
度
ま
で
あ
て
は
ま
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
こ
こ
で
「
命
」
を
「
順
い
受
」
け
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
「
致
す

な
く
し
て
至
る
者
」
を
「
順
い
受
」
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
命
」
の
外
来
性
、
お
よ
び
「
人
」
の
「
命
」
に
対
す
る
受
動
性
を
示

す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
天
」
が
「
A
は
A
で
あ
る
」
と
い
う
自
己
同
一
性
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
「
命
」
の
方
は
、

自
己
の
本
質
と
は
異
質
な
他
者
の
到
来
を
意
味
し
て
お
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
自
己
同
一
性
を
撹
乱
し
、
と
き
に
は
破
壊
す
る
も
の
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
し
か
し
右
に
見
た
よ
う
な
区
別
が
あ
る
と
は
い
え
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
命
」
と
は
「
天
命
」
で
あ
る
。
「
天
の
命
」
な
の
で
あ
る
。

「
天
」
の
中
に
、
今
ま
で
考
え
て
き
た
「
天
」
と
「
命
」
の
両
者
を
包
含
さ
せ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
逆
に
「
命
」
と
し
て
両
者
を
総
括
す

る
こ
と
も
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
中
の
、
「
命
に
非
ざ
る
は
な
き
な
り
」
と
い
う
語
な
ど
は
そ
れ
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
「
天
」
と
「
命
」
と
の
間
に
は
、
実
は
本
質
的
な
差
異
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
「
天
」
の
あ
る
は
た
ら
き
が

「
人
」
に
と
っ
て
外
在
的
な
も
の
・
自
己
と
異
質
な
も
の
と
受
け
取
ら
れ
た
と
き
、
そ
れ
を
「
命
」
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
外
在
的
な
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
へ
　
　
　

の
・
自
己
と
異
質
な
も
の
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
れ
は
「
招
い
て
も
い
な
い
の
に
や
っ
て
来
る
も
の
」
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
そ
う
す
る
と
少
し
お
か
し
な
こ
と
に
な
る
。
先
に
見
た
、
孟
子
が
「
天
」
と
「
命
」
に
つ
い
て
簡
単
な
説
明
を
行
な
っ
て
い
る
箇

所
で
は
、
こ
の
両
者
の
他
に
今
一
つ
、
「
人
之
所
望
為
」
と
い
う
表
現
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
こ
こ
で
は
「
莫
非
命
也
」

と
し
て
、
こ
の
世
界
の
全
て
の
現
象
を
「
命
」
　
一
色
に
塗
り
つ
ぶ
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
「
天
」
に
つ
い
て
は
そ
れ
で
よ
い
と
し
て
も
、

「
人
の
能
く
為
す
所
」
と
は
、
一
体
何
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
そ
の
前
に
、
少
し
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
「
人
身
所
能
為
」
と
は
、
「
天
」
や
「
命
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
は
本
質
的
に
全
く
異
質
の
、
独
立
し
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
人
」
と
は
元
来
、
「
天
」
の
「
生
」
じ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う

か
。
ま
た
、
「
人
」
が
「
能
く
」
何
か
を
「
為
す
」
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
い
か
に
し
て
可
能
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
そ
の
「
人
」

の
「
才
」
を
尽
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
「
才
」
と
は
、
や
は
り
「
天
」
の
「
降
」
し
た
も
の
で
は
な
か
っ

た
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
こ
う
考
え
る
と
、
「
人
爵
所
能
為
」
は
、
「
天
」
も
し
く
は
「
命
」
と
さ
れ
る
も
の
の
中
の
特
殊
な
一
部
分
、
あ
る
い
は
そ
の
別
な
側
面

に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
両
者
は
相
互
に
異
質
で
も
な
け
れ
ば
独
立
し
て
も
い
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
領
域
だ
け
に
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は
他
の
領
域
に
な
い
一
種
の
自
立
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
前
者
を
「
人
箭
所
能
為
」
、
後
者
を
「
天
」
も
し
く
は
「
命
」
と
呼
ん
で
、

と
り
あ
え
ず
区
別
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
こ
こ
で
の
三
種
類
の
区
別
は
、
誰
か
あ
る
個
人
に
と
っ
て
の
区
別
に
過
ぎ
な
い
の
で

あ
る
。
そ
の
あ
る
個
人
の
視
点
か
ら
離
れ
て
、
無
関
心
に
こ
の
世
界
の
諸
現
象
を
眺
め
る
な
ら
ば
、
全
て
は
「
天
」
あ
る
い
は
「
命
」
な

の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
命
」
の
大
海
の
中
で
、
「
人
」
は
わ
ず
か
に
「
身
を
修
め
」
「
法
を
行
」
っ
て
、
「
其
の
正
し
き
を
順
い
受
」

け
る
こ
と
が
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
が
別
の
言
い
方
を
す
れ
ぼ
、
「
人
の
能
く
為
す
所
」
な
の
で
あ
る
。
「
人
」
が
真
に
自
由
で
あ
り

う
る
の
は
、
わ
ず
か
に
こ
こ
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。

二
、
「
性
」
に
つ
い
て

　
前
節
で
「
天
」
と
「
命
」
と
の
性
格
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
の
は
、
そ
れ
が
「
人
」
の
存
在
構
造
に
深
い
関
わ
り
を
持
つ
と
い
う
理
由

か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
人
」
と
い
う
存
在
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
天
」
と
「
命
」
は
い
さ
さ
か
形
を
変
え
て
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。

と
言
う
の
は
、
現
実
の
「
人
」
に
お
い
て
は
、
「
天
」
一
「
命
」
は
、
「
性
」
1
「
命
」
と
し
て
現
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
森
三
樹
三
郎
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
　
か
よ
う
な
「
天
」
の
非
人
格
化
の
傾
向
に
伴
っ
て
、
天
そ
の
も
の
が
二
つ
の
方
向
に
分
化
し
て
い
く
現
象
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ

　
　
は
、
天
が
人
間
に
内
在
し
て
、
い
わ
ゆ
る
『
天
性
』
と
な
り
、
人
間
の
本
質
、
道
徳
性
の
原
理
を
形
成
す
る
。
他
の
一
つ
は
、
天
が

　
　
人
間
に
内
在
化
す
る
傾
向
を
示
し
つ
つ
も
、
な
お
本
来
の
超
越
性
を
失
わ
な
い
面
が
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
『
天
命
』
な
い
し
運
命
と
呼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
ば
れ
る
も
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
性
が
人
間
に
内
在
す
る
原
理
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
命
は
人
間
の
外
に
あ
っ
て
、
こ
れ
を
支
配
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
制
約
す
る
と
い
う
働
き
を
す
る
。
い
い
か
え
れ
ば
人
間
を
内
外
の
両
面
か
ら
構
成
し
制
約
す
る
も
の
が
『
性
命
』
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
＼
、
＼
＼
・
・
、
＼
、
＼
、
＼
＼
　
　
＼
＼
・
＼
、
・
＼
＼
＼
、
＼
＼
・
＼
＼
＼
、
、
＼
、
＼
、
＼
　
　
・
　
　
（
5
）

　
　
し
た
が
っ
て
性
命
の
本
質
を
追
究
す
る
こ
と
は
、
実
は
人
間
存
在
の
本
質
を
究
明
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
傍
点
引
用
者
）

　
森
氏
は
こ
こ
で
性
命
観
一
般
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
、
決
し
て
孟
子
の
性
命
観
だ
け
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
し
こ
こ
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
「
性
」
と
「
命
」
の
性
格
は
、
先
に
考
察
し
た
孟
子
の
「
天
」
と
「
命
」
の
性
格
と
、
驚
く
ほ
ど
重
な
り
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合
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
先
に
見
た
と
こ
ろ
で
は
、
「
天
」
と
は
、
あ
る

も
の
を
ま
さ
に
そ
の
も
の
で
あ
ら
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
現
実
の
中
で
、
あ
る
も
の
を
し
て
そ
れ
で
あ
ら
し
め
る
も
の
、
そ
れ
は

ま
さ
に
、
そ
の
も
の
の
「
性
」
で
ば
な
か
ろ
う
か
。
「
天
」
の
生
成
・
存
在
と
い
う
は
た
ら
き
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
物
」
の
独
自
性
・
（
他

者
と
の
）
差
異
性
と
い
う
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
た
も
の
、
そ
れ
が
「
性
」
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
「
天
」
と
「
性
」
と
の
つ
な
が

り
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
孟
子
曰
く
、
其
の
心
を
尽
く
す
者
は
、
其
の
性
を
知
る
な
り
。
其
の
性
を
知
れ
ば
、
則
ち
天
を
知
る
。
其
の
心
を
存
し
、
其
の
性
を

　
　
　
　
　
　
　

　
　
養
う
は
、
天
に
事
う
る
所
以
な
り
。
（
尽
心
上
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
孟
子
曰
く
、
三
色
は
、
天
性
な
り
。
惟
だ
聖
人
に
し
て
然
る
後
に
形
を
践
む
べ
し
。
（
尽
心
理
）

と
い
う
よ
う
に
、
『
孟
子
』
の
中
で
も
何
度
か
表
示
さ
れ
て
は
い
る
。
だ
が
そ
の
つ
な
が
り
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
は
っ
き
り
と
は
述
べ

ら
れ
て
い
な
い
。
右
に
述
べ
た
の
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
論
者
な
り
の
推
測
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
こ
こ
か
ら
は
、
孟
子
の
「
性
」
と
「
命
」
に
対
す
る
考
え
方
を
見
て
行
き
た
い
と
思
う
。
そ
れ
に
は
ま
ず
、
次
に
引
く
箇
所
を

考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
孟
子
曰
く
、
口
の
味
に
お
け
る
や
、
目
の
色
に
お
け
る
や
、
耳
の
声
に
お
け
る
や
、
鼻
の
臭
い
に
お
け
る
や
、
四
肢
の
安
侠
に
お
け

　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
る
や
、
性
な
り
、
命
有
り
、
君
子
は
性
と
謂
わ
ざ
る
な
り
。
仁
の
父
子
に
お
け
る
や
、
義
の
君
臣
に
お
け
る
や
、
礼
の
賓
主
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　

　
　
る
や
、
知
の
賢
者
に
お
け
る
や
、
聖
人
の
天
道
に
お
け
る
や
、
命
な
り
、
性
有
り
、
君
子
は
命
と
謂
わ
ざ
る
な
り
。
（
愚
心
下
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
ま
ず
こ
こ
で
奇
異
に
思
わ
れ
る
の
は
、
「
口
の
味
に
お
け
る
や
」
「
仁
の
父
子
に
お
け
る
や
」
と
い
う
よ
う
に
、
何
ら
か
の
関
係
の
形
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
、
「
性
」
や
「
命
」
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
「
命
」
と
は
元
来
、
自
己
と
は
異
質
な
他
者
の
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

己
の
も
と
へ
の
到
来
を
指
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
し
て
み
る
と
、
「
口
」
や
「
目
」
あ
る
い
は
「
仁
」
や
「
義
」
の
よ
う
な
自
己
に
属
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　

る
も
の
と
、
「
味
」
や
「
色
」
あ
る
い
は
「
父
子
」
や
「
君
臣
」
（
現
実
の
父
子
・
君
臣
関
係
）
の
よ
う
な
外
在
的
な
も
の
と
の
関
係
が
、

「
命
」
で
あ
る
と
い
う
の
も
、
頷
け
な
い
話
で
は
な
い
。

　
そ
れ
で
は
「
性
」
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
「
性
」
を
こ
の
よ
う
に
関
係
の
形
で
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
．
実
は
も
う
一
箇
所
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
し
な
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
＼
＼
、
、
、
＼
、
、
＼
＼
、

　
　
口
の
味
に
お
け
る
や
、
同
じ
き
者
有
り
。
易
牙
は
先
ず
吾
が
口
の
掴
む
所
を
得
た
る
者
な
り
。
如
し
口
の
味
に
お
け
る
や
、
其
の
性

「
2
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人
と
殊
な
る
こ
と
、
犬
馬
の
我
と
類
を
同
じ
く
せ
ざ
る
が
若
く
な
ら
し
め
ば
、
則
ち
天
下
何
の
者
か
、
皆
易
牙
の
味
に
従
わ
ん
や
。

　
　
味
に
至
り
て
は
、
天
下
皆
易
牙
に
期
す
。
黙
れ
天
下
の
絶
勝
似
た
れ
ば
な
り
。
…
…
故
に
曰
く
、
口
の
味
に
お
け
る
や
、
お
な
じ
き

　
　
書
有
り
。
耳
の
声
に
お
け
る
や
、
同
じ
く
聴
く
有
り
。
目
の
色
に
お
け
る
や
、
同
じ
く
美
と
す
る
有
り
。
心
に
至
り
て
は
、
独
り
同

　
　
じ
く
然
り
と
す
る
所
な
か
ら
ん
や
。
心
の
同
じ
く
徴
り
と
す
る
所
の
者
と
は
何
ぞ
や
。
謂
わ
く
、
理
な
り
、
義
な
り
。
聖
人
は
先
ず

　
　
我
が
心
の
同
じ
く
然
り
と
す
る
所
を
得
た
る
の
み
。
故
に
理
義
の
我
が
心
を
悦
ば
す
は
、
猶
お
聖
祭
の
我
が
口
を
悦
ば
す
が
ご
と
き

　
　
な
り
。
（
告
子
上
）

　
こ
こ
で
は
、
「
口
」
の
「
味
」
に
対
す
る
関
係
が
「
性
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
「
口
」
が
そ
の
「
味
」
を
「
者
」
み
「
悦
」
・
ぶ
こ
と

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
「
口
」
が
「
味
」
を
、
「
悦
」
ん
で
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
「
命
」
の
方
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
「
命
」
と
は
何
よ
り
も
「
致
す
な
く
し
て
至
る
者
」
、
招
い
て
も
い
な
い
の
に
や
っ
て
来

る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
「
人
の
能
く
為
す
所
に
非
」
ざ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
「
性
」
と
は
、
自
己
と
、
自
己
に
よ
っ

て
「
悦
」
ん
で
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
と
の
関
係
で
あ
り
、
逆
に
「
命
」
と
は
、
自
己
と
、
自
己
が
「
致
」
し
て
も
「
悦
」
ん
で
も
い
な

い
の
に
、
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
と
の
関
係
な
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
「
性
」
と
「
命
」
と
の
相
違
は
、
あ
る
関
係
を
引
き
受
け
る
側
が
そ
れ
を
「
悦
」
ぶ
か
否
か
と
い
う
、
主
観
的
な
要
因
に

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
君
子
」
で
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
あ
る
関
係
を
「
性
」
（
も
し
く
は
「
命
」
）
と

「
謂
」
つ
た
り
そ
う
し
な
か
っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
「
口
」
が
「
味
」
を
「
悦
」
ん
だ
り
す
る
の
は
よ
い
と
し
て
も
、
は
た
し
て
、
「
仁
」
が
「
父
子
」
を
「
悦
」
ん
だ
り
す
る
で

あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
「
命
也
、
有
性
焉
」
云
々
と
さ
れ
る
諸
関
係
は
、
実
質
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
を
探
る
た

め
に
も
、
「
仁
義
礼
智
」
に
つ
い
て
あ
る
側
面
か
ら
、
こ
こ
で
少
し
考
え
て
み
た
い
。

　
　
君
子
の
性
と
す
る
所
は
、
仁
義
三
智
に
し
て
、
心
に
根
ざ
す
。
（
尽
心
上
）

　
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
ま
ず
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
「
性
」
の
内
容
は
「
仁
義
礼
智
」
だ
と
、
は
っ
き

り
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
「
君
子
」
が
そ
れ
ら
を
「
性
と
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
実
現
す
る
も
の

な
の
で
あ
る
。
ま
た
「
性
」
と
い
う
語
を
動
詞
的
に
使
用
し
て
い
る
の
も
大
変
珍
し
い
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
「
人
」
の
「
性
」
は
最
初

一
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か
ら
出
来
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
形
で
そ
こ
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
「
君
子
」
の
主
体
的
な
行
動
に
よ
っ
て
こ
そ
実
現
さ
れ
る
も
の
だ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
先
に
見
た
中
で
、
「
君
子
」
が
あ
る
関
係
を
「
性
と
謂
わ
」
な
か
っ
た
り
「
命
と
謂
わ
」
な

か
っ
た
り
す
る
と
い
う
の
も
、
お
そ
ら
く
そ
れ
と
関
係
が
あ
ろ
う
。
金
谷
治
氏
は
、
孟
子
の
「
性
」
と
は
、
実
は
「
選
択
さ
れ
た
性
」
だ

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
金
谷
氏
は
さ
ら
に
、
「
こ
の
よ
う
な
（
善
で
あ
る
一
引
用
序
論
）
性
が
、
単
に
君
子
に
よ
っ
て
、
も
ろ
も
ろ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

性
向
の
中
か
ら
選
ば
れ
指
摘
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
…
…
」
と
も
言
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
性
」
と
は
、

「
君
子
」
に
よ
っ
て
「
選
択
さ
れ
た
性
」
な
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
そ
の
「
性
」
と
は
「
心
」
に
「
根
」
ざ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
仁
義
礼

智
」
が
「
心
」
に
「
根
」
ざ
す
と
い
う
こ
と
を
、
孟
子
が
別
の
言
い
方
で
説
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
が
有
名
な
い
わ
ゆ
る
四
七

説
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
＼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
側
隠
の
心
は
、
仁
の
端
な
り
。
差
悪
の
心
は
、
義
の
端
な
り
。
辞
譲
の
心
は
、
礼
の
端
な
り
。
是
非
の
心
は
、
智
の
端
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
公
孫
丑
上
）

　
一
方
で
は
、
孟
子
は
次
の
よ
う
な
言
い
方
も
し
て
い
る
。

　
　
側
隠
の
心
は
、
仁
な
り
。
差
音
の
心
は
、
義
な
り
。
恭
敬
の
心
は
、
・
礼
な
り
。
是
非
の
心
は
、
智
な
り
。
仁
義
礼
智
は
、
外
よ
り
我

　
　
　
か
ざ

　
　
を
鎌
る
に
は
非
ざ
る
な
り
。
我
固
よ
り
之
を
有
す
る
な
り
。
思
わ
ざ
る
の
み
。
（
告
子
上
）

　
「
辞
譲
」
と
「
恭
敬
」
と
が
双
方
で
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
別
に
問
題
と
す
る
に
は
あ
た
る
ま
い
。
し
か
し
、
一
方
で
は
「
仁
の

へ端
」
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
が
、
他
方
で
は
「
仁
」
だ
と
言
い
切
ら
れ
て
い
る
の
は
、
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
お
そ
ら
く
、
「
仁
の
端
」
も
ま
た
、
「
仁
」
の
一
部
で
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
極
め
て
重
要
な
一
部
な
の
で
あ
ろ
う
。
も
か
し

「
仁
」
を
全
体
と
し
て
見
た
時
に
は
、
「
側
隠
の
心
」
を
「
仁
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と
言
い
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
仁
」
は
、

も
っ
と
広
く
深
い
内
容
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
を
「
仁
の
端
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
義
」
や

「
礼
」
や
「
智
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
「
仁
儀
礼
智
」
の
中
の
「
端
」
で
な
い
部
分
と
は
、
一
体
ど
う
い
う
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
孟
子
曰
く
、
仁
の
実
は
、
親
に
憩
う
る
亘
れ
な
り
。
義
の
実
は
、
兄
に
事
う
る
亘
れ
な
り
。
智
の
実
は
、
斯
の
二
者
を
知
り
て
去
ら

「
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へ
　
　
　
　
　
　

　
　
ざ
る
論
れ
な
り
。
礼
の
実
は
、
斯
の
二
者
を
節
文
す
る
濡
れ
な
り
。
楽
の
実
は
、
斯
の
二
者
を
楽
し
む
な
り
。
楽
し
め
ば
則
ち
生
ず
。

　
　
生
ず
れ
ば
則
ち
悪
ん
ぞ
已
む
ぺ
け
ん
や
。
肯
ん
ぞ
已
む
ぺ
け
ん
や
と
な
れ
ば
、
則
ち
足
の
之
を
踏
み
手
の
之
を
舞
う
を
知
ら
ざ
る
な

　
　
り
。
（
離
婁
上
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼

　
瞬
間
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
の
「
実
」
の
字
は
、
「
端
」
の
字
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、
「
仁
の
端
」
は
「
雪
隠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
心
」
で
あ
り
、
「
仁
の
実
」
は
「
親
に
事
う
る
」
こ
と
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
同
様
に
、
「
義
の
端
」
は
「
差
悪
の
心
」
で
あ
り
、
「
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
実
」
は
「
兄
に
従
う
」
こ
と
で
あ
る
。
「
礼
の
端
」
は
「
辞
譲
（
恭
敬
）
の
心
」
で
あ
り
、
「
礼
の
実
」
は
「
斯
の
二
者
（
「
事
親
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
従
兄
」
）
を
節
文
ず
る
」
こ
と
で
あ
る
。
「
智
の
端
」
は
「
是
非
の
心
」
で
あ
り
、
「
智
の
実
」
は
、
「
斯
の
二
者
（
「
母
親
」
と
旧
従
兄
」
）

を
知
り
て
去
ら
ざ
る
」
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
う
で
あ
れ
ば
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
ず
、
「
仁
」
と
「
義
」
と
の
「
実
」
、
そ
れ
は
い
ず
れ
も
「
親
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

事
」
え
「
兄
に
従
う
」
と
い
う
実
践
行
為
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
礼
の
実
」
と
は
、
そ
の
二
つ
の
実
践
行
為
を
節
制
し
文
飾
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
「
智
の
実
」
と
は
、
や
は
り
そ
の
二
つ
の
実
践
行
為
を
、
し
っ
か
り
と
認
識
し
継
続
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
『
孟
子
』
の
中
で

は
「
仁
義
礼
智
」
と
よ
く
言
わ
れ
は
す
る
が
、
特
に
重
要
と
さ
れ
る
の
は
や
は
り
「
仁
」
と
「
義
」
で
あ
っ
て
、
「
礼
」
と
「
智
」
と
は

そ
の
補
助
役
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
仁
」
と
「
義
」
の
「
実
」
と
は
、
二
つ
の
実
践
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
「
親
に
事
」
え
「
兄
に
従
う
」
と
い
う
、
現

実
の
人
間
関
係
（
「
人
倫
」
）
の
中
で
遂
行
さ
れ
る
実
践
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
こ
で
、
，
「
楽
の
実
は
、

斯
の
二
者
を
楽
し
む
な
り
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
る
と
つ
ま
り
こ
の
部
分
の
意
味
は
、
現
実
の
人
間
関
係
の
中
の
実
践
を

「
楽
」
し
む
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
先
に
見
た
「
性
」
と
「
悦
」
ぶ
と
い
う
こ
と
と
の
関
係
で
あ
る
。

「
口
」
が
「
味
」
を
「
悦
」
ぶ
と
い
う
こ
と
こ
そ
は
、
両
者
の
関
係
（
「
口
験
者
味
也
」
）
が
「
性
」
で
あ
る
た
め
の
条
件
で
は
な
か
っ
た

ろ
う
か
。
し
て
み
る
と
あ
る
人
物
が
、
「
親
に
事
」
え
「
兄
に
従
う
」
と
い
う
、
現
実
の
人
間
関
係
の
中
の
実
践
を
「
楽
」
し
む
と
い
う

こ
と
、
そ
れ
は
そ
の
人
物
が
そ
れ
ら
を
「
性
と
す
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
こ
こ
で
は
、
「
楽
し
め
ば
則
ち
生
ず
。
生
ず
れ
ば
則
ち
悪
ん
ぞ
已
む
ぺ
け
ん
や
。
悪
ん
ぞ
已
む
ぺ
け
ん
や
と
な
れ
ば
、
則
ち
足
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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之
を
踏
み
手
の
之
を
舞
う
を
知
ら
ざ
る
な
り
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
「
生
ず
る
」
と
い
う
の
は
、
一
体
何
が
「
生
ず
る
」
の
で
あ
ろ
う
か
。

［
2
8一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
そ
ら
く
、
「
性
」
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
「
仁
義
礼
智
」
が
「
生
ず
る
」
の
で
あ
ろ
う
。
「
仁
の
端
」
も
、
ま
た
「
仁
の
実
」
も
、
そ
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

り
に
「
仁
」
の
一
部
、
「
仁
」
の
一
契
機
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
「
性
」
と
さ
れ
た
「
仁
」
と
な
る
た
め
に
は
、
そ
の
「
実
」

を
「
楽
」
し
む
と
い
う
こ
と
が
、
ど
う
し
て
も
必
要
な
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
■
義
」
「
礼
」
「
智
」
に
つ
い
て
も
、
も
ち
ろ
ん
同
様
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
今
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
少
し
整
理
し
て
み
た
い
。

　
「
命
に
非
ざ
る
は
な
し
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
，
「
人
」
が
こ
の
世
界
で
遭
遇
す
る
事
物
・
状
況
な
ど
は
全
て
、
あ
る
意
味
で
は
「
命
」

で
あ
る
。
「
人
」
は
皆
、
不
条
理
で
偶
然
性
に
満
ち
た
「
命
」
の
大
海
を
漂
う
、
不
安
定
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
事
物

や
状
況
と
取
り
結
ぶ
諸
関
係
の
中
に
は
、
「
天
」
か
ら
与
え
ら
れ
た
自
己
の
本
質
と
た
ま
た
ま
一
致
す
る
も
の
が
あ
る
。
「
口
」
の
「
味
」

に
対
す
る
関
係
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
旧
口
」
は
元
来
、
美
味
を
好
む
も
の
と
し
て
、
一
天
」
か
ら
性
格
づ
け
を
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら

「
口
」
と
「
味
」
と
の
遭
遇
・
関
係
は
、
「
口
」
の
本
質
と
矛
盾
せ
ず
、
「
口
」
の
自
己
同
一
性
を
撹
乱
し
な
い
。
そ
の
よ
う
な
関
係
が

「
性
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
Q

　
だ
が
も
ち
ろ
ん
、
あ
る
意
味
か
ら
言
え
ば
、
全
て
の
関
係
は
「
命
」
で
あ
る
。
「
口
」
の
「
味
」
に
対
す
る
関
係
は
、
「
性
」
で
は
あ
る

が
、
そ
こ
に
は
「
命
」
の
要
素
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
「
性
也
、
有
命
焉
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
口
」
の
「
味
」
に
対
す
る
関

係
の
、
ど
う
い
う
と
こ
ろ
が
「
命
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
美
食
を
口
に
し
う
る
か
否
か
は
、
も
ち
ろ
ん
あ
る
程
度
は
自
分
の
努
力
に
よ
っ
て

も
決
ま
る
と
し
て
も
、
結
局
は
い
わ
ゆ
る
「
め
ぐ
り
合
わ
せ
」
で
あ
る
。
い
か
に
そ
の
関
係
の
対
象
が
自
己
の
本
質
に
一
致
し
て
い
る
と

し
て
も
、
し
た
が
っ
て
い
か
に
そ
の
対
象
が
自
己
を
「
悦
」
ば
せ
る
と
し
て
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
そ
れ
は
他
者
で
あ
る
。
そ
れ
に
遭
遇
し

う
る
か
否
か
は
「
め
ぐ
り
合
わ
せ
」
で
決
ま
る
の
で
あ
り
、
本
質
的
に
は
「
人
の
能
く
為
す
所
」
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
点
で
、
そ
れ

は
「
命
」
な
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼

　
「
仁
」
と
「
父
子
」
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
現
実
の
父
子
関
係
と
い
う
も
の
、
そ
れ
は
子
供
に
と
っ
て
、
好
ん
で
招
き
よ
せ

た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
招
い
た
り
し
な
い
の
に
、
気
が
つ
い
た
ら
こ
こ
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
父
子
と
い
う
人
間
関
係

（
「l
倫
」
）
の
中
で
「
親
に
事
」
え
る
こ
と
、
そ
れ
は
身
体
を
動
か
し
苦
し
め
る
実
践
行
動
を
当
然
伴
う
。
「
安
侠
」
を
「
性
」
と
し
て

い
る
「
四
肢
」
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
あ
ま
り
悦
ば
し
い
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
よ
う
な
点
で
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
「
命
」
で
あ
る
。

し
か
し
「
人
」
の
「
心
」
の
中
に
は
、
そ
の
「
親
に
事
」
え
る
こ
と
を
「
楽
」
し
む
要
素
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
現
実
に

「
2
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全
て
の
「
人
」
に
お
い
て
働
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
い
っ
た
ん
そ
れ
が
発
動
す
れ
ば
、
「
仁
」
は
「
人
」
に
と
っ
て
「
性
」

と
な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
潜
在
的
に
で
は
あ
る
が
、
こ
の
関
係
に
は
「
性
」
の
要
素
も
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
命
也
、

有
性
焉
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
そ
う
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
性
」
で
も
あ
れ
ば
「
命
」
で
も
あ
り
、
「
命
」
で
も
あ
れ
ば
「
性
」
で
も
あ
る
よ
う
な
諸
関
係
の
中
か
ら
、

「
君
子
」
は
「
仁
義
礼
智
」
を
「
性
」
と
し
て
「
選
択
」
す
る
。
そ
れ
が
「
君
子
所
性
、
仁
義
礼
智
、
根
引
心
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
そ
れ
は
同
時
に
、
「
味
」
や
「
色
」
な
ど
に
つ
い
て
は
「
君
子
は
性
と
謂
わ
」
ず
、
「
仁
」
や
「
義
」
な
ど
に
つ
い
て
は
「
君
子
は
命

と
謂
わ
」
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　
以
上
、
ω
「
莫
非
命
也
」
②
「
性
也
、
有
命
焉
」
「
命
也
、
有
性
焉
」
③
「
君
子
所
性
、
仁
義
礼
智
、
根
於
心
」
「
君
子
不
野
性
也
」

「
君
子
不
謂
命
也
」
と
い
う
三
つ
の
段
階
を
通
じ
て
の
、
「
性
」
と
「
命
」
と
の
関
係
を
見
て
き
た
。
こ
こ
で
注
意
を
引
く
の
は
、
③
の

段
階
で
の
「
君
子
」
と
い
う
存
在
で
あ
る
。
こ
の
「
君
子
」
な
る
も
の
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
、
孟
子
に
認
識
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

　
孟
子
は
「
人
」
と
「
君
子
」
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
＼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
れ
　
　
（
1
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼
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孟
子
曰
く
、
人
の
禽
獣
に
異
な
る
所
以
の
者
は
幾
ど
希
な
り
。
庶
民
は
之
を
去
り
、
君
子
は
之
を
存
す
。
（
離
婁
下
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
こ
こ
で
、
「
人
之
所
以
異
於
禽
獣
者
」
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
が
、
お
そ
ら
く
は
「
人
」
の
「
性
」
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。
燕
子
が

「
生
、
之
を
性
と
謂
う
」
と
言
っ
た
の
に
対
し
て
、
「
然
ら
ば
則
ち
、
犬
の
性
は
猶
お
牛
の
性
の
ご
と
く
、
牛
の
性
は
猶
お
人
の
性
の
ご

と
き
か
」
と
孟
子
は
反
論
し
て
い
る
（
告
子
上
）
。
孟
子
に
と
っ
て
は
、
「
人
之
性
」
1
1
「
人
之
所
以
異
於
禽
獣
者
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
「
人
之
性
」
を
「
存
」
す
る
、
保
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
す
る
者
、
つ
ま
り
真
の
意
味
で
の
「
人
」
こ
そ
、
「
君
子
」

な
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
孟
子
に
よ
れ
ば
、
「
形
色
」
も
ま
た
「
天
性
」
で
あ
り
、
「
口
」
と
「
味
」
、
「
目
」
と
「
色
」
な
ど
の
諸
関
係
も
、
や
は
り
「
性
」

で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
中
か
ら
、
な
ぜ
「
仁
義
礼
智
」
の
み
が
、
「
人
同
性
」
と
し
て
「
選
択
」
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ

ろ
う
か
。
そ
の
根
拠
は
一
体
何
な
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
　
　
　
　

　
そ
の
根
拠
は
今
ま
で
見
た
中
に
既
に
示
さ
れ
て
い
る
。
「
君
子
の
性
と
す
る
所
は
、
仁
義
礼
智
に
し
て
、
心
に
根
ざ
す
」
と
言
う
よ
う

一
3
0「



に
、
「
君
子
」
に
よ
る
「
選
択
」
の
根
拠
は
、

は
、
「
心
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

そ
れ
が
「
心
に
根
」
ざ
し
て
い
る
か
い
な
い
か
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
の
節
で

三
、
「
心
」
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
「
心
」
と
「
性
」
と
の
つ
な
が
り
は
、
前
に
見
た
「
其
の
心
を
尽
く
す
者
は
、
其
の
性
を
知
る
な
り
。
…
…
其
の
心
を
存
し
、
其
の
性

を
養
う
は
、
天
に
事
う
る
所
以
な
り
」
と
い
う
孟
子
の
言
葉
に
も
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
孟
子
は
、
そ
の
よ
う
に
「
心
」
を
重

視
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と

　
　
公
都
子
問
い
て
曰
く
、
「
卜
し
く
倒
れ
人
な
り
。
或
は
大
人
と
為
り
、
或
は
小
人
と
為
る
は
、
何
ぞ
や
」
と
。
孟
子
曰
く
、
「
其
の
大

　
　
体
に
従
え
ば
大
人
と
為
り
、
其
の
小
体
に
従
え
ば
小
人
と
為
る
」
と
。
曰
く
、
「
愛
し
く
是
れ
人
な
り
。
或
は
其
の
大
体
に
従
い
、

　
　
或
は
其
の
小
体
に
従
う
は
、
何
ぞ
や
」
と
。
曰
く
、
「
耳
目
の
官
は
、
思
わ
ず
し
て
物
に
断
わ
る
。
物
、
物
に
交
わ
れ
ば
、
則
ち
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
な
（
1
1
）

　
　
を
引
く
の
み
。
心
の
官
は
則
ち
思
う
。
思
え
ば
則
ち
之
を
得
る
も
、
思
わ
ざ
れ
ば
則
ち
得
ざ
る
な
り
。
比
天
の
我
に
与
う
る
所
の
者

　
　
な
る
も
、
先
ず
其
の
大
な
る
者
を
立
つ
れ
ば
、
則
ち
其
の
小
な
る
者
は
奪
う
能
わ
ざ
る
な
り
、
此
れ
を
大
人
と
為
す
の
み
」
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
子
上
）

　
こ
こ
に
は
「
心
」
と
い
う
も
の
の
重
要
性
の
根
拠
が
、
極
め
て
端
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
「
耳
目
の
官
」
も
「
心
の
官
」
も
、

　
み
な「

比
天
の
我
に
与
う
る
所
の
者
」
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
だ
か
ら
「
鮮
色
」
も
「
天
性
」
で
あ
り
、
「
目
」
と
「
色
」
の
関
係
も

ま
た
「
性
」
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
く
ら
「
目
」
に
と
っ
て
「
色
」
が
「
悦
」
ば
し
く
、
し
た
が
っ
て
「
性
」
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
目
の
官
」
だ
け
に
と
っ
て
の
話
で
あ
る
。
「
人
」
の
全
体
か
ら
見
た
と
き
に
は
そ
れ
は
、
「
目
の
官
（
「
物
」
）
」
と

「
色
（
「
物
」
）
」
と
が
「
交
わ
」
っ
て
、
「
引
」
か
れ
「
蔽
わ
」
れ
た
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
「
耳
目
の
官
」
に
と
っ
て
の
自

己
実
現
は
、
「
人
」
の
全
体
か
ら
見
れ
ば
、
「
人
」
の
自
己
同
一
性
の
麗
乱
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
耳
目
の
官
」
が
結
局
は

単
な
る
「
物
」
に
過
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
他
の
「
物
」
に
よ
っ
て
「
引
」
か
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
「
人
」
の
器
官
と
し

て
「
天
」
か
ら
「
与
」
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
自
身
で
は
「
人
」
の
自
己
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か

「
3
1「



え
っ
て
そ
れ
を
妨
害
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
そ
れ
ら
は
自
己
実
現
の
た
め
の
材
料
を
自
己
自
身
の
内
に
持
っ
て
お
ら
ず
、
他
の
「
物
」
に

そ
れ
を
依
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
「
心
の
官
」
だ
け
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
は
自
己
実
現
の
材
料
を
自
分
自
身
の
内
に
有
し
て
い
る
。
「
思
え
ば
則
ち
之
を
得
」

と
言
う
よ
う
に
、
そ
れ
は
自
分
の
求
め
る
も
の
を
「
得
」
る
た
め
に
、
何
ら
他
者
に
依
存
す
る
必
要
が
な
い
。
「
思
」
う
と
い
う
仕
方
で

自
己
を
働
か
せ
れ
ば
、
自
分
自
身
の
内
に
そ
れ
を
「
得
」
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
上
に
自
主
独
立
の
器
官
は
、
「
人
」
の
中
に
は
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
何
も
あ
る
ま
い
。
だ
か
ら
、
「
人
の
性
」
と
し
て
「
選
択
」
さ
れ
る
も
の
が
「
心
」
に
「
根
」
ざ
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
当
然
の
こ

と
な
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
「
心
」
は
「
思
」
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
体
何
を
「
得
」
る
の
だ
ろ
う
か
。
前
に
引
い
た
中
に
、
「
仁
義
礼
智
は
、
外
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　

我
を
礫
る
に
非
ざ
る
な
り
。
我
固
よ
り
之
を
有
す
る
な
り
。
思
わ
ざ
る
の
み
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼
（
1
2
）

　
　
故
に
曰
く
、
求
む
れ
ば
則
ち
之
を
得
、
舎
つ
れ
ば
則
ち
之
を
失
う
、
と
。
（
告
子
上
）

と
続
い
て
い
る
。
と
す
る
と
、
「
心
」
が
「
思
」
う
ご
と
に
よ
っ
て
「
得
」
ら
れ
る
の
は
、
「
我
」
の
「
固
有
」
し
て
い
る
「
仁
義
礼
智
」

な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
仁
義
上
智
」
が
「
我
」
の
「
固
有
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
「
心
」
に
「
根
」
ざ
し
て
い
る
（
あ

る
い
は
「
心
」
が
そ
れ
ら
の
「
端
」
で
あ
る
）
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、
「
心
」
は
「
思
」
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
の
中
に

あ
る
「
仁
義
礼
智
」
を
「
得
」
る
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
心
」
が
何
か
を
「
得
」
る
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
何
か
を
「
知
」
る
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
し
て
み
る
と
、
「
心
」
が
「
思
」
う
こ
と
に
よ
っ
て
（
「
性
」
で
あ
る
）
「
仁
義
礼
智
」
を
「
得
」
る
と
い
う
の

は
、
そ
れ
ら
を
「
知
」
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
は
、
「
其
の
心
を
尽
く
す
者
は
、
其
の
性
を
知
る

な
り
」
と
い
う
の
と
、
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
尽
下
心
」
と
い
う
の
が
「
思
」
に
対
応
し
、
「
知
其
性
」
と
い
う
の
が
「
得

之
」
に
対
応
す
る
か
ら
で
あ
る
。
，

　
こ
の
よ
う
に
、
「
心
」
が
重
要
な
「
官
」
で
あ
る
の
は
、
ま
ず
第
一
に
、
そ
れ
が
「
人
の
性
」
た
る
「
仁
義
礼
智
」
の
「
端
」
を
宿
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
別
の
と
こ
ろ
で
は
、
「
人
に
存
す
る
者
と
錐
も
、
豊
に
仁
義
の
心
無
か
ら
ん
や
」
（
母
子
上
）
と
い
う
言
い

方
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
第
二
に
は
、
「
心
」
が
「
思
」
う
（
「
其
の
心
を
尽
く
す
」
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
自
身
の
内
な
る

一
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「
仁
義
礼
智
」
を
「
得
」
る
（
「
其
の
性
を
知
る
」
）
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
人
」
の
、
真
の
自
己
認
識
で
も
あ
る
。
も

し
「
仁
義
礼
智
」
を
植
物
に
例
え
る
な
ら
ば
、
「
心
」
は
そ
の
種
子
と
養
育
者
と
を
兼
ね
た
よ
う
な
存
在
だ
と
も
言
え
よ
う
。

　
し
か
し
そ
の
「
心
」
，
に
は
、
厄
介
な
性
格
が
一
つ
あ
る
。

　
　
孔
子
曰
く
、
操
れ
ば
則
ち
存
し
、
七
つ
れ
ば
則
ち
失
う
。
出
入
時
無
く
、
其
の
郷
を
知
る
な
し
、
と
。
惟
れ
心
の
謂
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
子
上
）

　
「
心
」
と
は
一
面
で
は
極
め
て
不
安
定
な
存
在
で
も
あ
る
。
「
思
え
ば
則
ち
こ
れ
を
得
」
、
「
操
れ
ば
則
ち
存
」
す
る
の
は
確
か
で
あ
る

が
、
「
思
わ
ざ
れ
ば
則
ち
之
を
得
」
ず
、
「
舎
つ
れ
ば
則
ち
失
」
わ
れ
る
の
も
ま
た
「
心
」
で
あ
る
。
「
其
の
良
心
を
放
」
っ
て
、
「
放
心
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ

を
「
求
」
め
る
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
、
結
局
「
其
の
禽
獣
を
古
る
や
遠
か
ら
ず
」
と
い
う
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
う
（
石
子
上
）
。
そ
う
な

れ
ば
、
「
人
．
の
性
」
は
「
心
」
に
「
根
」
ざ
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
「
性
」
も
ま
た
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
同
時
に
、
自
分
に
こ
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
な
「
性
」
を
与
え
た
「
天
」
に
対
す
る
反
逆
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
天
に
事
」
え
る
た
め
に
は
、
「
其
の
心
を
存
し
、
其
の
性
を
養
」

わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
「
心
」
と
「
性
」
と
「
天
」
と
は
、
こ
こ
で
は
一
直
線
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　
最
後
に
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
「
天
」
が
人
を
「
生
」
じ
る
。
そ
し
て
そ
の
際
「
天
」
は
、
「
人
」
が
「
人
」
た
り
う
る
可
能
性
を
保
証
す
る
だ
け
の
「
才
」
を
、

そ
の
人
に
「
降
」
す
。
し
か
し
「
天
」
は
、
個
人
を
孤
立
し
た
状
態
で
こ
の
世
へ
と
送
り
込
む
わ
け
で
は
な
い
。
「
人
」
は
誰
で
も
ま
ず

「
人
の
子
」
と
し
て
、
こ
の
世
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
「
父
子
」
と
い
う
「
人
倫
」
の
中
で
、
初
め
て
「
人
」
が
存

在
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
人
倫
」
は
「
父
子
」
だ
け
で
は
な
く
、
「
君
臣
」
「
長
幼
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
も

の
が
あ
る
。
ま
た
「
天
」
は
数
多
く
の
「
物
」
を
「
生
」
じ
て
も
い
る
の
で
、
他
人
だ
け
で
は
な
く
そ
れ
ら
の
「
物
」
と
の
関
係
も
ま
た
、

「
人
」
は
取
り
結
ぶ
こ
と
に
な
る
。
「
人
」
は
、
自
己
と
し
て
存
在
す
る
と
同
時
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
他
者
と
の
関
係
を
取
り
結
ん
で
、
も
い

る
。
こ
こ
に
、
（
「
人
」
に
即
し
て
見
ら
れ
た
）
「
天
」
と
「
命
」
と
の
二
重
性
が
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、
　
「
天
」
と
「
性
」
と
が
直
結
す

る
根
拠
も
、
こ
こ
に
あ
る
。

　
全
て
の
関
係
は
、
あ
る
意
味
で
は
「
命
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
人
」
は
誕
生
と
同
時
に
、
こ
の
「
命
」
の
大
海
を
漂
わ
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
そ
の
國
命
」
で
あ
る
諸
関
係
の
中
に
は
、
「
人
」
に
と
っ
て
「
悦
」
ば
し
か
っ
た
り
、
．
「
楽
」
し
か
っ
た
り
す
る
も
の
も
あ

一
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る
。
そ
の
よ
う
な
諸
関
係
は
、
「
性
」
に
合
致
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
し
か
し
「
人
」
に
と
っ
て
重
要
な
諸
関
係
は
、
お
お
む
ね
「
命
」

と
「
性
」
と
の
両
方
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
。

　
そ
こ
で
、
「
君
子
」
は
そ
れ
ら
の
諸
関
係
を
、
そ
れ
が
「
心
」
に
「
根
」
ざ
す
も
の
で
あ
る
か
否
か
で
区
別
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
人
」

に
具
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
器
官
の
中
で
、
「
心
」
だ
け
が
、
自
立
性
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
君
子
」
は
「
心
」
に
「
根
」
ざ
し
た
諸

関
係
を
「
（
人
の
）
性
」
と
し
て
選
択
し
、
そ
う
で
な
い
も
の
を
「
命
」
と
し
て
切
り
捨
て
る
。
そ
れ
が
具
体
的
に
は
、
「
仁
義
礼
智
」
を

「
性
と
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
具
体
的
な
方
法
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
の
が
、
「
浩
然
の
気
を
養
う
」
（
公
孫
丑
上
）
こ
と
や
、

「
其
の
放
心
を
求
」
め
る
（
告
子
上
）
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
君
子
」
こ
そ
は
、
「
人
の
性
」
を
実
現
し
た
、
真
正
の
意
味

で
の
「
人
」
な
の
で
あ
る
。

　
本
稿
の
課
題
は
、
『
孟
子
』
の
中
で
、
「
人
」
が
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
事
え
ら
れ
て
い
る
か
を
、
探
求
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
と

よ
り
こ
こ
で
は
そ
れ
に
対
す
る
最
終
的
な
答
え
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
「
人
」
の
存
在
構
造
に
つ
い
て
、
ご
く
わ
ず
か
の

考
察
を
行
い
え
た
に
過
ぎ
な
い
。
今
回
分
析
の
及
ば
な
か
っ
た
点
や
、
他
の
同
時
代
の
思
想
と
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
改
め

て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

一
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〔
注
〕

（
1
）
　
従
来
の
研
究
と
し
て
は
、
本
稿
中
引
く
も
の
の
他
に
、
内
山
俊
彦
「
孟
子
に
お
け
る
天
と
人
　
　
自
然
観
と
政
治
思
想
と
の
関
連
に
触
れ
て
一
」

　
　
（
『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
二
十
九
集
、
一
九
七
七
）
、
穴
澤
辰
雄
『
中
国
古
代
思
想
論
考
』
（
汲
古
書
院
、
一
九
八
二
）
H
儒
家
の
人
性
論
　
一
、
孟

　
　
子
性
善
説
の
本
義
、
な
ど
が
あ
る
。

（
2
）
　
原
文
「
相
去
久
遠
」
に
作
る
。
張
文
虎
の
説
に
従
い
、
「
相
之
久
速
」
に
改
め
た
。

（
3
）
　
中
井
履
軒
『
孟
子
逢
源
』
（
『
日
本
名
家
四
書
註
釈
全
書
　
孟
子
重
斬
』
二
百
八
十
七
頁
）
。

（
4
）
　
「
天
」
と
「
命
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
金
谷
治
「
孔
孟
の
『
命
』
に
つ
い
て
一
人
間
性
と
そ
の
限
界
一
」
や
「
『
天
』
に
つ
い
て
1
孔
子

　
　
の
宗
教
的
立
場
一
」
（
『
死
と
運
命
』
法
蔵
館
、
一
九
八
六
）
を
参
照
。

（
5
）
　
森
三
樹
三
郎
『
上
古
よ
り
普
代
に
至
る
性
命
観
の
展
開
』
（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
七
一
）
、
序
説
　
三
～
四
頁
。

（
6
）
　
金
谷
治
「
孟
子
の
研
究
1
そ
の
思
想
の
生
い
立
ち
　
　
」
（
『
東
北
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
第
一
号
、
一
九
五
〇
）
。



（
7
）
　
こ
の
「
端
」
を
、
趙
岐
は
「
端
者
、
首
魚
」
と
解
し
、
朱
子
は
「
端
、
緒
也
」
と
訓
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
趙
岐
の
訓
に
従
い
、
発
端
と
い
う
意
味

　
　
に
と
る
こ
と
に
す
る
。

（
8
）
　
「
孟
子
論
仁
論
」
（
『
璽
経
室
一
集
』
巻
九
）
。

（
9
）
趙
岐
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
「
生
」
ず
る
の
は
、
「
楽
」
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
通
じ
難
い
。
朱
子
は
「
親
に
事
え
兄
に
従
う
の
意
」
が
「
油
然
と

　
　
し
て
自
ら
生
」
じ
る
と
解
し
て
い
る
。
こ
ち
ら
の
方
が
近
い
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
く
ば
く

（
1
0
）
　
こ
の
「
幾
希
」
を
、
趙
岐
は
「
幾
も
無
き
な
り
」
と
解
し
、
朱
子
は
「
少
な
り
」
と
訓
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
朱
子
の
説
を
と
る
。

（
1
1
）
　
「
比
」
は
原
文
「
此
」
に
作
る
。
玩
元
と
王
念
孫
の
説
に
従
い
、
「
比
」
に
改
め
「
皆
」
の
意
に
読
む
。

（
1
2
）
　
朱
子
は
こ
の
箇
所
に
、
「
四
者
（
仁
義
礼
智
）
の
心
は
、
人
の
固
有
す
る
所
、
但
だ
人
自
ら
思
い
で
之
を
求
め
ざ
る
の
み
」
と
注
し
て
い
る
。
「
求
」

　
　
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
得
」
ら
れ
る
の
が
、
「
仁
義
礼
智
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
趙
岐
の
説
も
基
本
的
に
は
同
じ
。

○
な
お
『
孟
子
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
四
部
叢
刊
影
印
南
宋
刊
本
を
使
用
し
た
。

｝
3
5「


