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荀
子
の
鳥
瞰
的

論

（
一
）
荀
子
の
小
傳

孔
子
は
世
界
に
於
け
る
一
大

な
り
、
其
人
格
は
東
西
に
渉
り
て
瞻
仰
せ
ら
れ
、
其
敎
義
は
古
今
を
通
じ

て

崇
せ
ら
る
と
雖
ど
も
、

謂
預
言
者
は
其
故

に
容
れ
ら
れ
ざ
る
が
如
く
、
如
何
な
る
大
人
物
も
其

同
時
代
に
於
て
は
、
距
離
あ
ま
り
に
接

せ
る
が
爲
め
に
、
左

に
珍
重
せ
ら
れ
ざ
る
を
常
と
し
、
孔
子

に
在
り
て
も
亦
、先
秦
の
當
時
に
於
て
は
世
人
の
此
に
對
す
る
崇
拜
の
度
未
だ
今
日
の
如
き
も
の
あ
ら
ず
、

寧
ろ
諸
子
百
家
互
に
相
抵
排
す
る
の
間
に
立
ち
て
、孔
子
の
學
も
亦
諸
方
面
よ
り
の
辯
難
攻
擊
を
免
れ
ず
。

殊
に
戰
國
の
如
き
天
下
糜
亂
戰
鬪
纂
奪
を
常
と
す
る
の
時
に
至
り
て
、
先
王
を

べ
禮
樂
を
說
く
孔
氏
の

學
が
迂
濶
視
せ
ら
れ
し
は
當
然
に
し
て
、其
の
甚
だ
振
は
ざ
る
も
の
あ
り
し
は
蓋
し
察
す
る
に
難
か
ら
ず
。

孔
子
よ
り
し
て
百
有
餘
歳
に
し
て
孟
軻
鄒
に
出
で
ゝ
孔
子
の

統
の
嫡
系
た
る
を
以
て
自
ら
任
じ
、
仁
義

の
說
を
提
げ
て
諸
侯
に
游
說
せ
し
も
、
用
ひ
ら
れ
ず
、
孟
子
を
距
る
復
百
餘
年
に
し
て
、
即
ち
荀
卿
趙
に

出
で
、
又
孔
氏
の
儒
學
を
唱
ふ
。

荀
卿
は
趙
の
人
、
名
は
况
、
年
十
五
（
史
記
及
劉
向
の
傳
す
る

に
は
年
五
十
と
い
ふ
、
風
俗
通
年
十
五
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に
作
る
、
今
之
に
從
ふ
）
に
し
て
齊
に
遊
學
す
。
蓋
し
齊
は
威
、
宣
二
王
の
文
學
游
說
の
士
を
喜
ぶ
あ
り
、

天
下
の
賢
才
を
稷
下
に
聚
め
て
之
を

寵
せ
し
よ
り
、
騶
衍
、
淳
于
髠
、
田
駢
、
愼
到
、
環
淵
等
一
時
の

雋
英
皆
來
り
會
し
、
爲
め
に
稷
下
は
學
者
の
淵
籔
た
る
の
觀
を
呈
せ
り
。
荀
子
の
時
は
正
に
、
齊
の
襄
王

の
時
に
方
る
、
當
時
田
駢
等
の
徒
皆
死
し
た
り
と
雖
ど
も
、
稷
下
は

盛
時
の
遺
風
を
存
じ
て
笈
を
此
に

負
ふ
も
の
多
か
り
し
が
如
し
。
荀
子
茲
に
在
り
、
善
く
詩
、
禮
、
春
秋
を
爲
む
と

せ
ら
れ
、
既
に
し
て

稷
下
學
者
間
に
最
も
老
師
を
以
て
目
せ
ら
る
ゝ
に
至
り
、
襄
王
の
爲
め
に
重
ん
じ
ら
れ
て
三
た
び
祭
酒
と

な
れ
り
。
既
に
し
て
讒
に
遭
ひ
、
乃
ち
齊
を
去
り
て
楚
に

く
、
時
に
春
申
君
楚
の
相
た
り
、
荀
子
を
用

ひ
て
以
て
蘭
陵
の
令
と
な
す
。
人
の
春
申
君
に
謂
ふ
も
の
あ
り
、
曰
く
、
湯
は
七
十
里
を
以
て
し
、
文
王

は
百
里
を
以
て
王
た
り
、
荀
子
は
賢
者
な
り
、
今
、
之
に
百
里
の
地
を
與
ふ
、
楚
其
れ
危
か
ら
ん
か
と
、

春
申
君
仍
て
之
を
謝
す
、
荀
子
去
つ
て
趙
に
之
く
、
其
の
趙
の
孝
成
王
の

に
王
者
の
兵
を
論
ぜ
る
蓋
し

此
時
也
。
後
、
客
あ
り
、
春
申
君
に
謂
て
曰
く
、
伊
尹
夏
を
去
つ
て
殷
に
入
り
て
、
殷
、
王
と
な
り
て
夏

亡
ぶ
、
管
仲
魯
を
去
つ
て
齊
に
入
り
て
、
魯

く
し
て
齊
强
し
、
故
に
賢
者
の
在
る

は
、
君

く
國
安

し
、
今
荀
子
は
天
下
の
賢
人
な
り
、
去
る

の
國
其
れ
安
か
ら
ざ
ら
ん
と
。
春
申
君
人
を
し
て
荀
子
を
聘

せ
し
む
、
荀
子
、
書
を
春
申
君
に
遣
り
て
、
楚
國
を
刺
り
、
因
て
歌
賦
を
爲
つ
て
以
て
春
申
君
に
遣
る
。

春
申
君
之
を
恨
め
る
も
、
復
固
く
荀
子
に
謝
す
、
荀
子
乃
ち
行
い
て
復
蘭
陵
の
令
と
な
る
。
春
申
君
死
し

て
荀
子
亦
廢
せ
ら
る
、
因
て
蘭
陵
に
家
し
、
終
に
茲
に
卒
す
、
其
書
を
著
は
せ
る
は
蓋
し
蘭
陵
閑
居
の
時
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に
成
れ
る
也
。
荀
子
蘭
陵
に
令
と
な
つ
て
德
の
施
く

其
流
風
餘
韻
永
く
傳
ふ
。
劉
向
の
言
ふ

に
よ
る

に
、
曰
く
、
蘭
陵
多
く
學
を
爲
む
る
を
善
く
す
、
蓋
し
荀
卿
を
以
て
也
、
長
老
今
（
漢
の
時
）
に
至
つ
て

之
を

し
て
蘭
陵
の
人
と
曰
ふ
、
字
を
卿
と
な
す
を
喜
ぶ
、
蓋
し
以
て
荀
卿
に
法
る
也
と
、
秦
の
相
李
斯

及
び
韓
非
皆
業
を
荀
子
に
受
け
た
り
と

せ
ら
る
。

劉
向
の
言
ふ

に
依
る
に
、
荀
子
著
は
す

の
書
、
元
と
凡
そ
三
百
二
十
二
篇
あ
り
、
劉
向
校
讎
し
て
其

重
複
な
る
者
二
百
九
十
篇
を
除
き
、
定
め
て
三
十
二
篇
と
な
せ
り
と
、
題
し
て
孫
卿
新
書
と
い
ふ
。
唐
の

楊
倞
其
の
十
二
卷
な
り
し
を
分
ち
て
二
十
卷
と
な
し
、
又
改
め
て
荀
卿
子
と
な
せ
り
、
今
傳
ふ
る

の
も

の
即
ち
是
れ
。
劉
向
が
特
に
之
を
孫
卿
と
い
へ
る
に
就
き
て
は
、
司
馬
貞
、
顏
師
古
よ
り
相
承
け
て
以
て

漢
の
宣
帝
の
諱
詢
を

け
て
荀
を
改
め
て
孫
と
な
せ
り
と
せ
り
。唯
、淸
の
謝
墉
謂
へ
ら
く
漢
の
時
尚
ほ

名
を
諱
ま
ず
、
後
漢
の
李
恂
、
荀
淑
、
荀
爽
、
荀
悅
、
荀
彧
の
如
き
、
俱
に
本
字
を
書
す
、
獨
り
反
て

の
時
の
人
名
の
載
籍
に
見
れ
た
る
も
の
を
改

す
る
の
理
あ
る
可
か
ら
ず
、
若
し
之
を
改

す
べ
し
と
せ

ば
、
左
傳
に
載
す
る

、
荀
息
よ
り
荀
瑤
に
至
る
亦
多
き
に
、
何
が
故
に
之
を
改
め
ざ
る
、
故
に
荀
卿
を

改
め
て
孫
卿
と
い
へ
る
は
、
荀
の
音
孫
に
同
じ
く
、
語
遂
に
移
易
せ
る
も
の
な
る
こ
と
、

、
荆
軻
燕
に

あ
れ
ば
燕
人
之
を
荆
卿
と
い
ひ
、
衞
に
あ
れ
ば
衞
人
之
を
慶
卿
と
い
ふ
が
如
き
の
み
と
。

（
二
）
荀
子
の
學
系
及
び
孟
荀
二
家
の
異
同
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戰
國
は
支
那
に
於
て
思
想
の
上
に
最
も
生
氣
の
滃
渤
た
り
時
代
に
し
て
、
即
ち
又
最
も
哲
學
の
創
見
に
富

め
る
時
代
也
、
諸
子
の
學
、
分
派
は
分
派
を
生
じ
、
互
に
抗
爭
し
て
相
下
ら
ず
。
乃
ち
孔
氏
の
學
を
傳
ふ

る

謂
儒
者
の
間
に
も
、
亦
孔
子
歿
後
早
く
其
弟
子
間
に
流
派
を
異
に
す
る
傾
向
を
生
じ
た
る
が
如
く
、

蓋
し
大
人
物
は
其
德
に
包
容
あ
り
て
、
能
く
諸
種
の
異
材
を
統
一
す
る
に
足
る
と
雖
ど
も
、
其
人
一
た
び

亡
べ
ば
、
則
ち
其
人
に
待
て
る
統
一
は
忽
ち
弛
解
し
て
、
各
異
材
互
に
頭
角
を
嶄
出
す
る
を
競
ふ
に
至
る

を
免
れ
ざ
る
が
爲
め
に
し
て
、
是
れ
惟
に
孔
子
の
み
な
ら
ず
、
基
督
に
於
て
亦
然
り
、
釋
迦
に
於
て
亦
然

り
、

く
は
之
を
芭
蕉
の
歿
後
に
觀
る
も
亦
然
り
。
而
し
て
孔
子
歿
後
の
儒
の
分
派
は
其
類
甚
だ
寡
か
ら

ず
し
て
、
韓
非
に
據
る
に
、
儒
は
分
れ
て
八
と
な
り
墨
は
分
れ
て
三
と
な
る
と
い
へ
り
。
其
の

謂
儒
の

八
流
と
し
て
擧
げ
た
る
者
は
、
即
ち
子
張
の
儒
、
子
思
の
儒
、
顏
子
の
儒
、
孟
子
の
儒
、
漆
雕
氏
の
儒
、

仲
梁
氏
の
儒
、
公
孫
氏
の
儒
、
樂
正
子
の
儒
、
是
に
し
て
、
此
れ
固
よ
り
韓
非
當
時
の
分
派
な
る
べ
し
と

雖
ど
も
、
其
分
派
が
早
く
よ
り
し
て
既
に
存
じ
た
る
も
の
な
る
は
疑
ふ
可
か
ら
ず
。

孟
子
の
學
統
は
即
ち
子
思
に
出
で
た
り
と

せ
ら
る
。
漢
書
藝
文
志
に
は
孟
子
を
以
て
子
思
の
弟
子
と
な

し
た
れ
ど
も
、
年
代
相
合
せ
ざ
る
が
如
し
、
史
記
列
傳
に
よ
り
て
業
を
子
思
の
門
人
に
受
く
と
す
る
を
當

れ
り
と
せ
ん
歟
。
之
は
兎
に
角
彼
の
學
說
が
子
思
の
系
統
中
に
入
る
べ
き
者
た
る
は
爭
ふ
可
か
ら
ず
。
子

思
の
學
說
は
、
之
を
中
庸
に
徴
し
て
知
る
を
得
べ
き
が
如
く
（
中
庸
を
子
思
の
作
な
り
と
い
ふ
に
は
異
論
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あ
れ
ど
、
既
に
子
思
の
作
な
り
と

せ
ら
る
ゝ
を
以
て
す
れ
ば
、
中
庸
に
說
く

が
、
少
く
と
も
子
思
派

の
儒
術
の
一
斑
を
推
知
し
得
べ
き
者
た
る
や
論
な
し
）、常
識
的
易
行
的
に
し
て

謂
匹
夫
匹

も
之
を
識

る
を
得
べ
き
儒
學
の
上
に
、
一
種
の
哲
學
的
攷
察
を
加
へ
、
宇
宙
の
本
體
と
人
性
の
內
核
に
向
ふ
て
解
釋

を
試
み
ん
と
せ
る
の
特
色
を
帶
び
た
る
も
の
也
。
故
に
孟
子
の
學
說
も
哲
學
的
內
省
的
の
傾
向
を
有
し
、

其
の
仁
義
を
說
き
、
性
善
を
說
く
も
、
常
に
內
よ
り
し
て
心
を
治
む
る
を
主
と
し
、
正
に
荀
子
の
外
よ
り

し
て
之
を
治
め
ん
と
す
る
と
正
反
に
立
つ
。

荀
子
の
學
統
は
蓋
し
子
夏
の
流
を
汲
め
る
も
の
歟
、
子
夏
は
孔
子
歿
し
て
後
、
西
河
（
魏
）
に
敎
授
し
魏

の
文
侯
に
師
た
り
し
と
い
へ
ば
、
其
餘
風
三
晋
（
韓
魏
趙
）
の
間
に
布
き
た
る
者
あ
る
べ
く
、
趙
人
た
る

荀
子
が
、少
く
も
間
接
の
感
化
を
此
よ
り
得
た
り
と
す
る
は
、強
ち
牽
强
に
失
す
る
の
推
論
に
は
あ
ら
じ
、

（
莊
子
も
亦
子
夏
の
學
を
學
び
た
り
と
い
は
る
、
荀
子
が
同
じ
く
子
夏
の
學
統
を
引
き
て
、
而
し
て
其
說

に
老
莊
哲
學
の
影
響
あ
る
を
見
る
は
、
亦
奇
と
す
べ
し
）。
而
し
て
子
夏
は
、
孔
子
も
甞
て
文
學
に
は
子
游

子
夏
と
い
へ
り
し
を
以
て
見
る
も
、
其
人
博
學
多
聞
を
以
て
勝
り
た
る
や
知
る
可
く
し
て
、
從
つ
て
其
學

風
は
、
直
ち
に
心
に
參
す
る
內
觀
的
工
夫
よ
り
も
、
寧
ろ
知
を
致
し
て
心
を
正
さ
ん
と
す
る
外
制
的
手
段

を
尙
ぶ
に
在
り
し
な
る
可
し
。
即
ち
荀
子
の
學
說
が
主
と
し
て
師
法
を
重
ん
じ
、
學
を
重
ん
じ
、
禮
樂
を

重
ん
じ
、
外
よ
り
し
て
人
性
を
矯
め
ん
と
す
る
に
あ
る
も
の
、
之
を
子
夏
に
得
た
る
に
非
ず
と
い
ふ
可
か

ら
ず
。
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今
、
孟
荀
二
人
を
執
て
之
を
比

す
る
に
、
荀
子
も
亦
性
惡
を
倡
へ
て
人
性
を
說
か
ざ
る
に
非
ず
と
雖
ど

も
、
其
學
說
の
大
主
張
と
す
る

は
禮
樂
に
あ
り
、
即
ち
荀
子
は
儒
學
の
政
治
的
敎
育
的
方
面
即
ち
智
的

實
行
的
方
面
を
得
た
る
も
の
に
し
て
。
孟
子
は
、
王
者
の
政
を
說
か
ざ
る
に
非
ざ
る
も
、
そ
は
竟
に
彼
の

理
想
に

ぎ
ざ
る
の
み
、
史
に
尤
も
詩
書
に
通
ず
と
い
は
れ
た
る
を
以
て
も
知
る
べ
き
が
如
く
、
儒
學
の

藝

的
、
哲
學
的
方
面
即
ち
主
と
し
て
理
想
的
感

的
方
面
に

せ
る
も
の
也
。
此
區
別
は
二
人
者
の
性

行
を
も
併
せ
て
表
示
す
る
に
足
る
も
の
に
し
て
、
孟
子
の
一
生
は
藝

家
的
也
、
當
時
の
時
勢
よ
り
い
へ

ば

想
に

き
仁
義
の
說
を
揭
げ
て
、
殺
伐
功
利
、

を
な
せ
る
諸
侯
の
間
に

說
せ
る
、
何
ぞ
熱
狂
な

る
や
、
荀
子
は
政
治
家
的
也
、
齊
に
祭
酒
と
な
り
、
楚
に
縣
令
と
な
り
て
、
小
規
模
な
が
ら
に
も
其
政
治

的
經
綸
を
實
行
し
た
り
。
又
其
文
章
に
就
い
て
觀
る
も
、
孟
子
の
文
は
跌
宕
奔
放
に
し
て
圭
角
あ
り
、
意

氣
人
を
壓
せ
ん
と
す
る
も
の
あ
る
に
反
し
、
荀
子
の
文
は
極
て
論
理
的
な
り
、
解
說
的
也
、
諄
々
反
覆
し

て
、
人
を
し
て
首
肯
せ
し
め
ざ
れ
ば
已
ま
ざ
ら
ん
と
す
。
二
人
者
は
、
獨
り
其
學
說
の
性
の
善
惡
論
に
於

て
相
反
す
る
の
み
な
ら
ず
、
徹
頭
徹
尾
相
一
致
す
可
か
ら
ざ
る
異
型
の
人
物
た
る
こ
と
、
是
を
以
て
も
推

す
に
足
る
。

（
三
）
荀
子
の
南
方
思
想
と
の
接
觸

抑
も
支
那
は
廣
漠
た
る
大
陸
の
地
に
し
て
、
山
岳
襟
帶
の
障
壁
を
爲
す
も
の
殆
ど
之
れ
な
き
が
故
に
、
政
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治
上
に
統
一
を
保
ち
、
三
國
又
は
南
北

の
如
く
時
に
割
據

立
を
見
ざ
る
に
あ
ら
ざ
る
も
、
久
し
か
ら

ず
し
て
又
一
統
の
治
に
復
る
を
常
と
す
。
然
れ
ど
も
之
を
其
文
明
上
よ
り
觀
れ
ば
地
勢
の
南
北
を
以
て
其

特
色
を
殊
に
せ
る
者
な
き
に
あ
ら
ず
、
殊
に
先
秦
の
時
の
如
く
、
漢
人
種
の
統
一
僅
に
其
緖
に
就
き
た
る

の
み
の
際
に
於
て
は
、漢
種
の
永
く
占
據
せ
る
北
方
の
民
の
思
想
感

と
、漢
種
の

謂
王
化
を
被
り
て
、

新
に
開
化
せ
る
南
方
土
着
の
民
の
思
想
感

と
が
、
劃
然
と
し
て
別
樣
の
趣
を

せ
る
は
當
然
に
し
て
、

而
し
て
北
方
の
思
想
感

は
實
際
的
に
、
常
識
的
に
、
世
間
的
に
、
形
而
下
的
な
る
に
對
し
、
南
方
は
、

理
想
的
に
、
熱
狂
的
に
、
出
世
間
的
に
、
形
而
上
的
な
る
を
見
る
。
孔
子
の
儒
學
は
此
北
方
の
思
想
を
代

表
せ
る
も
の
に
し
て
、
老
子
の

敎
は
南
方
の
思
想
を
代
表
せ
る
者
な
り
。
荀
子
は
子
夏
の
流
を
汲
み
、

其
宗
と
す
る

は
固
よ
り
孔
子
の
儒
學
に
あ
り
と
雖
ど
も
、
而
か
も
其
の
戰
國
末
の
思
想
淆
亂
の
時
代
に

生
ま
れ
た
る
と
、
且
つ
南
方
思
想
の
淵
源
地
た
る
楚
に
住
み
た
る
こ
と
久
し
か
り
し
が
故
に
、
其
學
說
に

は
多
少
老
莊
哲
學
の
影
響
あ
る
を

め
得
べ
し
。
是
れ
其
說
に
儒
と
し
て
較
々
純
粹
な
ら
ざ
る
の

を
存

ず
る

な
り
と
雖
ど
も
、
然
れ
ど
も
彼
の
孟
子
が
、
其
才

の
高
邁
な
る
に
任
せ
て
、
其
行
跡
游
說
の
士

に
類
し
、
其
口
吻
縱
橫
の

を
帶
び
た
る
も
の
あ
り
し
に
比
し
、
荀
子
の
態
度
は
始

學
者
的
循
吏
的
の

風
を
存
じ
、
此
點
に
於
て
は
寧
ろ
醇
儒
の
行
に
幾
き
も
の
あ
り
と
い
ふ
べ
き
歟
。

荀
子
の
哲
學
の
一
特
色
に
し
て
、
而
し
て
又
其
學
說
の
中
心
た
る
者
は
、
其
性
惡
論
な
り
、
吾
人
を
以
て

之
を
觀
れ
ば
、
此
性
惡
論
既
に
老
莊
哲
學
に
よ
り
啓
發
せ
ら
れ
た
る
思
想
な
る
が
如
し
、（
此
は
後
に
於
て
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說
く

あ
る
べ
し
）、
啻
に
然
る
の
み
な
ら
ず
、
荀
子
の
人
君
の

を
論
ず
る
、
又
老
子
の
說
に

き
も
の

あ
り
。
荀
子
が
、
君
た
る
も
の
能
く
賢
を
尙
び
能
を
使
ふ
て
、
之
に
任
ず
れ
ば
、
拱
手
し
て
以
て
天
下
を

治
む
る
に
足
る
、
人
臣
は
自
ら
能
く
す
る
を
以
て
能
と
な
せ
ど
も
、
人
君
は
人
を
官
す
る
を
以
て
能
と
な

す
も
の
に
し
て
、
人
主
能
く
人
に
任
じ
人
を
し
て
事
を
爲
さ
し
む
る
が
故
に
、
一
人
を
以
て
天
下
を

聽

し
て
、
而
か
も
日
に
餘
り
あ
り
て
治
む
る
こ
と
足
ら
ず
と
謂
へ
る
が
如
き
は
、
之
を
孔
子
の
說
に
得
た
り

と
い
は
ん
よ
り
も
、老
子
の
無
爲
を
以
て
天
下
を
治
む
る
の
旨
に
得
た
り
と
い
ふ
を

當
な
り
と
す
べ
し
。

韓
非
が
人
主
の

を
說
く
、
頗
る
荀
子
の
君

を
說
く
と
相
似
る
、
蓋
し
韓
非
、
老
子
を
學
ぶ
と
謂
は
る

ゝ
も
、
或
は
亦
直
ち
に
其
師
た
る
荀
子
の
說
を
傳
へ
た
る
も
の
あ
ら
ざ
る
莫
ら
ん
や
。
荀
子
が
人
主
の
六

患
と
し
て
擧
げ
た
る
、
賢
者
を
し
て
之
を
爲
さ
し
め
て
則
ち
不
肖
者
と
之
を
規
り
、
知
者
を
し
て
之
を
慮

ら
し
め
て
、即
ち
愚
者
と
之
を
論
じ
、修
士
を
し
て
之
を
行
は
し
め
て
即
ち
汚
邪
の
人
と
之
を
疑
ふ
の
一

の
如
き
、
正
に
韓
非
に
同
一
義
の
文
あ
る
を
見
る
な
り
。

に
又
、
荀
子
の
解
蔽
の
一
篇
の
如
き
、
其
世
俗
の
諸
子
の
說
が
、
一
曲
に
蔽
は
れ
て
大
理
に
闇
き
よ
り

し
て
互
に
相
是
非
す
る
あ
る
を
論
ぜ
る
は
、
較
々
莊
子
が
齊
物
論
と
相
比
す
べ
き
も
の
な
き
に
非
ず
。
而

し
て
其
の
衆
異
相
蔽
ふ
て
其
倫
を
亂
る
を
禦
が
ん
に
は
懸
衡
（
中
正
を
得
る
の
意
な
り
）
に
由
る
べ
し
と

な
し
、

に
衡
を
解
し
て
衡
は
即
ち

な
り
と
い
ひ
、
而
し
て

は
心
の
虛
一
に
し
て
靜
な
る
に
よ
り
て

之
を
知
る
を
得
べ
し
と
說
け
る
、
其
虛
と
い
ひ
、
一
と
い
ひ
、
靜
と
い
ふ
、
豈
に
是
れ
老
莊
哲
學
其
ま
ゝ
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の
用
語
に
非
ず
や
。
子
思
の
中
庸
も
亦
其
の
中
を
說
き
敬
を
說
く

、
老
莊
哲
學
と
の

日
點
を

め
得

ら
れ
ざ
る
に
あ
ら
ざ
る
も
、
未
だ
此
く
の
如
く
其
接
觸
を
露
骨
に

示
し
た
る
は
あ
ら
ざ
る
也
。

荀
子
は
又
其
哲
學
以
外
の
文
學
的
方
面
に
も
南
方
思
想
と
の
接
觸
を
明
示
せ
る
も
の
あ
り
、
即
ち
彼
の
作

れ
る

の
賦
是
れ
也
。
蓋
し
賦
は
、
詩
經
の
國
風
等
が
韻
文
に
於
け
る
北
方
文
學
を
代
表
せ
る
が
如
く
、

楚
辭
に
濫
觴
し
て
楚
國
に
發

せ
る
南
方
特
有
の
韻
文
な
り
と
す
。賦
の
荀
子
の
作
と
し
て
今
傳
は
る
者
、

賦
篇
に
見
る

の
數
篇
に

ぎ
ず
と
雖
ど
も
、
以
て
荀
子
が
南
方
の
地
に
處
る
に
慣
れ
て
、
漸
く
南
方
思

想
を
攝
取
し
た
る
の
左

と
す
る
に
足
ら
ん
か
。

（
四
）
先
秦
に
於
け
る
人
性
問
題

哲
學
の
發
達
を
攷
ふ
る
に
、
其
始
め
や
先
づ
宇
宙
の
客
觀
的
物
質
に
對
す
る
驚
異
に
起
り
、
人
自
己
の
內

省
的
考
察
は
之
に
次
ぐ
を
常
と
す
。
支
那
に
於
て
も
其
易
に
現
れ
た
る

を
以
て
見
る
に
、
其
觀
察
は
主

と
し
て
宇
宙
の
形
質
例
へ
ば
日
月
の

行
、
四
時
の
循
環
、
陰
陽
の

長
等
の
上
に
在
り
て
、
人
生
の
問

題
と
し
て
は
、
之
を
人
間
の
上
に
類
推
す
る
に

ぎ
ず
、
未
だ
人
性
其
者
を
以
て
直
ち
に
其
考
察
の
對
象

と
し
て
以
て
人
生
の
問
題
を
解
決
せ
ん
と
す
る
が
如
き
こ
と
あ
ら
ざ
り
き
。
孔
子
に
至
り
て
は
其
考
察
較

々
內
省
的
に
し
て
、
宇
宙
の
客
象
に
注
げ
る
眼
を
轉
じ
て
專
ら
人
間
自
身
の
上
に
向
ひ
、
修
身
治
國
の

德
的
問
題
を
明
か
に
せ
ん
こ
と
を
努
た
り
と
雖
ど
も
、
而
か
も

に
一
層
內
省
的
な
る
人
性
の
問
題
に
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關
し
て
は
未
だ
深
く
徹
底
せ
ざ
る
者
あ
り
、
單
に
『
性
相

也

相

也
』
と
い
へ
る
に

ぎ
ざ
り
し
の

み
。子
思
は
孔
子
に
比
す
れ
ば
一
步
を

め
て
、未
拓
な
る
性
の
本
質
に
其
硏
究
の
耒
鋤
を
加
へ
た
れ
ど
、

眞
に
人
性
を
以
て
其
學
說
の
基
礎
と
し
、
其
人
性
論
の
上
に
倫
理
學
を
築
か
ん
と
す
る
に
至
り
た
る
は
、

蓋
し
孟
子
以
後
の
事
な
る
が
如
し
。

孟
子
が
人
性
を
以
て
善
な
る
も
の
と
な
し
た
る
に
對
し
、
孟
子
と
同
時
代
に
吿
子
な
る
者
あ
り
、
性
に
善

惡
な
し
と
の
說
を
唱
へ
た
る
こ
と
あ
る
、孟
子
の
書
に
よ
り
て
之
を
知
る
を
得
。吿
子
の
說
に
謂
へ
ら
く
、

我
は
之
を
愛
し
秦
人
は
之
を
愛
せ
ざ
る
は
、
仁
に
し
て
內
也
、
而
ら
ば
之
を
善
な
り
と

原

文

「
と
」
脫

い
ふ
可
か

(
)

ら
ず
。
楚
人
の
長
を
も
長
と
し
て
敬
し
、
我
が
長
を
も
長
と
し
て
敬
す
る
は
、
義
に
し
て
外
也
、
而
ら
ば

之
を
惡
な
り
と
い
ふ
可
か
ら
ず
、
故
に
性
は
竟
に
善
惡
な
く
、
但
外
よ
り
し
て
之
を
矯
め
て
其
行
ふ

を

善
な
ら
し
む
べ
し
と
。
此
說
は
孰
れ
と
い
へ
ば
寧
ろ
荀
子
の
性
惡
說
に

し
と
い
ふ
べ
く
、
其
の
我
弟
は

之
を
愛
し
、
秦
人
は
之
を
愛
せ
ず
と
い
へ
る
は
、
人
間
の
本
性
に
主
我
的
意
志
の
存
在
を

め
た
る
も
の

に
し
て
、
楚
人
の
長
と
我
が
長
と
を
同
じ
く
敬
す
る
を
も
、
性
な
り
と
せ
る
は
、
因

の
鑄
型
に
成
れ
る

第
二
の
天
性
を
本
性
と
混
同
し
た
る
や
の

あ
り
て
、
若
し
此
の

謬
を
脫
す
れ
ば
、
吿
子
も
亦
一
種
の

性
惡
論
者
と
な
り
し
を
疑
は
ず
。
殊
に
其
の
性
を
矯
め
て
始
め
て
仁
義
の
行
は
る
べ
き
を
い
へ
る
も
、
亦

荀
子
の
性
惡
說
の
結
論
と
正
に
相
一
致
す
る
者
也
。
故
に
荀
子
の
性
惡
說
を
以
て
直
ち
に
荀
子
の
創
見
に

出
づ
と
い
ふ
能
は
ざ
れ
ど
も
、
而
か
も
明
か
に
性
惡
を
提
撕
し
て
先
秦
の
哲
學
壇
上
一
赤
幟
を
樹
て
た
る
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は
荀
子
の
效
な
り
と
い
は
ざ
る
可
か
ら
ず
。

（
五
）
荀
子
の
性
惡
說

荀
子
の
、
其
學
說
よ
り
い
へ
ば
、
儒
の
正
統
た
る
に

き
こ
と
孟
子
と
逕
庭
な
く
、
寧
ろ
孟
子
よ
り
も
醇

正
な
り
と
視
得
ら
れ
ざ
る
に
も
拘
は
ら
ず
、
宋
儒
の
說
天
下
を
風
靡
し
て
よ
り
、
孟
子
の
み
獨
り
孔
子
と

並
び
稱
せ
ら
れ
、
荀
子
は
却
て
儒
敎
の
獅
子
身
中
の
虫
な
る
が
如
く
棄
斥
せ
ら
る
ゝ
も
の
は
他
の

以
あ

る
に
非
ず
、
唯
彼
が
性
惡
論
を
唱
へ
て
、
孟
子
の
性
善
論
に
對
抗
せ
ん
と
し
た
る
が
爲
め
な
る
に
外
な
ら

ず
。

然
れ
ど
も
荀
子
が
性
惡
論
を
唱
へ
た
る
が
故
に
、
之
を
儒
家
の
系
統
よ
り
疎
外
せ
ん
と
す
る
は
、
畢
竟
宋

儒
が
理
氣
の
說
を
立
て
ゝ
人
の
性
に
も
又
本
然
の
性
と
氣
質
の
性
と
を
別
ち
、
其
本
然
の
性
を
以
て
天
理

に
出
で
た
る
善
な
る
も
の
な
り
と
せ
る
よ
り
、
其
學
說
の
上
に
於
て
孟
子
の
性
善
說
を
推
載
せ
ざ
る
を
得

ざ
る
に
至
り
た
る
に
由
る
と
雖
ど
も
、
此
性
善
說
な
る
者
は
孟
子
の
始
め
て
說
破
し
出
せ
る
者
、
孔
子
に

至
り
て
は
未
だ
性
の
善
惡
を
說
か
ざ
れ
ば
、
此
の
一
點
の
み
に
よ
り
て
、
荀
子
を
忌
ま
ん
と
す
る
は
宋
儒

の
偏
見
に
し
て
、
荀
子
の
爲
め
に
は
寃
枉
と
い
は
ざ
る
可
か
ら
ず
。

孔
子
は
人
の
性
を
論
じ
て
唯
、
相

し
と
い
へ
る
の
み
、
故
に
孟
子
の
如
く
性
善
な
り
と
說
く
も
孔
子
の

意
と
相
容
れ
ざ
る
者
に
非
ざ
る
が
如
く
、
亦
た
荀
子
の
如
く
性
惡
な
り
と
見
る
も
、
亦
必
ず
し
も
孔
子
の
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學
に
反

せ
る
者
な
り
と
は
い
ふ
可
か
ら
ず
。
蓋
し
孟
子
の
性
善
說
と
雖
ど
も
宋
儒
が
信
ず
る
如
く
、
儒

敎
の
正
統
の
說
な
り
と
斷
ず
べ
き
に
は
非
ず
、
孟
子
の
說
は
直
ち
に
孔
子
の
言
に
發
明
せ
り
と
い
ふ
よ
り

も
寧
ろ
子
思
の
說
を
展
開
し
た
る
も
の
に
し
て
、
子
思
が
人
の
性
を
以
て
天
の
命
な
り
と
し
た
る
よ
り
來

れ
る
必
然
の
結
論
な
り
と
し
て
觀
る
べ
き
も
の
也
、
即
ち
既
に
性
を
以
て
天
の
命
な
り
と
す
れ
ば
、
此
の

天
な
る
者
は
、
上
古
に
於
け
る
一
種
の
宗
敎
的
信
仰
よ
り
し
て
、
論
證
を
須
た
ず
し
て
直
に
善
な
る
者
と

見
做
さ
れ
た
る
者
な
る
が
故
に
、
從
つ
て
此
の
天
の
命
な
る
性
な
る
者
も
亦
善
な
り
と
い
ふ
に
到
着
す
る

は
自
然
な
り
と
す
。
是
れ
孔
子
は
單
に
相

し
と
い
ひ
て
善
惡
何
れ
と
も
斷
ぜ
ず
、
子
思
は
天
の
命
と
い

ひ
て
其
善
た
る
べ
き
を

示
し
た
る
に

ぎ
ざ
る
性
の
問
題
が
、
孟
子
に
至
り
て
明
か
に
性
善
と
斷
言
せ

ら
る
ゝ
に
至
れ
る

以
な
り
。

荀
子
の
性
惡
論
に
至
り
て
は
、
之
を
孟
子
の
如
く
人
性
の
本
質
の
主
觀
的
攷
察
に
由
り
て
得
た
り
と
い
ふ

よ
り
、
寧
ろ
時
代
の
客
觀
的
觀
察
に
得
た
り
と
い
ふ
を
當
れ
り
と
す
べ
し
。
蓋
し

末
は

德
上
に
は

黑
時
代
也
、
國
は
國
と
讎
し
、
人
は
人
と
讎
す
、
君
臣
も
仇
敵
也
、
父
子
も
仇
敵
也
、
夫
妻
も
亦
仇
敵
也
。

此
く
の
如
き
世

人
心
墮
落
の
事
實
を
目
擊
し
つ
ゝ
、
其
間
に
人
と
な
れ
る
者
が
、
人
性
を
以
て
本
よ
り

惡
な
り
と
感
得
す
る
に
至
る
は

く
可
か
ら
ざ
る
の
數
な
る
べ
く
、
故
に
當
時
に
於
て
明
か
に
性
惡
を
說

き
た
る
も
の
は
獨
り
荀
子
の
み
な
り
と
雖
ど
も
、
當
時
の
思
想
家
は
、
法
家
の
如
き
刑
名
家
の
如
き
、
亦

同
じ
く
性
惡
の

提
よ
り
其
學
說
を
演
繹
し
た
る
も
の
尠
か
ら
ざ
る
を
見
る
。
故
に
荀
子
の
性
惡
說
は
主
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と
し
て
時
代
の

黑
に
影
響
せ
ら
れ
た
る
產
物
な
る
こ
と
は
勿
論
な
り
と
雖
ど
も
、
吾
人
は
其
以
外
の
一

因
と
し
て
荀
子
に
對
す
る
老
莊
哲
學
の
感
化
を
數
へ
ん
こ
と
を
欲
す
。

荀
子
が
其
晩
年
を
楚
國
に

り
た
る
爲
め
、
其
儒
家
の
信
奉
者
た
る
に
拘
は
ら
ず
、
南
方
思
想
と
の
接
觸

の
痕
跡
あ
る
こ
と
は
、

に

べ
た
る
が
如
し
。
其
弟
子
な
り
と
稱
せ
ら
る
ゝ
韓
非
子
に
、
解
老
喩
老
の

諸
篇
あ
り
、
明
か
に
老
子
の
說
の
祖

者
た
る
を
標
示
せ
る
を
以
て
推
す
も
、
其
師
た
る
荀
子
に
、
既
に

其
萠
芽
の
藏
せ
ら
る
ゝ
者
あ
り
し
を
想
は
ざ
る
能
は
ず
。

然
ら
ば
性
惡
論
は
、
如
何
な
る
點
に
於
て
老
莊
哲
學
の
影
響
を
受
け
た
り
と
見
る
べ
き
や
と
い
ふ
に
、
老

莊
哲
學
は
自
然
と
人
爲
と
を
別
ち
、
自
然
は
至
善
な
る
も
人
間
の
爲
す

は
渾
べ
て
惡
な
り
と
な
す
者
に

し
て
、
固
よ
り
老
莊
哲
學
自
身
に
於
て
は
、
性
を
即
ち
自
然
な
り
と
觀
る
が
故
に
性
は
即
ち
善
に
、
唯
、

外
感
を
享
受
し
て
蕩
搖
す
る
官
能
の
嗜
欲
は
此
本
性
を
傷
ふ
者
に
し
て
惡
な
り
と
す
る
に
在
れ
ば
、
此
思

想
は
寧
ろ
子
思
の
說
と
相

く
、
從
つ
て
又
後
世
宋
儒
が
佛
說
と
共
に
老
莊
の
說
を
も
哲
學
中
に
包
容
す

る
を
得
た
る

以
も
亦
此
に
あ
れ
ど
、
然
れ
ど
も
又
一
面
よ
り
之
を
觀
れ
ば
、
性
が
外
感
の
爲
め
に
蕩
搖

す
る
は
、
性
其
者
に
蕩
搖
せ
ら
る
べ
き
性
質
あ
り
、
即
ち
シ
ヨ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
稱
し
て
意
欲
と
い
へ

ウ
ヰ
レ

る
が
如
き
者
の
存
在
を
假
定
せ
る
も
の
な
り
と
も
論
じ
得
べ
く
、
且
つ
老
莊
の
哲
學
の
如
く
人
爲
を
惡
な

り
と
す
れ
ば
、其
人
爲
な
る
者
は
即
ち
人
間
の
天
性
に
本
づ
く
者
な
り
と
も
觀
察
せ
ら
れ
得
ざ
る
に
非
ず
。

想
ふ
に
荀
子
は
如
是
に
老
莊
哲
學
を
觀
取
し
て
、
其
大
膽
な
る
性
惡
説
の
安
住
地
を
此
よ
り
得
來
り
た
る
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に
非
ざ
る
べ
き
乎
。

故
に
性
善
說
も
性
惡
說
も
共
に
儒
家
に
よ
り
て
唱
へ
ら
れ
、
而
し
て
同
じ
く
老
莊
哲
學
の
影
響
と
見
る
べ

き
も
の
あ
り
と
せ
ば
、
荀
子
を
其
性
惡
說
を
唱
ふ
る
が
故
に
儒
敎
の
異
端
視
す
る
は

な
り
と
い
は
ざ
る

可
か
ら
ず
。
孟
子
は
性
は
固
と
善
な
る
に
、
放
心
の
た
め
に
其
本
然
を
失
ふ
を
慨
し
て
、
其
善
に
歸
ら
し

め
ん
と
し
、
荀
子
は
性
惡
な
る
が
故
に
其
性
を
化
し
て
善
に

ら
し
め
ざ
る
可
か
ら
ず
と
い
ふ
、
其
善
を

以
て
究
竟
の
理
想
と
す
る
こ
と
、
二
人
者
何
ぞ
相
異
な
ら
ん
や
。
但
荀
子
が
人
の
性
は
惡
、
其
善
な
る
は

僞
也
と
い
へ
る
一
語
が
悖
理
橫
暴
の
言
な
る
如
く
目
せ
ら
れ
て
、
宋
儒
の
攻
擊
の
目
標
た
れ
ど
も
、
其

謂
僞
也
と
い
へ
る
は
、
必
ず
し
も
善
を
惡
意
に
解
し
て
排
斥
せ
る
に
は
非
ず
。
此
に
謂
へ
る
僞
と
は
即
ち

人
爲
を
意
味
し
、
作
爲
の
義
に
し
て
詐
僞
の
義
に
あ
ら
ず
、
故
に
其
善
な
る
は
僞
也
と
い
へ
る
は
、
敎
化

以
て
惡
を
化
し
て
善
に

ら
し
め
得
べ
き
を
說
け
る
に
外
な
ら
ず
。
古
は
僞
と
爲
と

し
用
ふ
、
僞
の
語

は
決
し
て
惡
意
を

含
せ
ず
、
之
を
惡
意
に
解
す
る
は
荀
子
の
本
意
を

ま
れ
る
者
な
り
。
故
に
荀
子
自

ら
性
と
僞
と
を
解
し
て
曰
は
く
不
可
學
、
不
可
事
、
而
在
不
人
者
謂
之
性
、
可
學
而
能
、
可
事

レ

レ

レ

レ

レ

二

一

二

一

二

而
成

之
而
在
人
者
謂
之
僞
と
、
僞
の
敎
化
を
意
味
す
る
や
是
を
以
て
も
明
か
な
り
と
い
ふ
べ
し
。

一
レ

レ

二

一

故
に
性
惡
說
は
決
し
て
荀
子
の
儒
家
た
る
の
立
場
を
累
は
す
べ
き
も
の
に
非
ず
。
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（
六
）
荀
子
の
禮
義
論


