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孟
子
の
義
内
説

士
口

永

a慎

虫日

木
稿
は
、
孟
子
の
義
内
説
の
構
造
を
考
察
し
、
孟
子
思
想
に
お
け
る
そ
の
意
味
を
探
ろ
う
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
o

始
め

ア
」
、

ー

孟
子
と
告
子
の
義
の
内
外
を
め
ぐ
る
対
論
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
、

孟
子
が
義
内
を
主
張
す
る
論
理
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
た

ぃ
。
そ
の
上
で
、
義
内
説
が
孟
子
思
想
に
お
い
て
い
か
な
る
位
置
づ
け
を
持
つ
も
の
で
あ
る
の
か
、

又
義
内
説
の
確
立
に
よ
っ
て
孟
子

思
想
に
い
か
な
る
論
理
展
開
が
可
能
と
な
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

告
子
の
性
説

告
子
上
篇
第
四
章
の
孟
子
と
告
子
の
義
の
内
外
を
め
ぐ
る
対
話
は
、
両
者
の
三
た
び
の
応
酬
か
ら
な
る
論
争
で
あ
る
。
今
こ
れ
を
議

論
の
応
酬
に
順
っ
て
三
段
に
分
け
て
論
じ
て
ゆ
き
た
い
。

そ
の
第
一
段
は
こ
う
で
あ
る
。

①
告
子
日
、
食
色
性
也
、
仁
内
也
非
外
也
、
義
外
也
非
内
也
。
孟
子
日
、
何
以
謂
仁
内
義
外
也
。

ま
ず
告
子
は
、
人
の
性
は
食
欲
・
性
欲
と
い
う
生
の
本
能
的
要
素
で
あ
る
と
規
定
す
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
「
仁
は
内
な
り
、
義
は
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外
な
り
」
と
言
う
。
文
勢
か
ら
す
れ
ば
当
然
、
仁
は
こ
の
性
の
内
に
在
る
も
の
、
義
は
こ
の
性
の
外
に
在
る
も
の
と
の
意
味
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
告
子
の
仁
は
、
人
の
本
能
的
欲
求
に
根
ざ
し
た
血
縁
者
へ
の
自
己
愛
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
性

に
内
在
す
る
も
の
と
さ
れ
、
義
は
人
の
本
能
的
欲
求
と
は
別
次
元
の
社
会
的
規
範
で
あ
っ
て
、
性
の
外
な
る
も
の
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
論
争
を
理
解
す
る
上
で
問
題
を
複
雑
に
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
内
・
外
に
は
「
心
の
内
」
、
「
心
の
外
」
と
い
う
意
味

で
用
い
ら
れ
る
側
面
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
は
概
ね
こ
の
意
味
に
基
い
て
こ
の
論
争
を
理
解
せ
ん
と
し
て
き
た
。

例
え
ば
、

王
礼
卿
「
仁
内
義
外
説
期
詮
」
(
銭
穆
等
著
『
論
孟
研
究
論
集
』
察
明
文
化
事
業
公
司
・
一
九
八
一
・
所
収
)
t土

の

告
子
の
内
・
外
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

是
仁
指
人
能
愛
之
心
、
即
因
明
翠
所
謂
「
能
」
、
避
輯
所
謂
「
主
観
」
、

義
指
所
以
箆
宜
之
事
物
、
即
因
明
察
所
謂
「
所
」
、

(
1
)
 

所
謂
「
客
観
」
、
告
子
如
此
以
能
解
仁
、
以
所
解
義
、
能
所
混
治
嘗
然
岐
箆
内
外
之
所
。

遜
輯

」
れ
は
主
観
・
客
観
、

あ
る
い
は
因
明
学
に
お
け
る
能
(
能
動
的
主
体
)
・
所
(
受
動
的
客
体
)
と
い
う
概
念
を
内
・
外
に
配
し
て
、

内

l
ー
主
観
|
|
能
、
外
客
観
|
|
所
と
解
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
図
式
に
お
け
る
概
念
と
し
て
内
・
外
を
捉
え
る
傾
向
は
戦

(
2
)
 

国
末
の
後
期
墨
家
等
の
思
惟
に
お
い
て
顕
著
と
な
っ
て
く
る
。
こ
の
論
争
に
お
い
て
も
両
者
の
用
い
る
内
外
の
概
念
に
は
、
す
で
に
そ

の
よ
う
な
指
向
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
が
見
ら
れ
る

(
特
に
孟
子
に
お
い
て
)
。

が
同
時
に
こ
こ
に
用
い
ら
れ

る
内
外
の
概
念
に
は
「
性
の
内
」
「
性
の
外
」
と
い
う
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

(
特
に
告
子
に
お
い
て
)
面
が
在
る
。

一
体
、
告
子
に
お
い
て
は
性
と
心
と
は
決
し
て
完
全
に
重
な
り
合
う
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
「
心
内
」
「
心
外
」
と
「
性
内
」
「
性

外
」
は
当
然
そ
の
内
容
が
異
な
る
の
で
あ
る
o

も
し
こ
の
論
争
を
前
者
の
み
の
概
念
の
内
外
と
し
て
読
む
と
き
、
決
し
て
義
内
の
弁
証

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
。
他
方
孟
子
に
お
い
て
は
心
と
性
と
は
ほ
ぼ
重
な
り
合
う
の
で
あ
る
か
ら
、
孟
子
の
用
い



る
内
外
が
「
心
内
」

し
か
し
告
子
の
用
い
る
内
外
は
「
性
内
」
「
性

「
心
外
」

の
意
を
本
質
と
す
る
こ
と
は
充
分
に
想
像
さ
れ
よ
う
。

外
」
の
意
で
あ
る
。

告
子
に
と
っ
て
性
と
は
生
の
本
能
的
要
素
で
あ
る
か
ら
、
性
の
内
と
は
先
天
的
に
備
え
る
生
の
要
素
つ
ま
り
血
縁
的
原
理
に
つ
な
が

る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
性
の
外
と
は
後
天
的
に
身
に
つ
け
て
ゆ
く
社
会
規
範
等
の
二
次
的
要
素
で
あ
り
、
非
血
縁
的
・
社
会

的
原
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

従
っ
て
、
告
子
が
義
を
外
と
す
る
の
は
、
義
が
全
く
客
体
・
対
象
の
側
に
お
け
る
問
題
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
義
が
心
を
介
在
し

て
為
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
決
定
要
因
が
後
天
的
・
社
会
的
要
因
に
在
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
図
式
的
に
言
え
ば
、
告
子
の

孟子の義内説

「
内
」
と
は
先
天
的
・
血
縁
的
で
主
体
に
決
定
要
因
の
在
る
も
の
、

「
外
」
と
は
後
天
的
・
非
血
縁
的
で
客
体
に
決
定
要
因
の
在
る
も

の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
は
孟
子
は
ど
の
よ
う
に
内
外
を
規
定
す
る
の
か
。
こ
の
対
論
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
孟
子
の
立
場
は
、
後
天
的
・
社
会
的
要

因
に
拠
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、

そ
こ
に
心
の
介
在
が
在
れ
ば
、

そ
れ
を
「
内
」

即
ち
心
か
ら
発
す
る
と
い
う
様
相
が
あ
れ
ば
、

と
す

る
。
そ
し
て
「
外
」
と
は
心
の
介
在
せ
ざ
る
客
体
・
対
象
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
孟
子
に
は
、
内

i
l
主
観
|
|
能
、

外

l
l
客
観
|
|
所
と
い
う
図
式
が
ほ
ぼ
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
図
式
に
拠
っ
て
こ
の
対
論
を
捉
え
る
王
礼
卿
は
孟
子

の
義
内
説
を
形
式
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
は
成
功
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
告
子
の
論
理
と
そ
れ
に
対
抗
し
て
の
孟
子
の
論

理
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
見
え
て
こ
な
い
。

こ
の
対
論
を
考
察
す
る
に
当
り
、

ま
ず
こ
の
ご
種
の
内
外
の
概
念
を
押
え
て
お
く
必
要
、
が
あ
ろ
う
。
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次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
告
子
の
命
題
「
食
色
性
也
、
仁
内
也
非
外
也
、
義
外
也
非
内
也
」
に
対
す
る
孟
子
の
問
い
返
し
で
あ
る
。
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こ
こ
で
孟
子
は
「
食
色
は
性
」
と
す
る
点
に
は
一
切
触
れ
ず
に
「
何
以
謂
仁
内
義
外
也
」
と
義
外
に
論
点
を
絞
っ
て
問
い
返
す
。
と
い

う
こ
と
は
、
孟
子
は
告
子
の
「
食
色
は
性
」
と
の
命
題
を
い
わ
ば
暗
黙
の
う
ち
に
承
認
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
い
く
つ
か
理
由
が

考
え
ら
れ
よ
う
。

一
つ
は
食
色
を
性
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
孟
子
も
事
実
認
め
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ロ
之
於
味
也
、
目
之
於
色
也
、
耳
之
於
聾
也
、
鼻
之
於
臭
也
、
四
肢
之
安
侠
也
、
性
也
。
有
命
誌
、
君
子
不
謂
性
也
。
(
童
心
下
)

五
官
の
欲
即
ち
「
食
色
」
を
「
性
な
り
」
と
一
応
肯
定
し
た
上
で
、
所
与
の
限
界
即
ち
「
命
有
り
」
と
言
い
、
そ
れ
を
「
性
」
即
ち
内

な
る
本
性
と
し
て
ど
こ
ま
で
も
追
求
す
る
こ
と
は
し
な
い
、
と
言
う
。
こ
れ
は
食
色
の
消
極
的
承
認
で
あ
る
。

又
「
寡
人
疾
あ
り
、
寡
人
色
を
好
む
」
と
い
う
斉
の
宣
王
に
「
王
如
し
色
を
好
む
こ
と
百
姓
と
之
を
同
じ
く
せ
ば
、

王
に
お
い
て
何

か
有
ら
ん
」
(
梁
恵
王
下
)
と
答
え
る
よ
う
に
、

食
色
の
あ
り
よ
う
に
よ
っ
て
は
積
極
的
に
肯
定
す
る
。

要
す
る
に
孟
子
は
食
色
の
性

た
る
こ
と
を
決
し
て
否
定
し
な
い
。

二
つ
自
に
は
、

し
か
し
「
食
色
」
は
性
の
全
体
と
は
孟
子
は
考
え
な
い
。
だ
が
、
少
く
と
も
「
食
色
は
性
」
と
い
う
点
で
両
者
の
見

解
は
一
致
し
て
い
る

(
告
子
は
食
色
を
性
の
全
体
と
し
、

孟
子
は
性
の
部
分
と
す
る
相
違
は
あ
る
と
し
て
も
)
。

論
争
を
行
な
う
に
当

っ
て
両
者
の
共
通
す
る
認
識
を
前
提
と
し
て
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
論
争
は
成
り
立
た
な
い
。
そ
の
意
味
で
孟
子
は
「
食
色
は
性
」

を
両
者
の
一
致
点
と
し
て
ま
ず
承
認
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
両
者
の
論
争
に
お
い
て
「
食
色
は
性
」
は
証
明
の
必
要
の
な
い

公
理
で
あ
る
。
あ
と
は
こ
の
公
理
を
い
か
に
有
効
に
用
い
て
論
敵
を
論
破
す
る
か
が
双
方
の
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ

の
対
話
は
議
論
の
す
れ
違
い
の
多
い
両
者
の
対
話
篇
の
中
で
は
例
外
的
に
議
論
の
か
み
合
う
可
能
性
を
そ
の
前
提
と
し
て
設
定
し
得
た

も
の
と
言
え
る
。
孟
子
の
こ
の
命
題
の
暗
黙
の
承
認
に
は
当
然
こ
の
よ
う
な
論
争
上
の
配
慮
が
為
さ
れ
て
い
る
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ



ろ
う
。そ

こ
で
孟
子
は
告
子
に
問
う
。

「
何
を
以
っ
て
仁
内
義
外
と
謂
う
や
」
と
。

」
こ
で
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
孟
子
は
「
仁

内
」
に
つ
い
て
は
告
子
と
少
く
と
も
口
号
と
し
て
は
一
致
す
る
。
だ
が
こ
こ
で
「
何
を
以
て
義
外
と
謂
う
や
」
と
問
う
て
い
る
の
で
は

な
い
。
と
い
う
こ
と
は
孟
子
は
、

に
つ
い
て
も
告
子
の
見
解
に
は
異
義
を
差
し
挟
ん
で
い
る
の
で

「
義
外
」
は
当
然
と
し
て
「
仁
内
」

あ
る
。

告
子
の
義
外
説
へ
の
批
判

孟子の義内説

第
二
段
の
対
話
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

②
(
告
子
)
日
、
彼
長
而
我
長
之
、
非
有
長
於
我
也
。
猶
彼
自
而
我
白
之
、
従
其
白
於
外
也
。

於
白
馬
之
白
也
、
無
以
呉
於
白
人
之
白
也
。
不
識
長
馬
之
長
也
、
無
以
異
於
長
人
之
長
典
。
且
謂
長
者
義
乎
、
長
之
者
義
乎
。

故
謂
之
外
也
。
(
孟
子
)
目
、
兵
、

」
の
一
段
の
応
酬
は
義
外
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。

告
子
は
外
物
・
客
体
の
あ
り
ょ
う
が
そ
の
ま
ま
人
間
の
認
識
と
し
て
受
容
さ
れ
る
、

つ
ま
り
客
体
の
あ
り
ょ
う
が
認
識
を
規
定
す
る

と
い
う
(
当
時
の
中
国
人
に
と
っ
て
は
共
通
の
素
朴
実
在
論
的
な
)
認
識
の
あ
り
ょ
う
か
}
例
に
挙
げ
る
。
客
体
の
白
い
と
い
う
あ
り
よ

う
に
よ
っ
て
主
体
の
白
い
と
い
う
認
識
が
生
ま
れ
る
。
同
じ
よ
う
に
人
が
年
長
で
あ
る
と
い
う
あ
り
よ
う
に
よ
っ
て
そ
の
人
を
敬
す
る

と
い
う
行
為
が
規
定
さ
れ
る
o

若
し
彼
が
年
長
で
な
け
れ
ば
私
は
敬
し
な
い
の
だ
か
ら
、
義
は
外
的
な
要
因
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。

そ
の
際
性
は
こ
の
外
的
要
因
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
そ
れ
に
順
う
、
が
そ
の
行
為
そ
の
も
の
は
性
の
自
然
な
る
発
展
と
し
て
の
も
の
で

23 

は
な
く
、
あ
く
ま
で
外
か
ら
規
制
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
義
は
(
性
の
)
外
で
あ
る
と
言
う
。
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告
子
の
義
外
説
が
、
こ
の
よ
う
な
、
性
と
義
の
関
係
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
告
子
上
篇
の
冒
頭
第
一
章
の
孟
子
と
の
対
論

か
ら
も
窺
う
事
が
で
き
る
。

告
子
日
、
性
猶
杷
柳
也
、
義
猶
格
権
也
、
以
人
性
箆
仁
義
、
猶
以
杷
柳
矯
栢
格
。

孟
子
日
、
子
能
順
杷
柳
之
性
而
以
箆
栢
捲
乎
、
勝
股
賊
杷
柳
雨
後
以
矯
栢
機
也
、
如
将
股
賊
杷
柳
而
以
矯
梧
捲
、
則
亦
将
賊
賊
人

以
局
仁
義
興
、
率
天
下
之
人
而
禍
仁
義
者
必
子
之
言
夫
。

の
木
か
ら
栢
捲
(
さ
か
ず
き
や
ま
げ
も
の
)
を
作
る
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
、
二
つ
の
解
釈
が
成
り

し
ょ
っ
ぞ
〈

立
つ
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
「
杷
柳
の
性
に
順
い
て
以
て
栢
捲
を
局
る
」
と
す
る
立
場
と
、
逆
に
「
杷
柳
を
股
賊
し
て
以
て
栢
機
を

こ
こ
で
、
杷
柳
(
こ
ぶ
ゃ
な
ぎ
)

矯
る
」
と
す
る
立
場
と
で
あ
る
。
孟
子
が
、
前
者
を
自
ら
の
論
理
と
し
、
後
者
を
告
子
の
仁
義
批
判
の
論
理
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
孟
子
に
よ
れ
ば
、
告
子
は
義
と
は
人
の
性
の
自
然
を
そ
こ
な
っ
て
為
さ
れ
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
こ
と

〈

3
)

一
応
告
子
の
立
場
は
そ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
だ
が
大
演
陪
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
孟
子
か
ら
見

に
な
ろ
う
。

た
告
子
で
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
当
然
孟
子
の
告
子
に
対
す
る
思
い
こ
み
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

そ
こ
で
も
う
少
し
告
子
の
性
と
義
の
捉
え
方
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
み
よ
う
。
こ
の
文
を
平
静
に
読
む
と
、
告
子
は
杷
柳
(
性
)

が
栢
格
(
義
)
に
為
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
何
の
価
値
判
断
も
示
し
て
い
な
い
こ
と
に
気
が
つ
く
。
そ
し
て
告
子
自
身
は
性
に
つ
い
て

た
ぎ

は
「
性
と
は
猶
滴
る
水
の
ご
と
し
、
こ
れ
を
東
方
に
決
す
れ
ば
則
ち
東
流
し
、
こ
れ
を
西
方
に
決
す
れ
ば
則
ち
西
流
す
、
人
の
性
の
善

-
不
善
を
分
つ
無
き
こ
と
猶
水
の
東
西
を
分
つ
無
き
が
ご
と
し
」
(
告
子
上
)
と
言
い
、

又
「
性
は
善
な
く
不
善
な
し
に
同
)
と
言
う
。

つ
ま
り
性
は
あ
ら
か
じ
め
善
に
向
か
う
と
か
不
善
に
向
か
う
と
い
う
所
与
の
方
向
性
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
外
な
る
も
の
の
規
制
に

従
っ
て
、
あ
る
と
き
は
善
に
あ
る
と
き
は
不
善
に
向
か
う
が
、
そ
れ
は
水
が
東
に
流
れ
西
に
流
れ
る
よ
う
に
、
性
そ
の
も
の
の
性
質
と



は
関
係
が
な
い
。
換
言
す
れ
ば
善
・
不
善
と
い
う
価
値
判
断
は
性
の
外
か
ら
加
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
性
は
自
ら
性
で
あ
る
。
水

が
東
流
し
よ
う
と
西
流
し
よ
う
と
水
の
性
は
不
変
で
あ
る
ご
と
く
、
人
が
善
へ
導
こ
う
と
不
善
へ
導
こ
う
と
人
の
性
は
不
変
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

つ
ま
り
告
子
は
存
在
(
即
自
的
生

1
性
)
と
価
値
(
社
会
的
道
徳
的
価
値

1
義
)
と
の
断
絶
を
説
く
も
の
と

言
え
よ
う
。

従
っ
て
杷
柳
か
ら
栢
櫓
を
為
る
と
い
う
の
は
、
告
子
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
杷
柳
の
性
に
順
っ
た
も
の
で
も
そ
の
性
を
股
賊
し
た
も
の
で

も
な
い
。
杷
柳
が
栢
機
に
な
る
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
本
来
そ
の
性
と
は
無
縁
で
あ
る
。
杷
柳
の
性
が
栢
槍
に
適
す
る
と
す
る
の
は
人

の
価
値
判
断
に
過
ぎ
ず
、

そ
れ
に
よ
っ
て
栢
檎
に
為
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
外
的
な
力
が
加
え
ら
れ
た
か
ら
そ
う
な

孟子の義内説

っ
た
の
で
あ
る
。
杷
柳
の
性
は
あ
く
ま
で
杷
柳
の
性
で
あ
っ
て
そ
れ
は
栴
捲
に
な
っ
て
も
変
る
こ
と
は
な
く
た
だ
外
か
ら
の
恋
意
的
な

強
制
に
従
っ
た
ま
で
の
こ
と
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
い
う
こ
と
は
、
告
子
の
「
性
猶
杷
柳
也
、
義
猶
栢
槍
也
、
以
人
性
矯
仁
義
、
猶
以
杷
柳
矯
栢
格
」
と
い
う
命
題
は
次
の
よ
う
に
理

解
さ
れ
る
。
道
徳
(
仁
義
)
と
い
う
も
の
は
本
来
人
聞
が
恋
意
的
に
一
定
の
価
値
観
と
し
て
定
立
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
本
来

の
人
間
の
性
と
は
無
縁
な
の
だ
が
、

定
立
さ
れ
た
価
値
観
は
人
の
性
を
そ
の
よ
う
な
鋳
型
に
は
め
込
も
う
と
す
る
。

人
の
性
は
鋳
型

(
道
徳
)

そ
れ
は
性
の
必
然
的
な
発
展
で
は
な
く
、
外
か
ら
の
規
制
に
従
っ
た
ま
で
の
こ

に
は
め
込
ま
れ
れ
ば
そ
れ
な
り
に
従
う
が
、

と
で
、
性
は
自
ら
性
で
あ
る
、
と
。
こ
れ
は
つ
ま
り
道
徳
は
何
ら
人
性
に
根
拠
を
持
た
な
い
と
い
う
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
道
徳
批
判
の
論
理

を
裡
に
字
む
命
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
先
天
的
道
徳
論
者
で
あ
る
孟
子
に
と
っ
て
、

か
か
る
道
徳
に
対
す
る
相
対

25 

主
義
・
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
説
く
告
子
こ
そ
が
最
大
の
論
敵
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
o

孟
子
が
告
子
を
最
大
の
論
敵
と
す
る
所
以

〈

4
)

は
こ
こ
に
在
る
わ
け
で
あ
る
。
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孟
子
は
北
口
子
の
こ
の
よ
う
な
道
徳
に
対
す
る
相
対
主
義
的
立
場
が
、
彼
の
先
天
的
道
徳
論
を
根
底
か
ら
揺
る
が
す
も
の
と
し
て
、
告

子
の
立
場
を
、
「
人
を
股
賊
し
て
以
て
仁
義
を
局
る
」
の
が
孟
子
の
仁
義
説
だ
と
批
判
す
る
も
の
、

と
見
な
し
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て

告
子
の
立
場
は
性
と
義
の
断
絶
性
、
即
ち
義
(
道
徳
)

の
恋
意
性
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
義
が
性
を
「
股
賊
す
る
」
と
の
認
識

は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
が
、
告
子
の
道
徳
相
対
主
義
は
人
々
に
、
仁
義
は
人
の
性
を
「
股
賊
す
る
」
も
の
と
の
認
識
を
与
え
る
結
果

と
な
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
孟
子
は
告
子
を
天
下
の
人
を
率
い
て
仁
義
を
禍
す
る
者
だ
と
激
し
く
批
判
し
た
。
と
い
う
の
が
実
情
で
あ

っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
孟
子
は
告
子
の
学
説
の
持
つ
脅
威
を
正
確
に
認
識
し
て
い
た
と
言
え
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
告
子
の
性
と
義
外
に
つ
い
て
の
認
識
を
ふ
ま
え
て
、
再
び
第
二
段
の
対
論
に
一
戻
ろ
う
。

告
子
の
義
外
の
論
理
(
認
識
が
外
か
ら
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
義
の
行
為
も
外
か
ら
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
)

に
対
し
て
孟
子
は

こ
う
反
論
す
る
。
長
(
道
徳
の
問
題
)
と
白
(
認
識
の
問
題
)

は
別
で
あ
る
。
白
馬
の
白
さ
と
白
人
の
白
さ
は
人
間
の
認
識
を
外
か
ら

白
と
規
定
す
る
と
い
う
点
で
は
何
ら
変
り
は
な
い

(
5〉

の
長
と
は
ど
ち
ら
も
「
長
」
だ
か
ら
と
言
っ
て
人
に
対
し
て
同
じ
規
制
力
を
持
つ
だ
ろ
う
か
。
老
人
を
見

(
認
識
の
問
題
は
告
子
を
是
認
す
る
)
。
だ
が
長
馬
(
長
ぜ
し
馬

1
老
馬
)

の
長
と
、

長
人
(
長
ぜ
し
人

1
老
人
)

て
敬
し
て
も
、
老
馬
を
見
て
敬
す
る
人
は
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
か
、
そ
れ
は
馬
の
性
と
人
の
性
、
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
人
が

老
人
を
見
て
敬
す
る
の
は
、
そ
の
「
長
」
が
人
の
性
か
ら
自
然
に
発
す
る
行
為
(
敬
)

へ
向
わ
し
め
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
人

が
老
馬
を
見
て
敬
さ
な
い
の
は
、

そ
の
「
長
」
が
人
の
性
か
ら
自
然
に
発
す
る
行
為
(
敬
)

へ
と
人
を
何
ら
規
定
し
な
い
か
ら
で
あ

る
。
従
っ
て
同
じ
「
長
」
で
も
「
一
長
馬
」
と
「
長
人
」
で
は
人
に
対
す
る
規
定
性
は
全
く
異
な
る
。

つ
ま
り
「
長
人
」
に
対
す
る
敬
は

潟
で
は
な
い
人
の
性
の
内
か
ら
発
す
る
故
に
、
こ
の
「
長
」
は
内
で
あ
る
。
だ
が
「
長
馬
」
の
「
長
」
は
人
の
性
の
外
な
る
が
故
に
人

に
敬
を
呼
び
起
こ
さ
な
い
。



従
っ
て
告
子
の
義
外
の
論
理
に
対
す
る
孟
子
の
第
一
の
反
論
は
、
認
識
が
外
か
ら
規
定
さ
れ
る
こ
と
は
是
認
す
る
が
、
義
の
行
為
は

「
長
馬
」
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
ぬ
が
「
長
人
」
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
が
故
に
げ
人
の
性
μ

の
内
に
在
る
、
と
言
う
も
の
で
あ
る
。
だ

が
厳
密
に
言
う
と
こ
れ
は
告
子
へ
の
正
確
な
反
論
に
な
っ
て
い
な
い
。
告
子
の
論
は
「
彼
長
」
と
い
う
事
実
が
「
我
長
之
」
と
い
う
行

為
を
規
定
す
る
と
い
う
。
孟
子
は
こ
の
「
彼
」
を
馬
に
ま
で
拡
大
解
釈
し
て
「
長
馬
」
に
は
「
我
長
之
」
は
せ
ぬ
か
ら
告
子
の
論
は
破

綻
す
る
と
反
論
す
る
。
だ
が
告
子
の
「
彼
」
は
人
に
つ
い
て
一
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
「
長
人
」
が
「
我
長
之
」
の
行
為
を
規
定
す
る
と

い
う
告
子
の
論
の
本
当
の
反
論
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
孟
子
は
批
判
の
第
二
段
、

の
論
を
展
開
す
る
。

之
を
長
と
す
る
者

義
か
」

彼
の
秘
策
・
「
心
内
の
義
」

「
長
者

義
か
、

孟子の義内説

と
。
人
が
老
人
で
あ
る
と
い
う
外
的
事
実
が
義
な
の
で
は
な
く
、
老
人
を
敬
す
る
と
い
う
行
為
が
義
で
あ
る
。
こ
の
行
為
は
心
よ
り
発

す
る
も
の
だ
か
ら
内
で
あ
る
。

つ
ま
り
義
は
内
で
あ
る
と
い
う
論
理
で
告
子
に
正
面
か
ら
反
論
す
る
。

こ
の
反
論
に
も
告
子
は
そ
う
動
揺
し
な
か
っ
た
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
義
の
行
為
へ
と
発
出
す
る
よ
う
な
心
を
性
と
は
し
な
か
っ
た

か
ら
、
義
が
心
内
で
あ
っ
て
も
彼
の
「
性
」
の
外
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
、
や
は
り
義
は
外
だ
と
言
う
だ
ろ
う
。
だ
が
、

の

反
論
の
意
味
は
告
子
が
納
得
す
る
し
な
い
で
は
な
く
、

「
心
内
の
義
」
と
い
う
立
場
が
明
確
に
孟
子
に
よ
っ
て
論
理
化
さ
れ
た
。

!lP 
ち

従
来
の
「
性
の
内
」
と
い
う
内
概
念
に
「
心
の
内
」
と
い
う
内
概
念
を
対
置
さ
せ
た
所
に
あ
る
。

義
内
説
の
確
立

比
口
子
は
更
に
自
己
の
仁
内
義
外
説
を
主
張
す
る
。

27 

③
(
告
子
)
目
、
吾
弟
則
愛
之
、
秦
人
之
弟
則
不
愛
也
、
是
以
我
震
悦
者
也
、
故
謂
之
内
。
長
楚
人
之
長
、
亦
長
吾
之
長
、
是
以
長
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局
悦
者
也
、
故
謂
之
外
也
。

(
孟
子
)
日
、
香
秦
人
之
炎
、
無
以
異
於
者
五
同
菜
、
夫
物
則
亦
有
然
者
也
、
然
則
老
日
英
亦
有
外
興
。

自
分
の
弟
は
愛
し
、
秦
人
の
弟
な
ら
愛
さ
な
い
と
い
う
の
は
、
弟
が
自
分
の
血
縁
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
悦
ぶ
自
己
愛
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
血
縁
者
へ
の
自
己
愛
と
い
う
の
は
人
の
性
に
根
ざ
し
た
も
の

(
性
の
内
)
で
あ
る
。
だ
か
ら
仁
は
内
と
い
う
。

楚
人
の
年
長
者
も
尊
敬
し
、
自
分
の
血
縁
の
年
長
者
を
も
尊
敬
す
る
の
は
、
と
も
に
「
長
」
で
あ
る
こ
と
を
悦
ぶ
か
ら
で
あ
る
。
こ

れ
は
血
縁
・
非
血
縁
を
間
わ
ず
共
に
「
長
」
に
よ
っ
て
敬
す
る
の
で
あ
る
か
ら
義
は
外
で
あ
る
。
も
し
義
が
性
に
根
ざ
し
た
も
の
(
内
)

で
あ
る
な
ら
、

非
血
縁
者
を
敬
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

が
そ
れ
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
義
が
性
の
外
な
る
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。
こ
れ
が
告
子
の
仁
内
義
外
の
論
理
で
あ
る
。
こ
こ
で
告
子
は
内
外
の
概
念
の
彼
に
お
け
る
本
質
的
な
性
格
を
示
し
て
い
る
。

つ
ま

り
性
の
内
|
|
血
縁
、
性
の
外
非
血
縁
と
い
う
性
格
で
あ
り
、
前
者
は
先
天
的
、
後
者
は
社
会
的
で
あ
る
。

そ
し
て
彼
は
本
然
的
に
血
縁
者
へ
と
向
か
う
も
の
を
内
と
し
、

血
縁
者
・
非
血
縁
者
を
問
わ
ず
、

つ
ま
り
性
の
内
外
を
問
わ
ず
喚
起

さ
れ
る
も
の
を
外
と
す
る
。
単
純
に
論
理
化
し
て
言
え
ば
、
内
の
も
の
に
向
か
う
の
は
内
、
内
外
共
通
の
も
の
に
向
か
う
の
は
外
で
あ

る。
こ
れ
に
対
し
て
孟
子
は
こ
う
反
論
す
る
。
人
が
秦
人
の
料
理
し
た
実
(
あ
ぶ
り
肉
)
を
噌
む
の
と
自
分
自
身
が
料
理
し
た
突
を
噌
む

の
と
は
、

全
く
何
の
差
も
な
い
。

つ
ま
り
内
(
自
分
)
外
(
秦
人
)

に
つ
い
て
共
通
で
あ
る
。

」
の
内
外
に
共
通
し
て
い
る
も
の
は

「
突
を
噌
む
」
と
い
う
人
間
の
本
然
的
な
欲
求

l
食
欲
で
あ
る
。
そ
し
て
食
欲
の
内
在
は
疑
い
得
な
い
事
実
な
の
だ
か
ら
、
告
子
は
内

外
に
共
通
の
も
の
に
向
か
う
の
を
外
と
す
る
が
、

そ
れ
は
全
く
誤
っ
て
い
る
。
内
外
に
共
通
の
も
の
に
向
か
う
も
の
こ
そ
、
人
間
の
性

に
根
ざ
し
た
も
の
、
内
な
る
も
の
に

(
例
え
ば
食
欲
の
よ
う
に
)
他
な
ら
な
い
の
だ
。
孟
子
は
こ
こ
で
告
子
の
論
理
を
全
く
逆
転
さ
せ



て
い
る
の
で
あ
る
。

も
の
に
は
相
通
じ
る
道
理
が
あ
る
。
こ
の
食
欲
の
よ
う
に
内
外
共
通
の
も
の
こ
そ
真
に
内
な
る
も
の
、
人
の
性
に
個
有
の
も
の
だ
と

す
れ
ば
、
年
長
者
に
対
す
る
尊
敬
と
い
う
内
外
共
通
の
も
の
こ
そ
や
は
り
真
に
内
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
義
は
内
な

の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
若
し
内
外
に
共
通
す
る
義
が
外
だ
と
主
張
す
る
の
な
ら
、
も
の
に
は
相
通
じ
る
道
理
が
あ
る
o

内
外
に
共
通
す
る
突
を
噌

む
と
い
う
食
欲
も
や
は
り
外
だ
と
見
な
す
こ
と
に
な
る
が
、
そ
ん
な
こ
と
が
あ
る
は
ず
が
な
か
ろ
う
、
と
い
う
の
が
孟
子
の
反
論
で
あ

り
、
義
内
説
確
立
の
論
理
で
あ
る
。

孟子の義内説

こ
の
義
内
説
の
弁
証
の
論
理
の
ポ
イ
ン
ト
は
、

血
縁
の
内
外
に
共
通
す
る
義
は
外
だ
と
す
る
告
子
の
論
理
を
、
血
縁
の
内
外
に
共
通

す
る
か
ら
こ
そ
義
は
内
だ
と
す
る
百
八
十
度
の
逆
転
の
論
理
に
在
る
。
そ
し
て
こ
の
逆
転
を
可
能
な
ら
し
め
る
の
は
、
血
縁
の
内
外
に

共
通
す
る
食
欲
は
内
で
あ
る
と
い
う
論
理
の
媒
介
に
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
孟
子
が
対
論
の
冒
頭
に
お
い
て
、
告
子
の
「
食
色
性
也
」
の
命
題
を
認
識
の
一
致
点
と
し
て
承
認
し
た
こ
と
が
大
き

な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
こ
の
公
理
に
従
う
以
上
食
欲
の
内
在
は
絶
対
の
真
理
で
あ
り
、

そ
の
真
理
を
媒
介
と
す
る
論
理
の
展
開
も
又

真
理
と
な
る
。
か
く
て
告
子
は
孟
子
に
対
し
て
論
理
的
に
は
反
発
不
能
に
陥
っ
た
。
そ
し
て
孟
子
は
自
己
の
義
内
説
の
弁
証
の
論
理
を

確
立
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
大
演
陪
「
し
か
し
孟
子
は
こ
こ
で
も
意
識
的
に
か
あ
る
い
は
無
意
識
的
に
、
告
子
の
説
を
自
己
の
立
場
に
ひ
き
つ
け
て
解

釈
し
て
い
る
。
告
子
は
肉
体
的
な
生
本
能
を
性
と
い
っ
て
愛
(
仁
)
と
区
別
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
孟
子
は
、
秦
人
の
弟
は
愛
し
な
い

29 

と
い
う
告
子
に
お
け
る
愛
(
仁
)

の
問
題
を
、
秦
人
が
つ
く
っ
た
あ
ぶ
り
肉
を
好
ん
で
食
う
と
い
う
告
子
に
お
け
る
性
の
問
題
と
区
別
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す
る
こ
と
な
し
に
と
り
あ
げ
て
い
る
。

つ
ま
り
孟
子
は
告
子
に
お
い
て
区
別
さ
れ
て
い
る
も
の
を
区
別
し
な
い
で
反
論
し
て
い
る
」

(
大
演
前
掲
書
二
二
三
頁
)

の
意
見
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

果
し
て
大
演
の
言
う
如
く
告
子
は
性
と
愛
を
区
別
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
告
子
に
と
っ
て
は
性
は
「
食
色
」

1
生
の
本
能
的
要
素

で
あ
る
。
そ
の
性
の
内
な
る
も
の
と
し
て
告
子
は
愛
を
捉
え
て
い
る
。
と
す
れ
ば
こ
の
愛
は
本
能
的
・
先
天
的
・
血
縁
的
な
愛
、
即
ち

生
の
本
能
的
要
素
の
一
つ
と
し
て
の
愛
欲
で
あ
る
。

つ
ま
り
性
と
愛
に
は
本
質
的
な
区
別
は
な
い
の
で
あ
る
。
又
も
し
告
子
が
性
と
愛

を
区
別
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
愛
は
性
と
は
別
の
も
の
、

つ
ま
り
性
の
外
な
る
も
の
と
な
り
、
こ
れ
は
仁
内
説
に
矛
盾
す
る
。
従
っ
て

大
演
の
こ
の
批
評
は
そ
の
根
拠
を
失
う
。

む
し
ろ
孟
子
が
、
告
子
の
性
と
愛
の
問
題
に
本
質
的
な
区
別
の
な
い
と
い
う
点
を
衝
い
た
と
い
う
処
に
、
孟
子
の
着
眼
点
の
鋭
さ
と

論
理
展
開
の
巧
み
さ
と
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
o

さ
て
、
孟
子
の
こ
の
逆
転
の
論
理
を
貫
徹
し
て
い
る
思
惟
の
方
法
は
、
食
欲
が
性
に
内
在
す
る
と
い
う
事
実
か
ら
、
食
欲
と
同
じ
く

血
縁
の
内
外
に
共
通
す
る
義
も
性
に
内
在
す
る
は
ず
だ
、
と
い
う
類
推
的
・
想
起
的
な
方
法
で
あ
る
。
そ
し
て
本
能
的
欲
求
の
内
在
と

い
う
事
実
か
ら
、
道
徳
的
欲
求
の
内
在
と
い
う
命
題
へ
と
、
孟
子
は
論
敵
告
子
の
用
い
る
内
外
の
論
理
を
逆
手
に
と
っ
て
、
巧
み
に
導

く
こ
と
に
成
功
し
た
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
を
図
式
化
す
る
と
、

食
欲

i
l
血
縁
の
内
外
に
共
通
|
|
性
の
内

ミさf

革主員

-

i

血
縁
の
内
外
に
共
通

l
l
性
の
内

と
い
う
類
推
の
論
理
で
あ
る
。
こ
の
と
き
義
を
内
包
す
る
性
は
、
も
は
や
告
子
の
性
と
同
一
で
は
な
く
、
当
然
心
を
含
む
も
の
と
し
て

の
性
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
孟
子
の
義
内
の
弁
証
は
同
時
に
新
た
な
性
概
念
を
も
確
立
し
た
。
そ
し
て
こ
こ
か



ら
の
論
理
的
展
開
が
性
善
説
と
な
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
さ
れ
よ
う
。
即
ち
孟
子
に
お
い
て
は
、
論
理
的
に
は
、
義
内
説
の
確
立
に
よ

っ
て
性
善
説
が
導
か
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
そ
の
逆
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

最
後
に
今
一
つ
確
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
義
内
の
確
立
に
よ
っ
て
仁
内
も
確
立
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
仁

内
は
告
子
に
お
い
て
既
に
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
が
、
そ
れ
は
孟
子
の
仁
内
と
異
質
で
あ
っ
た
。
で
は
孟
子
の
仁
内
は
い
か

な
る
質
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
次
の
図
式
か
ら
明
ら
か
と
な
ろ
う
。

義
i
i
血
縁
の
内
外
に
共
通
|
|
性
の
内

仁
1
l
血
縁
の
内
外
に
共
通
l
l
性
の
内

孟子の義内説

こ
こ
で
仁
は
、
告
子
の
本
能
的
自
己
愛

1
愛
欲
と
い
う
血
縁
の
内
に
の
み
向
か
う
も
の
で
は
な
く
、
汎
く
他
者
に
向
か
う
普
遍
的
契
機

を
内
包
し
た
愛
と
し
て
質
的
に
転
換
を
遂
げ
る
。
仁
を
差
別
愛
と
し
て
の
様
相
に
お
い
て
捉
え
る
の
は
墨
家
と
の
対
抗
上
で
あ
っ
て
、

仁
の
本
質
が
博
愛
・
汎
愛
で
あ
る
こ
と
は
「
仁
者
無
敵
」
(
梁
恵
玉
上
)
「
人
皆
有
所
不
忍
、

達
之
於
其
所
忍
、

仁
也
」
(
謹
心
下
)
な

ど
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

か
く
し
て
義
内
の
確
立
は
仁
内
の
確
立
を
導
き
、
仁
内
義
内
つ
ま
り
仁
義
の
性
に
内
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
性
善
説
を
確
立

せ
し
め
る
に
至
る
、
と
い
う
論
理
の
展
開
が
あ
る
。

四

義
内
説
の
位
置

〈

6

)

(

7

〉

後
世
の
孟
子
思
想
の
確
立
さ
れ
た
地
点
か
ら
見
れ
ば
、
孟
子
思
想
の
中
心
は
或
い
は
仁
義
に
あ
り
と
さ
れ
、
或
い
は
性
善
に
あ
り
と
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さ
れ
る
。
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
未
だ
定
論
は
な
い
。
本
稿
で
は
今
こ
れ
を
思
想
史
的
歴
史
実
証
的
に
論
ず
る
余
裕
は
な
い
の
で
、
こ
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こ
で
は
孟
子
思
想
に
お
け
る
論
理
体
系
の
問
題
と
し
て
若
干
考
え
て
み
た
い
。

孟
子
思
想
の
中
心
が
仁
義
に
あ
り
と
す
る
に
せ
よ
、
性
善
に
あ
り
と
す
る
に
せ
よ
、
そ
の
論
理
上
の
意
味
は
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
「
道

徳
性
の
内
在
」
が
弁
証
さ
れ
確
立
さ
れ
た
と
い
う
処
に
求
め
ら
れ
る
。

つ
ま
り
仁
義
説
の
確
立
に
よ
っ
て
「
道
徳
性
の
内
在
」
が
弁
証

さ
れ
た
に
せ
よ
、
性
善
説
の
確
立
に
よ
っ
て
そ
れ
が
な
さ
れ
た
に
せ
よ
、
論
理
的
に
は
「
道
徳
性
の
内
在
」
の
弁
証
こ
そ
が
問
題
で
あ

る
。
従
っ
て
、

仁
義
を
或
い
は
性
善
を
た
だ
口
号
と
し
て
主
張
す
る
だ
け
で
、

「
道
徳
性
の
内
在
」
が
確
立
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
は

も
と
よ
り
な
い
は
ず
で
あ
る
。

従
っ
て
彼
の
思
想
の
原
点
に
位
置
す
る
「
道
徳
性
の
内
在
」
と
い
う
命
題
が
、

いっ、

い
か
な
る
論
理
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
の
で

あ
る
か
、
と
い
う
問
題
の
解
明
は
、
孟
子
思
想
の
論
理
体
系
を
把
握
す
る
拠
点
と
な
ろ
う
。

こ
こ
で
「
い
つ
」
と
い
う
歴
史
実
証
的
な
問
題
は
後
の
考
察
に
委
ね
る
と
し
て
、

「
い
か
な
る
論
理
に
よ
っ
て
」

と
い
う
問
題
は
、

本
稿
が
論
じ
て
き
た
。

本
稿
の
よ
う
に
、
義
内
説
の
意
味
を
論
究
す
る
論
考
が
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
王
礼
卿
(
前
引
)
も
、
既
に
こ
う
述
べ
て
い
る
。

孟
子
述
孔
子
性
近
習
遠
之
緒
、
其
皐
之
中
心
属
性
善
。
惟
性
善
。
故
仁
義
非
由
外
練
。
如
義
外
之
説
立
、
則
義
随
物
轄
移
、
宜
不

由
我
、
出
於
外
習
、
非
人
性
所
固
有
。
是
性
善
之
論
揺
、
市
儒
家
仁
義
道
徳
之
精
徴
、
無
所
興
立
会
。
所
調
「
繭
仁
義
者
、
必
子

〈

8
)

之
言
夫
」
!
故
必
辞
而
闘
之
。
義
内
之
説
著
、
斯
性
善
之
義
明
、
性
善
之
義
明
、
則
人
皆
可
以
局
発
舜
長
。

主
も
論
理
的
に
は
義
内
説
の
確
立
が
性
善
を
導
く
と
し
て
い
る
。
王
は
性
善
を
孟
子
学
説
の
中
心
と
す
る
の
だ
か
ら
、
義
内
説
は
そ
の

性
善
を
導
く
原
理
と
し
て
の
位
置
に
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
論
は
、
性
善
の
説
が
確
立
さ
れ
た
後
に
告

子
の
義
外
の
批
判
が
あ
り
、
も
し
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
と
性
善
は
そ
の
根
拠
を
失
う
、
故
に
孟
子
は
義
内
の
説
を
確
立
し
て
性
善
の
根



拠
を
明
ら
か
に
し
た
の
だ
と
す
る
。
従
っ
て
義
内
の
確
立
を
孟
子
思
想
の
論
理
体
系
の
原
点
に
据
え
る
と
い
う
発
想
で
は
な
い
。
こ
れ

は
彼
が
義
内
説
の
論
理
の
把
握
に
ま
マ
は
至
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
来
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
今
後
の
歴
史
実
証
的
な
考
察
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
問
題
と
し
て
、
孟
子
の
思
想
形
成
に
お
け
る
告
子
の
影
と
い

う
こ
と
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
従
来
の
論
考
は
、
孟
子
と
告
子
の
論
争
を
孟
子
が
自
己
の
思
想
体
系
を

完
成
さ
せ
た
の
ち
論
敵
告
子
と
論
争
を
構
え
て
自
己
の
正
当
性
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
見
な
し
て
き
た
。
だ
が
、
孟
子
と
告
子
の
論

争
を
よ
く
見
る
と
、

一
つ
は
「
不
動
心
」
に
つ
い
て
の
も
の

(
直
接
の
対
論
は
な
い
が
孟
子
が
告
子
を
仮
想
敵
と
し
て
い
る
こ
と
は
明

ら
か
)
、
二
つ
は
「
性
善
」
を
め
ぐ
る
も
の
、

即
ち
「
不
動
心
|
|
養
気
論
」

一
つ
は
こ
の
「
仁
義
」
に
つ
い
て
の
も
の
、

で
あ
る
。

孟子の義内説

と
い
う
孟
子
思
想
の
中
核
を
な
す
命
題
は
、

全
て
告
子
と
の
対
論
又
は
対
抗
を
意
図
す
る
弟
子
と
の
対
話
等
の
う

「
性
善
」
「
仁
義
」

ち
に
特
に
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
孟
子
が
「
四
十
に
し
て
心
を
動
か
さ
ず
」

(
公
孫
丑
上
)
と
す
る
思
想
形
成
期
に
、
告

子
は
彼
に
先
ん
じ
て
不
動
心
を
確
立
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
事
は
我
々
に
何
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
即
ち
、
告
子
こ
そ
は
孟
子
が
自
己
の
思
想
を
確
立
す
る
た
め
に
克
服
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
対
抗
思
想
家
で
あ
っ
た

(
何
故
な
ら
告

子
こ
そ
は
道
徳
性
の
内
在
を
否
定
す
る
論
者
で
あ
っ
た
か
ら
)
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
告
子
の
思
想
を
論
理
的
に
克
服
す
る
こ
と
を
通

じ
て
孟
子
は
自
己
の
思
想
体
系
を
確
立
し
て
い
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
し
こ
の
よ
う
な
仮
設
が
妥
当
な
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
如
上
の
孟
子
と
告
子
の
対
論
は
、

た
と
え
そ
れ
が
孟
子
思
想
の
確
立
の
後

に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
展
開
さ
れ
て
い
る
告
子
思
想
克
服
の
論
理
は
、

ほ
か
な
ら
ぬ
孟
子
が
自
己
の
思
想

体
系
を
形
成
し
て
ゆ
く
基
幹
と
な
る
論
理
の
追
認
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

33 
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五

義
内
説
の
聞
く
展
望

最
後
に
、
義
内
説
の
確
立
は
彼
の
思
想
体
系
に
い
か
な
る
体
系
性
を
可
能
な
ら
し
め
た
か
、

つ
ま
り
我
々
の
側
か
ら
言
え
ば
義
内
の

論
理
の
把
握
は
孟
子
思
想
の
体
系
的
把
握
に
い
か
な
る
可
能
性
を
聞
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
ね
ば
な
ら
な
い
。
が
こ
れ
は
本
稿

の
紙
数
に
余
る
問
題
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
そ
の
一
例
と
し
て
、
孟
子
の
仁
義
概
念
の
展
開
に
つ
い
て
の
み
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

孟
子
日
、
仁
之
賞
、
事
親
是
也
、
義
之
賓
、
従
兄
是
也
。
(
離
婁
上
)

」
こ
に
お
け
る
「
親
に
事
え
る
」
仁
、
「
兄
に
従
う
」
義
は
、

血
縁
者
に
対
す
る
自
然
な
愛
と
し
て
の
仁
、

氏
族
的
血
縁
的
規
範
と

し
て
の
義
と
一
応
解
し
得
る
。
だ
が
義
内
の
確
立
は
そ
れ
ら
の
う
ち
に
「
道
徳
性
の
内
在
」
と
い
う
普
遍
的
契
機
を
確
立
し
た
。
従
つ

て
仁
は
「
事
親
」
を
も
っ
て
満
足
す
る
も
の
で
は
な
く
吏
に
他
者
へ
の
愛
へ
と
拡
が
り
ゆ
く
本
質
的
傾
向
を
も
っ
。
義
は
「
従
兄
」
を

も
っ
て
満
足
す
る
も
の
で
は
な
く
万
般
の
道
徳
的
実
践
へ
と
拡
が
り
ゆ
く
本
質
的
な
傾
向
を
も
っ
。
だ
か
ら
孟
子
は
こ
う
も
言
う
。

親
親
仁
也
、
敬
長
義
也
、
無
他
達
之
天
下
(
童
心
上
・
傍
点
吉
永
)

「
親
親
」
「
敬
長
」
を
も
っ
て
止
ま
る
も
の
な
ら
ば
そ
れ
は
「
孝
」
「
悌
」
で
あ
る
。
仁
義
は
ま
さ
に
そ
の
血
縁
原
理
を
越
え
る
普
遍
性

の
契
機
を
内
包
す
る
。
故
に
「
天
下
に
達
す
」
る
こ
と
を
以
て
そ
の
完
全
な
る
実
現
と
す
る
。

つ
ま
り
義
内
の
確
立
は
孝
悌
を
仁
義
へ

と
質
的
飛
躍
を
遂
げ
し
め
る
挺
子
と
な
っ
た
と
言
え
る
。

更
に
、
こ
の
普
遍
性
を
内
に
苧
む
仁
は
「
仁
政
」
「
仁
者
無
敵
」
と
い
う
王
道
論
の
論
理
の
主
軸
と
な
る
。

又
普
遍
性
を
内
に
苧
む

義
は
、

や
が
て
君
臣
の
義
と
い
う
社
会
倫
理
の
捉
え
直
し
へ
と
発
展
す
る
。

孟
子
の
君
臣
の
義
と
、
そ
れ
以
前
例
え
ば
孔
子
の
君
臣
の
義
と
は
質
的
に
異
な
る

(
も
っ
と
も
孔
子
の
君
臣
の
義
は
ほ
ぼ
当
代
の



般
的
な
意
味
に
お
い
て
用
い
ら
れ
孔
子
特
有
の
展
開
は
な
い
)
。
孟
子
は
、

未
有
仁
而
遺
其
親
者
也
、
未
有
義
而
後
其
若
者
也
。
(
梁
恵
玉
上
)

と
梁
の
恵
王
に
説
く
一
方
で
、
又
斉
の
宜
王
に
は
、

賊
仁
者
謂
之
賊
、
賊
義
者
謂
之
残
、
残
賊
之
人
謂
之
一
夫
、
聞
詠
一
夫
材
失
、
未
聞
棋
君
也
。
(
梁
恵
王
下
)

と
も
言
う
。
孟
子
の
義
は
臣
の
君
へ
の
一
方
的
な
責
務
で
は
な
く
、
君
臣
の
聞
を
律
す
る
道
徳
的
原
別
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
是
か
非

か
の
判
断
の
主
体
性
は
臣
下
に
も
認
め
ら
れ
る
。
従
っ
て
臣
下
は
義
に
よ
っ
て
自
己
を
律
し
君
に
仕
え
る
が
、
他
方
義
に
よ
っ
て
不
義

の
君
を
弾
劾
し
、

孟
子
の
義
は
ま
さ
に
両
刃
の
剣
で
あ
り
、

そ
れ
は
前
代
の
義
と
質
的
に
異
な

諒
殺
す
る
こ
と
す
ら
可
と
さ
れ
る
。

孟子の義内説

る。
か
か
る
義
の
原
則
の
確
立
は
、
義
内
説
の
確
立
に
よ
っ
て
始
め
て
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(
文
中
敬
称
略
)

注
(
1
)
 

(
2
)
 

『
論
設
研
究
論
集
』
一
二
五
六
頁

渡
辺
卓
等
に
よ
っ
て
戦
国
末
の
成
立
と
さ
れ
る
墨
子
経
説
下
に
は
次
の
よ
う
に
仁
内
義
外
の
説
を
釈
し
て
い
る
。
「
仁
、
仁
愛
也
、
義
、
利

也
。
愛
・
利
此
也
。
所
愛
・
所
利
彼
也
。
愛
・
利
、
不
相
潟
内
外
。
所
愛
・
利
亦
不
相
潟
内
外
。
其
免
仁
内
、
義
外
也
、
挙
愛
輿
所
利
。
是

狂
挙
、
若
左
目
出
、
右
目
入
。
」

大
演
階
『
中
国
古
代
思
想
論
』
効
草
書
一
房
一
、
一
九
七
七
年
、
「
孟
子
と
告
子
の
論
争
」
二

O
六
頁
。

こ
の
点
大
演
陪
「
告
子
は
杷
柳
で
器
を
つ
く
る
の
は
紀
柳
の
性
を
そ
こ
な
う
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
と
い
え
る
。
む
し
ろ
紀
柳
に
は
器

物
に
つ
く
ら
れ
る
素
質
が
あ
る
、
そ
れ
を
相
柳
の
性
と
考
え
で
い
る
」
、
従
っ
て
「
人
間
の
性
に
順
っ
て
〈
少
な
く
と
も
性
を
そ
こ
な
う
の

で
は
な
く
)
道
徳
が
成
就
す
る
、
と
考
え
て
い
る
」
(
共
に
大
演
前
掲
書
二

O
七
頁
)
は
、
基
本
的
に
告
子
の
立
場
を
読
み
違
え
て
い
る
と

(
3
)
 

(
4
)
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考
え
る
。
こ
の
解
釈
は
告
子
の
「
内
・
外
」
を
「
性
の
内
外
」
と
把
握
し
得
て
い
な
い
所
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
小
林
勝
人
は
「
長
馬
之
長
也
、
無
以
異
於
長
人
之
長
輿
」
に
つ
い
て
「
町
内
の
長
を
長
と
す
る
は
、
以
て
人
の
長
を
長
と
す
る
に
異
な

る
こ
と
な
か
ら
ん
や
」
と
読
む
(
岩
波
文
庫
『
孟
子
』
二
二
四
頁
)
。
大
演
陪
も
同
じ
。
だ
が
、
こ
れ
で
は
こ
こ
の
議
論
は
「
長
者
義
乎
、

長
之
者
義
乎
」
の
議
論
と
同
じ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
は
「
長
ぜ
し
馬
の
長
た
る
や
、
以
て
長
ぜ
し
人
の
長
に
異
な
る
無
か
ら
ん

や
」
と
読
む
べ
き
で
あ
る
。
原
文
の
リ
ズ
ム
か
ら
し
て
も
そ
う
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、
金
谷
治
「
(
孟
子
の
思
想
は
)
孔
子
の
仁
を
う
け
た
仁
義
説
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
王
道
論
、
そ
れ
か
ら
そ
の
基
礎
づ
け
と
し
て

の
性
善
説
、
や
が
て
精
神
主
義
の
強
ま
り
と
天
命
の
自
覚
と
い
う
の
が
、
そ
の
発
展
の
あ
ら
す
じ
で
あ
る
」
(
岩
波
新
書
『
孟
子
』
一
八
三

頁
)
。
加
藤
常
賢
「
孟
子
の
思
想
の
中
心
は
仁
義
で
あ
る
」
(
東
大
中
国
哲
学
研
究
室
篇
『
中
国
思
想
史
』
二
六
頁
)
。

例
え
ば
、
赤
塚
忠
「
孟
子
の
思
想
は
、
い
わ
ゆ
る
性
善
説
と
い
う
一
根
本
か
ら
展
開
し
て
い
ま
す
」
(
研
文
社
『
中
国
古
代
思
想
史
研

究)。『
論
孟
研
究
論
集
』
一
二
六
八
頁

(
6
)
 

(
7
)
 

(
8
)
 

(
大
学
院
後
期
課
程
修
了
)




