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は
じ
め
に 汗

中
の
荀
子
説

注
中
（
乾
隆
九
年
ー
乾
隆
五
十
九
年
）
字
は
容
甫
、
揚
州
・

江
都
の
人
で
あ
る
。
彼
は
、
一
諸
生
と
し
て
そ
の
生
涯
を
過
ご

し
、
兼
ね
て
貧
と
病
と
に
悩
ま
さ
れ
、
つ
い
に
は
五
十
一
歳
を

一
期
と
し
て
杭
州
に
お
い
て
客
死
す
る
。
た
だ
注
中
が
他
の
同

様
に
不
遇
な
多
く
の
人
々
と
異
な
り
、
生
前
に
お
い
て
は
洪
亮

吉
•
孫
星
術
・
劉
台
棋
な
ど
を
含
む
知
人
や
友
人
に
そ
の
学
オ

を
賞
美
さ
れ
、
死
後
に
あ
っ
て
も
名
声
は
絶
え
る
こ
と
な
く
、

と
り
わ
け
そ
の
主
著
『
述
学
』
は
「
そ
の
文
章
の
謹
厳
と
内
容

の
弘
深
さ
と
に
よ
っ
て
、
学
者
文
人
の
間
に
多
く
の
愛
読
者
を

も
っ
た
か
ら
、
す
く
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぽ
し
た
」
（
湯
浅
幸

孫
『
中
国
倫
理
思
想
の
研
究
』
第
二
部
「
中
国
倫
理
思
想
の
諸

問
題
」
、
同
朋
舎
、
昭
和
五
十
六
年
）
の
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
包
世
臣
は
、
か
ね
て
よ
り
注
中
に
関
心
を
示
し
て
い

た
が
、
江
氏
が
世
を
去
っ
て
か
ら
十
一
年
経
っ
た
嘉
慶
十
年
乙

丑
、
揚
州
に
遊
び
、
畢
貴
生
（
江
中
の
甥
・
女
婿
）
と
同
室
し

た
と
こ
ろ
、
三
夜
続
け
て
夢
に
注
中
が
現
れ
、
そ
の
遺
著
の
整

理
を
嘱
さ
れ
た
と
い
う
（
『
藝
舟
双
揖
』
所
収
「
書
述
学
六
巻

後
」
）
。
ま
た
、
道
光
年
間
に
は
、
金
山
の
精
法
楼
に
神
主
を

安
置
さ
れ
、
杭
州
の
詰
経
精
舎
に
お
い
て
も
許
慎
、
鄭
玄
ら
の

先
賢
に
合
祀
さ
れ
て
い
る
（
『
容
甫
遺
詩
』
附
録
）
。

こ
の
よ
う
に
、
江
中
に
対
す
る
高
い
評
価
は
在
世
時
か
ら
現

代
に
至
る
ま
で
の
長
き
に
亙
り
公
認
さ
れ
て
い
た
が
、
一
方
、

逆
に
そ
の
性
格
や
学
問
上
の
立
場
が
災
い
し
、
多
く
の
敵
や
批

判
者
を
作
る
に
至
っ
た
。
例
え
ば
、
方
東
樹
は
『
漢
学
商
兌
』

『
書
林
揚
輝
』
に
お
い
て
漠
学
を
非
難
し
、
宋
学
を
擁
護
す
る

立
場
か
ら
、
江
氏
が
朱
子
を
祗
毀
し
て
い
る
こ
と
を
咎
め
て
い

横

久

保

義

洋
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第
一
章

る
。
ま
た
、
章
学
誠
は
『
文
史
通
義
』
の
中
で
彼
を
「
聡
明
に

は
餘
り
有
る
も
、
識
は
足
ら
ざ
る
者
」
と
断
じ
、
『
述
学
』
中

の
所
説
に
一
々
反
駁
し
て
い
る
（
胡
適
『
中
国
近
三
百
年
学
術

史
』
第
九
章
「
章
実
斎
」
、
柴
徳
賽
『
史
学
叢
考
』
「
章
実
斎

与
江
容
甫
」
、
羅
姻
綿
『
清
代
学
術
論
集
』
「
注
容
甫
思
想
略

論
」
に
お
い
て
は
、
章
•
江
の
二
人
の
事
跡
・
学
風
の
異
同
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
）
。

従
来
、
乾
嘉
時
代
の
学
術
思
想
史
の
上
に
お
い
て
、
注
中
の

占
め
る
位
置
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
よ
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
そ
の
多
く
は
王
念
孫
と
共
に
揚
州
学
派
の
創
始
者
と
し

て
、
ま
た
荀
子
や
墨
子
な
ど
の
先
秦
諸
子
の
再
評
価
を
行
っ
た

人
物
と
し
て
、
概
説
的
に
扱
う
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
よ
り
深

く
掘
り
下
げ
て
書
か
れ
た
専
論
は
あ
ま
り
多
く
は
な
い
。
そ
こ

で
本
稿
で
は
江
中
の
荀
子
論
に
つ
い
て
、
彼
の
「
荀
卿
子
通
論
」

（
『
述
学
』
所
収
）
な
ど
に
依
拠
し
つ
つ
、
そ
の
持
つ
意
味
を

明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

荀
子
の
「
伝
経
の
功
」

梁
啓
超
は
そ
の
著
『
清
代
学
術
概
論
』
の
中
で
、
清
儒
が
古

書
の
校
勘
の
面
か
ら
出
発
し
、
更
に
進
ん
で
荀
子
や
墨
子
な
ど

先
秦
諸
子
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
り
、
考
証
学
的
方
面
か
ら
の

研
究
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て

そ
の
好
例
と
し
て
江
中
の
「
荀
卿
子
通
論
」
を
取
り
上
げ
、
同

じ
く
江
中
の
「
墨
子
序
」
「
墨
子
後
序
」
や
孫
星
術
の
「
墨
子

序
」
と
共
に
「
我
が
輩
今
日
之
を
読
む
に
、
誠
に
甚
だ
平
易
な

る
を
覚
ゆ
。
然
れ
ど
も
当
日
に
在
り
て
は
、
固
よ
り
人
の
未
だ

発
せ
ざ
る
所
を
発
し
、
且
つ
人
の
敢
へ
て
言
は
ざ
る
所
を
言
ふ

也
」
と
、
彼
が
清
朝
人
に
よ
る
本
格
的
な
荀
子
研
究
の
嘴
矢
と

な
っ
た
こ
と
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
梁
氏
は
そ
の
「
未

だ
発
せ
ざ
る
所
」
「
敢
へ
て
言
は
ざ
る
所
」
と
は
何
で
あ
る
の

か
、
具
体
的
な
言
及
は
し
て
い
な
い
。

注
中
の
荀
子
・
墨
子
研
究
に
つ
い
て
は
、
右
に
引
用
し
た
一

文
の
他
に
も
そ
の
重
要
性
は
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
専
論
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
は
決
し
て
多

く
は
な
い
。
墨
子
に
関
し
て
は
本
稿
の
主
題
か
ら
は
ず
れ
る
の

で
さ
し
当
た
っ
て
は
検
討
し
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
荀
子
観
を

扱
っ
た
も
の
と
し
て
は
彼
個
人
、
も
し
く
は
こ
の
時
代
の
学
術

全
般
を
取
り
上
げ
た
中
に
叙
述
が
見
ら
れ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど

(83) 
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で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
中
に
は
単
に
注
氏
の
荀
子
に
対
す

る
見
方
だ
け
で
は
な
く
、
孟
子
と
の
比
較
に
お
い
て
論
じ
、
更

に
は
当
時
の
漢
学
と
宋
学
と
の
争
い
に
結
び
付
け
よ
う
と
す
る

傾
向
を
持
つ
も
の
さ
え
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
趙
航
『
揚
州
学

派
新
論
』
第
三
章
（
江
蘇
文
藝
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）
で
は

汗
氏
が
「
荀
卿
子
通
論
」
の
中
で
「
世
、
当
に
孔
•
荀
を
以
て

並
挙
す
べ
く
し
て
、
応
に
孔
・
孟
を
以
て
並
称
す
べ
か
ら
ず
」

と
い
う
こ
と
を
証
明
し
た
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
稲
葉
誠
一
「
江
中
伝
稿
」
（
『
東
方
学
』
第
九
輯
、

昭
和
二
十
九
年
）
に
お
い
て
も
、
「
（
江
）
中
の
企
図
す
る
所

は
、
孟
轄
以
来
二
千
年
の
学
風
を
一
変
せ
ん
と
欲
す
る
も
の
」

「
然
ら
ば
則
ち
、
彼
の
先
づ
従
事
す
べ
き
は
、
か
の
後
王
の
説

を
有
せ
る
荀
卿
の
為
の
如
く
な
る
べ
き
か
」
と
し
て
、
同
様
の

議
論
を
述
べ
て
い
る
。

『
明
清
実
学
思
潮
史
』
（
斉
魯
書
社
、
一
九
八
九
年
）
所
収
、

第
五
十
七
章
・
魏
宗
万
「
注
中
的
”
用
世
之
学
“
」
に
至
っ
て

は
、
注
中
の
荀
学
研
究
と
そ
の
「
独
創
的
見
解
」
で
あ
る
道
統

説
の
改
変
と
の
関
連
性
を
指
摘
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
す
な

わ
ち
、
彼
は
「
更
に
荀
学
を
持
ち
上
げ
て
孔
子
学
説
の
真
伝
者

と
し
」
、
「
大
胆
に
〔
尭
舜
か
ら
文
武
周
公
を
経
て
孔
孟
に
至

る
と
す
る
〕
こ
の
〔
唐
宋
以
来
の
〕
神
聖
な
道
統
説
を
修
正
」

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
正
統
派
理
学
へ
の
有
力
な
攻
撃
」
と

な
し
た
の
で
あ
る
、
と
。

こ
れ
ら
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
注
中
が
荀
子
を
再
評
価
し
た
の

は
孟
子
や
宋
学
を
否
定
す
る
た
め
の
対
立
者
と
し
て
の
役
割
を

彼
に
与
え
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
受

け
る
。
と
こ
ろ
が
彼
の
荀
子
観
を
集
中
し
て
載
せ
て
い
る
「
荀

卿
子
通
論
」
（
『
述
学
』
補
遺
所
収
）
を
精
細
に
読
了
し
た
が
、

孟
子
に
つ
い
て
一
切
の
批
判
が
な
い
ば
か
り
で
は
な
く
、
宋
学

に
対
し
て
も
直
接
の
言
及
は
な
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
考
え
て
み
る
に
、
こ
れ
ら
の
論
文
（
大
部
分
は
「
荀

卿
子
通
論
」
し
か
論
拠
に
挙
げ
て
い
な
い
）
に
お
い
て
主
張
さ

れ
て
い
る
結
論
は
い
さ
さ
か
性
急
に
す
ぎ
る
と
認
め
ざ
る
を
得

な
い
。
ま
し
て
自
己
の
憶
測
を
あ
た
か
も
注
中
が
実
際
に
書
き

残
し
て
い
る
こ
と
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
諸
論
考
に
つ
い
て
は

言
う
ま
で
も
な
い
。

「
荀
卿
子
通
論
」
に
お
い
て
実
際
に
主
題
と
な
っ
て
い
る
の

は
、
そ
の
本
文
冒
頭
と
末
尾
と
に
「
荀
卿
の
学
は
孔
子
に
出
で

て
尤
も
諸
経
に
功
有
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
『
経
典
釈
文
序
録
』

や
（
『
荀
子
』
本
書
を
も
含
む
）
秦
漢
の
古
書
を
用
い
て
荀
子

(84) 
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が
毛
詩
・
魯
詩
•
韓
詩
・
左
氏
春
秋
・
穀
梁
春
秋
・
曲
台
礼
の

伝
授
を
果
た
し
、
更
に
は
公
羊
春
秋
や
易
に
も
関
わ
り
が
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
の
論
証
、
す
な
わ
ち
荀
子
の
「
伝
経
の
功
」
の

再
評
価
を
試
み
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
注
目

す
べ
き
こ
と
は
、
『
荀
子
』
書
中
の
他
の
様
々
な
内
容
、
殊
に

性
悪
説
や
天
観
な
ど
、
い
わ
ば
哲
学
的
な
事
柄
に
つ
い
て
は
ま

っ
た
く
言
及
さ
れ
て
は
い
な
い
点
で
あ
る
。

「
荀
卿
子
通
論
」
は
注
中
の
荀
子
論
の
精
華
と
な
っ
て
い
る

も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
彼
の
著
述
の
他
の
箇
所
に
お
い
て

荀
子
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
取
り
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
最
初
に
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
「
荀
卿
子
年

表
」
（
『
述
学
』
所
収
）
で
あ
る
。

「
荀
卿
子
年
表
」
で
は
、
荀
子
の
生
卒
年
や
事
跡
に
関
し
て

の
論
議
に
つ
い
て
、
彼
自
身
の
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
。
も
っ

と
も
そ
の
性
質
上
、
荀
子
の
哲
学
面
に
は
触
れ
ら
れ
て
は
い
な

‘°
 し

な
お
、
荀
子
の
生
卒
年
に
つ
い
て
は
『
史
記
』
の
記
述
に
端

を
発
し
、
長
年
に
わ
た
り
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
出
さ
れ
て
き
た

が
、
注
中
自
身
の
考
え
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

「
荀
卿
子
通
論
」
に
は
荀
子
の
出
生
年
に
関
す
る
記
述
は
な

い
。
「
荀
卿
子
年
表
」
に
も
生
卒
年
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、

た
だ
『
史
記
』
の
記
述
に
し
た
が
え
ば
少
な
く
と
も
百
三
十
歳

以
上
で
あ
ろ
う
と
し
、
ま
た
『
塩
鉄
論
』
毀
学
篇
を
引
き
秦
の

天
下
統
一
後
、
李
斯
が
丞
相
に
な
っ
た
時
ま
で
荀
子
が
生
存
し

て
い
た
と
し
て
、
そ
の
年
は
「
春
申
君
の
死
を
距
つ
る
こ
と
十

八
年
、
斉
の
滑
王
の
死
を
距
つ
る
こ
と
六
十
四
年
、
是
の
時
、

荀
卿
蓋
し
百
餘
歳
な
ら
ん
」
と
考
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か

つ
そ
の
後
の
部
分
で
も
「
漠
の
張
蒼
•
唐
の
曹
憲
は
皆
百
有
餘

歳
な
り
。
何
ぞ
独
り
卿
に
お
い
て
や
之
を
疑
は
ん
」
と
あ
る
よ

う
に
、
そ
の
長
命
を
疑
う
必
要
の
な
い
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

な
お
、
同
じ
江
中
の
著
で
あ
る
『
旧
学
蓄
疑
』
に
も
荀
子
の

生
卒
年
に
つ
い
て
考
証
し
た
一
文
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
荀
卿

子
年
表
」
の
「
荀
子
遊
斉
時
五
十
歳
」
説
と
は
異
な
り
「
十
五

歳
」
説
を
主
張
し
た
り
な
ど
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
こ
こ
の
試
算
で
も
最
低
百
二
十
四
歳
以
上
の
長
寿
を
保
っ

た
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
荀
子
が
何
歳
ま
で
生
き
た

か
と
い
う
こ
と
は
俄
か
に
は
定
め
難
い
が
、
彼
が
こ
の
よ
う
に

主
張
し
て
い
る
以
上
、
し
ば
ら
く
妄
聴
す
る
他
な
い
。

『
述
学
』
中
の
荀
子
の
専
論
は
こ
の
「
荀
卿
子
通
論
」
と
「
荀

卿
子
年
表
」
と
の
二
篇
の
み
で
あ
る
が
、
他
の
主
題
で
書
か
れ

(85) 
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た
文
章
の
中
に
も
荀
子
に
言
及
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
一
っ

は
、
「
墨
子
序
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
儒
家
に
お
い
て
墨
子

を
批
判
し
た
者
に
は
孟
子
と
荀
子
と
の
二
人
が
い
る
こ
と
を
指

摘
し
た
後
、
王
者
の
盛
徳
を
な
す
た
め
に
礼
楽
を
唱
導
す
る
荀

子
と
衰
世
の
弊
害
を
救
う
た
め
に
薄
葬
や
非
楽
を
説
く
墨
子
と

は
一
見
相
反
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
そ
の
意
は
合

致
す
る
、
「
相
反
し
て
相
成
る
」
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

も
う
―
つ
は
、
「
買
誼
新
書
序
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
『
左

氏
伝
』
の
伝
授
に
お
い
て
買
誼
が
荀
子
の
再
伝
弟
子
に
当
た
り
、

従
っ
て
礼
に
長
じ
て
い
る
と
指
摘
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

其
の
陳
ぶ
る
所
の
諸
侯
王
を
立
つ
る
制
度
、
太
子
を
教
へ

大
臣
を
敬
す
る
は
、
皆
先
王
の
成
法
、
周
公
の
旧
典
、
仲

こ
こ

尼
の
志
に
し
て
、
蓋
し
春
秋
の
経
世
の
学
焉
に
在
り
。

是
の
故
に
備
物
（
国
に
伝
わ
る
重
器
）
と
典
策
と
は
国
の

典
に
立
つ
る
所
に
し
て
、
君
挙
ぐ
れ
ば
必
ず
書
し
以
て
後

世
に
詔
ぐ
。
春
秋
は
周
礼
を
乗
り
て
其
の
変
を
謹
む
者
也
。

吾
、
荀
子
・
買
子
の
礼
を
言
ふ
に
於
け
る
や
益
々
信
ず
。

こ
こ
で
も
買
誼
と
と
も
に
荀
子
の
礼
学
の
淵
源
の
あ
る
こ
と

が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

注
中
に
は
『
述
学
』
の
他
、
没
後
の
編
纂
に
か
か
る
も
の
を

含
め
、
多
く
の
著
作
が
あ
る
。
そ
の
内
、
現
存
す
る
『
大
戴
礼

記
正
誤
』
『
経
義
知
新
記
』
『
旧
学
蓄
疑
』
等
に
は
荀
子
に
触

れ
て
い
る
箇
所
が
か
な
り
存
在
す
る
。
そ
の
多
く
は
『
荀
子
』

書
の
字
句
の
訓
詰
や
、
あ
る
い
は
他
書
と
の
校
合
に
用
い
て
い

る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
荀
子
と
経
書
と
の
関
連
を
示

し
た
も
の
が
目
立
つ
。
ま
ず
、
『
大
戴
礼
記
正
誤
』
で
は
『
大

戴
礼
記
』
中
の
三
篇
（
「
哀
公
問
」
「
礼
三
本
」
「
勧
学
」
）

は
、
『
荀
子
』
の
「
哀
公
」
、
「
礼
論
」
、
そ
れ
に
「
勧
学
」

「
宥
坐
」
の
諸
篇
と
そ
れ
ぞ
れ
内
容
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
が

6
 

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

8
 

（
 

ま
た
『
旧
学
蓄
疑
』
で
は
『
荀
子
』
の
各
篇
に
お
い
て
『
詩

経
』
『
書
経
』
や
曽
子
・
孔
子
の
言
を
引
用
し
た
部
分
が
何
箇

所
あ
る
か
、
統
計
が
採
ら
れ
、
そ
の
数
量
が
示
さ
れ
て
い
る
。

曽
子
に
つ
い
て
は
そ
の
文
章
を
引
き
、
併
せ
て
同
文
が
『
大
戴

礼
』
に
も
見
え
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
『
詩
』
『
書
』

や
孔
子
に
対
し
て
は
単
に
『
荀
子
』
各
篇
中
の
引
用
回
数
を
列

挙
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
荀
卿
子
通
論
」
を
初
め
と
す
る
注
中
の
遺

文
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
彼
の
荀
子
に
対
す
る
関
心
は
そ
の
経

学
な
ど
の
文
献
学
的
な
面
に
あ
り
、
性
悪
説
や
天
観
等
の
比
重
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は
相
対
的
に
小
さ
い
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

な
お
、
大
谷
敏
夫
氏
の
『
清
代
政
治
思
想
史
研
究
』
（
汲
古

書
院
、
一
九
九
一
年
）
所
収
「
揚
州
・
常
州
の
学
術
と
社
会
」

（
小
野
和
子
編
『
明
清
時
代
の
政
治
と
社
会
』
昭
和
五
十
八
年

に
収
め
ら
れ
て
い
る
同
氏
の
「
揚
州
・
常
州
学
術
考
」
と
ほ
ぼ

同
文
）
で
は
先
に
触
れ
た
「
伝
経
の
功
」
の
た
め
、
「
注
中
は

荀
子
を
孔
子
の
学
の
真
の
継
承
者
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
た
の

で
あ
る
」
と
指
摘
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
叙
述
を
進
め
て
い
る
。

〔
注
中
に
よ
る
〕
荀
子
の
性
悪
説
に
対
す
る
と
ら
え
方
も
、

宋
儒
以
後
の
批
判
的
見
解
と
は
異
な
っ
た
も
の
と
も
な
っ

て
い
る
。
『
荀
子
』
「
正
名
篇
」
に
、
「
心
慮
り
て
能
<

之
が
動
を
為
す
。
之
を
偽
と
謂
う
。
慮
積
み
能
く
習
い
て

而
る
後
に
成
る
。
之
を
偽
と
謂
う
」
と
あ
る
の
を
受
け
て
、

注
中
は
『
旧
学
蓄
疑
』
に
、
「
然
ら
ば
則
ち
荀
子
、
性
を

以
て
偽
と
な
す
は
、
固
よ
り
此
の
如
き
の
み
。
夫
れ
偽
と

為
は
一
な
り
」
と
の
べ
、
偽
の
意
味
を
真
偽
の
義
で
な
く

人
為
の
義
で
あ
る
と
考
え
、
そ
れ
こ
そ
荀
子
の
と
く
性
の

本
質
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
注
中
は
偽

を
為
の
義
に
解
釈
し
、
思
慮
と
学
習
に
よ
っ
て
本
来
の
性

を
獲
得
し
う
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
到
達
し
た
。

大
谷
氏
は
『
旧
学
蓄
疑
』
の
こ
の
箇
所
を
、
荀
子
の
哲
学
的

な
事
柄
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
『
旧
学
蓄
疑
』
の
原
文
で
は
そ
の
匝
後
に
「
而
し

つ
ぶ

て
慈
渓
の
黄
氏
は
曲
さ
に
之
が
辞
を
為
す
。
正
に
労
無
き
耳
」

と
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
慈
渓
の
黄
氏
」
の
説
と
は
、
恐
ら
く

宋
の
黄
震
に
よ
る
〈
荀
子
が
人
性
は
「
偽
」
で
あ
る
と
し
て
い

る
が
、
実
は
古
は
「
偽
」
と
は
「
人
為
」
の
こ
と
を
指
し
て
言

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
今
使
わ
れ
て
い
る
「
詐
欺
」
の
意
で
は

な
い
〉
と
す
る
荀
子
弁
護
論
（
『
黄
氏
日
紗
』
巻
五
十
五
）
の

こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
江
中
の
文
の
重
心
は
こ
の
「
慈
渓

の
黄
氏
」
の
考
証
方
法
自
体
の
批
評
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

大
谷
氏
の
述
べ
て
い
る
よ
う
な
『
荀
子
』
自
体
の
思
想
的
内
容

に
深
く
立
ち
入
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
黄
震
の
説
な
ど
も
そ
う
な
の
で
あ
る
が
、
唐
宋
以
降
、

注
中
の
時
代
に
至
る
ま
で
の
間
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
に
よ
り
無

数
の
荀
子
論
が
行
わ
れ
て
来
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
生
卒
年
に

つ
い
て
の
考
証
で
な
け
れ
ば
、
「
性
悪
説
」
な
ど
の
非
難
、
も

し
く
は
そ
の
弁
護
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
た
。
無
論
、
「
荀

子
が
孔
子
の
道
を
伝
え
て
い
る
」
と
い
う
記
載
を
し
て
い
る
も

の
、
も
し
く
は
荀
子
が
礼
に
詳
し
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る

(87) 
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も
の
も
少
な
く
は
な
い
が
、
「
伝
経
の
功
」
と
い
う
こ
と
を
明

確
に
指
摘
し
、
そ
の
面
か
ら
荀
子
の
儒
学
史
上
に
お
け
る
位
置

を
論
じ
て
い
る
の
は
管
見
で
は
注
中
が
初
め
て
で
あ
る
。

も
っ
と
も
そ
れ
ま
で
誰
も
こ
の
こ
と
に
気
が
付
か
な
か
っ
た

と
は
到
底
思
え
ず
、
暗
黙
の
内
に
共
通
認
識
と
な
っ
て
い
た
可

能
性
も
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
改
め
て
再
主
張
し
た

と
こ
ろ
に
注
氏
の
着
眼
の
独
自
性
を
見
る
。
そ
し
て
、
初
め
に

挙
げ
た
梁
啓
超
の
注
中
に
対
す
る
評
価
も
恐
ら
く
こ
こ
の
と
こ

ろ
に
お
い
て
関
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
江
氏
の
荀
子
論
の
中
で
特
に
興
味
深
い
の
は
、
彼

が
道
と
経
書
と
を
、
ほ
と
ん
ど
同
一
化
し
て
い
る
よ
う
に
見
受

け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
端
的
な
も
の
と
し
て
、
次
の
「
荀

卿
子
通
論
」
の
一
節
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

蓋
し
七
十
子
の
徒
既
に
歿
し
て
よ
り
、
漠
の
諸
儒
未
だ
興

ふ

ら
ざ
る
〔
ま
で
の
間
〕
、
中
ご
ろ
戦
国
暴
秦
の
乱
を
更
る

ょ

も
、
六
藝
の
伝
の
頼
り
て
以
て
絶
え
ざ
る
者
は
、
荀
卿
也
。

周
公
之
を
作
り
、
孔
子
之
を
述
べ
、
荀
卿
子
之
を
伝
ふ
。

其
の
揆
は
一
也
。

注
中
自
身
は
何
も
言
っ
て
い
な
い
が
、
実
は
こ
の
文
は
明
ら

か
に
唐
の
楊
椋
の
「
荀
子
（
注
）
序
」
に
あ
る
「
蓋
し
周
公
之

第

を
制
作
し
、
仲
尼
之
を
祖
述
し
、
荀
孟
之
に
賛
成
す
。
王
道
を

膠
固
に
す
る
所
以
、
至
深
至
備
に
し
て
、
春
秋
の
四
夷
交
々
侵

し
、
戦
国
の
三
綱
弛
絶
す
る
と
雖
も
、
斯
道
覚
に
絶
え
ざ
る
な

り
」
を
踏
ん
で
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
楊
椋
の
場
合

は
「
道
」
の
継
承
者
と
い
う
観
点
か
ら
の
記
述
で
あ
る
の
に
対

し
、
江
氏
は
そ
れ
を
専
ら
経
典
の
伝
授
の
面
か
ら
見
る
よ
う
に

言
い
換
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

孟
子
の
評
価

前
章
に
お
い
て
、
一
部
の
論
文
で
は
江
中
が
孟
子
の
価
値
を

低
く
評
価
し
、
そ
の
正
統
性
す
ら
否
定
し
て
い
る
な
ど
と
主
張

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
「
荀
卿

子
通
論
」
の
中
に
は
そ
れ
を
窺
わ
せ
る
記
述
は
な
く
、
不
十
分

で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
ま
ず
そ
の
説
の
当
否

を
確
か
め
る
た
め
に
、
今
日
に
残
さ
れ
た
彼
の
文
章
の
中
の
孟

子
に
関
連
し
た
も
の
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

『
旧
学
蓄
疑
』
に
は
、
『
韓
非
子
』
顕
学
篇
か
ら
次
の
一
節

が
引
か
れ
て
い
る
。

(88) 
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孔
子
の
死
す
る
よ
り
子
張
の
儒
有
り
、
子
思
の
儒
有
り
、

顔
氏
の
儒
有
り
、
孟
氏
の
儒
有
り
、
漆
離
氏
の
儒
有
り
、

仲
良
氏
の
儒
有
り
、
孫
氏
の
儒
有
り
、
楽
正
氏
の
儒
有
り
。

そ
し
て
こ
の
後
に
注
中
は
「
此
に
据
り
て
知
る
、
七
十
子
の

後
、
孔
子
の
学
を
伝
ふ
る
者
は
孫
卿
（
荀
子
）
也
」
と
案
語
を

付
し
て
い
る
。
何
故
こ
の
零
細
な
記
載
か
ら
こ
れ
だ
け
の
結
論

に
到
達
し
え
た
の
か
、
い
さ
さ
か
解
し
が
た
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。

あ
る
い
は
、
こ
の
語
は
こ
の
『
韓
非
子
』
の
一
節
の
み
な
ら
ず
、

『
旧
学
蓄
疑
』
の
中
の
す
べ
て
の
荀
子
関
係
の
条
を
総
括
し
て

論
じ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
確
か
に
こ
れ
を
見
た
限
り
で
は
注
中
が
荀
子
の
み

を
孔
門
の
正
統
と
し
、
孟
子
を
傍
流
と
し
て
退
け
て
い
る
と
み

な
し
て
い
る
と
言
う
の
は
間
違
っ
て
は
い
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
先
に
は
言
及
し
な
か
っ
た
が
、
「
荀
卿
子
通
論
」

の
荀
子
の
師
承
を
論
じ
て
い
る
箇
所
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

『
史
記
』
に
載
す
る
に
、
孟
子
は
業
を
子
思
の
門
人
に
受

く
、
と
。
荀
卿
に
お
い
て
は
則
ち
未
だ
詳
ら
か
な
ら
ず
。

今
其
の
書
を
考
ふ
る
に
、
（
中
略
）
荀
卿
の
学
、
実
に
子

夏
と
仲
弓
と
に
出
づ
る
を
知
る
。

勿
論
こ
の
文
の
主
眼
は
孟
子
の
師
承
が
は
っ
き
り
し
て
い
る

の
に
反
し
、
荀
子
の
そ
れ
が
未
詳
な
の
を
明
ら
か
に
す
る
と
い

う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
が
、
た
だ
こ
こ
で
孟
子
が
子
思
の
学
を

受
け
継
ぐ
者
で
あ
る
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
再
確
認
し
て
い
る
か
ら

に
は
、
荀
子
を
孟
子
と
同
じ
位
置
に
ま
で
引
き
上
げ
よ
う
と
し

て
い
た
と
は
言
え
て
も
、
少
な
く
と
も
孟
子
を
全
面
的
に
否
定

し
よ
う
と
ま
で
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

次
に
『
経
義
知
新
記
』
で
は
、
孟
子
と
荀
子
と
が
共
に
「
卿
」

と
呼
ば
れ
、
大
夫
の
位
に
あ
っ
た
こ
と
が
考
証
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
も
孟
．
荀
を
並
べ
て
論
じ
て
い
る
。

ま
た
、
前
章
に
お
い
て
す
で
に
挙
げ
た
「
墨
子
序
」
で
も
「
儒

の
墨
子
を
謡
く
る
者
は
、
孟
氏
・
荀
氏
な
り
」
と
し
て
、
江
中

は
孟
．
荀
の
二
者
を
併
記
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
こ
で
は
墨

子
と
荀
子
と
を
比
較
し
て
、
「
相
反
し
て
相
成
る
」
な
ど
と
、

そ
の
差
異
は
表
面
的
な
も
の
に
過
ぎ
ぬ
の
だ
と
極
力
両
者
の
調

停
を
図
っ
て
お
り
、
一
方
、
「
兼
愛
」
説
へ
の
孟
子
の
非
難
は
、

そ
の
「
曲
解
」
か
ら
発
し
た
不
当
な
も
の
と
し
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
賀
広
如
「
乾
嘉
墨
学
鑑
測
」
（
『
中
国
文
学
研
究
』
第

六
期
、
民
国
八
十
一
年
）
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
孟
・

荀
の
墨
子
批
判
へ
の
態
度
に
は
自
ず
か
ら
違
い
が
見
ら
れ
る
こ
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と
は
否
め
な
い
。

し
か
し
、
こ
こ
の
記
述
だ
け
で
単
純
に
注
中
が
孟
子
を
退
け

て
い
る
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
孟
．
荀

の
墨
子
批
判
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
置
く

と
し
て
も
、
彼
が
こ
こ
で
説
い
て
い
る
の
は
二
者
に
対
す
る
好

悪
の
差
で
は
あ
っ
て
も
、
孟
子
の
儒
教
内
に
お
け
る
位
置
を
否

定
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
全
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
歴
代
に
わ
た
っ
て
、
荀
子
を
肯
定
的
に
評
価
す
る

者
に
は
、
葉
徳
輝
の
よ
う
に
孟
子
を
抑
え
経
書
の
列
か
ら
除
い

て
諸
子
と
し
て
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
者
も
あ
る
が

（
『
郁
園
学
行
記
』
）
、
お
お
む
ね
孟
子
を
も
否
定
せ
ず
、
「
孟

荀
兼
採
」
の
立
場
を
取
っ
て
い
る
者
が
多
い
（
葉
徳
輝
の
場
合

も
孟
•
荀
を
と
も
に
諸
子
と
し
て
同
列
に
並
べ
て
い
る
の
だ
か

ら
、
決
し
て
孟
子
を
全
く
排
除
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
）
。

大
谷
氏
前
掲
論
文
に
お
い
て
は
こ
の
事
実
を
戴
震
、
焦
循
、
凌

廷
堪
、
銭
大
斯
、
臨
文
招
等
に
つ
い
て
見
て
い
る
が
、
た
だ
氏

は
注
中
の
孟
子
論
に
つ
い
て
は
何
も
言
っ
て
は
い
な
い
。
ま
た

消
朝
中
葉
以
降
の
例
し
か
挙
げ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
時
代
に

な
っ
て
始
め
て
こ
の
種
の
意
見
が
出
現
し
た
か
の
よ
う
に
受
け

取
ら
れ
る
お
そ
れ
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
傾
向
は
夙
に
唐
代

か
ら
荀
子
に
対
し
て
肯
定
・
擁
護
の
立
場
を
採
る
人
々
の
間
で

は
ご
く
普
通
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

孟
．
荀
を
併
称
す
る
の
は
『
史
記
』
や
劉
向
『
別
録
』
に
始

ま
る
が
、
こ
の
頃
に
は
単
に
両
者
を
そ
の
性
論
の
相
違
か
ら
対

立
的
に
と
ら
え
る
だ
け
で
、
そ
の
調
停
を
試
み
よ
う
と
す
る
考

え
方
は
ま
だ
な
い
。
唐
代
に
な
る
と
、
孟
•
荀
を
総
合
的
に
と

ら
え
よ
う
と
す
る
動
き
が
で
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
、

皇
甫
提
「
荀
孟
言
性
論
」
（
『
皇
甫
持
正
文
集
』
）
に
は
両
者

の
性
説
は
本
か
ら
末
を
推
す
か
、
あ
る
い
は
葉
か
ら
根
に
流
れ

る
か
の
方
法
の
違
い
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
り
、
本
質
は
同
じ
だ
と
）

。，
 

す
る
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
類
似
し
た
議
論
は
宋
以
降
に
も
、
(

殊
に
性
悪
説
に
対
す
る
弁
護
を
し
て
い
る
も
の
に
は
多
く
提
示

さ
れ
て
い
る
。
た
だ
清
朝
中
期
以
後
ほ
ど
こ
の
よ
う
な
意
見
が

集
中
し
て
出
て
来
た
こ
と
は
か
つ
て
な
く
、
そ
の
意
味
に
お
い

て
大
谷
氏
が
当
時
の
思
想
史
的
流
れ
と
し
て
の
「
荀
学
復
興
」

「
孟
荀
兼
採
」
を
指
摘
し
た
の
は
正
当
で
あ
る
。
そ
し
て
、
注

中
も
ま
た
独
り
こ
の
流
れ
の
外
に
い
る
と
見
る
べ
き
で
は
な
い

が
、
彼
が
他
の
荀
学
者
等
と
異
な
る
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

哲
学
的
方
面
か
ら
で
は
な
く
、
経
書
の
伝
承
の
面
か
ら
荀
子
の

再
評
価
を
行
っ
た
点
に
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
江
中
は
『
経
典
釈
文
序
録
』
等
を
前
提
と
し
て

荀
子
の
「
伝
経
の
功
」
を
導
き
出
し
た
の
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
本
田
成
之
『
荀
子
経
説
』
（
『
支
那
学
』
一
巻
六
号
、
大
正

十
年
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

容
甫
は
尤
も
能
＜
荀
子
の
価
値
を
発
揮
し
た
者
と
謂
ふ
べ

き
で
あ
る
。
但
経
典
、
序
録
を
始
め
と
し
て
其
の
根
拠
と

し
た
者
は
甚
だ
疑
は
し
い
。
例
へ
ば
毛
詩
、
穀
梁
春
秋
と

も
に
子
夏
か
ら
伝
へ
た
と
あ
る
が
荀
子
の
非
十
二
子
の
中

に
「
正
其
衣
冠
、
斉
其
顔
色
、
陳
然
而
終
日
不
言
、
是
子

夏
氏
之
賎
儒
也
」
と
あ
る
。
い
く
ら
口
の
悪
い
荀
子
で
も

己
の
学
祖
を
斯
＜
罵
倒
す
る
筈
は
な
い
か
ら
子
夏
か
ら
伝

へ
た
と
云
ふ
の
は
事
実
で
は
な
か
ら
う
。
（
魏
源
詩
古
微
皮

錫
瑞
経
学
通
論
）
し
か
し
兎
に
角
荀
子
は
戦
国
末
秦
初
の

大
儒
で
あ
っ
た
か
ら
漢
初
の
諸
学
者
が
直
接
間
接
に
影
響

を
受
け
た
こ
と
は
魏
文
侯
の
当
時
の
子
夏
と
同
類
の
関
係

で
あ
っ
た
に
違
ひ
な
い
。
し
た
が
つ
て
経
書
の
伝
来
が
何

れ
も
子
夏
、
荀
子
の
手
を
経
た
こ
と
に
な
つ
て
居
る
の
も

無
理
は
な
い
が
、
悉
く
は
信
用
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ
の
も

疑
ひ
な
い
事
実
で
あ
る
。

本
田
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
注
中
の
議
論
が
そ
の
拠
る
と
こ

ろ
の
資
料
に
無
批
判
に
頼
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
彼
の
説
の
真
偽
よ
り
も
、
彼

が
な
ぜ
敢
え
て
か
よ
う
な
主
張
を
な
し
た
か
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
が
な
ぜ
荀
子
を
持
ち
上
げ
る
必
要
を
感
じ

て
い
た
か
で
あ
る
が
、
こ
の
点
か
ら
彼
の
礼
学
と
の
関
わ
り
が

考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

な
お
、
こ
れ
ま
で
彼
は
宋
学
に
反
対
し
た
と
説
か
れ
て
き
た
。

例
え
ば
、
江
藩
『
漢
学
師
承
記
』
に
は
「
〔
注
中
は
〕
宋
儒
の

性
命
の
学
を
喜
ば
ず
。
朱
子
の
外
、
其
の
名
を
挙
ぐ
る
者
有
れ

ば
、
必
ず
之
を
痛
祗
す
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
江
藩
は
直
接

彼
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
発
言
は
何
ら
か
の
根

拠
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
事
実
、
『
述
学
』
に
収
め
ら
れ

て
い
る
「
女
子
許
嫁
而
婿
死
従
死
及
守
志
議
」
「
大
学
平
義
」

「
講
学
釈
義
」
等
の
諸
篇
に
は
朱
子
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
に

対
し
て
批
判
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
認
め
ざ
る
を

得
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
な
お
検
討
を
要
す
べ

き
餘
地
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
江
中
の
晩
年
の
頃
よ
り
顕
著
と
な
っ
て
き
た
「
漢

宋
兼
採
」
の
思
潮
の
存
在
で
あ
る
。
例
え
ば
、
彼
の
摯
友
で
あ

っ
た
劉
台
棋
や
子
の
江
喜
孫
な
ど
も
そ
の
よ
う
な
傾
向
を
有
し

(91) 
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て
い
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
稲
葉
誠
一
「
注
中

伝
稿
」
、
藤
塚
部
『
清
朝
文
化
東
伝
の
研
究
』
第
十
二
章
「
注

孟
慈
と
玩
堂
」
）
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
注
中
自
身
の
観

点
は
『
述
学
』
等
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
江

喜
孫
は
、
さ
き
に
挙
げ
た
よ
う
に
そ
の
父
が
宋
学
者
を
敵
視
し

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
「
も
し
伝
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
事
実
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
宋
学
を
奉
じ
て
い
る
劉

端
臨
（
台
棋
）
と
親
交
を
結
ぶ
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」
と
し
、
そ

の
よ
う
な
事
実
は
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
（
『
孤
児
編
』
巻
三
「
校
経
堂
集
凌
仲
子
撰
先
君
墓

銘
正
誤
」
）
。
こ
の
よ
う
な
反
論
が
現
れ
る
こ
と
は
、
注
中
の

宋
学
に
対
す
る
態
度
が
必
ず
し
も
通
説
の
ご
と
く
単
純
な
も
の

で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

注
氏
の
孟
•
荀
論
、
礼
学
、
そ
し
て
こ
の
漢
宋
学
に
対
す
る

立
場
な
ど
は
、
別
の
新
し
い
視
点
（
例
え
ば
、
経
世
学
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
趙
航
、
魏
宗
万
の
前
掲
論
文
に
お
い
て
集
中
し
て

扱
わ
れ
て
い
る
が
、
や
や
概
説
的
で
あ
る
）
か
ら
詳
し
く
見
て

み
る
必
要
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
今
後
の
探
求

の
課
題
と
し
た
い
。
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