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は
じ
め
に

中
江
兆
民

(

�)(

中
江
篤
介
、
兆
民
は
号
、
弘
化
四
年

(

一
八
四
七)－

明
治
三
四
年

(

一
九
〇
一))

は
、
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル

ソ
ー(

Je
an

=
Jacq

u
e

s
R

o
u

sse
au

一
七
一
二－

一
七
七
八)

の
『
社
会
契
約
論
』(

D
u

C
on

tra
t

S
ocia

l
ou

P
rin

cip
es

d
u

d
roit

p
olitiqu

e

以
下
『
社
会
』
と
称
す)

を
翻
訳
し
、
自
身
の
解
説
を
付
し
た
『
民
約
訳
解
』(

以
下
『
訳
解
』
と
称
す)

に
よ
っ
て
、
東

洋
の
ル
ソ
ー
と
し
て
そ
の
名
辞
は
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る

(

�)

。
兆
民
が
「
日
本
の
」
で
は
な
く
「
東
洋
の
」
ル
ソ
ー
と
称
さ
れ
る
の
は
、

『
訳
解
』
が
古
典
中
国
語

(

漢
文)

の
文
体
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
中
国
や

(

�)

朝
鮮
半
島

(

�)

に
お
い
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。『
訳
解
』
の
中
身
に
つ
い
て
は
、「
名
訳
で
あ
り
、
し
か
も
お
ど
ろ
く
ほ
ど
正
確
」

(

�)

だ
と
か
、
本
邦
初
の
『
社
会
』
の
全

訳
、
服
部
徳
の
『
民
約
論
』(

明
治
一
〇
年)

と
し
ば
し
ば
比
較
さ
れ
、「
概
し
て
極
め
て
正
確
な
訳
」

(

�)

と
も
評
さ
れ
る
。
さ
ら
に
は
、

訳
の
み
で
は
な
く
解
説
も
付
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
、「
ル
ソ
オ
思
想
と
し
て
把
握
し
た
も
の
を
能
う
か
ぎ
り
正
確
に
読
者
に
伝
達
」

し
た
か
っ
た
も
の
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。

(

�)

こ
の
よ
う
に
『
訳
解
』
に
関
す
る
先
行
研
究
の
多
く
は
、
ル
ソ
ー
に
対
す
る

群
を
抜
い
た
理
解
と
そ
の
翻
訳
の
正
確
性
を
し
ば
し
ば
強
調
す
る
。
確
か
に
「
訳
者
緒
言
」
に
お
い
て
兆
民
が
、「
余
蚤
歳
よ
り
嗜
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テ
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モ
ラ
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み
て
此
の
書

[
D

u
C

on
tra

t
S

ocia
l

引
用
者
注]

を
読
み
、
久
々
に
し
て
得
る
と
こ
ろ
あ
る
を
覚
ゆ
。
乃
ち
取
り
て
之
を
訳
し
、

其
の
解
し
難
き
処
は
従
い
て
之
に
解
を
加
え
、
名
づ
け
て
民
約
訳
解
と
曰
う
」

(

�)

と
述
べ
る
よ
う
に
、『
訳
解
』
は
一
面
に
お
い
て
は

翻
訳
書
で
あ
る
こ
と
に
違
い
な
い
。
加
え
て
漢
籍
に
由
来
す
る
儒
学
用
語
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
り
、
西
洋
思
想
固
有
の
概
念
を
見

事
に
表
し
て
い
る
箇
所
も
ま
た
窺
え
る
。

(

�)

と
は
い
え
、
他
面
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
原
著
の
正
確
な
翻
訳
で
あ
る
と
は
い
え
ず
、

原
著
に
従
わ
な
い
箇
所
も
ま
た
往
々
に
し
て
確
認
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
同
書
は
巻
之
二
第
六
章
「
律
例
」(

L
iv

re
II

C
h

ap
itre

V
I

D
e

la
lo

i

「
法
に
つ
い
て｣)

ま
で
し
か
翻
訳
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
立
法
者
に
つ
い
て
」(

D
u
�
������	
�

�)

以
降
は
訳
出
さ
れ
な
い

こ
と
、
さ
ら
に
は
一
般
意
志(

la
����

	�
���

����)

、
全
体
意
志(

la

����

	�
d
e

to
u

s)

、
そ
し
て
特
殊
意
志(

la

����

	�
�
��	��

�
����
)

と
い
う
三
者
の
関
係
に
お
い
て
も
原
著
と
異
に
す
る
。

本
稿
で
は
兆
民
が
あ
え
て
こ
の
よ
う
に
原
著
と
異
に
す
る
「
翻
訳
」
に
し
た
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
れ
に
あ
た
っ
て
、『
訳

解
』
の
冒
頭
の
一
節
に
お
か
れ
、
ま
た
そ
の
主
題
で
も
あ
る
「
義
与
レ

利
果
不
レ

可
レ

得
レ

合
邪
」(

義
と
利
、
果
た
し
て
合
す
る
を
得

べ
か
ら
ざ
る
か)

を
中
心
に
検
討
を
行
う
。

(

�)
漢
文
法
的
に
こ
の
一
節
を
解
釈
す
る
と
、「
邪
」
の
字
に
よ
り
「
義
と
利
は
合
す
る
」

と
い
う
回
答
を
想
定
す
る
疑
問
文
、
も
し
く
は
「
義
と
利
は
合
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
い
や
合
す
る
」
と
い
う
反
語
文
と
な
る
。

と
も
か
く
『
訳
解
』
は
冒
頭
で
「
義
と
利
は
合
す
る
」
と
宣
言
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
を
展
開
し
証
明
す
る
こ
と
が
主
眼
に
置
か
れ
る
。

一
方
の
『
社
会
』
は
、「
人
間
を
あ
る
が
ま
ま
に
現
実
の
姿
で
と
ら
え
、
法
を
あ
り
う
る
可
能
の
姿
で
と
ら
え
た
場
合
に
、
社
会
の

秩
序
の
な
か
に
、
正
当
に
し
て
確
実
な
国
家
の
建
設
や
国
法
の
基
準
が
あ
る
か
ど
う
か
」
を
研
究
す
る
こ
と
が

(

�)

主
題
で
あ
る
。
そ
し

て
ル
ソ
ー
は
、「
あ
る
べ
き
法
」
即
ち
一
般
意
志
が
実
現
さ
れ
る
た
め
に
は
、「
立
法
者
」(

le
�
������	
�

�)

を
俟
た
ね
ば
な
ら
な

い
と
主
張
す
る
。
し
か
し
先
の
命
題
に
固
執
す
る
兆
民
に
と
っ
て
こ
れ
は
無
用
な
議
論
と
な
る
。

(

�)

こ
の
よ
う
に
兆
民
が
ル
ソ
ー
と
異
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な
り
、「
義
」
と
「
利
」
の
合
一
如
何
を
問
題
と
し
て
い
る
た
め
、『
訳
解
』
を
『
社
会
』
と
同
趣
旨
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
『
訳
解
』
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
兆
民
が
用
い
る
「
義
」
と
「
利
」
と
い
う
観
点
か
ら
改
め
て
見

直
す
必
要
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
義
」
と
「
利
」
を
め
ぐ
る
相
克
は
、
儒
学
思
想
に
お
け
る
根
本
命
題
の
一
つ
で
あ
る
。

(

�)

儒
学
で
は
「
利
」
で
は
な

く

｢

義｣

を
前
提
と
す
る
行
為
、
即
ち
「
重
義
軽
利
」
を
道
徳
的
観
念
と
す
る
。

(

�)

そ
し
て
相
克
関
係
に
あ
る
両
者
は
『
訳
解
』
に
お

い
て
「
合
す
る
」
と
い
う
義
利
合
一
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
義
利
合
一
論
と
は
ど
の
よ
う
な
思
想
で
あ
る
の
か
を
整
理
す
る

に
あ
た
り
、
兆
民
と
同
時
代
人
で
あ
る
三
島
中
洲
と
渋
沢
栄
一
の
義
利
合
一
論
を
は
じ
め
に
参
照
す
る
。
こ
れ
ら
を
補
助
線
と
す
る

こ
と
で
、『
訳
解
』
に
お
け
る
義
利
合
一
論
の
本
質
を
本
稿
で
は
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う
。

以
上
の
よ
う
に
、『
訳
解
』
が
「
義
と
利
は
合
す
る
」
と
い
う
儒
学
的
問
題
設
定
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
に
よ
り
原
著
の
趣

旨
か
ら
の
逸
脱
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
兆
民
を
ル
ソ
ー
の
紹
介
者
と
し
て
一
概
に
は
み
な
せ
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

『
訳
解
』
を
ル
ソ
ー
の
思
想
を
紹
介
し
て
い
る
単
な
る
翻
訳
書
で
は
な
く
、
兆
民
そ
の
人
の
思
想
の
展
開
が
試
み
ら
れ
て
い
る
「
思

想
作
品
」
と
し
て
再
評
価
す
る
。
要
す
る
に
、『
訳
解
』
に
お
け
る
兆
民
を
「
東
洋
の
ル
ソ
ー｣

、
即
ち
『
社
会
』
の
翻
訳
者
と
し
て

無
批
判
に
認
め
て
き
た
従
来
の
態
度
に
再
考
を
迫
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
ル
ソ
ー
か
ら
乖
離
す
る
兆
民
に
焦
点

を
当
て
る
。
ル
ソ
ー
と
兆
民
と
の
乖
離
は
、『
訳
解
』
が
「
義
与
レ

利
果
不
レ

可
レ

得
レ

合
邪
」
と
冒
頭
で
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
既

に
は
じ
ま
る
。
こ
こ
か
ら
ル
ソ
ー
の
思
想
の
的
確
な
紹
介
を
留
保
し
、「
義
」
と
「
利
」
の
合
一
に
徹
す
る
兆
民
の
姿
勢
が
み
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
兆
民
は
、
儒
学
者
で
あ
る
こ
と
を
本
稿
で
は
明
ら
か
に
す
る
。
つ
ま
り
、
中
国
思
想
を
通

じ
て
ル
ソ
ー
の
思
想
を
紹
介
し
た
従
来
の
「
東
洋
の
ル
ソ
ー
」
像
を
再
考
し
、
兆
民
自
身
の
思
想
と
い
う
観
点
に
基
づ
き
、『
訳
解
』
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へ
の
検
討
を
行
う
こ
と
で
「
儒
学
者
兆
民
」
と
い
う
新
た
な
「
東
洋
の
ル
ソ
ー
」
像
を
提
出
す
る
こ
と
を
本
稿
で
は
企
図
す
る
。
こ

れ
ま
で
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
『
訳
解
』
を
み
る
こ
と
で
近
代
日
本
に
お
け
る
西
洋
思
想
の
受
容
史
に
「
儒
学
者
兆
民
」
と
い
う
新

た
な
視
座
を
導
入
す
る
こ
と
が
本
稿
で
は
試
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
儒
学
思
想
と
兆
民
の
立
ち
位
置
を
改
め
て
検
討
す
る
作
業

に
通
じ
る
で
あ
ろ
う
。

(

�)
第
一
章

義
利
合
一
論

「
義
」
と
「
利
」
を
め
ぐ
る
相
克
は
、
儒
学
者
に
と
っ
て
主
た
る
問
題
関
心
で
あ
る
。

(

�)
｢

義
」
と
「
利
」
を
秤
に
か
け
た
と
き
、

優
先
さ
れ
る
べ
き
は
前
者
と
す
る
こ
と
を
中
国
古
典
の
多
く
が
認
め
、

(

�)

こ
れ
に
反
す
る
場
合
は
往
々
に
し
て
異
端
と
み
な
さ
れ
る
。

(

�)

こ
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、『
訳
解
』
の
冒
頭
で
兆
民
が
「
義
与
レ

利
果
不
レ

可
レ

得
レ

合
邪
」
と
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
社
会
』
は
、

儒
学
的
な
問
題
関
心
へ
と
置
き
換
わ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
で
は
、「
義
」
と
「
利
」
の
相
克
を
解
消
す
る
義
利
合
一
と
は
い

か
な
る
思
想
で
あ
る
の
か
。
こ
こ
で
は
『
訳
解
』
の
検
討
へ
移
る
前
に
、
儒
学
思
想
に
お
け
る
義
利
合
一
に
つ
い
て
整
理
す
る
。

第
一
節
「
義
」
と
「
利
」
の
原
義
的
検
討

儒
学
思
想
に
お
い
て
「
義
」
と
「
利
」
と
は
対
概
念
な
も
の
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
が
、
両
者
が
そ
も
そ
も
同
根
で
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
諸
橋
轍
次
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
。
即
ち
、「
義
と
い
う
語
は
実
は
仁
に
配
せ
ら
れ
る
に
先
立
っ
て
、
先
ず

利
と
連
称
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
文
字
の
説
明
に
従
え
ば
、
利
は
禾
刀
に
従
い
、
義
は
羊
我
に
従
う
。
即
ち
利
は
刀
を
以
て
禾

(

穀

物)

を
刈
取
る
の
意
で
あ
り
、
義
は
古
の
家
畜
の
代
表
た
る
羊
を
、
我
が
物
に
す
る
意
味
で
あ
る
。
即
ち
利
と
義
と
は
根
本
に
於
て
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極
め
て
相
通
ず
る
所
が
」

(

�)

あ
る
。
そ
し
て
両
者
が
相
反
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、「
然
る
に
其
の
後
自
然
の
間
に
利
は
形
而
下
と

し
て
、
物
質
的
方
面
に
用
い
ら
れ
る
慣
例
と
な
り
、
義
は
形
而
上
と
し
て
、
精
神
的
の
意
に
解
せ
ら
れ
る
事
が
多
く
な
っ
て
来
た
。

こ
の
用
例
の
変
遷
が
生
じ
て
来
る
と
、
此
の
二
つ
の
概
念
は
相
背
馳
す
る
概
念
と
な
り
、
自
然
其
の
間
に
公
私
の
心
の
区
別
に
よ
る

も
の
と
解
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
」

(

�)

か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、「
義
」
と
い
う
字
が
、「
羊
」
と
「
我
」
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

「
羊
を
我
が
物
」
と
す
る
こ
と
と
、「
利
」
が
「
穀
物
を
刈
り
取
る
」
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
を
踏
ま
え
て
、「
自
分

の
も
の
と
す
る
」
と
い
う
原
義
で
二
字
は
相
い
共
通
す
る
。
し
か
し
、「
利
」
が
物
質
的
、「
義
」
が
精
神
的
な
謂
い
と
し
て
用
い
ら

れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
両
者
は
相
反
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
ま
た
、
白
川
静
は
、「
義
」
を
「
我
は
鋸
の
象
形
。

羊
に
鋸
を
加
え
て
截
り
、
犠
牲
と
す
る
意
。
そ
の
牲
体
に
犠
牲
と
し
て
神
な
ど
に
仕
え
る
の
に
欠
陥
が
な
く
、
神
意
に
か
な
う
も
の

と
し
て
『
義
し
い
』
の
意
が
生
ま
れ
る
」

(
�)

と
、「
利
」
を
「
刀
を
以
て
禾
穀
を
刈
る
の
で
鋭
利
の
意
が
あ
り
、
収
穫
を
得
る
の
で
利

得
の
意
が
あ
る
」

(

�)

と
し
て
、
形
而
上
と
し
て
の
「
義
」
と
形
而
下
と
し
て
の
「
利
」
を
説
明
す
る
。

(

�)

「
義
」
と
「
利
」
の
相
克
が
儒
学
思
想
に
お
い
て
重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
が
、
根
本
に
お
い
て
両
者

が
同
根
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
見
逃
せ
な
い
。

(

�)
確
か
に
、
儒
学
思
想
で
は
伝
統
的
に
義
を
重
ん
じ
利
を
卑
し
む
が
、
そ
れ
は
「
国

家
や
共
同
体
と
個
人
の
利
害
関
係
に
お
い
て
、
…『

公
』
の
た
め
の
す
べ
て
の
私
益
、
私
欲
の
追
求
を
禁
じ
る
倫
理
が
至
上
と
な
」
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

(

�)

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
性
質
を
有
し
た
「
義
」
と
「
利
」
が
合
す
る
と
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ
る
の
か
。
こ
の

点
に
関
し
て
、
二
松
学
舎
に
て
兆
民
に
漢
学
を
指
導
し
た
三
島
中
洲
と
、
中
洲
と
交
流
を
も
っ
て
い
た
渋
沢
栄
一
に
よ
る
義
利
合
一

論
を
確
認
す
る
。

(

	)
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第
二
節

三
島
中
洲
の
義
利
合
一
論

本
論
に
入
る
前
に
、
三
島
中
洲

(

三
島
毅
、
中
洲
は
号
、
文
政
一
三
年

(

一
八
三
一)－

大
正
八
年

(

一
九
一
九))

と
兆
民
と
の

関
係
に
つ
い
て
一
言
す
る
。
兆
民
は
中
洲
が
主
宰
す
る
漢
学
塾
、
二
松
学
舎
に
お
い
て
漢
学
を
学
ん
で
い
る
。

(

�)

こ
こ
で
の
漢
学
修
行

の
努
力
成
果
の
一
つ
と
し
て
後
述
す
る
「
論
公
利
私
利
」
と
い
う
中
洲
か
ら
高
い
評
価
を
得
た
論
説
文
が
挙
げ
ら
れ
る
。

(

�)

さ
ら
に
は
、

『
訳
解
』
そ
の
も
の
が
中
洲
か
ら
受
け
た
学
恩
の
最
大
の
努
力
対
象
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

(

�)

兆
民
の
漢
文
力
向
上
に

彼
が
一
役
買
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

(

�)

二
松
学
舎
は
、
陽
明
学
に
よ
る
教
育
を
校
是
と
し
て
い
た
が
、
広
汎
な
儒
学
学
説
か

ら
教
材
を
採
用
し
て
い
た
。

(
�)
そ
し
て
な
に
よ
り
、
中
洲
本
人
が
し
ば
し
ば
主
張
し
た
の
は
陽
明
学
の
理
気
合
一
説
を
発
展
さ
せ
た
義

利
合
一
論
で
あ
っ
た
。

(

�)

中
洲
に
お
け
る
義
利
合
一
論
は
、「
義
利
合
一
説
」(

明
治
一
九
年
一
〇
月)

や
「
道
徳
経
済
合
一
説
」(

明
治
四
一
年
一
一
月)

(

�)

に
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
洲
の
議
論
は
、
彼
が
信
奉
し
て
い
た
陽
明
学
の
理
気
合
一
な
い
し
は
知
行
合
一
に
基
づ
い
て
い

る
。

(

	)

つ
ま
り
、
中
洲
は
「『

理
』
と
『
義』

、『
気
』
と
『
利
』
と
は
そ
れ
ぞ
れ
一
体
で
対
応
す
る
も
の
と
し
、
天
上
の
理
気
と
地
上

の
義
利
を
対
比
的
に
認
識
」
す
る
。

(


)

こ
の
よ
う
に
、
天
上
に
お
い
て
道
徳
と
経
済
が
合
一
し
て
い
れ
ば
、
地
上
の
「
人
の
経
済
」
に

お
い
て
も
道
徳
が
結
び
付
く
と
彼
は
考
え
る
。

(

�)

そ
し
て
天
上
で
理
気
が
合
一
し
て
い
る
の
と
同
様
に
、
地
上
に
お
い
て
も
「
義
を
も
っ

て
利
を
得
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
道
徳
を
も
っ
て
経
済
を
営
む
こ
と
が
」
意
識
的
に
要
請
さ
れ
る
。

(

�)

こ
れ
は
『
易
経
』
が
い
う
「
元
亨

利
貞
」
に
適
い
、「
王
陽
明
が
所
謂
理
者
気
中
之
條
理
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。

(

)

そ
れ
で
は
、
中
洲
に
お
け
る
「
利
」
と
は
、「
利
者

義
之
和
也｣

(『

易
経』)

、
つ
ま
り
「
利
は
義
の
結
果
」
得
ら
れ
る
。

(

�)

だ
か
ら
、「
義
は
必
ず
利
を
得
べ
き
も
の
な
り
、
利
を
得
ざ
る

の
義
は
、
眞
義
に
非
ず
又
義
に
由
ら
ざ
る
の
利
は
、
私
利
浮
利
に
て
眞
利
に
非
る
な
り
、
…
陽
明
が
知
行
合
一
を
説
き
て
、
知
者
行
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之
始
行
者
知
之
終
と
云
い
た
る
と
同
口
気
な
り
、
故
に
余
は
義
利
合
一
を
説
き
て
、
義
は
利
の
始
、
利
は
義
の
終
」

(

�)

と
な
る
。
こ
こ

に
お
け
る
中
洲
の
本
意
は
、
義
と
利
と
は
互
い
に
密
接
不
可
分
で
あ
る
こ
と
へ
の
強
調
に
あ
る
。

(

�)

さ
ら
に
、
両
者
の
先
後
関
係
に
つ

い
て
言
う
な
ら
ば
、「
眞
義
眞
利
の
合
一
に
帰
す
る
こ
と
、
益
々
明
確
な
り
、
然
れ
ど
も
之
を
行
う
に
至
り
て
は
、
先
後
の
次
序
、

軽
重
の
権
衡
を
知
ら
ざ
れ
は
、
又
之
を
合
一
に
す
る
こ
と
能
は
ず
、
義
利
先
後
の
次
序
を
云
え
ば
、
利
を
先
に
し
、
義
を
後
に
せ
ざ

る
可
か
ら
ず
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
利
が
先
で
義
が
後
と
な
る
。

(

�)

そ
の
一
方
で
、
中
洲
は
「
然
し
元
来
の
自
然
よ
り
云
へ
ば
、
義
利

合
一
に
て
、
先
後
あ
る
可
き
筈
な
し
」
と
も
述
べ
る
。

(

�)

つ
ま
り
、「
人
間
の
理
性
が
正
常
に
働
く
状
態
」
即
ち
「
元
来
の
自
然
」
で

は
、
こ
の
よ
う
な
議
論
は
無
用
で
あ
る
と
考
え
る
。

(

�)

中
洲
の
先
利
後
義
に
は
、
形
而
上
理
か
ら
、
気
が
生
じ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う

「
宋
儒
」
即
ち
朱
子
学
者
た
ち
に
よ
る
考
え
に
対
す
る
批
判
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
気｣

＝｢

利
」
が
「
理｣

＝｢

義
」
よ

り
も
先
行
す
る
と
い
う
考
え
方
が
中
洲
の
義
利
合
一
に
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

(

�)

第
三
節

渋
沢
栄
一
の
義
利
合
一
論

渋
沢
栄
一

(

天
保
一
一
年

(

一
八
四
〇)－

昭
和
六
年

(

一
九
三
一))

は
、
日
本
の
資
本
主
義
の
勃
興
期
か
ら
企
業
家
と
し
て
経

済
を
担
い
、「
日
本
資
本
主
義
の
父
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
渋
沢
と
中
洲
と
の
間
に
は
深
い
親
交
が
あ
り
、
渋
沢
に
と
っ
て
中
洲
は
、

「
論
語
を
中
心
と
す
る
儒
教
教
義
の
蘊
奥
を
究
め
た
理
論
家
で
あ
り
、
理
論
面
か
ら
渋
沢
を
輔
弼
し
て
く
れ
る
存
在
」
で
あ
っ
た
。

(

�)

一
方
で
中
洲
に
と
っ
て
の
渋
沢
も
「
義
利
合
一
論
を
実
務
で
体
現
し
て
く
れ
る
存
在
」
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
両
者
は
「
互
い
に
か
け

て
い
る
部
分
を
補
い
合
い
な
が
ら
、
尊
重
し
合
う
」
関
係
に
あ
っ
た
。

(

	)
と
は
い
え
、
渋
沢
に
お
け
る
義
利
合
一
論
は
中
洲
の
そ
れ
と

は
一
致
し
な
い
。
渋
沢
は
、
中
洲
と
異
な
り
「
天
」
と
い
う
概
念
を
持
ち
出
さ
ず
「
義
」
は
「
善
」
と
、「
利
」
は
「
慾
」
と
結
び
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つ
く
と
考
え
る
。

(

�)

「
善
」
と
「
慾
」
は
と
も
に
人
間
の
内
面
に
存
在
す
る
か
ら
、
そ
れ
ら
と
不
可
分
な
「
義
」
と
「
利
」
は
合
一
せ

ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

(

�)

こ
の
点
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
渋
沢
の
「
義
」
と
「
利
」
に
つ
い
て
具
体
的
に
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

渋
沢
の
「
義
」
と
「
利
」
と
の
関
係
で
重
要
な
著
作
は
、『
論
語
講
義
』(

以
下
、『
講
義
』
と
称
す)

で
あ
る
。
同
書
は
『
論
語
』

解
釈
で
あ
る
と
同
時
に
、
論
旨
と
は
か
な
ら
ず
し
も
合
致
し
な
い
道
徳
論
も
ま
た
展
開
さ
れ
て
い
る
故
に
、
彼
の
義
利
合
一
論
も
儒

学
者
一
般
の
そ
れ
と
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。

(

�)

し
た
が
っ
て
、
本
節
で
渋
沢
の
義
利
合
一
論
を
整
理
す
る
に
あ
た
り
、『
講
義
』
が

『
論
語
』
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
、
渋
沢
の
「
義
」
に
つ
い
て
『
講
義
』
は
、『
論

語
』(

述
而
第
七)

の
「
子
曰
。
徳
之
不
修
。
学
之
不
講
。
聞
義
不
能
徒
。
不
善
不
能
改
。
是
吾
憂
也
。」
を
『
孟
子
』
の
性
善
説
を

援
用
し
た
う
え
で
次
の
よ
う
に
い
う
。
即
ち
、「
蓋
し
人
間
本
来
の
面
目
は
善
で
あ
る
。
悪
は
何
人
も
好
ま
ぬ
所
で
あ
る
。
果
た
し

て
然
ら
ば
、
義
を
聞
け
ば
直
ち
に
徒
り
、
不
善
と
知
っ
た
な
ら
ば
、
直
ち
に
改
め
、
徳
を
修
め
学
を
講
じ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、

実
際
は
な
か
な
か
そ
う
ゆ
か
ず
、
孔
子
夫
子
さ
へ
も
『
こ
れ
我
が
憂
い
な
り
』
と
仰
せ
ら
れ
た
所
以
で
、
と
か
く
人
は
徳
も
修
め
ず

学
も
講
ぜ
ず
、
義
を
聞
き
て
も
徒
ら
ず
、
不
善
も
改
め
た
く
な
い
も
の
で
あ
る｣

。

(

�)

渋
沢
は
性
善
説
に
立
脚
す
る
こ
と
で
、「
義
と
利

と
も
に
人
間
の
内
面
に
あ
る
と
い
う
結
論
」
に
至
る
。

(
�)

か
つ
、
人
間
に
内
在
す
る
「
義
」
と
「
利
」
が
合
一
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人

間
を
徳
か
ら
疎
外
す
る
「
七
情
」
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

(

�)

渋
沢
に
お
い
て
「
利
」
は
明
確
に
定
義
さ
れ
て
い
な
い
が
、

こ
れ
を
「
算
盤
」
と
み
な
す
論
者
も
い
る
。

(

�)

そ
う
い
う
こ
と
で
、
渋
沢
は
「
利
」
に
か
な
り
広
い
意
味
を
含
ま
せ
て
お
り
、
国
家
を

視
野
に
置
い
た
、
企
業
家
と
し
て
然
る
べ
き
利
を
追
求
す
る
姿
勢
を
認
め
得
る
。

(

	)

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
渋
沢
は
性
善
説
に
立
脚
す

る
こ
と
で
、「
善
と
不
可
分
の
義
も
人
間
の
内
面
に
あ
る
と
考
え
、
慾
と
い
う
性
情
は
い
う
ま
で
も
な
く
人
間
の
内
面
に
あ
る
と
考

え
た
。
規
矩
準
縄
を
示
す
義
と
、
利
の
原
動
力
で
あ
る
慾
は
と
も
に
人
間
の
内
面
に
存
在
す
る
が
ゆ
え
に
、
義
と
利
は
合
一
す
べ
し
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と
す
る
義
利
合
一
説
に
は
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
論
理
」
を
展
開
し
た

(

�)

。
加
え
て
、
渋
沢
が
人
間
の
内
面
を
重
視
し
て
い
る

こ
と
か
ら
も
中
洲
の
義
利
合
一
論
に
比
し
て
、
よ
り
ミ
ク
ロ
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
も
窺
え
る
。

(

�)

両
者
の
説
は
そ

の
中
身
に
お
い
て
差
異
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
経
済
と
の
関
連
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
共
通
性
を
見
出
せ
る
。

以
上
、
兆
民
と
同
時
代
を
生
き
た
三
島
中
洲
と
渋
沢
栄
一
に
よ
る
義
利
合
一
論
を
確
認
し
た
。
漢
学
に
明
る
い
両
者
の
一
方
は
法

曹
界
で
、
他
方
は
実
業
界
に
お
い
て
義
利
合
一
を
説
く
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
で
利
を
追
求
し
た
。

(

�)

翻
っ
て
、
彼
ら
の
よ
う
に

国
家
レ
ベ
ル
の
仕
事
に
当
時
い
な
か
っ
た
が
、
両
者
と
同
じ
く
漢
学
に
明
る
い
兆
民
が
『
訳
解
』
で
説
い
た
義
利
合
一
論
と
は
い
か

な
る
も
の
で
あ
る
の
か
。

第
二
章

中
江
兆
民
に
お
け
る
「
義
」
と
「
利
」

本
章
で
は
、『
訳
解
』
に
お
け
る
一
般
意
志
、
全
体
意
志
、
そ
し
て
特
殊
意
志

(

以
下
、
三
者
を
ま
と
め
て
一
般
意
志
論
と
称
す)

の
訳
出
の
仕
方
に
注
目
す
る

(

�)

『
社
会
』
に
お
い
て
一
般
意
志
論
は
重
要
な
論
点
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、『
訳
解
』
は
こ
れ
を
正
確
に

訳
さ
な
い
。

ル
ソ
ー
は
、
人
民
自
身
に
よ
っ
て
一
般
意
志
へ
到
達
す
る
こ
と
を
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
た
め

｢

立
法
者
」(

le
�
������	
�

�)

と
い
う
人
民
の
叡
智
を
は
る
か
に
超
越
し
た
人
物
を
要
請
す
る
。
し
か
し
『
訳
解
』
は
、「
立
法
者
に
つ
い
て｣

(
D

u
�
������	
�

�)

の
直
前
で
訳
出
作
業
を
中
断
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も｢

立
法
者
」
の
登
場
を
積
極
的
に
認
め
な
い
。
こ
の
よ
う
な
差
異
は
兆
民
に
お

け
る
、
一
般
意
志
論
と
大
い
に
関
わ
る
た
め
、
彼
が
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
の
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
兆

民
の
一
般
意
志
論
に
お
い
て
は
、「
義
」
と
「
利
」
さ
ら
に
は
「
私
利
」
と
「
公
利
」
と
い
う
概
念
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
し
た
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が
っ
て
、『
訳
解
』
の
冒
頭
「
義
与
レ

利
果
不
レ

可
レ

得
レ

合
邪
」
と
い
う
問
題
設
定
が
兆
民
の
一
般
意
志
論
と
も
ま
た
無
関
係
で
は
な

い
こ
と
を
本
章
以
降
で
明
ら
か
に
す
る
。

第
一
節

兆
民
の
一
般
意
志
考
―｢

衆
志
者
、
必
於
二

衆
人
之
志
之
中
一

得
レ

之
」
を
中
心
に
―

以
下
で
は
、
一
般
意
志
論
が
主
に
展
開
さ
れ
る
第
二
編

(

巻
之
二)

を
中
心
に
、
原
文
と
当
該
箇
所
の
兆
民
訳
と
を
対
比
す
る
。

ま
ず
第
一
章
「
君
権
は
以
て
人
に
仮
す
可
か
ら
ず
」(

Q
u

e
la

���
����	


���
e

st
	

�	�



���)

よ
り
、
原
著
が
一
般
意
志
と
特

殊
意
志
を
説
明
す
る
と
こ
ろ
を
確
認
す
る

(

以
下
、『
社
会
』
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、
参
考
の
た
め
に
拙
訳
を
原
文
の
末
尾
に

付
す)

(

�)

。

la
�
��


��
�
���	��

	�
��

te
n

d
,

p
ar

sa
n

atu
re

,
au

x
�
������


���,
e

t
la

���

��

�
�


����
�
���

�	���
(

�)(

特
殊
意
志
は
そ
の

性
質
か
ら
不
平
等
へ
、
一
般
意
志
は
平
等
へ
赴
く)

「
訳｣：

私
利
之
為
レ

物
、
常
赴
二

偏
頗
一

、
而
公
利
之
為
レ

物
、
常
赴
二

周� (

�)

一(

私
利
の
物
た
る
、
常
に
偏
頗
に
赴
く
。
而
し
て

公
利
の
物
た
る
、
常
に
周�

に
赴
く)

兆
民
は
特
殊
意
志(

la
���


��
�
���	��

	���)

を
「
私
利｣

、
一
般
意
志(

la
���


��
��



���)

を
「
公
利
」
と
訳
出
す
る
。
そ

し
て
兆
民
は
原
文
に	


��
��
�

に
相
当
す
る
語
が
無
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
兆
民
は
あ
え
て
「
利
」
の
字
を
付
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
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る
。
続
い
て
第
三
章
「
衆
志
も
亦
た
錯
る
こ
と
有
る
か
」(

S
i

la
�����

��
���

�
	
��

p
e

u
t

e
rre

r)

の
議
論
は
次
の
と
お
り
。

Il
y

a
so

u
v
e

n
t

b
ie

n
d
e

la
�
���	��

��
e

n
tre

la
�����

��
d
e

to
u

s
e

t
la
�
����

��
���

�
	
��

;
ce

lle
-ci

n
e

re
g

ard
e
��

��
���

��
	�
�

co
m

m
u

n
;

l’au
tre

re
g

ard
e
�
���

��	��
�
	�

�
,

e
t

n
’e

st
q

u
’u

n
e

so
m

m
e

d
e
�����

��
�
�

	���

��	��
:

m
ais

����
d
e

ce
s

�
��

�
�
�
����

���
le

s
p

lu
s

e
t

le
s

m
o

in
s

q
u

i
s’e

n
tre

-��
�	�

���
�,

re
ste

p
o

u
r

so
m

m
e

d
e

s
����	��

���
la

�
����

��

�
��

�	
���
(

�)
(

全
体
意
志
と
一
般
意
志
と
の
あ
い
だ
に
は
、
し
ば
し
ば
大
い
な
る
違
い
が
あ
る
。
一
般
意
志
は
共
通
の
利
益
に
し

か
考
慮
し
な
い
が
、
全
体
意
志
は
私
的
な
利
益
に
こ
だ
わ
る
も
の
で
特
殊
意
志
の
合
計
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
特
殊
意
志
か
ら
、
相
殺
さ
れ
る
過
剰
な
面
と
不
足
な
面
を
除
去
す
れ
ば
、
一
般
意
志
が
そ
の
合
計
と
し
て
残
る)

「
訳｣：

衆
志
与
二

衆
人
之
志
一

、
大
有
二

相
異
者
一

、
請
得
レ

明
レ

之
、
衆
志
者
、
衆
人
之
所
二

共
然
一

也
、
衆
人
之
志
者
、
衆
人
之

所
二

自
然
一

也
、
故
衆
志
者
、
常
趨
二

于
公
一

、
而
衆
人
之
志
者
、
常
趨
二

于
私
一

、
雖
レ

然
所
謂
衆
志
者
、
必
於
二

衆
人
之
志
之
中
一

得
レ

之
、
何
以
言
レ

之
、
蓋
衆
人
皆
挟
二

其
私
一

焉
、
以
臨
レ

議
、
所
レ

云
衆
人
之
志
也
、
而
此
中
必
有
二

両
端
在
一

、
最
急
者
与
二

最

緩
者
一

、
最
激
者
与
二

最
和
者
一

之
謂
也
、
此
二
者
勢
必
不
二

相
容
一

矣
、
二
者
不
二

相
容
一

、
則
中
者
必
将
レ

出
二

其
間
一

、
是
乃
衆
志

之
所
レ

存
也
、
吾
故
曰
、
衆
志
者
、
必
於
二

衆
人
之
志
之
中
一

得
レ

之

(

�)(

衆
志
と
衆
人
の
志
と
は
、
大
い
に
相
い
異
な
る
も
の
有
り
。

請
う
、
之
を
明
か
に
す
る
を
得
ん
。
衆
志
な
る
も
の
は
、
衆
人
の
共
に
然
り
と
す
る
と
こ
ろ
な
り
。
衆
人
の
志
な
る
も
の
は
、

衆
人
の
自
か
ら
然
り
と
す
る
と
こ
ろ
な
り
。
故
に
衆
志
な
る
も
の
は
常
に
公
に
趨
り
、
而
し
て
衆
人
の
志
な
る
も
の
は
常
に
私

に
趨
る
。
然
り
と
雖
も
、
所
謂
る
衆
志
な
る
も
の
は
、
必
ず
衆
人
の
志
の
中
に
於
い
て
之
を
得
。
何
を
以
て
之
を
言
う
や
。
蓋
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し
衆
人
は
皆
な
其
の
私
を
挟
ん
で
以
て
議
に
臨
む
。
云
う
と
こ
ろ
の
衆
人
の
志
な
り
。
而
し
て
此
の
中
、
必
ず
両
端
在
る
有
り
。

最
も
急
な
る
も
の
と
最
も
緩
な
る
も
の
、
最
も
激
な
る
も
の
と
最
も
和
な
る
も
の
謂
な
り
。
此
の
二
者
は
、
勢
か
な
ら
ず
相
い

容
れ
ず
。
二
者
あ
い
容
れ
ざ
れ
ば
、
則
ち
中
な
る
も
の
の
必
ず
将
に
そ
の
間
に
出
で
ん
と
す
。
是
れ
乃
ち
衆
志
の
存
す
る
と
こ

ろ
な
り
。
吾
れ
故
に
曰
く
「
衆
志
な
る
も
の
は
、
必
ず
衆
人
の
志
の
中
に
於
い
て
之
を
得
」
と)

一
般
意
志
論
と
の
関
係
で
兆
民
訳
に
お
い
て
看
過
で
き
な
い
の
は
、
一
般
意
志

(

衆
志)

の
存
す
る
と
こ
ろ
は
全
体
意
志

(

衆
人

の
志)

の
「
中
」
と
、
い
わ
ゆ
る
四
書
の
一
つ
で
あ
る
『
中
庸
』
の
概
念
を
持
ち
出
す
こ
と
で
あ
る
。

(

�)

『
中
庸
』
は
元
来
『
礼
記
』

の
一
部
で
あ
っ
た
が
、
朱
熹
が
こ
れ
を
独
立
の
経
典
と
し
て
取
り
出
し

『

論
語』

『

孟
子』

『

大
学』

と
合
わ
せ
て
四
書
の
一
つ
に
数

え
た
。『
礼
記
』
の
「
中
庸
篇
」
に
つ
い
て
は
、「
論
語
や
孟
子
の
文
章
に
お
い
て
は
ま
だ
見
出
さ
れ
な
い
体
系
的
な
道
徳
論
を
記
載

し
て
お
り
、
孟
子
が
唱
え
出
し
た
性
善
説
を
、
よ
く
理
論
的
に
記
述
し
」
と
い
わ
れ
る
。

(

�)

さ
ら
に
、『
中
庸
』
は
朱
熹
以
降
の
中
国

哲
学
の
最
高
峰
と
ま
で
称
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

(
�)

儒
学
思
想
に
お
い
て
高
い
評
価
を
得
て
い
る
。「
中
」
は
、
日
常
普
遍
の
道
で
あ

り
、

(

�)

朱
熹
が
「
中
な
る
も
の
は
不
偏
不
倚
、
過
不
及
無
き
の
名
」
と

(

�)

す
る
よ
う
に
「
不
偏
」
で
「
過
ぎ
た
る
と
及
ば
ざ
る
と
の
無
い

こ
と
」
と
定
義
さ
れ
、
儒
学
に
お
い
て
最
も
重
要
な
概
念
の
一
つ
と
さ
れ
る
。

(

�)

一
般
意
志
が
「
中
」
で
あ
れ
ば
、
兆
民
が
こ
れ
を

「
常
赴
二

周�

一｣

、
そ
し
て
特
殊
意
志
を
「
常
赴
二

偏
頗
一

」
と
す
る
の
も
確
か
に
首
肯
で
き
る
。
さ
ら
に
兆
民
訳
で
み
ら
れ
る
「
議
」

と
の
関
係
で
語
ら
れ
る
「
両
端
」
は
、「
舜
は
其
れ
大
知
な
る
か
な
。
舜
は
問
う
と
こ
ろ
を
好
み
、
邇
言
を
察
す
る
こ
と
を
好
み
、

悪
を
隠
し
て
善
を
揚
げ
、
其
の
両
端
を
執
り
て
其
の
中
を
民
に
用
う
、
其
れ
斯
れ
以
て
舜
と
為
す
か
」

(

�)
(『

中
庸
章
句』)

に
お
い
て

み
ら
れ
る
用
語
で
、
多
く
の
人
の
議
論
が
相
違
す
る
場
合
、
結
局
そ
れ
を
お
し
つ
め
た
形
で
捉
え
れ
ば
、
甲
か
非
甲
か
の
二
つ
の
端
、
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極
端
の
こ
と
で
あ
る
。

(

�)

つ
ま
り
「
中
」
と
は
決
し
て
機
械
的
な
真
ん
中
を
指
す
の
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
一
箇
の
恰
好
の
処
」
を

指
す
。

(
�)

こ
の
よ
う
に
、
兆
民
が
「
中
」
を
持
ち
出
す
こ
と
で
一
般
意
志
を
整
理
す
る
こ
と
は
、
儒
学
的
な
思
惟
方
法
で

(

�)

も
っ
て
ル
ソ
ー

に
臨
ん
で
い
る
こ
と
の
証
左
の
一
つ
で
あ
る
。

ま
た
、
ル
ソ
ー
は
一
般
意
志
と
全
体
意
志
と
の
関
係
を
曖
昧
に
し
て
い
た
が

(

�)

、
兆
民
に
お
い
て
前
者
は
後
者
か
ら
導
き
出
せ
る
と

よ
り
積
極
的
に
断
言
す
る
。
原
著
で
は
結
局
、
人
民
は
全
体
意
志
か
ら
一
般
意
志
を
達
成
す
る
の
は
無
理
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
、

「
立
法
者
」
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
ル
ソ
ー
は
一
般
意
志
と
全
体
意
志
と
を
明
確
に
峻
別
す
る
。
し
か
し
兆
民
の
場
合
、

「
衆
志
な
る
も
の
は
、
必
ず
衆
人
の
志
の
中
に
於
い
て
之
を
得｣

、
即
ち
、「
衆
志
」(

一
般
意
志)

は
「
衆
人
之
志
」(

全
体
意
志)

の
「
中
」
と
し
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
あ
る
よ
う
に
、
一
般
意
志
と
全
体
意
志
と
の
関
係
を
連
続
的
な
も
の
で
あ
る
と
断
言
す

る
。

(

�)

こ
の
一
節
は
、
明
ら
か
に
ル
ソ
ー
の
主
張
と
は
異
な
る
が
、『
訳
解
』
で
は
二
度
も
繰
り
返
し
こ
の
点
を
強
調
す
る
こ
と
で
一

般
意
志
を
定
置
す
る
。

(

�)

そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
右
記
に
お
け
る
訳
語
の
問
題
に
着
目
す
る
と
、����

��
�	
�

co
m

m
u

n

を
「
公｣

、����
��
�	
�


����

を
「
私
」

と
訳
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、��

���	�

が
こ
こ
で
は
訳
出
さ
れ
て
い
な
い
。
確
か
に
兆
民
は
「
公
」
や
「
私
」
に��

���	�

を
内
包

さ
せ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
先
に
特
殊
意
志(

la
�����

��


�����

�����)

と
一
般
意
志(

la
�����

��
���

���)

を

そ
れ
ぞ
れ
「
私
利
の
物
た
る
」
と
「
公
利
の
物
た
る
」
と
本
来
不
要
な
は
ず
の
「
利
」
を
当
て
て
い
た
こ
と
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
に
、

兆
民
は��

���	�

の
訳
語
と
し
て
「
利
」
を
避
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
兆
民
が��

��
�	
�

を
「
利
」
と
訳
さ
な
い
こ
と
か
ら
一
般
意

志
論
に
お
け
る
「
利
」
は��

��
�	
�

に
限
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
次
に
、
こ
の
「
利
」
に
つ
い
て
さ
ら
な
る
検
討
を
加
え
よ
う
。
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第
二
節

le
b

ie
n

co
m

m
u

n

へ
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て

再
び
第
一
章
「
君
権
は
以
て
人
に
仮
す
可
か
ら
ず
」
に
戻
り
、
こ
こ
で
一
般
意
志
が
ど
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
の
か
を
「
利
」

の
字
に
留
意
し
つ
つ
確
認
す
る
。

L
a
�
���

��
��

e
t

la
p

lu
s

im
p

o
rtan

te
�	


���
�


��

d
e

s
p

rin
cip

e
s

ci-d
e

v
an

t
�������,

e
st

q
u

e
la

�	�	

��

��

�����

p
e

u
t

se
u

le
d

rig
e

r
le

s
fo

rce
s

d
e
���

���
se

lo
n

la
fin

d
e

so
n

in
stitu

tio
n
,

q
u

i
e

st
le

b
ie

n
co

m
m

u
n
(

�)(

前
に
先
立
ち
確
立
し
た
諸

原
則
か
ら
生
じ
る
第
一
の
最
も
重
要
な
結
果
は
、
一
般
意
志
の
み
が
国
家
の
設
立
目
的
で
あ
る
共
通
善
に
従
っ
て
国
家
の
諸
力

を
統
率
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る)

「
訳｣：

由
二

前
所
レ

述
衆
理
一

推
レ

之
、
更
又
得
二

一
理
一

、
而
其
可
二

崇
重
一

、
与
二

前
者
一

相
若
、
曰
董
二

率
国
之
力
一

、
使
下

其
必

副
二

法
制
之
所
一レ

旨
終
始
無

渝
上
レ

、
以
長
二

民、
之、
利、
一

者
、
独
有
二

公
志
一

而
已

(

�)(

前
に
述
べ
し
所
の
衆
理
に
由
り
て
之
を
推
す
に
、

更
に
又
た
一
理
を
得
。
而
し
て
其
の
崇
重
す
べ
き
こ
と
、
前
者
と
相
い
若
く
。
曰
く
、
国
の
力
を
董
率
し
、
其
を
し
て
必
ず

法
制
の
旨
と
す
る
と
こ
ろ
に
副
い
、
終
始
渝
る
こ
と
無
か
ら
し
め
、
以
て
民、
の、
利、
を
長
ず
る
も
の
は
、
独
り
公
志
あ
る
の
み
、

と)

こ
こ
で
の
注
目
点
は
、le

b
ie

n
co

m
m

u
n

が
「
民
之
利
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

(

�)
co

m
m

u
n

が
「
民
之
」
と
さ
れ
て

い
る
点
は
と
も
か
く
、b

ie
n

を
「
利
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

(

�)
ち
な
み
に
、
現
在
流
通
し
て
い
る
『
社
会
』
の
訳
書
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の
多
く
に
お
い
て
はle

b
ie

n
co

m
m

u
n

に
「
公
共
の
福
祉
」

(

�)

の
語
を
あ
て
る
。
と
こ
ろ
で
、
ル
ソ
ー
に
よ
る
と
、le

b
ie

n
co

m
m

u
n

と
は
「
共
通
善
」
の
こ
と
で
あ
る
。

(

�)

し
か
し
、
日
本
で
は
度
々
「
公
共
の
福
祉
」
と
同
義
、
さ
ら
に
は
「
共
通
の
利
益
」
も
し
く
は

「
公
共
の
利
益
」
の
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
指
摘
さ
れ
る
。

(

�)

ま
た
『
訳
解
』
の
現
代
語
訳
版
で
は
、
管
見
の
限
り
す
べ
て

le
b

ie
n

co
m

m
u

n

の
訳
語
「
民
之
利
」
を
「
人
民
の
利
益
」
と
解
釈
す
る
。

(

�)

こ
れ
ら
の
『
訳
解
』
の
現
代
語
訳
に
従
う
と
、
兆
民

は
原
著
の

b
ie

n
を
「
利
益
」
に
置
き
換
え
て
翻
訳
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
果
た
し
て
こ
の
よ
う
な
理
解
は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
を
詳
し
く
み
る
た
め
に
先
の
続
き
を
み
る
。

car,
si

l’o
p

p
o

sitio
n

d
e

s
��
������

p
articu

lie
rs

a
re

n
d

u
�
�	


�����

���������
�


�
�

d
e

s
��	�����,

c’e
st

l’acco
rd

d
e

ce
s

�
��



�
��
������

q
u

i
l’a

re
n

d
u

p
o

ssib
le

.
C

’e
st

ce
q

u
’il

y
a

d
e

co
m

m
u

n
d

an
s

ce
s
�
����

�

�
��

��
��
��
��

q
u

i
fo

rm
e

le
lie

n

so
cial;

e
t

s’il
n
’y

av
ait

p
as

q
u

e
lq

u
e

p
o

in
t

d
an

s
le

q
u

e
l

to
u

s
le

s
��
������

s’acco
rd

e
n

t,
n

u
lle

��	��
��

n
e

sau
rait

e
x

iste
r.

O
r

c’e
st

u
n

iq
u

e
m

e
n

t
su

r
ce

t
��
�����

co
m

m
u

n
q

u
e

la
��	����

d
o

it
���


���
�

��

�

.

(

�)
(

な
ぜ
な
ら
、
も
し
多
く
の
特
殊

な
利
益
の
対
立
が
社
会
の
設
立
の
た
め
に
要
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
設
立
を
可
能
に
し
た
の
も
同
様
の
特
殊
な
利
益
の
一
致
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
様
々
な
利
益
の
な
か
に
あ
る
共
通
な
も
の
が
社
会
的
紐
帯
を
形
成
し
、
も
し
全
て
の
利
益
が
一
致
す
る
何

ら
か
の
点
が
な
い
よ
う
な
ら
ば
、
い
か
な
る
社
会
も
存
在
し
な
い
。
従
っ
て
、
社
会
が
統
治
さ
れ
る
の
は
専
ら
共
通
な
利
益
に

基
づ
い
て
で
あ
る)

「
訳｣：

公
志
者
何
也
、
衆
人
之
所
二

同
然
一

是
已
、
蓋
当
初
人
々
所
二

以
相
共
盟
建
一レ

邦
者
無
レ

他
、
以
下

衆
人
各
利
二

其
利
一

、
相
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争
不
上
レ

已
、
是
以
相
共
設
二

法
制
一

、
思
レ

有
二

以
処
一レ

之
也
、
夫
衆
人
之
所
レ

利
、
雖
二

洵
各
相
異
一

、
然
其
間
亦
自
有
レ

所
二

相
同
一

、

唯
其
有
レ

所
二

相
同
一

、
此
即
邦
国
之
所
二

以
寄
一レ

基
也
、
若
衆
之
所
レ

利
、
皆
悉
相
異
、
無
三

一
所
二

相
同
一

、
雖
レ

有
二

盟
約
十
百
一

、

何
以
得
レ

為
レ

国
、
是
知
公
志
者
、
即
衆
利
所
二

相
同
一

之
処
、
而
唯
是
足
四

以
率
下

国
之
力
上

、
使
三

其
副
二

法
制
之
旨
一

而
已

(
(

�)

公
志

な
る
も
の
は
何
ぞ
や
。
衆
人
の
同
じ
く
然
り
と
す
る
と
こ
ろ
、
是
の
み
。
蓋
し
当
初
、
人
々
あ
い
共
に
盟
い
て
邦
を
建
て
し
所

以
の
も
の
は
、
他
な
し
、
衆
人
お
の
お
の
其
の
利
を
利
と
し
て
、
相
い
争
い
て
已
ま
ざ
る
を
以
て
、
是
を
以
て
相
い
共
に
法
制

を
設
け
、
以
て
之
に
処
す
る
有
ら
ん
と
思
う
な
り
。
そ
れ
衆
人
の
利
と
す
る
と
こ
ろ
、
洵
に
各
お
の
相
い
異
る
と
雖
も
、
然
も

其
の
間
、
亦
た
お
の
ず
か
ら
相
い
同
じ
き
と
こ
ろ
あ
り
。
唯
そ
れ
相
い
同
じ
き
所
あ
り
、
此
れ
即
ち
邦
国
の
基
を
寄
す
る
所
以

な
り
。
若
し
衆
の
利
と
す
る
所
、
皆
こ
と
ご
と
く
相
い
異
り
、
一
も
相
い
同
じ
き
と
こ
ろ
な
け
れ
ば
、
盟
約
十
百
あ
り
と
雖
も
、

何
を
以
て
国
を
為
す
を
得
ん
や
。
是
れ
知
る
、
公
志
な
る
も
の
は
、
即
ち
衆
利
あ
い
同
じ
き
と
こ
ろ
の
処
に
し
て
、
唯
だ
是
れ

の
み
以
て
国
の
力
を
率
い
て
、
其
を
し
て
法
制
の
旨
に
副
わ
し
む
る
に
足
る
こ
と
を)

こ
の
よ
う
に
ル
ソ
ー
は
、「
様
々
な
利
益
の
な
か
に
あ
る
共
通
な
も
の｣

、
即
ち
一
般
意
志
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
私
的
な
利
益

の
追
求
を
前
提
と
す
る
。
ま
た
こ
の
一
節
は
は
先
に
引
い
た
「
特
殊
意
志
か
ら
、
相
殺
さ
れ
る
過
剰
な
面
と
不
足
な
面
を
除
去
す
れ

ば
、
一
般
意
志
が
そ
の
合
計
と
し
て
残
る
」
の
言
い
換
え
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
原
理
論
で
は
こ
の
よ
う
に
一
般
意
志
は
導
出
さ
れ

る
が
、
現
実
論
と
し
て
こ
の
よ
う
な
望
み
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
人
民
は
盲
目
で
あ
り
、
自
分
に
と
っ
て
何
が

b
ie

n

で
あ
る
の
か
分

か
ら
な
か
っ
た
た
め
、
一
般
意
志
を
成
文
化
し
た
「
法
」(

la
lo

i)

を
立
法
す
る
と
い
う
困
難
な
事
業
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
だ
。

(

�
）

し
た
が
っ
て
ル
ソ
ー
は
一
般
意
志
（
共
通
善
）
を
達
成
す
る
た
め
唐
突
に
「
立
法
者
」
を
要
請
す
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
『
社
会
』

法と政治 70巻 4号 (2020年 2月)

儒
学
者
兆
民
序
説

1450

一
七



に
お
い
て
は��

��
��
�

と

b
ie

n

と
は
断
絶
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
、『
訳
解
』
は
全
体
意
志
と
一
般
意
志
を
連
続
的
な
関
係
と
し
て

捉
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は��

�����

とb
ie

n

は
断
絶
し
な
い
こ
と
、
即
ち
「
私
利
」
か
ら
「
公
利
」
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
兆
民
が
い
う
「
民
之
利
」
と
は
、
従
来
の
見
解
ど
お
り
単
に
「
民
の
利・
益・
」
を
指
す
も
の
で
は
な

い
。
仮
に
「b

ie
n

と��
����

�

は
ほ
と
ん
ど
同
義
」

(

�
）

な
も
の
と
し
て
み
な
せ
ば
、
兆
民
の
思
想
の
み
な
ら
ず
、
ル
ソ
ー
の
思
想
か
ら

も
逸
脱
す
る
。
そ
れ
で
は
、
兆
民
が
こ
こ
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
利
」
と
は
何
か
。
こ
れ
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、『
訳
解
』
の
冒
頭

に
あ
っ
た
よ
う
に
、「
利
」
と
と
も
に
語
ら
れ
る
べ
き
「
義
」
を
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
結
論
を
若
干
先
取
り
す

る
と
、
こ
こ
で
の
「
利
」
と
は
単
な
る
「
利
益
」
で
は
な
く
、「
義
」
に
合
し
た
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
『
訳
解
』
の
冒
頭

の
問
題
設
定
で
あ
っ
た
、「
義
利
合
一
」
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、『
訳
解
』
で
は
特
殊
意
志
・
全
体
意
志
そ
し
て
一
般
意
志
そ

れ
ぞ
れ
の
謂
い
で
あ
っ
た
「
私
利
」
と
「
公
利
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
兆
民
の
「
論
公
利
私
利
」
と
い
う
論
説
文
を
読
解
す
る
こ

と
で
そ
の
全
容
が
後
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
三
節

兆
民
に
お
け
る
ル
ソ
ー
と
「
義
」

本
節
で
着
目
す
る
の
は
、『
訳
解
』
で
兆
民
が
「
解
」
と
し
て
掲
げ
た
「
勉ベ

ン

雑ザ� �

は
単
に
利
の
み
を
論
じ
、
婁ル

ー

騒ソ
ー

は
并
せ
て
義
を

論
ず
」

(

�)

で
あ
る
。
こ
の
一
節
か
ら
、
ベ
ン
サ
ム
は
た
だ
「
利
」
の
み
を
論
じ
た
け
れ
ど
も
、
ル
ソ
ー
は
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、「
義
」

も
ま
た
論
じ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
兆
民
に
よ
っ
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
兆
民
に
よ
る
ベ
ン
サ
ム
理
解
が
妥
当

で
あ
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
の
問
題
と
せ
ず
、
本
節
で
は
兆
民
が
み
る
ル
ソ
ー
に
お
け
る
「
義
」
に
つ
い
て
扱
う
。

こ
の
解
説
は
、
巻
之
一
第
六
章
「
民
約
」(

D
u

p
acte

S
o

cial)

の
途
中
に
あ
り
、『
訳
解
』
を
単
行
本
化
す
る
に
あ
た
り
加
筆
さ
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れ
た
。

(

�)

原
著
に
お
け
る
当
該
章
で
は
、「
自
然
状
態
」
か
ら
「
社
会
状
態
」
へ
の
移
行
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
人
々
に
よ
る
「
社
会

契
約
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(

�)

こ
の
訳
出
に
先
立
ち
兆
民
は
、
原
文
に
は
な
い
一
節
で
以
て
次
の
よ
う
な
断
り
を
入
れ
る
。

「
訳｣：
蓋
当
時
事
情
委
曲
、
雖
レ

不
レ

可
二

得
而
考
一

、
理
則
亙
二

古
今
一

一
者
也
、
茲
乃
推
下

衆
人
所
上
レ

当
二

同
然
一

、
而
叙
二

其
言
一

如
左

(

�)(

け
だ
し
当
時
の
事
情
の
委
曲
は
、
得
て
考
う
可
か
ら
ず
と
雖
も
、
理
は
則
ち
古
今
に
亙
り
て
一
な
る
も
の
な
り
。
茲
に

乃
ち
衆
人
の
当
に
同
じ
く
然
る
べ
き
所
を
推
し
て
、
其
の
言
を
叙
す
る
こ
と
左
の
如
し)

「
自
然
状
態
」
か
ら
「
社
会
状
態
」
へ
の
移
行
に
つ
い
て
当
時
の
事
情
は
よ
く
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、「
理
」
は
古
今
を
通
じ

て
、
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
衆
人
の
「
当
に
同
じ
く
然
る
べ
き
」
点
に
つ
い
て
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
文
言
は
、
先

に
「
公
志
な
る
も
の
は
何
ぞ
や
。
衆
人
の
同
じ
く
然
り
と
す
る
と
こ
ろ
、
是
の
み
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
兆
民
が
一
般
意
志
を
説
明

す
る
に
あ
た
っ
て
も
登
場
し
て
い
た
。
こ
れ
が
『
孟
子
』
の
「
心
に
至
り
て
、
独
り
同
じ
く
然
り
と
す
る
所
無
か
ら
ん
や
、
と
。
心

の
同
じ
く
然
り
と
す
る
所
の
者
は
何
ぞ
や
。
謂
く
、
理
な
り
、
義
な
り
」

(

�)

が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
言
及
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、

(

�)

「
同
じ
く
然
り
」
と
は
『
孟
子
』
の
「
理
義
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
理
」
が
古
今
を
通
じ
て
一
で
あ
る
こ
と
、
即
ち

「
根
本
に
お
い
て
一
理
」
と
は
、
朱
子
学
の
根
本
理
念
で
あ
る
。

(
�)

以
上
の
よ
う
に
、
兆
民
が
「
理
」
や
「
理
義
」
に
則
っ
て
「
民

約
」
を
考
究
す
る
と
宣
言
し
た
と
き
、
彼
が
朱
子
学
的
な
思
惟
に
依
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ル
ソ
ー
に
よ

れ
ば
、
社
会
契
約(

民
約)

に
よ
っ
て
成
立
し
た
共
同
体
は
、「
一
般
意
志
の
最
高
の
指
揮
の
も
と
」(

la
��
�
��
�
�

d
ire

ctio
n

d
e

la

	

�
�

�
�
��

�
���)

に
お
か
れ
る
。
兆
民
は
、「
公
志
」(

一
般
意
志)

と
「
同
じ
く
然
る
所
」
を
等
価
と
す
る
よ
う
に
、
彼
に
と
っ
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て
の
一
般
意
志
は
「
理
義
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
導
く
「
社
会
契
約
」
と
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

「
解｣：

英
吉
利
勉
雑�

云
、
婁
騒
民
約
世
未
レ

聞
レ

有
二

若
者
一

、
…
婁
騒
固
言
、
民
約
之
条
目
、
未
下

甞
聞
上
レ

有
丙

挙
二

之
口
一

筆
乙

之
書
甲

、
蓋
婁
騒
尤
悪
下

世
之
論
二

政
術
一

者
往
々
徒
拠
二

実
迹
一

而
為
上
レ

説
、
故
本
書
、
専
推
二

道
理
一

立
レ

言
、
論
二

義
之
所
一レ

当
レ

然

(

�)(

英
吉
利
の
勉
雑�

い
う
、「
婁
騒
の
民
約
は
、
世
い
ま
だ
若
き
も
の
有
る
を
聞
か
ず
」
と
。
…
婁
騒
も
と
よ
り
言
え
り

「
民
約
の
条
目
、
未
だ
嘗
て
之
を
口
に
挙
げ
之
を
書
に
筆
に
せ
る
も
の
有
る
を
聞
か
ず
」
と
。
蓋
し
婁
騒
、
尤
も
世
の
政
術
を

論
ず
る
者
の
往
々
い
た
ず
ら
に
実
迹
に
拠
り
て
説
を
為
す
を
悪
む
。
故
に
本
書
、
専
ら
道
理
を
推
し
て
言
を
立
て
、
義
の
当
に

然
る
べ
き
所
を
論
ず)

社
会
契
約
と
は
、
事
実
で
は
な
く
道
理
に
よ
っ
て
推
論
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
兆
民
は
看
做
す
。
こ
の
一
節
は
「
訳
」
の
方
に
も
、

「
一
理
」
ま
た
は
「
理
義
」
に
則
っ
て
成
立
し
た
「
民
約
」
の
旨
意
は
、
確
乎
と
し
て
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
あ
る
。

(

�)

こ
の

こ
と
か
ら
も
、
右
記
の
直
後
に
く
る
「
勉
雑�

は
単
に
利
を
論
じ
、
婁
騒
は
并
せ
て
義
を
論
ず
」
に
お
け
る
「
義
」
も
ま
た
「
理
義
」

で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
兆
民
が
「
義
」
と
い
う
場
合
、
こ
れ
は
朱
子
学
や
『
孟
子
』
に
お
け
る
「
理
」
や
「
理
義
」
を
指
し
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。

と
こ
ろ
で
、
ベ
ン
サ
ム
と
の
対
比
に
よ
っ
て
「
利
」
の
み
な
ら
ず
「
理
義
」
を
も
ま
た
論
じ
て
い
る
と
兆
民
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ

た
ル
ソ
ー
は
、
本
当
に
「
理
義
」
を
論
じ
て
い
る
の
か
。
端
的
に
言
う
と
、
兆
民
に
よ
る
こ
の
解
説
は
『
社
会
』
の
趣
旨
に
妥
当
す

る
も
の
と
い
え
る
の
か
。
確
か
に
ル
ソ
ー
は
『
社
会
』
の
冒
頭
で
、「
あ
る
べ
き
法
を
調
べ
る
」
こ
と
が
同
書
の
主
題
で
あ
る
と
述
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べ
て
い
た
が
、
人
民
自
身
に
よ
っ
て
「
あ
る
べ
き
法
」
へ
の
到
達
を
不
可
能
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
人
民
は
各
々
の

「
利
益
」
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
り
、
全
体
意
志
へ
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
れ
を
超
え
た
「
共
通
善
」
で
あ
る
一
般
意
志

が
分
か
ら
な
い
。
結
局
「
あ
る
べ
き
法
」
へ
到
達
す
る
た
め
に
は
、「
立
法
者
」
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
人
民

は
「
利
」(
利
益)

の
み
し
か
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
『
訳
解
』
の
「
ル
ソ
ー
は
義
と
利
を
論
じ
る
」
と
の

解
説
は
、
原
著
の
本
旨
と
一
致
し
な
い
。
そ
れ
で
は
『
訳
解
』
に
お
い
て
「
ル
ソ
ー
が
義
と
利
を
論
じ
る
」
と
「
解
説
」
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
い
か
な
る
理
由
で
あ
る
の
か
を
次
章
以
降
で
は
検
討
し
た
い
。
と
こ
ろ
で
、
例
の
ベ
ン
サ
ム
と
ル
ソ
ー
に

関
す
る
「
解
」
に
お
い
て
は
、「
勉
雑�

は
用･

を
論
じ
、
婁
騒
は
体･

を
論
ず
」

(

�)

と
整
理
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
「
利
」
を
扱
う
こ
と

は
用
、「
義
」
を
扱
う
こ
と
は
体
を
論
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
実
は
、「
利
」
を
用
、「
義
」
を
体
と
す
る
こ
の
よ
う
な
論
法
は
、『
訳
解
』

の
み
で
み
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
直
前
に
発
表
さ
れ
た
「
論
公
利
私
利
」
に
お
い
て
も
展
開
さ
れ
て
い
る
。
次
章
で
は
、
こ

の
論
説
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
体
用
論
が
い
か
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
た
う
え
で
、
兆
民
が
「
利
」
の
み
で
は
な
く

「
義
」
を
も
ル
ソ
ー
に
語
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
を
検
討
す
る
。

第
三
章

中
江
兆
民
の
義
利
合
一
論
に
お
け
る
理
論
的
根
拠

本
章
で
は
、『
訳
解
』
が
掲
載
さ
れ
る
前
に
発
表
さ
れ
た
論
説
文
、「
論
公
利
私
利
」(

以
下
「
論
」
と
称
す)

を
扱
う
。
同
書
は
、

明
治
一
三
年
六
月
五
日
に
『
二
松
学
舎
翹
楚
集
』
第
二
編
に
「
土
佐

中
江
篤
介
」
の
名
義
で
巻
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
。
こ
れ
を
発
行

し
た
二
松
学
舎
と
は
先
述
の
よ
う
に
三
島
中
洲
が
主
宰
し
て
い
た
漢
学
塾
で
あ
り
、
兆
民
は
そ
こ
の
塾
生
で
あ
っ
た
。

(

�)

本
稿
第
一
章

で
扱
っ
た
よ
う
に
中
洲
に
も
「
義
」
と
「
利
」
の
関
係
を
扱
っ
た
論
説
文
が
あ
っ
た
。
彼
の
議
論
は
理
気
合
一
論
や
知
行
合
一
論
と
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親
和
的
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
陽
明
学
に
基
づ
か
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
さ
ら
に
中
洲
と
親
交
の
あ
っ
た
渋
沢
栄
一
の
義
利

合
一
論
は
、
道
徳
と
経
済
の
合
一
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
前
者
を
『
論
語
』
に
、
後
者
を
「
算
盤
」
に
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
も
、
実
業
家
な
ら
で
は
の
も
の
で
あ
っ
た
。

本
章
で
「
論
」
を
扱
う
の
は
、
そ
こ
で
の
兆
民
の
義
利
合
一
論
と
『
訳
解
』
冒
頭
の
「
義
与
レ

利
果
不
レ

可
レ

得
レ

合
邪
」
と
を
関
連

づ
け
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
兆
民
に
お
け
る
義
利
合
一
の
理
論
的
な
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
章
で
の
ね
ら
い
で

あ
る
。

第
一
節
「
論
公
利
私
利
」
考

本
節
で
は
「
論
」
の
内
容
を
ま
と
め
、
随
所
で
重
要
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
考
察
を
加
え
る
。
冒
頭
は
、『
論
語
』
と
『
孟
子
』
か

ら
の
引
用
か
ら
は
じ
ま
る
。

孔
子
曰
、
放
二

於
利
一

、
而
行
多
レ

怨
、
孟
子
亦
云
、
何
必
言
レ

利
、
聖
賢
之
言
、
防
レ

微
杜
レ

漸
、
為
二

後
世
憂
慮
一

者
、
可
レ

謂
二

深

且
切
一

矣
、
故
儒
者
之
道
、
尤�

二

於
利
一

焉

(

�)(

孔
子
曰
く
、
利
に
放よ

り
て
行
え
ば
怨
み
多
し
、
と
、
孟
子
亦
た
云
う
、
何
ぞ
必

ず
し
も
利
を
言
わ
ん
、
と
、
聖
賢
の
言
、
微
に
防
ぎ
漸
に
杜ふ

さ

ぐ
、
後
世
の
為
に
憂
慮
す
る
こ
と
深
且
つ
切
な
り
と
謂
う
べ
し
、

故
に
儒
者
の
道
は
尤
も
利
を�

く)

孔
子
と
孟
子
の
言
は
そ
れ
ぞ
れ
『
論
語
』(

里
仁
第
四)

と
『
孟
子
』(

梁
恵
王
上)

を
出
典
と
す
る
。
兆
民
は
、「
利
」
の
み
に
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よ
る
言
行
を
戒
め
、
結
局
儒
者
の
道
と
は
利
を
疎
ん
じ
る
こ
と
で
あ
る
と
み
な
す
。
そ
し
て
「
重
義
軽
利
」
を
『
論
語
』
と
『
孟
子
』

を
援
用
し
主
張
す
る
。
と
は
い
え
、「
利
」
を
全
面
的
に
排
除
す
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
に
つ
い
て
兆
民
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

利
也
者
、
自
レ

義
而
生
、
猶
レ

曰
二

義
之
効
一

云
爾

(

�)(

利
な
る
も
の
義
よ
り
生
じ
猶
お
義
の
効
と
曰
う
が
ご
と
し
と
云
爾)

「
利
」
と
は
「
義
」
よ
り
生
じ
る
の
で
あ
り
、「
義
」
の
効
果
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
利
」
は
単
体
と
し
て
あ
る
な

ら
ば
否
定
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
「
義
」
よ
り
生
じ
て
い
れ
ば
積
極
的
に
肯
定
さ
れ
る
。
続
き
を
み
て
み
る
。

夫
天
地
之
覆
載
、
日
星
旋
躔
、
禽
獣
艸
木
之
飛
走
暢
茂
、
義
也
、
而
其
利
固
昭
々
矣
、
其
在
レ

人
、
父
慈
子
孝
、
兄
愛
弟
敬
、

義
也
、
推
レ

之
、
凡
行
得
レ

宜
皆
義
也
、
父
慈
者
子
亦
孝
之
、
是
父
之
利
也
、
子
孝
者
父
亦
慈
之
、
是
子
之
利
也
、
凡
行
得
レ

宜

者
、
莫
レ

不
三

皆
有
二

其
利
一

、
故
曰
利
自
レ

義
而
生
也

(

�)(

夫
れ
天
地
の
覆
載
し
日
星
の
旋
躔
し
、
禽
獣
草
木
の
飛
走
暢
茂
す
る
は
、

義
な
り
、
而
し
て
其
の
利
た
る
固
と
昭
々
た
り
、
其
れ
人
に
在
り
て
父
は
慈
、
子
は
孝
、
兄
は
愛
し
弟
は
敬
す
る
は
、
義
な
り
、

之
を
推
す
に
凡
そ
行
い
の
宜
し
き
を
得
る
は
皆
義
な
り
、
父
慈
な
れ
ば
子
亦
た
之
に
孝
た
る
、
是
れ
父
の
利
な
り
、
子
孝
な
れ

ば
父
亦
た
之
に
慈
た
る
、
是
れ
子
の
利
な
り
、
凡
そ
行
い
の
宜
し
き
を
得
る
も
の
皆
其
の
利
あ
ら
ざ
る
な
し
、
故
に
曰
く
、
利

は
義
よ
り
生
ず
、
と)

天
地
が
あ
り
日
や
星
が
運
行
し
、
禽
獣
が
飛
び
回
り
草
木
が
生
い
茂
る
の
は
「
義
」
で
、
そ
こ
か
ら
「
利
」
が
生
ま
れ
る
の
は
自
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明
で
あ
る
。
人
に
お
い
て
、
父
の
慈
、
子
の
孝
、
兄
の
愛
、
弟
の
敬
は
「
義
」
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
考
え
る
に
、
凡
そ
の
是
と
さ
れ

る
行
為
は
す
べ
て
「
義
」
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
兆
民
は
自
然
法
則
と
人
間
の
是
と
さ
れ
る
行
為
を
一
緒
く
た
に
「
義
」
と
し
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
人
と
天

(

自
然
法
則)

と
に
は
一
貫
し
た
関
係
が
あ
る
と
み
な
す
、
朱
子
学
に
お
い
て
最
も
重
要
な

命
題
を
展
開
す
る
。

(

�)

人
に
お
け
る
父
の
慈
、
子
の
孝
、
兄
の
愛
、
弟
の
敬
は
自
然
法
則
に
お
け
る
「
義
」
に
適
う
と
さ
れ
、
そ
れ
故

に
そ
の
行
為
は
「
義
」
で
父
子
兄
弟
は
各
々
「
利
」
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
利
」
と
は
意
図
せ
ざ
る
結
果

「
義
」
の
効
果
と
し
て
現
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
「
利
」
を
得
る
た
め
に
行
動
し
た
場
合
は
ど
う
な
る
の
か
。

雖
レ

然
、
利
豈
易
レ

言
哉
、
彼
天
地
庶
物
之
故
、
皆
発
二

乎
不
一レ

得
レ

已
者
也
、
唯
其
発
二

乎
不
一レ

得
レ

已
、
故
動
適
二

於
義
一

而
利
随

焉
、
人
之
於
レ

行
亦
然
、
必
発
二

乎
不
一レ

得
レ

已
、
無
三

一
毫
期
二

于
中
一

、
然
後
謂
二

之
義
一

矣
、
若
為
レ

父
者
、
為
二

其
子
之
孝
一レ

己

而
慈
焉
、
為
レ

子
者
為
二

其
父
之
慈
一レ

己
而
孝
焉
、
則
是
尊
卑
交
相
賊
也
、
何
義
之
有
、
既
已
無
レ

義
矣
、
何
利
之
生

(

�)(

然
り
と

雖
も
利
豈
に
言
う
こ
と
易
す
か
ら
ん
や
、
彼
の
天
地
庶
物
の
故
、
皆
已
む
を
得
ざ
る
よ
り
発
す
る
も
の
な
り
、
唯
だ
其
の
已
む

を
得
ざ
る
よ
り
発
す
、
故
に
動
も
す
れ
ば
義
に
適
い
て
利
も
焉
に
随
う
、
人
の
行
い
に
於
け
る
亦
た
然
り
、
必
ず
已
む
を
得
ざ

る
よ
り
発
し
一
毫
も
中
に
期
す
る
な
く
し
て
、
然
る
後
に
之
を
義
と
謂
う
、
若
し
父
た
る
者
其
の
子
の
己
に
孝
た
ら
し
め
ん
が

為
に
慈
た
り
、
子
た
る
者
其
の
父
の
己
に
慈
た
ら
し
め
ん
が
為
に
孝
た
ら
ば
、
則
ち
是
れ
尊
卑
交
々
相
賊
う
な
り
、
何
の
義
か

之
れ
あ
ら
ん
、
既
に
已
に
義
な
し
、
何
の
利
か
之
れ
生
ぜ
ん)

自
然
界
に
お
い
て
「
義
」
と
は
「
已
む
を
得
ず
」
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。「
利
」
は
こ
れ
に
付
随
し
、
人
間
界
に
お
け
る
「
義
」
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も
ま
た
「
已
む
を
得
ず
」
生
じ
る
も
の
で
、
何
か
を
期
待
し
て
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
。
い
ま
仮
に
、
父
が
子
の
孝
を
期
待
し
て
慈

を
行
い
、
子
が
父
の
慈
を
期
待
し
て
孝
を
行
う
な
ら
ば
、
尊
卑
が
互
い
に
損
な
う
も
の
と
な
り
、「
義
」
は
生
じ
な
い
。「
義
」
が
生

ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、「
利
」
も
ま
た
生
じ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
兆
民
は
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
。

蓋
義
者
体
也
、
利
者
用
也
、
体
以
出
レ

用
、
々
以
成
レ

体
、
天
理
之
自
然
、
人
事
之
当
然
也

(

�)(

蓋
し
義
は
体
な
り
利
は
用
な
り
、

体
は
以
て
用
を
出
し
用
は
以
て
体
を
成
す
、
天
理
の
自
然
人
事
の
当
然
な
り)

体
で
あ
る
「
義
」
が
、
用
で
あ
る
「
利
」
を
生
じ
さ
せ
る
の
は
天
理
の
自
然
で
か
つ
人
事
に
お
い
て
も
当
然
の
法
則
で
あ
る
。
兆

民
は
後
述
す
る
体
用
論
を
援
用
す
る
こ
と
で
「
利
」
が
「
義
」
よ
り
生
ず
る
こ
と
を
担
保
さ
せ
て
い
る
。

「
論
」
で
は
後
半
に
入
り
、
こ
こ
で
兆
民
は
ベ
ン
サ
ム
・
ミ
ル
に
よ
る
功
利
主
義
へ
の
批
判
が
展
開
さ
れ
る
。

近
世
学
士
頗
有
二

唱
レ

利
者
一

、
於
二

利
之
中
二

、
立
二

公
利
之
目
一

、
其
説
出
レ

自
二

英
人
勉
撒
弥
児
一

、
曰
、
利
汎
及
レ

人
者
為
レ

公
、

独
止
二

一
身
一

者
為
レ

私
、
吁
嗟
、
何
弗
レ

思
之
甚
也

(

�)(

近
世
学
士
頗
る
利
を
唱
う
る
者
あ
り
、
利
の
中
に
公
利
の
目
を
立
つ
、
其

の
説
英
人
勉ベ

ン

撒サ
ム

、
弥ミ

児ル

よ
り
出
づ
、
曰
く
、
利
の
汎
く
人
に
及
ぶ
は
公
た
り
、
独
り
一
身
に
止
ま
る
は
私
た
り
、
と
、
吁
嗟
何

ぞ
思
わ
ざ
る
の
甚
し
き)
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兆
民
は
、
ベ
ン
サ
ム
と
ミ
ル
に
よ
る
「
利
」
が
広
く
及
ぶ
こ
と
を
「
公
」
と
す
る
学
説
を
批
判
す
る
。
兆
民
が
問
題
と
す
る
の
は
、

「
利
」
の
中
に
「
公
利
」
を
見
出
そ
う
と
す
る
功
利
主
義
者
の
態
度
で
あ
る
。
こ
の
時
、「
利
」
が
一
身
に
留
ま
っ
て
い
た
と
し
て

も
「
私
」
で
は
な
く
、
そ
れ
が
広
が
っ
て
も
「
公
」
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、「
私
利
」
か
ら
「
公
利
」
が
導
出
さ
れ
る
こ
と
に
対
し

て
兆
民
は
批
判
す
る
の
で
は
な
く
、「
利
」
を
主
眼
に
置
く
ベ
ン
サ
ム
・
ミ
ル
の
意
見
に
同
意
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る

と
、「
利
」
で
は
な
く
「
義
」
を
主
体
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
の
兆
民
の
考
え
で
あ
る
。

(

�)

し
か
も
、
兆

民
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

夫
利
苟
生
レ

自
レ

義
其
止
二

一
身
一

亦
公
、
而
未
三

必
不
二

汎
及
一レ

人
也
、
若
不
レ

自
レ

義
、
則
利
汎
及
レ

人
亦
私
、
而
適
足
三

以
害
二

乎

人
一

矣

(

�)(

夫
れ
利
苟
し
く
も
義
よ
り
生
ず
れ
ば
、
其
の
一
身
に
止
ま
る
も
亦
た
公
に
し
て
、
未
だ
必
ず
し
も
汎
く
人
に
及
ば
ず

ん
ば
あ
ら
ざ
る
な
り
、
若
し
義
よ
り
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
利
の
汎
く
人
に
及
ぶ
も
亦
た
私
に
し
て
、
適
に
以
て
人
を
害
す
る
に

足
る)

つ
ま
り
、「
利
」
が
「
義
」
よ
り
生
じ
て
お
り
、
一
身
に
留
ま
っ
て
い
た
と
し
て
も

(

全
体
に
広
が
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も)

、

そ
れ
は
「
公
」
で
あ
る
。
対
し
て
、「
義
」
よ
り
「
利
」
が
生
じ
て
い
な
い
状
態
の
下
で
人
々
に
広
が
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
「
私
」

で
し
か
な
い
。「
義
」
よ
り
「
利
」
が
生
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
私
」
と
「
公
」
は
統
一
す
る
。「
利
」
が
「
義
」
よ
り
生
じ
て
い

る
と
き
、
兆
民
に
と
っ
て
「
私
利
」
と
は
即
ち
「
公
利
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
兆
民
が
ベ
ン
サ
ム
・
ミ
ル
の
主
張

を
批
判
す
る
の
は
、「
私
利
か
ら
公
利
が
導
出
さ
れ
る
」
こ
と
に
対
し
て
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
彼
ら
の
学
説
に
は
「
義
」

法と政治 70巻 4号 (2020年 2月)

論

説

1441

二
六



の
観
点
が
欠
け
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
「
何
ぞ
思
わ
ざ
る
の
甚
だ
し
き
」
と
嘆
く
。
し
た
が
っ
て
、
兆
民
が
ベ
ン
サ
ム
・
ミ
ル
の
理

論
に
同
意
で
き
な
い
の
は
、「
利
」
に
「
義
」
が
伴
っ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
最
後
に
、

言
レ

義
而
不
レ

言
レ

利
、
々
亦
在
二

其
中
一

、
言
レ

利
而
不
レ

言
レ

義
、
則
非
三

徒
入
二

於
私
一

、
而
未
二

始
有
一レ

利
也
、
吾
是
以
益
知
二

聖

賢
之
言
不
一レ

可
レ

易
也

(

�)(

義
を
言
い
て
利
を
言
わ
ざ
る
も
利
亦
た
其
の
中
に
在
り
、
利
を
言
い
て
義
を
言
わ
ざ
れ
ば
、
則
ち
徒

だ
私
に
入
る
の
み
に
非
ず
し
て
未
だ
始
め
よ
り
利
あ
ら
ざ
る
な
り
、
吾
れ
是
を
以
て
益
々
聖
賢
の
言
の
易
う
べ
か
ら
ざ
る
を

知
る)

と
あ
る
よ
う
に
、「
義
」
の
み
を
扱
え
ば
そ
の
中
に
自
ず
と
「
利
」
は
あ
る
が
、
反
対
に
「
利
」
の
み
で
は
そ
れ
は
「
利
」
で
す

ら
な
い
と
宣
言
し
て
「
論
」
は
結
ば
れ
る
。
要
す
る
に
、
兆
民
に
と
っ
て
の
「
利
」
は
「
義
」
に
裏
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は

じ
め
て
正
当
な
も
の
と
な
る
。

第
二
節

体
用
論
と
義
利
合
一
論

「
論
」
に
お
い
て
は
、「
義
」
と
「
利
」
は
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
即
ち
「
義
」
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
な
い
「
利
」
は
、

「
利
」
で
は
な
い
と
い
う
主
張
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
兆
民
に
漢
学
を
指
導
し
た
三
島
中
洲
は
「
論
」
に
対
し
て
、「
正
論
確
説
」

で
「
功
利
主
義
者
の
急
所
を
つ
く
」
も
の
で
あ
り
、「
漢
学
と
洋
学
を
兼
ね
て
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
論
説
が
書
け
る
」

と
評
釈
を
付
す
。

(

�)

中
洲
が
こ
の
よ
う
に
絶
賛
し
二
松
学
舎
の
発
行
す
る
雑
誌
の
巻
頭
に
「
論
」
を
掲
載
し
た
の
は
、
兆
民
の
漢
文
力
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の
高
さ
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
東
洋
思
想
に
も
明
る
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
先
に
確
認
し
た
と
お
り
『
論
語
』
や

『
孟
子
』
か
ら
の
引
用
、
さ
ら
に
は
古
代
中
国
史
に
つ
い
て
の
理
解
が
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

(

�)

そ
の
な
か
で

も
特
に
中
洲
が
着
目
し
た
の
は
、
体
用
論
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
中
洲
は
、「
論
」
の
「
蓋
義
者
体
也
、
利
者
用
也
」
の
一
節
に
わ
ざ

わ
ざ
傍
点
を
付
し
強
調
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

(

�)

こ
こ
か
ら
、
兆
民
が
東
洋
思
想
に
由
来
す
る
体
用
論
に
基
づ
き
な
が
ら
「
義
」
を

体
、「
利
」
を
用
で
あ
る
と
整
理
し
て
い
た
点
に
中
洲
も
ま
た
興
味
を
惹
か
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

そ
こ
で
本
節
で
は
、
島
田
虔
次
の
説
明
に
依
り
な
が
ら
、
体
用
論
と
は
ど
の
よ
う
な
論
理
で
あ
る
の
か
を
確
認
す
る
。

(

�)

こ
の
体
用

論
に
つ
い
て
は
仏
教
に
由
来
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
儒
教
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
判
然
と
し
て
い
な
い
。

(

�)

い
ま
、
仏
教
で
い

う
と
こ
ろ
の
体
用
論
と
は
、
因
果
に
対
す
る
言
葉
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
体
と
は
「
根
本
的
な
も
の
、
第
一
次
的
な
も
の
で
、
用
と
は

派
生
的
な
も
の
、
第
二
次
的
な
も
の
」
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。

(

�)

留
意
す
べ
き
は
、
体
用
論
は
因
果
論
と
は
別
物
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

因
果
の
概
念
で
は
、
因
か
ら
果
は
生
じ
る
が
、
そ
の
後
に
両
者
は
互
い
に
別
個
な
も
の
と
な
る
。
一
方
の
体
用
の
概
念
で
は
、
常
に

「
体
用
一
致
」
や
「
体
即
用
、
用
即
体
」
の
よ
う
に
両
者
は
一
体
的
な
も
の
で
あ
る
。

(

�)

こ
の
論
理
を
借
用
し
た
朱
子
学
で
は
、
体
用

一
致
は
さ
て
お
い
て
一
旦
両
者
を
分
別
す
る
。

(

�)

そ
れ
は
朱
子
学
に
お
い
て
、
体
が
「
理
」
に
、
用
が
「
気
」
に
対
応
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
前
者
は
「
性
」
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
五
常
即
ち
仁
・
義
・
礼
・
智
・
信
で
、『
中
庸
』

に
お
け
る
「
未
発
の
中
」
と
も
い
わ
れ
る
。

(

	)

一
方
の
後
者
は
、「
情
」
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
『
孟
子
』
が
言
う
四
端

(

惻
隠
、
羞
悪
、

辞
譲
、
是
非)

の
心
を
一
般
に
指
し
、
そ
れ
自
体
は
悪
い
も
の
で
は
な
い
。
朱
熹
が
最
終
的
に
整
理
し
た
「
性
・
未
発
・
体
」
と

「
情
・
已
発
・
用
」
と
を
統
べ
「
心
」
と
す
る
こ
と
で
、
朱
子
学
に
お
い
て
要
と
い
う
べ
き
議
論
が
形
成
さ
れ
る
。

(


)

こ
の
よ
う
に
朱

子
学
で
は
、
体
と
用
と
は
一
度
明
確
に
区
別
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
結
局
両
者
が
関
連
し
合
う
の
は
仏
教
に
お
け
る
そ
れ
と
変
わ
り
は
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な
い
。

「
論
」
に
お
い
て
兆
民
は
、「
義
」
を
体
、「
利
」
を
用
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
義
」
か
ら
「
利
」
が
派
生
し
、
か
つ
両
者
は

合
致
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
因
果
論
で
は
前
者
の
み
で
十
分
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
後
者
の
事
象
を
伴
う
こ
と
が
体
用
論

な
ら
で
は
の
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
『
訳
解
』
の

｢

勉
雑�

論
レ

用
、
而
婁
騒
論
レ

体
」
に
お
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
こ
こ
に
お
い
て
も

｢

義｣

を
体
、｢

利｣

を
用
と
す
る
こ
と
か
ら
も
、
両
者
が
合
す
る
こ
と
が
担
保
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
か
つ

『
訳
解
』
冒
頭
の
「
義
与
レ

利
果
不
レ

可
レ

得
レ

合
邪
」
に
通
ず
る
。
ゆ
え
に
、
兆
民
の
義
利
合
一
論
の
理
論
的
な
根
拠
と
は
、
体
用
論

で
あ
る
と
い
え
る
。「
論
」
に
お
い
て
「
義
」
と
「
利
」
が
合
一
し
た
と
き
の
帰
結
は
、「
私
利
」
と
「
公
利
」
の
合
一
で
あ
っ
た
。

一
方
の
『
訳
解
』
で
も
ま
た
「
義
」
は
体
、「
利
」
は
用
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、「
義
」
と
「
利
」
は
合
す
る
こ
と
が
見
込
ま

れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、『
訳
解
』
に
お
い
て
「
義
」
と
「
利
」
が
合
す
る
こ
と
に
よ
り
期
待
さ
れ
る
効
果
に
つ
い
て
次
章
で
は
考

察
す
る
。第

四
章
『
民
約
訳
解
』
に
お
け
る
義
利
合
一
論

本
稿
第
二
章
第
三
節
に
お
い
て
示
し
た
よ
う
に
、
ル
ソ
ー
が
想
定
す
る
人
民
観
と
兆
民
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
本
章
で
は
、

こ
の
点
と
『
訳
解
』
の
冒
頭
「
義
与
レ

利
果
不
レ

可
レ

得
レ

合
邪
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

第
一
節

リ
ベ
ル
テ
ー
モ
ラ
ル

ル
ソ
ー
に
お
け
る
一
般
意
志
と
は
全
体
意
志
か
ら
た
だ
ち
に
導
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、「
立
法
者
」
を
介
し
て
達
成
さ
れ
る
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も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
の
兆
民
に
お
け
る
全
体
意
志
と
一
般
意
志
は
、
ル
ソ
ー
の
よ
う
に
断
続
的
な
も
の
で
は
な
く
連
続
的
な
も
の

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
差
異
が
生
じ
る
所
以
の
一
つ
と
し
て
、
両
者
に
よ
る
「
人
民
」
へ
の
捉
え
方
の
違
い
が
挙

げ
ら
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
宮
村
治
雄
は
、「
リ
ベ
ル
テ
ー
モ
ラ
ル
」
に
着
目
す
る
。

(

�)

宮
村
は
、「
ル
ソ
ー
と
は
逆
に
「
民
」
に
よ
る
自
己
立

法
の
可
能
性｣

、
さ
ら
に
は
「｢

立
法
」
を
担
い
う
る
と
す
れ
ば
何
に
根
拠
を
求
め
う
る
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
「
リ
ベ
ル
テ
ー

モ
ラ
ル
」
が
関
わ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

(

�)

「
リ
ベ
ル
テ
ー
モ
ラ
ル
」
は
、『
社
会
』
のla

�������
m

o
rale

の
訳
語
で
あ
り
、『
訳
解
』

で
重
視
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
『
社
会
』
で
唯
一

la
�������

m
o

rale

が
登
場
す
る
箇
所

(

先
述
の
事
柄
に
基
づ
い
て
、
社
会
状
態

に
お
い
て
得
た
も
の
に
は
道
徳
的
自
由(

la
�������

m
o

rale)

を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
道
徳
的
自
由
の
み
が
人
間
を

本
当
に
自
己
の
主
人
と
さ
せ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
単
な
る
欲
望
の
衝
動
は
奴
隷
状
態
で
あ
り
、
自
ら
に
課
し
た
法
に
従
う
こ
と
が
自
由

と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
多
く
を
論
じ
す
ぎ
た
し
、「
自
由
」
と
い
う
言
葉
の
哲
学

的
な
意
味
は
私
の
主
題
で
は
な
い
の
で
あ
る)

(

�)
を
兆
民
は
次
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
此
の
約
に
因
り
て
得
る
と
こ

ろ
、
更
に
一
あ
り
。
何
の
謂
ぞ
。
曰
く
、
心
の
自
由
、
是
な
り
。
夫
れ
形
気
の
駆
る
と
こ
ろ
と
為
り
て
自
か
ら
克
脩
す
る
こ
と
を
知

ら
ざ
る
者
、
是
れ
亦
た
奴
隷
の
類
の
み
。
我
よ
り
法
を
為
り
、
而
し
て
我
よ
り
之
に
循
う
者
に
至
り
て
は
、
其
の
心
胸
綽
と
し
て
余

裕
あ
り
。
然
り
と
雖
も
、
心
の
自
由
を
論
ず
る
は
理
学
の
事
、
是
の
書
の
旨
に
非
ず｣

(

�)

。
こ
こ
で
ル
ソ
ー
は
単
に

｢

自
由
の
哲
学
的

な
意
味
」
へ
の
無
関
心
を
語
る
の
に
対
し
て
、
兆
民
は
「
心
の
自
由
」(
リ
ベ
ル
テ
ー
モ
ラ
ル)

を
「
理
学
」
の
テ
ー
マ
で
あ
る
と

い
う
肯
定
的
な
命
題
と
し
て
述
べ
て
い
る
。

(

�)

こ
れ
に
よ
り｢

自
由
の
哲
学
的
意
味
は
こ
こ
で
の
主
題
で
は
な
い
と
言
い
放
っ
てla

���

�
���

m
o

rale

を
宙
吊
り
に
し
た
ル
ソ
ー
と
は
別
に
、
兆
民
は
独
自
に
理
学
の
世
界
に
進
ん
で
い
っ
た
」
の
で
あ
る
。

(

�)

こ
の
よ
う
に
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述
べ
る
宮
村
は
、「
ル
ソ
ー
」
と
「
理
学
」
と
の
接
点
を
探
る
際
に
、「
リ
ベ
ル
テ
ー
モ
ラ
ル
」
に
重
点
を
置
く
。
こ
れ
に
つ
い
て
、

兆
民
自
身
の
説
明
も
確
認
し
て
お
こ
う
。『
東
洋
自
由
新
聞
』
で
兆
民
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
第
一
リ
ベ
ル
テ
ー
モ
ラ
ル
ト

ハ
我
ガ
精
神
心
思
ノ
絶
ヱ
テ
他
物
ノ
束
縛
ヲ
受
ケ
ズ
完
然
発
達
シ
テ
余
力
無
キ
ヲ
得
ル
ヲ
謂
フ
是
レ
ナ
リ
古
人
所
謂
義
ト
道
ト
ニ
配

ス
ル
浩
然
ノ
一
気
ハ
即
チ
此
物
ナ
リ
…
心
思
ノ
自
由
ハ
我
ガ
本
有
ノ
根
基
ナ
ル
ヲ
以
テ
第
二
目
行
為
ノ
自
由
ヨ
リ
始
メ
其
他
百
般
自

由
ノ
類
ハ
皆
此
ヨ
リ
出
デ
凡
ソ
人
生
ノ
行
為
、
福
祉
、
学
芸
皆
此
ヨ
リ
出
ヅ
蓋
シ
吾
人
ノ
最
モ
当
サ
ニ
心
ヲ
留
メ
テ
涵
養
ス
可
キ
所

此
物
ヨ
リ
尚
ナ
ル
ハ
莫
シ｣

(
�)

。｢

リ
ベ
ル
テ
ー
モ
ラ
ル
」
と
は
「
精
神
心
思
」
が
他
物
の
束
縛
を
受
け
ず
に
「
完
然
発
達
」
を
遂
げ
る

こ
と
の
謂
い
で
あ
る
。
こ
れ
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
人
生
に
お
け
る
凡
そ
の
行
為
、
福
祉
、
学
芸
な
ど
に
関
わ
る
「
リ
ベ
ル
テ
ー
ポ
リ

チ
ッ
ク

(

行
為
ノ
自
由)

」
が
生
み
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
リ
ベ
ル
テ
ー
モ
ラ
ル
」
は
「
浩
然
ノ
一
気
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
『
孟
子
』
の
「
浩
然
之
気
」
の
影
響
を
大
い
に
受
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。「
浩
然
之
気
」
と
は
『
孟
子
』
に
「
敢
て
問
う
、

夫
子
悪
に
か
長
ぜ
る
、
と
。
曰
く
、
我
言
を
知
る
。
我
善
く
吾
が
浩
然
の
気
を
養
う
、
と
。
敢
て
問
う
、
何
を
か
浩
然
の
気
と
謂
う
、

と
。
曰
く
、
言
い
難
き
な
り
。
其
の
気
た
る
や
、
至
大
至
剛
、
直
を
以
て
養
う
て
害
す
る
こ
と
無
け
れ
ば
、
則
ち
天
地
の
間
に
塞
が

る
。
其
の
気
た
る
や
、
義
と
道
と
に
配
す
。
是
無
け
れ
ば
餒
う
。
是
集
義
の
生
ず
る
所
の
者
に
し
て
、
義
襲
う
て
之
を
取
る
に
非
ざ

る
な
り
。
行
心
に
慊
か
ら
ざ
る
こ
と
有
れ
ば
、
則
ち
餒
う
。
我
故
に
曰
く
、
告
子
は
未
だ
嘗
て
義
を
知
ら
ず
、
と
。
其
の
之
を
外
に

す
る
を
以
て
な
り
」

(

�)

即
ち
「
浩
然
之
気
」
と
は
、「
こ
の
上
な
く
大
き
く
、
こ
の
上
な
く
つ
よ
い
も
の
で
、
正
し
い
道
を
以
て
こ
れ

を
養
い
、
そ
こ
な
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
気
は
ま
す
ま
す
ひ
ろ
く
ゆ
き
渡
り
天
地
の
間
に
一
ぱ
い
に
み
ち
る
」
も
の
と
定
義
さ

れ
る
。

(

�)

そ
し
て
、
こ
の
「
気
」
と
は
、「
正
義
と
人
道
と
に
配
合
さ
れ
」
る
も
の
で
あ
り
、「
は
な
れ
ば
な
れ
に
な
る
こ
と
」
は
な

い
。

(

�)

さ
ら
に
、「
た
く
さ
ん
の
道
義
の
行
い
が
か
さ
な
っ
て
後
、
自
然
に
生
じ
て
来
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
時
的
に
義
が
外
か
ら
や
っ
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て
来
」
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
自
分
の
心
の
中
に
道
義
を
重
ね
る
こ
と
で
「
浩
然
の
気
」
は
得
ら
れ
る
。

(

�)

こ
う
し
た
「
浩
然
の

気
」
と
「
リ
ベ
ル
テ
ー
モ
ラ
ル
」
は
等
価
な
も
の
で
あ
る
と
兆
民
は
み
な
す
。『
訳
解
』
に
お
い
て
、「
浩
然
ノ
一
気
」
た
る
「
リ
ベ

ル
テ
ー
モ
ラ
ル
」
に
基
づ
け
ば
、
人
民
は
「
完
然
発
達
」
を
遂
げ
る
た
め
、
彼
ら
の
叡
智
を
遥
か
に
超
越
し
た
「
立
法
者
」
が
存
在

し
な
く
と
も
、
人
民
自
身
が
一
般
意
志
へ
到
達
す
る
可
能
性
は
秘
め
ら
れ
る
。
か
く
し
て
「
立
法
者
」(

兆
民
訳
で
は
「
制
作
者｣)

と
人
民
と
の
位
置
関
係
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

「
解｣：

建
二

立
律
例
一

者
、
民
之
事
、
而
造
二

為
律
例
一

者
、
制
作
者
之
事
也
、
蓋
制
作
者
、
受
二

民
托
一

、
制
二

為
律
例
一

、
授
二

之

民
一

民
従
著
為
二

邦
典
一

、
是
知
、
律
例
雖
レ

成
二

制
作
者
之
手
一

、
而
採
二

用
之
一

与
レ

否
、
独
民
之
所
レ

任
、
他
人
不
レ

得
レ

与

(

�)(

律
例

を
建
立
す
る
は
民
の
事
に
し
て
、
律
例
を
造
為
す
る
は
制
作
者
の
事
な
り
。
蓋
し
制
作
者
は
民
の
托
を
受
け
て
律
例
を
制
為
し
、

之
を
民
に
授
く
。
民
は
従
い
て
著
し
て
邦
典
と
為
す
。
是
れ
知
る
、
律
例
は
制
作
者
の
手
に
成
る
と
雖
も
、
之
を
採
用
す
る
と

否
と
は
独
り
民
の
任
ず
る
と
こ
ろ
、
他
人
は
与
る
こ
と
を
得
ざ
る
こ
と
を)

「
制
作
者
」
が
律
例
を
作
る
の
は
人
民
に
よ
っ
て
託
さ
れ
た
仕
事
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
採
用
す
る
か
否
か
は
ひ
と
え
に
人
民

自
身
が
決
定
す
る
。
だ
か
ら
「
制
作
者
」
は
こ
れ
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
兆
民
に
お
け
る
「
立
法
者

(

制
作

者)

」
の
立
ち
位
置
が
、
原
著
と
は
異
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
一
節
は
明
ら
か
に
『
社
会
』
の
「
解
説
」
で
は
な
く
兆
民
自
身
に
よ

る
主
張
で
あ
る
。
一
方
の
ル
ソ
ー
に
お
け
る
「
立
法
者
」
と
は
、
兆
民
の
よ
う
に
民
の
下
位
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
指
導
者

(
g

u
id

e
s)

で
あ
り
、
個
々
人
の
意
志
を
理
性
に
合
致
さ
せ
る
よ
う
に
強
制
し
、
公
衆
に
つ
い
て
は
何
を
望
む
か
を
知
る
こ
と
を
教
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え
る
者
で
あ
る
。

(

�)

こ
の
よ
う
に
ル
ソ
ー
は
人
民
を
悲
観
的
に
と
ら
え
る
た
め
、「
立
法
者
」
を
要
請
す
る
の
で
あ
る
。
敷
衍
す
る
と

『
社
会
』
の
初
稿
で
あ
る
『
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
草
稿
』
で
は
「
共
通
善
」(

一
般
意
志)

を
人
民
が
追
求
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
『
社
会
』
で
人
民
は
真
の
「
幸
福
」
を
知
ら
な
い
た
め
に
、「
啓
蒙
さ
れ
る
」
必
要
が
あ
る
と
説
い

て
い
た
。

(

�)
要
す
る
に
、
ル
ソ
ー
に
お
い
て
は
主
権
者
た
る
人
民
へ
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
が
表
明
さ
れ
、「
法
」
の
根
拠
で
あ
る
自
己
決
定

の
要
請
と
人
民
の
能
力
へ
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
と
の
矛
盾
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
「
立
法
者
」
が
必
要
と
な
る
。

(

�)

し
か
し
兆
民
は
、
人

民
が
「
リ
ベ
ル
テ
ー
モ
ラ
ル
」
と
い
う
「
人
間
の
普
遍
的
能
力
」

(

�)

を
有
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
よ
う
に
、
悲
観
的
に
で
は
な

く
、
楽
観
的
な
人
民
観
に
依
拠
す
る
。
だ
か
ら
「
リ
ベ
ル
テ
ー
モ
ラ
ル
」
に
基
づ
け
ば
、「
立
法
者
」
は
不
要
で
あ
り
、
全
体
意
志

か
ら
一
般
意
志
が
導
か
れ
る
と
い
う
論
理
は
確
か
に
説
明
さ
れ
る
。

と
は
い
え
『
訳
解
』
で
の
「
リ
ベ
ル
テ
ー
モ
ラ
ル
」
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
語
が
登
場
す
る
に
留
ま
り
、
同
書
に
お
い
て
詳
細
に

検
討
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。『
訳
解
』
と
「
理
学
」
と
の
関
係
は
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
論
点
で
は
あ
る
。
し
か
し
、

「
リ
ベ
ル
テ
ー
モ
ラ
ル
」
の
み
に
よ
る
一
般
意
志
論
へ
の
説
明
は

『

訳
解』

に
内
在
す
る
論
理
と
い
う
観
点
か
ら
は
不
十
分
で
あ
る
。

そ
こ
で
「
リ
ベ
ル
テ
ー
モ
ラ
ル
」
と
は
異
な
る
、
一
般
意
志
論
考
察
の
た
め
の
新
た
な
視
座
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
議
論
を
行
っ
て
き

た
義
利
合
一
論
が
挙
げ
ら
れ
る
。

第
二
節
「
義
与
レ

利
果
不
レ

可
レ

得
レ

合
邪｣

―｢

君
子
」
と
「
小
人｣

―

前
節
で
は
主
に
『
東
洋
自
由
新
聞
』
に
て
展
開
さ
れ
る
「
リ
ベ
ル
テ
ー
モ
ラ
ル
」
と
『
訳
解
』
の
一
般
意
志
論
と
の
関
係
を
考
察

し
た
。
兆
民
に
よ
る
人
民
観
に
基
づ
け
ば
「
立
法
者
」
は
不
要
で
あ
り
、
全
体
意
志
か
ら
一
般
意
志
が
導
か
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
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た
だ
し
、
そ
れ
は
『
訳
解
』
に
内
在
す
る
か
た
ち
で
説
明
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、『
訳
解
』
の
内
部
の
観
点
に
基

づ
き
一
層
原
文
に
則
り
兆
民
の
一
般
意
志
論
へ
の
検
討
を
行
う
た
め
に
、
同
書
の
冒
頭｢

義
与
レ

利
果
不
レ

可
レ

得
レ

合
邪
」
に
再
度
立

ち
返
る
必
要
が
あ
る
。

ル
ソ
ー
と
兆
民
に
お
け
る
一
般
意
志
論
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
両
者
は
明
確
に
別
々
の
見
解
を
と
る
。
そ
れ

で
は
こ
の
所
以
に
つ
い
て
、
兆
民
が
用
い
る
「
義
」
と
「
利
」
と
い
う
語
に
則
り
な
が
ら
考
察
す
る
。
ル
ソ
ー
と
兆
民
が
想
定
す
る

人
民
観
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
た
。
前
者
に
よ
る
と
、「
盲
目
な
大
衆
は
自
分
に
と
っ
て
何
が
善
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
が
ほ

と
ん
ど
な
い
た
め
、
偉
大
で
困
難
な
事
業
で
あ
る
立
法
を
組
織
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る｣

。

(

�)

こ
れ
に
対
し
て
兆
民
は
、「
立
法
者
」

を
不
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
人
民
に
対
し
て
絶
望
的
な
態
度
を
と
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
次
の
一
節
か
ら
で
も

う
か
が
い
知
れ
る
。

「
訳｣：

民
約
既
立
、
人
々
循
二

法
制
一

為
レ

生
、
謂
下

之
出
二

天
之
世
一

、
而
入
中

人
之
世
上

、
夫
人
一
出
二

天
世
一

入
二

人
世
一

、
於
二

其

身
一

也
、
所
二

変
更
一

極
大
、
蓋
曩
也
直
情
径
行
、
絶
無
二

自
検
飭
一

、
血
気
之
所
レ

駆
、
唯
嗜
慾
是
徇
、
与
二

禽
獣
一

無
二

以
別
一

、
今

也
毎
レ

事
商
二

之
于
理
一

、
揆
二

之
于
義
一

、
合
則
為
二

君
子
一

、
不
レ

合
則
為
二

小
人
一

、
而
善
悪
之
名
始
可
レ

指
焉
、
曩
也
人
々
唯
図
レ

利
レ

己
、
不
レ

知
レ

有
二

他
人
一

、
今
也
利
害
禍
福
、
必
与
レ

衆
偕
、
無
レ

得
二

自
異
一

焉

(

�)(

民
約
す
で
に
立
ち
、
人
々
法
制
に
循
い
て

生
を
為
す
、
之
を
天
の
世
を
出
で
て
人
の
世
に
入
る
と
謂
う
。
夫
れ
人
ひ
と
た
び
天
世
を
出
で
て
人
世
に
入
る
、
其
の
身
に
於

い
て
変
更
す
る
と
こ
ろ
、
極
め
て
大
な
り
。
蓋
し
、
曩
に
は
直
情
径
行
、
絶
え
て
自
か
ら
検
飭
す
る
こ
と
無
く
、
血
気
の
駆
る

と
こ
ろ
、
唯
だ
嗜
慾
に
是
れ
徇
う
。
禽
獣
と
以
て
別
つ
無
き
な
り
。
今
や
事
ご
と
に
之
を
理
に
商
り
、
之
を
義
に
揆
る
。
合
す
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れ
ば
則
ち
君
子
と
な
し
、
合
せ
ざ
れ
ば
則
ち
小
人
と
な
す
。
而
し
て
善
悪
の
名
、
始
め
て
指
す
可
し
。
曩
に
は
人
々
た
だ
己
を

利
せ
ん
こ
と
を
図
り
、
他
人
あ
る
を
知
ら
ず
。
今
や
利
害
禍
福
、
必
ず
衆
と
偕
に
し
、
自
か
ら
異
に
す
る
を
得
る
こ
と
無
し
。)

こ
れ
は
原
著
が
自
然
状
態
と
社
会
状
態
の
違
い
を
述
べ
た
と
こ
ろ
の
翻
訳
で
あ
る

(

と
は
い
う
も
の
の
、
兆
民
に
よ
る
加
筆
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
る)
。
社
会
契
約
に
よ
っ
て
法
制
が
成
立
し
、
人
々
は
そ
れ
に
従
う
こ
と
に
な
る

(

社
会
状
態)

。
そ
の
変
化
は
ま
た
人

を
質
的
に
も
変
更
さ
せ
る
。
自
然
状
態
に
お
い
て
人
々
は
、
欲
望
の
赴
く
ま
ま
嗜
慾
に
向
か
う
。
こ
れ
は
、「
私
利
之
為
物
」
と
し

た
特
殊
意
志
ま
た
は
「
私
」
で
あ
る
全
体
意
志
に
も
関
わ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
利
」(

嗜
慾)

の
み
の
追
求
は
禽
獣
と
違
わ
な
い
。

し
か
し
社
会
状
態
に
な
る
こ
と
で
人
々
は
、「
利
」
の
み
に
趨
る
こ
と
は
な
く
そ
れ
ら
を
「
理
に
商
り｣

、｢

義
に
揆
る
」
こ
と
が
で

き
る
。
こ
れ
が
で
き
る
人
は
「
君
子
」
で
あ
り
、
そ
う
で
な
い
人
は
「
小
人
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、『

訳
解』

に
お
け
る
「
利
」

は
第
一
に
「
義
」
に
合
し
た
も
の
と
し
て
、
そ
し
て
第
二
に
「
義
」
に
合
し
て
い
な
い
も
の
と
し
て
二
種
の
意
味
が
内
包
さ
れ
て
い

る
。
第
一
の
「
利
」
を
追
求
で
き
る
「
君
子
」
と
そ
う
で
な
い
「
小
人
」
は
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
善
と
悪
に
対
応
付
け
ら
れ
る
。
自
然

状
態
に
お
い
て
は
、
た
だ
自
分
を
利
す
る
こ
と
の
み
を
考
え
て
い
た
が
、
社
会
状
態
に
お
い
て
は
、「
他
者
の
発
見
」

(

�)

に
よ
り
利
害

禍
福
は
衆
人
と
と
も
に
す
る
。

こ
こ
で
兆
民
が
社
会
状
態
に
お
い
て
人
は
誰
し
も
が
「
君
子
」
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

(

�)

兆

民
は
、「
理
に
商
り｣

、｢

義
に
揆
る
」
こ
と
が
で
き
る
者
を
「
君
子｣
、
そ
れ
が
で
き
な
い
者
を
「
小
人
」
と
整
理
す
る
け
れ
ど
も
、

明
ら
か
に
後
者
が
発
生
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
想
定
し
な
い
。
そ
れ
は
、『
訳
解
』
の
冒
頭
で
「
義
与
レ

利
果
不
レ

可
レ

得
レ

合
邪
」
と

宣
言
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、「
利
」
を
は
じ
め
と
す
る
事
々
は
「
義
」
と
合
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
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て
、
こ
の
よ
う
な
期
待
は
、
体
用
論
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
特
殊
意
志
・
全
体
意
志

(

私
利)

と
一
般
意

志(
公
利)

は
連
続
的
な
も
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
得
る
。
つ
ま
り
「
利
」
で
あ
る
特
殊
意
志
を
追
求
す
る
人
民
は
、
こ
れ
を
「
義
」

に
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら

(｢

理
に
商
り｣

、｢

義
に
揆
る｣)

、「
公
利
」
即
ち
一
般
意
志
へ
到
達
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
「
義
」
と
は
、
元
来
ル
ソ
ー
が
語
ら
な
か
っ
た
「
理
義
」
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
人
民
は
「
理
義
」
を
知
り
得
、「
利
」
を
そ
れ

に
合
致
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、「
公
利
」
に
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
本
稿
の
第
二
章
で
議
論
し
た
よ

う
に
、
兆
民
に
と
っ
て
の
「
民
の
利
」
の
「
利
」
と
は
「
利
益
」
で
は
あ
り
得
ず
、｢

義
」
に
合
し
た
「
利
」
即
ち
「
公
利
」
な
の

で
あ
る
。

第
三
節

儒
学
者
兆
民

従
来
の
研
究
に
お
い
て
、『
訳
解
』
は
儒
学
的
な
用
語
で
以
て
『
社
会
』
を
翻
訳
し
た
こ
と
に
よ
り
ル
ソ
ー
の
思
想
を
紹
介
し
た

も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
。『
訳
解
』
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
正
確
に
翻
訳
・
解
説
し
て
い
る
箇
所
も
あ
る
が
、
他
方
で
原
著

の
主
旨
に
意
図
的
に
反
し
改
変
し
て
い
る
箇
所
も
確
認
で
き
た
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
改
変
、
特
に
一
般
意
志
論
に
関
す
る
両
者

の
違
い
は
、『
社
会
』
の
論
点
か
ら
大
き
く
逸
脱
す
る
。
つ
ま
り
兆
民
に
と
っ
て
、
ル
ソ
ー
の
原
著
を
正
確
に
翻
訳
す
る
こ
と
よ
り

も
、「
義
」
と
「
利
」
が
合
す
る
こ
と
の
方
が
優
先
事
項
と
な
り
、
ひ
い
て
は
人
民
を
「
君
子
」
へ
昇
華
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
。

ル
ソ
ー
の
よ
う
に
人
民
を
悲
観
的
に
で
は
な
く
、「
義
」
を
会
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
し
て
描
く
こ
と
は
、
兆
民
が
性
善
説
に

基
づ
い
て
人
民
を
捉
え
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
性
善
説
に
基
づ
く
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
修
養
に
よ
っ
て
人
は
誰
し
も
が
「
君

子
」
と
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
儒
学
、
と
り
わ
け
宋
明
理
学
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ
る
論
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点
で
も
あ
る
。

(

�)

例
え
ば
朱
熹
は
、『
論
語
集
注
』
に
お
い
て
「
程
子
曰
く
、
人
性
は
本
よ
り
善
な
り
、
移
す
こ
と
べ
か
ら
ざ
る
者
有

る
と
は
何
ぞ
や
。
其
の
性
を
語
れ
ば
則
ち
皆
な
善
な
り
、
其
の
才
を
語
れ
ば
則
ち
下
愚
の
移
ら
ざ
る
こ
と
有
り
。
所
謂
る
下
愚
は
二

を
有
す
。
自
暴
自
棄
な
り
。
人
苟
も
善
を
以
て
自
治
す
れ
ば
、
則
ち
移
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
無
し
、
昏
愚
の
至
り
と
雖
も
、
皆
な
漸

磨
に
し
て
進
む
べ
き
な
り
。
惟
れ
自
暴
の
者
は
之
を
拒
み
以
て
信
じ
ず
、
自
暴
の
者
は
之
を
絶
み
以
て
為
さ
ず
、
聖
人
與
に
居
す
る

と
雖
も
、
化
し
て
入
る
こ
と
能
わ
ざ
る
な
り
、
仲
尼
の
所
謂
る
下
愚
な
り
」

(

�)

と
、
人
は
誰
し
も
が
善
の
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
自
ら

修
養
す
れ
ば
善
に
移
る
こ
と
が
で
き
る
が
、「
自
暴
」
と
「
自
棄
」
の
者
は
決
し
て
そ
れ
が
で
き
な
い
、
と
説
明
す
る
。

(

�)

言
い
換
え

る
と
「
自
暴
自
棄
」
を
し
な
い
限
り
、「
修
養
次
第
で
は
愚
人
で
あ
っ
て
も
徐
々
に
向
上
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
朱
熹
は
理
解
し

て
い
た
と
い
え
る
。

(

�)

こ
の
よ
う
に
人
々
が
自
己
修
養
す
る
と
い
う
議
論
は
、『
訳
解
』
の
「
自
治
」
の
観
念
と
通
じ
る
。「
自
治
」
は
、『
訳
解
』
の

「
叙
」
で
「
其[

D
u

C
on

tra
t

S
ocia

l

引
用
者
注
〕
の
旨
と
す
る
と
こ
ろ
、
民
を
し
て
自
か
ら
修
治
せ
し
め
て
、
官
の
抑
制
す
る
所

と
為
る
勿
ら
し
む
る
に
在
る
を
以
て
な
り
」

(

�)
と
説
明
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、『
訳
解
』
の
論
点
の
一
つ
で
あ
る

(

む
ろ
ん
、
原
著

は
こ
れ
が
主
題
で
は
な
い)

。

(

�)

こ
れ
は
朱
子
学
の
み
な
ら
ず
陽
明
学
に
お
い
て
も
重
視
さ
れ
る
概
念
で
あ
り
、
兆
民
が
こ
れ
を
重
視

す
る
こ
と
は
宋
明
理
学
の
立
場
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

(
�)

こ
の
よ
う
に
宋
明
理
学
は
、
人
の
「
本
性
は
善
な
の
だ
か
ら
、
努
力

に
よ
っ
て
真
に
人
ら
し
い
人
に
な
る
こ
と
は
可
能
」
と
い
う
前
提
に
立
つ
。

(

	)

ゆ
え
に
こ
の
立
場
に
立
つ
兆
民
と
ル
ソ
ー
が
想
定
し
て

い
た
人
民
観
と
は
根
本
的
に
異
な
る
の
で
あ
る
。

(


)

誰
し
も
が
「
君
子
」
と
な
り
得
る
と
い
う
兆
民
の
前
提
は
、
一
般
意
志
へ
到
達
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
含
意
す
る
。
つ
ま
り
兆
民

が
一
般
意
志
の
こ
と
を
「
中
」
と
定
義
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、『
中
庸
』
に
従
え
ば
「
君
子
は
中
庸
」
す
る
の
で
あ
る
。

(

�)

そ
れ
で
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は
兆
民
に
と
っ
て
、「
君
子
」
と
「
小
人
」
と
を
分
か
つ
基
準
と
は
何
か
と
い
え
ば
、『
訳
解
』
の
冒
頭｢

義
与
レ

利
果
不
レ

可
レ

得
合
レ

邪
」
を
満
た
す
こ
と
で
あ
る
。「
義
」
と
「
利
」
を
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
間
は
、「
君
子
」
で
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
「
小
人
」
で

あ
る
。
た
だ
し
体
用
論
に
よ
っ
て
「
義
」
と
「
利
」
の
合
一
は
原
理
的
に
担
保
さ
れ
る
た
め
、「
利
」
し
か
追
求
し
な
い
「
小
人
」

的
な
人
間
は
想
定
さ
れ
得
な
い
。
人
民
は
「
利
」
を
「
理
に
商
り｣

、
「
義
に
揆
る
」
こ
と
が
で
き
る
「
君
子
」
で
あ
る
か
ら
、
彼

ら
は
「
中
庸
す
る
」
即
ち
一
般
意
志
へ
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
兆
民
は
、
単
に
儒
学
の
用
語
で
以
て
西
洋
思
想
を
翻
訳
し
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
儒
学
の
概
念
に
ル
ソ
ー
の
思

想
を
引
き
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
身
の
思
想
を
展
開
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
と
儒
学
と
を
秤
に
か
け
た
と
き
、
兆
民
に

と
っ
て
優
先
さ
れ
る
の
は
儒
学
思
想
の
方
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
兆
民
が
「
義
与
レ

利
果
不
レ

可
レ

得
レ

合
邪
」
と
宣
言
す
る
こ
と
で
、

『
訳
解
』
は
ル
ソ
ー
の
思
想
に
従
わ
な
い
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
兆
民
は
「
義
」
と
「
利
」
の
相
克
そ

し
て
合
一
と
い
う
儒
学
的
な
問
題
に
固
執
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ル
ソ
ー
の
思
想
に
反
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
い
や
、
む
し
ろ
最
初

か
ら
ル
ソ
ー
に
従
う
つ
も
り
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、『
訳
解
』
と
は
ル
ソ
ー
の
思
想
を
紹
介
す
る
も
の
で
は

な
く
、
兆
民
自
身
に
よ
る
儒
学
的
な
思
想
作
品
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
何
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
取
り
扱
っ
た
「
著
者
」

兆
民
は
、
主
に
宋
明
理
学
を
信
奉
す
る
儒
学
者
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、『
訳
解
』
に
お
け
る
四
書
か
ら
の
引
用
、
体
用
論

に
基
づ
く
義
利
合
一
、
性
善
説
、
な
ど
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
大
い
に
う
か
が
え
る
。

む
す
び
に
か
え
て

『
訳
解
』
は
、
こ
れ
ま
で
翻
訳
の
面
よ
り
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
が
、
兆
民
の
思
想
の
観
点
か
ら
も
分
析
可
能
で
あ
る
こ
と
が
本
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稿
で
示
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
兆
民
は
儒
学
的
な
枠
組
み
、
と
り
わ
け
「
義
」
と
「
利
」
お
よ
び
そ
れ
ら
の
合
一
と
い
う
視
点
か
ら

『
社
会
』
の
内
容
を
再
構
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
一
方
で
原
著
を
正
確
に
表
現
す
る
が
他
方
で
そ
こ
か
ら
完
全
に
逸

脱
し
て
い
る
こ
と
も
本
稿
で
は
確
認
し
た
。
兆
民
に
よ
る
と
、「
義
」
と
「
利
」
は
体
用
論
に
基
づ
く
こ
と
で
合
一
す
る
。
そ
し
て

こ
れ
を
な
す
人
民
は
「
君
子
」
で
あ
る
た
め
「
立
法
者
」
を
介
さ
な
く
と
も
全
体
意
志
か
ら
一
般
意
志
へ
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
か
く
し
て
儒
学
思
想
と
ル
ソ
ー
の
内
容
と
に
齟
齬
を
き
た
し
た
場
合
、
優
先
さ
れ
る
の
は
前
者
の
方
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
『
訳
解
』
に
お
け
る
兆
民
は
、
単
な
る

『

社
会』

の
紹
介
者
で
は
な
く
、
儒
学
者
で
あ
る
。「
義
と
利
は

合
す
る
の
か
」
と
い
う
儒
学
的
な
問
い
を
た
て
る
こ
と
で
『
訳
解
』
は
一
方
で
正
確
な
翻
訳
と
な
り
、
他
方
で
ル
ソ
ー
か
ら
離
れ
る

契
機
を
端
か
ら
孕
む

｢

思
想
作
品｣
と
な
る
。

以
上
か
ら
、『
訳
解
』
は
兆
民
に
よ
っ
て
相
当
に
周
到
な
準
備
を
以
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ
る
。
群

を
抜
い
た
原
著
へ
の
理
解
、
そ
れ
と
同
時
に
自
身
の
思
想
を
展
開
す
る
『
訳
解
』
が
「
兆
民
の
最
も
重
要
な
作
品
で
あ
り
、
明
治
思

想
史
の
金
字
塔
で
あ
る
」

(

�)

と
絶
賛
さ
れ
る
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
そ
の
う
ち
「
義
」
と
「
利
」
の
観
点
に
焦
点
を
絞
り
考

察
を
す
す
め
て
き
た
が
、
兆
民
に
よ
る
「
仕
掛
け
」

(

�)
は
い
ま
だ
多
く
を
留
保
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
本
稿
で
は
『
訳
解
』

に
お
け
る
儒
学
思
想
の
立
ち
位
置
を
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
視
点
よ
り
描
く
こ
と
が
で
き
た
。
兆
民
が
『
訳
解
』
の
最
後
に
お
い
た

一
節
「
読
者
、
請
う
再
思
を
致
せ
」
を
念
頭
に
入
れ
つ
つ
残
さ
れ
た
同
書
の
「
仕
掛
け
」
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討
し
て
い
き
た
い
。

注

(

�)

中
江
兆
民
に
関
す
る
評
伝
は
、
松
永
昌
三
『
中
江
兆
民
評
伝

(

上)
(

下)』

、
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
一
五
年
が
詳
し
い
。
な
お

『
民
約
訳
解
』
は
本
名
の
中
江
篤
介
の
名
義
で
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
便
宜
を
図
る
た
め
兆
民
の
号
を
一
貫
し
て
用
い
る
。
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(

�)

「
東
洋
の
ル
ソ
ー
」
と
い
う
名
辞
は
、
日
本
の
み
な
ら
ず
、
東
ア
ジ
ア
（
中
国
、
韓
国
）
や
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
中
国
、
韓
国
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
各
国
に
お
い
て
兆
民
が
「
東
洋
の
ル
ソ
ー
」(

東
洋
盧
梭
、�

�
�
�
�

、R
o

u
sse

au
d

e

l’O
rie

n
t)

と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
点
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
熊
月
之
『
中
国
近
代
民
主
思
想
史』

、
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
六

年
、
三
〇
七
頁
、
宮
村
治
雄
「｢

東
洋
の
ル
ソ
ー
」
の
政
治
思
想:

中
江
兆
民
再
考
」(『

思
想』

、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
三
月
）
の
韓

国
語
訳

�
�
	


�
�
�

「｢
�
�
�
�
�

」�

�
�
�
�
�
�
�
�
(

中
江
兆
民)

�
�
�

」『

�
�
�
�
�

』
第
一
八
緝

一
号
、�

�

�
�
�
�
�

、
二
〇
一
二
年
五
月
、
二
四
八
頁
、
そ
し
てE

d
d

y
D

u
fo

u
rm

o
n

t,
R

ou
ssea

u
a

u
Ja

p
on

:
N

a
k

a
e
�
���

��

et
le

�	
�
����

�
���

�
���

�
��
��
(

1
8

7
4

�

1
8

9
0)

,
P

re
sse

s
U

n
iv

e
rsitaire

s
d
e

B
o

rd
e

au
x
,

2
0

1
8
,

p
7

1

を
参
照
。

(

�)

中
江
兆
民
の
中
国
に
お
け
る
受
容
は
、
島
田
虔
次
「
中
国
で
の
兆
民
受
容
」(『

中
江
兆
民
全
集
』
第
一
巻
「
月
報｣

、
一
九
八
三
年
、

岩
波
書
店)

、
狭
間
直
樹
「
中
国
人
に
よ
る
『
民
約
訳
解
』
の
重
刊
を
め
ぐ
っ
て
―
中
国
で
の
兆
民
受
容

続
―
」(『

中
江
兆
民
全
集
』

別
巻
「
月
報｣

、
一
九
八
六
年
、
岩
波
書
店)

、
セ
リ
ー
ヌ･

ワ
ン
「『

人
民
』
と
『
社
会
契
約』

中
国
に
お
け
る
ル
ソ
ー
の
受
容
」(

永
見

文
雄･

三
浦
信
孝･

川
出
良
枝
編

『
ジ
ャ
ン=

ジ
ャ
ッ
ク･

ル
ソ
ー
誕
生
三
〇
〇
周
年
記
念
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

ル
ソ
ー
と
近
代
―
ル

ソ
ー
の
回
帰･

ル
ソ
ー
へ
の
回
帰
―』
、
風
行
社
、
二
〇
一
四
年
）
お
よ
び
、
川
尻
文
彦
「
中
国
と
ル
ソ
ー
」(『

共
生
の
文
化
研
究
』
一

三
号
、
二
〇
一
九
年
）
を
参
照
。
な
お
『
訳
解
』
は
中
国
に
お
い
て
、『

民
約
通
義
』
と
し
て
一
八
九
八
年
に
復
刻
、
出
版
さ
れ
た
。
し

か
し
、
そ
こ
に
は
訳
者
で
あ
る
中
江
篤
介
の
名
お
よ
び
彼
に
よ
る
「
訳
者
緒
言
」
も
欠
落
し
て
い
る
（
ワ
ン
、
前
掲
書
、
三
六
二－

三
六

三
頁)

。

(

�)

朝
鮮
半
島
に
お
い
て
『
社
会
』
は
、
大
韓
帝
国
末
期
の
一
九
〇
九
年
に
『
皇
城
新
聞
』
に
「
盧
梭

民
約
」
と
題
さ
れ
翻
訳
連
載
さ

れ
た
。
同
書
は
国
内
で
は
じ
め
て
の
『
社
会
』
の
翻
訳

(

た
だ
し
第
一
編
の
み)

で
あ
っ
た
が
、
漢
字
ハ
ン
グ
ル
混
じ
り
の
文
体
で
あ
っ

た
た
め
対
象
読
者
は
知
識
階
層
に
限
ら
れ
て
い
た
。
冒
頭
は
「
政�
果
然
可 

正�
!

�"

義#

利
�
果
然
可 

合$
!

�%

.
」

と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
『
訳
解
』
の
「
政
果
不
レ

可
レ

得
レ

正
邪
、
義
与
レ

利
果
不
レ

可
レ

得
レ

合
邪
」
と
明
ら
か
に
類
似
す
る
。
ち
な
み
に
、

『
訳
解
』
の
当
該
箇
所
に
お
け
る
現
代
韓
国
語
訳
は
次
の
と
お
り
。「

(
政)

�
&
�

(

正)
'
(
'
)
*
+
%

？�
(

義)
#
,

(

利)
+
&
�
-
.
/
)
*
+
%

？
」(

0
1
2

「J.-J.
R

o
u

sse
au

,
D

u
C

on
tra

t
S

ocia
l,

ou
P

rin
cip

es
d

u
d

roit
p

olitiqu
e
;

中
江
兆
民
、
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『
民
約
譯
解』；

『

皇
城
新
聞』

、｢

盧
梭
民
約｣

」『
�
�
�
�
�

』
第
九
号
、�
�
�
	



、
二
〇
一
二
年
、
二
八
一
頁
か
ら
の
引
用)

。

こ
こ
か
ら
朝
鮮
半
島
に
お
い
て

『

社
会』

は
、『

訳
解
』
を
底
本
と
し
て
受
容
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
『
民
約
通
義
』
と
同
様

に
兆
民
の
名
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は�

�

｢
�
�
�
�
�
�
『
�
�
�
�
�

』�
�
�
�
�

―J.
J.

R
o

u
sse

au
D

u
C

o
n

trat

S
o

cial
�
�

中
江
兆
民
『
民
約
譯
解
』�

�
�
 

『!
"
#
$

』｢
�
�
%
�

」&
�
｣
『
'
(
$
�
)
*

』
第
四
〇
輯
、+

,
-
,

'
(
	
�

、
二
〇
一
一
年
を
参
照
。
ま
た
「
盧
梭

民
約
」
の
全
文
は
金
孝
全

(
.
/
0
)

編
「
盧
梭

民
約
」『

+
,
1
	
』

、+
,
2

	
3
1
	
)
*
�

、
一
九
九
七
年
に
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
国
お
よ
び
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
兆
民
の
受
容
に
関
す
る
検
討
は

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

(

�)

丸
山
眞
男
「
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
」(『

翻
訳
の
思
想

日
本
近
代
思
想
体
系』

、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
、
四
一
二
頁)

(

�)

渡
辺
浩
『
日
本
政
治
思
想
史

十
七
世
紀
〜
十
九
世
紀』

、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
、
四
五
四
頁
。
ま
た
、
井
田
進
也

「
明
治
初
期
『
民
約
論
』
諸
訳
の
比
較
検
討
」(

井
田
進
也
編
『
兆
民
を
ひ
ら
く

明
治
近
代
の
〈
夢
〉
を
求
め
て』

、
光
芒
社
、
二
〇
〇

一
年)

も
参
照
。

(

�)

井
田
進
也
『
中
江
兆
民
の
フ
ラ
ン
ス』
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
、
三
八
二
頁

(

�)
｢

余
自
蚤
歳
嗜
読
此
書
、
久
々
覚
有
所
得
、
乃
取
訳
之
、
其
難
解
処
、
従
加
之
解
、
名
曰
民
約
訳
解
」(

①
六
九)

中
江
兆
民
の
著

作
か
ら
の
引
用
は
、
全
て
『
中
江
兆
民
全
集
』(
松
本
三
之
介
・
松
沢
弘
陽
・
溝
口
雄
三
・
松
永
昌
三
・
井
田
進
也
編
、
岩
波
書
店
、
一

九
八
三－

一
九
八
六
年)

に
拠
り
、
巻
数
頁
数
の
順
に
①
六
七
の
よ
う
に
略
記
す
る
。
ま
た

『

訳
解
』
に
お
け
る
原
漢
文
の
書
き
下
し
文

は
、『
中
江
兆
民
全
集
』
第
一
巻
所
収
の
島
田
虔
次
氏
に
よ
る
そ
れ
を
引
用
す
る
。(

別
巻
の
場
合
は
、
別
四
六
五)

現
代
語
訳
は
全
て
拙

訳
で
あ
る
が
、
河
野
健
二
編
『
日
本
の
名
著

中
江
兆
民』

、
中
央
公
論
社
、
一
九
六
九
年
お
よ
び
久
保
大
訳
『
現
代
語
訳

中
江
兆
民

著
作
選
上

民
約
訳
解』

、
公
人
社
、
二
〇
一
四
年
を
適
宜
参
照
し
た
。
な
お
、
凡
そ
の
古
典
中
国
語
（
漢
文
）
に
お
け
る
繁
体
字
と
、

現
代
中
国
語
に
お
け
る
簡
体
字
に
関
し
て
は
、
引
用
に
際
し
常
用
字
に
変
換
し
た
。

(

�
）
こ
れ
は
、
兆
民
の
翻
訳
観
の
反
映
と
も
い
え
る
。
彼
の
弟
子
で
あ
っ
た
幸
徳
秋
水
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「[

兆
民

引
用
者

注
〕
先
生
予
等
に
誨
え
て
曰
く
、
…
世
間
洋
書
を
訳
す
る
者
、
適
当
の
熟
語
な
き
に
苦
し
み
、
妄
り
に
疎
卒
の
文
字
を
製
し
て
紙
上
に
相
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踵
ぐ
、
拙
悪
見
る
に
堪
え
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
実
に
読
ん
で
解
す
る
を
得
ざ
ら
し
む
。
是
れ
実
は
適
当
の
熟
語
な
き
に
非
ず
し
て
、
彼
等

の
素
養
足
ら
ざ
る
に
坐
す
る
の
み
、
思
わ
ざ
る
可
け
ん
や
と｣

。
兆
民
は
こ
れ
に
続
い
て
漢
文
は
簡
潔
で
気
力
が
あ
る
の
で
『
エ
ミ
ー
ル
』

を
仮
に
自
分
が
訳
す
な
ら
原
著
を
三
分
の
二
に
ま
で
減
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
自
信
を
も
っ
て
語
る
（
別
四
六
五)

。
し
か
し
兆
民

は
こ
の
よ
う
に
言
う
け
れ
ど
も
、
彼
の
多
く
の
訳
書
の
な
か
で
、
漢
文
で
執
筆
し
た
の
は
唯
一
『
訳
解
』
の
み
で
あ
っ
た
。

(

�)

こ
の
一
節
が
『
訳
解
』
の
主
題
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
米
原
謙
「
方
法
と
し
て
の
中
江
兆
民：

『

民
約
訳
解
』
を
読
む
」

(『

下
関
市
立
大
学
論
集』

、
二
七
巻
三
号
、
一
九
八
四
年
一
月
、
一
七
頁)

を
参
照
。

(

�)

平
岡
昇
編
『
世
界
の
名
著

ル
ソ
ー』

、
中
央
公
論
社
、
一
九
六
六
年
、
二
三
一
頁

Je
v

e
u

x
ch

e
rch

e
r

si,
d

an
s

l’o
rd

re
civ

il,
il

p
e

u
t

y
av

o
ir

q
u

e
lq

u
e
��
�
��

d
’ad

m
in

istratio
n
��
��	�


�
e

t
��
��

,
e

n
p

re
n

an
t

le
s

h
o

m
m

e
s

te
ls

’q
u
’ils

so
n

t,
e

t
le

s
lo

is
te

lle
s

q
u
’e

lle
s

p
e

u
v

e
n

t

	��

.(
O

.
C

.
III.

p
3

5
1)

な
お
、D

u
C

on
tra

t
S

ocia
l

を
は
じ
め
ル
ソ
ー
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、�

�
����

���
������

d
e

Jea
n
-Ja

cqu
es

R
ou

ssea
u

,
��

.
B

.

G
ag

n
e

b
in

e
t

M
.

R
ay

m
o

n
d
,

I,
III,

IV
,

P
aris,

G
alim

arad
,

B
ib

li-�	�
���
�

d
e

la
 
���!��"

1
9

6
4
,

1
9

6
9
.

に
拠
り
。
例
え
ばD

u
C

on
tra

t

S
ocia

l

か
ら
の
場
合
に
は

O
.

C
.

III.
p

3
5

1
の
よ
う
に
略
記
し
、
引
用
に
際
し
て
は
現
行
の
フ
ラ
ン
ス
語
に
基
づ
い
た
綴
り
字
に
適
宜
変

更
し
た
。

(

�)

米
原
謙
『
日
本
近
代
思
想
と
中
江
兆
民』

、
新
評
論
、
一
九
八
六
年
、
一
八
八－

一
八
九
頁

(

�)

米
原
、
前
掲

｢

方
法
と
し
て
の
中
江
兆
民｣

、
一
八
頁

(

�)

呂
明
灼
等
『
儒
学
与
近
代
以
来
中
国
政
治』

、
斉
魯
書
社
、
二
〇
〇
四
年
、
四
八
九
頁

(

�)

兆
民
と
儒
学
思
想
と
の
関
係
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
柳
父
章
「
兆
民
は
な
ぜ
『
民
約
訳
解
』
を
漢
文
で
訳
し
た
か
」(『

國
文
學
』

第
四
九
巻
一
〇
号
、
二
〇
〇
四
年)

、
井
上
厚
司
「
中
江
兆
民
と
儒
教
思
想
―

｢

自
由
権
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
―
」(『

北
東
ア
ジ
ア
研

究
』
第
一
四
・
一
五
合
併
号
、
二
〇
〇
八
年
三
月
）
お
よ
び
下
川
玲
子
『
朱
子
学
か
ら
考
え
る
権
利
の
思
想』

、
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一

七
年
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
ル
ソ
ー
の
思
想
を
受
け
容
れ
る
に
あ
た
り
儒
学
思
想
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果

た
し
た
の
か
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
が
、
兆
民
を
儒
学
者
と
ま
で
断
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、
兆
民
は
存
命
中
に
高
瀬
武
次
郎
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『
日
本
之
陽
明
学』

、
鐵
華
書
院
、
一
八
九
八
年
に
よ
っ
て
陽
明
学
者
と
し
て
規
定
づ
け
ら
れ
、
大
橋
健
二
『
日
本
陽
明
学
奇
蹟
の
系
譜

改
訂
版』

、
叢
文
社
、
一
九
九
五
年
は
こ
れ
を
継
承
す
る
。
儒
学
思
想
と
兆
民
と
の
関
係
を
扱
う
に
あ
た
り
陽
明
学
も
ま
た
重
要
な
論

点
で
は
あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
す
る
検
討
は
他
日
に
期
し
た
い
。

(

�)
呂
明
灼
等
、
前
掲
書
、
四
八
六
頁
、
大
久
保
健
晴
『
近
代
日
本
の
政
治
構
想
と
オ
ラ
ン
ダ』

、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
、

一
三
一
頁
お
よ
び
、
濱
野
靖
一
郎
『
頼
山
陽
の
思
想

日
本
に
お
け
る
政
治
学
の
誕
生』

、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
、
一
一
六－

一
一
七
頁
を
参
照
。

(

�)

例
え
ば
、「
君
子
は
義
に
喩
り
、
小
人
は
利
に
喩
る
」(｢

君
子
喩
於
義
、
小
人
喩
於
利
」『

論
語
』
里
仁
第
四)

、
「
苟
く
も
義
を
後

に
し
て
利
を
先
に
す
る
こ
と
を
為
さ
ば
、
奪
わ
ず
ん
ば�

か
ず
」(｢

苟
為
後
義
而
先
利
、
不
奪
不�

」『

孟
子
』
梁
恵
王
章
句
上)

、｢

此

は
国
は
利
を
以
て
利
と
為
さ
ず
、
義
を
以
て
利
と
為
す
を
謂
う
な
り
」(｢

此
謂
国
不
利
以
利
為
利
。
以
義
為
利
也
」『

大
学』)

、「
利
を
見

て
譲
る
は
義
な
り
」(｢

見
利
而
讓
、
義
也
」『

礼
記
』
楽
記
十
九
）
な
ど
。
そ
れ
ぞ
れ
吉
田
賢
抗
『
論
語』

、
明
治
書
院
、
一
九
七
一
年
、

九
六
頁
、
内
野
熊
一
郎
『
孟
子』

、
明
治
書
院
、
一
九
六
五
年
、
八
頁
、
赤
塚
忠
『
大
学
・
中
庸』

、
明
治
書
院
、
一
九
六
七
年
、
一
四
二

頁
お
よ
び
竹
内
照
夫
『
礼
記
（
中)』

、
明
治
書
院
、
一
九
七
七
年
、
六
〇
五－

六
〇
六
頁
を
参
照
。
な
お
、
引
用
に
際
し
て
、
適
宜
表
記

を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

(

�)

渡
邉
義
浩
等
編
『
は
じ
め
て
学
ぶ
中
国
思
想
―
思
想
家
た
ち
と
の
対
話
―』

、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
八
年
、
二
二
四－

二
二

五
頁
。
例
え
ば
、
明
の
李
卓
吾(

一
五
二
七－

一
六
〇
二)
は
、「
私
」
や
「
欲
望
」
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
こ
と
で
伝
統
的
な
儒
教
秩
序

を
批
判
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
彼
が
『
焚
書
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
夫
天
下
之
民
物
衆
矣
、
若
必
欲
其
皆
如
吾
之
條
理
、

則
天
地
亦
且
不
能
。
…
各
従
所
好
、
各
騁
所
長
、
無
一
人
之
不
中
用
。
何
其
事
之
易
也
」
お
よ
び
、「
夫
六
経
・
語
・
孟
、
非
其
史
官
過

為
褒
崇
之
詞
、
則
其
臣
子
極
為
賛
美
之
語
。
又
不
然
、
則
其
迂
闊
門
徒
、�

�

弟
子
、
記
憶
師
説
、
有
頭
無
尾
、
得
後
遺
前
、
随
其
所
見
、

筆
之
於
書
。
後
学
不
察
、
便
謂
出
自
聖
人
之
口
也
、
決
定
目
之
為
経
矣
、
孰
知
其
大
半
非
聖
人
之
言
乎
」(

李
贄
『
中
国
思
想
史
資
料
叢

刊

焚
書

続
焚
書』

、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
九
年
、
一
七
頁
、
九
九
頁)
。

(

�)

諸
橋
轍
次
「
儒
教
講
話
」(『

諸
橋
轍
次
著
作
集
』
第
四
巻
、
大
修
館
書
店)
、
一
九
七
五
年
、
五
五
六
頁
。
引
用
に
際
し
て
は
、
適
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宜
表
記
を
改
め
た
。

(
�)

同
前

(
�)
白
川
静
『
字
通』

、
平
凡
社
、
一
九
九
六
年
、
二
六
九
頁

(

�)
同
前
、
一
五
九
三
頁

(

�)

ち
な
み
に
『
説
文
解
字
』
は
、「
義
」
を
「
己
之
威
儀
也
、
从
我
羊
」
と
、「
利
」
を
「
銛
也
、
从
刀
、
和
然
後
利
、
从
和
省
」
と
説

明
す
る
。

(

�)

大
江
清
一
『
義
利
合
一
説
の
思
想
的
基
盤』

、
時
潮
社
、
二
〇
一
九
年
、
四
二
二
頁

(

�)

曾
暁
霞
『
日
本
に
お
け
る
近
代
経
済
倫
理
の
形
成』

、
作
品
社
、
二
〇
一
九
年
、
一
三
頁

(

�)

本
章
に
お
け
る
三
島
中
洲
と
渋
沢
栄
一
の
義
利
合
一
論
に
関
し
て
は
、
大
江
、
前
掲
書
を
参
考
。

(

	)

二
松
学
舎
に
お
い
て
は
兆
民
の
ほ
か
に
、
や
は
り
漢
学
・
漢
詩
に
造
詣
の
深
か
っ
た
犬
養
毅
や
夏
目
漱
石
な
ど
が
か
つ
て
学
ん
で
い

る
。
二
松
学
舎
の
著
名
な
卒
業
生
に
つ
い
て
は
、
二
松
學
舎
大
學

(

二
〇
一
〇)

｢

卒
業
生
紹
介
―
二
松
学
舎
大
学

大
学
案
内
」h

ttp
s:

//w
w

w
.n

ish
o

g
ak

u
sh

a－
u
.ac.jp

/ab
o

u
t/f2

.h
tm

l
(

閲
覧
日：

二
〇
一
九
年
九
月
一
二
日)

を
参
照
。

(


)

「
正
論
確
説
、
功
利
家
頂
門
一
針
、
自
レ

非
乙

学
兼
二

漢
洋
一

者
甲

、
悪
能
至
二

干
此
一

」(

⑪
二
二)

(

�)

『
福
島
正
夫
著
作
集
』
第
一
巻
、
勁
草
書
房
、
一
九
九
三
年
、
四
一
六
頁

(

�)

兆
民
は
他
に
、
高
谷
龍
洲
、
岡
松
甕
谷
か
ら
漢
学
の
指
導
を
受
け
て
い
る
。

(

)

小
島
毅
『
近
代
日
本
の
陽
明
学』

、
講
談
社
、
二
〇
〇
六
年
、
六
八
頁

(

�)

同
前
、
六
九
頁

(

�)

両
書
と
も
に
三
島
毅
『
中
洲
講
話』

、
文
雅
堂
書
店
、
一
九
〇
九
年
に
所
収
。

(

�)

三
島
、
前
掲
書
、
三
二
八
頁

(

�)

大
江
、
前
掲
書
、
六
三
六－

六
三
七
頁

(

�)

同
前
、
四
一
一
頁
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(

�)

同
前

(
�)

三
島
、
前
掲
書
、
二
頁
。
引
用
に
際
し
て
適
宜
表
記
を
改
め
た
。
以
下
も
同
じ
。

(
�)
同
前
、
五
頁

(

�)
同
前

(

�)

大
江
、
前
掲
書
、
四
三
二
頁

(

�)

三
島
、
前
掲
書
、
八
頁

(

�)

同
前

(

	)

大
江
、
前
掲
書
、
四
三
三
頁

(


)

同
前
、
四
三
六－

四
三
七
頁
。
こ
の
よ
う
な
中
洲
の
義
利
合
一
論
に
対
し
て
は
並
木
栗
水

(

一
八
二
九－

一
九
一
四)

は
『
義
利
合

一
論
辯
解
』
が
徹
底
的
に
批
判
す
る
。
並
木
に
お
い
て
は
「
義
と
利
は
二
つ
で
あ
り
、
義
そ
の
も
の
を
目
的
と
す
る
。
結
果
と
し
て
の
利

は
否
定
し
な
い
が
、
利
を
宛
に
し
て
義
を
お
こ
な
う
と
い
う
態
度
」
に
対
し
て
は
否
定
す
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
岡
野
康
幸
「
並
木
栗

水
『
義
利
合
一
論
辯
解
』
解
題
並
び
翻
刻
」(『

日
本
漢
文
学
研
究』

、
二
松
學
舎
大
学
、
二
〇
〇
八
年
三
月
、
二
四
七
頁)

を
参
照
。

(

�)

大
江
、
前
掲
書
、
三
三
頁

(

�)

同
前
。
ち
な
み
に
中
洲
が
主
宰
し
た
二
松
学
舎
の
第
三
代
の
舎
長
は
、
渋
沢
栄
一
で
あ
る
。
二
松
学
舎
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
二
松

學
舎
大
學

(

二
〇
一
〇)

｢

沿
革
―
二
松
学
舎
大
学

大
学
案
内
」h

ttp
s://w

w
w

.n
ish

o
g

ak
u

sh
a－

u
.ac.jp

/ab
o

u
t/f1

.h
tm

l
(

閲
覧
日：

二
〇
一
九
年
九
月
一
二
日)

を
参
照
。

(

)

大
江
、
前
掲
書
、
六
三
八
頁

(

�)

同
前

(

�)

大
江
、
前
掲
書
、
三
七
頁

(

�)

渋
沢
栄
一
『
論
語
講
義』

、
二
松
学
舎
大
学
出
版
部
、
一
九
七
五
年
、
二
九
二
頁
、
引
用
に
際
し
て
適
宜
表
記
を
改
め
た
。

(

�)

大
江
、
前
掲
書
、
三
六
〇
頁
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(

�)

同
前
、
三
六
二
頁

(
�)

同
前
、
四
三
六－

四
三
七
頁
、
お
よ
び
溝
口
貞
彦
「
中
洲
の
『
義
利
合
一
論
』
に
つ
い
て
」(『

陽
明
学
』
一
三
号
、
二
松
学
舎
大
学
、

二
〇
〇
一
年
三
月
、
一
四
七
頁)

。
特
に
後
者
で
は
「『

利
』
と
は
『
算
盤
』
を
意
味
し
、
ま
た
そ
れ
は
『
算
盤
』
に
象
徴
さ
れ
る
近
代
的

な
実
業

(

お
よ
び
そ
れ
に
内
在
す
る
合
理
的
精
神)

を
さ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
あ
る
。

(

�)

大
江
、
前
掲
書
、
四
三
七
頁

(

�)

同
前
、
六
三
八
頁

(

�)

同
前
、
六
三
九
頁

(

�)

同
前
、
四
三
七
頁

(

�)

兆
民
は
、la

�
����

��
��
�
�
	
l

を
「
衆
志
」
や
「
公
志
」
と
訳
す
が
、
本
稿
で
は
そ
れ
ら
と
現
在
通
用
す
る

｢

一
般
意
志｣

を
併
用

し
、
あ
え
て
混
用
の
整
理
は
行
わ
な
い
こ
と
を
予
め
断
っ
て
お
く
。｢

全
体
意
志｣

(
la

�����
��

d
e

to
u

s)

に
関
し
て
も
同
様
と
す
る
。

(

	)

ル
ソ
ー
の
著
作
の
日
本
語
訳
は
、
原
則
拙
訳
で
あ
る
が
、
特
に

D
u

C
on

tra
t

S
ocia

l

に
関
し
て
は
、
桑
原
武
夫
・
前
川
貞
次
郎
訳

『

社
会
契
約
論』

、
岩
波
文
庫
、
一
九
五
四
年
お
よ
び
平
岡
編
、
前
掲
書
を
適
宜
参
考
に
し
た
。

(


)
O

.
C

.
III.

p
3

6
8

(

�)

①
一
〇
八

(

�)
O

.
C

.
III.

p
3

7
1

(

)

①
一
一
二

(

�)

こ
の
点
は
、
既
に
米
原
謙
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る

(
例
え
ば
、
米
原
、
前
掲
『
日
本
近
代
思
想
と
中
江
兆
民』

、
一
八
六
頁)

。

本
稿
で
の
議
論
も
ま
た
同
書
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

(

�)

竹
内
照
夫
『
四
書
五
経』

、
平
凡
社
、
一
九
八
七
年
、
一
七
六
頁

(

�)

島
田
虔
次
『
大
学
・
中
庸』

、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
七
年
、
七
頁

(

�)

大
濱
晧
『
中
国
古
代
思
想
論』

、
勁
草
書
房
、
一
九
七
七
年
、
二
四
一
頁

法と政治 70巻 4号 (2020年 2月)

論

説

1421

四
六



(

�)

島
田
、
前
掲
『
大
学
・
中
庸』

、
一
六
三
頁

(
�)

同
前
。
元
来
、「
中
」
を
「
不
偏
」
と
し
た
の
は
程
子
で
、「
過
不
及
」
と
し
た
の
は
呂
大
臨
で
あ
っ
た
。
朱
子
は
そ
れ
を
ま
と
め
て

こ
の
よ
う
に
注
釈
し
た
の
で
あ
る
。

(

�)
「
舜
其
大
知
也
與
、
舜
好
問
而
好
察
邇
言
、
隠
悪
而
揚
善
、
執
其
両
端
用
其
中
於
民
、
其
斯
以
為
舜
乎
」(

同
前
、
一
八
七
頁)

(

�)

同
前
、
一
八
八
頁

(

�)

同
前

(

�)

島
田
、
前
掲
『
大
学
・
中
庸』

、
一
八
九
頁

(

�)

『
エ
ミ
ー
ル
』(

�
�
���

ou
D

e
���	


��
���)

で
は
、L

’e
sse

n
ce

d
e

la
���
������

���
co

n
sistat

d
an

s
la
�����

��
���
�����

,
o

n
n

e

v
o

it
p

o
in

t
n

o
n

p
lu

s
co

m
m

e
n

t
o

n
p

e
u

t
s’assu

re
r

q
u
’u

n
e
�����

��
p

arti��
�����

se
ra

to
u

jo
u

rs
d
’acco

rd
av

e
c

ce
tte
�����

��

�
�
�
�
����

.(
O

.
C

.IV
.

p
8

4
3)

と
あ
る
よ
う
に
、
特
殊
意
志
は
一
般
意
志
と
一
致
せ
ず
、
む
し
ろ
前
者
は
後
者
と
し
ば
し
ば
逆
に
な
る
こ

と
が
説
明
さ
れ
て
い
る

(

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
Ｒ
・
ド
ラ
テ

(

著)

、
西
嶋
法
友

(

訳)

『
ル
ソ
ー
と
そ
の
時
代
の
政
治
学』

、
九
州
大

学
出
版
会
、
一
九
八
六
年
、
三
四
八－
三
四
九
頁
も
参
照)

。

(

	)

『
社
会
』
の
一
般
意
志
論
の
訳
出
方
法
に
つ
い
て
明
治
前
半
期
の
同
書
の
種
々
の
訳
本
を
掲
げ
る
と
次
の
通
り
で
あ
る

(

な
お
引
用

に
際
し
適
宜
表
記
を
改
め
た)

。

Il
y

a
so

u
v

e
n

t
b

ie
n

d
e

la
�
����
��
�
��

e
n

tre
la
�����

��
d

e
to

u
s

e
t
��
�����

��
���
�����

;
ce

lle
-ci

n
e

re
g

ard
 �
!"
�!��
���#�

co
m

m
u

n
;

l’au
tre

re
g

ard
e
"
�!��
��
�#
�
$
���
�
,

e
t

n
’e

st
q

u
’u

n
e

so
m

m
e

d
e
�����

���
$
������

��%���
:

m
ais
&��'

��
ce

s
(
#(
��

�
����
��
�

le
s

p
lu

s
e

t
le

s
m

o
in

s
q

u
i

s’e
n

tre
-�
����
����
�,

re
ste

p
o

u
r

so
m

m
e

d
e

s
��������

���
la
�����

��
���
����.

兆
民
『
民
約
論』：

又�

々
衆
意
〔la

�
����
��
���
�����

引
用
者
注
〕
ト
衆
人
ノ
意
〔la

�����
��

d
e

to
u

s

引
用
者
注
〕
ト
ノ

間
ニ
大
差
異
有
ル
コ
ト
ア
リ
、
衆
意
ト
ハ
議
会
中
大
数
ノ
意
ナ
レ
バ
汎
ク
公
利
ニ
渉
ル
モ
ノ
ト
為
ス
、
衆
人
ノ
意
ハ
此
レ
ニ
反
シ
テ
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偏
ニ
私
利
ヲ
務
ム
、
即
チ
衆
人
ノ
意
ハ
只
各
人
私
意
〔la

�����
��

�
	
���

���
�

引
用
者
注
〕
ノ
聚
合
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
然
レ

ド
モ
其
中
ヨ
リ
太
激
ナ
ル
説
ト
太
慢
ナ
ル
説
ト
ノ
相
制
ス
ル
モ
ノ
ヲ
除
テ
其
大
同
小
異
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
合
ス
ル
ト
キ
ハ
、
自
然
公
利
ニ

渉
ル
所
ノ
意
即
チ
所
謂
衆
意
ヲ
拈
出
ス
可
シ

服
部
徳
『
民
約
論』：

衆
人
ノ
意
志
〔la

�
����

��
d
e

to
u

s

引
用
者
注
〕
ト
公
同
ノ
意
志
〔la

�����
��

���
�
	��

引
用
者
注
〕
ト

ハ
往
々
其
間
ニ
著
シ
キ
径
庭
ア
リ
而
シ
テ
公
同
ノ
意
志
ナ
ル
モ
ノ
ハ
国
家
共
同
ノ
福
利
便
益
ニ
注
思
ス
ル
ニ
在
リ
又
衆
人
ノ
意
志
ハ

独
自
一
己
ノ
福
利
便
益
ニ
注
思
ス
ル
ニ
在
テ
則

(

マ
マ)

チ
各
人
一
個
ノ
意
志
〔la

�����
��

�
	
���

���
�

引
用
者
注
〕
ヲ
合
シ
テ
一
ト
ナ
ル

モ
ノ
ナ
リ
然
レ
ド
モ
是
レ
ヨ
リ
其
多
少
相
互
ニ
襲
撃
ス
ル
所
ノ
意
志
ヲ
除
ク
ト
キ
ハ
乃
チ
各
々
異
ナ
ル
諸
ノ
意
志
ヲ
湊
合
ス
ル
モ
ノ

ニ
非
ス
シ
テ
公
同
ノ
意
志
ト
異
ナ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
ヘ
シ
（
服
部
徳
（
訳
）『

民
約
論

日
本
立
法
資
料
全
集』

、
信
山
社
出
版
、
二

〇
一
三
年
、
二
ノ
九－
二
ノ
十
頁
、
な
お
合
字
は
カ
タ
カ
ナ
に
開
い
た)

原
田
潜『

民
約
論
覆
義』：

抑
々
人
ノ
思
想
ハ
一
個
ノ
意
思

(

マ
マ)[

la
�����

��
�
	
���

���
�

引
用
者
注]

ト
社
会
公
同
ノ
意
思

(

マ
マ)[

la
�����

��

�
�
�
�

	��

引
用
者
注
〕
即
チ
社
会
共
同
ノ
福
利
便
益
ニ
注
思
ス
ル
ト
一
身
自
己
ノ
便
益
福
利
ヲ
希
望
ス
ル
ト
ニ
在
リ
而
シ
テ
公
同

ノ
意
志
ナ
ル
モ
ノ
ハ
其
一
身
自
己
ノ
便
益
福
利
ヲ
希
望
ス
ル
意
志
ノ
数
多
相
集
合
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
自
己
ノ
利
ト
ス
ル
所
ト
他
人

ノ
害
ト
ス
ル
所
ト
相
ヒ
抵
触
ス
ル
コ
ト
ナ
ケ
レ
ハ
則
チ
一
己
ノ
心
亦
タ
公
同
ノ
意
志
ナ
リ
豈
ニ
其
間
ニ
差
異
ア
ラ
ン
ヤ
（
原
田
潜

（
訳
）『

民
約
論
覆
義

全

日
本
立
立
法
資
料
全
集』
、
信
山
社
出
版
、
二
〇
一
一
年
、
七
二－

七
三
頁
、
な
お
合
字
は
カ
タ
カ
ナ

に
開
い
た
）

服
部
訳
に
つ
い
て
、
前
半
部
分
は
一
応
原
文
に
沿
っ
て
い
る
。
後
半
部
分
に
お
い
て
は
、se

���

�
�

を
そ
の
ま
ま
の
意
味
で
と
ら
え

る
が
た
め
に���

�
�
�

��
�
�


���
�
�

が
「
相
互
ニ
襲
撃
ス
ル
」
と
誤
訳
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
問
題
は
原
田
訳
で
、
原
著
の
冒
頭
で
は
全

体
意
志
と
一
般
意
志
と
の
関
係
が
扱
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
原
田
訳
は
終
始
、
特
殊
意
志
（
一
個
ノ
意
思
）
と
一
般
意
志
（
公
同
ノ
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意
思
）
と
の
関
係
に
置
き
換
わ
っ
て
い
る
（
な
お�

����
��

に
対
し
て
も
「
意
志
」
や
「
意
思
」
と
訳
語
が
定
ま
っ
て
い
な
い)

。
し
た

が
っ
て
、
本
来
な
ら
ば
全
体
意
志
は
特
殊
意
志
の
合
計
で
あ
る
と
す
べ
き
と
こ
ろ
を
原
田
訳
は
、
一
般
意
志
は
特
殊
意
志
の
集
合
体
と
す

る
た
め
、
原
著
の
主
旨
と
全
く
一
致
し
な
い
。
と
は
い
え
、
当
該
箇
所
の
解
釈
に
つ
い
て
は
現
代
に
お
い
て
も
定
ま
っ
て
お
ら
ず
、『
社

会
』
が
孕
む
難
題
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
し
て
や
当
時
に
お
い
て
こ
れ
を
翻
訳
す
る
こ
と
が
い
か
に
至
難
で
あ
っ
た
か
は
容
易

に
想
像
が
つ
く
。
し
か
し
、
翻
訳
の
忠
実
性
と
い
う
観
点
か
ら
兆
民
に
と
っ
て
の
最
初
の
『
社
会
』
の
翻
訳
で
あ
る
『
民
約
論
』
の
当
該

箇
所
を
み
る
と
、
服
部
、
原
田
訳
と
比
べ
て
原
著
と
の
多
少
の
違
い
は
あ
る
と
は
い
え
ど
も
、
省
略
や
加
筆
が
ほ
と
ん
ど
な
く
現
在
流
通

し
て
い
る
翻
訳
と
大
差
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
こ
の
時
点
で
兆
民
が
『
社
会
』
に
対
す
る
群
を
抜
い
た
理
解
が
あ
っ
た
と
断
定
は
で
き
な

い
け
れ
ど
も
、
優
れ
た
語
学
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
に
と
っ
て
の
二
回
目
の
翻
訳
で
あ
る
『
訳
解
』
の

当
該
箇
所
が
原
著
と
異
な
る
の
は
、
誤・
訳・
で・
は・
な・
い・
と
い
う
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。

(

�)

米
原
謙
は
、
一
般
意
志
を
「
中
」
と
す
る
兆
民
の
姿
勢
に
関
し
て
「
儒
教
の
政
治
理
念
に
仮
託
し
て
…
ル
ソ
ー
よ
り
も
は
る
か
に
鮮

明
に
一
般
意
志
概
念
を
位
置
付
け
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
れ
が
「
東
洋
の
ル
ソ
ー
」
の
真
骨
頂
な
の
だ
」
と
断
定
す
る

(

米
原
、
前

掲

｢

方
法
と
し
て
の
中
江
兆
民｣

、
一
九
頁)
。
む
ろ
ん
こ
の
点
に
異
論
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
ル
ソ
ー
と
兆
民
の
一
般
意
志
の
差
異
に
つ

い
て
は
看
過
さ
れ
て
い
る
。

(

�)
O

.
C

.
III.

p
3

6
8

(

�)

①
一
〇
七

た
だ
し
傍
点
は
引
用
者
。

(

�)

ラ
テ
ン
語b

o
n

u
s

co
m

m
u

n
e

、
英
語co

m
m

o
n

g
o

o
d

に
あ
た
る
。
な
お
日
本
語
で
は
「
共
通
善
」
の
訳
を
あ
て
た
。

(

�)

こ
れ
ま
で
の
日
本
で
の
ル
ソ
ー
研
究
に
お
い
て

le
b

ie
n

co
m

m
u

n
(｢

共
通
善｣)

が
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
点

に
つ
い
て
は
、
菊
池
理
夫
『
社
会
契
約
論
を
問
い
な
お
す
―
現
代
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
か
ら
の
視
座
―』

、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二

〇
一
八
年
が
指
摘
し
て
い
る
。
同
書
で
は
、「
共
通
善
」
の
類
概
念
で
あ
る
「
共
通
の
利
益
」
や
「
公
共
の
幸
福
」
と
い
っ
た
観
点
か
ら

ル
ソ
ー
の
思
想
を
考
察
す
る
ロ
ー
ル
ズ
の
よ
う
な
研
究
は
多
々
み
ら
れ
る
が
、
ル
ソ
ー
の
「
共
通
善
の
政
治
学
」
を
無
視
な
い
し
は
否
定

す
る
福
田
歓
一
を
嚆
矢
と
す
る
「
福
田
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
は
現
在
で
も
根
強
い
と
思
わ
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

(

同
書
、
二
七
二
頁)

。
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そ
し
て
兆
民
に
お
い
て
は

le
b

ie
n

を
「
善
」
で
は
な
く
「
利
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
も
ま
た
ル
ソ
ー
か
ら
「
共
通
善
」
の
問
題

を
否
定
す
る
い
わ
ば
「
福
田
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
の
先
駆
け
で
あ
る
の
か
、
そ
う
で
な
い
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
本
章
で
は
考
察
す
る
つ
も

り
で
あ
る
。

(

�)
岩
波
文
庫
版

(

桑
原
・
前
川
訳)

、
お
よ
び
中
央
公
論
社
版

(

井
上
訳)

(

�)

中
央
公
論
社
版
、
一
七
六
頁
、
お
よ
び
公
人
社
版

(

久
保
訳)

、
八
一
頁

(

�)
O

.
C

.
III.

p
3

6
8

(

�)

①
一
〇
七－
一
〇
八

(

�)

菊
池
理
夫
『
共
通
善
の
政
治
学

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
政
治
思
想』

、
勁
草
書
房
、
二
〇
一
一
年

(

�)

同
前
、
二－

三
頁

(

�
）

C
o

m
m

e
n

t
u

n
e

m
u

ltitu
d
e

av
e

u
g

le
,

q
u

i
so

u
v
e

n
t

n
e

sait
ce

q
u
’e

lle
v
e

u
t,

p
arce

q
u
’e

lle
sait

rare
m

e
n

t
ce

q
u

i
lu

i
e

st
b

o
n
,

�
�
�
��
��
�	
���

���

��
���

��
�
�
�

u
n

e
e

n
tre

p
rise

au
ssi

g
ran

d
e
,

au
ssi

d
ifficile

q
u
’u

n
������

�
d
e
���
��	�
��

?
D

e
��

��

��
��

le

p
e

u
p

le
v

e
u

t
to

u
jo

u
rs

le
b

ie
n
,

m
ais

d
e
��

��

�
�
�
�

il
n

e
le

v
o

it
p

as
to

u
jo

u
rs.(

O
.C

.III.
p

3
8

0)

(

	
）
山
田
博
雄
『
中
江
兆
民

翻
訳
の
思
想』
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
、
三
五
頁

(


)
｢

勉
雑�

単
論
レ

利
、
而
婁
騒
并
論
レ

義
」(
①
九
一)

(

�)

河
野
編
、
前
掲
書
、
四
六
九
頁

(

�)

山
田
、
前
掲
書
、
九
一
頁

(

)

①
九
〇

(

�)

「
至
於
心
、
独
無
所
同
然
乎
。
心
之
所
同
然
者
何
也
。
謂
理
也
、
義
也
」(

内
野
、
前
掲
書
、
三
九
〇
頁)

。
た
だ
し
、
引
用
に
際
し

て
は
適
宜
表
記
を
改
め
た
。

(

�)

山
田
、
前
掲
書
、
一
一
六
頁
、
お
よ
び
渡
辺
、
前
掲
書
、
四
六
三
頁
を
参
照
。
(

�)

渡
辺
、
前
掲
書
、
四
五
九
頁
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(

�)

①
九
一

(
�)

「
然
其
旨
意
原
二

乎
義
一

本
二

於
情
一

、
確
乎
不
レ

可
レ

易
」(

同
前)

(
�)
「
勉
雑�

論
レ

用
、
而
婁
騒
論
レ

体
」
た
だ
し
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る

(

同
前)

(

�)
兆
民
と
中
洲
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
福
島
正
夫
著
作
集
』
に
お
い
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、「
論
」
を
発
見

し
た
の
は
福
島
正
夫
で
あ
り
、
こ
れ
を
新
発
見
の
資
料
と
し
て
同
書
所
収
論
文
「
三
島
中
洲
と
中
江
兆
民
―
兆
民
の
新
発
見
資
料
を
め
ぐ
っ

て
」
で
紹
介
し
て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、「
論
」
本
文
と
読
み
下
し
文
は
、『
中
江
兆
民
全
集
』
一
一
巻
か
ら
引
用
す
る
。
現
代
語
訳

に
関
し
て
は
専
ら
拙
訳
に
よ
る
が
、
随
所
で
福
島
に
よ
る
そ
れ
も
参
考
に
し
た
。

(

�)

⑪
二
二

(

�)

同
前

(

�)

同
前

(

	)

朱
熹
の
い
う
、「
天
即
人
、
人
即
天
」(

黎
靖
徳
編
『
朱
子
語
類
』
二
、
中
華
書
局
、
一
九
九
四
年
、
三
八
七
頁)

に
つ
い
て
は
、
張

品
端
編
『
朱
子
文
化
和
宋
明
理
学』

、
厦
門
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
、
一
九
五
頁
を
参
照
。

(


)

①
二
二

(

�)

同
前

(

�)

⑪
二
三

(

)

小
原
薫
「
あ
る
べ
き
政
治
社
会
の
「
理
義
」
を
求
め
て
―
中
江
兆
民
の
政
治
社
会
像
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
」(『

北
大
法
学
論
集
』

第
四
〇
号
、
一
九
九
〇
年)

は
、
本
稿
で
の
立
場
と
異
に
す
る
。
つ
ま
り
、
小
原
に
お
い
て
は
、「
論
」
で
は
「
私
」
か
ら
「
公
」
を
導

く
可
能
性
を
否
定
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
兆
民
が
強
調
す
る
「
義
」
に
裏
付
け
ら
れ
た
「
利
」
と
い
う
観
点

が
欠
落
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
「
義
」
よ
り
生
じ
た
「
利
」
で
あ
れ
ば
、「
私
」
と
「
公
」
と
は
一
体
と
な
る
、
と
い

う
の
が
本
稿
で
の
「
論
」
に
対
す
る
解
釈
で
あ
る
。

(

�)

⑪
二
三
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(

�)

同
前

(
�)

「
正
論
確
説
、
功
利
家
頂
門
一
針
、
自
レ

非
乙
学
兼
二

漢
洋
一

者
甲

、
悪
能
至
二

干
此
一

」(

同
前)

(
�)
「
伯
夷
顔
淵
居
二

乱
世
一

、
肥
遯
独
善
二

其
身
一

、
然
百
世
之
下
、
聞
二

其
風
一

者
、
咸
興
二

起
之
一

、
則
是
非
乙

利
生
レ

自
レ

義
、
而
汎
及
レ

人

者
甲

乎
、
五
覇
尊
レ

王
匡
二

合
諸
侯
一

、
其
心
専
二

于
功
利
一

、
遂
啓
二

戦
国
詭
譎
之
習
一

、
則
非
乙

利
不
レ

自
レ

義
、
適
以
害
二

乎
人
一

者
甲

乎
」(

同

前)

(

�)

同
前

(

�)

以
下
で
は
、
島
田
虔
次
『
朱
子
学
と
陽
明
学』

、
岩
波
新
書
、
一
九
六
七
年
を
参
考
。

(

�)

島
田
虔
次
は
、
中
国
起
源
と
み
な
す
学
者
に
お
い
て
体
と
用
と
を
対
に
し
て
用
い
た
例
は
全
く
無
い
と
い
う
根
拠
か
ら
、
純
粋
に
中

国
起
源
即
ち
儒
教
を
由
来
と
す
る
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。

(

�)

島
田
、
前
掲
『
朱
子
学
と
陽
明
学』

、
三－

四
頁

(

	)

同
前
、
四
頁

(


)

同
前
、
九
三
頁

(

�)

同
前
、
九
二
頁
。
こ
こ
に
お
い
て
も
「
中
」
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。
朱
子
が
こ
の
「
未
発
の
中
」
を
説
い
た
一
説

と
し
て
「
喜
怒
哀
楽
之
未
発
、
謂
之
中
、
発
而
皆
中
節
、
謂
之
和
、
中
也
者
、
天
下
之
大
本
也
、
和
也
者
、
天
下
之
達
道
也
」(

喜
怒
哀

楽
の
未
だ
発
せ
ざ
る
、
之
を
中
と
謂
う
。
発
し
て
皆
な
節
に
中
る
、
之
を
和
と
謂
う
。
中
な
る
者
は
、
天
下
の
大
本
な
り
。
和
な
る
者
は
、

天
下
の
達
道
な
り)

が
挙
げ
ら
れ
る
。｢

性
」
は
不
偏
不
倚
で
あ
る
か
ら
「
中
」
と
呼
ば
れ
る
。「
中
」
が
天
下
の
大
本
で
あ
る
と
い
う
の

は
、
い
わ
ゆ
る
天
命
の
性
で
あ
り
一
切
の
「
理
」
は
こ
こ
か
ら
出
る
。
道
の
「
体
」
と
な
る
。
要
す
る
に
未
発
の
中
と
は
、
思
慮
が
い
ま

だ
萌
さ
ず
、
一
毫
の
私
欲
も
無
い
の
で
、
お
の
ず
か
ら
な
る
結
果
と
し
て
い
か
な
る
偏
倚
も
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
寂
然
と
し
て
不
動
」

(『

易
』
�
辞
伝
上)

な
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る

(

島
田
、
前
掲
『
朱
子
学
と
陽
明
学』

、
一
七
七
頁)

。

(

)

同
前
、
五
二
頁

(

�)

例
え
ば
、
宮
村
治
雄
『
開
国
経
験
の
思
想
史

兆
民
と
時
代
精
神』

、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
、
一
一
八－

一
一
九
頁
お
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よ
び
、
同
『
新
訂

日
本
政
治
思
想
史

「
自
由
」
の
観
念
を
軸
に
し
て』

、
放
送
大
学
教
材
、
二
〇
〇
五
年
、
二
九
七
頁
を
参
照
。

(
�)

宮
村
、
前
掲
『
開
国
経
験
の
思
想
史』

、
一
一
九
頁

(
�)

O
n

p
o

u
rrait,

su
r

ce
q

u
i
�
��
��
�
�
,

ajo
u

te
r
	

l’acq
u

is
d
e

����

civ
il

la

������

m
o

rale
q

u
i

se
u

le
re

n
d

l’h
o

m
m

e
v

raim
e

n
t

�
����

d
e

lu
i;

car
l’im

p
u

lsio
n

d
u

se
u

l
�
�
�
���

e
st

e
sclav

ag
e
,

e
t

l’�������
��

	
la

lo
i

q
u
’o

n
s’e

st
p

re
scrite

e
st


������
.

M
ais

je

n
’e

n
ai

�
�
�	

q
u

e
tro

p
d

it
su

r
ce

t
article

,
e

t
le

se
n

s
p

h
ilo

so
p

h
iq

u
e

d
u

m
o

t
�������

n
’e

st
p

as
ici

d
e

m
o

n
su

je
t.(

O
.

C
.

III.
p

3
6

5

斜
体
は
原
文
の
マ
マ)

(

�)

「
因
二

此
約
一

所
レ

得
、
更
有
レ

一
、
何
謂
也
、
曰
、
心
之
自
由
是
也
、
夫
為
二

形
気
之
所
一レ

駆
、
不
レ

知
二

自
克
脩
一

者
、
是
亦
奴
隷
之
類

耳
、
至
二

於
自
レ

我
為
レ

法
、
而
自
レ

我
循
レ

之
者
一

、
其
心
胸
綽
有
二

余
裕
一

、
雖
レ

然
論
二

心
之
自
由
一

、
理
学
之
事
、
非
二

是
書
之
旨
一

」(

①
九

八)

(

�)

宮
村
治
雄
『
理
学
者
兆
民

あ
る
開
国
経
験
の
思
想
史』

、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
八
年
、
二
四
頁

(

�)

同
前
、
三
四
頁

(

�)

⑭
二

(｢

吾
儕
ノ
此
新
聞
紙
ヲ
発
兌
ス
ル
ヤ
…
」
よ
り)

(

�)

「
敢
問
、
夫
子
悪
乎
長
。
曰
我
知
言
。
我
善
養
吾
浩
然
之
気
。
曰
、
難
言
也
。
其
為
気
也
、
至
大
至
剛
以
直
、
養
而
無
害
、
則
塞
于

天
地
之
	
。
其
為
気
也
、
配
義
與
道
。
無
是
、
餒
也
。
是
集
義
所
生
者
、
非
義
襲
而
取
之
也
。
行
有
不
慊
於
心
、
則
餒
矣
。
我
故
曰
、
告

子
未
嘗
知
義
、
以
其
外
之
也
」(

内
野
、
前
掲
書
、
九
六
頁)

(


)

同
前

(

�)

同
前

(

�)

同
前

(

)

①
一
二
九

(

�)
Il

fau
t

o
b

lig
e

r
le

s
u

n
s
	

co
n

jo
rm

e
r

le
u

rs
�
�
��

���
	

le
u

r
raiso

n
;

il
fau

t
ap

p
re

n
d

re
	

l’au
tre

	
���

�
����

ce
q

u
’il

v
e

u
t.
(

O
.

C
.

III.
p

3
8

0)
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(

�)

菊
池
、
前
掲
『
社
会
契
約
論
を
問
い
直
す』

、
二
九
一
頁
、
引
用
に
際
し
て
は
適
宜
表
記
を
改
め
た
。

(
�)

宮
村
、
前
掲
『
開
国
経
験
の
思
想
史』

、
一
一
四
頁

(
�)
同
前
、
一
一
九
頁

(

�)
D

e
lu

i-�
�
�
�
�

le
p

e
u

p
le

v
e

u
t

to
u

jo
u

rs
le

b
ie

n
,

m
ais

d
e

lu
i-�

��
�
,

il
n

e
le

v
o

it
p

as
to

u
jo

u
rs.(

O
.

C
.

III.
p

3
8

0)

(

�)

①
九
六

(

�)

山
田
、
前
掲
書
、
一
一
五
頁

(

�)

同
前

(

	)

中
国
の
伝
統
思
想
に
お
い
て
は
、「
民
の
う
え
に
立
つ
君
子
・
聖
人
に
い
た
る
道
は
、
出
身
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
原
則
的
に
あ
ら

ゆ
る
人
間

(

た
だ
し
男
性
の
み)

に
開
か
れ
て
い
る
」
と
い
う
考
え
を
と
る

(

尾
形
勇
・
岸
本
美
緒
編
『
中
国
史

上』

、
山
川
出
版
社
、

二
〇
一
九
年
、
一
九
頁)

。
さ
ら
に
孟
子
に
い
た
っ
て
は
、「
曹
交
問
曰
、
人
皆
可
以
為
堯
舜
、
有
諸
。
孟
子
曰
、
然
」(

告
子
章
句
下)

と
あ
る
よ
う
に
「
人
は
誰
で
も
皆
堯
舜
の
よ
う
な
聖
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
を
肯
定
す
る

(

内
野
、
前
掲
書
、
四
一
二
頁)

。

(


)

「
程
子
曰
、
人
性
本
善
、
有
不
可
移
者
何
也
。
語
其
性
則
皆
善
也
、
語
其
才
則
有
下
愚
之
不
移
。
所
謂
下
愚
有
二
焉：

自
暴
自
棄
也
。

人
苟
以
善
自
治
、
則
無
不
可
移
、
雖
昏
愚
之
至
、
皆
可
漸
磨
而
進
也
。
惟
自
暴
者
拒
之
以
不
信
、
自
棄
者
絶
之
以
不
為
、
雖
聖
人
與
居
、

不
能
化
而
入
也
、
仲
尼
之
所
謂
下
愚
也
」(

陽
貨
第
十
七)

(

�)

こ
こ
で
み
ら
れ
る
「
自
暴
自
棄
」
と
は
、『
孟
子
』(
離
婁
章
句
上)

を
典
拠
と
し
て
い
る
。
即
ち
「
孟
子
曰
く
、
自
ら
暴
う
者
は
、

与
に
言
う
有
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
自
ら
棄
つ
る
者
は
、
与
に
為
す
有
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
言
、
礼
儀
を
非
る
、
之
を
自
暴
と
謂
う
。

吾
が
身
、
仁
に
居
り
義
に
由
る
こ
と
能
わ
ざ
る
、
之
を
自
棄
と
謂
う
。」(

内
野
、
前
掲
書
、
二
五
七
頁)

と
あ
る
よ
う
に
、『
孟
子
』
に

よ
れ
ば
、
自
己
修
養
し
な
い
の
は
「
自
暴
自
棄
」
が
原
因
で
あ
る
。

(

�)

福
谷
彬
『
南
宋
道
学
の
展
開』

、
京
都
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
九
年
、
六
八
頁

(

)

「
以
其
所
旨
、
在
于
令
民
自
脩
治
、
而
勿
為
官
所
抑
制
也
」(

①
六
八)

(

�)

兆
民
は
、�

�
�
	

��	

�

を
「
自
治
の
国
」
と
訳
す
こ
と
か
ら
も
、
当
時
の
一
般
的
な
用
例
と
も
異
る
。
兆
民
に
お
け
る
「
自
治
」
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は
、
重
要
な
論
点
で
あ
る
た
め
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

(
�)

例
え
ば
、
王
陽
明
『
伝
習
録
』
は
「
学
者
学
聖
人
不
過
是
去
人
欲
而
存
天
理
耳
。
猶
錬
金
而
求
其
足
色
。
金
之
成
色
、
所
争
不
多
、

則
�
錬
之
工
省
、
而
功
易
成
。
成
色
愈
下
、
則
�
錬
愈
難
。
人
之
気
質
、
清
濁
粋
駁
、
有
中
人
以
上
中
人
以
下
。
其
於
道
、
有
生
知
安
行
・

学
知
利
行
。
其
下
者
、
必
須
人
一
己
百
、
人
十
己
千
、
及
其
成
功
則
一
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
気
質
才
能
が
い
か
に
多
様
で
あ
っ
て
も
、

言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
才
能
力
量
の
点
で
い
か
に
劣
等
な
人
間
で
も
、
そ
の
努
力
を
成
し
遂
げ
た
と
き
、
人
格
的
に
は
等
し
く
聖
人
」
に

な
れ
る
と
主
張
す
る
。
人
間
の
本
質
は
平
等
で
あ
る
と
す
る
王
陽
明
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
吉
田
公
平
『
王
陽
明
「
伝
習
録
」
を
読
む』

、

講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
三
年
、
九
三－

九
五
頁
を
参
照
。

(

�)

渡
辺
、
前
掲
書
、
二
五
頁

(

�)

「
同
じ
人
間
で
あ
る
他
者
と
の
微
細
な
差
異
を
誇
ら
し
げ
に
強
調
」
せ
ず
、「
私
は
私
だ
、
私
は
私
ら
し
く
生
き
た
い
」
と
い
う
発
想

は
朱
子
学
に
お
い
て
は
な
い

(
渡
辺
、
前
掲
書
、
一
三
〇
頁)

。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
ル
ソ
ー
に
お
け
る
人
民
は
、
結
局
特
殊
意
志
や

全
体
意
志
に
留
ま
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
ゆ
え
、
兆
民
に
言
わ
せ
る
と
「
小
人
」
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

(

�)

「
君
子
中
庸
、
小
人
反
中
庸｣

。
こ
の
一
節
に
対
し
て
島
田
は
、「
君
子
―
こ
こ
で
は
有
徳
の
人
、
好
き
人
の
意
―
に
だ
け
中
庸
は
体

得
・
実
践
が
可
能
で
あ
り
、
小
人
は
、
中
庸
の
徳
に
反
く
行
い
を
す
る
」
と
説
明
す
る

(

島
田
、
前
掲
『
大
学
・
中
庸』

、
一
八
一－

一

八
二
頁)

。

(

�)

飛
鳥
井
雅
道
『
中
江
兆
民』

、
吉
川
弘
文
堂
、
一
九
九
九
年
、
一
五
七
頁

(

�)

米
原
、
前
掲

『

日
本
近
代
思
想
と
中
江
兆
民』

、
一
七
四
頁
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L’introduction de ���������	
���:

Une ��
�sur “義与利果不可得合邪”

en Minyaku-yaku-kai (民約訳解)

Yutaka TANAKA

Cet article traite de Minyaku-yaku-kai (民約訳解), une traduction de

Du Contrat Social ou Principes du droit politique de Jean ＝ Jacques Rousseau

(1712�1778) par ������Nakae (1847�1901) en ����Meiji. Ici, nous nous

concentrons sur la ��		����entre Minyaku-yaku-kai et Du Contrat Social.

������traduit le contenu de la ����������������		������de l’original

(mais, ce n’est pas une erreur de traduction). La raison en est que Minyaku-

yaku-kai n’est pas seulement une traduction de Du Contrat Social mais aussi

un travail de �������au Confucianisme. Cela montre clairement que

Minyaku-yaku-kai n’est pas simplement une traduction de Du Contrat Social,

mais des travaux sur les propres�����de�������Cet article clarifiera ce

point.

Par������
���nous nous concentrons sur les mots “gi”（義), “ri”（利),
ainsi que un phrase “義与利果不可得合邪” (“gi” et “ri” ne s’unir pas ? Si,

ils s’unir !) vu en Minyaku-yaku-kai. Le conflit ou ��
����entre “gi” et “ri”

est un concept important dans le Confucianisme. En raison de �����������

l’unification de “gi” et “ri”, Minyaku-yaku-kai �������de Du Contrat Social.

Par exemple, En�����������Citoyen de Rousseau comme�l’homme nobel�

( junzi 君子) est clairement ��		����de l’original. De ce point de vue, cet

article ������que ������n’est pas simplement un introducteur de la

����de Rousseau, mais un�Confucianiste�qui a�����de��������ses

convictions dans la ����occidentale.  ���
��������dans cet article

devrait fournir une nouvelle perspective sur l’histoire de l’acceptation de la

����occidentale moderne au Japon.
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Chapitre 1 : �propos du discours sur l’unite entre gi (義) et ri (利)
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1.2 : Le discours sur l’unite entre gi et ri (義利合一論) en ���	��
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3.2 : �propos de la relation entre “du discours sur �����” (体用論) et

l’unite entre gi et ri
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Conclusion


