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は
じ
め
に

『
荀
子
』
三
十
二
篇
は
儒
家
思
想
の
中
で
、
迷
信
に
囚
わ
れ
ず
実
証
的
に
も

の
ご
と
を
分
析
す
る
視
点
を
内
包
し
、
中
国
の
学
術
史
の
発
展
に
お
い
て
大
き

な
影
響
を
与
え
続
け
て
来
た
。
特
に
、
中
唐
期
に
に
わ
か
に
活
況
を
呈
し
て
き

た
古
文
復
興
を
主
張
す
る
思
想
家
た
ち
の
思
考
様
式
の
一
端
に
は
、
荀
子
の
発

想
が
色
濃
く
見
え
て
い
る
。
し
か
し
、
儒
家
の
精
神
を
正
統
に
受
け
継
ぐ
、
い

わ
ゆ
る
道
統
に
『
孟
子
』
が
選
ば
れ
て
か
ら
は
表
立
っ
て
脚
光
を
浴
び
る
存
在

で
は
な
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
道
統
が
韓
愈

（
七
六
八
〜
八
二
四
）
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
中
唐
の
時
期
ま
で
も
、『
荀
子
』

に
は
主
だ
っ
た
注
釈
書
も
な
く
、
テ
キ
ス
ト
も
混
乱
を
極
め
て
か
な
り
読
み
に

く
い
状
況
に
あ
っ
た
と
い
う
。

韓
愈
の
晩
年
に
当
た
る
中
唐
の
憲
宗
の
元
和
十
三
年
（
八
一
八
）
に
、
楊
倞

と
い
う
人
物
が
『
荀
卿
子
』
二
十
巻
本
と
い
う
名
称
で
『
荀
子
』
の
注
釈
書
を

編
纂
し
た
。
こ
れ
が
今
日
伝
わ
る
最
古
の
『
荀
子
』
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
が
、

中
唐
の
こ
の
時
期
に
こ
の
注
釈
書
が
編
纂
さ
れ
た
事
実
は
非
常
に
示
唆
的
で
あ

る
。
と
い
う
の
は
、
楊
倞
の
注
釈
は
、
当
時
『
孟
子
』
の
優
位
性
を
主
張
す
る

韓
愈
に
対
し
て
為
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
興
味
深
い
指
摘
も
あ
り）

1
（

、『
荀

卿
子
』
二
十
巻
本
で
展
開
さ
れ
た
『
荀
子
』
論
は
、
中
唐
に
お
け
る
荀
子
思
想

の
展
開
を
知
る
上
で
重
要
な
証
言
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
本
論
で
論
及

し
た
い
テ
ー
マ
も
、
中
唐
に
お
け
る
諸
子
学
が
古
文
復
興
の
思
想
に
及
ぼ
し
た

影
響
を
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。

ま
た
、
楊
倞
の
大
き
な
功
績
と
し
て
、
当
時
残
っ
て
い
た
信
頼
で
き
る
『
荀
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子
』
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
劉
向
本
の
旧
目
録
を
、
内
容
と
形
式
の
面
か
ら
篇

の
並
び
順
を
大
胆
に
並
び
替
え
て
新
し
い
目
録
を
作
成
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
。
そ
も
そ
も
劉
向
本
は
成
帝
の
河
平
三
年
（
紀
元
前
二
六
）
に
宮
中
の
図
書

を
総
整
理
す
る
一
環
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
叙
録
に
よ
る

と
、『
荀
子
』
は
三
百
二
十
二
篇
も
存
在
し
、
校
訂
し
た
結
果
、
重
複
す
る
も

の
が
二
百
九
十
篇
に
も
及
ん
で
い
た
た
め
、
そ
れ
を
差
し
引
い
た
三
十
二
篇
を

定
本
と
し
た
と
い
う
。
前
漢
の
儒
教
一
尊
体
制
で
、
董
仲
舒
の
天
人
相
関
説
が

漢
帝
国
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
な
っ
て
以
来
、
そ
れ
を
否
定
す
る
『
荀
子
』
は
テ

キ
ス
ト
の
校
勘
が
き
ち
ん
と
な
さ
れ
ず
、
こ
の
よ
う
に
杜
撰
な
保
存
状
態
の
ま

ま
複
数
の
テ
キ
ス
ト
が
整
理
さ
れ
な
い
ま
ま
宮
中
書
庫
に
後
漢
ま
で
放
置
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
原
本
の
十
倍
ち
か
く
に
及
ぶ
、
流
伝
経
由
を
異
に

す
る
も
の
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
公
に
校
訂
こ
そ
さ
れ
な
か
っ
た
も
の

の
、
裏
で
秘
か
に
読
み
継
が
れ
て
き
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

爾
来
、『
荀
子
』
は
自
然
現
象
と
人
事
を
峻
別
し
、
人
間
の
本
性
は
悪
で
あ

る
と
い
う
説
、
先
王
に
対
し
て
後
王
の
政
治
も
重
視
す
る
と
い
う
歴
史
観
を
後

世
に
伝
え
て
来
た
も
の
の
、
中
唐
の
楊
倞
ま
で
き
ち
ん
と
し
た
注
釈
は
編
纂
さ

れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
中
国
思
想
史
が
、
秦
始
皇
帝
の
焚
書
坑
儒
、

漢
の
儒
教
一
尊
体
制
に
よ
る
経
解
釈
統
一
、六
朝
時
代
の
仏
教
道
教
隆
盛
、
唐

代
の
五
経
正
義
制
定
と
い
う
大
き
な
転
機
を
経
て
展
開
し
た
こ
と
で
も
読
み
取

れ
る
と
お
り
、
い
わ
ゆ
る
諸
子
の
学
術
が
時
代
を
経
て
次
第
に
疎
外
さ
れ
て

い
っ
た
事
情
と
重
な
る
と
も
言
え
よ
う
。『
荀
子
』
は
儒
家
で
は
あ
っ
た
が
、

思
想
的
に
異
端
と
さ
れ
た
た
め
テ
キ
ス
ト
が
き
ち
ん
と
整
理
さ
れ
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
、
宮
中
に
多
く
の
副
本
が
存
在
し
た
こ
と
が
物
語
る

よ
う
に
、
一
定
の
知
識
人
に
は
読
み
伝
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
思

想
史
の
大
き
な
潮
流
の
中
で
は
、
他
の
諸
子
同
様
と
り
た
て
て
注
目
を
集
め
る

存
在
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
諸
子
学
が
衰
退
の
一
途
を
辿
る
歴
史
の
中
で
、
中
唐
に
は
諸
子

の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
積
極
的
に
注
釈
が
な
さ
れ
る
風
潮
が
あ
っ
た）

2
（

。
楊
倞
の

『
荀
卿
子
』
二
十
巻
も
そ
の
一
つ
の
成
果
で
あ
る
が
、
な
ぜ
中
唐
に
諸
子
学
が

復
興
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
日
の
目
を
見
な
か
っ
た『
荀
子
』

が
何
故
こ
の
時
期
に
校
訂
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
中
唐
に
盛
ん
に

な
っ
た
古
文
復
興
の
思
想
と
無
縁
で
は
な
い
。
古
文
復
興
の
思
想
と
は
、
唐
代

に
そ
の
勢
力
を
持
ち
続
け
た
貴
族
階
級
の
文
化
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ

り
、
貴
族
階
級
文
化
の
象
徴
で
あ
っ
た
駢
儷
体
の
文
を
否
定
し
て
古
代
の
文
体

に
回
帰
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
、
さ
ら
に
は
近
古
の
経
典
注
疏
に
よ
る
狭
く
偏
っ

た
解
釈
を
放
棄
し
て
古
代
先
哲
の
思
想
を
直
接
自
分
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
古
代
の
文
と
は
狭
義
で
は
儒
家
の
経
典
な
ど
を
示
す
が
、
中
唐

の
古
文
復
興
の
思
想
家
た
ち
は
、
古
代
に
お
け
る
文
章
全
般
を
あ
ま
ね
く
探
求

し
よ
う
と
い
う
姿
勢
が
強
い
。

こ
う
し
た
思
想
は
唐
代
始
め
か
ら
散
見
す
る
も
、
一
つ
の
大
き
な
主
張
と
な

る
の
は
中
唐
の
韓
愈
と
柳
宗
元
（
七
七
三
〜
八
一
九
）
と
い
う
二
大
作
家
が
理

論
と
実
践
を
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
何
か
と
比
較
さ
れ
る
両
者
で
は

あ
る
が
、
と
も
に
古
代
の
文
、
す
な
わ
ち
両
漢
を
含
む
そ
れ
以
前
の
先
秦
時
代

の
文
章
を
復
活
さ
せ
た
作
品
を
創
作
し
、
六
朝
隋
唐
以
前
の
先
哲
の
思
想
を
再
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構
築
し
て
い
く
共
通
点
は
あ
り
な
が
ら
、二
人
の
思
想
を
子
細
に
見
て
い
く
と
、

決
定
的
に
違
う
内
容
が
見
出
せ
る
。
特
に
、
天
に
対
す
る
両
者
の
認
識
は
真
っ

向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
が
先
王
の
政
治
思
想
を
再
現
し
よ
う

と
主
張
す
る
と
、
他
方
で
は
現
王
朝
の
皇
帝
を
担
ぎ
出
し
て
政
治
の
改
革
を
迫

ろ
う
と
す
る
な
ど
、
中
唐
の
古
文
復
古
運
思
想
は
一
筋
縄
で
説
明
が
で
き
な
い

面
が
確
か
に
存
在
す
る
。
そ
の
真
相
を
探
る
た
め
に
は
、『
荀
子
』
に
つ
い
て

両
者
が
ど
の
よ
う
な
解
釈
を
し
て
い
た
か
と
い
う
問
題
を
追
及
し
て
い
く
と
明

確
に
な
っ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。
本
論
で
は
古
文
復
興
の
時
代
、
す
な
わ
ち
中

唐
に
で
き
た
楊
倞
の
『
荀
子
』
解
釈
と
そ
の
同
時
代
へ
の
影
響
を
概
観
し
つ
つ
、

古
文
復
興
の
思
想
が
志
向
し
た
真
逆
の
発
想
の
原
因
を
考
察
し
て
い
き
た
い
と

思
う
。

一
、
柳
宗
元
の
諸
子
論

中
原
を
統
一
す
る
帝
国
成
立
前
夜
に
あ
た
る
先
秦
時
代
に
、
百
家
争
鳴
の
活

況
を
呈
し
て
い
た
諸
子
の
思
想
は
、
唐
代
ま
で
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
行
論
の
都
合
上
、
最
初
に
学
術
史
上
に
お
け
る

諸
子
観
の
変
遷
を
概
観
し
て
い
く
。
諸
子
の
思
想
は
、
秦
漢
帝
国
成
立
以
後
、

王
朝
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
統
一
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
契
機
に
、
学
術
の
世
界
か

ら
影
を
ひ
そ
め
て
い
く
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
史
家
に
よ
る
学
術
史

で
辿
る
と
、
司
馬
遷
の
『
史
記
』
太
史
公
自
序
に
み
え
る
「
六
家
要
旨
」
で
は
、

黃
老
思
想
を
第
一
と
し
て
諸
子
の
思
想
の
長
短
を
平
等
に
論
じ
て
い
た）

3
（

。
し
か

し
、
儒
家
よ
り
も
黄
老
思
想
を
重
視
し
た
司
馬
遷
父
子
の
見
解
は
次
第
に
問
題

視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
後
漢
の
班
固
の
『
漢
書
』
藝
文
志
で
は
、
儒
家
こ
そ

が
君
王
の
学
と
さ
れ
、
諸
子
は
あ
く
ま
で
も
諸
侯
の
学
問
で
儒
学
の
学
説
を
補

助
す
べ
き
役
割
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
漢
代
に
は
儒
学

が
帝
国
の
官
学
と
な
っ
て
い
く
奇
跡
が
明
確
に
窺
え
、
諸
子
の
学
は
次
第
に
埒

外
へ
と
追
い
や
ら
れ
て
い
く
こ
と
が
わ
か
る
。

続
く
六
朝
時
代
の
諸
子
観
を
見
て
み
よ
う
。
先
秦
時
代
の
い
わ
ゆ
る
諸
子
百

家
の
思
想
は
、
秦
帝
国
の
統
一
に
よ
る
焚
書
に
打
撃
を
受
け
、
漢
代
の
武
帝
の

時
期
に
儒
家
が
国
教
と
な
っ
て
以
来
、
異
端
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
う
の
が
当
時
共
通
の
認
識
で
あ
っ
た
。
六
朝
時
代
は
門
閥
貴
族

に
よ
る
文
芸
が
盛
ん
に
な
り
、
四
六
駢
儷
体
の
形
式
美
が
整
っ
た
美
文
が
好
ま

れ
、
内
容
が
軽
薄
華
美
に
流
れ
る
風
潮
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
外
来
の
仏

教
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く
時
代
で
も
あ
り
、
儒
学
は
総
じ
て
振
る
わ
な
い
時

代
と
評
さ
れ
る
。
し
か
し
、
文
章
も
儒
学
の
精
神
に
則
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う

文
学
観
も
温
存
さ
れ
続
け
、
こ
れ
が
中
唐
の
古
文
復
興
の
思
想
と
軌
を
一
に
す

る
動
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
記
憶
に
留
め
て
お
き
た
い
。
六
朝
梁
代
に
書
か

れ
た
文
学
理
論
書
『
文
心
雕
龍
』
は
六
朝
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
文
体
別
に
文
学
を

分
析
し
、
諸
子
の
文
に
も
見
解
が
及
ん
で
い
る
。

暨
於
暴
秦
烈
火
、
勢
炎
崐
岡
、
而
煙
燎
之
毒
、
不
及
諸
子
。
逮
漢
成
留
思
、

子
政
讎
校
、
於
是
『
七
略
』
芬
菲
、
九
流
鱗
萃
、
殺
青
所
編
、
百
有
八
十

餘
家
矣
。
迄
至
魏
晉
、
作
者
間
出
、
讕
言
兼
存
、
璅
語
必
錄
、
類
聚
而
求
、

亦
充
箱
照
軫
矣
。
然
繁
辭
雖
積
、
而
本
體
易
總
、
述
道
言
治
、
枝
條
五
經
。
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其
純
粹
者
入
矩
、
踳
駁
者
出
規
。（『
文
心
雕
龍
』
諸
子
篇
）

そ
の
著
者
劉
勰
（
四
六
六
〜
五
二
〇
）
に
よ
る
と
、
秦
の
焚
書
坑
儒
の
被
害
は

甚
大
な
が
ら
、異
端
で
あ
る
が
ゆ
え
に
諸
子
の
書
籍
に
そ
れ
は
あ
ま
り
及
ば
ず
、

漢
の
劉
向
（
紀
元
前
七
九
〜
紀
元
前
八
）
が
図
書
目
録
で
あ
る
『
七
略
』
に
よ
っ

て
諸
子
を
分
類
し
、当
時
は
百
八
十
家
あ
ま
り
の
諸
子
が
確
認
さ
れ
た
と
い
う
。

ま
た
、
魏
晋
の
時
代
に
も
、
諸
子
の
よ
う
な
新
し
い
思
想
が
生
ま
れ
て
き
た
が
、

内
容
は
容
易
で
、政
治
を
語
る
も
五
経
の
論
理
か
ら
派
生
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

五
経
の
精
神
に
適
う
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
が
入
り
交
ざ
っ
て
い
た
と
し
て

い
る
。

こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、『
荀
子
』
や
『
孟
子
』
も
儒
家
で
は

あ
る
も
の
の
、
経
典
で
は
な
い
た
め
、
諸
子
に
分
類
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実

で
あ
る
。
引
用
文
に
あ
る
よ
う
に
、
劉
向
に
編
纂
し
た
『
七
略
』
の
中
の
一
つ

に
、
先
に
紹
介
し
た
『
荀
子
』
の
校
定
し
た
も
の
も
あ
っ
た
。

ま
た
、
こ
こ
で
劉
勰
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
当
時

伝
わ
る
先
秦
か
ら
漢
の
諸
子
思
想
は
そ
の
議
論
が
荒
唐
無
稽
で
あ
る
が
ゆ
え
に

敬
遠
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
劉
勰
は
漢
の
東
平
王

劉
宇
が
『
史
記
』
と
諸
子
の
書
を
求
め
た
も
の
の
当
時
の
朝
廷
は
そ
れ
を
認
め

な
か
っ
た
話
柄
を
載
せ
る
。

昔
東
平
求
諸
子
、『
史
記
』、
而
漢
朝
不
與
。
蓋
以
『
史
記
』
多
兵
謀
、
而

諸
子
雜
詭
術
也
。
然
洽
聞
之
士
、
宜
撮
綱
要
、
覽
華
而
食
實
、
棄
邪
而
採

正
、
極
睇
參
差
、
亦
學
家
之
壯
觀
也
。（
同
右
）

漢
の
朝
廷
が
両
書
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
理
由
は
、『
史
記
』
は
戦
争
の
策

謀
ば
か
り
を
多
く
載
せ
、
諸
子
は
荒
唐
無
稽
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
っ

た
と
言
う
。

わ
ざ
わ
ざ
こ
う
し
た
例
証
を
劉
勰
が
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が
い

か
に
儒
学
の
精
神
を
す
べ
て
の
文
芸
の
根
本
に
据
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
と
い

う
姿
勢
の
現
れ
で
あ
る
が
、
劉
勰
は
、
無
条
件
で
異
説
を
排
斥
す
る
と
い
う
偏

狭
な
思
想
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
　

諸
子
の
説
も
全
否
定
し
て
捨
て
去
る
の
は
学
術
的
な
態
度
と
は
言
え
ず
、
正

邪
の
区
別
が
わ
か
る
卓
見
を
学
者
は
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
選
り

す
ぐ
り
の
諸
子
が
揃
っ
た
姿
は
壮
観
で
あ
る
と
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
。

劉
勰
は
諸
子
篇
に
お
い
て
、
諸
子
の
文
の
論
理
性
、
構
成
、
文
章
の
美
し
さ

な
ど
を
列
挙
し
て
称
賛
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
劉
勰
が
言
う
正
邪
を
判

断
す
る
基
準
と
は
、
五
経
の
精
神
を
反
映
し
た
も
の
か
否
か
と
い
う
儒
学
的
な

文
学
観
で
あ
る
こ
と
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
諸
子
観
は
、
唐
代
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
く
。
た
と
え
ば
唐
初
の

史
家
劉
知
幾
（
六
六
一
〜
七
二
一
）
は
『
史
通
』
の
中
で
、
よ
り
痛
切
に
諸
子

の
奇
説
を
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る）

4
（

。
劉
知
幾
の
文
章
批
判
の
基
準
も
劉
勰
と

同
じ
く
、
経
学
の
精
神
に
則
っ
た
も
の
か
否
か
と
い
う
も
の
も
そ
の
中
核
を
な

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、『
史
通
』
を
丁
寧
に
読
ん
で
い
く
と
、

そ
の
自
叙
篇
に
お
い
て
、
劉
知
幾
が
影
響
を
受
け
た
古
典
と
し
て
筆
頭
に
挙
げ
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ら
れ
て
い
る
の
が
『
淮
南
子
』
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
が
見
つ
か
る）

5
（

。
諸
子
の

雑
家
に
分
類
さ
れ
る
『
淮
南
子
』
が
、
諸
子
の
諸
説
を
総
合
的
に
編
纂
し
て
い

く
姿
勢
に
、
史
家
と
し
て
求
め
ら
れ
る
見
識
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

劉
知
幾
は
史
家
に
は
三
才
が
必
要
で
あ
る
と
唱
え
て
い
た
。
す
な
わ
ち
才
・

学
・
識
の
三
つ
で
あ
る
が
、
中
で
も
史
書
の
正
否
を
分
け
る
見
識
た
る
「
識
」

が
最
も
重
要
で
あ
る
と
す
る）

6
（

。
中
国
の
史
学
は
、
儒
学
に
由
来
す
る
た
め
、
劉

勰
に
見
え
る
よ
う
な
経
学
精
神
を
判
断
の
基
準
に
す
る
伝
統
を
有
し
て
き
た

が
、
唐
初
の
劉
知
幾
あ
た
り
か
ら
、
す
で
に
そ
の
意
識
は
少
し
ず
つ
変
貌
し
つ

つ
あ
っ
た
。
唐
初
の
史
学
に
、
経
典
自
体
を
疑
い
、
史
実
を
正
確
に
考
証
し
て

い
こ
う
と
い
う
意
識
が
芽
生
え
た
こ
と
は
、
後
の
中
唐
の
学
術
思
想
の
成
果
に

結
実
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
五
経
正
義
の
解
釈
学
の
権
威
に
圧
迫
さ
れ
て
い

た
唐
代
の
学
術
は
、
経
学
の
外
に
あ
る
価
値
観
、
す
な
わ
ち
仏
教
や
諸
子
の
思

想
な
ど
か
ら
新
境
地
を
切
り
開
い
て
い
っ
た
こ
と
が
予
想
で
き
る
。

そ
れ
で
は
、
中
唐
の
文
人
た
ち
は
い
か
に
諸
子
と
向
か
い
合
っ
て
き
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
柳
宗
元
（
七
七
三
〜
八
一
九
）
は
、
諸
子
の
文
章
に
つ
い
て
考
察

し
た
文
を
「
辯
」
と
い
う
文
体
で
い
く
つ
か
残
し
て
い
る）

7
（

。

（
１
）『
列
子
』
へ
の
批
判

先
に
挙
げ
た
漢
の
劉
向
の
図
書
整
理
事
業
の
中
で
、『
列
子
』
に
つ
い
て
は

以
下
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。

列
子
者
、
鄭
人
也
、
與
鄭
穆
公
同
時
。
蓋
有
道
者
也
。
其
學
本
於
黃
帝
老

子
、號
曰
道
家
。（
中
略
）護
左
都
水
使
者
光
祿
大
夫
臣
向
所
校
列
子
書
錄
。

永
始
漢
成
帝
年
號
。
三
年
八
月
壬
寅
上
（
紀
元
前
一
四
年
）。（
劉
向
『
七

略
』
叙
録
）

こ
れ
に
対
し
て
柳
宗
元
は
以
下
の
よ
う
に
考
証
す
る
。

則
是
先
夫
子
而
生
已
若
干
年
。
今
觀
其
書
、
乃
有
『
仲
尼
』
篇
、
且
多
所

紀
述
夫
子
及
諸
門
弟
子
事
、
則
列
子
當
生
魯
穆
公
時
、
而
非
鄭
穆
公
時
決

矣
。
一
字
之
誤
乃
爾
哉
！
魯
穆
公
之
立
、
在
夫
子
既
沒
之
後
云
。（
柳
宗

元
「
辯
列
子
」）

と
い
う
よ
う
に
、
列
子
が
劉
向
の
い
う
鄭
の
穆
公
（
紀
元
前
六
二
七
〜
六
〇
六

在
位
）
と
同
時
代
の
人
と
す
る
と
、
列
子
は
孔
子
（
紀
元
前
五
五
一
〜
四
七
九
）

が
生
ま
れ
る
数
年
前
の
人
物
と
な
り
、
孔
子
と
そ
の
弟
子
の
存
在
を
知
ら
な
い

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
、『
列
子
』
仲
尼
篇
に
は
孔
子
の
弟
子
の

こ
と
が
多
く
書
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
柳
宗
元
は
劉
向
が
一
字
誤
っ
て
い
る

と
考
え
た
。
す
な
わ
ち
穆
公
と
は
鄭
で
は
な
く
、
魯
の
穆
公
（
紀
元
前
四
一
五

〜
三
八
三
在
位
）
で
あ
っ
た
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
柳
宗
元
は
、
魯
の
穆
公

が
生
き
た
時
代
の
事
件
の
起
き
た
年
を
『
史
記
』
の
年
表
に
よ
り
な
が
ら
列
挙

し
、
魯
の
穆
公
説
を
補
強
す
る
。

劉
向
古
稱
博
極
群
書
、
然
其
錄
『
列
子
』、
獨
曰
鄭
穆
公
時
人
。
穆
公
在
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孔
子
前
幾
百
歲
、『
列
子
』
書
言
鄭
國
、
皆
云
子
產
、
鄧
析
、
不
知
向
何

以
言
之
。
如
此
。『
史
記
』、
鄭
鹿
二
十
四
年
、
楚
悼
王
四
年
（
紀
元
前

三
九
八
年
）、
圍
鄭
、
鄭
殺
其
相
駟
子
陽
。
子
陽
正
與
列
子
同
時
。
是
歲
、

周
安
王
三
年
、
秦
惠
王
、
韓
烈
侯
、
趙
武
侯
二
年
、
魏
文
侯
二
十
七
年
、

燕
厘
公
五
年
、
齊
康
公
七
年
、
宋
悼
公
六
年
、
魯
穆
公
十
年
（
以
上
『
史

記·

年
表
』
に
よ
る
）。
不
知
向
言
魯
穆
公
時
遂
誤
為
鄭
耶
。
不
然
、
何
乖

錯
至
如
是
。
其
後
張
湛
徒
知
怪
『
列
子
』
書
。
言
穆
公
後
事
、
亦
不
能
推

知
其
時
。
然
其
書
亦
多
增
竄
、
非
其
實
。（
柳
宗
元
「
辯
列
子
」）

『
列
子
』
の
注
釈
で
有
名
な
東
晋
の
張
湛
も
列
子
は
（
鄭
の
）
穆
公
の
後
の

人
物
で
あ
る
と
推
測
し
な
が
ら
、
魯
の
穆
公
で
あ
っ
た
こ
と
は
突
き
止
め
ら
れ

な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、『
列
子
』
は
テ
キ
ス
ト
と
し
て
誤
り
が
多

く
、
事
実
が
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
柳
宗
元
が

行
っ
て
い
る
こ
と
は
ま
さ
に
史
学
の
考
証
方
法
を
用
い
た
分
析
で
あ
り
、
劉
知

幾
が
示
し
た
「
識
」
を
発
揮
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
六
朝
以
来
の
諸
子
観
で
確

認
で
き
た
と
お
り
、
諸
子
の
書
物
は
荒
唐
無
稽
で
あ
る
た
め
、
歴
史
的
な
考
証

で
虚
実
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
り
、
柳
宗
元
の
一
連
の
諸
子
批
判
も
こ
う
し

た
認
識
の
上
に
立
っ
て
な
さ
れ
た
仕
事
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
さ
き
に
劉
勰

が
玉
石
混
淆
と
し
た
諸
子
の
中
に
も
明
快
な
論
理
性
、
修
辞
の
行
き
届
い
た
美

文
の
も
の
も
あ
る
と
評
価
し
た
よ
う
に
、
柳
宗
元
は
『
列
子
』
に
そ
れ
を
見
出

そ
う
と
す
る
。
上
の
引
用
に
続
け
て
、

要
之
、
莊
周
為
放
依
其
辭
。
其
稱
夏
棘
、
狙
公
、
紀
水
省
子
、
季
咸
等
、

皆
出
『
列
子
』、
不
可
盡
紀
。
雖
不
概
於
孔
子
道
、
然
其
虛
泊
寥
闊
、
居

亂
世
、
遠
於
利
、
禍
不
得
逮
乎
身
、
而
其
心
不
窮
。『
易
』之「
遁
世
無
悶
」

者
、
其
近
是
歟
。
餘
故
取
焉
。
其
文
辭
類
莊
子
、
而
尤
質
厚
、
少
為
作
、

好
文
者
可
廢
耶
。
其
『
楊
朱
』、『
力
命
』、
疑
其
楊
子
書
。
其
言
魏
牟
、

孔
穿
皆
出
列
子
後
、
不
可
信
。
然
觀
其
辭
、
亦
足
通
知
古
之
多
異
術
也
、

讀
焉
者
慎
取
之
而
已
矣
。（
同
右
）

寓
話
の
宝
庫
と
さ
れ
る
『
荘
子
』
の
内
容
は
『
列
子
』
に
依
拠
し
て
い
る
所

も
あ
る
。
孔
子
の
道
か
ら
は
外
れ
て
い
る
も
の
の
、
道
家
の
精
神
と
共
鳴
し
合

う
も
の
が
あ
る
。『
易
経
』
の
世
を
遁
れ
て
悶
え
な
し
と
い
う
境
地
も
正
し
い
。

文
章
も
『
莊
子
』
と
お
互
い
似
て
お
り
、
文
を
好
む
も
の
は
無
視
で
き
な
い
は

ず
で
あ
る
。
そ
の
楊
朱
篇
と
力
命
篇
は
お
そ
ら
く
楊
朱
の
書
で
あ
ろ
う
。
魏

牟
、
孔
穿
が
列
子
の
後
人
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
の
言
辞
を
見
る
と
充
分
古
代
に
通
暁
し
て
い
て
も
異
な
る
見
方
が
多
く
、
事

実
と
違
う
部
分
も
あ
る
の
で
、
読
む
者
は
慎
重
に
内
容
を
選
ぶ
必
要
が
あ
る
。

と
い
う
よ
う
に
、
叙
述
が
史
実
に
正
確
で
な
く
て
も
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る

内
容
が
真
相
に
迫
っ
て
い
る
も
の
は
取
り
入
れ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い

る
こ
と
が
注
目
を
引
く
。
唐
代
の
官
僚
で
あ
っ
た
柳
宗
元
は
、
そ
も
そ
も
経
学

に
学
問
の
基
礎
を
お
い
て
い
る
が
、
儒
家
と
の
対
立
関
係
に
あ
る
は
ず
の
道
家

の
思
想
の
処
世
術
と
世
界
観
に
も
深
い
理
解
を
寄
せ
て
い
た
。
ま
た
、
仏
教
思

想
に
も
傾
倒
し
て
お
り
、
経
学
一
辺
倒
の
狭
い
唐
代
学
術
の
質
を
根
底
か
ら
改
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変
し
て
い
こ
う
と
い
う
志
向
が
あ
っ
た
。
柳
宗
元
の
諸
子
理
解
を
示
す
例
を
も

う
一
つ
挙
げ
る
。

（
２
）『
晏
子
春
秋
』
へ
の
批
判

司
馬
遷
讀
『
晏
子
春
秋
』、
高
之
、
而
莫
知
其
所
以
為
書
。
或
曰
、
晏
子

為
之
、
而
人
接
焉
。
或
曰
、
晏
子
之
後
為
之
、
皆
非
也
。
吾
疑
其
墨
子
之

徒
有
齊
人
者
為
之
。
墨
好
儉
、
晏
子
以
儉
名
於
世
、
故
墨
子
之
徒
尊
著
其

事
、
以
增
高
為
己
術
者
。
且
其
旨
多
尚
同
、
兼
愛
、
非
樂
、
節
用
、
非
厚

葬
久
喪
者
、
是
皆
出
『
墨
子
』。
又
非
孔
子
、
好
言
鬼
事
、
非
儒
、
明
鬼
、

又
出
『
墨
子
』。
其
言
問
棗
及
古
冶
子
等
尤
怪
誕
、
又
往
往
言
墨
子
聞
其

道
而
稱
之
、
此
甚
顯
白
者
。
自
劉
向
・
歆
、
班
彪
・
固
父
子
皆
錄
之
儒
家

中
。
甚
矣
、
數
子
之
不
詳
也
。
蓋
非
齊
人
不
能
具
其
事
、
非
墨
子
之
徒
則

其
言
不
若
是
。
後
之
錄
諸
子
書
者
、
宜
列
之
墨
家
。
非
晏
子
為
墨
也
、
為

是
書
者
墨
之
道
也
。（
柳
宗
元
「
辯
晏
子
春
秋
」）

司
馬
遷
は
『
晏
子
春
秋
』
の
由
来
を
知
ら
な
か
っ
た
。
晏
子
が
作
っ
た
と
か
、

後
の
人
が
作
っ
た
と
諸
説
紛
々
と
し
て
い
た
が
、
柳
宗
元
は
墨
家
の
斉
出
身
者

が
作
っ
た
と
考
え
て
い
た
。
司
馬
遷
は
じ
め
漢
代
の
劉
向
・
歆
、
班
彪
・
固
と

い
っ
た
学
者
た
ち
は
晏
子
の
こ
と
を
詳
ら
か
に
で
き
ず
、
儒
家
に
分
類
し
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
の
思
想
に
倹
約
思
想
が
見
え
、
さ
ら
に
は
『
晏
子
春
秋
』
に

み
え
る
尚
同
、
兼
愛
、
非
楽
、
節
用
、
節
葬
も
す
べ
て
『
墨
子
』
か
ら
出
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
歴
と
し
て
墨
家
の
著
作
で
、
後
の
目
録
学
で
は
『
晏
子
春

秋
』
は
墨
家
に
分
類
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
柳
宗
元
は
思
想
内
容
を
比
較
し
な
が
ら
、
漢
儒
の
誤
解
を
修

正
し
て
い
る
。
こ
こ
の
分
析
で
は
、
単
な
る
歴
史
考
証
で
は
な
く
、
比
較
思
想

の
方
法
論
を
用
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
か
ら
考
察
す
る
方
法
が
示
さ
れ
て
い
る

の
が
注
意
を
引
く
。儒
家
か
ら
す
る
と
異
端
で
あ
る
、す
で
に
消
滅
し
て
し
ま
っ

た
思
想
に
つ
い
て
も
丁
寧
に
考
証
を
加
え
て
、
正
確
に
分
類
を
試
み
る
の
が
中

唐
の
諸
子
学
の
特
質
で
あ
っ
た
。
柳
宗
元
が
以
上
の
よ
う
な
諸
子
に
関
す
る
研

究
を
進
め
て
き
た
の
は
、
上
古
の
時
代
に
回
帰
し
よ
う
と
い
う
古
文
復
興
の
思

想
の
営
み
の
一
環
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
る
と
、
理
想
と
す
る
古
典
世
界
は
、
正

統
と
さ
れ
て
き
た
儒
学
の
文
献
の
み
な
ら
ず
、
異
端
と
し
て
脚
光
を
浴
び
て
こ

な
か
っ
た
諸
子
の
文
章
に
も
広
く
目
を
向
け
て
、荒
唐
無
稽
な
も
の
を
排
除
し
、

歴
史
的
な
考
証
を
通
じ
て
そ
の
誤
謬
を
修
正
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
に
、
文
字
の
校
訂
の
み
（
い
わ
ゆ
る
章
句
の
学
）
で
は
な
く
史
学
の
実
証

的
な
方
法
論
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
さ
ら
に
は
比
較
思
想
の
方
法
論
を
も
導
入
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
し
て
、
儒
学
の
み
な
ら
ず
、
道
家
思
想
に
も

価
値
を
見
出
し
、
そ
れ
ら
も
自
ら
の
思
想
構
築
に
受
け
入
れ
て
い
こ
う
と
い
う

姿
勢
も
窺
え
た
。

と
こ
ろ
で
、
仏
教
道
教
嫌
い
で
有
名
な
韓
愈
も
『
墨
子
』
に
つ
い
て
は
意
見

を
述
べ
て
い
る
。
韓
愈
は
『
墨
子
』
と
儒
学
の
違
い
を
明
確
に
示
し
つ
つ
も
両

者
に
共
通
す
る
思
想
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る）

8
（

。
儒
墨
は
と
も
に
堯
舜
禹
を

尊
重
す
る
思
想
で
あ
る
た
め
、
根
源
の
と
こ
ろ
で
は
同
じ
だ
と
韓
愈
は
解
釈
し

た
。
ま
た
、
と
も
に
天
を
貴
び
、
天
命
に
従
う
思
想
が
あ
る
こ
と
に
も
共
感
し
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た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
古
文
復
興
の
思
想
家
た
ち
は
、
儒
学
以

外
の
思
想
に
つ
い
て
も
寛
容
に
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
認
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
韓
愈
と
柳
宗
元
の
思
想
は
、
細
部
を
見
て
い
く
と
、
意
見
の
食
い
違

い
が
し
ば
し
ば
見
い
だ
せ
る
。
冒
頭
で
も
ふ
れ
た
と
お
り
、
柳
宗
元
は
、
韓
愈

の
天
人
観
と
は
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
立
場
を
取
っ
て
い
た
。
こ
の
違
い
は
、

そ
れ
ぞ
れ
が
拠
り
所
と
す
る
思
想
の
書
物
の
違
い
か
ら
生
じ
て
い
る
と
従
来
説

明
さ
れ
て
き
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
韓
愈
が
『
孟
子
』
を
、
柳
宗
元
が
『
荀
子
』

の
思
想
を
そ
れ
ぞ
れ
重
視
し
て
い
た
か
ら
相
違
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
考
え
で

あ
る
。

天
に
対
す
る
見
解
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、『
荀
子
』
の
正
論
篇
、
解
蔽
篇
な

ど
を
読
む
と
、
こ
の
章
の
最
初
で
取
り
上
げ
た
劉
知
幾
の
史
料
批
判
態
度
、
す

な
わ
ち
史
実
の
実
証
的
な
考
証
の
方
法
論
が
す
で
に
み
え
て
い
た
。
こ
れ
は
、

こ
れ
ま
で
柳
宗
元
の
諸
子
論
に
も
見
え
て
い
た
発
想
で
あ
り
、『
荀
子
』
の
思

想
は
確
か
に
柳
宗
元
に
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
よ

う
。そ

れ
で
は
、
後
世
、
儒
学
の
異
端
の
書
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た『
荀
子
』は
、

実
際
に
中
唐
の
時
期
に
は
い
か
に
読
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
章
を
改
め

て
こ
の
問
題
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

二
、
楊
倞
の
『
荀
子
』
注
の
成
立

後
の
歴
史
か
ら
繙
く
と
、
宋
学
の
す
す
む
方
向
性
を
決
定
づ
け
た
の
は
、
韓

愈
が
考
え
だ
し
た
儒
学
の
道
統
で
あ
り
、
そ
の
思
想
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
原

道
」
に
は
、
宋
学
が
重
ん
じ
る
よ
う
に
な
る
四
書
の
構
想
が
、
早
く
も
ス
ケ
ッ

チ
さ
れ
て
い
る）

9
（

。
道
統
と
は
古
代
の
聖
王
の
精
神
を
孔
子
が
引
き
継
ぎ
、
そ
れ

を
孟
子
が
今
に
伝
え
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
、
上
古
の
理
想
と
す
べ

き
世
界
へ
回
帰
し
よ
う
と
す
る
古
文
復
興
思
想
の
主
た
る
考
え
方
で
あ
っ
た
。

実
は
韓
愈
は
こ
の
結
論
に
辿
り
つ
く
た
め
に
、
先
秦
諸
子
、
漢
代
の
文
献
を
読

み
進
め
て
お
り
、『
荀
子
』
も
読
ん
で
い
る
。

始
吾
讀
孟
軻
書
、
然
後
知
孔
子
之
道
尊
、
聖
人
之
道
易
行
、
王
易
王
、
霸

易
霸
也
。
以
為
孔
子
之
徒
沒
、
尊
聖
人
者
、
孟
氏
而
已
。
晚
得
揚
雄
書
、

益
尊
信
孟
氏
。
因
雄
書
而
孟
氏
益
尊
、
則
雄
者
亦
聖
人
之
徒
歟
。
聖
人
之

道
、
不
傳
於
世
、
周
之
衰
、
好
事
者
各
以
其
說
干
時
君
、
紛
紛
藉
藉
相
亂
、

『
六
經
』
與
百
家
之
說
錯
雜
、
然
老
師
大
儒
猶
在
。
火
於
秦
、
黃
老
於
漢
、

其
存
而
醇
者
、
孟
軻
氏
而
止
耳
、
揚
雄
氏
而
止
耳
。（
韓
愈
「
読
荀
」）

と
い
う
よ
う
に
、
韓
愈
は
孔
子
の
遺
訓
は
孟
子
に
の
み
受
け
継
が
れ
た
と
こ
こ

で
も
殊
更
に
絶
賛
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
漢
の
楊
雄
も
そ
の
思
想
を
継
承
し
、

諸
子
の
思
想
が
入
り
乱
れ
た
先
秦
時
代
、
秦
の
焚
書
坑
儒
、
漢
の
黃
老
思
想
が

流
行
す
る
中
こ
の
二
人
こ
そ
が
孔
子
の
精
神
を
守
り
抜
い
て
き
た
と
述
べ
る
。

韓
愈
が
『
荀
子
』
を
知
っ
た
の
は
、
楊
雄
の
文
を
読
ん
だ
後
で
あ
っ
た
。

及
得
荀
氏
書
、
於
是
又
知
有
荀
氏
者
也
。
考
其
辭
、
時
若
不
粹
、
要
其
歸
、

與
孔
子
異
者
鮮
矣
。
抑
猶
在
軻
、
雄
之
間
乎
。
孔
子
刪
『
詩
』『
書
』、
筆



64 (9)

削
『
春
秋
』、
合
於
道
者
著
之
、
離
於
道
者
黜
去
之
、
故
『
詩
』『
書
』『
春

秋
』無
疵
。
余
欲
削
荀
氏
之
不
合
者
、
附
於
聖
人
之
籍
、
亦
孔
子
之
志
歟
。

孟
氏
、
醇
乎
醇
者
也
。
荀
與
揚
、
大
醇
而
小
疵
。（
同
右
）

韓
愈
は
『
荀
子
』
と
い
う
書
物
を
得
て
、
荀
子
な
る
人
と
そ
の
思
想
を
知
っ
た

と
い
う
。
荀
子
の
思
想
に
は
、「
其
の
辞
を
考
ふ
る
に
、
時
に
粋
な
ら
ざ
る
が

ご
と
し
」
と
い
う
欠
陥
が
あ
る）
10
（

。
そ
の
思
想
の
本
質
は
孔
子
の
思
想
と
異
な
る

こ
と
は
少
な
い
も
の
の
、
孟
子
と
楊
雄
の
中
間
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
た
韓
愈
は
孔
子
が
六
経
を
刪
定
し
た
よ
う
に
、『
荀
子
』
を

再
編
成
し
て
行
き
た
い
と
言
う
。

こ
こ
で
韓
愈
が
、『
荀
子
』
の
思
想
の
中
で
正
統
な
ら
ざ
る
も
の
と
し
た
内

容
が
、
荀
子
が
孟
子
の
天
人
相
関
説
を
否
定
し
て
い
る
説
（
天
人
の
分
）
で
あ

る
こ
と
は
容
易
に
推
察
で
き
る
。
ま
た
、
天
人
相
関
説
の
根
拠
で
あ
る
性
善
説

を
否
定
し
た
、荀
子
の
性
悪
説
も
不
適
切
な
存
在
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

先
秦
以
降
、
思
想
史
の
変
遷
の
中
で
常
に
異
端
扱
い
を
受
け
て
き
た
諸
子
の

文
章
は
、
中
唐
に
あ
っ
て
も
な
お
き
ち
ん
と
し
た
校
訂
も
な
さ
れ
ず
、
さ
ら
に

注
釈
書
が
整
う
状
況
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
再
三
述
べ
て
き
た
と
お
り
で
あ

る
。『
荀
子
』
も
例
外
で
は
な
く
、
今
日
残
る
最
古
の
注
釈
で
あ
る
中
唐
の
楊

倞
の
『
荀
子
』
注
の
序
に
、
唐
代
ま
で
の
『
孟
子
』
と
『
荀
子
』
の
伝
承
の
状

況
が
語
ら
れ
て
い
る
。

倞
以
末
宦
之
暇
、
頗
窺
篇
籍
、
竊
感
炎
黃
之
風
未
洽
於
聖
代
、
謂
荀
、
孟

有
功
於
時
政
、
尤
所
耽
慕
。
而
『
孟
子
』
有
趙
氏
『
章
句
』、
漢
氏
亦
嘗

立
博
士
、
傳
習
不
絶
、
故
今
之
君
子
多
好
其
書
。
獨
『
荀
子
』
未
有
注
解
、

亦
復
編
簡
爛
脫
、
傳
寫
謬
誤
、
雖
好
事
者
時
亦
覽
之
、
至
於
文
義
不
通
、

屢
掩
卷
焉
。（
楊
倞
「
荀
卿
子
」
序
）

『
孟
子
』
は
漢
代
に
趙
岐
の
注
釈
が
す
で
に
存
在
し
、
漢
王
朝
は
博
士
ま
で

設
け
、
伝
習
は
絶
え
る
こ
と
が
な
く
、
そ
の
た
め
唐
代
の
現
代
で
も
君
子
た
ち

は
好
ん
で『
孟
子
』を
読
む
。
し
か
し
、『
荀
子
』は
い
ま
だ
に
注
釈
さ
え
な
く
、

テ
キ
ス
ト
も
乱
れ
や
脱
落
が
多
く
、
伝
写
に
も
誤
り
が
あ
り
、
興
味
を
持
っ
た

人
が
こ
れ
を
閲
覧
し
て
も
意
味
が
通
じ
な
い
た
め
読
む
の
を
や
め
て
し
ま
う
の

で
あ
っ
た
。

楊
倞
の
指
摘
に
よ
る
と
、『
孟
子
』
は
テ
キ
ス
ト
も
比
較
的
完
備
し
、
漢
代

以
降
も
読
み
つ
が
れ
、
中
唐
の
頃
も
読
者
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、

孟
子
の
天
人
相
関
説
は
、
儒
学
の
正
統
思
想
と
合
致
し
た
内
容
で
あ
る
た
め
、

孔
子
の
遺
志
を
確
実
に
伝
え
た
書
物
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
韓

愈
の
道
統
が
で
き
る
素
地
は
、
中
唐
ま
で
の
孟
子
評
価
で
す
で
に
決
ま
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
一
方
、『
荀
子
』
は
テ
キ
ス
ト
自
体
も
整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、

ま
た
そ
れ
が
原
因
で
『
孟
子
』
ほ
ど
広
く
流
布
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
さ
き
の
「
読
荀
子
」
で
韓
愈
が
後
に
な
っ
て
荀
子
と
い
う
人
を
知
っ
た
と

あ
る
よ
う
に
、決
定
版
の
注
釈
や
テ
キ
ス
ト
が
な
い
状
況
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

楊
倞
の
序
で
は
、
戦
国
時
代
以
降
、
諸
子
の
説
が
争
鳴
す
る
中
、
孔
子
の
道
は

ま
さ
に
風
前
の
灯
で
あ
っ
た
と
し）
11
（

、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
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故
孟
軻
闡
其
前
、
荀
卿
振
其
後
。
觀
其
立
言
指
事
、
根
極
理
要
、
敷
陳
往

古
、
掎
挈
當
世
、
撥
亂
興
理
、
易
於
反
掌
、
真
名
世
之
士
、
王
者
之
師
。

又
其
書
亦
所
以
羽
翼
『
六
經
』、
增
光
孔
氏
、
非
徒
諸
子
之
言
也
。
蓋
周

公
制
作
之
、
仲
尼
祖
述
之
、
荀
、
孟
贊
成
之
、
所
以
膠
固
王
道
、
至
深
至

備
、
雖『
春
秋
』之
四
夷
交
侵
、
戰
國
之
三
綱
弛
絶
、
斯
道
竟
不
墜
矣
。（
同

右
）

諸
子
百
家
の
説
が
入
り
乱
れ
る
先
秦
時
代
に
あ
っ
て
、
孟
子
と
荀
子
と
が
前

後
し
て
孔
子
の
説
を
復
興
さ
せ
た
。
両
書
に
書
か
れ
た
内
容
を
見
る
と
、
理
論

は
本
質
を
根
底
か
ら
極
め
、
古
典
の
説
を
あ
ま
ね
く
述
べ
、
現
代
の
状
況
に
照

ら
し
合
わ
せ
て
も
乱
を
鎮
め
る
理
を
起
こ
し
て
、
理
解
し
や
す
い
も
の
で
、
両

者
は
名
世
の
士
、
王
者
の
師
と
な
っ
た
。
両
者
の
書
物
は
『
六
経
』
の
片
腕
と

も
な
り
、
孔
子
の
威
光
を
さ
ら
に
増
し
諸
子
の
説
と
は
一
線
を
画
す
も
の
と
し

て
い
る
。
周
公
が
作
っ
た
精
神
を
孔
子
が
祖
述
し
、
荀
子
、
孟
子
が
そ
れ
に
賛

成
し
た
た
め
、
王
道
の
礎
を
し
っ
か
り
と
固
め
て
、
内
容
を
深
め
て
き
た
こ
と

で
、
春
秋
戦
国
の
乱
世
を
経
て
も
こ
の
道
は
つ
い
に
亡
び
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
さ
き
の
韓
愈
と
違
い
、
楊
倞
が
『
荀
子
』
も
『
孟

子
』
と
対
等
な
孔
子
の
継
承
者
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
結
局
、
楊

倞
が
こ
こ
で
一
番
に
述
べ
た
か
っ
た
こ
と
は
、『
荀
子
』の
地
位
回
復
で
あ
っ
た
。

こ
の
注
釈
を
編
纂
し
た
理
由
を
以
下
の
よ
う
に
言
及
す
る
。

夫
理
曉
則
愜
心
、
文
舛
則
忤
意
、
未
知
者
謂
異
端
不
覽
、
覽
者
以
脫
誤
不

終
、
所
以
荀
氏
之
書
千
載
而
未
光
焉
。
輒
用
申
抒
鄙
意
、
敷
尋
義
理
、
其

所
徵
據
、
則
博
求
諸
書
。（
同
右
）

唐
代
に
お
い
て
は
、『
荀
子
』
は
、『
荀
子
』
を
知
ら
な
い
人
か
ら
は
異
端
だ

と
し
て
読
ま
れ
ず
、
読
ん
だ
人
も
脱
落
ゆ
え
に
読
み
終
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。『
荀
子
』
は
千
年
も
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
が
な
い
状
況

で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、『
荀
子
』
が
説
く
義
理
を
探
求
し
、
そ
の
根
拠
を
広
く

諸
書
に
求
め
た
の
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
。
楊
倞
は
、
漢
代
以
降
伝
わ
っ
て

い
る
劉
向
の
『
孫
卿
新
書
』
を
そ
の
ま
ま
ま
と
め
る
の
で
は
な
く
、
乱
れ
た
テ

キ
ス
ト
を
読
み
や
す
く
す
べ
く
、
以
下
の
よ
う
な
努
力
を
行
っ
た
。

但
以
古
今
字
殊
、
齊
楚
言
異
。
事
資
參
考
、
不
得
不
廣
或
取
偏
傍
相
近
。

聲
類
相
通
、
或
字
少
増
加
、
文
重
刊
削
、
或
求
之
古
字
、
或
徴
之
方
言
。

加
以
孤
陋
寡
儔
、
愚
昧
多
蔽
。
穿
鑿
之
責
、
於
何
可
逃
。
曽
未
足
粗
明
先

賢
之
旨
。
適
増
其
蕪
穢
耳
。
蓋
以
自
備
省
覽
、
非
敢
傳
之
將
來
。
以
文
字

煩
多
、
故
分
舊
十
二
卷
三
十
二
篇
、
為
二
十
卷
。
又
改
『
孫
卿
新
書
』
為

『
荀
卿
子
』。
其
篇
第
亦
頗
有
移
易
。
使
以
類
相
從
云
。
時
歳
在
戊
戌
。
大

唐
睿
聖
文
武
皇
帝
、
元
和
十
三
年
十
二
月
也
。（
同
右
）

古
今
の
文
字
は
違
い
、
斉
楚
地
方
の
方
言
も
異
な
る
た
め
、
文
意
が
通
じ
る

よ
う
に
文
字
や
音
声
の
近
い
も
の
に
改
め
た
り
、
字
の
足
り
な
い
と
こ
ろ
は
増

や
し
た
り
、文
が
重
な
っ
て
い
る
箇
所
は
削
っ
た
り
し
た
。
古
字
を
求
め
た
り
、
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方
言
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
が
、
非
才
非
力
ゆ
え
に
誤
謬
も
免
れ
ま
い
。

自
分
の
見
解
で
穿
鑿
を
し
た
責
任
は
遁
れ
よ
う
も
な
い
。
未
だ
嘗
て
明
ら
か
に

し
得
た
と
は
言
え
な
い
先
賢
の
主
旨
を
わ
ず
か
ば
か
り
増
や
す
こ
と
が
で
き
た

に
過
ぎ
な
い
が
、
将
来
に
伝
え
て
い
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
文
字
が
多
い
の

で
、
も
と
も
と
十
二
巻
三
十
二
篇
あ
っ
た
も
の
を
、
二
十
巻
と
し
た
。
ま
た
、

劉
向
が
『
孫
卿
新
書
』
と
し
て
い
た
題
名
を
『
荀
卿
子
』
と
改
め
た
。
そ
の
篇

に
は
と
て
も
移
動
し
や
す
い
も
の
が
あ
り
、似
た
内
容
の
も
の
は
移
動
さ
せ
た
。

時
は
戊
戌
、
大
唐
帝
国
憲
宗
元
和
十
三
年
。

楊
倞
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
は
、
史
書
は
多
く
を
伝
え
ず
、
詳
細
の
履
歴
を

今
日
知
り
得
る
こ
と
は
で
き
な
い）
12
（

。
た
だ
、『
荀
子
』
の
分
か
り
や
す
い
テ
キ

ス
ト
を
今
日
ま
で
残
し
た
こ
と
、
そ
し
て
序
文
に
あ
る
中
唐
の
憲
宗
の
元
和

十
三
年
（
八
一
八
）
に
こ
の
書
が
献
上
さ
れ
た
と
い
う
重
要
な
情
報
も
残
し
て

い
る
。

こ
の
年
、
韓
愈
（
七
六
八
〜
八
二
四
）
は
五
十
一
歳
。
長
安
の
宮
廷
で
は
仏

舎
利
が
届
け
ら
れ
る
た
め
大
供
養
が
営
ま
れ
た
。
翌
年
、
韓
愈
は
排
仏
論
の
代

表
作
で
あ
る
「
論
仏
骨
表
」
を
崇
仏
と
し
て
名
高
い
憲
宗
に
上
書
し
、
そ
の
怒

り
を
買
っ
て
潮
州
へ
左
遷
さ
れ
る
人
生
の
転
機
を
迎
え
て
い
た
。
一
方
柳
宗
元

（
七
七
三
〜
八
一
九
）
は
、
左
遷
さ
れ
続
け
て
い
た
柳
州
で
四
十
五
歳
に
な
っ

て
い
た
。
そ
し
て
翌
年
都
に
返
り
咲
く
こ
と
な
く
、
柳
宗
元
は
柳
州
の
地
で
没

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
楊
倞
の
『
荀
卿
子
』
二
十
巻
本
は
、
ま
さ
に
古
文

復
興
思
想
家
た
ち
と
同
時
代
に
完
成
さ
れ
た
賜
で
あ
り
、
時
代
の
大
き
な
要
請

に
応
え
て
出
来
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。性
悪
篇
の
注
釈
で
は
、

次
章
で
も
取
り
上
げ
る
が
、性
悪
説
を
正
当
化
す
る
た
め
に
韓
愈
の「
性
説
」（
注

釈
で
は
「
説
性
」
と
表
記
）
を
全
文
引
用
し
て
い
る）
13
（

。
こ
こ
は
引
用
だ
け
で
、

楊
倞
の
反
駁
す
る
意
見
は
書
か
れ
て
い
な
い
。『
荀
子
』
の
復
権
を
願
う
楊
倞

と
し
て
は
、
韓
愈
の
道
統
説
の
修
正
を
求
め
る
思
い
も
あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
韓
愈

の
文
を
全
文
載
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
、
元
和
十
三
年
は
柳
宗
元

に
と
っ
て
は
最
晩
年
、
人
生
残
す
こ
と
あ
と
一
年
で
、
し
か
も
遠
隔
の
柳
州
の

地
に
い
た
た
め
楊
倞
の
注
釈
は
手
に
と
っ
て
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
想

像
で
き
る
。

実
は
楊
倞
の
注
釈
が
で
き
る
前
、『
荀
子
』
は
劉
向
の
『
孫
卿
新
書
』
と
し

て
読
ま
れ
て
お
り
、
現
存
す
る
『
荀
子
』
と
章
立
て
の
順
が
微
妙
に
異
な
っ
て

い
た
。
楊
倞
は
『
荀
卿
子
』
の
序
の
最
後
で
、「
其
の
篇
第
亦
た
頗
る
移
り
易

き
有
り
。
類
を
以
て
相
ひ
從
は
し
む
と
云
ふ
」
と
言
う
よ
う
に
、
劉
向
の
旧
目

録
の
順
序
を
並
び
換
え
た
の
で
あ
る
。

楊
倞
は
、
性
悪
篇
で
韓
愈
の
「
原
性
」
全
文
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

韓
愈
の
「
原
道
」、「
原
性
」
な
ど
の
論
文
を
読
ん
だ
上
で
『
荀
卿
子
』
二
十
巻

を
編
纂
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
柳
宗
元
の
最
晩
年
に
該
書
は

完
成
し
て
い
る
の
で
、「
天
説
」
な
ど
の
代
表
的
な
柳
宗
元
の
作
品
を
知
っ
た

上
で
『
荀
子
』
に
注
釈
を
し
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
中
唐
古
文
復
興
思
想

が
ほ
ぼ
完
成
し
た
時
期
に
、
そ
の
総
ま
と
め
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

最
後
に
唐
代
士
大
夫
に
と
っ
て
、『
荀
子
』
の
学
説
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
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な
影
響
を
与
え
た
存
在
で
あ
っ
た
の
か
を
、
楊
倞
の
説
を
中
心
に
考
え
て
行
く

こ
と
に
す
る
。

三
、
楊
倞
の
『
荀
卿
子
』
二
十
巻
に
見
え
る
性
論
と
後
王
の
思
想

劉
向
の
『
孫
卿
新
書
』
は
、
三
百
二
十
二
篇
あ
っ
た
も
の
を
全
て
校
訂
し
、

重
複
し
た
二
百
九
十
篇
を
削
り
、
三
十
二
篇
に
し
た
と
い
う
。
楊
倞
は
こ
の
テ

キ
ス
ト
に
あ
る
旧
目
録
の
並
べ
方
を
多
少
変
更
し
た
。
楊
倞
が
旧
目
録
の
順
序

を
変
更
し
た
こ
と
で
、『
荀
子
』
の
構
成
意
図
が
よ
り
明
瞭
に
な
り
、
他
の
諸

子
文
献
の
よ
う
に
そ
の
成
立
過
程
を
考
察
す
る
大
き
な
ヒ
ン
ト
を
残
し
て
く
れ

て
い
る
。『
荀
子
』
の
注
釈
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
と
し
て
金
谷
治
氏
の
論
文）

14
（

に
興
味
深
い
説
が
あ
る
。
以
下
、
そ
の
内
容
を
紹
介
し
な
が
ら
、
本
章
で
考
え

る
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

楊
倞
の
再
編
に
は
『
荀
子
』
の
内
容
を
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
大
別
し
う
る
意

図
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
荀
子
自

身
と
後
継
の
荀
子
学
派
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
が
編
纂
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い

う
。
四
つ
の
内
容
と
は
、

（
一
）　
勧
学
・
修
身
・
不
苟
・
榮
辱
・
非
相
・
非
十
二
子

（
二
）　
儒
效
・
王
制
・
富
國
・
王
覇
・
君
道
・
臣
道
・
致
仕
・
議
兵
・
彊
國

（
三
）　 

天
論
・
正
論
・
楽
論
・
解
蔽
・
正
名
・
禮
論
・
性
悪
・
君
子
・
成
相
・

賦

（
四
）　
宥
坐
・
子
道
・
法
行
・
哀
公
・
大
略
・
堯
問

（
一
）
は
学
問
を
修
め
る
た
め
の
修
養
論
で
、
お
そ
ら
く
荀
子
本
人
に
よ
る
説

を
中
心
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、（
二
）
は
君
子
が
国
家
を
治
め
る
た
め
の

方
法
論
を
説
く
も
の
、（
三
）
は
荀
子
学
派
の
理
論
、
す
な
わ
ち
（
一
）、（
二
）

の
根
拠
と
な
る
理
論
を
明
解
に
解
説
し
た
も
の
、（
四
）
は
荀
子
学
派
の
後
継

者
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
に
ま
と
め
て
い
た
雑
駁
な
議
論
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い

る
。（

三
）
の
終
わ
り
二
つ
で
あ
る
成
相
篇
・
賦
篇
は
韻
文
で
書
か
れ
た
異
質
な

篇
で
あ
る
。
劉
向
も
分
類
に
困
っ
て
放
置
し
て
い
た
も
の
を
、
楊
倞
は
ま
と
め

て
（
三
）
の
後
ろ
に
移
動
し
た
。
堯
問
篇
を
最
後
に
し
た
か
っ
た
の
は
、
孔
子

を
尊
敬
す
る
荀
子
の
意
図
に
配
慮
し
て
、
楊
倞
が
學
而
篇
か
ら
堯
曰
篇
で
終

わ
っ
て
い
る
『
論
語
』
を
意
識
し
て
決
め
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
一
）
か
ら
（
四
）
の
グ
ル
ー
プ
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
荀
子
の
住
ん

で
い
た
地
域
か
ら
考
察
で
き
そ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
荀
子
の
生
涯
を
考
え
る

と
、（
一
）
は
五
十
歳
ま
で
と
ど
ま
っ
て
い
た
趙
国
に
い
た
時
に
考
え
ら
れ
た

も
の
で
は
な
い
か
。
趙
国
は
も
と
も
と
法
家
思
想
が
盛
ん
な
地
域
で
、
儒
家
の

中
で
も
礼
儀
を
重
ん
じ
る
現
実
主
義
的
傾
向
が
強
い
荀
子
の
思
想
的
基
盤
は
こ

の
地
域
の
気
風
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（
二
）
は
斉
国
に

移
り
住
み
活
発
な
諸
子
の
思
想
に
触
発
さ
れ
、
儒
家
に
よ
る
治
国
論
を
深
め
て

い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
斉
国
は
儒
家
や
墨
家
を
嚆
矢
と
し
て
諸
子
百
家
の
思

想
家
が
一
番
多
く
集
ま
っ
て
い
た
地
域
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
中
原
の
統
治
国
家
と

平
和
に
つ
い
て
活
発
な
議
論
を
し
て
い
た
。
荀
子
の
国
家
論
も
こ
う
し
た
環
境

の
中
で
生
ま
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。（
三
）
は
楚
の
蘭
陵
に
招
か
れ
て
赴
い
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た
時
の
思
想
で
、
当
地
で
盛
ん
で
あ
っ
た
道
家
思
想
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、

天
論
な
ど
を
形
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
が
金
谷
氏
の
論
文
の
知
見
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
を
惹
く
の
が
、
性
悪

篇
の
移
動
で
あ
る
。
劉
向
の
旧
目
録
で
は
、
性
悪
篇
は
（
四
）
の
荀
子
学
派
後

学
が
ま
と
め
た
と
お
ぼ
し
き
雑
論
群
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
違
和
感
を
感
じ
た
楊
倞
は
、
他
に
紛
れ
て
い
た
禮
論
篇
・
君
子
篇
と
と
も

に
、
明
解
な
理
論
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
（
三
）
へ
移
動
さ
せ
た
。

他
学
派
は
も
ち
ろ
ん
儒
学
自
体
の
学
説
を
も
批
判
し
て
憚
ら
な
い
荀
子
は
非

十
二
子
篇
で
孟
子
と
子
思
の
説
も
批
判
す
る
。
古
代
の
聖
王
か
ら
孔
子
の
説
ま

で
を
敬
う
も
の
の
思
想
の
核
心
を
理
解
せ
ず
そ
の
学
説
に
根
拠
が
な
い
点
を
問

題
視
し
て
い
る
。
荀
子
は
わ
ざ
わ
ざ
性
悪
篇
を
作
り
孟
子
を
名
指
し
で
攻
撃
し

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
非
十
二
子
篇
で
は
性
悪
説
に
つ
い
て
全
く
触
れ
て

い
な
い
。
も
し
、
旧
目
録
の
分
類
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
劉
向
は
性
悪
篇

を
荀
子
自
身
の
理
論
で
は
な
く
、
荀
子
学
派
し
か
も
韓
非
子
ら
法
家
よ
り
の
弟

子
た
ち
が
作
り
上
げ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
金
谷
氏
は
推
察

し
て
い
る
。

荀
子
の
性
悪
説
を
根
底
か
ら
覆
す
か
も
知
れ
な
い
非
常
に
興
味
深
い
説
で
あ

る
が
、
本
論
は
唐
代
古
文
復
興
の
思
想
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
た
め
、
楊
倞
の

性
悪
説
論
に
つ
い
て
話
を
戻
す
こ
と
に
し
よ
う
。

楊
倞
は
性
悪
篇
の
注
で
、

堯
問
於
舜
曰
、「
人
情
何
如
。」
舜
對
曰
、「
人
情
甚
不
美
、
又
何
問
焉
。

妻
子
具
而
孝
衰
於
親
、
嗜
欲
得
而
信
衰
於
友
、
爵
禄
盈
而
忠
衰
於
君
。
人

之
情
乎
。
人
之
情
乎
。
甚
不
美
、
又
何
問
焉
。」
唯
賢
者
爲
不
然
。（『
荀
子
』

性
悪
篇
）

と
い
う
文
に
つ
け
ら
れ
た
注
釈
に
韓
愈
の
説
を
引
く
。
楊
倞
は
こ
の
文
を
受
け

て
、「
此
を
引
き
て
亦
た
以
て
性
の
惡
な
る
を
明
ら
か
に
す
。
韓
侍
郎
『
性
原
』

曰
く
」
と
し
て
、
韓
愈
の
「
原
性
」
を
全
文
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
韓
愈

の
「
原
性
」
が
性
悪
説
を
証
明
す
る
根
拠
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
が
、
楊
倞
は
そ
の
具
体
的
な
説
明
は
し
て
い
な
い
。
韓
愈
の
説
は
根
拠
ど
こ

ろ
か
性
善
説
に
基
づ
く
説
で
、
明
ら
か
に
根
拠
に
は
な
り
得
な
い
。
楊
倞
の
意

図
は
同
時
代
に
こ
の
よ
う
な
説
が
大
勢
を
占
め
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
韓
愈

の
説
が
「
情
」
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
荀
子
』
の
「
情
」

説
の
箇
所
に
載
せ
、
荀
子
の
説
で
も
っ
て
反
駁
を
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
も

し
れ
な
い
。

楊
倞
は
性
悪
篇
冒
頭
の
注
釈
で
、

當
戰
國
時
、
競
爲
貪
亂
、
不
脩
仁
義
、
而
荀
卿
明
於
治
道
、
知
其
可
化
、

無
勢
位
以
臨
之
。
故
激
憤
而
著
此
論
。『
書
』曰「
惟
天
生
民
、
有
欲
無
主
、

乃
亂
、
惟
聰
明
時
乂
」、
亦
與
此
同
也
。
舊
第
二
十
六
、
今
以
是
荀
卿
論

議
之
語
、
故
亦
升
在
上
。（
楊
倞
『
荀
卿
子
』
性
悪
篇
注
）

と
、
戦
国
の
時
代
に
は
、
諸
国
は
競
っ
て
貪
乱
を
起
こ
し
、
仁
義
が
修
め
ら
れ
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な
か
っ
た
た
め
、
荀
子
は
治
道
を
明
ら
か
に
し
て
、
社
会
を
教
化
す
べ
き
だ
と

知
り
な
が
ら
も
、
み
ず
か
ら
の
勢
力
や
地
位
で
は
立
ち
臨
め
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
激
し
い
憤
り
か
ら
こ
の
論
を
著
し
た
、
と
い
う
。

楊
倞
に
と
っ
て
性
悪
説
は
、
純
粋
な
人
間
探
求
の
議
論
で
は
な
く
、
乱
世
を

治
め
る
方
法
論
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
唐
代
の
人
間
観
を
考
え
る

上
で
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ま
さ
に
安
史
の
乱
に
よ
る
政
情
不
安
は
中
唐
学

術
の
思
考
を
形
成
す
る
大
き
な
動
機
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
冒
頭
注
で
は
、『
書
経
』
の
言
葉
に
も
同
趣
旨
の
文
言
が
あ
り
、
荀

子
は
経
学
の
精
神
に
も
則
っ
て
い
る
と
そ
の
正
統
性
を
述
べ
、
楊
倞
は
編
纂
の

意
図
を
語
る
。
す
な
わ
ち
、
性
悪
篇
は
も
と
も
と
第
二
十
六
番
目
に
あ
っ
た
も

の
を
、
今
こ
れ
が
荀
子
の
議
論
の
文
で
あ
る
と
し
て
、
前
の
方
に
持
っ
て
き
た

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

楊
倞
が
わ
ざ
わ
ざ
こ
れ
を
議
論
の
内
容
と
し
て
前
に
持
っ
て
き
た
理
由
は
、

も
ち
ろ
ん
そ
の
内
容
が
議
論
の
体
を
な
し
て
い
た
こ
と
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
韓

愈
の
性
説
に
反
駁
し
、『
荀
子
』
を
道
統
の
列
に
加
え
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
図

が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
性
悪
篇
の
注
釈
の
中
で
、
楊
倞
の
思
想

が
如
実
に
現
れ
て
い
る
も
の
は
、「『
塗
之
人
可
以
爲
禹
』、
曷
謂
也
（
路
傍
の

人
が
聖
人
禹
と
な
え
る
、
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
）」
と
い
う
問
い
に
対
す
る

結
論
「
故
聖
人
者
、
人
之
所
積
而
致
矣
（
そ
れ
ゆ
え
、
聖
人
な
る
も
の
は
、
善

を
積
ん
で
至
る
の
で
あ
る
）」
に
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

雖
性
惡
、
若
積
習
、
則
可
爲
聖
人
。『
書
』
曰
、「
惟
狂
克
念
作
聖
。」（
楊

倞
『
荀
卿
子
』
性
悪
説
注
）

人
間
誰
で
も
本
性
は
悪
で
あ
る
が
、
善
を
積
み
重
ね
て
習
え
ば
、
聖
人
に
な

る
こ
と
が
で
き
る
。『
書
経
』
多
方
篇
に
も
狂
人
で
あ
っ
て
も
よ
く
思
っ
て
い

れ
ば
聖
人
に
な
れ
る
と
い
う
。

『
荀
子
』
は
人
間
が
後
天
的
に
礼
儀
を
学
習
す
る
重
要
性
を
説
く
思
想
で
あ

る
。
楊
倞
は
性
悪
篇
と
は
乱
世
を
治
め
る
人
間
教
育
の
た
め
の
も
の
と
位
置
づ

け
、
そ
し
て
、
聖
人
も
衆
人
も
み
な
本
性
は
悪
で
あ
り
、
後
天
的
な
学
習
の
質

に
よ
り
差
が
生
じ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、『
荀
子
』
性
悪
篇
本
文
で
も
説
か
れ

て
い
る
内
容
で
あ
る
が
、
唐
代
に
お
い
て
門
閥
貴
族
社
会
に
対
抗
す
べ
く
台
頭

し
て
き
た
、
科
挙
受
験
を
し
て
官
界
に
新
し
く
入
っ
て
き
た
新
興
の
官
僚
勢
力

に
と
っ
て
は
、
何
よ
り
指
針
と
な
り
う
る
思
想
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
韓
愈

の
「
原
性
」
は
孔
子
の
性
説
（『
論
語
』
陽
貨
篇
）
に
由
来
す
る
性
三
品
説
が

基
調
と
な
る
。
す
な
わ
ち
上
品
は
絶
対
的
な
善
人
、
中
品
は
善
人
に
も
悪
人
に

も
な
り
得
る
層
、
下
品
は
絶
対
的
悪
人
で
手
の
施
し
よ
う
が
な
い
層
と
す
る
の

で
あ
る
。
韓
愈
が
対
象
と
す
る
の
は
上
品
と
中
品
で
、
主
に
中
品
の
人
た
ち
に

と
っ
て
教
育
が
意
味
を
持
つ
と
し
て
い
る
。
性
善
説
が
基
調
と
な
る
の
で
、
上

品
と
中
品
は
基
本
的
に
善
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
貴

族
階
級
の
理
論
で
、
家
柄
を
持
ち
元
々
選
ば
れ
た
人
は
善
と
し
、
選
ば
れ
ざ
る

下
品
層
は
最
初
か
ら
相
手
に
し
な
い
と
い
う
考
え
方
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、『
荀
子
』
の
思
想
は
、
下
品
の
人
も
上
品
の
人
も
差
別
な
く

聖
人
に
な
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
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お
そ
ら
く
『
荀
子
』
が
官
僚
士
大
夫
た
ち
に
支
持
さ
れ
、
そ
の
思
想
に
影
響

を
与
え
た
の
は
、
こ
う
し
た
万
人
が
聖
人
に
な
れ
る
と
い
う
主
張
に
あ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
う
考
え
る
と
、『
荀
子
』
の
復
権
を
め
ざ
し
、
楊
倞
が
わ
ざ
わ
ざ
性
悪
篇

を
『
荀
子
』
の
理
論
群
の
中
へ
分
類
す
べ
く
前
に
持
っ
て
き
て
、
韓
愈
の
「
原

性
」
に
一
見
消
極
的
で
あ
る
が
異
議
を
唱
え
た
意
味
は
大
き
い
と
言
え
よ
う
。

『
荀
子
』
思
想
の
影
響
が
強
い
と
言
わ
れ
る
柳
宗
元
は
、
性
善
説
を
唱
え
て

い
た
節
が
あ
る
。
仏
教
を
信
奉
し
た
柳
宗
元
は
、

其
道
以
無
為
為
有
、
以
空
洞
為
實
、
以
廣
大
不
蕩
為
歸
。
其
教
人
、
始
以

性
善
、
終
以
性
善
、
不
假
耘
鋤
、
本
其
靜
矣
。（
柳
宗
元
「
曹
溪
第
六
祖

賜
諡
大
鑒
禪
師
碑
」）

と
、
僧
侶
大
鑒
禪
師
没
後
百
六
年
の
元
和
十
年
（
八
一
五
）、
そ
の
人
柄
を

評
し
て
い
る
碑
文
で
、
人
の
性
は「
空
」で
あ
り
、「
静
」で
あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
仏
教
用
語
で
あ
る
が
、
柳
宗
元
は
「
性
善
」
と
い
う
語
と
同
義
に
用

い
、『
孟
子
』
の
性
善
説
と
仏
教
の
仏
性
説
を
一
致
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
楊
倞
の
『
荀
卿
子
』
二
十
巻
が
出
る
三
年
前
の
文
で
、
こ
の

当
時
、
柳
宗
元
は
仏
教
と
儒
学
の
融
合
を
考
え
て
い
て
、
性
悪
の
説
を
主
張
し

て
い
な
か
っ
た
。

天
説
や
歴
史
考
証
の
上
で
、
明
ら
か
に
『
荀
子
』
の
影
響
が
見
ら
れ
る
柳
宗

元
は
殊
更
に
性
悪
説
を
唱
え
ず
、
む
し
ろ
性
善
説
に
近
い
考
え
を
持
っ
て
い
た

と
い
う
こ
と
は
、
柳
宗
元
が
見
た
『
荀
子
』
は
劉
向
本
の
方
で
、
彼
も
性
悪
篇

は
劉
向
の
よ
う
に
荀
子
学
派
の
後
学
の
説
と
し
て
み
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

今
日
、『
荀
子
』
と
い
え
ば
「
性
悪
説
」
と
短
絡
的
に
理
解
さ
れ
て
し
ま
う

嫌
い
が
あ
る
が
、
中
唐
の
楊
倞
に
よ
っ
て
性
悪
篇
が
荀
子
後
学
の
説
か
ら
『
荀

子
』
の
議
論
の
グ
ル
ー
プ
へ
と
改
変
さ
れ
た
こ
と
を
考
慮
し
つ
つ
、
中
唐
に
お

け
る
『
荀
子
』
理
解
の
実
情
を
丁
寧
に
見
て
い
く
と
、
性
悪
説
は
法
家
に
近
い

荀
子
の
後
学
派
の
学
説
が
楊
倞
の
『
荀
子
』
の
篇
並
び
換
え
に
よ
り
、
荀
子
の

主
要
な
学
説
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
も
考
え
ら
れ
る
。
楊
倞
自
身

の
事
績
が
不
明
で
あ
る
分
、『
荀
卿
子
』
と
中
唐
の
文
人
た
ち
と
の
関
係
の
探

求
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
が
、『
荀
子
』
が
中
唐
学
術
に
与
え
て
い
る
影
響
は
、

さ
ら
に
別
の
視
点
か
ら
も
稿
を
改
め
て
考
察
を
続
け
て
い
き
た
い
。

む
す
び

上
古
の
時
代
を
理
想
の
時
代
と
す
る
尚
古
主
義
は
中
国
の
歴
史
観
で
は
常
に

意
識
さ
れ
続
け
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
中
唐
の
古
文
復
興
の
思
想
も
、
唐
代
当

時
勢
力
を
誇
り
続
け
た
門
閥
貴
族
の
文
化
を
否
定
す
る
た
め
、駢
儷
体
の
文
飾
、

漢
唐
訓
詁
の
章
句
学
を
否
定
し
て
、
直
接
先
哲
の
思
想
を
学
ぼ
う
と
す
る
考
え

方
で
、
尚
古
主
義
は
そ
の
方
向
性
を
決
定
づ
け
る
大
き
な
動
機
と
も
な
っ
て
い

た
。
し
か
し
、
唐
代
の
学
術
は
、
無
批
判
の
う
ち
に
権
威
や
伝
説
を
そ
の
ま
ま

鵜
呑
み
に
し
て
尊
重
す
る
信
仰
心
だ
け
で
満
足
し
う
る
性
質
で
は
な
か
っ
た
。

人
間
世
界
の
政
治
社
会
現
象
も
す
べ
て
天
命
の
な
せ
る
こ
と
だ
と
思
考
を
停
止

す
る
こ
と
に
は
満
足
せ
ず
、
自
然
現
象
と
人
間
社
会
の
出
来
事
を
峻
別
し
て
考
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え
る
こ
と
を
求
め
た
。
先
哲
の
思
想
を
学
ぶ
際
も
、
た
だ
あ
り
が
た
い
古
代
の

聖
王
の
お
言
葉
と
し
て
、
聖
王
を
神
格
化
す
る
の
で
は
な
く
、
聖
王
た
ち
も
人

間
と
し
て
認
識
し
、
そ
の
上
で
歴
史
事
件
も
真
相
を
考
証
し
た
上
で
、
そ
の
言

葉
の
原
義
を
追
求
し
よ
う
と
し
た
。

漢
帝
国
を
範
に
し
た
唐
王
朝
は
、
国
家
を
あ
げ
て
儒
学
の
経
典
解
釈
を
統
一

し
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
が
、
国
家
秩
序
が
根
底
か
ら
覆
る
大
惨
事
、
安
史
の

乱
が
起
こ
り
、
盤
石
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
帝
国
が
い
と
も
簡
単
に
揺
ら
い
で
し

ま
う
事
実
を
唐
の
人
た
ち
は
目
の
当
た
り
に
し
た
。
こ
う
し
た
時
代
に『
荀
子
』

が
再
評
価
さ
れ
、そ
の
テ
キ
ス
ト
が
き
ち
ん
と
校
訂
さ
れ
た
こ
と
は
意
義
深
い
。

『
荀
子
』
の
合
理
的
に
も
の
ご
と
を
分
析
し
、
迷
信
を
廃
絶
し
、
学
習
努
力
を

何
よ
り
も
重
ん
じ
て
、
誰
も
が
聖
人
に
な
れ
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
科
挙

を
経
て
官
界
に
上
り
詰
め
て
き
た
士
大
夫
た
ち
の
指
南
書
に
な
っ
て
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
当
時
最
大
の
権
威
で
あ
っ
た
天
と
の
関
係
を
絶
ち
、
誰
も
が
聖
人

と
な
れ
る
と
い
う
、
儒
教
が
築
く
社
会
秩
序
を
乱
す
こ
と
は
冒
涜
で
あ
る
と
さ

れ
、『
荀
子
』
は
異
端
の
書
と
し
て
の
烙
印
を
押
さ
れ
て
し
ま
い
、
続
く
宋
代

に
は
『
孟
子
』
と
そ
れ
を
重
ん
じ
た
韓
愈
の
思
想
が
高
く
評
価
さ
れ
る
の
は
、

歴
史
が
伝
え
る
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
性
悪
説
に
端
を
発
す
る
誰
も
が
聖

人
に
な
れ
る
と
い
う
説
は
、
科
挙
官
僚
層
に
支
持
さ
れ
続
け
、
王
朝
を
い
く
つ

か
ま
た
ぎ
、
明
代
に
な
る
と
、
陽
明
学
が
説
く
万
人
聖
人
説
に
つ
な
が
っ
て
い

く
。

註 （
1
） 

島
一
「
楊
倞
の
『
荀
子
』
注
と
韓
愈
の
儒
教
思
想
」（『
集
刊
東
洋
学
』
四
十
四
号
、

一
九
八
〇
）
参
照
。

（
2
） 

も
と
も
と
唐
代
は
道
教
を
王
朝
が
信
奉
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、『
老
子
』、『
莊
子
』

の
注
釈
は
五
経
な
み
に
取
り
扱
わ
れ
る
風
潮
が
あ
り
、
諸
子
学
が
発
展
す
る
素
地
が
あ
っ

た
。
中
唐
に
至
る
と
、
楊
倞
の
『
荀
子
』
注
、
林
慎
思
の
『
孟
子
』
注
、
柳
宗
元
ら
に
よ

る
楊
雄
『
太
玄
経
』
注
疏
、
杜
佑
の
『
管
子
』
注
な
ど
が
積
極
的
に
編
纂
さ
れ
て
い
る
。

（
3
） 

司
馬
遷
の
『
史
記
』
は
、
儒
家
思
想
か
ら
す
る
と
、
黄
老
思
想
を
重
ん
じ
て
い
た
点

な
ど
に
よ
り
、
正
統
な
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。『
文
心
雕
龍
』史
伝
篇
に
、

「
故
本
紀
以
述
皇
王
、
列
傳
以
總
侯
伯
、
八
書
以
鋪
政
體
、
十
表
以
譜
年
爵
、
雖
殊
古
式
、

而
得
事
序
焉
、
爾
其
實
錄
無
隱
之
旨
、
博
雅
弘
辯
之
才
、
愛
奇
反
經
之
尤
、
條
例
踳
落
之
失
、

叔
皮
論
之
詳
矣
」
と
見
え
る
。「
叔
皮
の
論
」
と
は
班
固
父
班
彪
の
説
の
こ
と
を
示
し
て
お

り
、『
漢
書
』
司
馬
遷
伝
賛
に
「
又
其
是
非
頗
繆
於
聖
人
、
論
大
道
則
先
黃
老
而
後
六
經
、

序
遊
俠
則
退
處
士
而
進
姦
雄
、
述
貨
殖
則
崇
埶
利
而
羞
賤
貧
、
此
其
所
蔽
也
」
と
『
史
記
』

が
儒
家
を
軽
ん
じ
て
い
る
点
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
唐
初
の
『
漢
書
』
重
視

の
見
解
へ
連
な
っ
て
い
く
。

（
4
） 

劉
知
幾
は
、
歴
史
的
事
実
で
な
い
荒
唐
無
稽
な
記
事
を
そ
の
ま
ま
乗
せ
る
こ
と
を
非

難
し
て
い
る
（
採
撰
篇
の
議
論
）
が
、
例
え
ば
、
晋
代
に
儒
家
の
経
典
の
よ
う
に
珍
重
さ

れ
た
『
莊
子
』
に
つ
い
て
、「
至
如
漢
代
『
公
羊
』、
擅
名
『
三
傳
』、
晉
年
『
莊
子
』、
高

視
『
六
經
』。
今
並
掛
壁
不
行
、
綴
旒
無
絕
。
豈
與
夫
『
春
秋
左
氏
』、『
古
文
尚
書
』、
雖

暫
廢
於
一
朝
、
終
獨
高
於
千
載
。
校
其
優
劣
、
可
同
年
而
語
哉
」
と
、『
春
秋
公
羊
伝
』
や

『
莊
子
』
は
『
春
秋
左
氏
伝
』
や
『
古
文
尚
書
』
な
ど
が
持
つ
普
遍
的
な
価
値
は
な
い
と
い
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う
。も
と
も
と
古
文
学
派
の
家
系
で
あ
る
劉
知
幾
は
、古
文
系
の
経
典
を
重
視
し
て
い
た
が
、

そ
れ
以
外
の
も
の
に
価
値
を
置
い
て
い
な
い
。
儒
家
の
中
で
も
漢
代
の
今
文
派
否
定
を
し

て
い
た
劉
知
幾
は
、
ま
し
て
や
諸
子
の
文
献
に
全
幅
の
信
頼
を
寄
せ
る
発
想
は
な
か
っ
た
。

（
5
） 『
史
通
』
自
叙
篇
に
「
昔
漢
世
劉
安
著
書
、
號
曰
『
淮
南
子
』。
其
書
牢
籠
天
地
、
博

極
古
今
。
上
自
太
公
、下
至
商
鞅
。
其
錯
綜
經
緯
、自
謂
兼
於
數
家
、無
遺
力
矣
。
然
自『
淮

南
』
已
後
、
作
者
無
絕
。
必
商
榷
而
言
、
則
其
流
又
眾
」
と
あ
り
、
劉
知
幾
が
模
範
と
し

た
書
物
の
筆
頭
に
『
淮
南
子
』
を
挙
げ
て
い
る
。

（
6
） 

劉
知
幾
の
い
わ
ゆ
る
史
三
才
論
は
、『
旧
唐
書
』
巻
一
〇
二
劉
子
玄
伝
、『
新
唐
書
』

巻
一
三
二
劉
子
玄
伝
、『
唐
會
要
』
巻
六
三
修
史
官
に
見
え
る
。
以
下
、『
新
唐
書
』
本
伝

の
記
事
を
引
用
す
る
。「
禮
部
尚
書
鄭
惟
忠
嘗
問
、「
自
古
文
士
多
、
史
才
少
、
何
耶
。」
對

曰
、「
史
有
三
長
、
才
、
學
、
識
。
世
罕
兼
之
、
故
史
者
少
。
夫
有
學
無
才
、
猶
愚
賈
操
金
、

不
能
殖
貨
。
有
才
無
學
、
猶
巧
匠
無
楩
柟
斧
斤
、
弗
能
成
室
。
善
惡
必
書
、
使
驕
君
賊
臣

知
懼
、
此
為
無
可
加
者
。
時
以
為
篤
論
」
と
見
え
る
。

（
7
） 

柳
宗
元
は
、
諸
子
の
文
に
つ
い
て「
辯
文
子
」、「
論
語
辯
二
篇
」、「
辯
鬼
谷
子
」、「
辯

亢
倉
子
」、「
辯
鶡
冠
子
」
の
よ
う
な
批
評
文
を
残
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
歴
史
的

考
証
を
し
て
、
該
当
の
諸
子
の
文
の
正
確
な
内
容
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。

（
8
） 

韓
愈
「
論
墨
子
」
に
、「
儒
譏
墨
以
尚
同
、
兼
愛
、
尚
賢
、
明
鬼
。
而
孔
子
畏
大
人
、

居
是
邦
不
非
其
大
夫
、『
春
秋
』
譏
專
臣
、
不
尚
同
哉
。
孔
子
汎
愛
親
仁
、
以
博
施
濟
眾
為

聖
、
不
兼
愛
哉
。
孔
子
賢
賢
、
以
四
科
進
褒
弟
子
、
疾
歿
世
而
名
不
稱
、
不
尚
賢
哉
。
孔

子
祭
如
在
、
譏
祭
如
不
祭
者
、
曰
、「
我
祭
則
受
福
」、
不
明
鬼
哉
。
儒
墨
同
是
堯
舜
、
同

非
桀
紂
、
同
修
身
正
心
以
治
天
下
國
家
、
奚
不
相
悅
如
是
哉
。
余
以
為
辯
生
於
未
學
、
各

務
售
其
師
之
說
、
非
二
師
之
道
本
然
也
。
孔
子
必
用
墨
子
、
墨
子
必
用
孔
子
。
不
相
用
、

不
足
為
孔
、
墨
」
と
あ
る
。

（
9
） 

韓
愈
の
「
原
道
」
で
、「
堯
以
是
傳
之
舜
、
舜
以
是
傳
之
禹
、
禹
以
是
傳
之
湯
、
湯

以
是
傳
之
文
、
武
、
周
公
、
文
、
武
、
周
公
傳
之
孔
子
、
孔
子
傳
之
孟
軻
。
軻
之
死
、
不

得
其
傳
焉
」
と
、
堯
舜
禹
か
ら
孔
子
、
孟
子
へ
と
受
け
継
が
れ
た
道
統
の
道
筋
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
原
道
」
の
冒
頭
に
、「
博
愛
之
謂
仁
、
行
而
宜
之
之
謂
義
、
由

是
而
之
焉
之
謂
道
、
足
乎
己
、
無
待
於
外
之
謂
德
」（『
礼
記
』
中
庸
篇
の
引
用
）、
さ
ら
に

「
古
之
欲
明
明
德
於
天
下
者
、
先
治
其
國
。
欲
治
其
國
者
、
先
齊
其
家
、
欲
齊
其
家
者
、
先

修
其
身
、
欲
修
其
身
者
、
先
正
其
心
。
欲
正
其
心
者
、
先
誠
其
意
」（『
礼
記
』
大
学
篇
の

引
用
）
と
、
宋
代
に
四
書
と
し
て
経
典
と
さ
れ
る
も
の
か
ら
、
そ
の
思
想
の
核
と
な
る
箇

所
を
引
用
し
て
い
る
。『
中
庸
』
と
『
大
学
』、
さ
ら
に
『
論
語
』、『
孟
子
』
が
「
原
道
」

の
中
に
は
す
べ
て
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
ま
さ
に
宋
学
の
先
蹤
と
な
っ
て
い
る
。

（
10
） 

韓
愈
「
原
道
」
で
も
「
荀
與
揚
也
、
擇
焉
而
不
精
、
語
焉
而
不
詳
」
と
、
孟
子
後
は

儒
学
は
絶
学
と
な
り
、
荀
子
と
楊
雄
と
い
っ
た
学
者
の
学
説
や
文
章
が
不
十
分
で
あ
る
と

し
て
い
る
。

（
11
） 

楊
倞
『
荀
卿
子
』
序
に
「
陵
夷
至
于
戰
國
、
於
是
申
、
商
苛
虐
、
孫
、
吳
變
詐
、
以

族
論
罪
、
殺
人
盈
城
、
談
說
者
又
以
慎
、
墨
、
蘇
、
張
爲
宗
、
則
孔
氏
之
道
幾
乎
息
矣
。

有
志
之
士
所
爲
痛
心
疾
首
也
」
と
い
う
。

（
12
） 

楊
倞
の
事
績
は
詳
細
が
わ
か
っ
て
い
な
い
。『
新
唐
書
』
芸
文
志
に
「
楊
汝
士
の
子

で
あ
る
」
と
い
う
記
事
が
見
え
る
の
み
で
あ
る
。

（
13
） 
楊
倞
の
『
荀
子
』
注
で
は
、
性
悪
篇
「
堯
問
於
舜
曰
、『
人
情
何
如
。』
舜
對
曰
、『
人

情
甚
不
美
、
又
何
問
焉
。
妻
子
具
而
孝
衰
於
親
、
嗜
欲
得
而
信
衰
於
友
、
爵
禄
盈
而
忠
衰

於
君
。
人
之
情
乎
。
人
之
情
乎
。
甚
不
美
、
又
何
問
焉
。』唯
賢
者
爲
不
然
」の
注
釈
に「
韓
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侍
郎
『
作
性
』
原
曰
」
と
し
て
、
韓
愈
の
「
原
性
」
全
文
を
掲
載
し
て
い
る
。

（
14
） 

金
谷
治
「『
荀
子
』
の
文
献
学
的
研
究
」（『
日
本
学
士
院
紀
要
』
第
九
巻
第
一
号
、

一
九
五
一
）
参
照
。


