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宋

子

の

論

理

菅
大

西

晴

隆

一

宋
子
-
宋
錺

・
宋
輕

・
宋
栄
子
と
も
い
う
ー
の
説
は
評
論
の
対
象
と
し
て
、
あ

る
い
は
断
片
的
に
、
あ
る
い
は
集
約
的
に
先
秦
諸
子
の
書
に
散
見
す
る
Q
し
か
し

そ
の
生
涯
は
ほ
と
ん
ど
不
明
で
、
た
だ

『
孟
子
』
告
子
下
篇
に
、
彼
の
活
動
年
代

を
推
定
せ
し
め
る
次
の
記
載
が
あ
る
に
す
ぎ

な
い
。

「
宋
脛
ま
さ
に
楚
に
之
か
ん

と
す
。
孟
子
石
丘
に
遇
ふ
。
曰
く
、
先
生
ま
さ
に
何
く
に
之
か
ん
と
す
る
と
。
曰

く
、
吾
れ
秦

・
楚
兵
を
構
ふ
と
聞
く
。
我

れ
ま
さ
に
楚
王
に
見
え
て
、
説
き
て
こ

れ
を
罷
め
し
め
ん
と
す
。
楚
王
悦
ば
ず
ん
ば
、
我
れ
ま
さ
に
秦
王
に
見
え
て
、
説

き
て
こ
れ
を
罷
め
し
め
ん
と
す
。
二
王
、

我
れ
ま
さ
に
遇
ふ
所
あ
ら
ん
と
す
と
。

曰
く
、
朝
請
ふ
、
そ
の
詳
を
問
ふ
こ
と
な
く
、
願
は
く
は
そ
の
指
を
聞
か
ん
。

こ

れ
に
説
く
に
ま
さ
に
何
如
せ
ん
と
す
る
と
。
曰
く
、
我
れ
ま
さ
に
そ
の
不
利
を
言

は
ん
と
す
る
な
り
と
…
。
」

こ
こ
に
い
う
秦

・
楚
の
構
兵
は
、
焦
循
に
よ
れ
ば
周

報
王
の
三
年

(前
三

一
二
)
に
属
す
る

(『
孟
子
正
義
』
巻
二
四
)。

孟
子
と
宋
子

と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
閻
若
壕
は

「
斉

の
宣
王
文
学
を
喜
び
、
游
説
の
士
自
ら

如
く
。
…
孟
子
固
よ
り
嘗
て
宋
脛
と
斉
に
雅
故
あ
り
。
別
去
こ
れ
を
久
し
う
す
。

忽
ち
石
邸
に
遙
遁
す
。
呼
ぶ
に
先
生
を
以

て
し
、
そ
の
之
く
所
を
請
ふ
。
殆
ど
い

ま
だ
同
ぜ
ず
し
て
言
ふ
者
の
比
に
あ
ら
ざ

る
な
り
。
石
邸
は
、
趙
氏
は
た
だ
地
名

と
の
み
云
ふ
。
或
は
以
て
宋

の
地
と
為
す
。
蓋
し
脛
を
以
て
宋

人

と
為

せ
ぽ

な

り
L

(『
四
書
釈
地
』
続
)
と
い
う
。
孟
子
が
み
ず
か
ら
名
を
称
し
て
い
る
の
も
、

宋
子
が
趙
岐
の
い
わ
ゆ
る

「
学
士
の
年
長
者
」

(『
孟
子
章
句
』
)
で
あ

っ
た
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
宋
子

・
サ
文
が
と
も
に
斉
の
稜
下
に
遊
ん
だ
こ
と
は
、

劉
向
こ
れ
を
い
い

(『
漢
書
』
芸
文
志
)、

孟
子
が
稜
下
で
宋
子
に
接
触
し
、
思
想

的
に
も
そ
の
影
響
を
受
け
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
こ
と
は
疑

い
な
い
。

右
の
問
答
は
、
宋
子

の
活
動
年
代
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
思
想
的
立
場
の

一
端

を
も
も
の
語
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
功
利
主
義
に
立
脚
し
て
、
国
家
に

「
不
利
」
を

も
た
ら
す
こ
と
の
認
識
を
国
家
間
の
戦
争

へ
の
抑
止
力
た
ら
し
め
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。

こ
こ
に

「
不
利
」
と
は
、
人
畜

の
損
傷
、
国
土
の
荒
廃
、
物
資
の
消
粍

な
ど
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
彼
が
、
同
じ
よ
う
に
戦
争
に
反
対
し
な
が
ら
、
道

徳
的
立
場
か
ら
ひ
た
す
ら

「仁
義
」
を
標
擁
し
、
功
利
主
義
を
否
定
し
て

「
何
ぞ

必
ず
し
も
利
を
日
は
ん
」

(告
子
下

・
梁
恵
王
上
)
と
主
張
す
る
後
輩
孟
子
の
批

判
を
免
れ
な
か
っ
た
の
も
、
怪
し
む
に
た
り
な
い
。

『
荘
子
』
天
下
篇
は
彼
と
サ

文
を

一
括
し
て

「禁
攻
寝
兵
、
世
の
戦
を
救
ふ
。
こ
れ
を
以
て
天
下
に
周
行
し
、

上
に
説
き
下
に
教

へ
、
天
下
取
ら
ず
と
錐
も
、
強
括
し
て
舎
め
ざ
る
者
な
り
。
故

に
曰
く
、
上
下
に
厭
は
る
る
も
、
し
か
も
強

い
て
見
る
な
り
と
」
と
評
論
す
る
。

と
こ
ろ
で
戦
争
廃
絶

へ
の
積
極
的

・
情
熱
的
な
実
践
活
動
に
は
、
非
攻
-
侵
略

*国 文学 研究室(昭 和57年9月30月 受理)
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奈

戦
争
反
対
ー
を
実
践
綱
領
の

一
つ
と
す
る
墨
家
と
の
類
縁
性
を
感
ぜ
し
め
る
も
の

が
あ
る
。
も

っ
と
も
、

「
寝
兵
の
説
勝
て
ぽ
、
則
ち
険
阻
守
ら
れ
ず
」

(『管
子
』

立
政
)
と
批
判
さ
れ
る
宋
子
の
説
と
、
天
志

に
も
と
つ
い
て
兼
愛

・
非
攻
を
主
張

す
る
が
、
天
の
正
義
の
実
現
と
し
て
の
訣

は
決
し
て
否
定
せ
ず
、
当
然
、
不
当
な

侵
略
に
た
い
し
て
は
、
果
敢
に
救
援
の
た
め
の
武
力
的
行
動
を
と
る
墨
家

の
非
攻

説
と
の
間
に
、
否
み
が
た
い
距
離
が
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
筍
子
は
墨
狸

・

宋
子
を

一
括
非
難
し
て
、

「
天
下
を

一
に
し
て
国
家
を
建
つ
る
の
権
称

(権
衡
)

た
つ
と

を
知
ら
ず
。
功
用
を
上
び
倹
約
を
大
ん
で
差
等
を
慢
り
、
曽
ち
以
て
弁
異
を
容
れ

わ
か

君
臣
を
県

つ
に
足
ら
ず
」

(非
十
二
子
)
と
い
う
。
両
者
の
政
治

・
経
済
思
想
に

共
通
性
を
看
取
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
韓
非
子
』
顕
学
篇
は
、
宋
子
と
儒
者
漆

雛
な
る
も
の
と
を
、
た
が

い
に
対
極
的
な
姿
勢
を
と
る
も

の
と
し
て
、
次
の
よ
う

ま
じ
ろ

に
論
ず

る
、

「漆
雛
の
議
、
色
擁
ま
ず
、
目
逃
が
ず
。
行
曲
な
れ
ぽ
則
ち
減
獲
を

さ

も
違
け
、
行
直
な
れ
ば
則
ち
諸
侯
を
も
怒

る
。
世
主
以
て
廉
と
為
し
て
こ
れ
を
礼

す
。
宋
栄
子
の
議
、
闘
争
せ
ざ
る
を
設
け
、

仇
に
随
は
ざ
る
を
取
る
。
囹
圏
を
差

ぢ
ず
侮
ら
る
る
も
辱
ぢ
ず
。
世
主
以
て
寛

と
為
し
て
こ
れ
を
礼
す
。
そ
れ
漆
離
の

廉
を
是
と
せ
ば
、
ま
さ
に
宋
栄
の
恕
を
非
と
せ
ん
と
す
る
な
り
。
宋
栄

の
寛
を
是

と
せ
ば
、
ま
さ
に
漆
雛
の
暴
を
非
と
せ
ん
と
す
る
な
り
」
と
。
こ
こ
に
い
う

「漆

離
」
な
る
も
の
が
何
者
で
あ
る
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
あ
る
い
は

『
墨
子
』
非
儒

下
篇
に

「
黍
雛
刑
残
せ
ら
る
」
と
あ
る

「
黍
離
」
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
と
も
あ

れ
、
と
も
に
尭

・
舜
を
祖
述
す
る
と
自
称
す

る
儒
家
と
墨
家
が
、
や
が
て
八
儒

・

三
墨
に
分
派
し
て
、
そ
の
は
て
、
漆
雛
と
宋
子
と
の
間
に
お
け
る
よ
う
に
、
風
馬

牛
も
た
だ
な
ら
な
い
ほ
ど
対
極
化
す
る
に
い
た
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
宋
子
は
や
は
り
墨
家
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
も
の
と

し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
誤
り

で
は
な
い
。

『
漢
書
』
芸
文
志
に
よ
れ
ば
、

『
サ
文
子
』

一
篇
は
名
家
に
属
し

『
宋
子
』
十

八
篇
は
小
説
家
に
属
す
る
。
か
つ
班
固
の
注

は

「孫
卿
(筍
子
)
宋
子
を
道
ふ
。
そ

の
言
は
黄
老
の
意
」
と
い
う
。

こ
の
こ
と
は
、
宋
子
を
単
純
に
墨
家
に
帰
属
せ
し

め
え
な
い
こ
と
を
も
の
語
る
。
事
実
、
荷
子
が
当
時
の
謬
論
を
批
判
し
た
正
論
篇

は
、
宋
子
の

「
見
侮
不
辱
」

「情
欲
寡
浅
」
と
い
う
二
つ
の
道
家
的
命
題
を
姐
上

に
あ
げ
る
。
後
者
に
つ
い
て
、
漏
友
蘭
は
楊
朱

の
節
欲
説
に
心
理
学
的
根
拠
を
あ

た
え
た
も
の
と
い
い

(『
中
国
哲
学
史
』)
、

顧
韻
剛
に
し
た
が

っ
て
、

宋
子

は

「楊
墨
を
合
わ
せ
て

一
つ
に
し
た
」
と
い
う

(同
上
)
。

こ
れ
は
だ
い
た
い
に
お

さ

い
て
当
を
得
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ

「墨
を
逃
れ
ば
必
ず
楊
に
帰
し
、
楊
を

逃
れ
ば
必
ず
儒
に
帰
す
」

(『
孟
子
』
尽
心
下
)
と
い
う
こ
と
ば
に
も
う
か
が
わ
れ

る
当
時

の
思
想
界
の
流
動
錯
綜
、
広
汎
深
刻
な
相
互
触
発

・
相
互
浸
透
を
思
え
ば
、

真
摯
に
み
ず
か
ら
の
思
想
を
生
き
た

一
人
の
思
想
家
を
学
派
的
枠
組
み
ー
複
合
的

で
あ
る
に
し
て
も
ー
で
律
し
さ

っ
て
も
、
さ
し
て
意
義
あ
る
こ
と
と
思
わ
れ
な
い
。

と
も
あ
れ
、
宋
子
が
筍
子
の
主
要
な
批
判
対
象
に
な

っ
て
い
る
こ
と
自
体
、
戦
国

の
思
想
界
に
占
め
る
地
歩
と
影
響
力
の
軽
小
で
は
な
か

っ
た
こ
と
を
教
え
る
。

ち
な
み
に
、

『管
子
』

の
心
術
上
下

・
白
心

・
内
業
の
諸
篇
を
宋
子

・
サ
文
の

遺
著
と
推
断
し
て
、
彼
ら
を
原
始
道
家
に
位
置
づ
け
る
郭
沫
若
ら

の
説

が
あ

り

(『
青
銅
時
代
』
)、

こ
れ
に
た
い
し
て
羅
根
沢

(『
諸
子
考
索
』)

・
漏
友
蘭

(『中

国
哲
学
史
論
文
二
集
』)

や
嚢
錫
圭

(「
中
国
哲
学
」第
二
輯
)
ら
の
反
論
が
あ
る
。

小
稿
で
は
こ
の
問
題
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
否
定
説
に
く
み
す
る
も

の

で
あ
る
こ
と
を
だ
け
表
明
し
て
お
き
た
い
。

二

 

「見
侮
不
辱
」
と
い
う
四
字
の
命
題
は
、
上
掲
の
よ
う
に

『韓
非
子
』

に
も
見

え
る
が
、

『呂
氏
春
秋
』
正
名
篇
に
も
こ
の
命
題
を
め
ぐ
る
サ
文
と
斉
王
と
の
問

答
を
載
せ
る
。

「
サ
文
、
斉
主
に
見
ゆ
。
…
曰
く
、

『
今
、

こ
こ
に
人
あ
り
、
親

に
事

へ
て
は
則
ち
考
、
君
に
仕

へ
て
は
則
ち
忠
、
友
に
交
は
り
て
は
則
ち
信
、
郷

に
居
て
は
則
ち
悌
、
こ
の
四
行
あ
る
者
、
士
と
謂
ふ
べ
き
か
』
と
。
斉
主
曰
く
、
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か
く

の
ご
と

『
こ
れ
真
に
所
謂
士
の
み
』
と
。
…
サ
文

曰
く
、

『
若

き
人
を
し
て
廟
朝
の
中

に
於
て
深
く
侮
ら
る
る
も
闘
は
ざ
ら
し
め
ば
、
王
将
に
以
て
臣
と
為
さ
ん
と
す
る

か
」
と
。
王
曰
く
、

「
い
な
、
そ
れ
士
侮
ら
れ
て
闘
は
ざ
る
は
、
則
ち
辱
な
り
。

辱
は
則
ち
寡
人
以
て
臣
と
為
さ
じ
」
と
。

サ
文
曰
く
、

「侮
ら
れ
て
闘
は
ず
と
難

も
、

い
ま
だ
そ
の
四
行
を
失
は
ざ
る
な
り
」
と
…
。』

思
う
に
、

こ
の
命
題
は

「侮
ら
る
る
も
辱
ぢ
ず
」
と
訓
ま
れ
る
べ
き
で
な
く
、

「侮
ら
る
る
も
辱
た
ら
ず
」
と
訓
ま
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
宋
子
に
あ

っ
て
は
、

こ
れ
が
た
ん
な
る
処
世
の
格
率

(主
観
的
原
理
)
で
な
い
こ
と
は
、

「
子
宋
子
曰

く
、
侮
ら
る
る
こ
と
の
辱
た
ら
ざ
る
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
、
人
を
し
て
闘
は
ざ
ら

し
む
」

(『筍
子
』
正
論
)
と
い
う
語
に
よ

っ
て
も
知
ら
れ
る
。
ふ
つ
う
、
人
は
侮

辱
を
受
け
た
場
合
、
こ
れ
を
恥
辱
と
し
て
受
け
と
め
、
こ
の
恥
辱
感
か
ら
闘
争
沙

汰
に
及
び
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
宋
子
は
、
侮
辱
さ
れ
て
も
、
そ
れ
が
決
し
て
恥

辱
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
認
識
の
問
題
と
し
て
命
題
化
し
、

こ
の
認
識
の
明

晰
に
よ

っ
て
闘
争

へ
の
心
理
的
傾
斜
か
ら
個
人
や
集
団
を
救
済
し
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。

『荘
子
』
天
下
篇

に

「
見
侮
不
辱
、
民
の
闘
を
救
ふ
」
と
い
う
ゆ
え
ん

で
、
『韓
非
子
』
が

「
宋
栄
の
寛

(ま
た
恕
)
」
と
評
す
る
無
抵
抗
主
義
的
寛
容
も
、

ま
さ
に
こ
の
認
識
の
明
晰
か
ら
生
ず

る
。

も
と
よ
り
こ
の
命
題
は
批
判
を
免
れ
ま

い
。
す
で
に
筍
子
は
闘
争
は
憎
悪
に
起

因
す
る
も
の
で
、
恥
辱
感
に
で
は
な
い
と

い
う
。
彼
に
よ
れ
ぽ
、
た
と
え
侮
辱
さ

れ
て
恥
辱
を
感
じ
て
も
、
憎
悪
し
な
い
か
ぎ
り
闘
争
に
ま
で
発
展
し
な
い
。

つ
ま

な

り

「
闘
ふ
と
闘
は
ざ
る
と
は
、
辱
ぢ
と
す

る
と
辱
ち
と
せ
ざ
る
と
に
亡
き
な
り
、

乃
ち
悪
む
と
悪
ま
ざ
る
と
に
在
り
」

(正
論
)
で
あ
る
。

こ
れ
は
た
と
え
侮
辱
さ

れ
て
憎
悪
を
感
じ
て
も
、
そ
れ
を
恥
辱
と

し
て
受
け
と
め
な
い
か
ぎ
り
闘
わ
な
い

と
い
う
宋
子
サ
イ
ド
の
説
と
は
、
ま

っ
た
く
対
脈
的
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
し
か
に
恥
辱
感
か
な
ら
ず
し
も
攻
撃
性

を
解
発
し
な
い
。
し
か
し
か
な
ら
ず
し

も
攻
撃
性
を
解
発
し
な
い
こ
と
は
憎
悪
も
同
じ
で
、
相
手
に
た
い
す
る
恐
怖
や
、

闘
争
の
結
果
、
我
が
身
に
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
不
利
な
状
況
の
予
測
、
あ
る

い
は
ま
た
道
徳
的
自
制
な
ど
が
心
理
的
緩
衝
地
帯
を
形
成
す
る
で
あ
ろ
う
。

闘
争
の
起
因
が
恥
辱
感
で
あ
る
か
憎
悪
で
あ
る
か
は
論
外
と
し
て
、
宋
子
に
あ

っ
て
は
な
ぜ
侮
辱
を
受
け
て
も
、
そ
れ
が
恥
辱
で
は
な
い
の
か
。
こ
れ
に
た
い
す

る
彼
れ
の
説
明
は
資
料
的
に
不
足
し
て
い
る
が
、
荘
子
の
次
の
語
は
よ
く
代
弁
し

て
い
る
。
い
う
、

「宋
栄
子
猶
然
と
し
て
こ
れ

(相
対
界
に
か
か
ず
ら
わ

っ
て
自

由
を
得
な
い
俗
人
)
を
笑
ふ
。
旦
つ
世
を
挙
げ
て
こ
れ
を
誉
む
る
も
、
勧
む
る
を

加

へ
ず
。
世
を
挙
げ
て
こ
れ
を
非
る
も
、
沮
む
を
加

へ
ず
。
内
外
の
分
を
定
め
、

栄
辱
の
境
を
弁
ず
」

(迫
遥
遊
)
。

林
希
逸
が
こ
れ
に
注
し
て
、

「
蓋
し
本
心
は

た

内
為
り
、
凡
物
は
外
為
る
を
知
る
。
故
に
内
外
の
分
を
定
む
と
日
ふ
。
外
に
在
る

者
は
則
ち
栄
辱
あ
り
。
内
に
在
る
者
は
則
ち
栄
辱
な
し
。
内
外
の
分
あ
る
を
知
れ

ぽ
、
則
ち
能
く
栄
辱
皆
な
外
境
な
る
を
弁
ず
」

(『
荘
子
旦
義
』
)
と
い
う
の
は
、

よ
く
宋
子
の
意
を
得
て
い
る
。
宋
子
に
あ

っ
て
は
、
外
境
か
ら
己
れ
に
加
え
ら
れ

る
侮
辱
は
、
内
的
世
界
-
自
由
と
超
越
の
王
国
1
に
住
す
る
己
れ
の
本
質
価
値
に

な
ん
の
か
か
わ
り
も
な
い
も
の
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

栄
辱
は
と
も
に
外
境

に
属
す
る
も
の
で
、
内
な
る
自
由
と
超
越

の
王
国
に
は
な

ん
の
か
か
わ
り
も
な
い
と
い
う
宋
子
の
こ
の
説
を
、
筍
子
は
鋭
く
批
判
し
た
。
筍

子
に
よ
れ
ば
、
栄
辱
に
は
そ
れ
ぞ
れ

「両
端
」
、
す
な
わ
ち

「中
よ
り
出
つ
る
も

の
」
と

「外
よ
り
至
る
も
の
」
と
の
対
蹴
的
な
二
類
型
が
あ
る

(正
論
)
。

道
徳

的
価
値
判
断
に
お
い
て
、
当
然
、
栄
ま
た
は
辱
を
受
け
る
に
値

い
す
る
内
実
ー
人

格
的
価
値
ま
た
は
反
価
値
1

を
主
体
が
具
有
す
る
こ
と
そ
の
も
の
が
、

「
中
よ
り

出
つ
る
も
の
」
と
し
て
の
義
栄

・
義
辱
で
あ
り
、
主
体
の
具
有
す
る
内
実
と
は
か

か
わ
り
な
く
、

い
わ
ぽ
偶
然
的
に
栄
辱
を
こ
う
む

っ
て
い
る
の
が
、

「
外
よ
り
至

る
も
の
」
と
し
て
の
勢
栄

・
勢
辱
で
あ
る
。
筍
子
に
お
い
て
は
、
栄
辱
は
宋
子
に

お
け
る
よ
う
に
外
な
る
世
界
に
の
み
属
す
る
の
で
は
な
く
、
道
徳
的
概
念
と
し
て

内
な
る
世
界
に
も
組
み
こ
ま
れ
る
。

た
し
か
に
現
実
に
お
い
て
は
、
義
と
勢
は
か
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な
ら
ず
し
も

一
致
し
な
い
。
い
な
、
む
し
ろ
乖
離
す
る
こ
と
が
多

い
。
君
子
の
埋

も
れ
、
小
人
の
時
め
く
の
が
世
の
常
で
あ
ろ
う
。
国
家
統
治

の

一
大
課
題
は
、

こ

の
両
端

の
栄
辱
を

一
致
さ
せ
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
筍

子

は

い
う
、

「君
子
は
以
て
勢
辱
あ
る
べ
く
し
て
、
以
て
義
辱
あ
る
べ
か
ら
ず
。
小
人
は
以
て

勢
栄
あ
る
べ
く
し
て
、
以
て
義
栄
あ
る
べ
か
ら
ず
。
勢
辱
あ
る
も
、
尭
た
る
に
害

な
く
、
勢
栄
あ
る
も
、
桀
た
る
に
害
な
し
。
義
栄

・
勢
栄
は
た
だ
君
子
に
し
て
而

る
後
、
こ
れ
を
兼
ね
有
し
、
義
辱

・
勢
辱

は
た
だ
小
人
に
し
て
然
る
後
、

こ
れ
を

兼
ね
有
す
。

こ
れ
栄
辱
の
分
な
り
。
聖
王
以
て
法
と
為
し
、
士
大
夫
以
て
道
と
為

し
、
官
人
以
て
守
と
為
し
、
百
姓
以
て
成

俗
と
為
す
。
万
世
易
ふ
る
能
は
ざ
る
な

り
」

(同
上
)
と
。
あ
と
で
も
触
れ
る
よ
う
に
、
栄
辱
制
度
を
国
家
統
治

の
道
具

と
し
て
重
視
す
る
筍
子
に
と

っ
て
、
宋
子

の
よ
う
に
栄
辱
を
外
境
に
属
せ
し
め
、

自
由
と
超
越

の
王
国
に
住
む
も
の
に
は
な
ん
の
か
か
わ
り
も
な
い
と
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
こ
の
制
度
を
空
洞
化
す
る
に
い
た
る
教
説
は
、
断
じ
て
看
過
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

三

 

第
二
の

「
情
欲
寡
浅
」
な
る
命
題
は
、

人
間
の
欲
求

(欲
望
)
が
本
来
的
に
浅

少
で
、
し
た
が

っ
て
そ
の
充
足
は
少
量
の
対
象
に
よ

っ
て
可
能
に
な
る
こ
と
を
い

う
。
こ
の
心
理
学
的
命
題
が
政
治
や
経
済

の
形
態
を
大
き
く
規
定
す
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
Q

と
こ
ろ
で
こ
の
四
字
の
命
題
は
、

『荘
子
』
天
下
篇
に

「禁
攻
寝
兵
を
以
て
外

と
為
し
、
情
欲
寡
浅
を
以
て
内
と
為
す
」

と
あ
る
の
に
よ
る
が
、

『筍
子
』
の
正

名
篇
は
た
ん
に

「
情
欲
寡
」
と
い
う
。
か

つ
正
論
篇
で
は
、

「情
欲
」
の
二
字
は

熱
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
い
う
、

「子
宋
子
日
、

人
之
情
欲
寡
。
而
皆
以
己
之
情
為
欲
多
。
是
過
也
」
と
。
王
念
孫
は
、
「
人
之
情
」

の
三
字
、

「
欲
寡
」
の
二
字
は
そ
れ
ぞ
れ
連
読
し
て
、

「情
欲
」
と
連
読
し
な
い

と
い
う

(『筍
子
集
解
』
引
)
。

こ
の
句
読
は
正
論
篇

の
下
文
に
徴
し
て
正
し
い
。

ま
た
漏
友
蘭
は

「
欲
」
字
は
動
詞
と
し
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
(『中

国
哲
学
史
』
『中
国
哲
学
史
論
文
二
集
』)
。

し
た
が

っ
て
宋
子
の
命
題
は

「情
欲

は
寡
浅
な
り
」
で
は
な
く
、

「情
、
寡

(寡
浅
)
な
る
を
欲
す
」
な

い
し
は

「情
、

欲
す
る
こ
と
寡

(寡
浅
)
な
り
」
と
訓
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「情
」
が
人

間
の
本
来
性
を
意
味
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

筍
子
は

「宋
子
は
少
に
見
る
あ
り
て
、
多
に
見
る
な
し
」

(天
論
)
と
い
う
が
、

宋
子
の
徒
と
て
も
、
人
間
の
生
に
本
来
的

・
必
然
的
に
付
随
す
る
感
性
的
欲
求
の

き
わ

充
足
を
否
定
し
な
い
。
当
然
な
が
ら

「目
は
色
を
棊
む
る
こ
と
を
欲
し
、
耳
は
声

を
棊
む
る
こ
と
を
欲
し
、

口
は
味
を
棊
む
る
こ
と
を
欲
し
、
鼻
は
臭
を
棊
む
る
こ

と
を
欲
し
、
形
は
侠
を
棊
む
る
こ
と
を
欲
す
る
」

(正
論
)
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る

「五
纂
」
を
肯
定
す
る
。

こ
れ
は
筍
子
が
批
判
す
る
よ
う
に
、

「富
貴
を
欲
す
る

も
、
し
か
も
貨
を
欲
せ
ず
、
美
を
欲
す
る
も
、
し
か
も
西
施
を
欲
せ
ず
」
(同
上
)

と
い
う
よ
う
な
矛
盾
を
ふ
く
む
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
宋
子
は
後
天
的

・
人
為
的

に
肥
大
し
た
欲
求
を
捨
象
し
て
命
題
化
し
た
の
で
あ
る
。
彼
が

「そ
の
群
徒
を
率

ゐ
、
そ
の
談
説
を
弁
じ
、
そ
の
讐
称
を
明
ら
か
に
し
て
」
(正
論
)
、
こ
の
命
題
を

世
人
に
周
知
徹
底
せ
し
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
あ
く
な
き
欲
求
の
充
足
を
求
め
て

狂
奔
し
、
あ
げ
く
闘
争
に
あ
け
く
れ
る
世
の
現
実
態
を
凝
視
す
る
か
ら
で
あ
る
。

彼
の
欲
求
論
は
楊
朱
学
派
が
全
生

(性
)
を
説
き
、
感
性
的
欲
求
の
充
足
を
強
調

し
な
が
ら
、
し
か
も
肥
大
し
よ
う
と
す
る
欲
求
を
節
制
し
、
適
度
な
ら
し
め
る
こ

と
こ
そ
か
え

っ
て
全
生
の
道
で
あ
る
と
す
る
の
に
つ
な
が
る
も
の
で
、
す
で
に
触

れ
た
よ
う
に
、
こ
の
命
題
は
全
生
主
義
に
論
理
的
根
拠
を
提
供
し
た
も
の
と
い
っ

て
よ
い
。

荷
子
は
宋
子
と
は
対
脈
的
に

「人
の
情
を
以
て
、
多
き
を
欲
し
て
寡
き
を
欲
せ

ず
と
為
す
」

(同
上
)
立
場
を
と
る
。
人
の
欲
求
は
無
限
で
さ
え
あ
る
。

「人
の

情
、
食
は
甥
豪
あ
ら
ん
こ
と
を
欲
し
、
衣
は
文
繍
あ
ら
ん
こ
と
を
欲
し
、
行
く
に
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輿
馬
あ
ら
ん
こ
と
を
欲
し
、
又
た
か
の
余
財
蓄
積
の
富
を
欲
す
る
な
り
。
然
り
而

し
て
年
を
窮
め
世
を
累
ぬ
る
も
足
る
を
知
ら
ざ
る
は
、
こ
れ
人
の
情
な
り
」

(栄

辱
)
、

「
そ
れ
貴
き
こ
と
天
子
為
り
、
富
は
天
下
を
有

つ
は
、

こ
れ
人
情
の
同
じ

く
欲
す
る
所
な
り
」

(同
上
)
と
い
う
。

人
が
そ
れ
ぞ
れ
欲
求

の
充
足
を
追

っ
て

あ
く
こ
と
が
な
い
と
き
、
そ
の
対
象
が
有
限
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
こ
に
相
克
が
生

じ
、
社
会
の
混
乱
を
生
む
に
至
る
の
は
必
至
で
あ
る
。
こ
こ
に
秩
序
と
調
和
を
も

す
な
わ

た
ら
す
た
め
の
礼
の
存
在
理
由
が
あ
る
。

「先
生
案
ち
こ
れ
が
為
に
礼
義
を
制
し

て
以
て
こ
れ
を
分
か
ち
、
貴
賎

の
等
、
長
幼
の
差
、
知
愚

・
能
不
能
の
分
あ
ら
し

お
こ
な

め
、
皆
な
人
を
し
て
そ
の
事
を
載
ひ
て
各

く
そ
の
宜
し
き
を
得
し
め
、
然
る
後
、

穀
禄
の
多
少
厚
薄
を
し
て
こ
れ
称
は
し
む

「
(同
上
)
と
。
そ
し
て
こ
れ
を

「群

居
和

一
の
道
」
と
い
う
。
栄
辱
の
制
度
化

は
こ
の

「道
」

の
具
体
化
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
筍
子
の
欲
求
論
に
よ
る
か
ぎ
り
、
栄
辱
制
度
は
臣
民
を
し
て
い
わ
ば

「治

に
出
で
道
に
合
せ
し
め
る
」

(性
悪
)
動
機
づ
け
と
な
り
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う

に
、
国
家
統
治
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
道
具
と
な
る
。

「
凡
そ
言
議
期
命
は
聖

王
を
以
て
師
と
為
す
に
あ
ら
ざ

る
な
し
。
而
し
て
聖
王
の
分
は
栄
辱
こ
れ
な
り
」

(正
論
)
と
い
う
。
筍
子

の
欲
求
論
の
も

つ
政
治
的
意
義
は
明
ら
か
で
あ
る
。
だ

か
ら
こ
そ
宋
子
の
命
題
を
肯
定
す
れ
ば
、
先
王
は

「
人
の
欲
せ
ざ
る
所
の
者
を
以

て
賞
し
、
而
し
て
人
の
望
む
所
の
者
を
以

て
罰
す
る
」

(同
上
)
と
い
う
矛
盾
に

陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

「
少
あ
り
て
多
な
け
れ
ば
、
則
ち
群
衆
は
化
せ
ず
」

(天

論
)
と
い
う
の
は
こ
の
謂
い
で
あ
り
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
宋
子
の
説
は

「乱

こ
れ

よ
り
大
な
る
は
な
し
」

(正
論
)
と
断
罪

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四

以
上
、
宋
子
の
説
の
両
輪
で
あ
る
二
つ
の
命
題
に
つ
い
て
簡
単
に
考
察
を
加
え

た
が
、
あ
ら
た
め
て

『
荘
子
』
天
下
篇
の
評
論
に
立
ち
帰

っ
て
み
る
と
き
、
彼
れ

が
真
摯
に
み
ず
か
ら
の
命
題
を
生
き
た

ユ
ニ
ー
ク
な
思
想
家
で
あ

っ
た
こ
と
を
痛

感
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
の
強
引
な
宣
教
活
動
は
世
の
嫌
悪
侮
辱
す
る
と
こ
ろ
で
あ

っ

た
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
ひ
る
む
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
、
い
か
に
嫌
悪
侮
辱
さ
れ

て
も
、
け

っ
し
て
恥
辱
で
は
な
い
と
い
う
彼
の
信
条
的
命
題
に
安
住
し
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。

「そ
の
、
人
の
為
に
す
る
こ
と
太
だ
多
く
、
そ
の
自
ら
為
に
す
る
こ

し
ま
ら

も
と

と
太
だ
少
な
し
。
曰
く
、
固
く
五
升
の
飯
を
置
き
て
足
る
を
請
め
欲
す
と
。
先
生

恐
ら
く
は
飽
く
を
得
ざ
ら
ん
。
弟
子
飢
う
と
錐
も
、
天
下
を
忘
れ
ず
、
日
夜
休
は

た
か

お
お

ず
。
曰
く
、
我
れ
必
ず
活
か
す
を
得
ん
か
な
と
。
図
く
傲
い
な
る
か
な
。
救
世
の

士
な
る
か
な
」
と
あ
る
の
も
、

「
情
欲
寡
浅
」
と
い
う
命
題
の
ま
ま
に
、
飢
餓
に

隣
す
る
貧
苦
に
た
え
て
、
ひ
た
す
ら
救
世
活
動
に
奔
走
し
た
宋
子
師
弟
を
想
見
さ

せ
る
。

さ
き
に
宋
子
の
二
つ
の
命
題
を

「
道
家
的
」
と
い
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
る
実
践
は
、
道
家
と
は
全
く
異
質
的
な
、
墨
家
的
と
い
え
る
よ
う
な

熾
烈
な
ア
ソ
ガ
ー
ジ

ユ
マ
ン

(社
会
参
加
)
で
あ
る
。
原
始
道
家
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
楊
朱
は
孟
子
が
激
し
く
批
判
し
た
よ
う
に
、

二

毛
を
抜
い
て
天
下
を
利
す

る
も
、
為
さ
ざ
る
」

(尽
心
上
)
底
の

「為
我
」
主
義
-
個
人
主
義
を
標
樗
し
た
。

既
述
の
よ
う
に
欲
求
論
に
お
い
て
は
相

つ
な
が
る
楊
朱
と
宋
子
も
、
そ
の
対
社
会

姿
勢
に
お
い
て
は
対
極
的
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
楊
朱
系
列
と
推
定
さ
れ

る
告
子
は
、
孟
子
に
よ

っ
て

「
我
れ
に
先
ん
じ
て
心
を
動
か
さ
ず
」

(『
孟
子
』
告

子
上
)
と
い
わ
れ
た
が
、
ま
た

「
義
を
外
に
す
る
」

(同
上
)
を
も
っ
て
批
判
さ

れ
た
。
す
な
わ
ち
告
子
は
社
会
正
義
を
己
れ
に
か
か
わ
り
な
い
も
の
と
し
て
、

こ

れ
に
眼
を
蔽

い
、
そ
の
実
践
か
ら
逃
避
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
心
の
平
静
-
不
動
心

を
保
持
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
宋
子
は
告
子
と
撰
を
異
に
し
て
、

果
敢
な
社
会
実
践
の
な
か
に
あ

っ
て
自
由
と
超
越
を
、

い
い
か
え
れ
ぽ
不
動
心
を

保
持
し
よ
う
と
す
る
。
社
会
的
実
践
と
不
動
心
は
、
彼
れ
に
お
い
て
両
立
す
る
。

む
し
ろ
不
動
心
は
社
会
的
実
践
を
よ
り
効
果
的
に
貫
徹
す
る
た
め
の
支
え
で
あ

っ

た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
こ
の
両
立
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
こ
そ

「
内
外
」
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の
論
理
な
の
で
あ
る
。

『
　
子
』
広
沢
篇
は
先
秦
諸
子
の
根
本
的
立
場
を

一
語
で
規
定
す
る
。

「墨
子

は
兼
を
貴
び
、
孔
子
は
公
を
貴
び
、
皇
子

は
衷
を
貴
び
、
田
子
は
均
を
貴
び
、
列

子
は
虚
を
貴
び
、
料
子
は
別
固
を
貴
ぶ
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
こ
に
い

う
料
子
が
何
者
で
あ
る
か
不
明
で
あ
る
が
、

馬
叙
倫
は

「疑
ふ
ら
く
は
即
ち
宋
子

な
ら
ん
」

(『
荘
子
義
証
』
天
下
篇
)
と
い

っ
て
論
証
を
加
え
る
。

『
荘
子
』
天
下

篇
の

「宋
釧

・
サ
文
…
万
物
に
接
す
る
に
、

別
宥
を
以
て
始
め
と
為
す
」
と
あ
る

の
に
照
ら
せ
ば
、
馬
叙
倫
の
説
は
誤
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

『呂
氏
春
秋
』
去
宥
篇

に
い
う
、

「
そ
れ
人
の
宥
す
る
所
あ
る
も

の
は
、
固
よ
り
昼
を
以
て
昏
と
為
し
、

白
を
以
て
黒
と
為
し
、
尭
を
以
て
桀
と
為
す
。
宥

の
敗
を
為
す
、
亦
た
大
な
り
。

亡
国
の
主
、
そ
れ
皆
な
甚
だ
宥
す
る
所
あ

る
か
。
故
に
凡
そ
人
、
必
ず
別
宥
し
て

然
る
後
知
る
。
別
宥
す
れ
ば
則
ち
能
く
そ

の
天
を
全
く
す
」
と
。
畢
玩
は

「宥
は

圃
と
同
じ
。
拘
擬
す
る
所
あ
り
て
、
識
の
広

か
ら
ざ
る
を
謂
ふ
な
り
。
下
文
を
以

て
こ
れ
を
観
れ
ば
、
猶
ほ
蔽
と
言
ふ
が
ご
と
き
の
み
」
と
注

す

る
。

ち
な

み

に

『
呂
氏
春
秋
』
に
は
去
尤
篇
が
あ
る
が
、
尤
が
固
の
借
字
で
あ
る
こ
と
は
、
篇

の

内
容
か
ら
考
え
て
誤
り
あ
る
ま
い
。

と
こ
ろ
で

「
圃
」
は
畢
玩
に
よ
れ
ぽ
、
上
述
の
よ
う
に

「蔽
」
の
意
味
で
あ
り
、

「別
圃
」
は
馬
叙
倫
に
よ
れ
ば
、
「
解
蔽

(
蔽
ひ
を
解
く
)
を
謂
ひ
」
(上
掲
書
)
、

な
ず

漏
友
蘭
に
よ
れ
ば
、

「
圃
」
は

『荘
子
』
秋

水
篇

の
い
わ
ゆ

る

「虚

に
拘
む
」

し
ば

「時
に
篤
し
」

「
教
に
束
ら
る
」
の
類
で
、

「
別
圃
」
と
は

「
自
己
の
、
地
域

・

時
代

・
政
教

・
風
俗
よ
り
以
て
そ
の
他
に
及

ぶ
来
源
の
養
成
す
る
所
の
偏
見
を
看

透
す
る
」

(上
掲
書
)

こ
と
を
い
う
。
し
か
し

「圃
」
は

『
説
文
』
に

「
苑
に
垣

あ
る
な
り
、
口
に
杁
ひ
、
有
声
。

一
に
曰
く
、
禽
獣
に
圃
と
日
ふ
」

(巻
六
下
)

と
い
い
、

『周
礼
』
地
官
に
は
圃
人
の
職
が
あ

っ
て
、
天
子
の
苑
固
を
管
理
す
る

こ
と
を
掌
る
。
段
玉
裁
は
引
伸
義
と
し
て
、

「
凡
そ
区
域
を
分
別
す
る
を
圃
と
日

あ
い

ふ
」
と
い
う
。
郭
象
が

『荘
子
』

に
注
し
て
、

「
相
犯
錯
せ
し
む
る
を
欲
せ
ず
」

と
い
い
、
成
玄
英
の
疏
に

「宥
は
区
域
な
り
。
…
名
教
を
置
立
し
、
人
間
に
応
接

し
て
万
有
を
区
別
す
…
」
と
あ
る
の
は
、
原
義
に
忠
実
な
解
釈
と
い
っ
て
よ
い
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
区
別
す
る
こ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
を
ま
さ
し
く
そ
れ
ぞ
れ
と
し
て
、

い
わ
ば
差
別
の
相
に
お
い
て
見
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
論
理
学
的
に
も

っ

と
も
基
本
的
な
人
間
の
思
惟
形
式
-
自
同
律

・
矛
盾
律

・
排
中
律
を
含
蓄
す
る
。

さ
き
に
引
い
た

『
呂
氏
春
秋
』
去
宥
篇
に
よ
れ
ば
、
た
し
か
に

「
宥

(圃
)
」

に

「蔽
」
の
意
味
が
あ
る
が
、

「
昼
を
以
て
昏
と
為
し
、
白
を
以
て
黒
と
為
し
、
尭

を
以
て
桀
と
為
す
」
錯
認
が
、
ま
さ
に

「
別
圃
」

の
欠
如
に
起
因
す
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
分
か
る

(認
知
)
と
は
分
け
る
こ
と

(区
別

・
区
分
)
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

「別
囹
」
を
以
上
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
き
、

『荘
子
』
に
い
わ
ゆ
る

「内
外

の
分
を
定
む
る
」

こ
と
、
す
な
わ
ち
内

(自
己
)
な
る
世
界
と
外

(自
己
な
ら
ぬ

も
の
)
な
る
世
界
の
領
域
を
明
確
に
区
分
画
定
す
る
こ
と
こ
そ

「
別
圃
」
そ
の
も

の
で
、
二

つ
の
命
題
の
共
通
の
根
を
な
す
根
本
自
覚
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

そ
も
そ
も

「見
侮
不
辱
」
な
る
命
題
は
ー

「
情
欲
寡
浅
」
も
同
じ
で
あ
る
が
ー
た

ん
な
る
思
弁
の
産
物
で
は
な
く
、
外
界
-
内
な
る
外
界
を
も
ふ
く
め
て
ー
か
ら
の

触
発

に
よ

っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
別
乾
坤
-
内
的
世
界
の
掴
養
に
よ

っ
て

さ
さ
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
内
な
る
世
界
は
外
な
る
世
界
と
次
元
を
異

に
す
る
、
自
由
と
超
越
の
王
国
で
あ
る
。
も
し
こ
の
王
国
に
安
住
す
る
な
ら
ば
、

世
の
栄
辱
は
あ
た
か
も

「
竹
影
の
階
を
掃
ふ
も
塵
動
か
ず
。
月
輪
の
沼
を
穿
も
水

に
痕
な
き
」

(『
菜
根
諌
』
後
集
)

に
似
て
、
な
ん
ら
心
波
を
騒
が
す
に
た
り
な

ぎ
リ
ノ
　
さ

く

い
で
あ
ろ
う
。
荘
子
は
宋
子
を
評
し
て

「
彼
れ
そ
の
世
に
お
け
る
、

い
ま
だ
数
々

た

然
た
ら
ざ
る
な
り
。
然
り
と
錐
も
猶
ほ
い
ま
だ
樹
た
ざ
る
あ
る
な
り
」
(迫
遙
遊
)

と
い
う
が
、
宋
子
に
お
け
る

「
我
れ
の
自
覚
」
は
決
し
て
し
か
く
浅
近
な
も
の
で

は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

い
っ
た
い
、
宋
子
の
こ
の
よ
う
な
境
地
は
、
ま
た
孟
子
や
告

子

が
志

向

し
た
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「
不
動
心
」
と
同
じ
で
、
戦
国
乱
世
の
思
想
界
に
お
け
る
共
通
の
実
践
目
標
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

一
般
的
に
い
っ
て
、

依
存
す
べ
き
秩
序

の
原
理
や
行
為
の
範

型
が
外
界
に
潰
え
さ
る
と
き
、
生
の
支
点
を
内
な
る
世
界
に
求
め
る
に
至
る
の
は

必
然
で
あ
る
。
宋
子
は
生
の
揺
る
ぎ
な
い
安
定
を
、
内
外

の
領
域
を
明
確
に
画
定

す
る
こ
と
を
通
し
て
確
保
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、

「
わ

れ
わ
れ
の
権
限
内
に
あ
る
も
の
と
、
わ
れ
わ
れ
の
権
限
内
に
な
い
も
の
と
」
を
峻

別
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
ア
パ
テ
ィ
ァ

(
不
動
心
)
に
住
す
べ
き
こ
と
を
教
え
る

奴
隷
生
ま
れ
の
哲
人

エ
ピ
ク
テ
ト
ス

(～

=
二
六
ご
ろ
)
と
の
類
似
は
ま
こ
と
に

興
味
深
い
。

エ
ピ
ク
テ
ト
ス
は
い
う
、

「
記
憶
し
て
お
く
が
よ
い
、
き
み
を
侮
辱

す
る
も
の
は
、
き
み
を
罵

っ
た
り
、
殴

っ
た
り
す
る
者
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
人

か
ら
侮
辱
さ
れ
て
い
る
と
思
う
、
そ
の
思

わ
く
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
だ
れ
か

が
き
み
を
怒
ら
す
な
ら
、
き
み
の
考
え
が
き
み
を
怒
ら
せ
た
の
だ

と
知

る
が

よ

い
」

(『
要
録
』)
。

ち
な
み
に
憎
悪
で
は
な
く
、
恥
辱

(屈
辱
)
感
を
闘
争

の
起

因
で
あ
る
と
前
提
し
、
だ
か
ら
こ
そ
侮
辱

さ
れ
て
も
こ
れ
を
恥
辱
と
し
て
受
け
と

め
る
こ
と
を
拒
否
す
る
宋
子
の
説
に
、
彼
が
当
時
の
諸
文
献
で
愚
弄
の
対
象
と
な

っ
て
い
る
宋
人
で
あ

っ
た
こ
と
の

一
証
を
求
め
る
の
は
、
必
ず
し
も
不
当
で
は
あ

る
ま
い
。

五

宋
子
の
根
本
自
覚
で
あ
る

「
内
外
の
論

理
」
は
学
派
の
異
同
を
越
え
て
、
当
時

の
思
想
家
に
大
き
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

こ
れ
ま
で
触
れ
て
き
た
よ
う
に
、
宋
子

に
た
い
す
る
最
大
の
批
判
者
で
あ

っ
た
筍

子
の
、
栄
辱
に

「中

よ
り
出
つ

る
も

の
」
と

「外
よ
り
至
る
も
の
」、

す
な
わ
ち
義
と
勢
の

「両
端
」
が
あ
る
と
す
る

説
よ
り
し
て
、
す
で
に
こ
の
論
理
を
導
入
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

筍
子
は
い
わ
ば

「
室
に
入

っ
て
父
を
操

っ
た
」
も
の
と
い
っ
て
よ

い
。

孟
子

が

「
天
爵
」

「
人
爵
」
な
る
対
概
念
を
提
起

し
て
、

「仁
義
忠
信
、
善
を
楽
し
ん
で

倦
ま
ざ
る
は
、
こ
れ
天
爵
な
り
。
公
卿

・
大
夫
は
こ
れ
人
爵

な

り
…
」

(『
孟

子
』
告
子
上
)
と
い
う
の
も
同
じ
い
。

い
う
ま
で
も
な
く
孟
子
の
道
徳
思
想
は
、
性
と
命
が
対
概
念
と
し
て
始
め
て
明

確
化
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
思
想
史
的
意
義
を
も
つ
が
、

こ
れ
は

「
内
外
の
論
理
」
を

媒
介
と
し
て
こ
そ
可
能
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
れ
に
お
い
て
は
、
内
と
し
て

の
性
は
仁
義
礼
智
信
な
る
道
徳
的
価
値
範
疇
を
先
天
的
に
具

有
す

る
。

い
う
、

「仁
義
礼
智
は
外
よ
り
我
れ
を
礫
す
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
我
れ
こ
れ
を
固
有
す

る
な
り
」

(『
孟
子
』
告
子
上
)
。

だ
か
ら
こ
そ
道
徳
性
と
し
て
の
性
は
、
感
性
的

欲
求
が
外
な
る
対
象
に
よ

っ
て
の
み
充
足
さ
れ
、
し
た
が

っ
て
そ
の
充
足
が
運
命

に
左
右
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
と
は
異
な

っ
て
、
た
だ
内
な
る
高
次
欲
求
に
め
ざ

め
て
そ
の
実
現
を
意
欲
す
る
か
い
な
か
に
か
か
わ

っ
て
く
る
。

「
求
む
れ
ば
則
ち

こ
れ
を
得
、
舎

つ
れ
ぽ
則
ち
こ
れ
を
失
ふ
。

こ
れ
求
む
る
こ
と
、
得
る
に
益
あ
る

な
り
。
我
れ

(内
)

に
在
る
も
の
を
求
む
れ
ば
な
り
。

こ
れ
を
求
む
る
に
道
あ
る

も
、
こ
れ
を
得
る
に
命
あ
り
。
こ
れ
求
む
る
こ
と
、
得
る
に
益
な
き
な
り
。
外
に

在
る
も
の
を
求
む
れ
ば
な
り
」

(尽
心
上
)
と
は
こ
れ
を
い
う
。
も
と
よ
り
、
性

の
実
現
も
現
実
的
に
は
外
な
る
運
命
の
制
約
を
免
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
無
限
に
実
現
を
課
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
努
力
す
る
と
こ
ろ
に
、
人

間
の
道
徳
的
な
生
き
ざ
ま
が
あ
る
の
で
あ
る
。

「
仁
の
父
子
に
お
け
る
、
義
の
君

臣
に
お
け
る
、
敬
の
賓
主
に
お
け
る
、
智

の
賢
者
に
お
け
る
、
聖
人
の
天
道
に
お

け
る
、
命
な
り
。
性
あ
り
、
君
子
は
命
と
謂
は
ざ
る
な
り
…
」

(尽
心
下
)
と
い

う
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

孟
子

の
性
善
説
に
た
い
し
て
、

「
生
こ
れ
を
性
と
謂
ふ
」

(『孟
子
』
告
子
上
)、

す
な
わ
ち
生
命
活
動
、
生
活
作
用
の
当
体
を
性
と
規
定
す
る
立
場
か
ら
、

「
性
は

善
な
く
、
不
善
な
し
」

(同
上
)
と
道
破
し
た
の
は
告
子
で
あ
る
。
こ
の
命
題
は

あ
た
か
も
無
記

(梓9◎一)d門一9Ω
層9Ωoo9◎)
を
説
く
も
の
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
ま

さ
し
く
は
性
が
善
悪
の
彼
岸
と
し
て
の
純
粋
本
然
の
先
天
的
素
質
で
、
善
悪
は
後
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天
的
作
為
に
よ

っ
て
生
起
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
告
子
に
別
に

「
仁
内
義
外
」
と
い
う
命
題
が
あ
る
。

こ
の
命
題
は

『
孟
子
』

に
ょ
れ
ば

「
孟
季
子
」

(疑
う
ら
く
は
季
子
)
な
る
も

の
の
執
る
と
こ
ろ
で
も
あ

っ
て
、
楊
朱
系
列
の
思
想
家
に
共
通
の
も

の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
れ
が

当
時
の
思
想
界
の
問
題
と
な

っ
て
い
た
こ
と
は
、

『
墨
子
』
経
下
篇
に
批
判
の
対

象
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
も
う
か
が
わ
れ
る
。

『管
子
』
戒
篇
に

も

「仁
は
中
よ
り
出
で
、
義
は
外
よ
り
作

る
」
と
い
う
。

こ
の
命
題
に
つ
い
て
は

別
に
論
及
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で

(「
春
日
丘
論
叢
」
第
二
十
二
号
)
、

こ
こ
で
は

触
れ
な
い
で
お
く
が
、
要
す
る
に
こ
れ
が

「内
外
の
論
理
」
を
導
入
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
疑
う
余
地
あ
る
ま

い
。

ち

な

み

に

『
韓
非
子
』
解
老
篇
の
冒
頭
に

「徳
は
内

な
り
、
得
は
外
な
り
」
と
い
う
の
も
、

ま
た
し
か
り
で
あ
ろ
う
。
性
説
が
倫
理

・
道
徳
や
政
治
を
人
間
の
先
天
的
素
質
と

の
関
連
に
お
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
の
に
た
い
し
、
人
間
の
自
由

・
超
越
を
社

会
や
運
命
と
の
関
連
に
お
い
て
追
求
し
た
の
が
、
ま
さ
に
こ
の
論
理
で
あ

っ
た
の

で
あ
る
。

SungTzu's(宋 子)Logic

HarutakaONISHi

Summary

SungTzu'stheoryissummariedintwopropositions,thatis,beingdespiseddoesnot

meanfeelingshame,anddesireisbynaturescarce.Thesepropositionsareproppedup

by`in'and`outside'theory.Bydrawingamarkedboundarybetweenself(in)and

non-self(outside),hetaughthowtoobtainfreedomofselfandtranscendency.His

logicgaveaprofoundinfluenceonmanyotherthinkersoftheday.


